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一
、

「
之
」
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
の
問
題

二
、

「
之
」
の
中
止
法
と
中
国
古
典
語
の
語
法

三
、

「
之
」
の
は
た
ら
き

四
、

「
之
」
の
体
制

五
、
副
詞
に
添
え
た

「
之
」

六
、
名
詞
と

「
之
」
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
中
国
古
典
語

の
語
法

七
、
名
詞
、
形
容
詞
に
添
え
た

「之
」

八
、
自
動
詞
に
添
え
た

「
之
」、
お
よ
び
分
巻

九
、
1
群
の
表
現
、
そ
の
他
動
詞
に
添
え
た

「之
」

十
、
1
、
皿
群
の
表
現
、
そ
の

「主
語

・
之

・
謂
語
」

十

一
、
皿
群
の
表
現
、
そ
の

「所

・
V
」
を
め
ぐ
る
補
足

十
二
、
ま
と
め
、
日
本
語
表
現
の
独
自
の
演
出

『
日
本
書
紀
』
の
表
現
の
な
り
た
ち
を
、
「
之
」
の
分
析
を

通
し
て
見
極
め
る
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
大

き
く
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。

一
つ
が
、
表
現
そ
れ
自
体
に
そ
く

し
て
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
方
向
、
も
う

一
つ
が
、
表
現
の
違

い
を
基
に

『
日
本
書
紀
』
三
十
巻
の
そ
の
い
く

つ
か
あ
る
グ
ル
ー

プ
の
区
分
を
確
定
す
る
方
向
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た

中
国
古
典
語
に
関
す
る
語
法
研
究
の
成
果
を
可
能
な
か
ぎ
り
広

く
援
用
し
、
右
の
二
つ
の
方
向
に
そ
く
し
て
考
察
を
加
え
る
。

ま
ず
は

「之
」
の
用
例
分
析
を
通
し

て
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
と

い
う
異
質
な
言
語
を
も

っ
て
表
現
す
る
な
か
に
日
本
語
に
そ
く

し
た
表
現
を
め
ざ
し
、
そ
こ
に

「之
」
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
、

そ
の
利
用
の
度
合
の
高
低
と
漢
文
の
装

い
を
め
ざ
す
志
向
の
高

低
と
が
反
比
例
な
い
し
逆
相
関
す
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
装
い

志
向
が
高
い
巻
で
も
そ
の
表
現
は
や
は
り
日
本
語
に
基
づ
く
こ

と
を
指
摘
し
、
そ
う
し
た
表
現
に
関
連

し
て
グ
ル
ー
プ
の
区
分

確
定
を
試
み
る
。



一
、

「
之
」
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
の
問
題

『
日
本
書
紀
」
の

「
之
」
を
あ
ぐ

っ
て
は
、
語
法
や
あ
ら
わ
れ
に

つ
い
て
論
じ
た
い
く
多
の
論
考
が
あ
る
。
福
田
良
輔
氏
の
先
駆
的
な

労
作

「書
記
に
見
え
て
ゐ
る

『
之
』
字
に
つ
い
て
」
(『古
代
語
文
ノ
ー

ト
』
)
を
は
じ
め
、

こ
れ
を
ひ
き

つ
ぎ
な
が
ら
、
「
之
」

の
用
法
を

〈中
止
法
〉
と

〈文
末
助
字
〉
と
に
分
け
た
上
で
、
そ
の
お
の
お
の

の
用
例
を
巻
ご
と
に
数
値
化
し
て
分
巻
論
を
展
開
し
た
西
宮

一
民
氏

の

「文
末
助
字

『
之
』
に
つ
い
て
」
(『
日
本
上
代
の
文
章
と
表
記
』

む97
年

)、
ま
た
さ
ら
に
西
宮
氏
の
こ
の
所
論
の
あ
と
に
、
森
博
達
氏

.
-
.の

「西
宮
は
、
二
種
の
用
法

(文
末
助
字
と
中
止
法

-

榎
本
補
筆
)

の
判
定
規
準
を
十
分
説
明
し
な
い
ま
ま
で
、
件
数
を
挙
げ
た
。
残
念

な
が
ら
、
追
認
不
能
で
あ
る
。
」
(『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』
46
頁
。

　

中
公
新
書
、
99
年
)
と
い
っ
た
批
判
が

つ
づ
く
。

,
--

a

明
確
な
判
定
規
準
も
な
く
た
だ
ふ
る
い
分
け
し
て
い
る
だ
け
で
は
、

た
し
か
に
森
氏
が
く
わ
え
た
よ
う
な
批
判
は
逸
れ
な
い
と
は
い
え
、

問
題

は
、
む
し
ろ

〈中
止
法
〉
と

〈文
末
助
字
〉
と
に
分
け
る
こ
と

そ
れ
じ
た
い
に
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
二
つ
の
用
法
が
、
た
が
い
の

典
型
的
な
用
例
に
あ

っ
て
は
差
違
を
き
わ
だ
た
せ
る
反
面
、
通
じ
あ

い
、
時
に
は
重
な
り
あ
う
ば
あ
い
も
あ
り
、
い
わ
ば
連
続
的
な
関
係

に
あ

る
以
上
、
と
り
わ
け

〈中
止
法
〉
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の

有
効
性
を
ま
ず
は
問
い
な
お
す

べ
き
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
も
と

も
と
日
本
語
の
文
法
用
語
な
の
だ
か
ら
、
漢
語

「之
」
の
用
法
の
説

明
に
そ
れ
が
は
た
し
て
有
効
な
の
か
、
や
は
り
押
さ
え
て
お
く
の
が

手
順
で
あ
る
。
こ
の

「中
止
法
」
の
語
を
、
森
氏
は
無
批
判
に
つ
か

う
。
術
語

の
は
ず
な
の
だ
が
、
森
氏
の
説
明
は
、
「①
②
③

(用
例

省
略

ー

榎
本
補
筆
)
が
中
止
法
の
用
例

で
あ
る
。
『之
』
字
は
語

気
を
い
っ
た
ん
淀
ま
せ
て
、
後
半
に
つ
な
ぐ
。」
(前
掲
書
45
頁
)
と

い
っ
た
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
で
は
、
西
宮
氏
が
く
だ
し
た

〈中

止
法
〉
に
つ
い
て
の
定
義
、
す
な
わ
ち

「
完
全
に
終
止
せ
ず
、
文
の

流
れ
を
い
っ
た
ん
淀
ま
せ
て
、
次
に
續
け
る
語
法
」
(前
掲
書
㈱
頁
)

と
ほ
と
ん
ど
変
り
な
い
。

か
く
て
森
氏
が
西
宮
氏
の
論
考
に
向
け
た
批
判
の
矛
先
は
、
み
ず

か
ら
の
批
判
そ
の
も
の
に
も
向
か
う
。
そ

こ
に
問
題
が
あ
る
と
い
う

以
上
に
、
「中
止
法
」
あ
る
い
は

〈中
止
法
〉

の
検
証
の
手
続
き
す

ら
欠
く
と
い
う
の
が
実
情
だ
か
ら
、
は
た
し
て
そ
れ
で

「
之
」
の
用

法
の
実
態
に
迫
り
う
る
の
か
、
疑

い
を
禁
じ
え
な
い
。
分
析
の
客
観

性

・
妥
当
性
を
保
証
す
る
の
は
、

一
に
か
か

っ
て
方
法
に
よ
る
。
そ

の
拠
り
ど
こ
ろ
に
、
小
稿
で
は
中
国
古
典

語
の
語
法
を
採
用
す
る
。

従
来
そ
れ
が
十
分
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
反
省
に
も
た
ち
、
『書
紀
』

の

「之
」
の
用
例
お
よ
び
そ
の
用
法
を
中

国
古
典
語
の
語
法
に
照
ら

し
あ
わ
せ
、
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が
る
実
像

を
可
能
な
か
ぎ
り
忠
実
に

う

つ
し
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
小
稿
の
さ
し
あ
た

っ
て
め
ざ
す
目

論
見
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
従
来
の
研
究

の
成
果
に
徴
し
て
も
、
そ
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の
実
像
が
中
国
古
典
語
の
語
法
ど
お
り
の
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
こ
と

な
ど
到
底
あ
り
え
な
い
。
中
国
古
典
語
の
語
法
か
ら
の
照
射
は
、

『書
紀
』
の

「
之
」
の
す
ぐ
れ
て
個
性
的
な
、
言
葉
を
か
え
あ
え
て

い
え
ば
、
す
な
わ
ち
日
本
語
に
も
と
つ
く

「之
」
の
特
徴
に
輪
郭
を

　ホ
ユ
　

あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
実
の
究
明
こ
そ
小
稿
の
課
題
で
あ
る
。

二
、

「之
」
の
中
止
法
と
中
国
古
典
語
の
語
法

実

は
、
中
止
法
に
関
連
し
て
も
、
中
国
古
典
語
に
そ
の
例
が
あ
る

と
森
氏
は
指
摘
す
る
。
順
序
と
し
て
ま
ず
は
そ
の
指
摘
を
、
次
に
抜

き
だ
し
て
み
る
。

前
節
で
述

べ
た
よ
う
に
、
中
止
法
や
文
末
助
字
の

「之
」
は
、

奇
用
で
は
あ

っ
て
も
、
誤
用
で
は
な
い
。
中
国
に
実
例
が
あ
る

　

か

ら

だ
。

た

と

え

ば

『
孟

子

・
梁

恵

王

上
」

に
、

「
填

然

鼓

之

、

て
ん
ぜ
ん

兵
刃
既
接

〔填
然
と
し
て
鼓
し
、
兵
刃
既
に
接
す
〕
」
と
あ
る
。

こ
の

「
之
」
字
は
口
調
を
整
え
る
だ
け
の
中
止
法
で
あ
る
。

(前
掲
書
娚
頁
)

中
止
法
に
つ
い
て
、

こ
こ
に
は

「
口
調
を
整
え
る
だ
け
」
と
い
う
説

明
が
あ
る
。
前
掲

「語
気
を
い
っ
た
ん
淀
ま
せ
て
、
後
半
に
つ
な
ぐ
」

と
こ
れ
が
ど
う
整
合
性
を
も

つ
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
ほ
か
な
い
が
、

そ
の
こ
と
を
棚
上
げ
し
た
と
こ
ろ
で
、
森
氏
の
右
の
指
摘
に
は
問
題

が
あ
る
。
森
氏
が
実
例
と
し
て
あ
げ
た
右
の

『孟
子
』
文
中
の

「
之
」

が
、
は
た
し
て

「
口
調
を
整
え
る
だ
け
の
中
止
法
」
に
当
た
る
の
か
、

そ
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
古
典
語
の
語
法

に
照
ら
し
て
み
る
か
ぎ
り
、

そ
う
し
た
解
釈
の
な
り
た

つ
可
能
性
は
、

ほ
と
ん
ど
無
い
。

疑
問
の
余
地
を
の
こ
さ
な
い
よ
う
に
、

で
き
る
だ
け
類
似
度
の
高

い
用
例
に
そ
く
し
た
説
明
を
ひ
ろ
い
出
し

て
み
る
に
、
何
尿
士
氏

「
《左
侍
》
的
人
称
代
洞
」
(『古
双
珸
培
法
研
究
洽
文
集
』
跚
頁
。
商

　

劣
印
需
棺
。
00
年
)
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

　

(四
)
有
吋

"之
"
述
兼
有
其
他
作
用
。
它
有
使
前
面
的
名
洞

劫
洞
化
的
作
用
,
同
吋
迩
作
其
箕
珸
。
如

"

　

(20
)
域
于
長
勺
,
公
将
鼓
之
。
(庄
10
)

『左
伝
』
荘
公
十
年

の
記
述
が
つ
た
え
る
右
の
例
は
、
森
氏
引
用
の

『孟
子
』

の
例
と
、
戦
い
に
さ
い
し
て
太
鼓
を
打

つ
と
い
う
共
通
す

　

　

る
意
味
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の

「
鼓
之
」
の

「
之
」
を
、
前
面
の
名
詞

「鼓
」
を
動
詞
化
す
る
作
用
を
も
ち
、
同
時

に
動
詞
に
な

っ
た
そ
の

語
の
賓
語

(ほ
ぼ
目
的
語
に
相
当
す
る
)

に
な
る
と
み
な
す
の
が
何

氏
の
見
解
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
異
論
も
あ
り
う
る
。
動

詞
化
な
ど
と
い
う
過
程
を

へ
る
ま
で
も
な
く
、
か
の
か
た
ち
そ
の
ま

ま
を
動
詞
と
み
る
立
場
に
た

つ
の
が
栩
伯
峻

・
何
殀
士
両
氏
の

『古

　

汳
悟
悟
法
及
其
友
展
』
(屠
文
出
版
社
。

99
年
)

で
あ
る
。
同
じ
例

　

に
つ
い
て
、
同
書
は

「
"之
"
指
軍
臥
。

"鼓
"
是
劫
凋
,
在
逮
里
是

　な
　
　

命
令
迸
古
的
意
思
。」
(
20
頁
)
と
説
く
ゆ

,-
-

,

ど
ち
ら
の
説
が
妥
当
か
と
い
う
よ
り
、

そ
れ
は
語
法
の
体
系
の
問

題
が
か
ら
み
、
に
わ
か
に
は
と
う
て
い
詰

め
き
れ
る
は
ず
も
な
い
の

O9



で
わ
き
に
置
く
と
し
て
、
違

い
が
あ
る
に
せ
よ
、
「之
」
を
、
意
味

的

に
も
、
そ
の
は
た
ら
き
の
う
え
で
も
動
詞
と
相
関
す
る
も
の
と
み

な
す

こ
と
に
か
ぎ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
大
差
な
い
点
こ
そ
重
要
で
あ
る
。

そ
し

て
少
く
と
も
管
見
の
お
よ
ぶ
範
囲
内
で
は
、
そ
の
見
方
が
む
し

ろ

一
般
的
で
す
ら
あ
る
。
「之
」
が
動
詞
と
相
関
す
る
こ
と
に
お
の

が
存
在
を
か
け
て
い
る
以
上
、
も
と
よ
り
単
独
で
は
あ
り
え
ず
、
文

中
に
位
置
す
る
か
、
は
た
ま
た
文
末

に
位
置
す
る
の
か
、
そ
の
こ
と

を
決
定
す
る
の
は
動
詞
で
あ

っ
て
、
「
之
」
は
そ
れ
に
ど
こ
ま
で
も

つ
き
従
う
だ
け
で
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
何
尓
士
氏
の
前
掲
論
考

で

は
、
次
の
例
が

「鼓
之
」
の
あ
と
に
つ
づ
く
。

(
22
)
渚
大
夫
恐
其
又
迂
也
,
承
公
拠
翩
逐
而
射
之
,
入
於
家

　

人
而
卒
,
以
兩
矢
冂
之
、
僉
莫
敢
迸
。
(哀
4
)

さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
前
掲
の

『
古
双
悟
珸
法
及
其
友
展
』

(修

ユ

訂
本
。
00
年
。
以
下
、
引
用
は
こ
の
修
訂
本
に
よ
る
。
)
が

「鼓
之
」

2

の
直
後
に
つ
た
え
る
例
。

　

(
12
)
尿
斯
二
者
,
豕
則
生
矣
。
…
…
則
不
知
足
之
蹈
之
、
手

　

之
舞
之
。
(孟
子

・
寓
委
上
)

た
だ

し
、

こ
の
例
に
な
る
と
、
「之
」
を
賓
語
と
み
な
し
て
は
い
る

け
れ

ど
も
、
指
示
す
る
対
象
を
も
た
な

い
。
そ
の
こ
と
を
含
め
、

「之
」
に
つ
い
て
同
書

(26
頁
)
は
次

の
説
明
を
く
わ
え
て
い
る
。

　

不
及
物
劫
洞
之
后
加
的

"之
"
字
実
无
所
代
,

"之
"
的
作
用

超
于
虚
化
往
往
用
来
表
示
劫
作
的
持
鎮
,
或
表
示
対
逮

一
劫
作

行
力
的
強
凋
等
。

「不
及
物
劫
凋
」
と
は
、
ご
く
大
雑
把
に
い

っ
て
日
本
語
の
自
動
詞

に
相
当
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
目
的
語
に
あ
た
る
指
示
対
象
は
ど
こ
に

も
求
め
よ
う
が
な
く
、
「之
」

の
そ
の
は
た
ら
き
に
そ
く
し
て
、
上

接
動
詞
の
あ
ら
わ
す
動
作
の
持
続
、
あ
る
い
は
動
作
行
為
の
強
調
と

い
っ
た
意
味
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
み
な
す
。
も
は
や
、
こ
の

「之
」

に
賓
語
あ
る
い
は
代
詞
と
い
っ
た
呼
称
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
上
接
の
動
詞
と

の
相
関
に
お
い
て

「之
」

を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
の

一
線
だ
け
は
踏
み
こ
え
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
不
及
物
劫
詞
」

に
付
い
た

「之
」

の
全

て
の

用
例

に
対
し
て
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ

う
し
て
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
が

「
之
」

の
処
理
に
妥
当
な
の
か
、
こ

う
な
る
と
恐
ら
く
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
動
詞
と
の

相
関
の
度
合
が
低
く
な
れ
ば
、
「之
」

は
い
よ
い
よ
助
詞
と
し
て
の

性
格
を
つ
よ
め
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
ま

で
く
れ
ば
、
中
止
法
も
な

り
た
つ
余
地
が
無

い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
か
り
に

動
詞
を

「V
」
で
あ
ら
わ
す
と
し
て
、
中
国
古
典
語
の
世
界
で

「之
」

を
賓
語
あ
る
い
は
代
詞
と
み
な
す
広
汎
な

「
V

・
之
」
と
は
、
右
に

み
た
よ
う
に
そ
れ
は
か
ぎ
り
な
く
連
続
的

で
あ
る
。
こ
の
連
続
は
、

「V

・
之
」
の
同
じ
か
た
ち
を
と
る
だ
け
に
、
容
易
に
は
断
て
な
い
。

実
際
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
自

明
な
こ
と
だ
が
、
〈中
止

法
〉
で
あ
れ
、
中
止
法

で
あ
れ
、
そ
れ
を
そ
う
規
定
す
る
に
あ
た

っ
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て
そ

の
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
意
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、

