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『
広
八
日
記
』
の
音
韻
表
記

は
じ
め
に

『
広
八
日
記
』
は
慶
応
二
年
か
ら
明
治
二
年
に
か
け
、「
高
野
広
八
」
な
る
人
物

が
曲
芸
団
を
率
い
て
米
・
欧
に
巡
業
し
た
時
の
日
誌
で
あ
る
。
彼
の
故
郷
は
福
島
市

か
ら
約
一
五
キ
ロ
は
な
れ
た
現
・
伊
達
郡
飯
野
町
。
飯
野
町
史
談
会
の
翻
刻
（
一
九

七
七
）
の
解
説
他
に
よ
れ
ば
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
大
久
保
村
（
現
・
飯
野
町
）

の
生
ま
れ
、
四
五
歳
の
時
に
米
人
興
行
師
リ
ズ
リ
ー
、
通
訳
ベ
ン
ク
ツ
に
率
い
ら
れ

て
こ
の
巡
業
に
出
た
。
彼
の
経
歴
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
青
年
期
に
飯
野
を
離
れ

た
と
推
定
さ
れ
、
江
戸
に
長
く
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
日
記
を
し
た
た
め
た
旅
行

の
直
後
に
帰
郷
、
十
年
程
い
た
あ
と
、
そ
の
後
の
消
息
は
た
ど
れ
ず
、
ま
た
十
年
弱

し
て
帰
郷
し
、
明
治
二
三
年
に
死
去
し
た
。

私
は
二
十
年
余
り
前
に
飯
野
町
を
訪
問
し
、
日
記
を
拝
見
し
撮
影
の
機
会
を
得
た
。

そ
の
後
、
資
料
的
な
価
値
を
計
り
か
ね
て
い
た
が
、
先
に
「
あ
る
幕
末
庶
民
の
米
欧

体
験
」（
論
究
日
本
文
学
七
八
、
二
〇
〇
三
年
五
月
）
で
そ
の
概
要
を
述
べ
た
。
そ
の
稿

で
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
到
着
ま
で
の
旅
程
の
模
様
、
ま
た
米
・
欧
で
見
聞
し
た

事
柄
と
そ
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、『
広
八
日
記
』
の
方
言
資
料
と
し
て
の
面
を
考
察
す
る
。
そ
の
う
ち
、

特
に
表
記
・
音
韻
の
様
相
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
、
彼
が
出
身
地
の
南
奥
羽
地
方
の

方
言
を
よ
く
保
持
し
て
い
た
と
推
測
し
、
こ
の
地
域
の
方
言
の
模
様
も
あ
わ
せ
て
考

察
す
る
。

こ
の
日
記
に
つ
い
て
は
、
安
岡
章
太
郎
（
一
九
八
四
）
を
は
じ
め
、
三
原
文
（
一

九
九
〇
）
な
ど
、
ま
た
宮
永
孝
（
一
九
九
九
）
が
あ
る
が
、
前
稿
と
本
稿
は
こ
の
日
記

の
言
語
的
な
面
を
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
原
本
の
写
真
版
を
も
と
に
考
察

を
す
す
め
た
。

一
、
あ
て
字
、
仮
名
遣
い
な
ど

ま
ず
、
今
日
、
高
野
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
の
様
態
で
あ
る
が
、
彼
が
旅
行

に
持
参
し
た
日
記
の
帳
面
は
縦
一
三
・
五
セ
ン
チ
、
横
二
〇
セ
ン
チ
弱
の
横
長
、
あ

ら
か
じ
め
糊
付
け
で
綴
じ
ら
れ
た
大
福
帳
様
の
も
の
で
あ
る
。
分
厚
い
帳
面
の
端
が

か
な
り
磨
り
減
っ
て
め
く
れ
、
三
年
弱
に
お
よ
ぶ
異
郷
の
長
旅
に
ず
っ
と
携
行
し
た

痕
跡
が
う
か
が
え
る
。
お
よ
そ
七
〇
丁
の
約
三
分
の
二
が
記
述
部
分
で
あ
り
、
そ
の

初
め
四
分
の
一
ほ
ど
は
比
較
的
細
か
な
字
に
よ
る
一
ペ
ー
ジ
一
五
、
六
行
相
当
で
書

か
れ
て
い
る
が
、
途
中
か
ら
比
較
的
大
ら
か
な
文
字
づ
か
い
で
一
〇
〜
一
一
行
ほ
ど

の
と
と
の
っ
た
紙
面
構
成
に
変
わ
る
。
あ
ら
か
じ
め
旅
程
期
間
は
契
約
で
決
ま
っ
て

い
た
模
様
で
あ
る
が
、
最
初
は
ど
の
程
度
の
ペ
ー
ス
で
書
い
て
い
け
ば
よ
い
の
か
見

計
ら
い
の
時
期
が
あ
り
、
次
第
に
旅
に
な
れ
る
に
し
た
が
っ
て
筆
録
の
態
度
も
定
ま

っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
音
韻
資
料
と
し
て
は
、
ま
ず
表
記
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
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文
体
の
骨
格
は
候
文
の
体
裁
を
と
る
も
の
の
、
こ
れ
に
混
在
し
て
規
範
に
と
ら
わ

れ
な
い
表
記
、
自
由
闊
達
な
筆
遣
い
や
単
語
、
候
文
体
に
外
れ
る
文
体
要
素
が
随
所

に
見
ら
れ
る
。

当
時
一
般
に
は
珍
し
い
外
国
旅
行
と
い
う
こ
と
で
、
節
用
集
な
ど
を
持
参
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
彼
の
庶
民
的
な
教
養
に
即
し
た
当
て
字
、

発
音
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
仮
名
遣
い
、
伝
統
的
表
記
規
範
か
ら
の
逸
脱
、
ま
た

耳
か
ら
聞
い
た
外
国
語
や
地
名
の
表
記
な
ど
が
各
所
に
見
出
せ
る
。
以
下
、
引
用
例

は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
こ
れ
に
適
宜
句
読
点
を
付
し
、
括
弧
内
に
理
解
の
た
め
の
注

