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他
方
言
と
接
す
る
こ
と
に
よ
る
母
語
認
識
の
変
容

１
．
は
じ
め
に

江
戸
時
代
に
入
り
出
版
が
さ
か
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
様
々
な
種
類
の
本
が
世
の
中
に
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
中
に
は
こ
と
ば
に
関
す
る
本
も
含
ま
れ
て
お
り
、
現
在
、
私
た
ち
が
書
店
の
日
本
語
コ
ー
ナ
ー
で
目
に
す
る

の
と
同
じ
よ
う
な
、
正
し
い
こ
と
ば
の
使
い
方
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
元
禄
八
年
（
一

六
九
五
年
）
に
出
版
さ
れ
た
「
し
ち
す
つ
仮
名
文
字
使
蜆
縮
涼
鼓
集
（
か
ん
な
も
じ
づ
か
い
・
け
ん
し
ゆ
く
り
ょ

う
こ
し
ゅ
う
）
』
と
い
う
一
見
風
変
わ
り
な
名
前
の
本
が
あ
る
。
「
仮
名
文
字
使
」
か
ら
は
仮
名
に
関
す
る
本
だ
と

わ
か
る
に
し
て
も
、
そ
の
後
の
部
分
は
、
「
蜆
（
し
じ
み
）
」
「
縮
（
ち
ぢ
み
）
」
「
涼
み
（
す
ず
み
）
」
「
鼓
弓
づ
み
）
」

と
、
た
が
い
に
関
連
の
見
出
せ
な
い
四
つ
の
物
の
組
み
合
わ
せ
で
、
そ
こ
か
ら
は
本
の
内
容
を
容
易
に
推
し
量
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
る
で
な
ぞ
な
ぞ
で
あ
る
。
目
を
留
め
た
人
が
つ
い
つ
い
、
「
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
」

と
関
心
を
引
く
こ
と
を
狙
っ
た
か
の
よ
う
な
表
題
で
あ
る
。

こ
の
本
で
は
、
清
音
の
「
し
」
と
「
ち
」
、
「
す
」
と
「
つ
」
が
区
別
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
濁
音
の
「
じ
」

と
「
ぢ
」
、
「
ず
」
と
「
づ
」
に
つ
い
て
も
区
別
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
「
蜆
」
「
縮
」
「
涼
」
「
鼓
」
の

四
語
、
す
な
わ
ち
「
し
じ
み
」
「
ち
ぢ
み
」
「
す
ず
み
」
弓
づ
み
」
に
は
、
次
の
表
の
よ
う
に
「
し
じ
」
「
ち
ぢ
」

高
山
知
明
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現
在
、
「
じ
」
と
「
ぢ
」
、
「
ず
」
と
「
づ
」
の
仮
名
は
、
「
現
代
仮
名
遣
い
」
に
そ
の
書
き
分
け
の
目
安
が
規
定

さ
れ
て
い
る
が
、
発
音
上
の
区
別
は
存
在
し
な
い
（
も
っ
と
も
、
発
音
上
の
区
別
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
ど
の
よ

う
に
使
い
分
け
る
か
が
問
題
に
な
る
）
。
し
か
し
、
十
六
世
紀
頃
は
そ
の
音
が
区
別
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
（
変
化

は
徐
々
に
進
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
）
。
「
蜆
縮
涼
鼓
集
』
が
出
版
さ
れ
た
頃
は
、
す
で
に
区
別
さ
れ
な
く
な
っ

み
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

現
在
、
「
じ
」
と
「
ぢ
」
、
「
ず

さ
れ
て
い
る
が
、
発
音
上
の
区
、

「
す
ず
」
弓
づ
」
の
四
つ
の
清
濁
の
対
（
表
の
横
方
向
）
が
入
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
清
音
の
「
し
」
と
「
ち
」
、

「
す
」
と
「
つ
」
、
そ
し
て
そ
れ
と
平
行
す
る
、
問
題
と
な
る
濁
音
の
「
じ
」
と
「
ぢ
」
、
「
ず
」
と
「
づ
」
が
こ
の

