
一
般
に
「
本
当
」
と
書
く
こ
の
語
は
、
語
源
や
成
立
が
良
く

わ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
ず
は
こ
の
語
が
文
献
上
に
姿
を
見
せ
る

一
八
置
紀
後
半
の
用
例
を
確
認
し
よ
う
。

＊
引
用
に
際
し
て
は
、
濁
点
や
句
読
点
、
訓
を
補
い
、
漢
字
を
当
て

た
り
、
自
明
の
振
り
仮
名
を
削
除
す
る
他
、
仮
名
遣
い
を
改
め
る

等
の
改
変
を
行
っ
て
い
る
。
但
し
、
傍
線
部
は
原
文
通
り
で
あ
る
。

以
降
の
引
用
も
全
て
同
じ
。

ー
「
ほ
ん
と
ふ
の
事
を
い
ッ
て
く
れ
な
ん
し
」

『
大
通
秘
密
論
』
安
永
七
（
一
七
七
八
）

3
ゑ
ん
―
一
郎
は
、

の
人
と
な
り

2
「
本
と
で
お
さ
ァ
」

『
廻
覧
奇
談
深
淵
情
』
安
永
八
（
一
七
七
九
）

は
じ
め
て
世
の
中
を
あ
き
ら
め
、
ほ
ん
と
う

『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
』
天
明
五
(
-
七
八
五
）

ま
ず
、
現
代
風
に
「
本
判
ー
し
し

な
い
。
そ
れ
か
ら
、
ー
と

2
の

「
ホ
ン
ト
ウ
」
と
い
う
語

産
育
書
の
言
葉
東
西

さ
れ
る
例
は
見
当
た
ら

VJ

に
、
会
話
部
分
で
の
用
例

米

谷

隆

史

が
多
く
、

3
の
よ
う
な
地
の
文
で
の
用
例
は
少
な
い
。
ま
た
、

ー
と

2
は
洒
落
本
、

3
は
黄
表
紙
と
称
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
文

学
作
品
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
の
は
、
お
お
か
た
江
戸
の
言
葉
で
あ
る
。

同
じ
時
代
の
京
阪
地
域
の
言
葉
を
反
映
す
る
文
学
作
品
で
は
「
ホ

ン
マ
」
は
見
え
る
が
、
「
ホ
ン
ト
ウ
」
を
見
つ
け
る
の
は
案
外
に

難
し
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
、
「
ホ
ン

ト
ウ
」
は
、
漢
語
ら
し
い
漢
語
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

ら
し
い
こ
と
、
話
し
言
葉
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
、
関
東
。
関
西
の
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
関
東
で
良
く
使
わ
れ

て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
と
い
っ
た
、
現
代
を
生
き
る
我
々
で
も
、

そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か
に
そ
ん
な
気
も
す
る
、
と
思
い
当

た
る
よ
う
な
傾
向
を
既
に
備
え
て
い
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
、

3
の
「
ほ
ん
と
う
」
は
地
の
文
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、

単
純
に
割
り
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
残
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お

(
1
)
 

こ
うそ

う
し
た
中
、
最
近
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
日
に
入
っ
た
。

安
永
六
(
-
七
七
七
）
年
刊
行
の
産
育
書
『
産
家
や
し
な
ひ
草
』

の
一
節
で
、
腸
帯
を
締
め
付
け
す
ぎ
る
こ
と
の
難
点
を
指
摘
す

る
部
分
で
あ
る
。

さ

＞

）

ぞ

ひ

こ

ろ

く

せ

そ

の

4
産
に
臨
ん
で
も
、
日
頃
か
た
よ
り
た
る
癖
な
れ
ば
、
た
だ
其

ほ

う

つ

つ

方
へ
ば
か
り
樗
か
け
、
ほ
ん
た
う
に
向
か
わ
ず
、
難
産
に
及
ぶ
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同
書
の
中
で
「
ほ
ん
た
う
」
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
箇
所
の

(
2
)
 

