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「
近
代
（
日
本
）
語
」
を
め
ぐ
っ
て

今　

野　

真　

二

要
旨　

本
稿
で
は
、こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
近
代
（
日
本
）
語
研
究
に
関
し
て
、幾
つ
か
の
観
点
を
設
定
し
て
振
り
返
り
、

今
後
ど
の
よ
う
な
研
究
上
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
。
具
体
的
な
話
題
と
し
て
、「
か
な
づ

か
い
」
と
「
連
合
関
係
」
と
を
採
り
あ
げ
た
。
前
者
に
関
し
て
は
、「
か
な
づ
か
い
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
、す
な
わ
ち
仮
名
に
よ
っ

て
語
を
書
く
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
、
一
つ
の
語
の
書
き
方
を
一
つ
に
定
め
な
い
「
多
表
記
性
表
記
シ
ス
テ
ム
」
が
看
取
さ
れ

る
か
否
か
が
古
代
語
と
近
代
語
と
を
分
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
示
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
室
町
期
の
資
料
に
み

ら
れ
る
連
合
関
係
と
同
じ
よ
う
な
連
合
関
係
が
明
治
期
の
資
料
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
示
し
、「
連
合
関
係
」

が
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
察
が
、「
共
時
態
」
の
検
証
の
一
方
法
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮

説
を
示
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
か
な
づ
か
い
、
連
合
関
係
、
漢
語
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は
じ
め
に

　

昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
国
語
学
』
第
二
二
集
は
「
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
」
と
い
う
特
集
号
と
し
て
編

集
さ
れ
て
い
る
。
今
か
ら
六
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
る
。
雑
誌
の
冒
頭
に
は
、
特
集
に
合
わ
せ
た
、
濱
田
敦
の
「
古
代
語
か
ら
近
代

語
へ
」
と
題
さ
れ
た
短
い
文
章
が
置
か
れ
、
巻
頭
論
文
と
し
て
、
亀
井
孝
「
近
代
日
本
語
の
諸
相
の
成
立
」
が
続
く
。

　

亀
井
孝
は
「
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
歴
史
的
展
開
と
し
て
、な
に
が
数
へ
ら
れ
る
か
」
と
問
い
か
け
、そ
れ
に
対
し
て
自
身
で
「
あ

た
ら
し
い
文
体
と
し
て
の
近
代
日
本
語
の
成
立
と
、
表
現
に
関
す
る
選
択
の
自
由
の
増
大
と
が
指
摘
で
き
る
」
と
述
べ
、
前
者
に
つ
い

て
は
「
新
し
い
口
語
的
表
現
の
確
立
」
と
言
い
換
え
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
漢
語
の
浸
透
」
を
挙
げ
て
い
る
。
本

稿
で
は
、「
新
し
い
口
語
的
表
現
」
を
、「
言
語
情
報
」
を
盛
り
入
れ
る
「
器
」
と
と
ら
え
、そ
の
「
器
」
に
は
「
外
装
」
と
し
て
の
「
書

き
方
」
も
含
ま
れ
る
と
考
え
、（「
外
装
」
と
し
て
の
）「
か
な
づ
か
い
」
を
一
つ
の
話
柄
と
し
た
い
。
ま
た
「
漢
語
の
浸
透
」
と
い
う

こ
と
と
か
か
わ
り
、
漢
語
が
日
本
語
の
語
彙
体
系
に
浸
透
し
、
何
ら
か
の
結
び
つ
き
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
つ
の
話

柄
と
し
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
説
明
を
す
る
。

　

日
本
語
の
歴
史
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
古
代
語
と
近
代
語
と
二
つ
に
分
け
、
過
渡
期
と
し
て
中
世
語
を
設
定
す
る
と
い
う
み
か
た

は
、
現
在
に
お
い
て
も
ご
く
一
般
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
日
本
語
と
い
っ
て
も
、
音
韻
的
な
面
、
文
法
的
な
面
、
語
彙
的
な
面
、
表

記
的
な
面
な
ど
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
み
て
、
お
お
よ
そ
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
み
か
た
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

論
文
や
研
究
発
表
が
話
題
と
す
る
こ
と
が
ら
が
、
六
十
年
前
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
限
定
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
現
在
に
お
い
て

は
、
そ
の
論
文
や
研
究
発
表
が
大
枠
と
し
て
は
、
近
代
語
研
究
と
い
う
枠
組
み
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
た
と
し
て
も
、
近
代
語

研
究
と
い
う
明
確
な
意
識
の
も
と
に
展
開
し
て
い
る
か
ど
う
か
不
分
明
で
あ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
室
町
時
代
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「近代（日本）語」をめぐって

以
降
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
語
」
を
近
代
語
と
み
た
と
し
て
、
そ
の
時
期
の
日
本
語
を
観
察
、
分
析
し
た
も
の
は
近
代
語
の
研
究
で

あ
る
、
と
い
う
み
か
た
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
し
か
し
、
近
代
語
と
い
う
こ
と
が
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
意
識
さ
れ
、
観
察

や
分
析
に
織
り
込
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ご
く
消
極
的
な
近
代
語
研
究
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

粗
い
み
か
た
で
あ
る
が
、
古
代
語
を
対
置
し
た
場
合
に
、
そ
こ
に
は
な
い
言
語
形
式
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
近
代
語
（
と
い
う
み
か

た
）
を
成
り
立
た
せ
る
の
で
あ
っ
て
、自
戒
を
こ
め
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、そ
う
し
た
古
代
語
と
の
「
不
連
続
」
が
具
体
的
な
テ
ー

マ
を
採
り
あ
げ
て
い
る
、
一
つ
一
つ
の
論
文
の
視
野
に
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
あ
る
い
は
、
近
代
語
側
に
た
っ
て
、「
室
町
時
代
以

降
一
九
四
五
年
ま
で
」
の
「
連
続
」
が
視
野
に
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
や
は
り
重
要
に
な
る
と
考
え
る
。

　

古
代
語
を
対
置
し
て
近
代
語
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
両
者
の
「
不
連
続
」
が
顕
著
で
あ
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
が

顕
著
で
な
い
場
合
は
、過
渡
期
で
あ
る
中
世
語
と
の
対
照
に
よ
っ
て
近
代
語
を
論
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
は
、

顕
著
な
異
な
り
で
は
な
く
、
緩
や
か
な
異
な
り
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
。
過
渡
期
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
中
世
語
が
、
古
代
語
と

も
近
代
語
と
も
異
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
主
張
で
き
れ
ば
、
す
な
わ
ち
中
世
語
を
中
世
語
と
し
て
鮮
や
か
に
描
き
出
せ
れ
ば
、
そ
れ

は
結
果
と
し
て
古
代
語
と
近
代
語
と
の
違
い
、「
不
連
続
」
を
描
い
た
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
描
き
方
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
考

え
る
。

一　

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
「
か
な
づ
か
い
」

　
「
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
が
、「
か
な
づ
か
い
」
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
「
か
な
づ
か

い
」
が
ど
の
程
度
要
求
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
文
字
社
会
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
通
時
的
に
と
ら
え
る
こ
と

が
難
し
い
。
室
町
時
代
の
文
字
社
会
X
に
お
け
る
「
か
な
づ
か
い
」
の
状
況
と
、江
戸
時
代
の
文
字
社
会
Y
に
お
け
る
「
か
な
づ
か
い
」

の
状
況
と
を
並
べ
て
も
、
文
字
社
会
X
と
文
字
社
会
Y
と
の
連
続
性
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
対
照
か
ら
何
ら
か
の
知



