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都

賀

庭

鐘

読

本

の
漢

語

岡

島

昭

浩

「
語
彙
研
究
の
対
象

が
文
学
作
品

に
偏
し
て
い
る
」
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
し

か
し
文
学

作
品
の
語
彙
研
究
は
、
難
語
の
意
味
研

究
に
偏
し
で
い
て
、
特

に
漢

語
な
ど
の
現
代

語
と
の
関
連
等
は
、
佐
藤
亨

氏
の
仮
名
草
子
、
鈴
木
丹
士
郎
氏

の
読
本
等
の
他
に
は
あ
ま
り
見
え
な
い
よ
う

で
あ

る
。

一
語

一
語
の
研

究
は
、

解
釈
上
の
難

易
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
要
で
あ

る
と
考

え
る

が
、
そ
の
語
誌
の
記

述

の
際
、

用
例
の
背
景
を
お
さ
え
て
お
く

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ

に
は
、

㈲

文
学

研
究
の
立
場

か
ら
、
中
村
幸
彦
氏
の
指

摘
も
あ
る

が
、
語
学

的
立
場

か
ら

も
、

そ
の
文
献
に
、

い
か
な
る
語

が
、
い
か
な
る
傾
向

で
見
ら
れ
る
か
を
、
お

さ
え
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

私
は

こ
こ
で
読

本
の
漢
語
を
と
り
あ
げ
る
が
、

そ
れ
は
、
現
代
漢
語
の
中
に

読
本
の
時
期
ま

で
さ
か

の
ぽ
る
も
の
が
あ
り
そ
う

だ
、
と

い
う

の
が
、

一
つ
の

理
由
で
あ
る
。

文
語
的
で
、
話
し
言
葉
な
ど
に
は
あ
ら
わ
れ
に
く
い
も
の
=

例
え
ば
漢
語

の

一
部

等
が
、
現
代
語

に
残

っ
て
い
る

(
幾
時
代
か
を
通
じ

て
あ
ら
わ
れ

る
)

場
合
、

そ
れ
は
読
み

つ
が
れ
、
書
き

つ
が
れ
て
い
く

こ
と

に
よ

っ
て
後
世

に
伝

え
ら
れ
た
、
と
い
う
過

程
を
考
え
る

こ
と

が
出
来

よ
う
。
例
え
ば
、
洋
学

に
関

わ
る
語
な
ど
は
、
学
問

の
発
展
と
と
も
に
読
み

つ
が
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
専

門

用
語
と
し
て
定
着
し

た
も

の
な
ど
は
特

に
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
読

本
な
ど
の
文
学

作
品

に
お

い
て
は
、

そ
れ

ら
と
は

お

の
ず
と
違

っ
た

一
群

の
語
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
鈴
木
丹

士
郎
氏
が

「
読
本
の
語
彙
」

(注
②
参
照
)

に
あ
げ

て
い
る

「
万
事
休
」
「
苦
肉

計
」
「
老
婆
深
切
」
な
ど
と
言

っ
た
も
の
は
文
学

に
特
徴
的
な
も
の
で
あ

ろ
う

。

先
学

の
業

績
を
参
考

に
し

つ
つ
、

読
本
の
漢
語
と
現
代
語
と
の
関
連
を
探

っ

て
み
る
。
例
え
ば
、

あ
と
さ
き

こ
っ
が
い

つ

い
つ
せ
い

手
下
の
前
後
し

ら
ぬ
乞
再
を
五
六
十
人
引
連
れ

一
斉

に
浄

応
が
家
に
来

る

(
英
草
紙
二
)

し
う
き
い
つ
せ
い

す
ゝ

て

ひ
き

あ
し

ひ

衆

鬼

一
斉
に
前

み
よ
り
、
手
を
祉
、
脚
を
祉
き

(
英
草
紙
五
)

と
あ
る

「
一
斉
」
は
、

小
学
館

「
日
本
国
語
大
辞
典
」

(
以
下

「
日
国
大
」

と

略

記
)

で
は
、

こ
の
よ
う
な

い
ち
ど
き
に
と
い
う
意
味

で
は

「
小
説
字

彙
」

の

一
斉

イ

ッ
シ
ョ
ニ
ソ
ロ
フ
ナ
リ

を
あ
げ
る
他
は
、
す

べ
て
明
治
期

の
用
例
で
あ
る
。
尚
、

こ
の
意
味
で
は

「
大
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漢
和
辞
典
」

(以
下

「
大
漢
和
」
と
略
記
)
は

「紅
楼
夢
」

の
例
し
か
あ
げ
ず
、

漢
籍
で
も
明
清

の
頃
、
多
用

さ
れ
た
よ
う
で
あ

る
。

次

に
、

け
っ
ま
っ

し
よ
う
か

こ
と

さ
き

只
其
結
末

の
頒
歌

ふ
た
言
み

こ
と
を
先
に
き

ゝ
て

(
藩
句

冊
六
)

と
あ
る

「
結
末
」
は
、
漢
籍

で
は
、

「水

濡
全
伝
」

に
見
え
る
が
、
「
日
国
大
」

で
は
明
治
の
用
例
の
み
を
あ

げ
る
。

「
見
識
」
と
い
う
語
は
、

『
日
国
大
』
で
は

「
風
来
六
部
集
」

「
源
頼
家
源

実
朝
鎌
倉

三
代
記
」
の
用
例
を
古

い
も

の
と
し
て
あ
げ
る
が
、
読

本
に
も
、

原

よ
り
大
見
識
あ
り
て
お
も
ふ
や
う

(
英
草
紙
五
)

わ
が
け
ん
し
き

く
ち
を

是
又
我
見
識

の
か
ぎ
り
知
れ
て
口
惜
し
か
ら
ん

(
英
草
紙
六
)

い
つ
け
ん
し
き

い
ひ

其

一
見
識

に
て
言
及
せ
ば
言

べ
か
ら
ざ

る
に
は
あ
ら
ず

(
募
句

冊

一
)

湖
水
を
飛
跨

の
見
識
を

や
め
て
よ

(
萎
句

冊
九

)

