
『
言
海
』
に
お
け
る
「
も
ち
ゐ
る
」

大
槻
文
彦
と
近
世
国
学
に
つ
い
て

兒

島

靖

倫

平
成
三
十
年
十
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
五
十
一
巻
第
五
号

抜
刷



皇
學
館
論
叢

第
五
十
一
巻
第
五
号

平

成

三

十

年

十

月

十

日

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂

大
槻
文
彦
と
近
世
国
学
に
つ
い
て

兒

島

靖

倫

□

要

旨

大
槻
文
彦
︵
一
八
四
七

−

一
九
二
八
︶
が
編
ん
だ
国
語
辞
典
﹃
言
海
﹄
に
︑
近
世
国
学
の
言
語
研
究
の
成
果
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
先

行
の
諸
研
究
も
資
料
に
よ
る
裏
付
け
を
以
て
指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
注
目
し
て
い
る
文
献
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
本
書
編
纂
ノ
大
意
﹂
で
示

さ
れ
た
文
献
ば
か
り
で
あ
る
︒
事
実
︑
た
と
え
ば
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
用
︶
を
詳
細
に
解
説
し
た
﹁
凡
例
﹂
︵
卅
四
︶
に
は
︑
例
証
と
し
て
八
種
の
文

献
が
本
文
と
共
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
関
し
て
先
行
研
究
は
︑
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
触
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
言
海
﹄

に
お
け
る
出
典
の
調
査
考
究
に
は
︑
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
る
︒

そ
こ
で
本
稿
は
︑
大
槻
以
前
の
研
究
史
上
か
ら
﹃
言
海
﹄
を
捉
え
る
こ
と
に
し
て
︑
﹁
凡
例
﹂
︵
卅
四
︶
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
用
︶
の
出
典

を
例
に
︑
近
世
国
学
の
成
果
の
取
り
入
れ
方
に
つ
い
て
叙
述
し
た
︒
結
果
と
し
て
︑
学
説
の
優
先
事
項
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
こ

と
を
指
摘
す
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

『
言
海
﹄

﹁
も
ち
ゐ
る
﹂

榊
原
芳
野

﹃
俚
言
集
覧
﹄

辞
書
史
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一
．
は
じ
め
に

本
邦
の
辞
書
史
を
語
る
に
お
い
て
︑
大
槻
文
彦
︵
一
八
四
七

−

一
九
二
八
︶
の
存
在
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
れ
は
大
槻
が
﹃
日
本

辭
書

言

海
﹄︵
以
下
︑
﹃
言
海
﹄
︶
の
編
纂
に
よ
り
具
現
化
し
た
体
裁
が
︑
近
代
以
降
の
国
語
辞
典
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵
1
︶

︒

そ
の
﹃
言
海
﹄
の
﹁
本
書
編
纂
ノ
大
意
﹂︵
以
下
︑﹁
大
意
﹂
︶︵
三
︶
お
よ
び
︵
四
︶

に
は
︑
数
多
の
文
献
が
確
認
で
き
る
︵
表
1
︵
2
︶

︶
︒
こ
れ
ら
の
文
献
を
大
槻
が
大
い
に

参
照
し
て
い
る
こ
と
は
︑
先
行
の
諸
研
究
も
指
摘
し
て
い
る
︒
近
世
国
学
の
文
献
に

焦
点
を
当
て
る
と
︑
た
と
え
ば
湯
浅
茂
雄
︵
一
九
九
五
︶
は
︑﹃
言
海
﹄
と
近
世
辞

書
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
指
摘
し
︵
3
︶

︑
こ
れ
を
後
に
発
展
さ
せ
て
特
に
﹃
和
訓
栞
﹄
と

﹃
雅
言
集
覧
﹄
と
の
影
響
が
強
い
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
︵
湯
浅
︿
一
九
九
七
﹀
︶︒
ま

た
︑﹁
大
意
﹂
に
な
い
文
献
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
︑﹃
言
海
﹄
の
語
源
説
に
お

け
る
﹃
古
事
記
伝
﹄
の
存
在
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
︵
湯
浅
︿
一
九
九
九
﹀
︶︒
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
は
︑
頃
年
に
お
い
て
﹃
和
訓
栞
﹄
と
の
関
係
を
説
い
た

小
野
春
菜
︵
二
〇
一
五
・
二
〇
一
六
︶
の
他
に
︑
﹃
雅
言
集
覧
﹄
と
の
関
係
を
説
い
た

内
田
久
美
子
︵
二
〇
一
六
︶
の
論
が
あ
っ
て
︑
や
は
り
﹃
言
海
﹄
の
形
成
過
程
に
近

世
国
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒

諸
々
の
研
究
が
注
目
し
て
い
る
﹁
大
意
﹂
の
文
献
は
様
々
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
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（三）

和
名
鈔

新
撰
字
鏡

類
聚
名
義
抄

下
學
集

和
玉
篇

節
用
集

合
類
節
用
集

伊
呂
波
字
類
抄

和
爾
雅

會
玉
篇

名
物
六
帖

雑
字
類
編

東
雅

日
本
釋
名

冠
辭
考

和
訓
栞

物
類
稱
呼

雅
言
集
覽

語
彙

（四）

和
字
正
濫
鈔

あ
ゆ
ひ
抄

か
ざ
し
抄

詞
の
玉
緒

古
言
梯

詞
の
八
衢

詞
の
通
路

山
口
栞

活
語
指
南

表1：「大意」に見られる諸文献



︵
三
︶
の
諸
文
献
ば
か
り
で
あ
り
︑︵
四
︶
の
諸
文
献
に
は
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
触
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
何
も
﹃
言
海
﹄

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
が
︑
辞
書
史
研
究
の
基
礎
で
あ
る
出
典
の
調
査
考
究
に
は
︑
今
も
課
題
と
す
べ
き
点
が
残
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
辞
書
は
先
行
の
文
献
な
ど
を
材
料
に
し
て
編
纂
さ
れ
る
文
献
で
あ
る
か
ら
︵
4
︶

︑
山
田
忠
雄
︵
一
九
八
一
︶
が
言

う
﹁
摸
倣
と
創
意
と
﹂
を
繰
り
返
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︵
5
︶

︒
す
な
わ
ち
︑
一
介
の
文
献
と
し
て
﹃
言
海
﹄
の
全
体
像
を
把
握
す

る
た
め
に
は
︑﹁
大
槻
が
﹃
言
海
﹄
を
編
纂
す
る
に
際
し
て
︑
参
照
し
た
文
献
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
﹂
に
つ
い
て
︑
再
考
す
る
必
要
が

あ
る
と
言
え
る
︒

そ
こ
で
本
稿
は
︑
大
槻
以
前
の
日
本
語
学
史
上
か
ら
﹃
言
海
﹄
を
捉
え
る
こ
と
に
し
て
︑
本
書
の
中
に
見
ら
れ
る
近
世
国
学
の
資
料
の

記
述
内
容
か
ら
︑
そ
の
成
果
の
取
り
入
れ
方
に
つ
い
て
叙
述
す
る
こ
と
に
す
る
︒

二
．
﹃
言
海
﹄
の
﹁
用
﹂
に
関
す
る
先
行
研
究

﹃
言
海
﹄
の
本
文
を
見
て
み
る
と
︑

も
ち
･
ゐ
る
・
ヰ
ル
･
ヰ
レ
･
ヰ
･
ヰ
･
ヰ
ヨ

(他
動
)(規
四
)｜
用
｜
須
｜
︹
持
チ
︑
以ヰ

ル
︑
ノ
義
︑
此
語
ノ
語
尾
ノ
變
化
ノ
論
︑
凡
例
ニ
委
シ
︺

(一
)用
ニ
立
テ
ム
ト
動
カ
ス
︒
ツ
カ
フ
︒
モ
チ
フ
︒
(二
)務
ニ
就
カ
シ
ム
︒﹁
人
ヲ
︱
﹂
任
用

(三
)
可ヨ

シ
ト
シ
肯
フ
︒
﹁
諫
メ

ヲ
︱
﹂
建
白
ヲ
︱
﹂
採
用

と
い
う
語
を
立
項
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
︒
こ
の
他
に
も
︑

も
ち
ひイ

(名
)｜
用
｜
も
ち
ゐ
ニ
同
ジ
︒

も
ち
・
ふウ

・
フ
ル
･
フ
レ
･
ヒ
･
ヒ
･
ヒ
ヨ

(他
動
)(規
三
)｜
用
｜

も
ち
ゐ
る
ニ
同
ジ
︒

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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も
ち
ゆ
(動
)｜
用
｜
も
ち
ゐ
る
ノ
訛
︒

も
ち
ゐ
(名
)｜
用
｜
モ
チ
ヰ
ル
コ
ト
︒
用
ニ
立
ツ
ル
コ
ト
︒

な
ど
を
立
項
し
て
い
る
が
︑
と
り
わ
け
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
に
詳
細
な
説
明
を
施
し
︑
他
の
四
語
は
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
に
帰
結
す
る
よ
う
記
述
し

て
い
る
︒﹃
言
海
﹄
が
歴
史
主
義
の
立
場
を
貫
い
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︵
6
︶

︑
大
槻
は
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
を
最
も
古
い
語
と
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
︒

さ
て
︑
こ
の
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
の
︹

︺
に
﹁
此
語
ノ
語
尾
ノ
變
化
ノ
論
︑
凡
例
ニ
委
シ
﹂
と
あ
る
の
で
︑
実
際
に
﹁
凡
例
﹂
を
見
て
み

る
と
︑︵
卅
四
︶
に
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
る
︒
こ
こ
で
大
槻
は
﹁
モ
チ
ヰ
ル
︵
用
︶
ト
イ
フ
動
詞
ハ
︑
も
ち
︵
持
︶
ト

