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『
日
本
文
法
論
』
で
名
高
い
山
田
孝
雄
（
よ
し
お
）
博
士
の
研
究
領
域
は
広
く
著
書
も
多
い
。
そ
の
中
の
一
冊
『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
は
一
九
三
八
年
（
昭
和

十
三
年
）
に
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
、
大
矢
透
博
士
が
蒐
集
し
考
証
を
加
え
て
年
代
順
に
並
べ
た
二
十
七
枚
の
五
十
音
図
（『
音
図
及
手
習
詞
歌
考
』
附
録
）

に
つ
い
て
、
大
矢
と
は
別
の
視
点
で
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
田
は
、
五
十
音
図
が
〈
悉
曇
し
っ
た
ん
〉
の
影
響
を
受
け
た
後
、
日
本
独
自
の
も
の
と
し
て
整

っ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
過
程
で
、
六
百
年
に
渡
り
図
の
中
に
あ
っ
た
誤
り
（
ア
行
ワ
行
五
段
オ
と
ヲ
の
逆
転
）
が
い
つ
頃
起
き
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
を

正
し
い
形
に
戻
し
た
の
が
本
居
宣
長
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
に
馬
渕
和
夫
は
『
五
十
音
図
の
話
』
を
著
し
、

「
五
十
音
図
」
の
起
源
が
二
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

五
十
音
図
に
は
こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
の
歴
史
上
の
興
味
・
関
心
を
引
く
出
来
事
が
い
く
つ
も
内
在
し
て
い
る
。
今
回
の
研
究
で
は
、
山
田
孝
雄
『
五
十
音
圖

の
歴
史
』
を
軸
に
、
学
校
教
育
で
文
字
習
得
や
文
法
学
習
の
ほ
か
に
興
味
・
関
心
を
も
た
せ
て
学
ば
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
五
十
音
図
、
悉
曇
、
明
覚
、
本
居
宣
長
、
学
校
教
育
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一

は
じ
め
に

～
五
十
音
図
と
学
校
教
育
～

月
刊
『
国
語
教
育
研
究
』
二
〇
一
五
年
一
月
号
の
小
特
集
に
１

、
五
十
音
図
に
関
す

る
小
論
二
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
金
子
守
「
五
十
音
図
と
そ
れ
に
よ
る
学
習
指
導

ー
戦
前
の
小
学
校
教
科
書
を
も
と
に
ー
」
と
岸
野
大
「
高
等
学
校
で
五
十
音
図
を
ど
う

扱
う
か
ー
文
法
指
導
の
た
め
だ
け
で
な
く
ー
」
で
あ
る
。

金
子
は
、
五
十
音
図
成
立
の
概
要
を
示
す
と
と
も
に
、
明
治
の
学
校
教
育
に
「
い
ろ

は
図
」
に
代
わ
っ
て
五
十
音
図
が
採
用
さ
れ
る
に
至
り
、
以
来
百
五
十
年
近
く
経
っ
た

今
も
そ
れ
が
続
い
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
岸
野
は
、
高
等
学
校
で
五
十
音
図
が
、

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
学
習
と
動
詞
の
活
用
の
学
習
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
状
況
を
報

告
し
た
上
で
、「
文
法
指
導
の
た
め
だ
け
に
覚
え
込
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
五
十
音
図

自
体
の
謎
を
考
え
、
楽
し
も
う
」
と
提
案
し
て
い
る
。

二
つ
の
小
論
の
要
点
は
次
の
三
点
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
①
五
十
音
図
成
立
の
経
緯

（
歴
史
）
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と

②
今
は
文
字
指
導
、
文
法
指
導
と
し
て
学
校
現
場

で
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

③
五
十
音
図
は
そ
れ
以
外
に
も
児
童
生
徒
の
興
味
・
関
心

を
引
く
要
素
が
あ
り
今
後
の
活
用
が
望
ま
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

私
は
こ
の
三
点
を
受
け
て
、
特
に
③
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
。

さ
て
、
①
に
つ
い
て
金
子
は
、
馬
渕
和
夫
『
五
十
音
図
の
話
』（
一
九
九
三
年
、
大

修
館
書
店
）
に
譲
る
と
述
べ
る
に
止
め
て
い
る
が
、
③
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
山
田
孝

雄
『
五
十
音
図
の
歴
史
』（
一
九
三
八
年
、
寶
文
館
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
本

居
宣
長
の
功
績
（
六
百
年
続
い
た
ア
行
五
段
ヲ
、
ワ
行
五
段
オ
の
位
置
の
逆
転
を
正
し

い
も
の
に
戻
し
た
こ
と
）
や
、
宣
長
ま
で
に
ヲ
と
オ
の
他
の
す
べ
て
を
正
し
く
し
た
契

沖
の
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
契
沖
、
宣
長
以
外
に
も
、
五
十
音

図
に
挑
ん
だ
研
究
者
が
い
た
こ
と
や
研
究
の
内
容
を
、
児
童
生
徒
に
指
導
す
る
立
場
の

教
員
は
あ
る
程
度
は
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
た
。

ま
た
、
③
に
つ
い
て
岸
野
は
、
高
等
学
校
で
の
学
習
を
想
定
し
て
い
る
が
、
私
は
初

等
教
育
で
も
触
れ
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
小
学
校
の
学
習
に
も
五