「
之
」
の
は
た
ら
き

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
本
質
的
に
は
規
定
の
問
題
で
は

な
い
。
問
題
の
本
質
は
、
む
し
ろ

「之
」
じ
た
い
に
内
在
し
て
い
る
。

中
止
法
に
該
当
し
そ
う
な
用
例
の
な
か
に
は
、
中
国
古
典
語
の
も
の

指
し

で
は
到
底
は
か
り
き
れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
そ
の
も
の
指
し
が

対
象
と
す
る
の
と
は
別
の
基
準
に
の

っ
と

っ
た
か
た
ち
を
と
る
も
の

が
少
な
く
な
い
。
系
統
的
な
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る
具
体
例
と
し
て
、

「
之
」
が

「雖
」
と
相
関
す
る
用
例
を
ま
ず
は
と
り
あ
げ
て
み
る
。

　ガ
ヨ
　

そ
の
全
用
例
は
次
の
と
お
り
。

○

唯
妾
雖
死
之
、
敢
勿
レ
忘
二天
皇
之
恩
の
(六

・
鯔
)

○

其
雖
古
風
之
、
非
レ
良
何
従
。
(六

・
鵬
)

ユ

○

臣
雖
生
之
、
亦
何
益
矣
。
(六

.
28
)ユ

○

臣
雖
労
之
、
頓
平
二其
乱
の
(七

.
30
)

ユ

○

夫
使
人
雖
死
之
、
不
レ
失
レ旨
。
(
二
二

.
19
)

こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
福
田
氏
前
掲
論
考

(蠅
頁
)
が
注

目
し
、
「
第
七
の
用
法
」
の
例
と
し
て
と
く
に
説
明
を
く
わ
え
て
い

る
。
念

の
た
め
次

に
し
め
す
。

　

「
雖
」
字
が
あ
る
以
上
、
之
字
は
全
く
無
意
義
に
用
ゐ
ら
れ
て

ゐ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
恐
ら
く
之
字
を
添

へ
た
こ
と
は
、
文

の
前
後
の
造
句
の
上
の
修
辞
手
法
に
因
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
右

に
列
挙
し
た
な
か
の
第
二
番
目

の
用
例

に
は
、
「名
詞
に

　之
字
の
か
か
る
用
法
で
添

へ
ら
れ
る
の
は
異
例
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト

が
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
、
西
宮
氏
の

〈中
止
法
〉
、
森
氏
の
中
止
法

な
ど
の
説
明
の
な
か
に
は
、
こ
れ
ら
の
用
例
に

一
切
言
及
が
な
い
の

で
、
中
止
法
と
の
直
接
的
な
関
連
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な

い
が
、
福
田
氏
の

「第
七

の
用
法
」
と
西
宮
氏

の

〈中
止
法
〉
と
が

ほ
ぼ
重
な
る
点
に
か
ん
が
み
て
、
形
式
的

に
処
理
す
れ
ば
、
お
の
ず

か
ら
中
止
法
に
あ
た
る
。

も

っ
と
も
、
中
止
法

に
あ
た
る
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、
論
の
展
開

上
、
ひ
と
と
お
り
押
さ
え
て
お
く
だ
け
で
し
か
な
い
。
問
題
は
ど
こ

ま
で
も
そ
の
内
実
だ
が
、
福
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
列
挙
し
た

な
か
の
第
二
番
目
の
用
例
だ
け
が

「
異
例
」
な
の
か
。
他
の
用
例
と

の
違

い
は
、
「雖
古
風
」
の
、
福
田
氏
に
よ
れ
ば

「雖
」
に

「名
詞
」

の

「古
風
」
が
下
接
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
に
か
ぎ
れ

ば
、
な
に
も

「
異
例
」
で
は
な
い
。
前
掲

の

『
古
汲
珸
珸
法
及
其
友

展
』
が
つ
た
え
る
、
た
と
え
ば
、

○

戎
量
小
子
,
而
式
弘
大
。
(恃

・
大
雅

・
民
旁
。
㎝
頁
)

○

(前
略

-

榎
本
)
玄

日

"
"蚤

夏
刑
徐
之
人
,
未
敢
同

命
。"
(世
悦
新
屠

・
方
正
。
粥
頁
)

右
の
よ
う
な
例
が
あ
い
通
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
中
国
古
典
語
の
語
法

に
照
ら
し
て
い
え
ば
、
「雖
」
と
そ
の
対
象
と
す
る
語
句
と
の
ま
と

ま
り
に

「之
」
が
下
接
す
る
と
い
う
、
右
掲
の
例
す
べ
て
に
共
通
す
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る

こ
の
か
た
ち
こ
そ

「
異
例
」
で
あ
る
。

い
ま
便
宜
、
右
の

『
古
双
悟
珸
法
及
其
友
展
』
の

「量
」
に
関
す

る
説
明
を
も
と
に
そ
の
語
法
上
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
る
に
、
「
連

洞
」
た
る

「
量
」
を
も
つ
句
が

「偏
分
旬
」、
そ
れ
を
受
け
る
句
が

「正
分
句
」、

こ
の
組
み
合
せ
の
意
味
の
相
関
が

コ

般
都
先
用
達
洞

汢
歩

悦

一
句
,
再
轄
折
入
正
面
意
思
。」
、
そ
し
て
こ
の

一
文
を

「
汢

歩
夏
句
」
と
い
う
。
ご
く
簡
単
に
日
本
語
の
文
法
に
う

つ
し
か
え
て

い
え
ば
、
接
続
詞

「
雖
」
は
譲
歩
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
を
も

つ
従
属
節
が
主
節
と
相
関
す
る

一
文
を
複
文
と
み
な
し
て
い
る
と
い

う

こ
と
に
な
る
が
、
「偏
分
句
」
と

「正
分
句
」
と
の
あ
い
だ
に
は
、

逆
接

の
関
係
的
意
味
が
生
じ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
の
が
、

「正
分
旬
有
表
轄
折
的
連
洞
或
副
凋
与
之
配
合
呼
応
。」
(前
掲
書
㎝

頁
)

と

い
う
指
摘

で
あ
り
、

「
"量
…
…
然

…
…
"
」

「
"量
…
…

而
…
…
"
」
「
"蚤
…
…
然
而
.......
J
な
ど
の
か
た
ち

(
そ
の
他
も
あ

る
が
)
を
と
る
。
挙
例

の

一
部
を
次
に
し
め
す
。

　

　

○

蚤
名
播
天
听
,
然
胤
絶
墨
世
。
(世
悦
新
屠

・
言
屠
)

　

　

○

戎
蚤
小
子
,
而
式
弘
大
。

(詩

・
大
雅

・
民
旁
)

　

　

○

其
卒
量
多
,
然
而
軽
走
易
北
。
(史
祀

・
張
扠
列
侍
)

こ
れ
ら

「然
」
「而
」
「
然
而
」
は
、
「量
」

に
対
応
す
る
と
い
う
よ

り
、
「
正
分
句
」
が

「偏
分
句
」
と
相
関
す
る
そ
の
関
係
的
意
味
に

そ
く
し
て
、

い
わ
ば
そ
の
意
味
を
抽
出
す
る
か
た
ち
で
言
語
化
し
た

も

の
で
あ
ろ
う
。
関
係
的
意
味
の
な
り
た

つ
磁
場
に
、
本
来

「之
」

の
は
い
り
こ
む
余
地
は
な
か

っ
た
に
相
違
な
い
。
中
国
古
典
語
に
関

す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
当
然
で
も
あ
り
、
勿
論
、
「雖

之

」

の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
は
な
い
。

翻

っ
て
、
『書
紀
』
の

「
雖
」
を
め
ぐ
る
前
掲
例
は
特
異
と
い
う

ほ
か
な
い
が
、
関
係
的
意
味
の
磁
場
が
な
り
た

っ
て
い
る
こ
と
に
は

か
わ
り
が
な
い
。
従
属
節
と
主
節
と
は
、
た
が
い
の
そ
の
ま
と
ま
り

に
お
い
て
、
た
と
え
ば

「然
」
「而
」
「然
而
」
な
ど
の
関
係
的
意
味

の
磁
場
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
「
之
」

に
、
「文
の

流
れ
を
い

っ
た
ん
淀
ま
せ
て
、
次
に
續
け
る
語
法
」
(
〈中
止
法
〉
)

な
ど
の
解
釈
の
な
り
た

つ
余
地
は
な
い
。
む
し
ろ
、
従
属
節
の
ま
と

ま
り
の
な
か
に
お
の
が
位
置
を
し
か
る
べ
く
占
あ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
厳
密

に
い
え
ば
、
従
属
節
で
は
な
く
、
「
雖
」
と
そ
れ
が
か
か

え
る
対
象
と
の
ま
と
ま
り
の
全
体
で
あ
る
。
中
国
古
典
語
の
例
で
は
、

「
偏
分
句
」
に
お
け
る

「量
」

の
位
置
は
、
旬
中
の
主
語
の
前
後
い

ず
れ
で
も
よ
く
、
そ
の
こ
と
が

「分
句
」
と
い
う
把
握
に
つ
な
が
る

一
因
で
も
あ

っ
た
が
、
『書
紀
』

の
前
掲
例

に
あ

っ
て
は
、
「雖
」
に

主
語
は
下
接
せ
ず
、
し
た
が

っ
て
従
属
節
を
そ
れ
が
か
か
え
る
こ
と

も
な
い
。

実
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
か
た
ち
を
と

る
の
が

『古
事
記
』
の
用

例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
語

・
述
語
か

ら
な
る
従
属
節
は

「雖
」

に
下
接
し
な
い
。
三
十
七
例
あ
る
な
か
の
た
だ

一
つ
の
例
外
が
、
序

文

(上
表
文
)
中
の
次
の
用
例
で
あ
る
。
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雖
二歩
驟
各
異
、
文
質
不
レ同
、
莫
レ
不
下稽
レ
古
以
縄
二風
猷
於
既

頽
ハ
照
レ
今
以
補
中典
教
於
欲
占
絶
。

　ホ
る
　

中
国
古
典
語
の
表
現
に
な
ら

っ
た
典
型
的
な
文
中

に
あ
り
、
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
か
た
ち
に
整
え
た
も
の
と
い
う
の
が
、
「
雖
」
を
め
ぐ

　か
　
　

る
表

現

の
内

実

で
あ

る
。

本

文

中

の
用
例

は
、

こ
れ

と

は
全

く
違

う
。

○

僕

雖

レ
不

レ
降

、

専

有

下
平

二
其

国

一
之

横

刀

抄

可

レ
降

二
是

刀

⑩

(
中

゜
52　
)

○

吾

雖

レ
兄

、

不

レ
宜

レ
為

レ
上
。

(
中

゜
66　
)

こ
れ

ら

は
、

『
書

紀

』

の
前

掲

例

と

、

「
之
」

の
有

無

を

の
ぞ

け

ば

、

ほ

と

ん

ど

か

わ

り

な

い
。

「
僕

」

「
吾
」

と

そ

れ

ぞ

れ

「
不

降

」

「
兄

」

と

は
、

み

か

け

上
、

主

語

と

述

語

と

の
関

係

に
あ

る

よ

う

だ

が

、

後

　

　

者
の
ば
あ
い
、
「吾
が
兄
と
は
い
へ
ど
」
「吾
が
兄
な
れ
ど
も
」
と
い
っ

た
訓
み
は
あ
た
ら
な
い
。
類
例
を
し
め
せ
ば
、
た
と
え
ば
次
の
か
た

ち
。○

故
、
其

ハ
上
比
売
者
、
雖
二率
来
↓
畏
二
其
嫡
妻
須
世
理
毘

売
一而
、
(上

・
㎜
)

○

其
神
之
使
者
、
雖
二今
不
ワ
殺
、
還
時
将
レ殺
。
(中

゜
182
)

「
雖
」
に
上
接
す
る
の
は
、
右
の
よ
う
に
し
ば
し
ば

「者
」
を
と
も

な
う
主
題
で
あ
る
。
こ
の
主
題
と
、
傍
線
部
の
行
為
の
主
体
は
違
う
。

す

な
わ
ち
、
主
題
は
、
「雖
」
を
除
く
傍
線
部
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で

「雖
」
を
含
む
そ
の
全
体
と
相
関
す
る
。
傍
線
部
に
そ
く
し
て
い

え
ば
、
そ
の
全
体
が
文
中
の

一
つ
の
成
分
の
か
た
ち
を
と
る
。

○

此
神
者
、
足
雖
レ
不
レ行
、
尽
知
二
天
下
之
事

一神
也
。

(上

・

鵬
)

○

爾
其
后
及
御
子
等
、
於
二其
小
竹
之
苅
杙
《
雖
二足
腓
破
↓

忘
二其
痛

一以
哭
追
。

(中

゜
222
)

　

前
者
を
、
通
常

「
足
は
行
か
ね
ど
」
と
訓
む
。
案
山
子
の
歩
行
し
な

い
と
い
う
属
性
を
、
「
尽
知
二天
下
之
事

一」
に
は
似

つ
か
わ
し
く
な

い
か
ら
、
逆
接
の
か
た
ち
で
強
調
す
る
が
、
表
現
上
は

「足
」
が
主

題
と
な
る
。

後
者

の
ば
あ

い
、

「
弓
腹

振
立
而
」

(
上

・
74
)

「自
二鼻
口
及
尻
[種
種
味
物
取
出
而
」
(上

・
84
)
「先
忌
矢
可
レ
弾
」

(中

゜
84　
)
「剣
自
レ
尻
刺
通
」
(中

・
嬲
)

な
ど
に
通
じ
、
「
足
」
を

「腓
破
」
が
対
象
と
す
る
。
し
か
も
そ
う
し
て
結
び

つ
い
た

「
足
腓

破
」
に
対
し
て
、
直
前
の

「於
其
小
竹
之
苅
杙
」
は
そ
の
原
因

(と

な

っ
た
も
の
)
を
あ
ら
わ
す
と
い
っ
た

つ
な
が
り
を
も

つ
。
そ
の
関

係
を
し
あ
せ
ば
、

於
二其
小
竹
之
苅
杙
ハ
足
腓
破

(雖
)

右
の
よ
う
に
傍
線
部
同
士
が
結
び

つ
き
、

「
雖
」
は
そ
の
全
体
を
う

け
る
の
だ
か
ら
、
日
本
語
の
逆
接
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
の
が
、
実
際

の
そ
れ
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
の
は
た

ら
き
の
に
な
い
手
は
、

「
ど
」
「ど
も
」
「
と
も
」
と
い

っ
た
助
詞

の
類
で
あ
る
。
自
立
語
に

つ
く
そ
れ
の
あ
り
か
た
が
、

一
語
で
あ
れ
自
立
語
な
ら
ば

「
雖
」
に

下
接
さ
せ
る
、
た
と
え
ば

「
詔
雖
レ
直
」

(上

・
78
)
「三
度
雖
レ
乞
」
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(上

・
悩
)
三

年
雖
レ住
L
(上

・
鵬
)
な
ど
の
糠

寄

能
に
し
た

反
面
、
そ
の
こ
と
に
と
も
な
い
、
せ
い
ぜ
い
動
詞
と
そ
の
目
的
語
と

い

っ
た
程
度

の
語
的
結
び

つ
き
を
下
接
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
結
果

を
も
た
ら
し
て
も
い
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
な
か
で
は
、

天
神
御
子
之
命
、
雖
二雪
零
風
吹
ハ
恒
如
レ
石
而
常
堅
不
レ動
坐
。

(上

・
慍
)

右
の
用
例

の
傍
線
部
は
、
主
語
と
述
語
と
の
関
係
か
ら
な
る
極
め
て

異
例

(唯

一
)
な
か
た
ち
だ
が
、

一
文
全
体
の
主
題

「
天
神
御
子
之

命
」

の
そ
の
あ
り
よ
う
を
あ
ら
わ
す
な
か
の
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
述

語
と
あ
い
か
か
わ
る

(逆
接
)
と
い
う
点
で
は
、
も
ち
ろ
ん
主
節
に

対
す
る
従
属
節

で
も
な
く
、
「雖
」
に

「雪
」
「
風
」
を
二

つ
な
が
ら

上
接

で
き
な
い
と
い
っ
た
事
情
が
恐
ら
く
そ
の
な
り
た
ち
に
か
か
わ

る
。こ

う
し
た

『古
事
記
』
の
用
例
に
通
じ
る
以
上
、

一
律
に
助
詞
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
『
書
紀
』

の
前
掲

「雖
」
が
、
と
も

か
く
も
日
本
語
を
背
景
に
あ
あ
し
た
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る
こ
と
は

疑
い
を
い
れ
な
い
。
中
国
古
典
語
の
例
と
み
ま
こ
う
ば
か
り
の
み
か

け
と
は
裏
腹
に
、
そ
う
し
て
表
現
を
日
本
語
を
も
と
に
な
り
た
た
せ

て
い
た
こ
と
が
、
自
立
語

一
つ
を
下
接
さ
せ
る
だ
け
と
い
っ
た

「雖
」

の
限
定
的
な
使
用
に
つ
な
が

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「雖
」
を
め
ぐ
る

そ
の
使
用
に
つ
ら
な
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「
之
」
で
あ
る
。
『古