ゐ
る
︵
以
︶
ト
ノ
熟
語
ナ
ル
コ
ト
︑
疑
フ
ベ
ク
モ
ア
ラ
ズ
︑
サ
レ
バ
︑
此
書
ニ
ハ
︑
其
語
尾
ノ
變
化
ヲ
︑
ゐ
る
︑
ゐ
れ
︑
ゐ
︵
規
則
動
詞

第
四
類
︶
ノ
方
ニ
定
メ
タ
リ
﹂
と
説
明
し
︑﹁
抑
モ
︑
此
語
ノ
語
尾
ニ
就
キ
テ
ハ
︑
語
學
家
ノ
間
ニ
︑
異
説
粉
粉
タ
レ
バ
︑
今
︑
煩
ヲ
憚

ラ
ズ
︑
左
ニ
衆
説
ヲ
挙
ゲ
テ
︑
其
考
拠
ヲ
述
ブ
ベ
シ
﹂
と
し
て
︑

﹃
和
字
正
濫
鈔
﹄
二
ノ
廿
四

﹃
和
訓
栞
﹄
前
編

﹃
古
言
梯
﹄

﹃
古
事
記
伝
﹄
十
七
ノ
四

﹃
山
口
栞
﹄
中
ノ
四
十
一

﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄
五
十
五
ノ
十
四

﹃
俚
言
集
覧
﹄

榊
原
芳
野
が
説
︵
﹃
洋
々
社
談
﹄
五
十
五
號
︶

の
八
種
の
文
献
を
本
文
と
共
に
掲
出
し
て
い
る
︵
7
︶

︒
い
ず
れ
も
近
世
国
学
の
言
語
研
究
に
よ
る
成
果
の
も
の
で
︑
こ
れ
ら
を
参
考
に
﹁
も
ち

ゐ
︑
も
ち
ゐ
る
ト
ス
ル
説
︑
着
着
考
證
ア
リ
テ
︑
動
カ
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
如
シ
﹂
と
し
︑﹁
も
ち
ゐ
る
︑
つ
き
ゐ
る
︑
ひ
き
ゐ
る
等
ノ
語
ハ
︑

共
ニ
︑
其
語
尾
ハ
︑
ゐ
る
︑
ゐ
れ
︑
ゐ
︑
ノ
變
化
ナ
リ
︑
ト
斷
定
ス
ベ
シ
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒

こ
の
﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
に
見
ら
れ
る
文
献
は
︑﹃
古
事
記
伝
﹄﹃
俚
言
集
覧
﹄﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
の
三
種
を
除
い
て
︑
全
部
が
﹁
大
意
﹂

︵
三
︶
お
よ
び
︵
四
︶
で
確
認
で
き
る
文
献
ば
か
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
も
実
際
に
﹃
言
海
﹄
で
ど
の
よ
う
に
し
て
扱
っ
て
い
る

の
か
は
分
か
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
学
説
の
系
統
な
ど
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
︑﹃
言
海
﹄
の
生
成
に
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
部
分
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も
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

そ
の
よ
う
な
中
で
︑
今
野
真
二
・
小
野
春
菜
︵
二
〇
一
八
︶
が
︑﹃
言
海
﹄
の
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
︒﹁﹁
本
書
編
纂

ノ
大
意
﹂﹁
凡
例
﹂
か
ら
探
る
﹂
と
い
う
節
︵
執
筆
は
今
野
真
二
・
小
野
春
菜
︶
に
お
い
て
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
を
﹁
こ
の
他
の
條
は
︑
そ

の
配
置
か
ら
二
頁
に
ま
た
が
っ
て
記
述
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
に
︵
卅
四
︶
は
例
外
と
い
え
る
﹂︵
一
七
三
頁
︶
と
言
及
し
︑

こ
れ
は
︑
大
槻
文
彦
が
明
治
十
五
年
二
月
に
﹃
洋
々
社
談
﹄
八
十
三
号
に
発
表
し
た
論
考
﹁
モ
チ
ヰ
ル
と
い
う
動
詞
の
活
用
﹂
と

対
応
す
る
部
分
が
多
い
︒
そ
の
た
め
︑
大
槻
文
彦
が
﹁
凡
例
﹂
を
記
述
す
る
に
際
し
て
︑
採
用
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
⁝
⁝

︵
卅
四
︶
に
は
︑
明
治
二
十
年
に
出
版
さ
れ
た
中
島
廣
足
増
補
の
﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
本
論
考
か
ら

加
筆
を
行
な
い
︑﹁
凡
例
﹂
に
組
み
入
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

と
し
て
い
る
︵
同
前
︶︒
こ
の
﹁
モ
チ
ヰ
ル
と
い
う
動
詞
の
活
用
﹂
に
関
し
て
は
︑﹁
明
治
期
出
版
物
と
﹃
言
海
﹄
﹂
と
い
う
節
︵
執
筆
は
小

野
春
菜
︶
の
註
1
に
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
こ
の
論
文
は
﹃
洋
々
社
談
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
榊
原
芳
野
の
論
考
に
触
れ

た
上
で
﹁
こ
の
記
述
以
降
に
は
︑﹃
俚
言
集
覧
﹄
の
見
出
し
﹁
も
ち
ゐ
﹂
に
お
け
る
論
証
が
引
用
さ
れ
て
い
る
﹂︵
三
〇
九
頁
︶
と
い
う
こ

と
で
︑﹁

凡
例
﹂︵
卅
四
︶
で
は
︑﹃
俚
言
集
覧
﹄
の
引
用
箇
所
が
﹁
モ
チ
ヰ
ル
と
い
う
動
詞
の
活
用
﹂
に
比
し
て
減
じ
て
お
り
︑﹁
抑
モ
︑

此
語
ノ
語
尾
ニ
就
キ
テ
ハ
︑
語
學
家
ノ
間
ニ
︑
異
説
粉
粉
タ
レ
バ
︑
今
︑
煩
ヲ
憚
ラ
ズ
︑
左
ニ
衆
説
ヲ
挙
ゲ
テ
︑
其
考
拠
ヲ
述
ブ

ベ
シ
﹂
と
あ
る
︒﹁
衆
説
﹂
と
し
て
︑﹃
俚
言
集
覧
﹄
に
お
い
て
語
釈
を
引
用
︑
あ
る
い
は
書
名
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
﹃
和
字
正
濫

鈔
﹄﹃
和
訓
栞
﹄﹃
古
言
梯
﹄﹃
古
事
記
傳
﹄
の
記
述
が
︑
書
名
の
み
で
は
な
く
︑
該
当
す
る
語
釈
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

減
じ
た
引
用
箇
所
に
は
︑
以
上
の
四
書
が
論
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
で
は
﹃
俚
言
集
覧
﹄

か
ら
の
引
用
箇
所
が
減
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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と
説
明
す
る
︵
同
前
︶︒
つ
ま
り
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
は
﹃
俚
言
集
覧
﹄
の
構
成
を
下
敷
き
に
︑
﹁
モ
チ
ヰ
ル
と
い
う
動
詞
の
活
用
﹂
を
加

筆
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
推
測
そ
れ
自
体
は
︑
お
お
よ
そ
見
当
違
い
で
は
な
か
ろ
う
が
︑
い
さ
さ
か
疑
問
が
残
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
洋
々
社
談
﹄
に
掲
載
さ

れ
た
榊
原
芳
野
の
論
考
は
ど
う
い
う
も
の
か
︑﹁
モ
チ
ヰ
ル
と
い
う
動
詞
の
活
用
﹂
に
お
け
る
結
論
は
何
か
︑
減
じ
た
﹃
俚
言
集
覧
﹄
の

引
用
箇
所
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︑﹃
山
口
栞
﹄
と
﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄
は
ど
こ
か
ら
引
用
し
た
の
か
︑
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
今
野
真
二
・

小
野
春
菜
︵
二
〇
一
八
︶
は
言
及
し
て
い
な
い
︒
本
稿
は
こ
の
点
を
考
慮
し
て
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
︒
な
お
︑
本
稿
は
﹁
モ
チ

ヰ
ル
と
い
う
動
詞
の
活
用
﹂
を
︑
便
宜
を
図
っ
て
大
槻
論
攷
と
称
す
る
︒

三
．
大
槻
論
攷
の
概
要

大
槻
が
﹃
言
海
﹄
を
編
纂
し
始
め
た
の
は
明
治
八
︵
一
八
七
五
︶
年
で
︑
刊
行
し
た
の
は
明
治
二
十
二
︵
一
八
八
九
︶
年
か
ら
同
二
十
四

︵
一
八
九
一
︶
年
の
間
で
あ
る
か
ら
︑
十
年
以
上
の
歳
月
を
費
や
し
て
編
纂
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
中
途
で
﹃
洋
々
社
談
﹄
に
発

表
し
た
の
が
大
槻
論
攷
で
あ
る
︒
後
に
﹃
復
軒
雑
纂
﹄︵
明
治
三
十
五
年
一
〇
月
︶
に
再
録
さ
れ
た
こ
の
論
文
は
︑
山
田
孝
雄
︵
一
九
三
五
︶

に
よ
る
と
﹁
こ
れ
は
﹁
用
ゐ
る
﹂
か
﹁
用
ひ
る
﹂
か
を
は
つ
き
り
さ
せ
ね
ば
︑
辭
書
に
載
せ
る
こ
と
も
出
來
な
い
と
い
ふ
必
要
か
ら
︑
遂

に
ワ
行
上
一
段
活
用
と
い
ふ
こ
と
を
學
問
的
に
證
明
さ
れ
た
も
の
﹂︵
七
頁
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
大
槻
論
攷
は
﹃
言
海
﹄