四
語
か
ら
取
り
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
表
の
縦
方
向
）
。
読
者
は
こ
の
「
頓
智
」
の
中
身
が
わ
か
る
こ
ろ
に

は
著
者
が
主
張
す
る
内
容
も
す
っ
か
り
了
解
で
き
て
い
る
と
い
う
も
の
で
、
題
名
に
機
知
に
富
ん
だ
仕
掛
け
が
組

区
泓
は
存
在
し
な
い
（
も
っ
と
も
、
発
音
上
の
区
別
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
ど
の
よ

に
な
る
）
。
し
か
し
、
十
六
世
紀
頃
は
そ
の
音
が
区
別
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
（
変
化

考
え
ら
れ
る
）
。
「
蜆
縮
涼
鼓
集
」
が
出
版
さ
れ
た
頃
は
、
す
で
に
区
別
さ
れ
な
く
な
っ

て
い
た
も
の
の
、
正
し
く
発
音
し
分
け
る
べ
き
と
の
意
識
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
時
期

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
は
、
今
日
と
は
違
っ
て
、
読
者
の
側
も
そ
の
発
音
に
対
し

て
そ
れ
な
り
の
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
『
蜆
縮
涼
鼓
集
』
以

外
に
も
、
そ
の
音
の
違
い
を
説
く
同
時
代
の
文
献
が
複
数
現
存
し
て
い
る
。

本
稿
筆
者
は
、
高
山
（
二
○
一
四
）
に
お
い
て
、
こ
の
書
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
と
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
そ
の
際
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
方
言
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

右
に
述
べ
た
「
じ
」
「
ぢ
」
「
ず
」
「
づ
」
に
関
す
る
主
張
は
、
京
都
の
こ
と
ば
に
つ
い

110

し じ み

ち ぢ み

す ず み

つ づ み



て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
が
そ
の
主
張
を
展
開
す
る
中
で
、
実
は
、
他
の
方
言
と
の
対
比
が
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
我
々
の
研
究
課
題
に
あ
る
「
言
語
文
化
の
接
触
に
よ
る
変
容
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
異
な
る
方
言
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
こ
と
ば
に
対
す
る
認
識
が
ど

の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
あ
ら
た
め
て

『
蜆
縮
涼
鼓
集
』
の
内
容
を
読
み
解
く
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
論
じ
る
に
先
立
っ
て
二
つ
の
点
を
予
め
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

第
一
点
は
、
本
稿
の
題
名
に
あ
る
「
母
語
認
識
」
の
「
母
語
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
文
献
の
著
者
は
「
鴨

東
萩
父
」
と
い
う
筆
名
の
み
で
、
人
物
に
関
し
て
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
「
鴨
東
」
か
ら
は
鴨

川
の
東
に
居
を
構
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
、
彼
が
京
都
方
言
の
母
語
話
者
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
厳
密
に
は
母
語
に
対
す
る
認
識
と
い
う
問
題
設
定
が
こ
の
場
合

に
適
切
で
な
い
虞
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
主
張
は
自
ら
も
含
め
た
京
都
人
へ
の
訴
え
か
け
と
い
う
姿
勢
で
貫
か

れ
て
お
り
、
京
都
方
言
を
母
語
と
す
る
人
々
に
向
け
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
他
者
の
方
言
と

の
対
比
を
通
し
て
、
彼
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
京
都
の
こ
と
ば
遣
い
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
を
問

題
に
す
る
か
ぎ
り
、
支
障
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
「
母
語
認
識
」
と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

も
う
一
つ
は
、
「
接
触
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
言
語
接
触
言
長
屋
侭
①
８
三
四
ｏ
三
（
方
言
ど
う
し
の
「
接
触
」

も
含
ま
れ
る
）
は
、
異
な
る
言
語
・
方
言
が
混
在
し
て
使
用
さ
れ
る
状
況
が
社
会
的
に
存
在
し
、
そ
の
圏
内
に
お