十
音
図
は
出
て
き
て
い
る
が
、
学
習
に
面
白
み
や
発
展
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
高
校

と
同
じ
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
年
生
で
は
文
字
習
得
の
学
習
に
用
い
ら
れ
る
。
教
科
書
の
上
巻
に
は
２

、
ひ
ら
が

な
の
五
十
音
図
が
、
下
巻
に
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
五
十
音
図
が
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

三
年
生
の
下
巻
で
は
ロ
ー
マ
字
が
五
十
音
図
と
し
て
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
い
ず
れ
の
場
合
に
も
五
十
音
図
の
名
前
は
記
載
さ
れ
な
い
。

六
年
生
で
は
片
仮
名
、
平
仮
名
の
も
と
に
な
っ
た
漢
字
と
共
に
五
十
音
図
（
名
前
な

し
）
が
掲
載
さ
れ
、
文
字
の
歴
史
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
場
教
師
自
身
が
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
よ
く
は
知
ら
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ

う
。以

上
、
小
学
校
で
は
、
五
十
音
図
が
児
童
の
文
字
習
得
の
た
め
に
利
用
さ
れ
、
覚
え

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
そ
れ
以
上
で
は
な
い
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
今
一
歩
指

導
を
工
夫
し
て
興
味
関
心
を
持
た
せ
て
お
く
こ
と
が
、
そ
の
後
の
国
語
学
習
に
も
生
か

す
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

二

『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
出
版
の
意
図

１

本
居
宣
長
の
功
績
を
知
ら
し
め
る

山
田
孝
雄
博
士
が
、『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
を
出
版
し
た
の
は
一
九
三
八
年
（
昭

和
十
三
年
）
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
発
行
者
は
山
田
の
著
書
『
日
本
文
法
論
』
以

来
変
わ
ら
ず
取
り
扱
っ
て
き
た
寶
文
館
代
表
大
場
久
治
で
あ
る
。

さ
て
、
著
書
の
発
行
当
時
、
五
十
音
図
は
一
般
に
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
序
で
は
３

、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
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五
十
音
圖
と
い
へ
ば
尋
常
小
学
校
の
一
年
生
で
も
こ
れ
を
知
つ
て
ゐ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
五
十
音
圖
と
い
ふ
も
の
が
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
、

若
く
は
如
何
な
る
歴
史
の
あ
る
も
の
だ
か
と
問
う
た
な
ら
ば
答
へ
う
る
人
は

あ
ま
り
多
く
は
無
い
で
あ
ら
う
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

山
田
の
著
書
出
版
の
理
由
の
一
つ
が
、
世
間
一
般
に
は
五
十
音
図
の
理
解
が
不

足
し
て
い
る
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

江
戸
時
代
以
来
庶
民
に
と
っ
て
馴
染
み
あ
る
「
い
ろ
は
図
」
が
、
正
式
に
「
五

十
音
図
」
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）
と
さ
れ
る
。、

こ
の
年
教
科
書
が
検
定
制
と
な
り
、「
五
十
音
図
」
が
教
科
書
に
載
っ
た
。「
読
み

書
き
」
で
は
、
こ
の
表
を
基
に
教
師
が
表
音
文
字
と
発
音
を
教
え
、
文
字
学
習
を

整
理
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
の
誰
も
が
五
十
音
図
を
知
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
山
田
博
士
に
と
っ
て
は
不
都
合
と
思
え
る
事
態
も
ま
た
起
き
て
い

た
。
序
に
は
、
続
け
て
、

現
に
私
は
近
頃
或
る
大
學
の
國
史
の
教
授
の
發
表
し
た
論
文
の
な
か
に
五

十
音
圖
は
契
沖
が
こ
し
ら
へ
た
も
の
の
や
う
に
説
い
て
ゐ
る
の
を
見
て
驚
い

た
こ
と
が
あ
つ
た
。
か
や
う
な
事
は
私
共
か
ら
見
れ
ば
、
決
し
て
あ
る
べ
か

ら
ざ
る
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
事
實
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
私

共
は
わ
が
國
語
の
為
に
泣
い
て
も
〱
泣
き
足
ら
ぬ
悲
し
み
を
感
じ
る
も
の
で

あ
る
。
實
に
現
代
の
人
は
一
般
人
と
い
は
ず
學
者
と
い
は
ず
國
語
を
輕
ん
じ

る
こ
と
が
最
も
甚
し
い
。
私
は
こ
の
五
十
音
圖
の
こ
と
位
は
國
民
的
常
識
と

し
て
す
べ
て
が
知
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
ヽ
思
ふ
の
で
あ
る〈
中
略
〉

