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次

　
は
じ
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に

一
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題
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あ
り
か

二
、
ナ
ク
ナ
ク
の
用
例
を
め
ぐ
っ
て

三
、
ナ
キ
ナ
キ
の
出
現

四
、
語
形
な
ど
の
間
題

五
、
ナ
ク
ナ
ク
の
機
能
と
意
味

六
、
ナ
ク
ナ
ク
の
表
記
形
式

　
お
わ
り
に

は

じ
　
め

に

人
が
泣
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
近
年
著
し
く
少
な
く
な
っ
て
届
る
の
で
あ

る
。
（
中
略
）
大
人
の
泣
か
な
く
な
っ
た
の
は
勿
論
、
子
供
も
泣
く
回
敷

が
段
々
と
少
な
く
な
っ
て
行
く
や
う
で
あ
る
。
以
前
は
泣
轟
と
謂
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
し
た
事
で
も
す
ぐ
泣
く
兄
が
、
事
實
幾
ら
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

が
、
今
で
は
そ
の
泣
轟
と
い
ふ
言
葉
だ
け
は
ま
だ
残
っ
て
居
て
、
主
と
し

て
泣
か
せ
な
い
ま
じ
な
ひ
の
や
う
に
之
を
使
用
し
て
居
る
。
又
長
泣
ぎ
と

謂
っ
て
、
泣
ぎ
出
し
た
ら
中
々
止
め
な
い
子
供
も
あ
っ
た
。
是
な
ど
竺
言

葉
そ
の
も
の
が
既
に
無
く
な
っ
て
居
る
◎

　
右
は
、
民
俗
学
者
柳
田
国
男
が
「
涕
泣
史
談
」
と
題
し
て
行
な
っ
た
講
演
の

抜
き
書
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
柳
田
国
男
は
、
人
間
の
「
ナ
ク
」
行
為
に
眼
を

向
け
、
そ
の
時
代
的
な
変
遷
と
、
そ
の
変
遷
に
見
ら
れ
る
「
ナ
ク
」
行
為
の
意

味
の
差
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　
小
考
は
、
動
詞
「
ナ
ク
」
の
重
複
形
を
手
が
か
り
に
し
て
、
国
語
表
現
の
不

易
と
可
易
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。



、
問
題
の
あ
り
か

　
言
語
学
で
は
公
理
と
し
て
、
「
全
等
な
二
語
は
存
し
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い

て
、
類
似
表
現
が
二
個
以
上
存
在
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
そ
の
二
個
以
上
の
表

現
の
あ
い
だ
に
、
意
義
の
広
狭
、
新
旧
、
雅
俗
の
差
な
ど
の
伍
値
・
内
容
上
の

ち
が
い
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
現
代
の
作
家
木
下
順
二
に
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
類
似
表
現
が

あ
っ
て
、

　
◎
じ
っ
さ
は
お
っ
た
ま
げ
て
、
泣
き
泣
ぎ
そ
れ
を
ひ
ろ
っ
て
、
庭
の
す
み
に

　
　
う
め
て
…
・
：
（
ガ
ニ
ガ
ニ
ゴ
ソ
ゴ
ソ
「
わ
ら
し
べ
長
者
」
所
収
）

　
◎
そ
こ
で
泣
く
泣
く
声
を
あ
げ
て
、
（
中
賂
）
名
前
だ
け
で
も
聞
か
せ
て
や

　
　
ろ
う
と
（
絵
姿
女
房
「
夕
鶴
・
彦
市
ば
な
し
」
所
収
）

◎
は
こ
の
民
話
の
地
の
文
の
中
で
、
ま
た
◎
は
朗
読
の
中
の
語
り
手
の
こ
と
ば

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
後
続
の
動
詞
「
ひ
ろ
う
」
「
（
声
を
）

あ
げ
る
」
を
修
飾
す
る
情
態
副
詞
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
共
通
点
が

あ
る
。
し
か
し
、
（
…
一
が
動
詞
「
泣
く
」
の
連
用
形
の
畳
語
で
あ
り
、
◎
が
そ
れ

の
終
止
形
の
畳
語
で
あ
る
点
に
、
明
ら
か
に
形
態
上
の
差
異
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
表
現
に
随
分
意
を
用
い
る
こ
の
作
家
が
、
ほ
ぼ
同
情
況
の
描
写
に
、

こ
と
な
る
二
形
態
（
す
な
わ
ち
別
語
句
）
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
あ

た
い
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
運
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
ぎ

　
こ
こ
で
、
や
や
本
筋
か
ら
そ
れ
る
が
、
あ
え
て
ふ
れ
る
な
ら
、
作
者
が
こ
の

語
句
の
使
い
分
け
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
く
て
も
、
多
分
◎
が

児
童
対
象
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
◎
が
「
民
話
劇
」
中
の
一
篇
と
し
て
、

一
般
人
を
対
象
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
国
語
史
に
眼
を
向
け
る
と
き
、
そ
こ
に
、
体
系
的
な
変

移
の
波
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
不
変
の
ま
ま
残
っ
た
個
別
例
の
存
在
を

認
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
覚
え
書
き
の
扱
う
と
こ
ろ
に
限
っ
て
、
例
を
あ
げ

て
み
よ
う
。

　
わ
が
日
本
語
に
お
い
て
、
動
詞
を
後
続
す
る
他
の
動
詞
の
修
飾
語
格
に
働
か

せ
る
場
合
、
先
行
動
詞
の
終
止
形
ま
た
は
連
用
形
を
畳
む
と
い
う
方
法
を
と
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
と
が
あ
る
。
　
（
連
用
形
田
宜
語
の
方
は
現
代
に
お
い
て
も
、
一
音
節
連
用
形
を

除
け
ば
、
な
お
生
産
的
で
あ
る
。
）
そ
の
場
合
、
表
１
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ

う
に
、
終
止
形
畳
語
が
連
用
形
畳
語
よ
り
時
期
的
に
早
い
と
言
え
る
。
も
っ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
、
橋
本
四
郎
氏
に
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
両
形
式
の
あ
い
だ
に
機
能

上
の
差
異
の
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
い
。

　
具
体
例
を
整
理
し
た
結
果
か
ら
、
概
括
的
に
導
き
出
せ
る
点
と
し
て
、

　
○
上
古
に
な
か
っ
た
連
用
形
畳
語
が
中
古
以
降
に
終
止
形
畳
語
の
座
を
お
か

　
　
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七



　例用の語畳形用連と語畳形止終るす成構を句飾修用連－表
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き

計
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２
１
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１

ｏ
ｏ
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計

数度用使の形語畳の」キナ「
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」クナ「は字数の内）（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八

　
○
連
用
形
畳
語
は
、
活
用
形
式
か
ら
言
え
ば
非
四
段
活
用
に
、
組
成

　
　
上
か
ら
言
え
ば
複
合
動
詞
に
阜
く
例
が
見
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
ｅ
四
段
動
詞
の
中
で
は
、
三
音
節
以
上
の
動
詞
に
、
連
用
形
の
畳
語

　
　
化
の
例
が
早
く
表
わ
れ
る
こ
と

　
＠
中
世
以
降
の
例
の
う
ち
、
特
定
の
動
詞
に
っ
い
て
は
、
四
段
動
詞

　
　
・
非
四
段
動
詞
を
問
わ
ず
、
終
止
形
畳
語
の
ま
ま
残
っ
た
こ
と

な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
最
後
の
＠
に
属
す
る
動
詞
が
、
最
初
に
あ
げ
た
「
不
変
の
ま
ま

