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西
周
の
日
本
語
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

啓
蒙
の
光
り
輝
く
明
六
社
の
論
客
の
中
で
も
、
ひ
と
き
わ
抜
き
ん
出
て
精
彩
を
放
っ
て
い
た
西
周
の
思
想
と
生
涯
に
は
、
な
お

不
明
の
点
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
西
周
の
試
み
た
日
本
語
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
ら
し
い
研
究

の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
日
本
語
に
対
す
る
そ
の
豊
富
か
つ
複
雑
な
見
識
も
殆
ど
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
今
日
に

至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

ひ
と
ま
ず
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
見
よ
う
。
森
鴎
外
は
そ
の
著
で
あ
る
『
西
周
伝
』
の
末
尾
に
西
周
の
稿
本
の
目
録
を
付
し
て

い
る
が
、
そ
の
中
に
は
西
周
の
残
し
た
日
本
語
の
文
典
に
関
す
る
稿
本
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
。
西
周
文
書
に

付
さ
れ
た
朱
番
号
を
対
照
し
て
置
く
。

蓮　

沼　

啓　

介　
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日
本
文
典　
残
缺　
　
　
　
　
　

二
巻　
　
　
　
　
　

丁
ノ
一
四
（
及
び　

和
帳
面
四
一
？
）

　

日
本
語
範　
残
缺　
　
　
　
　
　

一
巻　
　
　
　
　
　

丁
ノ
二　

丁
ノ
三　

丁
ノ
四

　

詞
の
麓
路　
残
缺　
　
　
　
　
　

一
巻　
　
　
　
　
　

丁
ノ
七

　

活
語
軌
範　
残
缺　
　
　
　
　
　

一
巻　
　
　
　
　
　

甲
ノ
一
七

　

彙
言
便
覧　
残
缺　
　
　
　
　
　

一
巻　
　
　
　
　
　

丁
ノ
五

西
周
の
遺
し
た
文
書
の
中
に
鴎
外
は
六
点
の
文
法
書
の
稿
本
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　

西
周
の
残
し
た
別
の
文
法
書
の
自
筆
稿
本
を
手
に
入
れ
た
の
は
佐
々
木
信
綱
で
あ
る
。
佐
々
木
信
綱
は
「
こ
と
ば
の
い
し
ず

ゑ
」
と
題
す
る
西
周
の
自
筆
稿
本
を
紹
介
し
な
が
ら
入
手
の
経
緯
を
こ
う
書
き
残
し
て
い
る
（
１
）。

　

こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ　

自
筆
稿
本　
　
　

二
冊　
　
　
　
　
　
　
　

西　
　
　

周

　
　

 

明
治
十
二
年
頃
の
著
。
西
男
の
國
語
研
究
は
、
明
治
初
期
の
國
語
學
史
に
特
記
せ
ら
る
べ
き
も
の
た
り
。
本
書
は
、
全
部
平

假
名
に
て
書
き
、
語
と
語
の
間
を
あ
け
、
語
に
符
號
を
附
し
な
ど
せ
り
。
は
し
び
ら
き
二
葉
、
第
一
の
こ
ゑ
の
ま
な
び
十
四

葉
、
第
二
の
こ
と
ば
の
ま
な
び
の
う
ち
十
六
葉
に
て
か
き
さ
し
、
第
三
の
は
な
し
の
ま
な
び
は
、
筆
を
下
し
あ
ら
ず
。
山
縣

公
の
秘
書
官
に
し
て
西
男
と
親
し
か
り
し
臨
川
全
孝
氏
の
舊
蔵
に
係
る
。

こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
と
題
さ
れ
た
自
筆
稿
本
二
冊
は
西
周
の
生
前
に
既
に
そ
の
手
元
を
離
れ
て
い
た
た
め
に
、
西
周
の
残
し
た
文

書
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
鴎
外
は
こ
の
稿
本
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
実
際
西
周
が
晩

年
に
作
成
し
た
西
周
に
関
す
る
書
類
の
扣
（
２
）と

い
う
西
周
稿
本
目
録
に
は
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
の
名
は
見
え
な
い
。
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こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
に
は
別
に
福
羽
美
静
の
写
し
た
写
本
が
あ
り
、
こ
れ
を
入
手
し
た
松
井
簡
治
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
。「
日

本
語
典
稿
本
（
３
）」
と
も
「
日
本
語
典
（
４
）」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
写
本
の
奥
書
に
は
「
右
一
巻
西
周
草
稿
明
治
庚
午
冬
借
之
令

書
冩　

美
静
（
５
）」
と
い
う
識
語
が
あ
り
、
明
治
三
年
の
冬
に
福
羽
美
静
が
西
周
か
ら
借
り
た
草
稿
を
筆
耕
生
に
書
き
写
さ
せ
た
こ
と

が
判
明
す
る
。

　

明
治
十
二
年
頃
の
作
で
あ
る
と
佐
々
木
信
綱
は
記
し
て
い
る
が
、
日
本
語
範
の
稿
本
が
明
治
十
二
年
の
作
で
あ
る
こ
と
を
基
準

の
時
点
と
し
て
そ
の
前
後
の
作
品
と
推
測
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
俄
に
は
判
別
し
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
と
ば
の
い
し

ず
ゑ
を
西
周
が
執
筆
し
た
時
点
が
福
羽
美
静
が
写
本
を
書
写
さ
せ
た
明
治
三
年
の
冬
な
い
し
そ
れ
以
前
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余

地
は
な
い
。

　

ま
ず
品
詞
分
類
の
表
の
箇
所
を
引
用
し
て
置
く
。

3
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体
言
、
用
言
、
て
に
を
は
と
い
う
三
分
法
は
、
岩
渕
も
い
う
通
り
、
旧
来
の
本
居
流
の
国
学
者
た
ち
が
用
い
て
き
た
分
類
法
で

あ
る
が
、
西
周
は
こ
れ
を
新
た
に
言
葉
の
「
う
ま
れ
な
り
」
つ
ま
り
性
質
と
い
う
か
本
来
の
性
質
で
あ
る
本
性
に
従
っ
て
六
種
類

に
分
類
し
、
更
に
そ
の
「
つ
と
め
ま
え
」
つ
ま
り
役
目
な
い
し
役
割
に
よ
り
十
種
類
に
細
分
さ
れ
る
と
記
し
て
い
る
。
品
詞
分
類

に
当
た
っ
て
分
類
の
指
標
と
手
順
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
「
全
く
珍
し
い
（
６
）」
こ
と
で
「
実
に
刮
目
に
値
す
る
考
察
（
７
）」
で
あ

る
。

　

こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
は
西
周
全
集
の
第
二
巻
に
採
録
さ
れ
、
始
め
て
公
刊
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
だ
が
そ
の
解
説
は
続
巻
に

先
送
り
さ
れ
、
や
が
て
企
画
そ
の
も
の
が
変
更
さ
れ
、
西
周
の
文
書
に
残
さ
れ
た
詞
の
麓
路
や
日
本
語
範
と
い
っ
た
文
典
関
係
の

稿
本
の
刊
行
は
中
止
と
な
り
、
解
説
も
空
白
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
西
周
の
試
み
た
日
本
語
の
分
析
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
研
究
ら
し
い
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
日
本
語

に
対
す
る
そ
の
豊
富
か
つ
複
雑
な
見
識
も
殆
ど
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
今
日
に
至
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
わ
け
で
あ

る（８
）。

4
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二

　

西
周
は
い
つ
頃
か
ら
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
を
始
め
と
す
る
日
本
文
典
の
起
草
の
企
て
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

明
治
三
年
二
月
に
旧
藩
主
で
あ
る
亀
井
茲
監
に
上
奏
し
た
文
武
学
校
基
本
並
規
則
書
に
は
漢
字
撤
廃
論
と
思
し
い
記
述
が
認
め

ら
れ
る
。
小
学
校
に
お
け
る
日
本
語
学
に
関
す
る
箇
条
を
一
部
抄
し
て
次
に
引
用
す
る
（
９
）。

　

一 　

日
本
語
學
は
第
二
級
よ
り
始
候
事
音
便
て
に
を
は
等
之
授
業
之
時
兼
而
應
接
口
上
振
等
も
演
習
せ
し
め
、
勉
而
卑
言
土
音

等
無
之
様
教
導
致
候
義
肝
要
ニ
有
之
候
其
書
籍
は
玉
乃
緒
八
衢
抔
之
類
取
捨
致
シ
採
用
可
有
之･･････

皇
國
後
來
之
文
化

を
開
候
は
正
し
く
此
科
ニ
止
候
義
ニ
而
五
六
十
年
後
は
全
く
漢
字
を
廃
し
度
義
ニ
有
之
候

「
全
く
漢
字
を
廃
し
度
義
ニ
有
之
候
」
こ
の
議
論
が
文
字
ど
お
り
に
漢
字
全
廃
論
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
て
文

章
論
と
し
て
漢
字
文
体
で
あ
る
和
製
漢
文
の
駆
逐
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
俄
に
は
判
別
し
が
た
い
。
こ
の
規
則
書
に

い
う
「
漢
書
」
と
は
漢
字
体
の
文
章
で
書
か
れ
た
書
物
の
こ
と
で
あ
る
し
、「
洋
書
」
と
は
洋
字
体
の
文
章
で
書
か
れ
た
書
物
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
漢
字
を
廃
す
る
と
い
っ
て
も
漢
文
の
書
籍
を
解
読
す
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
は
解
せ
な

い
。
文
章
を
書
く
に
当
た
っ
て
漢
字
の
使
用
を
無
く
す
こ
と
を
目
指
す
議
論
で
あ
ろ
う
か
ら
、
仮
名
文
だ
け
で
は
な
く
て
同
時
に

漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
普
及
を
企
て
た
議
論
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
。
西
周
は
極
め
て
現
実
的
な
政
策
論
を
得
意
と
す
る
人
物
で

あ
り
、
実
現
可
能
性
の
低
い
目
標
を
掲
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
規
則
書
自
体
が
候
文
で
書
か

れ
て
お
り
、
ま
た
津
和
野
紀
行
中
に
は
万
葉
仮
名
を
用
い
た
歌
が
散
見
す
る
。
も
し
こ
の
議
論
が
和
製
漢
文
を
撤
廃
す
る
と
い
う

企
て
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
五
六
十
年
後
は
全
く
漢
字
を
廃
し
度
義
」
そ
の
企
て
は
予
告
通
り
に
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。

5



173

西周の日本語論

　

実
際
に
は
一
時
は
本
気
で
漢
字
を
完
全
に
廃
止
す
る
企
て
に
取
り
組
ん
で
い
た
模
様
で
あ
る
が
、
途
中
で
そ
の
極
論
に
伴
う
片

寄
り
に
気
づ
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
西
周
は
極
端
に
走
る
性
格
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
の
思
想
に
よ
り
日
々
の
行
動
ま
で
変

化
す
る
こ
と
が
極
く
当
た
り
前
の
普
通
の
こ
と
で
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。

　

要
す
る
に
西
周
は
漢
字
文
と
は
異
な
る
片
仮
名
文
や
平
仮
名
文
さ
ら
に
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
創
設
を
企
て
た
人
物
で
あ

る
。
新
し
い
文
体
の
発
明
者
な
い
し
発
見
者
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
先
の
規
則
書
で
は
詞
の
玉
の
緒
や
詞
の
八
衢
と
い
っ
た
本
居
流
の
国
学
の
文
法
書
が
日
本
語
学
の
参
考
書
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
し
て
見
る
と
、
こ
の
段
階
で
は
西
周
に
は
自
身
の
文
法
書
は
ま
だ
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
を
執
筆
す
る
企
画
も
ま

だ
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
気
配
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
西
周
は
い
つ
頃
か
ら
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
を
始
め
と
す
る
日
本
文
典
の
起
草
の
企
て
を
抱
き
始
め
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

そ
れ
を
探
る
手
掛
か
り
が
小
冊
子
四
二
に
あ
る
。
小
冊
子
四
二
の
前
半
は
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
の
下
書
き
で
あ
る
。
こ
と
ば
の

い
し
ず
ゑ
は
こ
ゑ
の
ま
な
び
と
こ
と
ば
の
ま
な
び
と
は
な
し
の
ま
な
び
と
い
う
三
通
り
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
こ
え

の
ま
な
び
の
箇
所
に
該
当
す
る
稿
本
で
あ
る
。

　

ま
た
別
の
手
掛
か
り
が
あ
る
。
和
帳
面
四
一）10
（

で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
と
ば
の
ま
な
び
の
箇
所
の
草
稿
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
種
々
の