山
田
孝
雄
は
、
元
富
山
藩
士
山
田
方
雄
（
ま
さ
お
）
の
長
男
と
し
て
こ
の
世
に

生
を
受
け
た
。
方
雄
は
国
学
に
明
る
く
連
歌
の
宗
匠
で
あ
っ
た
。
孝
雄
は
一
八
八

三
年
（
明
治
十
六
年
）
八
歳
の
と
き
か
ら
一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
年
）
十
四

歳
ま
で
、
富
山
県
士
族
佐
伯
有
種
に
つ
い
て
漢
学
を
修
め
た
４

。
こ
れ
に
続
け
て

一
八
八
九
年
（
明
治
二
十
二
年
）
か
ら
一
八
九
三
年
（
明
治
二
十
六
年
）
十
八
歳

ま
で
、
富
山
県
士
族
尾
山
今
民
に
つ
い
て
国
学
（
平
田
派
）
を
学
ん
で
い
る
。
そ

う
い
う
山
田
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
常
識
」
が
通
用
し
て
い
な
い
こ
と
へ
の
「
悲
し
み
」

と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
態
を
打
開
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
山
田
の
言

う
「
常
識
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
序
説
で
は
、

今
日
わ
れ
わ
れ
が
か
や
う
な
正
し
い
五
十
音
圖
を
傳
へ
て
ゐ
る
や
う
に
な

つ
た
の
は
本
居
宣
長
の
學
問
研
究
の
お
か
げ
だ
と
い
ふ
こ
と
を
日
常
五
十
音

圖
を
こ
ど
も
に
教
へ
て
ゐ
る
先
生
が
た
の
な
か
に
も
御
存
じ
な
い
方
も
あ
る

か
も
知
れ
な
い
と
思
ふ
。

五
十
音
図
の
過
去
に
は
誤
り
も
あ
っ
た
が
現
在
の
五
十
音
図
が
正
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
は
本
居
宣
長
の
功
績
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
山
田
が
常

識
と
し
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

２

日
本
語
研
究
の
正
統
性
と
妥
当
性
を
示
す

山
田
の
『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
は
、
大
矢
透
１

『
音
圖
及
手
習
詞
歌
考
』
に
負

う
と
こ
ろ
大
き
い
。
資
料
蒐
集
を
基
に
し
た
大
矢
の
実
証
的
な
研
究
は
高
く
評
価

さ
れ
て
そ
の
後
の
研
究
の
在
り
方
を
示
し
た
。
山
田
は
、
こ
の
本
の
中
に
あ
る
大

１

『
音
圖
及
手
習
詞
歌
考
』（
お
ん
ず
お
よ
び
て
な
ら
い
こ
と
ば
か
こ
う
）

一

九
一
八
年
（
大
正
七
年
）
大
日
本
図
書
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矢
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
時
代
を
追
っ
て
並
べ
ら
れ
た
二
七
枚
の
五
十
音
図
の
一
つ

一
つ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
豊
富
な
学
究
で
得
ら
れ
た
冷
徹
な
目
で
さ

ら
に
分
析
を
加
え
て
い
る
。
並
べ
方
は
そ
れ
で
よ
い
か
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
言
え

る
の
か
、
証
拠
と
さ
れ
る
も
の
の
真
偽
は
い
か
に
等
々
。
大
矢
の
研
究
は
、
山
田

の
研
究
に
も
大
い
に
生
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
山
田
は
五
十
音
図
の
段
や
行
の
形
、
特
徴
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
矢
が
最
も
古
い
と
し
た
図
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
最
終
的
に
正

し
い
姿
に
戻
し
た
の
が
本
居
宣
長
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
成
果
を
上
げ
る
一
方
で
、
山
田
の
目
的
は
あ
く
ま
で
国
語
へ
の
関

心
を
高
め
る
こ
と
で
あ
り
、
教
育
へ
の
期
待
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
著
書
の

序
説
に
は
、

わ
が
國
の
法
格
の
認
識
は
音
聲
の
方
向
も
語
格
の
方
面
も
こ
の
五
十
音
圖

の
知
識
を
鷹
用
し
た
こ
と
か
ら
出
發
し
た
こ
と
は
著
し
い
事
で
、
國
語
學
史

の
一
半
は
こ
の
五
十
音
圖
の
裏
附
が
無
く
て
は
理
解
で
き
な
い
も
の
と
な
る

こ
と
は
明
白
な
事
柄
で
あ
る
。
苟
も
こ
の
五
十
音
圖
を
輕
視
す
る
が
如
き
こ

と
で
は
國
語
學
も
初
等
教
育
も
そ
の
行
わ
れ
る
べ
き
所
以
を
知
ら
な
い
の
で

あ
る
。

と
あ
る
。
五
十
音
図
が
国
語
学
の
基
礎
基
本
で
あ
る
と
言
い
、
同
時
に
、
軽
ん

じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
、
こ
の
頃
日
本
語
を
西
洋
文

法
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
山
田
の
考
え
を
示
し

て
い
る
。
山
田
は
、
洋
学
に
頼
る
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
和
歌
、
国
学
、
漢
学

等
を
通
じ
て
研
究
さ
れ
続
け
て
お
り
、
そ
の
成
果
が
五
十
音
図
だ
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
あ
る
。

