
國

語

と

國

文

學

　

第

二

十

卷

第

八

號

六
九
二

明
和
期

江

戸

語

に

つ

い

て

　
　
その

上

方

的

傾

向

の

衰

退

小

田

切

良

知

'

　
　
　
内
容
大
概

　

江
戸
語
發
始

の
時
期
と
し

て
の
明
和
期
。
ー

そ
の
資
料
ー

咄

本

の
資
料
と
し

て
の
價
値

に
つ
い
て
の
檢
討
。

二
　
江

戸
語

の
本
質
－

東
西
方
言

の
對
峙
競
爭
ー

ダ
ー

カ
ラ
に

つ
い
て
ー

三

、

指
定

の
ダ
・ジ

ャ
の
對
峙

、

二
、
形
容

詞
の
連
用
形

の
ウ
音

便

形
と
ク
形
と

の
對
峙
、
三
、
理
由
表

現
の
カ
ラ
と

ニ
ヨ
ッ
テ
・
ホ
ド

と

の
對
塒
、
四
、

ハ
行
四
段
動
詞

の
連
用
形

の
促
音
便
と
ウ
普

便

と

の
封
峙
、

五
、
打
消

の
ナ
イ
・
ヌ
の
對
峙
。

四

　
右
以
外

の
對
峙

に
つ
い
て

未
來

の
言

ひ
方

　
　
(
一
)
下

一
段

　
(
二
)
加
變

　
(
三
)
左
變

　
命
令

の
言

ひ
方

　
　
(四
)
上

一
段
　
(
五
)
下

一
段
　
(
六
)
加
變
　
(
七
)
左
變

　
活
用

の
形
に
つ

い
て
，　
　
　
　
　
　
　
　

'
　

　

(
八
)
讃
ま

せ
た
と
讀
ま
し

た

　

五
　

結
論

　

六

　
明
和
期
洒
落
本

の
口
語
資
料

と
し

て
の
債
値

の
檢
討
。

　

七
　
鷄
肋
録
。

　

私
は
明
和

期
を

江
戸
語

の

源
流
と

し

て
遡
り
得
る

最
上
限

だ
と
考

へ

る
。
江
戸
語
研
究

の

奪
敬
す

べ
き
先

進
吉
田
澄
夫
氏
は

窃
暦
ま
で

遡

つ

　
　
　

(註
一
)　

て
居
ら
れ
る
。
近

々
十

二
三
年

の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、

ど
ち
ら

で
も
宜

い

譯

で
あ

る
が
、
吉
田
氏
が
寶
暦

に
、
江
戸
語

の
完
成
期

の
出
發
點
を
置
か

れ
る

の
は
、恐
ら
く
寶

暦
三
年
江
戸
中
村
座
所
演

の
男
伊
逹
初
買
曾
我

(藤

本

斗
文
作
)
、
同
七
年
の
異
素
六
帖
(澤
田
東
江
作
)
の
存
在

に
基
か
れ
た

も

の
と
思
は
れ
る
。
然
し
、
私
見

に
依
れ
ば
、
前
者
は
、
例

の
奴
詞

の
典
型

的
な
部
分

と

．上
方
遊
里
詞
的

な
部
分
と
、
江
戸
町
民

が
出

て
來
る
こ
と

は
出
て
來

る
が
、
や
は

り
奴
詞
的
傾

向
を
持

つ
部
分
(
か
る
こ

の
八
兵
衛
や

備
前
屋
樒
八

の
詞
等
)
か
ら
成

る

の
で
あ

つ
て
、奴

詞
が
き

ほ
ひ
肌
の
人
人
、
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の
詞

の
源
流
と
な

つ
た
事
實

は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
軅
藁
用

語

と
し

て

の
人
造

語
的
要
素

の
強
い
こ
と
は
否
め
な

い
で
お
ら
弓

し
、
江
戸

の
喪
際

の
口
語
を

そ
の
儘
反
映
し
た
言
語
と
は
見
做
し
難

い
と
思
は
れ
る
。
異
素

六
帖
は
、
こ
れ
と
違

つ
て
、
如
實
に
詞

が
寫
し

で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
が

詞

の
蔀
分
が
極
め
て
短

い
、
全
貌

を
窺

ふ
に
は
不
充
分
で
あ

る
。

の
み
な

ら
ず
、
出

て
來

る
人
物
は
、
佛
渚
・儒
者

・歌
學
者

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
何

れ
も
當
時
四
民

の
外
に
あ

つ
て
、
そ

の
教
泰

の
高
さ
も
手
傳

つ
で
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(註
二
)

に
詞
遣
ひ
が
普
逋

と
違

つ
て
ゐ
た
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
後

の
洒
落
本
な
ど
に

出

て
く
る
、
儒
者

や
神
道
者
や
佛
者

の
詞

は
、
多
く
は
普
通

の
蹣遊
客
が
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ註
三
)

う
見
立

て
ら
れ
た

に
す
ぎ
ず
、
詞
遣

ひ
と
し

て
の
特
徴
を
捕

へ
る

の
に
困

難

で
あ
る

が
、
實
際
上
は
相
違

し
て
ゐ
た
ら
う

こ
と
が
推
察
出
來
む
。
安

永
九
年
の
饕

多
佳
餘
癖

(戀
川
喬

作
か
)
の
蠶

霾

の
禊

、
全

く
の
市
并
の
職
人
等
と
異
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
地
主
の
手
代
に
對
し
て

改
つ
た
物
言
ひ
し
た
所
は
特
徴
的
で
あ
り
、
作
者
の
傳
未
詳
で
あ
り
、
作

中
人
物
が
皆
假
裝
人
物
で
あ
も
點
に
逍
憾
が
あ
る
が
紳
儒
佛
三
渚
の
出
て

來
る
郭
中
掃
除
(安
永
六
年
隔
輪
道
人
作
)
の
詞
は
、
何
處
ま
で
實
状
に
當

つ
て
ゐ
る
か
疑
問
で
あ
る
に
し
て
も
{
兎
に
角
そ
れ
ら
四
民
以
外
の
身
分

の
人
達
の
詞
が
普
通
市
井
の
詞
と
違
つ
て
ゐ
た
ら
う
こ
と
を
類
像
せ
し
め

ゐ
の
に
充
分
で
あ
る
。
從
つ
て
異
素
六
帖
の
詞
が
祕
・儒
・歌
學
者
の
詞
の

如
實
の
寫
生
で
あ
る
と
し
て
も
、
江
戸
語
研
究
の
資
料
と
て
は
不
充
分
で

あ

る
と

い
へ
る
、
と
考

へ
る
。

　

で
あ

る
か
ら
芳
し
吉
田
氏

が
宕

の
二
霽

に
依

つ
て
審
暦
ま
で
遡

ら
九
た

と
し
た
な
ら
ば

(勿
論
、
他
の
諸
般

の
事
轄
．を
砦
．慮

さ
九
た

に
瀧

ひ
な

い

の
で
あ
る
が
、
霽
常

つ
ノ上
有
の
二
羃
が
畢
暦
期

の
咨
．料

と
し

て
考

へ
ら
れ

て
あ

つ
た
や
う

で
あ
る
)
か
な
り
調
査

に
因
難
す
る

と
思

ふ
。
寧
暦
期

の

口
請
資
料
と
し
て
他
に
倫
伊
熊
箪
朴

の
僻
蕩
新
話

(轡
麻

四
年
Y
勲
訓
差

出

ロ
(同
十

二
年
)
・黒
本

・歯
本

の
類
が
あ
る
が
、
こ
れ
又

ど
の
程
度
信
用

出
來
る
か
疑

は
し

い
と
思
ふ
。

　

さ
て
、
若

し
さ
う

い
ふ
見
方

が
是
認
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
江
戸
語

の
源
流
と
し
て
の
時
期
は
明
和

ま
で
、
ぞ

れ
も
、
六
年
の
郭
中
寄
譚
ま

で

下
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
勿
論
言
語

の
發
逹
は

一
朝

一
夕

に
成
る
も

の
で
は
な

い
か
ら
、
現
實

の
江
戸
語

の
成
立
は
安
藤
正
次
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(註
四
)

言
は
れ
る
樣
に

享
保
期

ま
で
溯
ら
せ
る
こ
と
は
可
能

で
あ

る
。
然
し
乍
ら

實
證
的
に
江
戸
語
を
見
よ
弓

と
す
る
時

に
は
、
そ

こ
ま

で
遡
ら
せ
る
に
足

る
資
料
は
な
か
ら
う

と
思
は
れ
る

の
で
み

つ
て
、
少
く

と
も
私

の
現
在

の

力
で
以
て
遡
り
響

る
最
上
限

は
明
和
期
を
出

な

い
の
で
あ

る
。

　
所
で
明
和
期
を
江
戸
語

の
出
發
點
と
す
る
と
し
て
何
虎
ま
で

の
時
代
を

一
括
し
た

ら
宜

い
か
と
い

へ
ば
、
。そ
れ
は
見
る
人

の
立
場
に
よ

つ
て
大
き

く
も
小
さ
く
も
刻
め
る
が
、
資

料
的

に
見

て
寛
政
頃
ま
で
が

一
匿
分
を
な

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
ご
き

　矯

紀
・
然
し
こ
の
時
代
も
も
つ
轟

拿

う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
三
　
　
　
　
　
　
　

'
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國

語

と

國

文

學

　

第

二

＋

卷

第

八

號

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
明
和
年
悶
、
安
永
二
年
か
ら
天
明
四
年
頃
ま
で
、

天
明
五
年
頃
か
ら
寛
政
三
年
あ
た
り
ま
で
と
な
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
資

料
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
資
料
も
主
た
る
材
料
た
る
洒
落
本
に
墓
く
匠
分

で
あ
る
。
洒
落
本
以
外
に
も
艮
い
資
料
は
あ
る
が
、
資
料
と
し
て
價
値
ば

洒
落
本
に
劣
る
と
見
ら
九
る
の
で
あ
つ
て
中
心
の
資
料
を
酒
落
本
に
置
く

限
り
、
こ
の
擬
分
は
許
さ
れ
て
宜
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
召
。

餘
り
に
文
畢
史
的
事
實
に
印
し
過
ぎ
て
、
外
部
史
的
な
も
の
に
基
い
て
、

言
語
史
の
旺
分
を
行
つ
た
と
い
ふ
論
も
成
り
立
つ
が
、
こ
の
場
合
こ
の
や

う
な
文
墨
史
的
匠
分
は
國
語
史
的
廣
分
と
}
致
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
假
り
に
前
記
の
三
期
を
甲
・乙
・丙
期
と
す
る
な
ら
ば
、
甲
期
は

洒
落
本
の
發
生
期
、
乙
期
は
發
達
期
、
．丙
期
は
極
盛
期
と
な
る
譯
で

(そ

の
後
は
酒
落
本
の
蓑
退
期
で
三
馬
が
少
數
の
も
の
を
出
し
で
ゐ
る
に
す
ぎ

ず
、
國
語
史
的
に
は
資
料
が
比
較
的
少
い
)、國
語
史
的
に
も
こ
の
各
期
は

そ
れ
ぞ
れ
護
達
進
歩
の
階
段
を
異
に
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
案

二
轟

麟

黎

鑓

)の
南
羅

話
は
、
暴

資
料
と
す

る
に
足
る
安
永
年
岡
の
酒
落
本
の
最
も
早
い
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る
が
、
三

年
前
の
同
著
者
に
よ
る
辰
巳
之
園
と
相
當
の

(と
い
つ
て
も
程
度
問
題
で

あ
る
が
)
隔
り
を
示
し
渝

梺

こ
藤

單
に
。州

と
澡
川
と
の
欝

の

相
逗
に
基
く
爲
ば
か
り
と
は
思
は
れ
な
い
の
で
、
實
際
の
言
語
の
變
邁
に

基
く
り
か
、
そ
れ
と
も
明
和
期
の
酒
洛
本
が
未
だ
寫
實
文
撃
と
し
て
未
熟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
四

で
文
學
語
的
の
も
の
に
引
か
れ
た
せ
ゐ
か
、
私
に
ほ
分
ら
な
い
の
で
あ
る

が
、
兎
に
角
南
閏
雜
話
の
丈
章
は
歸
橋
や
南
畝
や
金
魚
な
ど
と
安
永
期
に

一
括
さ
ぢ
べ
き
性
質
の
も
の
で
、
明
和
期
の
洒
落
本
と
は
些
か
隔
り
が
あ

る
の
で
あ
る
。
乙
期

・
丙
期
の
境
目
の
天
明
四
五
年
の
交
も
略
同
樣
で
、

五
年
か
ら
山
東
京
傳
が
筆
を
振
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
京
傳
だ
け
で

一
括
出
來
る
丙
期
を

一
期
と
す
る
こ
と
ぽ
記
述
の
上
で
も
便
利
で
あ
る
。

　
さ
て
私
の
扱
ふ
の
は
こ
の
甲
期
で
あ
る
。
江
戸
語
形
成
の
最
先
頭
に
立

つ
と
思
は
れ
る
こ
の
期
に
於
て
馬
上
方
諮
的
要
素
ば
ど
の
程
度
の
勢
力
を

持
つ
て
ゐ
た
か
、
即
ち
東
國
語
的
傾
向
と
の
張
り
合
ひ
に
於
て
ど
う
い
ふ

妖
態
に
あ
つ
た
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
記
載
・ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
こ
の
期
の

言
語
状
態
を
明
ら
め
た
い
と
思
ふ
。　
　
．　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

　
資
料
は
酒
落
本
に
よ
る
。

　
　
明
和
六
年

郭
中
奇
譚
(日
岡
先
生
)

　
　
〃
　

七
年

遊
子
方
言
(田
舍
老
人
多
田
爺
)

　
　
〃
　
〃
　
　
辰
巳
之
園
(夢
中
散
人
)　

　
　
〃　
．八
年
　
兩
國
栞
　
(丹
波
助
之
亟
)

　
兩
國
栞
は
從
來
天
明
三
年
刊
で
あ
る
が
、
今
洒
落
本
大
系
の
解
題
に
依

る
。
著
渚
不
詳
で
あ
る
。

　
笑
話
本
と
し
て

　
　
安
永
元
年
　
(十
一
月
改
元
)　
鹿
、＋
併
(山
風
)　
樂
牽
頭
(爾
憾
)



　
　
　
　
　
㎜
…上
手
(百
龜
)

　
　
に
依
る
。
洒
落
本
は
酒
落
本
大
系
と
徳
川
文
拠
類
聚
と
に
據
り
、
笑
話
本

　
　
ほ
滑
稽
交
學
全
集
本
と
近
世
文
塾
叢
書
本
と
に
よ
る
。
樂
牽
頭
を
除
い
て

　
　
(こ
わ
は
兄
る
を
得
な
か
つ
た
)原
本
と
參
照
し
て
あ
る
。　
　
　
　

．

　
　
　
術
同

一
人
の
欝
で
あ
る
か
ら
、
安
永
二
年
の
聞
上
手
二
簾
、
同
三
年
の

　
　
聞
上
手
三
篇
・
及
び
安
永
二
年

鑠
諦
頭

坐
笑
蓬

・
銅
三

近
日
貫
及
び

|

オ
《

そ
みオ
》

　
　
同
年
の
南
闘
醸
話
(夢
中
散
人
)な
8
參
照
比
較
す
べ
き
か
と
思
つ
た
が
割

　
　
愛
し
た
。
頁
数
の
．増
大
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
寶
暦
期
の
資
料
と
し
て
は
、
前
述
の
男
伊
逹
初
買
曾
我
や
伊
藤
單
朴
の

　
　
敢
訓
．躯
長
持

(寶
暦
二
年
)
・錢
湯
新
話

(心
學
叢
書
所
收
Y
教
訓
差
出
口

　
　

(寶
暦
†
二
年
)・明
和
に
入
る
が
、
遺
稿
楚
古
良
探
し

(明
和
五
年
)等
の

　
　
滑
稽
木
及
び
前
述
の
異
索
六
帖
(澤
田
東
江
)
な
ど
が
あ
る
。
黒
本
の
話
詞

　
　

の
部
分
に
は
或
ば
參
考
に
な
る
部
分
も
あ
る
に
蓮
ひ
な
い
が
、
黒
本
は
未

　
　
見
で
あ
る
。
叉
明
乳
年
間
版
、
烏
居
清
經
畫
と
い
ふ
友
達
ぱ
な
し
:
今
樣

　
　
ぱ
な
し
の
二
噺
本
が
あ
る
由
で
あ
る
が
、
亦
未
見
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

×
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×
　
　
　
　×
　
　
　
　×

　
　
　
洒
路
本
と
咄
本
と
の
資
料
と
し
て
の
價
値
比
較
"
洒
落
本
も
咄
太
も
同

　
　
じ
現
象
を
平
等
に
傅
へ
て
く
れ
る
な
ら
こ
ん
な
論
翅
は
無
朋
で
あ
る
。
然

51
　

し
も
し
兩
者
が
相
反
す
る
現
象
を
示
ナ
と
し
た
な
ら
1

都
質
そ
の
場
合

}

が
鞏

の
で
あ
る
が
…

我
々
警

ち
ら
簔

へ
る
事
實
に
從
つ
た
ら
よ

　
　
　
　
　
　
明
和
期
江
戸
語
に
つ
い
て

い

の
で
あ
る
か
、
自

ら
判
斷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
亡

　
咄
本

の
資
料

と
し

て
信
慰
性

は
、
端
的

に

い
つ
て
、
洒
落
本

に
劣

る
や

う

で
あ
る
。
理
由
を
出
來

る
限
り
簡
軍

に
列
擧

し

て
み

よ
5
。
．そ
れ

は
兩

・

者
を

一
讃

し

て
み
れ
ば
す
ぐ
直
觀
酌

に
理
解
出
來

る

こ
之
で
あ
る
が
、

　

U
》
咄
本

の
記
述
體
裁
は

こ
の
期
に
始

め

て
は
じ
ま

つ
た
も

の
で
な
く

古

く
か
ら
存
す

る
笑
話
本

・
滑
稽
本
系
統

の
傳
統
を
負

つ
て
ゐ
る
も

の
で

あ
る
。
酒
落
本

の
形
態
が
新
し
い
型

で
あ

る
の
に
對

し
て
傳
統
的
保
守
的

・

な
も

の
で
あ

る
と
い
ふ
本
質

に
多
分
に
夊
字
に
引

か
れ
る
危
險
性
な

包
藏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'

し

て
ゐ
る
。

　

一
一、
從

つ
て
、
洒
落
本
が
會
話

・
會
話

と
|醗
み
込
ん
で
場
面
や
筋

の
展

開
を
企

て
、
地
の
文
が
な

い
と

い
ふ
に
等

し
．い
の
に
對
し
、
傳
統
的
滑
稽

文

學
形
態

に
立

つ
咄
本
ば
地

の
文
が
中

心
を
占
め

て
ゐ

る
。
文
章
語
的

で
あ

つ
て
、
ロ
語
的
要
素

が
少
く
な

る
筈

で
あ

る
。

　

三
、
の
み
な
ら
ず
、
具
體
的
に
は
地

の
文
か
對
話

の
部
分
か
勤
別
の

つ

か
ぬ
部
分

が
多

い
の
で
あ

る
。
原
文
に
は
對
話
を
表
は
す

へ
の
記
號

が
あ

惹
が
ど
ご
ま
で
信
頼
出
來

る
か
疑
問

で
あ

る
。

　

一
例

「
な

ん
ぼ
馬
鹿

で
も
十
七
な

れ
ば
　
も
5。
袖
と
め

て
や
つ
た

が
よ

b
と
袖

つ
め
た
日
．・…
・」

．　
　

　
　

．
，

の
冒
頭

の
文
句
等
。
(
鹿
子
餅

馬
鹿
娘
)

　
四
、
そ
れ
と
關
蓮
し
て
悶
接
話
法
と
直
接
話
法
と

の
混
亂
と

い
ふ
事
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
九
五



　
　
　
　
　
　
國

語

と

國

文

學

　
　第
・
二

十

卷

第

入

號

一

が
響

で
あ
る
，
日
本
の
古
い
文
學
形
態
に
よ
≦

の
る
こ
拳

め
る
が
、

駿

地
の
文
が
罐

亂

に
か
對
話
と
な
り
、
對
話
の
篆

い
つ
の
間
に
か
地

一

の
文
に
移
蠶

て
ゐ
て
、
直
接
話
法
か
、
山d・り
で
な
い
の
か
區
別
が
つ
か

　
　

な

い
場
合
が
亦
頗

る
多

い
の
で
あ

る
。

　
　
　

そ

の

一
例

　
人
相

の
悪

い
の
が

大
き
に
氣
に
入
り
、
一，給
金
は
望
み
に

　

ー

ま
か
せ
ん
。
今
ま
で
ど
こ
に
ゐ
や
つ
た

」
(樂
牽
頭

目
見
え
)

　
　
　

後
者

の

一
例
．

近
所

の
衆
、
打
寄
り

「
お
前
機
は
名

に
負

ふ
四
天
王
の

　
　

堕

、
鬼
の
腕
を
き
ら
し
や
り
ま
し
た
綱
樣
の
御
子
孫
と
承
侮
ま
し
た
。

　
　

ど
5
ぞ
御
先
祀
の
高
名
を
ば
、
承
り
た
し
」
と
い
へ
ば
、(聞
上
手
　
綱
右

　
　

衞
門
)

　
　
　

術
會
話
體
菅
身
の
中
忙
明
ら
か
叢
文
章
語
上
認
む
べ
き
も
の
の
混
入
し

　
　

て
ゐ
る
場
合
も
あ
る
。

　
　

・一、九
損

一
徳
、
何
の
役
に
た
た
ぬ
藝
、
向
後
ふ
つ
つ
り
や
む
べ
し

鞠
が

　
　

あ
れ
ば
蹴
た
く
な
る
　
そ
の
鞠
弓
つ
ち
や
つ
て
し
ま
へ
」
(鹿
子
餅

鞠
)

　
　
　

但
し
堆
の
文
と
見
る
な
ら
別
で
あ
る
。
そ
の
時
は
三
の
例
に
入
ら
5
。

　
　
　

五
・
か
く
．て
所
詮
、咄
本
は
實
演
す
る
場
合
の
脚
本
と
い
ふ
よ
り
、や
は

　
　
　
り
讃
む
た
め
の
書
物
で
あ
る
。
山
崎
麓
氏
が
指
摘
し
て
屠
ら
れ
る
樣
に
、

　
　
．こ
れ
ら
の
小
咄
に
は
「内
容
の
滑
稽
で
洒
落
に
類
し
た
も
の
が
な
い
こ
と
、

　
　
　
實
演
・す
る
場
合
よ
り
は
丈
字
で
讃
む
時
多
く
興
・昧
の
感
ぜ
ら
る
べ
き
笑
話

　
　
　
の
多
い
こ
と
で
あ
る
」(文
學
大
辭
典
・鹿
の
子
餅
の
項
)。
こ
れ
は
鹿
子
餅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
九
六

に
の
み
就
て
立
言
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
聞
上
手
や
樂
牽
頭
で
も
同
じ

で
匁

(後
の
二
書
の
覆

小
柴
氏
藥

)。
學

餅

の
薪

屋

．
小
便

．

蜜
柑
の
如
き
下
げ
が
地
の
詞
の
證
明
に
な
つ
て
ゐ
る
」
(前
椙
解
證
)加
き

晉

は
樂
牽
頭
で
水
中
の
戀
花
猫

血

師
」
か
き
つ
ば
た
．土
の
わ
か
れ

等
・
阻

上
手

で
悪
い
癖

・
水
訂

・金
拾
な
ぎ
數
多
擧
げ

る
こ
と
が
出
來

る
。

の
み
な
ら
ず
全
く
會
話
ぬ
き
の
鷸

許
り
の
項
口
も
多
い
の
で
あ
る
。
確

．か
に
こ
れ
は
貴
演

の
た
め

に
よ
り
も
讃
む
た

め
に
作
ら
れ
た
小
咄
し
で
あ

る
に
違
ひ
饒

)・
こ
れ
ら
は
摂

朶

晶

し
た
所
で

高

霤

ぐ
な
い

で
あ
ら
う
。　
　
　

．　
　
　
　
　
　
　
　

，、　
　
　
　
　
　

・

所
詮
・
柴

は
讃
ん
で
画

い
本
で
あ
り
、
斈

に
響

つ
け
ら
れ
る

こ
と
の
多
か
つ
た
ら
う
と
想
は
れ
る
書
物
で
あ
る
。
會
話
を
以
て
全
篇
を

掩
ひ
新
し
い
姦

形
態
を
以
て
登
場
し
た
酒
落
本
の
敵
で
は
な
か
つ
た
と

思

は
れ
る

の
で
あ
る
、
咄
太

の
咨
料

と
し

て
の
價
値
を
低
く
み
る
所
似

で

あ

る
。

　
但
し
こ
れ
に
明
和
期

の
咄
本

に
つ
い
て
の
み

の
立
言
で
あ

る
。
時
代

が

下
れ
ば

ロ
語
脊
料

と
し

て
の
價
、値

ほ
埒
大
し

て
，ゐ
る
。
然
し
そ
れ
，に
し

て

も

そ

の
頃

に
に
・
跡
…に
依
據
す

べ
き

他
の
咨
．料

は
多
き

に
苦
し
む
程
増
加

し

て
く
る
。
片

々
た

る
小
咄
本

の
、
駟
口
語
資
料

七
し

て
の
相
對
的
價
仙
は

依
然

と
し

て
高
く
許
價
出
來
な

い
の
だ
ら
．勹
と
推
定
・す
る
。



，

　
　
　
　

(註

一
〉

難
誌
曽
方
言
」
五
卷

特
號
一，江
戸
語

の
・博
代
甑
分
」

　
　
　
　

(
誂

二
)
　
例

へ
ば
|蟹
蚓
《

トユ
　にら
》多
仕
徐
宇
鯡

(不
埓
山
人
　
安
永
九
年
)
の
序

　
　
　
　
　

文

の
講
義

ロ
訓
。

　
　
　
　

(謎

三
)
　
顯
藩
な
例

は
三
教

色
(唐
來
參
和
　
天
朋
三
年
)
「
酒
落
本

　
　
　
　
　

大
系
」
五
巻
解
．題

参
照
。

　
　
　
　

(誂

四
)　

安
藤
正
次
匙

，國
語
史
序
説
」
一
六

〇
瓦

。

　
　
　
　

(
誂

五
)
　

古
田
氏
萠
禍
論
文
。

　
　
　
　

(註
六
)　

後
述
第
山
ハ
謳昂
・參
ぱ昭
…。　
　
　
、　
　
舮　
　
　
　
　
　
　

、　
，

　
　
　
　

(
謎
七
)
　
新
潮
沚

口
本
交
學
講
座
一、江
戸
の
落
語
」
林
若
樹

氏
、

八
四

　
　
　
　
　

頁
三
行
四
行

を
參

照
。

　
　
　
　
　
　

二

　
　
　

江
戸
語
は
混
血
兄

で
あ

る
。
そ
れ
は
㍉
種

々
雜
多

の
方
言

の
影
幾
を

受

　
　

け
た

で
あ
ら
5
が
、
最
も
多
く
且

つ
濃
く
束
國
語
と
上
方
語
か
ら
そ

の
血

　
　

を
引
い

て
ゐ
る
。
江
戸
語
を
以

て
束
國
語

の
嫡
流
で
あ

る
ど
見
た
り
、
上

　
　

方
詞
か
ら
の
影
響
が
甚
し

い
等

と
い
つ
た
り
す
る

の
は
、
未
だ
到
ら
ざ

る

　
　

の
見
解

で
あ
る
と
考

へ
る
。
江
戸
語

は
決
し

て
東
陽
語

の
嫡
流
で
も
な
け

，

　
　

れ
ば
、
又
上
方
詞
か
り
影
響
な

ど
と

い
ふ
や
う
な
皮
相
的
な
も

の
を
受
け

　
　

と

つ
た

も
の
な

の
で
も
な

い
。
上
方
詞
は
江
戸
語

の
骨
髓
を
形
成
し
、
そ

53

．

の
皮
肉

の
岡

に
入
り
込

ん
で
ゐ
る
・
考

禊

江
一尸
語

の
祕

尢
の

;

な

一

の
で
あ
る
・
束
國
語
と
上
方
語

と
を
父
と
し
母

と
し

て
・
生
れ
た
混
合
語

　
　
　
　
　
　
朋
和
期
江
戸
語
に
つ
い
て

が
江
戸
語
な

の
だ
と
考

へ
る
．
i

そ
し

て
こ
れ
は
常
識
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
江
戸
語

の
遡
り
得

る
最
砦

古
い
時

期
で
あ

る
と
考

へ
る
明
和

．

期
に
二於

て
丶

上
方
語
的
要
素

が
濃
厚

で
あ

る
の

は
疑
ふ
に
足

り
な

い
。
江

．

戸
語

の
雁
史
は
こ
の
上
方
語
的
要
素

を
挑
軾

し
つ

ゝ
、
束
國
語
的
要
素

に

磨
き
を
か
け

る
過
程
に
於

て
、
見
出

さ
れ
る
と
思
、、か
の
で
あ

る
が
、
こ
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、，　　　　　　　　　　　　　　　
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ

史
は
當
然
上
方
丈
化

の
束
縛
を
腕

し
て
、
江
戸

文
化
を

形
成
し

て
行
く
文

化
史
的
事
實

に
對
應
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
同
時

に
亦
江
戸
人

の
自
覺
，・

自
魚

の
精
紳

の
發
展
史
と
も
對
應

す
る
も

の
と
考

へ
る
。
言
語
史

が
文
化

史
精
神
史
と
迚
る
所
以

で
あ

る
。

　

さ
は
れ
、
明
和
期

"
於

て
、
上
方
的
要
素

と
束
國
語
的
要
素

と
は
如
何

な
る
状
態

で
均
合

つ
て
ゐ
た
か
、

こ
れ
を
見

る
の
に
、
常
識
的
規
準

で
は

あ

る
が
、
普
邇
丶
關
束

・關
西
兩
方
言
分
立

の
主
要
特
徴
で
お

る
と
見
做

さ

れ

て
ゐ
る

}
ご
二
の
條
項
に
依
る
の
が
便
利

で
あ
る
。
蓋

し
極
め
て
荒

つ
ぽ

い
兩

方
言

の
特
徴

で
あ

る
が
、
現
代
と
同
じ
く
當
時

に
於

て
も

恐
ら
く

こ

'

の
特
徴
的
相
違

は
あ

つ
た
ら
・う
と
信
ぜ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

、

．
・

　
　

一
　
指

定
の
助
働
詞

ダ
と
ジ
ヤ

　
　

ご
　
形
容
詞
迚
用
形

の
ク
形
と
ウ
喬
便
形

　
　

三
　
接
績
…助
詞
の
カ
ラ
と
サ
カ
イ
等

　

・
四

ハ
行
四
段
動

詞
の
促
晋
便
と
ウ
看

便

　
　
五
、
否
定

の
助
動
詞

ナ
イ
と

別
　

　

　

．、

　

－
∴
　

　

　

　

　

　

　

　

　