み
。
こ
の
時
代
の
書
物
は
濁
点
を
周
密
に
は
付
さ
な
い
こ
と
が

あ
る
の
で
「
ぼ
ん
だ
う
」
や
「
ほ
ん
だ
う
」
に
当
た
る
語
を
記

し
て
い
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
し
、
「
ほ
ん
叫
う
」
と
「
ほ

ん
氾
う
」
の
仮
名
遣
い
の
違
い
も
や
や
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
頃
の
「
ホ
ン
ト
ウ
」
は
、
単
な
る
「
そ
の

通
り
」
と
い
う
程
度
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
「
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
状
態
」
と
い
う
よ
う
な
実
質
的
な
意
味
を
担
っ
て
用
い
る

こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
3
は
、
紆
余
曲
折
を
経
た
「
ゑ

ん
二
郎
」
が
ま
っ
と
う
な
人
生
に
戻
り
、
と
い
う
こ
と
を
記
し

て
い
る
の
で
、
ま
さ
に
そ
の
後
者
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、

4
の
例
も
こ
こ
の
文
脈
に
沿
っ
て
解
釈
す
る

な
ら
ば
、

3
と
同
様
、
胎
児
の
姿
勢
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
状
態

を
意
味
す
る
「
ホ
ン
ト
ウ
」
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
産
家
や
し
な
ひ
草
』
は
、
大
阪
は
堺
出
身
の
医
師
佐
々
井
玄

敬
の
著
作
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
書
物
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る

師
匠
の
賀
川
玄
悦
も
彦
根
出
身
で
主
に
京
都
で
活
躍
し
た
産
家

医
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

4
の
一
節
に
よ
っ
て
、
関
西
語
圏
で
も
「
ホ

ン
ト
ウ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
正
式
な
医
学
書
は
、
漢
文
か
、
そ
れ
を
書
き
下
し
た

調
子
の
固
い
文
章
で
記
さ
れ
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
。
そ

者
多
し
。

の
点
、
『
産
家
や
し
な
ひ
草
』
は
わ
か
り
や
す
い
文
体
で
の
記
述

を
意
図
し
た
も
の
で
、
そ
の
経
緯
を
師
匠
の
賀
川
玄
悦
が
寄
せ

た
序
文
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
こ
の
部
分
、
漢
字

の
左
側
に
も
ル
ビ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
漠
字
下
の
（
）
内
に

記
し
た
）
。

5
文
、
女
字
（
ヒ
ラ
カ
ナ
）
を
用
い
、
辞
、
郡
佳
（
ゲ
ス
ヂ
カ
キ
）

を
避
ざ
る
は
、
闇
女
（
ム
ス
メ
）
室
人
（
ナ
イ
シ
ツ
）
の
耳
目

（
キ
キ
ミ
ル
）
に
便
（
カ
ッ
テ
）
な
ら
し
め
ん
と
也
。

ま
た
、
著
者
の
佐
々
井
玄
敬
自
身
も
本
文
の
冒
頭
近
く
で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

し
ず

6
産
前
後
の
心
得
と
成
る
べ
き
あ
ら
ま
し
を
、
お
ろ
か
な
る
賤

山
が
つ
、
潜
き
の
海
女
の
み
る
め
に
も
通
ぜ
む
こ
と
事
を
思
ひ

え
ら

て
、
言
葉
の
卑
し
く
、
繰
り
言
が
ち
な
る
を
択
ば
ず
記
す

要
す
る
に
、
学
問
修
行
の
十
分
で
な
い
女
性
達
に
も
容
易
に

理
解
で
き
る
よ
う
に
、
漠
字
平
仮
名
交
じ
り
で
、
俗
っ
ぽ
い
（
「
ゲ

ス
ヂ
カ
キ
」
は
、
下
衆
近
き
で
あ
る
）
言
葉
の
使
用
や
繰
り
返

し
を
厭
わ
ず
、
わ
か
り
や
す
く
記
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

当
時
の
関
西
の
文
献
に
は
珍
し
い
「
ホ
ン
ト
ウ
」
が
出
版
物
に

記
さ
れ
た
要
因
は
、
多
く
の
女
性
が
直
面
す
る
出
産
と
い
う
一
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大
事
に
関
わ
る
ハ
ウ
ツ
ー
を
、
噛
み
く
だ
い
て
説
明
し
よ
う
と