事
記
』
の

「雖
」
の
実
質
的
に
は
自
立
語
に

つ
く
そ
の
あ
り
か
た
を

さ

き

に
例

示

し

た

が

、

そ
れ

に
な

ら

っ
て
位

置

づ
け

る
な

ら
ば

、

た

と

え

ば

次

の
よ

う

に

「
之

」

は

「
雖

」

に
付

随

す

る
だ

け

で
し

か

な

い
。

　

唯
妾
死

(雖
)
之
、
敢
勿
レ忘
二天
皇
之
恩
の

「
雖
」

は
、

そ
の

「
之
」

を
通
り

こ
し

て
、
「
敢
勿
レ
忘
二天
皇
之

恩
」

と
の
間
に
関
係
的
意
味

(逆
接
の
仮
定
条
件
)
を
構
成
す
る

の
だ
が
、
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
明
示
的
で
あ
る
以
上
、
付
随

す
る
だ
け
の

「之
」
に
、
そ
の
意
味
を
付
加
な
い
し
削
減
す
る
ほ
ど

の
は
た
ら
き
は
な
か

っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
言
い
か
え

れ
ば
、
関
係
的
意
味
に
は
む
し
ろ
積
極
的

に
不
参
加
の
立
場
に
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
に
か
わ
る

「之
」
の
は
た
ら
き
と
し

て
、
も

っ
と
も
可
能
性
の
高
い
の
が
区
切
り
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。

四
、

「
之
」
の
体
制

た
だ
し
、
区
切
り
と
は
い
っ
て
も
、
そ

こ
で
文
を
断
止
し
て
し
ま

う
ほ
ど
の
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
単
位
的
な
ま
と
ま
り
を
構
成

す
る
体
制
に
、

い
わ
ば
添
え
る
程
度
に
と
ど
ま
る
。
そ
う
し
た
点
で

は
、
区
切
り
を
視
覚
に
訴
え
る
と
い
っ
た
性
格
が

つ
よ
い
。

(1
)
是
夜
、
以
レ歌
之
、
問
二侍
者
一日
、
(七

・
07
)

c
　

(
2
)

以

二
夜

半

一之

、

衙

レ
梅

穿

レ
城

、

劇

入

二
営

中

の

(
二
八

・
謝
)

(3
)
以
二皇
后
疲
乏

、
暫
留
レ輿
而
息
。
へ
二
八

謝

)

(
4

)

自

今

以

後

、

与

二
誰

人

一
之

、

経

二
綸

鴻

業

一耶

。

(
七

・
跏

)
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(
5
)
為
二
天
皇
体
不
予

一之
、
三
日
誦
二
経
於
大
官
大
寺

・
川
原

寺

・
飛
鳥
寺
の
(二
九

・
齠
)

右
に
列
挙
し
た
な
か
の
、
た
と
え
ば

「以
」
を
め
ぐ
る
用
例
に
そ
く

し
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
下
接
す
る
、

つ
ま
り
は
対
象
と
す
る
の
は
、

(1
)
が

「歌
」
、
(2
)
が

「
夜
半
」
、
(3
)
が

「皇
后
疲
」
で
あ

り
、

語
か
ら
文
に
ま

で
お
よ
ぶ
。
「以
」
は
、
み
ず
か
ら
が
対
象
と

す
る
相
手
と
の
あ
い
だ
に
単
位
的
な
ま
と
ま
り
を
構
成
し
、
も
は
や

そ
れ
だ
け
で
、
以
下
に
つ
づ
く
述
語
成
分
に
か
か
る
体
制
と
し
て
な

ん
ら
不
足
は
な
い
。
そ
の
い
わ
ば

「
以
」
の
体
制
は
、
述
語
成
分
に

対
し
て
、
手
段

(1
)、
時
間

(2
)、
理
由

(3
)
と
い

っ
た
関
係

的
意
味
を
あ
ら
わ
す
。
「雖
」
の
ば
あ
い
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、

そ
れ
ら
関
係
的
意
味
に

「之
」
が
参
与
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
「
以
」
の
体
制

に
そ
れ
を
添
え
て
い
る
だ
け
だ
が
、
し
か

し
、

そ
う
し
て
添
え
る
こ
と
が
、
文
を
構
成
す
る
単
語
の
連
続
の
な

か
で
は
、
そ
こ
に
明
確
な
区
切
り
を
う
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
も
、

こ
れ
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
右
に
挙
例
し
た

(4
)
(
5
)
に
も
あ
て
は
ま
る
。

「雖
」
「
以
」
「与
」
「
為
」
な
ど
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
が
か
た
ち
つ
く

る
体
制
に
添
え
る
と
い
う

「
之
」
の
使
用
を

一
貫
さ
せ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
も

っ
と
も
、
「之
」
を
添
え
る
こ
と
が
も
た
ら
す
区
切
り

の
効
果
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
そ
れ
じ
た
い
を
意
図
し
た
も
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
読
点
の
よ
う
に
、
文
中
の
語
句
の
区
切

り

に
、

区

切

り

そ

の

も

の

の
符

号

と

し

て

い

わ
ば

ニ

ュ
ー

ト

ラ

ル

な

も

の
と

し

て

う

つ
の

で

は

な

い
。

ど

こ

ま

で

も
体

制

に
添

え

る

だ

け

で
あ

る

か

ら
、

言

い

か

え

れ

ば
、

体

制

に

お

い
て

そ

れ

は

あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

体

制

内

の
規

模

の
大

小
、

右

掲

の

用
例

で

は

(
1
)

(
2
)

(
4

)

の
単

語

に
対

し

て

(
3
)

(
5
)

が
文

と

い
う

よ

う

な
違

い
も
、

「
之

」

の
使

用

に
は

ほ

と

ん

ど

影

響

を

お

よ

ぼ
し

て

は

い
な

い
。

さ

ら

に

は
、

体

制

そ

の

も

の

も
、

右

に

列
挙

し

た

「
雖

」

以

下

の

よ

う

に
助

詞

に

よ

る

も

の
、

し

た

が

っ
て
述

語

た

ら

ざ

る

も

の
と

、

述

語

と

な

る

も

の
と

の
あ

い
だ

に
本

質

的

な

違

い
は

な

い
。

次

に
、

述

語

の
体

制

が
、

「
雖

」

以

下

と

同

じ

よ

う

に
対

象

を

か

か

え

た

用

例

を

い
く

つ
か

し

め

す

。

(
6
)
王

知

レ
被

レ
欺
、

則

以

レ
燧

出
レ
火
之

、
向

焼

而

得

レ
免
。

(七

・

05

)

c　

(
7
)

唯

悲

二
男

狭

磯

入

レ
海

死

一
之

、

則

作

レ
墓

厚

葬

。

(
一
三

・

蜥

)

(
8
)

爰

日

本

武

尊

不

レ
知

二
主

神

化
ワ
蛇

之

、

謂

「
是

大

蛇

必

荒

神

之

使

也

。
」

(
七

・
鵬

)

(
9

)

臣

雖

レ
知

二
其

逆

ハ

未

レ
受

二
太

子

命

一
之
。

(
一
二

・
翔
)

(
10
)

於

レ
是

、

天

皇

権

レ
令

二
弟

媛

至

一而

居

二
于

泳

宮

一之

。

(七

・

85
)

2

傍

線

部

の
述

語

の
体

制

内

部

は
、

述

語

動

詞

が

名

詞

一
つ
を

対

象

と

す

る

も

の
、

ま

た

そ
れ

の
文

を

対

象

と

す

る
も

の
、

さ

ら

に
助

動

詞

69



を
上
接
さ
せ
た
も
の
、
文
が
そ
こ
で
終
始
す
る
も
の
等
、
雑
多
と
い

う
ほ
か
な
い
。
内
部
の
そ
う
し
た
多
様
に
は
な
ん
ら
か
か
わ
り
な
く
、

ど
れ
も
体
制
に
添
え
て
あ
る
と
い
う
こ
の

「之
」
の
あ
り
か
た
は
、

「
之
」
が
体
制

に
対
し
て
か
ぎ
り
な
く
透
明

で
あ

っ
た
こ
と
を
も
の

が
た
る
。
逆
に
い
え
ば
、
透
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ど
の
よ
う
な
体

制
に
も
添
い
え
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
上
述
の
と
お
り
体
制
が
述

語
か
否
か
に
違
い
が
な
か

っ
た
と
い
う
以
上
に
、
対
象
を
か
か
え
る

か
否
か
に
、
そ
し
て
そ
の
品
詞
の
相
違
に
も
、
「之
」
が
超
然
と
し

て
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
自
然
と
い
う
ほ
か
な
い
。

五
、
副
詞
に
添
え
た

「之
」

対
象
を
か
か
え
ず
、
述
語
で
も
な
い
語
の
典
型
が
副
詞
で
あ
る
。

ほ
ぼ

一
語
だ
か
ら
、
体
制
と
み
な
す
こ
と
す
ら
、
あ
る
い
は
そ
ぐ
わ

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
添
え
て
あ
る
と
い
う

「之
」
の
使
用
に
つ

い
て
は
、
従
前
の
用
例
と
な
ん
ら
変
り
な
い
。
反
面
、
副
詞
に
固
有

の
問
題
も
あ
る
。
そ
の
問
題
を
か
ん
が
え
る
上
に
も
格
好
な
の
で
、

ま
ず

は

「之
」
を

「久
」
に
添
え
た
用
例
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。

(
11
)
久
之
、
天
皇
遂
赦
二其
罪
の
(
一
一
・
嫻
)

こ
の

「久
之
」
を
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は

「
久
に
あ
り
て
」
と

訓
む
。
こ
れ
自
体
は
、
中
国
古
典
語
の
用
例
と
し
て
も
ゆ
う
に
通
じ

る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
類
例
が
あ
る
。

　

　

　

久
之
,
耳双
政
母
死
。
(史
祀

・
刺
客
列
侍
)

中
国
古
典
語

の
語
法
で
は
、
傍
点
部
に
つ
い
て
、
「
幼
凋
渭
屠
句
」

(動
詞
述
語
文
)
の

「有
吋
有
表
示
吋
同
的
凋
悟
在
句
首
」
(『古
双

珸
培
法
及
其
友
展
』
鵬
頁
)
、
す
な
わ
ち
動
詞
述
語
文
の
文
頭
に
た

つ
時
間
表
示
の
語
句
と
み
な
す
。
興
味
深

い
の
は
、
こ
の
解
釈
の
も

と
に
、
次

の
例
も

一
緒
に
挙
げ
て
い
る
点

で
あ
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三
年
春
,
王
二
月
,
壬
戌
,
平
王
崩
,
(左
侍

・
隠
公
三
年
)

傍
点
部
の

「
三
年
春
」
以
下
は
、
平
王
の
崩
じ
た
そ
の
年
月
日
を
限

定
し
て
い
る
が
、
前
掲
例
の

「久
之
」
の
ば
あ
い
、
同
じ
よ
う
に
摂

政
の
母
の
死
ん
だ
時
を
限
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
じ
た
い

が
久
し
い
時
間
の
経
過
を
あ
ら
わ
す
。
日
本
語
に
う
つ
し
か
え
れ
ば
、

ま
さ
に
古
訓
の

「久
に
あ
り
て
」
に
あ
た
る
。

こ
の
古
訓
に
誤
り
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
本
来
、
右
の
二
つ
の
例
を

一
括
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
書

に
は
、
「
吋

向
副
凋
」
の

〔久
,
久
久
,
久
之
,
良
久
〕
に
く
わ
え
た
説
明
の
な

か
で
、

"久
之
"、
"良
久
"
可
位
于
劫
洞
渭
屠
前
后
,
表
示
持
鎮
的
吋

向
長
久
。
如

"

　

　

(5
)

于
是
尊
荊
軻
力
上
卿
,
舎
上
舎
,
…
…
久
之
,
荊
卿

未
有
行
意
。

(域
国
策

・
燕
策
三
)

　

　

(6
)

居
久
之
,
李
少
君
病
死
。

(史
祀

・
孝
武
帝
本
紀
)

(以
上
瀰
頁
)

右

の
よ
う
に
な
に
ご
と
か
の
状
態
な
い
し
行
為

に
つ
い
て
、
そ
の
持
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続
す
る
時
間

の
長
久
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
。
(
6
)
は
、
た
し
か
に

説
明
ど
お
り
だ
が
、

(5
)
が
そ
の
通
り
で
あ
る
確
証
は
な
い
。
古

訓
を
か
り
て

「
久
に
あ
り
て
も
」
と
訓
む
こ
と
も
可
能
と
い
う
よ
り
、

む
し

ろ
そ
の
ほ
う
が
、
「句
首
」
に
た

つ

「久
之
」

に
と

っ
て
妥
当

で
あ
ろ
う
。
な
お

つ
け
加
え
れ
ば
、
「句
首
」
に
た

つ
以
外
に
も
、

既
已
,
上
立
肢
奈
王
力
太
子
,
召
綰
,
拜
力
太
子
太
傅
,
久

劃
,
迂
力
御
史
大
夫
。
(史
祀

・
万
石
張
叔
列
侍
、
獅
頁
)

「迂
」

(遷
)
が
あ
る
の
で
、
古
訓
の

「久
に
あ
り
て
」
が
こ
の
場

合
も

ふ
さ
わ
し
く
、

こ
う
し
て
文
中

に
位
置
す
る
用
例
も
含
め
、

「
久
之
」
の
か
ぎ
り
で
時
間
経
過
の
長
久
を
あ
ら
わ
す
点
に
そ
れ
の

特
徴
が
あ
る
。

さ

て
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
も

っ
て
、
「
三
年
春
」
以
下
の
例

と
同
様
に

「表
示
吋
向
的
洞
珸
」
と
み
な
し
た
り
、
あ
る
い
は

「吋

同
副
凋
」
と
規
定
し
た
り
す
る
こ
と
ま
で
否
定
し
さ
る
こ
と
は
、
性

急
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
久
之
」
の
か
ぎ
り
で
は
、
な
お
や
は

り

「
句
」
(文
)
の
資
格
を
欠
き
、
し
た
が

っ
て

「復
句
」

に
お
け

る

「
分
句
」
た
り
え
な
い
以
上
、
「凋
珸
」
と
み
な
す
ほ
か
な
い
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
、
分
類
と
し
て
は

「吋
向
副
凋
」
に
落
ち

つ
く
こ

と
に
な
る
。
言

い
か
え
れ
ば
、
意
味
の
う
え
で
は
句
相
当
だ
が
、
語

法
上

は
副
詞
と
い
う
こ
の
双
方

の
性
格
を
ば
共
有
し
て
い
る
。
そ
し

て
意

味
ま
で
副
詞
に
な
り
き
ら
せ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
書
紀
の
用

例

で
あ
る
。

(
12
)

是

以
、

東

、

久

之

無

レ
事

焉

。

(
七

・
鋤
)

(
13
)

襲

津

彦

、

久

之
不

レ
還

。

(
一
〇

・
跚
)

(
14
)

時
、

隼

別
皇

子
密

親

娶

而
久

之

不

二
復

命

の

(
一
一

・
鰤
)

こ

こ

で

は
、

「
久

之

」

は

、

ど

れ

も

否

定

の
語

を

と

も

な

っ
て
状

態

を

あ

ら

わ

す

述

語

に

か

か

り
、

そ

の
状

態

が

久

し

く

つ
づ

く

こ
と

を

あ

ら

わ

す

。

「
吋

向

副

洞

」

の
規

定

に

、

こ

の

「
久

之

」

が

合

致

す

る

こ
と

は

恐

ら

く

事

実

に
は

違

い
な

い
け

れ

ど

も

、

そ

の
反

面

、

次

の
用

例

と

は

、

い

っ
そ

う

深

く

か

か

わ

る

。

(
15

)

亦

形

姿

穢

陋

、

久

之

不

レ
堪

レ
陪

二
於

掖

庭

の

(
七

・
鰤

)

「
久

之

」

は
、

本

来

、

「
陪

二
於

掖

庭

一」

に

か

か

り

、

そ

の
状

態

が

久

し

く

続

く

こ
と

を

あ

ら

わ

し

、

そ

れ

に
耐

え

ら

れ

な

い

こ
と

を

い

う

の
が

「
不

堪

」

の
は

ず

だ

が

、

そ

の
あ

る

べ
き

位

置

に
は

な

い
。

日
本

語

に

の

っ
と

っ
た

「
久

し

く

～

堪

へ
ず

」

の
語

順

の
ま

に
ま

に
、

「
久

之

」

を

「
不

堪

」

に
先

行

さ

せ

た

こ

と

は
疑

い
を

い
れ

な

い
。

(
12
)

以
下

の

用
例

も
、

(
15
)

と

は

、

否

定

の
語

に

「
久

之

」

を

上

接

さ

せ

て

い
る

と

い
う

か

た

ち

の
う

え

以

上

に
、

日
本

語

に

の

っ
と

り

「
久

し

く

」

も

し

く

は

「
久

に

」

を

、

そ

れ

ぞ

れ

「
事

無

し

」

か
へ
り
ま
う

で

か

へ
り
こ
と
ま
う

「
還
こ
ず
」
「復
命
さ
ず
」
(以
上
、
日
本
古

典
文
学
大
系
本
の
訓
み
)

に
さ
き
だ

っ
て
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
表
現

の
基
本
に
お
い
て
あ
い
通

じ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
表
現
を
、
い
わ
ば
自
覚
的
に
、
意
図
的
に
な
り
た
た
せ
て
い

る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
久
之
」
だ
け
に
は
、
も
ち
ろ
ん
限
ら
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な

い
。

次

に
あ

げ

る

用

例

も

、

そ

の
な

か

の

一
つ
。

(
16

)

一
日

之

無

レ
不

レ
顧

。

(七

・
跏
)

(
17

)