い
て
言
語
習
得
が
行
わ
れ
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
言
語
・
方
言
の
特
徴
が
ま
じ
り
あ
い
、
さ
ら
に
構
造
面
に
も
変
化
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が
起
こ
る
よ
う
な
事
態
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
要
す
る
に
、
異
な
る
言
語
・
方
言
ど
う
し
（
な
い
し
、
そ
れ
ら
の

話
者
ど
う
し
）
が
出
会
う
、
接
す
る
と
い
う
文
字
通
り
の
意
味
で
は
な
く
、
専
門
用
語
と
し
て
は
特
別
の
意
味
で

使
う
習
慣
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
言
語
ど
う
し
の
濃
密
な
交
渉
を
論
の
対
象
に
す
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
誤
解
を
恐
れ
て
「
接
触
」
は
避
け
る
。
本
稿
の
題
名
を
「
他
方
言
と
接
す
る
こ
と
に
よ
る
」
と
し
た
の
も

そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
の
研
究
課
題
名
に
あ
る
「
言
語
文
化
の
接
触
」
は
よ
り
広
い
意
味
を
持
た

せ
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
が
そ
の
趣
旨
に
従
っ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
。

２
．
音
の
変
化
の
概
要

ま
ず
、
「
じ
」
「
ぢ
」
「
ず
」
「
づ
」
に
関
わ
る
音
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
十
五
世
紀
末
（
一
四
○
○
年
代
末
）
に
さ
か
の
ぼ
る
。
方
言
に
よ
っ
て
状
況
は
か
な
り
違
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
残
さ
れ
た
文
献
か
ら
わ
か
る
の
は
、
当
時
の
中
心
地
で
あ
る
畿
内
に
限
ら
れ
る
。
代
表
的
な
資
料
と
し
て

は
、
中
国
や
朝
鮮
で
出
さ
れ
た
日
本
語
の
教
材
が
挙
げ
ら
れ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
具
体
的
な
内
容
に
立
ち
入
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
朝
鮮
で
刊
行
さ
れ
た
『
伊
路
波
』
（
弘
治
五
、
一
四
九
二
年
刊
。
「
弘
治
」
は

明
の
年
号
）
に
は
、
仮
名
に
ハ
ン
グ
ル
（
訓
民
正
音
・
く
ん
み
ん
せ
い
お
ん
）
の
注
音
が
付
さ
れ
て
お
り
、
今
日

と
音
が
違
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
こ
か
ら
わ
か
る
。

こ
の
頃
は
、
タ
行
の
「
ち
」
「
つ
」
、
ダ
行
の
「
ぢ
」
「
づ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
［
邑
［
言
］
［
邑
［
合
］
の
よ
う
な
音

で
実
現
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
「
士
」
「
月
」
「
力
」
は
そ
れ
ぞ
れ
［
言
邑
［
言
匿
］
胃
言
邑
の
よ
う
に
発
音
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さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
今
日
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
そ
う
し
た
発
音
は
舌
足
ら
ず
な
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
時
代
の
人
か
ら
す
る
と
、
今
日
の
私
た
ち
の
発
音
も
同
様
に
舌
足
ら
ず
で
奇
異
に
聞
こ
え
る
は
ず

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
稚
拙
で
あ
っ
た
り
手
抜
き
し
た
発
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

習
慣
の
違
い
に
過
ぎ
ず
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
習
慣
も
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
の
時
代
や
方
言
の
音

に
絶
対
的
な
基
準
を
置
い
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

〔
一
〕
「
ち
」
［
邑
↓
［
名
］
弓
」
［
言
］
↓
胃
昌

「
ぢ
」
宮
］
↓
［
曇
］
「
づ
」
［
号
］
↓
［
合
昌

〔
二
〕
「
ぢ
」
が
「
じ
」
に
、
「
づ
」
が
「
ず
」
に
合
流
（
合
流
の
結
果
、
前
者
は
［
曇
］
～
［
魁
］
と
発
音
さ
れ
、

後
者
は
［
合
臣
］
～
［
Ｎ
こ
］
と
発
音
さ
れ
て
い
る
）
。

こ
れ
ら
言
］
［
言
］
［
邑
［
言
］
の
音
は
、
〔
一
〕
の
よ
う
な
破
擦
音
化
と
呼
ば
れ
る
変
化
を
経
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
後
、
〔
二
〕
の
よ
う
に
、
「
ぢ
」
「
づ
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
じ
」
「
ず
」
と
の
間
の

