
序

学
問
の
世
界
で
も
、
誤
解
が
誤
解
の
ま
ま
い
つ
ま
で
も
訂
正
さ
れ
る
こ
と

な
く
放
置
さ
れ
伝
承
さ
れ
続
け
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

思
い
込
み
と
は
ま
こ
と
に
怖
い
も
の
で
、
そ
れ
が

｢

常
識｣

と
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
誰
も
わ
ざ
わ
ざ
念
の
た
め
確
認
し
よ
う
な
ど
と

も
思
わ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
が
し
ば
し
ば
経
験
す
る
よ
う
に
、

往
々
に
し
て

｢

常
識｣

は

｢

真
実｣

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
江
戸
語
研
究
の
世
界
で
基
本
的
な

｢

常
識｣
事
と
さ
れ
て
い
る

重
大
な

｢

誤
解｣

に
つ
い
て
、
そ
の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を
辿
っ
て
み
た
さ

さ
や
か
な
報
告
で
あ
る
。
具
体
的
な
題
材
と
し
て
、
今
回
は

『
浮
世
風
呂』

に
お
け
る

｢

せ�｣
｢

そ�｣

を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う
。

問
題
の
性
質
上
、
細
か
な
仮
名
表
記
が
分
析
対
象
と
な
る
た
め
、
実
例
中

の
ル
ビ
に
つ
い
て
は
一
律
に
本
行
中
に

[
]

で
囲
ん
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

一

『

浮
世
風
呂』

に
お
け
る

｢

常
識｣

式
亭
三
馬
の
滑
稽
本

『

浮
世
風
呂』

四
編
九
冊

(

文
化
六
〜
一
〇
年

〈

一

八
〇
九
〜
一
三〉

刊)

は
、
銭
湯
と
い
う
江
戸
の
市
井
に
お
け
る
一
種
の
社

交
場
を
舞
台
に
、
そ
こ
に
集
う
各
階
層
に
わ
た
る
老
若
男
女
多
数
の
日
常
会

話
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
活
写
し
て
い
る
。
た
め
に
江
戸
語
の
宝
庫
と
も
称
さ

れ
、
江
戸
語
資
料
と
し
て
夙
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
神
戸

(

一
九
九
三)

な
ど
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
音
声
面
に
関
す
る
写
実
性
は

(

仮
名
表
記
レ
ベ
ル
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
が)

他
の
側
面
以
上

に
信
頼
度
が
高
い
と
目
さ
れ
る
。

今
、
右
で

｢

仮
名
表
記
レ
ベ
ル
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫｣

と
述
べ
た
が
、

ま
さ
に
こ
の
事
こ
そ
、
本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
問
題
の
大
き
な
背
景

を
な
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
特
定
の
文
献
の
記
述
を
俎
上
に
載
せ
あ
れ
こ
れ
あ
げ
つ
ら
っ
て

も
意
味
が
な
い
の
で
、
そ
れ
に
代
わ
り
、『

浮
世
風
呂』

に
お
け
る
仮
名
表

記
レ
ベ
ル
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
に
関
す
る
基
本
的

｢

常
識｣

を
、
全
く
わ

た
く
し
に
綴
っ
て
み
た
も
の
が
左
の
文
章
で
あ
る
。

『
浮
世
風
呂』

の
資
料
性
を
高
め
て
い
る
理
由
の
第
一
は
、
他
に
類

を
見
ぬ
ほ
ど
に
精
緻
な
そ
の
会
話
描
写
に
あ
る
。
三
馬
は
当
時
の
話
し

言
葉
の
微
細
な
特
徴
の
違
い
を
克
明
に
写
し
分
け
る
た
め
に
表
記
上
種
々

の
工
夫
を
こ
ら
し
た
。
具
体
的
に
は
、
仮
名
二
字
を

｢

ふ
わ

(

は)｣

―�―
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｢

ふ
を｣

｢

し
ゑ｣

の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
用
い
た
り
、
仮
名
の
右
肩

に
特
別
な
符
号

｢

白
圏

し
ろ
き
に
ご
り｣

や

｢

�｣

を
付
し
た
り
な
ど
し
た
。｢

�｣
は

｢
さ�｣

｢

せ�｣
｢

そ�｣

の
よ
う
に
サ
行
の
仮
名
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、

頭
子
音
[s]
が
破
擦
音
化
し
て
[ts]
と
な
っ
た
/ツァ/
/ツェ/
/ツォ/
を
表
そ
う
と
し
た
、

云
々
。

傍
線
を
引
い
た
部
分
が
、
こ
れ
か
ら
直
接
検
討
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る