― 106―

見
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
手
書
き
、
印
刷
と
い
っ
た
文
字
化
の
手
段
の
異
な
り
も
「
か
な
づ
か
い
」
に
関
し
て
は
何
ら
か
の

違
い
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
相
当
に
粗
い
く
く
り
か
た
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、「
文
学
作
品
を
文
字
化

し
た
テ
キ
ス
ト
」
で
あ
る
こ
と
を
テ
キ
ス
ト
の
（
あ
る
い
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
う
み
だ
し
た
文
字
社
会
の
）「
連
続
性
」
の
保
証
と
し

て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
安
田
章
が
「
仮
名
文
字
遣
序
」（『
国
語
国
文
』
第
四
〇
巻
第
二
号
、
一
九
七
一
年
、
後
二
〇
〇
九
年
、

清
文
堂
出
版
刊
『
仮
名
文
字
遣
と
国
語
史
研
究
』
再
収
、
引
用
は
後
者
に
よ
る
）
に
お
い
て
、「
書
く
こ
と
が
不
可
避
で
あ
っ
た
よ
う

な
類
の
文
献
、
対
話
に
比
す
べ
く
、
要
す
る
に
既
知
の
こ
と
ば
を
文
字
に
表
わ
し
た
だ
け
の
、
伝
達
を
最
大
の
眼
目
と
し
た
も
の
を
、

取
り
上
げ
る
べ
き
か
と
思
う
」（
五
頁
）
と
述
べ
た
こ
と
の
い
わ
ば
「
裏
返
し
」
の
選
択
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
「
伝
達
を
最
大
の
眼
目
」
と
し
た
テ
キ
ス
ト
と
「
文
学
作
品
を
文
字
化
し
た
テ
キ
ス
ト
」
と
が
厳
密
に
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
わ
け

で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
そ
れ
で
も
何
程
か
は
そ
れ
に
ち
か
い
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
文
学
作
品
テ
キ
ス
ト
は
、
い
わ
ば
書
き
継

が
れ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
っ
て
、
当
然
、
書
写
原
本
＝
い
わ
ゆ
る
親
本
の
「
か
な
づ
か
い
」
が
遺
伝
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
か
な
づ
か
い
」
分
析
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

藤
原
定
家
が
写
し
た
『
更
級
日
記
』
は
、
な
ん
び
と
か
が
書
い
た
テ
キ
ス
ト
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
話
題
に
せ
ず
に
、
藤
原
定
家
が
写
し
た
『
更
級
日
記
』
の
「
か
な
づ
か
い
」
が
分
析
さ
れ
て
き
て
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
藤
原
定
家
の
「
か
な
づ
か
い
」
だ
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

し
そ
れ
で
い
い
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
書
写
原
本
が
ど
う
書
か
れ
て
い
た
か
は
、
そ
れ
を
写
す
、
新
た
な
文
字
化
に
影
響
を
与

え
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
今
後
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
問
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
も

問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
書
写
原
本
の
書
き
方
を
積
極
的
に
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う

前
提
を
た
て
て
お
く
こ
と
に
す
る（

1
）。
今
こ
こ
で
は
慶
應
義
塾
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
、室
町
末
期
頃
の
写
本
と
目
さ
れ
て
い
る『
横

笛
物
語
』（

2
）を
採
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
冒
頭
か
ら
五
丁
分
、
二
五
〇
〇
字
程
度
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
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「近代（日本）語」をめぐって

に
す
る（

3
）。

　

こ
れ
ま
で
の
か
な
づ
か
い
分
析
は
、「
古
典
か
な
づ
か
い
」
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
う

し
た
分
析
方
法
は
、「
古
典
か
な
づ
か
い
」
に
ち
か
い
「
か
な
づ
か
い
」
が
看
取
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
ち
か
く
な
い
に

し
て
も
、
あ
る
程
度
統
一
的
な
「
か
な
づ
か
い
」
が
実
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
統
一
的
な
「
か
な
づ

か
い
」
で
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
な
ど
は
、
結
局
は
「
古
典
か
な
づ
か
い
か
ら
ほ
ど
と
お
い
か
な
づ
か
い
で
書
か
れ
て
い
る
」
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
分
析
の
有
効
性
が
あ
ま
り
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
今
後
は
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。

　

屋
名
池
誠
「「
近
世
通
行
仮
名
表
記
」
―
「
濫
れ
た
表
記
」
の
冤
を
雪
ぐ
―
」（『
近
世
語
研
究
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
』
二
〇
一
一
年
、

笠
間
書
院
刊
、
所
収
）
は
「
近
世
通
行
の
仮
名
表
記
は
、「
ヨ
ミ
が
一
つ
に
定
ま
り
さ
え
す
れ
ば
、
一
つ
の
語
形
に
表
記
が
い
く
つ
あ
っ

て
も
か
ま
わ
な
い
」」（
一
五
三
頁
）
と
い
う
、書
き
方
と
語
形
と
の
対
応
が
「
多
対
一
」
で
あ
る
「
多
表
記
性
表
記
シ
ス
テ
ム
」（
一
六
七

頁
）
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
首
肯
で
き
る
み
か
た
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
古
典
か
な
づ
か
い
」
を
分
析
の
根
底
に
置
い
て
い
な
い
。
そ

の
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
屋
名
池
誠
（
二
〇
一
一
）
が
分
析
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
山
東
京
伝
『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
』

（
一
七
八
五
年
刊
）、式
亭
三
馬
『
浮
世
風
呂
』（
一
八
〇
九
年
前
編
刊
）、為
永
春
水
『
春
色
梅
児
誉
美
』（
一
八
三
二
年
初
編
・
二
編
刊
）

な
ど
の
「
近
世
の
戯
作
」（
一
五
三
頁
）
で
あ
る
の
で
、本
稿
で
分
析
対
象
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
文
学
作
品
の
テ
キ
ス
ト
」
と
重
な
っ

て
い
る
。
江
戸
時
代
の
「
文
学
作
品
の
テ
キ
ス
ト
」
の
「
か
な
づ
か
い
」
が
屋
名
池
誠
（
二
〇
一
一
）
の
指
摘
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る

と
す
れ
ば（

4
）、そ
れ
に
先
立
つ
室
町
時
代
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
か
、と
い
う
観
点
か
ら
考
え
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
『
横
笛
物
語
』
冒
頭
五
丁
に
お
い
て
、
同
じ
語
が
異
な
る
書
き
方
を
さ
れ
て
い
る
例
は
以
下
の
と
お
り
。「
／
」
は
改
行
を
示
す
。

﹇
助
詞
エ
﹈

1　

女
院
の
御
所
ゑ
ま
い
り 

 
 

 
 

2
ウ
1
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2　

か
ら
／
か
き
ほ
の
う
ち
ゑ
い
り 

 
 

 

2
ウ
2

3　

い
つ
そ
や
女
院
／
ゑ
御
つ
か
ひ
に
ま
い
り
て  

 

3
ウ
1

4　

女
院
へ
ま
い
る
物
に
て
／
候
へ 

 
 

 

3
ウ
8

5　

女
院
へ
そ
ま
い
り
け
る 

 
 

 
 

4
オ
2

6　

上
ろ
う
へ
ま
い
ら
せ
て
此
御
返
事
／
を
取
て  

 

5
オ
5

﹇
助
詞
オ
﹈

7　

き
や
う
ご
く
の
宮
／
す
所
を
こ
ひ
た
て
ま
つ
り 

 