を
く
わ
え
て
示
す
。
用
例
の
所
在
は
便
宜
的
に
飯
野
町
史
談
会
の
翻
刻
の
頁
と
し

た
。

１
、
発
音
に
即
し
た
仮
名
遣
い

・
助
詞
「
を
」→

「
お
」
の
表
記

ぐ
ん
か
ん
屋
敷
ニ
て
ゆ
ハ
い
お
い
た
し
、
ち
よ
う
れ
ん
ニ
て
役
人
い
る
。

68
／
そ
の
と
き
ト
ロ
ぎ
ん
（
ド
ル
銀
貨
）
や
け
く
ず
れ
た
る
お
ほ
り
出
し
、
49

・
助
詞
「
は
」→

「
わ
」
の
表
記

わ
た
ぐ
し
き
わ
（
私
儀
は
）
が
ん
ひ
う
（
眼
病
）
ゆ
い
（
故
）
心
を
さ
た
め
、
67

２
、
規
範
的
仮
名
遣
い
か
ら
の
逸
脱
、
こ
れ
は
右
の
発
音
的
な
仮
名
遣
い
に
通
じ
る

点
が
あ
る
。

・
「
ほ
」「
お
」「
ふ
」「
は
」
な
ど
ハ
行
・
ア
行
音
の
通
用

是
に
も
お
ふ
き
な
る
も
ち
い
才
（
小
さ
い
）
も
あ
り
、
28
／
の
こ
り
お
ふ
く

わ
か
れ
る
23
／
異
人
の
か
る
ハ
ざ
を
見
物
に
参
り
７
／
と
う
め
か
ね
に
て
よ

く

く
み
る
な
り
28
／
道
と
う
り
き
れ
ぬ
ほ
と
の
事
な
り
、
45

・
四
つ
仮
名
の
通
用

女
異
（
女
の
異
人
）
も
五
六
人
目
ず
ら
し
け
に
36
／
あ
く
る
日
ハ
四
つ
時
ち

ふ
ん
ま
て
い
て
も
か
ま
い
な
し
18
／
あ
し
ハ
ふ
と
く
み
ち
か
し
、
27
／
此
丸

ハ
日
記
の
日
ぢ
つ
（
日
時
）
の
印
上
に
つ
け
お
く
。
２
／
黒
か
ね
に
て
ふ
た

す
じ
あ
り
、
是
は
せ
き
た
ん
お
た
き
て
ま
ハ
る
上
き
車
（
蒸
気
車
）
の
道
な

り
、
６

３
、
漢
字
の
文
字
使
い

自
在
な
文
字
使
い
の
例
に
は
こ
と
欠
か
な
い
。「
髪
」
を
ほ
と
ん
ど
「
紙
」
と
表

記
、
同
じ
く
「
如
し
」
を
「
事
し
」、
副
詞
「
な
か
な
か
」
を
「
仲
な
が
よ
る
の
ご

と
し
」、「
者
」
を
「
座
中
の
物
も
そ
れ

く
ニ
け
い
を
致
」
な
ど
は
多
用
さ
れ
、

「
参
る
」
を
「
す
む
処
い
ま
入
候
」
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

そ
の
典
型
的
な
一
端
を
「
様
」「
用
」
の
字
で
紹
介
す
る
。

全
文
か
ら
こ
の
漢
字
を
取
り
出
す
と
、「
様
」
は
「
さ
ま
」
の
訓
読
み
で
、
接
尾

語
と
し
て
人
名
・
役
所
・
自
然
崇
拝
物
に
敬
意
を
添
え
る
用
法
ば
か
り
で
あ
る
。

・
此
夜
日
本
殿
様
清
水
み
ん
ぶ
様
、
此
は
り
し
（
パ
リ
）
に
長
々
き
う
そ
く
あ

そ
は
さ
れ
候
い
ハ
…
26

・
其
時
長
州
様
の
御
家
老
様
の
御
子
様
年
十
八
才
の
人
な
り
、
此
ろ
ん
ど
ん

（
ロ
ン
ド
ン
）
ニ
此
時
み
な
ら
い
に
　
52

・
国
王
に
ま
ね
か
れ
御
城
内
ニ
ま
い
り
、
王
様
の
座
敷
ニ
と
ふ
り
御
目
ど
ふ
り

に
て
あ
り
両
（
挨
拶
の
「
ハ
ロ
ー
」）
致
、
17

・
右
御
番
所
様
江
御
願
済
之
上
　
１

・
神
様
な
き
国
な
れ
ハ
、

５

・
と
中
に
て
大
神
な
り
様
ニ
て
馬
車
を
や
す
め
、
皆
大
雨
に
あ
い
候
。
31

こ
れ
に
対
し
「
用
」
は
、
次
の
よ
う
に
多
様
で
あ
る
。

・
規
範
的
な
漢
語
例
―
通
用
の
金
銀
ハ
異
国
壱
は
ん
な
い
国
な
り
、
し
ん
ち
う

ニ
き
ん
め
つ
き
お
し
て
、
是
通
用
の
か
ね
な
り
、

44

・
地
名
の
音
仮
名
と
し
て
―
廿
八
日
今
日
出
立
、
朝
四
つ
時
よ
り
く
れ
六
つ
迄

ニ
入
用
達
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
い
付
候
な
り
。（
な
お
、「
達
」
の
使
用
法
に
つ
い

て
は
不
明
）

19

・
副
詞
―
お
ふ
き
な
る
風
船
に
人
、
用
々
十
五
人
ほ
ど
よ
り
ハ
の
れ
す
、
今
日
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も
め
つ
ら
し
き
物
を
見
て
お
と
ろ
き
、
28

・
助
動
詞
ヨ
ウ
―
か
し
船
（
貸
船
）
百
は
い
程
有
、
壱
は
い
か
り
用
（
借
り
よ

う
）
と
申
処
、

36

・
様
態
「
様
な
り
」
の
用
法
―
な
か

く
日
本
な
れ
ハ
此
用
な
る
き
れ
い
な
る

と
む
ら
い
、
ち
よ
う
人
百
生
（
百
姓
）
ご
と
き
に
ハ
で
き
す
、

48

こ
の
う
ち
最
多
の
例
は
、
最
後
の
様
態
を
表
す
「
〜
の
よ
う
に
」
の
意
味
の
当
て

字
の
用
法
で
あ
る
。「
様
」
は
無
く
「
よ
う
」「
よ
ふ
」
の
仮
名
例
が
数
例
あ
る
が
、

他
の
三
〇
例
以
上
は
「
用
」
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
簡
略
な
字
体
で
、
自
在
と
い

う
か
、
い
い
加
減
と
い
う
か
、
便
利
さ
を
優
先
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
全
体
に
漢
字
の
使
用
は
比
較
的
少
な
く
、
仮
名
は
平
仮
名
優
先
で
あ
り
、

カ
タ
カ
ナ
字
体
と
み
と
め
ら
れ
る
も
の
は
「
イ
キ
リ
ス
」
な
ど
数
箇
所
に
現
れ
る
だ

け
、
外
国
地
名
も
外
来
語
も
平
仮
名
を
主
体
と
す
る
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

時
期
、
す
で
に
幕
府
や
各
藩
の
遣
米
・
欧
使
節
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
録
に
は
地
名

は
カ
タ
カ
ナ
か
漢
字
表
記
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
点
、『
広
八
日
記
』
に
は
か
な
り