す
る
動
機
に
襲
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
東
北
の
産
育
書
の
言
葉

『
崖
家
や
し
な
ひ
草
』
に
見
え
る
「
ホ
ン
ト
ウ
」
を
、
文
字
に

記
す
と
な
る
と
ち
ょ
っ
と
躊
躇
す
る
言
葉
が
、
想
定
さ
れ
た
読

者
層
に
対
す
る
配
慮
と
い
う
追
い
風
を
受
け
て
文
章
に
記
さ
れ

た
例
と
し
て
理
解
し
て
み
た
。
『
産
家
や
し
な
ひ
草
』
に
は
他
に

も
珍
し
い
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
こ
う
し
た
配
慮
は
産

育
書
特
有
の
も
の
と
い
え
る
の
か
、
等
々
さ
ら
に
考
え
る
べ
き

と
こ
ろ
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、
他
の
地
域
で
刊
行
さ
れ
た
産

育
書
に
類
似
の
事
例
が
な
い
か
に
話
を
向
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
は
東
北
地
方
か
ら
。

江
戸
期
を
通
し
て
み
る
と
、
商
業
的
な
出
版
事
業
は
、
江
戸
・

京
都
・
大
阪
の
一
二
都
に
名
古
屋
を
加
え
た
四
地
域
に
資
本
が
集

中
し
て
い
る
。
東
北
地
方
の
中
で
は
、
仙
台
が
出
版
の
盛
ん
な

地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
専
門
の
書
陣
（
出

版
社
）
だ
け
が
書
物
を
刊
行
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
身
分

を
間
わ
ず
有
徳
の
者
が
、
色
々
な
手
段
で
出
版
費
用
を
工
面
し
、

刊
行
し
た
書
物
を
地
域
や
関
係
者
へ
配
布
す
る
「
印
施
」
と
い

う
形
態
が
全
国
で
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
東
北
地
方
で
も
印
施

に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
通
俗
的
，
召

p
国
が
何
本
か
存
す
る
。
山

形
の
医
師
阿
部
三
省
の
遺
稿
ど
し
門
人
の
渋
江
太
亮
等
が

ち
ち
の
で
る
し
よ
く
も
っ

8
出
乳
汁
好
食

と

う

く

わ

は

こ

へ

か

ん

び

ょ

う

き

の

め

冬
瓜
繁
董
干
瓢
木
通
芽
此
地
に
て
あ
け
5の
め
を
い
ふ
鯉

刊
行
し
た
嘉
永
三
(
-
八
五

0
)
年
刊
行
の
『
産
家
教
草
』
も

(
3
)
 

そ
の
中
の
一
本
で
あ
る
。
序
文
の
冒
頭
を
次
に
示
そ
う
。

さ

ん

し

ん

ゑ

ん

の

ぞ

む

ご

と

た

い

や

く

7
産
は
婦
人
の
常
と
い
へ
ど
も
、
深
淵
に
臨
が
如
き
大
厄
な
り
。

軽
き
者
は
薬
を
用
え
ず
と
も
平
産
し
、
重
き
に
至
り
て
は
薬
を

あ
た

用
え
て
も
救
ふ
事
能
は
ず
。
然
る
時
は
薬
と
術
と
兼
て
施
さ
ざ

も

と

よ

な

や

す

れ
ば
救
ひ
難
し
。
．
：
中
略
：
．
元
よ
り
婦
人
の
読
安
か
ら
ん
こ
と

を
要
と
す
れ
ば
、
仮
字
、
里
言
葉
を
以
て
し
る
し
・
：
以
下
略

傍
線
部
分
に
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
「
用
幻
ず
」
と
「
用

口
て
」
は
本
来
な
ら
ば
「
用
ひ
（
い
）
ず
」
や
「
用
ひ
（
い
）
ー
て
」

と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
こ
れ
は
、
彼
の
地
の
方
言
で
は
、
エ
が