山
田
に
と
っ
て
五
十
音
学
図
は
、
日
本
古
来
の
日
本
語
研
究
の
結
晶
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
語
の
活
用
も
音
韻
で
あ
っ
て
も
わ
ず
か
一
枚
の
五
十
音

図
で
体
系
づ
け
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
国
語
学
の
誇
り
で
あ
り
、
山
田

自
身
の
文
法
論
も
こ
れ
に
立
脚
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

山
田
孝
雄
は
、
五
十
音
図
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
日
本
語
研

究
の
正
統
性
と
妥
当
性
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。

３

初
等
教
育
で
教
え
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
の
は
何
か

「
五
十
音
図
」
が
国
定
教
科
書
に
載
っ
た
の
が
一
八
八
六
年
（
明
治
十
九
年
）

で
あ
っ
た
。『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
が
一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
年
）
に
出
版
さ
れ

た
の
は
そ
の
五
十
二
年
で
あ
る
。

当
初
の
目
論
み
は
、
子
ど
も
た
ち
が
文
字
を
片
仮
名
や
平
仮
名
で
表
記
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
、
次
い
で
表
を
覚
え
さ
せ
、
や
が
て
は
、
日
本
語
を
自
由
に
駆

使
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
と
は
そ
う
容
易
に
進
ま
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
時
間
を
か
け
て

浸
透
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
。
五
十
音
図
は
も
と
も
と
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治

初
期
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
が
、
庶
民
に
は
「
い
ろ
は
図
」
に
馴
染
み
が
あ
り
、

文
字
表
記
で
は
「
い
ろ
は
図
」
が
使
わ
れ
、
発
音
理
解
に
は
「
五
十
音
図
」
が
使

用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
ば
ら
く
は
並
記
さ
れ
る
状
態
が
続
い
た
が
、
明
治
末
期
に
は
ほ

と
ん
ど
「
い
ろ
は
図
」
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
一
九
一
八
年
（
大
正
七
年
）

の
国
定
第
三
期
の
『
ハ
ナ
ハ
ト
読
本
』
で
は
、「
編
纂
の
主
意
書
」
に
、

い
ろ
は
順
ハ
今
ナ
ホ
世
ニ
行
ハ
ル
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
掲
ゲ
タ
レ
ド
彼
ノ
五
十

音
圖
ノ
如
ク
學
理
的
ニ
シ
テ
将
来
語
法
學
習
ノ
基
礎
ト
ナ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ

レ
バ
、
タ
ダ
之
ヲ
一
應
學
バ
シ
ム
ル
ニ
止
ム
ル
モ
可
ナ
リ
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と
あ
る
。
五
十
音
図
が
学
理
的
に
認
め
ら
れ
て
浸
透
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

る
と
共
に
「
い
ろ
は
図
」
の
指
導
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
一
九

三
三
年
（
昭
和
八
年
）
の
国
定
四
期
『
サ
ク
ラ
読
本
』
か
ら
は
「
い
ろ
は
図
」
の

掲
載
は
な
く
な
っ
た
。
山
田
は
『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
の
序
説
で
は
初
等
教
育
で

行
う
べ
き
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

初
等
教
育
に
於
い
て
こ
の
五
十
音
圖
を
縦
横
自
在
に
暗
記
せ
し
む
る
こ
と

は
わ
が
國
語
の
聲
音
組
織
の
合
理
的
な
る
こ
と
と
國
語
法
則
の
根
底
的
知
識

と
を
體
認
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
初
等
教
育
に
於
い

て
は
今
更
事
新
し
く
こ
の
五
十
音
圖
の
功
能
を
説
明
す
る
に
は
及
ば
な
い
。

た
だ
こ
れ
を
反
復
し
て
習
熟
せ
し
め
て
お
け
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

や
は
り
、
五
十
音
図
は
反
復
し
て
覚
え
さ
せ
て
お
け
ば
よ
い
。
そ
れ
以
上
は
学

年
が
進
ん
で
か
ら
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
も
こ
の
方
針
が
変
わ
っ
た
形

跡
は
な
い
。

以
来
百
五
十
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
現
在
の
高
校
に
お
い
て
も
古
文
を
読

む
際
に
語
の
活
用
を
知
る
上
で
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
覚
え
る
だ
け
で

関
心
が
高
ま
ら
な
い
状
態
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

馬
渕
和
夫
『
五
十
音
図
の
話
』
に
見
る
山
田
孝
雄
の
評
価

１

『
五
十
音
図
の
話
』
に
つ
い
て

『
五
十
音
図
の
話
』
は
馬
渕
和
夫
博
士
に
よ
っ
て
、
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）

大
修
館
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
馬
渕
は
『
日
本
の
韻
学
史
の
研
究
』『
悉
曇
学
書

選
集
』
の
著
書
が
あ
り
、
５

学
生
の
こ
ろ
か
ら
五
十
音
図
に
関
心
を
も
っ
て
い
た

と
い
う
。
韻
学
、
悉
曇
学
、
五
十
音
図
の
関
係
に
つ
い
て
馬
渕
は
６

次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

（
韻
学
は
）
日
本
に
渡
来
し
た
漢
字
音
韻
学
と
悉
曇
学
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
に
つ
い
て
の
学
問
）
の
混
淆
し
た
学
問
、
と
し
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