庶
民
的
な
側
面
が
多
い
。

以
上
の
状
況
を
見
る
と
、
広
八
は
規
範
を
著
し
く
外
れ
た
自
由
闊
達
な
筆
で
こ
の

日
記
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
故
郷
で
の
読
み
書
き
の
学
習
は
必

要
最
小
限
の
も
の
で
あ
り
、
実
社
会
で
の
言
語
生
活
経
験
を
と
お
し
て
こ
う
し
た
力

を
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
文
飾
の
少
な
い
、
平
俗
・
率
直
な
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、

時
と
し
て
彼
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

ニ
、
音
韻
特
徴
を
表
す
可
能
性
の
あ
る
諸
表
記

次
に
彼
の
音
声
・
音
韻
の
特
徴
を
示
唆
す
る
表
記
に
つ
い
て
考
え
る
。
現
代
方
言

の
模
様
に
つ
い
て
、
特
に
彼
の
故
郷
を
ふ
く
む
南
奥
方
言
に
つ
い
て
記
述
の
あ
る
加

藤
正
信
（
一
九
七
五
）、
飯
豊
毅
一
（
一
九
七
五
）
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
こ
の
日
記

を
分
析
し
て
み
よ
う
。
以
下
、
現
代
の
模
様
は
両
氏
の
記
述
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多

い
。

１
、
格
助
詞
「
に
」
が
「
い
」
と
表
記
さ
れ
る
場
合
…
約
一
四
〇
例

こ
れ
は
帰
着
点
（
方
向
も
）
な
ど
を
表
す
格
助
詞
「
ニ
」
が
「
い
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
例
で
あ
り
、
き
わ
め
て
多
い
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
お
く
。

・
（
舞
台
席
が
満
員
と
な
り
）
異
人
半
ぶ
ん
ハ
う
ち
い
か
い
る
。

45

・
此
日
、
入
要
達
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
い
き
た
る
な
り
。

24

・
日
本
清
水
み
ん
ぶ
様
い
願
事
有
　
72

一
方
、
こ
れ
を
規
範
的
に
「
に
」
で
表
記
し
て
い
る
も
の
も
次
の
よ
う
に
あ
る
が
、

「
い
」
表
記
例
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。

・
十
七
日
今
日
万
ち
や
し
た
い
（
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
）
に
立
か
い
り
、
す
く
に

其
日
興
行
初
日
致
候
処
、

42

・
是
よ
り
い
き
り
（
イ
ギ
リ
ス
）
国
に
ま
い
る
事
と
き
わ
ま
る
な
り
。
37

し
か
し
、
場
所
や
認
定
の
「
に
て
」、
時
の
「
に
」
な
ど
が
「
い
」
表
記
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
の
例
は
文
語
的
な
表
現
に
目
立
つ
が
、
例
外
も
多
い
。
使
い
わ
け

の
基
準
が
か
な
り
曖
昧
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
い
」
表
記
が
多
数
を
し
め
る
の
は
、
候
文
を
志
向
し
な
が
ら
も
彼
の

話
し
言
葉
が
出
て
し
ま
い
、
そ
の
発
音
そ
の
ま
ま
を
表
記
し
た
態
度
の
現
れ
で
あ
ろ

う
。な

お
、
右
の
中
に
格
助
詞
「
ヘ
」→

「
い
」
表
記
の
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
の
よ
う
な
例
は
動
詞
の
性
格
か
ら
し
て
、
通
常
は
格
助
詞
「
へ
」
が
予
想
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

・
こ
れ
よ
り
利
い
す
（
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ー
ス
）
と
申
処
い
ま
い
る
。

40

・
長
州
御
家
老
様
の
処
い
ま
い
り
右
の
し
た
い
申
上
候
、

54

こ
れ
は
、
次
の
「
へ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
例
（
わ
ず
か
数
例
の
み
）
を
参
照
す
る

と
、
さ
ら
に
可
能
性
が
強
ま
る
。
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・
廿
三
日
今
日
明
七
つ
時
ニ
、
ひ
き
や
く
船
日
本
よ
り
三
ふ
ら
ん
せ
し
こ
（
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）
へ
ま
い
る
船
、
三
十
丁
ほ
と
へ
た
ち
て
入
ち
か
へ
…
　
78

し
か
し
、
一
般
に
格
助
詞
「
に
」
と
「
へ
」
は
交
代
可
能
な
場
合
が
多
く
、
そ
の
ど

ち
ら
な
の
か
の
判
定
は
難
し
い
。

以
上
の
よ
う
な
「
い
」
表
記
の
要
因
は
、
格
助
詞
「
ニ
」→

「
い
」
の
場
合
な
ら

発
音
の
ゆ
る
み
、
同
じ
く
「
ヘ
」」→

「
い
」
の
場
合
な
ら
次
に
述
べ
る
母
音
エ
の

狭
さ
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
、「
い
」
類
と
「
え
」
類
の
混
同
、
あ
る
い
は
「
い
」
へ
の
統
合
化

次
に
自
立
語
で
「
え
（
へ
）」
と
あ
る
べ
き
箇
所
が
「
い
」
で
表
記
さ
れ
る
例
を

み
る
。
こ
の
例
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
、
日
記
に
は
「
え
」
の
仮
名
は
現
れ
な
い
。

「
ゑ
」
は
数
例
、
そ
れ
も
語
頭
か
「
絵
」
な
ど
一
音
節
自
立
語
の
表
記
に
か
た
よ
る
。

な
お
、
付
属
語
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
先
の
格
助
詞
「
へ
」→

「
い
」
と
思
わ
れ
る

場
合
で
あ
る
。

自
立
語
で
最
も
多
い
の
は
、
Ａ
自
立
語
中
「
え
」
の
期
待
さ
れ
る
部
分
が
「
い
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
反
対
に
Ｂ
「
い
」
の
期
待
さ
れ
る
箇
所
が
「
へ
」

と
な
る
例
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
Ｃ
期
待
ど
お
り
「
え
」（
実
情
は
「
へ
」）
を

保
つ
例
も
わ
ず
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
概
し
て
「
え
（
へ
）」
が
「
い
」
に
統
合

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
東
北
弁
一
般
に
顕
著
な
、

エ
の
発
音
が
狭
く
て
イ
に
近
く
、
区
別
が
微
妙
か
あ
る
い
は
統
合
さ
れ
て
い
る
か
の

様
相
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
に
こ
の
三
つ
の
類
の
例
を
い
く
つ
か
示
し
て
お
く
。

Ａ
、
通
常
の
語
形
な
ら
「
え
」
で
あ
る
部
分
が
「
い
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
例
…
き