イ
に
ご
く
近
い
音
で
発
音
さ
れ
る
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
「
術
」
の
付
訓
の
「
じ
ゅ
~
刀
」
も
、
語
頭
以
外
の
力
行
。

タ
行
音
が
濁
音
化
す
る
東
北
方
言
の
発
音
に
従
っ
て
濁
点
を
加

え
た
例
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
方
言
の
反
映
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
、
次
の
部
分
も
興
味
深
い
。

「
き
の
め
」
は
不
特
定
の
木
の
芽
を
表
す
他
、
山
椒
の
鱈
の
意

院
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ア
ケ
ビ
の
芽
を
捐
し
て
い
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る
。
ア
ケ
ビ
の
彗
を
「
き
の
め
」
と
称
す
る
の
は
、

(
4
)
 

に
広
く
見
ら
れ
る
方
言
で
あ
る
。

出
坂
物
で
は
通
常
避
け
ら
れ
る
、
方
言
の
発
音
に
則
し
た
仮

名
表
記
や
「
き
の
め
」
の
よ
う
な
地
域
性
の
顕
著
な
語
の
使
用
は
、

も

と

よ

み

や

す

よ

う

7
に
引
い
た
序
文
で
「
元
よ
り
婦
人
の
読
安
か
ら
ん
こ
と
を
要

と
す
れ
ば
、
仮
字
、
里
言
葉
を
以
て
し
る
し
」
と
述
べ
る
方
針

に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
方
言
で
あ
る
こ
と
を

銘
記
し
て
い
る
「
き
の
め
」
は
と
も
か
く
、
「
用
え
ず
」
や

「
術
」
は
、
筆
者
自
身
が
方
言
と
気
づ
か
ず
に
不
注
意
で
非
標
準

的
な
表
記
を
採
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
、
と
の
解

釈
も
あ
り
う
る
。
だ
が
、
右
の
よ
う
な
方
言
の
発
音
に
則
し
た

仮
名
表
記
は
、
実
は
、
こ
の
序
文
と
そ
れ
に
続
く
本
文
の
ご
く

最
初
の
と
こ
ろ
に
は
日
立
つ
が
、
以
降
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く

な
る
。
通
常
、
序
文
は
本
文
よ
り
も
注
意
深
く
記
さ
れ
る
は
ず

な
の
で
、
不
注
意
に
よ
る
誤
り
と
考
え
る
よ
り
は
、
冒
頭
五
＜

に
わ
ざ
と
訛
り
を
入
れ
る
こ
と
で
、
読
者
や
音
読
さ
れ
た
本
文

を
間
く
人
が
内
容
に
親
し
み
を
慇
ず
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と

考
え
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
、
や
や
時
代
は
下
る
が
、
明
治
二
(
-
八
六
九
）
年

お
ぼ
こ
な
し
た
る
ま
の
な
ま
り
お
つ
げ

に
刊
行
さ
れ
た
『
安
産
仙
絞
邦
言
教
喩
』
は
も
っ
と
徹
底
し
て

(
5
)
 

い
る
。
こ
の
書
物
は
仙
台
の
書
闘
伊
勢
屋
が
出
版
を
請
け
負
っ

て
い
る
が
、
表
紙
に
「
是
不
在
売
書
也
。
施
信
用
婦
而
已
」
（
下

図
参
照
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
商
品
で
は
な
く
、
信
の
置
け
る