と
あ
り
、
意
味

の
上

で
現
代
語
と
の
関
連
に
少
し
問
題
は
残
る
が
、
読

本
の
頃

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
語

の
よ
う
で
あ
る
。

『大
漢
和
」
で
は
、

『
二
程
全
書
」

「
紅
楼
夢
」

『京

本
通
俗
小
説
」

『
警
世
通
言
』

の
用
例
を
あ
げ
、
他

に
も
、

「
水
浦
全
伝
」

「
二
十
年
目
賭
之
怪
現
状
」

『儒
林
外
史
』
、
元
曲

『
望
江
亨
』

「
殊
砂
澹
」

『
馬
陵
道
』
等

に
見
ら
れ
る
も
の
で
、

白
話

の
中
で
多
用
さ
れ
た

も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

以
上

に
あ
げ
た
も
の
の
他
に
も
、
現
代
漢
語
の
中

で
読

本
の
頃
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
う
る
も

の
が
、

い
く

ら
も
あ
り

そ
う
で
あ
る
。

又
、
現
代
語

の
源
流
を
考

え
る
際
、
「
中
国
近
世
の
稗
史

小
説

が
輸

入
さ
れ
、

そ
れ
ら
を

通
し

て
、
漢
語
が
さ
ら
に
そ

の
数
を
増
し
て
い

っ
た
」
と

い
う
指
摘

が
あ
る
。
稗
史
小
説

の
輸
入
に
関
し

て
は
、
石
崎
又
造
氏

「
近
世

日
本
に
於
け

る
支
那
俗
語
文
学
史
」

に
詳
し
い
が
、

そ
の
中

に
も
、

「
俗
語
文
学
を
通
じ

て

輸
入
せ
ら
れ
た
近
世
支
那
語

に
関
し
て
も
研
究
す

べ
き
筈
で
あ

る
が
、
之
等
は

他

日
の
増
訂
に
倹
ち

た
い
」
と
あ
る
。
、そ

の
後
も
、
稗
史
小
説

の
輸

入
等
、
近

世
唐
話
学

に
つ
い
て
は
、
麻
生
磯
次
氏
、
中
村
幸
彦
氏
、
宗
政
五
十
緒
氏
等

に

よ
る
論
考
が
あ
る
。

そ
の
中
で
唐
話
語
彙
に
関
し
て
は
、
荒

尾
頑

秀
氏
、
藁
科

勝
之
氏

に
、

近
現
代

の
漢
語
と

の
関
係
を

論
考
し
た
も

の
が
あ
る
。

で
は
、
稗
史
小
説

の
翻
案

で
あ
る

こ
と
が
多

い
読

本
は
、

ど
の
よ
う
な
漢
語

を
使
用
し

て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
麻
生

磯
次

氏
は
読
本

の
漢
語
の
特
異

さ
を

他
の
小
説
類
と
比
較
し
て
言

っ
て
い
る
が
、

そ
れ

が
稗
史
小
説
の
輸

入
に
よ
る

語
で
あ
れ
ば
、
唐
話
辞
書

の
項

目
の
よ
う
な
外

国
語

で
は
な
く
、

国
語
の
中

で

使
わ
れ

た
も

の
、

と
い
う

こ
と

に
な
ろ
う
。
馬
琴
の
読
本

に
つ
い
て
は
麻
生
磯

次
氏
等
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
次

の
文

に
よ

っ
て
、

そ
の
稗
史
小
説
中

の
語
の

使
用
が
わ
か
る
。

か
ら
く
に

せ
う

の
せ

い
く
ん

拙
文
。
唐
山
な
る
俗
語
さ

へ
抄
し
載
て
。
旦
意

訓
を
も
て
。
彼
義
を

知
し

わ
ざ

こ
ろ
う

か
ら
く
に

は
い
し

む
。
要

な
き
所
為

に
似
た
れ

ど
も
。
世

に
独
学

孤
廼

に
て
。
唐
山
の
稗
史

小

説
を
。
読
ま
く
欲
す
る
諸
生

あ
ら
ば
。
其

が
笙
蹄
に
な
れ
か
し
と
思
ふ
。
作

者
の
老
婆
親

切
な
り
け
り
。

(
南
総
里
見
八
犬
伝
第
九
輯

。

下
秩
中
巻
第
十
九
簡
端
贅
言
)

こ
の
よ
う
に
、
馬
琴
は
あ
る
意
図
が
あ

っ
て
、
中
国
の
俗
語
-

稗
史
小
説
中

の
語
を
読
本
の
中

に
取
り
込
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
他

の
読
本

に
も
言

え
る

こ
と
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
又
、

読
本
に
お
け
る
漢
語
の
特

異
さ
は
、
中
国

稗
史
小
説
か
ら
の
影
響
と

い
う

こ
と
だ
け
で
律
し
き
れ
る
も
の
な

の

だ

ろ

う

か
。
又
、
そ
の
よ
う

に
読
本
の
中
で
使
わ
れ
た
語

の
う
ち
、

現
代

語
に
ま
で
残

っ
て
い
る
も

の
に
、

ど
う

い
う
も

の
が
あ
る
の
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え

て
ゆ
く

の
が
本
稿

の
目
的
で
あ
る
。

尚
、

本
稿

に
お

い
て
読
本
の
中

で
も
、
都
賀

庭
鐘
の
読

本
を
と
り
あ
げ
る
の
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は
次

の
様
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

〈
読

本
の
祖
V
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
、
極
初
期
の
読
本
で
あ

っ
た

こ
と
1

後

の
読

本
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る

こ
と
。

中
国
稗
史
小
説
か
ら
の
翻
案
に
、
直
訳
的
な
部
分
の
多
い
こ
と
ー

そ
こ
に

申

国
の
俗
語

が
見
え
て
も
、

そ
れ

は
馬
琴

の
様

に
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、

単

に
翻
案
し

た
こ
と

の
反
映
な
の
で
あ
ろ
う
。
又
、

そ
の
直

訳
部
分
と
、
そ
う

で
な
い
部
分
と

の
間

に
漢
語
使
用
の
面

で
違

い
が
な
い
の
か
、
と

い
う
問
題
を

も
考

え
う
る

こ
と
。

二

㈲

都
賀
庭
鐘
は
、

中
村
幸
彦

氏

「
都
賀
庭
鐘
伝
放
」
等
に
よ
る
と
、

「
康
煕
字

典
」
等

の
校
刊

の
他
、

『
開
巻

一
笑
」
「娯
撒
時
代

三
国
志
』

「樋
医
王
誉
婆
伝
」

等

の
中

に
付
さ
れ
た
白
話
の
註
な
ど
も
あ
り
、
か
な
り
の
中

国
語

の
力
を
持

っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
庭
鐘

が
書
い
た
読
本
の
う
ち
、
寛
延

二
年

刊

暴

英
草
紙
」
、
明
和
三
年
刊

晶
蓼

野
話
」
、
天
明
六
年
痢

婁

秀

句

冊
」

の
三
種
を
、
庭
鐘
の
読
本
三
部
作
と
呼
ぴ
な
ら
わ
し

て
い
る
。

「
英
草
紙
」
所
収
の
九
篇
の
う

ち
、
現
在

の
と

こ
ろ
原
話

で
あ

ろ
う
と
さ
れ

 oの

て
い
る

の
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

、

 

二

、

ご
だ
い
ご

み
か
ど

ふ
じ
お
さ

後

醍

醐

の

帝

三

た

び
藤

房

の

諌

を

折

話

ば

ば
も
と
め

め

し
つ
め

ひ
ぐ
㌦

む
こ

馬
場
求
馬
妻
を
沈
て
樋
口
が
婿

と
成
話

王
安
石
三
難
蘇
学
士

(
警
世
通
言
巻
三
)

金
玉
奴
棒
打
薄
情
郎

(
古
今
小
説
巻
二
七
・

今
古
奇
観
第
三
二
)

と
よ
は
ら
か
ね
あ
き
い
ん

き
、

く
に

三
、

豊

原

兼

秋

音

を

聴

て

国

の

せ
い
ず
い

し
る
こ
と

盛

衰

を

知

話

く
ろ
か
は
げ
ん
だ
ぬ
し
ゃ
ま

い
っ

み
ち

ゑ

四
、

黒

川

源

太

主
山

に

入

て
道

を

得

た
る

話

き
の
た
う
し
げ
い
ん
し

い
た
つ

た
い
ご
く

五
、

紀

任

重

陰

司

に

到

て
滞

獄

を

断

る

話

さ
ん
に
ん

ぎ
ぢ
よ
お
も
む
き

こ
と

六

、

三
人

の
妓

女

趣

を

異

に
し

お
の
　

な

な
す
に
と

て

各

名

を

成

話

(
一
部

)