の
編
纂
に
お
け
る
副
産
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑﹃
復
軒
雑
纂
﹄
は
東
洋
文
庫
に
お
い
て
復
刻
さ
れ
︑
そ
れ
を
解
説
し
た
鈴
木
広

光
︵
二
〇
〇
二
︶
は
大
槻
論
攷
に
つ
い
て
﹁
お
そ
ら
く
こ
の
論
文
は
﹃
言
海
﹄
凡
例
に
記
さ
れ
た
考
証
を
も
と
に
︑
抜
粋
要
約
し
て
読
み

物
風
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
彼
が
ひ
と
つ
の
動
詞
の
帰
属
に
こ
れ
だ
け
こ
だ
わ
っ
た
の
は
︑
﹃
言
海
﹄
の
動
詞
見
出
し
語
に
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つ
い
て
︑
活
用
を
指
定
し
て
記
載
す
る
た
め
で
あ
っ
た
﹂︵
二
九
九
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

確
か
に
両
人
が
指
摘
す
る
ご
と
く
︑
個
々
の
語
彙
を
取
り
出
し
て
各
々
の
用
法
や
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
︑
辞
書
の
受
け
持
つ

役
割
で
あ
る
︒﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
と
い
う
た
だ
一
個
の
動
詞
で
も
︑
そ
れ
が
文
法
上
に
お
い
て
他
の
動
詞
と
異
な
る
職
能
を
有
し
て
い
る
な
ら

ば
︑
辞
書
は
そ
れ
に
つ
い
て
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
大
槻
が
﹁
大
意
﹂︵
四
︶
に
て
﹁
辭
書
ハ
︑
文
法
ノ
規
定
ニ
據
リ

テ
作
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
︑
辭
書
ト
文
法
ト
ハ
︑
離
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
﹂
と
述
べ
て
い
る
ご
と
く
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
は
も
と

よ
り
大
槻
論
攷
に
は
︑
辞
書
と
文
法
書
と
は
一
本
の
線
で
区
切
れ
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
︑
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
8
︶

︒

さ
て
︑
鈴
木
広
光
︵
二
〇
〇
二
︶
の
指
摘
は
︑︿﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
が
あ
っ
て
大
槻
論
攷
が
書
か
れ
た
﹀
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
︒
つ
ま
り
︑
図
式
化
し
て
示
せ
ば
︑

﹃
和
字
正
濫
鈔
﹄

﹃
和
訓
栞
』

﹃
古
言
梯
』

﹃
山
口
栞
』

『言
海
﹄
凡
例

大
槻
論
攷

﹃
古
事
記
伝
』

﹃
増
補
雅
言
集
覧
』

﹃
俚
言
集
覧
』

﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
は
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
確
か
に
大
槻
論
攷
の
内
容
は
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶

と
共
通
す
る
部
分
が
所
々
に
見
え
る
︒
が
︑
こ
の
論
文
を
三
段
落
に
分
け
る
と
︑
今
野
真
二
・
小
野
春
菜
︵
二
〇
一
八
︶
が
指
摘
し
て
い

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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る
ご
と
く
︑
そ
の
過
半
が
﹃
俚
言
集
覧
﹄

に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
﹂
の
引
用
で
あ
り
︑

大
槻
自
身
の
意
見
は
起
首
お
よ
び
末
尾

の
僅
か
な
文
章
の
み
で
あ
る
︵
表
2
︶
︒

こ
の
点
か
ら
言
え
ば
︑
先
に
﹁
凡
例
﹂

︵
卅
四
︶
が
あ
り
︑
こ
れ
に
依
拠
す
る

形
で
大
槻
論
攷
が
あ
っ
た
と
は
︑
い
さ

さ
か
考
え
に
く
い
と
思
わ
れ
る
︒
そ
こ

で
︑
さ
ら
に
進
ん
で
大
槻
論
攷
の
内
容

を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

四
．
大
槻
論
攷
の
記
述
内
容

四
・
一
．
第
一
段
落

論
文
の
導
入
部
に
該
当
す
る
こ
の
部
分
に
て
︑
大
槻
は
雑
煮
餅
を
食
い
つ
つ
﹁
も
ち
ひ
﹂︵
餅
︶
と
﹁
も
ち
ゐ
﹂︵
用
︶
と
の
仮
名
遣
に

つ
い
て
考
え
て
お
り
︑

此
活
用
の
事
は
︑
語
學
家
の
間
に
論
あ
り
て
一
定
し
が
た
か
り
し
に
︑
此
洋
々
社
談
の
某
號
に
榊
原
芳
野
大
人
の
瓣
出
で
ゝ
よ
り
︑

我
も
人
も
爭
ふ
べ
く
も
な
く
思
は
れ
し
に
︑
そ
の
榊
原
大
人
も
去
年

コ

ゾ

の
極
月

シ
ハ
ス

の
二
日
に
は
か
な
く
身
ま
か
ら
れ
て
︑
今
は
此
ま
ど

―8―

表2：大槻論攷の構成

段
落

文
章

量

1

地
の
文

新
年
の
雜
煮
餅
食
ひ
つ
ゝ
も
⁝
⁝
榊
原
ぬ
し
の
考
へ
の
續

篇
と
し
て
世
に
亡
き
靈
を
慰
め
む
と
す

一
頁
分

2

引
用
文

︵
﹃
俚
言
集
覧
﹄
︶

モ
チ
ヰ
︹
和
字
正
濫
鈔
︺
用
モ
チ
ヰ
︹
注
︺
此
假
字
い
ま

だ
慥
な
る
證
を
勘
か
へ
ず
常
に
か
や
う
に
か
け
り
是
正
字

な
ら
ば
︑
は
た
ら
く
時
モ
チ
ウ
と
い
ふ
べ
し
︑
ヰ
と
ウ
と

五
音
の
故
な
り
モ
チ
ユ
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
︵
愚
案
︶
用

の
假
字
加
茂
谷
川
両
氏
の
著
作
幷
古
言
梯
は
契
沖
氏
の
説

に
従
へ
り
⁝
⁝
扨
又
活
用
は
和
行
に
て
モ
チ
ヰ

モ
チ
ウ

皆
と
い
ふ
べ
し
急
居
の
訓
ツ
キ
ヰ
な
る
を
ツ
キ
ウ
と
訓
る

例
な
り

四
頁
半
分

3

地
の
文

右
の
説
洵
に
よ
し
但
し
モ
チ
と
ヰ
ル
と
を
二
語
と
定
め
た

る
上
は
⁝
⁝
和
行
に
中
二
段
活
用
は
無
く
モ
チ
ヰ
ル

ツ

キ
ヰ
ル

ヒ
キ
ヰ
ル
皆
一
段
活
用
と
斷
定
す
べ
き
な
り

一
頁
分



ゐ
に
睦
び
か
た
ら
ふ
べ
く
も
な
く
な
り
し
は
︑
悲
し
と
も
ま
た
悲
し
き
か
ぎ
り
ぞ
か
し
︒
此
頃
ゆ
く
り
な
く
︑
村
田
了
阿
の
俚
言

集
覽
に
も
此
活
用
の
事
委
し
く
擧
げ
て
︑
い
と
ゞ
そ
の
疑
ひ
な
き
を
知
り
た
れ
は
︑
榊
原
ぬ
し
の
考
へ
の
続
篇
と
し
て
︑
世
に
亡

き
靈
を
慰
め
む
と
す
︒

と
述
べ
る
︵
傍
線
部
お
よ
び
句
読
点
は
引
用
者
に
よ
る
︶︒
こ
の
文
言
か
ら
︑
大
槻
論
攷
は
﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
を
発
展
さ
せ
た
論
文
で
あ
る

こ
と
が
窺
え
る
︒
ち
な
み
に
︑
大
槻
と
榊
原
と
の
交
流
関
係
に
つ
い
て
は
︑
関
根
正
直
︵
一
九
二
八
︶
に
よ
る
と
︑

國
學
は
明
治
八
年
か
ら
博
士
が
文
部
省
に
奉
職
し
た
頃
︑
同
僚
に
榊
原
芳
野
と
い
ふ
國
文
學
者
が
あ
つ
て
︑
机
を
並
べ
て
ゐ
た
所

か
ら
︑
こ
の
人
に
種
々
益
を
請
う
た
と
博
士
の
直
話
で
あ
つ
た
︒
榊
原
は
博
識
強
記
を
も
つ
て
聞
え
た
學
者
で
あ
つ
た
が
︑
明
治

十
四
年
に
歿
し
︑
そ
の
後
は
故
黒
川
眞
賴
翁
に
問
は
れ
た
︒

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
七
〇
～
七
一
頁
︶︒
大
槻
自
身
も
ま
た
︑﹃
言
海
﹄
は
元
々
﹁
そ
の
初
は
︑
榊
原
芳
野
君
と
と
も
に
︑
編
輯
の
お
ほ

せ
を
か
う
む
り
た
り
し
に
︑
⁝
⁝
﹂︵
﹃
言
海
﹄﹁
こ
と
ば
の
う
み

の

お
く
が
き
﹂
︶
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︵
9
︶

︒
し
た
が
っ

て
︑
こ
こ
で
﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
大
槻
が
﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
で
﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
と
し
て
い
る
の
は
︑﹁
用
の
字
の
活
﹂
と
い
う
論
文
の
こ
と
で
あ
る
︒
本
稿

は
一
貫
し
て
﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
と
す
る
︒
こ
の
論
文
の
内
容
を
掻
い
摘
ん
で
箇
条
書
き
に
す
る
と
︑