1
オ
4

8　

人
は
人
お
た
す
け
候
へ 

 
 

 
 

5
ウ
4

﹇
名
詞
オ
モ
カ
ゲ
﹈

9　

み
す
を
あ
け
て
か
た
る
お
も
か
け 
 

 
 

2
ウ
6

10　

を
／
も
か
げ
の
ま
く
ら
に
は
な
れ
ぬ
心
ち
し
て 

 

3
ウ
2

﹇
動
詞
タ
マ
フ
連
体
形
・
終
止
形
﹈

11　

か
ほ
る
大
し
や
う
を
う
み
／
た
も
ふ 

 
 

1
オ
3

12　

三
が
る
て
ん
し
た
ま
ふ 

 
 

 
 

1
オ
6

13　

み
や
こ
に
き
こ
へ
／
た
ま
ふ 

 
 

 

1
ウ
8

14　

う
ち
と
け
か
た
ら
せ
た
ま
ふ
や
う
は 

 
 

3
オ
11

15　

こ
と
ば
の
す
へ
／
を
ば
し
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し  

 
4
オ
8

﹇
名
詞
ツ
カ
イ
﹈

16　

小
松
と
の
ゝ
御
つ
か
ひ
に 

 
 

 

2
ウ
1



― 109―

「近代（日本）語」をめぐって

17　

女
院
／
ゑ
御
つ
か
ひ
に
ま
い
り
て 

 
 

 

3
ウ
1

18　

小
松
殿
よ
り
の
御
つ
か
い
に
／
ま
い
り
候
へ
し 

 

5
オ
11

﹇
人
名
ヨ
コ
ブ
エ
﹈

19　

か
る
も
よ
こ
ふ
へ
と
て
二
人
の
女
あ
り 

 
 

1
オ
11

20　

今
一
人
よ
こ
ふ
ゑ
は
行
へ
を
く
わ
し
く
き
く
に 

 

1
ウ
2

21　

よ
／
こ
ふ
ゑ
さ
く
ら
か
さ
ね
の
う
す
き
ぬ
に  

 

2
ウ
3

22　

よ
こ
ふ
ゑ
が
か
ほ
う
ち
あ
が
め
て
御
ふ
み
う
け
と
り
て  

3
オ
2

23　

よ
こ
ふ
へ
と
や
ら
ん
を
た
ゞ
一
め
／
み
ま
い
ら
せ
し
よ
り 

3
ウ
1

24　

め
の
と
よ
こ
ふ
へ
に
あ
ふ
て
し
ば
し
は 

 
 

4
オ
3

25　

よ
こ
ふ
へ
わ
が
身
の
事
と
は
し
／
ら
ず
し
て  

 

4
オ
9

26　

よ
こ
ふ
ゑ
こ
れ
を
き
ゝ 

 
 

 
 

5
ウ
11

﹇
助
詞
ワ
﹈

27　

そ
れ
げ
ん
じ
女
三
の
宮
は
か
し
わ
ぎ
の
右
衛
門
／
の
か
み 

1
オ
1

28　

こ
れ
に
わ
い
か
で
ま
さ
／
る
へ
し 

 
 

 

2
ウ
7

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
範
囲
で
、
同
じ
語
が
同
じ
書
き
方
で
あ
る
例
も
あ
る（

5
）。

﹇
動
詞
・
名
詞
コ
ヒ
﹈

29　

宮
／
す
所
を
こ
ひ
た
て
ま
つ
り 

 
 

 
1
オ
4

30　

む
／
や
う
の
こ
ひ
の
す
へ
な
り 

 
 

 

1
オ
7

31　

見
る
こ
ひ
き
く
戀
う
ら
／
む
こ
ひ
あ
ふ
て
あ
は
ぬ
戀 

 

1
オ
7
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32　

こ
ひ
せ
ば
や
せ
ぬ
べ
し
と
う
ら
／
み
た
ま
ひ
け
る
と
か
や 

1
オ
9

33　

わ
が
こ
ひ
の
／
し
た
に
こ
が
れ
て 

 
 

 

4
ウ
5

﹇
動
詞
タ
マ
フ
連
用
形
﹈

34　

右
衛
門
／
の
か
み
に
な
れ
た
ま
ひ
て 

 
 

1
オ
2

35　

う
ら
／
み
た
ま
ひ
け
る
と
か
や 

 
 

 

1
オ
10

36　

つ
く
〳
〵
と
／
あ
ん
じ
た
ま
ひ 

 
 

 

2
オ
5

　

右
に
お
い
て
は
、
発
音
「
イ
・
ウ
・
エ
・
オ
・
ワ
」
に
関
し
て
、
書
き
方
が
複
数
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
多
く
の
文
献
に
お
い
て
「
へ
」

「
を
」「
は
」
で
書
か
れ
る
助
詞
「
エ
」「
オ
」「
ワ
」
を
「
ゑ
」「
お
」「
わ
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
右
は
「
古
典
か
な

づ
か
い
」
的
に
書
か
れ
て
い
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
濁
点
を
か
な
り
施
し
て
い
る
こ
と
も
「
古
典
か
な
づ
か
い
」
的
で
な
い
こ

と
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
考
え
る（

6
）。「
古
典
か
な
づ
か
い
」
的
で
な
い
こ
と
が
、
す
ぐ
に
そ
の
ま
ま
「
表
音
的
」
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
考
え
る
が
、
今
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
表
音
的
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
は
「
表
音
的
」
な

書
き
方
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
表
音
的
」
と
は
か
つ
て
ど
う
書
い
て
い
た
か
で
は
な
く
て
、
今
ど
う
発
音
す
る
か
を
よ
り
ど

こ
ろ
に
し
て
書
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
表
音
的
」
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
か
つ
て
ど
う
書
い
て
い
た
か
を
否
定
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、そ
こ
ま
で
は
し
な
か
っ
た
場
合
、つ
ま
り
、か
つ
て
ど
う
書
い
て
い
た
か
を
否
定
し
な
か
っ
た
場
合
は
、

「
か
つ
て
の
書
き
方
」
と
「
表
音
的
な
書
き
方
」
の
両
方
が
混
在
し
、
書
き
方
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
右
の
よ
う

な
書
き
方
は
、「
か
つ
て
」
の
完
全
な
否
定
な
の
で
は
な
く
、「
か
つ
て
」
に
「
今
、
こ
こ
」
が
混
在
す
る
こ
と
を
忌
避
し
な
い
書
き
方

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
自
然
な
な
り
ゆ
き
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
か
つ
て
＝
伝
統
」、「
今
、
こ
こ
＝
現
実
・
実
際
」
と
と
ら
え
る
と
か
な
り
粗
い
と
ら
え
か
た
に
な
る
が
、
仮
に
そ
う
み
た
場
合
、「
伝
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統
」
と
「
現
実
・
実
際
」
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
伝
統
」
に
「
現
実
・
実
際
」
を
滑
り
込
ま
せ
た
、
そ

う
し
た
意
味
合
い
に
お
い
て
「
実
際
的
な
」
書
き
方
と
み
え
る
。

　

屋
名
池
誠
（
二
〇
一
一
）
が
採
り
あ
げ
た
「
近
世
の
戯
作
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
室
町
末
期
の
書
写
と
目
さ
れ
て
い
る
「
横

笛
物
語
」
に
も
「
多
表
記
性
表
記
シ
ス
テ
ム
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
書
き
方
が
看
取
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
書
き
方
は
古
代
語
の
時
代
に
書

写
さ
れ
た
文
学
作
品
テ
キ
ス
ト
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
が
ら
を
め
ぐ
っ
て
は
、
中
世
語
と
近
代
語