実
は
「
韻
学
」
と
い
う
名
称
は
江
戸
時
代
で
は
漢
字
音
韻
学
の
意
に
使
用
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
古
来
、
右
の
二
つ
の
学
問
は
混
淆
し
て
研
究
、
伝
承

さ
れ
て
き
た
〈
中
略
〉「
五
十
音
図
」
は
ま
さ
に
、
漢
字
音
韻
学
と
悉
曇
学
の

申
し
子
と
し
て
誕
生
し
た
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
そ
こ
に
は

千
年
に
及
ぶ
歴
史
が
あ
る
の
で
あ
る
。

馬
渕
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
背
景
を
語
り
、
さ
ら
に
読
者
が
読
み
易
い
よ
う
に

本
の
叙
述
を
、
山
田
博
士
と
は
真
逆
の
現
代
か
ら
時
代
を
遡
っ
て
い
っ
た
。

２

宣
長
の
功
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違

『
五
十
音
図
の
話
』
の
中
で
、
山
田
博
士
の
論
に
つ
い
て
２
つ
の
点
か
ら
触
れ

ら
れ
て
い
る
が
い
ず
れ
も
山
田
の
見
解
と
は
違
っ
て
い
た
。

相
違
の
第
一
点
目
は
、
７

本
居
宣
長
の
功
に
つ
い
て
で
あ
る
。

だ
か
ら
彼
が
、「
五
十
音
図
」
を
正
し
く
復
元
し
た
と
し
て
そ
の
功
を
高
く

評
価
さ
れ
る
の
も
、
実
は
和
語
音
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
『
字
音
仮
字
用
格
』
中
に
お
い
て
詳
論
さ
れ
、
国
語
学
史
上
著
名
な
「
お

を
所
属
弁
」
も
、
実
は
字
音
仮
名
遣
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
彼
」
と
は
、
宣
長
の
こ
と
で
、「
功
を
高
く
評
価
し
た
」
の
が
山
田
孝
雄
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と
い
う
構
図
に
な
る
。
し
か
し
、
馬
渕
は
、
復
元
の
目
的
は
実
は
字
音
仮
名
遣
の

た
め
で
あ
っ
た
と
言
い
切
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、『
字
音
仮
字
用
格
』
の
冒
頭
に

あ
る
次
の
記
述
を
挙
げ
る
。

近
世
難
波
ノ
契
沖
僧
始
メ
テ
是
ヲ
出
ダ
シ
和
字
正
濫
抄
ヲ
著
セ
ル
ヨ
リ
古

ヘ
ノ
仮
字
再
ビ
世
ニ
明
ラ
カ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
ハ
比
類
ナ
キ
大
功
ナ
リ
。
ソ
ノ
後

古
ノ
道
イ
ヨ
〱
開
ケ
テ
古
言
ノ
仮
字
ヅ
カ
ヒ
オ
キ
テ
ハ
遺
漏
ナ
キ
ヲ〈
中
略
〉

字
音
の
仮
字
ニ
至
テ
ハ
未
ダ
詳
カ
ニ
考
ヘ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ク
シ
テ
喉
音
三

行
ノ
仮
字
ハ
殊
ニ
明
ラ
カ
ナ
ラ
ズ
故
ニ
今
先
ヅ
此
三
行
ノ
義
ヲ
弁
ズ
ル
ヿ
左

ノ
如
シ
（
筆
者
に
よ
る
読
み
下
し
）

馬
渕
は
山
田
と
は
違
う
見
解
を
も
つ
。
そ
の
理
由
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、

宣
長
が
国
語
仮
名
遣
の
問
題
は
、
契
沖
に
よ
っ
て
十
分
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
、

残
さ
れ
た
問
題
が
字
音
仮
名
遣
と
思
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

そ
れ
で
は
「
喉
音
三
行
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
ア
行
、
ヤ
行
、
ワ
行
の
三
行

で
あ
っ
た
。
馬
渕
に
よ
れ
ば
、
８

宣
長
は
五
十
音
図
を
音
声
を
表
す
図
と
み
て
い

た
。『
漢
字
三
音
考
』
で
は
上
図
の
よ
う
に
、
イ
エ
ア
オ
ウ
の
五
音
に
つ
い
て
、
口

の
開
き
の
開
と
合
と
の
次
第
を
図
示
し
、
音
声
学
的
な
観
察
を
加
え
た
。

『
字
音
仮
字
用
格
』
の
方
で
は
こ
れ
を
軽
重
の
概
念
に
置
き
換
え
て
詳
し
く
説

明
し
て
い
る
と
い
う
。

３

中
世
の
音
図
『
文
字
反
』
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違

第
二
点
目
は
中
世
の
音
図
を
め
ぐ
る
相
違
で
あ
る
。

山
田
孝
雄
博
士
は
、
五
十
音
図
の
変
遷
を
段
と
行
か
ら
見
た
。
そ
の
上
で
中
世

の
五
十
音
図
で
は
、
誤
り
が
正
せ
な
い
ま
ま
ア
行
第
五
音
ヲ
、
ワ
行
第
五
音
オ
と

表
記
す
る
の
が
そ
の
こ
ろ
の
認
識
で
、
ア
行
第
五
音
オ
、
ワ
行
第
五
音
ヲ
の
表
記

は
後
世
の
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
基
準
に
よ
り
、
大
矢
透
博
士
に
よ
っ
て
最
古
の