皇

位

者

、

一
日

之

不

レ
可

レ
空

。

(
一

一

・
82
)

c
　

こ
の

「
一
日
」
も
、
中
国
古
典
語
の
語
法
に
外
れ
た
位
置
に
あ
り
、

「之
」
を
添
え
て
い
る
点
を
含
め
、
「
久
之
」
同
様
、
表
現
は
日
本
語

に
の

っ
と
る
。
と
く
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
中
国
古
典
語
に
内
容
的

に
も
ご
く
近
い
例
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
連
は
と
り
わ
け
注
目
に
あ

た
い
す
る
。
ま
ず
は
当
該
箇
所
の
頭
注
と
し
て
日
本
古
典
文
学
大
系

本
が
あ
げ
る

『書
紀
集
解
」
所
引
の

「
三
国
志
、
魏
志
、
文
帝
紀
註

所
引
献
帝
伝
」
の
次
の

一
文
。

四
海
不
レ
可
二以

一
日
曠
ワ
主
。

さ
ら
に

『
書
紀
』
允
恭
天
皇
即
位
前
紀
の

「夫
帝
位
不
レ
可
二以
久
曠

の
天
命
不
レ可
二以
謙
距
ご

(響

ハ)
と
い
う

一
節
の
出
典
と
し
て
同

じ
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
が
あ
げ
る

『後
漢
書
』
「光
武
紀
」

の
次
の

一
文
。

夫
帝
位
不
レ可
二以
久
曠
の

「
一
日
」
や

「
久
」
が
ま
さ
に
あ
る
べ
き
位
置
を
し
め
る
。
こ
う
し

た
例

を
と
く
と
承
知
の
上
で
、

つ
ま
り
は
中
国
古
典
語
の
語
法
に
あ

え

て
背
き
、
日
本
語
に
そ
く
し
た
表
現
を
採
用
し
た
の
が
、

あ
の

(16
)
(17
)
の
用
例
の
か
た
ち
で
あ
り
、
こ
れ
に
か
の

「
久
之
」

の

用
例

が
つ
ら
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
つ
ら
な
り
自
体
、
さ
ら
に
広
汎
な
ひ
ろ
が
り
の

一
部

で

し

か

な

い
。

用
例

も

多

彩

で

は

あ

る

が

、

「
久

之

」

と

「
一

日

之

」

と

が

一
つ
に

つ
ら

な

る

よ

う

に
、

多

彩

の
な

か

に
、

ゆ

る

や

か

な

が

ら

い
わ

ば

系

統

だ

っ
た

あ

ら

わ

れ

を

み

せ

る

。

次

に
、

系

統

ご

と

に
用

例

を

一
括

し

て
し

あ

す

。

ま

ず

は

時

間

関

連

の
用

例

だ

が

、

　ま
ア
　

「久
之
」
コ

日
之
」
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。
そ
れ
ら
の
用
例
は
除
く
。

〔時
間
関
連
〕

○
唯
今
皇
后
始
之
有
レ
胎

(八

・
謝
)

○
示
二長
遠
之
不
レ朽

者
也

(九

・
謝
)

○
昨
夜
之
非
二太
子
所
レ齎
鈴
一乎

(
一
二

・

衂
)

○
始
之
於
二諸
国
一置
二国
史

一
(
一
二

・
姻
)

○
恒
之

所
レ
重

(二
二

・
鵬
)

○
初
之
即
レ
位

(二
九

・
鰮
)

○
男

夫
始
之
結
レ
髪

(二
九

・
53
)
4

〔状
態
関
連
〕

○
強
之
奪
二
白
鳥

一而
将
去

(八

・
謝
)

○
水
葉
稚
之
出
居
神

(九

・
跚
)

○
天
皇
親
之
撫
レ琴

(
一
三

・
姐
)

○
是
後
、

希
有
之
幸
焉

(
三

・
輜
)

O
何
空
之
棄
二海
島
一耶

(二
二

・

剏
)

○
乃
酌
レ酒
、
強
之
令
レ
飲
レ夫

(二
三

・
嬲
)

〔程
度
関
連
〕

○
深
之
歓
喜
而
厚
遇
焉

(九

・
跚
)

○
是
甚
之
大
恩
也

(
一

三
巍

)

〔
そ

の
他

〕

○

隋

煬

帝

興

二
卅

万

衆

一攻

レ
我

、

返

之

為

レ
我

所

レ
破

(
二

二

・

嬲
)

○
賤

臣

、

何

之
独

輙

定

二
嗣

位

一

(
1
1
11j
・
ﾟ
)

O

然
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臣

、

敢

之

軽

二
誰

王

一也

、

重

二
誰

王

一也

(
二

三

・
嬲
)

　な
　
　

用
例
の
掲
出
に
あ
た

っ
て
若
干
の
選
別
を
く
わ
え
て
い
る
こ
と
、
は

た
ま
た
若
干
の
拾
い
の
こ
し
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
し
て
も
、
大

勢

は
恐
ら
く
動
か
な
い
。
全
体
の
大
半
を
、

〔時
間
関
連
〕
〔状
態
関

連
〕
の
用
例
が
し
め
る
。
そ
の
な
か
の
、
た
と
え
ば

「
昨
夜
之
非
二

太
子
所
レ齎
鈴
一乎
」
な
ど
は
、
否
定
の
語
に
上
接
し
な
が
ら
そ
れ
を

と
び
越
え
て
動
詞
に
か
か
る
点
、
上
述
の

「
久
之
」
二

日
之
」

に

つ
ら
な
る
ば
か
り
か
、
内
容
の
う
え
で
も
、
男
が
女
を

つ
ま
ど
う

き

そ

ね

ワ
ね

き

「
伎

曽

こ

そ

は

こ

ろ

と

さ

宿

し

か
」

(万

葉

集

・
52
)

「
野

干

玉

の
昨

　

脅

還

へ
し

つ
」

(同

・
捌
)
と
い

っ
た
歌
と
同
じ
背
景
を
も

つ

「
き
そ
」
を
あ
ら
わ
す
。
あ
る
い
は
ま
た

〔状
態
関
連
〕
の

「
水
葉

稚
之
出
居
神
」
で
は
、
「水
葉
」
と
は
海
藻

(
ワ
カ
メ
)

で
あ
り
、

せ
と

　

借
訓
の
仮
名
を

つ
か

っ
て

「
ワ
カ
メ
」
を

「角
島
の
迫
門
の
稚
海
藻

わ
か
や
か
に

ユ

は
」

(
同

・
87

)

と

あ

ら

わ

す

の
と

同

じ
連

想

に
よ

っ
て

「
稚

之

」

　
り

　

と

い
う
。
「希
有
之
幸
焉
」

に
し
て
も
、
「
希
見
物
也
。
鯑
覿
瀏
越
至
」

い
や
め
づ
ら
し
き

(神
功
皇
后
摂
政
前
紀
33
頁
)
が

「春
花
の
益
希
見
君
に
相

へ
る
か

c　

も

」

(

6

同

・
88

)

に
通

じ

る

の
と

同

じ

訓

字

と

し

て
、

そ

れ

は

「
ま

　

れ

に
」

を

あ

ら

わ

す
。

他

の

用
例

も

こ

れ

ら

と
通

じ

る

こ

と

は

明

ら

か

だ

か

ら
、

日
本

語

に

そ

く

し

た
表

現

を
、

目

立

つ
ほ

ど
積

極

的

で

は

な

い

に
せ

よ
、

系

統

的

に
お

こ
な

っ
て

い
た

と

み

て
大

過

な

い

で

あ

ろ

う
。

そ

の
な

か

に

「
之
」

が

あ

る
、

と

い
う

よ

り
、

中

国
古

典

語

の
表

現

に
基

本

的

に
そ

う

ほ

か

な

い
な

か

で
、

そ

れ

と

折

れ

あ

い

を
つ
け
な
が
ら
、
日
本
語
に
い
っ
そ
う
ふ
さ
わ
し
い
表
現
の
か
た
ち

を
か
た
ち
つ
く
る
上
に
、
「之
」
を
添
え

る
こ
と
が
そ
れ
に
有
効
な

手
だ
て
の

一
つ
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
上
述
の
と
お
り

「之
」

に
区
切
り
の
効
果
が
あ
る
こ
と
も
、
ま
さ

に
お
あ

つ
ら
え
向
き
だ

っ

た
に
相
違
な
い
。
最
後
に
挙
例
し
た

「
希
有
之
幸
焉
」
を
ひ
き
あ
い

に
出
し
て
い
え
ば
、
「
之
」
を
添
え
る
こ
と
が
、
「希
有
」

に
、
「
ま

れ
に
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
単
位
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
視
覚
に
訴
え

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
逆
に

「之
」
を
欠
く

「希
有
幸
焉
」
で
は
、

中
国
古
典
語

に
通

じ
こ
そ
す
れ
、

そ
し

て
そ
れ
ゆ
え

に
語
順
も

「
希
レ有
レ幸
焉
」
と
な
り
、
も
は
や

「
ま
れ
に
」
に
は
結
び

つ
く
こ

と
が
な
い
。六

、
名
詞
と

「之
」
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る

中
国
古
典
語
の
語
法

副
詞
と
く
ら
べ
れ
ば
、
述
語
に
た

つ
動
詞
や
形
容
詞
の
ば
あ
い
、

「
之
」
を
添
え
る
環
境
と
し
て
よ
り
好
適
な
条
件
を
そ
な
え
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
、
大
量
の
数
の
用
例
を
う
み
だ
す
要
因
の

一
つ
で
も
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
と
に
動
詞
に
あ

っ

て
は
、
「之
」
を
添
え
た
用
例
と
、
「之
」

を
目
的
語
あ
る
い
は
対
象

と
し
た
用
例
と
の
あ
い
だ
に
明
確
な
線
を
ひ
く
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど

不
可
能
に
近
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
大
量

の
用
例
が
あ
る
と
は
い
っ

て
も
、
限
定
を
と
も
な
う
が
、

そ
う
し
た

一
方
、
「
之
」
を
添
え
て
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い
る
こ
と
の
明
ら
か
な
用
例
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
形
容
詞
や

自
動
詞
に
下
接
す
る

「之
」
の
用
例
だ
が
、
こ
れ
に
は
ま
た
こ
れ
特

有

の
、

つ
ま
り
は
中
国
古
典
語
の
例
と
も
見
か
け
の
う
え
で
は
区
別

が

つ
か
な
い
と
い

っ
た
問
題
が
あ
る
。

つ
き

つ
め
れ
ば
、
「
之
」
と

は
何
か
を
問
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
見
か
け
の
う
え
で
は
区
別

が

つ
か
な
い
中
国
古
典
語
の
例
が
、
実
は
な
か
な
か
に
示
唆
に
と
む
。

そ

こ
で
、
ま
ず
は
そ
の
例
の
語
法
上
の
特
徴
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と

に
す
る
。

た
だ
し
、
「
之
」
の
語
法
を
ひ
ろ
く
網
羅
的

に
み
て
い
く
の
で
は

な
く
、
「之
」
が
名
詞
、
形
容
詞
、
自
動
詞
に
下
接
し
た
か
た
ち
を

と
る
例
に
、
こ
こ
で
は
も

っ
ぱ
ら
的
を
し
ぼ
る
。
書
紀
に
そ
の
用
例

が
少
な
く
な
い
上
に
、
中
国
古
典
語
の
例
と
の
ち
が
い
も
比
較
的
と

ら
え
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
「之
」
が
名
詞
に
下
接
し
た
例
に
つ
い

て
は
、
さ
き
に
中
止
法
を
検
証
す
る
さ
い
参
照
し
た
と
お
り
、
何
尿

　

　

士

氏
に
指
摘
が
あ
る
。
「
公
將
鼓
之
」
を
例
に
あ
げ
、
之
が
前
面
の

名

詞

「鼓
」
を
動
詞
化
し
、
か
つ
ま
た
動
詞
と
な

っ
た
そ
の
語
の
賓

語

に
な
る
と
み
な
す
。
何
氏
の
こ
の
指
摘
に
関
連
す
る
楊
伯
峻

・
何

爪
士
両
氏
の
論
述
の

一
節
も
あ
げ
た
け
れ
ど
も
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
す

　

で
に
王
力
氏

『漢
語
史
稿
』
(中
華
書
局
、
修
訂
本
。
00
年
北
京
)

2

に
同
じ
趣
旨
の
説
明
が
あ
る
。
挙
例
の
数
が
多
い
う
え
に
、
名
詞
、

形
容
詞
、
自
動
詞
と

「之
」
と
の
相
関
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
そ

く
し
て
詳
細
に
論
じ
て
も
い
る
。
「之
」
を

「代
詞
」
の
例
に
か
ぎ

っ

て

い

る
点

に
不

満

が

の

こ

る
が

、

論

の
展

開

上

は
無

視

で
き

な

い

の

で
、

次

に

そ
れ

の
あ

ち

ま

し

を

み

て
お

く

こ
と

に
す

る

。

C
Q
)

代
詞
不
但

可
以
使
它
前
面
的
詞
形
成
致
動
和
意
動
、
而
且

(B
)可

以
使
它
前
面
的
詞
具
有

一
般
動
詞
的
用
途
。
例
如

"

　

士
兵
之
。
(左
傳
定
公
十
年
)

〔以
兵
器
撃
之
。〕

　

　

ト"孰
能

一
之
?
"
對
日

"
"不
嗜
殺
人
者
能

一
之
。
"

〔誰
能
統

一
它
?
不
好
殺
人
的
人
能
統

一
它
。〕

(跚
頁
。
傍
線
は
榎
本
付
す
。
以
下
同
じ
。
)

便
宜
ま
ず
は

(B
)
を
み
る
に
、
「代
詞
」
の

「
之
」
に
、
上
接
す

る
語
に

コ

般
動
詞
」

の
用
途
を
も
た
せ
る
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と

　

　

を
い
う
。
釈
文
の
な
か
に

「撃
之
」
「能
統

一
它
」
と
あ
る
。
「之
」

が
、
上
接
す
る
名
詞
を
動
詞
化
し
、
な
お
か
つ
そ
の
動
詞
の
賓
語
に

な
る
と
い
う
前
掲
何
氏
の
指
摘
に
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
つ
な
が
る
。

(A
)
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
説
明
が
い
る
。
実
は
、
右
に
引
用

し
た
箇
所
に
さ
き
だ

っ
て

「代
詞
」
の
は
た
ら
き
を
説
い
た

一
節
が

あ
り
、

(B
)
に
た
ぐ
う
必
要
部
分
を
摘

記
し
た
の
が

(A
)
な
の

で
あ
る
。
そ
の

一
節
は
次
の
と
お
り
。

在
漢
語
裏
,
就

一
般
読
,
代
詞
是
不
能
被
修
飾
的
,
代
詞
前
面

不
可
能
有
定
語

("者
"
字
例
外
),
代
詞
用
於
領
位
的
時
候
也

不
可
能
有
定
語
。
因
此
,
除

"者
"
字
以
外
,

(A
)代
詞
前
面

的
形
容
詞
、
内
動
詞
和
名
詞
都
當

然
變
爲

"致
動
"
或

"意

告報究研査調るす関に　之厂S司ゑ書本粕血



動
"。
例
如

"
(跚
頁
)

こ
の
あ
と
数
多
く
の
挙
例
が
つ
づ
く
。
そ
の
な
か
に
も
、
「致
動
」

「意
動
」
を
つ
か

っ
た
説
明
が
あ
る
。
(A
)
の
内
容
を
理
解
す
る
前

提
と
も
な
る
の
で
、
二
つ
の
語
に
つ
い
て
王
氏
が
く
わ
え
た
説
明
を
、

こ
こ
で
は
そ
の
要
点
に
か
ぎ

っ
て
次
に
ひ
ろ
い
だ
し
て
み
る
。

(甲
)

"致
動
"
就
意
義
上
読
,
它
是
使
賓
語
所
代
表
的
事
物
具

有
某

一
性
質
、
行
爲
,
或
成
爲
男

一
事
物
。
(跚
頁
)

(
乙
)

"意
動
"
就
意
義
上
読
,
並
不
能
使
賓
語
所
代
表
的
事
物

變
爲
某
種
性
質
,
只
是
主
觀
上
認
爲
它
具
有
這
種
性
質
。

　(37
頁
)

意
味

の
う
え
で
い
え
ば
、
「
賓
語
」
が
あ
ら
わ
す
事
物
に
あ
る
種
の

性
質
や
行
為
を
も
た
せ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
別
の
事
物
と
し
た

り
す
る
こ
と
を
い
う
の
が

「致
動
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
は
た
ら
き

を
主
観
上
も
つ
と
み
な
す
の
が

「意
動
」
で
あ
る
。
語
法
に
そ
く
し

て
い
え
ば
、
「使
它
本
身
帯
有
動
詞
的
性
質
。」
(跚
頁
)、

つ
ま
り
形

容

詞
な
ら
形
容
詞
に
、
動
詞
の
性
質
を
そ
れ
は
も
た
せ
る
。
(
A
)

で
は
、
ひ
ろ
く

「代
詞
」
の
前
に
位
置
す
る
形
容
詞
、
内
動
詞

(自

動

詞
が
ほ
ぼ
こ
れ
に
あ
た
る
)
、
名
詞
が

「致
動
」
「意
動
」
と
な
る

ば
あ
い
を
い
う
。
そ
の
お
の
お
の
の
場
合

の
王
氏
が
あ
げ
る
具
体
例

を
、
紙
幅
の
都
合
上
、
そ
れ
ぞ
れ

一
例
ず

つ
に
か
ぎ
り
、
次
に
抜
き

だ
す
。

　

○

既
庶
矣
,
又
何
加
焉
?
日

"
富
之
。
(論
語
述
而
)

〔使
之
富
。
〕

(以
上
是
形
容
詞
作
動
詞
用
,
致
動
。)

　

○

拱
把
之
桐
梓
,
人
苟
欲
生
之
,
皆
知
所
以
養
之
者
。

(孟
子

告
子
上
)

〔使
它
生
長
。
〕

(以
上
是
内
動
詞
作
外
動
詞
用
,
致
動
。)

　

　

○

今
我
百
歳
後
,
皆
魚
肉
之
矣
!