と
は
「
連
続
」
し
て
い
て
、
古
代
語
と
は
連
続
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
多
表
記
性
表
記
シ
ス
テ
ム
」
が
採
ら
れ
る
時

代
と
採
ら
れ
な
い
時
代
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
語
と
近
代
語
と
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
現
時
点
で
は
「
仮
説
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
今
後
こ
の
「
仮
説
」
が
ど
の
程
度
の
確
か
さ
を
も
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
証
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。

　

先
に
「
現
実
・
実
際
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
。
語
の
第
一
音
節
の
発
音
に
よ
っ
て
「
い
ろ
は
」
分
類
を
し
て
語
を
登
載
し
て
い
る

辞
書
が
あ
っ
た
と
す
る
。「
古
典
か
な
づ
か
い
」
で
「
い
ぬ
」
と
書
く
「
イ
ヌ
（
犬
）」、「
ゐ
も
り
」
と
書
く
「
イ
モ
リ
」
の
第
一
音
節

の
発
音
が
同
じ
で
あ
る
時
期
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
語
が
か
つ
て
ど
う
発
音
さ
れ
て
い
た
か
＝
「
古
典
か
な
づ
か
い
で
ど
う
書
か
れ

て
い
た
か
」
を
基
準
に
す
る
よ
り
も
、
今
、
こ
こ
で
の
発
音
に
し
た
が
っ
て（

7
）、
同
じ
部
に
収
め
て
あ
っ
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
い
」
も
「
ゐ
」
も
「
い
ろ
は
歌
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
を
部
と
し
て
た
て
る

こ
と
を
や
め
て
、
統
合
す
る
の
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
現
実
・
実
際
」
に
寄
り
添
っ
た
対
応
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

古
本
『
節
用
集
』
と
呼
ば
れ
る
『
節
用
集
』
の
多
く
は
四
十
四
部
（
稀
に
四
十
五
部
）
構
成
を
採
る
。
四
十
四
部
構
成
を
採
る
『
節

用
集
』
は
「
ゐ
」「
お
」「
ゑ
」
を
部
と
し
て
た
て
ず
、「
い
」「
を
」「
え
」
と
統
合
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
ゐ
も
り
」
を
「
い
も

り
」
と
書
く
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
、
こ
れ
は
語
を
検
索
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
現
実
・
実
際
」
の
発
音
を

よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は「
書
き
方
」で
は
な
く
語
の
発
音
が
キ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
語
を
書
く
に
あ
た
っ
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て
、こ
れ
ま
で
ど
う
書
い
て
き
た
か
と
い
う
「
書
き
方
」（
の
伝
統
）
を
重
視
す
る
と
い
う
考
え
方
も
当
然
あ
る
が
、そ
う
で
は
な
く
て
、

今
発
音
し
て
い
る
よ
う
に
書
く
こ
と
を
忌
避
し
な
い
と
い
う
考
え
方
も
当
然
あ
ろ
う
。
古
本
『
節
用
集
』
が
四
十
四
部
構
成
を
採
っ
た

と
い
う
こ
と
が
、「
多
表
記
性
表
記
シ
ス
テ
ム
」
が
い
ず
れ
う
ま
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、「
器
」
と
そ
の
「
外
装
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
。「
器
」
は
言
語
情
報
を
盛
り
込
む
「
書
き
こ
と
ば
」

と
し
て
の
「
器
」
で
あ
る
。「
書
き
こ
と
ば
」
に
こ
れ
ま
で
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
よ
り
も
、
幅
広
い
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
も
そ
も
そ
の
語
の
「
こ
れ
ま
で
の
書
き
方
」
が
な
い
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
あ
る
い
は
「
こ
れ
ま
で
の
書
き
方
」
で
は
書
き
に
く
い

語
も
あ
ろ
う
。
書
き
こ
と
ば
が
多
様
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
古
典
か
な
づ
か
い
」
を
軸
と
し
た
「
こ
れ
ま
で
の
書
き
方
」
が
対

応
し
き
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、「
多
表
記
性
表
記
シ
ス
テ
ム
」が
う
ま
れ
た
こ
と
の
背
後
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二　

連
合
関
係
か
ら
み
た
近
代

　

拙
書
『
連
合
関
係
』（
二
〇
一
一
年
、
清
文
堂
出
版
刊
）
に
お
い
て
、「
発
音
と
語
義
双
方
に
共
通
性
が
あ
る
場
合
、
語
義
の
み
に
共

通
性
が
あ
る
場
合
、
発
音
の
み
に
共
通
性
が
あ
る
場
合
、
を
ひ
と
ま
ず
は
中
核
と
し
、
そ
れ
以
外
に
、
何
ら
か
の
連
想
に
よ
っ
て
想
起

さ
れ
る
場
合
、
を
も
含
め
て
、「
連
合
関
係
」
と
い
う
概
念
を
と
ら
え
る
こ
と
に
す
る
」（
十
四
頁
）
と
述
べ
た
。「
連
合
関
係
」
の
定

義
と
し
て
は
右
の
引
用
に
従
い
た
い
が
、
こ
こ
で
は
、「
語
義
の
み
に
共
通
性
が
あ
る
場
合
」
に
限
定
し
て
、
考
え
を
進
め
て
い
く
こ

と
に
す
る
。「
室
町
時
代
以
降
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
語
」
つ
ま
り
近
代
語
に
お
い
て
、
同
じ
よ
う
な
連
合
関
係
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
を
提
示
し
て
み
た
い
。

　

古
本
『
節
用
集
』
の
一
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
和
漢
通
用
集
」
は
寛
永
頃
の
書
写
と
目
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
見

出
し
項
目
に
語
釈
が
施
さ
れ
て
お
り
、
古
本
『
節
用
集
』
に
お
い
て
は
「
異
色
」
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
「
和
漢
通
用
集
」
を
分
析
対

象
と
し
て
み
る
。
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ま
ず
、
辞
書
の
枠
組
み
を
ひ
ろ
く
「
見
出
し
項
目
」
と
そ
れ
に
対
す
る
「
語
釈
」
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。「
語
釈
」
は
「
見
出
し

項
目
」
の
語
義
や
そ
の
他
の
説
明
で
あ
る
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
先
に
お
い
て
採
り
あ
げ
る
辞
書
に
お
い
て
は
、「
語
釈
」

を
記
述
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
物
理
的
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
、
的
確
に
ま
た
簡
略
に
語
義
を
説
明
す
る
必

要
が
あ
る
。
語
A
の
語
義
を
簡
略
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、「
言
い
換
え
」
に
ち
か
い
説
明
が
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。
語
A
の
「
言
い

換
え
」
に
な
る
語
B
は
、
そ
も
そ
も
語
A
と
結
び
つ
い
て
い
る
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
A
と
い
え
ば
す
ぐ
に
B
が
思
い

浮
か
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
連
合
関
係
」
に
あ
る
語
と
い
っ
て
よ
い
。

　

あ
る
見
出
し
項
目
に
対
し
て
「
和
漢
通
用
集
」
が
与
え
て
い
る
語
釈
と
ほ
ぼ
同
様
の
語
釈
が
、「
和
漢
通
用
集
」
が
編
ま
れ
た
時
期

か
ら
ず
っ
と
く
だ
っ
た
明
治
期
に
編
ま
れ
た
漢
語
辞
書
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
和
漢
通
用
集
」
が
編

ま
れ
た
時
期
に
成
り
立
っ
て
い
た
連
合
関
係
が
、
明
治
期
に
も
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