81
く
す
い
お
う

ま
い
ぼ
く
ち
よ
く
げ
ん
き

八
、

白

水

翁

が

売

ト

直

言

奇

を

示

す

話

か
う
の
む
さ
し
の
か
み
ひ

い
だ

九
、
高

武

蔵

守

埣

を

出
し

て

な
か
だ
ち

こ
と

媒

を

な

す
話

前
伯
牙
埣
琴
謝
知
音

(警
世
通
言
巻

一
・

今
古
奇
観
第
一
九
)

荘
子
休
鼓
盆
盛
大
道

(警
世
通
言
巻
二
・

今
古
奇
観
第
二
十
)

問
陰
司
司
馬
貌
断
獄

(古
今
小
説
巻
三
一
)

王
幼
玉
記

(
青
項
高
議
前
集
巻
十
)

三
現
身
包
竜
図
断
冤

(
警
世
通
言
巻
=
二
)

斐
晋
公
義
還
原
配

(古
今
小
説
巻
九
・

今
古
奇
観
第
四
)

こ
れ
を
も
と

に
原
話
と

の
対
照
を
行
う

わ
け
で
あ
る
が
、

従
来
の
翻
案
態
度

へ
の
言
及
は
、
文
学

研
究
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
き

た
た
め
、
原
話
を
ど

の
よ

う

に
変
え

て
い
る
か
、
と

い
う
点

に
目
が
向
け
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
庭
鐘

の
翻
案
は
表
面
的
な
移
植
で
、
秋
成

の
そ
れ
は
典
拠
と
か
な
り
の
隔
り
を
も

つ

⑳

も
の
で
あ

っ
た
、
な
ど
の
見
方

が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
語
学
的

に

見

る
場
合

に
は
、
直
訳
の
所
と

そ
う

で
な
い
所

を
分

け
て
、
直
訳
部
分
に
関
し

て
は
、
中

国
語

の
漢
字
表
記
を

日
本
語

の
漢
字

仮
名

交
り
文

に
ど
う
置
き
換
え

た
の
か
と
い
う
問
題
、
又
そ
う

で
な

い
所
と
は
ど
の
よ
う
な
違

い
が
現
わ
れ
て
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い
る

の
か
と
い
う
問
題
な
ど
を
考
え
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

で
は
、
読
本
と
そ
の
原
話
と
を
比
較
対

照
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
何
が
明

ら
か

に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

「
英
草
紙
」

へ
の
中
村
幸
彦
氏

の
註
は
、

そ
の

語

に
つ
い
て
、

原
話

に
見

え
る
旨
を
示
す

こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は

一
語

一
語
に

つ
い
て
見
る
も
の
で
、

例
え
ば
あ
る
語

の
語
誌
を
記
す
際
、

「
英
草
紙
」
に
見

え
る
語

で
、
原
話
と

一
致
す
る
も
の
を
用
例
と
し
て
と
る
場
合

に
は
、
そ
の
旨

記
す

べ
き

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

「
万
事
休
す
」
と

い
う
言
い
方

㈲

に
関
し

て
、
鈴
木
丹
士
郎
氏
は

「宋
史
」

「
小
説
精
言
」

の
例
と
、
「
英
草
紙
」

『椿
説

弓
張
月
」

「
南
総
里
見
八
犬
伝
」

の
例
を
あ
げ
、

「
お
そ
ら
く
中
国
の

白
話
小
説
の
用
語

に
も
と
つ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
し
て
い
る
。

こ
れ

は
、

「水
涛

全
伝
」

『
二
十
年
目
賭
之
怪
現
状
」

に
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の

『
英
草
紙
」

の
例
を
原
話
と
対
応
さ
せ
て
見
る
と
、

こ
ん
や

ば
ん
じ

き
う

今
夜
真
に
死
せ
ば
、
万
事
皆
休
す

(
英
草
紙

八
)