音
図
と
さ
れ
た
『
五
韻
次
第
』
も
、
オ
と
ヲ
の
正
し
い
中
世
の
音
図
『
文
字
反
』

も
後
世
の
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
馬
渕
は
、
日
本
韻
学
史
を
研
究
す
る
中
で
９

『
五
音
生
起
』
と
い

う
本
に
出
会
っ
た
と
い
う
。
そ
の
本
で
は
ア
ヤ
ワ
行
が
正
し
く
書
か
れ
て
お
り
、

大
矢
博
士
も
山
田
博
士
も
目
に
し
て
は
い
な
か
っ
た
資
料
だ
っ
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
馬
渕
は
、
明
覚
流
の
正
し
い
音
図
が
別
の
系
統
で
あ
る
天
台
悉

曇
学
に
流
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
そ
の
流
れ
の
中
に
、

こ
れ
ま
で
存
在
は
後
世
の
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
た
『
五
韻
次
第
』
も
『
文
字
反
』

も
『
五
音
生
起
』
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
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三

興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
国
語
学
上
の
常
識

１

漢
字
音
を
理
解
す
る
た
め
の
反
音
作
法

日
本
語
に
文
字
が
な
か
っ
た
時
代
、漢
字
を
取
り
入
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。

漢
字
を
ど
う
発
音
し
た
ら
よ
い
か
そ
の
音
を
得
る
た
め
に
、
口
の
中
で
音
を
合
成

す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
方
法
を
考
案
し
た
の
が
天
台
宗
の
学
僧
明

覚
（
み
ょ
う
か
く
）
と
言
わ
れ
る
。
明
覚
は
、『
反
音
作
法
』
の
中
で
、

此
ノ
反
音
ノ
法
ハ
儒
道
ノ
中
既
ニ
絶
タ
リ
。
今
明
覺
年
來
之
間
或
悉
曇
ヲ

撿
ル
字
書
ヲ
見
テ
書
出
セ
ル
所
ナ
リ
。
案
内
ヲ
知
ラ
不
ラ
ム
之
人
之
ヲ
見
ハ

ニ
至
ラ
ム
矣
。
以
テ
一
門
ノ
同
法
付
ク
外
見
ヲ
經
コ
ト
莫
レ
。

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
最
初
に
こ
の
方
法
を
用
い
た
の
が
儒
学
で

あ
り
そ
れ
が
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
を
天
台
宗
の
明
覚
が
経
本
を
読

む
際
に
便
利
な
方
法
と
し
て
２

真
仮
名
で
五
十
音
図
を
表
し
た
と
い
う
こ
と
、
さ

ら
に
こ
の
方
法
が
宗
派
の
外
に
漏
れ
て
誹
り
を
受
け
る
の
を
避
け
よ
う
と
し
た
と

い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。こ
れ
ら
の
経
緯
は
。非
常
に
お
も
し
ろ
く
思
わ
れ
る
。

明
覚
の
示
し
た
図
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

阿

伊

烏

衣

於

可

枳

久

計

古

２

ま
が
な
。
漢
字
を
そ
の
ま
ま
の
字
形
で
国
語
の
音
に
用
い
た
も
の
。

多

知

津

天

都

那

爾

奴

禰

乃

羅

利

留

禮

嚕

波

比

不

倍

保

摩

彌

牟

咩

毛

和

為

于

惠

遠

右
の
古
写
本
で
は
サ
行
ヤ
行
が
抜
け
て
い
る
が
、
同
じ
く
明
覚
の
『
梵
字
形
音

義
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
行
の
並
び
は
今
と
違
う
が
十
行
五
十
音
で
あ
る
。

阿

伊

烏

衣

於

可

枳

久

計

古

左

之

須

世

楚

多

知

津

天
都

那

爾

奴

禰

乃

波

比

不

倍

保

和

為

于

惠

遠

夜

以

由

江

與

羅

利

留

禮

呂

摩

彌

牟

咩

毛
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次
に
、
明
覚
の
『
悉
曇
要
訣
』
で
は
、
左
図
の
よ
う
に
、
３

梵
字
と
片
仮
名

と
を
同
時
に
示
し
て
い
る
。

古
代
イ
ン
ド
の
文
字
が
、
経
典
の
漢
字
音
を
知
る
た
め
に
五
十
音
図
と
し
て

工
夫
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
国
語
学
者
に
と
っ
て
は
常
識
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
こ
れ
ま
で
学
校
教
育
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。

も
し
子
ど
も
た
ち
の
前
に
こ
れ
が
示
さ
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
き
っ
と