　
「
和
漢
通
用
集
」
で
は
見
出
し
項
目
や
語
釈
の
漢
字
に
振
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
引
用
に
あ
た
っ
て
、
振

仮
名
は
丸
括
弧
に
入
れ
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
上
段
が
「
和
漢
通
用
集
」
で
、
下
段
は
、
明
治
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
漢
語
辞
書
『
文

明
い
ろ
は
字
引
』（
増
補
版
）
で
あ
る
。『
文
明
い
ろ
は
字
引
』
に
お
い
て
も
、
見
出
し
項
目
と
な
っ
て
い
る
漢
語
に
振
仮
名
が
施
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
原
則
と
し
て
省
い
て
引
用
し
た
。

1　

怠
慢
（
た
い
ま
ん
）
お
こ
た
る
也
（
タ
部
） 
怠
慢　

ヲ
コ
タ
ル 

49
オ
5

2　

零
落
（
れ
い
ら
く
）
お
ち
ぶ
る
ゝ
也
（
レ
部
） 

零
落　

オ
チ
ブ
レ
ル 

51
ウ
7

3　

存
外
（
ぞ
ん
ぐ
わ
い
）
お
も
ひ
の
外
也
（
ソ
部
） 

存
外　

ヲ
モ
ヒ
ノ
ホ
カ 

56
オ
4

4　

半
（
な
か
ば
）
は
ん
分
（
ナ
部
） 

半
分　

ナ
カ
バ 

12
オ
4

5　

濫
觴
（
ら
ん
し
や
う
）
始
之
義
（
ラ
部
） 

濫
觴　

ハ
ジ
マ
リ 

60
ウ
6
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6　

約
諾
（
や
く
だ
く
）
や
く
そ
く
也
（
ヤ
部
） 

約
諾　

ヤ
ク
ソ
ク
シ
テ
ウ
ケ
ア
フ 

68
オ
10

7　

権
勢
（
け
ん
せ
い
）
同
義
＝
時
の
い
せ
い
（
ケ
部
） 

権
勢　

ケ
ン
ト
ヰ
セ
イ
ト 

71
オ
6

8　

教
訓
（
け
う
く
ん
）
お
し
ゆ
る
也
（
ケ
部
） 

教
訓　

ヲ
シ
ユ
ル 

71
オ
6

9　

懇
切
（
こ
ん
せ
つ
）
ね
ん
ご
ろ
也
（
コ
部
） 

懇
切　

同
上
＝
ネ
ン
ゴ
ロ
ニ
マ
コ
ト 

83
オ
10

10　

遠
慮
（
ゑ
ん
り
よ
）
思
案
（
エ
部
） 

遠
慮　

ト
ホ
キ
シ
ア
ン 

86
オ
5

11　

叡
覧
（
ゑ
い
ら
ん
）
天
子
の
御
覧
也
（
エ
部
） 

叡
覧　

天
子
ノ
ゴ
ラ
ン 

86
オ
8

12　

永
代
（
ゑ
い
た
い
）
末
代
也
（
エ
部
） 

永
代　

同
上
＝
マ
ツ
ゴ
マ
ツ
タ
イ 

86
ウ
10

13　

超
過
（
て
う
く
わ
）
こ
へ
過
る
也
（
テ
部
） 

超
過　

コ
ヘ
ス
ギ
ル　
　
　
　
　

90
の
100
オ
4

14　

哀
憐
（
あ
い
れ
ん
）
人
を
あ
は
れ
む
也
（
ア
部
） 

哀
憐　

ア
ハ
レ
ム 

102
オ
8

15　

咡
（
さ
ゝ
や
く
）
耳
語
也
（
サ
部
） 

耳
語
（
じ
ご
）　

サ
ヽ
ヤ
ク 

120
ウ
1

16　

仰
天
（
ぎ
や
う
て
ん
）
お
ど
ろ
く
也
（
キ
部
） 

仰
天　

オ
ド
ロ
ク 

114
ウ
10

17　

虚
誕
（
き
よ
た
ん
）
う
そ
也
（
キ
部
） 

虚
誕　

ウ
ソ 

113
ウ
10

18　

宥
免
（
ゆ
う
め
ん
）
ゆ
る
す
也
（
ユ
部
） 

宥
免
（
い
う
め
ん
）　

同
上
＝
ユ
ル
ス 

5
ウ
6

19　

名
誉
（
め
い
よ
）
人
の
ほ
ま
れ
也
（
メ
部
） 
名
誉　

ホ
マ
レ 

117
オ
2

20　

免
許
（
め
ん
き
よ
）
ゆ
る
す
也
（
メ
部
） 
免
許　

ユ
ル
ス 

117
ウ
4

21　

赦
免
（
し
や
め
ん
）
ゆ
る
す
也
（
シ
部
） 

赦
免　

同
上
＝
ユ
ル
ス 

132
オ
3

22　

至
極
（
し
ご
く
）
き
は
ま
り
也
（
シ
部
） 

至
極　

キ
ハ
マ
リ 

122
オ
8

23　

愁
嘆
（
し
う
た
ん
）
う
れ
い
な
げ
く
也
（
シ
部
） 

愁
歎　

ウ
レ
イ
ナ
ゲ
ク 

132
ウ
4

24　

披
閲
（
ひ
ゑ
つ
）
ひ
ら
き
見
る
也
（
ヒ
部
） 

披
閲　

同
上
＝
ヒ
ラ
キ
ミ
ル 

140
オ
4
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25　

披
見
（
ひ
け
ん
）
同
義
＝
ひ
ら
き
見
る
也
（
ヒ
部
） 

披
見　

ヒ
ラ
キ
ミ
ル 

140
オ
4

26　

誹
謗
（
ひ
は
う
）
そ
し
る
也
（
ヒ
部
） 

誹
謗　

ソ
シ
ル 

139
ウ
10

27　

静
謐
（
せ
い
ひ
つ
）
し
つ
か
の
義
（
セ
部
） 

静
謐　

シ
ツ
カ 

150
オ
7

28　

推
問
（
す
い
も
ん
）
お
し
て
と
ふ
也
（
ス
部
） 

推
問　

オ
シ
テ
ト
フ 

152
ウ
6

29　

睡
眠
（
す
い
め
ん
）
ね
む
る
也
（
ス
部
） 

睡
眠
（
ス
イ
ミ
ン
）
ネ
ム
ル 

153
ウ
6

　

明
治
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
漢
語
辞
書
、『
漢
語
字
類
』
と
の
対
照
も
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