(
史
記
魏
其
武
安
侯
列
傳
)

〔假
使
我
死
了
,
大
家
都
會
宰
割
他
了
。
〕

(以
上
是
名
詞
作
動
詞
用
,
致
動
。)

　

○

踰
牆
相
從
,
則
父
母
國
人
皆
賤
之
。
(孟
子
滕
文
公
下
)

〔以
爲
他
卑
賤
,
也
就
是
輕
視
他
。
〕

(以
上
是
形
容
詞
作
動
詞
用
,
意
動
。
)

　

　

　

　

○

夫
人
之
,
我
可
以
不
夫
人
之
乎
?

(穀
梁
傳
僖
公
八
年
)

〔大
家
認
爲
他
是
夫
人
,
我
可
以
不
認
爲
他
是
夫
人
囑
?
〕

(這
是
名
詞
作
動
詞
,
意
動
。
)

挙
例
の
あ
と
の
説
明
の
ど
れ
に
も
、
「作
動
詞
用
」
と
い
う
と
お
り
、

名
詞
、
形
容
詞
、
内
動
詞
が
、
そ
の
は
た
ら
き
の
上
で
動
詞
化
、
実

質
的
に
は
外
動
詞

(他
動
詞
が
ほ
ぼ
こ
れ
に
あ
た
る
)
化
し
て
、
代

詞

「
之
」
を
そ
れ
の
賓
語
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
代
詞
に
そ

く
し
て
そ
の
こ
と
を
言
い
か
え
た
の
が
あ

の

(A
)

の

一
節

で
あ
る
。

こ
の
動
詞
化
の
過
程
に
つ
い
て
、
「致
動
」
「意
動
」
な
ど
の
は
た
ら

き
に
由
ら
ず
に
、
直
截
的
に
動
詞
の
用
途
を
も
た
せ
る
と
い
う
の
が

(B
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

20　



　

そ
の

(
B
)
に
し
て
も
、
例
示
し
た

「士
兵
之
」
に
そ
く
し
て
い

え
ば
、
本
来
は
名
詞
だ

っ
た

「兵
」
が

コ

般
動
詞
」
の
用
途
を
も

つ
に

い
た
る
、
そ
の
原
動
力
た
る

「之
」
は
、
「
兵
」
の
賓
語
以
外

の
も

の
で
は
な
い
以
上
、
「
一
般
動
詞
」
と
い
い
な
が
ら
、
実
質
は

外
動
詞
と
し
て
の
性
格
が

つ
よ
い
。
さ
ら
に
こ
の

(B
)
に
つ
づ
け

て
、
順
序
と
し
て
は

(C
)
に
あ
た
る
が
、
「
甚
至
代
詞
本
身
也
可

以
採

用
這

一
方
式
而
變
爲
動
詞
。」
と
い
う

「代
詞
」
が

「動
詞
」

そ
の
も
の
に
変
化
し
た
例
を
あ
げ
る
。

　

　

且
也
相
與
吾
之
耳
矣
!
庸
詛
知
吾
所
謂
吾
之
乎
?

(莊
子
大
宗

師
)
(79
頁
)

c
　

釈

文

に

「
把

自

己

看

成

是

"
我

"
」

と

あ

る

よ

う

に
、

「
動

詞
」

の
実

質

は
外

動

詞

で
あ

り

、

「
自

己

」

を

あ

ら

わ

す

「
代

詞
」

の

「
之

」

が

そ
れ

の
賓

語

に
あ

た

る
。

(
A
)

か

ら

こ

の

(
C
)

に

い

た

る

ま

で
、

動

詞

の
は

た

ら

き

の
そ

の
実

質

は
、

ひ

っ
き

ょ
う

、

ど

れ

も
外

動

詞

に
ほ

か

な

ら

な

い
。

そ

れ

だ

か

ら

こ
そ

、

ま

た

代

詞

「
之
」

が

そ

れ

の
賓

語

と

な

る

と

い
う

そ

の
か

た

ち

も

一
貫

し

て

い
る
。

七

、

名

詞

、

形

容

詞

に

添

え

た

「
之
」

名

詞

、

形

容

詞

、

内

動

詞

に

「
之
」

が

下

接

し

た

用
例

に

か

ぎ

れ

ば

、

王

氏

の
説

明

は

ほ

ぼ

右

に

つ
き

る
。

要

は
、

そ

れ

ら
各

品

詞

が

外

動

詞

化

し

て

「
之
」

を

賓

語

に

も

つ
と

い
う

こ

と

だ

が
、

は

じ

め

に
断

っ
て
お

い
た

と

お

り
、

こ

の
王

氏

の
説

は
、

「
之

」

が

「
代

詞

」

で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た

つ
。
い
う
な
ら
ば
、
代
詞
だ
か
ら
、
ど
ん

な
品
詞
に
つ
こ
う
と
そ
の
賓
語
と
な
り
、
そ
の
賓
語
と
い
う
点
か
ら

逆
に
み
れ
ば
、
ど
れ
も
外
動
詞
化
し
て
い
る
と
い
う
、
ご
く
単
純
な

論
法
で
あ
る
。
名
詞
、
形
容
詞
、
内
動
詞

に
下
接
す
る

「
之
」

の
す

べ
て
を
、
そ
う
し
た
単
純
な
論
法
で
律
し
き
れ
る
は
ず
も
な
い
が
、

と
も
か
く
も
、
王
氏
が
分
析
し
て
み
せ
た
よ
う
に
、
名
詞
以
下
の
各

品
詞
に

「
之
」
が
下
接
す
る
ば
あ
い
の
、

語
法
上
の
整
理
が
可
能
な

ほ
ど
に
体
系
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
該

当
す
る
例
も
け

っ
し
て
少

　な
　
　

な
く
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

「代
詞
」
以
外
の

「
之
」
で
は
、
な
か
ん
ず
く
名
詞
、
形
容
詞
、

自
動
詞
に
下
接
し
た
例
の
体
系
的
な
記
述

な
り
分
析
な
り
が
管
見
に

は
入

っ
て
こ
な
い
。
語
法
を
体
系
的
か
つ
詳
細
に
記
述
し
て
千
頁
を

越
す
分
量
を
も
つ
前
掲

『古
双
屠
屠
法
及
其
友
展
』
で
さ
え
、
さ
き

に
引
用
し
た
と
お
り
、
わ
ず
か

に

「
不
及
物
劫
凋
」

に
下
接
し
た

「之
」
に
つ
い
て
、
「代
凋
」
の
分
類
の
ま
ま

「作
用
趙
于
虚
化
」
と

説
く
だ
け
に
と
ど
ま
る
。
用
例
の
あ
ら
わ
れ
じ
た
い
、
そ
う
し
た
処

理
で
す
ま
す
こ
と
が
可
能
な
ほ
ど
寥
寥
た
る
も
の
だ

っ
た
と
い
え
ば

そ
れ
ま
で
だ
が
、
実
際
は
そ
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
「代
凋
」
に
か

わ

っ
て
そ
れ
ら
を
語
法
上
く
く
る
代
表
が
語
気
詞
で
あ
る
。
た
と
え

　ぼ
れ
　

ば
何
尓
士
氏

「槍

《左
侍
》
前
八
公
与
后

四
公
的
珸
法
差
舁
」
の
な

か
に
は
、
語
気
詞
を

つ
か

っ
て
説
明
し
た
次

の

一
節
が
あ
る

(75
頁
)。

4

・
1

・
4

"之
"
用
作
珸
气
凋
,
兼
起
村
音
市
的
作
用
。
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共

2
例

,

在

《
昭

公

》
"

　

　

童

揺

有

之

,

日

"
"鸛

之

鷁

之

,

公

出

辱

之

"
。

(昭

25
)

「
兼

起

村

音

市

的

作

用
」

を

文

字

ど

お

り

と

れ

ば

、

「
童

揺

」

で
あ

る

こ
と

に
恐

ら
く

は
と

も

な

い
、

「
鸛

」

「
鶲
」

の
音

節

を

際

立

た

せ

る
作

用
を

あ

わ

せ
も

つ
と

い

う

こ
と

に
な

る
。

そ
れ

は
、

「
珸
气

凋

」

た

る

「
之

」

そ

の
も

の

の

は

た

ら

き

と

は

別

な

の
か

、

は

た

ま

た

「
之

」

の

は

た

ら

き

と

み

た

ば

あ

い
、

そ

れ

が

ど

こ
ま

で

一
般

化

で

き

る

の

か
、

疑

問

が

の

こ

る
。

ち

な

み

に
、

口
誦

と

い
う

点

で
あ

い

通

じ

る

『
楚

辞

』

「
離

騒
」

の
句

中

の

「
之

」

の
解

釈

の
わ

か

れ

る

例

に

つ
い

て
、

「
屠

气

助

洞

」

と

み

な

す

説

を

あ

げ

た

な

か

に
、

廖

序
奈
氏

「釋

《亠爨

》
的

〃之
"
宅
越

は
次
の
よ
う
に
説
く

(皿

頁

)
。

把

"
之

"

看

作

屠

气

助

洞

,

用

在

句

中

,

只

是

増

加

一
个

音

芍

,

作

用

与

用

"兮

"

字

同
。

《
九

歌

・
奈

君

》

"載

云
旗

兮

委

蛇
"

和

"載

云

旗

之
委

蛇
"、
相

比
,

仮

"之

"
,

"兮

"

一
字

之

「昇
。

王

逸

の
注

や

郭

末

若

氏

の
翻

訳

が
右

の
見

解

を

と

る

こ

と

を

つ
け

く

　な
ヨ

わ

え

て

い

る

が
、

こ

の
説

明

に

よ

れ

ば

、

「
屠

气

助

凋
」

と

し

て

の

「
之

」

は

、

句

中

に

一
つ
の
音

節

を

増

加

し

た

だ

け

の
も

の

で
、

そ

の
作

用

は

「
兮

」

と

か

わ

ら

な

い
。

そ

う

し

た

「
之

」

の
例

は
、

と

り

わ

け

『
詩

経

』

に
は

多

い
。

　

　

　

④

顛
之
倒
之
,
自
公
召
之
。
(《詩

・
斉
凩

・
奈
方
未
晞
》)

　

　

⑤

燕
燕
于
磯
,
頡
之
頏
之
。
(又

《郡
北

・
燕
燕
》
)

「上
述
兩
例
中
的

"之
"
,
均
用
在
劫
凋
之
后
,
作
止刀
朴
字
,
朴
足

音
情
,
詩
歌
中
,
尤
其

《恃
軽
》
中
較
常
児
。」
(件
仰
民
氏

『
古
双

屠
屠
法
新
蝙
』
「第
十
章
助
凋
」
衂
頁
。
河
南
大
学
出
版
社
㎜
年
)

と
い
う
よ
う
に
、
四
字
構
成
の
句
に
整
え
る
必
要
が
、
音
節
を
補
足

す
る

「之
」
の
使
用
を
う
な
が
し
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の

「
之
」
を
、

同
書
は

「悟
气
助
凋
」
と
み
な
す
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
当
面
の
問
題
と
し
た
名
詞
な
ど
に
下
接
す
る

「
之
」
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
が
、
か
り
に
そ

の
限
定
を
と
り
は
ら
え

ば
、
語
気
詞
あ
る
い
は
語
気
助
詞
の
規
定
も
い
よ
い
よ
あ
や
し
く
な

　な
お
　

る
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
は
や

一
つ
の
規
定

で
は
律
し
き
れ
な
い
多
様

と
向
き
あ
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
か
ら
と

い

っ
て
、
た
と
え
ば
西
宮

氏
前
掲
論
考
が

「自
動
詞
の
あ
と
に
来
る

『之
』
」
に
つ
い
て
、
類

似
し
た
表
現
の
語
句
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
と
は
別
の
助
辞
を
も

つ
用

例
と

つ
き
あ
わ
せ

「
『矣

・
也

・
焉
』
な
ど
と
同
じ
は
た
ら
き
を
す

る

〈文
末
助
字
〉
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
わ
か
る
。
」
(團
頁
)
と
説

い
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
多
様
を
も

っ
て
、

か
え

っ
て
正
体
不
明
の
キ

メ
ラ
を
描
い
て
し
ま
う
落
と
し
穴
に
陥
り
か
ね
な
い
。
少
く
と
も
、

中
国
古
典
語
の
語
法
に
の

っ
と
る
か
ぎ
り
、
前
述
の
代
詞
と
、
そ
し

て
語
気
詞
あ
る
い
は
語
気
助
詞
と
を
措
い
て
は
、
そ
れ
の
該
当
す
る

　が
レ
　

も

の
が

な

い
。

代

詞

や

語

気

詞

な

ど

に
執

拗

に

こ

だ

わ

っ
て

き

た

の

も

、

一
つ
に
は

、

そ

の

こ
と

を

確

か

め

る

必

要

が

あ

っ
た

か

ら

に

ほ

4O　



か
な
ら
な
い
。
結
果
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
ら
代
詞
や
語
気
詞
な
ど
の

い
ず
れ
に
も
、
書
紀
の

「
之
」
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

そ

の
こ
と
を
端
的
に
象
徴
す
る
の
が
、
名
詞
、
形
容
詞
、
自
動
詞

に
下
接
す
る
ど
の

「
之
」
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
た
と
え
ば
王
氏
が

指
摘
し
た
代
詞
の

(A
)
(
B
)
の
用
法
は
も
と
よ
り
、
語
気
詞
な

ど
に
も
該
当
し
な
い
用
例
が
、
少
な
か
ら
ず
、
し
か
も

一
定
の
か
た

ち
を
と

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
は
名
詞
に
下
接
し
た
用

例
を
み
る
に
、
コ
咼
麗
僧
恵
慈
帰
化
、
則
皇
太
子
師
之
。
」
(
二
二

・

蠅
)

「春
正
月
、
桃
李
花
之
。
」
(
二
二

・
膃
)
な
ど
の
、
代
詞
と
み

な
し
う
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
余
地
を
の
こ
す
用
例
が
あ
る

一
方
、

そ
う
し
た
可
能
性
さ
え
稀
薄
な
用
例
が
系
統
だ

っ
た
あ
ら
わ
れ
を
み

せ
る
。
次
に

一
括
し
て
そ
れ
ら
を
あ
げ
る
。

(18
)
令
二諸
国
一多
開
二池
溝
の
数
八
百
之
、
以
レ農
為
レ事
。
(六

・

嬲
)

(
19
)
仰
視
二君
容
ハ
秀
二於
人
倫
⑩
若
神
之
乎
。
(七

・
跏
)

(20
)
吾
婦
女
之
、
加
以
不
肖
。
(九

・
35
)

c　

(
21
)

則

伏

二
屍

側

一而

自

死

。

仍

合

葬

焉

。

蓋

是

之

乎

。

(九

・

跏

)

(
22
)

然

後

数

日

之
、

出

二
於

菟

道

河

の

(九

・
跚
)

(23
)
其

土

自
レ
京

東

南

之
、

隔

レ
山
而

居

二
于

吉

野
河

上
の

(
一
〇

・

跚
)

(
24
)

今

我

也
弟

之

、

且
文

献

不

レ
足

。

(
1

1
・
謝
)

(
25
)

是

謂

二
山

守

地

ハ

非

之

也

。

(
一

一

・
諞
)

(
26
)

若

有

レ
向

二
天

皇

之

御

所

ハ

具

奏

二
兄

王

聖

之
、

且

有
フ
譲

矣

。

C
1

1

・
謝

)

(
27
)

是

腰

繋

レ
縄

入

二
海

底

の

差

須

臾

之

、

出

日
、

(
=

二

・
姐
)

(
28

)

是

以

、

五

百

之

、

乃
今

遇

レ
賢

。

千

載

以

難

レ
待

二
一
聖

の

(
l
jl
j
・
商
)

(
29
)

凡

彼

所

レ
請

、

皆

非

之
。

(
二

二

・
07
)
2

(
30
)

夏

五

月

、

有

二
蝿

聚

集

の

其

凝

累
十

丈

之

、

浮

レ
虚

以

越

二

信

濃

坂

の

(
二

二

・
13
)
2

系

統

は

二

つ
あ

る
。

一
つ
が

、

主

語

な

い
し

主

題

に
対

し

て
、

そ

れ

の
述

語

に
立

つ
語

に

「
之

」

を

添

え

た

系

統

で
あ

る
。

(
19
)

(
21

)

に
し

て
も

、

そ

れ

ぞ

れ

日
本

武

尊

、

合

葬

さ

れ

た

二
人

の
祝

に

つ

い

て

い

う

。

も

う

一
つ
が

、

「
数

日
之

」

(
22
)

「
差

須

臾

之

」

(
27
)

「
五

百

之

」

(
28

)

な

ど

、

そ

れ

だ

け

の
時

間

が

経

過

し

た

こ
と

を

あ

ら

わ

す

な

か

に

「
之
」

を

添

え

た
系

統

で
あ

る
。

前
者

に

つ

い

て
は
、

　

　

　

類
例

を

も

っ
て
し

め

せ

ば
、

「
吾

、

婦

女

之

、
」

(
20

)

「
今

我

也

、

弟

　

　

　

　

之

、
」

(
24
)

「
兄

王
、

聖

之

、
」

(
26
)

な

ど

が
、

た

と

え

ば

「
あ

は

　　
　

も
や
、
め
に
し
あ
れ
ば
」
(古
事
記

・
上
巻
、
八
千
矛
神
関
連
歌
)

　

　

　

　

　

　　
　

「
わ

が

こ

こ
ろ

し

そ

、

い
や

を

こ

に
し

て
」

(同

・
応

神

天

皇

条

)