不
思
議
な
文
字
と
し
て
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
異
国
の
言
葉
を
発

音
し
よ
う
と
し
た
日
本
人
の
姿
や
、
当
時
の
学
僧
の
知
識
人
と
し
て
の
姿
に
触
れ

る
こ
と
は
意
味
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
梵
字
を
よ
く
見
る
と
、
当
初
は
不
思
議
と
し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
文
字

が
段
に
も
行
に
も
共
通
性
を
発
見
で
き
、
読
め
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

３

ぼ
ん
じ

古
代
イ
ン
ド
で
使
わ
れ
た
文
字
。
梵
語
す
な
わ
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

を
記
載
す
る
の
に
使
わ
れ
た
。

話
を
本
題
に
戻
す
と
、こ
の
五
十
音
図
か
ら
は
、段
が
今
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
、

こ
の
後
問
題
と
な
っ
た
ア
行
ワ
行
の
五
音
は
オ
ヲ
と
正
し
く
表
記
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
明
覚
に
あ
っ
て
は
最
初
か
ら
段
の
順

序
は
今
と
同
じ
で
あ
り
、
片
仮
名
の
表
記
も
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
十
音
図
は
こ
の
後
、
行
の
順
序
が
定
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
た

め
に
は
、
契
沖
の
登
場
が
待
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

２

本
居
宣
長
に
よ
る
正
し
い
音
図
の
復
活

さ
て
、
山
田
孝
雄
が
指
摘
し
た
本
居
宣
長
の
ア
行
ヲ
、
ワ
行
オ
の
修
正
は
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
で
山

田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

平
安
朝
の
末
期
か
ら
亂
れ
は
じ
め
、
鎌
倉
室
町
を
經
て
殆
ど
確
定
的
に
入

れ
か
は
つ
た
「
オ
」
と
「
ヲ
」
の
位
置
を
當
初
の
正
し
い
音
圖
に
復
せ
し
め

た
の
は
本
居
宣
長
の
功
績
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

本
居
宣
長
は
安
永
四
年
に
著
し
た
字
音
假
字
用
格
と
い
ふ
書
に
於
い
て

「
お
を
所
屬
辨
」
と
い
ふ
一
項
を
設
け
て
従
來
の
五
十
音
圖
の
誤
り
を
正
し

た
。
今
そ
の
語
を
要
約
し
て
次
に
あ
ぐ
る
。

と
し
て
宣
長
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
次
が
そ
れ
で
あ
る
。

お
ハ
輕
ク
シ
テ
あ
行
ニ
屬
シ
を
ハ
重
ク
シ
テ
わ
行
ニ
屬
ス
。
然
シ
テ
古
來

錯
リ
テ
を
ヲ
あ
行
ニ
屬
テ
輕
ト
シ
お
ヲ
屬
〆
重
ト
ス
。
諸
説
一
同
ニ
シ
テ
數

百
年
來
イ
マ
ダ
其
非
ヲ
曉
レ
ル
人
ナ
シ
。
故
ニ
古
言
ヲ
解
ク
ニ
モ
此
ノ
お
を
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ニ
ツ
キ
テ
ハ
此
レ
彼
レ
快
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ア
リ
。
又
字
音
ノ

假カ

字ナ

ヲ
辨
ル

ニ
ハ
イ
ヨ
イ
ヨ
舊
本
ノ
如
ク
ニ
テ
ハ
諸
字
ノ
假
字
一
ツ
モ
韻
書
ト
合
フ
者
無

ク
、
諸
説
コ
ヽ
に
至
テ
皆
窮
セ
リ
。
是
ニ
因
テ
予
年
來
此
ノ
假
字
ニ
心
ヲ
盡

シ
テ
近
キ
コ
ロ
始
テ
所
属
ノ
錯
レ
ル
コ
ト
ヲ
サ
ト
リ
、
右
ノ
如
ク
是
ヲ
改
メ

驗
コ
ヽ
ロ
ム

ル
ニ
古
言
及
ヒ
字
音
ノ
疑
ハ
シ
キ
者
悉
く
渙
然
ト
シ
テ
氷
釋
セ
リ
。

こ
こ
に
は
、
謎
が
解
け
た
宣
長
の
喜
び
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
遥
か

昔
の
人
も
現
代
の
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
悩
み
苦
し
み
、
疑
問
解
決
に
向
け
て
決

然
と
立
ち
向
か
う
姿
、
問
題
が
解
決
さ
れ
た
際
は
同
じ
よ
う
に
喜
ぶ
人
間
の
姿
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
私
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
営
み
を
児
童
生
徒
が

知
る
こ
と
が
学
ぶ
こ
と
の
意
義
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

宣
長
が
世
の
人
々
を
納
得
さ
せ
る
証
拠
と
し
た
の
は
、
後
に
「
三
類
八
證
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
こ
れ
を
山
田
は
『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
の
中
で
、
詳
し
く
記
し