わ
め
て
多
数

・
山
島
す
こ
し
も
見
い
す
、
う
す
く
ら
き
日
な
り
。
74

・
此
女
に
あ
ら
す
と
申
て
か
い
せ
共
、（
返
せ
）

54

・
む
こ
ふ
ひ
と
め
に
み
お
ろ
し
ひ
か
い
た
り
、（
控
え
た
り
）

54

・
両
か
ハ
い
壱
だ
ん
に
壱
人
つ
ゝ
ひ
か
い
た
り
、
是
ハ
口
が
き
お
取
用
な
る
役

も
あ
り
、
54

・
ま
ち
が
い
な
し
と
ハ
思
ひ
共
、（
こ
れ
は
、
唯
一
「
い
」
で
な
く
「
ひ
」
に
よ
る

例
）

54

・
と
こ
ま
て
も
つ
よ
く
か
け
あ
い
と
ゆ
ハ
れ
て
（
掛
け
合
え
と
〜
）

54

・
日
本
人
あ
れ
み
た
ま
い
と
申
て
　
11

最
後
の
二
例
は
命
令
形
の
語
尾
「
え
」（
現
実
に
は
「
へ
」
文
字
使
用
が
想
定
さ
れ
る
）

が
「
い
」
表
記
の
例
で
あ
る
。

ま
た
、
例
は
少
な
い
が
母
音
だ
け
で
な
く
子
音
を
ま
じ
え
て
「
け
」
の
期
待
さ
れ

る
と
こ
ろ
に
「
き
」
が
現
れ
る
次
の
よ
う
な
例
も
こ
の
部
類
で
あ
ろ
う
。

・
大
さ
わ
き
と
相
成
、
ま
ハ
り
の
役
人
か
け
つ
き
（
か
け
つ
け
）
候
い
共
し
ず

ま
ず
　
45

ま
た
、
形
式
名
詞
「
故
」
は
候
文
体
の
中
で
理
由
を
あ
ら
わ
す
頻
用
語
で
あ
り
五

〇
例
余
り
使
用
さ
れ
る
が
、
す
べ
て
「
ゆ
い
」
と
「
い
」
表
記
で
あ
る
。

Ｂ
、
自
立
語
の
う
ち
「
い
」（「
ゐ
」
ナ
シ
）
が
「
え
・
へ
」
と
な
る
例
…
や
や
多
数

・
右
や
け
く
す
の
か
ね
、
き
ん
ざ
い
も
ち
ま
へ
り
、（
参
り
）

50

・
そ
れ
ニ
付
申
あ
け
る
し
た
へ
あ
り
此
義
ハ
、（
次
第
）

54

・
三
十
丁
ほ
と
へ
た
ち
て
入
ち
か
へ
と
ふ
る
、（
入
れ
違
い
）

79

・
皆
々
に
て
は
か
し
よ
い
ま
へ
り
、
是
お
な
ご
り
の
は
か
ま
へ
り
二
日
共
致
な

り
　
59

・
ろ
ん
と
ん
ち
う
の
ふ
た
ヘ
（
舞
台
）
た
す
ね
候
い
共
、
此
せ
す
あ
き
な
し
せ

ひ
な
く
や
と
や
に
て
皆
休
候
。

37

な
お
、
次
の
「
覚
々
」
を
「
思
い
思
い
」
の
当
て
字
と
す
れ
ば
、
も
う
一
例
増
え
る

が
、
原
文
の
ま
ま
で
も
意
味
が
通
じ
る
の
で
参
考
ま
で
に
と
ど
め
て
お
く
。

・
な
り
物
又
ハ
て
お
ど
り
、
皆
覚
々
の
け
い
を
致
、
た
か
い
に
よ
ろ
こ
ひ
候
な

り
　
15
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Ｂ
類
の
例
は
、
Ａ
に
比
べ
て
少
な
い
。

Ｃ
、
自
立
語
で
期
待
ど
お
り
「
え
」（
実
質
的
に
は
「
へ
」）
を
保
つ
例
…
４
例

・
是
よ
り
又
上
き
船
に
の
り
か
へ
る
。
77

・
座
敷
ハ
皆
弐
間
ニ
三
間
ほ
と
の
作
に
し
て
、
た
と
へ
百
つ
ほ
あ
り
候
て
も
、

皆
座
敷

く
ニ
黒
か
ね
に
て
お
や
ゆ
び
ほ
と
の
丸
み
ニ
致
、
な
か
ハ
う
つ
ハ

に
し
て
あ
か
り
の
い
き
の
か
よ
ふ
道
な
り
（
ガ
ス
灯
設
備
の
説
明
）

６

・
な
を
又
役
人
申
用
、
し
か
ら
バ
、
し
よ
う
ぞ
く
な
に
し
ま
ニ
て
、
か
ぶ
り
し

物
ハ
ど
の
よ
ふ
な
る
物
又
年
か
つ
こ
う
、
か
お
の
い
ろ
よ
く
か
き
あ
け
る
用

と
申
わ
た
さ
れ
、
ヘ
ん
く
つ
（
人
名
・
通
訳
を
主
と
す
る
者
）
し
た
へ
（
下
絵
）

皆
か
き
あ
け
候
な
り
53

・
申
上
候
ヘ
ハ
、
役
人
も
か
ん
ち
入
た
ま
い
、

52

以
上
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
相
当
な
「
い
」
へ
の
偏
重
傾
向
が
見
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
偏
重
を
認
め
た
う
え
で
、
上
の
Ａ
対
Ｂ
Ｃ
の
類
に
は
や
や
対
立
的
な
模
様
が

見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
問
題
の
「
い
」「
へ
」
の
直
前
に
位
置
す
る
母
音
の
差
で
あ
る
。

そ
の
分
布
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

表
に
よ
れ
ば
、
Ａ
類
（「
え
」→

「
い
」）
の
母
音
は
ア
が
多
い
も
の
の
他
も
あ
る

の
に
対
し
、「
へ
」
を
持
つ
Ｂ
・
Ｃ
類
は
ア
音
に
集
中
し
オ
も
あ
る
。
仮
に
ウ
母
音

の
数
を
押
し
上
げ
て
い
る
頻
用
語
「
故
」
を
除
い
て
も
こ
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
。

ま
た
、
自
立
語
一
般
に
お
け
る
各
母
音
の
出
現
度
の
差
を
考
慮
し
て
も
有
意
的
な
分

布
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
意
味
は
、
一
般
に
エ
音
が
狭
く
イ
に
近
い
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
そ
の
中
で
口
の
開
き
が
大
き
い
ア
・
オ
母
音
に
後
続
す
る
場
合
、
や
や

広
い
発
音
の
エ
に
な
り
や
す
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
、
右
の
分
布

