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お
わ
り
に

一

は
じ
め
に

日
本
語
史
上
大
き
な
出
来
事
で
あ
る
係
り
結
び
の
崩
壊
に
つ
い
て
は
、

既
に
多
く
の
論
考
が
な
さ
れ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
中
で
、

已
然
形
を
文
終
止
に
配
す
る
コ
ソ
の
係
り
結
び
に
関
し
て
は
、
近
年
、

半
藤
英
明
氏

(

注
１)

、
山
田
昌
裕
氏

(

注
２)

ら
に
よ
る
構
文
的
側
面
か
ら
の
研
究
な
ど

で
、
実
態
の
把
握
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
方
言
国
語
史
の
立
場
か

ら
も
、
現
在
方
言
と
し
て
九
州

(

注
３)

な
ど
に
見
ら
れ
る

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
残
存
例
が
検
討
さ
れ
、
小
林
隆
氏

(

注
４)

・
大
西
拓
一
郎
氏

(

注
５)

ら
に
よ
る
論
が

提
出
さ
れ
る
な
ど
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
求
め
ら
れ
る
の

は
、
こ
れ
ら
様
々
な
研
究
成
果
を
有
機
的
に
重
ね
合
わ
せ
る
、
広
い
視

野
に
立
っ
た
研
究
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、

｢

と
り
た
て｣
の
視
点
か
ら
コ
ソ
を
含
む
種
々
の
助
詞
を
捉
え
た
研
究

(

注
６)
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な
ど
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、
例
え
ば
日
本
語
史
上
の
各
時
期
に
お
け
る
、
係
助

詞
に
関
わ
る
表
現
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
、
依
然
と
し
て
課
題
で

あ
る
と
言
っ
て
良
く
、｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
用
い
ら
れ
る
発
話
例
に

つ
い
て
も
、
よ
り
多
角
的
な
考
察
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
現
在
方
言
に
お
け
る
係
り
結
び
の
残
存
に
つ

い
て
、
中
央
語
史
と
ど
の
様
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
歴
史
的
な
経
緯
を

よ
り
明
ら
か
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

が
崩
壊
し
て
ゆ
く
と
さ
れ
る
中
世
後
期
の
例
に
つ

い
て
再
検
討
を
行
う
。
検
討
に
際
し
て
は
、
現
在
方
言
に
お
い
て
も
そ

の
用
例
が
認
め
ら
れ
、
中
世
後
期
の
状
況
と
の
関
連
を
探
る
上
で
手
掛

か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

と
い
う
文
末
の
形
式
に

注
目
す
る
。
検
討
に
用
い
る
資
料
と
し
て
は
、
狂
言
・『
天
草
版
平
家

物
語』

・
抄
物
・『

捷
解
新
語』

な
ど
、
当
期
の
口
語
を
反
映
し
た
も
の

と
さ
れ
る
文
献
を
と
り
あ
げ
る
。

二

現
在
方
言
に
お
け
る

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

本
節
で
は
、
現
在
方
言
に
お
い
て

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
使
用
例
が

ど
の
様
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
か
、
大
西
氏

(

注
７)

・
小
林
氏
の
論

(

注
８)

に
従
い

つ
つ
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
が
中
世
後
期
に
お
け
る｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
文
献
例
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
の
所
在
を
述
べ
る
。

大
西
氏
に
よ
れ
ば
、｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

は
西
日
本
に
偏
っ
て
残
存

し
て
い
る
が
、
八
丈
方
言
で
も
良
く
用
い
ら
れ
る
。
コ
ソ
の
結
び
は
一

般
用
言
と
補
助
動
詞

｢

あ
る｣

の
結
び
と
に
大
別
出
来
、
各
々
条
件
表

現

(｢

風
こ
そ

吹
け

雨
は
降
ら
ん｣

〈

岐
阜
県
飛
騨

(

注
９)〉

・｢

言
い
出
し

た
の
は
お
前
で
コ
ソ

ア
レ

わ
し
で
は
な
い｣

〈

島
根
県
益
田
市
・

那
賀
郡
・
大
原
郡
・
隠
岐〉)

、
お
よ
び
文
末
表
現

(

ホ
ン
ナ
コ
ト
ユ
ー

タ
ケ
ン
ド

ウ
チ
コ
ソ

ワ
ル
ケ
レ〈

そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
け
れ
ど
、

私
が
悪
い
の
だ：

徳
島
県
三
好
郡
・
美
馬
郡〉

・｢

そ
れ
コ
サ
レ｣

〈

そ

の
こ
と
だ
よ：

滋
賀
県
甲
賀
郡〉)

を
有
す
る
。
こ
れ
ら
条
件
・
文
末

の
各
表
現
は
、
ま
ず
は
古
典
語
の
残
存
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

し
か
し
、｢

あ
る｣

の
結
び
の
場
合
、
一
般
用
言
に
は
見
ら
れ
な
い

特
殊
な
用
法
と
し
て
、
条
件
形
式
を
と
り
た
て
る
条
件
表
現

(｢

マ
メ

ナ
リ
ャ
こ
さ
れ

長
生
き
が
で
け
た
ん
や｣

〈

大
阪
府〉)

・
反
語(｢

知
っ

て
コ
ソ
！｣

〈

知
る
も
の
か
！：

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
諸
塚
村〉)

・
安
堵

(

ア
メ
ガ
フ
ラ
デ
コ
サ
エ

〈

雨
が
降
ら
な
か
っ
た
か
ら
よ
か
っ
た
も
の

の
…：

島
根
県
大
原
郡
木
次
町
上
熊
谷〉)

な
ど
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
。
こ
れ
ら
特
殊
な
用
法
の
内
、
反
語
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
古
典
語
に

も
用
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

注
�)

。
そ
の
他
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
方
言
独

自
の
展
開
と
考
え
て
良
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
様
な
現
在
方
言
の
状
況
が
形
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
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種
々
の
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
般
用

法
・
特
殊
用
法
を
併
せ
た
現
在
方
言
の
諸
例
か
ら
覗
え
る
点
に
、
コ
ソ

と
ア
レ
と
の
強
い
共
起
志
向
が
あ
る
、
と
言
っ
て
良
い
様
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
西
氏
は

｢

コ
ソ
ア
レ
と
い
う
形
で
の
固
定
的
使

用
が
コ
サ
レ
な
ど
の
融
合
形
を
生
み
出
し
、
一
語
的
性
格
を
帯
び
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
働
く
と
考
え
ら
れ
る

(

注
�)｣

と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
ま
た
、
小
林
氏
は
、
特
に
文
末
表
現