に

通

じ

る
。

ま

た

「
若

神

之

乎

」

で

は
、

そ

の

「
若

」

を

め
ぐ

っ
て
、

是
澤
範
三
氏

「
上
代
に
お
け
る

『蓋
』
字
使
用
の
様
相

1

『
日
本

　げ
め
　

書
紀
』
を
中
心
に
ー

」
に

「『
若
』
に
よ

る
疑
問
推
量
の
表
現
は
、

告報究研査調るす関に　之厂6̀翩タ書本陪莇



上
代

の
和
化
漢
文
で
書
か
れ
た
文
献

に
広
く
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
表

現
で
あ
り
」
(
27
頁
)
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
関
連
し
て
い
え
ば
、

こ
の

「若
」
、
さ
ら
に
は

「蓋
」
な
ど
と
呼
応
す
る
が

「乎
」
で
あ

る
。

そ
の
呼
応
が
つ
つ
み
こ
む
か
た
ち
を
と
る

「神
之
」
や

「是
之
」

(21
)
は
、
だ
か
ら
、
そ
れ
じ
た
い

一
つ
の
ま
と
ま
り
に
あ
り
、
名

詞
に

「
之
」
を
添
え
た
も
の
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
そ
の
か
た

ち
は

「
婦
女
之
」
以
下
も
か
わ
り
な
い
。
中
国
古
典
語
の
語
法
に
い

う
代
詞
と
も
、
ま
た
語
気
詞
な
ど
と
も
、
み
か
け
は
と
も
か
く
、
内

実
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
と
い
う
ほ
か
な
い
。

一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
多
少
の
前
置
き
が
い
る
。
時
間
の
経
過

を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「久
之
、
天
皇
遂
赦
二
其

罪
ご

(
二

巍

)
と
は
類
縁
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
用
例
が
中
国

古
典
語
の
語
法
に
合
致
す
る
こ
と
を
、
さ
き
に
副
詞
の
用
例
を
と
り

あ
げ

た
な
か
で
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
前
述
の
と
お
り
動
詞
を
修

飾
す

る
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の

「久
之
」
じ
た

い
が
述
語
で
あ
る
こ
と
、
意
味
の
う
え
で
は
そ
れ
じ
た
い
長
い
時
間

の
経
過

(
つ
ま
り
、
久
し
く
し
て
、
あ
る
い
は
久
し
く
あ
り
て
)
を

あ
ら
わ
す
こ
と
な
ど
の
点
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
も

っ
て
対
象
か
ら

は
ず
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
、
中
国
古
典
語
の
語
法
を
記
述
し
た
な

か
に
は
、
そ
の

「
之
」
に
そ
く
し
て

「五
、
用
在
表
吋
同
的
副
凋
后

面
,
表
示
吋
同
的
持
鎮
等
状
恣
。
」
(中
国
社
会
科
学
院
沼
言
研
究
所

古
代
双
悟
研
究
室
蝙

『
古
代
双
悟
虚
凋
凋
典
』
「之
」

の
項
。
商
劣

　

印
弔
館
、
99
年
)
と
い
っ
た
説
明
が
あ
る
。
類
例
に

「頃
之
」
を
あ

　

げ
る
。
た
と
え
ば

「差
須
臾
之
」

(27
)
な
ど
は
、

こ
れ
に
該
当
す

る
と
は
い
っ
て
も
、

こ
の
語
法

に
の
っ
と
る
語
は
、
語
彙
に
厳
し
い

制
限
が
あ
る
。
前
掲

『古
双
悟
珸
法
及
其
友

展
』
は
、
「吋
同
副
凋
」

を
、
章
末
の

「
副
洞
息
汁
表
」

(跚
頁
)
に
よ
れ
ば
総
計
躅
例
も
挙

げ
る
。
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
種
類
が
あ
る
な
か
で
も
、
「
之
」
を
下
接

さ
せ
た
例
は
、
わ
ず
か
に

「
久
之
」
と

「頃

之
」
だ
け
で
し
か
な
い
。

こ
れ
が
全
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
「須
臾
之
」
の
固
定
し
た
か
た
ち

の
存
在
を
想
定
し
た
う
え
で
そ
の
利
用
の
可
能
性

に
か
け
る
よ
り
、

「之
」
を
添
え
た
も
の
と
み
た
ほ
う
が
は
る
か
に
現
実
的
で
あ
ろ
う
。

「数
日
之
」
(22
)
「
五
百
之
」
(
28
)
な
ど
は
、
「
之
」
を
添
え
て
い

る
こ
と
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
り
、
述
語
に
た
ち
、
か

つ
は

「
に

し
て
」
の
補
読
が
可
能
な
か
た
ち
を
と

っ
て
以
下
に
つ
づ
く
こ
と
を

含
め
、
名
詞
に

「之
」
を
添
え
た
用
例
と
は
確
実
に

一
つ
に
つ
ら
な

る
。中

国
古
典
語
の
語
法
が
、
こ
こ
で
は
も
は
や
表
現
を
そ
れ
に
仰
ぐ

べ
き
規
範
と
し
て
の
意
味
を
そ
う
と
う
減
じ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

そ
れ
と
表
裏
す
る
の
が
、
日
本
語
に
そ
く
し
た
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
表

現

へ
の
志
向
で
あ
る
。
形
容
詞
に

「之
」
を
添
え
た
用
例
に
は
、
そ

う
し
た
志
向
が
と
り
わ
け
著
し
い
。
系
統
的
な
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
て

も
い
る
が
、
象
徴
的
な
用
例
を
ま
ず
は
次

に
し
め
す
。

(31
)
天
皇
痛
甚
之
、
不
レ
可
レ諱
。
(l
jl
j
・
鵬
)

60　



『
管
子
』

(巻
十
、
戒
第
二
十
六
)
に

「
仲
父
之
疾
甚
矣
。
若
不
可

諱
也
。」
と
あ
り
、
西
宮
氏
前
掲
論
考
は
、
『書
紀
』
が
こ
れ
に

「よ

っ

た
も
の
で
あ
ろ
2

(捌
頁
)
と
指
摘
す
る
。
両
者
の

「甚
む
」
「
甚

　矣
」
と
い
う
対
応
に
そ
く
し
て

「
之
」
を

「
矣
」
に

「
相
当
す
る
も

の
と
し
て

(中
略
)
愛
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
が
西
宮
説

だ
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ

『管
子
』
の
例

の
傍
線
部
に
着
目
す
る
。

そ

こ
が
ど
の
よ
う
な
構
造
で
あ
れ
、
『書
紀
』
の
用
例
は
そ
れ
と
は

明
ら
か
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
上
は
次
の
か
た
ち
を
と
る
。

　

　

　

　

天
皇

(主
題
)
・
痛

(主
語
)
・
甚
之

(述
語
)

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
訓
み
、
「
天
皇
、
痛

み
た
ま
ふ
こ
と
甚
し
く
し
て
」
が
対
応
す
る
。
こ
れ
に
通
じ
る
の
が

次

の
用
例
で
あ
る
。

　

　

　

　

(
32

)

時

毎

夜

、

自

二
菟

餓

野

一有

レ
聞

二
鹿

鳴

の

其

声

寥

亮

而

悲

之

。

C
1

1

・
鵬
>

　

　

こ

の
例

で
は

、

つ
づ

い

て

「
及

二
月

尽

一
以

鹿

鳴

不

レ
聆

。
」

と

つ
た

え

か

ね

　

　

る
と
お
り

「
鹿
の
鳴
」
が
主
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
説
明
し
た

「
其
声

寥
亮
而
悲
之
」
は
主
語
と
述
語
か
ら
な
る
。
主
題

・
主
語

・
述
語
の

こ

の
関
係
を
基
軸
に
す
え
て
な
り
た

つ
の
が
、
『万
葉
集
』
の
次
の

歌

で
あ
る
。

つ
と

　

　

　

　

　

　

朝

に
往

く

鴈

の
鳴

く

音

は
吾

が
如

く

物

念

へ
か
も

声

の
悲

し
き

(
7　　
)

　

　

　

　

共

通

す

る

こ
と

を

も

っ
て

い
え

ば

、

か

の

「
天

皇

痛

甚

之

」

(
31

)

は

、

『
管

子

』

の
例

に
対

し

、

単

に

「
矣

」

に
あ

た

る
助

字

と

し

て

「
之

」

に
か

え

た

と

い

っ
た

な

ま

や

さ

し

い

も

の

で
は

な

く

、

す

っ

か

り

日

本

語

の
表

現

に
そ

れ

こ
そ

生

ま

れ

か

わ

ら

せ

る

と

こ
ろ

ま

で

手

を

入

れ

て

い
る

。

「
之

」

を

添

え

る

こ
と

は
、

ま

さ

に

そ

の

こ

と

に

か

か

わ

る
。

同

じ

構

造

の

用
例

は

、

少

な

く

な

い
。

た

だ
、

(
32

)

の
用

例

の

よ

う

に
主

題

を
主

語

と

く

み

あ

わ

せ

る

か

た

ち

で

は

明
示

し

な

い
ば

あ

い
も

あ

る

の

で
、

説

明

の
便

宜

上

、

そ

れ

ら

は
後

に
ま

わ

し

、

ま

ず

は
主

題

・
主

語

・
述

語

を

く

み
あ

わ

せ
た

用

例

を

一
括

し

て
次

に

示

す

。

　

　

　

　

　

(
33
)

是

五

人

、

並

其

為

レ
人

強

力
、

亦

衆

類

多

之
。

(
七

・
89

)

　

(
34
)

今

塾

争

、

顔

色

不

レ
秀

、

加

以
聹

幽

拙

之
。

(
一
三

・
53

)

`

4

　

　

(
35

)

汝

、

肝

稚

之

。

(
二

二

・
13

)

　

　

　

　

　

(
36

)

時

百

足

、

下

レ
馬

遅

之

。

(
二

八

・
97

)

c
　

さ

て
、

く

み

あ

わ

せ

た

か

た

ち

を

と

ら

な

い
用

例

だ

が

、

個

別

に
と

り

あ

げ

る

と

し

て
、

ま

ず

は

次

の
例
。

　

　

　

　

　

　

　

(
37
)

東
夷

之
中

、

有

二
日
高

見

国

の

(中

略

)

亦

土

地

沃
壌

而

曠

之

。

(
七

・
97
)

　

表

現

の

か

た

ち

は
、

前

掲

(
32
)

の

用
例

と

あ

い
通

じ

る
。

ま

た
次

の
例

。

　

　

　

　

　

(
38
)

(
日
本

武

尊

)

逮

二于

能

褒

野

一而

痛

甚

之

。

(
七

・
11
)

c
+　

日
本
武
尊
の
最
後
を

つ
た
え
る

一
節
に
あ
り
、
主
題
は
明
示
す
る
ま
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で

も

な

い
。

主

語

・
述

語

は

(
31
)

と
同

じ
。

ま

た
次

の
例

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(39
)

(将
軍
の
荒
田
別

・
鹿
我
別
ら
)
兵
衆
少
之
、
不
レ
可
レ

破
二新
羅
⑩
(九

・
躅
)

「至

二卓
淳
国
ハ
将
レ襲
二新
羅
ご

を
う
け
、
こ
れ
を
批
判
し
た

「或
」

の
言
で
あ
り
、
「不
レ
可
レ破
二新
羅
一」
が
主
題
に
対
応
す
る
。
当
然
、

「兵
衆
少
之
」
に
も
主
題
は
か
か
わ
る
。
ま
た
次
の
例
。

　
　
　

　
　

ユ

(40
)
其
彼
来
者
誰
人
也
。
何
歩
行
急
之
。
(
一
二

.
42
)

先
行
す
る
文
中
の

「彼
来
者
」
が
主
題
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ど
の
用

例
も
、
主
題
に
関
し
て
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
主
語

・
述
語
が
あ
ら
わ

す
。
そ
の
か
ぎ
り
、
主
語

・
述
語
の
結
び

つ
き
が
主
題
を
直
接
う
け

る
か
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
う
け
る
か
に
、
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。

主
語

・
述
語
が
、
い
わ
ば
、
主
題
に
対
し
て
そ
の
説
明
的
機
能
を
果

す
と
い
う
同
じ
構
造
を
共
有
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
次

の
例
は
、
説
明
的
の
機
能
が
修
飾
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。　

　
　

(41
)

(前
略
)
能
祭
レ我
者
、
則
如
二美
女
之
腺

一而
金
銀
多
之
、

ユ

眼
炎
国
以
授
二御
孫
尊
の
(
コ

云
」
九

.
34
)

そ

の
修
飾
す
る

「
眼
炎
国
」
と
は
新
羅
国
で
あ
り
、
そ
れ
を
主
題
に

た

て
れ
ば
従
前
の
用
例
に
あ
い
通
う
よ
う
に
、
表
現
の
基
本
部
分
に

は
違
い
が
な
い
。

結
局
、
は
じ
め
に
と
り
あ
げ
た

(31
)

(32
)
か
ら
こ
の

(41
)

ま

で
、
用
例
は
連
続
す
る
。
基
底
に
あ
る
の
が
、
表
現
を
め
ぐ
る
同

じ
構
造
の
共
有
で
あ
る
。
こ
の
構
造
が
、
た
と
え
ば

(
32
)
の
用
例

に
明
ら
か
な
よ
う
に
日
本
語
の
表
現
に
ね
ざ
す
以
上
、
述
語
に
あ
た

る
語
に

「之
」
を
添
え
る
こ
と
も
、
日
本
語
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
表

現
を
め
ざ
し
た
す
ぐ
れ
て
意
図
的
な
所
産

だ

っ
た
に
相
違
な
い
。
も

と
よ
り
、
さ
き
に
と
り
あ
げ
た
名
詞
に

「
之
」
を
添
え
る
こ
と
と
、

あ
る
い
は
ま
た
副
詞
に

「
之
」
を
添
え
る
こ
と
、
さ
ら
に

「雖
」
以

下
の
語
の
体
制
的
な
ま
と
ま
り
に

「
之
」

を
添
え
る
こ
と
な
ど
と
、

そ
れ
は
軌
を

一
に
す
る
。
自
動
詞
に

「
之
」
を
添
え
る
こ
と
も
ま
た
、

用
例
の
数
は
飛
躍
的
に
ふ
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
や
は
り
同

じ
軌
跡
を
え
が
く
。

八
、
自
動
詞
に
添
え
た

「之
」、

お
よ
び
分
巻

そ
の
用
例
を
逐

一
検
証
し
て
も
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た

こ
と
に
つ
け
加
え
る
だ
け
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
自
動
詞
に

「之
」

を
添
え
た
用
例
を
対
象
と
は
す
る
け
れ
ど
も
、
別
の
角
度
か
ら
、
す

な
わ
ち
こ
れ
ま
で
あ
え
て
保
留
し
て
き
た
巻
ご
と
の
違
い
を
こ
こ
で

正
面
に
す
え
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
各

用
例
に
光
を
当
て
て
み
る

こ
と
に
す
る
。
用
例
の
あ
ら
わ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
表
現

を
め
ぐ
る
巻
ご
と
の
個
性
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ
し
て
種

を
明
か
せ
ば
、

こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
た
用
例

の
全

て
が
、
H
群

(m

頁
参
照
)
に
所
属
す
る
巻
に
限

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
の
点
、
「
之
」
を
添
え
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
用
例
の
あ
ら
わ

れ
に
、
H
群
を
特
徴
づ
け
る
個
性
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
自
動
詞

　0　



に

「
之

」

を

添

え

た

用

例

も

ま

た

、

系

統

的

な

あ

ら

わ

れ

を

み

せ

る
。

H
群

を

他

と

わ

か

つ
の
も

、

そ

う

し

た

あ

ら

わ

れ

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

こ

こ

で
は

、

便

宜

、

語
彙

と

語

法

と

に

わ

け
、

そ

れ

ぞ

れ

別

個

に
検

討

を

く

わ

え

る
。

さ

て
、

ま

ず

は

語
彙

に

つ
い

て

み

る

に
、

自

動

詞

の

な

か

で

も
、

し
ぬ

「
死

」

は

そ
れ

の
最

た

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

目

的

語

を

も

つ
こ
と

な

ど
、

通

常

で

は

あ

り

え

な

い
。

「
死

之

」

と

い
う

か

た

ち

で
あ

れ

ば

、

そ

れ

だ

け

で

「
之

」

を
添

え

て

い

る

こ

と

は

明

ら

か

だ

が
、

中

国

古

典

語

の

「
死

」

は
、

そ

れ

と

は
大

き
く

異

な

る
。

賓

語

を

も

つ
う

え

に
、

「
死

」

と

そ

の
賓

語

と

の
か

か

わ

り

じ

た

い
、

け

っ
し

て

一
様

で

は

な

い
。

そ

の

な

か

に

は
、

「
死

之

」

の
例

も

あ

る
。

そ

う

で
あ

る
以

上

、

H
群

の
巻

々

の

「
死

之

」

が

そ
れ

で
あ

る
可

能

性

を

ま

っ

た
く

排

除

で
き

る
わ

け

で

は
な

く

、

自

動

詞

の

「
死

之

」

と

の
相

違

を

確

か

め

る
必

要

も

あ

る

の

で
、

ひ
と

わ

た

り

中

国

古

典

語

の
例

を

み

て
お

く

こ
と

に
す

る
。

前

掲

『
古

双

沼

沼

法

及

其

友

展

』

(
鰯
頁

)

に
、

「
死

」

と

賓

語

と

の

相

関

に

つ
い

て
説

明

し

た

次

の

一
節

が

あ

る
。

一
、

以

"
死

・
宜
ハ"

力

例

,

如

果

宜
ハ屠

属

于

礼

扠

、

制

令

、

邦

国

、

突

舁

或

道

徳

范

畴

等

抽

象

名

洞

,

則

多

可

理

解

力

"
力

宜
ハ

死

"
,

如

"死

叉
"
,

"
死

命

"
,

"
死

+ア

、

"
死

扠

"
、

"
死

国

"

等

。

如

果

箕

悟

是

姪

所

名

凋

或

者

以

普

通

名

洞

代

替

姪

所

名

凋

的

,

則

可

理

解

力

"死

于

宜
ハ"
、

如

"死

道

路

"
、

"死

是

向

"
、

"死
行
列
"
、
"死
長
安
"
…
…
等
。
如
果
箕
悟
是
人
称
名
洞
或

代
洞
,
則
可
能
是

"使
寅
死
"
或

"力
箕
死
"
,
(以
下
略
)

一
般
に
は
賓
語
を
も
た
な
い
不
及
物
動
詞
が
賓
語
を
も
つ
動
詞
と
な

っ

た
ば
あ
い
、
そ
の
賓
語
が
特
定
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
、
「
死
」

を
例
に
し
て
の
べ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の

一
節
に
さ
き
だ
ち
、
各

賓
語
ご
と
に
分
析
を
く
わ
え
た
な
か
に
具
体
例
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、

「
死
」
に
関
連
し
た
も
の
を
次
に
え
ら
び
出
し
て
み
る
。

　

　

　

　

〔夫
系
箕
屠
〕
食
人
之
食
者
,
死
人
之
事
。
(史
祀

・
淮
阻
侯
列

佳
)
i

"死
人
之
事
〃
莠

此
人
的
妻

薨

∵

謝
頁
)

〔原
因

宜
ハ屠
〕

王
怒

日

"
"大

辱

国
,

詰

朝
尓

射

,

死
芸

"

(
左
侍

・

成
公
十
六
年
)
1

"死
芸
"
"
因
芸

(善
射
)
而
死
,
或
死
于

乞

。

(
29
頁

)

5

　

　

　

〔赴
所
宜
ハ珸
〕
死
長
安
即
葬
長
安
,
何
必
来
葬
力
?