な
に
ご
と
も
そ
れ
き
り

若
今
「
夜
真
箇
死
、

万
事
全
休

と
な

っ
て
い
て
、
少
く

と
も

『英
草
紙
」
の
例
に
関
し

て
は
、
氏
の
推
定
が
当

た

っ
て
い

て
、
他
の
例
も
お
そ
ら
く
同
様

の
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

一
方
、

こ
れ
を

一
語

一
語
で
は
な
く
、
巨
視
的
に
見

る
と
ど
う
い
う

こ
と
に

な

る
の
か
。

こ
れ
は
〈

読
本
の
漢
語

の
特
異
さ
〉
と
言
わ
れ
る
も

の
を
、

原
話

か
ら
の
影
響
と

い
う
面
で
明

ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。

で
は
、
原
典

に
見
え
な
い
も
の
は
ど
う

い
う
意
味
を
も

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

原
話

に
見
え
な

い
と
言

っ
て
も
そ
れ
は

一
様
で
は
な
い
。
原
話

が
明
ら
か
で
な

い
も
の
は

お
く
と
し
て
、
〈

文
章

の
意
味
は
原
話
に
対

応
し

て
い
る

が
、
そ
の

話

の
部
分

は
別

の
も

の
か
ら
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
も
の
〉
と
、
〈
原
話

に
な

い
話
の
部
分

に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
V

と

に
分
け
て
考
え
る
こ
と

が

出

来
よ

う

。
こ
こ
で
ど

の
よ
う
な
語

に
換
え
ら
れ

て
い
る
か
、

ど
う

い
う
漢
語
が
使
わ

れ

て
い
る
か
を
見
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
都
賀
庭
鐘
の
読

本
に
お
け
る
漢
語
使
用

の
意
識

が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

原
話

に
そ
の
語
形
が
見

ら
れ

な
い
も

の
の
中
に
、

当
時
、
あ
ま
り

一
般
に
使

わ
れ
る

こ
と
の
な
い
も
の
が

多
く
あ
れ
ば
、

そ
れ

は
庭
鐘

の

読
本

に

お
け
る

〈
漢
語

の
特
異
さ
〉
が
、
中

国
小
説

の
翻
案
で
あ
る
こ
と

の
反
映
だ
け
で
は
な

い
、
と

い
う

こ
と

に
な
ろ
う
。
又
、

そ
れ
が
漢
籍
側
に
お

い
て
も
ど
の
よ
う
な

性
質

の
も

の
か
を
探
る

こ
と
が
で
き
れ
ば

意
義
が
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
、

庭
鐘

が
、

そ
の
〈
あ
ま
り

一
般

に
使
わ
れ

る
こ
と

の
な
か

っ
た
も
の
V
を
ど

こ
か
ら

持

っ
て
来
た
の
か
、
と
言
う

こ
と
を

探
る
も

の
で
あ
る
。

三

㈲

1

『
英
草
紙
」

に
見
え
る
漢
語
の
う
ち
、
ま
ず

『
日
国
大
」
等

に
よ

っ
て
、

こ

れ
以
前

の
用
例
が
明

ら
か
な
も
の
を

の
ぞ
く
と
、
〈
漢
語
の
特

異
さ
V
と
さ
れ

る
も
の
が
見

え
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
中

に
は
〈
漢
語
V

と
ま

で
は
呼

べ

な

い
、
形
だ
け
の
臨
時

に

一
語
と
な

っ
た
よ
う
な
語
も
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
う

い

っ
た
も
の
も
含
め

て
、

こ
れ
ら
の
語
の
う
ち
、
原
話
に

一
致
し

た
語
形

の
見

ら
れ
る
も
の
は
、
文
字

通
り
〈
中
国
の
稗
史

小
説

の
影
響
に
な
る
語
〉
と
言

っ

て
よ
か
ろ
う
。

勿
論
、
稗
史
小
説
-

白
話
小
説
も
、

そ
の
頃

に
な

っ
て
か
ら
使
わ
れ
始
め

 た
語
だ
け
で
綴
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
そ
の
中

に
、
古
く

か
ら
使
わ
れ
て

い
る
も

の
が
あ

っ
て
も
、

そ
れ

が
読
本
に
そ
の
ま
ま
表
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ

れ

は

「
白
話
小
説
か
ら
の
影
響
」
で
あ
る
。
又
、

そ
れ
が
そ
の
当
時
ま

で
の
日

本
語
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
語

で
あ
れ
ば
、

漢
籍

で
の
使
用
と
は
関
り
な
く
、

そ
の
語
は

「
白
話
小
説

か
ら
の
影
響

に
よ

っ
て
日
本
語

の
中

に
漢
語
の
形
を
と
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っ
た
」

と

い
う

こ
と

に
な

ろ

う

(
漢

籍

に
古

い

例

が
あ

れ

ば
、

日
本

語

に
現

れ

る

基
盤

に
、

そ

の
例

を

持

つ
漢
籍

が

日

本

で
読

ま

れ

た
、

と

い
う

こ
と

も

あ

る

だ

ろ
う

が
)

。

例

え
ば

「
公

明

」

と

い

う

語

は
、

も
し
け
っ
だ
ん
め
い
は
く
な
る

こ
う

つ
み

ゆ
る

こ
う
め
い

若

決

断

明

白

成

時

は
、

功
を

以

て
罪

を

恕

し
、

公

明

な

ら
ざ

る

と

す
な
は
ち
つ
み

を
こ
な

か
れ

お
ゝ
い

ふ
く

き
、

即

罪

に
行
ふ
時

は
、
彼

が
心

大

に
服
す

べ
し

(
英
草
紙
五
)

か
れ

く

じ

き
ゝ

7。」く

け
つ

け
つ
だ
ん
こ
う
め
い

か
れ
ら
い
せ
い

彼

に
公

事

を

聴

、

獄

を

決

せ
し

め
、

決

断

公

明

な

ら

ば
、

彼

来

世
、

ご
く
ふ
う
ご
く
き

こ
ん
し
O
う
よ
く
う
つ

く
る
し
み

む
く

極
富

極
貴

、

今

生

抑

響

の

苦

に
酬

ひ

(
同

)

し
ご
く
ふ
う
き

お
さ
え
ふ
さ
が
れ

と
見

え
、

原

話

で
は

そ
れ

ぞ
れ

、

着

他

剖

断

、

若

断

得

公

明
、

将

功
恕

罪

、

個

若

不

公
不

明

、

即

時

行

罰

、

他

心
始

服

也

容

他

放

告

理

獄

、

若

断

得

公
明

、

来

生

注

他

極

富

極

貴
、

以
酬

其

今
生

抑

(
マ

・
)

轡

之
若

と
あ
り
、
原
話
の
影
響
下

に

あ
る
語
と

知
れ
る
、

こ
れ
を
漢
籍
に

探
る
と
、

『
大
漢
和
」

で
、
梁

の
劉
峻

『
弁
命
論
」
の
例
を
あ
げ
、
古
く
あ
る
語

の
よ
う

で
あ
る
が
、

日
本
側

で
は
古

い
用
例
が
明
ら
か
で
な
く
、

「
日
国
大
」

に
は
幕

末

・
明
治
の
も
の
し
か
あ
げ

て
い
な
い
。

「
刺
客
」
な
る
語

は
、

し
ゆ
じ
や
う

ゆ
み
ひ
く

せ
ん
じ

つ
か
い

う
か
ゞ

主

上

に

弓

引

も

の
あ
り
て
、

宣
旨
の

使

を

窮

ふ
も
の
あ
る
か
、

あ
る
い

と
う
そ
く

こ
の
ふ
ね

ざ
い
は
う

か
け

ひ
そ

し
か
ら
ず
は

或

は

盗
賊

の

此
舟

の

財
宝

を

心
に

掛

て

潜

み
か
く
れ

よ
の
ふ
く
る

ま
っ

が
ん
じ
ゃ
う

こ
ゑ

せ
ん
ち
う

て
、

候

更

を

待
な
る

べ
し
。

(
中
略

)
岸

上

に

人

の
声
し
て
、
船

中

き
し
の
う

へ

さ
は
き

そ
れ
が
し
と
う
そ
く
し
か
く

た
く
い

の
人
々

騒

玉
ふ
な
。

某

盗

賊
刺

客
の

類

に
あ
ら
ず

(英
草
紙
三
)

想
是
有
仇
家
差
来
刺
客
、
不
然
或
是
賊
盗
伺
候
更
深
、
登
舟
劫
我
財
物
、

(
中
略
)
忽
聴
得
岸
上
有
人
答
応
道
、

舟
中
大
人
、
不
必
見
疑
、

小
子
並
非

好

盗
之
流
、

乃
樵
夫
也
。

と
、

完
全
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

語
と
し

て
は
原
話
の
影

響
下

に
あ

る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
は
漢
籍
で
は

「
史
記
」
に

『
刺
客
列
伝
」

が
あ

る
よ
う

に
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、

「
日
国
大
」

は

『
英

草

紙
」
を
初
出
例
と
し
て
い
て
、

そ
れ
以
前

の
用
例
の
有
無
は
明
ら
か
で
は
な

い
。

又
、

こ
の
語
は
原
話

と
の
対
照
を
行

い
難

い
部
分

に
も
、

と
さ
し
ゃ
う
し
ゅ
ん

の
ぼ

し
か
く

お
こ
な
は

土

佐

正

俊
を
都

に
登
せ
、

刺
客
を

行

し
め
ん
と
す

(
英
草
紙
五
)

ひ
と
こ
ろ
し

と
見

え
る

。

漢

籍

に
お

い
て

も

古

い

用
例

が
見

出

せ

な

い

も

の
と

し

て
、

「更

正
」

と

い

う

語

を

あ

げ

る

。

か
の
く
さ
れ
じ
ゆ
し
ゃ

ゑ
ん
ら
わ
う

な

け
い
は
つ

あ
ら
た
め
た
ゴ

彼

腐

儒

者
、
閻

羅
王
と
作

つ
て
、

刑
罰
を

更

正

さ
ん
と

い

へ
る

か
の
も
の
な
ん

ほ
ん
じ

い
ち
く

か
う
せ
い

は

狂
妄
な
ら
ず
や
。

(
中
略

)
彼

者

何
の
本
事
あ
り

て

=

に

更

正

す

る
こ
と
を
得
ん

(
英
草
紙
五
)