模
様
は
広
八
の
そ
う
し
た
発
音
機
構
の
機
微
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。次

の
例
は
、
こ
う
し
た
エ
の
狭
さ
が
極
端
に
進
み
、
イ
の
聞
こ
え
ま
で
無
意
識
に

落
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
ゆ
い
（
故
）」
の
「
い
」
脱
落
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ

る
。

・
此
処
の
物
ハ
と
く
あ
り
け
れ
ハ
た
べ
る
な
と
申
候
、
そ
れ
ゆ
に
み
だ
は
か
り

に
御
座
候
也
。
10

３
、
語
中
語
尾
の
カ
・
タ
行
子
音
の
有
声
化

日
記
に
は
「
は
く
ら
ん
か
い
」
が
「
は
ぐ
ら
ん
か
い
」
と
な
る
よ
う
な
、
語
中
尾

の
カ
・
タ
行
子
音
の
有
声
化
の
表
記
が
極
め
て
多
い
。
異
な
り
語
に
し
て
三
〇
例
強
、

延
べ
に
し
て
五
〇
例
ほ
ど
あ
る
。
品
詞
の
う
え
で
も
次
の
よ
う
に
広
い
範
囲
に
及
ん

で
い
る
。

漢
語
（
異
な
り
語
で
５
例
）

・
は
ぐ
ら
ん
か
い
を
見
物
ニ
ま
い
り
　
　
33

・
ふ
だ
い
（
舞
台
）
も
ち
い
さ
い
な
り
。

41

和
語
（
異
な
り
語
で
20
例
強
）

・
ま
る
だ
（
丸
太
）
を
な
ら
べ
て
ゑ
ん
と
致
　
11

・
あ
ま
た
の
異
人
よ
ろ
ご
ひ
（
喜
び
）
て
お
う
ち
て

地
名
…
１
例
、
御
い
ん
し
、
よ
ご
浜
（
横
浜
）
御
番
所
様
ニ
て
取
お
さ
め
、

81

助
詞
…
１
例
、
中
よ
き
だ
い
ば
を
興
行
致
事
ど
き
ハ
ま
り
、

13

助
動
詞
…
１
例
、
ゆ
い
に
み
だ
は
か
り
に
御
座
候
也
。

10

接
尾
語
…
１
例
、
福
べ
の
二
づ
に
致
し
、
し
り
の
か
た
ち
な
り
、
28

濁
点
の
な
い
通
常
表
記
の
総
数
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
右
の
例
か
ら
み
て
相
当
な

有
声
化
現
象
が
あ
っ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
中
で
音
環
境
に
特
有
の
も
の
が

あ
る
の
か
ど
う
か
の
も
知
り
た
い
が
、
こ
れ
は
未
考
で
あ
る
。
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＊
除
外
例
　
４
例

語
頭
に
位
置
す
る
も
の
除
外
…
１
例
「
い
ん
て

ん
」（
炎
天
）
／
「
べ
し
」
へ
の
接
続
形
が
ゆ
れ

て
い
て
確
定
し
が
た
い
も
の
…
「
た
と
い
べ
き
」

の
１
例
・
先
引
、
「
か
け
つ
き
候
い
ど
も
」
１

例
／
先
述
「
覚
々
」
１
例

C B Ａ

類 類 類

0 0 23 イ

0 0 0 エ

3 8 77 ア

1 0 14 オ

0 0 83 ウ

（うち

「故」

54）



こ
の
有
声
化
も
東
北
方
言
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
事
象
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

ま
た
、
有
声
化
は
、
次
の
よ
う
な
一
見
す
る
と
無
関
連
と
思
わ
れ
る
場
合
に
も
潜

在
し
て
い
る
。

ま
ず
通
常
「
つ
」
の
仮
名
が
期
待
さ
れ
る
語
形
を
「
す
」
と
す
る
も
の
が
九
例
、

そ
れ
も
多
様
な
語
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

・
皆
々
お
く
り
に
出
、
に
き
わ
か
（
賑
や
か
）
に
し
て
此
処
を
た
す
（
発
つ
）

60

・
猶
又
わ
れ
も
あ
か
り
て
（
参
上
し
て
）、
せ
す

く
御
ち
そ
ふ
に
相
成
お
り
候

ゆ
い
、
52
（「
節
々
」、
あ
る
い
は
「
切
々
」
か
）

・
此
せ
す
あ
き
な
し
、
せ
ひ
な
く
や
と
や
に
て
皆
休
候
（
こ
の
節
、
空
き
な
し
）

37
・
い
く
す
な
リ
共
、
す
き
ほ
と
つ
け
お
き
、（
幾
つ
な
り
と
も
）

６

・
ま
つ
く
ろ
に
、
よ
り
あ
す
ま
り
、（
寄
り
集
ま
り
）

31

・
あ
す
ま
り
て
、
日
本
人
め
つ
ら
し
け
に
い
ろ

く
ご
ち
そ
ふ
に
成
、

（
集
ま
り
て
）

15

・
道
工
を
あ
す
ら
い
、
其
夜
異
国
の
し
は
い
見
物
に
ま
い
り
候
な
り
。

（
道

具
を
誂
え
）

６

・
此
せ
す
ハ
御
奉
行
御
見
分
の
う
い
、
ど
ん
た
く
三
つ
と
ん
た
く
と
か
、

（
こ
の
節
）

62

・
の
こ
り
し
九
人
、
き
国
の
せ
す
御
い
ん
し
共
に
江
戸
お
も
て
に
お
く
る
な
り

と
申
わ
た
さ
れ
、（
帰
国
の
節
）

81

こ
れ
ら
の
例
は
い
ろ
い
ろ
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
が
、
語
中
尾
の
「
つ
」

の
有
声
化
し
た
「
づ
」
が
「
ず
」
の
仮
名
で
書
か
れ
た
、
ま
た
「
す
」
と
あ
る
の
は

濁
点
を
加
え
な
か
っ
た
表
記
、
と
い
う
解
釈
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
じ
・
ぢ
・
づ
・
ず
」
の
四
つ
仮
名
は
こ
の
時
期
、
日
本
の
広
い
地
域
で
混
乱
し
、

広
八
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
事
例
は
前
節
の
表
記
の
と
こ
ろ
で
示
し
た
。

次
の
よ
う
な
例
は
こ
の
考
え
方
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

・
三
日
此
処
ハ
ち
い
さ
き
処
な
り
、
や
す
く
り
（
屋
作
り
）
は
よ
け
れ
と
も
、

是
い
な
か
の
町
家
ニ
て
候
ゆ
い
、
ふ
だ
い
（
舞
台
）
も
ち
い
さ
い
な
り
。

41

こ
れ
は
「
家
づ
く
り
」
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
「
す
」
の
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
次
の
場
合
も
、