｢

常
識｣

の
具
体
的
中
身
で
あ
る
。

二

｢

常
識｣

の
淵
源

『

浮
世
風
呂』

に
お
け
る

｢

さ�｣
｢

せ�｣
｢

そ�｣

に
関
す
る
右
の
よ
う
な

｢

常
識｣

を
生
ん
だ
そ
の
淵
源
は
、
管
見
の
限
り
、
中
村(

通)
(

一
九
五
七)

の

『

浮
世
風
呂』

解
説
中
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
指
摘
に
求
め
ら
れ
る
。

文
字
に
対
す
る
関
心
を
示
し
て
い
る
三
馬
は
、
当
時
の
か
な
で
は
十

分
に
表
記
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
音
に
対
し
て
、
特
別
の
記
号
を

用
い
て
い
る
。〈

中
略〉
｢

さ�｣

は
[tsa]
の
音
を
示
し
た
も
の
で

〈
中
略〉

こ
れ
と
同
種
の

｢

せ�｣
｢

そ�｣

に
つ
い
て
も
、｢

小

[

ち
つ]

せ�
へ｣

｢

謎

[

な
そ�]

解
の
名
人｣

な
ど
の
表
記
が
み
ら
れ
る
。(

37
頁)

幾
分
ぼ
や
か
し
た
書
き
方
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
素
直
に
読

め
ば
、『

浮
世
風
呂』

で
は

｢

せ�｣
｢

そ�｣

も
[ts]
を
頭
子
音
と
す
る
/ツェ/
/ツォ/
を

表
す
べ
く｢

さ�｣

と
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

中
村

(

前
掲)

は
、
江
戸
東
京
語
研
究
の
第
一
人
者
に
よ
る
き
わ
め
て
良

心
的
な
校
訂
態
度
と
国
語
学
的
知
見
に
と
む
解
説
・
頭
注
と
が
相
ま
ち
、
以

後
江
戸
語
研
究
上
不
可
欠
の
基
本
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た

(

１)

。
結

果
的
に
、
そ
の
影
響
力
も
甚
大
で
、『

浮
世
風
呂』

に
関
す
る

｢

常
識｣

が

醸
成
さ
れ
る
母
胎
と
な
っ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

三

『

浮
世
風
呂』

に
お
け
る
実
態

で
は
、｢

さ�｣
｢

せ�｣
｢

そ�｣

表
記
が

『

浮
世
風
呂』

で
実
際
ど
の
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず

｢

さ�｣

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

(

２)

お
と
つ
さ�
ん

(

63
頁
10
行
他)

飛
八

[

と
び
は
つ]

さ�
ん

(

246
頁
８
行
他)

の
よ
う
に
、
江
戸
語
に
お
い
て
促
音
直
後
の
/サ/
の
頭
子
音
が
破
擦
音
化
し
て

/ツァ/
と
な
る
音
変
化
を
起
こ
し
た
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
の
特
殊
な
仮
名
表
記

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
た
し
か
に

｢

常
識｣

の
と
お

り
で
、
特
に
問
題
な
い

(

３)

。

し
か
し
、｢

せ�｣

に
つ
い
て
は
、『

浮
世
風
呂』

に
お
け
る
存
在
そ
の
も
の

が
確
認
さ
れ
な
い

(『

浮
世
床』

に
も
見
え
な
い)

。

｢
そ�｣

は
、『

浮
世
風
呂』

前
編
巻
之
下
に
中
村
の
示
す
と
お
り
の

謎
解

[
な
そ�
と
き]

の
名
人

[

め
い
じ
ん]

(

95
頁
14
行)

の
例
が
見
え

(

４)

、
版
本

(
初
版
本
・
再
補
刻
本)

に
よ
っ
て
も
そ
の
存
在
自
体

―�―



は
確
認
さ
れ
る

(

５)

も
の
の
、
具
体
的
な
使
用
場
面
を
見
て
み
る
と
、
こ
こ
は

そ
ん
な
ら
謎[

な
ぞ]

を
か
け
べ
い
か
。〈

中
略〉

其
心[

そ
の
こ
ゝ

ろ]
は
あ
ん
だ
ん
べ
。
む
か
で
か
な
は
ぬ
と
解

[

と
い]