区
別
が
失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
経
過
を
た
ど
る
（
音
が
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
て
一
つ
に
な
る
現
象
を
合
流
と
呼
ぶ
）
。

キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
、
十
七
世
紀
初
に
刊
行
さ
れ
た
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
文
典
』
（
通
称
ロ

ド
リ
ゲ
ス
大
文
典
）
に
は
、
そ
の
頃
の
京
都
で
は
大
方
の
人
が
区
別
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
〔
一
〕
の
後
、
な
ぜ
清
音
で
は
区
別
が
そ
の
ま
ま
保
た
れ
た
の
に
、
濁
音
で
は
さ
ら
に
ザ
行
の

「
じ
」
「
ず
」
に
合
流
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
こ
れ
は
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
細
か
な
点
に
立
ち

入
っ
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
く
こ
と
に
す
る
。
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一
つ
に
な
っ
た
「
じ
／
ぢ
」
は
今
日
、
［
＆
］
と
も
因
］
と
も
発
音
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
違
い
に
よ
っ

て
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
現
代
人
は
こ
の
違
い
を
聴
き
取
っ
た
り
、
言
い
分
け
た
り
す
る
の
が
苦
手

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
ず
／
づ
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
『
蜆
縮
涼
鼓
集
』
の
著
者
は
発
音
の
仕
方

に
つ
い
て
も
詳
し
く
解
説
し
て
お
り
、
「
ぢ
」
の
場
合
に
は
舌
先
を
上
顎
側
に
付
け
る
よ
う
に
指
示
し
（
［
曇
］
の

発
音
）
、
ま
た
、
「
じ
」
の
場
合
に
は
舌
先
を
付
け
な
い
よ
う
指
示
し
て
い
る
（
［
色
の
発
音
）
。
そ
し
て
、
こ
の

違
い
を
し
っ
か
り
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。

３
．
他
の
方
言
に
接
す
る
体
験

『
蜆
縮
涼
鼓
集
』
の
著
者
は
京
都
で
こ
れ
ら
の
音
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
九
州
で
は
区
別
さ
れ
て

い
る
事
実
を
指
摘
す
る
。
長
く
な
る
が
、
該
当
箇
所
に
至
る
文
脈
を
も
追
い
な
が
ら
、
以
下
に
引
用
し
よ
う
（
一

部
の
漢
字
を
仮
名
や
他
の
漢
字
に
置
き
換
え
、
送
り
仮
名
を
付
す
な
ど
、
原
文
を
適
宜
書
き
改
め
て
示
す
。
ま
た

割
注
部
分
は
省
く
）
。

そ
の
詞
に
因
り
て
、
そ
の
字
を
使
ひ
、
そ
の
仮
名
に
し
た
が
ひ
て
、
そ
の
音
に
読
む
。
い
に
し
へ
は
尋
常
（
よ

の
つ
れ
）
の
言
種
（
こ
と
ぐ
さ
）
に
も
そ
の
四
音
の
分
明
な
る
こ
と
は
情
み
て
呼
ぶ
が
ご
と
く
に
て
、
又
、

「
い
・
ゐ
・
ひ
」
「
を
・
お
・
ほ
」
「
え
・
ゑ
・
へ
」
「
わ
・
は
」
「
う
・
む
・
ふ
」
の
十
四
字
を
も
よ
く
別
々

に
言
ひ
分
か
ち
ぬ
と
見
え
た
り
。
定
家
卿
の
時
分
に
至
り
て
、
す
で
に
か
の
十
四
音
を
呼
び
乱
し
た
る
故
に

親
行
こ
れ
を
勘
弁
し
て
仮
名
文
字
遣
（
か
な
も
じ
づ
か
ひ
）
を
定
め
ら
れ
き
。
さ
れ
ど
も
こ
の
四
音
は
い
ま
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だ
違
は
ざ
り
し
に
や
、
そ
の
沙
汰
な
し
。
今
時
の
ご
と
く
な
ら
ば
、
こ
の
四
つ
の
仮
名
を
も
書
き
分
け
て
定