(

見
方
に
よ
っ
て
は

｢

終
助

詞｣

的
な
用
法
と
も
言
え
よ
う)
の
例
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
た
中
で
、

｢｢

ま
ず
、
終
助
詞
化
の
前
段
階
と
し
て
、
も
と
に
な
っ
た｢

こ
そ
あ
れ｣

で
終
わ
る
形
式
の
多
用
が
想
定
さ
れ
る
。
特
に

｢

で
こ
そ
あ
れ｣

の
慣

用
的
使
用
が
終
助
詞
化
の
重
要
な
基
盤
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

(

注
�)｣

と
説

か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
細
か
な
捉
え
方
に
は
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
両

氏
と
も
、
現
在
方
言
の
状
況
が
成
り
立
つ
ま
で
に

｢

…

(
デ)
コ
ソ
ア

レ
。｣

な
る
形
式
の
多
用
が
あ
っ
た
、
と
い
う
推
論
を
な
さ
れ
て
い
る

訳
で
あ
る

(

注
�)

。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
中
央
語
で
係
り
結
び
が
行
わ
れ
た
末

期
と
さ
れ
る
中
世
後
期
の
文
献
資
料
に
も
、｢

…

(

デ)

コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
の
例
の
頻
出
と
い
っ
た
様
な
、
現
在
方
言
で
の
状
況
と
関
連
の
あ

り
そ
う
な
事
実
が
見
出
せ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
中
世
後
期
の
文
献
資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
コ
ソ

の
諸
例
を
検
討
す
る
。

三

中
世
後
期
の
状
況

三
―
一

本
節
の
目
的

本
節
で
は
、
現
在
方
言
に
お
け
る

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
残
存
の
手

掛
か
り
を
探
る
意
味
で
、
中
世
後
期
の
諸
例
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

そ
の
際
特
に
、
現
在
方
言
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る

｢

…

(

デ)

コ
ソ
ア

レ
。｣

と
い
う
形
式
を
と
る
例
に
注
目
す
る
。

三
―
二

具
体
的
検
討

三
―
二
―
一

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
の
検
討

本
項
で
は
ま
ず
、｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

の
形
式
に
注
目
し
な
が
ら
、
狂

言
台
本
に
お
け
る
例
を
と
り
あ
げ
る
。

例
え
ば
、『

天
理
本
狂
言

(

注
�)』

で
は
、
用
い
ら
れ
て
い
る
コ
ソ
の
総
数

二
一
七
例

(

注
�)

に
対
し
て
、
已
然
形
で
文
を
結
ぶ
も
の
は
一
四
三
例(

六
五
・

九
％)

を
数
え
る
。
な
お
、
坂
詰
力
治
氏

(

注
�)

ら
の
調
査
か
ら
も
分
か
る
通

り
、
中
世
後
期
に
お
い
て
コ
ソ
の
結
び
に
已
然
形
を
と
る
例
は
、
概
ね

一
資
料
中
過
半
数
の
例
を
占
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
内
、
結
び

に
ア
レ
を
と
る
も
の
は
最
も
多
く
、
三
〇
例
と
な
っ
て
い
る

(

注
�)

。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
用
例
の
内
、｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

の
例
が
二
七
例
と
、

ア
レ
の
結
び
の
九
割
を
占
め
て
い
る
。
次
に
、
用
例
を
掲
げ
る
。
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�

そ
れ
は
、
太
刀
を
、
挟
う
だ
と
、
云
も
の
で
こ
そ
、
あ
れ

(

昆
布
売
、
大
名
↓
昆
布
売)

�
身
共
が
年
月
の
行
法
も
か
や
う
の
た
め
て
こ
そ
あ
れ
、
食
う
た

も
の
を
祈
り
だ
さ
う
と
云

(

土
産
山
伏
、
山
伏
↓
山
人)

�

近
頃
、
満
足
申
て
こ
そ
あ
れ

(

釣
狐
、
坊
主
↓
男)

こ
れ
ら
の
内
、�

�

は
指
定
の
デ
を
承
け
る
も
の
、�

は
接
続
助
詞
テ

を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
少
し
考
え
る
と
、

�

の
例
は
、
大
名
に

｢

太
刀
を

(
手
に)

持
て｣

と
言
わ
れ
た
昆
布
売

り
が
太
刀
を
腋
に
挟
ん
で
し
ま
っ
た
の
を
言
い
立
て
る
も
の
で
、｢

そ

り
ゃ
…
と
い
う
も
の
じ
ゃ
無
い
か
。｣
と
い
う
様
な
気
息
を
感
じ
さ
せ

る
。
次
に
、�

の
例
は
、｢

自
分
の
長
年
の
修
行
も

(

食
べ
て
し
ま
っ

た
物
を
祈
り
出
す)

ま
さ
に
そ
の
た
め
に
あ
る
の
だ｣
と
い
っ
た
、
強

い
確
言
性
を
有
す
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

次
に
、『

虎
明
本
狂
言

(

注
�)』

で
は
、
コ
ソ
の
総
数
三
二
七
例

(

注
�)

に
対
し
て

已
然
形
で
文
を
結
ぶ
も
の
は
二
三
六
例

(

七
二
・
二
％)

、
そ
の
内
結

び
に
く
る
の
は
、
多
い
順
に
タ
レ

(

六
二
例)

・
ケ
レ

(

三
七
例)
・
ア

レ

(

二
八
例)

な
ど
で
あ
る

(

注
�)

。
ア
レ
は
三
番
目
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

の
例
は
約
六
割
の
一
七
例
を
占
め
る
。
次
に
、
用
例

を
掲
げ
る
。

�

い
や
そ
れ
は
い
る
ま
や
う
で
こ
そ
あ
れ

(

入
間
川
、
大
名
↓
入
間
の
何
某)

�

そ
れ
は
か
ら
か
さ
の
こ
と
で
こ
そ
あ
れ

(

ほ
ね
か
わ
、
住
持
↓
新
発
意)

�

い
て
い
は
ふ
ず
る
は
、
ふ
べ
ん
な
る
所
を
見
せ
て
は
づ
か
し
う

こ
そ
あ
れ

(

今
ま
い
り
、
大
名
↓
今
参)

こ
れ
ら
の
内
、�

�

は

『

天
理
本
狂
言』

の�

と
同
様
の

｢

…
デ
コ
ソ

ア
レ
。｣

の
例
で
あ
っ
て
、
表
現
に
つ
い
て
も
、�

に
類
似
し
た
言
い

立
て
の
気
息
が
認
め
ら
れ
よ
う
。�

も
、｢

…
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ｣

と
い
う
様
な
確
言
性
は『

天
理
本』

の�

に
近
似
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
で
の
接
続
は
形
容
詞
連
用
形
ウ
音
便
を
承
け
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の