た
り
け
り
。

〈

中
略〉
コ
リ
ヤ
又
弁
慶

[

べ
ん
け
へ]

は
日
本
一

[

に
つ
ぽ
ん
い
ち]

の
謎
解

[

な
そ�
と
き]

の
名
人

[

め
い
じ
ん]

だ
と
、
よ
ろ
こ
び
い
さ

ん
で
八
島

[

や
し
ま]

の
浦

[

う
ら]

へ
着

[

つ
き]

に
け
り
。(

95

頁)

の
よ
う
に
、
座
頭
が
田
舎
詞
を
以
て
語
る

｢

仙
台
浄
瑠
璃｣

中
で
の
使
用
例

で
あ
っ
て
、
通
常
の
江
戸
語
音
声
を
写
し
た
も
の
で
は
な
い

(

そ
も
そ
も
田

舎
詞
の
特
殊
性
か
ら
、
こ
れ
を
単
純
に
[tso]
を
写
そ
う
と
し
た
も
の
か
ど
う
か

も
実
は
即
断
で
き
な
い)

。

四

江
戸
語
に
お
け
る
/ツォ/

/ツォ/
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
湯
澤

(

一
九
五
七)

が

現
在
で
は
往
々

｢

御
馳
走｣

を

｢

ゴ
ッ
ツ
ォ
ー｣

と
い
う
者
が
あ
る

の
で
、｢

ツ
ォ
tso｣

の
音
を
聞
き
得
る
が
、
江
戸
の
作
物
に
は
ま
だ

｢

ツ
ォ｣

に
接
し
得
な
い
。(

22
頁)

と
強
く
断
じ
て
お
り
、
湯
澤
の
実
見
し
た
限
り
に
お
い
て
/ツォ/
の
存
在
を
積
極

的
に
示
す
よ
う
な
証
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
湯
澤

(

前
掲)

は
江
戸
戯
作
類
を
中
心
に
広
範
な
文
献

を
博
捜
精
査
し
た
江
戸
語
研
究
の
金
字
塔
と
も
呼
び
得
る
一
大
労
作
で
あ
り

(

６)

、

そ
の
湯
澤
の
記
述
か
ら
、
一
般
の
江
戸
語
に
お
い
て
/ツォ/
そ
の
も
の
が
基
本
的

に
ま
ず
現
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
た
と
え
現
れ
た
と
し
て
も
非
常
に

特
殊
な
例
で
あ
ろ
う
。

五

｢

せ�｣

の
実
例

こ
こ
で

｢

せ�｣

に
話
題
を
戻
す
と
、
前
述
の
と
お
り

『

浮
世
風
呂』

に
そ

の
実
在
が
確
認
で
き
な
い

｢

小

[

ち
つ]

せ�
へ｣

で
あ
る
が
、
実
は
湯
澤

(

前
掲)

が

｢

せ�｣

の
実
例
と
し
て
た
だ
一
例
だ
け
挙
げ
た

(

７)

、
式
亭
三
馬
の

滑
稽
本

『

素
人
狂
言
紋
切
形』

(

文
化
一
一
年

〈

一
八
一
四〉

刊)

中
の

形[

な
り]

は
小[

ち
つ]

せ�
へ
が
。
今
年[

こ
と
し]

取[

と
つ]

て
八
十
九
に
な
り
や
す
。(｢

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本｣

初
編
上
25
丁

オ
４
行)

に
、
ま
さ
し
く
そ
の
存
在
を
見
出
す
の
で
あ
る

(

８)

。
し
か
も
、
こ
の

｢

せ�｣

は

先
の

｢

そ�｣

の
場
合
と
は
異
な
り
、
明
ら
か
に
江
戸
者
の
使
用
例
で
あ
る
。

こ
こ
で
縷
々
証
を
挙
げ
る
こ
と
は
控
え
る

(

９)

が
、
中
村
が
湯
澤
の
こ
の
記
述

(
一
九
五
四
年
刊
の
初
版
本

｢

湯
澤
一
九
五
四｣

も
全
く
同
文
で
あ
る)

を

参
看
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
恐
ら
く
そ
こ
で
得
ら
れ
た
情
報

が
錯
綜
し
て

『

浮
世
風
呂』

の
解
説
中
に
混
入
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が

真
相
で
あ
ろ
う
。

―�―



六

｢

せ�｣

の
音
価
と
江
戸
語
に
お
け
る
/ツェ/

だ
が
、
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
三
馬
が
わ
ず
か
で
は
あ
っ
て
も
江
戸
語
描