六
九
七



一
45

　
　
　
　
國

語

と

國

・文

學

　
　第

二

十

卷

第

八
號

各
項
の
上
の
形
は
束
國
的
、
下
の
形
の
西
國
的
の
も
の
で
あ
る
の
は
勿
論

で
あ
る
が
一
か
ら
五
に
行
く
に
從
つ
て
東
國
語
的
戮
力
が
薄
く
な
る
も
の

で
あ

る
ー

そ

の
順
序

に
な

つ
て
ゐ

る
。

　
さ
て
勿
論
東
西
兩
方
言
の
對
峙
の
特
徴
的
指
標
は
こ
れ
の
み
で
は
な
い
・

1

印
ち
θ

5
け
よ
．う

　
に
對
す

る
　
う
け
5

◎
き
よ
5

・
こ
よ
ヶ

に

對
す
る
　
き
う
　
◎
し
よ
う
に
對
す
る
　
せ
》り
　
⑳
命
令
の
ろ
　
に
對
す

る
　
よ

・
い
　
⑳
讃
ま
し
た
に
對
す
る

讀
ま
せ
た
　
等
　
い
ろ
く

あ

る
筈

で
あ
る
。

こ
れ
ら

「に
對
し
て
今
觸
れ

る
こ
と
な

い
の
億
主
と
し
て
材

料
不
足

と
い
ふ
實
際
上
の
理
由

に
基
く
も

の
で
、
そ
れ
以
外
に
他
意

は
な

い
。
少
數

の
例
に
依
つ

て
最
後

に

一
括
觸
れ
る
折

が
あ

る
で
あ
ら
5
。

　
さ
て
右
の
一
i

五
め
樹
峙
ほ
、
勿
論
現
代
方
言
に
基
い
た
も
り
で
あ

る
が
、
吉
く
室
町
時
代
の
末
に

ロ
ド

リ
ゲ

ス
の
指
摘
し
た
脈
の
事
項

で
も

あ

る
の
で
、

そ
の
中
聞

の
江
戸
時
代

で
も
略

ぐ
同
樣

の
對
峙

が
あ

つ
た
と

．

信
じ

て
宜

い
。
但
し

ロ
氏
は
右
の
條
目

の
中

一
と

三
に
は
觸
れ
て
ゐ
な

い
。

そ
し

て
そ

の
代
り
(
0璽・)
に
θ
方
洵
を
示
す

　
サ
　
◎
未
來
形
の
ベ
イ

・
ン
・
・

ズ
　

③

サ
行
晋

の
　
s
晋
化

⑭
下
二
段
動
詞

の

一
段
化

(最
後

の
條
は
，

動
詞

の
項
か
ら
)
．
を
指
摘
し

て
ゐ
る
が
(橋
本
先
生
譯
に
よ
る
)
、
比
較
對

照

の
材
料
に
不
足
す
る
こ
と
は
、
前
同
樣

で
あ

惹
。
但
し

ベ
イ
だ
け
は
よ

く
散
見
す

る
が
、
ウ
・
ヨ
ウ

の
有
力
な

の
に
比
す
べ
く
も
あ

る
ま

い
。

　

ロ
氏

が
ダ
を

束
國
方
言
と
し

て
指
摘
し

て
ゐ
な
い
の
は
何
に
依

る
か
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
九
八

　
ら
な
い
が
、
當
時
や
は
り
東
國
の
特
徴
的
表
現
で
あ
つ
た
ら
3
こ
と
は
、

　
醍
睡
笑
卷
五
の
一．人
は
そ
だ
ち
」
の
中
に
見
え
る
東
國
人
の
話
詞
に
闕
す
る

　
　
　

へ註
こ

　
笑
話
二
話
や
西
翕
十
百
韻
に
見
え
る
ダ
、
叉
江
戸
初
期
に
入
る
が
雜
兵
物

　
語
や
大
淵
交
刹
の
抄
物
(但
し
文
刹
の
郷
書
、は
不
明
で
あ
る
)等
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(．註
二
)

　
證
す
る
も
の
で
あ
ら
5
し
、
奴
詞
の
ダ
も
そ
の
出
自
の
常
陸
方
言
に
基
く

　
と
す
れ
ば

}
證
と
す
る
。
だ
か
ら
當
時
に
於
て
も
や
は
り
東
國
方
言
の
一

　
特
徴
と
捕
へ
る
こ
と
は
可
能
と
信
ず
る
が
、
カ
ラ
の
方
は
ど
5
か
知
ら
な

　
い
。
普
通
に
は
東
國
方
言
の
顯
著
な
る
特
徴
と
認
め
ら
れ
て
ほ
み
な
い
の

で
は
な
い
か
(具

…法
分
裔

簍

照
)・
ゲ

」れ
を
詳
享

る
暇
福

し

む

が
、
事
實
、
こ
れ
が
古
く
軍
國

の
特
徴
的
物
言
ひ
だ
と
立
識

し
得

る
有
力

　
な
證
據
が
な

い
や
弓
に
思

は
れ
る
。
古
く
は
、
丈
霧
が
全

て
交
語
體
で
あ

，
つ
た
と
い
ふ
爲

に
も
よ

る
だ
ら
う
が
、
軍
國

の
特
徴
的
物
言
ひ
を

數

辷
書

」
き
記
し

て
ゐ
る
近
松
す

ら
も
、
必
し
も

こ
の
カ
ラ
を
特
に
萸
國

人
に
使
用

．

　
さ
せ

て
は
ゐ
な

ざ
5

で
あ
る
。
|然
《

ノ
》

も
當
時

の
カ
ラ
は
、
理
由
表

現
の
ヵ
ラ

　
で
な
く
し

て
・
ガ
ラ

バ
、
以
上

ハ
、
等

の
カ
ラ
で
あ

つ
た
。

　
　
(
「徳
川
時
代

の
言
語
研
究

」
に
今

の
カ

ラ
と
同
じ
意
味

ら
し
い
ヵ
ラ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ誂
三
)

　

H
例
あ
る

と
註
解
さ
れ

て
ゐ
る
。

五
〇
四
頁
)
。
　
用
明
天
皐
職
人
鑑
第
四

・
忙
載
せ
ら
九
て
ゐ
る
常
陸

の
人

の
詞

　
　

誓
紙
を

書
い
て
六
十
六
國
を

ふ
れ

て
通
る
か
ら
僞

は
ご
ざ
な

レ

　
は
果
し

て
湯
澤
氏

の
言

ふ
が
如
く
理
由
爽
現

の
ヵ
ラ
で
あ

る
か
ど
・う
か
、
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カ
ラ

ハ

・
以

上

ハ
の
カ
ラ
と
も
|見
《

御
》

得
る
點

に
省
考
慮

の
餘
地

が
殘
さ
れ

て

ゐ
る
。
(
原
文
を
前
後
良
ぐ
讀

め
ば
今

の
カ
ラ
と
見

る
べ
き
ら
し
い
。
カ
ラ

ハ
ど
見
る

の
は
些
か
不
都
合

で
あ
る
や
、つ
だ
。)
(「
方
言
」
二
巻

十
二
軆

，近

松
物

に
見
え
る
束
國
方
言

に
つ
い
て
」
．參
照
)

　

京
阪
地
方
で
特
時

カ
ラ
を
用
ゐ
ず

ユ
エ
ニ
・
ニ
ヨ
ッ
』ア
・
サ
カ
イ
で
あ

つ

た
か
ら
と
い

つ
て
、

ヵ
ラ
が
東
國

で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
と
見
做
す

の
は
早

　
　
　

(註
四
)

計

で
あ
ら
・り
。
東
國

で
も
或

は
西
國

と
同
じ
く

サ
カ
イ
か
、
ニ
ヨ
ツ
テ
か
、

或

は
何
か
そ
れ
以
外

の
理
由
表
現
を
用

ゐ
て
ゐ
た
か
も
知

れ
な

い

の
で
あ

る
。

　

論
よ
り
證
標
…1

と

い
つ
て
二餘
り
上
等

の
材
料
で
な

い
が
、
雜
兵
物
語

南
葵
文
庫
舊
藏
本

に
よ
る
と

　
　

ホ
ド

ニ

22
例

　

　

一;

ツ
テ

7
例

　

　

ユ
ヱ
ニ

6
例

　
　

ユ
ヱ
　

．
1

例

　
　
　
サ
カ
イ
デ
　
ー
例

　
　
　
　
．．、　
　
　
　
　
　
　
　

へ註
鉱
)
吋

に
對
し
、
カ
ラ
ほ
僅
か

圃
例

で
あ
る
。
而
も

こ
九
も

カ
ラ

ハ
の
カ
ラ
で
は

な

い
か

の
疑
ひ
は
極
め
て
濃
い

の
で
あ
る
。
假
令
こ

の
ヵ
ラ
が
今

の
ヵ
ラ

で
あ
る
と
し

て
も
、
叉
雜
兵
物
語

に
ほ
文
字

に
引
か
れ
た
…點
が
處
處

に
あ

　
　
　
(註
六
)　
　
　
・　
　
　
　
　
　
，　
《

な
》
|

'

る
に
し

て
も

こ

の
カ
ラ
の
稀
少

と
い
ふ
現
象
に
は
何
か
由
る
所

が
な
く
て

ほ
な

ら
な

い
。
(今
難
兵
物
語

の
諸
本
を
歪
郷
點
檢
す

る
機
會

が
な

か
つ
た

が
結
論
的

に
ほ
動
か
な

い
と
思

ふ
)
。
古

い
窟
國
語

の
咨
料

(
例

へ
ば
ダ
が

見

え
る
と
い
ふ
人
天
眼
口
抄
や
禪
林
類
衆
抄

・
大
|淵
《！
》代
抄

そ

の
他

ダ
の
見

　
'
　

　

明
和
期
江
戸
語
に

つ
い
て

亀

え
る
句
解
．紙

・
湯
山
千
句
な

ど
)

見
て
居
な
い

の
で
何
と
も

い
へ
な

い
が

カ
ラ
が
古

く
寅
國
的

で
あ

つ
た
か

ド
弓

か
疑

へ
ば
凝

へ
る
の
で
あ

る
。
男

伊
蓮
初
買
曾
我

の
中

で
モ
サ
詞
を
遣

ふ
塀
原
や
侠
礬
源
丘
術

そ

の
他
使
客

紫

の
七
・祕
主

・と

こ
ろ

て
ん
萱

り
・
か
る

こ
・争
り

σ
類
が
、

ニ
ヨ
グ
テ
や

ユ
ヱ
を

使
ふ
の
に
對
し

て
、
ヵ
ラ
は
億
。か

二
例

(
で
つ
ち
長
士
"
の
詞
と
か
る

こ
の
八
兵
搬

読
)お

る
に
歎
ぎ
ず
・
．今
の
カ
ラ
と
も
と
九
る
が
カ
デ
ハ

の
ヵ
ラ
と
解
す

る
方

が
前
後

の
せ
り

ふ
り

の
や
り
と
り
か
ら
み

て

嚇
属
穩

常
な
も

の
で
あ

つ
て
、
こ
九
ら
な
ど
羅
問

の
良

．い
例
だ

と
烈

ほ
カ
る
ゆ
モ
サ

詞
が
人
工
語

で
あ

る
の
は
勿
論
と
し

て
、
も
し
歌
無

伎
年
代
記

に
傳

へ
る

如
く
距
國

の
方
言
を
根
幹
と
し

て
ゐ
る
と
し
た
ら
、

そ
し
て
カ
ラ
が
亦
國

語

で
あ
る

と
し
た
ら
編

原
や
覇
比
奈

の
詞

に

矧
例
位

カ
ラ
が
出

て
來

て
宜

い
馨
な

の
に
、
み
ん
な

ニ
ョ
ツ
テ
な

の
で
あ

る
。
こ

の
こ
と
は

ヵ
ラ
に
つ

い
て

の
上

の
緋
問
を
深
め
こ
ぞ

ナ
れ
、
泱
し

て
解
泱

し
て
く
れ

る
も

の
で

な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
夊
か
る
ご
や
、
と

こ
ろ

て
ん
弓

り
や
、
．す

り
の
如
き
下
級
市
民
L

彼
等
は
声
國
出
身
蔚
が
大
窺
を
占
め
、
ベ
イ
を

使
ふ
の
も
多
く
彼
等
の
仲
聞
で
あ
つ
た
ー

が
ニ
ョ
ツ
テ
や
ユ
ヱ
を
用
ひ

て
、

カ
ラ
と
縁

が
な

い
の
も
幡
し
い
。
舞
纂
跡

語

で
あ

る
か
ら
丶

こ
こ
か

ら
鞍

論
め
い
た
も

の
を
引
出
す

の
は
飴
險

で
お

る
が
、
疑

へ
げ
疑

へ
る

の

で
あ
る
。

　
若
し
大
階
な
想
像
が
許
さ
れ

る
と
・す
れ
ば
、
カ
ラ
が
寅
國
語
的
傾
向

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
九
九
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國

語

と

國

文

學

　

第

二

＋

卷

第

八

號

一
つ
の
顯
著
な
特
色
と
な

つ
た

の
は
新
し
い

の
で
ば
な
い
か

と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
少
ぐ
も

ダ
や
そ

の
他

の
束
國
語
的
特
徴
を
表

ば
ナ
諸
現
象
よ
り

邏
れ

て
ゐ
た

の
で
は
な
い
か

と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。

　
勿
論
、
私

は
現
在

の
方
言
分
布

に
於

て
、

カ
ラ
が
關
東
地
方

．
山
梨
懸

を
根
艨
と
し
て
秋
出

・山
形
な
ど

の
束
國
方
言
領
域
に
存
在
し
、
叉
西

で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ註
八
)

山
口
縣

の
全
部
、
南
島

の
種
、＋
島

に
存
在
す
る
事
實
を
無
覦
す

る
も

の

で

は
な
い
。
遠

い
南
海

の
種
子
島

に
理
由
表
現

の
カ
ラ
が
見
出
さ
れ

る
と
い

ふ
こ
と
は
、
|決
《

3
》

し
て
そ
れ
が
新
た
に
起

り
急
速
紅
分
布

し
た
も

の
で
な

い

．

こ
と
を

示
し

て
ゐ
る
。
中
央

に
於
け
る
交
献

に
よ

る
認
證
が
略

元
祿

頃
ま

で
し
か
遡
れ
な

い
で
あ
ら
弓
と
思

は
れ
る

の
に
對

し
、
，こ

の
種
子
島

に
於

け

る
カ
ラ
の
存
在

は
、
中

央
に
於
け

る
言
菰
盟
翆
の
實
際
上

の
、
カ
ラ

の
使

用
闢
始

の
覈
密
な

日
付
け
を
教

へ
惹
も

の
で
ぽ
な

い
け
れ

ど
、
少
く
と
も

カ
ラ
の
源
流

の
遠
く
古

い
も

の
で
あ

る
こ
と
を
推
測
せ
し
ぬ
る

の
に
充
分

で
あ
る
。
そ
し
て
更
ら
に
、
か
か
る
カ
ラ
の
使
用
地
域

の
中

心
地
が
、
驪

東

・奥
勿
な

ど
、
大
雜
把

に

い
つ
て
東
國
地
方

で
あ

る
と
い
ふ
、
現
在

の
方

言
分
布
は
、
理
由
表
現

の
ヵ
ラ
が
束
國
語

の
特
徴

た
る
徴
候
と
な
る
に
至

つ
た
時
期
が
、
や
は
り
古
い
も

の
で
あ

つ
た
ら
う
と
推
測
せ
し
め
る
に
足

る
も

の
が
あ

る
で
あ
ら
、り
と
思

は
れ

る
。

　

然
し
、
同
時
に
、
私
は
酉

の
國

々
に
用

ひ
ら
れ
る
サ
カ
イ
系
統

の
語
が

か
な
り
東
方
ま

で
進
瓧
し

て
北
奥
州

の
青
森

・山
形
・岩
手

の
諸
縣

に
ま

で
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ註
九
)

伸
び
、
飛
び

地
な

が
ら
も
栃
木

の
鹿
島

に
も
見
ら
れ
る
上
い
ふ
こ
と
を
思

跳
出

し
た

い
と
思
ふ

の
で
あ

る
。
形
容
詞

の
ウ
形
や

ハ
行
四
段

の
ウ
習
便

形
や
指
定

の
ジ
ャ
等
、
所
謂

上
方
的
表
現

の
代
表
的
な

も

の
が
略
靜
岡

．

長
野
・新
潟

の
諸
縣

の
向

ふ
側

で
と
ど
ま

つ
て
ゐ
る
時
に
、
こ
の
サ
ヵ
イ

の

み
が
遽

く
束

の
北
奥

・太
平
洋
岸
ま
で
伸
び

て
ゐ
る

(中
間

に
切
れ
目
が
あ

る
ら
し

い
が
)
方
言
分
布

の
現
状
は
、
カ
ラ
と
サ
ガ
イ
と

い
ふ
、
東
西
兩
方

言

の
對
立
的
特
色
と
し
て
の
濃
度
を
稀
薄

に
さ
せ

て
ゐ
る
や
う

に
感
ぜ
ら

れ

て
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
北
奥

の
諸
地
方

は
、

ヵ
ラ
|系
《
，，
》統

と
サ
ヵ
イ
系

統

と
の
共
用
地
帶

で
あ

り
、
そ

の
點

こ
の
地
方
は
理
嶺
表
現

に
關
す

る
東

西
兩
方
言

の
中
間
地
帶

と
な

つ
て
ゐ
る
譯

で
あ
る
が
、
こ

の
地
帶

が
か
く

も
東

の
分
野
を

侵
し

て
ゐ

る
點

に
、
ヵ
ラ
と
、
そ
れ
以
外

の
柬
國
語
的
特

微
を
指
標
す
る
諸
現
象
と
の
問
に
相
違
が
あ
る
1

少
く
と
も
カ
ラ
に
は

東
國
語
的
色
彩

が
薄
か

つ
た

の
で
は
▲あ
る
ま
い
か
と
い
ふ

こ
と
を
黒
ほ
せ

る
の

で
あ

る
。
因

に
こ
れ

に
就

い
て
思
ひ
合

は
さ
れ
る

の
は
理
由
表
現

は

唯

一
つ
の
も

の
し
か
な
か

つ
た
、
と

い
ふ
譯

の
も

の
で
は
な
く
、
ユ
ヱ

ニ
．

ホ
ド

ニ
・
ヨ
ッ
テ
・
デ
等
種
種
な
る
共
存
形

が
存
在
レ
た
こ
と

で
あ
る
。
ヵ

ラ
或
は

サ
カ
イ

の
外

に
こ
れ

ら

の
共
存
形
が
數
多
あ

つ
た
と
い
ふ
事
實

は

亦

、
カ
ラ
が
秀

で
て
東
閣
的

で
あ

つ
た
と

い
ふ
見
解

に
疑
惑
を
抱

か
せ
る

の
で
あ

る
。
端
的

に
い
つ
て
、
江
戸

の
初
期

に
例

へ
ば

サ
カ
イ

ニ
が
東
國

に
用

ひ
ら
れ
た

で
あ
ら
う
と

い
ふ
疑

ひ
を
抱
く

の
ば
敢

て
私

一
人

の
み

で
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は
な

い
で
あ
ら
う
．
古
く
龜

非
孝
氏
も

こ
の
サ
ヵ
イ

ニ
を
「
關
束
土
着

の
表

現
」
と
見
做
さ
れ
た
如
く
台

あ

つ
た
。
．(
方
嘗
六
卷
九
號
・
理
山
を
表
は
す

接
績
詞
「
さ

か
い
に
」
三
四
頁
上
段
)
。
恐
ら
く
黹
遞

の
雜
兵
物
語

の
理
由
表

現
を
表
は
す
頻
度
比
ば
當
時

の
關
束
土
語

の
實
状
を
あ
る
程
度
表
し

て
ゐ

る
の
で
は
な

い
か
。
ヵ
ラ
が
東
國
語

の
特
色

と
な
り
得

た
の
は
極
め
て
新

し

い
と

い
へ
る
の
で
は
な
い
か
ー

と
思

ふ
の
で
あ

る
。

　

(些
か

こ
れ

は
煩
瑣
な
論

に
過
ぎ
た
や
5

で
あ

る
。
．
方
言
地
圃

に
は

こ

　
　
れ
を
束

西
方
言

の
對
立
と
記
載
し

て
な

い
。

「
口
語
法
分
布
岡
」
參

　
　
照
)
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＼

　
　
(
註

一
)　

「
日
本
語
」
ニ
ノ
三
號
、
砦
淵
悗
太
郎

氏

「
配
睡
笑

と
女
房

　
　
　
詞
・
東
國
方
言
」
　
ニ
ニ
頁
ー

二
三
頁
。

　
　

(註

二
〉

『
歌
舞
伎

年
代
記
」
元
祿
元
年
三
刀
二
十

↓
日

の
大
磯
通

の

　
　
　
條
。
、大
言
海

モ
サ
言
葉

の
條

な
ど
。
(
歌
舞
伎
年
代
記

に
は
一，
山
出

　
　
　
し
乳
母
」

の
詞
と
あ

る

の
み
で
、
國
名
は
な

い
。
)

　
　

(註

三
)
　
案
ず

る
こ
と
は
、
ち

つ
と
も
な

い
、
外

に
は
人
も
知
ら
ぬ

　
　
　

か
ら

一
先
づ
内

へ
去
な
し

や
ん
せ
(袂
白
敍
上
)
と
あ
る
。
但
し
束

、　

　

國

語
だ

と
は
記
し

て
な

い
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

　
　

(
註
四
)
湯
澤
氏
は
一，
か
ら
。
こ
わ
を
一、故
に
」
の
意

に
川
ゐ
る

こ
と
は
《

う
》
|

、

　
　
　

…冨
時

の
京
阪
地
方

の
口
語
に
は
慶
わ

て
曹
通
に
は
「
故

に
」
の
外

に

　
　
　
「
に
よ

つ
て
h
さ
か

い
レ
と
蹴

つ
て
ゐ
る
。

物
類
稱
呼

の
最
後

に
畿

　
　
　
　
明
和
期
江
戸
語
に

つ
い
て

　

　

　

　

　
．
　

，
。

ノ'

　

内
近
國

の
詞
に
さ

か
ひ

と
い
ふ
|詞
《

覧U
、
、
》

あ
サ
關
夏

に
て
か
ち
と

い
ふ
|詞
《

へ
も
》

　

に
當

る
也
と
出
て
ゐ
る
」

と
言
は
れ

る
。
來
．國
語

は
ヵ
ラ
だ
、

と

　

積
趣
的

に
言
は
れ
て
は
贋
な

さ
う
だ

が
、
物
類
稱
呼
を
引
ぐ
あ
た

　

り
、

カ
ラ
を
束
國

語
と
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
ら
う
。
殊

に
こ
ご
は

　

・東
國
語
を

テ
ー

マ
に
し

て
ゐ
る
丈

な

の
で
み
る
。

(「
方
言
」

一．一
卷

　

十

二
號

の
論
丈

に
よ
る
)
。

凶
瓧

五
)　

叉
鐙

の
竜
ず

お
|金
《
か
ね
》
が
お
れ

べ
い
か
と
思

へ
ど
か
わ
り
を
|持
《
の
》

　

て
こ
な

い
か
ら
錐
が
な
廿
れ
ば

か
ら
だ

の
お
き
所
は
な
し
鐙
は

一

　

足

も
か
わ
り
な
し

も
ず
を
金

の
お
れ
た
時

に
鐙

を
ひ
つ
く

ゝ
り
付

　

る
覺
悟
を
し

ろ
(
南
癸
丈
庫
蕉
藏
本

二
四

ノ
ゥ
上
卷
)
1

丈
意
明

　

徹
を
缺
く
が
カ
ラ

ハ
ら
し

い
。
　
　
　
　

　
　
　

　
　

，

(
註
六
)　

國
語
と
國
・文
學

一
五
九
號
Ψ
(
昭
十

二
・
七
月
侶)　

巾
村
涌
}夫

　

氏
　
國

語
に
於
け
る
束
酉
方
言
交
渉
史
上

の
諸
問
題
。
・九
七

一
頁
。

　

三
行
日
。

(
誂
七
)
　
○
親
方
樣

の
、
髪

結

の
源
兵
衛

に
は
、

い
か

い
事
酒

の
貸

　

が
あ
る
が
、
大
晦
日

に
も
留
守

を
使

つ
て

一
文

も
お
こ
し
を
ら

ぬ

　

か
ら

モ
ゥ
重
ね
て
入
丈
で
も
貸
す
な
と
言
付

さ
つ
し

や
れ
た
|翼
《
、
、
》
よ

　

つ
て
|行
《

．
　
、
、
》
く
こ
と
は
な

り
ま

せ
ぬ
。
(
日
本
名
著

杢
集
一，歌
舞
伎
脚
本

　

集
」

一
七
九
頁
上
・中
段
)
　

　
　
　

　
　
・r

　

　

○
母
人
つ
辻

々
に
張
札
を
し
ま
す

か
ら
|後
《

　
》

日

に
絹
布

の
|主
《
ぬ
し
》
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
】

ノ
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一

　
　
國

語

と

國

丈

學

　
　
第

二

十

卷

第

八

號

　

て
も

こ
つ
ち
の
横
、道

に
は
な

り
ま

せ
ぬ

(同

二
五
五
頁
中
段
)
。

(註

八
)
　

永
田
古
大
郎
一，方
号
=
資
料
抄
」
(助
詞
篇
)
カ
ラ
の
項
。
方
言

　

四
ノ

}
號

柳

m
國
男

「
そ

や
さ
か

い
に
」

二
九
頁
。

．

(註
九
)　

東
條
操

先
生

，國
語
方
言
概
説
」
(
一
三
五
頁
)
冖
改
戴
社
口

　
本
交
學
講
座
」
交
法
篇
所
收
。
柳

田
國
男
氏
、
前
掲
論
丈

二
三
頁
。

〔
逍
記
〕
　
昭
・
十
七
・六
・
三
補
記

　
ぬ．
印
(
五
四
頁
下
段
)
以
下

は
些

か
無
盆

の
論

に
カ

み
返

つ
た
氣
味

　
が
あ
る
。
桑
い部
取
淌
し
度
胃い
。
そ

の
理
由
。

元
祿
頃
、
既

に
「
カ
ラ
」
を
束
國
語
・と
見

た
詮
迹
が
見
え
．る
。

元
祿

　
四
年
刊
、
不
斷
重
費
記
大
奈
下
第
入
「
諸
國

か
た
こ
と

・一の

『
言
語

　

の
か
た
言
」

の
項
に

　
　
何
と
し
た
故

に
と

い
ふ
や
う

の
時
　
伊
勢

の
詞
　
く

わ
ん
と
う

　
　
な
ど

に
て
も
　
何
と
し
ま
し
た
か
ら
と

い

ヘ
リ
　
か
ら
と
は
故

　
　
の
心
な
リ
　
歌

　
吹
か
ら

に
秋

の
草
木

の
し
ほ
る
れ
ば
　
む
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．・讐

　
　
山
風
を
あ
ら
し
と

い
ふ
ち
ん
　
此
か
ち

も
ゆ

へ
の
儀
な

り

(
百

　
　

二
＋

一
ウ
ー

百

二
＋
ニ
ナ
)
　

　

　

．

　

と

あ

る
。

「
吹

か
ら

に
」
の
古

歌

を

引

い
た

は
、

些

か
古

め
か

し
す

　
ぎ

る
が

、
大
體

、

關

束

に

「
か

ら
」

を

用

ゐ
て

ゐ

た

こ
と

を

伽

る
。

　
一，伊

勢

の
詞

く

わ
ん

と

う

な

ど

に

て

も
」
と
も

の
|字
《

－

　
、

、
》

の
入

る

點

に
、

　
上

方

で
も

　

か

ら

・
を
|使
《

、

、
》

つ

て
ゐ

た

や
う

に
解

せ
ら

れ

る

が
、

皿
〃

．尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

二

重
賓
記

(
來
條
先
生

の
一，方
言

と
方
嘗
學
」
か
ら
孫
引
)
に
依
る
と
、
．

「
伊
勢
く
わ
ん
と
う
の
詞

に
」
と
あ
る
の
み
で
あ

る
。
何
わ
も
恐
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

く
浮
世
鏡

か
ら
と

つ
た
も

の
で
あ
ら
う
が
、

元
祿
頃
、

か
ら
を
|束
《

、
、
》

國
語
と
認
め
て
ゐ
た
と
す

る
證
採

に
な
ら

な

い
で
あ
ら
う

か
。
俘

．世
鏡
の
末
書

を
杢
部
見
得

た
譯
で
は
な

い
．が
。
　

、

因

に
浮
世
鏡
は
、
貞
享

五
年
(
元
祿
元
年
)
の
刊
で
あ

る
と

い
は
れ

る
(一，方
言
」
三
卷

五
號
四
九
頁
上
段
)
に
從

ふ
。

叉
、
片
言
に
と
の

「

　
　
　
　
　
　
が
あ
る
。
桑
部
取
淌
し
度

い
。
そ

の
理
由
。
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
か
ら
」
は
|見
《

ヘ
へ
》

　
　
　
　
　
　
元
祿
頃
、
既

に
「
カ
ラ
」
を
束
國
語
・と
見

た
詮
迹
が
見
え
．る
。

元
祿

　

　

　

卒

の
讀
過
、

　
　
　
　
　
　
四
年
刊
、
不
斷
重
費
記
大
奈
下
第
入
「
諸
國

か
た
こ
と

・一の

『
言
語
　
　
　
　
　
　
尤

も
延
寶
，・

　
　
　
　
　
　
の
か
た
言
」

の
項
に
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　

，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
別

に
か
《
ヘ
へ
》
|

ら

　
　
　
　
　
　

何
と
し
た
故

に
と

い
ふ
や
う

の
時
　
伊
勢

の
、詞
　
く

わ
ん
と
う
　

　
。　
　

　

「
か
ら

…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
'　
　

ア
イ
ダ

　
　
　
　
　
　

な
ど

に
て
も
　
何
と
し
ま
し
た
か
ら
と

い

ヘ
リ
　
か
ら
と
は
故
　

　

　
　
．　

は
　
岡

圧

　
　
　
　
　
　
　
の
心
な
リ
　
歌

　
吹
か
ら

に
秋

の
草
木

の
し
ほ
る
れ
ば
　
む
べ
　

　

　

　

　

き
く
悔
ら

に

　
　
　
　
　
　
　
山
風
を
あ
ら
し
と

い
ふ
ち
ん
　
此
か
ち

も
ゆ

へ
の
儀
な

り

(
百
　
　
　

　
　

　
大
系
　
十
九

　
　
　
　
　
　
　
二
十

一
ウ
ー

百

一
一
十
ニ
ナ
)　
　
　
　
　
　

．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ

る

の
み

・　

　

　
　

　

と
あ
る
。
「
吹

か
ら

に
」
の
古
歌
を
引

い
た
は
、
些
か
古

め
か
し
す

　
　

．　
　

　

い
。
或
は
武

　
　
　
　
　

ぎ

る
が
、
大
體
、
關
束

に

「
か
ら
」
を
用

ゐ
て
ゐ
た
こ
と
を
伽
る
。
　
　
　
　
　
　

は
普
通
ど
違

　
　
　
　
　

一，伊
勢

の
詞
く
わ
ん
と
う
な
ど
に
て
も
」
と
も

の
|字
《

　

ヘ

へ
》

の
入
る
點

に
、
　
　
　
　

．　
　

と
ま
れ
前
記

　
　
　
　
　

上
方

で
も
　
か
ら

・
を
|使
《

ヘ
へ
》

つ
て
ゐ
た
や
う

に
解

せ
ら
れ

る
が
、
皿
〃　
　
　
　

．　

で
は
な
．い
か
》出
し
得
な

か
っ
た
が
如
何
な
も

の
で
あ
ら
う
か
。
倉

卒

の
讀

過
、

見
落

し

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い
。
　

　

、・

尤

も

延
寶

，・
天
和

の
頃

の
人

の
作

と

い
は

れ

る

志

不

可
起

を

見

る

と

別

に
か

ら

に
|方
《

、

、
》

言

的

意
味

を
附

け

て
ゐ

な

い
．や

う

で

あ

る
。

「
か

ら

…

…

亦

さ
う

ご
ざ

る

か

ら

　

か
う

ご
ざ

る

か

ら

　

ナ
ド

云

'　
　
　
ア
イ
ダ
　
　ホ
ド
　
　
ヨ
ツ
テ
　
　
　
　、　
ユ
へ

は

　
…川
圧
　

程

圧
　

從

毘
聞

ユ
亦

故

圧
聞

ユ
:
、…

歌

二
吹

か

ら

に

き
く

悔

ら

に
ナ

ド

モ
　
|間

程
從

故
《

、

、

、

、
》ノ

四

二
聞

テ

モ

ヨ

シ
」
(
國

語

學

大

系

　

十
九

卷

　

一
〇

三

頁
)

と
あ

る

の
み

で
、

と

晩

立

て

て

か
ら

が
|束
《

、

、
》

國

語

だ

と

は
記

し

て
な

い
。

或

は
武

士

の
詞

(薯

者

は

武

士
だ

と

い
は
れ

る
。

右

解

題

)

は
普

通

ど

違

つ

て

ゐ

た
た

め

で

も

あ

ら

う

か
。

と
ま

れ

前

記

重
寶

記

の
類

か
ら

↓
應

束
國

語

と
見

做
し

て
宜

い

の

，

で
は

な

．い
か

と

思
は

れ

る
ー

が

如

何

な

も

の
で

あ

ら

う

か
。



一40一

國

語

と

國

文

畢

　

箪

二

十

卷

節

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

"

　
　
明

和
期

江

戸

語
九

號
に

つ

い

て

三

)