他
欲
作
閻
羅
、
把
世
事
更
正
、
甚
是
狂
妄

(
中
略
)

偏
他
有
甚
本
事

=

更
正
来

こ
れ
は

『大

漢
和
」
で
は

『清

国
行
政
法
汎
論
」
の
例
を
あ
げ

る

の

み

で
、

『
日
国
大
」

で
も

『
英
草
紙
』
を
初
出

に
し

て
い
る
。

又
、

先
程
あ
げ

た

「
一
斉
」
も
原
話

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、

叫
起
五
六
十
個
再
戸
、

一
斉

奔
到
金
老
大
家
裡
来

衆
鬼
不
由
分
説
、

一
斉
上
前
、
或
祉
手
、
或
祉
脚

が
原
話
の
部
分

で
あ
る
。

又
、

こ
れ

は
現
代
語

に
ま
で
は
残

っ
て
い
な
い
も
の
だ
が
、

「
骸
然
」
と

い

う
語
は
、
鈴
木
丹
士
郎
氏
も
あ
げ

る
よ
う

に
、

「
南
総
里
見
八
犬
伝
」

『椿

説

弓
張
月
」

の
他
、

明
治
期

に
も

用
例

が
見
え
る
。

こ
れ
は

『
大
漢
和
」
で

は
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「
国
史
略
」

の
用
例
し
か
あ
げ
て
い
な
い
。

が
、

が
い
ぜ
ん

衆
人
骸

然
た
り

(
英
草

紙
八
)

お
ど
ろ
く

衆
人
倶
各
骸
然

と
対
応
し
て
い
て
、
白
話
小
説

の
影
響

に
な
る
語

で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

こ

れ
は
、

「水
済

全
伝
」

「
儒
林
外
史
」

「
紅
楼

夢
」
等

に
も
見
え
る
語
の
よ
う

で
あ
る
。

以
上
の
他
に
、
原

話
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
以
前
の

日
本
で
の
用

例

が
明
ら
か
で
な
く
、

且

つ
現
代
語

に
ま
で
残

っ
て
い
る
も

の
を
あ
げ
る
。

一
塊

快

々

果

然

気

運

義

女

賢

弟

資

性

大

言

ま
ん
ぞ
く
せ
ぬ

は
た
し
て

む
す
め
ぶ
ん

わ
が
お
と
、
う
ま
れ
つ
き

入
舎

脳

髄

抑

響

い
り
へ

お
さ
へ
ふ
さ
が
れ

飼
原
話
と
対
応
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
文
脈
上
は
原
話
通
り
だ

が
、
そ

の
語
の

部
分
を
書
き
替
え

て
い
る
も
の
は
、
易
し

い
語

に
お
き
か
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
必
ず
し

も
そ
う

で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。

例
え
ば
、
現
代
語

に
は
な
い
も
の
だ

が

「
離
異
」
と
い
う

語
に
つ
い
て
見
る

と
、
原
話

で
、

第

二
妻

有
過
被
出

と
あ
る
も

の
が
、

つ
ぎ

め

あ
や
ま
ち

り

い

次

の
妻
は

過

あ
り
て
離
異
し
た
り

(
英
草
紙
四
)

り
べ
つ

と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
語
は
、

は
な
れ

こ
と
な

っ
て

い
る
と

い
う

意
味
で
は

「楚

辞
」

の
用
例
を
も

つ
が
、

離
婚

の
意
味
で
は
、

『大
漢

和
」
は

『
明
律
」

の
例
を
古

い
も

の
と
す
る
。

「
恩
人
」
と

い
う
語

で
は
、

幸
然
天
天
可
憐
得
遇
恩
参
提
救

収
為
義
女
、

あ
は
れ
み

お
ん
じ
ん

す
く

や
し
な

ぎ

じ
よ

天

の

憐

あ
り
て
今

の
恩
人

に
救
ひ
あ
げ
ら
れ
、
養

ふ
て

義

女

と
す

む
す
め
ぶ
ん

(
英
草
紙
二
)

「
恩
参
」
は

「
大
漢
和
」
に
項
目
が
な

い
。

「
恩
人
」
も
項

目
の
み
で
用
例
を

あ
げ
ぬ
が
、

「
儒
林
外
史
」
に

見

え

る

よ
う
で
あ
る
。

『
日
国
大
』

で
は
、

「花
柳
春
話
」
以
下
の
用
例
が
見
え
る

の
み
で
あ

る
。

「
助
力
」
は
、

借
三
五
百
銭
来
倣
盤
纏

助

力

を
乞
来
れ
と
い
ふ

(
英
草
紙
八
)

か
う
り
よ
く

こ
れ
は
漢
籍

で
は

「
漢
書
」
か
ら
あ
る
も

の
だ
が
、

「
日
国
大
」

に
は
人
情

本

の
例
を
あ
げ

る
の
み
で
あ
る
。

以
上
の
他

に
、
原
話
か
ら
言
い
換

え
て
い
る
も
の
で
、

そ
の
頃
ま
で
の

日
本

語
の
用
例
の
有
無

が
明
ら
か
で
な
く
、

且
つ
現
代
語

に
ま

で
残

っ
て
い
る
も
の

を
あ
げ
る
。

応
報

街
上

竿

頭

官
服

貴

君

茶

房

賞
金

転

生

む
く
ひ

ち
ま
た

さ
ほ
の
さ
き

ち
や
み
せ

は
う
び

う
ま
れ
か
わ
る

反

目

便

服

両
親

な
か
あ
し
き

ふ
だ
ん
ぎ

"
原
話
に
対
応
す
る
部
分
が
な
い
部
分
は
、
庭
鐘
の
比
較
的
自
由
な
漢
語
使
用

が
期
待

さ
れ
る
。
し
か
し
、

や
は
り

そ
こ
に
も
、
そ
の
頃
ま

で
の
日
本

の
用
例

の
有

無
が
明

ら
か

で
な
い
語
が
あ

ら
わ
れ

て
い
る
。

例
え
ば

「
款
待
」
と
い
う
語
は

『
日
国
大
」
で
は
、

『英
草
紙
」
を
初
出
例

と
す
る
。

よ
ろ
こ

お
も
て

み
ん
ぶ

く
わ
ば
ん
た
く
し
ゅ
つ

に
れ

悦

び

面

に
あ

ら

は

れ
、

民
部

を

と

ゞ
め

て

和

盤

托

出

し

て

是

の
こ
る
か
た
な
き
ち
そ
う

く
わ
ん
た
い

を

款

待

す

も
て
な
す

(

蓑
六
)
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し
う
し
争

め
い

く
み

く
は
ん
た
い

何
を
か
な
と

従

者

に
命

じ
て
、
酒
を
酌
て

款

待

す
る
内
、
東
方

白
く

も
て
な
す

な
り

て

(
英
草
紙
三
)

こ
の
う
ち
、
前
者
の
方

は
原
話

が
不
明

の
部
分
だ
が
、
後
者

の
方
は
、

復
命
取
媛
酒
再
酌
、

(
中
略
)