め
置
か
る
べ
き
こ
と
な
り
。
今
、
ま
た
世
の
く
だ
れ
る
故
に
や
、
吾
人
か
く
取
り
失
ひ
ぬ
る
な
る
べ
し
。

ま
ず
、
こ
こ
に
は
、
仮
名
と
音
と
の
関
係
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
き
た
か
に
関
す
る
著
者
の
認
識
が

記
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
を
、
「
日
本
語
」
の
歴
史
と
見
な
し
て
も
問
題
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
一
義
的
に
は
京
都
な

い
し
は
畿
内
の
こ
と
ば
が
直
接
の
対
象
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
、
標
準
語
と
か
全
国
共
通
語
と
い
っ
た
概
念
が
ま
だ

存
在
し
な
い
時
代
で
あ
る
）
。
補
足
し
つ
つ
こ
の
箇
所
の
趣
旨
を
取
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

古
代
で
は
、
こ
と
ば
の
音
の
違
い
に
応
じ
て
仮
名
が
あ
り
、
仮
名
ご
と
に
音
が
違
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
「
じ
」

「
ぢ
」
「
ず
」
「
づ
」
の
四
音
も
異
な
っ
て
い
た
。
現
在
で
は
同
じ
「
い
・
ゐ
・
ひ
」
（
「
あ
い
」
「
あ
ゐ
」
「
あ

ひ
」
の
よ
う
な
場
合
）
な
ど
の
十
四
字
も
音
が
違
っ
て
い
た
か
ら
書
き
分
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
藤
原
定
家
の
頃
に
は
、
こ
の
十
四
音
の
違
い
が
乱
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
源
親
行
が
勘
案

し
て
仮
名
文
字
遣
を
定
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
「
じ
」
「
ぢ
」
「
ず
」
「
づ
」
の
四
音
に
言
及
し
て
い

な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ま
だ
乱
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
、
現
在
と
同
じ
よ
う
な
状
態
で
あ
っ

た
ら
、
当
然
、
そ
れ
を
定
め
置
こ
う
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
後
、
時
代
が
下
が
っ
て
、
現
在
の
よ
う
に

区
別
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
事
実
と
し
て
は
、
実
際
に
「
い
」
と
「
ゐ
」
は
も
と

も
と
一
と
三
の
よ
う
に
異
な
る
音
を
表
し
、
区
別
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
あ
ひ
」
と
「
あ
ゐ
」
も
本
来
は
音
が

異
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
語
頭
以
外
の
ハ
行
音
が
ワ
行
音
に
変
化
し
た
こ
と
で
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
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の
意
味
で
は
著
者
の
認
識
は
合
っ
て
い
る
。

な
お
、
「
源
親
行
」
の
く
だ
り
は
、
そ
の
孫
で
あ
る
源
知
行
（
行
阿
）
が
著
し
た
『
仮
名
文
字
遣
』
の
序
文
の
中

身
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
は
十
四
世
紀
後
半
以
降
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
実
際
、
そ
の

中
に
は
「
じ
」
「
ぢ
」
「
ず
」
「
つ
」
に
対
す
る
言
及
は
な
い
。
そ
の
点
で
も
、
こ
の
著
者
が
下
す
歴
史
に
関
す
る
判

こ
の
よ
う
に
論
理
的
に
順
を
追
っ
て
述
べ
る
と
こ
ろ
に
こ
の
著
者
の
気
質
が
表
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
上

に
重
み
を
持
つ
の
は
過
去
の
状
況
を
実
感
し
う
る
よ
う
な
体
験
で
あ
る
。
右
に
引
用
し
た
歴
史
に
関
わ
る
認
識
が
、

他
の
方
言
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
て
い
る
。
右
の
引
用
に
続
く
箇
所
を
さ
ら
に
見
て
み
よ
う
。

そ
の
証
拠
を
挙
げ
て
い
は
ば
、
京
都
・
中
国
・
坂
東
・
北
国
等
の
人
に
逢
ひ
て
そ
の
音
韻
を
聞
く
に
、
す
べ