①
﹃
古
事
記
伝
﹄
で
本
居
宣
長
が
主
張
し
た
﹁
も
ち
ひ
も
ち
ふ
も
ち
ふ
る
と
活
用
ハ
タ
ラ

く
言
に
て
︑
戀
強

コ
ヒ
シ
ヒ

な
ど
と
同
格
の
活
き
な
り
﹂

と
い
う
説
を
︑﹁
用
を
餅
に
い
ひ
か
け
た
る
は
所
謂
双
關
に
し
て
假
借
の
音
な
る
こ
と
即
あ
し
ひ
き
の
山
居
を
病
と
い
ひ
な
し

今
や
〳
〵
を
う
ま
や
〳
〵
と
通
せ
し
と
同
じ
且
假
字
の
違
な
し
と
も
い
ひ
か
た
き
時
代
乃
歌
な
れ
は
か
た
〳
〵
た
し
か
な
る
證

と
は
爲
難
し
﹂
と
否
定
し
て
い
る
︒

②
宣
長
説
の
反
証
と
し
て
﹁
中
島
萩
原
二
氏
の
和
行
一
段
の
語
と
は
定
め
ら
れ
し
な
り
さ
る
を
蜻
蛉
日
記
の
も
ち
ゐ
る
へ
し
や
も

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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ち
ゐ
る
ま
じ
や
の
一
語
に
て
は
信
難
し
と
て
後
世
乃
中
二
段
に
據
れ
る
書
と
も
此
頃
は
か
つ
〳
〵
見
ゆ
れ
と
彼
の
用
ゐ
る
の
例

は
諸
書
に
多
し
﹂
と
述
べ
た
後
に
︑﹁
我
が
一
わ
た
り
見
し
書
の
中
に
も
一
段
な
る
例
證
猶
多
し
﹂
と
し
て
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄

﹃
薰
集
類
抄
﹄﹃
公
事
根
源
﹄﹃
神
皇
正
統
記
﹄﹃
古
本
遍
照
發
揮
性
靈
集
﹄
に
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
の
用
例
が
存
す
る
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
︒

③
結
果
と
し
て
﹁
中
古
ま
で
は
漢
文
を
讀
む
に
も
用
ひ
用
ゆ
な
ど
の
訛
は
な
か
り
し
と
見
え
た
り
﹂
と
し
て
お
り
︑﹁
其
活
用
を

し
ら
ん
に
は
上
の
書
と
も
に
て
足
り
な
ん
か
し
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

と
い
う
よ
う
に
な
る
︒
榊
原
も
ま
た
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
が
最
も
古
い
語
で
あ
る
と
し
て
お
り
︑﹁
も
ち
ひ
﹂
や
﹁
も
ち
ゆ
﹂
は
訛
語
で
あ
る

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
や
は
り
大
槻
の
説
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

四
・
二
．
第
二
段
落

今
野
真
二
・
小
野
春
菜
︵
二
〇
一
八
︶
が
指
摘
す
る
ご
と
く
︑
こ
こ
で
は
﹃
俚
言
集
覧
﹄
が
立
項
し
て
い
る
﹁
も
ち
ゐ
﹂
の
語
釈
が
丸

ご
と
引
用
さ
れ
て
い
る
︒﹁
村
田
了
阿
の
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
ま
だ
太
田
全
斎
を
編
者
と
す
る
説
が
出
る
前
だ
か
ら
で
あ
る
︵
10
︶

︒
そ
の

﹃
俚
言
集
覧
﹄
に
は
︑

モ
チ
ヰ
︹
和
字
正
濫
鈔
︺
用
モ
チ
ヰ
︹
注
︺
此
假
字
い
ま
だ
慥
な
る
證
を
勘
か
へ
ず
常
に
か
や
う
に
か
け
り
是
正
字
な
ら
ば
︑
は

た
ら
く
時
モ
チ
ウ
と
い
ふ
べ
し
︑
ヰ
と
ウ
と
五
音
の
故
な
り
モ
チ
ユ
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
︵
愚
案
︶
用
の
假
字
加
茂
谷
川
両
氏
の

著
作
幷
古
言
梯
は
契
沖
氏
の
説
に
従
へ
り
︒
唯
本
居
氏
の
古
事
記
傳
云
︑
用
の
假
字
は
源
仲
正
家
集
に
元
日
戀
︑
千
代
ま
で
も
影

を
な
ら
べ
て
逢
見
む
と
祝
ふ
鏡
の
用
ひ
ざ
ら
め
や
︑
夫
木
集
卅
二

に
載
れ
り
︒
又
後
な
れ
と
も
藤
原
経
衡
家
集
に
も
此
同
し
人
宇

治
殿
に
て
餅
を
を
こ
す
と
て
肴
に
は
何
も
あ
れ
と
も
︑
此
中
に
心
に
つ
か
ば
︑
是
を
用
ゐ
よ
か
し
︑
君
が
代
を
心
用
ひ
の
う
れ
し
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き
は
い
か
な
る
人
の
情
な
る
ら
ん
︵
夫
木
集
已
下
細
字
︶
と
餅
に
云
か
け
た
る
に
依
て
定
め
つ
︑
仲
正
は
後
撰
集
の
作
者
な
れ
ば

い
ま
だ
假
字
の
亂
れ
ざ
り
し
ほ
ど
な
り
︒
も
ち
ひ
も
ち
ふ
も
ち
ふ
る
と
活
用
し
言
に
て
︑
戀
強
な
と
同
格
の
活
き
な
り
︑
⁝
⁝

と
あ
る
ご
と
く
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
に
掲
示
さ
れ
た
書
名
が
確
認
で
き
る
︵
句
読
点
は
引
用
者
に
よ
る
︶
︒
ま
た
︑
一
部
で
は
あ
る
が
︑
﹃
古

言
梯
﹄
の
よ
う
に
書
名
の
み
で
本
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
記
述
も
存
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
大
槻
は
最
初
か
ら
原
典
を
閲
覧
し
て
い
た

の
で
な
く
︑﹃
俚
言
集
覧
﹄
か
ら
存
在
を
知
っ
て
本
文
を
検
索
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

一
応
﹃
俚
言
集
覧
﹄
も
﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
文
献
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒

﹃
俚
言
集
覧
﹄
は
﹁
モ
チ
ヰ
は
持
と
以
と
の
二
語
に
て
一
言
に
は
あ
ら
ず
﹂
と
述
べ
て
い
る
ご
と
く
︑﹁
も
ち
ゐ
﹂
を
単
語
で
な
く
連
語
と

し
て
い
る
︒
そ
の
例
証
と
し
て
﹃
日
本
書
紀
﹄︵
巻
第
二
︑
神
代
下
︶
を
引
用
し
︑﹁
是
等
︑
み
な
︑
用
を
毛
知
爲
と
︑
古
く
よ
り
つ
か
ひ

た
る
意
也
︑
か
く
の
如
く
︑
モ
チ
ヰ
は
一
語
に
あ
ら
ず
﹂
と
断
言
す
る
︒
ま
た
︑﹁
本
は
佛
書
よ
り
出
し
な
り
﹂
と
し
て
︑
﹃
佛
説
觀
無
量

壽
佛
經
﹄﹃
法
華
經
信
解
品
﹄﹃
法
苑
珠
林
﹄
を
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
ほ
か
︑﹃
韓
非
子
﹄﹃
佩
文
韻
府
﹄﹃
周
禮
﹄﹃
論
語
﹄﹃
説
苑
﹄﹃
國
語
﹄

な
ど
も
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑﹁
も
ち
ゐ
﹂
の
活
用
に
つ
い
て
は
結
局
﹁
モ
チ
ヰ

モ
チ
ウ
と
い
ふ
べ
し
﹂
と
あ
る
ご
と
く
︑
今
日
で
い
う
ワ
行
上
二
段
と
し
︑

そ
の
根
拠
に
﹃
日
本
書
紀
﹄︵
巻
第
五
︑
崇
神
天
皇
︶
に
あ
る
訓
注
﹁
急
居
︑
此
云
二

菟
岐
于
一

﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
大
槻
は
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂

の
語
源
を
﹁
持
チ
︑
以ヰ

ル
︑
ノ
義
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
活
用
形
に
相
違
は
あ
る
が
︑﹃
俚
言
集
覧
﹄
の
学
説
に
影
響
を
受
け
て
い

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

四
・
三
．
第
三
段
落

論
文
の
終
結
部
に
該
当
す
る
こ
の
部
分
に
て
︑
大
槻
は
﹁
右
の
説
洵
に
よ
し
﹂
と
﹃
俚
言
集
覧
﹄
を
支
持
し
な
が
ら
も
︑﹁
モ
チ
と
ヰ

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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ル
と
を
二
語
と
定
め
た
る
上
は
終
止
の
體
は
尚
ヰ
ル
の
活
用
に
隨
ひ
て
モ
チ
ヰ
ル
と
す
べ
き
﹂
と
述
べ
︑﹁
急
居

ツ
キ
ヰ

は
日
本
紀
に
一
處
見
え

た
る
の
み
の
活
用
に
て
後
さ
ら
に
見
え
ず
﹂
と
し
て
﹁
急
居

ツ
キ
ヰ

ル
を
正
し
と
す
べ
く
し
て
後
に
は
す
べ
て
音
便
に
て
も
ツ
イ
ヰ
ル
と
の
み
用

ゐ
た
り
﹂
と
し
︑﹁
和
行
に
中
二
段
活
用
は
無
く
モ
チ
ヰ
ル

ツ
キ
ヰ
ル

ヒ
キ
ヰ
ル
皆
一
段
活
用
と
斷
定
す
べ
き
な
り
﹂
と
結
論
づ
け
る
︒

中
二
段
活
用
は
今
日
で
い
う
上
二
段
活
用
の
こ
と
で
︑
本
居
春
庭
が
﹃
詞
八
衢
﹄
で
分
類
し
た
活
用
の
一
種
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
大
槻
が
﹃
俚
言
集
覧
﹄
を
引
用
し
た
の
は
︑﹁︿
持
ち
﹀
と
︿
以
る
﹀
と
の
熟
語
﹂
と
い
う
学
説
そ
れ
自
体
は
も
と
よ
り
︑
あ