(史
祀

・
昊

王
潺
列
侍
)
i

説
明
無
し
。
(謝
頁
)

〔施
事
箕
屠
〕
今
其
生
者
,
皆
死
秦
之
孤
也
。
(械
国
策

・
燕
策

二
)

"死
秦
"
(之
孤
)
"
被
秦
国
ゑ
死
的
人

(的
孤
儿
)
,

死
于
秦
者

(之
子
)。
(鵬
頁
)

〔主
題
宜
ハ珸
〕

(前
略
)
先
軫
日

"
"不
吊
吾
喪
,
不
忱
吾
哀
,

　

　

　

是
死
吾
君
而
弱
其
孤
也
。
(呂
氏
春
秋

・
悔
違
)
1

(前
略
)

即

"
圦

力

吾

君

已

死

。

"弱

其

孤

"
,

杁

力

嗣

君

軟

弱

。

(
40
頁

)

5

　

　

　

〔使
劫
施
事
宜
ハ悟
〕
死
吾
父
而
寺
于
国
,
有
死
而
巳
,
吾
蔑
从
之

矣

。

(左

侍

・
襄

公

二
十

一
年

)

1

"
死

吾

父

"
"
使

吾

父
死

。
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(弸
頁
)

こ
れ
に

「死
」
を
め
ぐ
る
表
現
の
全
て
が
お
さ
ま
る
こ
と
な
ど
、
も

と
よ
り
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
か
り
に
こ
れ
だ
け

に
し
た
と
こ
ろ
で
、
「死
」
が
賓
語
を
積
極
的
に
対
象
と
し
て
い
た

こ
と
、
生
命
の
終
焉
を
と
も
な
う
肉
体
の
必
然
的
あ
る
い
は
不
可
避

な
死
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
意
志
や
他
者
が
介
在
す
る
積
極
的
な
意
味

あ
い
を
も

っ
て
い
た
こ
と
が
そ
れ
を
さ
さ
え
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、

明
ら
か
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
「之
」
が
こ
の

「
死
」
に
む

す
び
つ
い
た
の
が
、
次
の
例
。

子
路
日

"
"恒
公
ゑ
公
子
釧
,
召
忽
死
之
,
管
仲
不
死
"
日

"

"未
仁
乎
?

"
(以
下
略
。
槍
珸

・
阻
貨
。
前
掲
書
跚
頁
)

於
是
微
子
度
紂
不
可
楝
,
欲
死
之
,
未
能
自
決
,
乃
向
太
彌
,

太
師
若
日

"
"今
減
得
治
国
,
国
治
身
死
不
恨
。
カ

(
こ
こ
は

「
假
没

達
凋
」
、

も
し
も

の
謂
)

死
,
麹
不

得
治
,
不
如

去
。
"
(史
祀

・
宋
微
子
世
家
。
同
右
鰯
頁
)

無
作
意

に
ひ
ろ
い
だ
し
た
例

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の

「
之
」
も
、

「死
」
の
賓
語
と
み
な
し
て
恐
ら
く
誤
り
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
、
「
死
」

に
か
か
わ
る
な
い
し
は
結
び

つ
く

「
桓
公
ゑ
公
子
釧
」
「紂
不
可
楝
」

を
う
け
、

〔美
系
箕
屠
〕
か

〔原
因
寞
珸
〕
か
は
と
も
か
く
、
そ
う

し
た
事
態
を

「
之
」
は
さ
す
は
ず
で
あ
る
。

H
群
の

「死
之
」
に
い
ち
じ
る
し
く
欠
落
し
て
い
る
の
も
、
こ
の

賓
語
の
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
か
わ

っ
て
、
「死
」

に
さ
い
し
て
の
状
態
あ
る
い
は
そ
の
直
前

の
状
況
と
い
っ
た
事
実
を

な
ぞ
る
表
現
が
大
勢
を
し
め
る
。
念
の
た
め
、
サ
ン
プ
ル
と
し
て
H

群
所
属
の
巻
全
体
を
通
し
て
そ
の
最
初
と
最
後
の
二
例
ず

つ
を
次
に

　
か
め
　

し

め

す

。

ユ

(
42
)

乃

向

二
天
皇

之

陵
ハ

叫

哭

而

自

死

之
。

(
六

.
28

)

ユ

(
43
)

皆

自

投

二
澗

谷

一而

死

之

。

(
七

.
29
)

(
44
)

匿

レ
山

自

死

之
。

(
二
八

・
斬
)

ユ

(
45
)

有

レ
人

登

二
宮

東

岳

ハ

妖

言

而

自

刎

死

之

。

(
二

九

.
42
)

こ

の

「
死

之

」

に
関

連

す

る
用

例

に
、

た

と

え
ば

「
薨

之

」

「
崩

之
」

な

ど

が
あ

る
。

表

現

の
特

徴

も

、

お

の
ず

か

ら
あ

い
通

じ

る
。

こ
れ

も

最

初

の

用
例

を

サ

ン
プ

ル
と

し

て
あ

げ

て

み
れ

ば

、

次

の
と

お

り

。

(
46
)

然

到

二
春

日

穴

昨

邑

ハ

臥

レ
病

而

薨

之

。

(
七

・
鋤

)

ユ

(
47
)

朕

未

レ
逮

二
于

弱

冠

一
而

父

王

既

崩

之

。

(
八

.
32
)

意

味

の
近

さ

と

い

う

点

で

は
、

「
何

所

以
歟

、

自

逝

之

。
」

(
一

一

・

躙
)
、

「
若

自

レ
今

以

後

不

レ
如

二
此

盟

一者

、

身

命

亡

之

、

子

孫

絶

之

。
」

(
二

九

・
鰯
)
、

「
由

レ
是

、

人
民

及

六

畜

、

多
死

傷

之

。
」

(
二
九

・
鯔

)

な

ど

も
類

例

に

く

わ

え

る

こ

と

が

で

き

る
。

こ

れ

ら

を

一
括

し

て
、

か

り

に

A
類

と

す

る
。

次

に
、

「
死

之

」

の
対

義

語

に

「
生

之

」

が

あ

る
。

こ
れ

に

は
、

「
病

之

」

が

類

縁

を

も

つ
。

用

例

の
数

も

多

く

な

い

の

で
、

こ

こ

に

両

者

を

ひ
と

ま

と

め

に
し

め

せ
ば

、

「
病

之

、

将

レ
死

」

(
九

・
繃
)

「
豈

久

生

之

、

煩

二
天

下

一乎

」

(
二

・
謝
)

「
其

長

生

之

、

遂

不

レ

0　　



得

レ

継

レ
業

」

(
=

一丁

嵎

)

「
其

独

生

之

、

何

益

矣

。
」

(
l
j
l
j
・
�
)

「
我

生

之

、

誰

恃

矣

。
」

(
二

三

・
謝
)

「
病

之

、

薨

二
於

吉

備

ご

(
二

九

・
35
)

「
病

之

、

臨

レ
死

。
」

(
二
九

・
43
、

77

)

「
天

皇

病

之

。
」

　

　

　

(
二
九

・
輜

)

な

ど

だ

が

、

個

人

の
集

合

と

し

て

の
民

衆

や
天

下

の

そ

の
状

況

を

あ

ら

わ

す

用
例

は
、

こ
れ

ら

に

つ
ら

な

る
。

表

現

の
う

え

で
も
、

同

じ

よ

う

に
主

語

・
述

語

の
ご

く
単

純

な

か

た

ち

を

と

る
。

こ
こ

に
そ

れ

ら
を

ひ
ろ

い
出

し

て
み

る

に

「
五

穀
既

成
、

百

姓
饒

之
。
」

(
五

・
41
)

「
故

其

処

百
姓

寛

饒

之

、

無

二
凶

年

之

患

ご

(
一

一

・
97

)

リ
ム

　
り

「
霖

雨

、

天

下

大

飢

之

。
」

(
二

二

・
13

)

「
大

旱

、

天

下

飢

之

。
」

(
二

　

三

・
溯
)

「
彗

星

也

。

見

則

飢

之

。
」

(
二

三

・
嬲

)

「
所

部

百

姓

遇

二

凶
年

ハ

飢

之

、

欲

レ
売

レ
子
。
」

(
二
九

・
弸
)

「
由

レ
是

、

五

穀

不

レ
登

、

百

姓

飢

之

。
」

(
二
九

・
25
)

な

ど

が

あ

る
。

さ

き

の

「
生

之

」

以

下

4

　な
レ
　

の
用
例
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
を
B
類
と
す
る
。

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
関
連
を
た
ど
り
、
た
と
え
ば
天
変
地
異
を
め
ぐ

る
用
例
、
さ
ら
に
自
然
現
象
に
か
か
わ
る
用
例
な
ど
に
拡
げ
る
こ
と

も
可
能
で
は
あ
る
。
該
当
す
る
用
例
も
少
な
く
な
い
の
で
、
H
群
の

区
画
を
見
き
わ
め
る

一
助
に
な
る
こ
と
は
な
る
が
、
語
法
と
の
か
か

わ
り

は
、
逆
に
稀
薄
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
な
お
自
動

詞
に
限
定
し
た
う
え
で
語
法
面
で
も
特
徴
を
も

つ
用
例
に
目
を
向
け

て
み
る
に
、
か
り
に
模
式
化
す
れ
ば
、
「自

(従
)
場
所

・
V
之
」

と
い
う
か
た
ち
を
と
る

一
群
の
用
例
が
あ
る
。
煩
を
い
と
わ
ず
、
そ

の
全

て
の
用
例
を
次
に
列
挙
す
る
。

〔自

〕①

自

二
北

海

一
廻
之

、

(
六

・
59

コ

云

」
)

②

自

二
菟

道

河

一泝

　

ユ

之

、

(六

・
6

二

云
」
)

③

時

賊

虜

之

矢

、

横

自

レ
射

之

、

　

(
七

・
劉
)

④

自

二
東

国

一還

之

、

(
七

・
胼

)

⑤

自

二
日
高

見

国

一還

之

、

(七

諭

)

⑥

自

二
徳

勒

津

一発

之

、

(
八

・
嬲

)

⑦

自

二
山

鹿
岬

一廻

之
、

(八

謝

)

⑧

自

二
洞
海

一入
之

、

(
八

・

謝
)

⑨

自

二
穴

門

一
還

之

、

(
八

・
謝
)

⑩

便

自

二
卓

淳

一還

之

也

(
九

・
跚
)

⑪

自

二
南

門

一
直

指

之

、

(
一

一

・
絣

)

⑫

自

二
裳

中

一得

之

、

(
二

・
餅

)

⑬

自

二
大

井

河

一
流

之

、

(
1

1

・
鰮

)

●

自

二
南

海

一
運

之
'

C
1

1

・
鰮
)

⑮

自

二

山

上

[望

之

、

(
二

・
鰮
)

⑯

自

レ
耳

出

之
、

(
一

一

・
輔
)

⑰

自

二
諒

闇

一出

之

、

(
一
1
j
・
ﾟ

)

⑱

宜

廻

自

二
当

摩

径

一踰

之

。

(
一
二

・
嫐
)

⑲

自

二
龍

田
山

一
踰

之
。

(
一
二

・
蠍
)

⑳

自

二
衣

中

一出

之

。

(
=

二

・
魏

)

⑳

共

自

レ
位

起

之

、

(
二

二

・
鵬

)

⑳

自

二
蘇

何

一
出

之

。

(
二

二

・
洫
)

⑳

自

二
禁

省

一
出

之

、

(
二

三

・
跏

)

⑳

並

自

二
蘇

我

一出

之

、

(
二

三

・

嬲
)

⑳

自

二
飛

鳥

寺

北
路

一出

之

、

(
二

八

・
鋤
)

⑳

自

二
南

門

一出

之

。

(
二
八

・
謝
)

⑳
自

二
伊

勢
大

山

一越

之

、

(
二
八

・

絣

)

⑱

自

二
中

道

一至

之

、

(
二

八

・
鵬
)

⑳

自

二
筑

紫

一週

之

。

(
二
九

・
輔
)

⑳

即

自

二
筑

紫

一帰

之

。

(
二

九

・
囎

)

⑳

自

レ
西

発

之

、

地

震

。

(
二

九

・
媽

)
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〔従

〕①

従

二
筑

紫

一還

来

之

、

(
五

・
捌

)

②

従

レ
袖

溢

之

、

(
六

・

嬲
)

③

従

二
忍

坂

一
移

之

、

(
六

・
跚

「
一
云

」
)

④

従

レ
陵

出

之

、

(
七

・
跏

)

⑤

従

二
東

国

一還

之

、

(七

・
緬
)

⑥

便

従

二
其

津

一発

之

、

(
八

・
嬲

)

⑦

従

二
和

珥

津

一発

之

。

(九

・

鰤
)

⑧

従

二
新

羅

一還

之

。

(
九

・
脇

)

⑨

従

二
山

背

一出

之

、

(
九

・
鉚
)

⑩

従

二
南

海

㎝廻

之

、

(
一
〇

・
鰤

)

⑪

従

二
難

波

一馳

之

、

(
二

・
謝
)

⑫

従

二
傍

径

一行

之

、

(
一
三

・
蠍

)

⑬

即

従

二
筑

紫

一
帰

之
。

(
二
九

・
卿

)

⑭

即

従

二
筑

紫

一帰

之

。

(
二
九

・
嫻
)

⑮

即

従

二
筑

紫

一退

之

。

(
二
九

・
蜥
)

〔従

〕

の
用

例

が

〔自

〕

の
用

例

の
半

分

ほ

ど

し

か

な

い

の
は
、

動

詞

と

し

て

「
従

」

を

つ
か

う

た

あ
、

そ

れ

と

の
混

在

を

避

け

よ

う

と

す

る
力

が

は

た

ら

い
た

こ

と

に
よ

る

で

あ

ろ

う

。

ち

な

み

に
、

『
古

事

記

』

は

「
自

」

を

ほ

と

ん

ど

専

用

し
、

「
従

」

は

一
部

に

し

か

つ

か

っ
て

い

な

い
。

し

か

し

そ

の

「
従

」

「
自

」

の

い
ず

れ

に

せ

よ
、

日
本

語

「
ゆ

」

な

い
し

「
よ

り

」

を

あ

ら

わ

し

て

い
る

こ
と

は

疑

い

を

い
れ

な

い
。

な

お

付

言

す

れ

ば

、

あ

い
似

た

表

現

の
か

た

ち

を

と

る
用

例

が

い
く

つ
か

あ

る
。

た

と

え
ば

、

「
復

大

雨

従

二
狭

穂

一
発

而

来

之

、
」

(
六

・
嬲

)

「
自

レ
越

出

而

遇

之

。
」

(
七

・
跚

)

「
且

皇

后

従
二
角
鹿
一発
而
行
之
、
」
(八

謝

)
「兄
媛
自
二大
津
一発
レ船
而
往
之
。」

C
1
0

・
諞
)

な

ど

で
あ

り
、

類

例

に
は
相

違

な

い
が
、

「
自

(
従

)

場

所

」

は

、

「
而

」

に

つ
づ

く

「
V
之

」

の
ま

と

ま

り

と

は

直

接

的

な
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
。
か
た
ち
と
は
裏
腹
に
、
表
現
そ
れ
じ
た