・
わ
れ

く
の
船
に
は
い
り
、
又
女
異
（
女
性
の
異
人
ら
も
）
も
五
六
人
目
ず

ら
し
け
（
珍
し
げ
）
に
て
の
り
う
ず
り
、（
乗
り
移
り
）
…
36

・
ゆ
つ
ほ
（
湯
壷
＝
バ
ス
タ
ブ
）
の
わ
き
に
水
・
ゆ
（
湯
）
て
る
口
有
、
あ
ず
く

も
ぬ
る
く
も
（
熱
く
も
温
く
も
）
わ
れ
す
き
の
よ
ふ
に
、
ゆ
の
な
か
に
い
て

て
き
る
事
な
り
、

12

最
後
の
例
を
と
る
と
、「
あ
つ
く
」→

「
あ
づ
く
」（
有
声
化
）→

「
ず
」
に
よ
る

「
あ
ず
く
」
と
い
っ
た
経
緯
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

別
の
解
釈
と
し
て
は
、
直
接
に
「
つ
」
の
音
価
が
「
す
」
の
そ
れ
に
近
い
こ
と
も

考
え
ら
れ
は
す
る
が
、
現
実
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

つ
ま
り
、
以
上
の
例
も
、
語
中
尾
の
カ
・
タ
行
子
音
の
有
声
化
を
語
る
も
の
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

４
、
ズ
ー
ズ
ー
弁
的
兆
候
の
検
討

い
わ
ゆ
る
ズ
ー
ズ
ー
弁
は
、
東
北
地
方
に
顕
著
で
あ
り
、
特
に
北
奥
方
言
に
強
い

と
さ
れ
る
。
そ
の
典
型
は
シ
と
ス
、
チ
と
ツ
の
混
同
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

日
記
で
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
の
が
、「
し
」→

「
す
」
の
表
記
で
あ
る
。
以
下
そ

の
全
例
を
示
す
。

・
こ
ふ
し
の
あ
い
た
よ
り
火
こ
ろ
げ
出
て
、
し
た
に
す
い
た
る
ふ
ら
ん
け
に
火

つ
き
て
　
48

・
両
か
ハ
壱
間
半
ハ
石
ニ
て
つ
め
も
た
ゝ
ぬ
す
き
石
、
又
中
ハ
三
間
馬
車
の
道
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な
り
、

56

・
両
川
三
間
ハ
す
き
石
に
て
つ
め
も
た
ゝ
ぬ
す
き
ず
め
、

６

こ
れ
ら
は
み
な
「
敷
く
」
の
例
で
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
語
彙
的
な
も
の
と
す
べ
き

か
。「

ち
」
と
「
つ
」
の
交
代
も
わ
ず
か
に
次
の
例
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

・
ぞ
ふ
大
け
た
物
小
け
た
物
、
又
酉
・
わ
し
・
く
ま
た
か
・
み
み
ち
く
（
ミ
ミ
ヅ

ク
）
・
大
む
・
な
の
し
れ
な
き
酉
け
た
物
す
万
（「
数
万
」
か
）
な
れ
ハ
か
ず
わ
か

ら
ず
、

22

他
の
表
記
は
通
常
期
待
す
る
と
お
り
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
あ
ま
り
ズ
ー
ズ
ー
弁
的
な
特
徴
は
強
く
な
い
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

同
じ
く
１
例
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

・
三
り
程
へ
た
し
て
（
三
里
ほ
ど
隔
ち
て
）、
当
め
か
ね
（
遠
眼
鏡
）
ニ
て
よ
く

く
／
み
る
　
11

こ
れ
は
「
隔
ち
て
」
の
例
で
あ
る
。
東
部
方
言
な
ら
促
音
便
形
「
へ
だ
っ
て
」
が
予

想
さ
れ
る
が
、
こ
の
文
語
的
表
現
は
「
ろ
ん
ど
ん
（
ロ
ン
ド
ン
）
よ
り
道
十
三
り

（
里
）
ほ
と
へ
た
ち
て
」（
11
頁
）
な
ど
同
形
が
３
例
あ
っ
て
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
交
代
は
、
ど
う
見
て
も
「
ち
」
と
「
し
」
の
音
価
の
似
か
よ
り
を
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
頭
子
音
の
類
似
―
こ
こ
で
は
「
ち
」
側
の
破
裂
性

の
弱
化
が
考
え
ら
れ
る
が
、
加
え
て
イ
・
ウ
音
の
中
舌
的
な
発
音
も
関
与
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

次
に
参
考
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
外
国
地
名
の
表
記
で
こ
れ
に
関
連
す
る
可
能
性

の
あ
る
例
が
見
え
る
。

日
記
に
は
外
国
地
名
が
多
数
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
都
市
名
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
」
は
６
例
あ
る
が
、
全
て
「
三
ふ
ら
ん
せ
し
こ
」
の
表
記
で
あ
り
、
今
日
の
よ

う
な
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
の
「
シ
ス
」
部
分
が
、
日
記
で
は
全
て
「
せ
し
」
表

記
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
は
「
は
り
し
」「
は
り
す
」
の
両
例

が
見
ら
れ
る
（「
は
り
し
」
は
翻
刻
に
あ
る
よ
う
な
「
パ
リ
市
」
の
意
味
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
）。

・
此
時
ふ
ら
ん
す
は
り
し
に
右
は
く
ら
ん
か
い
が
あ
た
り
、
か
た
き
物
は
い
し

け
り
、
是
ハ
な
ん
共
た
と
い
べ
き
よ
う
な
し
、

27

・
廿
四
日
朝
九
つ
時
ニ
、
ふ
ら
ん
す
の
国
は
ご
と
申
ふ
な
つ
き
い
あ
か
リ
、
そ

れ
よ
り
上
き
車
（
蒸
気
車
）
に
て
、
七
つ
時
ニ
国
の
み
や
ご
は
り
す
と
申
処

い
ま
い
り
、

26

「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
も
「
パ
リ
」
も
、
原
音
が
日
本
人
に
は
と
ら
え
に
く
い
音

で
あ
り
、
そ
れ
を
今
日
と
異
な
る
形
式
（「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
の
場
合
）
や
ゆ
れ

（「
パ
リ
」
の
場
合
）
の
あ
る
仮
名
で
記
し
た
こ
と
も
故
な
し
と
し
な
い
。

し
か
し
、
ま
た
、
シ
と
ス
の
間
で
の
交
換
が
認
め
ら
れ
る
点
で
は
、
何
か
や
は
り

軽
い
ズ
ー
ズ
ー
弁
的
な
兆
候
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
イ
と
ウ
の
発