｢

形
容
詞
連
用
形
＋
コ
ソ
ア
レ
。｣

は
、
後
に
も
少
し
く
触

れ
る
が
、
現
在
方
言
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
特
に
類
例
の
多
さ
が
指

摘
出
来
る
形
式
と
い
う
訳
で
は
無
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
中
世
後
期
と
の

相
違
点
と
言
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
抄
物
資
料
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
る
。
例
え
ば
、『

漢
書

列
伝
竺
桃
抄

(

注
�)』

に
は
、
次
に
掲
げ
る
、

�

君
ノ
所
レ
為
ヲ
ハ
皆
ヨ
イ
ト
云
ヲ
ワ
ル
イ
ト
云
タ
ハ
実
ニ
ヨ
イ

大
臣
テ
コ
ソ
ア
レ
ト
云
タ
ソ

(

三
一
ウ
14)

�
本
文
ニ
誦
言
如
酔
ト
云
時
ニ
ハ
誦
言
ハ
詩
書
ヲ
ヲ
ホ
エ
テ
其
ハ

サ
ウ
テ
ハ
サ
ウ
ヌ
カ
ウ
テ
コ
ソ
ア
レ
ナ
ン
ト
ゝ
云
事
ヲ
ハ
キ
ゝ

タ
ウ
モ
ナ
サ
ニ

(

五
六
ウ
15)
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�

我
之
此
ニ
後
ヌ
ル
不
思
議
ノ
事
テ
コ
ソ
ア
レ
ソ

(

七
六
ウ
４)

�
此
ノ
ヤ
ウ
ニ
公
方
ノ
御
用
ニ
タ
ツ
モ
ノ
ワ
カ
ウ
コ
ソ
ア
レ
ト
云

テ
ソ

(

六
四
オ
２)

な
ど
の
例
が
拾
え
る

(

ち
な
み
に
、『

漢
書
列
伝
竺
桃
抄』

に
お
い
て

は
、
コ
ソ
を
承
け
て
已
然
形
で
文
を
結
ぶ
例
は
六
三
例
で
あ
る
が
、
こ

の
内
ア
レ
の
結
び
は
三
分
の
一
の
二
一
例
を
占
め
る)

。
ま
た
、『

史
記

抄

(

注
�)』

に
も
、

�

カ
ウ
云
ハ
只
一
向
為
秦
取
周
タ
モ
ノ
テ
コ
ソ
ア
レ
ソ

(

二
・
一
〇
七
―
12)

�

ヨ
ケ
レ
ハ
ホ
メ
、
ア
シ
ケ
レ
ハ
、
ソ
シ
ル
テ
コ
ソ
ア
レ
ソ

(
一
四
・
六
六
―
12)

な
ど
の
例
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
例
の
内
、�

の
例
は
副
詞

(

斯
う)

を
承
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
外
形
面
か
ら
す
る
と
、『
虎
明
本
狂
言』

で
の
形
容
詞
連
用
形
ウ
音
便
を
承
け
た�

の
例
に
準
じ
て
考
え
て
良
い

で
あ
ろ
う
。
他
の
多
く
の
例
で
は
、｢

…
デ
コ
ソ
ア
レ
。｣

の
形
式
が
用

い
ら
れ
て
お
り
、
小
林
氏
の
所
説
と
の
関
連
を
覗
わ
せ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る

(

注
�)

。

こ
の
他
、『

天
草
版
平
家
物
語

(

注
�)』

に
は
、
次
に
掲
げ
る
、

�

天
が
下
に
住
ま
う
ず
る
限
り
は
�
と
も
か
う
も
清
盛
の
仰
せ
を

背
く
ま
い
こ
と
で
こ
そ
あ
れ(

一
〇
〇
―
４
、
母
と
じ
↓
祇
王)

と
い
う
、
や
は
り

｢

…
デ
コ
ソ
ア
レ
。｣

の
例
が
見
ら
れ
る
。
原
拠
本

(

注
�)

に
近
い
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
当
該
箇
所
で
は
、
次
に
掲
げ
る
様
に
、

�

原

天
が
下
に
す
ま
ん
程
は
、
と
も
か
う
も
入
道
殿
の
仰
せ
を
ば

背
ま
じ
き
事
に
て
あ
る
ぞ
と
よ(

覚
一
本
・
上
一
〇
〇
―
10)

と
な
っ
て
お
り
、
編
者
が

｢

清
盛
の
仰
せ
に
背
く
こ
と
な
ど
あ
っ
て
は

な
ら
な
い｣

と
い
う
様
な
強
い
表
現
の
一
端
に
関
わ
る
形
式
と
し
て
、

｢

で
こ
そ
あ
れ｣

を
用
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
中
世
後
期
の
口
語
資
料
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、｢

…(

デ)

コ
ソ
ア
レ
。｣

の
形
を
と
る
表
現
の
例
を
中
心
に
見
て
来
た
。
そ
の
際
、

指
定
の
デ
を
承
け
る
場
合
の
例
が
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
形
容
詞
連
用
形

ウ
音
便
を
承
け
る
例
な
ど
も
確
認
出
来
た
。

三
―
二
―
二

丁
寧
表
現

｢

…
コ
ソ
御
座
レ
。｣

形
式
の

存
在

前
項
で
は
、
中
世
後
期
の
口
語
資
料
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、｢

…

(
デ)

コ
ソ
ア
レ
。｣

の
形
式
の
例
を
中
心
に
確
認
し
て
来
た
。
し
か
し
、

待
遇
表
現
な
ど
別
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
さ
ら
に
中
世
後
期
と
現

在
方
言
と
の
相
違
点
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
、『

捷
解

新
語』

(
原
刊
本

(

注
�))

に
お
け
る
例
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
前
項
と
は
や

や
異
な
る
場
合
の
例
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
。
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周
知
の
通
り
、『

捷
解
新
語』

は
、
日
本
・
朝
鮮
両
国
の
役
人
に
よ

る
儀
礼
的
な
会
話
を
収
め
る
書
物
で
あ
る
。
本
書
に
は
全
部
で
一
一
三

例
の
コ
ソ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内
已
然
形
の
結
び
を
と
る
も