そ
の
上
方
的
傾
向
の
襄
退

七
五

二

小
　

田
　

切
　

良
　

知

，

r

　
　
　
　

、
三

(
一
)
　
指

定
の
ダ
と
ジ
ャ
の
對
時

　
叨
和
以
前

に
於
て
、
ダ

と
ジ
ャ
が
如
何
な

る
工
合
に
張
り
合

つ
て
ゐ
た

か
は
》
勿
論
不
明
で
あ

る
。
恐
ら
く
中
以
下
の
町
人
階
級

に
は
、
ダ
が
使

●

用
さ
れ
、
知
識
階
級
・
上
暦
階
級
に
は
、
ジ
ャ
が
使
用
さ
れ

て
ゐ
た
の
だ
ら

う
が

(吉
田
澄
夫
氏
、
江
戸
語

の
時
代
區
分
36
頁
)
、
|勿
《

へ
》

論
、
精
確
に
認
證

し
得

べ
き
資
料
は
な

い
。
西
鶴
や
近
松
の
作
品
の
斷
片
か
ら
元
祿
頃
迹
女
．

蘂

も
ダ
を
使
用
し
て
ゐ
た
ら
語

か
・
江
戸
の
歌
舞
衝

本
羮

栗

の
乏

し
い
例
か
ら
・

ダ
も
用

ひ
ら
れ

て
ゐ
た
ら
弓

と
か
、
寛
文
延
簧

の
頃

の
奴
詞

・
モ
サ
詞
な

ど
か
ら
、
大
概
の
寓
情
を
推
量
す
る
と
い
ふ
程
度

で
あ

る
。(

參
考
)

笑
話
本

覧

え
る
ダ
は
「
て
ん
と
團
扇
澗

ま
で
」
(
近
斐

藝
・

　
　

叢
書
夲
新
話
笑
眉
四

一二

頁
)
が
珍
ら
し

い
。

一，軽
口
露
が
話
し
」
卷

　
　

四
第

十
七
話

に
あ
る
ダ
は
、
|東
國
方
言
《

、
、
．、
、
》．と
し
て
で
あ

る
。

　

奴
詞

、
叉

一
各

モ
サ
詞
、
馳
六
方
詞

と
稱

せ
ら
れ
る
詞
は
、
幕
府

の
弊
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　

ρ

力
の
整
備

に
依

つ
て
、
無
頼

の
徒
が
捕
纏
鎭
壓
さ
れ

た
た
め
に
、
元
祿
頃

に
は
・
既

に
民
圃

に
は
滅

ん
で
、
僅
か
に
舞
豪

用
語
ど
七
て
、
演
劇
に
残

存
し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
(稀
書

儡
説

六
方
詞
、
參
照
)
、
後

の
魚
河
岸

の

詞

や
、
鳶

の
詞
が

こ
の
系
統
を
引
く
と
す
れ
ば
、
全
然
民
聞
か
ら
滅

ん
だ

　
　
　

ノ

譯
で
は
あ
る
ま

い
。

．尤

も
魚
河
岸
と
歌
舞
伎

と
の
深

い
縁
故
關
係
や
、

叉
小
田
原
町
の
開
基

が
小
田
原
の
人
で
あ

つ
た
如
く
㍉
そ

こ
の
若

い
者
も
束
國
出
身
が
|多
《

●
》か

つ

た
ら
う
ど

い
ふ
ご
と
か
ら
窃
奴
詞

の
源
流
な
る
凍
國
語

と
の
縁
は
切
れ

て

ゐ
な

い
ー

と

い
ふ
こ
と
は
考

へ
に
入
れ

て
お

い
て
宜

い
。
．，

'
そ
れ
は
兎
に
角

と
し

て
馬
要
之
、
大
體
の

こ
と
が
分
る
だ
け

で
、
具
皚

的
に
ど
う
だ

と

い
ふ
こ
と
は

駐

へ
な

い
の
だ

と
思

ふ
。
だ

か
ら
順
覗
的
觀
，

點
か
ら
、
明
和
期
の
ダ
¶

ジ
ャ
の
張
り
合

ひ
の
状
態
を
位
置
づ
け
る

こ
と
，

は
出
來
な

い
の
で
、
迸
親
的

に
安
永
期

と
の
比
較
に
よ
つ
て
、
歴

史
的
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

'

置
を
決
め
る
外
は
な

い
。
，

　

さ
て
、
明
和
期
に
於
て
、
ダ
の
勢
力
は
既

に
、
確
固
た
る
も

の
が
あ

つ



た
上
考

へ
る
。
少
く
と
も

、
普
通

の
江
戸
語

に
淤
け
る
ダ
の
優
勢
は
、
疑

ふ
べ
く
も

な
か

つ
た
と
信
ず
る

の
で
あ

る
。

　
酒
落
本
に
よ
つ
て
み
る

の
に
、
そ

の
頻
數
比
、

ジ
ャ
が
37
例

で
あ

る
に

對
し
て
、
ダ
が

H。。
。。
例

に
上
る
數
字
の
比
較
が
何
よ
り
雄
辮
に
そ
れ
を
物

語

つ
て
ゐ
る

で
あ
ら
う
。

第

一

表

　

　

瑞

冂

為

訓

　

　

辰

巳
之

園

　

　

遊

子

方
冒

　

　
|瓦

域

男
《

Ù
　
　竈
　
匹
．、
》

　

　

　

計

ρ

ジ

ャ

01120637

計
算

の
非
礎
－

右
の
表
示
数

に
は

ダ　

　

　

〆

51605621881

〆

　
　

θ
接
績
詞
附
蹴
ジ

ゼ
ガ
(
遊
子
方
言

一
例
)
を
合
む
。
◎

ヤ
ゥ
ジ

ヤ
(
迸
子

　
　

方
言

一
例
)
を
介

む
。
㊥

ヤ
ゥ
ダ

(郭
申
奇
課

二
例

。遊
子
方
言

一
例

．兩

　
　

凹
栞

一
例
)
・
サ
ゥ
ダ

(郭
中
奇
課
五
例
・
遊
子
方
言

一
例
．
兩
國
栞

三
例
)
．

　
　

コ
ツ
タ
と
晋
便
し
て
清

む
タ

(郭
中
奇
譚
六
例
・
辰
巳
之
園
四
例
．
遊
子
方

　
　

　ニ二
四
例
」
兩
國
栞

一
例
)

・
ダ
ッ
ケ
・
ダ
ゲ
(
ダ
ッ
ケ
に
同
じ
)
(
迸
子
方
言

一

　
　

例
・
兩
國
栞

↓
例
)
を
含

め
て
あ
る
。
　
⑭

ヤ
ボ
グ
・
ラ
ク
ダ
．
澤
山
ダ
．
靜
ヵ

4ー
　

ダ
・
ゾ

ン
ザ
イ
ダ
．
久

シ
ブ
リ
ダ
．
ア

ン
吋、
リ
ダ
．
キ
ラ
ヒ
ダ
。
ハ
ヅ
ダ
・
ド
ウ

一
．

．、
ダ

・
ヵ

ン
ジ

ン

グ

・
ζ

ヰ

ダ

(
芸

だ

)
・

ッ

モ

リ

ダ

・
キ

ツ

ト

ダ

・
ヨ

イ

キ

　
　
　
　
　
　

朋
和
期
江
戸
語

に

つ
い
て
(
二
)
　
　
　

．　

・　
　

ー
　
　
　
・'

覧

ミ
ダ
・
知
ッ
テ
ヰ

ル
通

リ
ダ
(
順
序
不
同
)

は
魯
通
そ

の
大
部
分
が
形
容

動

・

詞
と
見
做
さ
る
べ
き
で
あ

る
が
、
皆
右
の
計
算

に
合

め
で
あ

る
。
(
兩
國
某

に
刎
瞭

に
財
舎
者
と
し
て
あ
る
例
は
含

ん
で
ゐ
な

い
。
)

　
さ
て
右

の
第

一
表

、
頻
數
比
表

は
、

右
の
全
部
を
含
め
て
し
ま

つ
て
ゐ

る
。
對
比
を
見
る
の
に
便
利
で
は
あ

る
が

、
文
法
拳
的

に
正
確
と
は
謂

へ
，

な

い
。
そ

こ
で
修
正
を
施
し
て

(
一
)
ジ
4．
ガ
の
樣

な
明
ら

か
に
接
績
詞
化

し
た
も

の

(
二
)
ヤ
ウ
ジ
ャ
・
ヤ
ウ
ダ

・
サ
ウ
ダ

の
如
く
助
動
詞

と
見
做
さ
れ

る
も

の
(＋

三
例
)

(三
)
ダ

ッ
ヶ
・ダ
ヶ
の
樣

な
終
助
詞
的

な
も
の
三

例
)

を
除
去
し
・
そ
の
反
面
、

コ
ツ
タ
の

タ
や
、
形
容
勲
詞

の
語
尾

か
と
思

は

れ
る
類
を
殘
留
さ

せ
て
(
こ
れ
は
許

さ
れ
る

こ
と
と
信
ず

る
。
コ
ツ
タ
の
タ

は
・

コ
ト
ダ
の
ダ
を

一
度
通
過
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
し
、
形
容
勘

詞
の
語
尾

か

語
尾

で
な

い
か
は
か
な
り
辨
別

に
苦
し
む

し
、
辮
實
含
め
た
方
が
都
ム
ロ
が

宜

い
×
計
算
を
し
直
す

と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ャ
　
　
　

ダ

．
第

一
=
丞

　
　
　
郭
中
奇
譚

　
　
　

辰
巳
之
園

　
　
　

遊
子
方
言

　
　
．　
　

丶

　
　
　

兩

、國

栞

　
　
　
　

計

　

タ
ー
　
　
　
　
ト
1
《

の
》
|

ー

・
O11186

，35

'

44605316731

ー

ジ
ャ

の
匕

ま

73

:
35

で

同
じ

く

ダ

の
優

越

は

著

し

い
。

　
　

　
　

　
　

士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
4薈．　
丶

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

七

五

三
－

ハ

'

=



、

P

一莞●

～

'

　
　
　

國

語

と

國

文

墨

　

笋

二

†

卷

箪

九

號
，，

　
所

で
實

を
い
ふ
と

こ
の
ジ
ャ

の
敬

は
か
な
り
軽
し

い
人
閤

の
使
川
例

ま

で
含
ん
で
ゐ
る
。
ダ
・
ジ
ャ
の
使
川
者
牙

分
層
を
謀
|
聖
《
宀
》へる
上
に
於

て
も
大

切

と
思

ふ
か
ら
、
兩
者

便
川
身
分
層
を
對
比
列
擧

し
て
み
よ
・つ
。
各
本
毎
め

分
別
列
擧

と
す

る
。
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

丶

〔
ジ
ヤ
の
場
合
〕
　
　

　
　

`

　
○
辰
|巳
《
、
》之
園

11
|例
《

ぼ
》

　
　
　
大
名
勝
手
用

人

2

．　
　
　

新

五
左
　
　
．3

　
　

'通

人
　

　
　

　
　
1
　
　

　
　
牛
可

．　

．
4

　
　
　
船
頭
　

　

　

　

ー

で
あ
る
。
勝
乎
向
用
人
は
か
な
り
大
身

の
武
家
ら
し
く
|出
《

ノ
》自
も
江
戸
で
は

か
さ
ざ
弓

で
あ
る
。
旁
ー
武
家

で
あ
乙
賭

か
ら
江
戸
詞
か
ら
除
き
去
ら
れ

て
も
宜
い
で
あ
ら
・つ
ゆ
新
五
左
ぽ
固

よ
り
綱
國
衆
、
除
外
し
て
宜

い
と
思

は
れ
る
が
、
奇
妙

に
こ
の
新

五
左
ば
ダ
を

七
例
混
用
共
用
す

る
．．
|晒
《

、
》
落
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

'　
　
　
　
　
　

(註
二
)，

の
方
冒
猫
冩
に
ほ
宿
憑
出
來

ぬ
點
を
含
む

こ
固
に
つ
い
て
既

に
撹
が
あ

る

が
、
こ
れ
も
亦
そ
れ

で
あ

る
。　

　
、

　

○
迯
子
方
言

18
例

　
　
　
大
継

平
　
　

　

　
16
．　
　

．む
す

ご
　
　
ー

　
　
　

4
"ロ
　
　
　
　
　
　
《

≧
で・」
》
|

ー

こ
の
大
盡
は
詞
も

上
方
系
統
を
多
く
使
用
し
、
出
自
を
江
戸
者

と
見
倣
す

．

理
由
も
な

さ
さ
、つ
で
あ

る
コ
，或
は
常

時
か
る
る
遊
蕩
金
持
ほ
實
際
か
か
る

●

'

　
　
　
　
　

　
　
・　

　

　

　

　
　

七
五
四
　

　
亀　

　

　
　

、

傾

向
を
有
し
て
ゐ
た

の
で
あ
ら
・つ
か
。

一
般

の
江
戸

語
使
川
言
衆

の

U
人

と
し

て
含
め
る
に
は
躊
踏
を
感
ぜ
し
め
る
．、

○
兩
爾
某

6
例

全
部
呼

灘
(
見
世
物
な
ど
の
)
で
あ

る
。
多
少
普
通

の
口
語

と
毛
色
を
異

に

す

る
か
ら
除
外
出
來

る
。

　

か
く

て
ジ
ャ
の
使
用
例
は
愈
聖
減
少
す
る
．、　
　
　
　
　

塾

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丶

〔
ダ
の
場
合
〕
　

　
　

　
　
　

　

・

　

Q
郭
中
奇
譚

44
例

　
　
　

遞
客
　

　

　

22
　

　

　

藝
者

　

　

　

4
　

σ

　
　
　

職
人

　

　

7
　

　

　

夜
鷹

　

　

　
4

　
　
　

轄
間
　

　

'
3
　

　

　

遊
女
　

　

　

2

　
　
　
|茶
《

ロ
》

屋
亭
主

1

。
|
禿
《

か
む
ろ

コ
》
　
　

1

　
　
　
　
　

　
　
60
例

○
辰
巳
之
園

　
　
新
五
左

　
　
牛
可

　
　
通
人

　
　
幇
聞

，

　
　
　
遊
女
屋
若
者

○
遊
子
方
言
　
53
例

　
　
　
大
継
卆

7%5411

遊
女

－

茶
屋
娘

船
頭

客新
造

84432

'



}43一
　

　

　

ド
再

　

　
　

48

　

　

　
ぬ
、
り

て

　

　

ー

　

　

　

ノ
．　
曹

　

　

　
|引

片
《

．ト、5．丶㌔∵'
》

プ
、
ゴ

　

　
《

ムェ
》
|

ー

　

Q

兩

國

栗

16

例

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・、

　
　
　
江
薯

(と
よ
り

分
ら
ず
)8

．

シ
」

煮

懿

)7

　
　
　

こ
わ

色
　

　

　
1
　
　

　

．　
　

　

　

　

、

・か
．く
で

ジ
ャ
の
場
合
か
ら
勝
手

用
人

と
新

五
左
(辰
巳
之
園
)
大
継
平

の
詞

(
邂
秀

言
覚

世
物
の
詞
(兩
國
栞
)を
除
外
し
、
羅

冫

の
奨

・か
ら

新
流
左
の
詞
(辰
巳
之
園
)大
騫
の
詞
(邂
子
方
言
)簾
色
(爾
國
栞
Mを
除
外

し

て
み

る
と
、

第

三

表

　
　
　
郭

中
奇
謙

　
　
　
辰
巳
之
園

　
　
　

遊
子
方
言

　
　
　
、兩

國

栞

　
　

、　

計

'

ダ44535215641

ジ

4，

06208

．
'

，

ダ
は
如
何
な
る
點
よ
り
み

て
も
、
既

に
決

定
的
壓
倒
的
優
勢
さ
を
以

〆、
、

ジ
ャ
を
壓

し
て
ゐ
る
。　

'

以
上
の
拠
度
此
ど
身
分
癬

の
比
較
か
巧

θ

ジ
ャ

の
使
壯
頻
度

が
極
め
て
少
た
る
に
比

』

し
、
ダ
の
ユ
、れ
は
壓
倒

．

的
な
優
勢

で
あ

つ
た
。

　
　
－
　

明
和
期

江
戸
語
・に

つ
い
て
(
二
)
　̀

　

　

'．
`
」…
:

　

　

　
、
亠

塾

、
◎

ジ
ャ
の
使
用
業

男
讐

限
ら
れ

て
ゐ
ろ
の
に
對

し
、
．タ
婪

性
、

－

　
　
そ
れ
も
遊
里
闘
係
の
女
牲
の
中
に
ま
吼ヒ
結
潤
し
．〆」
ゐ
た
。

　
　
　
a
從
つ
て
遊
毘
に
依
つ
て
生
活
の
資
を
得
る
幇
間
や
茶
屋
が
ダ
を
用
ひ

　
　
て
ゐ
る
毋
は
疑
ふ
に
足
り
な
い
誇

　
　
　
璽

ヤ
の
錦

は
・
そ
の
麓

稀
少
な
る
の
み
な
ら
ず
同
時
に
森

外

－
酌

の
も
の
で
あ
つ
た
・
ジ
ャ
の
欝

叢

罐

に
そ
の
反
両
タ
の
使
磐

－
で
も
あ
る
が
・
よ
り
多
く
ダ
を
用
ひ
・
よ
り
少
く
"ンヤ
荒

ぴ
て
ゐ
た
に

　
　
過
ぎ
な
い
・
辰
巳
之
臠

眷

翡

例
の
ダ
荒

ひ
る
の
に
．
"、
濠

4

　
　
例
・
遊
＋
方
雪
の
牛
票

同
じ
く
ダ
塞

例
川
ひ
ろ
の
に
、
"・
．
は
－
例

　
　

に
ナ
」ぎ

ぬ
辮
實
を
み
る
べ
き

で
あ
る
．

、

　
　
　
⑳
か
く
て
指
簔

現
に
於
け
る
束
國
語
的
傾
向
は
響

で
あ
つ
た
と
認

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

レ

　

ー

め
得

る

の
で
あ

る

。　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

，、

　
　
　
磐

に
咄
本
の
類
に
於
て
は
、
こ
の
楚

比
は
反
對
、
又
け
少
く
と
も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

'

・
か
，な
り
相
湛
す
る
傾
向
を
示
』

し
ゐ
る
。

`
　

　

　

　

　

　

，　

ダ
　

　

，
ジ
ャ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

噂

鹿

子

餅

樂

牽

頭

聞

上

手

、
計

9，372268

18'
52649

攀

厭
、つ
斥

ヤ
ウ
ダ
・
サ
ウ
ダ
の
顰

附
け
加
へ
ゑ

髪

し
な
か

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
，

七
|尻
《．　　　の
》

3ー
　

　

　

　

　

　
・



44

　
　
　
　
國

語

と

國

文

學

　

第

二

†

谷

第

九

脱

．

つ
た
が

(
鹿
子
餅

に
ヤ
ウ
ダ

一
例
、
樂
牽
頭
に
ヤ
ウ
ダ

・サ
ウ
ダ
各

，
一
例

聞

上
手

に
ヤ
ウ
ダ

ニ
例
が
あ

る
)
、
入
れ
た
所

で
大
勢
に
變
化
ほ
な

b
．パ
右

の
表
は
前
禍
酒
・洛
本

の
頻
度
比
較
の
第

二
表

に
常
る
も

の
で
あ
る
。
)楽
牽
．

頭

に
於

て
ダ
が
優
戮
な
る
の
み
で
、
他
に
あ

つ
て
は
全

て
ジ
ャ
が
優
勢
を

占

め
て
ゐ
る
。

　
洒
落
本
の
示
す
所
と
相
當

の
開
き

が
あ

る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
．．
こ
れ

や
，

は
何

に
よ
る

の
で
あ

ら
弓
か
。
　
　

　
　

　

，
丶

　
差

し
當

つ
て
思
ひ
當
る
の
は
、
喘
本
が
文
字
に
引

か
れ
文
章
語
的
傾
向

が
強
か
つ
た

で
あ
ら
う
と
い
ふ
點

で
あ
る
。
そ
れ

は
こ
の
ダ
・
ジ
ャ
の
對
立

語

に
つ
い
て
い

へ
ば
、
ダ
を
川

ひ
る
よ
り
ぽ
ジ
ャ
を
用

研
る
傾

向
が
張
か

．

つ
た

で
あ
ら
・う
と

い
ふ
事

に
な
る
。
ジ
ャ
は
上
方
語

で
あ
り
、
常
時

の
文

章
語
・
文
學
語
は
上
方
語

で
あ

つ
た
か
ら

で
あ

る
。

　
從

つ
て
咄
本

で
け
仕
瓠
師

(鳶

の
者
)
・き

ほ
ひ
拠
・
店
子
噂
町
民
・夜
鷹

等

に
ジ
ャ
を
使
用
さ
せ
て
ゐ
る

(後
述
蓼
照
)
。

何
れ
も
市
民

の
下
暦
部
を
構

成

し
、
言
語
と
し

て
は
ダ
を
使
用
さ
せ
て
ゐ
た
に
違

ひ
な

レ
言
衆

で
あ
る
。

荒

い
き

つ
ぶ
の
鳶
や
き

ほ
ひ
や
、
裏
店
住
ひ
の
税
金
も
納
め
得
な

い
店
子

が

、
當
時
の
上
流
語

で
あ

つ
た

ジ
ャ
を
現
實
に
用

ひ
た
と
は
信
ぜ
ら
れ
な

い

で
は
な

い
か
。
．　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

・

　
然
し

こ
れ
だ
け

で
、
右

の
酒

落
本

と
の
喰
ひ
蓮

ひ
が
全

て
解
決
川
來
た

と
は
言

へ
な

い
。
何
故
な
ら
、
鹿
子
併

・聞

上
手

に
於

て
、
ジ
ャ
が
優
勢

で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

噛　
　
F

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
六

あ

る
の
ほ
右
の
解
釋

で

一
應
理
解
出
來

る
と
し
て
、
樂
牽
頭

の
示
十
比
葱

は

一
磑
ど
・つ
謙
明
ナ
る
の
か
。
聞

上
手

・鹿
子
併

は
文
字
に
引
か
九
る

こ
と

多
く
文
章
語
的

で
あ
る
が
、
樂
牽
漁
，は
そ
れ
，に
反
す
る
、
と
で
も

い
ふ
の

で
あ
ら
5
か
つ
決

し
て
そ
ん
な

こ
と
は
な

い
。
共

に
等
し
く
咄
木

で
あ
《
'
》
|

り

伺
じ
價
値

し
か
持

つ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
、
ロ
語

資
料

と
し

て
樂
牽
頭

が

他

の
二
書
に
卓
越
す
る
と

い
ふ
|證
《

に
》

據
は

一
つ
も
な
い
の

で
み

る
。
《

が
》
|

．

　
そ
れ
な
ら
何

に
基
く
の
で
あ

る
か
。
こ
れ
を
明
か

に
す
る
爲

に
は
の
や

ぽ
り

こ
の
咄
本

に
於

て

ダ
．
ジ
ャ
が

そ
れ
ぞ

れ
如
何
な
る
身
分
層
に
依

つ

「

て
語
ら
れ

て
ゐ
る
か
を
明

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
些
か
繁
雜
に
亙
る

が
、

ダ
・
ジ
ャ
の
使
用
屏
を
考

へ
る
|上
《

ゆ
》
か
ら
も
必
要

と
考

へ
る
の
で
、
左
に

略
記
す
る
。

　
　
因
に
出
來
る
だ
け
明
瞭

に
記
し
度
く
思

っ
た
が

不

明

瞭

な
の
が
多

　

い
。
そ
の
多
く
は
下
級
の
町
民

(職
人
・
日
傭
の
類

)
ら
し

い
の
で

一
括

　

し
て
町
民
と
し
、
鳶

と
か
、
．き
ほ
ひ
ど
か
、
特
に
そ
の
身
分
的
特
徴
を

　
明
瞭
に
示
し

て
ゐ
惹
人
々
は
特
別
に
出

し
て
あ
る
。
．同
じ
町
人
で
も

上

　
流
と
中
以
下
乏

で
は
詞
遣
が
相
蓮
す
る
筈

だ
か
ら
、
上
流

の
町
人
は
そ

　
れ
と
分
る
や
・り
に
す

る

つ
も

り
で
あ

る
。

　
　
　
　

ジ
ャ
の
使
用
暦
　
　
　
一、　
　
　

辱

O
鹿
子
餅

18
例

　
　
　
大
商
家
の
む
す

ご

，
1
　
　

　
　
凡
那
　
　
　

　
1
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　

"



●

一
．

45
一

親
父
　
　

、　

－
　
　
　

書
家

大
名
　
　
　
　
　
　
1

名
所
邇
を
誇
る
き
ざ
な
男
(老
人
か
)

　
　
町
民
(詳
細
不
明
)

　
　
牢
人

　
　
朝
鮮
入

　
　
乳
母

　
　
夜
鷹

○
渠
牽
頭

5
例

11221

　
　
鯉
と
鮒
(提
人
化
・
地
め

文
か
も
分
ら
ぬ
)

1

　
　
武
‡

　
　

　
、　

　

　

2

0
聞

ヒ
手

　
26
例

大
商
家
の
主
人

伊
勢
甚

大
屋

店
子

亭
主

仕
班
師

侍仕
事
師
母
親

211132
●

4

，

1

朔
和
期

江
戸
語

に
つ
い
て
(
二
)

武
逍
師
匠

唐
人

西
國
家
中
侍

母
親

11r211

船
客
(身
分
不
明
)

町
民
(肺
塾

11

む
す

こ
(迸
蕩
兜
)
　
1

そ

の
友
逹
　

　
　

　
1

か
け
乞
(
全
く
の
江
戸

人
か
ど
う
か

疑
は
し
い

)
・

．

町
民
　
　
　

　
　
　
4

親
父
　
　

　
　

　

2

き

ほ
ひ
　
　
　
　
　

ー

む
す
め
　
　

　
　
　
ー

珪
那
洩

父
か

‡

む
ナ
め
等
、
身
分
が
荷

明
源
で
な
い
が
、落
語
の
題

材

と
し
て
よ
く
出
て
く
る
旦
那

で
あ
り
、
亭
主
で
あ

り
、
親
父

で
あ
る

こ

と
を
思

へ
ば

よ
い
甲・
即
ち
旦
那

と

い

へ
ば
ま
つ
大
中
商
家

の
、王
人
、
親
父

と

い

へ
咲

，
や
か
ま
し
く
叱
言
ば

か
り
い
ふ
人
。
身
分
は
旦
那

と
い
は
れ

る
人
と
同
じ
稚
度
の
人
で
あ
ら
・り
。
亭
主
と
い
へ
ば
ま
つ
下
癬
階
級
の
一

家
の
主
で
あ
り

一、町
民
」
と
し
て
一
括
レ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
ダ
の
使
川
暦

　
○
鹿
子
併

9
例

　
　
　
桃
太
郎
家
來
猿
　
　
1
　
，　
　

玄
關
番
　
　
　
　
　
1

　
　
　
町
民
　
　
　
　
　

3
　
　
　
　
料
理
人
　
　
　
　

1

　
　
　
太
鼓
持
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
本
道
醫
　
　
　
　
　
1
」

　
　
　
遊
客
(職
入
か
)
'
《
ヒ
》
|

1

　
0
架
牽
頭

37
例

　
　
　
職
入
　
　
ノ　

ー　
・17
　
　
　
　
江
戸
者

「　
　
　

1

　
　
　
零
落
し
た
右
徳
の
息
子
　
2
　

手
(擬
入
化
・以
下
同
じ
)

1

し

，船馬仁
．訟

醫
者

紳
主

1－

．

324

烏
．

狼毘
沙
門

大
盡

生
花
師
匠

七
五
七

，

11L

．

1．丶



'

64

`

國

語

と

．國

丈

箪

　
　
遊
女

○
聞
ヒ
手

　
　
職
人

　
　
色
，男

　
　
下
男

　
　
隼
ノ

22

例

11411

麁
」亀

r

・
¶
」

」
」
－

舜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「⊥

　

　

轟

女

房

(
職

人

な

ど

の

)
1

第

二

十

卷

第

九

號

　

腰
元
　
　
　
　
　
1

父
親
(不
叨
)

臀
者

か
け
取

物
知
り
ぶ
る
老
人

1111

　

右

の
身
分
層
を

一
暼
し
た
の
み

で
、
我

々
は

一
つ
の

ヒ
ソ
ト
を
得
る

こ

と
ほ
可
能

で
あ

る
。
(勿
論
そ
の
身
分
．癬
は
か
な
り
に
瞹
昧
な

人
人
を
多
く

含
ん

で
ゐ
る
が
)
。邸

ち
前

迦
の
邇
り
、

確
か
に
咄
木

の
ジ
々
の
使
用
者
に

は
鳶

や
夜
騰

や

一
般
下
流
の
町
民
を
含
ん
で
ゐ
て
、
咄
本
の
資
料
と
し

て

の
價
値
を
低
め
て
ゐ
る

こ
と
に
辨
實

で
あ
る
が
、
同
時

に
あ
る
程
度
、
當

、時
に
於
け

る
使
用
者
身

分
、贋
を
髣
蝣

た
ら

し
め
て
ゐ
る

こ
と
に
注
目
さ
れ

る
と
思

ふ
の
で
あ

る
。

　

即

ち
、
ダ

に
就

て
言

ふ
な
ら
ば
、
そ
の
使
用
渚
け
仕
事
師

や
下
舅
・
玄
關

番
職

人
等

の
い
は
ば
下
層
市
民

(擬
人
化
さ
れ
た
牛

や
馬
や
仁
王
も

こ
こ

に
入
ら
5
)
及
び
馨
者

・紳
主
・生
花
師
匠

・太
鼓
持

・迸
女
な

ど
が
入
つ
て

ゐ
る
。
黙
渚

に
せ
よ
紳

主
に
せ
よ
、
落
語

に
出

て
く
る
そ
れ
ち

に
碌
な

人

物
の
居
る
筈
は
な

い
。
裏

盾
住
ひ
の
人
．物

で
あ
ら
・り
澱
浹
し

て
上
流
畳
顯

の
人
物

と
は

い

へ
ま

い
．、
鞦
樹

・逃
女
が
グ
を
川
ひ
る
の
は
、洒
落
本

で
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
八

に
お
馴
染
み
で
不
思
議
は
な
い
。
大
盡
と
・腰

元
と
・物

し
り
ぶ
る
老
人
の

三
者
が
ダ
を
用

ひ
る
の
は
、

些
か
説
明

に
窮
す
る
が
、

こ
の
腰
元
が
高
畳

の
御
殿

に
住
腓
す
る
腰
元

で
は
な
く

て
、
せ
い
み
＼

π
徳

の
町
人
の
奥

向

女
中

に
す
ぎ
な

い
こ
と
は
事
實

で
あ

る

(滑
稽
文
學
全
集
本
十

一
卷
三
八

説

頁
)
し
、大
盡

と
い

つ
て
も

町
の
右
力
者

と
い
ふ
底

の
入
物
に
す
ぎ
な

い

や
・り
で
あ

る
(
前
鞨
書

三
九

一
頁
)
が
、

と
に
角
、

こ
れ
ら
の
人
物
も
亦

ダ

を
使
用
し
た
か
も
知

れ
ぬ
と
い
ふ
外
は
な

い
。
然

し
ど
に
角
そ
れ
ら
は
少

數

で
あ

り
、
大
體

に
於

て
ダ
の
使
用
暦
は

職
會
の
下
流

方
面

に
於

て
有
力

で
あ

つ
た

と
認
め
る
事
が
出
來
る
。
．

　

こ
れ
に
對
し

て
ジ
ャ

の
使
用
奢
は
ど
う

で
あ

る
か

と
い
ふ
と
、大
名

・武

士
、
殊

に
西
國
武
士

・牢
人
等

の
武
家
階
級
や
、

伊
勢
甚

、
そ
の
友
逹
、
か

け
乞
の
如
き
、
西
國
系
続

の
商
人

が
含
ま
れ

て
ゐ
る

こ
と
は
常
然

と
し

て
、
　

}

そ

の
他
、
大

商
店

の
主
人
息
子
・
書
豕
・名
所
通
を
誇

る
物
知
り
ぶ
る
人
粉

な

ど
財
力
・教
嚢
あ
る
入
物
、
乳
母

・母
親
の
如
き

古
き
物
言

ひ
を
麓

ぶ
保

守
的
な

人
物
に
見
ら
九

る
こ
と
は
、

こ
の
ジ
4，
の
硬
用
層
が

ど
ん
な
も

の

で
あ

つ
た
か
を
髣
蝣
さ
せ
る
に
足
る
の
で
あ

る
。
(
下
流
職
人
階
級

が
ジ
ャ

を

使
用

し
て
ゐ
る
場
合

に
つ
い
て
は
既
に
述

べ
た
．、)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

　