残
っ
た
」
個
別
例
に
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ス
マ
ス
ナ
ク
ナ
ク

ハ
フ
ハ
フ
　
カ
ヘ
ス
ガ
ヘ
ス
　
オ
ヅ
オ
ヅ
　
オ
ソ
ル
オ
ソ
ル
　
、
、
、
ス
、
、
、

ス
　
ミ
ル
ミ
ル
　
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
古
い
用
例
の
当
初
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
途

中
か
ら
、
あ
た
か
も
単
独
副
詞
の
ご
と
く
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
の
よ

う
で
、

　
　
空
し
き
御
骸
を
見
る
く
一
源
・
桐
壷
一

の
よ
う
に
、
動
詞
機
能
を
保
持
し
て
先
行
の
連
用
句
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
情
態
副
詞
と
し
て
、
後
続
の
動
詞
に
の
み
係
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
っ
い
て
は
、
ナ
ク
ナ
ク
　
カ
ヘ
ス

ガ
ヘ
ス
　
カ
ハ
ル
ガ
ハ
ル
な
ど
が
、
類
聚
名
義
抄
に
お
い
て
、
　
「
漢
字

一
字
の
訓
と
し
て
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
一
語
と
把
握



さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。
」
（
前
掲
橋
本
論
文
）
と
の
指
摘
も
、

の
傍
証
と
し
て
あ
わ
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ

　
さ
て
、
終
止
形
畳
語
で
も
っ
と
も
例
の
多
い
の
は
、
ナ
ク
ナ
ク
で
あ
る
。
文

　
　
　
＠

献
の
性
質
に
よ
り
、
用
例
の
出
現
に
か
な
り
大
き
い
か
た
よ
り
の
あ
る
の
は
当

然
で
あ
る
が
、
通
覧
し
た
場
合
、
ナ
ク
ナ
ク
が
断
然
第
一
位
に
立
っ
こ
と
は
ま

こ
と
に
顕
著
な
事
実
で
あ
る
。
以
下
に
用
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ナ
ク
ナ
ク
の

特
質
と
位
相
に
っ
い
て
考
え
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
二
、
ナ
ク
ナ
ク
の
用
例
を
め
ぐ
っ
て

　
表
２
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
ナ
ク
ナ
ク
は
中
古
に
始
ま
っ
て
中
世
を
通

じ
、
一
貴
し
て
、
か
な
り
広
範
な
文
献
に
安
定
し
た
か
た
ち
で
登
場
す
る
。
用

例
は
な
岩
近
世
の
諸
文
献
を
経
て
現
代
の
も
の
に
及
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
文

献
の
質
や
語
桑
量
に
応
じ
て
、
ナ
ク
ナ
ク
の
表
わ
れ
方
が
必
ず
し
も
一
様
で
は

な
い
こ
と
は
、
先
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
特
記
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
平
家
物
語
に
お
け
る
七
八
回
と
い
う
使

用
度
数
が
あ
る
。
こ
の
度
数
は
、
先
行
文
献
で
あ
る
源
氏
物
語
や
今
昔
物
語
に

す
で
に
見
え
て
い
た
ナ
ク
ナ
ク
の
頻
用
傾
向
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
　
　

　
表
３
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
ナ
ク
ナ
ク
の
使
用
度
数
は
、
平
家
物
語
の
異
な

　
　
　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

◎）世中～古中（例用のクナクナ２表

数

６

６
９
０

４

４

例

１
２

８
７

８

６

１

１

用

ｉ
　
■
’
一

語
己
言
口

語

鏡

集

語

語

集

子

集

名

物

日

物

今

物

物

語

言

遺

草

献

納

拾

説

吟

中

級

昔

古

治

家

本

伽

文

堤

更

今

大

新

宇

平

古

御

閑

数

３

１

４

１

７

３

９

１

１

例

５
４

１
２

用

語

集

語

集

語
己
言
口

語
己
言
口

己
言
口

語

語

名

物

物

日

日

物

物

日

物

部

物

言

献

今

撰

式

部

納

取

勢

和

蛉

窪

式

氏

中

文

泉

松

竹

古

伊

後

大

蜻

落

和

紫

源

浜

り
語
全
体
の
中
で
第
三
〇
〇
位
、
副
詞
の
中
で
は
第
ニ
ハ
位
で
あ
っ
て
、
た
し

か
に
注
目
に
あ
た
い
す
る
数
値
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
一
位
か
ら
第
三
〇
位
あ

た
り
ま
で
の
副
詞
が
、
ナ
ク
ナ
ク
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
、
文
献
の
性
質
や
時

代
の
ち
が
い
を
こ
え
て
、
普
遍
的
に
頻
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
瞭

で
あ
る
。

　
平
家
物
語
に
お
け
る
こ
の
ナ
ク
ナ
ク
頻
用
の
事
実
が
、
た
だ
ち
に
後
世
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



違
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

）買〃数度用使（詞ｕ

言
田

の語物家平３表

数度
で
位

体
順

全
の

詞ｕ
一
邑

位煩’数度
で
位

体
順

全
の

詞副位頂

７
８００３くなくな６１９４２６９又１

６
１４７３

，
』

｝もと
１
７７０２７１１唯

■

只２

６
０７７３しま｝し

１
８８７１０４１てがや３

５
７９鵠しこす９１３７１１４１さ４

５
９３９３とにな

２
０１７１３４１にです５

でかい

ひとこデ

と
，
－

デまあ

どな
●
　
■
　
●

５５１７５１
・
ニ

デま
、

レ６

２４１４７１てさ７

６３１２８１てつも８

３０１６２２ま｝な９

２０１９２２にひつ０ユ

９
４７４２

、
つ、

カー１

９
１１６２

“
、

カ
、

カ
、

レ１
２

５８９７２づま
１
３

８
０４９２く

、

オ４１

７
９７９２

，
』

レりまあ５１

け
る
ナ
ク
ナ
ク
の
使
用
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
唯
一
の
契
機
と
目
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
場
面
に
遭
遇
し
た
人
間
の

切
迫
し
た
心
理
を
描
く
際
の
恰
好
の
表
現
と
し
て
、
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い

た
ナ
ク
ナ
ク
が
、
よ
う
や
く
頻
用
の
果
て
に
、
定
型
表
現
化
の
み
ち
を
た
ど
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇

に
い
た
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
原
因
が
恋
で
あ

れ
、
戦
乱
で
あ
れ
、
封
建
制
度
で
あ
れ
、
さ
か
ら
い
切
れ
な
い

運
命
の
悲
歎
を
か
こ
ち
っ
っ
も
、
っ
い
に
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
登
場
人
物
の
心
情
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
ナ
ク

ナ
ク
は
、
い
つ
か
具
体
的
な
「
泣
く
」
動
作
を
伴
わ
な
く
て

も
、
情
態
副
詞
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
、
愛
用
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
表
２
を
一
見
す
れ
ば
、
源
氏
以
下
の
物

語
類
に
き
わ
だ
っ
て
ナ
ク
ナ
ク
の
用
例
の
多
い
こ
と
が
知
れ

る
。
描
写
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
ナ
ク
ナ
ク
が
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

類
に
多
い
の
は
、
む
し
ろ
自
然
の
理
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
ミ
ル
ミ
ル
　
オ
モ
フ
木
モ
フ
　
キ
ク
キ
ク
な
ど
の
畳