東
北
地
方

「
お
ぼ
こ
」
は
赤
ん
坊
、
「
な
し
」
は
「
無
し
」
で
は
な
く
「
成

お
ば
こ
な
し
た
る
ま

し
」
な
の
で
「
安
崖
仙
詞
」
は
さ
し
ず
め
出
産
の
守
り
神
で
あ

ろ
う
。
「
邦
言
」
は
、
こ
こ
の
序
文
に
は
「
べ
い
ち
や
あ
こ
と
ば
」

は
お

ほ

こ

な

し

こ

る

ま

お

せ

わ

ず

き

へ

、

お

や

あ

こ

と

ば

て

お

せ

へ

い

ち

や

あ

と

お

も

9

安
産
仙
錆
の
老
菱
心
に
邦
言
書
綴
施
乃
子
婦
救
欲
志
起
腿

女
性
に
無
斜
で
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
表
紙
に
よ

る
と
、
費
用
は
、
平
沢
村
（
現
在
の
宮
城
県
蔵
王
町
）
の
農
婦

五
十
嵐
建
蔵
妻
き
ゑ
他
、
全
三
名
が
施
主
（
発
起
人
）
と
な
っ

て
工
面
し
た
も
の
ら
し
い
。
こ
ち
ら
も
、
ま
ず
は
序
文
の
冒
頭

を
示
す
。

八 六 三

月月月
-i-・-1・-i-
五'~五亙→

日夜.a
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漢
字
に
対
す
る
付
訓
が
相
当
な
意
訳
で
少
し
理
解
に
手
間
取

る
が
、
「
や
ま
へ
」
「
た
へ
や
く
」
「
さ
む
ら
へ
」
「
だ
へ
じ
」
は

そ
れ
ぞ
れ
「
や
ま

□

（
病
）
」
こ
た

□

や
く
（
大
厄
）
」
「
さ
む
ら

口
（
侍
）
」
「
だ

□

じ
（
大
事
）
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
東
北
方
：
I

の
イ
と
エ
と
の
近
さ
が
仮
名
表
記
江
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
、
ー
は

な

ん

の

は

ら

び

と

や

ま

へ

あ

ら

ず

。

く

さ

き

に

み

が

な

り

、

ゑ

む

に

お

な

と

は

い

ふ

け

れ

ど

、

10
夫
懐
胎
は
固
病
に
非
誓
草
木
実
結
熟
落
如
じ
然
雖
難
産
或

お

ぼ

こ

な

し

ほ

ん

に

お

な

ご

の

た

へ

や

く

に

て

、

た

と

へ

て

い

は

ば

さ

い

ら

へ

い

く

さ

慧
変
等
有
惟
は
嗚
呼
婦
の
危
勤
而
諺
謂
舟
乗
或
男
の
戦
に

い
の
ち
に
か
か
る
だ
へ
じ
な
り

赴
如
然
。
死
生
境
の
大
儀
也
。
゜
：
以
下
略
：
・

の
訓
が
、
本
文
冒
頭
に
あ
る
書
名
に
は
「
な
ま
り
（
訛
り
）
」
の

訓
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
「
べ
い
ち
や
あ
」
は
仙
台
地
域
で
「

I

し
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
を
強
く
述
べ
る
時
に
用
い
る
方
言
な

の
で
、
す
ぐ
後
の
「
お
せ
べ
い
ち
や
あ
と
お
も
っ
た
わ
け
は
」

は
「
教
え
よ
う
と
思
っ
た
理
由
は
L

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
ベ

い
ち
や
あ
こ
と
ば
」
は
、
関
東
辺
り
の
「
べ
い
」
を
良
く
使
う

方
言
を
「
べ
い
べ
い
言
葉
」
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
の
に
倣
っ
て
、

特
徴
的
に
間
こ
え
る
「
べ
い
ち
や
あ
」
を
自
ら
の
方
言
の
代
表

と
し
て
用
い
た
造
語
で
あ
ろ
う
。
序
文
で
は
こ
の
後
に
、
方
言

を
交
え
て
記
し
た
理
由
を
、
当
地
各
村
々
の
助
産
を
す
る
女
性

に
産
育
に
係
る
心
構
え
を
知
ら
せ
よ
う
と
考
え
た
故
と
述
べ
て

い
る
。
早
速
「
べ
い
ち
や
あ
こ
と
ば
」
で
記
さ
れ
た
本
文
を
見

て
み
よ
う
。

ら
ぴ
と
」
は
東
北
方
言
で
「
妊
婦
」
の
こ
と
、
「
ゑ
む
」
は
「
実

が
熟
す
る
こ
と
」
で
関
四
地
方
以
東
で
は
各
地
に
見
ら
れ
る
が
、

標
準
的
な
意
味
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
や
は
り
地
域

性
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
安
産
仙
綺
邦
言
教
喩
』
の

表
記
と
語
彙
の
選
択
に
は
、
先
に
見
た
『
産
家
教
草
』
と
同
様

の
配
慮
が
よ
り
徹
底
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
様
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
女
性
達
の
発
起
に
よ
る
書
物
刊
行
へ
の
意
気
込
み
が