の
は
六
四
例
と
、
約
五
七
％
に
上
っ
て
い
る
。

さ
て
、『

捷
解
新
語』

の

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

六
四
例
中
で
特
に
目

立
つ
の
は
、
結
び
に
敬
語
動
詞
御
座
ル
を
と
る
例
で
あ
る
。
こ
の
例
の

数
は
四
八
例
と
、
已
然
形
の
結
び
を
と
る
例
の
四
分
の
三
に
当
た
る

(

注
�)

。

次
に
、
そ
の
例
を
掲
げ
る
。

�

始
め
に
御
対
面
仕
り
目
出
た
う
こ
そ
御
座
れ
。(

四
１
オ
、
主)

�

さ
て
は
出
船
の
日
も
定
ま
っ
て
目
出
た
う
こ
そ
御
座
れ
。

(

八
24
ウ
、
主)

�

御
使
い
は
某
で
こ
そ
御
座
れ
。

(
三
１
ウ
、
主)

�

此
れ
様
に
目
出
た
い
事
、
何
方
も
同
前
で
こ
そ
御
座
れ
。

(

六
２
ウ
、
主)

�

目
出
た
さ
礼
に
余
っ
て
こ
そ
御
座
れ
。

(

七
22
ウ
、
客)

�

折
節
好
い
順
風
に
是
ま
で
着
か
し
ら
れ
て
、
大
慶
に
こ
そ
御
座

れ
。

(

六
14
オ
、
客)

こ
れ
ら
の
例
の
内
、�

�

は
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
も
の
、�

�

は

指
定
の
デ
を
、�

は
接
続
助
詞
テ
を
、�

は
形
容
動
詞
連
用
形
を
そ
れ

ぞ
れ
承
け
る
も
の
で
あ
る
。�

の
例
を
除
く
と
、
既
に
前
項
で
確
認
し

た

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
の
例
と
同
様
の
接
続
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
一
見
し
て
分
か
る
通
り
、『

捷
解
新
語』

に
お
い
て
コ
ソ
と
御
座

レ
と
が
共
起
し
た
場
合
の
例
は
、
全
て

｢

…
こ
そ
御
座
れ
。｣

と
い
う

形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
通
り
、
資
料

の
性
格
上
の
特
徴
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の

｢

…

(

デ)

コ
ソ

御
座
レ
。｣

の
例
は
、
決
し
て
当
期
中
孤
立
し
た
も
の
で
も
無
い
よ
う

で
あ
る
。

例
え
ば
、
狂
言
台
本
の
内
、『

天
理
本
狂
言』

で
は
、
次
に
掲
げ
る
、

�

色
色
お
肝
煎
、
恭
こ
そ
御
ざ
れ
と
云

(

岩
橋
、
男
↓
仲
人)

�

近
頃
恭
こ
そ
御
ざ
れ
、
さ
ら
は
か
う
通
ら
せ
ら
れ
い

(

禰
宜
山
伏
、
亭
主
↓
禰
宜)

な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、『

虎
明
本
狂
言』

で
は
、
次
に
掲
げ
る
、

	

か
た
じ
け
な
ふ
こ
そ
ご
ざ
れ
、
お
し
へ
さ
せ
ら
る
ゝ
さ
へ
御
ざ

ら
ふ
に
、
ゑ
ほ
し
ま
で
か
さ
せ
ら
れ
て
、
過
分
に
御
ざ
る

(

鶏
聟
、
聟
↓
教
え
手)




今
日
は
、
日
も
よ
う
御
ざ
る
に
、
御
ふ
し
な
が
ら
御
い
で
か
た

じ
け
な
う
こ
そ
御
ざ
れ

(

二
人
袴
、
聟
↓
親)

�

も
は
や
参
る
、
な
ご
り
お
し
う
こ
そ
ご
ざ
れ
、
こ
れ
が
い
き
わ

か
れ
じ
や

(

武
悪
、
武
悪
↓
太
郎
冠
者)

な
ど
の
例
を
拾
う
こ
と
が
出
来
る
。�

〜�

の
諸
例
は
、
い
ず
れ
も
形

容
詞
連
用
形
を
承
け
る
も
の
と
覚
し
く
、�

�

の
例
と
の
類
似
の
他
、

前
項
で
触
れ
た�
の
例
と
の
関
連
が
覗
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、『

虎
清
本
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狂
言

(
注
�)』

で
も
、
御
座
レ
の
古
い
形
式
で
あ
る
御
座
ア
レ
の
例
と
し
て
、

次
に
掲
げ
る
、

�
こ
れ
へ
の
御
出
か
た
じ
け
な
ふ
こ
そ
御
ざ
あ
れ

(

き
ん
や
、
す
っ
ぱ
↓
あ
と)

と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
例
も
、
同
様
に
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、『

天
草
版
平
家
物
語』

に
お
い
て
は
、
前
項
で
の
例
と
同
じ

く
や
は
り
編
者
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
、

�

あ
ら
無
惨
や
�
実
盛
で
こ
そ
ご
ざ
れ

(
一
七
一
―
18
、
樋
口
↓
木
曾)

�

右
馬.

平
家
の
北
国
へ
下
ら
れ
た
事
を
も
続
け
て
お
語
り
あ
れ.

／
喜
一.

さ
て
も
飽
く
期
も
な
い
人
で
こ
そ
ご
ざ
れ

(

一
六
〇
―
１
、
喜
一
↓
右
馬
允)

�

右
馬.

こ
の
茶
を
飲
う
で
息
を
継
い
で
�
ま
ち
っ
と
お
語
り
あ

れ.

／
喜.

は
あ
�
こ
れ
は
か
た
じ
け
な
い：

冥
加
も
な
い
お

茶
で
こ
そ
ご
ざ
れ：

ご
く
と
見
え
ま
ら
し
て
ご
ざ
る

(

二
八
五
―
１
、
喜
一
↓
右
馬
允)

の
様
な
類
例
が
見
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
原
拠
本
で
は
、�

の
く
だ
り
は

｢

ア
ナ
無
暫
ヤ
、
真
盛
ニ
テ
候
ケ
リ｣

(

四
三
五
頁)

と
な
っ
て
お
り
、

�
�

の
例
に
つ
い
て
は
創
作
と
思
し
い
も
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
無

く
、
こ
れ
ら
は
指
定
の
デ
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
、
中
世
後
期
の
口
語
資
料
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

少
な
く
と
も

｢

…

(

デ)

コ
ソ
ア
レ
。｣

の
例
の
他
に
、｢

…

(

デ)

コ

ソ
御
座
レ
。｣

と
い
う
形
式
の
例
も
多
く
存
す
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の

｢

…

(

デ)

コ
ソ
御
座
レ
。｣

形
式
に
つ
い
て
も
、
現
在
方
言
で

は
少
な
く
と
も
容
易
に
類
例
の
指
摘
出
来
る
も
の
で
は
無
い
よ
う
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、｢