口
語
資
料
と
し
て
の
咄
本
の
價
値
は
酒
落
本

に
劣
る
も

の
で
あ
ら
、り
け

れ
ど
、
右
の
如
き
使
川
者
身
分
厨

の
位
和
は
、
或
る
程
度
實

斌
に
當

つ
て

！
．

ゐ

る
も

の
だ

と
思

は

れ

る

の

旨
烏

つ
て
、

馬

皮
、
グ黛
乙
逕

つ
て
酉

肖

栄

紅

の

　

　

　

　

ワ



`

7

卩

4

人
物

や
大
商
．豕
の
主
人

・む
す

こ
、
叉
ほ
武
家
階
級

の
人
人
が
出

て
く
る
爲

に
、
ダ

・
ジ
ャ
の
使
川
頻
度

ガ
曙
本
全
競
と
し
て
け
近
よ
つ
て
來

て
、
爲
に

酒
落
本

と
・署
し

い
對
照
を
示
す

に
至
つ
た
も

の
と
考

へ
る
。
江
戸
市
中
の

上
流
を
占

め
る
有
力

な
る
歡
養
人
や
武
士
な
ど
の
幽

て
く
る
こ
と
の
少
か

つ
た
樂

牽
頭

に
於

て
ダ
が
優
勢
を
示
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、

こ
の
點

か
ら
み

る
と
き
、
少
し

の
を

か
し

い
點
も
な

い
譯

で
あ
る
。

　

恐
ら
く
常
時
ジ
ャ
は

上
流
人
士
の
欄

に
行
は
れ
て
ゐ
た

で
あ
ら
・り
が
、

・ダ
は

嚇
般
江

戸
人

の
問

で
厭
…倒
酌
な
庫
を
以

て
硬
田
Ψ
．㌔れ

て
ゐ
た

に
蓮

ひ

|

ぐ
《

ノ
　

　

　

　

　

　
ノ
》

な
い
。

一
般
江
戸
人
を
記

鍵
し
た
が
、
武
士
・大
商
人
に
就

て
記
載
す

る
こ

と
少
か

つ
た
樂

牽
頭

が
、
酒
落
本
と
同

桶
傾
向
を
示

し
て
ゐ
る

こ
と
に
少

'

し
も
異

と
す
べ
き

で
は
な

い
。
・私
は
さ
う
考

へ
る
の
で
あ

る
ゐ

　

咄
本
は
丈
字
に
引
か
れ
る

こ
と
が
多
か

つ
た
。
從

つ
て
咄
本

に
於

て
は

　
　
　
　
　
　
　
一

ジ
4，
の
使
用
庫
は
酒
落
本

よ
り
も
増
大
し
た
。
然
し
ジ
ャ

の
使
川
葎

の
堆

大
は
、
そ
れ
に
よ

つ
て
の
み
齋
ら
さ
れ
た

の
で
は
な
く
し

て
、

ジ
ャ
を
使

川
す
る

一
部
上
流
士

人
の
詞
を
よ
り
多

く
寫
す

こ
と
に
よ

つ
て
も
、
齎

ら

`

さ
れ
た
の

で
あ
る
と
考

へ
る
。
從

つ
て
叉

ジ
4。
の
使
用
癬
に
就

い
て
、
即

ち
上
流
階
級

の
人
人

の
詞
に

つ
い
で
、
記
載
す

る
こ
と
少

か
つ
た
咄
本
に

於

て
は
、
當
然

の
結

渠

と
し

て
ジ
ャ
の
使
川
寧

が
減
少
す

る

…

と
激

へ

る
の
で
あ

る
．、　
　
　
　
　

．　
　
　
　
　
　
　
　

丶
．

　

咄
本
は
資
料
と
し
て
の
信
慰
姓

に
於
、て
酒
落
本

に
劣
る
．、
然
し
或
る
程

　
　
　
　
財
和
期
江
戸
語

に
つ

い
て
(
二
)

度
の
儷
正
・解

罧
を
施
ナ
な
ら
ば
、
充
分

の
使
川

に
堪

へ
る

ー

こ
の
事

を

私
は
こ
の
ダ

"
ジ
ャ
の
使
川
…率

に
就

い
て
言
ひ
得
る

と
思

ふ
の
で
あ

る
。

　

〔
註

一
〕
　
湯
澤
氏
}，徳

川
時
代

の
曽
語

研
究
●二
二
三
〇
．頁

の
名
料

か
ら
。
．

　

〔
註

ご
〕
　
東
條
先
生

一，方
言
と
方
言
學
」
洒
藩
本
に
現
れ
た
る
方

　ニn
の

　
　
　

考
祭
。

(
二
)
形
容
詞
迚
川
形
の
ク
形
と
ウ
形
と
の
對
立

　
　
　
　

　
　
　
．

　

明
和
期

に
於

て
迚
川
形
の
ク
膨
は
略
聖
優
勢

に
あ

つ
た

と
結
論
し

て
宣

い
と
考

へ
る
．、
仙
し
あ
れ
程
．慢
越
を
訪
つ

た

上
万
語

が
、
そ
れ
稚
劾

々
と

一
朝
に
レ

て
凋
落
す
る
笋
は
な

い
の
で
、
正
直
を
言

へ
ば
現
代
の
束
∬
|語
《
、
》

に
於

て
す
ら
、
．
こ
の
上
方
的
要
索
の
魏
拭

ば
完
成

さ
れ

て
み
な

い
。

　

θ
ご
ざ

い
ま
す

・存
じ
．ま
ナ

に
績

く
時
は
必
ず

ウ
形
を
用

ひ
て
ク
形
を

用
ひ
な

い
。

(但

し
、
ご
ざ

い
ま
一す
・
存
じ
ま
す

の
否

定
形
に
は
ク
形
を
用

ひ
る
)
　

　

　

　

　

　

，．　

　

　

●　

，

・
◎
特
殊
の
場
合

に
な

ウ
形
を
原
則
と
し
て
川
…ひ
る
。
「
よ
う

こ
そ

い
ら

つ

し
や

い
ま
し
た
，二
，お
早

ふ
お
歸
り
迸
ば
せ
・二
．以
後
お
心
安
・う
願

ひ
ま
す
」

殊

に
て
い
ね
い
に
言

ふ
時
は

こ
の
形
が

し
き
り
に
出
る
。

　

從

つ
て
明
和
期

に
於

て
、
・ク
形
が
優
勢

と
い
つ
て
も
程
度
問
題

で
、
右

の
θ
㊥
に
常

る
場
合

け
勿
論

ウ
形

で
あ

つ
て
ク
形
を
川
び

て
ゐ
な

い
。・
こ

れ
ら
以
外

に

ウ
形
を
川

ひ
る
か
否
か

に

考
察

の
主
な
る

H
机

ガ
置
か
れ

る
c

，　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

七

五
九

　

覧

．

貼
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『

國

語

と

國

丈

學

　

策

二

†

卷

帝

九

號

　
　
郭
中
奇
譚

　
　
辰
巳
之
園

　
　
遊
子
方
言

　
　

兩

國

栞

　
　
　
計

〔
註

一
〕

〔
註

二
〕

　
　
詞
)

〔
註

三
〕

ク

形

．

32167590

ウ

形

11

(
9

)

4

(
－

)

15

(
11

)

2

(
0

)

32

(
21

)
'．

　
　
　
　
　
ク
形
遊
子
方

嘗
の

↓
例

は
、
ナ
イ
(助
動
．詞
)
迚
用
形
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ウ
形
郭

中
奇
譚

の

一
例
。
遊
子
方
言

り
二
例
は

タ
イ
(
助
動

　
　
　
　
　
の
ウ
普
便
形

タ
ウ
で
あ
る
。

，　
　

　
　

括
弧
内

の
數
字
は

，ご
ざ

り
ま
す
・
ご
ざ

り
ん
す
・
ご
ざ
ん
す

・

　
　
　
お
ざ
ん
す

等
に
績
く

形
の
使
川
數
で
あ
る
。
ご
ざ
り
ま

せ
ん
・
ご
ざ

　
　
　
ん

せ
ん
等

の
打
淌
形

に
績
く
揚
合

は
見
え
な

い
。

．
九
〇
例
對
三
十

二
例
の
比
雍
は
、
ク
形

11
束
國
語

形
の
優
勢
、

ウ
形

1ー

上
方
語
的
傾
向
の
衰
退
を
雄
辮

に
物
藷

る
が
、
然

し
ダ

・ジ
4，
の
時
程
に
決

定
的

な
著

し

い
差

で
は
な

い
。
但
し
、
「
ご
ざ

い
ま
す
」
群

に
續
く

一
醐

の

語
21
例
を
除
い
て
、
殘
餘
が
11
例
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
思

へ
ば
、
上
方
傾

向

の
著
し

い
衰
退
と

い
ふ
こ
と
は
い
、へ
な
く

て
も

、
東
京
語
的
傾
向
は
顯

著
だ
と

い

へ
る
。
殊

に
そ
の
11
例
中
左
記

の
如
く
、
東
京
語

に
於

て
も

ウ

形
を
川
ひ
る
場
合

に
當

る
の
が
あ

る
こ
と
を
思

へ
ば
、
束
京
語
的
傾

向
の

顯
藷
．な

こ
と
ほ
愈

}
明

か
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

．
七
六
〇
　

　

　

　

．

、煩
は
し

い
が
、
ナ

一
例
　
全

部
ウ69
げ

て
み
よ
、り
．

(1
)
お
早
・つ
淵
歸
り
な
さ
り
や
せ

(辰
巳
之
隅
．茶

ぬ
、女
房

の
詞
)

(2
)
よ
・り
お
出
迸

し
ま
し
九

(同
)

(3
)
剥
引

お
出
な
さ
れ

ま
し
た

へ游
手

方
言

・茶
屋
女
房
)

(4
)剥

引
お

つ
か
ひ
下
さ

い
ま
す

(郭
中
奇
譚

・遊
女
の
詞
)

(
5
)
よ
弓
知
ら

し
て
く
れ
な
ん
し
た

(同
)　

丶

(6
)洲
引

寄
つ
て
御
ゑ
ん
の
結
ば
れ

ま
せ
・り
(兩
國
栞

・見
世
物
小

屋
の

　
　

よ
び
ご
ゑ
)

(7
)
近
弓
寄

つ
て
拜
あ
ら
れ

ま
せ
弓

(同
)

(8
)
ま
ち
が

つ
て
久
し
う

お
出
合
も
致

さ
ぬ
(辰
巳
之
園

・出
入
商
人
五

　
　

郎
兵
衞

の
詞
)

　
(9
)
お
も

し
ろ
な

い
そ
(
遊
子

方
言

・大
羅
客

の
詞
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ビ

　

(10
)
は
や
う

い
か
う

(同
)

　

(11
)
お
も
し
ろ
・う
な

つ
た
(同
)

以

上
で
あ
る
。
樺
字
㍗
常

て
忘
假
名
遣
を
正
し
現
代

語
式
に
改
め
た
。

　

(r
)
1

(3
)

(及
び

(4
)
も
)

は
現
代

で
も
ウ
晋
便
で
あ
ら
・り
。

(4
)
は
少
し
疑
問
だ
が
同
類

と
見
做

し

て
い
い
で
あ
ら
5
．

(9
)
1
(11
)

の
大
審
客
は
上
方
詞
的
価
、向

の
顯
著
な

人
物
だ
か
ら
、

こ
れ
に
は
|凝
《

ノ
》

問

は

な

い
。
常
然

の
傾
向

で
あ

る
。

(6
)
(7
)
は

や
は
の
特
殊
な
も

の
。
純
粹

の
江
戸
語

の
埓

外
に
出
る
。

(8
)
は
江
戸
語

・
來
國
藷
的
言
衆

の

一
人

で
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1一
あ
る
が
・
改
ま
る

ピ
や

つ
ば

り
上
方
語

に
馨

良

い
例

で
、
今

の
東
京
語

で
も

か
・り
い
ふ
傾
向
は
あ

る
．、
(5
)
は
遊
女

の
詞

で
あ
る
。
嚠　
　

　
　

、

　

か
う
見

て
く
る
と
、
明
和
期
酒
落
本

に
於

て
、
ウ
丘日
便
の
使
用

は

θ

き

ざ

皇

す

」群

に
績
く
場
合

．、㊥
特
裂

用
法
の
場
ム
ロ
(・
1
4

の
類
．．)

◎
見
恒
物

の
呼
び
灘
。
⑭
遊
女

の
詞
。
㊧
改
ま

つ
た
言
ひ
方
を
す
る
場
合
，

㊨

上
方
語
的
傾

向
の
強

い
入
物

の
詞

に
限
ら
れ
る
。

・

右

の
中
θ
@
@
は
現
代
語

で
も
同
じ
と
み

る
と
、
非
覡
代
藷
的
ヴ
髭
日
便

の
場
合

は
極
め

て
稀
れ

で
あ
る
(
六
例
)
。

．明
和
期
江
戸
語
に
於

て
、
形
容

詞
迚
用
形
の
東
京
語
的
特
懲

、
略

そ
の
完
成
の
城
に
逹
』

、
ゐ
た
と

明
言
し
得
る
所
以
で
あ
る
。
同
時
に
90
鑿

の
比
奪
は
、
束
國
語
的
傾
向

の
．優
勢
、

上
方
詞
的
傾
向

の
裴
退
を
物
語
つ

て
ゐ
る
。

　

然
る
に
咄
本

で
は
こ
の
比
庫
に
か
な
り
|著
《

　
》
し

い
喰
ひ
違

ひ
が
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丶

　
　
鹿

子

餅

　
　
樂

牽

頭

　
　
聞

上

、手

．

　
　
　
計

〔
註

一
〕
　

ク
形

〔
誂

二
〕
　

ウ
形

〔
註
三
〕

ク

形

1314
、
～

，
Q
り

35

ウ

形

17

(5

)

3

(2

)

11

(5

)

31

(
12
)

■

鹿

子

餅

属

、

聞

上

二
例

は

タ
ク
．(助

畠動

詞
)
の
形

。

鹿
子
併

ご
例
、
聞
上
手

二
例
は
タ
吻
(助
動
詞
)
の
形
。

　

括
弧
臨

は
・

ご
ざ
レ
ま
す
等

に
績

く
形
。
從

っ
て
そ
の
．中

に

明
和
期
江
戸
語

に
ρ
い
て
(
二
)
　
　
　
　
　
－　
　
　

．　
　

`

　
　
　

は
註

こ
の
4
例
も
入

る
課
の
　
　
　

　
　
　
　

　
　
馳

柴

の
比
率

35
盛

は
洒
落
本
の
9。
譱

髭

し
〆、
ウ
形
の
勢
力
が
強

。

ま
つ
て
ゐ
る
・
曝

ク
形
姦

對
等
の
數
号

・あ
る
。
こ
れ
は
何
に
基
く

。も
の
か
・
又
・
樂
蠡

に
於
て
?
犖

の
比
蒙

酒
落
本
と
等
し
い
傾
向

を
示

し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
叉
何

に
依
る
の
で
あ

る
か
。

繁
を
厭

う

て
・
前

項
峯

ジ
ャ

の
場
A
口
の
や
ろ

三

々
使

型

蘚

を
列

擧
す
る
こ
と
を
し
な

い
・
し
て
も

そ
れ
丈
け
の
效
果

が
な

い
奮

で
あ
る
。

・

必
要
な
限
度

に
止
め
る
。

理
由
の
．一，は
や
警

咄
本
に
妾

章
語
的
要
素
が
椦
つ
て
ゐ
ろ
か
ら
で

あ

る
コ
足
輕

や
ほ
弓
ろ
く
賀

り
や
(
鹿
子
餅
)
町
民
(職

入
を
含
む
)

(聞

上

手

)
に
ウ
形
を
使
用
さ
せ
る
慝

・
御
大
名

．侍

(鹿
子
餅

)
(聞

上
手
)
に

ク
形
を
使

用
さ
せ
て
ゐ
る
し
、
サ
カ
イ
を
用

ひ
る

一，大
店

切
手
代
」
(恐
ら

く
上
方
下
り
で
あ
ら
　
)
房

形
を
使
用
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(樂
牽

頭
)
。

こ
れ

で
は
信
用

出
來
な

い
筈

で
あ
る
。

　
　
だ
か
皐

牽
頭
で
ク
形
が
多
く
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
い
は
穿
偶
、
壷言

か
つ
菱

け
で
あ
ら
・う
と
思
ふ
。
づ
ま
り
麌

韈

の
人
人
を
多
く
扱
つ

て
ゐ
る
か
ら

へ綴

そ
れ
ば
か
り
扱
つ
た
か
と
い
・か
こ
と
隻

別
に
澗
題

に
な
り
得
る
が
)・目
然
ク
形
が
多
く
販
つ
だ
の
で
あ
つ
て
、
影

を
用
ひ

る
三
例
の
中

こ

，．ご
ざ

い
ま
す
」
に
績
く

二
例
を
除

い
た
殘
餘

の

一
例
の
使

貯
耋

叢

で
あ
る
が
、
聲
色
め
い
た
惣

口ひ
で
(}，葉

差

い
ス
三
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヤ　
　
　
　

・
七
六
一



}沁

　
　
　
　
　
　
　
ψ

　
　
　
　
國

語

と

國

丈

學

　

第

二

＋

卷

箏

九

號

六
頁
)
)、
．
従

つ
て
、
現
代
束

京
語
的
の
表

覲
形
式
と
相
蓮

し
た

ウ
形
は

一

例
も
な

い
譯

で
あ
る
，、
然
し
あ
転13
が
ち

こ
れ
は
樂

牽
頭
が
口
語

に
患
實

で

あ

つ
た
譯

で
は
な

い
。
偶
然

と
七
か
評
し
得
な

い
。

　

咄
本
に
於

て
は
、
洒
洛
本
よ
り
．も
ウ
形
の
多

い
こ
．ど
は
今
見
た
通

り
で

あ

る
が
、
そ

の
原
囚
の

一
と
し

て
資
料
的

信
葱
性
が
薄
弱

で
あ
る
と

い
ふ

外
に
、

ウ
形

・
ク
形
使
用
者

身
分
暦

の
相
違

が
考

へ
ら
れ
な

い
か
と
い
ふ

と
、
ダ

・
ジ
4，
の
場
合
と
連

つ
て
さ
う

い
ふ
點

は
指
摘

出
來
な

い
や
、つ
で

ポの
る
。
ウ
音

便
形
使
川
の
31
例

の
具
瞠
的
な
場
合
は
ど
う
か

と
い
ふ
と

θ
一，ご
ざ

い
ま
す
」
群

に
續
く

一
群

の
場
合

(12
例
)　
◎
特
別
な
川
法

の
場

合

(3
，例
、
よ
・り
こ
そ
お
出

で
)
　
②
純
然
た
る
上
方
的
表

現
傾
向

の
も

の

(16
例
)
と
は

つ
き

り
分

つ

こ
と
が
出
來

る
。
洒
落
本

の
時
の
や
・つ
に
、
現

實

の
ロ
語

に
と
き
た

ま
例
外
的

に
見
ら
・れ

る
ウ
形

ど
は
些
か
違

ふ
の
で
、
．

θ
◎
は
現
代

東
京
語

で
も

さ
弓
な

の
だ
か
ら
別
と
し
て
　
㊥
め
使
川
渚
を

見

る
と

大
名
丗
入
商
人

(1
)
・大

、商
家

の
む
す

こ
(
2
)
冷親
父
(
ユ
)
．閑

人

(1
)
・武

士
(
1
)
・亭
主

(1
)
・
母
親
(
1
)
・足
輕
(
1
)
・ほ
・り
ろ
く
賣

(1
)
・

町
民
(
1
)

(
鹿
・＋
餅
)
番
鋤
(
1
)
(鰓
勧
尻
磁
)

(樂
牽
頭
)
・
伊
勢
甚
(2
)
・

町
民
(4
)
(開

上
乎
)
と
な

つ
て
ゐ
る
、
略

玄
上
流
階
級

に
多
く
見
ら
れ
る
《

げ
》
|

．

や
・り
で
あ

る
け
れ

ど
も
、

こ
れ
だ
け
で
は
、
さ
、つ
は
つ
き

り

い
ひ
き
れ
な

い
．．
即

ち
親
父

の
詞
と
し
て
ク
形

を
川

ぴ
て
も
あ
り

(鹿
子
班

一
例

・聞

上

．

手

一
例
)
、蒙

遊
す
る
大
盡
客
に
も

ク
形
を
用

ひ
さ
ぜ

て
ゐ
る
(樂

牽
頭
)
。

七
六

二

　

(附
記
．、
足
軽
ほ
う
ろ
く
資

り
等
の
下
級
市

民
に
ウ
形

を
使
用
さ
せ
、
大
識

　
等

に
ク
形
を
使

川
さ
せ
る
點

に
、
咄
牢

の
非
口
語

的
傾
向

は
顯
著
な
譯

で

あ

る
。)
ク
形

と
吻
形
と
は
大
鎧
身
分
擘

、
分
参

」
ゐ
る
か
も
知
れ

ぬ
が
、

　
成

心
を
以

て
み
る
時

に
さ
5

い
は
れ
る

の
で
、
前

項
の
ダ
・
ジ
ャ
の
時

程
明

　
瞭

で
な

い
。
從

つ
て
私

は
、
咄
本

に
於

て
ウ
形

の
使
用
率
が
多

い
の
は
、

專
ら

そ
れ
が
口
語
酌
要
素

に
乏
し
く
文
韋
語
的
傾

向
が
蒋
し

い
の
に
依
る

　

の
で
あ

つ
て
、
使
用
者

の
身
分
層
の
相

遅
に
基
く
も
の

で
は
な

い
　
　

と

　
斷
ず
る

の
で
あ

る
。
伊
勢
者

た
る
伊
勢
甚

か
ウ
形

を
用

ひ
る

の
は
堂
然

と

　
し

て
そ
の
他
大
名

出
入
の
商
人
．
息
子
な
ど
身
分

の
良

い
者

は
、
如
何
に
も

　
ウ
形
を

ロ
に
上
せ

て
ゐ
た
で
あ
ら
・り
．、
然

し
、

上
下
の
身
分
．で
相
違

し
て

　
ゐ
た
ら
、り
と
掘
定
す

る
爲

に
は
、
右

の
材
料
だ

け
で
は
不
充
分
な

の
で
あ

　

る
。
　
　
　
　
　

丶
　
　
　

．

　
　
從

2

し
、
現
代
語

で
も
使
用
す
る
ウ
形

(
お
寒
う
、こ
ざ

』

手

・
よ
・つ

　

こ
そ
お
出

の
類
…)
を
除

い
た
他

の
場
合

の
例

が
、
實

除
の
口
語

か
ら

遠

い

　
も
め

で
あ
ら
・つ
と
推
定
し
得
乃
と
す

る
ゐ
ら
ば
、
、
一
見
極

め
て
相
違

し
た

　
事
實
を
示
す
が
如
き
咄
本
の
數
宇
も
、
洒
落
本

の
そ
れ
に
極
め

て
近

い
と

．
、
い
ふ
こ
と
に
な

る
。
咄
本

の
歡

へ
る
鰤
實

が
酒

采

の
そ
れ
と
相
蓮

し
な

一い
と
す

る
な
ら
、

こ
ゝ
で
結
論

は
前

の
と
同
じ

・・旨
な
る
。
即

ち
常
期

に
於

　
て
、

上
方
的

ウ
形
は
衰
退
し

で
東
國
的

ク
形
いに
優
鋤
で
あ

つ
た
。
一そ

の
ウ
'

形
の
大
部
分
を
占

め
る
も

の
は
、
狽
、代
東
京
語

に
啄
見
|出
《
　
》し
得
る
傾

向
の



f、
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岬

も
の
で
、
そ
れ
以
外

の
も

の
は
少
な
か

つ
た
．、
束

京
語
的
傾

向
は
極

め
て

顯
著

で
あ

る
と
。
　
　
　
　
　

・　
　
　
　

・

(三
)
理
。由
|衰
《へ
》
現
の
カ
ラ
と
、
ニ
ヨ
ツ
テ
ッ
ホ
ド

ニ
と
の
對
比

　

明
和
期

に
於

て
、
か
ラ
は
略
ま
優
勢

で
あ

つ
て
、
こ
九
と
對
時
競
爭
し

得

る
接
績
語

は
僅
少

で
あ

つ
た
。
カ
ラ
が
東
國
語

の
特
色

で
あ

り
、
そ
れ

ど
類

似
の
他

の
理
由
表
現
形
式

ニ
ヨ
ツ
テ
、

ユ
ヱ
等
が
|上
方
《

、
，「
》的

で
あ

る
と

す

都
な
ら
ば
、
當
時

に
於

て
理
由
表
現
に
開
す
る
束
國
語

化
は
顯
著

で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

る

と
、
歸

結

す

る

こ
と

が

出
來

る

。

　

－　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

カ

ラ

　

ミエ
ロ
《

匹

重

・ド
ゴ
ー・
》
|

ニ

轟:イ
壇

ソ
ド
萄
♂

辰

巳

之

園

遊

子

方

言

|

両

越

豸
《

繭唖
　
頃

　
r
く
》

　

計

12918241

ニ　
ョ
ツ

テ
　
　
ユ
　
エ

－

．
012114

02002

デ01001

　
洒
落
本

に
見
え
る
形
は
、
右
の
カ
ラ
ど

ニ
ヨ
ツ
テ
・
ユ
ヱ
・デ

で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

サ
カ
イ
は
見
え
ず
、

ホ
ド

ニ
も
見

え
ぬ
。

但
し

一
つ
疑
問

の
例

が
あ
る

。

　
　
呂
卅
が
來

て
ゐ
る
に
藤
兵
衞

に
う
た
は
せ
る

ハ
。
互
に
お
も
し
ろ
く

　
℃
・

　
　
な

い
。
よ

つ
て
呼
ん
。

　
　
．
(
遊
子
方
言

大
系
本

二
〇
頁

　
原
文
の

マ

・
)

　
　
　

明
和
期
江
戸
語

に

っ
い
て
(
二
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
"

こ
れ

は

一．
雪

ツ
テ
'Σ

同

じ

亀

，ヨ
ツ

テ
」

か

、
．そ
れ

と
も

、
獨

立

』

」

文
頭

に
立

つ

て
ゐ

る
一。
ヨ
ッ
テ

」
(接

績

詞

)
で
あ

る
か

。
不

明

と

し

て

お
く

。

原

文

の

ヅ，
・
」
は
決

定

の
規

準

に

は
な

り
|得
《

■
》

な

い
．、
(例

證

一。上
申
な

と

い

ゝ
な

ん

し
た

に
。

よ

つ

て
。留

申

さ

に
や
成

ん

せ

ん
．ス
同

二
十

一
頁

三
行

)

と
あ

る

一，
ニ
ヨ

ツ
テ
」
で
あ

る

こ

と
は

明

瞭

で

あ

る

に
係

ら
ず

中

間

に
一，。

」

が
あ

る

)。

カ

ラ
の

使
川

層

に
牛

可

(14

)
．
客
(
3

)
・む

す

こ
(－

Y

藩

重

役

(
－

)
・
大

盡

(1

)
・職

人

(ユ

)
．船

頭

(2

)
．遊

女

(10

)
．新

メ
、う

(
2

)
・禿

(1

)
・夜
鷹

(
1

Y
茶

屋

内

儀

(3

)
．女

中

(
1

)
で

、

迩
里

に
迄

浚

く

侵

し

入

つ

て

ゐ
る

こ

と
が
知

ら

れ

る
。

　

ニ
ヨ
ツ
テ

の
使
m
川者

=層

は

牛

可

(7

)
．．響
(
3

Y
新

造

(
1

)
・茶

屋

内

儀

(1

)
で
あ

る
。

同

一
人

が
、兩

方

を

共
用

し

て

ゐ
る

場
合

は

澤

山
=あ

る
が

、

そ

の
場

合

も

、
●
カ
ラ
が

よ

り

多

數
用

ひ
ら
，れ

て
ゐ
た

こ
と

な
分

る

．、

　

咄

本

で
も

や
は

り
同

樣

で
あ

る

。

カ

ラ
が
最

も

多

く
他

は
珍

ら

し

い
。

　
　

　
　

　
　
　

カ

ラ
　
　
ボ
ド

ニ　
　

ニ　
ヨ
ツ

テ
　
　
ユ　
エ
　
　
サ

カ

イ
　
　
デ

鹿
子
餅
　

　

1

樂
牽

頭
　

　

6

聞
上
手

・　

7

．

　
　
計
　

　

　
14

カ
ラ
の
使
用
者

1023

100
】

り
0

0

0

1⊥
　
　
　
噸　
　

－
⊥

01

0

100

1
⊥
　

．　

　
　
　

－
↓

、

町
，民

(3

)
・き

ほ

ひ

(1

)
・
和

術
(
4

)
∴
苧
主

(
1

)
・

　

　
　

　
　

　

七
六

三

、



　

　

　

　

　
　

國

語

と

國

文

學

　

節

二

＋

卷

第

九

號

　

　
|
昏
《

ー－
「●ー
》
《

サ
》
|

太

郎

(
1

)
・
蘭

罵
，口

}
言

ひ
(
1

)
・
船

(擬

人

)
(
1

)
・
遊
女

(
1

∵
女

房

52

(－
)
．伊
勢
御
師

(2
)
．侍

(－
)
曜じ
あ
掩

獅
勢
の
御
師

や
侍

に
使
型

こ
せ

　
　

て
ユ。9
る
の
は
些
か

ど
・り
か

と
思
は
れ
る
が
、

ま
つ
大
麗

こ
ん
な

も
の
で
あ

　
　

つ
た
ら
、つ
。

　
　
　

ホ
ド

ニ

・
の
使
用
は
侍

の
詞

・
ウ
パ

の
詞

・町
人
が
紳

に
新
る
詞

、
そ
れ

　
　

み
＼

一
例

で
、

カ
ラ
と
違

つ
て
、
多
少
改
ま

つ
た
、
古
風
な
表
現
で
あ

つ

　
　

た
ら
う
。
乳
母

や
侍

の
詞
は
覡
實

に
六
・つ
あ

つ
た
に
薀
ひ
な

い
。
實
際

に

　
　
　

！

　
　

用

ひ
ら
れ
た

の
で
あ

つ
た
ら
引

が
、
い
は
ゞ
よ
そ
行
き
的
な
詞

で
も
あ

つ

、

　
　

た
か
。
侍
や
乳
母
は
そ
れ
の
使
川
者
と
し

て
ふ
さ
は
し

い
人
人

で
あ
る
ゆ

　
　
　

ニ
ヨ
ツ
テ

の
使
川
者
も
、
町
民
・
侍

・老

人
各
ま
一
例
で
あ

る
。
酒
落
本

　
　

で
は
同
じ
や
隔
な

入
が
只
數
少
く
用
ひ
る
の
み

で
あ
る
が
、
此
處
で
も
同

　
　

様

で
あ
る
。
只
}
カ
ラ
程

ロ
語

性
が
濃
く
な
さ
さ
う
だ
．、

　
　
　

．ユ
ヱ
　

の
使
用
者
は
不
明

で
あ

る
㎏

町
民

で
あ
る
ら

し
い
が
43
ク分
に
文

　
　

章
語

に
引
か
れ
た
形
迹

が
あ
る
祀

　
　
　

サ
カ
イ
　

け
大
店

の
手
代

の
詞

で
上
方
者
の
．疑

か
あ
る
。
デ
は
御
大
名

　
　

の
詞

で
庶
民

の
詞
で
は
な

い
が
㍉
果

し
て
さ
5

で
あ
る
か
ど
、つ
か
は

一
應

　
　

疑

つ
て
宜

い
、、
薯
通
今
な
ら
田
舍
者
・
在
郷
者
の
詞

で
あ

る
。
が
兎

に
角
大

　
　

名

の
詞

と
し

て
記

さ
れ

て
ゐ
る
．、　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

、

　
　
　