語
に
、
知
覚
内
容
を
示
す
連
用
修
飾
語
旬
が
必
然
的
に
先
行
す

る
の
と
は
こ
と
な
り
、
「
泣
く
」
が
完
全
自
動
詞
で
あ
る
た
め

に
、
ナ
ク
ナ
ク
は
直
接
に
は
修
飾
語
句
を
受
け
る
必
要
が
な
い

か
ら
、
み
ず
か
ら
が
通
例
も
っ
ぱ
ら
麦
続
動
詞
に
係
る
連
用
修

飾
句
と
し
て
働
く
だ
け
で
あ
り
、

　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
　
障
子
に
ナ
ク
ナ
ク
一
首
の
歌
を
ぞ
か
訓
つ
け
け
る
。
（
平
家
巻
一
砥
王
）

の
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
本
来
の
二
動
作
の
同
時
性
を
表
示
す
る
機
能
を
失

っ
て
、
構
文
的
に
は
、
二
個
の
動
詞
成
分
の
あ
い
だ
の
挿
入
句
と
し
て
意
識
さ

れ
る
結
果
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
、
ナ
ク
ナ
ク
の
副
詞
化
が
促
進
さ
れ
た
と
考
え



ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ナ
ク
ナ
ク
の
用
例
に
時
代
的
な
下
限
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
先

に
あ
げ
た
木
下
順
二
の
作
晶
に
お
け
る
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
も
、
ナ
ク
ナ

ク
は
か
な
り
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
便
宜
現
在
通
行
の
辞
典
類
に
あ

た
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
○
印
は
見
出
し
語
と
し
て
掲
出
、
×
印

は
不
掲
出
）

　
辞
典
名

学
習
国
語
新
辞
典

酷
引
曽
語
辞
典

学
習
国
語
辞
典

用
例
学
習
国
語
辞
典

文
英
堂
学
習
国
語
辞
典

漢
字
で
引
く
国
語
辞
典

学
習
国
語
大
辞
典

大
日
本
図
書
国
語
辞
典

　
　
　
　
　
（
ジ
ュ
ニ
ア
版
）

講
談
社
国
語
辞
典

例
解
国
語
辞
典

明
解
国
語
辞
典

講
談
社
国
語
辞
典

角
川
国
語
辞
典

（
編
著
者
名
）

（
金
田
二
兄
助
）

（
山
田
忠
雄
）

（
小
林
国
雄
）

（
金
田
一
春
彦
）

（
時
枝
誠
記
）

（
原
富
男
）

（
佐
伯
梅
友
）

（
岩
淵
悦
太
郎
）

一
融
簸
一

（
時
枝
誠
記
）

（
金
田
二
尺
助
）

（
久
松
潜
一
他
）

一
総
轡
口
一

な
き
な
き

　
　
×

　
　
×

　
　
×

　
　
Ｘ

　
　
Ｘ

　
　
×

　
　
○

　
　
○

　
　
○

　
　
○

　
　
×

　
　
×

　
　
Ｘ

連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
っ
い
て
の
覚
え
書
き

な
く
な
く

　
Ｘ

　
×

　
○

　
○

　
○

　
○

　
○

　
○

　
○

　
○

　
○

　
○

　
○

三
省
堂
国
語
辞
典

旺
文
社
国
語
辞
典

旺
文
杜
国
語
総
合
辞
典

新
明
解
国
語
辞
典

岩
波
国
語
辞
典

新
潮
国
語
辞
典

口
ー
マ
字
で
引
く
国
語
新
辞
典

三
省
堂
新
国
語
中
辞
典

広
　
辞
苑

日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典

明
解
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
辞
典

言
　
　
　
海

辞
　
　
　
林

辞
　
　
　
襲

（
金
田
二
示
助
）

（
久
松
潜
一
他
）

（
金
田
二
只
功
他
）

嘉
艇
太
嫉
一

（
久
松
潜
一
）

一
擬
縛
蟄

（
新
村
出
）

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）

（
金
田
一
春
彦
）

（
大
槻
文
彦
）

（
金
沢
庄
三
郎
）

（
垣
内
松
三
）

両
形
と
も
掲
出
し
な
い
も
の

ナ
ク
ナ
ク
の
み
を
掲
出
す
る
も
の

両
形
と
も
掲
出
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

二
二

×××○×○○○○○○×○×

３
点

１
２
点

１
２
点

２
７
点

○○○○○○○○○○○○○×



　
　
　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
ぎ

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
ナ
ク
ナ
ク
　
ナ
キ
ナ
キ
を
と
も
に
掲
出
し
て
い
な
い
辞

典
を
除
く
と
、
両
形
を
掲
出
し
て
い
る
辞
典
と
、
し
て
い
な
い
辞
典
は
、
同
数

で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
¢
ナ
ク
ナ
ク
が
現
在
で
も
な
お
使
わ
れ
な
が
ら
、
語

法
上
で
は
、
め
ず
ら
し
い
形
と
し
て
、
古
語
化
の
み
ち
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
こ

と
、
◎
そ
の
一
方
で
は
、
ナ
キ
ナ
キ
が
こ
と
さ
ら
掲
出
さ
れ
て
、
こ
の
形
も
ま

た
、
ハ
シ
リ
ハ
シ
リ
　
ィ
ィ
ィ
ィ
な
ど
よ
り
、
い
ま
な
お
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て

い
る
ら
し
い
こ
と
、
を
暗
示
し
て
い
る
。
と
も
か
く
、
古
形
ナ
ク
ナ
ク
は
、
直

接
的
に
は
伝
統
的
な
使
用
例
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
ま
た
内
面
的
に
は
新
形
ナ
キ

ナ
キ
の
頻
用
か
ら
刺
激
を
受
け
な
が
ら
、
ま
だ
当
分
は
そ
の
姿
を
消
す
こ
と
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
他
の
動
詞
か
ら
分
出
さ
れ
た
畳
語
形
式
が
、
少

数
の
例
外
（
カ
ヘ
ス
ガ
ヘ
ス
　
ハ
フ
ハ
フ
　
ミ
ス
ミ
ス
な
ど
）
を
除
い
て
、
連

用
形
の
そ
れ
に
転
じ
た
の
ち
も
、
こ
の
ナ
ク
ナ
ク
が
根
づ
よ
く
生
き
残
っ
た
の

に
は
、
ナ
ク
ナ
ク
が
前
記
例
外
の
類
と
同
じ
く
、
単
独
副
詞
的
に
意
識
さ
れ
た

た
め
と
い
う
理
由
を
一
往
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
口
語
的
性

格
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
文
献
の
中
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
子
は
泣
く
泣
く
伯
父
の
ひ
ざ
に
居
け
り
（
醒
睡
笑
　
巻
之
四
聞
え
た
批
判

　
　
九
）
．

　
　
斯
て
、
百
姓
ど
も
は
、
な
く
く
十
丈
が
は
ら
に
急
ぎ
け
る
一
狐
塚
千
本

　
　
鎗
「
民
衆
運
動
の
思
想
」
所
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二

　
　
場
中
で
恥
を
か
か
せ
た
れ
ば
、
泣
く
泣
く
烏
の
中
に
加
は
り
、
尾
羽
を
す

　
　
ぽ
め
て
、
か
が
み
廻
っ
た
。
（
キ
リ
シ
タ
ン
版
ユ
ソ
ポ
物
語
「
孔
雀
と
、

　
　
烏
の
事
。
」
）

の
よ
う
に
、
ナ
ク
ナ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
例
外
の
類
が
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
連
用
形
の
畳
語
形
式
を
分