写
中
に
実
際
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

｢

せ�｣

の
音
価
自
体
で

あ
る
。

湯
澤

(

前
掲)

は

『
素
人
狂
言
紋
切
形』

の

｢

小

[

ち
つ]

せ�
へ｣

に
つ

い
て

こ
の

｢

せ�
へ｣

は

｢

さ�
ん｣
か
ら
推
し
て
考
え
る
と
、｢

ツ
ェ
ー｣

の
音
を
表
わ
す
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
恐
ら
く

｢

チ
ャ
、
チ
ュ
、

チ
ョ｣

の
子
音
に

｢

エ
ー｣

の
付
い
た

｢
チ
ェ
ー｣

を
写
そ
う
と
し
た

も
の
で
、
次
の
例
の

｢

チ
ヱ
ヽ｣

も
同
様
の
音
を
表
わ
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。(

22
頁)

と
し
て
、
南
仙
笑
楚
満
人
の
洒
落
本

『

く
る
わ
の
茶
番』

(
文
化
一
二
年

〈

一
八
一
五〉

序)

の

チ
ヱ
ヽ
た
ば
か
ら
れ
し
か
ざ
ん
ね
ん
や
。(

水
野
一
九
八
六
267
頁
上
９
行)

を
そ
の
例
証
と
し
て
挙
げ
る

(

�)

。

他
方
、
沼
本

(

一
九
九
〇)

も

『

素
人
狂
言
紋
切
形』

に
お
け
る
当
該
例

の
表
記
を
取
り
上
げ
、
近
世
唐
音
資
料
に
お
け
る
用
法
を
根
拠
と
す
る
全
く

異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら

こ
の

｢

せ�｣

は
、『

慈
悲
水
懺
法』

等
に
よ
っ
て
、
tse
で
な
く
t e∫
を

表
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る

(

12
頁

｢

注
30｣)

と
、
や
は
り
湯
澤
と
同
じ
結
論
に
達
し
て
い
る

(

�)

。

と
す
れ
ば
、｢

せ�｣

は
/ツェ/
で
は
な
く
、
む
し
ろ
/チェ/
を
表
し
て
い
る
と
見
る

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
控
え
め
に
言
っ
て
も
、｢

せ�｣

＝
/ツェ/
な
る
短

絡
的
な
図
式
は
掲
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
/ツェ/
が
現
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
出
現
頻
度
は
/ツァ/
に
比
べ
る

(

�)

ま
で
も
な
く
頗
る

低
く
、
到
底
両
者
を
同
列
に
は
扱
え
な
い
だ
ろ
う
。

結

こ
う
見
て
く
る
と
、『

浮
世
風
呂』

に
唯
の
一
例
だ
け
見
え
る

｢

そ�｣
(

た

だ
し
仙
台
浄
瑠
璃
中)

お
よ
び
、『

浮
世
風
呂』

に
は
一
切
見
え
ず
、
今
ま

で
の
と
こ
ろ
三
馬
の
他
作
品

『

素
人
狂
言
紋
切
形』

『

七
癖
上
戸

(

�)』

に
各
一

例
ず
つ
の
み
確
認
さ
れ
る

｢

せ�｣
(

た
だ
し
後
者
は
生
酔
の
田
舎
詞
中)

を
、

従
来
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
[tso]
[tse]
を
表
し
て
い
る
と
単
純
に
決
め
つ
け
る
こ
と

は
と
て
も
出
来
な
い
。
ま
た
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
少
な
く
と
も
文
化
期

(

一
八
〇
四
〜
一
八)

頃
に
お
け
る
一
般
の
江
戸
語
で

｢

ツ
ァ
行
音｣

と
し

て
通
常
現
れ
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
基
本
的
に
ア
段
の
/ツァ/
の
み
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
エ
段
・
オ
段
の
/ツェ/
/ツォ/
は
た
と
え
現
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
極

め
て
稀
な
例
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
の
結
果
に
よ
っ
て
、『

浮
世
風
呂』

に
お
け
る

｢

せ�｣
｢

そ�｣

、

お
よ
び
必
然
的
に
そ
れ
に
伴
う

(

文
化
期)