て
四
音
の
分
弁
な
き
が
ご
と
し
。
た
だ
、
筑
紫
方
の
こ
と
ば
を
聞
く
に
お
お
か
た
明
ら
か
に
言
ひ
分
く
る
な

り
。
一
文
不
通
の
児
女
子
な
り
と
い
へ
ど
も
、
あ
な
が
ち
に
教
ふ
る
こ
と
も
な
け
れ
ど
も
自
然
に
聞
き
習
ひ

て
常
々
の
物
語
に
も
そ
の
音
韻
を
混
乱
す
る
こ
と
な
し
。
文
字
を
「
も
じ
」
、
線
を
「
も
ぢ
」
な
ど
と
間
こ
ゆ

る
こ
と
は
都
人
の
葦
（
あ
し
）
と
足
（
あ
し
）
と
を
言
ひ
分
く
る
が
ご
と
し
。
こ
こ
に
国
風
の
し
か
ら
し
む

る
と
こ
ろ
な
り
と
は
い
へ
ど
も
不
思
議
な
る
こ
と
な
る
べ
し
。

中
に
は
「
じ
」
「
ぢ
」
累

断
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

る
こ
と
は
都
人
の
葦
（
一

る
と
こ
ろ
な
り
と
は
い

趣
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

区
別
の
証
拠
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
京
都
、
中
国
地
方
、
関
東
、
北
陸
の
人
の
発
音
を

聞
い
て
も
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が
、
筑
紫
（
九
州
）
の
こ
と
ば
を
聞
く
と
大
概
、
言
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
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文
字
を
知
ら
な
い
女
・
子
供
で
あ
っ
て
も
、
人
か
ら
と
く
に
教
わ
ら
な
く
と
も
自
然
に
身
に
付
け
て
お
り
、

日
常
会
話
で
も
紛
れ
る
こ
と
が
な
い
。
「
文
字
」
は
「
も
じ
」
、
布
の
「
線
」
は
「
も
ぢ
」
な
ど
と
、
京
都
の

人
が
「
葦
」
と
「
足
」
と
を
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
で
区
別
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
言
い
分
け
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
中
国
地
方
、
関
東
、
北
国
（
北
陸
）
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
各
地
の
人
々
が
登
場
す
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
著
者
が
各
地
を
旅
し
た
経
験
に
基
づ
く
と
す
る
可
能
性
も
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、

そ
う
で
は
な
く
て
、
京
都
が
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
の
人
の
出
入
り
す
る
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
因
る
の
だ
ろ
う
。
そ

う
考
え
る
と
、
こ
の
記
事
は
こ
と
ば
の
面
か
ら
も
、
他
の
地
方
と
の
往
来
が
さ
か
ん
な
都
の
様
子
が
垣
間
見
え
る

点
で
興
味
深
い
。
実
際
、
京
都
で
は
い
ろ
い
ろ
な
土
地
の
こ
と
ば
を
耳
に
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
（
詳
細
は
省
く
が
、
京
都
の
視
点
か
ら
他
の
地
方
に
関
す
る
こ
と
ば
の
特
徴
に
言
及
し
た
材
料
は
他
に
も
存

在
す
る
）
。
そ
の
よ
う
な
体
験
は
、
京
都
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
を
省
み
る
き
っ
か
け
に
も

な
っ
た
。

こ
の
著
者
の
場
合
に
は
、
九
州
の
状
況
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
か
ら
当
代
に
至
る
仮
名
と
音
の
関
係

に
関
す
る
歴
史
的
な
認
識
を
深
め
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
。
過
去
の
状
況
を
抽
象
的
に
想
定
す
る
の
に
比
べ
、
実

際
に
区
別
で
き
る
話
者
と
の
遭
遇
は
た
い
へ
ん
リ
ア
ル
で
あ
る
。
目
の
前
で
事
実
に
触
れ
る
の
と
そ
う
で
な
い
の

と
で
は
格
段
の
開
き
が
あ
る
。
九
州
方
言
の
話
者
に
直
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
に
お
い
て
も
か
つ
て
は
ふ