…

(

デ)

コ
ソ
御
座
レ
。｣

形
式
に
つ
い
て
は
、
安
田

章
氏
の
諸
論
考

(

注
�)

に
精
査
さ
れ
、
当
代
に
お
い
て

｢

挨
拶
表
現｣

と
し
て

残
存
し
て
い
た
係
り
結
び
の
一
環
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
い
さ
さ
か
別
の
構
文
的
な
視
点
か
ら
、
既
に
確
認
し
た｢

…(

デ)

コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
と
同
様
に
、
一
括
し
て
考
え
て
み
た
い
。

つ
ま
り
、
御
座
ル
は
ア
リ
の
丁
寧
語
形
と
し
て
の
用
法
を
有
し
、
本

動
詞
と
し
て
も
、
次
に
掲
げ
る
、

�

是
は
め
つ
ら
し
ひ
名
で
御
ざ
る
が
、
さ
だ
め
て
子
細
が
ご
ざ
ら

ふ
＼
中
々
、
子
細
こ
そ
あ
れ

(

虎
明
本
狂
言
・
腹
不
立
、
出
家
↓
所
の
者
一)

�

し
て
其
子
細
が
あ
る
か
＼
中
中
子
細
こ
そ
ご
ざ
れ

(

虎
明
本
狂
言
・
花
争
、
太
郎
冠
者
↓
主)

の
二
例
を
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
な
様
に
、
ア
リ
で
は
丁
寧
さ
が
不
足
す

る
場
合
、
い
わ
ば
入
れ
替
え
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え

ば
、
御
座
ル
は
ア
リ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
そ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
、
コ
ソ
ア
レ
／
御
座
レ
が
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何
を
承
け
る
か
と
い
う
点
か
ら
も
、
特
に
指
定
の
デ
・
形
容
詞
連
用
形

な
ど
で
共
通
す
る
た
め
、
中
世
後
期
の

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

と

｢

…
コ

ソ
御
座
レ
。｣
と
を
構
文
面
で
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
で
は
無

い
か
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る

(

注
�)

。

従
っ
て
、
中
世
後
期
に
お
け
る

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
は
、
そ
の

丁
寧
形
と
し
て

｢

…
コ
ソ
御
座
レ
。｣

と
い
う
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

有
す
る
と
捉
え
て
も
差
し
支
え
無
い
様
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
本
項
で
は
、
中
世
後
期
の
口
語
資
料
と
さ
れ
る
文
献
中
に｢

…

(

デ)

コ
ソ
御
座
レ
。｣

と
い
う
形
式
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
事
実
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
際
、
指
定
の
デ
を
承
け
る
場
合
の
例
と
共
に
、

形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
場
合
の
例
な
ど
も
多
く
確
認
出
来
、
こ
れ
ら

の
点
か
ら

｢

…

(

デ)

コ
ソ
御
座
レ
。｣

は

｢

…

(
デ)

コ
ソ
ア
レ
。｣

の
丁
寧
表
現
形
と
し
て
捉
え
得
る
の
で
は
無
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
述

べ
た
。

四

中
世
後
期
に
お
け
る
特
徴
の
史
的
検
討

前
節
ま
で
で
見
て
来
た
、
中
世
後
期
に
お
け
る

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
の
状
況
を
、
現
在
方
言
で
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
共
通
す
る
様

な
例
も
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
が
、
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
例
の

多
寡
や
、
丁
寧
表
現
形
と
し
て
の

｢

…
コ
ソ
御
座
レ
。｣

の
例
の
存
在

が
主
な
相
違
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
、
中
世
後
期
に
お
け
る

特
徴
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
成
に
種
々
の
要
因
が
関

わ
っ
て
い
よ
う
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
構
文
史
的
な
面
か
ら
一
応
次
の
様

に
考
え
て
み
た
い
。

古
代
語
に
お
い
て
、
係
り
結
び
と
い
う
現
象
は
、
次
に
掲
げ
る
、

�

中
将
殿
こ
そ
、
こ
れ
よ
り
渡
り
給
ひ
ぬ
れ
。

(

源
氏
物
語

(

注
�)

・
夕
顔)

の
例
の
様
に
、
客
体
的
な
事
柄
に
対
す
る
言
語
主
体
の
態
度
を
、
一
文

中
に
係
助
詞
と
、
文
末
の
結
び
と
の
二
つ
の
切
れ
目
に
分
か
れ
て
示
す

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
語
で
は
、
言
語
主
体
の
態
度
は

専
ら
文
末
の
み
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
は
、｢

論
理
化｣

と
言
わ
れ
る
流
れ
が
存
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

注
�)

。
す
な
わ
ち
、

古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
移
り
行
き
の
中
で
、
構
文
面
で
は
事
柄
を
一

ま
と
ま
り
に
し
て
叙
述
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
係
助
詞
に
よ
る
文
中

の
断
裂
が
好
ま
れ
な
く
な
っ
て
、
係
助
詞
は
文
中
か
ら
文
末
へ
と
追
い

や
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
コ
ソ
に
つ
い
て
示

す
も
の
が
、｢

二

現
在
方
言
に
お
け
る

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣｣

の
節
で

述
べ
た
様
に
現
在
方
言
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
コ
ソ
単
独
で
の
文
末
用

法
で
あ
り
、
ま
た
本
稿
で
と
り
あ
げ
て
い
る

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式

で
は
無
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

山
口
尭
二
氏

(

注
�)

は
、
文
中
に
立
ち
難
く
な
っ
た
コ
ソ
が
中
世
後
期
ま
で
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存
し
得
た
要
因
の
一
つ
に
、
次
に
掲
げ
る
、

�
は
や
う
こ
の
殿
は
、
我
を
あ
ぶ
り
こ
ろ
さ
ん
と
お
ぼ
す
に
こ
そ

あ
り
け
れ
。

(

大
鏡

(

注
�)

・
伊
尹
伝)

�

そ
れ
を
な
づ
け
て
五
時
教
と
い
ふ
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。

(

大
鏡
・
序)

な
ど
の
例
の
様
に
、
判
断
を
示
す
ニ
ア
リ
に
介
入
し
た
り
し
て
、

｢

文
中
の
係
り
用
法
で
あ
り
な
が
ら
、
む
し
ろ
確
言
的
に
そ
の
文
の
判

断
を
措
定
す
る
意
味
合
い
が
強
ま｣
っ
た
点
を
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
見