論
が
あ
る
し
、
時
や
様
の
論
も
あ
る
。
ま
ず
和
帳
面
四
一
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
立
の
い
き
さ
つ
や
時
期
を
探
査
し
、
和
帳
面

四
一
と
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
と
の
前
後
関
係
に
探
り
を
入
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

言
葉
の
種
々
の
論
げ
つ
ら
い
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
う
あ
る
。

6
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三
種　
　
　
　
　
　
　
　

八
種　
　
　

十
二
種　
　
　
　

次
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

働
辞　
　
　
　

□
□　
　
　

一　

名
辞　

又
實
字　
　

人
犬
樹
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼
辞　
　
　
　
　

虚
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

質
ア
リ
カ
タ
ノ辞　

　
　
　

□
□　
　
　

二　

代
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
辞　
　
　

三　

數
辞

　
　
　
　

働
辞　

又
用
言　
　
　

虚
体
辞　
　
　

□
□
□　
　
　

四　

働
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
辞　
　
　
　

□
□　
　
　

六　

質
辞

　
　
　
　

名
辞　

又
体
言　
　
　
　

代
辞　
　
　
　

□
□　
　
　

五　

兼
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
辞　
　
　
　

□
□　
　
　
　
　

添
辞

　
　
　
　

助テ
ニ
ヲ
ハ辞　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

位
辞　
　
　

八　

位
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

續
辞　
　
　
　

□
□　
　
　

九　

續
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
辞　
　
　
　

□
□　
　
　

十　

加
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絶
辞　
　
　

十
一
絶
辞

7
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大
き
く
ば
つ
を
書
い
て
こ
の
分
類
を
消
し
て
、
次
の
様
に
六
種
類
に
書
き
改
め
て
い
る
。

　
　

第
一

　
　
　

實
辞　

附
虚
辞　

代
辞　

數
辞

　
　

第
二

　
　
　

働
辞　

兼
辞

　
　

第
三

　
　
　

質
辞　
（
添
辞
）

　
　

第
四

　
　
　

續
辞　

位
辞　

續
辞　

定
辞

　
　

第
五

　
　
　

添
辞　

イ
ト　

サ
テ　

カ
タ
ク　

ア
シ
ク

　
　

第
六

　
　
　

歎
辞　
　
　
　

十
三
種
也

修
正
の
箇
所
は
加
辞
を
定
辞
に
入
れ
替
え
、
ま
た
絶
辞
を
歎
辞
と
呼
び
変
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
定
辞
に
は
次
の
例
が
付
さ
れ
て

い
る
。

8
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定
辞　

第
一
種　

波　

茂　

曽　

古
曽　

加　

也

　
　
　
　

第
二
種　

各　

副　

専　

已　

必　

乎　

程

修
正
前
の
分
類
に
付
さ
れ
た
実
例
を
見
る
と
、
續
辞
の
実
例
に
「
則
バ　

而
テ　

雖
ド
モ
」
を
挙
げ
て
、
そ
の
続
き
に
「
波　

茂　

曽　

古
曽
」
を
や
や
小
さ
く
書
き
足
し
て
、
更
に
線
を
ひ
い
て
加
辞
の
実
例
に
移
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
修
正

の
切
っ
掛
け
は
ど
う
や
ら
「
波　

茂　

曽　

古
曽
」
の
位
置
づ
け
を
巡
っ
て
発
生
し
た
も
の
の
様
で
あ
る
。

　

別
に
ヒ
フ
ミ
ヨ
と
番
号
が
十
三
ま
で
振
っ
て
あ
る
。

　
　
　

實
辞
ヒ　
　

虚
辞
フ　
　

代
辞
ミ　
　

數
辞
ヨ　
　

働
辞
イ　
　

兼
辞
ム　

質
辞
ナ　
（
添
辞
）
ヤ

　
　
　

位
辞
コ　
　

續
辞
十　
　

定
辞
十
一　

添
辞
十
二　

歎
辞
十
三

う
ち
添
辞
が
重
複
し
て
数
え
ら
れ
て
お
り
、
十
三
種
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
に
見
え
る
こ
と
ば
の
く
さ
ぐ
さ
、
今
の
こ
と
ば
で
い
う
品
詞
分
類
が
、
こ
の
分
類
か
ら
虚
辞
と
數

辞
と
重
複
の
添
辞
の
三
種
類
を
減
じ
た
十
種
類
の
品
詞
か
ら
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
辞
を
言
と
い
う
分
か
り
や
す
い
文
字
に

置
き
換
え
て
い
る
こ
と
は
新
鮮
で
す
ら
あ
る
。
表
記
法
を
や
や
変
え
て
引
用
し
て
見
よ
う
。
く
ら
ひ
こ
と
ば
が
位
言
で
は
な
く
て

格
言
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
印
象
的
な
箇
所
で
あ
る
。
格
助
詞
と
い
う
用
語
の
源
流
を
示
し
て
い
る

に
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

9
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タ
イ
の
こ
と
ば　
　

タ
イ
の
こ
と
ば　
　
　
　

な
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　
　

体
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
か
は
り　
　
　
　
　
　
　
　

代
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
た
ら
き
こ
と
ば　
　
　

は
た
ら
き
こ
と
ば　
　
　
　
　

働
言

　

ヨ
ウ
の
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ま
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　

質
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ま
こ
と
ば　
　
　
　
　

か
ね
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　

兼
言

　

て
に
を
は　
　
　
　
（
助
言
）　　
　
　
　
　
　

く
ら
ひ
こ
と
ば　
　
　
　
　
　

格
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
な
ぎ
こ
と
ば　
　
　
　
　
　

續
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
め
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　

定
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
へ
こ
と
ば　
　
　
　
　

そ
へ
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　

添
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
げ
き
こ
と
ば　
　
　
　

な
げ
き
こ
と
ば　
　
　
　
　
　

歎
言

か
ね
こ
と
ば
兼
言
と
い
う
の
は
連
体
言
の
こ
と
で
あ
る
。
動
名
詞
に
倣
っ
て
連
体
形
の
活
用
を
独
立
の
品
詞
に
見
立
て
て
分
類
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
時
と
様
に
つ
い
て
の
記
事
を
取
り
上
げ
よ
う
。
和
帳
面
四
一
に
次
の
記
事
が
認
め
ら
れ
る
。

10
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一　

 

平
常
ノ
様　

此
様
八
名
ニ
テ
知
ル
ヘ
キ
如
ク
事
ヲ
當
前
ニ
説
キ
テ
強
ク
モ
弱
ク
モ
言
ハ
ズ
平
カ
ニ
示
ス
時
ニ
用
フ
。
サ
テ
本

居
ノ
大
人
ノ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
歌
ノ
ハ
モ
只
ノ
結
ヒ
テ
ク
物
モ
略
是
ニ
同
ジ　

〇
ソ
ハ

　
　
　
　
　

淺
キ
現
在　
　

動
辞
平當
前
ノ
時　

即
チ
ウ
ク
ス
ツ
ヌ
フ
ム
エ
ル
ウ
ニ
終
る
者

　
　
　
　
　

深
キ
現
在　
　

四
段
ニ
テ　

エ
リ
後
二
段
ハ
タ
リ　
　
　
　
　
　
　

ナ
リ

　
　
　
　
　

淺
キ
過
去　
　

ツ
ヌ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ

　
　
　
　
　

深
キ
過
去　
　

ケ
リ
キ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ケ

　
　
　
　
　

淺
キ
未
来　
　

ム

○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ

　
　
　
　
　

深
キ
過
去　
　

ナ
ム

○

　
　
　
　
　

重
ナ
ル
過
去　

ニ
ケ
リ　

ニ
キ　

タテ
ケ
リ
リ
キ　

テ
キ　

タ四段
ニ
テ
ケ
リ　

エ
リ
ケ
リ　

エ
リ
キ　

タ後二
段
ニ
テ

リ
ケ
リ　

タ
リ
キ

　
　
　
　
　

過
去
未
来　
　

ケ
ム

○

　

ニ
ケ
ム

○

　

テ
ケ
ム

○

　

其
ハ
先
ツ
詞
ニ
出
シ
而テ
後
ニ
論
テ
ム

○

　
　
　
　

拭
欺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ツ　
　
　

ケ　
　
　

カ
ウ　
　
　
　
　
　

ニ
ケ　
　
　
　

ケ
カ
ウ

　
　

四
段　
　
　

欺
ク　

欺
ケ
リ　

欺
キ
ヌ　

欺
キ
ケ
リ　

欺
カ
ム

○

　

欺
ナ
ム　

欺
ニ
ケ
リ　

欺
キ
ケ
ム

○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

キ　
　
　

キ
ヌ　
　
　
　
　
　

キ

11



167

西周の日本語論

こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
に
見
え
る　
と
き　
と　
さ
ま　
の
分
析）11
（

と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。

あ
さ
き　

け
ん
ざ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ク
ス
ツ
ヌ

は
た
ら
き
こ
と
ば
の　

も
と
つ
な
り　
　
　
　
　
　

に　

お
は
る　

も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ム
ユ
ル
ウ

ふ
か
き　

け
ん
ざ
い

よ
き
ざ
に
て　
　
　

な
か
し
も
に
て

　
　
　
　
　
　
エ
リ　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ
リ

あ
さ
き　

か
こ

ツ
又
ヌ

ふ
か
き　

か
こ

ケ
リ
又
キ

あ
さ
き　

み
ら
い

ム

ふ
か
き　

み
ら
い

ナ
ム

か
さ
な
れ
る　

か
こ

よ
き
ざ
に
て　
　

な
か
し
も
に
て

　
　
エ
リ
ケ
リ　

 　

タ
リ
ケ
リ　
　

又　
　

ニ
ケ
リ　
　

テ
ケ
リ

　
　
エ
リ
キ　
　

 　

タ
リ
キ　
　
　
　
　
　

ニ
キ　
　
　

テ
キ

か
こ
み
ら
い

ケ
ム　

ニ
ケ
ム　

テ
ケ
ム

み
き
は　

と
き
の　

な
、　
　
　
と
き
の

み
き
は

　
　
　
ふ

み
き
は　

こ
と
ば
の　

く
つ
、

12
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三

　

と
こ
ろ
で
西
周
が
和
帳
面
四
一
を
用
い
始
め
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
推
計
の
手
掛
か
り
を
探
し
て
見
よ
う
。
和

帳
面
四
一
は
「
實
辞
ノ
結
合
」
の
記
事
に
始
ま
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
和
帳
面
四
一
は
こ
と
ば
の
ま
な
び
の
部
分
の
草
稿
を
書

き
留
め
る
帳
面
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
小
冊
子
四
二
の
方
は
こ
え
の
ま
な
び
の
部
分
の
草
稿
を
書
き
記
し
た
帳
面
で
あ
る
。

　

明
治
三
年
の
二
月
に
漢
字
に
よ
る
文
章
す
な
わ
ち
和
製
漢
文
の
全
廃
を
西
周
は
企
て
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
企
て
を
押
し
進
め

る
実
際
の
作
業
と
し
て
仮
名
に
つ
い
て
仮
名
で
書
き
記
す
文
を
書
き
綴
る
こ
と
を
企
て
た
産
物
が
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
で
あ
っ

た
。
こ
の
事
は
見
や
す
い
。
こ
う
し
た
企
画
が
始
ま
る
の
は
西
周
が
津
和
野
へ
の
帰
郷
か
ら
静
岡
に
戻
っ
た
明
治
三
年
の
初
夏
四

月
の
時
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
道
中
こ
う
し
た
企
画
を
次
第
に
胸
中
に
暖
め
始
め
て
い
た
公
算
が
高
い
。
道
中
で
歌

を
詠
ん
で
い
る
が
、
万
葉
仮
名
を
用
い
た
和
歌
か
ら
「
春
旅
聞
管
弦
之
声
」
の
よ
う
に
ひ
ら
が
な
ば
か
り
を
用
い
た
歌
へ
と
移
行

し
て
い
く
様
子
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る）12
（

。

　

従
っ
て
西
周
が
和
帳
面
四
一
を
使
い
始
め
た
時
点
は
明
治
三
年
の
初
夏
の
頃
で
あ
っ
た
と
推
算
し
て
間
違
い
は
無
さ
そ
う
で
あ

る
。

　

西
周
は
和
帳
面
四
一
を
い
つ
頃
ま
で
用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
推
計
の
材
料
を
探
し
て
見
よ
う
。
和
帳
面
四
一
に
は
裏
表

紙
に
次
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

13
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高
田
義
甫

　
　
　

西
野
友
海　

編
述

　
　
　
　
　
　

皇
国
文
法
階
梯　

壱
之
巻

明
治
六
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
文
法
書
の
書
名
で
あ
る
が
、
こ
の
記
録
は
西
周
が
和
帳
面
四
一
を
明
治
六
年
八
月
の
時
分
ま
で