つ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
た
様
子
を
容
易
に
思
い
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

九
州
の
方
言
に
関
し
て
述
べ
る
箇
所
の
書
き
出
し
は
、
「
そ
の
証
拠
を
挙
げ
て
い
は
ば
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。
も
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ち
ろ
ん
、
源
知
行
『
仮
名
文
字
遣
』
に
「
じ
」
「
ぢ
」
「
ず
」
「
づ
」
の
言
及
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
も
証
拠
に
な
る

の
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
九
州
方
言
の
現
実
か
ら
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
目
で
知
り
、
耳
に
で
き
る
現
実
の
重
み
は
論
理
的
な
推
定
を
凌
駕
す
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
さ
ら

に
京
都
の
人
々
に
次
の
よ
う
に
訴
え
か
け
、
そ
の
区
別
の
必
要
性
を
説
く
。

（
国
風
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
な
り
と
は
い
へ
ど
も
不
思
議
な
る
こ
と
な
る
べ
し
。
）
こ
れ
に
付
て
、
関
東
、

鎮
西
（
ち
ん
ぜ
い
）
の
人
の
鼻
（
は
な
）
を
花
と
い
へ
る
を
聞
く
時
は
、
通
事
あ
ら
ま
ほ
し
く
覚
ゆ
れ
ど
も

な
お
苦
し
か
る
ま
じ
き
に
や
。
も
と
よ
り
人
の
千
言
万
語
を
ば
以
呂
波
四
十
七
字
に
て
書
き
記
す
こ
と
な
れ

ば
、
鼻
と
花
と
を
仮
名
に
て
書
か
む
時
、
文
字
の
音
は
同
じ
か
る
く
き
な
り
。
〔
中
略
〕
し
か
る
に
弥
陀
（
み

だ
）
の
六
字
（
ろ
く
じ
）
に
大
道
の
陸
地
（
ろ
く
ぢ
）
を
付
け
合
わ
せ
、
吉
野
の
葛
（
く
ず
）
を
屑
屋
（
く

づ
や
）
の
軒
（
の
き
）
に
取
り
成
す
こ
と
は
、
仮
名
に
書
き
て
も
音
韻
に
呼
び
て
も
、
聞
こ
え
ぬ
こ
と
な
り
。

誠
に
端
（
は
し
）
・
箸
（
は
し
）
・
橋
（
は
し
）
な
ど
と
て
音
声
（
お
ん
じ
ゃ
う
）
の
高
低
自
由
な
る
都
人
の

こ
の
四
つ
の
音
ば
か
り
を
言
い
得
ざ
ら
ん
こ
と
は
最
も
口
惜
し
き
こ
と
な
り
。
あ
に
習
学
せ
ざ
る
べ
け
ん
や

（
「
端
」
「
箸
」
「
橋
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
は
し
」
に
は
謡
本
で
使
用
さ
れ
る
ゴ
マ
点
が
付
さ
れ
て
お
り
、
京
都

に
お
け
る
三
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
が
示
さ
れ
て
い
る
）
。

方
言
の
話
の
延
長
と
し
て
、
都
と
違
う
関
東
や
鎮
西
（
九
州
）
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
触
れ
、
「
ま
る
で
通
訳
が

ほ
し
く
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
仮
名
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
は
ま
だ
許
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
。
し
か
し
、
弥
陀
の
六
字
（
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
字
）
と
陸
地
（
陸
路
、
当
時
は
い
ず
れ
も
「
ろ
く
ぢ
」
と
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い
う
）
と
を
掛
け
合
わ
せ
た
り
、
葛
と
屑
と
を
混
同
す
る
こ
と
は
、
仮
名
に
書
く
に
し
る
発
音
す
る
に
し
ろ
、
あ

り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
最
後
に
は
、
「
ア
ク
セ
ン
ト
が
ふ
つ
う
に
正
し
く
言
え
る
都
の
人
が
こ
の
区
別
が