談
論
正
濃
、

月
淡

星
稀
、
東
方

発
白

と

い
う
箇
所

に
付
け
加

え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

「大
漢
和
」

で
は

「舅

燈

余
話
」

「
福
恵
全
書
」

の
例
を
あ
げ
、
他

に
は

「紅
楼
夢
」

「
二
十
年

目
賭
之

㊤o

怪
現
状
」

「
児
女
英
雄
伝
」
等

に
見
え
る
。
又
、

こ
れ
は

「
唐
話
纂

要
」

で

ク
ハ
ン
ダ
イ

款

待

モ
テ
ナ
シ

と
あ
り
、

「
小
説
字

彙
」

で
も

(
マ
マ
)

款
持
砦

と
あ

っ
て
、

唐
話
学

に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
語
の
よ
う

で
あ
る
。
又
、
表

記

の
面

で
は

「
蕃
句
冊
」
に
、

も
て
な
し

つ
、
が

道
人
喜
び
款
待
て

惹

な
く
、

や
が
て

こ
そ
と

て
別
れ

ぬ

(
募
句

冊
八
)

と
あ
り
、
又
、

秋
成
の

せ
い
き
う

つ
と
め

も
て
な

た
ら

井

臼
の

力

は
た

款

す

に
足
ざ
れ
ど
も

(
雨
月
物

語

一
)

の

「
款
」
を

「
も
て
な
す
」
と
読
め
る

の
は
、

「
款
待
」
と

い
う
形
の
存
在
な

し

に
は
考
え
難
い
と
い
う
、
山

口
紀
子
氏
の
論
が
あ
る
。

尚
、

「
管
待
」
と
い
う

も
の
も
あ
り
、

こ
れ
も
秋
成

に
、

酒
菓
子
種

々
と
管
待
し

つ
ゝ

(
雨
月
物
語
四
)