方
は
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
る

｢
…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
に
つ
い
て
も

示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
は
、
外
形
的
に
明
ら
か
な
様
に
、

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
係
り
結
び
が
文
末
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、｢

三

中
世
後
期
の
状
況｣

の
節
で
少
し
く
見
て
来
た

様
に
、
話
者
の
判
断
そ
の
も
の
を
強
調
す
る
か
の
様
な
用
法
と
し
て
捉

え
る
こ
と
も
可
能
な
様
に
考
え
ら
れ
る

(

注
�)

。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、｢
…

コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
に
つ
い
て
も
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
と
い
う
流

れ
の
中
で
構
文
史
的
に
把
握
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

実
際
、
指
定
表
現
と
の
関
連
で
考
え
る
と
、
中
古
か
ら
中
世
を
通
じ

｢

…
ニ
／
ニ
テ
／
デ
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
が
漸
増
し
て
い
る
事
実
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

(

注
�)

。
私
に
、『

延
慶
本
平
家
物
語

(

注
�)』

に
お
け
る

｢

…
コ
ソ
ア

レ
。｣

形
式
の
状
況
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、『

延
慶
本
平
家』

中
で
コ
ソ

は
一
五
〇
〇
例
以
上
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、｢

…
コ
ソ
ア
レ
／

候
ヘ
。｣

の
例
は
、
次
に
掲
げ
る
、

�

子
ノ
悲
サ
ハ
誰
モ
同
ジ
事
ニ
テ
コ
ソ
ア
レ
。

(

上
二
五
二
―
３
、
具
平
親
王
↓
道
長)

�

主
上
カ
ク
テ
オ
ハ
シ
マ
セ
バ
、
世
ノ
政
ニ
口
入
ス
ル
計
ニ
テ
コ

ソ
ア
レ
。

(

上
三
二
〇
―
３
、
法
皇
↓
宗
盛)

�

凡
ハ
老
テ
子
ヲ
失
フ
ハ
、
枯
木
ノ
枝
ナ
キ
ニ
テ
コ
ソ
候
ヘ
。

(

下
二
七
七
―
11
、
侍
従
↓
宰
相
殿)

�

心
憂
キ
事
ニ
コ
ソ
候
ヘ
。

(

上
四
百
六
―
５
、
仲
綱
↓
頼
政)

�

イ
ツ
シ
カ
誰
々
モ
恋
シ
ク
コ
ソ
候
ヘ

(

下
四
八
五
―
12
、
六
代
↓
母
上

〈

手
紙〉)

な
ど
十
数
例
を
数
え
る
が
、
総
数
に
比
し
決
し
て
目
立
っ
て
多
い
と
は

言
え
ず
、
中
世
後
期
と
の
相
違
を
覗
わ
せ
る
。

ま
た
、
現
在
方
言
で
は
そ
の
例
を
認
め
る
こ
と
が
容
易
と
は
言
え
な

い
丁
寧
表
現
形
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
敬
意
逓
減
の
問
題
が
関
わ
っ

て
い
る
か
と
も
推
測
さ
れ
る

(

注
�)

。
中
世
後
期
に
お
い
て
、｢

…
コ
ソ
御
座

レ
。｣

の
形
式
が
少
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
一
ま

と
ま
り
の
表
現
と
し
て
認
識
さ
れ
る
度
合
い
も
増
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
敬
意
逓
減
に
よ
っ
て
、
丁
寧
表
現
形
が
コ
ソ
を
含
ん
だ
か
た

ち
で
早
く
衰
退
し
た
と
す
れ
ば
、
外
形
と
し
て
は
積
極
的
な
敬
意
を
示

さ
な
い
形
式
で
あ
る

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
が
現
在
方
言
で
残
存
し
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て
い
る
こ
と
の
説
明
も
一
応
つ
き
そ
う
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
考
え
る
こ

と
と
し
た
い
。

以
上
、
本
節
で
は
、｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
に
つ
い
て
、
主
に
構
文

史
的
な
面
か
ら
考
察
を
試
み
、
併
せ
て
丁
寧
表
現
形
と
現
在
方
言
と
の

関
連
を
も
検
討
し
た
。

五

お
わ
り
に

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
係
り
結
び
に
つ
い
て
、
現
在
方
言
に
見
ら
れ

る

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
の
例
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
中
世
後
期
の

文
献
資
料
に
お
け
る
諸
例
を
中
心
に
検
討
し
て
来
た
。
こ
れ
を
ま
と
め

る
と
、
次
の
様
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。

・｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
は
、
特
に
狂
言
台
本
や
抄
物
資
料
に
少
な

か
ら
ず
確
認
出
来
る
が
、
特
に
指
定
の
デ
を
承
け
る
場
合
の
例
が

少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
、
現
在
方
言
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
。

・
一
方
、
現
在
方
言
と
の
相
違
点
と
し
て
、｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣
形
式

の
丁
寧
表
現
形
と
言
う
べ
き

｢

…

(

デ)

コ
ソ
御
座
レ
。｣

形
の

例
も
、『

捷
解
新
語』

他
の
資
料
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
認
め
ら

れ
る
。
そ
の
際
、
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
場
合
の
例
を
複
数
指

摘
出
来
、
中
世
後
期
と
し
て
の
用
法
が
覗
え
る
。

・
中
世
後
期
の

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
の
例
は
、
構
文
史
的
に
係

助
詞
が
文
末
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
ゆ
く
様
な
流
れ
の
一
環
と
し
て

把
握
出
来
る
の
で
は
無
い
か
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
中
世
後
期
か
ら
現
在
に
至
る
時
期
に
お
い

て
、｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

形
式
を
は
じ
め

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
用
法
が

ど
の
様
に
変
遷
を
遂
げ
、
現
在
方
言
に�

が
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
丁
寧
表
現
形
と
現
在
方

言
と
の
関
連
や
、｢

…
コ
ソ
ア
ッ
タ
レ
。｣

・｢

…
ア
ラ
ウ
ズ
レ
。｣

な
ど

助
動
詞
を
附
加
す
る
例
の
検
討
、
近
世
期
に
お
け
る
文
献
資
料
の
例
そ

の
他
を
精
査
す
る
作
業
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

注

注
１

『

係
助
詞
と
係
結
び
の
本
質』

(

新
典
社
・
平
成
一
五
年)

、『

係
結
び
と

係
助
詞

｢

こ
そ｣

構
文
の
歴
史
と
用
法』

(

大
学
教
育
出
版
・
平
成
一
五

年)