右
に
よ

つ
て
　

　

　

　

　

　
・　

　

　

　

　

　

㍉

　
　
　

θ
か
ら

の
使
=川
ほ
優
勢

で

ニ
ヨ
ツ
テ
・
ホ
ド

ニ
・
ユ
ヱ
・
サ
ヵ
イ
・デ
・な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
四

ほ
徴
微

と
し

て
ゐ
た
。
殊

に
後
者

の
ホ
ド

ニ
以
下

ほ
特
別
の
敢

ま
つ
た
感

じ
を

伴
ふ
か
、
特
別
の
人
人

に
依

つ
て
語

ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

◎
ヵ
ラ
の
使
川
者
も

ニ
ヨ
ゾ
テ
な

ど
の
使
用
者
も
身
分
暦

と
し

て
相
違

は
な

い
。
同

一
人
が
或
け

か
テ
を
よ
り
多
く
用

ひ
、

ニ
ヨ
ツ
テ
を
よ
り
少

く
用
ひ
る
と

い
ふ
状

態
で
あ

つ
た

．．

か
く

て
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

一

　

◎
理
由
表
現
に
聞
す
る
吏
國
語
的
傾
向

は
顯
著

で
あ

つ
た
。

(
四
)
ハ
行
四
段
動
詞

の
促
督
便

形
と
ウ
看
便
形
と
の
對
比

、　

こ
の
兩
形
は
本
期

に
於

て
略

，
均
御
状
態

に
あ

つ
た
。
刄
ー
殘
念
な

こ
と

に
充
分

の
例
数
を
揃

へ
る

こ
と
が
不
可
能
で
あ

る
。
從

つ
て
、
結
論
が
果

し
て
的
を
射

て
ゐ
る
か
ど
・つ
か
け
斷
一言
出
來
な

い
が
、
資
料

に
見
ら
れ
る

所

に
ょ

つ
て
大
磁
の
傾
向
を
窺

つ
て
見
る
。

'

郭

中
奇
譚

辰

巳
之
園

遊
子
方
言

爾

國

栞

・
計

促

晋

便

，

　

n6
　
．

57020

ウ
音
便

　
7

6

　

．「

2015

促

晋

便

の
勢

力

が

や

や
優

勢

に
あ

る

と

い

ふ
の
み

で
、

力

ほ

均

合

つ

て

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

丶

ゐ
た

と

い

ふ

こ
と
は

、
斯

骨

し
得

る

．．

ー



ピ

Q一
53一

　

使
用
牙
分

に
依

つ
て
相
違
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
そ
ん
な

こ
と
も
な
さ
ご

う

で
あ

る
．．

　

促
晋
便

の
使
用
者
は
、
牛
可
通

ハ9
)
・
客
(
其
遊
)
(L
)
∴
幇
㎞
=(1
)
・職

人
(3
)
・
大
叢

(l
Y
迹
女
ハ
4
)
・船

宿
女
中

(1
)
で
あ
る
が
、
ウ
晋
便

の
使

用
者
け
、
牛
可
逓
(
1
)
・
客

(其
遊
×
5

)
・
大
名
勝
手
用
人
(2

)
・
大
盤

「(
1
)
・
船
蹟
(2
)
・藤
者

(2

)
・
船
補
・茶
屋
女
房
(2

)
と
な

つ
て
ゐ
る
。

　

同

一
人
が
或

は
促
管
便
を
よ
り
多
く
用
ひ
(例
Y
牛
可
通
)
・
或

は
脚
り

少
ぐ
用

ひ
(
例
、
客

の
共
遊
)
七

て
ゐ
る
場

合
も
あ
る
が
、
大
體
同
じ
樣
な

杜
會
階
級
に
随
す

る
人

人
が
、
或
は
促
音
便
を
用

ひ
、
或
は
ウ
晋
便
を
用

ひ
て
ゐ
た
と
、
解
す

べ
き

で
あ
ら
5
。　

　
　

、

　
使
川
頻
度
数

に
於

て
略

，
大
差
な
か

つ
た
如
く
、

使
用
者

の
身
分
階
級

に
も
大
差
な
く
、

ハ
行
四
段
迚
用

形
の
兩
勢

力
は
正
に
相
對
時
し
相
譲
ら

な
か

つ
た
も
の
と
解

せ
ら
れ
る
。

　
固

よ
り
恐
ら
く

ウ
晋
便
は
多
く
耽
會
の
上
流

に
於

て
用

ひ
ら
れ
、
促
晋

便
は
多
く

一
般

江
戸
町
民
の
闘

に
使
用
さ
れ
た

で
あ
ぢ
う
。
然
し
洒
洛
本

に
見
え

た
右
の
少
数

の
場
合
か
ら
は
、
さ
う

い
ふ
位
相
論
を

引
き
出
す

の

は
危
瞼
と
思

は
れ
る
。
現

に
江
戸

兜
船
頭
が
ウ
晋
便
を
使
用

し
て
ゐ
る
で

は
な

い
か
。

，咄
本

に
な
る
と
術
，更
實
例

は
乏

し

い
。

明
和
期
江
戸
語

に
つ
い
で

(
二
)

鹿

子

餅

樂

牽

頭

、
．聞

上

手

　

計

冂
叱

一．'̀

．面
二

{

轟「
{

　

42612

ウ

普

便

　

'52714

、

と
な

つ
て
ゐ
る
。
ウ
督
便
が
僅
か

に
優
勢
で
そ

の
使
用
滴

は

　

促
晋
硬

の
場
合

町
民

・職

人
(8
)
・ほ
う
ろ
く
費

(1
Y
む
す

ご
(1
)
・

遊
女
(2
)
で
あ

り
、

　

ウ
晋
硬

の
場
合
　
町
民

・職
人
(3

)
・
ほ
・勹
ろ
く
覽

(1
)
・む
す

ご
(
1
Y

か
け

ど
夂

2
)
・閑

人
(2
)
嵐

流
人
(
－
)
・親
馬
鹿
(
ー
ゴ

武
士
(
－
)
・
船

(擬
人
化
)
(1
)
・遊
女
(
2
)
と
な

つ
て
ゐ
る
。

　

比
較
的
物
知
り
人

と
か
武
士
の
冊
例
が
あ
り
町
民
職
入

の
使
用
例

が
少

い
と

い
ふ
樣
な
ウ
晋
便
の
特
微

が
あ

る
が
、

こ
れ
と

て
も
比
較
的

の
話
し
・

で
あ

η
㍉
箪

に
右
の
例
か
ら
促
晋
便
と
ウ
瞽
便

と
で
使
用
者

の
身
分
|階
《ノ
》
級

の
相
邃
が
あ
る
等
ど
は
ち
よ
つ
と
言
ひ
切

る
譯

に
は
行

く
ま

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　　　　　　　　　　　丶

　

言

ひ
…得
る
こ
と
は
高

々

　
θ
迚
用
形
の

ウ
霤

便
も

促
鬢
便
も

略
ー
同
…黻
の
力

で
張
り
合

つ
て
ゐ

た
。
束
國
語

の
勢
力
は

こ
の
點

で
上
方
語
ど
額
頑

し

て
ゐ
た
譯

で
あ
る
。

　
㊥
爾

形
の
使
用
身
分
層
に
は
或
は
匝
別

が
あ

つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

丈
證

で
知
り
得
る
|限
《

η
》
り

で
は
そ
れ
、は
|知
《

コ
》

る
を
得
な

い
。

七
山ハ
五

'

＼



、

も

ニ
．

45

　
　
　
　
國

語
、乏

國

文

學

　

算

二

十

卷

第

九

號

(
ト辱
)
打
淌
の

ナ
イ
・
ヌ
の
對
蕪
、。
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

、

　

輩

に
ナ
イ
・
ヌ
の
對
時
と
い

つ
て
も
色
色

の
場
合
を
含
む
筈

で
あ
る
。

θ
耶
純
な
絡
止
法

に
立

つ
て
ゐ
る
場
合

。
こ
れ
も
細
か
く
分
別
れ
ば

④

正
格
活
用
の
場
合

(
行
か
な

い
1
行
か

ぬ
)

@
加
變

の
場
合

(
こ
な

い
ー

こ
ぬ
〉
　
◎
左
褒

の
場
合
(
シ
ナ
イ
ー

セ
，ヌ
)
と
分

つ
こ
と
も
出
來
る
。
　
◎

過
去
否
定

形
の

場
合

即
ち
ナ
カ
ッ
タ
と
ナ
ソ
ダ
の
場
合
。
㊥
接
績
法
に
立

つ
て
ゐ
る
場
合
。
即
ち

ナ
イ
デ

と
イ
デ
の
場
合
。
⑭
條
件
法

に
立
う
て
ゐ

る
場
合

．、
∴即
ち

ナ
ヶ

レ
。ハ
と
ネ
バ
と
の
場
合
。

　

こ
の
四
者
を
通

じ
て
現
代
方
一言
分
布

で
は
東
西
で
著

し
く
對
立
し
て
ゐ

る
が
、
當
時
も
阿
橡

で
あ

つ
た
ら
・つ
と
想
像
さ
れ
る
。

　
明
和
期
江
戸
語

に
於

て
文
證
に
徴

す
る
限
り
右
の
對
時

で
上
方
飴
．傾
向

は
優
勢
に
あ

つ
て
、
束
國
語
的

の
ナ
イ
の
勢
力
は
微
弱

で
あ

つ
た
の
だ
ら

う
と
考

へ
ら
れ
る
。
然
し
元
來
現
在

の
東
京
語

に
於

て
さ

へ
、
r
こ
の
ヌ
の

勢
力

が
意
外
に
張
力
な

の
を
思

へ
ば
、
そ
れ
も
無
理
か
ら

ぬ
こ
と
で
あ
ら

・り
。
邯

ち
θ
丁
寧
語

の

マ
ス
の
打
稍
は
必
ず

マ
セ

ソ
で
あ

つ
て
、
束
國

"

般

の

マ
シ
ナ
イ

で
は
な

い
。
@

サ
變

の
未
來

形
の

一
形
は
セ
ヌ
で
あ
る
。

㊥
必
然

の
理
由

?
條
件
を
表
は
す

の
に
ネ
バ

ナ
ラ

ヌ
を
用
ひ
る

こ
と
が
多

い
。
⑧
そ

の
他
特

別
な
場
合
。
最
も
多

い
例
は
迚
體
法

の
シ
ラ
．ソ
顏
．
分

ラ
ヌ
話
。
氣

ノ
キ
カ
ヌ
奴

。
キ
カ

ヌ
氣

の
男
。
叉
そ

の
他
ソ

ソ
ナ
コ
ト

ハ

シ
ラ
ソ
ヨ
。
左
様

ナ

コ
ト

ハ
相
威

ラ

ヌ
等
ゆ
東
京
語

に
於
け
る
西
の
國

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，　
　
　
　
　

，　

七
山ハ
山ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ

　
物
言
ひ
の
影
響

ば
聡
な
る
語
彙
的

・諺
的
言
廻

し
の
範
開
を
超

え
て
、"深
く

語
法

の
内
部

に
喰
ひ
込
ん

で
ゐ
る
。

一
般

に
束

京
人
は
、
改

ま
れ
ば
改
ま

　
る
程
、
魚
大
叉
は
莊
電
な
言
ひ
廻
し
を

し
よ
う

と
す
れ
ば
す

る
程

上
方
的

　
物
言
ひ
に
な
る

の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
特

に

こ
の
否
定
表
現

に
於

て
著

し

　
い
様

で
あ
る
(
命
令
表
現

で
も
著

し

い
が
。
)

シ
ナ
イ
よ
り
も

セ
ヌ
を
、
'
ナ

　
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ナ
イ
よ
り
ナ
ケ

レ
バ

ナ
ラ
ヌ
、
ネ
バ

ナ
ラ

ヌ
を
多
く
用

ひ
る

　
類

で
あ

る
。
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　

，
．　
　

'　
　

．

　
　
現
代
の
東
京
語
に
於

て
す
ら
稱
且
然
り
。
況
ん
や
二
百
年
以
前
箪
な
る

政
治
の
中
心

で
あ
る
に
過
ぎ
な
か

つ
た
當
時

に
於

て
ヌ
の
勢
力
か
ら
腕

し

・
得
な
か

つ
た

の
は
思

へ
ば
常
然

の
經
緯
で
あ

ら
・り
。

　
　

上
述

四
項

に
於

て
は
略
払
束
國
的
物
言

ひ
が
有
力

で
あ

つ
た
が

ナ
イ
"

　

ヌ
の
對
峙

で
け
、
數
字
上
の
比
較

に
依
る
限

砥

ヌ
の
完
全
な
る
敗
北

と
い

　
ふ
こ
と
が
出
來
る
。　
　
　
　
　
　

亀

　
　
今

ヌ
の

一
活
用
ど
考

へ
ら
れ
る
ズ

も
含
め

て
計
算

し
、
今

迄
と
違

つ
て

咀
本
も

一
緒

に
し

て
表
示
す
る

こ
と
に
す

る
。
別

に
分

つ
て
表
示
す
る
必

　
要
も
な

い
と
思

つ
た
か
ら

で
あ
ろ
。　

　
　
　
　
　
　

、

　
　

・
　

ナ
ィ

舟
イ

嬬

．

ヌ

イ
デ

(訟

)
ズ
ト
ー
畝
ト

三

(ズ
ハ
ザ
ア
)
好
ン

　
　
郭
中
奇
諦

6

0

．
2

　

20

0

1

0

0

1

0

0

　
　

辰
巳
之
園

10

G

1

　

12

0

1

1

0

0

1

1

　
　

遊
子

方

言
　

19
　

1
　

0
　

　

47
　

2
　

4
　

7
　

2
　

1
　

1
　

2

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

■
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．
一．

．一
．

爾

國

某

　

計

鹿

子

餅

樂

牽

頭

聞

上
卩
手

　

計
總

計

〔

卜，
:－

〕

R
U
　
　
O
　
　
O

ナ
ィ1

|

尹
《
ト
イ
》

0
45紗01

0
　
　
0

，
0

AU
　
　
－
亠
　
　
0247

2ヌー3

覧

0
　
　
0
　
　
0
　
　
0
　
　
0
　
　
0

イ
一ア
　
　
・不
バ
　
　
、ス
ト

0
　
　
1
亠
　
　
0

．ツ《
ト

モ0

ザ
、
二
　
、ス
ハ

0
　
　
0

0鵬働
〆

0

6
　
　
　1
⊥　
　
－
よ
　
　
(U
　
　
O
　
　
　O

　
　
(U
　
　
∩
V

13
　

1
　

3

　

丶

－
⊥
．

1

0
　
　
1
　
　
0

　

'

　
　

　

　

42

　
　

　

　

48

　
　

　

　

1

　

　

　

　

爾

國

栞

串

の
川
舎

米

の
詞

・
歌

の
文

句

・撃

色

串

の
詞

は

一
つ
も

　

　

　

採

つ
て

ゐ

な

い
。

　

右

の
頻

度

比

は
明

ら

か

に

ヌ
の
優
勢

を

物

語

つ

て
ゐ

る
。
咄

本

の
2

:

42

の
庫

は
些

か

極

端

に
渦

ぎ

る

ガ
洒
落

本

の
比

率

あ

た

り

が
實

状

に
常

つ

て
ゐ

る

の

だ
ら

う

と
思

ふ
。

．ナ
ィ

・
ヌ
(絡

止

…法

の
場
合

の

)

の
右

の
對

塒

の
中

、
加

愛

に
績

く

ナ
イ

(
コ
ナ
イ

の

形
)
ば

三

例

、

ヌ
(
コ

ヌ
の
形

)
は
例

が
見

え

ぬ
。
左
愛

に
績

く

ナ
イ

は

三
例

。
他

に
疑

問

の

扇
例

が

あ

ゐ
。
　

　

　

・
，　

　

:

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

'　
！

　

ヌ
(
セ

粛

の
形

)
は

五
例

で
あ

る
。

疑

問

の

一
例

と

は

　

そ

ん
な

お
も

し
、ろ

い
こ

つ
ち

や
ご

ざ

り

や
せ
な

ひ

(兩

國
栞

船

頭

の
詞

大

系

本

十

一，頁

)

　

　

　

　
　

　

　
　

　

！

で
あ

る

が

、
或

は

江
戸

子

の
船

頭

で

な
く

下

総

あ

た

り

の
田
舎

者

か

も

知

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　

　

　

　
明

和

期

江

戸
語

に

っ

い
て
(
二
)　
　
　

．　
　
　
　
　
　

。、
，

れ
な

い
(
場
所
は
兩
國
・隅
田
川

で
お
り
渡

し
守
h
、の
船
頭

に
潔
う

い
つ
た

人
物
が
あ

っ
て
良

い
筈

だ
か
ち

。
)

さ
て
・
さ
、つ
ナ

う
と
正
格
活
用
維
止
形
に
續
く

ナ
イ
は
37
例
、

ヌ
は
08

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

例
で
あ

る
。
即
ち
　

　

　

　

　

　

　

　

．　

餠

θ
普
通

の
正
桁
活
用

に
絏
く
場
合
は

ヌ
が
絶
對
優
勢
で
あ
る
が
、
加
挈

左

愛

の
場
合
ほ
略
ー
勢
力

が
釣
合

つ
て
ゐ
る
と
い

へ
る
。
(
加
變

の

コ
ヌ
が
な

い
の
は
偶

然
だ
ら
・り
。
)

◎
次

に
否
定
抛
去
形
は
右
に
明
か
な
通
り

ナ
カ
ツ
タ
は
絶
無
な

の
だ
か
ら

，

一・な
ん
だ
」
の
例
が
僅
．か

三
例
ど
し

て
も
、

こ
れ

は
上
方
語

の
紲
對
優
勢
乏

い
ふ
こ
と
に
な
る
。
ナ
ヵ
ツ
タ
の
使
川

は
江
戸
時
代
後
牛
も
か
な

り
後

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山

な

つ
て
生
じ
た
る

の
で
あ

る
こ
と
は
衆
知

の
逋

り

㊦

ナ
イ
デ

斗

デ

の
對
時

で
は
2

垤

ど
な

つ
て
ゐ
ろ
が
そ

の
例
が

・

　
　

ど
ふ
も

ね
か
ぎ
な
い

で
(
游
子
・
む
す

こ
の
詞
70

上
)
ρ

　
　
黒

垢
も
拙
た
ね
い
で
(聞
圭

・き
ほ
ひ
魚
祠
滑
簍

攀

=柴

四

　

　

一
八

頁

)

一
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、
《

、　　　　
　　　
　　　　
　　　　
　
．　　　
　　　
　　　　
　　　　
　　　
　　
．　　　
　　　
，
》
|

"

で

あ

る

に

對

し

て

　

い

で

　

の

例

は

　

○
今
に
む
か
い
を
よ
こ
ざ
図

(添
子
・大
毳
の
詞
◎72
上
焔
鳳
瀲
購
摘
咬
)
　
・

○
盃
を
歸
し
も
せ
図

(同
、
69
上
。
客
の
詞
鰻
嫡
黼
舵
総
妨
駅
揃
)
○
あ
の
ー

隙
を
わ
し
に
く
れ
凅

…
…
(…樂
※
鮖
姐
頁
。
大
店
の
乖
代
黜
端
痂
舵
猷
)

．

○
物
の
格
好
と
い
ふ
も
の
を
知
ら
判

役
に
立
た
ぬ

(開
圭

姻
頁

物

．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－、　

　

　

七
六
七

虞



65

　
　
　
　

國

語

と

國

文

學

　

笋

二

＋

卷

第

九

號

知

り
振

る
老

人
の
詞
)
。

と
な

つ
て
ゐ
る
。

い
で
の
例

ほ
あ
げ
ろ
迄
も
な

い
と
思

つ
た
が
、
或
は

こ

の
ナ
イ
デ
ーー
イ
デ

の
對
時
に
使
用
身
分
暦
(或

は
歡
養

暦
)
の
相
違
が
出

て

ゐ
る
ら
し
い
と
思
つ
た
か
ら

で
あ
る
。

二
例
對
四
例

の
少
數
さ
で
は
ド
ら

ち
が
優
勢

と
も
言

へ
な

い
が

、
或
ば

ナ
イ
デ
が
普
通

の
、
殊
に
職

人
、
き

ほ
ひ
肌
の
詞

で
あ
る

の
に
對

し
(遊
子
方
言

の

「
む
す

ご
」
の
詞
は
普
邇

め

江
戸
詞

で
あ

る
。
上
方
的
物
言
ひ
は
あ

つ
て
も
珍
ら
し

い
)
、
イ
デ

の
方
は

上
方
的
傾

向
の
|強
《

ノ
》
い
人
人
(大
盡

平
の
詞

は
上
方
語
的
語
法

の
色
が
濃
い
)

と
か
、
物
知

り
ぶ

る
人
、
い
は

虻
教
養
あ
る
人
人
に
用
ひ
ら
れ

て
ゐ
た
か

と
思
は
れ
る
。

・　
　

マ
、

⑭
條
件
法
で
は
ナ
ケ
レ
バ
の
三
例

に
對
し

て
ネ
パ
十

一
例

で
あ
る
述

、
單

純
な
條
件
法
で
な
く
、

ナ
ヶ

レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ

・
ネ
バ

ナ
ラ
ヌ
が
大
部
分

で

・
あ

る
。
や
億
り
上
方
的
傾
恂
が
瓣

い
と
み
る
べ
き

で
あ
ら
う
。

ナ
ヶ
レ
パ

の
形
を
禍
げ

る
。

　
　

見
せ
な
け
り
や
な
ち

ぬ

(
郭
中

・藝
者

の
詞
。
34
下
)

　
　
・
お
頼
申

上
げ
な
い
け
り
や
な
ら

ぬ
(同
禿

の
詞
37

上
)

　
　

お
松
ど
ん
が

い
ね

エ
け

り
や
龜
山
許
ヴ

い
き
な

さ
る
な
(辰
巳
・茶
屋

　
　

娘

の
詞

η
娼
下
)
。

　

ネ
パ
の
使
用
者

と
牙
分

の
相
違
は
な
さ
さ
・り
で
あ

る
。

　

以

上
　
東
西
方
昌贏
到
峙

の
特
徴

た
る

ナ
イ
ーー

ヌ
の
細
部
に
於
け

る
對
峙

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

七
六

八

　
　
ま

で
み

て
來

た
が
Y
要
之
、

ヌ
の
絶
對
優
勢

と
い
ふ
結
論

は
撮

て
く
ろ
と

　

思

ふ
。
そ

の
使
用
者

冖肝
の
身
分

・敏
養

の
相
違

と
い
ふ
こ
と
も
、
さ
・っ
考

へ

　

ら
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、大
體

そ
の
匪
別
は
な

い
も

の
の
如
く

で
、
酒
落
本

　
　
で
は
、
ナ
イ

の
使
用
者

は
、
遲
客

・通
人

・牛
可
・職

人

・遊
女

・藝
者

・や
り

　
　
て
・
茶
屋
娘
等

で
あ

り
、
・
ヌ
の
使
用
渚

は
、遊
客
・
通
人
・
牛
可
・む
ず

こ
・幇

　

聞

・商
人
・
坐
頭

・茶

屋
・遊
女

・
藝
者
・
新
造
禿

・や
り

て
・茶
屋
女
房

・茶

屋

　

娘

な
ど
で
あ
り
・
遊
卑
關
係
が
資
料

の
性
質

上
多

い
や
5

で
あ

る
が
、
身

　

分
歡
養
な
ど

の
關
係

で
相
違
す

る
ど

い
ふ
文
證

は
見
出
し
得
な

い
。

　
　

咄
本

で
は
、

ナ
イ

は
裏
店
佳

ひ
の
職
人

・き

ほ
ひ

で
あ
り
、

ヌ
は
浪

人
・

　

旦
那
・分
限
者
息
子
・
老
人
等
あ
る
が
、

さ
う

い
つ
た

人
人
以
外

に
下
流

の

　

町
民

・き
●ほ
ひ
紐

・料
理
人
・
鳶
・
遊
女
屋
若

い
奢
開
帳

の
證
明
役
な

ど
の
人

　

人
も
あ
り
同
じ
ぐ
身
分
的
相
違
を

見
出
す

に
難

い
。
強

い
て
言

へ
ば

ナ
イ

　
　
の
使
用
者
(僅

か
一
一例

で
あ
る
が
)
が
職

人
や
き

ほ
ぴ
の
み

で
そ
れ
以

上
の

　
　
上
流

の
人
の
な

い
の
は
淌
極
酌
な

が
ら

ナ
イ

・
ズ
の
身
分
屏

の
相
遶
を
語

　
　
つ
て
ゐ
な

い
こ
と
も
な

い
。
恐
ら
く

ヌ
は
比
較
的
上
流

の
、
改

ま
つ
た
、

・ー

上
品
な
物
言
ひ

で
あ

つ
た
に
逗

ひ
な

い
、

ナ
イ
ほ

そ
れ

に
對

し
て
下
流
肚

　
　

會

の
人
人
の
詞

で
あ

つ
た
ら
弓
1
ー

こ
れ
は
事
賓
だ

つ
た
ら

う
と
想
像

　

さ
れ
る
。
明
和
頃
ま
で
楽

だ
ま
だ
上
方
蕃

の
力
が
殘
存
し
て
ゐ
た
だ

ら
弓

こ
と
を
思

へ
ば
さ
5
考

へ
て
も
無
理
は
な

い
。
然
し
そ
れ

に
し
て
も

文
證
を
缺
く

の
で
あ

る
。
　
　
　

，



，
言

ひ
得
る
こ
と
は
、
明
和
期

に
於

て
、

上
方
的

の
ヌ
の
勢
力
は
極

め
て

張
く
、
江
戸
斌

會
の
各
層

に
亙

つ
て
使
用
…さ
れ

て
ゐ
た
．、
ナ
イ
は
下
暦
社

會

に
於

て
多

く
用

ひ
ら
れ
た
か
も
知

れ
ぬ
が
、
全
般

と
し
て
そ

の
勢
力

は

極
め

て
弱
か

つ
た
ー

と
い
ふ

こ
と
位
で
あ
る
。

　
囚
に
此
の
期

の
江
戸
語

の
否
定
表
現
は
現
今

の
東

京
語
と
比
べ
て
も
か

な
り
興
同
が
あ
る

。
印
ち

θ

ゴ
ザ

リ

マ
．セ
ソ
・
ア
リ
，マ
セ
ソ
等

の
敬
譲
否

定

の
炎
現
ぱ
25
例
(
つ
ま
り
ん
せ
ん
・
見
付
な

ん
し
ん

も
含

め
る
)

◎

セ

メ
の
形
は
5
例

(前

池
)　

@
ネ
バ

の
形
は
11
例

(前
述
)
で
計
41
例

に
す
ぎ

ず
、
他

の
百
例
近
く
は
今

で
は
全
く
塒
別

の
場
合

の
外
言
は
な

い
も

の
な

の
で
あ
る
か
ら
、
否
定
表
現
に
於

て
は
環

に
東
國
語
的
傾

向
が
翡
か
つ
た

ρ
み

で
な
く
、
束
翠
語

的
傾
向
も
翡
か
つ
た

と
い

へ
よ
う
。

こ
の
點
は
形
へ

容
詞

の
迚
用
形

の
場
合
な

ど
と
大
愛

な
相
遑
で
あ

る
。
(
未
完
)

℃

9

し

∂

9

・
，7

'

5
一
．

明

和
期

江

戸

語

に
、つ

い
て
(
二
)

！

，

七
六
九

ノ



げ

一
～

49
一

明

和
期

江
戸

語

に

つ
い
て
　

(三
)

　
　
　
ー̀

そ
の
ビ
房

的
傾
向
の
亠慧

～

複

降

比
|較
《
四
》の
可
|鰻

欝
《

し

コ
》に
婿

數
の
多
|暑
《
ロ
》
對
|峙
《
の
》に
つ
量

記

載
し
・
轟

挈

上
方
語
醸

倒
ざ
れ
、
叉
は
孟

と
釣
ム・
つ
て
ゐ
る
場

合
も
あ
る
が
・
大
體
に
於
て
束
國
語
化
鉱

ぐ
繧

れ
た
で
あ
ら
違

田心

は
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
つ
た
蚕

江
戸
甎唄皇

と
し
蚤

西
兩
方

言
の
濫
豊

で
あ
る
と
考
へ
ら
鷲

以
上
は
、
今
少
し
く
他
の
諸
灘

に

就
い
て
も
考
筆

る
こ
と
が
必
要
か
と
慢

、れ
る
。
即
ち

・

'

　
　
　
　

明
利
期

江
戸
語

に
つ
い
て
(
三
)

7

小
　
田

切
　
良
　
知

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

虞呼

炎

の
冒
ひ
方
で

『ち
」
と

堤

い
」

及
び

　
θ

下

】
段

の
　

受
け
よ
う
　

と
　
受
け
丐

，

　
◎
加
變

の

こ
よ
5

と

こ
う
《

ノ
》
|

」

　
㊥
左
變
の

國
し
よ
う

，
と

　
せ
《
b
》
|

5

命
令

の
言

ひ
方
で
　
一，ろ
凵
　
と
　
「
よ
」
．
「
凝
」

　

⑭

上

】
段

の
　
見
う
　

と

．見
よ

．
見

い

　

@
下

】
段

の
　

受
け
ろ
～

ど
　
受

け
よ

・
受
け

い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

九
六
七



'

　
　
　
　
　
　

國

語

と

國

丈

學

　

箪

二

＋

卷

第

十

一

號

　
　
　

⑧
加
變

の
　

こ

い
　
こ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

50
　
　

㊤
左
變
の
　

し
ろ
　

と

．
せ
よ

．
せ

い

　
　

及
び
活
川

の
形
で
は
　
　
、　

　
　

　
　

　
　

躍

　
　
　

の
讃
ま
せ
た
　
と

讀

ま
し
た

、

　
　

の
如
き
を
擧
げ

る
こ
と
が
川
來
る
。
　
　
　

．　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　

國
語
調
査
委
貞
會

の
口
語
法
調
査
報
告
書
所
載

の
口
語
法
分
布
岡
概
觀

　
　

第

一
項

・
第

ご
項

に
依
れ
ば

(右
は
主

と
し
て
そ
れ
に
據

つ
た
)
、右

の
外

　
　

，に
更
に

「
れ
ろ

・ら
れ
ろ

11
れ
よ
・ら
れ

よ
」
の
對
峙
、
(第

一
項
)
、
「
出
し

　
　

た

睦
出

い
た
」
の
對
塒

(第

二
項
)
を
も
東
西
兩
方
言
の
特
對

と
見
做
し

　
　

て
居
り

、
叉

ロ
ド

リ
ゲ

ス
の
指

摘
し

て
ゐ
為
や
ケ
な

下

一
段

:
下
二
段
の

　
　

對
立
も
あ
る
で
あ
ら

う
。

　
　
　

然

し
・
ー
ロ
氏
の
引
か
九
た
の
は
ふ
室
町
期
に
既
に

一
段
化

し
て
ゐ
る
の

　
　

だ
か
ら

、
明
和
期

の
も

の
も
勿
論

一
段
だ
し
記
述
す
る
要
は
な
ぐ
、
叉
「
れ

　
　

う
ら
れ
ろ
片
れ
よ
・ち
れ
よ
」
密

し
㌃

出
"
た
」の
對
峙
は
厨

も
な

　
　

い
の
だ

か
ら
、
|全
《

、
》

部
省

い
た
譯

で
あ
る
。．
|勿
《

コ
コし
》
論

こ
れ

ら
に
於
け
る
上
方
語

の　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
」

　
　

的
の
も

の
は
あ

る
べ
ぐ
も
な

い
筈

で
あ

る
。

　

4　

・所

で
右
掲
八
項
目
も
今

の
方
言
分
布

の
對
時
な

の
だ

か
ら
、
當

時
ど

う
．

　
　

で
あ

つ
た
か
は
分
ら
な

ε
。
「未
來
の
言

ひ
|方
《噂
》でも

、
實
は

「
べ
い
」
(或
は

　
　
、「
ん
ず
」)
皇

、
の
他

の
言
ひ
方

あ

對
立
が
|本
常
《

も
のロ
》
《

ク
》
|

で

「
よ
5
」
「、り
」
〆
の
對

　
　
時
は
、
必
し
も
東
西
方
言
の
對
立
を
示
し
て
ゐ
な
い
か
も
知
れ
ず

バ
因
に

　
　
　
　
　