出
せ
ず
、
副
詞
化
が
早
期
に
完
了
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
と
比
べ
る
と
、

ナ
ク
ナ
ク
は
か
な
り
事
情
を
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
語
意
識
と
い
う

よ
り
は
、
や
は
り
頻
用
に
よ
る
固
定
化
・
類
型
化
の
力
が
大
き
か
っ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
、
ナ
キ
ナ
キ
の
出
現

　
前
章
で
は
も
っ
ぱ
ら
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
論
じ
た
。
し
か
し
、
ナ
ク
ナ
ク
は

現
在
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、
冒
頭
に
あ
げ
た
木
下
順
二
の
作
晶
の
例
や
前
章
の

辞
典
類
の
見
出
し
語
の
調
査
の
結
果
か
ら
も
、
ナ
キ
ナ
キ
と
共
存
の
状
態
に
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ナ
キ
ナ
キ
の
用
例
と
合
わ
せ
考
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

　
ナ
キ
ナ
キ
の
古
い
用
例
を
あ
げ
る
と
、

　
１
、
老
與
ｏ
邑
量
ｏ
ま
＜
昌
胃
９
串
ボ
オ
～
ｏ
目
畠
ｏ
自
＜
昌
胃
ｏ
雪
．
ロ
ド
リ
ゲ
ス

　
　
日
本
大
文
典
（
：
ハ
○
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

２
、
郭
公
な
き
く
飛
ぞ
闇
は
し
芭
蕉
績
虚
栗
一
ニ
ハ
八
七
一



３
、
玄
宗
一
な
き
く
耳
の
あ
か
を
ほ
り
誹
恩
柳
多
留
二
篇
一
一
主
ハ

　
　
六
？
）

４
、
ナ
キ
く
な
く
く
富
士
谷
御
杖
詞
葉
新
雅
一
；
九
二
一

　
５
、
ナ
ヰ
ナ
キ
モ
セ
メ
テ
ハ
御
前
ノ
近
江
へ
御
通
ヒ
ナ
サ
ル
ノ
ヲ
ナ
リ
斥
見

　
　
様
ケ
レ
。
本
居
宣
長
古
今
和
歌
集
遠
鏡
古
今
恋
四
ミ
◎
（
一
七
九
四
）

６
、
な
く
く
天
々
也
。
な
き
な
き
と
い
一
り
。
橘
守
部
雅
言
考

　
　
　
　
＠

な
ど
で
あ
る
。

　
（
な
お
附
言
す
る
な
ら
ぱ
、
こ
こ
に
、
平
凡
社
刊
「
大
辞
典
」
お
よ
び
「
新

潮
国
語
辞
典
」
が
掲
出
し
て
い
る
狂
言
の
用
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
當
今

世
迷
言
計
を
い
う
て
、
涙
を
こ
ぼ
し
泣
き
泣
き
致
さ
れ
ま
す
。
」
《
狸
言
・
茶
盃

拝
）
の
ナ
キ
ナ
キ
の
用
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
構
文
に
あ
っ
て
は
、
ナ
キ

ナ
キ
ス
ル
、
ナ
キ
ツ
ヅ
ケ
ル
、
ヨ
ク
ナ
ク
の
意
で
あ
っ
て
、
小
考
に
扱
う
と
こ

ろ
の
連
用
修
飾
句
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
）

　
つ
ぷ
さ
に
諸
資
料
に
眼
を
通
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
段
階
で
ナ
キ

ナ
キ
の
用
例
の
上
限
を
云
々
す
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
文

献
と
し
て
は
一
七
世
紀
初
頭
の
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
日
本
大
文
典
に
ま
で
は
遡
り
得

る
こ
と
は
、
右
に
見
た
と
お
り
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
行
文
章
語

の
影
響
を
受
け
る
こ
と
の
少
な
い
口
頭
語
の
世
界
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
早
く

か
ら
ナ
キ
ナ
キ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
終
止
形
畳
語
か
ら
連
用
形
畳
語
へ
の
交
替
と
い
う
一
般
的
な
現
象
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

語
に
よ
っ
て
遅
速
が
あ
り
、
ま
た
文
献
に
ょ
っ
て
遅
速
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
ク
の
場
合
ほ
ど
、
新
形
の
連
用
形
畳
語
の
登
場
が
お
そ

く
、
か
っ
、
長
期
に
わ
た
っ
て
終
止
形
畳
語
と
両
立
共
存
し
た
例
は
、
他
に
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
、
ナ
キ
ナ
キ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
接
し
得
る
江
戸

時
代
の
諸
文
献
に
お
い
て
も
、
終
始
ナ
ク
ナ
ク
に
主
位
を
占
め
ら
れ
た
ま
ま
、

口
語
的
世
界
に
息
づ
い
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点

に
、
ナ
ク
ナ
ク
の
並
み
並
み
な
ら
ぬ
根
づ
よ
さ
と
、
こ
の
語
句
の
特
殊
な
位
置

を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
　
　
　
四
、
語
形
な
ど
の
問
題

　
ナ
ク
ナ
ク
の
特
殊
性
を
考
え
る
場
合
、
語
形
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
先
に
副
詞
化
の
早
か
っ
た
動
詞
畳
語
と
し
て
、
カ
ヘ
ス
ガ
ヘ
ス
　
ハ
フ
ハ

フ
　
ミ
ス
ミ
ス
な
ど
を
あ
げ
た
。
そ
の
用
例
は
、

　
…
カ
ヘ
ス
ガ
ヘ
ス
　
◎
し
ば
し
ば
。
な
ん
ど
も
。
　
「
加
遍
須
加
遍
須
念
へ
ど

　
　
も
」
続
日
本
紀
宣
命
　
第
ニ
ハ
詔
　
◎
か
さ
ね
が
さ
ね
。
重
々
。
　
「
か
へ

　
　
す
ぐ
本
意
な
く
覚
え
侍
れ
一
竹
取

　
働
ハ
フ
ハ
フ
　
¢
は
う
よ
う
に
し
て
や
っ
と
歩
い
て
行
く
さ
ま
。
か
ろ
う
じ

　
　
て
。
「
錆
さ
び
は
ふ
は
ふ
の
ぽ
る
位
山
…
…
」
｝
頼
政
集
　
◎
あ
わ
て
ふ
た

　
　
め
く
さ
ま
。
と
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
。
「
い
た
は
る
事
あ
り
て
え
参
ら

　
　
ぬ
を
、
殿
よ
り
せ
め
て
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
は
ふ
は
ふ
参
り
て
」
顕
輔
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三



　
　
　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

　
　
ハ
フ
ハ
フ
の
て
い
　
日
ポ
辞
書

　
３
）
ミ
ス
ミ
ス
　
見
せ
な
が
ら
。
見
て
い
る
う
ち
に
。
梅
の
花
印
に
見
す
見
す

　
　
も
衰
ふ
る
か
な
（
宇
津
保
・
梅
の
花
笠
）
　
目
に
見
す
見
す
、
世
に
は
か

　
　
か
る
こ
と
こ
そ
は
あ
り
け
れ
…
…
（
源
氏
・
葵
）

の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
ｍ
が
連
濁
を
起
こ
し
て
、
一
語
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
早
く
示