使
っ
て
い
た
証
拠
の
様
に
思
わ
れ
る
。

　

続
い
て
小
冊
子
四
二）13
（

と
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
と
詞
の
麓
路
の
前
後
関
係
を
判
定
し
て
置
く
。
母
音
と
父
音
の
区
別
と
関
係
を
説

明
す
る
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
引
用
し
て
、
前
後
関
係
を
判
定
す
る
材
料
と
し
よ
う
。
西
周
の
訳
語
で
は
母
音
が vow

el 

で
あ

り
、
父
音
が consonant 

で
あ
る
。
父
音
と
母
音
の
組
み
合
わ
せ
が
子
音
で
あ
る
。
つ
ま
り
五
十
音
か
ら
ア
イ
ウ
エ
オ
と
い
う

五
つ
の
母
音
を
引
い
た
残
り
の
カ
キ
ク
ケ
コ
以
下
の
四
十
五
の
仮
名
の
音
韻
が
子
音
で
あ
る
。

　
　

○
こ
ゑ
と
か
ゝ
り
と
の
こ
と　
（
小
冊
子
四
二
）

　

 

み
き
の　

は
ゝ
の　

こ
ゑ
と　

い
ふ
ハ　

ま
さ
し
く　

こ
ゑ
に　

し
て　

く
ち
の　

ひ
ら
き　

ふ
さ
が
る　

ほ
ど
に
て　

の
ど

よ
り　

い
つ
る　

こ
ゑ
の　

か
は
り　

き
こ
ゆ
る
な
り　
（
中
略
）

　

 

○
ま
た　

か
ゝ
り
と　

い
ふ
ハ　

す
な
は
ち　

ち
ゝ
の
こ
ゑ
に
て　

く
ち
の　

う
ち
の　

か
な
た　

こ
な
た
ヘ　

か
ゝ
り
て　

う
ま
る
る
な
り　

た
と
ヘ
バ　

カ
キ
ク
ケ
コ
ハ　

み
な　

う
は
あ
ご
に　

か
ゝ
り
て　

い
で　

く
る
な
り　

う
は
あ
ご
よ
り　

り
ゃ
う
が
わ
の　

き
ば
ま
で　

か
ゝ
り
て　

う
ま
る
る
ゆ
ヘ　

が
ゐ
ん
【
牙
音
】
と
も　

い
ヘ
り

14
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こ
ゑ
と
あ
や
と
の
こ
と　
　
　
（
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
）

　
 

み
ぎ
の　

は
ゝ
の
こ
ゑ
と
い
ふ
は　

ま
さ
し
く　

こ
ゑ
に
し
て
、
く
ち
の　

ひ
ら
き　

ふ
さ
が
る
ほ
と
に
て　

の
ど
よ
り　

い
づ

る　

こ
ゑ
の　

か
は
り　

き
こ
ゆ
る
な
り
、（
中
略
）
ま
た　

あ
や
と
い
ふ
は　

す
な
わ
ち　

ち
ゝ
の
こ
ゑ
に
て
、
く
ち
の　

う

ち
の　

こ
な
た　

か
な
た
へ　

ふ
れ　

か
ゝ
り
て　

く
さ
く
さ
の　

あ
や
を　

な
す
な
り
、
た
と
へ
ば　

カ
サ
タ
ナ
と
も
に　

ア

の　

こ
ゑ　

な
れ
ど
、
か
ゝ
る　

と
こ
ろ
に　

よ
り
て　

あ
や
の　

け
し
め　

う
ま
る
る
な
り
、
さ
て　

そ
の　

あ
や
を　

な
す

に
、
カ
キ
ク
ケ
コ
は　

み
な　

う
は
あ
ご
の　

ま
へ
の　

か
た
、
き
ば
の　

う
へ
に　

か
ゝ
り
て　

う
ま
る
る　

ゆ
ゑ
に
、
が
ゐ

ん
と　

い
へ
り
、

　
　

第
二
章　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詞
の
麓
路
）

　
　

○
こ
ゑ
と
あ
や
と
の
こ
と

　

 

み
ぎ
に
は
ゝ
の
こ
ゑ
と
い
ふ
は
ま
さ
し
く
こ
ゑ
に
し
て
く
ち
の
ひ
ら
き
ふ
さ
が
る
ほ
ど
に
よ
り
て
の
ん
ど
よ
り
い
づ
る
こ
ゑ
の

か
は
り
き
こ
ゆ
る
な
り
○
（
中
略
）
ま
た
あ
や
と
い
ふ
は
す
な
わ
ち
ち
ゝ
の
こ
ゑ
に
て
こ
は
の
ん
ど
よ
り
い
づ
る
こ
ゑ
の
く
ち

の
う
ち
の
か
な
た
こ
な
た
へ
ふ
れ
か
ゝ
り
て
う
ま
る
ゝ
な
り
○
た
と
ヘ
バ
カ
サ
タ
ナ
ハ
マ
ヤ
ラ
ワ
の
こ
ゝ
の
つ
は
み
な
ア
の
こ

ゑ
に
て
あ
や
の
か
は
り
た
る
な
り
（
中
略
）
○
ま
づ
カ
キ
ク
ケ
コ
の
く
だ
り
は
み
な
ま
へ
の
う
は
あ
ご
よ
り
り
ょ
う
が
は
の
き

ば
ま
で
か
ゝ
り
て
う
ま
る
ゝ
ゆ
ゑ
前
齶
音
ま
た
牙
音
と
い
ふ
な
り
、

15
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「
こ
ゑ
と
か
ゝ
り
」
が
古
く
「
こ
ゑ
と
あ
や
」
が
新
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
小
冊
子
四
二
で
は
「
が
ゐ
ん
」
に

「
牙
音
」
と
い
う
漢
字
が
補
助
的
に
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
で
は
「
が
ゐ
ん
」
と
い
う
字
音
が
仮
名
で
表
さ

れ
て
い
る
ば
か
り
で
漢
字
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。「
漢
字
を
廃
す
る
」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
文
字
通
り
に
頂
点

に
達
し
た
瞬
間
で
あ
る
。

　
「
漢
字
を
廃
す
る
」
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
西
周
が
本
気
で
取
り
組
む
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
の
は
や
ま
と
う
た
を
す
べ
て
カ
タ

カ
ナ
で
し
る
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
発
見
に
あ
っ
た
模
様
で
あ
る
。
小
冊
子
四
二
の
表
表
紙
の
裏
側
の
見
開
き
に
は
次
の
逆
さ

歌
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　

ナ
カ
キ
ヨ
ノ
ト
オ
ノ
子
フ
リ
ノ
ミ
ナ
メ
サ
メ
ナ
ミ
ノ
リ
フ
子
ノ

　

オ
ト
ノ
ヨ
キ
カ
ナ

そ
も
そ
も
い
ろ
は
う
た
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
る
。
や
ま
と
う
た
は
す
べ
て
た
や
す
く
か
た
か
な
で
か
き
つ
づ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
て
は
じ
め
た
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
の
う
ち
ま
き
の
は
じ
め
に
あ
た
る
お
と
の
ま
な
び
の
く
だ
り
を
か
き
す

す
む
に
つ
れ
、
が
ゐ
ん
と
い
う
じ
お
ん
の
こ
と
ば
に
つ
き
あ
た
り
、
牙
音
と
い
う
漢
字
を
下
に
添
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
が
ゐ
ん

【
牙
音
】
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
で
は
が
ゐ
ん
は
が
ゐ
ん
と
い
う
じ
お
ん
を
し
め
す
か
な
の
ま
ま
で
そ
の
ま
ま
つ
か
わ
れ
て
い

る
。
に
し
あ
ま
ね
は
か
な
が
き
を
つ
ら
ぬ
い
て
す
す
む
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
で
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
集
計
表

の
部
分
だ
け
で
あ
る
。

16
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四

　

こ
れ
に
対
し
て
詞
の
麓
路
で
は
前
齶
音
や
牙
音
と
い
う
漢
語
が
専
門
的
な
用
語
と
し
て
再
び
用
い
ら
れ
て
い
る
。
楷
書
体
で
漢

字
を
表
記
す
る
と
い
う
新
た
な
表
記
法
が
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

発
見
の
模
様
を
確
認
し
て
置
こ
う
。

　

詞
の
麓
路
は
ま
ず
は
し
び
ら
き
に
始
ま
り
、
続
い
て
こ
ゑ
の
ま
な
び
の
第
一
章
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
に
引
く
い
ろ
は

歌
の
前
後
に
西
周
に
は
珍
し
く
縦
線
三
本
を
引
い
て
訂
正
を
行
っ
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
縦
線
三
本
に
よ
る
抹
消
箇

所
の
右
わ
き
に
は
弘
法
大
師
と
訂
正
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
し
、
そ
の
次
の
紙
葉
に
は
縦
線
三
本
に
よ
る
抹
消
箇
所
の
右
わ
き
に

天
平
の
右
大
臣
吉
備
の
真
備
と
訂
正
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
抹
消
箇
所
を
読
み
直
す
と
不
思
議
な
事
実
が
判
明
す
る
。
弘
法
大

師
と
い
う
箇
所
に
縦
線
三
本
を
引
い
て
抹
消
し
て
そ
の
右
わ
き
に
弘
法
大
師
と
訂
正
を
書
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
天
平

の
二
文
字
を
縦
線
三
本
に
よ
り
抹
消
し
て
そ
の
右
わ
き
に
天
平
と
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
右
大
臣
吉
備
と
い
う

箇
所
が
抹
消
さ
れ
て
そ
の
右
わ
き
に
右
大
臣
吉
備
と
訂
正
が
書
き
込
ま
れ
、
真
備
が
抹
消
さ
れ
て
そ
の
右
わ
き
に
真
備
と
訂
正
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
四
十
七
が
四
十
七
に
訂
正
さ
れ
、
五
十
音
が
五
十
音
と
訂
正
さ
れ
、
吉
備
公
が
吉
備
公
と
訂

正
さ
れ
る
と
い
っ
た
や
り
方
で
あ
る
。

　

西
周
で
は
な
い
何
者
か
が
後
に
稿
本
に
手
を
加
え
た
の
か
と
も
初
め
は
疑
っ
た
も
の
の
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
。
訂
正
も
西

周
の
手
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
弘
法
大
師
や
吉
備
真
備
の
名
前
に
強
調
を
加
え
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
訂
正
を

加
え
た
の
か
と
も
推
測
し
た
も
の
の
、
強
調
す
る
の
に
訂
正
を
用
い
る
と
い
っ
た
た
め
し
や
例
は
聞
い
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な

い
の
で
、
こ
の
推
測
は
余
り
に
も
不
自
然
な
想
定
で
あ
り
、
狐
に
摘
ま
ま
れ
た
様
な
気
分
に
し
ば
ら
く
は
囚
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

17
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た
。

　

数
日
後
の
朝
方
、
ま
だ
う
と
う
と
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
書
体
が
違
う
。
そ
う
だ
。
書
体
を
訂
正
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
考
え
が
始
め
ぼ
ん
や
り
と
や
が
て
く
っ
き
り
と
浮
か
ん
で
来
た
。
枕
元
に
散
乱
し
て
い
る
稿
本
の
写
し
の
中
か
ら
詞
の
麓
路
の

写
し
を
見
つ
け
出
し
て
、
訂
正
箇
所
を
見
直
し
て
、
わ
か
っ
た
！
。
西
周
は
行
書
体
で
書
か
れ
た
弘
法
大
師
を
抹
消
し
て
そ
の
傍

ら
に
楷
書
体
で
弘
法
大
師
と
書
き
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
周
は
行
書
体
で
書
か
れ
た
天
平
や
右
大
臣
吉
備
や
真
備
を
抹
消
し

て
そ
の
傍
ら
に
楷
書
体
で
天
平
の
右
大
臣
吉
備
の
真
備
と
書
き
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
平
仮
名
は
漢
字
の
草
書
体
で
あ
る
し
、
漢
字
の
行
書
体
の
異
体
字
が
仮
名
と
し
て
普
通
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

が
江
戸
時
代
に
お
け
る
表
記
の
極
く
当
た
り
前
の
慣
行
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
慣
行
の
元
で
は
漢
字
を
行
書
体
で
書
く
と
ど
れ
が

漢
字
で
ど
れ
が
仮
名
で
あ
る
か
は
一
見
し
た
だ
け
で
は
見
分
け
が
付
か
な
い
。
文
章
の
内
容
を
読
み
解
い
て
初
め
て
ど
れ
が
漢
字