30　

音
信
（
い
ん
し
ん
）
お
と
つ
れ
也
（
イ
部
） 

音
信　

オ
ト
ヅ
レ 

133
オ
6

31　

忘
却
（
は
う
き
や
く
）
わ
す
る
ゝ
也
（
ハ
部
） 

忘
却　

ワ
ス
レ
ル 

37
ウ
6

32　

別
離
（
べ
つ
り
）
わ
か
れ
也
（
ヘ
部
） 

別
離　

ワ
カ
レ 

17
オ
5

33　

平
生
（
へ
い
ぜ
い
）
つ
ね
也
（
ヘ
部
） 

平
生　

ツ
ネ
フ
ダ
ン 

4
ウ
7

34　

恥
辱
（
ち
じ
よ
く
）
は
ぢ
な
り
（
チ
部
） 

恥
辱　

ハ
ヂ 

38
ウ
5

35　

忠
勤
（
ち
う
き
ん
）
ち
う
せ
つ
を
つ
と
む
る
也
（
チ
部
）
忠
勤　

ジ
ツ
イ
ニ
ツ
ト
メ
ル 

38
オ
1

36　

往
古
（
わ
う
ご
）
む
か
し
也
（
ワ
部
） 
往
古　

ム
カ
シ 

5
オ
4

37　

大
略
（
た
い
り
や
く
）
大
か
た
の
義
（
タ
部
） 
大
略　

上
ニ
同
ジ
＝
オ
ホ
カ
タ 

28
ウ
3

38　

零
落
（
れ
い
ら
く
）
お
ち
ぶ
る
ゝ
也
（
レ
部
） 

零
落　

ヲ
チ
ブ
レ
ル 

130
オ
6

39　

濫
觴
（
ら
ん
し
や
う
）
始
之
義
（
ラ
部
） 

濫
觴　

ハ
ジ
マ
リ 

58
ウ
2

40　

和
睦
（
く
わ
ぼ
く
）
中
な
を
り
也
（
ク
部
） 

和
睦
（
わ
ぼ
く
）
ナ
カ
ナ
オ
リ 

25
オ
7

41　

會
合
（
ぐ
わ
い
か
う
）
よ
り
合
（
ク
部
） 

會
合
（
く
わ
い
が
ふ
）
ヨ
リ
ア
フ 

37
オ
4
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42　

権
柄
（
け
ん
へ
い
）
時
の
い
せ
い
（
ケ
部
） 

権
柄　

上
ニ
同
ジ
＝
イ
セ
イ 

52
オ
7

43　

権
勢
（
け
ん
せ
い
）
同
義
＝
時
の
い
せ
い
（
ケ
部
） 

権
勢　

イ
セ
イ 

52
オ
6

44　

懇
切
（
こ
ん
せ
つ
）
ね
ん
ご
ろ
也
（
コ
部
） 

懇
切　

上
ニ
同
ジ
＝
ネ
ン
ゴ
ロ 

40
オ
5

45　

叡
感
（
ゑ
い
か
ん
）
天
子
の
御
感
也
（
エ
部
） 

叡
感　

天
子
ノ
ギ
ヨ
カ
ン 

23
オ
1

46　

叡
覧
（
ゑ
い
ら
ん
）
天
子
の
御
覧
也
（
エ
部
） 

叡
覧　

天
子
ノ
ゴ
ラ
ン 

22
ウ
6

47　

虚
誕
（
き
よ
た
ん
）
う
そ
也
（
キ
部
） 

虚
誕　

上
ニ
同
ジ
＝
ウ
ソ 

93
オ
6

48　

消
息
（
し
よ
う
そ
く
）
お
と
づ
れ
也
（
シ
部
） 

消
息　

オ
ト
ヅ
レ 

57
オ
1

49　

寂
寥
（
せ
き
れ
う
）
同
義
＝
さ
び
し
き
也
（
セ
部
） 

寂
寥　

モ
ノ
サ
ビ
シ 

30
ウ
6

50　

静
謐
（
せ
い
ひ
つ
）
し
つ
か
の
義
（
セ
部
） 

静
謐　

上
ニ
同
ジ
＝
シ
ヅ
カ 

131
オ
4

　

明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
漢
語
辞
書
が
見
出
し
項
目
と
し
て
採
用
す
る
漢
語
と
、「
和
漢
通
用
集
」
が
見
出
し
項
目
と
す
る
漢
語
と
は
、

そ
も
そ
も
そ
れ
ほ
ど
重
な
る
わ
け
で
は
な
い（

8
）。「
メ
ン
ダ
ン
（
面
談
）」
は
「
和
漢
通
用
集
」
に
お
い
て
は
、
見
出
し
項
目
と
な
っ

て
い
る
が
、『
漢
語
字
類
』
で
は
見
出
し
項
目
と
な
っ
て
お
ら
ず
、「
メ
ン
リ
ン
（
面
稟
）」
の
語
釈
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
メ
ン

ダ
ン
（
面
談
）」
が
「
和
漢
通
用
集
」
に
お
い
て
は
、見
出
し
項
目
と
な
る
よ
う
な
、説
明
が
必
要
な
漢
語
で
あ
っ
た
が
、『
漢
語
字
類
』

が
編
ま
れ
た
時
期
ま
で
に
、「
メ
ン
ダ
ン
（
面
談
）」
が
「
漢
語
を
説
明
す
る
よ
う
な

0

0

0

漢
語
」
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

見
出
し
項
目
が
重
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
漢
語
が
室
町
期
か
ら
明
治
期
ま
で
継
続
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
ま
ず
は
推
測
さ

せ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
語
釈
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
漢
語
の
語
義
の
理
解
、
説
明
の
し
か
た
が
同
じ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
当
該
漢
語
と
結
び
つ
き
を
形
成
し
て
い
た
語
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る（

9
）。

　

こ
う
し
た
結
び
つ
き
は
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ル
表
紙
本
に
も
見
出
す
事
が
で
き
る
。
右
に
掲
げ
て
い
な
い
例
を



― 117―

「近代（日本）語」をめぐって

使
っ
て
説
明
す
る
。「
和
漢
通
用
集
」
に
は
「
支
度
（
し
た
く
）
用
意
也
」（
シ
部
）
と
あ
る
。
た
と
え
ば
『
緑
林
門
松
竹
』（
明
治

二
一
年
刊
）
に
は
「
是
れ
か
ら
用し
た
く意

が
整
ひ
お
せ
き
は
駕
籠
に
乗
込
ン
で
出
か
け
ま
し
た
」（
九
二
頁
二
行
目
）
と
あ
り
、
漢
語
「
シ

タ
ク
」
に
漢
字
列
「
用
意
」
を
あ
て
て
い
る
。
こ
う
し
た
書
き
方
が
で
き
る
の
は
、漢
語
「
シ
タ
ク
（
支
度
）」
と
漢
語
「
ヨ
ウ
イ
（
用

意
）」
と
が
語
義
を
媒
介
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
「
和
漢
通
用
集
」
に
「
嫉
妬
（
し
つ
と
）
悋り
ん

気き
と

同
義
」
と
あ
る
。『
噂
高
倉
』（
明
治
二
一
年
刊
）
に
は
「
嫉り
ん
き妬
の
當
こ
す
り
と
思
は
れ
て
は
な
ら
ん
さ
か
い
」（
一
一
七
頁
一
一
行
目
）

と
あ
っ
て
、
漢
語
「
リ
ン
キ
（
悋
気
）」
に
漢
字
列
「
嫉
妬
」
を
あ
て
て
い
る
。
ま
た
「
和
漢
通
用
集
」
に
は
「
莞に
つ

尓こ
と

（
左
振
仮
名
く

わ
ん
じ
）
笑
也
」（
ニ
部
）
と
あ
る
が
、『
噂
高
倉
』
に
は
「
莞に

つ

示こ
り

笑
ッ
て
手
に
手
を
取
り
」（
三
十
九
頁
五
行
目
）
と
み
え
る
。「
示
」

字
は
あ
る
い
は
誤
植
か
。「
和
漢
通
用
集
」
に
「
相
違
（
さ
う
い
）
物
の
ち
が
ふ
也
」（
サ
部
）
と
あ
る
が
、『
噂
高
倉
』
に
は
「
彼
奴