し
て
い
る
こ
と
、
側
が
ハ
フ
ハ
フ
の
テ
ィ
の
形
で
固
定
し
て
名
詞
的
に
処
遇
さ

れ
、
一
方
で
音
韻
変
化
を
こ
う
む
っ
て
、
ホ
ウ
ホ
ウ
の
形
と
な
っ
て
い
る
こ

と
、
側
が
当
初
の
「
目
ニ
ミ
ス
ミ
ス
」
の
形
か
ら
「
目
二
」
が
省
か
れ
て
、
独

立
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
、
語
形
上
な

い
し
は
語
格
上
の
変
化
を
き
た
し
、
も
と
の
動
詞
と
の
あ
い
だ
に
へ
だ
た
り
が

で
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
比
す
る
と
、
ナ
ク
ナ
ク
は
終
始
、
語
形
・
語
格
上
の

変
化
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
「
ナ
ク
」
の
畳
語
形
式
で
あ
る
こ
と
を
明

示
す
る
姿
を
？
ｂ
ぬ
い
て
き
た
。
こ
こ
に
、
ナ
ク
ナ
ク
が
、
頻
用
に
よ
る
固
定

化
の
中
に
も
、
ナ
キ
ナ
キ
を
胚
胎
す
る
契
機
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
カ
ヘ
ス
ガ
ヘ
ス
と
同
様
に
、
古
く
か
ら
副
詞
化
が
完
了
し
て
い
た
と

見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
マ
ス
マ
ス
、
シ
ク
シ
ク
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
も

「
畳
語
化
に
よ
る
副
詞
へ
の
転
成
」
の
例
で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
語
に
副

詞
化
が
早
く
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
え
た
い
。

　
ま
た
、
こ
の
類
に
近
い
も
の
に
、
．
オ
ソ
ル
オ
ソ
ル
　
オ
ヅ
オ
ヅ
　
、
・
・
ル
、
・
・
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
オ
ソ
レ
オ
ソ
レ
　
オ
ヂ
オ
ヂ
　
ミ
ィ
ミ
ィ
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
、
連
用
形
（
あ
る
い
は
そ
の
長
音
化
）
の
畳
語
形
を
後
世
も
つ
こ
と
に
な
る

点
で
、
カ
ヘ
ス
ガ
ヘ
ス
の
類
と
も
、
ち
が
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

五
、
ナ
ク
ナ
ク
の
機
能
と
意
味

　
ナ
ク
ナ
ク
な
ど
の
機
能
に
っ
い
て
、
早
く
注
意
し
た
も
の
に
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス

の
日
本
大
文
典
が
あ
る
。

　
○
動
詞
の
語
根
を
繰
返
し
た
も
の
を
往
々
分
詞
と
し
て
使
ふ
が
、
そ
れ
は
我

　
　
々
が
く
８
ユ
己
９
８
昌
Ｏ
己
９
昌
Ｏ
ぎ
昌
己
◎
一
（
笑
ひ
な
が
ら
、
食
ひ

　
　
な
が
ら
、
又
は
、
泣
き
な
が
ら
來
た
。
）
と
い
ふ
場
合
に
似
て
ゐ
る
。
例
へ

　
　
ば
、
＜
胃
巴
き
昌
｛
昌
與
葦
串
Ｏ
邑
ｏ
巨
Ｏ
邑
雪
．
老
８
邑
量
Ｏ
巨
＜
目
彗
？

　
　
雪
．
ピ
老
與
Ｏ
目
８
固
Ｏ
目
＜
目
彗
ｏ
冨
一
〇
饒
ｏ
口
目
四
ま
冨
一
老
與
Ｏ
自
目
ｏ
Ｏ
自
ｏ
與
ｋ
宰
目

　
　
等
。

　
　
　
　
＠

　
右
の
説
明
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
現
在
分
詞
を
あ
て
た
だ
け
で
、
同
時
性
表
示

の
機
能
を
教
え
る
に
と
ど
ま
る
が
、
ナ
キ
ナ
キ
型
と
ナ
ク
ナ
ク
型
の
両
形
を
併

記
し
、
し
か
も
、
ナ
キ
ナ
キ
型
を
先
に
あ
げ
て
い
る
点
は
注
目
に
あ
た
い
し
よ

う
。
右
の
説
明
に
お
け
る
「
語
根
」
は
連
用
形
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
が
ナ

キ
ナ
キ
型
を
先
に
あ
げ
た
の
は
、
「
こ
の
書
で
は
主
と
し
て
話
し
こ
と
ば
及
び

普
通
の
會
話
に
参
考
と
な
る
事
を
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
が
、
…
…
」
（
本
文
典



の
論
述
を
理
解
し
易
か
ら
し
め
ん
が
爲
の
例
言
敷
則
）
と
の
方
針
に
し
た
が
っ

た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
時
代
は
は
る
か
に
く
だ
る
が
、
俗
語
に
よ
る
歌
語
検
索
辞
典
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
た
詞
葉
新
雅
（
寛
政
四
年
）
が
、

　
　
ナ
キ
く
　
　
な
く
く
一
四
十
三
丁
ウ
一

　
　
シ
ヨ
ウ
一
ト
ナ
シ
一
な
く
く
一
九
十
丁
オ
一

と
、
二
個
所
に
ナ
ク
ナ
ク
を
あ
げ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
ナ
キ
ナ
キ
に
は
当
然
と
し
て
も
、
シ
ョ
ウ
コ
ト
ナ
シ
ニ
に
も
ナ
ク
ナ

ク
を
あ
て
て
い
て
、
ナ
ク
ナ
ク
が
、
明
ら
か
に
現
実
に
、
　
「
泣
く
」
と
い
う
一

見
し
て
わ
か
る
動
作
を
随
伴
し
て
い
な
く
て
も
、
つ
よ
い
悲
歎
．
困
惑
．
不
満

を
感
じ
て
い
る
主
体
の
情
意
を
描
写
す
る
語
句
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
の

多
か
っ
た
事
実
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
詞
葉
新
雅
に
う
か
が
え
る

語
義
の
的
確
な
把
握
と
比
べ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
■
　
●
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
キ
ツ
、

　
　
○
な
く
な
く
簑
也
。
俗
に
は
な
き
く
と
い
一
り
。
拳
と
云
ふ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
、
ツ
・

　
　
　
　
同
じ
。
凡
て
俗
言
に
は
乍
を
、
謂
乍
を
い
ひ
く
、
聞
乍
を
ぎ
・

　
　
　
　
く
な
ど
云
ふ
を
、
雅
言
に
は
い
ふ
く
、
き
く
く
と
云
一
り
。

　
　
　
　
此
格
み
な
同
じ
。
（
獲
言
考
）

と
し
た
橘
守
部
の
説
明
は
、
体
系
的
で
は
あ
る
が
、
表
面
的
な
言
及
に
終
わ
っ

て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
辞
書
に
お
け
る
ナ
ク
ナ
ク
の
語
義
説
明
と
し
て
は
、
ほ
と
ん

　
　
　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

ど
、
ナ
キ
ナ
キ
　
ナ
キ
ナ
ガ
ラ
　
ナ
キ
ツ
ツ
と
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
次
の
も