音
の
類
似
、
つ
ま
り
中
舌
的
な
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
ど
う
も
広
八
は
北
奥
方
言
ほ
ど
の
ズ
ー
ズ

ー
弁
で
は
な
い
も
の
の
、
中
舌
的
発
音
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

参
考
に
な
る
の
は
、
仙
台
藩
士
・
玉
虫
左
太
夫
『
航
米
日
録
』（
い
ま
、
仙
台
市
立

図
書
館
蔵
の
自
筆
本
部
分
に
よ
る
）
で
も
、「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
も
わ
ず
か
に
あ

る
中
に
、
大
部
分
が
広
八
の
場
合
と
同
じ
く
「
サ
ン
フ
ラ
ン
ス
シ
コ
」
の
表
記
が
な

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

加
え
て
、
詳
細
に
検
討
す
る
と
、

・
梅
樹
ヲ
見
ル
。
今
已
ニ
実
ヲ
結
ヒ
我
国
ニ
異
ラ
ス
。
是
定
メ
テ
他
ヨ
リ
移
ス

来
ル
ナ
ラ
ン
（
巻
五
「
草
木
」
項
）

・
大
ニ
心
配
ス
ケ
ル
ガ
午
後
ニ
至
リ
マ
ツ
ヤ
レ
ス
州
ヲ
過
キ
タ
リ
由
、
一
先
ツ

安
心
ナ
レ
ト
…
（
巻
七
・
９
月
７
日
条
）

な
ど
ズ
ー
ズ
ー
弁
的
な
兆
候
を
見
せ
る
表
記
が
ま
ま
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
「
サ
ン
フ
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ラ
ン
ス
シ
コ
」
の
表
記
を
み
る
と
、
や
は
り
玉
虫
の
シ
と
ス
の
発
音
に
起
因
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

玉
虫
は
万
延
元
年
の
遣
米
使
節
団
に
従
っ
た
者
、
そ
の
記
録
で
あ
る
こ
の
日
録
の

詳
細
な
記
述
は
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
の
時
の
副
使
・
村
垣

淡
路
守
範
正
に
よ
る
『
遣
米
使
日
記
』
で
は
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」、
同
じ
く
、

正
使
・
新
見
豊
前
守
正
興
の
従
臣
、
柳
川
東
當
清
『
海
航
（
航
海
）
日
記
』
で
も

「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
で
あ
り
、
当
時
こ
う
し
た
表
記
が
す
で
に
通
常
の
も
の
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
以
上
は
『
遣
外
使
節
日
記
纂
輯
一
、
日
本
史
籍
協
会
叢
書
に
よ
る
）。

そ
れ
を
玉
虫
は
ス
と
シ
と
を
逆
に
し
て
表
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
広
八
も
同
じ
で

あ
る
。

こ
れ
は
や
は
り
両
者
の
ズ
ー
ズ
ー
弁
的
兆
候
の
表
れ
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
広

八
の
文
体
・
表
記
の
乱
れ
に
し
て
こ
の
程
度
の
ズ
ー
ズ
ー
弁
的
兆
候
し
か
な
い
の
に

対
し
、
玉
虫
は
学
識
を
持
ち
文
体
的
に
も
乱
れ
を
見
せ
な
い
筆
記
態
度
で
も
こ
れ
だ

け
現
れ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

希
望
的
観
測
で
は
あ
る
が
、
今
日
の
ズ
ー
ズ
ー
弁
は
北
奥
方
言
に
強
く
、
南
奥
方

言
で
は
弱
い
。
し
か
し
、
南
奥
方
言
に
属
す
る
仙
台
で
も
見
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
が

さ
ら
に
南
に
下
っ
た
福
島
県
で
は
か
な
り
弱
ま
り
、
中
舌
的
的
な
発
音
は
保
有
し
な

が
ら
も
イ
と
ス
、
チ
と
ツ
の
区
別
は
基
本
的
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
玉
虫
と
広
八

の
以
上
の
よ
う
な
差
は
、
わ
ず
か
な
例
か
ら
の
推
測
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
南
奥

方
言
で
の
地
域
差
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
な
お
考
え
た

い
。

５
、
拗
音
の
問
題

シ
ュ
と
シ
類
の
混
同
も
こ
の
地
域
の
特
色
と
さ
れ
る
が
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ

る
。

・
あ
め
り
か
壱
の
天
し
ど
う
（
天
主
堂
）

16

・
此
う
ち
の
女
郎
し
（
衆
）
に
い
た
り
や
と
申
て
　
36

・
て
い
し
（
亭
主
）
も
わ
れ
を
わ
る
く
思
ひ
、

52

・
よ
き
処
ニ
て
さ
ん
ご
ち
（
珊
瑚
樹
）
の
や
す
き
処
、
す
こ
し
か
う
な
り
。

65

ビ
ュ
と
ビ
ョ
の
多
く
の
例
は
次
の
よ
う
に
規
範
に
か
な
っ
た
表
記
で
あ
る
が
、

・
松
井
菊
治
郎
ひ
よ
う
き
（
病
気
）
に
相
成
候
、

わ
ず
か
に
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

・
わ
た
ぐ
し
き
わ
（
私
儀
は
）
が
ん
ひ
う
（
眼
病
）
ゆ
い
心
を
さ
た
め
、

67

い
わ
ゆ
る
ユ
ウ
と
ヨ
ウ
韻
の
交
代
例
で
あ
る
。

拗
音
同
士
の
交
代
も
あ
る
。

・
小
上
き
車
あ
り
て
二
十
間
さ
し
わ
た
し
ほ
と
に
道
ま
る
く
作
…
、
又
も
く
馬

ひ
と
り
に
て
あ
る
く
し
か
け
の
馬
な
り
、
車
る
い
（
種
類
）
ハ
い
ろ

く
か

す
た
く
さ
ん
有
、
是
め
つ
ら
し
き
処
な
り
。

以
上
は
、
第
一
に
拗
音
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
下
に
母
音
の
音
価
も
関
与
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
拗
音
の
問
題
も
今
日
の
南
奥
方
言
で
ま
ま
見
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