江
戸
語
の
音
韻
状
況
に
関
す
る

誤
っ
た

｢

常
識｣

｢
伝
説｣

の
類
が
す
み
や
か
に
訂
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
望

―�―



ん
で
、
こ
の
小
考
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

【

注
】

(

１)
本
書
に
対
す
る
、
近
世
文
学
研
究
に
お
け
る
一
代
の
碩
学
・
中
村
幸

彦
に
よ
る
辛
口
の
書
評

｢

中
村(

幸)

一
九
五
七｣

で
も
、｢

文
字
遣
い
に

神
経
質
な
三
馬
の
作
品
だ
け
に
従
来

〈

中
略〉

な
お
手
ぬ
か
り
の
あ
っ
た

翻
刻
態
度
も
厳
密
で
、
余
程
の
事
で
な
い
限
り
、
原
本
な
し
で
済
ま
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
文
学
語
学
の
両
方
の
資
料
で
あ
る
だ
け
に
喜
ば
し
い｣

(

108
頁)

と
、
そ
の
基
本
的
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
信
頼
性
に
つ
い
て
非
常

に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
後
同
じ
岩
波
書
店
の｢

新
大
系｣

シ
リ
ー
ズ
に
も

『

浮
世
風
呂』

が
入
り
、
む
ろ
ん
そ
の
間
の
研
究
の
進
展

ぶ
り
を
反
映
し
優
れ
た
点
は
多
々
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
国
語
学
徒

の
間
で
は
、
未
だ
に
こ
の

｢

旧
大
系｣

本
も
現
役
と
し
て
研
究
の
第
一
線

で
用
い
ら
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ

て
い
る
。

(

２)
『

浮
世
風
呂』

の
用
例
の
所
在
表
示
に
際
し
て
は
、
煩
を
厭
う
て
そ

の
テ
キ
ス
ト
名｢

中
村(

通)

一
九
五
七｣

は
一
切
省
略
に
従
う(
以
下
同)

。
(

３)

ち
な
み
に
、
小
松

(

一
九
八
五)

47
頁
に
は
、
す
で
に
明
和
期

(
一

七
六
四
〜
七
二)

の
江
戸
洒
落
本
中
に
/ツァ/
を
表
す

｢

さ�｣

が
見
え
る
こ
と

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

(

４)

小
松

(

一
九
八
五)

48
頁
。

(

５)

当
該
箇
所
の
所
在
を
掲
げ
て
お
く
と
、
初
版
本

(

神
保
一
九
七
八
を

使
用)

は

｢

前
編
下
20
丁
ウ
６
行｣

、
文
政
三
年

(

一
八
二
〇)

再
補
刻

本
は
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
本
で
は｢

前
編
下
20
丁
ウ
６
行｣

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
で
は
前
編
巻
之
下
が
二
分
冊
化
さ
れ

｢

前
編
下

ノ
二
４
丁
ウ
６
行｣

。

(

６)

例
え
ば
、
小
松

(

二
〇
〇
六)

38
〜
39
頁
。

(

７)

湯
澤

(

一
九
五
七)

22
頁
。

(

８)

な
お
、
湯
澤
や
中
村
よ
り
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
棚
橋(

一
九
九
四)

191
頁
に
は
、
三
馬
の
滑
稽
本

『

七
癖
上
戸』

(

文
化
七
年

〈

一
八
一
〇〉

刊)

中
に

｢

せ�｣

が
見
え
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は

｢

ち
つ
せ�
え
妹

[

い
も
う
と]

め
ヱ｣

(

棚
橋
一
九
九
二
159
頁
１
行)

と
い

う
も
の
だ
が
、『

素
人
狂
言
紋
切
形』

の
場
合
と

(

漢
字
書
き
部
分
の
有

無
は
別
と
し
て)

実
質
的
に
同
じ

｢

ち
つ
せ�
へ(

え)｣

で
あ
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
使
用
場
面
を
確
認
し
て
み
る
と
、
こ
ち
ら
の

方
は
田
舎
詞
を
話
す
生
酔
の
使
用
例
で
あ
っ
て
、
通
常
の
江
戸
語
音
声
を

写
し
た
も
の
で
は
な
い
。

(

９)

中
村
が
湯
澤(

一
九
五
四)

に
関
す
る
書
評｢

中
村(

通)

一
九
五
四｣

を
も
の
し
て
い
る
、
と
い
う
決
定
的
な
事
実
を
一
つ
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

(

10)

こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
湯
澤
の
実
見
し
た
限
り
に
お
い
て
/ツェ/
の
存
在