の
は
注
目
さ
れ
て
い
い
。

　
ｍ
大
日
本
国
語
辞
典

　
　
な
く
な
く
　
泣
泣
鳴
鳴
（
副
）
な
き
な
が
ら
。

　
　
　
な
き
つ
っ
。
な
き
な
き
。

　
　
　
　
－
■
ｉ
…
＠
　
　
　
－
－
、
　
－
一
　
　
－
－
　
　
－
－
－
－
－
－
“
－
－
－
－

　
　
　
な
く
な
く
と
　
泣
泣
泣
き
ぬ
べ
き
ほ
と
の
さ
ま
に
て
。
泣
か
ぬ
ぱ
か

　
　
　
　
り
に
て
。

　
四
セ
ス
ラ
ン
和
仏
大
辞
典
（
一
九
四
〇
）

　
　
墨
ぎ
畠
ぎ
（
泣
々
）
邑
．
Ｈ
．
向
箏
亘
ｏ
昌
彗
戸
ざ
目
↑
昌
一
胃
目
婁
Ｎ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
＞
＜
９
『
曾
目
管
彗
８
し
０
８
ぎ
－
８
０
毫
し
『
晶
至
．

　
側
口
ー
マ
字
で
引
く
国
語
新
辞
典

　
　
冨
琴
畠
迂
泣
き
泣
き
（
副
）
１
な
き
な
が
ら
。
〔
げ
９
毒
９
。
。
◎
茅
〕
２

　
　
　
（
俗
に
）
句
っ
と
の
こ
と
で
。
か
す
か
す
。
〔
ｇ
邑
己
（
例
）
泣
き
泣
き

　
　
　
一
合
し
か
な
い
。

　
さ
て
、
既
述
の
と
お
り
、
ナ
ク
か
ら
分
出
さ
れ
た
ナ
ク
ナ
ク
の
本
来
の
機
能

は
、
後
続
の
動
詞
の
連
用
修
飾
格
に
立
っ
て
、
二
個
の
動
作
の
同
時
性
を
示
す

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
前
件
た
る
ナ
ク
ナ
ク

は
、
後
件
た
る
動
詞
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
従
属
的
動
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

け
出
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
日
本
語
の
構
文
的
性
格
か
ら
、
や
が
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
五



　
　
　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
ぎ

現
実
の
可
視
的
な
動
作
性
を
消
失
し
て
、
情
態
あ
る
い
は
情
意
を
描
写
す
る
副

詞
と
化
し
て
い
く
運
命
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、
ナ
ク
が
完
全
自
動
詞
で
あ

　
　
＠

る
こ
と
が
、
こ
の
語
句
の
副
詞
化
を
功
け
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
先
に
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ワ
ナ
ナ
ク
ワ
ナ
ナ
ク
　
フ
ル
フ
フ
ル
フ
　
ハ
シ
ル
ハ
シ

ル
　
ワ
ラ
フ
ワ
ラ
フ
な
ど
に
終
止
形
畳
語
が
多
い
よ
う
に
見
え
る
の
に
は
、
こ

れ
ら
の
動
詞
の
性
質
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
ナ
ク
と
い
う
和
語
は
、
目
９
畠
昌
な
ど
と
同
根
と
目
さ
れ
、
本
来
、

「
声
を
あ
げ
て
ナ
ク
」
意
で
あ
っ
て
、
語
源
的
に
も
ナ
ク
ナ
ク
と
い
う
畳
語
が

き
わ
め
て
喚
起
的
感
性
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
際

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

六
、
ナ
ク
ナ
ク
の
表
記
形
式

　
ナ
ク
ナ
ク
の
表
記
形
式
は
随
分
多
様
で
あ
る
。
漢
字
を
主
に
し
た
辞
書
で

は
、
「
泣
」
「
旺
」
の
各
一
字
に
ナ
ク
ナ
ク
が
訓
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
て
、

　
　
泣
ナ
一
ク
ナ
ク
く
（
類
聚
名
義
抄
法
上
一
四
一

　
　
　
　
ナ
ミ
タ

　
　
兄
ナ
ク
く
泣
同
（
色
葉
字
類
抄
黒
川
本
中
三
六
丁
ウ
八
）

の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

漢
文
訓
読
体
で
も
、
「
泣
」
字
一
字
を
ナ
ク
ナ
ク
と
訓
ず
る
場
合
が
多
い
。

　
　
泣
尋
沙
塞
出
家
猫
（
泣
く
な
く
沙
塞
を
尋
ね
て
　
家
郷
を
出
づ
）
和
漢
朗

　
　
　
詠
集
；
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六

　
今
昔
物
語
で
は
、
「
泣
く
ク
」
「
泣
々
」
「
泣
々
ク
」
「
巽
々
ク
」
の
順
で
使
用

さ
れ
て
い
る
。
平
家
物
語
で
は
「
な
く
な
く
」
が
「
泣
々
」
よ
り
や
や
多
い
よ

う
で
あ
る
。
「
泣
々
一
は
江
戸
時
代
に
も
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、
「
泣
く
く
一

が
漸
次
標
準
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
「
泣
々
」
「
突
々
」
と
い
っ
た
表
記
形
式
で
あ
っ
て
も
、
「
な
く
な
く
」
と
よ

ん
で
、
ま
ず
ま
ち
が
い
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ナ
ク
ナ
ク
の
安

定
し
た
使
用
例
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
払
雛
泣
く
母
は
き
ば
る
な
り
一
柳
多
留
八
警
．

は
、
他
の
表
記
例
一
多
く
は
「
な
き
く
一
一
か
ら
推
し
て
、
「
な
き
な
き
一
と

し
た
岩
波
文
庫
本
の
索
引
に
な
ん
ら
異
論
を
さ
し
は
さ
む
必
要
は
あ
る
ま
い
。

お
　
わ

り

に

　
以
上
、
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
を
め
ぐ
っ
て
数
点
の
考
察
を
展
開
し
て
き

た
。
ナ
ク
ナ
ク
が
、
い
わ
ば
文
学
語
と
し
て
定
着
し
、
類
型
化
を
き
た
し
っ
つ

も
長
い
あ
い
だ
頻
用
さ
れ
、
語
形
を
変
え
な
か
っ
た
理
由
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な

っ
た
と
考
え
る
。
終
止
形
畳
語
と
連
用
形
畳
語
に
関
す
る
一
般
的
原
理
的
な
問

題
は
、
す
で
に
前
掲
橋
本
論
文
が
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
ま
特
に

つ
け
く
わ
え
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
た
だ
、
類
似
の
言
語
表
現
の
機
能
や
意
義

を
考
察
す
る
立
場
か
ら
は
、
当
然
、
ナ
ク
　
ナ
キ
ツ
ツ
　
ナ
キ
ナ
ガ
ラ
　
ナ
ミ

ダ
ヲ
ナ
ガ
ス
な
ど
の
発
生
、
消
長
、
使
用
度
数
を
も
合
わ
せ
考
え
る
べ
き
で
あ



る
が
、
今
回
は
も
っ
ぱ
ら
ナ
ク
ナ
ク
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
考
察
に
終
わ
っ
た
こ

と
を
こ
と
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ナ
ク
ナ
ク
以
外
の
動
詞
畳
語
の
具
体

的
な
様
相
に
っ
い
て
も
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
続
考
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
　
注