　

・　

　

　

　

し　

　

九
六
八

現
在

で
は

一，べ

い
」
は
東
北
の

一
隅
主
之
し
て
太

平
洋
岸

に
跼
踏
し

て
ゐ

る
)
、
命
令

の
言
ひ
方

で

「
ろ
」
と

「
よ
レ

(或
は

「
い
」)
と
の
對
立
が
本

．當

と
す
る
と
斗
來

い
」
「
こ
よ
」
の
對
立
は
些

か
怪
し
い
。

の
み
な
ら
ず

方

言
地
岡
に
よ
れ
ば
全
國
殆
ん
ど

コ
イ

で
あ
り
、
キ

ロ
．と

い
ふ
形
を
茨
城
縣

で
、

コ
ロ
と

い
ふ
形
を
秋
田
縣
め
龜
田

で
、
使
用
す

る
に
過
ぎ
ず

(
口
語

法
別
記
百
三
十
五
頁
)
嚴
密
に
言

つ
て
束

酉
方
言

の
對

立
ど
は
い

へ
な
か

・

ら
5
。

　

今
は
、
便
宜
に
從
5

て
、
僅
少

の
例
か
ら
對
|峙
《
"
》

の
状
態
を
見

た

い
と
思

ふ
。

未
來

の
言
ひ
方
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
'古
く
束
國
で
は

「
べ
い

」
を
使
川
し

て
ゐ
て

「
5
」
ば

使
川
さ
れ
な

か

う
た
で
あ
ら
5
こ
齔
に
藝

．
は
"
既
に
読
が
あ
る
。

(國
語
と
國
文
學
戸

五
十
九
號
、
中
村

通
夫
氏

、
國
語
に
於
け

る
東
西
兩
方
言
交
渉
史
上
の
諸

問
題
、
九
九

六

頁

以

下
)
。

ロ
ド
リ
ゲ

ス
に
よ
れ
ば

「
べ

い
」

の

外

に

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●

「
ん
ず

」
の
用
ゐ
ら
れ

る
こ
と
も
知

ら
れ
て
ゐ
た
。　
　

．・　

　

，

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～

，

現
在
の
方
皆
、分
謹

丞

し
「
べ
い
」
は
．
黌

の
婁

(燬
河
の
箪

郡
・靭
豆
Y
編
島

転宮
城
．山

形
・岩
手
圭
円
森

の
諸
縣
な
ど
、ず

つ
と
北
㌃
迄

退

却
し
．て
ゐ
る
が

(
口
謹

法
別
記
》

}
二
五
頁

亀
ぼ
譜
法
分
布
圖
第

．ご
悶

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

'
鴨

－
第
四
圃
)
、
古

く
束
國

M
般

の
物
言

ひ
と
考

へ
て
宜

い
で
あ
ぢ
5

し
、
叉

・



●

　
　

反
對
に
、
九
州
難
後

・
肥
後

の
勲
踊
唱
歌

(
寛
文
頃
)
、
寶
永
願
の
京
都

の

　
　

歌
に
も

、
延
享
頃
の
京
都

の
話
に
も
あ
る
端

醐
は
れ
る
が

(
ロ
語
法
別
記

　
　
　
一
二
七
－
九
頁
に
櫨
…る
)
、，
紛
調
査
す

べ
き
|鐐
《
調
》地
あ
る
も

の
の
如
く
、
原
則

　

◎
的
に

「
べ

い
」
が
東
國
語

で
あ

つ
た
と
考

へ
て
宜

い
と
思

ふ
。

　
　
　

所

で
、
明
和
期
洒
落
本
咄
本
な
ど

の
丈
證
に
據

る
と

「
べ

い
」
ほ

一
例

　
　

の
み

で
お

る
。
(
數
字

は
、
徳
川
文
塾
、類
聚
本

の
數
字
)

　
　
　

け

ヱ
り
に
よ
る
ベ

ェ
(郭
中
奇
諜

．職
人

の
詞
41
下
)
旭

七

・

　
　
　

○
ど

こ
へ
な
り
と
行
き

ま
す
べ

い
(
辰
巳

・新
五
左

の
詞

・40
上
)
。
○
行

　
　
　

べ
し
く

(…遊
子

・
牛
可

り
詞
66

下
)
　

　
　
　
　
　

．　
　
　
　

　

．

　
　

は
含

め
な

い
の
が
正
し
か
ら
5

。
．　

・　

　

　

　

－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

'

　
　
　

「
ん
ず

」'
は
見

え
な

い
。
〆

　
　

か
ぐ
見
來

る
と

「5

」
の
全
盛
な

の
で
あ
る
。
四
段
活
用

の
場
合
の
み
で

　

ら
「
う
」
は
、
三
十
例
を
遙

か
に
出
て
あ
る
し
、

こ
れ
に
、
一
段
活
州
や
變
格

　
　

活
用

の

「
よ
5
」
「
?り
」
を
含

め
る
と
、
何
ど

い
つ
て
も

・「
べ

い
」
ば
完
全

　
　

に
敗
北

し
て
ゐ
る
。
　

'

　
　
　

然

し
、
當

時
江
戸

で
、
「
べ

い
」が
ヒ

ん
な
甚
し

い
割
合

で
し
か
坿

ゐ
ら

　
　
れ
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
な

あ
る
ま
い
受

經

會
の
・
黍

表
現
と
し

=

し
は
、
t

ろ
こ
れ
藍

・通
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
田心は
れ
る
。
で
な

51
　

」く
ば
、
文
化
文
政

の
頃
ま

で
、
下
洗
の
入
入

の
用
語

と
し

て
、
江
戸
語

の

一

中
星

存
し
續
け
た
こ
と
が
罷

出
來
な
い
・
か
か
る
職
人
黷

が
洒
落

　
　
　
　
　
蛎

黐

江
戸
語
k
つ
い
て
(三
)
　

　

●

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

■

／

本
に
現
れ
る
ご
と
が
少

い
え

め
に
、
か
か
る
數
字
が
出
た

の
で
あ
ら
5

と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

思

ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

　

θ

下

一
段

の
未
來
表
現

所

で

「
べ

い
」
が

純
束
國
語

で
、
「5

」
は

恐
ら
く
さ
5

で
な
か
つ

た
ら

ろ
と
す
れ
ば
・
下

褒

の
黍

表
票

「
受
け
よ
、2

で
あ
ら

う
と

「
ろ

鹽・鐙

け
5
」
，で
あ
ら
う

と
大
し

て
問

題

で
は
な

い
、
【。べ

い
」
の
例

が
見
え
ぬ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

ら
、
未
來
表
現
全
肢

の
傾

向
と
し
て
、
東
國
語

の
完

敗
で
あ

る
と
結
論
づ

け
ら
れ
る
で
は
な

い
か
走

い
ふ
こ
と
に
な

る
。
こ
れ

は
次
に
述

べ
る
◎
③

㊨
場
合

で
も
伺

樣

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
"

　

だ
か
ら
、
今

は
、
現
代
語

の
方
言
對
時
の
覗
點

か
ら
》
そ

㊨
聞

の
状

態

が
ど
5
な

つ
て
ゐ
る
か
を
|俔
《

ノ
》

る
こ
と
仁
す
る
。
(
|註
《

リ
》

)　
　

　

　

4

　
卞

一
段

の
未
來
裹
現
は

糊、よ
ろ
」
と

「貰
丿
」
と
の
兩
形
存

在
し
た
。

「
よ
、つ
」

の
場
合

　
　

　

　
．　

　

　

．
．　

'　

　

　

　

　
・

　
　

こ
れ
手
が
折
れ
や
5
に
あ
ぶ
な

い
よ
(

　
　

活
用

の

「
壱

」
夛

」
を
含

め
る
と
・
何
ど

い
つ
て
も

・「
べ

い
」
ば
完
全

・
　

こ
れ
手
が
折
れ
剳

に
む

か
鶴

い
よ
(郭

　
　

に
敗
北

し
て
ゐ
る
。
　

㌦
　
　

　
　
　
，　

　
　
　

"　

　
　
　

．　
　
　
　
　

　
　

る
書し
て
と
ら
せ
よ
う

(同
上
)　

○
正
燈
土

　
　
　

然

し
、
當

時
江
戸

で
、
「
べ

い
」が
ヒ

ん
な
甚
し

い
割
合

で
し
か
坿

ゐ
ら
　

　
'　

　

(
遊
子

・牛
可
の
詞

59
上
)　

O
夜

は
明

　
　

れ
な
か

つ
た
と

い
ふ

こ
と
は
あ
る
ま

い
。
|下
《

ら
》
癬
紅
會

の
、
未
來
表
現

と
し
　
　
　
　
　

72
上
)
　
○
番
町

の
番

の
字
を

と
つ
て

．・

=

な

、
t

ろ

こ
れ

藍

・
通
だ

つ
た
の
で
は
な

い
か
と
田
鋼

る
。

で
な

．
　

牛
可

の
調

册
上
)

51
　

」く
ば
、
文
化
文
政

の
頃
ま

で
、
下
洗
の
入
入

の
用
語

と
し

て
、
江
戸
語

の
　

　
　
　

最
後

の

「
つ
け

よ
」
は

「
つ
け
よ
5
」
と
…

一

中
星

存
し
續
け

た
こ
と
が
罷

出
來
な

い
・
か
か
る
職
人
黷

が
洒
落

　

レ
測
－

一
つ
さ
ぞ

等
)
・
計

五
例

・

　
　
　
　
　

・
|明
《

　
》

翻

江
戸
語
k

つ
い

て
(
三
)

　

●

　

　

　

　

　

．

　

．
|

九
《

り
》

大
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．　　　
　　　
　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　
／
》

中
・
客

の
詞

39
上
)

○
ゆ

　
　
る
書し
て
と
ら
せ
よ
う

(同
上
)
　
○
正
燈
寺
ど
く
ら
わ
せ
よ
5

と
思

ふ

　
　
(
遊
子

・牛
可
の
詞
　
59
上
)　

O
夜

は
明

よ
ケ
　
(
同
上
　

大
鑑
の
詞

　
　
72
上
)
　
○
番
町

の
番

の
字
を

と
つ
て

．・番
景

と
つ
け
よ
　
(
同
上

　
　
牛
可

の
詞

册
上
)

　
最
後

の

「
つ
け

よ
」
は

「
つ
け
よ
覧γ
」
と
判
斷
す
る
コ
(
參
照

一
行
き

ま
。

し
よ
。
，
一
っ
さ
そ
　
等
9
。
計

五
例

。
　
　

　

、
　
　

　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
大
九



　
　
　
　
　

國

祀

と
國

文

學

　

策

二

†

卷

策

†

一
號

　
　
　

表
記
法

の
曖
昧
の
爲

め
に
|不
《

嬬
》
明

の
も

の

2
　
　
　
　
モ
ッ
ト
き

つ
く
な
げ
測
引

物

(
郭
中

・
女
郎
の
詞
　
器
上
)
の

一
例

5　
　

あ

る
を
見
る
。

　
　

「
、h丿
」

の
場
合

　
　

　

　

　
　

　、
　

　
　

．　

　

　
　

　

　

　

・

　
　
　

そ
つ

と

い
つ
て
聞
か
し
や
5

　
(

　
　

そ
つ

と

い
つ
て
聞
か
し
や
5

　
(郭
|中
《び
》

　

の

で
ゐ

つ
黛
け
5
も
し
れ
や
せ
ん

(遊
ヱ

．
十

六
頁
4
行

に
は

「
ゐ
つ
粛
ろ
5。
」
と
免

　

引

(
鹿
子
餅

β
費
聲

・
鏘

頁

．
滑
稽

文
鳳

つ
と
め
さ
せ
引

(樂

牽
頭

鳥
(萩

化
)v
、

　
り

と
ら

せ
引
，
(樂
牽
頭

・
大

総
の
詞

。
襴

　

(同

・
師
匠

姻
頁
)
　
○
走
り
殺
し
て
見

F
O
切
つ
て
|見
《の
》
せ
|弓
《
　
》
(同
上
・
劔
術
師
匠

．4
《
ヨ
》
|

2

　
　
計

八
例

。

　
奇
妙
な

こ
と
忙
σ「
5
」
の
場
合
は
八
例
の
⊥

　
ニ
|例
《

ノ

　
》
(申

一
例
は
怪
し

い
)
に
|窟
《

ロ
》
ぎ
ず
、

　
形
が
な

い
こ
と
で
あ

る
。

ト
　
咄
本

が
叮
語
性
に
乏
し

い
と

い
ふ
ご
》

'
常
時
斯

に
於

て

「
・り
」．
の
場
合

(
受
け
丙

　
合

(受
け
よ
う
)

が
、
普
通

の
言
ひ
方

で

　
て
、
或

款

「
よ
写
』
癒

る
東
國
式
ボ
盛
ん
》・
客

の
詞

39
上
)
り
○
久
し
ぶ

　
　

の

で
ゐ

つ
黛
け
51

も
し
れ
や
せ
ん

(遊
子

・
牛
可

の
詞
　
洒
落
本
大
系
本

　

．
十

六
頁
4
行

に
は

「
ゐ
つ
粛
ろ
5。
」
と
あ
る
)。
・
○
錢
箱

の
穴
を
ひ
ろ
げ

　
　

5

(
|鹿
《

　
》

子
餅

β
費
聲

・
31
|頁
《

　
り
》
　
滑
稽

文
學
全
集
本
に
據

る
)
。
出
が
た
り
を

　
　
つ
と
め
さ
せ
引

(樂
牽
頭

鳥
(萩

化
)v。

○
月
代
そ
つ
て
ゐ
る
者
に
許

　
　

り

と
ら

せ
5

(
|
樂
《

　
》

牽
頑

．
大

瓣
の
詞

。
39
|頁
《

　
り
》
)
○
鍜

へ
直

七

て
進

ぜ
・う

　
　

(同

・
師
匠

姻
頁
)
　
○
走
り
殺
し
て
見

ぜ
劇
ぞ
(聞
上
手
・き

砥
映
姻

頁
)

　

F
O
切
つ
て
|見
《の
》
せ
|弓
《
　
》
(同
上
・
劔
術
師
匠

．42
|頁
《

ヨ
》

)

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
　

計

八
例

。

　
　

奇
妙
な

こ
と
忙
σ「
5
」
の
場
合
は
八
例
の
中

六
例
ま

で
咄
本

で
、洒
落
本
は

　
　

ニ
|例
《

ノ
》

(申

一
例
は
怪
し

い
)
に
|窟
《

ロ
》
ぎ
ず
、
且
つ
、
咄
本
に
は

「
よ
う
」

の

　
　

形
が
な

い
こ
と
で
あ

る
。

　

ト
　

咄
本

が
叮
語
性
に
乏
し

い
と

い
ふ
こ
と
を
《
|此
《

ヘ
》

の
場
合
に
逋
用
す
れ
ば

　

'
常
時
斯

に
於

て

「
5
」．
の
場
合

(
受
け
・り
)
は
珍
ら

τ
く
、
「
よ
う
」
の
場

　
　
合

(受
け
よ
う
)

が
、
普
通

の
言
ひ
方

で
あ

つ
た
か
も
知

れ
な
い
。
そ
レ

　
　

て
、
或

款

「
よ
写
』
な
る
東
國
式
ボ
盛
ん
だ

つ
た
と

い
ひ
得
る
の
か
も
知

、

九
七
〇

・れ
な

い
。
　
　
．　
　
　
　
　

ノ
・　
　

㌧
　
　
　
　
　
　
　
讐

　
・然
し
、
咄
本

の
が
、
何
程
か
眞
實
に
當

つ
て
ゐ
る
と
す

る
と
、
上
方
式

の

】，受
け
う
」
の
勢
力

が
強
か

っ
た
と

い
ふ
と

と
に
な

る
。

　

結
論
は
考

へ
樣

で
、
ま
ち
ま
ち

で
あ
る
。

　
　

誰
　
現
在

の
方
嘗
分
布

で
は

「
受
け
よ
う
」

と
い
ふ
形
は
、
蓬
か
酉
、

　
　

但

馬
．・
播
磨

の

西
境

ま
で

伸

び
て
ゐ
る
。
畿
内

は

「
受
け
よ
う
」

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

1

ρ　
　
　
　
　

i

・

　
　

な
の
で
あ
る

(京
都

は
　
受
け
ま
う
、

大
阪
は
　
受
け
よ
う

・
受
け

'

　
　

"

．　
　
　

　
　

　
　

・　

孝9

　
　

う

が
混
る
)
。
(
ロ
語
法

別
記
－o
頁
)

　
　
　

だ
か
ら
、
と
わ
か
ら

は
、

よ
う

11
う

の
封
畤
を
束
西

の
L特
微

の
對

　
　

峙
と
は
見
得
な

い
が
ヤ
．
古
く

は
或
は
、

よ
う

ー1
う

の
鏡
界

が
　

束
に

　
　

も

つ
と
寄

つ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
㌦

　

◎
加

變
の
未
來
表
現

と
し

て
見
得
る
の
は

「
ご
よ
う
」
と

「
こ
覧う
」

の
み
つ
但
し
後
者
は

「
こ

．

い
」

(命
令
)
の

「
こ
う
」

で
あ
る
。
未
來

の

「
こ
3・
」
に
見
え

ぬ
。
．

　
　

す
ま
ふ
と
ろ
な
ら

ご
ふ

(
|
辰
《

　
》

巳

・
幇
|間
《ワ
》の
詞
　
54
上
)
○

こ
ゝ
へ
|來
《

ロ

こ
》

ふ
く

(
|
聞
《

　
》

上
手

・
乞
食

の
詞
42
|頁
《

　
よ
》
)
　
　

　
・　

．　

，

　

「
こ
よ
、・っ
」
の
|例
《

のロ
》

八
例
。
外
に

「
來
よ
ふ
」
「
|來
《

ヒ
》

や
う
」
と
の
み

で
「
き
《

へ
》
|

よ

、り
」
か

「
こ
よ

ふ
」
か
不
朋

の
も

の
二
例
。
但
し

t
れ
も
恐
ら

く

「
こ
」

で
あ
ら
う
。

・
み
え
を
し

て
來

や
・う
も
の
を

(辰
巳
・
孚
可
茹
|上
《
ノ
》)　
弓
ら

へ
で
も

い
つ



、噸

一
35

　

・て
來
よ
う

(
同

、
通
人
52
上
)
．

「
こ
よ
う
」
　
の
例

と
し

て

一
っ
。

　
。
つ
れ
立

つ
て
|來
《
こ
》よ

ふ
も

の
を

(
|辰
《

ヨ
》

巳
・俘
可
46
上
)
。

　

か
く

て
、
顯
著

に
東
西

の
對
立
を

示
す
加
變

の
未
來
表
現
こ
よ
う

H
こ

弓

．
の
對
峙
に
於

て
、「
之
よ
、2

の
優
勢
は
、
上
方

詞
衰
退

の

}
徴

と
見

做
す

に
足

る
も

の
で
あ
ら
γり
。
　
　
　

　
　

　
　
　

馬　

．
．　
　

．　

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

の

　

⑤
左
變

の
未
來

表
現

加
變
と
並
ん
で
・
同
じ
く
東
西
で
顯
著
な
對
峙
を

示
す
所

の
し
よ
ケ

:
せ

．

5
に
於

て
は
如
何
。
遺
憾

な
が
ら
表
記
法

の
不
完
全
は
、
そ
れ

の
み

で
は

一讃
み
懈
…
く
す

べ
・も
な

い
。

　

01
は
て
ど
　
せ
5ー

(樂
牽
頭

醫
螽

頁
)
○
ど
5
せ
51

(同
上
∴
町

．

民

魏
頁
)

○
ど
う
せ
馴
な

(附
孝

・
亭
主
の
詞

響

)

等
は
明
ら

か
に
　
馨
ヨ
ウ

(励

)
で
あ
る
が

．　

○
今
夜

は
ざ

ヘ

一
ト
と
を
り
に
し
や
5

(
辰
巳
54

下
遊
客
の
詞
>

O
ど

こ
に
し
よ
ふ
な

(遊
子

・
牛
可
63

上
)
(他

に
八
例
あ
り
。
)
　

　
　

　
　

'

　

等
如
何
。

ど
つ
ち

に
も
|讃
《

'
》

め
る
。

　

○
し
っ
ぽ
り

と
|遊
《

ノ
》

ぶ

こ
と
に
し
よ

(…
|
遊
《

ヨ
》
子

・
牛
可

の
詞
　
64

上
)

ま
　

シ
ー
ヨ
　

か
　

シ
ョ
か
。
但

し

こ
れ
で
や
馨

ら

し
よ
、り
票

ね
云

髱

．
客
の
詞

，雫

)

は
明
ら
か
に

・「
シ
ョ
。
ウ
」
で
あ

る
ゆ
當

時
の
通
言

で
、
郭
中
奇
譚
跋
丈
末

　
　
　
　

明
和
期

江
戸
語

に
つ
い
て
(
三
)

　
　
　
　
　
　
　
　

"

尾

に
も
あ
る
。
　
　

－，

　
「す

る
」
の
未
來

形
は
　
後
ま

で

「
せ
3
」
で
あ

つ
た

(
山
田
正
紀

江

戸
言
葉

の
研
究
。
橘
正

一
．
|方
《
も
》言
離
概

論

19
|頁
《

　
り
》
)
。
・
恐
ら

く
、
看

の
全

部
の
例
を

「
せ
・う
」
と
'み

て
|誤
《

ノ
》

あ
る
ま

い
。
．　
　
　
　

．

，
ナ

る
と
・

こ
の
場
合
は
加
變

の
時

と
逹

つ
て
徹
底
的

に
上
方
詞

に
蹂
躪

さ
れ
て
ゐ
る
譯
で
あ
る
。

　
東
西
方
言

の
對
峙
を

'
よ
う

:
5

　
の
對
峙

と
み

て
、
以
上
の
諸
＋

の

場
合
を
統
合
し
て
考

へ
る
と
・
皆

場
合
場
合

で
張
り
合

つ
て
ゐ
る
状
態
は

別

々
で
あ

る
。
も

し

「
べ

い
」を
東
國
方
言

の
特

徴
と
み
る
と
ー
ー

そ
れ

が
本
常
な

の
実

ら
・り
が
ー
ー
「
べ

い
」
の
數
の
少

い
の
は
、
な
ん
と

艶
つ
て

も
・
未
來

の
言
ひ
方

で
は
束
國
語

が
上
方
語

に
塵
倒
さ
れ

て
ゐ
る

一
證

と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

ρ

な
る
だ
ら
、り
と
思

ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
、

　
命
令

の
言
ひ
方

　
「
ろ
」
が
束
國
詔
で
お
る
の
は

、
現
今
も

さ
5
だ
が
、
江
戸
時
代
も

さ
う

だ

つ
た
ら
う
。
「
萬
槃
集

」
や
、
下

つ
て

「
塵
袋
」
を
持

ち
出
し

て
、
遠

い

上
代
か
ら
、
さ
5
だ

つ
た
と
、
訂
正
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ

で
も

宜
し
い
。

た
だ
、
今
と
同
じ

く
、
江
戸
時
代

で
も

、
明
快
な
兩
者

の
方
言
的
境
界
が

見
出

さ
れ
さ

へ
・す
れ
ば
、
私
は
滿
足
な

の
で
あ

る
σ

　
⑭

上

}
段
の
未
來

表
現

、

　

＼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，　
　

ノ　
　
　

・　

」　
　
　
　
．

は

「
見

ろ
」
の
み
で
あ

つ
て
、

他
の
．
「
見

よ
」
「
見

い
」
は
な

い
。

　
　
　
・　

　

　

　

・　

．　

九
七

一
'
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國

舐

と

國

丈

學

　

第

二

十

巻

第

十

一

號

　
　
こ
り

や
見
ろ

h
郭
中

・
夜
鷹

　
41

下
)
○
此
ま
と
ひ
見
ろ
(同

上
．職

　
　
人

の
詞

42

上
)
O

b乳一れ
見
矧

(
聞

上
手

・
町
民
の
詞

姻

頁
)

　
何
れ
も

下
解
町
民
の
詞

で
あ
る
が
、
當

時
、
命
令
表
現
が
、

こ
れ
だ
け

だ

つ
た
鐸

で
は
な

い
。
「
や
れ
」
一、や
」
叉
は

「
な
さ

い
」
．「
な
」
な
ど
の
形

が
あ

ウ
た
譯

で
あ

る
。
殊
に

「
や
れ
」

「
や
」
は
上
口㎜
な
、正
格

の
詞
と
し

て
、

一
般

に
用
ひ
ら
れ
た
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
。

　

㊥
下

一
段

の
命
令
表
現

二

　

「
ろ
」
の
形
が
全
郡

で

「
よ
」
「
い
」
は
な

い
。

　
　

山
本

の
棧

橋

へ
つ
け

ろ

(遊
子

・
牛
可

の
詞

63

上
)
○
お
ち
や
弓

　
　

ち
ん
を

つ
け
引

(
同
上

・
茶

や
女
房

の
詞
、

67
下
)
○
册
織
を
持

つ

　
　

て
來

て
く
れ
ろ

(
同

上

・
大
講

の
詞

　
70
上
)
○
茶
づ
ら
せ
ろ
(
同
兜

　
　

牛
可
　
π
上
)
○
け
づ
ら
せ
剤

と
か

へ
　

(
同
・女
郎

分
詞
　
71
上
)

　
　

○

か
ま
は
ず

と
く
は
せ
ろ

(

　
　
　
　
○

か
ま
は
ず

と
く
は
せ
ろ

(聞

'
　

　

等

で
あ
る
。

　
　
　
「
く
れ
ろ
」
は
　
多
く

「
く
れ

ろ
」

　
　
る
。
　
．

　
　
　

○
先

へ
い
つ
た

と
い
つ
て
く
れ
う

　
　

て
き

て
く
れ

ろ

(
遊
子

・
牛
可
70

上

　
　

ほ
ひ
　
41
|頁
《

　
》

)
等
。
　

　
・

　
　
　
が
、
「
く
れ
」
と
な

つ
て
ゐ
る

の
本
》上
手

．
42
|頁
《

つゆ
》
)

　

等

で
あ
る
。

　

「
く
れ
ろ
」
は
　
多
く

「
く
れ

ろ
」
と

「
ろ
」
を

つ
け
る
の
が
普
通

で
あ

る
。
　
．

　

○
先

へ
い
つ
た

と
い
つ
て
く
れ
ろ

(郭
申

・
職

人

42
上
)
○
お
こ
し

て
き

て
く
れ
引

．(
遊
子

・
牛
可
70

上
)
○
よ
し

て
亡
れ
剤

(
聞
上
手

・
き

ほ
ひ
　
41
|頁
《

　
り
》
《

ゆ
》
|

)
等
。
　

　
・

　

が
、
「
く
れ
」
と
な

つ
て
ゐ
る

の
も
あ
る
。

・

丶

九
七
二

　
　

は
や
く
は
き
も

の
を
下

へ
や

つ
．て
尉

(
遊
子

．大
盡

の
詞
　
72
上
)

但
し
・

敬
讓

の
意

が
加
は

る
と

「
お
ぐ
れ
」
羨

吻
、

「
く
り
や
れ
」
●

と
な
り
・
叉
・
ぞ
ん
ざ

い
な
言
ひ
方

と
し

て

「
く
ん
ね

く
」
な
ど

と
な
る

が
本

論
主
旨

に
は
關
係
な

い
。

　

以

上
・
上

一
段

・
下

】
段

の
命
令
表

現
に
於

て
文
證

上
は
、
棄
財
傾
向

が
著

し
い
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

'

　

㊨
加
變

の
命
令
表
現

は
、
或
は

「
き
ろ
」
(茨
城
縣
に
あ
り
)
、
「
こ
ろ
」
(
秋
田
縣
に
あ
り
)
が
束

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

'

國
的
と
い
ふ
べ
き

で
あ
ら
ち

。
「
こ
い
」
と

「
來
よ
」
で
は
東
西
方
言

の
對

．

峙

と
み
る
譯
に
は
恐
ら
ぐ
行
か

ぬ
で
み
ら
ろ
。

　

(
口
語

法
分
布
岡
　
で
　

上
方
も
　
申
國
も

「
こ

い
」
で
あ
る
)　

ロ
語

．
法
分
布
鬪
概
觀
第

一
項
に
此
の
項
も
含
め

て
東
西
方
言
特
微

の
對
峙

と
し

て
あ

る
の
が
些
か
腑
に
落

ち
ぬ
。
　

　
　

　

　
　

．
●　

"

亀　

勿
論
・
明
和
期

に
は

「
コ
イ
」

で
あ
る
。

　
　

は
や
く

こ
い

(郭
中

・
…職
人
の
詞

　
42

上
)
よ
く
聞
ま
し

て
こ
い

　
　

(同
、
茶
屋
亭
主
　
35

下
)

・　
　

'

．　
　

一　

ご

ニ
例

で
あ
る
。
命
令
に

「
ウ
」
を
用

ゐ
る
故
、
そ

れ
を
考
|慮
《　サ
》
に
入
れ
る
と

。

．加
變

の
未
來
表
現

の
種
類
は
明
和
期

二
種
あ

つ
た
こ
と
に
な
る
。

(本
稿
52
・頁
◎
參
照
せ
ら
れ
度
し
)　
　

、　
　
　
　
　
　
　

9

　

一，
ご
ろ

」
が

關
東

・
東
北
を
本
據

と
し

て
ゐ
る

こ
と
か
ら
い

へ
ば
、
む



、
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－し
ろ

こ
の
方
が
宙
國

的
と
言

へ
る
か
も
知

れ
ぬ
。

　

閃

に

「
や
れ
」
「
や
」
「
ね

エ
」
「な
」
を
川
ゐ
る
場
合
も
あ
る
。
　

一

　

㊤
尢
變
の
命
令
表
現

　
　
、
・　

ふ

　
は

「
し
ろ
」
で
あ
る
が
・

あ
ま
り
な

い
や

う
だ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覧　
　
　
　
．　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
、

禍
例

　

　

　

　

免
　

'

　
何
れ

に
も
し
ろ

提
灯

つ
け

さ
し

て
く

ん
な
さ

い
。
(
遊
子
・牛
可
の
詞

66
下
)
。
　

　

「　

　

　

　

　

　

、　

．

を
見
碍

る
位

で
あ
ら
、り
。

　

加
變
左
變

の
場
合
は
別
と
し
て
、
そ
の
他

の
場
合
に
於
て
東
國

的
傾
向

は
顯
著

で
あ
る
と
推
定
し
得
る
。　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

、

の
讃

鷲

せ

た

・
と

讃

ま

し
た

・

．．
　

、．

、／
　

　

、

　

口
語
法
分
布
周
概
{槻
第

一
項
に
據

る
と

一
讀

ま
せ
た
」
「讃

ま
し
た
」
の

．

　
　

．・

對
峙
は
斗
略
東
西
方
言
の
特
徴

の
對
峙

と
見
僻
べ
き
が
如
し
」
と
い
つ
て

・

ゐ
る
。
然

レ
分
布
岡

と
ロ
語
法
別
記
を
|見
《

、
》

る
上

(
分
布
岡
|第
《
ゆ
》二
十

六
鬪
。

別
記

一
二

八
頁
)
、純
粹

に

[
せ
」
を
川
…ゐ
る
の
は
漏
島

・
栃
木

・
山
形
以

北

・
及

び
飛
地

と
し
て
千
葉
山
梨
兩
縣
が
あ

る
の
み
で
寅
國
方
言
の
特
徴

の

↓
と
見
伽
す

ご
ど
は
出
來
る
が
、
そ
、ル
か
ら
以
西
、
即
ち
茨
城
・埼
玉

・

群
馬
・
富
山
=か
ち
西

は
全

部

「
せ
」
・「
し
」

の
混
用
地
帶

で
あ
る
i
ー
純
粹

に

「
し
」
を
用

ゐ
る
の
は
新
濕
脈
位

で
あ

る
。
だ
か
ち

「
讀
廠
せ
」
が
東

國
語

と
は
言

へ
て
も
、
「
讀
ま
し
」
が
上
方
的
だ
な

ど
と
は
い

へ
な

い
ー
ー

，

　

．　

　
明

和
期
江
戸
語

に
つ
い
て
(
三
)

．　

本
常
を

い

へ
ば

「
せ
」
が
東
國
的

と
底

い
へ
な

い
だ
ら
う

。
西

の
國

々
で

　
、
も
使
川
ナ

る
の
だ
か
ら
。
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
、

　
　
　