で
き
な
い
の
は
最
も
口
惜
し
い
こ
と
だ
」
と
述
べ
、
都
の
人
の
蒋
侍
に
訴
え
か
け
る
こ
と
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
背
景
に
は
、
都
の
人
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
が
最
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
意
識
が

あ
る
こ
と
が
計
算
に
入
っ
て
い
る
。

４
．
謡
曲
等
に
お
け
る
発
音
法
と
方
言
の
事
実
と
の
本
質
的
な
違
い

と
こ
ろ
で
、
「
じ
」
「
ぢ
」
「
ず
」
「
づ
」
の
発
音
法
そ
の
も
の
は
、
当
時
の
京
都
の
日
常
の
話
し
こ
と
ば
の
中
に

は
す
で
に
な
く
て
も
、
知
ら
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
謡
曲
を
謡
う
場
合
の
発
音
法
の
項
目
の
中
に
も
入
っ
て

い
る
し
、
和
歌
の
作
法
書
に
も
発
音
の
仕
方
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
点
で
は
『
蜆
縮
涼
鼓
集
』
の
著
者
も

例
外
で
は
な
い
。
彼
は
謡
曲
に
親
し
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
な
お
さ
ら
、
謡
を
練
習
し
た
り
演
じ
た
り

す
る
場
で
、
そ
の
発
音
法
に
接
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
本
に
記
さ
れ
て
い
る
発
音
の
解
説
は
、
謡

曲
に
お
け
る
発
音
法
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
（
詳
し
く
は
高
山
（
二
○
一
四
）
参
照
）
。

し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
方
言
に
お
い
て
、
現
実
の
日
常
言
語
で
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
は
、

そ
れ
と
は
違
っ
て
、
は
る
か
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
一
文
不
通
の
児
女
子
な

り
と
い
へ
ど
も
」
と
い
う
の
は
意
外
な
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
が
自
然
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
謡
曲
で

意
識
し
て
ど
う
に
か
修
得
で
き
る
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
「
国
風
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
な
り
と
は
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主
な
参
考
文
献

香
川
大
学
附
属
図
書
館
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
（
神
原
文
庫
）
『
伊
路
波
』

言
召
筌
君
君
君
．
琴
・
冨
彊
乏
四
‐
屋
・
画
。
宕
言
君
君
詳
言
言
言
呂
呈
ｇ
言
・
言
昌
一

亀
井
孝
（
一
九
五
○
）
「
蜆
縮
涼
鼓
集
を
中
心
に
見
た
四
つ
が
な
」
『
国
語
学
』
四
（
一
九
八
四
『
日
本
語
の
す
が
た
と
こ
こ
ろ

（
一
こ
〔
亀
井
孝
論
文
集
３
〕
吉
川
弘
文
館
に
再
録
）

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
（
一
九
六
五
）

『
弘
治
五
年
朝
鮮
板
伊
路
波
本
文
・
釈
文
・
解
題
』
京
都
大
学
国
文
学
会

高
山
知
明
（
二
○
一
四
）
『
日
本
語
音
韻
史
の
動
的
諸
相
と
蜆
縮
涼
鼓
集
』
笠
間
書
院

山
田
巖
・
大
友
信
一
・
木
村
晟
編
（
一
九
七
九
）

『
蜆
縮
涼
鼓
集
』
〔
駒
沢
大
学
国
語
研
究
資
料
第
一
〕
汲
古
書
院

い
へ
ど
も
不
思
議
な
る
こ
と
な
る
べ
し
」
と
い
う
く
だ
り
に
は
驚
き
の
気
持
ち
が
率
直
に
表
れ
て
い
る
。
他
の
方

言
と
接
し
た
経
験
は
、
謡
曲
の
そ
れ
と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

以
上
、
『
蜆
縮
涼
鼓
集
』
の
テ
ク
ス
ト
を
、
他
の
方
言
の
事
実
に
接
し
た
こ
と
に
因
る
認
識
の
変
容
と
い
う
観
点

か
ら
あ
ら
た
め
て
読
み
解
い
て
み
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
他
の
方
言
に
接
す
る
と
い
う
体
験
も
、
『
蜆
縮
涼
鼓

集
』
の
内
容
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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