類
似
の
事
柄
か
と
思
う
が
、
イ
と
ユ
の
混
同
例
も
ま
ま
見
ら
れ
る
。

イ
と
ユ
の
混
同
例

・
町
家
ニ
て
よ
ろ
ご
ひ
ゆ
は
い
致
な
り
、

67

・
目
出
度
ゆ
わ
い
申
候
な
り
。

41

・
上
き
車
道
大
ゆ
ハ
（
岩
）
あ
り
、
壱
り
ほ
ど
の
場
し
よ
を
き
り
ぬ
き
、
な
か

を
石
ニ
て
ま
る
く
つ
み
あ
け
、

22

こ
う
し
た
混
同
も
南
奥
方
言
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

６
、
長
音
の
短
呼
、
そ
の
他

・
そ
れ
よ
り
ほ
う

く
こ
き
ま
し
（「
ま
ー
し
」
の
長
音
の
短
呼
で
は
な
い
か

36

・
は
こ
へ
入
を
き
、
し
ゆ
い
（
周
囲
カ
）
ま
ハ
り
ハ
や
け
候
て
も
な
か
ハ
や
け

の
こ
り
、

50

・
な
の
し
れ
な
き
酉
け
た
物
す
万
（
数
万
）
な
れ
ハ
か
ず
わ
か
ら
ず
、

22
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・
今
日
処
の
さ
い
れ
（
祭
礼
）
ニ
て
、
中
夜
共
ニ
大
入
ニ
て
相
勤
申
候
。

63

・
大
き
に
ひ
よ
は
ん
（
評
判
）
よ
ろ
し
く
此
処
相
勤
申
候
。

42

こ
れ
も
東
北
方
言
に
よ
く
見
ら
れ
る
特
徴
と
い
わ
れ
て
い
る
。

７
、「
に
」→
「
ん
」

・
な
ん
ふ
ん（
何
分
）
あ
る
く
ニ
も
又
か
い
物
致
候
共
う
ご
く
事
か
な
わ
ず
、

31

こ
れ
ら
は
南
奥
方
言
的
特
長
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
の
発
音
を
と
ど

め
た
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

８
、
合
拗
音

注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
合
拗
音
に
関
す
る
事
象
で
あ
る
。
こ
れ

が
か
な
り
守
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
自
由
な
表
記
特
徴
か
ら
す
れ
ば
、
や
や
不
思
議
な

感
じ
が
す
る
。

・
す
く
く
わ
ち
ば
（
火
事
場
）
い
ま
い
り
候
な
り
。

13

・
皆
々
し
ん
く
わ
い（
心
外
）に
思
ひ
大お
ふ

け
ん
く
わ
と
相
成
候
、

45

・
は
り
し
ぢ
う
い
（
パ
リ
中
に
）
く
わ
い
状
（
回
状
）
を
ま
ハ
す
也
、

27

・
是
も
大
き
な
る
は
ん
く
わ
（
繁
華
）
の
ち
な
り
。

69

・
梅
吉
け
か
ぜ
ん
く
わ
い
（
全
快
）
致
、

24

こ
れ
は
、「
博
覧
会
」
の
例
を
除
い
て
、
全
て
規
範
的
な
合
拗
音
の
表
記
で
あ
る
。

「
博
覧
会
」
は
接
近
す
る
箇
所
に
延
べ
５
回
現
れ
て
、
そ
の
全
て
が
非
合
拗
音
表
記

を
と
っ
て
そ
れ
な
り
に
安
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
未
解
決
で
あ

る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
広
八
の
表
記
が
自
在
で
あ
り
発
音
そ
の
ま
ま

に
近
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
の
中
に
合
拗
音
と
直
音
と
の
内
在
的
区
別
が
か
な
り

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
言
う
に
は
彼
の
成
長
し
た
飯
野
付
近
の
様
子
、
ま
た
長
く
す
ご
し

た
江
戸
語
の
様
相
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
合
拗
音
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
点
の
検

討
は
別
稿
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
、『
広
八
日
記
』
の
表
記
の
特
徴
を
示
し
、
候
文
を
め
ざ
し
な
が
ら
か
な
り

規
範
か
ら
外
れ
る
文
体
や
表
記
の
あ
る
こ
と
、
そ
の
自
在
さ
の
中
に
彼
の
発
音
特
徴

を
知
る
手
が
か
り
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
表
記
を
検
討
す
る
と
、

イ
と
エ
の
交
代
例
か
ら
は
エ
が
狭
く
イ
に
近
い
こ
と
、
語
中
語
尾
の
カ
・
タ
行
子
音

の
有
声
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ズ
ー
ズ
ー
弁
的
特
長
は
強
く
な
い
も
の
の
窺
え
、

イ
・
ウ
母
音
な
ど
は
中
舌
的
で
は
な
か
っ
た
か
、
拗
音
と
直
音
の
交
代
、
長
音
の
短

呼
な
ど
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
今
日
の
南
奥
方
言
的
な
特
徴
と
一
致
す
る
点

が
お
お
い
こ
と
を
見
た
。
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
が
、
合
拗
音
の
保
持
な
ど
の
兆
候

も
見
ら
れ
た
。
恐
ら
く
広
八
は
成
人
後
も
、
ま
た
江
戸
に
お
い
て
も
か
な
り
故
郷
の

方
言
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
広
八
は
江
戸
で
の
生
活
が
長
か
っ
た
と
思
わ
れ
て
、
江
戸
語
か
ら
の
影

響
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

付
記
　
引
用
例
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
こ
れ
に
適
宜
句
読
点
を
付
し
、
括
弧
内
に

理
解
の
た
め
の
注
を
く
わ
え
た
。
用
例
は
原
表
記
に
よ
っ
た
が
、
そ
の
所
在
は
便
宜

的
に
飯
野
町
史
談
会
の
翻
刻
の
頁
と
し
た
。

参
考
文
献

飯
野
町
史
談
会
（
一
九
七
七
）『
広
八
日
記
―
幕
末
の
曲
芸
団
海
外
巡
業
記
録
』

加
藤
正
信
（
一
九
七
五
）「
方
言
の
音
声
と
ア
ク
セ
ン
ト
」『
標
準
語
と
方
言
』
筑
摩
書

房
飯
豊
毅
一
（
一
九
七
五
）「
東
北
南
部
と
関
東
の
方
言
」『
標
準
語
と
方
言
』
筑
摩
書
房

彦
坂
佳
宣
（
二
〇
〇
三
）「
あ
る
幕
末
庶
民
の
米
欧
体
験
―
『
広
八
日
記
』
の
世
界
と
こ

と
ば
―
」
論
究
日
本
文
学
七
八
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五
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近
世
末
期
『
広
八
日
記
』
の
音
韻
表
記



三
原
　
文
（
一
九
九
〇
）「
軽
業
師
の
倫
敦
興
行
」
芸
能
史
研
究
一
一
〇

宮
永
　
孝
（
一
九
九
九
）『
海
を
渡
っ
た
幕
末
の
曲
芸
団
』
中
公
新
書

安
岡
章
太
郎
（
一
九
八
四
）『
大
世
紀
末
サ
ー
カ
ス
』
朝
日
新
聞
社

謝
辞『

広
八
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
飯
野
町
の
高
野
家
、
同
教
育
委
員
会
の
ご
教
示
を
い

た
だ
い
た
。

本
稿
は
立
命
館
大
学
学
術
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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