く
ま
で
用
例
の
量
と
所
在
表
示
と
い
う
︑
そ
の
実
証
性
に
富
ん
だ
姿
勢
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
﹃
雅
言
集
覧
﹄
に
も
見

ら
れ
る
が
︑﹃
雅
言
集
覧
﹄
は
語
釈
が
簡
略
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
学
説
を
編
み
出
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

四
・
四
．
小
括

確
か
に
大
槻
論
攷
に
は
︑﹁
此
活
用
の
事
は
語
學
家
の
間
に
論
あ
り
て
一
定
し
が
た
か
り
し
﹂
や
﹁
モ
チ
ヰ
ル

ツ
キ
ヰ
ル

ヒ
キ
ヰ
ル

皆
一
段
活
用
と
斷
定
す
べ
き
な
り
﹂
な
ど
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
と
共
通
す
る
部
分
が
所
々
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
以
上
に
見
て
き
た
ご
と

く
︑
ほ
と
ん
ど
の
記
述
は
一
致
し
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
先
に
掲
げ
た
図
式
︵
三
．
大
槻
論
攷
の
概
要
︶
で
は
な
く
︑

と
い
う
図
式
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に

は
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
と
共
に
大
槻
論
攷
の
内
容
を
吟
味
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
︒

―12―

『
俚
言
集
覧
』

「
榊
原
芳
野
が
説
」　
　
　

大
槻
論
攷　
　
　

『
言
海
』
凡
例

『
和
字
正
濫
鈔
』

『
和
訓
栞
』

『
古
言
梯
』

『
古
事
記
伝
』

『
増
補
雅
言
集
覧
』　

『
山
口
栞
』



五
．
論
攷
と
凡
例
と
の
比
較
か
ら
見
た
﹁
用
﹂
に
つ
い
て

先
に
て
述
べ
た
ご
と
く
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
に
は
本
文
と
共
に
文
献
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
大
槻
論
攷
と
比
較
す
る
と
︑
次
の

よ
う
な
表
に
な
り
︵
表
3
︶︑
こ
の
う
ち
仮
名
遣
と
活
用
形
の
み
を
整
理
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︵
表
4
︶︒
全
体
を
通
し
て
見
る
限

り
︑
八
種
の
文
献
に
計
十
二
種
の
学
説
が
あ
る
︒
そ
の
中
に
お
い
て
大
槻
と
同
説
は
﹃
山
口
栞
﹄﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂

の
三
種
の
み
で
あ
り
︑
他
は
異
説
で
あ
る
︒

表
3
：
﹁
凡
例
﹂
︵
卅
四
︶
と
大
槻
論
攷
の
比
較

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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文
献

仮
名
遣
と
活
用
形

記
述
内
容

﹁
凡
例
﹂
(
卅
四
)
と
の
異
同

大
槻
論
攷
と
の
関
係

﹃
和
字
正
濫
鈔
﹄

も
ち
ゐ
↓
も
ち
う

ワ
行
上
二
段

根
拠
な
し
︒
慣
用
に
従
う
︒

な
し

﹃
俚
言
集
覧
﹄
の
中
に

登
場
す
る
が
︑
﹃
和
字

正
濫
鈔
﹄
と
﹃
古
事
記

伝
﹄
以
外
は
本
文
が
掲

示
さ
れ
て
い
な
い
︒

﹃
和
訓
栞
﹄

も
ち
ゐ
↓
も
ち
う

ワ
行
上
二
段

﹁
實
語
に
用
ゐ
た
る
ハ
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑

ワ
行
上
二
段
を
規
範
と
し
て
い
る
が
︑
﹁
以
将
の
義

な
る
べ
し
﹂
と
す
る
根
拠
は
も
と
よ
り
活
用
形
の
根

拠
を
示
し
て
い
な
い
︒

次
の
文
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

﹁
庸
も
用
也
と
注
せ
り
﹂

﹁
助
語
辭
に
所
以
を
所
用
と
訓

す
る
も
あ
り
と
い
へ
り
﹂

も
ち
ひ
↓
も
ち
ふ

ハ
行
上
二
段

﹁
一
説
﹂
と
し
て
示
し
て
お
り
︑
根
拠
し
て
﹃
藤
原

経
衡
集
﹄
を
引
い
て
い
る
が
︑
活
用
そ
れ
自
体
の
根

拠
が
な
い
︒

﹃
古
言
梯
﹄

も
ち
ゐ
↓
も
ち
う

ワ
行
上
二
段

魚
彦
は
契
沖
と
同
説
︒

春
海
は
俊
頼
の
歌
を
根
拠
に
し
て
い
る
︒

実
際
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は

初
版
本
以
降
の
も
の
で
︑
﹁
春

云
﹂
が
﹁
村
田
春
海
云
﹂
と
表

記
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
古
事
記
伝
﹄

も
ち
ひ
↓
も
ち
ふ
↓

も
ち
ふ
る

ハ
行
上
二
段

﹃
源
仲
正
家
集
﹄
所
収
の
歌
の
他
に
﹃
藤
原
経
衡
家

集
﹄
所
収
の
歌
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
︑
﹁
も
ち
ふ

↓
も
ち
ふ
る
﹂
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

な
し
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﹃
山
口
栞
﹄

も
ち
ゐ
↓
も
ち
ゐ
る

ワ
行
上
一
段

宣
長
の
説
を
示
し
な
が
ら
も
︑
写
本
に
お
け
る
字
句

の
異
同
に
注
意
し
て
︑
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
に
﹁
も
ち
ゐ

る
べ
し
﹂
や
﹁
も
ち
ゐ
る
ま
じ
﹂
が
あ
り
︑
﹃
源
氏

物
語
﹄
(
夕
霧
)
に
﹁
も
ち
ゐ
る
人
﹂
が
あ
る
こ
と
を

反
証
と
し
て
い
る
︒

な
し

一
切
触
れ
て
い
な
い
︒

﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄

も
ち
ひ
↓
も
ち
ふ

ハ
行
上
二
段

﹃
古
事
記
伝
﹄
と
﹃
俊
頼
集
﹄
(散
木
奇
歌
集
)と
を

根
拠
に
挙
げ
て
い
る
︒

﹁
も
ち
ひ
﹂
に
関
す
る
説
明
が

表
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
﹃
古
事

記
伝
﹄
の
記
述
も
な
い
︒

も
ち
い
↓
も
ち
い
る

ヤ
行
上
一
段

義
門
と
同
様
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
を
根
拠
と
し
て
引
い
て

い
る
が
︑
﹁
ゐ
る
﹂
で
な
く
﹁
い
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
な
し

も
ち
い
↓
も
ち
ゆ

ヤ
行
上
二
段

﹃
新
撰
字
鏡
﹄
(た
だ
し
﹃
群
書
類
従
﹄
の
孫
引
き
)

や
﹃
大
同
類
聚
法
﹄
を
例
証
に
し
て
い
る
が
︑
疑
問

を
残
す
︒

な
し

も
ち
ゐ
↓
も
ち
ゐ
る

ワ
行
上
一
段

﹃
源
氏
物
語
﹄
(蜻
蛉
)を
根
拠
と
し
て
お
り
︑
﹃
山

口
栞
﹄
を
挙
げ
て
い
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
(夕
霧
)が
表
記

さ
れ
て
い
な
い
︒

﹃
俚
言
集
覧
﹄

も
ち
ゐ
↓
も
ち
う

ワ
行
上
二
段

﹁
も
ち
ゐ
﹂
を
単
語
で
な
く
﹁
も
ち
﹂
と
﹁
ゐ
﹂
と

の
連
語
と
し
て
お
り
︑
そ
の
傍
証
と
し
て
﹃
日
本
書

紀
﹄
を
中
心
に
︑
い
く
つ
か
の
仏
書
を
挙
げ
て
い
る

が
︑
結
果
と
し
て
﹁
急
居
﹂
の
訓
を
根
拠
に
し
て

い
る
︒

次
の
文
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

﹁︹
和
字
正
濫
鈔
︺
用
︑
モ
チ
ヰ
︑

⁝
⁝
本
居
氏
の
此
假
字
い
か
ゝ
あ

る
べ
き
い
か
ん
と
な
れ
は
﹂

﹁
モ
チ
ヰ
ル
俗
に
食
事
を
用
ヰ
ル

と
云
︹
韓
非
子
外
儲
説
︺
⁝
⁝
﹂

論
攷
に
引
用
さ
れ
お

り
︑
過
半
を
占
め
て
い

る
︒

﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂

も
ち
ゐ
↓
も
ち
ゐ
る

ワ
行
上
一
段

﹃
古
事
記
伝
﹄
の
﹁
も
ち
ふ
﹂
説
を
否
定
︑
反
証
と

し
て
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
(
唐
綾
)
や
﹃
薰
集
類
抄
﹄

な
ど
を
挙
げ
て
﹁
用
ひ
﹂
﹁
用
う
﹂
﹁
用
ゆ
﹂
な
ど
を

訛
語
と
し
て
い
る
︒

な
し

導
入
部
で
触
れ
て
い
る

が
︑
そ
れ
以
上
の
こ
と

に
は
触
れ
て
い
な
い
︒

文
献

仮
名
遣
と
活
用
形

記
述
内
容

﹁
凡
例
﹂
(
卅
四
)
と
の
異
同

大
槻
論
攷
と
の
関
係



︿
凡
例
﹀
●

﹁
仮
名
遣
と
活
用
形
﹂
欄
は
各
々
の
文
献
が
示
し
て
い
る
説
を
整
理
し
た
︒
な
お
︑
活
用
の
名
称
は
現
代
の
も
の
に
拠
る
︒