が
こ
ろ
し
た
に
相ち
が
ひ違
を
ま
へ
ん
」（
一
三
五
頁
）
と
あ
る
。

　
「
和
漢
通
用
集
」
に
「
不い
ぶ

審か
し　

ふ
し
ん
也　

未同審　

同
義
」（
イ
部
）
と
あ
る
。『
政
治
小
説
佳
人
之
血
涙
』（
明
治
二
十
年
刊
）
に
は

「
最い

と
不い
ぶ

審か
し

く
候さ
ふ

ら
ふ
」（
十
四
頁
五
行
目
）
と
み
え
る
。
ま
た
「
莞に
つ
こ爾
と
打
ち
笑
み
つ
」（
二
十
三
頁
八
行
目
）
も
あ
る
。「
和
漢
通
用

集
」
に
「
些
少
（
し
や
せ
う
）
少
し
の
義
」（
シ
部
）
と
あ
る
が
、『
政
治
小
説
佳
人
之
血
涙
』
に
は
「
些す

こ
し少

は
之
れ
を
思
ひ
た
ま
ひ
て
」

（
三
十
三
頁
二
行
目
）
と
あ
る
。「
和
漢
通
用
集
」
に
は
「
手て

だ
て段　

武
略
」（
テ
部
）
と
あ
る
が
、「
脱
れ
去
る
べ
き
手て

だ
て段

」（
四
十
五
頁

二
行
目
）
と
あ
る
。「
和
漢
通
用
集
」
に
は
「

踉
た
め
ら
う　

猶同預
」（
タ
部
）
と
あ
っ
て
、「
少
し
も
猶た
め
ら預
ふ
時
な
ら
ね
ば
」（
六
十
六
頁
三
行

目
）
と
あ
る
。
こ
の
『
政
治
小
説
佳
人
之
血
涙
』
に
は
例
と
し
て
示
し
た
「
懇ね
ん

切ご
ろ

」（
二
十
二
頁
四
行
目
）
も
み
え
、
例
38
と
し
て
示

し
た
「
零お
ち
ぶ落
れ
果
し
」（
八
十
頁
十
一
行
目
）
も
あ
る
。

　

振
仮
名
と
な
っ
て
い
る
語
に
ど
の
よ
う
な
漢
字
列
を
あ
て
る
か
と
い
う
こ
と
が
ら
を
「
書
き
方
」
の
選
択
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
そ
れ

は
表
記
事
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
書
き
方
」
と
捉
え
た
場
合
で
も
、「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
書
き
方
が
可
能
だ
っ

た
か
」
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
振
仮
名
と
な
っ
て
い
る
語
X
と
、
通
常
そ
の
漢
字
列
を
使
っ
て
書
く
語
Y
と
の
語
義
に
重
な
り
合
い
が
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あ
る
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
語
彙
事
象
と
み
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
例
を
あ
げ
て
き
た

が
、
室
町
末
期
〜
江
戸
初
期
に
か
け
て
成
立
し
た
「
和
漢
通
用
集
」
と
、
明
治
期
に
編
ま
れ
た
漢
語
辞
書
あ
る
い
は
明
治
期
に
刊
行
さ

れ
た
ボ
ー
ル
表
紙
本
に
、
同
じ
よ
う
な
、
語
と
語
と
の
結
び
つ
き
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、「
心
的
辞
書
（m

ental lexicon

）」
に
共

通
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
現
時
点
に
お
い
て
は
「
仮
説
」
に
留
ま
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
慎
重
に
検
証
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

表
記
事
象
と
語
彙
事
象
と
を
と
り
あ
げ
て
、
近
代
語
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
表
記
事
象
に
関
し
て
は
、
室
町
末
期
頃

か
ら
江
戸
期
に
か
け
て「
多
表
記
性
表
記
シ
ス
テ
ム
」が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
し
た
。
そ
の
背
後
に
、「
書
き
こ
と
ば
」

に
使
わ
れ
る
語
彙
が
古
代
語
と
は
異
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
予
想
す
る
。

　

語
彙
事
象
に
関
し
て
は
、
室
町
末
期
頃
と
明
治
期
と
に
お
い
て
、
同
様
の
「
連
合
関
係
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
室
町
末
期
頃
と
明
治
期
と
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
語
が
同
じ
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
語
形
も
変
化
す
る

し
、
語
義
も
変
化
す
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
語
と
語
と
の
、
同
じ
よ
う
な
結
び
つ
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
室
町
末

期
頃
か
ら
明
治
期
ま
で
を
「
共
時
的
」
に
と
ら
え
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
は
「
論
」
で
は
な
く
「
推
測
的
な
見
通
し
」
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
具
体
的

な
文
献
に
密
着
し
て
い
れ
ば
実
証
的
な
「
論
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
と
考
え
る
。
理
論
的
な
枠
組
み
に
基
づ
い
て
言
語

事
象
を
鳥
瞰
す
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ね
に
必
要
で
あ
ろ
う
。「
室
町
時
代
以
降
一
九
四
五
年
ま
で
」
を
近
代
語
の
時
代
と
考
え
た
時
、

こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
文
献
は
、
古
代
語
の
時
代
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
反
映

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
つ
い
て
の
分
析
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
分
析
を
適
切
に
整
理
し
、
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
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「近代（日本）語」をめぐって

に
進
む
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
期
に
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
1
） 
拙
稿
「
書
き
手
の
意
識
」（『
国
語
文
字
史
の
研
究　

八
』
二
〇
〇
五
年
、
和
泉
書
院
刊
）
は
、
複
数
の
人
物
（
A
・
B
）
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ

て
い
る
、
天
理
図
書
館
蔵
『
あ
さ
ぢ
が
露
』
を
分
析
対
象
と
し
て
、「「
相
違
点
」
の
す
べ
て
が
A
も
し
く
は
B
の
積
極
的
な
「
書
写
意
識
」
に
基

づ
く
と
は
考
え
に
く
い
。
A
も
し
く
は
B
が
意
識
し
て
自
分
な
り
の
書
き
方
を
導
入
し
て
書
写
し
た
と
い
う
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
共
通
点
の
幾

つ
か
は
こ
う
し
た
（
文
学
作
品
の
）
書
写
な
ど
に
習
熟
し
た
者
で
あ
れ
ば
誰
し
も
が
行
な
い
得
る
書
き
方
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
を
特
定
の
人

物
に
結
び
つ
け
て
あ
た
か
も
「
創
意
工
夫
」
の
よ
う
に
評
価
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
」（
八
二
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
） 

『
影
印
室
町
物
語
集
成
』
第
一
輯
（
一
九
七
〇
年
、
汲
古
書
院
刊
）
を
使
用
し
た
。

（
3
） 

五
丁
に
限
っ
た
の
は
、
後
に
ふ
れ
る
屋
名
池
誠
（
二
〇
一
一
）
が
「
近
接
位
置
」（
一
六
二
頁
）
で
異
表
記
が
出
現
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る

こ
と
と
考
察
に
お
け
る
平
行
性
を
保
つ
た
め
で
あ
る
。

（
4
） 

屋
名
池
誠
（
二
〇
一
一
）
は
滝
沢
馬
琴
『
椿
説
弓
張
月
』（
一
八
〇
七
年
前
編
刊
）
を
観
察
し
、「
同
時
期
で
あ
っ
て
も
ジ
ャ
ン
ル
や
作
者
に
よ
っ

て
表
記
面
の
安
定
に
対
す
る
志
向
の
度
合
に
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
」（
一
六
一
頁
）
と
述
べ
る
。
日
本
語
の
書
き
方
に
は
そ
も
そ
も

選
択
肢
が
あ
り
、
ま
た
「
話
し
こ
と
ば
」
と
は
異
な
り
、「
書
き
こ
と
ば
」
は
後
天
的
に
修
得
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
そ
の
運
用
能
力
に