と
し
て
の
用
法
で
あ
り
ど
れ
が
異
体
字
と
し
て
の
仮
名
の
用
法
な
の
か
が
判
別
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
字
音
の
言
葉
例
え
ば
牙
音
と
い
う
漢
語
を
が
ゐ
ん
と
仮
名
だ
け
で
表
記
す
る
の
か
、
が
ゐ
ん
【
牙
音
】
と
い

う
風
に
字
音
の
仮
名
＋
漢
字
の
形
で
表
記
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
牙
音
と
漢
字
だ
け
で
表
記
す
る
の
か
と
い
う
選
択
肢
に
直
面
し

て
い
た
西
周
は
漢
字
を
楷
書
体
で
書
け
ば
、
草
書
体
や
行
書
体
で
書
か
れ
た
仮
名
の
箇
所
か
ら
一
目
で
区
別
で
き
る
こ
と
に
こ
の

時
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
行
書
体
で
書
か
れ
た
弘
法
大
師
や
吉
備
真
備
を
楷
書
体
に
訂
正
す
る
と
い
う
新
し
い
試
み
が
実
行
さ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
前
齶
音
や
牙
音
と
い
っ
た
表
記
法
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
発
見
は
次
の
様
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
が
肝
心
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
楷
書
体
で
書
か
れ
た
漢
字

語
彙
は
漢
語
つ
ま
り
古
代
や
後
世
の
中
国
語
の
語
彙
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
漢
字
で
表
記
し
て
も
日
本
語
を
表
記
す
る
の
に
漢
字
を

用
い
な
い
と
い
う
漢
字
全
廃
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
反
す
る
用
法
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
が

18
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発
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
洋
語
に
対
し
て
漢
字
を
用
い
て
制
作
し
た
翻
訳
語
も
ま
た
西
洋
語
の
漢
訳
で
あ
り
、
新
し
い
中
国
語

の
語
彙
で
あ
る
。
従
っ
て
訳
語
を
漢
字
で
表
記
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
漢
字
で
表
記
し
て
も
、
日
本
語
の
表
記
に
漢

字
を
用
い
な
い
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　

か
く
て
漢
字
を
楷
書
で
書
き
仮
名
と
見
分
け
や
す
く
す
る
と
い
う
表
記
法
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
漢
字
仮
名
交
じ
り

文
が
誕
生
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
西
周
は
実
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
の
創
始
者
で
あ
り
発
明
者
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

と
こ
ろ
で
詞
の
麓
路
は
い
つ
頃
の
作
品
で
あ
ろ
う
か
。
詞
の
麓
路
は
巻
の
一
の
上
だ
け
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
あ
い

う
え
お
に
そ
っ
て
な
ら
べ
た
こ
と
ば
の
表
で
あ
る
。
こ
の
表
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
点
だ
け
で
な
く
間
濁
点
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
「
ま
ず
バ
ビ
ブ
ベ
ボ
を
ま
さ
し
き
に
ご
り
と
し
パ
ピ
プ
ペ
ポ
を
半
濁
と
い
ひ
ま
た
ワ
ヰ
ウ
ヱ
ヲ
に
ち
か
く
き
こ
ゆ
れ
ど
も
そ
れ

と
は
こ
と
な
る
を
い
ま
間
濁
と
な
づ
く
」
間
濁
と
は
吉
原
や
藤
原
や
菅
原
の
原
の
出
だ
し
の
音
の
こ
と
で
あ
る
。

　

間
濁
点
に
は
左
側
の
傍
ら
丸
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ア
ク
セ
ン
ト
点
に
も
左
側
の
傍
ら
丸
点
が
平
声
点
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
た
め
に
表
記
が
極
め
て
読
み
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
ち
こ
ち
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
和
帳
面
四
一
の
終
わ
り
近
く
に
音
声
符
と
し
て
片
仮
名
を
示
し
た
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
間
濁
点
に
は
左
肩
点

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
声
点
と
し
て
用
い
ら
れ
た
左
側
の
傍
ら
丸
点
と
紛
ら
わ
し
い
の
で
丸
点
を
止
め
て
左
肩
点
と
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
の
記
事
は
明
治
六
年
近
く
に
な
っ
て
記
さ
れ
た
記
事
で
あ
ろ
う
か
ら
、
詞
の
麓
路
は
こ
れ
よ
り
前

の
作
品
と
推
算
さ
れ
る
。
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ち
な
み
に
明
治
十
二
年
中
の
作
品
で
あ
る
日
本
語
範
稿
本
の
別
冊
で
あ
る
便
覧
稿
本
を
見
る
と
、
通
常
の
濁
点
が
右
肩
の
二
点

で
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
間
濁
点
は
左
肩
の
二
点
と
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
文
典
稿
本
（
西
周
文
書
七
五

）
と
日
本
語
範
稿
本
と
便
覧
稿
本
の
前
後
関
係
の
推
計
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
文
典
稿
本
は

和
帳
面
二
七
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
文
典
稿
本
の
終
わ
り
近
く
に
次
に
引
く
記
事
が
あ
る
。

　

日
本
語
範　

発ク
レ
マ
ル端

　
　

語
ト
文
ト
ノ
術　
　
　

古
今
ノ
辨　
　
　

ハ
イ
オ
ガ
ヒ
ッ
テ
ノ
軆

　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義

　
　

文　

句
字　

説ハ
ナ
シ話　

　

語コ
ト　

　
　

言コ
ト
バ　

　
　

書カ
キ
カ
タ法　

　

論
辨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文　

理　

即
チ　

書

　
　

四
學
ノ
別　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

籍
ノ
内

　

音
オ
ル
ソ
グ
ラ
ヒ
ー

　

學　

假
名
ノ
事　

い
ろ
は　

并　

五
十
韻

　
　
　
　
　

字
韻
ノ
事　

漢
呉
唐
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
謂

　
　
　
　
　

假
名
遣
ヒ
ノ
事　
　
　
　

綴
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
謂

　
　
　
　
　

四
聲
ノ
事　
　
　
　
　
　
　

呼ヨ
ミ
カ
タ法
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言エ
チ
モ
ロ
ジ
ー

　

學　

総
論

　
　
　
　
　

十
種
ノ
特
別
論

　

語シ
ン
テ
キ
ス

法
學　

即
成
句
論

　

音プ
ロ
ソ
ヂ
ー

調
學　

七
五
ノ
調

　

文レ
ト
リ
ッ
ク

章
學

こ
れ
が
日
本
語
範
の
骨
組
み
を
示
す
基
本
構
想
で
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
。
日
本
語
範
は
発
端
と
音
学
オ
ル
ソ
グ
ラ
ヒ
ー
と
言
学

エ
チ
モ
ロ
ジ
ー
と
語
法
学
シ
ン
テ
キ
ス
と
音
調
学
プ
ロ
ソ
ヂ
ー
の
四
学
か
ら
な
り
、
更
に
文
章
学
レ
ト
リ
ッ
ク
が
付
加
さ
れ
る
学

問
分
野
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
便
覧
稿
本
の
は
じ
め
に
掲
げ
る
次
に
引
く
学
問
分
野
の
表
に
見
え
る
語
範
の
部
分
の
草
稿
で
あ
り
「
部
内
區
別
」
の
内

分
け
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
和
帳
面
四
八
の
表
紙
に
は
便
覧
稿
本
と
題
が
書
い
て
あ
る
が
、
内
題
は
彙
言
便
覧
で
あ

る
。
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○
語
範
と
其
の
同
類
の
諸
学
術
と
相
關
す
る
を
表
す
る
図

　
　

上
等
諸
学
術　
　
　
　
　
　

同
等
諸
学
術　
　
　
　
　
　
　

部
内
區
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

字
彙

　
　
　
　
　

説
話
術　
　
　
　
　
　
　

言
彙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
學　

　

致
知
學　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

言
學

　
　
　
　
　

文
章
學　
　
　
　
　
　
　

語
範學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

語
學

　
　
　
　
　

詩
歌
學　
　
　
　
　
　
　

語
原
學　
　
　
　
　
　
　
　
　

音
調
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
史

　

日
本
語
範
の
稿
本
の
う
ち
第
一
巻
の
始
ま
り
に
は
明
治
十
二
年
一
月
三
十
日
起
草
と
あ
り
、
第
二
巻
の
始
ま
り
に
は
五
月
一
日

起
草
と
あ
る）14
（

。
彙
言
便
覧
は
日
本
語
範
の
別
冊
で
あ
る
か
ら
、
明
治
十
二
年
中
の
作
品
と
推
計
し
て
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。

　

と
こ
ろ
で
西
周
は
文
典
稿
本
を
書
き
記
し
た
和
帳
面
二
七
を
い
つ
頃
か
ら
使
い
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
典
稿
本
の
始
ま
り

の
箇
所
に
は
漢
呉
の
区
別
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
韻
鏡
に
示
す
音
韻
に
沿
っ
て
ま
ず
東
韻
に
つ
き
、
東
菫
送
と
い
う
小
見
出

し
の
下
に
漢
音
と
呉
音
の
発
音
が
漢
字
の
両
側
に
カ
タ
カ
ナ
で
付
さ
れ
て
い
る
。
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キ
ウ　

コ
ウ　

ボ
ウ　

コ
ウ　

コ
ウ　

コ
ウ　

ト
ウ

　
　

宮　
　

公　
　

夢　
　

工　
　

貢　
　

功　
　

通

　
　

ク
ウ　
　

ク　
　

ム　
　

ク　
　

グ　
　

ク　
　

ツ
ウ

以
下
、
し
ば
ら
く
は
字
音
に
関
す
る
記
事
が
続
き
、
唐
韻
ノ
部
と
書
い
て
、
縦
一
線
で
消
し
た
箇
所
か
ら
後
は
語
法
に
関
す
る

種
々
の
事
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
や
詞
の
麓
路
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
こ
ゑ
の

ま
な
び
の
後
半
に
当
た
る
字
音
の
分
野
の
問
題
に
関
す
る
考
察
に
文
典
稿
本
は
ま
ず
当
て
ら
れ
た
模
様
で
あ
り
、
こ
れ
が
詞
の
麓

路
の
続
編
の
草
稿
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
そ
こ
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
和
帳
面
四
一
に
続
く
内
容
の
草
稿
を
書
き
記
し

た
稿
本
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従
っ
て
和
帳
面
二
七
は
明
治
六
年
八
月
頃
か
ら
後
に
使
わ
れ
始
め
た
公
算
が
高

そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

　

西
周
が
残
し
た
日
本
文
典
に
関
す
る
草
稿
を
記
し
た
稿
本
の
書
か
れ
た
前
後
関
係
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
。
続
い
て
西
周
の

日
本
語
論
の
う
ち
と
り
わ
け
独
自
性
の
強
い
学
説
を
三
つ
取
り
上
げ
て
解
析
を
加
え
た
い
。
ま
ず
間
濁
点
の
理
論
で
あ
る
。
次
に

テ
ニ
ヲ
ハ
論
の
新
展
開
で
あ
る
。
三
つ
目
は
様
法
の
分
類
で
あ
る
。
特
に
様
法
の
分
類
に
関
し
て
は
西
周
の
分
析
は
先
駆
的
で
あ

り
、
独
走
的
で
す
ら
あ
る
。
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ま
ず
間
濁
点
の
理
論
を
見
直
し
て
置
く
。
間
濁
点
と
は
何
か
。
西
周
の
説
明
を
聞
こ
う
。

　
 　

ま
ず
バ
ビ
ブ
ベ
ボ
を
ま
さ
し
き
に
ご
り
と
し
パ
ピ
プ
ペ
ポ
を
半
濁
と
い
ひ
ま
た
ワ
ヰ
ウ
ヱ
ヲ
に
ち
か
く
き
こ
ゆ
れ
ど
も
そ
れ

と
は
こ
と
な
る
を
い
ま
間
濁
と
な
づ
く
。（
詞
の
麓
路
）

　

 　

譬
ヘ
ば
原
ハ
ラ
と
云
ふ
言
が
吉
原
ヨ
シ
ワ
ラ
と
な
り
、
柏
原
カ
シ
ハ
バ
ラ
と
成
る
。
又
上
に
入
声
の
字
を
冠
れ
ば
、
越
原

オ
ッ
パ
ラ
と
成
る
が
如
く
、
此
の
音
便
相
通
に
據
れ
ば
、
和
行
は
波
行
の
緩
呼
音
な
る
事
、
疑
ひ
無
く
、
二
重
母
音
で
は
無
き

也
。（
日
本
語
範
）

　

菅
原
道
真
と
い
う
名
前
の
原
の
出
だ
し
の
音
は
ワ
イ
ウ
エ
ヲ
の
ワ
に
極
め
て
近
い
。
だ
が
別
の
音
で
あ
る
。
こ
の
違
い
を
示
す