　
◎
　
現
代
語
に
お
け
る
一
音
節
連
用
形
は
、
　
一
段
活
用
か
変
格
活
用
に
し
か

　
　
な
い
。
関
酉
方
言
に
お
け
る
シ
ィ
シ
ィ
、
ミ
ィ
ミ
ィ
の
よ
う
な
長
音
化
を

　
　
除
外
す
れ
ば
、
緒
局
、
　
一
音
節
連
用
形
畳
語
は
存
在
し
な
い
と
言
え
よ

　
　
う
。

　
◎
　
橋
本
四
郎
「
動
詞
の
重
複
形
」
（
「
国
語
国
文
」
第
二
十
八
巻
第
八
号
）

　
　
表
－
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
各
種
の
索
引
類
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
宇

　
　
治
拾
遺
物
語
と
誹
風
柳
多
留
に
つ
い
て
は
岩
波
文
庫
本
に
よ
っ
た
。

　
　
　
な
お
、
参
考
ま
で
に
、
次
ぺ
ー
ジ
に
「
古
典
対
照
語
い
表
」
か
ら
抄
出

　
　
し
た
動
詞
畳
語
の
用
例
表
を
あ
げ
る
。

　
＠
　
三
音
節
以
上
の
場
合
は
、
複
合
語
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
、
　
一
般

　
　
的
傾
向
と
し
て
は
、
た
し
か
に
音
節
数
の
多
い
も
の
ほ
ど
違
用
形
畳
語
に

　
　
転
じ
や
す
か
っ
た
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
ハ
シ
ル
ハ
シ
ル
　
フ
ル
フ
フ
ル

　
　
フ
　
ワ
ナ
ナ
ク
ワ
ナ
ナ
ク
の
よ
う
な
例
外
も
あ
っ
た
。
（
上
田
秋
成
の
使

　
　
用
例
、
フ
ル
フ
フ
ル
フ
　
ワ
ナ
ナ
ク
ワ
ナ
ナ
ク
　
叫
ブ
叫
ブ
　
ア
ユ
ム
ア

　
　
　
ユ
ム
　
ノ
ボ
ル
ノ
ポ
ル
な
ど
（
藤
簑
冊
子
）
参
照
）

　
　
　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

◎
　
　
「
雑
兵
物
語
」
の
よ
う
な
武
士
に
関
す
る
記
録
、
「
枕
草
子
」
　
の
よ
う

　
な
日
記
で
理
知
的
執
筆
態
度
に
よ
っ
て
な
っ
た
も
の
な
ど
に
は
、
ナ
ク
ナ

　
ク
は
見
あ
た
ら
な
い
。

＠
　
表
２
も
各
種
の
索
引
類
に
よ
っ
て
作
っ
た
。
索
引
の
な
い
も
の
に
つ
い

　
て
は
、
岩
波
文
庫
本
に
よ
っ
て
算
出
し
た
。
今
昔
物
語
は
、
現
存
の
２
８
巻

　
の
う
ち
、
「
文
節
索
引
」
の
出
て
い
る
１
３
巻
分
に
つ
い
て
調
べ
た
。

◎
　
表
３
は
、
金
田
一
春
彦
他
編
「
平
家
物
語
総
索
引
」
巻
末
の
「
使
用
度

　
数
表
」
に
よ
り
作
成
し
た
。

◎
今
昔
物
語
そ
の
他
の
用
例
を
見
て
も
、
地
の
文
に
お
け
る
例
が
ほ
と
ん

　
ど
を
占
め
て
お
り
、
会
語
の
部
分
で
は
少
数
を
数
え
る
に
と
ど
ま
る
。
こ

　
の
こ
と
も
ナ
ク
ナ
ク
と
描
写
性
と
の
関
連
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
　
醒
睡
笑
は
、
本
覚
え
書
ぎ
の
扱
う
角
度
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
意
外
に
文

　
語
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
ナ
ク
ナ
ク
四
、
キ
ク
キ
ク
山
、
フ
ル
フ
フ
ル
フ

　
働
、
タ
ド
ル
タ
ド
ル
…
な
ど
の
ナ
ク
ナ
ク
型
が
多
い
。
し
か
し
、
勿
論
、

　
イ
ヒ
イ
ヒ
、
オ
ソ
レ
オ
ソ
レ
の
よ
う
な
ナ
キ
ナ
キ
型
も
含
ん
で
い
る
。
ま

　
た
、
「
中
老
ほ
ど
の
人
餅
を
見
る
見
る
、
『
…
：
・
』
よ
し
い
ふ
を
聞
き
、
『
…

　
…
』
と
お
も
ひ
、
」
（
巻
之
三
不
文
字
一
七
）
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

＠
こ
の
発
句
は
、
あ
つ
め
句
で
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
な
く
く
と
ぶ
ぞ
い
そ

　
が
は
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
芭
蕉
句
集
」
発
句

　
篇
舳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
一
七



連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

二
二
八

）るよ
，
』

」表い語照対典古丁表例用の語畳詞動

計

万
葉
集

竹
　
取

伊
　
勢

古
今
集

土
　
　
左

後
撰
集

蜻
　
　
蛉

枕
草
子

源
　
　
氏

紫
式
部
日
記

更
　
級

大
　
　
鏡

方
丈
記

徒
然
草

榊
＼

イ＼
一

。
一
４
一
。

一引
，
引

１
－

一
１
－

１
－

１
－

１
０

５
１

５
１

１
一
坦
３
一
。

■一

り
一
ふ
一

あ
一
い

一 一
二一

引
一

２

７
１

３４
１
－

引
２
１

１
１

引

一
ふ
る
一
す
、

一
も
一
は
一
へ
一

引引引 ４
一
１

４

りあ

ふい

るど

づ
一
お
一
が
一
が
一
く
一
る
一
た

お
一
ふ
一
る
一
す
一
き
一
し
一
る

づ
、

お

もお

ま６
、

カ

へか く
．

ぎ

るし
与

ど
，
－

ナ
１
－

るとると

盟
。

３４１

１
－

３５４１
６
１

４
１

くなくな

引くげ

な
一

くげな

１

１
１

ぐへなぐへな

１

１
１

むくにむく

・
二
・
一
・

２

一一
６

「
，
ヨ
ーるぬる

に
－

１

る
一

し

は
一

るしよ｝

一ふはふは

５
一

ふ
一

るふふるふ

１す

ま
一

すま

１
１
１

ふど

ま
■

ふ
１

どま

・
玉

３
－

１
１

すみすみ

引引

－
一１

一

るみるみ

２
丁
一
。
玉

１

１
１

るぐめるぐめ

１すやすや

一くゆくゆ

一引３１３くななわくななわ

１１くわくわ

１

１
１

１
亙

１

ふ

ら
一わ

一
り

ふらわ

をりを
２
１くしくし

２２すす

２１
１
１

るへがるへか



＠
　
な
お
、
室
町
・
桃
山
・
江
戸
初
期
の
口
語
的
資
料
を
通
覧
す
る
必
要
が

　
あ
る
が
、
今
回
は
果
た
さ
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
抄
物
・
法
語
等
に
眼
を

　
ひ
ろ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
部
分
的
な
調
査
に
終
わ
っ
た
。
　
「
抄
物

　
資
料
集
成
」
　
（
史
記
抄
・
毛
詩
抄
・
蒙
求
抄
）
や
「
長
恨
歌
抄
」
な
ど
に

　
も
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
◎

＠
　
　
一
音
節
連
用
形
（
長
音
化
）
畳
語
の
例
。

さ
し
を
な
げ
あ
く
び
し
い
く
株
ま
ん
し
ゃ
う
一
柳
多
留
三
・
脆
一

　
　
　
　
　
　
１
－
－
■
－
　
－
１
－
－
　
　
　
マ
マ

い
ん
ぐ
わ
立
一
し
い
く
内
義
は
ら
む
也
一
同
四
・
〃
一

要
の
量
い
く
ま
き
を
一
本
引
一
同
三
・
３
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