　
　
　
　
　

、

　
　

從

つ
て
、
嚴
密
に
い

ふ
な
ら
～
|指
《
●
》定

の
言
ひ
方
や
打
淌

の
言
ひ
方
等
と

　

ほ

相
遶

し
て
、
束
酉
方
言
の
特
徴

の
對
峙

と
は
見
響
な

い
と
思

ふ
の
で
あ

　

る
が
、
|江
《

'
》

戸
時
代

に
於

て
《

こ
の
・「
せ
」
と

「
し
」
と
の
|對
峙
《

ヨ
ロ
ロ

し
ロ
》
は
、
|粧
戸
《

トロ
も
》
、

・
|語
《
、
》と
上
方
語
と
の
著

し

い
相
違

と
し

て
注
意
さ
れ

て
ゐ
た
も
の
の
|如
《ハご
》
く
・

、
少

ル
時
代
は
晩
れ
る
が
へ
三
馬

の
狂
言
田
舍
燥

(
文
化
八
年
)

に

、　

上
方

の
詞
ぐ

せ
は

．
○
せ
と
い
ふ
ベ
キ
を

。
し
と
い
ふ
也
ぶ

ぼ
〔
せ
)

、

，て
く
れ
、
あ

は

〔
せ
〕

て
や
れ
σ

と

い
ふ
べ
き
を
　

の
ぼ

〔
し
〕

て
く

　
　

れ

あ
は

〔
し
〕

て
や
れ
な
ど

い
ふ
な
り
。
○
載
せ

て
を

　
の
し

て
。
●

　
　

飲
せ
た
を
　
飮

し

た
。
此
た
ぐ
ひ
す
べ

て
多
し

　
(帝
|國
《
ノ
》文
庵
本

に
よ

　
　

る
。
64
|頁
《

0
》

レ
64
|頁
《

　
ム
》
)
　
　

　

・　
　

'
;
　
　

　
　
　
　

　
　
《

の
》
|

、

　

乏
あ
る
。
恐
ら
く
●
賞

際
ざ
、つ
だ

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
現
今

の

「
せ
」
専

　

用
地
|帶
《
■
》は
|當
《　
》時
も

つ
と
南
下

・酋

上
し
て
ゐ
た
か
も
知

れ
な

い
の
で
あ

る
。
　

！

　
　

．
所
で
次

の
本
論
は
簡
單
ナ
ぎ

る
程
脅
弱
だ

が
、
一，せ
」
と
あ
る
の
が
多
く

　
　
　

出

ざ
せ
て
お
か
ふ
と
|思
《

O
》

ふ
て

・(
郭
|中
《
ロ
》．
|客
《ノ
》
の
詞

　
38

下
)
○
き

つ
と

　
　
　
－
▼　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

．　

持

せ
て
よ

こ
し
な
ん
せ

(同

，・
遊
女

の
詞

　
39
上
)
○
持
せ
て
よ
こ

　
　
　

す
と

い
ふ
に
、(
同

概
客

の
詞

39
上
)
○

お

い
ら
を

き

つ
ね
が
ほ
ら

●

　
　
　

ま
せ
た

く
|辰
《

0
》

巳

・
歌
の
文
句

・
客

の
詞
　
兩
方
あ
る
　
50

上
)

　

等
見
受
け

ら
れ

る
が
ふ
「
し
」
も
な

い
譯

で
は
な

い
。

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　

、
|九
《

　
》
七
三

。

'
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丶

　
　
　

．
國

語

と

國

文

學

　

第

二

＋

卷
．
第

†

】

號

－
今
夜
は
ね
さ
し
や
|七
《

O
》

な

い

(
郭
中

．
遊
女

の
詞
　
40
上
)

－

　

も

し

「
せ
」
が
江
戸
語

(
そ
し
て
恐
ら
く
同
時
に
東
國
語

で
も

あ
つ
た

ら
5

)
で
あ

惹
と
ナ

る
な
ち
ば

、
吏
國
藷
の
勢
力
は
決
定
的
に
上
方
的

の

阜

「
し
」
を
壓
倒
し

て
ゐ
た

と

"
へ
よ
う

。

　

以

上

要
之
　

　

・

　

θ
未
來

の
言
方
と
し
て
．
「
べ
い
」
が
東
國
語

の
特
徴
で
あ

つ
た
と
見
る

べ
き
な
ら

、
こ
の
場
合
の
束
國
語
の
勢
力
は
見
る
に
足
り
な

い
貧
弱
さ
で

あ

る
。
若
し

「
よ
5
」
「う

」
の
對
峙
が
東
西

の
對
時
で
あ
る
し
す
る
と
下

．蝋
段

の
|場
《
　
》合
は
不
明

で
あ
る
が
・
加
變
の
|場
《

ロ
》
合

に
優
勢

で
あ
る
の
み
で
、

サ
變
の
場
合
は

上
方
的

「
せ
ぢ
」

の
絶
對
優
勢
の
朕
況

に
あ
る
。

　

㊤
命
令

の
言
ひ
方
で
は
・
束
國
語
の
「
ろ
」
の
勢
力
が
隧
倒
的
で
・
．上
方

的
の

「
よ
」
「
い
」
は
見

え
な

い
。
　
　
　

　
　
　
　

．

・

　
@
活
用

の
形
で
、
東
國
語
の

「
讀
ま
せ
た
」
式
が
壓
倒

的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
(
五
)

結

論

．

　
此
處

で
、
上
述
諸
要
項

で
記
越

し
て
來

た
東
西
方
言
の
對
峙

の
状
況
を

總
括
す

る
。
　
　
　

．冖　
　
　
　

丶

　
θ
未
來

の
表

現
に
於

て
、
柬
國
語

の
勢
力
は
極

め

て
微
弱
な
も

の
で
あ
，・

つ
た
で
あ
ら
ろ
。

，　
　

㌧　

．　
　
　
　
　
　
　
　

．　

．　
　
《

〆
》
|

、

　
◎
打
淌

の
表
現
に
於

て
、
束
國
語
の
勢
力
は
極
め
て
弱
か

つ
た
。
　

・

◎
命
令
の
表
現
に
醗

し
、
齒

語
の
勢
力
は
極
め
て
弧
い
。
上
方
唇

九
七
四

　
影
響
は
皆
無
で
あ
る
。

　
　
@
指
定
の
言
ひ
方
で
は
・
棄
國
語
の
勢
力
が
極
め
ぐ
強
い
。
上
方
語
は

　
例
外
的
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。　
　
　
　
　
　
　

、

　
　
@
理
由
の
言
ひ
方

(か
ら
)
で
、
東
國
語
の
勢
力
は
強
い
。
西
國
的
の

　
も
少
し
は
用
ゐ
ら
れ
た
。

　
　
㊨
活
用
の
形
に
於
て
、

　
　
④
勸
詞
の
一
段
化
は
勿
論
完
成
さ
れ
(
ゐ
る
つ

　
　
@
形
容
詞
迚
用
形
の
東
國
語
酌
傾
向
は
著
し
い
。
上
方
的
傾
向
も
見
ら

　
れ
る
が
、
現
今
の
東
京
語
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
全
體
と
し
で
東
京
語

　
化
は
完
成
し
た
。　
　

，'　

一　

．　
　
　

覧

、

　
　
◎
動
詞
の
使
役
形

(讃
ま
せ
)
の
、
東
國
語
的
傾
向
は
顯
著
で
あ
る
。

　
　
㊥
動
詞
蓮
肘
形
の
束
國
語
的
傾
応
と
上
方
藷
的
傾
向
と
は
略
均
衡
が
と

冖
|塵
《
'
ノ
》」ゐ
る
。
'
　

　

　

　

　

　

、

．，
要
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
ム癈

的
に
見
て
・
明
和
期
江
戸
語
に
見
ら
れ
る
東
國
語
的
慨
向
は
顯
著

　

で
あ
る
。
　
　
　
　
　

，
舳　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

，　

囓

、̀

ず∵

　
　
上

方
語
的
要
素
は
・
恐
ら
く
上
流
階
級
に
用

ゐ
ら
れ

た
で
あ
ら
5

が
・

　
そ
れ
を
髣
蝣

さ
せ
る
の
み
で
、
積
極
的

・
強
力
的
に
そ
れ
を

主
張
し
得
る

　
丈

の
根
據
も
全
般

的
に
見
て
無

炉
と
|言
《

　
》
《

げ
》
|

へ
る
心

の
．
(
六
)

明
和
期
酒
落

本
の
口
語
資
料

ど
し

て
の
價
値
に
就

て



■

'

、

、

副58

'
嘲

　
　
　

レ
幽

語

と

國

丈

學

　

第

二

＋

卷

第

†

一

號

　
∩
常
期

に
、

マ
セ
の
例

が
多
く
、
マ
シ
の
例
が
¥
稀
有
な
こ
と
で
あ

ろ
。

而
も

冫
、
の

マ
シ
が
、
今
迄

天
明
三
年

と
い
は
れ

て
ゐ
た
両
國
栞
に

曽
例
あ

・

ち
の
み

で
、
他
の
郭
中
脊
譚

・
辰
巳
之
園

・，邂
子
方
言
に
は

マ
シ
が
絶
無

で
あ
る
。
(
後
蓮

六
三
頁
參
照
)

ヤ
ス
の
命
令
形

ヤ
シ
に
至

つ
て
は
・

一
例

も
な
く
、
全
部
ヤ
セ
で
あ

る
。
然
番

、
安
永

二
年
頃
に
は
・

ヤ
シ

・
マ
シ

．

が
盛

ん
に
出

て
く
る
。
明
和
九

年

(安
永
元
年
)
ま
で
・

マ
シ

・
ヤ
シ
が

な
く
て
、
急
に
、
二
年
に
な

つ
て
増
加
し
た
譯

で
は
あ
る
ま

い
。
あ

つ
亡

・

も
記
載

さ
れ
な
か
つ
た
丈
け

で
あ
ら
・う
。

マ
セ

・
ヤ
セ
の
全
盛
は
文
章
語

に
引
き

つ
け
ら
れ

た
結
果

で
は
な

い
か
と
撫
像
さ
れ

惹
。

　

㈹
常
期

の
洒
落
本

と
安
永
期

の
洒
落

本
と
で
、
か
な
り
著
し

い
相
違
を

語
法

的
に
見
せ
(
ゐ
る
。
．

　

例

へ
ば
、
辰
巳
之
園

と
同
薯
者

の
南
閣
雜
話
を
材
料
に
す

る
と
、
南
閾

雜
話
に
於
て
は

　

④
ダ
¶
ジ
ヤ
の
對
峙

で
、
83

11
10
例

　
の
髄
字

が
出

て
ゐ
る
。
但
し
實

際
は
、
10
例
中
8
例

が
|田
《

ら
》
舍
武
士

の
詞
だ
か
ら

」
83

11
2
|例
《

リ
》

で
、
而
も
殘

り

の
2
例

は
、
タ
イ

コ
持
(
サ
カ
イ
デ
を
仲
用
す
る
人
物
)
の
詞

で
あ
ろ
。

(辰
巳

の
園

で
は
　
60

:
∬

)
。
兩
書

の
差
は
、
か
な
り
大
き

い
。

@
理
掬

の
カ
ラ
の
37
例

に
對
と

ペ

サ
カ
子
デ
ー
例

ニ
ヨ
ッ
テ
r
例

で
あ

る

(
辰
巳

之

園

で
は

う

カ

ラ
9
|例
《

ゴ
じ
》

、

ユ
ヱ
2
|例
《コ
》、デ
工

例

で
あ

つ
た
)

　

◎

動

詞

の
促
晋

便

1ー
ウ
瞥

便

は

、
8

:
0

(
辰

巳

之
園

で
は
5

"
6
)
。

　

　
　

　

　

　

　

　

　
俺

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、　．

'

．九

七

六

／

沸

　

均
衡
は
全

く
迸
で
あ
ろ
。
　

　
　

」

　

馳
O
打
淌

の
ナ
イ

ーー
ヌ
　

は
　

31

"
13
　

(

58

广
而
も

冫
、
の

マ
シ
が
、
今
迄

天
明
三
年

と
い
は
参

し
ゐ
た
両
國
栞
三

例
あ

．
　

一
〇
打
淌

の
ナ
イ

墨

は

㌣

招
．

(辰

一

勇

み

で
、
他
の
郭
中
證

．
辰
巳
之
園

．摯

方
言
に
は

マ
シ
が
絶
無

ー

ど
い
ふ
風
に
か
な
り
激
し

鵜

動

が
あ

ろ
。
加

　
　

で
あ
る
。
(
後
蓮

六
三
碁

照
)

ヤ
ス
の
命
令
形

ヤ
シ
に
至

つ
て
は
、

蒭

㌧

．

形

"
ウ
形
の

弱

:
凋

の
や
、う
に
辰

巳
忌

　
　

も
な
く
、
全
部
ヤ
セ
で
あ

る
。
然
番

、
安
永

二
年
頃
に
は
、

ヤ
シ

・
マ
シ

．　
　

差
な

い
の
も
あ
る
が
沖

　
　

が
盛

ん
に
出

て
亀

明
和
九

年

(案

元
年
)
ま
で
・

マ
シ

・
豪

　

盟

七
年
か
ら
暴

二
年
ま
で
・
繁

三
炉

　
　

な
く
て
、
急
に
、
二
年
に
な

つ
て
増
加
し
た
譯

で
は
あ
る
ま

い
。
あ

つ
亡

∴
　
．
た
ら
、
素
晴
吟
し

い
發
展
ぶ
り
を

、初
發
江
戸
餅

　
　

も
記
載

さ
れ
な
か
つ
た
丈
け

で
あ
ら
・う
。

マ
セ

・
ヤ
セ
の
全
盛
は
文
章
語
　
　
　

が
果

し
て
さ
5
，で
あ
る
か
ゆ

　
　

に
引
き

つ
け
ら
れ

た
結
果
で
は
な

い
か
と
撫
像
さ
れ

惹
。
　
　
　

　
　

　

，　

　
　

爾
、
別

の
方
面

か
ら
、
比
較
し
て
み
よ

つ
．

　
　
　

㈹
常
期

の
洒
落
本

と
安
永
期

の
洒
落

本
と
で
、
か
な
り
著
し

い
相
違
を
　
　
　
．

－㊨
南

開
蕪
話
に
は

マ
シ
が
盛

ん
に
出

て
く
一

　
　

語
法

的
に
見
せ
(
ゐ
る
。
．　

　

　
　

・　

・　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

御
出
な

さ
り
ま
し

(大
系
本

以
下
傚
之
ら

　

、　

例

へ
ば
、
辰
巳
之
園

と
同
薯
者

の
南
閣
雜
話
を
材
料
に
す

る
と
、
南
閾

　
　
　
○
|衛
雄
《

る
　

の
》
遊
し
ま
し

(
β
|頁
《

ド
》

)
○

お
休
邂
し
ま
、

　
　

雜
話
に
於
て
は
　

9

■　

　

　

　

　

　

・　

　

　

　

　

曾　

　

　

．　

　

勿
論
あ
る
が
少

い
。
　

　

　

　

・　

　

．
、

　
　
　

④
ダ
¶
ジ
ヤ
の
對
峙

で
、
83

11
10
例

　
の
髄
字

が
出

て
ゐ
る
。
但
し
實

　

・　

　

め
し
あ
が
り
ま
せ

(9
頁
)

　
　

際
は
必

縦

8
例

雷

靄

士

の
詞
だ
か
ら

・
83

"
衝

で
、
而
薤

．
，'
㊦
イ

ろ

・(旁

い
晦

障

巓

運

糞

　
　

り

の
2
例

は
、
タ
イ

コ
持
(
サ
カ
イ
デ
を
仲
用
す
る
人
物
)
の
詞

で
あ
ろ
。　
　

　
　

○

お
遠

々
し

ふ
あ
り

い
ナ
ね
イ

(
3
頁
)
"

　
　

(辰
巳

の
園

で
は
　
60

:
∬

)
。
兩
書

の
差
は
・
か
な
り
大
き

い
。
　
　

、　

　
　

○

}
つ
あ
が
り
U

(
6
頁

・
21
頁
)
そ
の
ニ

　
　
　

@
理
掬

の
カ
ラ
の
37
例

に
對
し

て
馬
サ
カ
子
デ
ー
例
㍉

ニ
ヨ
ッ
テ
r
例

　
　
　

　

こ
れ
は
朋
和
期

に
見
え
ぬ
形
で
あ

ろ
コ

　
　

で
あ

る

(
辰
巳
之
園

で
は
う
ヵ
ラ
9
|例
《

ゴ
じ
》

、

ユ
ヱ
2
|例
《コ
》、デ
工
例

で
あ

つ
た
)
　

．　
　

㊦
一、な
ん
す
」
も
見
え
ろ
が

「
ね
ん
す
」

の
一

　
　
　

◎
動
詞

の
促
晋

便

1ー
ウ
瞥
便
は
、
8

:
0

(
辰
巳
之
園

で
は
5

"
6
)
。　
　
　

．き
刻

し
た
ネ
ィ

(17
頁
)
。

○
き

ね
ん
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
俺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　．
》

巳
之
園
で
は
　
11

:
16
)

　

ど
い
ふ
風
に
か
な
り
激
し

い
移
動

が
あ

ろ
。
勿
論
、
形
容
詞
迚
用
形
の
ク

　

形

"
ウ
形
の
　
55

:
16
例

の
や
5

に
辰

巳
之
園

と
パ
ー
セ
ソ
テ
7
ジ
の
大

　

差
な

い
の
も
あ
る
が
沖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　

明
利
七
年
か
ら
安
永

二
年
ま
で
、
僅
か
三
年

で
こ
の
差
が
出
來
た
と
し

　
　
　
　
　
　

丶　

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、　
　
　
　

」．

　

た
ら
、
素
晴
ら
し

い
發
．展
ぶ
り
を

、初
發
。江
戸
語

は
成

し
た
と

い
へ
よ
う
。

　

が
果

し
て
さ
5
，で
あ
る
か
ゆ
　
　
　

，　

、　
　

　
　

．　

　
　
　

、
一

　
　

爾
、
別

の
方
面

か
ら
、
比
較
し
て
み
よ

つ
。

　
　

－㊨
南

開
蕪
話
に
は

マ
シ
が
盛

ん
に
出

て
く
る
②

　
　

御
出
な

さ
り
ま
し

(大
系
本
　
以
下
傚
之
3
頁

)
下
さ
り
ま
し
(
7
頁
)

　
　
○
|衛
雄
《

る
　

の
》
遊
し
ま
し

(
8
|貰
《

ド
》

)
○

お
休
邂
し
ま
し

(
13
頁
)
等

々
。

マ
池
も

　
　
勿
論
お
る
が
少

い
。
　

　
、　

・　

．、

．
・　

．

一　

　

　

　

略

・
　

み
し
あ
が
り
劇
嚠

(9
頁
)

．，'
㊦
イ
ろ
・(旁

雰

障

巓

運

糞

　
　

"
．

・

∵

　
　
　
○

お
遠

々
し

ふ
あ
り

い
ナ
ね
イ

(
3
頁
)
そ

ふ
で
あ
り
U

え
か
の
(同
)

　
　
○

】
つ
あ
が
り

い
し

(
6
頁

・
21
頁
)
そ
の
他
。

．

　
　
　
こ
れ
は
朋
和
期

に
見
え
ぬ
形
で
あ

ろ
コ
　

　
　
　
　

　
　

r

　
　
　
㊦
「
な
ん
す
」
も
見
え
ろ
が

「
ね
ん
す
」

の
形
が
・
鞭
富

で
跳

る
コ　

L

　
　
　
き
勲
ん
し
な

イ

(17
頁
)
。

○
き
ね

ん
せ
ん

(
14

頂
)。

○
ま
た
．い
じ

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

"　
　
　

．

「



咽

　
　
め
ね

ん
す
ま

い
か

(24
頁
)
○
聞
き
ね
ん
し
よ

(
25
頁
)
。　
○
お
這
入
り

　
　
ね
ん
し

(6
頁
)

○
の
み
ね
ん
し

(
7
頁
)
○

い
き
ね
ん
し

(同
)

　
　

㊥

だ
ら
5

　
の
形
が
興
富

で
あ
る
コ

　
　
　
○
來
る
だ
な

(14
頁
)
○
久
し
い
ま
た
か
ら
か

い
だ
ら
5
(曁

)
δ

　
　
○
南

と

い
ふ
所
だ
ら
う

(8
頁
)
そ
の
他
。

　
　
　
こ
の
形
は
咀
和
期
の
咄
本

に

一
例

あ
る
の
み
で

　
　
　
　
5
そ
だ
ら
う

(
樂
牽
頭
　
39
|頁
《

ヨ
》

)

　
　
　
洒
落
本

に
は

一，だ
あ
ら
・づ
」
の
形
が

一
例
あ
る
の
み

で
あ

つ
た
。

　
　
　
　
し
か
し
そ
ふ
だ
あ
ろ

(
遊
子

・
徳

川
類
聚
本
64

頁
下
)

　
　
　
右

の
　

㊥
1
　
㊥
ほ

　
南
閏
灘
話

の
み
を
以
七
、
比
較

し
た
も

の
で
あ

　
　

つ
た
が
、
|安
《

　
》

永

二
三
年
ご
ろ

の
他
の
著
者

に
よ
る
洒
落
本
を
以
て
比
べ
る

　
　

と
、
ま
だ

い
ろ

い
ろ

の
差
異
が
見
出

さ
れ
よ
・つ
か
と
思

ふ
。
と
い
つ
て
資

　
　

料
か
さ
5
澤
山
あ

る
譯

で
な
く
、
婦

美
車
紫
虧

(歸
橋

か
)
(安
永
三
年
刊
)
，

　
　

と
甲
騨
新
話

(
安
永
四

年
　
太
田
南
畝
・)
位
で
あ
ら
5
。
寸
南
破

良
意

　
　

(
同
四

年

．・
南
鐐
堂

一
片
)も
あ

る
が
、
材
料
に
な
ら

ぬ
。
　

．

．　

　
　

・

　
　
　

㊥
な

さ

い
・す

と

い
ふ
形

が
あ
る
。

　
　
　
　

○

お
い
で
な
さ

い
せ

(婦
美
車

・
6
頁
)
○
額
ぜ
久
し
く
お
い
で
制

　
　
　
　

さ

い
せ
ぬ

(
29
頁
)
○
お

い
膝
な
さ
い
す

へ30
頁
V
一　

．

59
　
　

な
さ

い
に
す

の
附

い
た
形
か
ど
ち
か
知
ら
な

い
が
・
又
品
川
遊
里
の
特

　
　

殊
な
物

言
ひ
か
ど
・チ
か
知
ら
な

い
が
、

こ
の
形
が
見
え

る
。
　
　

　

●　

◎

　
　
　
　
　
　
明
和
期
江
戸
語

に
つ
い
て
(
三
)

、

　

　

　

　

」　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
¶＼

　

③

　

タ

ッ

ヶ

の

形

が

よ

く

見

・え
る

。

　

'
○

怖

が

つ

て
|下
《
お
り
》た

つ

け

が

(
甲

騾

．・
鰺

頁

)

○

と

な

り

に

居

た

っ

け

　

　

の

(
14

頁

)

○

い

ひ

や

し

た

つ

け

(
同

8

頁

)

　

ダ

ッ
ケ

も

あ

る

。
　

　

　

　

　

　

9　

、　

　

　

　

　

　

'
，

O
女
郎

の
名
は
ど
5
く

だ
っ
け

の

(甲

驛

・
14
頁
)
、

○
ど
れ
だ

つ
け
ね

(
同
12
頁

)

○
そ

ふ
だ
っ
け
か
の

(
酎
閣
∵
6
頁
)
　
　

　
　

　
、
，　
　

　

　
　

　

画

　

明
和
期

の
に
は
　

タ
ゲ

・
ダ
ヶ
が
各

々
ご
例
あ
ろ
の
み
で
あ

る
ゆ
(
兩
國

栞
に
は
・
ダ
ッ
ケ
，}
例
・

タ
ッ
ゲ

ニ
例
あ

る
)

　
○

ほ
ん
に
そ

毒
だ
け

(
迸
子

・
丈
藝
類
聚
本
62
頁
)
O
ね
て

い
た

い
と

ゆ
ッ

て

い
っ
た
け

(
団

・64
頁
)
'

　

此
は
表
記

法
の
相
遑
で
な
く
、
發

看

の
違

ひ
を

表
は
し
て
ゐ
よ
5
。
相

凸

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

、

當
な
相
違

と
言

へ
る
。　

・　
　
　
　

・　
　
　

一

　

④
さ

つ
せ
へ

・
せ

へ
，．
の
形
が
見
え
る
。

－

　

○
來
さ

つ
せ

へ

(甲
驛
・
12
頁
)
○
よ
さ
つ
せ

へ

(
14
頁
)

．
○

く
わ

っ

せ

へ

(同

12

頁

)
等

、

二

鹽
り
．

・
⑦
　

遊
女
詞

伽
知
ら

ぬ
が
、
な
せ
ん
す
　

の
形
も
皐

え
る
。

○̀

よ
ふ
お
出
．な

せ
ん
し
た

(甲
驛

・
12
|頁
《

ひ
》

)
(若

い
者

の
詞
)

．

マ
○

な
ぜ
そ
ふ
な
せ
ん
す

(伺
ε
頁
〉

・　

　

　
　

　
《

ノ
》
|

ρ

　

新
宿

の
特
別
の
詞
な

の
で
あ
ぢ
う

か
。
(新
宿

は
品
川

と
似
七

ゐ
る
由

で

．

　
　
　

，　

、　

・'　

．　
　

　

．

九

七
七

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
．細



塾

06
弓

　
　
　
　
國

語

と

國

丈

學

　

笋

二

＋

卷

第

＋

一

號

あ

る
か
ら
・
粥
閾

籍
話

と
同
じ
言
衆

に
入

る
譯

で
あ
る
。
婦
美
車
紫
断
)
．

－
◎
囚
に
重
複
す
る
が
、
甲

驛
新
話

の

マ
ス
の
命
令
形
は
全
部

マ
シ
で
あ

る
。
婦
美
車
紫
彫
は
、マ
セ
で
統

}
さ
れ
て
ゐ
う
ら
し
い
。
著
者

に
よ
つ
て

寫
轡
ハ態
度

が
違

ふ
良

い
例

で
あ
る
。

　

さ
て
、
右

の
い
ろ
く

の
差
異
は
何
に
基
ぐ

の
で
あ
ら
5
か
。
そ

の
理

由
の

一
は
費
際

の
罍
曇
頗
の
變

邁
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
明
和
七
年
か

ら
安
永

二
年
ま
で
、
甲
騨
新
話

の
四
年
ま
で

と
し
て
も

、
五
年

の
月
日
は

短
き

に
す
ぎ
な

い
か
。
轉
換
期

の
明
和
期
だ
か
ら
、
そ

の
位

の
變
化
は
當

然
と
い

へ
る
が
そ
れ
に
し

て
も

、
南

閣
瓢
話

と
明
和
期
洒
落
本

と
の
差
異

隷
大
き
す
ぎ
る
や
ろ
で
あ

る
。

　

そ
の
二
は
、
描
冩
さ
れ

て
ゐ
る
|遊
《

へ
》
里

の
相
違

で
あ
る
。
遊
里
が
違

へ
ば

言
葉
も
違
ひ
、
客
種
も
違

ふ
だ
ら
5
。
「
入
べ
ん
の
あ
る
と
な
い
の
が
品

の

客
」
(
侍

乏
寺
の
者

、
僧
を
柵
す

)
と

い
ふ
卅
柳
屯
あ
る
。
だ
か
ら
客
の
詞

、

も
違

ふ
か
も
知
れ

ぬ
。
但
し
今

の
こ
の
場
合

に
は
客
の
種
類

の
點

で
は
甚

し

い
相
違

は
な

い
樣
で
あ
る
。
嬬
美
車
紫
断

の
客
種
は
國
侍

と
出
入
商
入

と
の
對
話

で
、
些
か
別

で
あ
る

(だ

か
ら
、
右
の

マ
セ
．が
生

じ
た
の
で
あ

ら
・り
)
が

、
他

は
異
同
な
し
と
み
て
宜

い
。
　

　

　

・

　

不
幸
に
し

て
、
遊
里
の
詞
が
、
深
川

と
品
川
と
新
宿

と
で
、
ど
の
位
逮

ふ
か
詳

に
せ
ぬ
が

(品
川
と
新

宿
は
同
樣
ら
し

い
)
右
の
諸
項
の

「
遊
里

詞

」
は
、
或

は
そ

の
實
際
の
相
違
を
寫

し
て
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
結
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
八

は

「
吉
原
を
學
び
㌧
、な
ん
す

・
り

ん
す

の
詞
逍
ひ
ば
大

か
た
變
ら
」
な

い

(婦
美
車
紫
虹

・
上
品
上
生

の
部
)
の
で
あ
る
が
、
深
川

は
吉
原

と
か
な

．

り
相
違
し
て
ゐ
た
と

い
は
れ

(辰
巳
之
園
　
自
序
)

お
互

の
仲
も
悪
か

つ
　

．

9た
ら
し

い

(
淫
女
皮
肉
論
)
か
ら
、
詞

の
相
違
は
確
か
に
あ

つ
た
に
遑
ひ

な

い
。
だ
か
ら
・
南
閾

籍
話

と
辰
巳
之
園

と
の
相
違

の

}
部
分
は
・
こ
れ

が
、
或

は
關
係
し
て
ゐ
た
ら
・つ
が
、
そ
れ

に
し
て
も
、
品
川

と
同
τ
詞
遣

を

し
て
毋
た
筈

の
吉
原
を
扱

つ
た
遊
子
方
言
と
の
相
違

は
、
や
は
わ
ふ
説

・

明
出
來
な

い
だ
ら
う

。
　

冒
　

　
　

　

曁　

=．　

，　
　

　

．

．　

澄

　

そ
の
三
は
」
籍
實
態
度
の
未
熟

・
不
徹
底
に
原
因
す
る

ロ
語
性

の
乏
し

さ
に
樵
…る
の
だ
ら
5

と

い
ふ
見
方
で
あ
る
。
明
和
期
は
・
洒
落

本
の
．發
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

σ　　　　鞠

期
に
當

つ

て
ゐ
る
か
ら
、
草
創
期

の
常

と
し

て
、
描
寫
技
術
も
未
熟

・．不

充
分
で
あ

つ
た
ら
5

と
い
ふ
見
方
で
協
る
。
作
者

の
不
馴
れ
と

い
ふ
こ
と
・．

も

あ
る
し
、
・や
む
を
得
な

い
ご
と
で
は
あ
ら
・含
か
、
さ
う

い
ふ
點

は
あ
ら

．

5

ど
思

ふ
。
描
寫
法
の
|技
《

'
》術

の
發
達

の
如
き
、
．三
年
あ
れ
ば
充
分
す
ぎ

届

程
だ
か
ら
㍉
安
永
二
年
の
南
閾

籍
話

の
方
が
、
辰
巳
之
園
よ
リ

ロ
語
を
如
　
、

實

に
寫
し
て
ゐ
る
だ
ら
う

と
推

定
す

ろ
こ
と
は
う
み
な
が

ち
弧
辯

と
は
言
　

・

へ
准
い
と
思

ふ
。
私

は
亡
㊨
點
が

一
番

軍
要
な
の
だ

と
思

ふ
の
で
あ
る
。

　
辰

巳
之
園
に
限
ら
ず
、
一
般

に
明
和
期

の
洒
落
本

は
口
語
描
寫

の
忠
實

・

．

正
確

さ
の
點

で
、
・安
永
期

の
も

の
に
劣
る

の
で
は
な

い
か
i
I
そ
れ
が
安

永
期

の
蜘
の

ど
明
和
期

の
も

の
と
を
甚

し
く
相
違
し

て
ゐ
る
や
yり
に
見
せ



9

61

。

か
け

る
の
で
あ

る
ー
一

・ど
私
に
は
考

へ
ら
れ
る
。

|

ヘ

へ
《

ρ
》

　