。

注
２

｢

名
詞
文

｢

Ａ
ガ
Ｂ
ダ｣

型
の
発
生
と
そ
の
拡
大
の
様
相
―
主
格
表
示

｢

ガ｣

と
係
助
詞

｢

ゾ｣
｢

コ
ソ｣

と
の
関
連
性
―｣

(『

国
語
学』

五
四

ノ
二
、
平
成
一
五
年
四
月)

な
ど
。

注
３

大
分
県
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
他
例
え
ば

『

講
座
方
言

学』
(

国
書
刊
行
会
・
昭
和
五
八
年)

・｢

１
九
州
方
言
の
概
説｣

(

上
村

孝
二
氏
執
筆)

で
は
、
佐
賀
県
杵
島
郡
内
や
鹿
児
島
県
枕
崎
市
・
種
子

島
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う

(

二
四
頁)

。

注
４

『
方
言
学
的
日
本
語
史
の
方
法』

(

ひ
つ
じ
書
房
・
平
成
一
六
年)

第
三

部
第
三
章

｢

副
助
詞

｢

コ
ソ｣

の
歴
史｣

な
ど
参
照
。

注
５

｢

方
言
に
お
け
る

｢

コ
ソ
〜
已
然
形｣

係
り
結
び｣

(『

国
語
学』

五
四
ノ
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四
、
平
成
一
五
年
一
〇
月)

参
照
。

注
６

沼
田
善
子
・
野
田
尚
史
氏
編

『

日
本
語
の
と
り
た
て
―
現
代
語
と
歴
史

的
変
化
・
地
理
的
変
異』

(

く
ろ
し
お
出
版
・
平
成
一
五
年)

参
照
。

注
７

注
５
参
照
。

注
８

注
４
参
照
。

注
９

各
々
の
方
言
例
の
出
典
等
、
省
略
に
従
っ
た
。

注
10

山
田
孝
雄
氏

『
平
安
朝
文
法
史』

(

宝
文
館
書
店)

、
松
尾
捨
治
郎
氏

『

国
語
法
論
攷
追
補
版』

(

白
帝
社)

、
半
藤
氏
注
１
文
献
な
ど
参
照
。

注
11

大
西
氏
注
５
文
献
。

注
12

小
林
氏
注
４
文
献
五
三
〇
頁
。

注
13

こ
の
他
、
九
州
方
言
学
会
編

『
九
州
方
言
の
基
礎
的
研
究

改
訂
版』

(

風
間
書
房
・
平
成
三
年)

に
は
、
大
分
県
長
湯
方
言

(

大
分
県
直
入
郡

直
入
町
長
湯)

の

｢

文
法｣

記
述
の
項
に
、

｢｢

コ
ソ｣

に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
係
結
の
現
象
が
、｢

コ
サ
レ｣

と
い

う
特
定
の
形
に
限
っ
て
観
察
さ
れ
る
。

○

ヨ
ナ
ガ
ジ
ャ
コ
サ
レ

ソ
ゲ
ー

シ
ェ
カ
ン
ジ
ェ
ン

イ
ー
ジ
ャ

ネ
ー

カ
ノ
。

夜
長
だ
も
の
そ
ん
な
に
急
か
な
く
て
も
い
い
で
は
な
い
か
ね
。

○

オ
マ
エ
ガ

ワ
リ
ン
ジ
コ
サ
レ

ハ
ロ
ー

タ
ツ
ル

ナ
。

お
ま
え
が
全
く
悪
い
ん
だ
も
の
、
腹
を
立
て
る
な
。

｢

コ
サ
レ｣

は
、｢

こ
そ
あ
れ｣

に
由
来
す
る
。
こ
の

｢

コ
サ
レ｣

は
、

一
体
の
機
能
者
と
し
て
、
上
接
部
を
し
め
く
く
り
、
述
部
の
修
飾
の

限
定
に
あ
ず
か
る
。｣

(

三
二
一
頁
・
神
戸
宏
泰
氏
執
筆)

と
さ
れ
る
。
こ
の
記
述
も
、
か
つ
て
の

｢

…
コ
ソ
ア
レ
。｣

表
現
の
多
用

を
裏
付
け
る
も
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。

注
14

北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
氏

『

狂
言
六
義
全
注』

(

勉
誠
社)

に
よ
っ
た
。

注
15

謡
な
ど
を
除
く
。

注
16

｢

室
町
時
代
に
お
け
る

｢

こ
そ｣

の
係
り
結
び｣

(『

近
代
語
研
究』

第
八

集
、
平
成
二
年
九
月)

。

注
17

ち
な
み
に
、『

天
理
本』

に
お
け
る
已
然
形
の
結
び
と
し
て
ア
レ
の
他
に

多
い
も
の
は
、
タ
レ

(

二
九
例)

・
指
定
ナ
レ

(

一
七
例)

な
ど
で
、
後

に
触
れ
る
御
座
レ
は
五
例
で
あ
る
。

注
18

池
田
広
司
・
北
原
保
雄
氏

『

大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
本
文
篇
上
・

中
・
下』

(

表
現
社)

に
よ
っ
た
。

注
19

注
15
に
同
じ
。

注
20

ち
な
み
に
、
後
に
触
れ
る
御
座
レ
の
結
び
は
八
例
で
あ
る
。

注
21

『

続
抄
物
資
料
集
成
第
四
巻
漢
書
抄』

に
よ
っ
た
。

注
22

亀
井
孝
・
水
沢
利
忠
氏

『

史
記
桃
源
抄
の
研
究

本
文
篇』

(

学
術
振
興

会)

に
よ
っ
た
。

注
23

さ
ら
に
、
春
日
和
男
氏
に
よ
れ
ば
、『

五
逆
秋』

(

無
門
関
抄
、
慶
長
一

五
年
聞
書
貞
享
三
年
書
写)

に
お
い
て
も
、

｢

已
然
形
デ
ア
レ
は
、(

矢
毛
注
、
他
の
デ
ア
ル
の
活
用
形
に
比
し)

用
例
が
比
較
的
少
な
く
、
多
く
は
係
助
詞
を
介
入
さ
せ
て
、

チ
ヤ
ク
ト
聞
タ
デ
コ
ソ
ア
レ
、
実
地
ニ
此
レ
ガ
為
ニ
説
イ
タ
デ
ハ

無
イ
ゾ
。(

八
四
ウ)

他
后
ニ
疑
ハ
レ
マ
ジ
キ
為
デ
コ
ソ
ア
レ

(

五
九
オ)

の
如
き
コ
ソ
ア
レ
の
係
結
形
を
示
す
も
の
が
多
い
。｣

(『

存
在
詞
に
関
す
る
研
究』

五
一
一
頁
・
風
間
書
房
、
昭
和
四
三
年)