●

﹁
記
述
内
容
﹂
欄
は
﹁
仮
名
遣
と
活
用
形
﹂
の
根
拠
な
ど
を
表
記
し
た
︒

●

﹁
﹁
凡
例
﹂
︵
卅
四
︶
と
の
異
同
﹂
欄
は
実
際
の
記
述
と
の
相
違
な
ど
を
示
し
た
︒

●

﹁
大
槻
論
攷
と
の
関
係
﹂
欄
は
論
攷
で
の
扱
い
な
ど
を
示
し
た
︒

さ
て
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
は
﹃
和
字
正
濫
鈔
﹄﹃
和
訓
栞
﹄﹃
古

言
梯
﹄﹃
古
事
記
伝
﹄﹃
山
口
栞
﹄﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄﹃
俚
言
集

覧
﹄﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
の
順
番
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち

﹃
和
字
正
濫
鈔
﹄
か
ら
﹃
古
事
記
伝
﹄
ま
で
の
四
種
は
︑
先
の

引
用
︵
四
・
二
．
第
二
段
落
︶
で
示
し
た
よ
う
に
︑﹃
俚
言
集
覧
﹄

の
﹁
も
ち
ゐ
﹂
と
同
じ
排
列
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
﹃
古
事
記
伝
﹄

は
︑﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
先

ほ
ど
箇
条
書
き
︵
四
・
一
．
第
一
段
落
︶
で
︑
榊
原
が
﹃
古
事

記
伝
﹄
の
説
の
反
証
と
し
て
﹁
中
島
萩
原
二
氏
の
和
行
一
段
の
語
と
は
定
め
ら
れ
し
な
り
さ
る
を
蜻
蛉
日
記
の
も
ち
ゐ
る
へ
し
や
も
ち
ゐ

る
ま
じ
や
の
一
語
に
て
は
信
難
し
と
て
後
世
乃
中
二
段
に
據
れ
る
書
と
も
此
頃
は
か
つ
〳
〵
見
ゆ
れ
と
彼
の
用
ゐ
る
の
例
は
諸
書
に
多

し
﹂
と
述
べ
て
い
る
と
指
摘
し
た
︒
萩
原
の
著
述
は
不
明
で
あ
る
が
︵
11
︶

︑
中
島
の
場
合
は
﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄
に
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
の
存
在
が

確
認
で
き
︑
そ
こ
に
﹁
も
ち
ゐ
る
へ
し
や
も
ち
ゐ
る
ま
じ
や
﹂
の
文
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
榊
原
が
触
れ
て
い
る
の
は
﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄
の
﹁
も
ち
ゐ
﹂
の
語
釈
に
は
︑﹃
山
口
栞
﹄
が
確
認
で
き
る
︒

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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表４：諸文献の活用

行

ハ

ヤ

ワ

活用

上一段

﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄
﹃
山
口
栞
﹄

﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄

﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂

上二段

﹃
和
訓
栞
﹄

﹃
古
事
記
伝
﹄

﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄
﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄

﹃
和
字
正
濫
鈔
﹄

﹃
和
訓
栞
﹄

﹃
古
言
梯
﹄

﹃
俚
言
集
覧
﹄



こ
れ
ら
の
よ
う
な
事
例
か
ら
︑

﹃
和
字
正
濫
鈔
﹄

﹃
和
訓
栞
﹄

﹃
俚
言
集
覧
』

�������

﹃
古
言
梯
﹄

﹃
古
事
記
伝
﹄

﹁
榊
原
芳
野
が
説
｣

�����

﹃
山
口
栞
﹄

﹃
増
補
雅
言
集
覧
﹄

﹃
俚
言
集
覧
﹄

﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂

と
い
う
図
式
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
大
槻
論
攷
と
﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
に
異
同
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
す
で
に
文
献
の
書
名
が
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
り
︑
単
な
る
部
分
引
用
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
は
大
槻
論
攷
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
︒

六
．
お
わ
り
に

以
上
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
に
お
け
る
出
典
に
つ
い
て
︑
大
槻
論
攷
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
を
行
っ
て
き
た
︒
こ
こ
で
最
後
に
︑
本
稿
で

確
認
し
た
こ
と
整
理
す
る
︒

第
一
に
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
は
大
槻
論
攷
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
︒
そ
の
大
槻
論
攷
は
︑﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
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を
根
本
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹃
言
海
﹄
の
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
は
榊
原
芳
野
の
学
説
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
︑
新
た
に
指
摘

で
き
る
︒

第
二
に
︑﹃
言
海
﹄
に
は
﹃
俚
言
集
覧
﹄
の
影
響
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
江
戸
期
の
辞
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑﹃
和
訓
栞
﹄
や
﹃
雅

言
集
覧
﹄
な
ど
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
一
方
で
︑﹃
俚
言
集
覧
﹄
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
観
が
あ
る
︒
と
り

わ
け
使
用
例
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
︑
湯
浅
茂
雄
︵
一
九
九
七
︶
や
内
田
久
美
子
︵
二
〇
一
六
︶
ら
の
調
査
か
ら
︑﹃
雅
言

集
覧
﹄
を
大
い
に
参
照
し
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
お
よ
び
大
槻
論
攷
の
記
述
か
ら
︑
少
な
か
ら
ず
﹃
俚
言

集
覧
﹄
の
影
響
が
﹃
言
海
﹄
に
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
細
か
な
点
は
今
後
の
研
究
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

第
三
に
︑﹃
言
海
﹄
の
考
証
の
過
程
に
お
い
て
は
︑
新
資
料
の
載
録
が
見
ら
れ
る
︒
新
た
な
資
料
に
基
づ
い
て
検
討
を
加
え
る
姿
勢
は
︑

山
田
忠
雄
︵
一
九
八
一
︶
が
﹃
大
言
海
﹄
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
お
よ
び
大
槻
論
攷
か
ら
︑
そ
れ

は
﹃
言
海
﹄
を
編
纂
し
て
い
た
当
初
か
ら
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
関
根
正
直
︵
一
九
二
八
︶
が
大
槻
を
﹁
進

歩
的
學
者
で
あ
つ
た
﹂︵
七
一
頁
︶
と
述
べ
る
所
以
と
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

以
上
を
総
括
す
れ
ば
︑﹃
言
海
﹄
の
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
に
お
け
る
出
典
の
扱
い
に
は
︑﹁
す
べ
て
︑
前
人
の
説
を
取
り
︑
そ
の
事
を
言
は
ず

し
て
︑
我
が
著
作
に
記
す
は
︑
剽
竊
な
り
︒
何
書
何
人
の
説
な
る
こ
と
挙
げ
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
﹂︵
﹃
大
言
海
﹄﹁
本
書
編
纂
に
當
り
て
﹂
︶

と
い
う
言
及
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
︑
学
説
の
優
先
事
項
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
︒
こ
れ
は
湯
浅
茂
雄
︵
一
九
九
七
・

一
九
九
九
︶
が
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
︑
語
源
欄
の
記
述
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
が
︑
実
際
は
語
源
欄
の
記
述
以
外
に
も
及
ん
で
い
た
と

言
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
大
言
海
﹄
の
一
大
特
色
で
あ
る
語
源
は
も
と
よ
り
︑
見
出
し
語
の
仮
名
遣
や
文
法
事
項
な
ど
に
も
気
が
配
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
大
槻
の
編
纂
姿
勢
と
し
て
特
筆
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
︑
後
の
﹃
大
言
海
﹄
に
連
な
る
も

の
と
理
解
さ
れ
る
︒

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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と
こ
ろ
で
︑
今
回
は
﹃
言
海
﹄
の
編
纂
史
に
関
す
る
一
考
察
で
あ
る
が
︑
課
題
と
す
べ
き
点
も
多
い
︒
た
と
え
ば
﹁
今
回
に
お
い
て
扱
っ

た
文
献
を
︑
大
槻
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
閲
覧
し
た
か
﹂
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
そ
の
一
例
と
し
て
﹃
古
言
梯
﹄
に
焦
点
を
当
て
る
と
︑

そ
こ
に
は
﹁
村
田
春
海
云
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
初
版
本
以
降
の
諸
本
︵
再
考
本
︑
増
補
標
柱
本
︑
縮
刷
本
︑
山
田
常
典
本
︶
の
頭
注
に
あ

る
﹁
春
云
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︵
12
︶

︒
原
典
が
﹁
春
云
﹂
で
あ
る
の
に
︑﹃
言
海
﹄
で
﹁
村
田
春
海
云
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑﹃
言
海
﹄
が
辞
書

で
あ
る
が
た
め
に
︑
分
か
り
や
す
く
し
た
結
果
と
言
え
る
︒
一
方
︑
書
名
は
﹃
古
言
梯
﹄
と
表
記
し
て
い
な
が
ら
︑
実
際
の
引
用
は
諸
本

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
い
う
点
は
︑
大
槻
に
榊
原
以
外
の
国
学
者
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
に
し
て
も
︵
13
︶

︑
現
段
階
に
お
い
て
は

資
料
に
よ
る
裏
付
け
が
困
難
で
あ
る
︒
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
︒

︻
注
︼

︵
1
︶
﹁
大
意
﹂
︵
二
︶
に
は
︑﹁
五
種
ノ
解
﹂
と
し
て
﹁
發
音
﹂﹁
語
別
﹂﹁
語
原
﹂﹁
語
釋
﹂﹁
出
典
﹂
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
特
徴
が
﹁
国
語
辞