と
見
え
る
が
、

こ
ち
ら
は

「大
漢
和
」
で
は
、

元
曲
と

「
紅
楼
夢
」
を
あ
げ

る
。
他

に
も

「
水
涛
全
伝
」

「
二
十
年
目
賭
之
怪
現
状
」

「
儒
林
外
史
」

「
児

女
英
雄
伝
」

「
西
遊
記
」
等

に
見
え
る
よ
う
で
あ

る
。

又
、
「
大
漢
和
」

に
唐
代

の
用
例
を
あ
げ
る

「
歓
待
」
は
、
「
日
国
大
」

で
明

治

以
降

の
用
例
を
と
る
。

こ
の
三
者
は
、

中

国
で
は
、

款
1
漢
母
、

管
-
見

母
、
歓
ー
暁
母
、
と

異

っ
て
い
る
が
、

日
本
で
は
同
音

の
た
め
、

混
用
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ

に
し
ろ
、

こ
の
三
者
共
、

こ
れ
以
前

に
は

日
本
で
の

用
例
は
見
出
し

て
い
な
い
。

「
模
擬
」

は
、
第

三
篇
の
中
の
日
本
の
琴

に
つ
い
て
語
る
部
分

に
、

が
が
く

も

雅
楽
の
曲
に
模
擬
し
て

か
た
ど
り

と
あ
る
が
、

こ
れ
は

「
日
国
大
」

で
は

「
孔
雀
楼
筆
記
」
を
初
出
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
漢
籍

で
は
古
く
か
ら
見

ら
れ
る
。

以
上

の
様

に
、
原
話
か
ら
離
れ

て
自
由

に
書
か
れ
た
も
の
の
中

に
も
、

以
前

の

日
本
で
の
用
例

が
明
ら
か
で
な
い
も

の
は
、

い
く
ら
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の

こ
と
は
、
庭
鐘

の
読
本
の
漢
語
に
前
代
ま
で
は
見

え
な
か

っ
た
も
の
が
あ

る
、

と
い
う

こ
と

が
、
〈

白
話

小
説

の
翻
案
と
い
う

こ
と

の
反
映
V
だ

け
で
は

な
い

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
又
、

こ
の
よ
う

な
話

の
中

に
も
、

漢
籍

で

は
古
い
と
こ
ろ
か
ら
あ
る
も
の
、
宋
代
あ
る
い
は
明
代

以
降

の
も
の
と
思
わ
れ

る
も
の
、
今

の
と

こ
ろ
漢
籍
で
の
使
用

が
明
ら
か
で
な

い
も

の
等
が
あ
る
。
こ

れ
は
、

原
話

に
対
応
す
る
語
の
と

こ
ろ

で
述

べ
た
よ
う

な
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、

庭
鐘
の
読
本
中

の
漢
語

に
は
、
白
話
特
有
の
語
彙
を
借

入
し
た
も

の
だ
け
で
は

な
く
、

古
く

か
ら
あ
る
も
の
で
日
本
語

に
定
着
し
て
い
な
か

っ
た
も
の
等
を
、

漢
語
と
し
て
使
用
し
た
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
漢
語
の
多

い
文
章

で
は
あ
る
が
、

そ
の
漢
語

の
多
さ
に
ひ
か
れ

て
、

庭
鐘
自
身

が
造
語
す
る
こ
と

が
な
か

っ
た
か
と
い
う
疑
問
は
興
味

深
い
も

の
で
あ

る
。

日
本

で
そ
れ
以
前

に
用
例

が
な
く
、

漢
籍

で
の
使
用
が
明
ら
か
で

な
い
も
の
は
、
そ
う
い

っ
た
意
味

で
も
う
少

し
考
察
す

べ
き

で
あ
る
。
こ
れ

は
、

漢
籍
、

日
本
の
ど
ち
ら
か
で
も
古

い
例

が
あ
れ
ば
、
庭
鐘

の
造
語
で
は
な
か
ろ

う
と

思
わ
れ
る

の
で

こ
の
こ
と
は
今
後

の
課
題
と
し

た
い
。

こ
と
を
庭

鐘
だ
け

で
な
く
読

本
全
体

に
拡
げ
た
場
合

に
も
、
鈴
木

丹
士
郎
氏

が
あ
げ
る

「
漢
籍
類
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に
お

け
る
典
拠
を
明
ら
か
に
し

え
な
い
語
」
中
の

「
近
世

に
用
例

の
み
と
め
ら

れ
る
も

の
」

等
に
含
ま
れ

る
語
は
多
く
あ

っ
て
、

こ
れ

ら
も

そ
の
意
味
で
検
討

し

て
い
く

べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。

以
上
の
他
に
、
原
話

に
対
応
箇
所
が
な
く
、

以
前

の
日
本

の
用
例
が
な
く
、

且
つ
現
代
語
に
残

っ
て
い
る
も

の
は
次
の
如
く

で
あ
る
。

一

碧

横
暴

家
系

□
腹

相

愛

と
も
に
あ
を
し

3
最
後
に
、
序
文
、
及
び
原
話

の
不
明
な
も
の
、
原
話
と

の
対

照
が
行

い
難
い

も

の
、

等
の
中

に
見

え
る
漢
語

に
つ
い
て
、

こ
れ
以
前

の
用
例
が
明

ら
か

で
な

い
語
で
、

且

つ
現
代
語

に
残

っ
て
い
る
語
は
次

の
如
く
で
あ
る
。

開
運

雅
俗

鞭

罫

奇
談

わ
姻
薯

銚
し

醜
聞

茶
話

嫉
認

市
街

巡
拝

将

士

情

人

掌

文

真
情

帳
簿

直
言

標

客

婦
道

お
も
ふ
ひ
と

て
の
ひ
ら

ま
こ
と

ち
や
う

不

良

遊
戯

よ
か
ら
ぬ

四

「古

今
奇

談
」
と

い
う
同
じ
角
書
き
を

も
ち
、

「
英
草
紙
後
篇
」

と
い
う
柱

題
を
も

つ

『繁
野
話
」
、
同
じ
く

「続

篇
」
の

『蕃
句

冊
」
は
、
当
二
書

の
序

文
を
信
じ
る
と
、

『英
草
紙
」
と
同
時

に
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

き
ん
ろ
ぎ
や
う
じ
や

こ
く
じ
せ
う
せ
つ
す
じ
つ
し
ゆ

ぎ
さ
く

ち
ゃ
わ

か

近

路

行

者

三
十
年
前
。
国
字

小

説

教
十
種

を

戯
作
し
て
茶
話

に
代

せ
ん
り
ら
う
し

っ
ひ

は
な
ふ
さ
そ
う
し
く
し
ゆ

っ
み

し
よ
り
ん

ゆ
。
千
里
浪
子
其
中
に
就
て
。

英

草

紙
九
種
を
摘
て
書

林
に
授
た
る

は
、
廿
年
に
早
な
り
ぬ

(
繁
野
話
序
)

か
き
な
し

こ
の
こ
ろ

古

今
奇
談
三
十
種
は
、
近
路

の
翁
延
享

の
初
に

稿

成

た
る
を
。

頃

に

か
す

み
て

は
か

は
な
ふ
さ

至
り
て
其

梓

を

数
に
充
な
む
と
計
る
よ
し
を
聞

て
。
む
か
し

の
春

は

英

そ
ら
ほ
め

す
さ

と

虚

称

し
、

ふ
り

ぬ
る
秋

に
は
し
げ
く

と
荒
ま
し
か
り
て
。

(
募
句
冊
序

)

こ
の
二
作
は
原
話
が
あ
ま
り
明

ら
か

に
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

そ
の
翻
案

態
度
を

「
英
草
紙
」
の
そ
れ

と
比
較
し

て
漢
語
の
性
格
を
探
る
、
と

い
う

こ
と

は
困
難

で
あ
る
。

こ
の
二
作

の
左
側
の
振

仮
名
は
、

「
英
草
紙
」

の
そ
れ

に
比
し
て
、

か
な
り

減

っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
前
代
ま

で
の
用
例
の
不
明
な
語
が
少

い
か
と
い
う
と

そ
う

で
も
な
く
、
又
、

そ
の
前
代
ま
で

の

用
例
の

不
明
な

語
に
絞

っ
て
み
て

も
、
左
振
仮
名
が
少

な
い
と

い
う
傾
向
は
変
わ

ら
な
い
。
そ
れ
は
左
に
示
す
、

現
代
語

に
残

っ
て
い
る
も
の
だ
け

の
例
で
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、

こ
の
二
作

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
穿
竪
を
せ
ず
、
現
代
語
と

の
関
係
だ
け
を
考
え

る
こ
と

に
す
る
。

「
繁
野
話
」

に
お
い
て
、

そ
れ
以
前

の
用
例
は
明

ら
か
で
な
く
、
現
代
語

に

残

っ
て
い
る
も
の
、

異
常

一
計

一
語

姻
属

演
義

艶
麗

解
語

怪
物

花
街

還
元

干
城

机
上

戯
作

基
本

旧
家

近
時

軍
師

軍
略

系
累

激
論

険
所

巧
拙

口
碑

婚
家

再
思

祭
事

山
塞

産
物

自
明

弱
卒

謝
辞

謝
礼

宿
駅

宿
題

情
意

食
膳

新
粧

生
活

生
辰

盛
粧

青
楼

世
代

絶

壁

千
辛
万
苦

戦
略

僧
衣

俗
称

退
隠

大
喝

大
金

大
差

題
名

他
姓

脱
兎

地
名

忠
死

伝
奇

洞
穴

排
斥

お
ゝ
き
に

し
り
ぞ
け

半
日

美
観

必
用

福
利

仏
徒

富
民

変
名

方
位

砲
吼

万
釣

密
使

名
勝

明
断

門
生

「考
句

冊
」

に
お
い
て
、

以
前

の
用
例
が
明
ら
か
で
な
く
、
現
代
語
に
残

っ
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て
い
る
も
の

安
逸

安
定

異
種

偉
人

讐
蒼

応
答

怪
獣

開
城

怪
力

家
族

雅
致

褐
色

活
動

花
弁

雅
名

監
識

鑑
賞

鑑
定

監
督

貴
家

臓
藩

籍

あ
腿

踊

こ
鱒

美
勇

急
務

號
旛
け
愚
弄

閨
秀

芸
林

結
末

公
命

古
雅

混
用

砂
洲

獄
逆

使
役

死
屍

自
炊

実
用

事
物

熟
思

入
来

商
家

将
家

商
議

常
体

詳
密

女
流

進
達

進

呈

瑞
兆

水
利

水
量

世
代

属
国

粗
暴

対
応

大
志

多
数

茶
器

長
文

著
明

同

一

当
主

同
調

内
乱

日
勤

発
狂

発
行

発
作

万
謝

分
家

美
称

埠
僕

武
人

満
場

妙
技

明
窓

野
乗

友
誼

幼
名

僅
語

連
累

右

に
見
え
る
語
を
含
め

て
、

『
繁
野
話
」

『
募
句
冊
」
中

の
漢
語

に
、
種

々

の
性
格

の
も

の
が
あ
る
こ
と
は
、

「英
草
紙
」
と
同
様
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち

庭

鐘
の
読
本

三
部
作

に
は
、

そ
れ

以
前

に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
か

っ
た
と

思
わ

れ

る
漢
語

の

一
群
が
あ
り
、

そ
の
中

に
は
現
代
語

に
ま
で
残

っ
て
い
る
も

の
が

い
く
ら
も
あ
る

が
、
そ

の
漢
語
の
中
に
も
、
中
国
白
話
小
説
の
翻

案
で
あ

る
こ

と
の
反
映
と

い
う
点
だ
け

で
は
な
い
要

素
が
あ

る
こ
と

が
推
定
さ
れ
た
。

こ
れ

は
庭
鐘
に
、
唐
話
学
を
含
め
た
漢
学

の
素
養
が
あ

っ
た
こ
と

に
関
わ
る

こ
と
と

思
わ
れ
る
。

〈
読
本

の
祖
〉

に
お

い
て
見

ら
れ
る

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
後
代

の
作
品

に

は
ど
う

い
う
影
響
を

与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
ジ

ャ
ン
ル
を

な
す

に
い
た
る

読

本
の
中

で
も
、
先

に
示
し

た
馬
琴

の
如
き
態
度
、

建
部

綾
足
の
如
き
和
文
脈

で
翻

案
す

る
態
度
な
ど
、
種

々
の
も
の
が
見
ら
れ
、

こ
う
し
た
点
に

つ
い
て
は

今
後
、
各

読
本
を
見

て
行
く
上

で
の
課
題
と
し
た
い
。

註

①

佐
藤
亨
氏

「近
世
語
彙
の
歴
史
的
研
究
」

(昭
和
55
年
)