符
号
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
間
濁
点
を
新
た
に
採
用
す
る
。
神
戸
ヘ
行
こ
う
と
い
う
時
の
ヘ
の
音
は
ア
イ
ウ
エ
オ
の
エ
や
ワ
イ
ウ

エ
ヲ
の
エ
に
極
め
て
近
い
。
だ
が
別
の
音
で
あ
る
。
こ
の
違
い
を
示
す
符
号
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
間
濁
点
を
新
た
に
採
用
す

る
。
間
濁
点
は
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
の
行
に
だ
け
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
パ
ピ
プ
ペ
ポ
と
い
う
半
濁
点
が
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
の
行
に
だ
け
用
い
ら

れ
る
の
と
良
く
似
て
い
る
。
濁
点
が
仮
名
の
右
肩
に
点
々
を
打
っ
た
も
の
で
あ
り
、
半
濁
点
が
仮
名
の
右
肩
に
丸
点
を
打
っ
た
も

の
で
あ
る
の
と
は
左
右
対
照
的
に
、
間
濁
点
は
仮
名
の
左
肩
に
丸
点
か
点
々
を
打
っ
た
も
の
と
す
る
。

　

間
濁
点
を
使
う
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
歴
史
的
な
音
の
変
化
を
辿
る
と
、
か
っ
て
は
菅
原
は
ス
ガ
ハ
ラ
と
発
音
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
間
違
い
は
な
い
。
そ
の
ハ
の
音
は
勿
論
平
安
時
代
の
ハ
の
音
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
歴
史

と
と
も
に
ハ
の
音
が
次
第
に
ワ
の
音
に
近
づ
い
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
途
中
の
段
階
の
音
は
ハ
で
も
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
ワ

で
も
な
い
中
間
音
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
あ
る
日
突
然
一
斉
に
ハ
の
音
が
ワ
の
音
に
変
わ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
か
ら
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で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
途
に
現
れ
る
中
間
音
を
表
す
記
号
と
し
て
間
濁
点
は
最
も
優
れ
た
符
号
で
あ
る
。
間
濁
の
間
と
は
ハ
と
ワ

の
間
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

中
間
音
と
は
ど
の
よ
う
な
音
で
あ
り
、
ど
の
様
な
変
化
を
経
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
周
は
ま
ず
清
濁
の
音
の
違
い
に

つ
い
て
解
説
を
加
え
る
。

　

 　

此
レ
で
先
ツ
五
十
連
音
の
清
音
だ
け
は
、
済
ん
で
あ
る
な
れ
ど
も
、
猶
其
濁
音
の
事
を
示
さ
ね
ば
成
ら
ぬ
。
此
の
清
濁
と
云

ふ
事
は
、
カ
と
云
へ
ば
、
清
み
、
ガ
と
云
へ
ば
濁
る
と
云
ふ
心
で
、
言
ひ
来
ッ
た
者
と
、
見
え
た
れ
ば
、
畢
竟
は
唯
緊
呼
と
緩

呼
と
の
差
也
。
緊
呼
と
は
カ
を
カ
と
正
し
く
緊
く
呼
ぶ
事
で
、
上
に
舉
ケ
た
四
十
五
の
子
音
は
皆
緊
呼
な
る
に
、
今
少
し
、
此

を
緩
く
和
ら
か
に
、
呼
ぶ
時
は
加
行
は
ガ
ギ
グ
ゲ
ゴ
と
な
り
、
佐
行
は
ザ
ジ
ズ
ゼ
ゾ
と
な
り
。
多
行
は
ダ
ヂ
ヅ
デ
ド
と
な
り
、

さ
て
波
行
は
前
に
云
ふ
如
く
、
ワ
ヰ
于
ヱ
ヲ
と
成
る
。
然
れ
ど
も
、
此
ハ
我
が
舊
慣
で
は
、
清
音
の
部
に
納
め
、
其
の
代
り

に
、
バ
ビ
ブ
ベ
ボ
を
當
て
た
り
。
然
る
に
又
、
バ
ビ
ブ
ベ
ボ
の
真
の
清
音
は
、
パ
ピ
プ
ペ
ポ
な
れ
ば
、
此
を
ぞ
間
濁
と
名
け

た
。
爾
れ
ど
も
、
其
の
本
軆
を
言
え
ば
、
パ
ピ
プ
ペ
ポ
は
緊
呼
で
、
其
の
緩
呼
が
、
バ
ビ
ブ
ベ
ボ
な
る
事
と
、
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
が

緊
呼
で
、
其
の
緩
呼
が
、
ワ
ヰ
于
ヱ
ヲ
な
る
事
と
は
、
比
例
で
考
へ
て
も
、
業
ナ
前
ニ
徴
し
て
も
、
相
違
は
無
い
事
で
有
る
。

然
れ
ど
も
、
畢
竟
は
、
此
の
四
行
の
音
と
も
、
口
の
位
置
同
じ
く
、
唯
開
閉
の
度
と
、
緩
緊
の
別
と
に
由
て
、
差
を
生
ず
る
も

の
な
れ
ば
、
類
音
相
通
と
為
て
、
觀
る
可
き
は
、
上
に
舉
た
原
の
字
の
例
の
如
し
。
故
に
、
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
は
、
開
唇
【
軽
唇
と

も
】
の
緊
呼
と
為
、
ワ
ヰ
于
ヱ
ヲ
は
、
半
唇
【
重
唇
】
の
緩
呼
と
為
、
パ
ピ
プ
ぺ
ポ
は
、
閉
唇
の
緊
呼
と
為
、
バ
ビ
ブ
ベ
ボ

は
、
閉
唇
の
緩
呼
と
觀
て
、
間
違
い
無
し
。（
日
本
語
範
）

　

西
周
は
歴
史
的
な
音
韻
の
変
遷
を
構
造
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ピ
プ
ペ
ポ
と
バ
ビ
ブ
ベ
ボ
の
対
立
か
ら
ハ
ヒ
フ
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ヘ
ホ
と
ワ
ヰ
于
ヱ
ヲ
の
対
立
へ
と
歴
史
的
に
音
韻
の
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
空
間
に
お
け
る
比
例
に
な
ぞ
ら
え
て
対
比
的
な
図

式
に
纏
め
上
げ
て
い
る
。
そ
の
手
腕
は
見
事
で
あ
る
。

　

西
周
の
解
説
に
補
足
を
加
え
て
置
こ
う
。

　

波
比
不
辺
保
は
奈
良
時
代
の
頃
に
は
も
と
も
と
は
Ｐ
ａ　
Ｐ
ｉ　
Ｐ
ｕ　
Ｐ
ｅ　
Ｐ
ｏ
に
近
い
音
で
あ
っ
た
が
、
後
の
世
に
Ｆ
ａ　

Ｆ
ｉ　
Ｆ
ｕ　
Ｆ
ｅ　
Ｆ
ｏ
に
近
い
音
に
変
わ
り
、
更
に
Ｈ
ａ　
Ｈ
ｉ　
Ｈ
ｕ　
Ｈ
ｅ　
Ｈ
ｏ
の
音
に
近
く
な
っ
た
。
波
比
不
辺
保
が

Ｐ
ａ　
Ｐ
ｉ　
Ｐ
ｕ　
Ｐ
ｅ　
Ｐ
ｏ
に
近
い
音
で
あ
っ
た
時
分
に
は
、
そ
の
濁
音
は
Ｂ
ａ　
Ｂ
ｉ　
Ｂ
ｕ　
Ｂ
ｅ　
Ｂ
ｏ
に
近
い
音
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
後
の
世
に
Ｆ
ａ　
Ｆ
ｉ　
Ｆ
ｕ　
Ｆ
ｅ　
Ｆ
ｏ
に
近
い
音
に
変
わ
る
と
、
そ
の
濁
音
は
次
第
に
Ｗ
ａ　
Ｗ
ｉ　
Ｗ
ｕ　

Ｗ
ｅ　
Ｗ
ｏ
の
音
に
近
づ
い
て
行
く
。
こ
う
し
た
時
代
に
音
便
の
一
種
で
あ
る
連
濁
の
作
用
が
発
生
す
る
と
、
原
は
Ｆ
ａ
ｒ
ａ
か

ら
Ｗ
ａ
ｒ
ａ
へ
と
変
音
す
る
に
至
る
。
こ
の
Ｗ
ａ
ｒ
ａ
の
Ｗ
ａ
に
近
い
音
を
間
濁
と
呼
び
、
ハ
の
左
肩
に
間
濁
点
を
付
し
て
示

す
。
こ
れ
が
西
周
の
提
案
で
あ
る
。
緊
呼
と
緩
呼
の
間
と
連
濁
に
お
け
る
中
間
の
音
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
込
め
た
名
称
で
あ

る
。

　

 　

其
の
外
、
加
、
佐
、
多
、
三
行
の
濁
音
は
、
共
に
位
置
も
、
觸
れ
處
も
、
異
な
る
事
無
く
、
唯
緩
呼
で
、
其
の
差
を
、
生
ず

る
ま
で
の
事
也
。
故
に
、
音
便
で
濁
る
時
、
其
の
音
を
緩
呼
す
る
ま
て
で
、
譬
え
ば
、
画
を
書
く
を
ヱ
ガ
ク
、
立
ツ
て
聞
く
を

タ
チ
ギ
ク
な
ど
の
如
し
。【
便
覧　
　

】
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次
に
テ
ニ
ヲ
ハ
論
の
新
展
開
に
つ
い
て
。
日
本
語
範
に
お
け
る
品
詞
分
類
を
纏
め
た
表
を
次
に
掲
げ
る
。

　
　

体
言　
　
　
　
　
　
　
　

体
言　
　
　
　
　
　
　

名
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

形
容
体
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
言

　
　

用
言　
　
　
　
　
　
　
　

働
言　
　
　
　
　
　
　

働
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

質
言　
　
　
　
　
　
　

質
言

　
　

テ
ニ
ヲ
ハ　
　
　
　
　
　

助
言　
　
　
　
　
　
　

位
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

接
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
言
（
歎
言
を
含
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
言　
　
　
　
　
　
　

添
言
（
兼
言
を
含
む
）

　

西
周
に
お
け
る
論
理
学
の
優
位
は
著
し
い
。
語
学
は
致
知
学
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
の
学
へ
至
る
階
梯
に
お
い
て
初
級
段
階
に
位
置

す
る
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
西
周
の
品
詞
論
に
は
論
理
学
の
思
考
が
一
貫
し
て
そ
の
基
礎
な
い
し
土
台
に
置
か
れ
て
い
る）15
（

。

　

体
言
は
主
位
に
立
つ
言
葉
で
あ
り
、
用
言
は
属
位
に
立
つ
言
葉
で
あ
る
。
テ
ニ
ヲ
ハ
は
こ
れ
を
繋
ぐ
言
葉
で
あ
る
。
日
本
に
お

け
る
論
理
の
特
質
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
合
子
が
主
位
と
属
位
の
双
方
に
分
か
れ
て
付
着
す
る
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
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Ａ　

ハ　

Ｂ　

ナ
リ

う
ち
主
位
に
付
着
す
る
結
合
子
の
方
が
要
で
あ
る
。
属
位
の
結
合
子
は
無
く
て
も
済
む
こ
と
が
多
い
。　

　

象　

ハ　

鼻
が
長
い
。

ま
た
主
位
と
属
位
の
双
方
に
体
言
が
立
つ
文
も
あ
る
。
こ
れ
が
形
容
体
言
で
あ
る
。

　

空　

ハ　

朗
ら
か　

ナ
リ　

　

海　

ハ　

静
か　
　

ダ

西
周
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
事
態
の
否
定
形
は
次
の
形
に
な
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

空　

ハ　

朗
ら
か
な
ら
ざ
る　

ナ
リ　

　

海　

ハ　

静
か
で
な
い　
（
ダ
）

　

更
に
様
法
の
十
種
と
典
型
的
な
語
形
と
の
関
連
に
足
早
に
目
を
通
し
て
置
く
。
様
法
と
は
言
い
切
り
の
形
の
種
類
の
こ
と
で
あ

る
。（
西
周
文
書
六
四

、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
番
号
Ｒ
四－

〇
二
八
八

以
下
）

28
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第
一　
　

平
説
法

　

第
二　
　

扣
問
法　
　
　
【
質
問
法
】　　
　

カ

　

第
三　
　

疑
定
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヤ

　

第
四　
　

命
令
法

　

第
五　
　

擢
抜
法　
　
　
【
抜
擢
法
】　　
　

コ
ソ

　

第
六　
　

疑
説
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラ
ム

　

第
七　
　

指
示
法　
　
　
【
提
示
法
】　　
　

ゾ　

ゾ
エ　

ゼ

　