弥
く
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

九
州
の
産
育
書

て
、
最
後
は
九
州
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
目
に
入
っ

た
産
育
書
は
一
本
の
み
。
弘
化
―
―
-
（
一
八
四
六
）
年
刊
行
の
『
安

(
6
)
 

産
平
引
草
』
、
博
多
の
横
地
見
硯
の
述
作
で
あ
る
。
最
終
丁
表
に

「
彫
刻
工
は
か
た
川
ば
た
越
後
屋
藤
五
郎
」
、
同
じ
く
裏
に
「
版

木
仕
出
し
人
博
多
野
村
久
治
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
「
紙

仕
出
し
人
左
之
通
」
と
し
て
烏
飼
村
（
現
在
の
福
岡
市
）
や
博

多
の
人
々
の
名
が
計
二
十
四
名
列
挙
さ
れ
る
（
次
頁
図
参
照
）
。

版
木
作
成
費
を
野
村
久
治
が
、
印
刷
の
料
紙
費
を
列
挙
の

二
十
四
名
が
出
資
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
前
節
で
言
及
し
た
東

北
の
二
本
と
同
様
、
博
多
の
人
々
が
中
心
と
な
っ
て
の
印
施
で

あ
る
。
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11
産
気
づ
き
し
と
お
ぼ
ゆ
る
と
き
は
、
手
ば

は

か

ね

の

け

ぉ

V、

け
、
張
り
金
を
も
除
て
つ
ぐ
や
01置
べ
し
。

12
大
小
用
す
る
と
て
寝
を
伸
し
て
起
か
ら
ず
。

お

か

を

て
起
、
始
終
う
つ
む
い
て
静
に
便
器
に
か
か
る

両
手
を
つ
き

し。
あ
ぶ
ら

に
油
を
つ

く
わ
し
き

序
文
に
よ
る
と
、
「
産
の
道
に
委
敷
医
者
衆
の
説
を
集
め
」
、

カ
き

ち

か

ご

ろ

さ

ん

ぷ

あ

「
近
頃
崖
詞
の
心
得
違
ひ
に
な
り
た
る
悪
し
き
仕
癖
を
書
あ
ら
だ

め
」
て
と
り
ま
と
め
た
書
物
で
あ
る
。
女
性
読
者
の
た
め
に
、

と
ま
で
は
こ
と
わ
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
産

育
書
と
同
椋
の
趣
旨
で
編
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
章
は

全
体
に
標
準
的
な
表
記
が
採
ら
れ
、
九
州
ら
し
い
訛
り
を
反
映

す
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
こ
の
書
物
の
中
に
通

常
の
出
版
物
に
見
え
な
い
語
が
散
見
さ
れ
る
。

11
の
「
つ
ぐ
り
」
は
動
詞
「
つ
ぐ
る
」
の
運
用
形
で
あ
ろ
う
。
「
つ

ぐ
り
」
は
元
来
、
松
ぼ
っ
く
り
の
意
。
四
国
や
九
州
で
糸
や
縄
、

髪
な
ど
を
巻
い
て
東
ね
た
も
の
を
「
つ
ぐ
り
」
や
「
つ
ん
ぐ
り
」

と
い
う
地
域
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
の
動
詞
形
と
考
え
て
い
る
。