「近
世
語
粟
の
研
究
」

(
昭
和
58
年
)

所
収
の
も
の
等

③

鈴
木
丹
士
郎
氏

「
馬
琴
の
語
彙
」

(
「専
修
国
文
」
1
号
)

「
「里
見
八
犬
伝
」
の
漢
語
語
葉
に

つ
い
て
の

一
試
論
」

(
同
11
号
)

「
「里
見
八
犬
伝
」
に
見
え
る
漢
語
語
彙
」
(
「専
修
大
学
論
集
」

1
号
)

「近
世
文
語
の
問
題
」
(
「専
修
大
学
論
集
」

3
号
)
「読
本
に
お
け
る
漢
字
語
の
傍
訓
1

「雨
月
物
語
」
と

「椿
説
弓
張
月
」
を
中
心
に
」

(
「近
代
語
研
究
」
第
2
集
)

「
読
本
の
語
彙
」

(
「講
座
日
本
語
の
語
葉
国
近
世
の
語
彙
」
)

③

「
語
義
と
用
語
例
-

江
戸
時
代
語
研
究
批
判
」

(
「国
語
学
」
伽
号
)

④

こ
の
語
は
佐
藤
喜
代
治
氏

「国
語
語
彙
の
歴
史
的
研
究
」
中
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

⑤

佐
藤
喜
代
治
氏

「日
本
の
漢
語
」

「近
世
の
漢
語
概
説
」
の
項
。

⑧

「江
戸
文
学
と
中
国
文
学
」
等

㎝

「
読
本
発
生
に
関
す
る
諸
問
題
」
(
「中
村
幸
彦
著
述
集
」
第
五
巻
〉
「
「名
物
六
帖
」
の
成
立
と

刊
行
」

(
同
第
十

一
巻
)
「上
方
の
唐
話
学
界
1

「聾
燈
随
筆
」
に
よ

っ
て
」
(
「近
世
文
芸
稿
」

4
号
)
他

「著
述
集
」
第
七
巻
所
収
の
諸
論
等

⑧

「近
世
中
期
に
お
け
る
京
都
の
白
話
小
説
家
た
ち
」

(
「近
世
文
苑
の
研
究
」
)
他

⑨

「唐
語
辞
書
の
語
彙
」

(
「講
座
日
本
語
学
国
現
代
語
彙
と
の
史
的
対
照
」
)
等

ロ・

「
「禰
偲
言
集
ε

〈
小
説
語
v
の
出
典
考
察
ー

国
語
馨

と
唐
話
辞
書
と
の
菱

糞

「国

文
学
研
究
」
67
)
等

㎝

「
日
本
名
著
全
集
」

「
南
総
里
見
八
犬
伝
」
に
よ
る
。

働

そ
の
他
、
注
働

「読
本
の
語
彙
」
の

「馬
琴
の
文
章
観
」
を
も
参
照
。

鮒

く
読
本
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
関
し
て
は
、
横
山
邦
治
氏

「読
本
の
研
究
」
等
を
参
照
。

α◎

「中
村
幸
彦
著
述
集
第
十

一
巻
」
所
収
。
又
、
同
書
所
収
の

「都
賀
庭
鐘
の
中
国
趣
味
」
を
も
参

照
。

㈲

こ
の
他
に
は
文
化
三
年
刊

「義
経
磐
石
伝
」
が
あ
る
。

個

小
学
館

「
日
本
百
典
文
学
全
集
」
娼

「英
草
紙

・
西
山
物
語

・
雨
月
物
語

・
春
雨
物
語
」
の
解
説

(
中
村
幸
彦
氏
執
筆
)
等
に
よ
る
。

面

庭
鐘
の
翻
案
態
度
に
言
及
し
た
も
の
に
は
、

重
友
毅
氏

「翻
訳
翻
案
文
学
と
し
て
の
近
世
小
説
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1

特
に
怪
談
物
を
中
心
と
し
て
」

(
「国
語
と
国
文
学
」
15
・
4
)
斎
藤
護

一
氏

「江
戸
時
代
に

於
け
る
支
那
小
説
翻
案
の
態
度
」

(同
)
麻
生
磯
次
氏
前
掲
書
第
二
章
等
、
尾
形
仇
氏

「申
国
白
話

小
説
と

「英
草
紙
」
」

(
「文
学
」
昭
和
41
・
3
)
和
田
松
江
氏

「
都
賀
庭
鐘
と
中
国
短
篇
白
話
小

説
i

そ
の
享
受
を

め
ぐ

っ
て
」

(
「香
椎
潟
」
22
)
石

破

洋
氏

「都
賀
庭
鐘
の
翻
案
態
度
ー

「英
草
紙
」
第
三
篇
に
お
け
る
琴
を
中
心
に
」

(
「東
方
学
」
55
号
)
等
が
あ
る
。

㎜

注
㈲
の
書
。

四

注
②
の
論
。

⑳

本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
原
剛
と
し
て
音
読
の
振
り
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
右
に
音
読
の
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
て
、
左
に
訓
、
あ
る
い
は
注
の
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
も
の

も
あ
る
が
、
そ
れ
も
対
象
と
す
る
。

注
④
に
同
じ
。

四

注
②
の
論
。

現
代
語
に
残

っ
て
い
る
と
い
う
認
定
は

「新
明
解
国
語
辞
典
」
で
行

っ
た
。

⑳

享
保
元
年
刊
。
岡
島
冠
山
。

「唐
話
辞
書
類
集
」
第
六
集
に
よ
る
。

寛
政
三
年
刊
。
著
者
未
詳
。

「唐
話
辞
書
類
集
」
第
十
五
集
に
よ
る
。

「
「雨
月
物
語
」
の
用
字
」

(
「東
京
女
子
大
学

日
本
文
学
」
60
)

⑳

第

一
篇
、
第
五
篇
の
よ
う
に
、
逐
字
訳
で
な
い
部
分
。

⑳

注
㈹
に
同
じ
。

本
稿
で
本
文
と
し

て
用

い
た

の
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

「
英

草
紙
」

「
繁
野
話
」

「
考

句
冊
」
九
州
大
学
文
学
部
蔵
。
中
村
幸

彦
氏

「
読
本
発
生

に
関
す
る
諸
問
題
」

(注
㎝
参

照
)
に
よ
る
と
、
「
英
草
紐
」
は

四
版
に
あ

た
り
、
「
繁
野
話
」
も
初
版
で
は
な
い
が
、
「
版
下
は
皆
同
じ
い
」

と
あ
る
。

「
古
今
小
説
」

世
界
書

局
刊

民

国

47
年

、
「
影

印
者
以
内
閣
文
庫
蔵
本
為

主
、
其
残
訣
部
分

則
以
尊
経
閣
蔵
本
補
足
之
。
」

と
あ

る
。

「
警
世
通

言
」
世
界
書
局
刊

民
国
47
年
、

「
今
披
李
田
意
博
士
所
摂

日
本

名
古
屋
蓬

左
文
庫
所

蔵

明
金
陵
兼
善
堂
本
景
印
。
」
と
あ
る
。

名
を
略
し
た
所

が
あ

る
。
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引
用

に
際
し
て
は
、

適
宜
、
通
行

の
字
体

に
直

し
、
句
読
点
を
補

い
、
振
仮