ひ
や
め
し
を
見
い
く
内
義
米
を
出
し
一
同
三
・
８
一

女
房
持
山
を
見
い
く
鹿
を
追
ひ
一
同
三
・
呂

ミ
イ
く
　
　
み
る
く
ミ
な
が
ら
一
詞
葉
新
雅
八
十
八
丁
ウ
一

警
ナ
ガ
ラ
己
一
ヨ
ウ
一
兄
イ
く
來
夕
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
和
歌
集
遠
鏡
　
山
高
み
見
つ
つ
わ
が
こ
し
）

＠
　
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
（
土
井
忠
生
訳
）
に
よ
る
。
（
同
書
…
ぺ
ー

　
ジ
）

＠
　
た
だ
し
、
同
辞
典
が
引
い
て
い
る
「
泣
く
な
く
と
い
ふ
ば
か
り
に
申
さ

　
せ
給
へ
ば
」
（
栄
華
物
語
・
岩
蔭
）
　
の
例
は
、
動
詞
イ
フ
の
内
容
と
引
用

　
の
助
詞
ト
と
の
連
接
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
適
例
で
な
い
。
こ
の
栄
華
物

　
諮
の
例
を
も
っ
て
、
「
泣
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
さ
ま
に
て
。
云
々
」
の
語
義

　
　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き

　
説
明
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
…
の
後
段
は
間
題
外
と
な
る
。

　
「
泣
く
な
く
と
い
ふ
ば
か
り
に
」
全
体
が
、
「
泣
ぎ
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
さ
ま
に

　
て
」
に
福
当
す
る
と
見
ら
れ
る
。

　
　
な
お
、
動
詞
畳
語
に
「
ト
」
が
添
加
さ
れ
た
場
合
、
　
タ
ド
ル
タ
ド
ル

　
ト
、
ユ
ク
ユ
ク
ト
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
情
態
副
詞
化
が
進
む
こ
と
は
確

　
か
で
あ
る
。

＠
　
１
は
、
「
泣
き
な
が
ら
・
涙
な
が
ら
に
」
の
意
。

　
　
２
は
、
い
ず
れ
も
、
「
い
や
い
や
・
い
や
い
や
な
が
ら
・
不
本
意
な
が

　
ら
」
の
意
。

＠
　
漢
詩
の
訓
読
文
に
お
い
て
は
、

　
　
翠
黛
紅
顔
錦
繍
装
泣
尋
沙
塞
出
家
郷
　
江

　
　
　
　
泣
く
な
く
沙
塞
を
尋
ね
て
家
郷
を
出
づ
（
和
漢
朗
詠
集
　
…
…
）

　
　
欲
充
今
日
新
飢
嚢
泣
責
先
朝
奮
賜
箏
　
紀

　
　
　
　
泣
く
な
く
先
朝
の
奮
く
賜
へ
る
箏
の
こ
と
を
賓
る
（
同
　
…
）

　
　
騨
棲
執
手
泣
相
分
　
　
騨
棲
に
手
を
執
り
て

　
　
　
　
泣
く
な
く
相
分
れ
し
に
（
菅
家
文
草
巻
第
三
　
獅
）

　
の
よ
う
に
、
「
泣
」
字
が
句
頭
ま
た
は
句
中
に
あ
っ
て
、
直
後
に
動
詞
が
く

　
る
場
合
は
、
ナ
ク
ナ
ク
と
訓
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
名
詞
成
分
が
後
に
く

　
る
場
合
は
、
「
ヲ
ナ
ク
」
「
ニ
ナ
ク
」
な
ど
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　
聞
喪
泣
讃
故
人
書
　
喪
を
聞
ぎ
て
泣
き
て
讃
む
故
人
の
書
（
菅
家
文
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九



　
　
　
　
連
用
修
飾
句
ナ
ク
ナ
ク
に
つ
い
て
の
覚
え
書
ぎ

　
巻
第
四
　
洲
）

の
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
て
、
ナ
ク
ナ
ク
が
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ

る
。
勿
論
、
句
末
に
「
泣
」
字
が
あ
る
場
合
は
、
名
詞
か
単
独
動
詞
か
で

あ
り
、
動
詞
畳
語
と
し
て
訓
読
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
な
お
、
参
考
ま
で
に
、
次
の
よ
う
な
事
実
を
紹
介
し
よ
う
。

　
「
国
歌
大
観
」
に
よ
れ
ば
、
ナ
ク
ナ
ク
を
句
頭
に
も
つ
和
歌
が
、
６
１
首
あ

る
こ
と
が
知
れ
る
が
、
そ
の
所
在
句
や
句
構
造
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
く
な
く
モ

な
く
な
く
ゾ

な
く
な
く
Ｏ
Ｏ
Ｏ

な
く
な
く
モ
○
○

な
く
な
く
ゾ
Ｏ
Ｏ

　
　
　
　
計

１１２

し

６
１

（
第
一
句
）

（
第
三
句
）

（
第
二
・
四
・
五
句
）

　
ナ
ク
ナ
ク
モ
が
す
べ
て
第
一
句
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

和
歌
の
世
界
に
お
け
る
伝
統
と
い
う
文
学
的
な
側
面
を
考
え
合
わ
せ
て

も
、
な
お
言
語
構
造
か
ら
の
必
然
性
を
想
定
し
た
く
な
る
事
実
で
あ
ろ

う
０　

「
三
句
索
引
俳
句
犬
観
」
に
よ
れ
ぱ
、
ナ
ク
ナ
ク
を
句
頭
に
も
つ
も
の

は
、
す
べ
て
中
句
に
集
中
し
て
お
り
、
ナ
ク
ナ
ク
Ｏ
Ｏ
Ｏ
型
と
な
っ
て
い

る
。
　
（
計
４
句
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

　
　
和
歌
・
俳
句
に
お
け
る
ナ
ク
ナ
ク
の
用
例
に
か
な
り
位
置
・
構
造
の
上

　
の
特
徴
の
あ
る
こ
と
が
知
れ
た
が
、
今
は
こ
れ
以
上
の
考
察
は
行
な
わ
な

　
い
。

＠
　
ナ
ク
が
完
全
自
動
詞
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
ネ
ヲ
ナ
ク
（
ね
を
泣
く

　
む
し
の
な
れ
る
姿
を
〔
千
載
・
恋
五
〕
）
　
の
よ
う
な
同
族
目
的
的
な
用
法

　
や
、

　
　
我
泣
分
陰
共
鎮
氷
　
　
我
は
分
陰
も
共
に
氷
に
鐘
め
し
こ
と
を
泣
く

　
　
（
菅
家
文
草
巻
第
二
　
９
３
）

　
　
　
Ｈ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ

　
　
且
泣
炎
洲
鼠
濁
生
　
　
泣
か
な
む
と
す
　
炎
洲
　
鼠
濁
り
生
る
こ
と
を

　
　
　
（
同
巻
第
二
　
９
５
）

　
の
よ
う
な
他
動
詞
的
用
法
の
あ
る
こ
と
を
書
き
そ
え
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
三
・
一
〇
二
一
二
）
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