江
戸
の
洒
落
本
は
、
明
和
六
年
の
郭
中
奇
譚
以
前
は
、
異
素

六
帖
を
除

い
て
み
な
漢
文

で
あ

つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
漢
文
の
酒
落
本

は
勿
詮
、
ロ

語
臆
の
も

の
も
・
恐
ら
く
は
、
漢
墨
者

'・
文
人
等

の
簗
の
ナ

さ
び

に
な
《
Ψ
》
|
る

も

の
で
あ
ら
，つ
。
少

く
と
も
北
ハ
の
發
逹
に
は
彼
等
が
與

つ
て
力
あ
つ
た
に

蓮
ひ
な
い
。
(岩
波
文
庫

一，。洒
落
本
集

」
解
題
、／
7
頁
)

　
彼

等
は
、
申

す
ま
で
底
な
く
、
．當
時

の
敢
養
人
で
あ
む
、
文
章
語
的
言

藷
慣
用
に
脅
熟

し
て
ゐ
た
に
相
進
な

い
。

こ
の
際
、

文
章
語

と

い
ふ
こ
と

が
、
上
方
譜

と
相
掩

ふ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す

る
必
要
が
あ
る
。
儒

渚

・
國
墨
者

・
祕
誼

者

・
…醫
渚

㊨
詞
に
上
方
傾

向
の
．多

い
事
實

が
あ
ろ

こ

ど
を
思

ふ
べ
・き
な

の
で
あ

る
。
　
　
　
　

　
　
《

，
》
|
《

ヒ

ドげ
》
|

．

　

さ
愉う
す
れ
ば
彼
等
が
新
し
き
丈
學

形
態
を
I
i
・即

ち
口
語
體
文
學
を
創

始
す
る

と
い
ふ
時

に
、
如
何
程
、
江
戸
人

と
し

て
の
自
覺

・
自
奪
が
あ

つ

た
に
せ
よ
、
爾
幾
分
か

の
文
章
語
的

・
上
方
語
的
物
言
ぴ
が
混
入
し
た
で

あ
ら
5

と

い
ふ
こ
と
は
想
像

に
難

く
な

い
コ

　
．
マ
セ
と

．マ
シ
と
の
出
現

の
右
無
な
ど
確
か
に
そ
の
邊
の
淌
息
を
物
語

つ

て
ゐ
る
と
信
ず

る
の
で
あ

る
。
申
す
迄
も
な
く

マ
．セ
億
古

く
上
方
で
使
用

さ
れ

た
敬
ま

つ
た
感
じ

の
物
言
ひ
で
あ
り
、
々

シ
ほ

江
戸
生
れ
の
碎
け

た

物
言

ひ
で
あ

つ
た
ら
5
か
ら

で
あ

る
。

　

さ

て
若
し
か
か
る
想
像
に
基

く
、
叨
和
期
洒
落
本
の
口
語
性

の
稀
薄
性

　
　
　
　
　
　
■

　
　

．　

明
利
期
江
戸
語

に
つ
い
て
(
三
)
　
《も
》
|
．

、

．が
・
認
|容
《
ノ
》さ
れ
る

と
す

為
と
既
述

の
ダ
}

ヤ
の
對
畤
、
形
容
詞
の
ク
形

レ
ウ
形
の
對
峙
・

ナ
イ
ーー
ヌ
の
對
峙
、
等

々
に
於
け
る
上
方
語

の
勢
力
は

も

つ
と
弱
め
ら
れ

て
ゐ
る
と
見
る
べ
き

で
あ
ら
5
。
明
和
期
に
於

て
束
國

語
の
勢
力
は
も

つ
と
進

出
し
て
ゐ

て
、
．南

閑
雜
話
な
ど
に

み
、兄
る
頻
度
比

と
接
近
し
て
ゐ
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
す

ろ
の
で
あ
ろ
。

　

さ
、づ
み
て
こ
そ
、
始
め

て
安
永

期
と
明
和
期

と
が
、
す
な
ほ
に
結
び

つ
　
．

く

こ
と
が
出
來
る
の
だ
、

と
信
ず

る
の
で
あ
る
。
吻

和
期

と
安

永
期

と
で

㍉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

噛

丈
證

に
見
え
る
程
、
著
し
い
相
違
は
、
實

際
に
は
な
か

つ
た
の
だ
ら
5

と

想
僚
す
る
。
ー
ー
本
論

、絡

り
ー
ー

'
　

　

、、
　

　

　

・

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

一甘

　

　

　

　

　

．
(
七

)
　

鷄
肋

録

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
A

ラ
《

！
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

，
》
|

ロ

．

以
下
に
明
和
期
に
殘
存
し
現
代
語

に
既
に
迹
を
絶

つ
て
ゐ
る
二
三
の
語

法
に
つ
．い
て
列
擧
し
、

こ
の
期

の
概
觀

の
と
め

と
し
た
い
。

　

第

一
。
|敬
《
、
》譲

の
　
ま
す
。
　
　

「　
　
　

，

　

些
か
異
色

の
　

ま
す

．
で
あ

る
が
、
，江
戸
時
代
前
期

(
上
方
)
の
語
法

と
し
て
に
・
珍
ら

し

い
も

の
で
は
な

い
。
一，串
す

」に
當
る
言
ひ
方

で
あ
ら

5

(數
字
は
　
徳
川
文
轟
類
聚
ボ

の
頁
數
)
。
　

'　
　
　
　

．

　
　

○
こ
れ
ゑ
び
を
む

し
つ
て
上
ザ

ま
さ
ッ
し
や
れ

(
郭
中
脊
譚

．
遊
女

　
　

の
詞

，
37
下
)。
　
○
お
|歸
《

ご
》
り
は
お
駕
籠
か
き
き
剥
U
て
來

い

(
同

．

　
　

茶
屋
亭
主
の
訶

36

下
〉
○
お

ど
よ
さ
ん

へ
よ
《
心
響

ま
し
て
く
れ

　
　

な
亙
し

(同

・
遊
女

の
詞

留
下
)
。
○
か
ん
を
も
・

と
あ

つ
く
し

　
唖
　

　
　

　
　

　
　

　
　

．　

　

九

七
九
～
　
　

　
　

　
．
N　
　

。●



26

　
　
　

國

語

匙

國

丈

學

　

旬

二

十

卷

銘

十

一

號

　
　

て
上
げ
剥
U
な

さ
い

(
同

・
茶
屋
亭

主
の
詞
　
36

下
)
。　

○
花
紫

さ

　
　

ま

へ
す

へ
ま
し
や

(同

・
茶
屋
若

い
者

の
詞

．
37
上
)

　　

主
と
し
て
、
逕
用

形
で
、
遊
里
關
係
の
入
物

の
詞
に
限

ら
れ

て
ゐ
う
が
、

そ
れ
丈
け
に

}
般

的
で
な
b
も

の
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
　
○
何
ぞ
あ
げ

ま
し
た

い

(聞

上
手
　
伊
．勢
甚

の
詞
滑
稽
文
撃
全
集
本

　
　
41
|頁
《

8
》

)
O
何
流
な
り

と
も
　
|私
《ぬ
》相
纛
の
流
儀
御
指
南

下
さ
れ
　
|御
《

　
》

門

　
　
弟
に
な
り
訓

た
い
八
鹿
子
餅
　
人
物
く
さ
ぎ
侍
の
詞
。
同
上
本
鋤

、　

頁
)

の
如

く
た
い
に
續

く
形
も
見
え

て
ゐ
る
が
、
明
ら
か
に
通
常
の
江

戸
語

で

黛

い
。
毳

ら
の
諸
形
は
上
方
虔

燮

頻
出
す
る
も
の
で
あ
詫

、

後

々
に
は

こ
の
用
法
に
江
戸
の
文
献
か
ら
は
淌
失

七
て
レ
ま
ふ
。
叨
ら
か

に
上
方
語

の
殘
存

な
の
で
あ
る
ゆ

　
但
し
次

の
如
き
表
現
は
、
右
の

「
ま
す
隔
と
違

つ
て
、
鐔
敬

の
意
味
が

あ
る
の
で
は
な

い
か

と
思
は
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
れ
は
安

永
期

に
入

つ

て
も
、
數

々
用

ゐ
ら
れ

て
ゐ
る
。
即

ち
命
令
形

の
み
し
か
探
取
出
來
な
か

つ
た
が
、
　

　
　
．

．　

　

　
　

・　
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下
さ
り
ま
せ

(
|郭
《

む
》

　
　
　
　
　
θ

「
な
さ
れ

ま
せ
あ

形

の
み

で
・
他

の
形

「
な
さ
り
ま
せ

る

「
な

～

．
|
下
《

ノ
》

)
，そ

の
他

武

士

の
匍

(
塵

＋
餅

錨

一

さ

い
ま
せ
」
袋

い
・

　

　

　

、

　

．
　

。

・

・
つ
藥
を
下
㌫

瀏

(聞

上
手

彈
頁
)
¢

．　

6
　

　

◎

「
|下
《

ぐし
》

さ
れ
ま
せ
」
「
下
さ
り
ま
せ
」
一，下
さ
い
ま
せ
」
'の
三
，形
は
・
揃

　
　
　
、

一，下
さ

い
ま
せ
」
の
形
は
右

鳳
例

の
み
。

」
∵

て
ゐ
る
∴

こ

．

・

＼

儚

．
．

，

　

．

．

③

お
隻

奪

な
さ
新

・
(扉

　
　
　
一

．

明
和
期
江

戸
語

に
つ
い
て
三

)

"
　

．

．
　

二

，

．
　

璽．

・
ポ

．

=
、

九

杢
》
二甲
奇
諱

・
か
ご

か
き

　
35

　

'

　
　

下
〉
そ

の
他

武

士

の

詞

(
鹿
子
餅

錨
頁

)
が
あ

る
。

○
聲

の
立

　
　
．
つ
藥
を
下
さ
げ
剥

測
(聞

上
手

弸
頁

)
¢

、

一，下
さ

い
ま
せ
」
の
形
は
右

鳳
例

の
み
。

　

　

　

　

　

　

　

　

禽　
　
　
．　
　

。
ー

　
　
　

'

　
　

③
　
お
は
や

り
お
蹄
り
な
さ
り
や
せ
．
(辰

巳

ポ
茶

屋
内
儀

45
頁
Y

　
　
　
　
　
　
　

ハ
　

　

　

=
、

九

八

一
．
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．
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國

語

と

國

文

學

　

第

二

＋

卷

第

†

山

號

・

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

o　
　
　
　

い
'

　
　

○
船
を
出
し

て
お

く
ん
瓶

は
り
劇

(
遊
子

∴
船
頭

匸
60
上
)
。

　
，
所
詮

　
明
和
期

で

マ
シ
と
あ

る
の
は
、
繭
國
栞

一
例
の
み
で
あ
る
。
ま

せ
全
盛
で
あ

る
。

　

所

で
恐
ら
く

一，ま
せ
」
．
は
關
西
語
的
の
蓑
現

で
あ
ら
弓
。
詳
論
は
築
を

惜
し
む
が
、

。
V

ユ
の
晋
韻
轉
移
は
東
國

の
方
が
早
か
つ
た

か
、
少
く
と

も

e
が
上
方
的

で
あ

つ
た

の
に
對
し
て
ー
は
東
國
的

の
感
じ
を
俘

つ
た
も

の
で
あ
ら
5

と
思
は
れ
る
。
元
祿

の
頃

「
め
さ
れ

」
が
上
方
で
全
盛

で
あ

つ
た
が
、
「
め
さ
い
」
は
東
國

の
物
言
ひ

で
あ

つ
た

「
し
や
れ
」
が
上
方
で
・

普
邇

で
あ

つ
た
が
、
「
し
や

い
」
は
普
逋

で
な

い
励
言

ひ
で
あ

ウ
た
・
尤
も

古
く
、
さ
れ
〉

さ

い
、
そ

へ
V
そ

い
の
變
化
が
|上
《
6
》方

で
も
行

は
れ
た
が
《

ゆ
》
|。

れ

V
い
と
同
樣
、
せ

V
し
屯

上
方
で
は
珍
ら
し
い
も

の
で
あ

つ
た
ら
弓

。

「
さ
ん
ぜ
」
・「
ん
せ
」
等
が
警

通
で
あ
う

た
筈

で
あ
る
。
尤
も
、
し
ん
し

(
〈

．
し
ゃ
ん
せ
)

の
形
が
既

に
元
祿
頃
、
あ
る
と
も

い
は
れ
て
ゐ
る
が
。
(
材
料

は
．
「
徳
川
時
代
言
語

の
研
究
」
か

ら
搬

つ
た
)

－　
　

．・

！
　
「
ま
せ
」
が
上
方
的

で
あ

る
の
に
對
し

て

「
ま
し
」
は
束
國
的
・
或
は
江

、

戸
語
的
だ

と

い
．へ
る
で
あ
ら
5
。

こ
れ
は
常
識

で
あ
る
。
但
七

こ
の
常
識

も
語
史
的
に
も

つ
と
説
明

さ
れ
な
く
て
は
|今
《へ
》の東
京
語
の
「
ま
せ
」
と

「
ま

し
↑
は
歴
史
的
に
理
解
出
爽

な

い
。
　

　

、　

．　

．
，
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　

所

で

「
ま
せ
」
が
上
方
語

と
す
れ
ば
、
明
和
期
に
於

て
上
方
語
の
勢
力

噂が

こ
の
點

忙
於

て
爾
強
力
に
抵
抗
を
示
し

て
ゐ
た
こ
と
に
な

ろ
。

こ
れ
は

、

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九

八
ご

支
證

に
依
據
す

る

限
り
さ
・つ
信
ず

る
よ
り

外
ほ
な

い
コ
但
し

私
は

こ
の

「
ま
せ
」
の
明
和
期
に
於
け
る
全
盛
に
疑
を
持

つ
て
ゐ
ろ
。

　
　
明
和
期

の

「
ま
せ
」
が
何
故
あ
れ

ほ
ど
急
激

に

一，ま
し
L
、
に
移
行
し

．
得
た

の
6
あ
ら
う
か
。

一
例
を

あ
げ
る

と
、
安

永
西
年
太
皿
南

畝
作
の

　
甲
驛
新
話
仮
、

杢
篇
鮮

か
に

「
な
さ
り
嵐
し
」

で
統

一
さ
れ

て
ゐ
る
。

　
安
永

二
年

の
、

辰
巳
之
園

の
伜
者
作
る
所

の
南
開
雜
話

に

「
ま
せ
」
は

、

　

】
例
で
他
は
杢
て

「
ま
し
」
で
あ
る
。
明
和
九
年

(安
永
元
年
)

か
ら

　
數

年
で
か
く
も
鮮

か
に
移
行
し
得
る
も

の
で
あ
ら
う

か
。

　

，
端

的
に
嘗

つ
て
言

語
資
料

と
し
で

の
洒
落
本
信
仰
を

】
掃
す
る
こ
と

需

る
。
壱
．語
資
料
と
し
て
三
馬
の
作
・…は
黄

弛
を
拔
糸

、
響

　
本

に
於
て
ぼ

山
棄
京

傳
の
作
品
を

除

い
て
・
他
は

一
應
研
究
岩

の
解
繰

　
を

必
要
ど
し
よ
う
。
だ
か
ら
右

の
．如

き

「
ま
し
」

の
鮮
か
た
統
．一
が
あ

・

　
る
反
面
、

安
永
六
年

の
朱
樂
菅
江

の
賀
花
新
驛

で
は

一，ま
せ
」
で
統

一

き

れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
朋
和
期
の
「
ま
せ
」が
ご
↑

ー
週
年
憧

、ま
，

し
」
に
奪

㌔
斎

芒

ざ

」
に
琴

蠱

で
は
あ
簔

い
履

青

　

の
寡
實

糖
力
に
、
專
ら
依
振
す
る
事
柄
な
の
，で
あ
る
。
(
囚

に
安
永

三
年

瑠

葦

欝

も
判

で
壟

さ
れ
る
。癖

は
り
同
じ
轟

者
の
礎

・

　

に
依
る

も

の
。
)　

　
，
'　

．　

、　
　

ー
　
　

　
　

、

　

一

　

　
今

は
單

に
明

利
期

に

「
ま

せ
」

が

杢
盛

だ

か

ち

と

い

つ
て

「
ま

し

」

　

の
一勢
L刀
が

溺

か
つ

た

と

ば
斷
…}冒
し

得

な

い
と

い
ふ

こ

と
を
、

安
ザ氷
期

の



「
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酒
落
本

に
|慕
《

、
》

い
て
推
|定
《
な
》
《

ご
》
|

し
た
迄

の
話

で
あ
る
。

　
　

た
v
し
、

こ

の
際

「
ま
せ
」

が
趣

め
て
改
ま

つ
た
煎

々
し

い
物
日胃
ひ

　

．で
あ
る

の
に

封
し
て
、
「
ま
し
」
は
や

ゝ
柔
軟
味
を

帶

び
て
ゐ
益
こ
と

　

を

考

へ
て
お
《
こ
と
ば
必
要

で
あ
る
。
時
と
揚
合

で
使
ひ
分
け

る
こ
ど

　

が
あ

り
得
る

の
で
あ
る
か
ら
。
、
　

　

　
　

　

　

　
　
・
　

　
　

－
．

　

第
三
。

さ
5
だ

(
ラ
シ
イ
)
に
就

て
。

　

「
さ
う

だ
」
は
現
代
語

で
は
θ
形
容
詞

．
形
容

動
詞

の̀
語
幹

・
動
詞
迚
川

形
に

つ
い
て
樣
態
を
表
は
す
場
合

と
、
◎
活
用
譜

の
総
止
し
た
形
に

つ
い

て
徳
聞
を
裹

は
ナ
場
合

と
あ
る
が
、
狙
和
期
に
は
冶
以
外
に
古

く
上
方
に

見
え
た
形
が
禽
見
出
ざ
れ

る
。
即
ち
、
名
訓
∵

活
川
語

の
絡
正
形

に
つ
い

て
ラ

シ
イ

・
ヤ
ウ
ダ

の
意
を
表
は
・す
も

の
ーで
、
、

　

今

日
の
は
き

ふ
な
御
川

の
御

丈
そ
ふ
で
御
座
り
ま
し
，た
に
よ

つ
て
…
…

(
遊

芳

言

．
茶
屋
女
房

の
詞

65

下
)
。
○
あ
い

つ
も
見
忘
れ
た
劃

　

な

(

　

　

な

(辰

　

　

○
お
れ

　

例

は
ま
だ

　

客

薪

造

・

「

果

緩

65

』

の

「

」

「
ラ
シ
ゴ

　

"
》

巳

・
|牛
《の
》
可

の
}
|
詞
《の
》
46
|頁
《

の
》)

○
お
れ
を

ま
は
し
か
た
に
争

る
さ
ふ
だ

(郭
中
奇
譚

・客

の
詞

%

下
)
・

例

は
ま
だ
あ
る
が
省
略
に
從

ふ
。
硬
川
渚

に
、
牛

可
通

人
・茶
屋
女
房

・遊

客

．新
造

・大
諜
な
ど
で
あ
る
が
、
大
體
贋
く
用

ひ
貯
れ
た
も

の
で
あ
ら
5

。

咄
本

に
ば
見
え
殿
樣

で
あ

る
。
そ

の
理
由
は
不
明
だ
。

」

」
の

「
さ
5
だ
」
は

後

ま
で
贋
く

行

甌は

れ

て
ゐ
た
も

の
で
・
|今
《

ス
》

の

冖
ラ
シ
イ
」
は
川
ゐ
ら
れ
な

い
の
で
あ

る
。
ラ

シ
イ
は
遊
甜
の
み

の
特

別
の

、

　
　
　

明
和
期

江
戸
語

に
つ
い
て
(
三
)

　

胃
藁
で
あ

つ
た
ら
し
い
。
．
|
寶
《

鴨
》

暦

四
年
の
魂
膳
惣
勘
定
に
は

「
|遊
《

ヨ
》

毘
言
葉
逍

ぴ
ひ
の
事
」
と
し
て

「
ら
し

い
」
が
含
ま
れ
て
ゐ
る

パ
馬
鹿
ら
し
い
　

い
飽

　

ら
し

い
　

に
く
ら
し
い
　
氣

の
毒
ら
し

い
)
し
、
辰
巳
之
園

卷

末
の
通

　

言

に

．「
馬
鹿
ろ
し

い
」
が
入
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
人

の
知
る
所
で
あ

る
。

こ

れ

ら
の
'

「
ラ
シ
イ
」

は
、
籬

的

の
[フ
シ
イ

で
あ

る
や
5
だ

が
、
．協

－
詞

と
し
て
の
ラ
シ
イ

の
使
川
さ
れ
な

か
つ
た
こ
と
は
事
贇

で
あ

る
。

こ
の

あ
な
を
理
め
る
の
が
、
右

の

ぎ

7
5
だ

」
で
あ

つ
た
譯

で
あ

る
。

　
　
　

(
註
)
　
燕
|石
《
へ
》＋
種
所
載

の
　
猿
若
狂
言

(
中
村
座
)

に

「
し

さ
い
ち
'

　
　

．
し

い
」
と

い
ふ
形
が
、
．
二
つ
許
η
(
Ωー・)
見
え
る
。
「
ハ
テ

し

さ
い
ら

　
　
　

し

い
」
(
ワ
キ

の
詞
)
■「
…
…
と
肱
を
張

リ
　
し

さ
い
ら
し
く

い
ふ
」

　
　
　

牛
。

(螂

頁
上
)
。
　

　

．　

　

　

　

髄　

　

　

;
う
毒

　
　

鏘
四

「
て
あ
る
」
と

「
て
ゐ
る
」

　
　
普
通

現
代

で
は

「
て
あ
る
」
は
無
生
物
に

「
て
ゐ
る
」
は
生
物
に
用

ゐニ
《

　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　
　　
　
　　
　
"

　

4
》
|

ゾ

　

ら
れ
、
前
渚
を
他
動
詞
的
の
も

の
を
用
ゐ
る
の
が
普
通

で
あ
る
。
所
が
・
．

　
自
勤
詞

の
つ

い
た
例
が
、

こ
の
期

に
な

ほ
多
く
見
ら
れ
る
。
前
期

上
方
語

　

と
同
樣

で
あ
る
。

　

、
「
○
物

の
入

つ
て
あ
る
長
持

(郭
中

・
客

の
詞
39
下
)
○

袖
が
研

つ
か

　
　

ば
か
つ
て
有

(
同

・
拠
者

の
詞
34
上
)
〇
三
升
が
紋
が

つ
い
で
有
(
同

・

・　

」
．職
人
41
下
)
O
格
子
の
あ

と
が

つ
い
て
あ

る

(
同

・
客

の
詞

39

下
)

　
　

・
○
芳

町
に
西
川
重
三
郎

と
云
。
人
形
遘
。

ぞ
う

し
が

へ
，や
と

云
刃

側

　
　
　
　
　

唱
、　
　
　
　

・　
　
　
　

九
八
三
，
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國

語

と
國

文

學

　

第

二

＋

卷

第

＋

】
號

、
　
(辰
巳
・
牛
可
の
詞
　
51
下
)　
○
は
や
ら
ぬ
は
見
え
て
あ
ゐ

(鹿
子

　
　

集

頁
)
o
か
ぶ
と
に
し
て
皆

が
つ
い
て
あ
る

(晶

頁
)

　

所
が

『
て
ゐ
る
L
と
い
つ
た
所
が

．一
所
お

る
。
　

　

．

　

○
し
か
も
長

・く

つ
い
て
ゐ
る

(鹿
子
餅

31
|頁
《

ハむ
》
《

る
》
|

)
　

　

　

、

　

こ
の
例
は

「
て
あ

る
」

の
最
後

の
例

と
同

一
場
所

で
|同
《
　
》
一
人
が
述
べ
た

も

の
で
あ

つ
て
、
兩
者

の
混
同
は
既

に
見
え
て
ゐ
る
と
い
ふ
べ
き
な
の
だ

ら
5

。
熱
し
兎
に
角

「
て
あ

る
」
の
言
ひ
方
の
方

が
、
當
時
普
邇

で
あ

つ

た

の
だ
ら
5

。
'

　

第

五
　
そ

の
他
現
今

の
語

法
と
相
違
す
る
も

の
に
つ
い
て
。

　

④
最
も
著
七

い
の
は
、
疎
卑
表
現
の
　

の

・
が
　
で
あ

つ
て
、
前
期
ま

で
の
匪
別
は
判
然

と
守
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
　

國
で
も
・知

つ
て
ゐ
る
親
和
洲
事
さ
－
・・:
孫
兵
衞
さ
ん
釧

こ
と
よ

(親
r

　
　

和

と
孫
兵
術
ど

同

國
人
)
(辰
巳
　
47

下
ゾ
O
ぬ
し
釧
所

の
庭

に
わ

つ

　
　

ち
が
交
が
大
分
拾

て
て
あ

る
で
あ
ら
5

な

(郭
中

38
上
)
，
・

、
・こ
の
使

ひ
分
け
は
嚴
重

に
守
ら
れ

て
ゐ
る
か
ら
、
詳
例
は
擧
げ
な

い
。

∴
只
、
誤
植

か
何
か
分
ら

ぬ
か
、
仙
び

分
け
て
な

い
場
合
を
二
つ
三

つ
。

　
　

○

と
た
り
や
向

ふ
こ
そ
じ
だ
ら
く
な
れ
　
わ
つ
ち
ら
の
5
ち
の
よ
5

　
　

に
か
た
い
内
は

(郭
中

・
大
系
本
16
頁

に
よ
る
)
O
ご
人
つ
れ

で
山
=

　
　

道
に
か

ゝ
り
し
が

…
:
山

人
は

．「
金
時

q
　
末
葉

だ
」
．…
…

ド
人
は

　
　

「仁
則

四
郎

が
末
　
豬
な
ど
に
、

ち
と
丗

く
わ
し
て
見
た
い
」
(樂

牽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
八
四

　
　
頭

鋤
頁
・
原
本
未
見
)
○
お
の
し
洲
身
持
が
悪
い
か
ら
　
弟
が
ま

　
　
ね
る

(同

幽

頁
・
同
)

　
浦
稽
文
學
全
集
に
ょ
っ
え
も
の
で
悌
る
が
、
誤
植
で
あ
ら
、り
か
、
爾
可

考
。
　
　

，　

、　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

、，

　

主
格
の
場
合
に
も
刎

・
洲
の
匿
別
が
守
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
亭
主
釧
見
え
ら
れ
て
あ
つ
た

(遊
子
・
65
下
)
。　
○
其
遊
さ
ま
の
お

　
　
歸
り
な
さ
つ
た
そ
よ

(郭
中

・
40
，下
)。　
○
志
厚
さ
ん
の
ち
よ
つ
と

　
　
き
ね
え
と
(辰
巳
　
48
下
)。　
○
お
姫
樣
の
お
し
や
り
ま
す
る

(鹿
．

　
　
子
餅

要

)ρ

○
舗

刎
禦

め
な
さ
る
る
の
じ
や
(塑

手
。

　
　

武

士
の
詞

　
41
|頁
《

0
》

)
。

　

今
な
ら
ば

一、が
」
で
み

ゐ
。

こ
れ
に
對

し
て

　
　

○
そ
れ
を
お
れ
洲

向
．ふ

へ
廻

し
(

(
遊
子
61
頁
)
　
○
た
わ
け

め
が
。
風

　
　

お

の
れ
洲
つ
く
す

(馬
鹿
を

り
，く
す
意
∀
を
覺
え
℃
ゐ
ら
る
る
も

の

，

　
　
・か

(聞
上
手

姻
頁
)
○

こ
な
さ
ん
よ
り
　

お
ら
が
お
し
な
洲

　
は

　
　

ろ
か
に
上
手
だ
よ

(樂
牽
頭
　
38
|頁
《

ハリ
》
《

ヱ
》
|

)　
　
　

　
9
・　
　

，

と

「
が
」
は
、
毋
下
の
表
現

と
な

つ
て
ゐ
る
。

但
し
次

の
如
き
が
あ
る
C
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　

．
・　

　
　
　

　

，

　

志
．厚
樣

が
ぎ
な
さ

つ
た
に

(辰
巳
52
上
)　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

．
'

　

◎
迚
體
法
の
用
言
に
は
　
助
詞
　
釧
　
が

・
省
か
れ
る
。

　

茶

屋
を
定
め
て
．
．行
洲

(
ノ
ガ
)
き
ち

ひ
だ
　
　

　
、

　
　
　
　
　

9



67

(
遊
子

)
・
○

い
ざ

は

な

い
つ
も

り

だ
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9
(
ノ

ニ
《

ヂ
》
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《

ゆ
》
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(郭

巾

)
・
○
す

み
|町
《

ロ
ロ
》に

立

つ

て

い
た
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(
ノ

ハ
)

(
郭

中

)
・
○

お

の
れ

が

つ
く
す

を

(
ノ
ヲ

)
…

…

(
聞
上
手
)　
○
あ
の
赤
い
蜘

者
か

(郭
巾
34
上
)

等

で
あ
る
。
尤
も

，
例
　
を
入
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
の
日

の
窺
．い
の
に
　
た
ば

こ
ば
か
り

の
ん
で

ゐ
て
い

ゝ
か
(樂
牽
頭
)

　

◎

形
容
詞

の
未
然

形

∴
既
然
形

の
使

川

　
　

く
ろ
が
難

し
く
ば
　
く
ら
と
も
持

せ
て
よ
こ
そ

(郭

巾
　
38

下
)

　
・

石
場
も
近
け

れ
ど

:
．…
下
卑
じ
や

て
の
3

(

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

・

石
場
も
近
け

れ
ど

:
．・:
下
卑
じ
や

て
の
3

(辰

　
　
　
　

、爪
が
割
れ
て
な
け
れ
ど
　
道
が
早

い

(
鹿
子
餅

動
詞
で
も
同
樣

で
あ

る
。

　
　
　
　

ち

つ
と
川
も
あ
れ
ど

用
事
流

し
の
…
…
(迸
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《
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ヱ
門
な
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ど
　

と
か
く

い
は
5

よ
り
　

(
同
)

　
　
　
　

ど

(
鹿
子
餅
)

　
　
　

以
上
の
諸
例
で
見
る
時
に
、
明
和
期
に
は
ま
だ
ま
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丶

　
　

没
が
存
在

し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
。
束
西

の
一

　
　

向

の
對
峙
競
爭
の
上
か
ら
は
、
略
束
國
語
は
完
成

し
・

[
，

的
讐

ひ
の
骨
骼
斃

成
さ
れ
て
ゐ
る
が
・
考

い

肝

蒙

な

い
・
皿

岳

い
形

の
殘
存
と
い
ふ
方
面
か
ら
一

{

現
袋

批
語
と
の
冊
に
、
秀

距
離
の
奪

」
と
疹

　
　
　
　
　
　

明
和
期

江
戸
語

に
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い
て
(
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。
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よ
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ど

(
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)

　
　
　

以
上
の
諸
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で
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る
時
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、
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和
期
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ま
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ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丶

　
　

没
が
存
在

し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
。
束
西

の

　
　

向

の
對
峙
競
爭
の
上
か
ら
は
、
略
束
國
語
は
完
成

し

[
，

的
讐

ひ
の
骨
骼
斃

成
さ
れ
て
ゐ
る
が
・
考

い

肝

蒙

な

い
・
皿

岳

い
形

の
殘
存
と
い
ふ
方
面
か
ら

{

現
袋

批
語
と
の
冊
に
、
秀

距
離
の
奪
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と
が

　
　
　
　
　
　

明
和
期

江
戸
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に
つ
い
て
(
三
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＋
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○
こ
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瀬
左

　
　

ヱ
門
な
れ
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と
か
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は
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(
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な

い
・
皿

{

現
代
束
黔

と

　
　
　
　
　
　

明
和
㎞
》
イ
|働
《
ニ
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以
上
の
諸
例
で
見
る
時
に
、
明
和
期
に
は
ま
だ
ま
だ
、
非
現
代
的
の
用

没
が
存
在

し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
。
束
西

の
兩
方
言
の
方
言
的
傾

向

の
對
峙
競
爭
の
上
か
ら
は
、
略
束
國
語
は
完
成

し
、
同
時
に
叉
東
京
語

的
物
言

ひ
の
骨
骼
は
完
成
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
さ
5

い
つ
た
方
言

的
對
立
に

纂
か
な

い
、
皿

に
古

い
形

の
殘
存
と
い
ふ
方
面
か
ら
み
る

と
、
明
和
期
と

現
代
東
京
語
と
の
闘
に
、
未
だ
距
離
の
あ

る
こ
と
が
分

る
。

　
　
　

明
和
期

江
戸
語

に
つ
い
て
(
三
)
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