（お）

他
に
江
戸
期
の
用
例
を
見
な
い
。

12
の
「
お
か
を
」
は
病
人
用

の
便
器
、
お
ま
る
の
こ
と
。
こ
や
か
わ
」
の
語
形
で
は
全
国
で
見

ら
れ
、
先
に
見
た
『
崖
家
や
し
な
ひ
草
』
に
も
一
ー
う
つ
む
き
め

べ

ん

き

（

わ

）

お

に
成
て
し
ず
か
に
便
器
（
左
の
ル
ビ
に
「
お
か
は
」
）
に
居
る
べ
し
」

と
見
え
る
が
、
「
お
か
お
」
の
語
形
で
は
島
恨
や
天
草
で
の
近
現

代
の
使
用
が
報
告
さ
れ
る
も
の
の
、
や
は
り
江
戸
期
に
は
用
例

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
他
、
「
産
前
産
後
と
も
に

よ
ろ
し
」
と
さ
れ
る
食
物
の
中
に
見
え
る
「
せ
ん
ぶ
き
」
（
浅
葱
）
、

「
た
ち
は
き
」
（
ナ
タ
豆
）
、
「
あ
か
い
も
」
（
唐
芋
）
、
「
よ
ろ
し
か

ら
ず
」
と
さ
れ
る
食
物
に
見
え
る
「
茸
」
（
キ
ノ
コ
）
、
「
が
め
」
（
す
っ

ぽ
ん
）
な
ど
も
、
九
州
や
四
国
を
中
心
に
用
い
ら
れ
る
方
言
で

あ
る
。
『
安
産
仙
翁
邦
言
教
喩
』
の
よ
う
に
あ
か
ら
さ
ま
に
訛
り

を
反
映
さ
せ
る
書
物
を
見
て
し
ま
う
と
、
九
州
で
も
あ
の
位
の

も
の
が
あ
れ
ば
、
と
、
少
し
残
念
に
感
じ
た
り
も
す
る
の
だ
が
、

九
州
の
方
々
の
感
想
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

想
定
さ
れ
る
読
者
に
合
わ
せ
た
工
夫
を
行
う
な
か
で
、
標
準
的

で
な
い
語
や
語
形
を
採
っ
た
書
物
を
刊
行
す
る
こ
と
は
、
東
北

だ
げ
で
は
な
く
、
九
州
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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四

最

後

に

今
回
は
産
育
書
を
中
心
に
話
を
進
め
た
の
で
、
本
稿
だ
け
を

読
む
と
、
言
葉
の
上
で
非
標
準
的
な
面
を
含
む
書
物
の
刊
行
は

女
性
向
け
の
も
の
に
阻
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
は
、
地
域
で
刊
行
さ
れ
た
教
訓
書
や
啓
蒙
書
の

中
に
は
性
別
を
間
わ
ず
読
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
書

物
が
多
数
あ
り
、
少
な
く
と
も
東
北
に
限
れ
ば
、
そ
う
し
た
書

物
の
中
に
も
右
で
紹
介
し
た
の
と
類
似
の
事
例
を
多
数
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
誤
解
の
無
い
よ
う
付
け
加
え
て
お
く
。

近
世
の
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
生
活
上
の
重
要
な
知
識
。

倫
理
等
を
地
域
の
人
々
で
共
有
す
る
た
め
に
、
費
用
を
集
め
、

時
に
は
標
準
的
な
文
章
語
の
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
仮
名
表
記
や

語
彙
を
敢
え
て
選
択
し
な
が
ら
書
物
を
編
集
、
出
版
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
営
み
は
、
社
会
思
想
史
や
出
版
史
の
上

か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
地
域
の
言
語
文
化
史
を

研
究
し
よ
う
と
す
る
際
に
も
貴
重
な
論
点
を
与
え
て
く
れ
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
蛇
足
な
が
ら
、
高
校
生
ま
で
を
東

北
で
過
ご
し
、
そ
の
後
、
大
阪
北
部
居
住
の
折
に
阪
神
大
震
災

に
遭
い
、
こ
の
二
十
年
程
は
熊
本
に
住
む
筆
者
自
身
と
し
て
は
、

災
害
時
の
方
言
に
関
わ
る
各
種
の
支
援
も
、
つ
い
思
い
合
わ
さ

(
7
)
 

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

[
引
用
に
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
]

『
産
家
や
し
な
ひ
草
』
（
京
都
大
学
蔵
本
。
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
の
掲
出
画
像
に
拠
る
）
／
『
産
家
教
草
』
『
安
産
仙
翁
邦
言