を
積
極
的
に
示
す
よ
う
な
証
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

11)

沼
本

(

一
九
九
〇)

は
、
こ
の

｢

せ�｣

の
み
な
ら
ず
、
江
戸
戯
作
中

に
お
い
て
仮
名
に

｢

�｣

を
付
す
と
い
う
方
式
の

｢

全
体
が
唐
音
資
料
の

影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る｣

(

12
頁

｢

注
31｣)

。

(
12)

/ツァ/
は
江
戸
語
に
お
い
て
音
変
化
の
結
果
発
生
し
た
が
、
そ
の
具
体
的

道
筋
に
は
、
す
で
に
示
し
た
、｢

オ
ト
ト
サ
ン
↓
オ
ト
ッ
ツ
ァ
ン｣

の
よ

う
に
/サ/
の
頭
子
音
[s](

摩
擦
音)

が
促
音
の
直
後
で
破
擦
音
化
し
[ts]
と
な
っ

て
生
じ
た
場
合
の
ほ
か
、
松
村

(

一
九
九
八)

147
〜
148
頁
に
よ
れ
ば
、

｢

コ
イ
ツ
ワ
↓
コ
イ
ツ
ァ
ー｣

の
よ
う
に

｢

/ツ /
＋
係
助
詞
ワ｣

が
[tsu-wa]
∨
[tsa:]

と
融
合
化
し
て
/ツァ/
の
長
音
が
生
じ
た
場
合
も
あ
り
、
大
き
く
二
つ
の
タ
イ

―�―



プ
が
見
ら
れ
た
。

(
13)

注
８
に
同
じ
。

【

引
用
文
献】

神
戸
和
昭

(
一
九
九
三)

｢

近
世
語
資
料
と
し
て
の
江
戸
戯
作
の
写
実
性
に

関
す
る
一
検
証
―『
浮
世
風
呂』

に
お
け
る
合
拗
音
の
表
記
を
中
心
に
―｣

『

語
文
論
叢』

21

小
松
寿
雄

(

一
九
八
五)

『
江
戸
時
代
の
国
語

江
戸
語
―
そ
の
形
成
と
階

層
―』

〈

国
語
学
叢
書

(

第
一
期)

７〉

東
京
堂
出
版

(

二
〇
〇
六)

｢

江
戸
語
研
究
の
歴
史｣

飛
田
良
文
編

『

江
戸
語

研
究
―
式
亭
三
馬
と
十
返
舎
一
九
―』

〈
国
語
論
究
12〉

明
治
書
院

神
保
五
彌
解
説

(

一
九
七
八)

『

初
版
本

諢
話
浮
世
風
呂

前
編』

〈

上
・

下〉

新
典
社

棚
橋
正
博
校
訂

(

一
九
九
二)

『

式
亭
三
馬
集』
〈

叢
書
江
戸
文
庫
20〉

国
書

刊
行
会

(

一
九
九
四)

『

式
亭
三
馬

江
戸
の
戯
作
者』
ぺ
り
か
ん
社

中
村
通
夫

(

一
九
五
四)

｢《

書
評》

湯
澤
幸
吉
郎
著

『

江
戸
言
葉
の
研
究』｣

『

文
学』

22
７

校
注

(

一
九
五
七)

『

浮
世
風
呂』

〈

日
本
古
典
文
学
大
系
63〉
岩

波
書
店

中
村
幸
彦

(

一
九
五
七)

｢《

書
評》

中
村
通
夫
校
注

日
本
古
典
文
学
大
系

『

浮
世
風
呂』｣

『

文
学』

25
11

沼
本
克
明

(

一
九
九
〇)

｢

半
濁
音
符
史
上
に
於
け
る
唐
音
資
料
の
位
置｣

『

国
語
学』

162

松
村

明

(

一
九
九
八)

『

増
補

江
戸
語
東
京
語
の
研
究』

東
京
堂
出
版

水
野

稔
他
編

(

一
九
八
六)

『

洒
落
本
大
成
25』

中
央
公
論
社

湯
澤
幸
吉
郎

(

一
九
五
四)

『

江
戸
言
葉
の
研
究』

明
治
書
院

(

一
九
五
七)

『

訂増
江
戸
言
葉
の
研
究』

明
治
書
院

(

ご
う
ど
・
か
ず
あ
き

千
葉
大
学
文
学
部
教
授)

―�―
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