個
人
差
が
あ
る
こ
と
は
原
理
的
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
芭
蕉
の「
か
な
づ
か
い
」は
こ
ん
な
傾
向
で
、
西
鶴
の
「
か
な
づ
か
い
」

は
こ
ん
な
傾
向
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、「
情
報
」
と
し
て
は
有
用
で
あ
ろ
う
が
、
と
い
っ
て
、
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
物
す
べ
て
に
つ
い

て
「
か
な
づ
か
い
」
を
調
査
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
枠
を
視
野
に
入
れ
な
い
「
か
な
づ
か
い
」
分
析
は
積
極
的
な

意
義
を
も
ち
に
く
い
と
考
え
る
。

（
5
） 

例
31
「
見
る
こ
ひ
き
く
戀
う
ら
／
む
こ
ひ
あ
ふ
て
あ
は
ぬ
戀
」
に
お
い
て
は
、「
コ
イ
」
が
平
仮
名
で
「
こ
ひ
」
と
二
度
書
か
れ
て
い
る
一
方
で
、

漢
字
に
よ
っ
て
二
度
「
戀
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
コ
イ
」
と
い
う
語
は
、
仮
名
で
は
同
じ
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
が
、
別
の
書
き

方
と
し
て
漢
字
に
よ
っ
て
「
戀
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
語
を
漢
字
に
よ
っ
て
文
字
化
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
か
な
づ
か
い
」
が

問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
漢
字
書
き
も
視
野
に
入
れ
て
「
か
な
づ
か
い
」
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
仮
名
で

書
く
場
合
に
観
察
、
考
察
を
絞
っ
て
い
る
。
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（
6
） 

拙
稿
「「
が
」
と
い
う
仮
名
」（
清
泉
女
子
大
学
『
言
語
教
育
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、「
濁
音
は
特
別
な
場
合
以
外
は
示
さ

な
い
の
が
、
日
本
語
の
表
記
の
ず
っ
と
続
い
て
き
た
「
流
れ
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
狭
義
の
「
か
な
づ
か
い
」
に
は
も
ち
ろ
ん
濁
点
使
用
は

含
ま
れ
て
い
な
い
」（
三
九
頁
）
と
述
べ
た
。
ま
た
拙
書
『
か
な
づ
か
い
の
歴
史
』（
二
〇
一
四
年
、
中
公
新
書
）
に
お
い
て
も
、「
濁
点
は
「
か
な

づ
か
い
」
と
い
う
こ
と
が
ら
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
み
た
い
」（
一
五
八
頁
）
と
述
べ
た
。

（
7
） 
ど
う
し
て
も
区
別
を
し
た
い
「
お
」
か
ら
始
ま
る
語
と
「
を
」
か
ら
始
ま
る
語
と
を
「
今
、
こ
こ
」
で
の
発
音
（
＝
ア
ク
セ
ン
ト
）
に
よ
っ
て

分
け
る
と
い
う
や
り
か
た
も
発
想
と
し
て
は
共
通
し
て
い
る
と
考
え
る
。

（
8
） 

ま
た
同
じ
漢
語
で
あ
っ
て
も
、
室
町
末
期
と
明
治
期
と
で
は
、
語
義
が
異
な
る
場
合
も
当
然
あ
る
。

（
9
） 

本
稿
で
は
、
中
世
末
期
頃
に
成
立
し
た
古
本
『
節
用
集
』
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
和
漢
通
用
集
」
と
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た

漢
語
辞
書
で
あ
る『
文
明
い
ろ
は
字
引
』の
見
出
し
項
目
と
語
釈
と
の
結
び
つ
き
の
共
通
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
あ
る
い
は「
辞

書
間
に
は
前
後
関
係
と
と
も
に
直
接
・
間
接
の
影
響
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
」
か
ら
中
世
末
期
と
明
治
期
と
に
成
立
し
た
辞
書
間
に
「
こ

う
し
た
影
響
関
係
が
あ
れ
ば
、
漢
語
と
語
釈
の
「
連
合
関
係
」
が
多
々
受
け
継
が
れ
て
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
両
期
「
心
的
辞
書
」
の
共
通
性

の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
反
論
（
以
下
反
論
1
と
呼
ぶ
）
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
「
ボ
ー
ル
表
紙
本
類

の
漢
字
列
と
振
り
仮
名
に
見
ら
れ
る
連
合
」
関
係
「
に
も
背
景
に
こ
う
し
た
近
世
辞
書
類
参
照
の
影
響
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
反

論
（
以
下
反
論
2
と
呼
ぶ
）
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
反
論
が
な
さ
れ
た
と
仮
定
し
て
、
本
稿
で
の
稿
者
の
主
張
を
明
確
に
す
る

と
い
う
目
的
で
、
そ
の
仮
定
し
た
反
論
に
つ
い
て
稿
者
の
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
反
論
1
に
つ
い
て
。
こ
れ
ま
で
に
「
和
漢
通
用
集
」

が
こ
こ
で
採
り
あ
げ
た
明
治
期
の
漢
語
辞
書
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
言
説
に
稿
者
は
ふ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
可
能
性
が
ゼ

ロ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
可
能
性
を
つ
ね
に
考
え
な
け
れ
ば
発
言
が
で
き
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
明
治
期
の
漢
語
辞
書
に
つ
い
て
の
研

究
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
類
似
の
言
説
は
こ
れ
ま
で
も
な
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し

た
み
か
た
に
つ
い
て
の
稿
者
の
考
え
も
、何
度
か
表
明
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
み
か
た
」
の
相
違
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、し
か
し
、

過
去
に
編
ま
れ
た
辞
書
体
資
料
す
べ
て
の
影
響
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
「
潔
癖
性
」
を
求
め
る
こ
と
は

現
実
的
で
は
な
い
し
、
そ
の
「
潔
癖
性
」
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
辞
書
研
究
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
反
論
2
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
る
が
、
近
世
辞
書
類
の
影
響
関
係
が
ま
っ
た
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
証
明
で

き
る
ま
で
は
、
明
治
期
の
ボ
ー
ル
表
紙
本
の
振
仮
名
に
つ
い
て
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
主
張
に
み
え
る
。

そ
し
て
、「
近
世
辞
書
類
の
影
響
関
係
が
ま
っ
た
く
な
い
」
と
い
う
証
明
は
は
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
稿
者
な
ど
は
、こ
う
し
た
「
潔
癖
性
」
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「近代（日本）語」をめぐって

を
つ
き
つ
め
て
い
っ
た
果
て
に
、
過
去
の
日
本
語
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
文
献
が
ど
の
程
度
残
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て

し
ま
う
。
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Concerning Modern Japanese Language

KONNO Shinji

Abstract　Recalling the researches that have been done on modern Japanese lan-

guage, attempts were made in this paper to raise two questions.  The questions were 

in regard to the use of Kana and the associative relationship of words. Regarding the 

use of Kana, a hypothesis was made that the modern language period had a “multi-

display writing system,” which did not limit the writing variation of a word to one, but 

recognized various ways of writing; whereas the ancient language period did not have 

such a system.  Regarding “associative relationship,” a hypothesis was made that the 

continuity/discontinuity of words can be considered by inspecting whether there is a 

common relation between the word entry and its explanation in a dictionary.  Al-

though both questions raised are hypothetical at the moment, it is hoped that these 

hypotheses will be examined from various aspects in the future.

Keywords: kana orthography, associative relationship, ancient Chinese