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
や
は
り
少
な
く
と
も
抄
物
資
料
に
あ
っ
て
は

｢

…
デ
コ
ソ
ア
レ
。｣

と
い
う
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
裏

付
け
る
よ
う
で
あ
る
。

注
24

江
口
正
弘
氏

『

天
草
版
平
家
物
語
対
照
本
文
及
び
総
索
引』

に
よ
っ
た
。

注
25

本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
原
拠
本
の
テ
ク
ス
ト
は
覚
一
本
を
岩
波

｢

日
本

古
典
文
学
大
系｣

本
に
、
百
二
十
句
本
を

『

斯
道
文
庫
蔵
百
二
十
句
本
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平
家
物
語』

(

汲
古
書
院)

に
各
々
よ
っ
た
。
な
お
、『

天
草
版
平
家
物

語』

と
原
拠
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
清
瀬
良
一
氏

『

天
草
版
平
家

物
語
の
基
礎
的
研
究』

(

渓
水
社
・
昭
和
五
七
年)

参
照
。

注
26

京
都
大
学
国
語
国
文
学
会
編

『

三
本
対
照
捷
解
新
語』

に
よ
っ
た
。
以

下
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、『

捷
解
新
語』

と
言
う
こ
と
と
す
る
。

な
お
、『

捷
解
新
語』

(

原
刊
本)

に
は
コ
ソ
の
濁
音
形
ゴ
ソ
の
例
が
計

一
八
例
あ
る
が
、
本
稿
で
は
一
括
し
て
取
り
扱
っ
た
。

注
27

已
然
形
以
外
の
形
で
文
を
結
ぶ
場
合
は
三
七
例
で
あ
る
が
、
こ
の
内
御

座
ル
を
結
び
に
と
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
、

・
仰
山
目
出
た
う
こ
そ
御
座
る
。

(

三
13
オ
、
主)

・
万
事
心
中
に
任
せ
ず
、
回
ら
ん
所
は
、
其
方
も
此
方
も
同
前
で
こ
そ

御
座
る
。

(

四
29
オ
、
客)

な
ど
一
八
例
で
あ
る
。

注
28

古
川
久
氏
編

『

狂
言
古
本
二
種』

(

わ
ん
や
書
店)

に
よ
っ
た
。

注
29

『

外
国
資
料
と
中
世
国
語』

(

三
省
堂
・
平
成
二
年)
、『

国
語
史
の
中
世』

(

三
省
堂
・
平
成
八
年)

、『

国
語
史
研
究
の
構
想』

(
三
省
堂
・
平
成
一

七
年)

、｢

コ
ソ
の
中
世｣

(『

国
語
国
文』

七
四
ノ
八
、
平
成
一
七
年
八

月)

、｢

ア
ド
リ
ブ
の
意
味｣
(『

国
語
国
文』

七
五
ノ
一
、
平
成
一
八
年

一
月)

な
ど
参
照
。

注
30

『

虎
清
本
狂
言』

に
見
ら
れ
る
、

・
ち
か
ご
ろ
あ
り
が
た
う
こ
そ
候
へ

(

な
き
あ
ま
、
比
丘
↓
僧)

と
い
う
例
も
、
古
め
か
し
い
丁
寧
表
現
形
と
し
て
、
や
は
り

｢

…
コ
ソ

ア
レ
／
御
座
レ
。｣

同
様
に
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

注
31

岩
波

｢

日
本
古
典
文
学
大
系｣

本
に
よ
っ
た
。

注
32

大
野
晋
氏

『

係
り
結
び
の
研
究』

(

岩
波
書
店
・
平
成
五
年)

・
阪
倉
篤

義
氏

『

日
本
語
表
現
の
流
れ』

(

岩
波
書
店
・
平
成
五
年)

な
ど
参
照
。

注
33

｢

疑
問
助
詞

｢

や
ら
ん｣

の
成
立｣

(『

語
文』

五
三
・
五
四
合
併
号
、
平

成
二
年
三
月)

参
照
。

注
34

岩
波

｢

日
本
古
典
文
学
大
系｣

本
に
よ
っ
た
。

注
35

と
こ
ろ
で
、｢

…
デ
コ
ソ
御
座
レ
。｣

や
形
容
詞
連
用
形
を
承
け
る
例
の

存
在
と
い
う
点
を
考
え
る
と
、
中
世
後
期
に
お
け
る

｢

コ
ソ
…
已
然
形｣

の
残
存
す
る
構
文
的
類
型
と
し
て

｢

名
詞
文｣

(

三
上
章
氏

『

現
代
語
法

新
説』

〈

く
ろ
し
お
出
版〉

な
ど
参
照)

が
認
め
ら
れ
る
、
と
言
う
こ
と

も
出
来
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
動
詞
文
の
文
末
に
は
た
ら
い
て
い
る
と

思
し
い

｢

…
テ
コ
ソ
ア
レ
。
／
御
座
レ
。｣

(

用
例�

・�

参
照)

の
例

も
見
ら
れ
、
ま
た
現
在
方
言
に
お
い
て
も

｢

…
テ
コ
ソ

(

ア
レ)

。｣

の

例
が
確
認
さ
れ
て
い
る

(

大
西
氏
注
５
文
献
な
ど
参
照)

た
め
、
さ
ら

に
考
え
た
い
。

注
36

森
野
崇
氏

｢

係
助
詞

｢

こ
そ｣

の
機
能
―
源
氏
物
語
を
資
料
と
し
て
―｣

(『

早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究』

三
七
、
昭
和
六
三
年
一
二
月)

・

山
口
尭
二
氏

｢｢

に
あ
り｣

式
連
語
係
助
詞
介
入
小
史｣

(『

国
語
と
国
文

学』

八
二
ノ
一
一
、
平
成
一
七
年
一
一
月)

な
ど
参
照
。

注
37

北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
氏
編

『

延
慶
本
平
家
物
語

本
文
篇
上
・
下』

(

勉
誠
出
版)

に
よ
っ
た
。

注
38

安
田
氏｢

コ
ソ
の
中
世｣

(

注
29
参
照)

に
よ
れ
ば
、｢

…
コ
ソ
御
座
レ
。｣

の
衰
退
に
つ
い
て
は
、
よ
り
新
し
い

｢

丁
寧
語
尾｣

ゴ
ザ
リ
マ
ス
ル
の

成
立
が
与
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
や
は
り
敬
意
逓
減
と
の
関
連
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

(

や
け

た
つ
ゆ
き
・
中
村
学
園
大
学
非
常
勤
講
師)
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