書
の
近
代
性
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
特
徴
は
︑
小
野
正
弘
︵
二
〇
一
一
︶
が
指
摘
す
る
ご
と
く
︑﹃
言
海
﹄
以
前
の
辞
書
に
も
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
︑﹃
言
海
﹄
が
新
し
く
作
り
出
し
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
全
て
の
特
徴
を
兼
ね
備
え
た
辞
書
は
﹃
言
海
﹄
以
前
に
見
ら
れ
な
い
︒﹃
言

海
﹄
が
今
日
に
お
い
て
も
な
お
高
い
評
価
を
得
て
い
る
の
は
︑
こ
の
点
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
2
︶
﹃
語
彙
﹄
に
つ
い
て
大
槻
は
︑﹁
語
彙
ハ
阿
︑
伊
︑
宇
︑
衣
ノ
部
ニ
止
ル
︑
惜
ム
ベ
シ
﹂
と
し
か
触
れ
て
い
な
い
た
め
︑
こ
れ
ら
の
中
に
入
れ
る
か

否
か
は
意
見
が
分
か
れ
る
︒
し
か
し
︑
山
田
忠
雄
︵
一
九
六
七
・
一
九
八
一
︶︑
古
田
東
朔
︵
一
九
六
九
︶︑
犬
飼
守
薫
︵
一
九
九
九
︶
ら
の
調
査
を

考
慮
す
れ
ば
︑
﹃
語
彙
﹄
は
﹃
言
海
﹄
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
︑
加
え
て
も
一
向
に
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

︵
3
︶
こ
こ
で
は
﹃
本
草
網
目
啓
蒙
﹄
に
お
け
る
﹁
い
る
か
﹂︵
海
豚
︶
の
記
述
の
み
を
事
例
に
比
較
し
て
い
る
︒
こ
の
他
に
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄﹃
貞
丈

雑
記
﹄
﹃
箋
注
倭
名
類
聚
抄
﹄
の
名
も
あ
る
が
︑
仔
細
な
考
察
ま
で
に
は
行
き
届
い
て
い
な
い
︒
後
に
湯
浅
茂
雄
︵
一
九
九
七
︶
は
︑
こ
れ
ら
の
文
献

の
影
響
に
つ
い
て
︑
少
な
か
ら
ず
語
釈
で
参
照
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
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︵
4
︶
こ
の
よ
う
な
視
点
は
︑
池
田
証
寿
︵
一
九
九
四
︶
や
大
槻
信
︵
二
〇
〇
五
︶
ら
の
調
査
が
あ
る
ご
と
く
︑
古
辞
書
に
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と

が
多
々
あ
る
が
︑
す
で
に
見
坊
豪
紀
︵
一
九
七
七
︶
や
犬
飼
守
薫
︵
一
九
九
九
︶
ら
の
調
査
が
存
す
る
ご
と
く
︑
た
と
い
近
現
代
の
辞
書
類
に
置
き

換
え
て
論
じ
て
も
︑
一
向
に
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
5
︶
こ
の
﹁
摸
倣
と
創
意
と
﹂
な
る
要
素
は
︑
今
野
真
二
︵
二
〇
一
一
︶
が
﹁
鳥
瞰
的
に
み
れ
ば
︑﹃
摸
倣
﹄
と
は
﹃
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
る
﹄
と
い

う
こ
と
で
︑
﹃
創
造マ

マ

﹄
と
は
﹃
変
わ
る
﹄
と
い
う
こ
と
﹂︵
二
四
頁
︶
と
説
明
す
る
ご
と
く
︑
辞
書
の
系
譜
に
深
く
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な

わ
ち
︑
辞
書
史
は
山
東
功
︵
二
〇
一
七
︶
が
﹁
単
な
る
辞
書
採
録
語
彙
の
変
遷
史
に
留
ま
ら
ず
︑
当
時
の
言
語
意
識
の
反
映
と
も
み
な
さ
れ
う
る
し
︑

さ
ら
に
は
辞
書
編
纂
に
関
わ
る
思
想
・
精
神
史
的
展
開
と
も
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
﹂︵
一
五
頁
︶
と
述
べ
る
ご
と
く
︑
文
献
そ
れ
自
体
の
特
徴
の
検

討
の
み
な
ら
ず
︑
編
纂
法
か
ら
見
た
言
語
意
識
の
一
面
を
知
り
︑
ま
た
辞
書
観
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
言
え
る
︒

︵
6
︶
た
と
え
ば
﹁
凡
例
﹂︵
五
十
一
︶
に
﹁
同
一
ノ
語
ナ
レ
ド
モ
︑
古
今
ニ
因
リ
テ
意
ノ
移
レ
ル
ア
リ
︑
所
用
ニ
因
リ
テ
義
ノ
變
ズ
ル
ア
リ
︑
此
類
ハ
︑

一
一
︵
一
︶
︵
二
︶︵
三
︶︵
四
︶︵
五
︶
等
ノ
標
ヲ
以
テ
區
別
セ
リ
︑
而
シ
テ
︑
其
次
第
ハ
︑
古
義
ヲ
先
ト
シ
︑
今
義
ヲ
後
ト
シ
︑
或
ハ
正
義
ヲ
前
ニ

掲
ゲ
︑
転
義
︑
訛
義
等
ヲ
末
ニ
置
ケ
リ
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
記
述
法
お
よ
び
姿
勢
は
︑
﹃
広
辞
苑
﹄
や
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
な
ど
の
語
釈
に
見

ら
れ
る
︒
今
日
に
お
い
て
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
観
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
犬
飼
守
薫
︵
一
九
九
九
︶
が
指
摘
す
る
ご
と
く
︑
当
時
と
し
て
は
先

端
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

︵
7
︶
﹃
山
口
栞
﹄
を
引
用
し
た
箇
所
の
最
後
に
︑﹁
尚
︑
活
語
雜
話
三
篇
ノ
末
ニ
モ
用
ゐ
る
ニ
斷
定
シ
タ
ル
文
ア
リ
﹂
と
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
記
述
内

容
は
︑
﹃
活
語
雑
話
﹄
の
出
版
事
情
に
関
係
す
る
も
の
が
主
で
あ
る
た
め
︑
本
稿
に
お
い
て
は
措
く
こ
と
に
す
る
︒

︵
8
︶
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑﹁
語
法
指
南
﹂
や
﹃
広
日
本
文
典
﹄︵
明
治
三
〇
年
一
月
︶
な
ど
の
記
述
に
つ
い
て
も
触
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
︒

︵
9
︶
大
槻
は
﹁
西
洋
文
法
を
段
々
學
ん
で
か
ら
︑
遂
に
日
本
文
法
を
作
ら
う
と
思
ひ
立
つ
て
︑
そ
こ
で
獨
學
で
國
學
を
も
始
め
た
﹂︵
大
槻
文
彦

︿
一
九
二
八
﹀
四
三
頁
︶
と
述
べ
る
が
︑
榊
原
と
の
交
流
か
ら
近
世
国
学
の
影
響
を
指
摘
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
古
田
東
朔
︵
一
九
八
八
︶

も
指
摘
し
て
い
る
が
︑
榊
原
が
一
体
ど
こ
ま
で
関
係
し
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
︒

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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︵
10
︶
沖
森
卓
也
編
︵
二
〇
〇
八
︶
に
よ
る
と
︑﹁﹃
国
語
学
書
目
解
題
﹄︵
一
九
〇
二
︶
や
関
根
正
直
︵
一
九
三
五
︶
に
よ
っ
て
︑
編
者
を
村
田
了
阿
と
す

る
誤
り
が
訂
正
さ
れ
た
︒
春
風
館
本
﹃
諺
苑
﹄︵
一
七
九
七
︑
天
理
大
学
蔵
︶
の
凡
例
や
項
目
が
本
書
に
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
︑
全
斎
編
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
﹂
︵
八
八
頁
︑
項
目
執
筆
は
木
村
義
之
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
﹃
大
言
海
﹄
に
て
﹁
凡
例
﹂
︵
卅
四
︶
の
訂
正
は
一
切
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
︑
定
着
す
る
の
は
大
槻
の
没
後
以
降
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
11
︶
国
語
調
査
委
員
会
編
︵
一
九
一
二
︶
で
も
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
心
の
た
ね
﹄
︵
下
の
巻
︑
二
九
丁
裏
︶
に
︑

も
ち
ふ
る
と
あ
る
詞
は
︑﹃
古
事
記
傳
﹄
に

餅
モ
チ
イ
ヒ

に
い
ひ
か
け
た
る
歌
を
ひ
き
て
い
は
れ
た
る
事
あ
り
て
︑
定
ま
れ
る
が
如
く
な
れ
ど
も
︑
も

ち
ゐ
る
・
も
ち
ゐ
れ

と
活
き
た
る
例
あ
れ
ば
︑
猶
い
か
ゞ
あ
ら
ん
︒
そ
の
う
へ
︑
い
ひ
か
け
の
句
は
︑
洗ア
ラ

ふ
を
荒ア
ラ

鵜ウ

に
か
け
た
る
歌
な
ど
も

あ
り
て
︑
下
の
活
き
の
も
じ
ま
で
を
ば
︑
思
は
ぬ
さ
ま
な
れ
ば
︑
か
た
〴
〵
こ
ゝ
の
活
と
は
定
め
が
た
し
︒
案
オ
モ
フ

に
︑
こ
れ
は
以モ
チ

と
率ヰ

と
二
ツ

合
せ
た
る
詞
に
て
活
き
は
一
段
の
格
な
る
べ
し
︒

と
あ
る
︵
本
稿
で
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︿
書
誌
ID
000000920708﹀
を
使
用
︶︒
榊
原
が
指
摘
す
る
ご
と
く
︑﹁
も
ち
ゐ
る
﹂