第
八　
　

媒
令
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス　

サ
ス　

シ
ム

　

第
九　
　

請
願
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

カ
シ

　

第
十　
　

自
現
法　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

メ
リ

西
周
の
日
本
語
論
は
極
め
て
独
走
的
か
つ
先
駆
的
な
内
容
を
有
す
る
代
物
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。

 

　

09
．
２
．
４
記

（
１
）　
『
竹
柏
園
書
誌
』
佐
々
木
信
綱
、
編
輯
、
巖
松
堂
書
店
、
昭
和
十
四
年

（
２
） 　

全
集
Ⅲ
、
八
五
二

〜
八
五
六

頁
。
同
解
説
、
九
九
頁
。
蓮
沼
啓
介
「
西
周
稿
本
目
録
考
証
」
神
戸
法
学
雑
誌
五
七－

四

（
二
〇
〇
八

年
三
月
号
）

（
３
）　

中
村
時
之
助
『
現
代
国
語
思
潮
』
中
文
館
書
店
。
昭
和
八
年

（
４
）　

福
井
久
蔵
『
増
訂
日
本
文
法
史
』
成
美
堂
書
店
、
昭
和
九
年

29
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（
５
） 　

静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
。
文
庫
の
目
録
に
は
「
日
本
語
典
」
と
見
え
る
。
表
紙
に
「
日
本
語
典
」
と
い
う
題
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
題
は

お
そ
ら
く
は
福
羽
美
静
が
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
題
に
は
「
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ　
ま
き
の
ふ
た
つ
め
」
と
あ
る
。
こ
と
ば
の
く
さ
わ

け
の
こ
と
か
ら
は
た
ら
き
こ
と
ば
の
こ
と
の
寸
前
ま
で
の
部
分
の
写
本
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
西
周
の
自
筆
稿
本
の
行
方
は
今
な
お
不
明
で

あ
る
。
因
に
佐
々
木
信
綱
の
所
蔵
本
は
岩
渕
悦
太
郎
に
よ
れ
ば
こ
の
部
分
の
欠
け
た
零
本
で
あ
る
。

（
６
） 　

岩
渕
悦
太
郎
一
九
四
〇

「
明
治
初
期
に
お
け
る
文
法
書
編
纂
に
つ
い
て
」（
同
『
国
語
史
論
集
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
二
年
、
所
収
）
四
五
五

頁

（
７
）　

同
上
。

（
８
） 　

本
稿
を
書
き
上
げ
て
か
ら
、
次
の
論
文
の
こ
と
を
知
っ
た
。
早
速
二
〇
〇
九

年
三
月
二
三
日
に
国
立
国
会
図
書
館
に
出
向
い
て
関
連
の
書
籍
を

借
り
出
し
そ
の
コ
ピ
ー
を
取
っ
た
次
第
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
の
記
事
は
こ
の
注
（
つ
ま
り
注
８
）
を
除
い
て
す
べ
て
服
部
論
文
の
内
容
と

は
無
縁
か
つ
独
立
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
付
記
し
て
置
く
。

　
　

 　

服
部
隆
二
〇
〇
三

／
二
〇
〇
四

「
西
周
の
国
語
研
究

－

西
周
文
書
『
稿
本
（
四
）』
を
め
ぐ
っ
て
（
上
／
下
）－

」
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
20
／
21

　
　
　

服
部
隆
二
〇
〇
五
ａ
「
西
周
と
日
本
語
の
表
記
法

－

日
本
語
文
典
の
記
述
を
中
心
に

－

」
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
22

　
　

 　

服
部
隆
二
〇
〇
五

ｂ
「
西
周
の
文
法
研
究
に
お
け
る
『
句
（Sentence

）』」（『
日
本
近
代
語
研
究
４

－

飛
田
良
文
博
士
古
希
記
念

－

』
ひ
つ
じ

書
房

　
　
　

な
お
、
蓮
沼
説
と
服
部
説
の
異
同
に
つ
い
て
は
付
録
に
掲
げ
た
「
こ
と
ば
の
く
さ
わ
け
の
成
立
事
情
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
９
）　

全
集
Ⅱ
、
四
九
一

頁

（
10
） 　

西
周
文
書
一
〇
一－

四

、
大
久
保
利
謙
の
手
に
な
る
西
周
稿
本
目
録
一
四
八

に
は
稿
本
（
国
語
関
係
）
と
あ
る
。
全
集
Ⅲ
、
解
説
一
二
四

頁
参
照

（
11
）　

全
集
Ⅱ
、
六
七
七

〜
六
七
九

頁

（
12
）　

蓮
沼
啓
介
一
九
八
七

『
西
周
に
於
け
る
哲
学
の
成
立
』
有
斐
閣
、
二
〇
六

頁
注
⑵
参
照
。

（
13
） 　

西
周
文
書
一
〇
一－

七

、
大
久
保
利
謙
の
手
に
な
る
西
周
稿
本
目
録
一
四
九

に
は
稿
本
（
国
語
関
係
）
と
あ
る
。
全
集
Ⅲ
、
解
説
一
二
四

頁
参
照

30
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西
周
全
集
第
二
巻
に
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
は
西
周
が
平
仮
名
を
用
い
て
書
い
た
日
本
文
典
の
稿
本

を
復
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
き
の
ひ
と
つ
に
は
は
し
び
ら
き
と
こ
ゑ
の
ま
な
び
が
納
め
ら
れ
、
ま
き
の
ふ
た
つ
め
に
は
こ
と
ば
の
ま
な
び
が
書

き
さ
し
の
形
で
採
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
き
の
み
つ
め
に
当
た
る
は
な
し
の
ま
な
び
に
は
筆
が
及
ん
で
い
な
い
。

　

ま
き
の
ふ
た
つ
め
は
こ
と
ば
の
ま
な
び
で
あ
る
が
、
そ
の
始
ま
り
に
言
葉
の
草
分
け
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
と
ば
の
く
さ
わ
け
と
い
う

品
詞
分
類
の
議
論
が
成
立
し
た
い
き
さ
つ
を
復
元
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
の
底
本
に
つ
い
て
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
全
集
第
二
巻
の
解
説
に
は
何
の
記
述
も
な
い
。「
解
説
は
第
三
巻
の
『
詞
の

麓
路
』
及
び
『
日
本
語
範
』
の
解
説
と
と
も
に
同
巻
に
掲
げ
る
」（
七
七
〇
頁
）
と
あ
っ
て
第
三
巻
の
解
説
に
先
送
り
さ
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
は
判
明

す
る
も
の
の
、
後
に
編
集
方
針
に
変
更
が
発
生
し
て
『
詞
の
麓
路
』
及
び
『
日
本
語
範
』
は
第
三
巻
に
は
採
録
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、『
詞
の
麓
路
』
及
び
『
日
本
語
範
』
の
解
説
ば
か
り
で
な
く
、
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
の
解
説
も
ま
た
全
集
に
は
掲
載
さ
れ
ず
に
空
白
の
ま

ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

全
集
第
二
巻
の
凡
例
に
は
「
言
語･

国
語
編
の
編
輯
全
般
に
つ
い
て
は
（
中
略
）
と
く
に
国
立
国
語
研
究
所
所
長
岩
淵
悦
太
郎
氏
の
参
加
を
え

た
。
本
巻
所
収
の
『
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
』
の
校
訂
は
同
氏
の
勞
を
煩
わ
し
た
」
と
あ
る
。
幸
い
岩
淵
悦
太
郎
『
国
語
史
論
文
集
』
に
「
明
治
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
ば
の
く
さ
わ
け
の
成
立
事
情

（
14
）　

丁
ノ
（
二
）
お
よ
び
丁
の
三
。
な
お
丁
ノ
二
は
西
周
文
書
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
15
）　

詳
し
く
は
蓮
沼
啓
介
二
〇
〇
九

「
西
周
の
国
学
批
判
」
神
戸
法
学
雑
誌
五
九－

三

（
十
二
月
号
）
に
譲
る
。

31
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期
に
お
け
る
文
法
書
編
纂
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
文
が
収
録
さ
れ
て
い
て
、
西
周
の
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
に
つ
い
て
も
次
の
解
説
が
行
わ
れ
て
い

る
。

　

 　

こ
の
書
は
刊
行
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
自
筆
稿
本
が
、
佐
佐
木
信
綱
博
士
の
秘
庫
に
蔵
せ
ら
れ
、『
竹
柏
薗
蔵
書
誌
』（
昭
和

十
三
年
刊
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
世
に
紹
介
さ
れ
た
。
現
存
二
冊
の
零
本
で
あ
る
が
、
別
に
ち
ょ
う
ど
こ
の
書
で
欠
け
て
い
る
部
分
の
一
部
を

補
う
よ
う
な
転
写
本
が
一
冊
存
す
る
。
そ
れ
は
松
井
簡
治
博
士
の
旧
蔵
本
で
現
に
静
嘉
堂
文
庫
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

佐
々
木
信
綱
の
所
蔵
す
る
西
周
の
自
筆
稿
本
は
零
本
つ
ま
り
一
部
が
欠
け
た
稿
本
で
あ
る
が
、
こ
の
欠
け
た
部
分
に
当
た
る
一
冊
の
写
本
が
静
嘉

堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
静
嘉
堂
文
庫
で
は
昭
和
十
年
に
松
井
簡
治
旧
蔵
書
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
冊
が
『
日
本
語
典
』
な

い
し
『
日
本
語
典
稿
本
』
と
い
う
題
の
付
い
た
稿
本
で
あ
る
。
そ
の
奥
書
に
は
「
右
一
巻
西
周
草
稿
明
治
庚
午
冬
借
之
令
書
冩　

美
静
」
と
あ

り
、
福
羽
美
静
が
明
治
三
年
の
冬
に
西
周
の
書
い
た
草
稿
を
借
り
て
筆
耕
生
に
書
写
さ
せ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

岩
淵
悦
太
郎
は
佐
々
木
信
綱
本
を
底
本
と
し
、
そ
の
欠
け
た
部
分
を
福
羽
本
に
よ
り
補
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
福
羽
本
は
ま
き
の
ふ
た
つ
め
の
う
ち
こ
と
ば
の
く
さ
わ
け
に
始
ま
り
、
は
た
ら
き
こ
と
ば
の
こ
と
の
す
ぐ
前
に
置
か
れ
た
「
代
言

表
」
ま
で
を
写
し
た
稿
本
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
う
し
た
西
周
の
自
筆
稿
本
の
う
ち
一
部
分
だ
け
を
書
写
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
こ
え
の
ま

な
び
で
あ
る
ま
き
の
ひ
と
つ
め
に
は
関
わ
ら
な
い
「
日
本
語
典
」
つ
ま
り
日
本
文
法
の
箇
所
に
限
っ
た
写
本
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
と
推
定
さ
れ

る
。
途
中
ま
で
の
写
本
で
あ
る
の
は
、
西
周
が
書
き
上
げ
た
部
分
だ
け
を
借
り
出
し
て
書
写
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
は
た
ら
き
こ
と

ば
の
こ
と
か
ら
先
は
ま
だ
執
筆
の
途
上
で
あ
っ
た
た
め
、
西
周
は
、
既
に
書
き
上
げ
た
切
り
の
良
い
一
冊
分
だ
け
を
福
羽
美
静
に
貸
し
与
え
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

西
周
は
明
治
三
年
の
九
月
か
ら
学
制
取
調
御
用
掛
を
兼
任
し
て
お
り
、
閏
十
月
に
は｢
大
学
条
例
」
を
起
草
し
て
い
る
。
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ

32
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の
執
筆
に
西
周
が
取
り
掛
か
っ
た
の
は
こ
の
直
後
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
の
巻
の
ふ
た
つ
め
は
こ
と
ば
の
く
さ
わ
け
の
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
言
葉
の
草
分
け
つ
ま
り
品
詞
分
類
の
原
形
を
示
す
別
の

断
片
が
和
帳
面
四
一
に
認
め
ら
れ
る
。（
Ｒ
一
〇－

〇
〇
一
三

）。

　

既
に
服
部
二
〇
〇
四

が
断
片
を
図
１
と
図
２
と
し
て
引
用
し
、
こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
に
見
え
る
分
類
表
（
図
３
）
と
の
関
連
を
探
っ
て
い
る
が
、
図

１
が
古
く
、
図
２
が
続
き
、
更
に
図
３
に
至
る
と
分
析
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
更
に
突
っ
込
ん
で
、
図
１
の
品
詞
分
類
が
成
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
復
元
す
る
試
み
を
行
う
。

ま
ず
図
の
１
を
引
用
す
る
。

33



145

西周の日本語論

　