教
喩
』
『
安
産
手
引
草
』
（
拙
蔵
本
に
拠
る
）
／
1

．2
は
洒
落
本
大
成
、

3
は
日
本
古
曲
〈
文
学
大
系

[注】
(
1
)
江
戸
期
の
「
ホ
ン
ト
ウ
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
市
村
太
郎

(110
一
四
）
「
副
詞
「
ほ
ん
に
」
を
め
ぐ
っ
て
「
ほ
ん
」
と
そ
の

周
辺
」
（
『
日
本
語
の
研
究
』
一

0
ー
ニ
）
を
参
考
に
し
た
。

(
2
)
『
産
家
や
し
な
ひ
草
』
は
師
の
賀
川
玄
悦
に
よ
る
『
産
論
』
『
産
論
翼
』

に
依
拠
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
書
の
腹
帯
に
関
す
る
記
述
部
分
に
も

「
本
当
」
や
「
本
道
」
の
よ
う
な
語
は
見
え
な
い
。

(
3
0
)

『
産
家
教
革
』
に
つ
い
て
は
、
『
山
形
市
史
』
（
中
巻
近
世
編
、

一
九
七
一
）
に
紹
介
が
あ
る
。

(
4
)
東
北
地
方
の
文
書
等
に
見
え
る
言
語
的
な
地
域
性
に
つ
い
て
は
作

田
将
三
郎
の
一
連
の
研
究
が
備
わ
る
。
最
近
の
も
の
に
は
（
―

IOI
八）

「
地
方
語
文
献
に
見
る
方
言
語
彙
」
（
（
『
シ
リ
ー
ズ
〈
日
本
の
方
言
〉

8
方
言
の
語
彙
ー
日
本
語
を
彩
る
地
域
語
の
世
界
ー
』
朝
倉
書
店
）

が
あ
る
。

(
5
)
『
安
産
仙
翁
邦
言
教
喩
』
の
言
語
に
見
え
る
地
域
性
に
つ
い
て
は
夙

に
山
本
淳
（
二

0
0
四
）
「
宮
城
県
立
図
書
館
所
蔵
『
安
産
仙
翁
邦
言

教
喩
』
に
見
ら
れ
る
白
韻
闊
象
」
（
『
米
沢
国
語
国
文
』
三
―
―
-
）
が
詳

述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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(
6
)
『
安
産
手
引
草
〗
の
出
朕
背
景
等
に
つ
い
て
は
、
中
野
三
敏
編

（二

0
0
I

)

『
九
州
の
出
版
文
化
江
戸
後
期
に
お
け
る
地
方
出
版
文

化
』
（
福
岡
大
学
図
書
館
特
別
展
図
録
、
福
岡
大
学
図
書
飼
）
に
拠
る
。

(
7
)

こ
う
し
た
面
の
研
究
は
、
近
年
急
速
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

最
近
の
も
の
で
は
、
小
林
隆
・
坂
喜
美
佳
（
二

0
一
八
）
「
社
会
支
援

と
方
言
語
彙
」
（
『
シ
リ
ー
ズ
〈
日
本
の
方
言
〉

8
方
言
の
語
彙
ー
日

本
語
を
彩
る
地
域
語
の
言
界
ー
』
祖
倉
書
店
）
が
あ
る
。

＊
本
稿
に
は
、

米
谷
降
史
(
-
九
九
三
）
「
特
集
。
近
現
伐
語
の
語
源
「
本

当
」
（
『
日
本
語
学
』

け
た
も
の
で
あ
る
。

―
ニ
ー
七
、

明
治
書
院
）

及
び
、

米
谷
覧
史

（二

0
一
四
）
「
往
来
物
に
見
る
万
言
反
映
事
例
に
つ
い
て
ー
近
世
後
期

三
U
)

の
東
北
地
方
に
お
け
る
ー
」
（
『
餌
本
県
立
大
学
文
学
部
紀
要
』

の
内
容
を
受
け
て
記
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

＊
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
2
6
5
8
0
0
 
8
4
)

「
東
北
の

近
冑
版
本
に
見
ら
れ
る
方
言
反
映
事
例
の
発
掘
と
評
価
」
の
助
成
を
受
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