を
ワ
行
上
一
段
と
し
︑
単
語
で
は
な
く
連
語
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
可
能
性
は
否
め
な
い
︒
ま
た
︑﹃
古
事
記
伝
﹄
の
説
に
疑
問
を
呈
す
る
な
ど
︑

﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂
と
の
共
通
部
分
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
反
証
と
し
て
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂
の
活
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑﹁
榊
原
芳
野
が
説
﹂

は
萩
原
の
説
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
12
︶
諸
本
の
名
称
は
日
本
語
学
会
編
︵
二
〇
一
八
︶
の
﹁
古
言
梯
﹂︵
項
目
執
筆
は
林
義
雄
︶
に
よ
る
︒

︵
13
︶
た
と
え
ば
小
中
村
清
矩
の
日
記
︵
明
治
二
十
一
年
三
月
付
︶
に
︑

十
日

陰
︑
午
後
晴
︒

大
学
出
︑
漢
書
生
ニ
歴
史
︑
和
文
生
ニ
敏
達
紀
を
授
く
︒
午
後
一
時
永
田
丁
鍋
島
邸
行
︒
か
な
の
会
相
談
也
︒
会
長
高
崎
及
び
有
住
・
内

田
︹
嘉
︺・
井
上
︹
頼
︺・
大
槻
・
阿
部
・
物
集
・
橘
︹
良
平
︺・
副
島
︹
唯
一
︺
・
植
松
・
木
村
・
清
水
・
元
田
其
他
の
評
議
方
数
人
来
ル
︒

︵
大
沼
宜
規
︿
二
〇
一
〇
﹀
二
三
四
頁
︶

と
い
う
記
述
が
確
認
で
き
る
︒
ま
た
︑
筧
五
百
里
︵
一
九
二
八
︶
が
関
根
正
直
か
ら
聞
い
た
話
に
よ
れ
ば
︑
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博
士
は
︑
眞
賴
翁
の
文
法
に
關
す
る
知
識
の
豐
富
な
の
に
い
た
く
心
を
引
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
様
で
あ
つ
た
︒
し
か
し
そ
れ
は
眞
賴
翁
の
糟

粕
を
嘗
め
よ
う
た
め
で
は
な
く
︑
寧
ろ
博
士
獨
自
の
體
系
の
中
へ
眞
賴
翁
の
知
識
を
材
料
と
し
て
摂
取
し
よ
う
た
め
で
あ
つ
た
︒
眞
賴
翁
が

﹁
こ
れ
は
将
然
言
だ
︑
こ
れ
は
連
用
言
だ
︑
終
止
言
で
あ
る
こ
と
は
昔
か
ら
定
ま
つ
て
ゐ
る
﹂
と
︑﹁
八
ま
た
﹂
式
文
法
を
頭
か
ら
き
め
て
か
ゝ

つ
た
に
反
し
て
︑
博
士
は
︑
将
然
前
提
法
だ
の
︑
直
説
法
だ
の
と
︑
西
洋
文
典
の
組
織
を
ふ
り
ま
は
し
た
も
の
で
あ
つ
た
︒

と
し
た
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
︵
七
九
頁
︶︑
遠
藤
佳
那
子
︵
二
〇
一
六
・
二
〇
一
七
︶
な
ど
が
指
摘
す
る
ご
と
く
︑
大
槻
の
文
法
理
論
に
黒
川
真
頼

が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

︻
使
用
テ
ク
ス
ト
︼

●

大
槻
文
彦
﹃
日
本
辞
書

言
海
﹄︵
全
四
冊
︑
明
治
二
二
年
五
月
～
二
四
年
四
月
︑
私
版
︶

※

引
用
は
﹃
明
治
期
国
語
辞
書
大
系
﹄︵
平
成
一
〇
年
四
月
︑
大
空
社
︶
所
収
の
影
印
に
拠
る
が
︑
合
略
仮
名
や
変
体
仮
名
は
全
て
普
通
仮
名
に
改

め
て
表
記
し
た
︒

●

大
槻
文
彦
﹃
大
言
海
﹄︵
全
四
巻
︑
昭
和
七
年
一
〇
月
～
一
〇
年
九
月
︑
冨
山
房
︶

●

大
槻
文
彦
﹁
モ
チ
ヰ
ル
と
い
ふ
動
詞
の
活
用
﹂︵﹃
洋
々
社
談
﹄
第
八
三
号
︑
明
治
一
五
年
二
月
︶

※

引
用
は
﹃
復
軒
雑
纂
﹄︵
明
治
三
五
年
一
〇
月
︑
広
文
堂
︶
に
拠
る
︒

●

村
田
了
阿
﹃
俚
言
集
覧
﹄︵
明
治
三
二
年
～
三
三
年
︶

※

引
用
は
複
製
本
︵
下
巻
︑
平
成
一
〇
年
四
月
︑
名
書
刊
行
会
︶
に
拠
る
︒

●

榊
原
芳
野
﹁
用
の
字
の
活
﹂︵﹃
洋
々
社
談
﹄
第
五
五
号
︑
明
治
一
二
年
六
月
︶

※

変
体
仮
名
は
全
て
普
通
仮
名
に
改
め
て
表
記
し
た
︒

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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〇
二
︶﹁
解
説
﹂﹃
復
軒
雑
纂
1
︱
国
語
学
・
国
語
国
字
問
題
編
︱
﹄
東
洋
文
庫
︑
平
凡
社

■

関
根
正
直
︵
一
九
二
八
︶﹁
大
槻
博
士
を
憶
ふ
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
五
巻
七
号
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■

日
本
語
学
会
編
︵
二
〇
一
八
︶﹃
日
本
語
学
大
辞
典
﹄
東
京
堂
出
版

■

古
田
東
朔
︵
一
九
六
九
︶﹁
大
槻
文
彦
伝
︵
三
︶﹂﹃
文
法
﹄
第
一
巻
九
号
︑
明
治
書
院

■

︵
一
九
八
八
︶﹁﹁
海
﹂
へ
注
い
だ
流
れ
の
一
つ
︱
﹃
小
学
読
本
﹄
と
﹃
言
海
﹄
︱
﹂
北
海
道
大
学
文
学
部
国
語
学
講
座
編
﹃
北
大
国
語
学

講
座
二
十
周
年
記
念
論
集

辞
書
・
音
義
﹄

■

山
田
忠
雄
︵
一
九
六
七
︶﹃
三
代
の
辞
書
︱
国
語
辞
書
百
年
小
史
︱
﹄
三
省
堂

■

︵
一
九
八
一
︶﹃
近
代
国
語
辞
書
の
歩
み
︱
そ
の
摸
倣
と
創
意
と
︱
﹄
上
・
下
巻
︑
三
省
堂

■

山
田
孝
雄
︵
一
九
三
五
︶﹁
國
語
學
史
上
よ
り
見
た
る
大
槻
先
生
﹂﹃
國
漢
﹄
第
一
七
号
︑
冨
山
房

■

湯
浅
茂
雄
︵
一
九
九
五
︶﹁
江
戸
時
代
の
辞
書
﹂
西
崎
亨
編
﹃
日
本
古
辞
書
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
﹄
世
界
思
想
社

■

︵
一
九
九
七
︶﹁﹃
言
海
﹄
と
近
世
辞
書
﹂﹃
国
語
学
﹄
第
一
八
八
集

■

︵
一
九
九
九
︶﹁﹃
言
海
﹄﹃
大
言
海
﹄
語
源
説
と
宣
長
﹃
古
事
記
伝
﹄﹂﹃
実
践
国
文
学
﹄
第
五
五
巻

︹
付
記
︺
本
稿
は
︑
第
三
十
五
回
鈴
屋
学
会
大
会
︵
於

本
居
宣
長
記
念
館
︑
平
成
三
十
年
四
月
二
十
二
日
︶
に
て
﹁
大
槻
文
彦
と
近
世
国
学
︱
﹁
も
ち

ゐ
る
﹂
に
見
ら
れ
る
出
典
の
扱
い
に
つ
い
て
︱
﹂
と
題
し
た
口
頭
発
表
の
内
容
を
基
と
し
て
︑
若
干
の
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
︒
席
上

お
よ
び
発
表
前
後
に
お
い
て
︑
数
多
の
方
々
よ
り
有
益
な
御
教
示
・
御
指
摘
を
賜
っ
た
︒
と
り
わ
け
大
島
信
生
先
生
︑
齋
藤
平
先
生
︑
田
中
康
二

先
生
︑
千
葉
真
也
先
生
︑
小
野
春
菜
先
生
ら
の
御
高
見
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
特
に
小
野
春
菜
先
生
は
︑
﹃
言
海
の
研
究
﹄
の
﹁﹁
本
書
編
纂

ノ
大
意
﹂﹁
凡
例
﹂
か
ら
探
る
﹂
と
い
う
節
の
註
1
で
鈴
屋
学
会
大
会
の
口
頭
発
表
を
取
り
上
げ
︑﹁﹁
凡
例
﹂︵
卅
四
︶
と
各
引
用
書
と
対
照
を
行
っ

た
結
果
︑
﹃
古
言
梯
﹄
に
つ
い
て
は
︑﹃
古
言
梯
再
考
増
補
標
注
﹄
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
﹂︵
一
八
三
頁
︶
と
言
及
し

て
い
る
︒
こ
の
﹃
古
言
梯
﹄
に
つ
い
て
は
︑
諸
本
の
関
係
か
ら
課
題
と
す
べ
き
点
が
多
く
残
っ
て
い
る
が
︑
今
後
の
自
分
の
研
究
課
題
と
な
る
で

あ
ろ
う
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
こ
に
特
記
し
て
深
く
謝
意
を
表
し
ま
す
︒

︿
こ
じ
ま

や
す
の
り
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
一
年
﹀

﹃
言
海
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ち
ゐ
る
﹂︵
兒
島
︶
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