図
１　
『
稿
本
（
四
）』（
十
一
丁
オ
）
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続
い
て
図
の
１
の
品
詞
分
類
を
分
解
し
て
、
そ
の
成
立
し
た
過
程
を
再
現
す
る
。

　

ま
ず
一
番
上
に
掲
げ
る
言
葉
の
三
分
類
の
箇
所
だ
け
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

図
の
1a

　
　
　

又
用
言

　
　

働
辞

　
　
　

又
体
言

　
　

名
辞

　
　

助
辞

　

国
学
の
伝
統
に
立
ち
、
体
言
、
用
言
、
テ
ニ
ヲ
ハ
と
い
う
言
葉
の
三
分
類
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
順
序
を
用
言
、
体
言
、
テ
ニ
ヲ
ハ
に
並

び
替
え
て
い
る
。
動
詞
が
目
的
語
に
先
行
す
る
こ
と
の
多
い
西
洋
文
典
に
倣
っ
て
用
言
を
先
行
さ
せ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
ま
た
体
言
を
な

こ
と
ば
と
呼
び
、
用
言
を
は
た
ら
き
こ
と
ば
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
も
な
こ
と
ば
に
は
名
辞
と
い
う
漢
語
を
用
意
し
、
は
た
ら
き
こ
と
ば
に
は
働

辞
と
い
う
漢
語
を
用
意
し
て
い
る
。
平
仮
名
の
名
前
を
も
と
に
言
葉
の
草
分
け
を
企
て
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

続
い
て
用
言
と
体
言
と
て
に
を
は
の
下
位
分
類
が
実
行
さ
れ
る
。
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図
の
1b

　
　
　

又
用
言　
　

働
辞

　
　

働
辞　
　
　
　

質
辞

　
　
　
　
　
　
　
　

虚
体
辞

　
　
　

又
体
言　
　

名
辞

　
　

名
辞　
　
　
　

代
辞

　
　
　
　
　
　
　
　

数
辞

　
　

助
辞　
　
　
　

繋
辞

　
　
　
　
　
　
　
　

加
辞

　

働
辞
又
用
言
は
は
た
ら
き
こ
と
ば
と
さ
ま
こ
と
ば
す
な
わ
ち
働
辞
と
質
辞
に
下
位
分
類
さ
れ
る
。
名
辞
又
体
言
は
か
ら
こ
と
ば
な
い
し
は
あ
き

こ
と
ば
と
な
こ
と
ば
と
か
わ
り
こ
と
ば
な
い
し
は
な
が
わ
り
と
か
ず
こ
と
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
虚
体
辞
と
名
辞
と
代
辞
と
数
辞
と
に
下
位
分
類
さ

れ
る
。
助
辞
は
つ
な
ぎ
こ
と
ば
と
く
は
へ
こ
と
ば
つ
ま
り
繋
辞
と
加
辞
に
下
位
分
類
さ
れ
る
。

　

て
に
お
は
を
ナ
ノ
ツ
ナ
ギ
と
ハ
タ
ラ
キ
ノ
ツ
ナ
ギ
と
コ
ト
ハ
バ
ノ
ツ
ナ
ギ
の
三
種
類
か
ら
な
る
繋
ぎ
辞
と
加
へ
辞
を
合
わ
せ
た
も
の
と
し
て
捉

え
て
い
た
段
階
の
分
類
で
あ
る
（
１
）。
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続
い
て
「
兼
辞
」「
添
辞
」
と
い
う
名
の
連
体
言
を
独
立
の
言
葉
と
し
て
別
扱
い
す
る
試
み
が
行
わ
れ
る
。
兼
辞
か
ね
こ
と
ば
の
方
が
働
辞
の
連

体
形
で
あ
り
、
添
辞
そ
え
こ
と
ば
の
方
が
質
辞
さ
ま
こ
と
ば
の
連
体
形
で
あ
る
。
西
洋
文
典
の
影
響
が
強
ま
っ
て
行
く
こ
と
は
見
や
す
い
。

　

図
の
1c

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

働
辞

　
　
　

又
用
言　
　

働
辞　
　
　
　

兼
辞

　
　

働
辞　
　
　
　

質
辞　
　
　
　

質
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
辞

　
　
　
　
　
　
　
　

虚
体
辞　
　
　

虚
体
辞

　
　
　

又
体
言　
　

名
辞　
　
　
　

名
辞

　
　

名
辞　
　
　
　

代
辞　
　
　
　

代
辞

　
　
　
　
　
　
　
　

数
辞　
　
　
　

数
辞

　
　

助
辞　
　
　
　

續
辞　
　
　
　

位
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

續
辞

　
　
　
　
　
　
　
　

加
辞　
　
　
　

加
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絶
辞

　

さ
ら
に
続
辞
が
位
辞
く
ら
ひ
こ
と
ば
と
続
辞
つ
な
ぎ
こ
と
ば
に
細
分
さ
れ
、
ま
た
加
辞
が
加
辞
く
は
へ
こ
と
ば
と
絶
辞
た
え
こ
と
ば
に
細
分
さ

れ
る
。
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て
に
お
は
を
く
ら
い
こ
と
ば
と
つ
な
ぎ
こ
と
ば
に
二
分
し
て
い
た
て
に
お
は
の
事
の
段
階
の
分
類
で
あ
る
（
２
）。

　

た
だ
し
位
辞
を
も
含
む
続
辞
と
加
辞
の
境
目
は
余
り
は
っ
き
り
し
て
は
い
な
い
。

　

続
い
て
用
言
と
体
言
の
順
序
が
再
び
変
更
さ
れ
る
。

　

図
の
1d

　
　
　
　
　
　
　
　

名
辞　
　
　

名
辞　

又　

實
辞　
　
　

人　
　
　

犬　
　
　

樹　
　
　

山

　
　
　

又
体
言　
　
　

同　
　
　

同　
　

附　

虚
辞　
　
　

明　
　
　

朗　
　
　

速　
　
　

沓

　
　

名
辞　
　
　
　

代
辞　
　
　

代
辞　
　
　
　
　
　
　
　

我　
　
　

汝　
　
　

彼　
　
　

是

　
　
　
　
　
　
　
　

數
辞　
　
　

數
辞　
　
　
　
　
　
　
　

一　
　
　

十　
　
　

百　
　
　

千

　
　
　

又
用
言　
　

働
辞　
　
　

働
辞　
　
　
　
　
　
　
　

行　
　
　

干　
　
　

捕　
　
　

所
捕

　
　

働
辞　
　
　
　
　
　
　
　
　

質
辞　
　
　
　
　
　
　
　

赤　
　
　

堅　
　
　

圓　
　
　

悪

　
　
　
　
　
　
　
　

質
辞　
　
　

兼
辞　
　
　
　
　
　
　
　

捕　
　
　

流　
　
　

堅　
　
　

赤

　
　

助
辞　
　
　
　

續
辞　
　
　

位
辞　
　
　
　
　
　
　
　

之　
　
　

於　
　
　

自　
　
　

迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

續
辞　
　
　
　
　
　
　
　

則　
　
　

而　
　
　

雖

　
　
　
　
　
　
　
　

加
辞　
　
　

加
辞　
　
　
　
　
　
　
　

剰　
　
　

與　
　
　

最　
　
　

偖　
　
　

堅　
　
　

悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絶
辞　
　
　
　
　
　
　
　

嗚
呼　
　

哉　
　
　

抑
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体
言
が
用
言
に
再
び
先
行
す
る
段
階
に
至
る
。
こ
れ
は
国
学
へ
の
復
古
を
意
味
す
る
変
化
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
こ
れ
は
論
理
学
の
影

響
が
品
詞
分
類
に
及
び
始
め
た
こ
と
を
示
す
事
実
で
あ
る
。
命
題
は
主
位
と
属
位
の
結
合
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
主
位
に
は
な
こ
と
ば
が
立

ち
、
属
位
に
は
は
た
ら
き
こ
と
ば
が
付
く
。
主
位
が
先
行
し
て
属
位
が
後
続
す
る
。
こ
れ
が
命
題
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
論
理
学
の
真
理
は
普
遍

の
真
理
で
あ
る
。
従
っ
て
名
辞
が
先
行
し
働
辞
が
後
続
す
る
。
こ
れ
が
正
し
い
分
類
の
順
序
で
あ
る
。

　

こ
の
段
階
で
は
兼
辞
と
添
辞
と
い
う
連
体
言
は
一
ま
と
め
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
更
に
兼
辞
か
ら
添
辞
が
分
離
さ
れ
そ
の
独
立
が
認
め
ら
れ
る

に
至
る
。
西
洋
文
典
の
影
響
は
強
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

図
の
1e

　
　
　
　
　
　
　
　

名
辞　
　
　

名
辞　

又　

實
辞　
　
　

人　
　
　

犬　
　
　

樹　
　
　

山

　
　
　

又
体
言　
　
　

同　
　
　

同　
　

附　

虚
辞　
　
　

明　
　
　

朗　
　
　

速　
　
　

沓

　
　

名
辞　
　
　
　

代
辞　
　
　

代
辞　
　
　
　
　
　
　
　

我　
　
　

汝　
　
　

彼　
　
　

是

　
　
　
　
　
　
　
　

數
辞　
　
　

數
辞　
　
　
　
　
　
　
　

一　
　
　

十　
　
　

百　
　
　

千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

働
辞　
　
　
　
　
　
　
　

行　
　
　

干　
　
　

捕　
　
　

所
捕

　
　
　

又
用
言　
　

働
辞　
　
　

兼
辞　
　
　
　
　
　
　
　

捕　
　
　

流

　
　

働
辞　
　
　
　

質
辞　
　
　

質
辞　
　
　
　
　
　
　
　

赤　
　
　

堅　
　
　

圓　
　
　

悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
辞　
　
　
　
　
　
　
　

赤　
　
　

堅

　
　

助
辞　
　
　
　

續
辞　
　
　

位
辞　
　
　
　
　
　
　
　

之　
　
　

於　
　
　

自　
　
　

迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

續
辞　
　
　
　
　
　
　
　

則　
　
　

而　
　
　

雖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

波　
　
　

茂　
　
　

曽　
　
　

古
曽
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加
辞　
　
　

加
辞　
　
　
　
　
　
　
　

剰　
　
　

與　
　
　

最　
　
　

偖　
　
　

堅　
　
　

悪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絶
辞　
　
　
　
　
　
　
　

嗚
呼　
　

哉　
　
　

抑

　

図
の
１
ｅ
で
は
「
波
茂
曽
古
曽
」
に
は
フ
リ
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
追
記
で
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。「
剰
サ
ヘ
與
ト
最
イ
ト
偖
サ
テ
」

は
加
辞
の
事
例
で
あ
る
。

　

こ
の
段
階
に
対
応
す
る
断
片
が
あ
る
（
３
）。「
尚
ダ
ニ　

而
ダ
モ　

副
サ
ヘ　

尚
ス
ラ　

已
ノ
ミ　

志
シ
モ
」
を
加
辞
ク
ハ
ヘ
コ
ト
バ
に
分
類
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
「
實
辞
ニ
属
ス
ル
加
辞　

或
ハ
第
三
ノ
位
辞
ト
名
ク
」。「
其
位
置
第
一
位
辞
ノ
次　

第
二
位
辞
ノ
上
ニ
在
リ
」「
或
ハ
直
ニ
第
一

位
辞
ノ
上
ニ
在
リ
」。
但
し
割
り
注
に
よ
れ
ば
「
ノ
ヲ
ニ
ト
等
ハ
第
一
」
の
位
辞
で
あ
り
「
ハ
モ
ゾ
コ
ソ
ハ
第
二
」
の
位
辞
で
あ
る
。
て
に
を
は

の
多
く
を
位
辞
の
一
種
と
し
て
認
識
す
る
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
加
辞
に
も
入
る
し
位
辞
に
も
入
る
こ
れ
ら
の
テ
ニ
オ

ハ
の
分
類
を
巡
っ
て
探
求
が
進
ん
で
行
く
様
子
が
は
っ
き
り
と
窺
え
る
。「
ハ
モ
ゾ
コ
ソ
」
は
第
二
の
位
辞
で
あ
る
。
従
っ
て
第
三
の
位
辞
で
あ

る
「
ダ
ニ
ダ
モ
サ
ヘ
ス
ラ
ノ
ミ
シ
モ
」
と
同
様
に
加
辞
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
４
）。

　

や
が
て
定
辞
の
発
見
が
生
じ
る
。「
尚
ダ
ニ　

而
ダ
モ　

副
サ
ヘ　

尚
ス
ラ　

已
ノ
ミ　

志
シ
モ
」
は
「
定
辞
第
二
種
」
で
あ
る
（
５
）。

　