て
い
る
。
そ
し
て
宣
長
の
功
績
を
次
の
よ
う
に
讃
え
て
い
る
。

こ
の
「
お
を
所
属
辨
」
は
わ
が
國
語
學
史
上
實
に
注
目
す
べ
き
一
大
研
究

で
あ
る
。
こ
の
論
は
鎌
倉
時
代
以
來
の
五
十
音
圖
の
ほ
と
ん
ど
固
定
的
に
な

つ
て
ゐ
た
誤
を
辨
じ
て
そ
れ
を
研
究
立
證
し
て
正
し
き
に
か
へ
し
た
も
の
で

あ
つ
て
、
こ
の
辨
が
出
て
、
世
人
は
は
じ
め
て
正
し
い
五
十
音
圖
を
知
る
に

至
つ
た
も
の
で
、
か
の
契
沖
や
眞
淵
な
ど
が
説
明
に
窮
し
て
隅
違
に
通
ふ
な

ど
ヽ
云
つ
て
お
茶
を
濁
し
て
お
い
た
錯
誤
を
正
し
て
鎌
倉
時
代
の
頃
か
ら
六

百
年
間
傳
へ
來
つ
た
誤
を
正
し
き
に
か
へ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
實
に

五
十
音
圖
の
上
に
於
け
る
劃
期
的
の
大
研
究
で
あ
つ
て
、
我
々
が
今
日
正
し

い
五
十
音
圖
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
は
實
に
本
居
宣
長
の
賜
で
あ
る
。

右
の
文
中
で
は
契
沖
や
眞
淵
と
比
較
し
最
大
限
の
誉
め
言
葉
を
捧
げ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
お
茶
を
濁
す
と
評
さ
れ
る
人
間
の
弱
さ
も
ま
た
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
児
童
生
徒
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
も
ま
た
学
び
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

四

お
わ
り
に

以
上
、『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
を
中
心
と
し
て
山
田
孝
雄
博
士
が
望
ん
だ
こ
と

が
ど
う
し
た
ら
実
現
で
き
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
五
十
音
図
に
関
す
る
常
識
が
世

に
知
れ
渡
り
、
国
語
学
へ
の
関
心
を
高
め
る
た
め
に
、
学
校
教
育
で
児
童
生
徒
が

五
十
音
図
に
関
心
を
も
て
る
学
習
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

結
果
と
し
て
言
え
る
の
は
、
五
十
音
図
を
文
字
習
得
や
そ
の
後
の
学
習
に
必
要

と
し
て
覚
え
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
呼
び
起
こ
す

で
あ
ろ
う
「
人
間
的
な
営
み
」
を
同
時
に
学
ぶ
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
今
回
触
れ
た
「
漢
音
を
表
記
す
る
た
め
の
梵
字
か
ら
片
仮
名
が

生
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
」
や
、「
ア
行
か
ら
ワ
行
ま
で
の
行
の
順
序
や
各
行
の
段
が

定
ま
っ
た
経
緯
」
な
ど
が
あ
る
し
、
そ
の
他
に
も
、「
ヤ
行
二
段
と
四
段
の
空
白
が

あ
る
こ
と
」
や
、「
ん
」
が
が
い
つ
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
（
今
は
入
れ
ら
れ

て
い
る
）
と
い
う
不
思
議
が
あ
る
。

今
回
の
研
究
は
山
田
孝
雄
博
士
個
人
へ
の
関
心
と
学
校
教
育
へ
の
思
い
が
発
端

で
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
博
士
が
望
ん
だ
国
民
と
し
て
の
常
識
に
遠
く
及
ば
な
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い
こ
と
を
自
覚
し
た
の
で
あ
る
が
、、
眞
淵
、
契
沖
、
宣
長
、
と
い
っ
た
歴
史
上
の

人
物
の
悩
み
や
喜
び
に
触
れ
る
思
い
が
し
た
こ
と
が
救
い
で
あ
る
。

今
後
は
、
馬
渕
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
「
宣
長
の
真
意
」
が
ど
う
で
あ
っ
た
の

か
、
韻
学
に
基
づ
き
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

註１

『
月
刊
国
語
教
育
』（
二
〇
一
五
年
一
月
号
、
日
本
国
語
教
育
学
会
編
）
二

八
頁
～
三
五
頁

２

平
成
二
〇
年
度
版
光
村
図
書
出
版
の
国
語
教
科
書
に
よ
る
。

３

山
田
孝
雄
『
五
十
音
圖
の
歴
史
』
一
九
三
八
年

寶
文
館

一
頁

４

大
田
栄
太
郎
『
山
田
孝
雄
想
い
で
の
記
』
一
九
八
五
年

富
山
市
文
化
事
業

団

百
三
〇
頁

５

馬
渕
和
夫
『
五
十
音
図
の
話
』
一
九
九
三
年

大
修
館
書
店

一
八
三
頁

後
記

６

〃

一
〇
頁

は
じ
め
に

７

〃

七
七
頁

８

〃

八
二
頁

９

〃

百
一
四
頁

五
音
生
起
の
「
五
音
」
に
つ
い
て
は
、
馬
渕
和
夫
『
日
本

韻
学
史
の
研
究
』
五
百
三
十
五
頁
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
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