発
見
の
切
っ
掛
け
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
源
が
論
理
学
に
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
。
論
理
学
の
影
響
は
明
白
で
あ
る
。「
ハ　

ナ

リ
」
と
い
う
命
題
定
式
の
発
見
が
決
定
的
で
あ
る
。
命
題
定
式
の
発
見
を
示
す
「
諸
辭
ノ
位
置
（
６
）」
と
題
す
る
箇
条
書
き
の
記
事
が
あ
る
。
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諸
辭
ノ
位
置

　

○　

名
辭
は
先
立
チ
働
辭
ハ
ツ
ク

　

○　

名
辭
ハ
定
辭
ヲ
モ
チ
働
辭
モ
定
辭
ヲ
モ
ツ

　

○　

時
ト
處
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
副
辭
又
句
ハ
名
辭
ヨ
リ
始
ニ
タ
ツ
或
ル
ハ
三
位
ノ
名
辭
モ
此
中
ニ
在
リ

　
　

ア
メ
ツ
チ
ノ
ハ
ジ
メ
ノ
ト
キ
。
タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ
ニ
。
ナ
リ
マ
セ
ル
カ
ミ
ノ
ミ
ナ
ハ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
ナ
リ

　

○　

時
ト
處
ヲ
ア
ラ
ハ
ス
副
辭
時
ニ
ヨ
リ
名
ノ
次
キ
ニ
来
ル

　

○　

四
位
ノ
名
辭
一
位
ノ
次
ニ
立
チ
テ
一
位
ノ
働
ヲ
受
ク

　

○　

三
位
ハ
中
性
働
辭
ヲ
望
ム　
　
（
次
頁
へ
）

　

○　

ナ
コ
ト
バ　

サ
シ
コ
ト
バ　

オ
ナ
ジ
ク
ラ
ヒ

　
　

イ
マ
シ　

タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ　

カ
ミ
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○　

カ
ヽ
リ
ア
フ　

コ
ト
バ
ノ　

ツ
イ
デ

　
　

 

カ
ノ　

ア
シ
ハ
ラ
ノ　

ナ
カ
ツ
ク
ニ
ハ　

モ
ハ
ラ　

イ
マ
シ
ガ　

コ
ト
ム
ケ
ツ
ル　

ク
ニ　

ナ
レ
バ
、
イ
マ
シ　

タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
カ
ミ　

ク
ダ
リ
テ　

ヨ

　

○　

ハ
ト
ナ
リ
ト
ノ
文
ハ
理
ヲ
・
キ
示
ス

　

○　

三
段
ノ
文
二
段
ノ
文
其
央
ヲ
上
ッ
文
ノ
オ
ノ
レ
ヲ
・
ク
係
リ
ト
ス

　

定
辞
き
め
こ
と
ば
と
い
う
種
類
の
言
葉
の
発
見
は
輝
か
し
い
（
７
）。

　

こ
う
し
て
定
辞
の
発
見
に
よ
り
加
辞
は
定
辞
と
添
辞
に
分
解
し
て
品
詞
分
類
は
図
の
２
に
移
行
す
る
。

ま
た
添
辞
と
兼
辞
を
併
せ
て
ひ
と
ま
と
め
の
連
体
言
で
あ
る
兼
辞
に
戻
し
て
い
る
。
そ
へ
こ
と
ば
の
中
身
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
副
辞
も
そ
へ
こ
と
ば
で
あ
る
。

　

次
に
図
の
２
を
配
置
を
変
更
し
た
形
で
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

實
辞

　
　

實
辞　
　
　

虚
辞

　
　
　
　
　
　
　

代
辞

　
　
　
　
　
　
　

数
辞

42



136

神戸法学年報　第25号（2009）

　
　

働
辞　
　
　

働
辞

　
　
　
　
　
　
　

兼
辞

　
　

質
辞　
　
　

質
辞

　
　
　
　
　
　
　

位
辞

　
　

續
辞　
　
　

續
辞

　
　
　
　
　
　
　

定
辞

　
　

添
辞　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ト　
　
　

サ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

カ
タ
ク　
　

ア
シ
ク

　
　

歎
辞

　

定
辞
は
二
種
類
に
区
分
さ
れ
る
。「
第
一
種　

波　

茂　

曽　

古
曽　

加　

也
」「
第
二
種　

谷　

副　

専　

已　

必　

斗　

程
」
の
二
種
類
に

で
あ
る
。
第
一
種
の
定
辞
キ
メ
コ
ト
バ
は
「
波
」
に
始
ま
り
「
也
」
に
終
わ
る
。「
ハ　
　

ナ
リ
」
と
い
う
命
題
定
式
の
発
見
が
決
定
的
で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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こ
と
ば
の
い
し
ず
ゑ
の
本
文
に
見
え
る
品
詞
分
類
を
表
の
形
に
纏
め
て
置
こ
う
。

　

な
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　

な
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　
　

な
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　

名
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
が
は
り　
　
　
　
　
　
　

代
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
た
ら
き
こ
と
ば　
　
　
　
　

は
た
ら
き
こ
と
ば　
　
　
　

働
言

　

は
た
ら
き
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
ね
こ
と
ば　
　
　
　
　
　

兼
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ま
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　

さ
ま
こ
と
ば　
　
　
　
　
　

質
言

　

て
に
を
は　
　
　
　
　
　
　

て
に
を
は　
　
　
　
　
　
　
　

く
ら
ひ
こ
と
ば　
　
　
　
　

格
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
な
ぎ
こ
と
ば　
　
　
　
　

續
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
め
こ
と
ば　
　
　
　
　
　

定
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
へ
こ
と
ば　
　
　
　
　
　
　

そ
へ
こ
と
ば　
　
　
　
　
　

添
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
げ
き
こ
と
ば　
　
　
　
　
　

な
げ
き
こ
と
ば　
　
　
　
　

歎
言

こ
う
し
て
洋
学
派
に
も
国
学
派
に
も
漢
学
派
に
も
受
け
入
れ
が
可
能
な
日
本
語
の
品
詞
分
類
の
土
台
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
（
８
）。

 

〇
九
．
三
．
二
九
了
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（
１
）　

こ
の
段
階
に
属
す
る
神
武
記
の
一
節
の
分
析
例
が
あ
る
。
蓮
沼
「
西
周
の
国
学
批
判
」
十
五
〜
十
六
頁
参
照

（
２
） 　

服
部
二
〇
〇
四

、四
八
〜
四
九
頁
参
照
。
西
周
が
こ
の
段
階
に
お
い
て
係
助
詞
や
副
助
詞
を
「
位
辞
」
の
中
に
含
め
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も

「
加
辞
」
の
中
に
含
め
て
い
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
因
に
西
周
は
「
ハ
モ
ゾ
ナ
ム
コ
ソ
カ
ヤ
」
な
ど
を
「
主
臣
賓
虚
照
起

届
手
立
比
呼
」
と
い
う
一
位
か
ら
十
位
ま
で
の
位
取
に
合
わ
せ
る
表
の
作
成
を
試
み
て
い
る
が
、
こ
の
表
の
項
目
の
殆
ど
の
部
分
は
縦
線
で

抹
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
西
周
が
こ
う
し
た
試
み
を
放
棄
し
断
念
し
た
こ
と
を
明
白
に
物
語
る
記
録
で
あ
る
。
服
部
の
符
丁
で
言
え
ば

八
四
丁
の
裏
に
人
称
代
名
詞
と
て
に
を
は
の
接
続
を
示
す
表
が
あ
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
番
号
は
Ｒ
一
〇－

〇
〇
九
二

で
あ
る
。

　
　

 　

な
お
四
五
丁
表
に
記
さ
れ
た
「
と
て
接
句
助
言
」
の
表
は
格
助
詞
と
係
助
詞
の
接
続
を
整
理
し
た
表
で
あ
る
。
係
助
詞
が
示
す
格
は
主
格

に
限
ら
れ
て
い
て
、
他
の
格
に
つ
い
て
は
係
助
詞
が
格
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
係
助
詞
は
接
句
法
を
担
う
助
言
と
し
て
縦
軸
に
並
べ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
番
号
は
Ｒ
一
〇－

〇
〇
四
七

で
あ
り
、
左
側
に
表
が
あ
る
。

（
３
）　

和
帳
面
四
一

。
服
部
の
言
う
四
一
丁
表
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
番
号
は
Ｒ
一
〇－

〇
〇
四
三

で
あ
る
。

（
４
） 　

服
部
二
〇
〇
四

、四
四
頁
参
照
。「
尚
ダ
ニ
而
ダ
モ
副
サ
ヘ
尚
ス
ラ
已
ノ
ミ
皆
ミ
ナ
志
シ
モ
」
を
右
か
ら
左
に
横
に
並
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
枠
で

囲
っ
て
直
ぐ
下
に
説
明
を
付
し
、
更
に
内
枠
の
下
側
に
「
實
辞
ニ
属
ス
ル
加
辞
或
ハ
第
三
ノ
位
辞
ト
名
ク
」
と
解
説
を
付
し
、
縦
線
で
抹
消

し
て
い
る
。「
副
サ
ヘ
」
の
真
下
に
当
た
る
箇
所
に
「
定
辞
第
二
種
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
り
、
更
に
そ
の
斜
め
左
下
に
「
定
言
第
二
種

ト
為
」
と
い
う
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
書
体
か
ら
見
て
書
き
込
み
は
余
白
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　

 　

西
周
が
「
ダ
ニ
サ
ヘ
ス
ラ
ノ
ミ
シ
モ
」
と
言
っ
た
テ
ニ
ヲ
ハ
を
加
辞
に
分
類
し
た
試
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。「
實
辞
ニ
附
ク
加
辞
」
と
い

う
見
出
し
が
あ
り
「
但
其
位
置
位
辞
ト
實
辞
ト
ノ
間
ニ
在
リ
」「
是
皆
實
辞
ノ
分
量
ヲ
示
ス
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
」
と
い
う
説
明
が
付
さ
れ
、
ど
ち

ら
も
縦
二
重
線
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
。「
ト
ナ
ド
ド
モ
サ
ヘ
ナ
ラ
デ
モ
ダ
ニ
ゴ
ト
ニ
ラ
ヤ
ノ
ミ
バ
カ
リ
ホ
ド
ダ
ケ
」
と
い
っ
た
言
葉
が
並
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
ど
の
言
葉
も
す
べ
て
縦
線
に
よ
り
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
西
周
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
加
辞
と
し
て
分
類
し
て
み

た
試
み
の
よ
す
が
で
あ
り
、
ほ
ぼ
全
て
の
箇
所
を
抹
消
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
西
周
が
こ
う
し
た
試
み
を
き
っ
ぱ
り
と
放
棄
し
断
念
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し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
番
号
は
Ｒ
一
〇－

〇
〇
九
七

で
あ
る
。

（
５
）　

こ
と
ば
の
い
し
す
ゑ
の
段
階
に
至
っ
て
「
定
言
第
二
種
ト
為
」
と
い
う
書
き
込
み
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
６
）　

西
周
文
書
目
録
一
〇
一－

六

、
稿
本
（
六
）。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
コ
マ
番
号
は
Ｒ
一
〇－

〇
一
四
七

で
あ
る
。

（
７
）　

き
め
こ
と
ば
は
「
統
覚
作
用
」
を
担
う
言
葉
で
あ
る
。

（
８
） 　

和
帳
面
四
一

の
記
事
が
書
か
れ
た
順
序
に
つ
い
て
。
ど
う
も
源
氏
物
語
の
一
節
を
記
し
た
箇
所
は
前
後
を
分
か
つ
符
丁
の
模
様
で
あ
る
。
そ

の
前
の
部
分
は
「
実
辞
ノ
組
合
ノ
事
」
に
始
ま
り
「
時
ト　

様
ト
ノ
事
」
ま
で
順
番
に
記
事
を
書
き
進
ん
で
い
る
模
様
で
あ
る
が
、
そ
の
後

の
部
分
は
す
べ
て
余
白
と
し
て
、
時
々
の
考
察
の
記
録
を
書
き
込
む
メ
モ
帳
と
し
て
用
い
た
模
様
で
あ
る
。
メ
モ
が
書
か
れ
た
順
序
は
ど
う

も
不
同
で
あ
り
、
従
っ
て
メ
モ
の
書
か
れ
た
時
点
は
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
な
ど
か
ら
推
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
探
る
し
か
道
が
無

さ
そ
う
で
あ
る
。
因
に
「
弁
義
」
に
始
ま
る
七
六
丁
裏
の
記
事
は
明
治
十
二
年
に
入
っ
て
日
本
語
範
の
執
筆
を
始
め
て
か
ら
後
に
書
き
込
ま

れ
た
追
記
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
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