い
が
違
う
の
で
、
こ
れ
ら
を
除
き
、
右
の
用
例
を

一
つ
に
く
く
り
、

さ
き
の
A
、
B
類
に
つ
づ
い
て
C
類
と
す

る
。

こ
の
C
類
は
、
実
は
、
「
V
」
が
他
動
詞

に
あ
た
る
用
例
を
ふ
く

む
。

〔自
〕
の
③
⑫
⑭
⑮
、
〔従
〕
の
③
な
ど
、
ご
く

一
部
だ
か
ら
、

除
い
て
も
大
勢
に
な
ん
ら
影
響
は
な
い
が
、
他
動
詞
に
ま
で
網
を
ひ

ろ
げ
て
も
、

つ
ま
り
そ
う
し
て
可
能
な
か
ぎ
り
広
く
関
連
を
た
ど
ろ

う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
右
の
用
例
が

『書

紀
』

の
全

て
で
あ
る
。
そ
れ
の
も
つ
意
味

は
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、

全
体
と
し
て
従
来

の
巻

の
区
分
ど
お
り
の
あ
ら
わ
れ
を
み
せ
る

一
方
、

H
群
と
し
て

一
つ
に
く
く

っ
て
い
た
巻
三
か
ら
巻

一
三
ま
で
の
う
ち
、

巻
三
、
四
に
は
、
該
当
す
る
用
例
が
全
く
無

い
こ
と
に
な
る
。
従
来

の
区
分
に
明
ら
か
に
も
と
る
。
は
た
し
て
用
例
の
あ
ら
わ
れ
が
、
そ

れ
の
な
い
こ
と
も
含
め
、
ど
れ
ほ
ど
有
意
的
で
あ
る
の
か
、
な
に
よ

り
も
ま
ず
そ
の
こ
と
を
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
C
類
の
用
例
を
ふ
り
か
え

っ
て
み
る
に
、
「
V
」
の
ほ
と

ん
ど
が
自
動
詞
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
移
動

に
関
連
し
た
意
味
を
あ
ら

わ
す
用
例
が
大
多
数
を
し
め
る
。
そ
の

「
V
」
に

「
之
」
を
添
え
た

か
た
ち
が
、
「自

(従
)
場
所
」
を
上
接
さ
せ
る
か
否
か
に
、
表
現

に
か
か
わ
る
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
わ
け

で
は
け

っ
し
て
な
い
。
言

い
か
え
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
を
上
接
さ
せ

る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
V
之
」
の
か
ぎ
り
で
完
結
し
た
表
現
を
な
り
た
た
せ
て
い
た
は
ず

2　　



で
あ
る
。
「
V
之
」
が
ま
ず
あ

っ
て
、
表
現
上
の
必
要
の
ま
に
ま
に
、

そ
れ

に

「自

(従
)
場
所
」
を
上
接
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

か
ら
、
「
V
之
」
多
用
の
環
境
が
く
だ
ん
の
用
例
を
生
み
だ
し
て
い

た
と
み
る
の
が
筋

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
上
で
、
く
だ
ん

の
用
例
の
多
数
を
し
め
る
移
動
関
連
の
意
味
を
あ
ら
わ
す

「
V
」
を

中
心

に
、
そ
れ
に
あ
い
た
ぐ
う
自
動
詞
ま
で
含
め
、
「
V
之
」
の
用

例
を
巻
ご
と
に
ひ
ろ
い
出
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
対
象
と
な
る
語

の
範
囲
を
明
確
に
線
引
き
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
多
少
の
出
入

が
あ

る
に
せ
よ
、
対
象
さ
え
定
め
れ
ば
客
観
性
を
い
ち
じ
る
し
く
損

う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
そ
の
対
象
と
し
た
語
を
し
め
す
。

ま
ず

は

「自

(従
)
場
所

・
V
之
」
の

「
V
」
に
あ
て
た
語
。

め
ぐ
る

か
へ
る

た
つ

い
る

な
が
る

い
つ

こ
ゆ

の
く
、
ま
か
る

こ
ゆ

い
た
る

か

へ
る

廻

、

還

、

発

、

入

、

流

、

出

、

踰

、

退

、

越

、

至

、

返

、

か
へ
る

か
へ
り
き
た
る

は
す

ゆ
く

帰

、

還
来

、

馳

、

行

こ
れ

に
あ

い
た

ぐ

う

語

と

し

て

ひ

ろ

い
あ

げ

た

の
が

次

の
語

。

い
た
る

い
た
る

く
だ
る

い
で
ま
す

く
、
き
た
る

か
へ
る

に
ぐ

ゆ
く

ま
ゐ

お
も
む
く

に
ぐ

詣

、

到

、

降

、

幸

行

、

来

、

反

、

逃

、

往

、

参

、

赴

、

逃

、

す
す
む

は
し
る

と
び

ま
か
る

は
せ
の
ぼ
る

進
、
走
、
飛
、
罷
、
馳
上

後
者

の
語
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
広
く
用
例
を
ひ
ろ
い
あ

つ

め
る
方
針

の
も
と
に
、
「幸
行
」
「罷
」
「馳
上
」
な
ど
の
孤
例
も
採

り
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で

「
V
」
に

「
之
」
を
添
え
た

「
V
之
」
の
用
例
だ
け
を
対
象
と
し
、
「
艶
早
行
之
」
(三

・
91
)
「
伽

ユ

犢
鼻
而
乗
馬
馳
之
、」
(二
八

・
獅
)
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
助
辞
を
と
も

な
う
用
例
は
除
く
。
そ
の
数
、
都
合
七
例
。
客
観
性
確
保
の
た
め
、

巻

ご

と

に
用

例

を

し

め

す

。

「
之

」

は
省

略

し

、

か

わ

り

に

掲

出

字

の
下

に

日
本

古

典

文

学

大

系

本

の
頁

数

を

付

す

。

(
昇

)

詣

鵬
、

到

鵬

(
一
、

2
)

(
天

)

降

即

(
二
、

1

)

降

鵬

(
三

、

1
)

幸

行

嬲

、

来

嬲

、

反

嬲

、

逃

斷

、

還

来

繃

、

往

51

(
五

、

6
)

還

59

、

廻

59

、

詣

59

、

至

59

、

到

59

、

来

り
ゐ

リ
ム

リ
ム

リ
ム

リ
ゐ

リ
ム

鵬

、

入

鯔

、

出

鯔

、

還

瀰

(
六

、

9

)

詣

獅

、

躅

、

往

獅

、

詣

95
、

還

97
、

行

99

、

入

05

、

還

07
、

行

09

、

行

09

、

還

11

、

　
ノ
け

　
ソロ

　ソ
ロ

リ
リ

リ
リ

リ
リ

ユ
リ

リ
ヘリ

出

跏

、

飛

跏

、

跚

、

来

跚

(
七

、

15

)

参

赴

嬲

、

(軽

)

行

23

、

23

、

廻

25

、

入

25

、

還

25

、

29

、

29

(
八

、

8

)

逃

33

、

な
り

な
リ

ユ
　

な
り

　くリ

ハくり

　ペリ

リリ

還

37

、

41

、

41

、

出

43

、

詣

43

、

退

45

、

出

47

、

進

47

、

走

49

、

せ
リ

ハく
り

　
り

な
り

り
む

な
り

な
り

　
む

　ベ
リ

還

繃

、

跚

、

跚

、

脚

、

詣

跚

、

行

跚

(
九

・
16

)

廻

跚
、

来

跚

、

跚

、

(急

)

往

跚
、

還

跚
、

往

諞
、

参

赴

諞

(
一
〇

、

7
)

来

諞

、

行

謝
、

返

謝
、

馳

謝

、

(
独

)

進

絣
、

行

弸

、

返

姐
、

来

姻
、

(捷

)

飛

姻

、
還

姐
、

還

来

鰮
、

走

輔
、
出

輔

(
一

一
・

13

)

出

囎

、

到

囎

、

逃

姻

、

還

捌

、

踰

姻

、

(
急

)

馳

姻

(
一
二

・
6
)

(
径

)

行

絣
、

出

鸚
、

往

姐
、

退

姐
、

来

鰮
、

出

鰯

、

(
泛

)

出

輯
、

還

鰡

、

返

鰯
、

出

姐

(
ご

二
、

-o
)

罷

77

(
一
九

、

1
)

(起

)

行

絣

(
二

一
、

1
)

来

墹
、

往

77
、

来

79
、

返

81
、

往

97
、

還

来

99
、

99
、

来

01
、

01
、

05
、

ユ

ィ　

イ　　

く　　

　　エ

づ　　

　ソの

　

　ソね

出

洫

(
二

二
、

11
)

退

跚
、

馳

上

跏
、

出

跏
、

(
起

)

行

躅

、

還

脚

、

出

跏
、

還

劉

、

退

劉
、

鵬

、

至

躅
、

(
従

)

来

獅

(
二

三

・
11
)

行

93

(
二

五
、

1
)

出

95
、

馳

87
、

還

87
、

行

り
4

0
0

0
0

0
0
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鰤
、

到

謝
、

(
空

)

還

謝

、

謝
、

出

獅
、

越

跏
、

還

謝
、

(
散

)

走

弸
、

逃

側
、

走

鵬
、

鵬
、

至

鰡
、

到

鵬
、

逃

鰤
、

馳

輔

(
二

八
、

18
)

返

輔

帰

鵬
、

至

鼎
、

返

絣
、

帰

姐
、

返

蠍
、

行

67
、

還

69

、

帰

69
、

罷

帰

15
、

帰

21

、

27
、

返

37

、

(
共

)

至

　

　

　

　

　

　

　

49

、

参

赴

53
、

帰

69

、

還

71
、

退

77

、

至

57
、

(従

)

至

69
、

　

　

　

　

　

　

　

還

粥

(
二
九

、

21
)

カ

ッ
コ
内

の
数

字

は
、

そ

れ

ぞ

れ
漢

数

字

が
巻

次

を
、

算

用
数

字

が

当

該

巻

の
用

例

の
総

数

を

あ

ら

わ

す

。

さ

き

に
と

り

あ

げ

た

「
自

(
従

)

場

所

・
V
之

」

の
か

た

ち

を

と

る
場

合

で
も

、

「
V
」

が

は

じ

め

に
列

挙

し

た

「
廻

」

以

下

の
基

準

語

に

あ

た

れ

ば
、

右

に

ひ

ろ

い

だ

し

て

い
る

が

、

そ

れ

ら

を

含

む

右

の
用

例

の
あ

ら

わ

れ

は
、

一
つ

の
例

外

も

な

く

「
自

(
従

)

場

所

V

之

」

の
用

例

の
あ

ら

わ

れ

に

完

全

に

一
致

す

る

。

数

の
う

え

で
も

、

最

低

の
巻

で
さ

え

六

例

あ

り
、

用
例
が
皆
無
の
巻
、
あ

っ
て
も
せ
い
ぜ
い

一
、
二
例
に
と
ど
ま
る
巻

な
ど
と
の
あ
い
だ
に
は
、
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の
用
例
を
D

類
と
し
て
、
A
、
B
、
C
類
の
各
用
例
の
あ
ら
わ
れ
と
あ
わ
せ
、
巻

ご
と
に
そ
の
用
例
の
数
を
し
め
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

九
、
皿
群
の
表
現
、
そ
の
他
動
詞
に
添
え
た

「之
」

こ
の
表
に
あ
ら
わ
れ
た
結
果
が
全
て
と
い
う
わ
け
で
は
勿
論
な
い

が
、
こ
れ
ま
で
例
示
し
た

(1
)
以
下
の
ど
の
用
例
も
、
出
自
を
た

だ
せ
ば
、
巻
五
以
降

の
∬
群
に
所
属
す
る
。
「之
」
を
添
え
て
な
り

た
つ
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
ら
も
左
の
表

の
数
字
に
あ
ら
わ
し
た
用

例
と

一
つ
に
つ
ら
な
る
。
そ
う
し
た
あ
ら
わ
れ
に
か
ん
が
み
て
、
表

の
数
字
に
偶
然
の
介
在
す
る
余
地
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
表
に
施
し

　な
お
　

た
区
分
ど
お
り
巻
を
わ
か
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
区
分
と
は
、

類

巻

一

二

三

四

五

六

七

八

九

δ

二

三

三
一
四

一
五

一
六

一
七

一
八

一
九

二
〇

二一

ニ
ニ

ニ
三

二
四

二
五

二六

二七

二
八

二九

三
〇

　

-↓

り白

9
自

4

り4

り彑

4

-

民り

B

1⊥

-⊥

り乙

-⊥

0
4

00

6

U

1

4

5

5

4

1

7

3

2

り4

り4

4

ρ0

Q

0乙

-
⊥

1⊥

6

9

15

8

16

7

13

6

10

-⊥

-

1⊥

ーエー1⊥

　

.

.1

0乙

群

　

b

　

b

　

b

　

4　　



巻
三
、
四
を
n
群
か
ら
は
な
し
、
1
群
に
所
属
さ
せ
た
点
が
異
な
る
。

そ

の
理
由
に
つ
い
て
は
後

(鵬
、
捌
頁
)
に
言
及
す
る
が
、
以
下
に

は
、
こ
の
変
更
後
の
新
区
分
に
よ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
地
が
た
め
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
「之
」
を
め
ぐ

っ

て
恐
ら
く
も

っ
と
も
難
解
な
、
他
動
詞
と
そ
れ
が
ど
う
か
か
わ
る
か

の
問
題
に
よ
う
や
く
と
り
く
む
こ
と
が
で
き
る
。
他
動
詞
が
目
的
語

を
も
つ
こ
と
を
お
の
が
身
上
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
下
接
す
る

「之
」
は
、
原
理
の
う
え
で
は
そ
の
目
的
語
と
な
る
。

一
方
、
「
之
」

と
の
相
関
を
、
上
述
の
と
お
り
自
動
詞
ま
で
た
ど

っ
て
き
た
結
論
か

ら
い
え
ば
、
他
動
詞
に

「之
」
を
添
え
た
も
の
と
み
な
す
の
が
も

っ

と
も
自
然
で
あ
る
。
み
か
け
上
は
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
判
定
不
能
と

い
う
ほ
か
な
い
が
、
実
際
に
は
、
原
理
を
裏
切
る
用
例
が
少
な
く
な

い
。
も
は
や
見
通
し
を
確
か
め
る
だ
け
だ
か
ら
、
特
徴
あ
る
用
例
に

的
を
し
ぼ
り
こ
ん
で
と
り
あ
げ
て
み
る
に
、
ま
ず
は
疑
問
詞
を
と
も

な
う
次
の
用
例
。

(
48
)
数
日
当
レ
待
、
何
恐
之
乎
、
輙
許
二神
宝
⑩
(五

・
脇
)

(
49
)
是
使
矣
、
何
怠
之
、
失
二
大
国
之
書
一哉
。
(二
二

・
瓢
)

(
50
)
今
此
行
之
葬
、
奈
之
為
何
。
(六

・
鵬
)

三
者
そ
れ
ぞ
れ
に
、
「之
」
が
他
動
詞
の
目
的
語
に
あ
た
る
か
の
よ

う
な
位
置
に
あ
る
。
語
法
を
異
に
す
る
の
で
、
別
個
に
あ

つ
か
う
と

し

て
、
(48
)
の
用
例
の
ば
あ
い
、
中
国
古
典
語
の
語
法
に
よ
れ
ば
、

「
何
」
は
疑
問
代
詞
で
あ
る
。
前
掲

『古
代
双
浩
虚
洞
凋
典
』
に
は

「
"何

"

作

劫

凋

箕

屠

,

先

秦

肘

期

大

都

在

劫

洞

前

,
」

(

「
何

」
)

鵬

頁

)

と

あ

り
、

そ

こ

に
列

挙

し

た

な

か

に
次

の
例

が

あ

る
。

ω

景

公

問

于

晏

子

日

"
"力

政

何

患

?

"

晏

子

対

日

"
"患

善

悪

之

不

分
。
"

(
《
晏

子

春

秋

・
内

篇

問

上

》
)

(
48

)

の

用
例

で
も

、

「
何

」

を

「
恐

」

の
賓

語

と

し

て
前

置

し

た

は

ず

だ

か

ら
、

も

と

よ

り

「
之

」

は

目

的

語

で
は

な

く

、

「
恐

」

に

添

え

た

も

の

と

い

う

の

が
実

態

で

あ

る
。

一
方

、

(
49

)

の
用

例

は

そ
う

単

純

で
は

な

い
。

「
怠

」

が
目

的

語

を

と

っ
た

用

例

が

、

た

と

え

ば

「
依

二
於

内

乱

↓

莫

レ
怠

二
外

事

」

ユ

(
二

一

.
17
)

と

い

う

よ

う

に
あ

る

以

上

、

(
48
)

と

同

様

、

「
何

」

が
疑

問

代

詞

で

あ

る
可

能

性

が

な

い

わ

け

で

は

な

い
。

し

か

し
、

n

群

の

用
例

と

し

て

は
、

む

し

ろ
次

の

よ

う

な
表

現

の
類

型

に

そ
れ

は

の

っ
と

る
。

伽

死

之

、

無

レ
宜

レ
同

レ
穴

恥

。

(
九

・
47
)

c+　

伽
空
之
、
棄
二
海
島

恥
。
三

二

・
剏
)

中
国
古
典
語
の
語
法
は
、
こ
う
し
た

「何
」
を
副
詞
と
み
る
。
念
の

　

　

た
め
例
示
す
れ
ば
、
「
王
欲
相
汝
,
汝
何
不
受
乎
?

(《
説
苑

・
立

芍
》)
」
(『古
代
扠
屠
虚
凋
凋
典
』
㎜
頁
)

は
あ
い
通
じ
る
が
、
1
群

独
自
に
表
現
の
類
型
を

つ
く

つ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
こ

の
類
型
に
そ
く
し
て

「
死
之
」
「
空
之
」

と
同
じ
構
造
を
か
の

「怠

之
」
に
み
と
め
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
「之
」
を

「
怠
」
に
添
え
て
い

る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
皿
群
に
目
的
語
を
と

っ
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た

「怠
」
の
用
例
は
な
い
。

次
に

(
50
)
の
用
例
だ
が
、
こ
れ
も
表
現
の
類
型
に
の
っ
と
る
。

た
だ
、
中
国
古
典
語
の
語
法
ど
お
り
の
か
た
ち
を
と
る
そ
の
類
型
そ

の
ま
ま
で
は
な
い
。
類
型
に
の
っ
と

っ
た
用
例
は
次
の
四
例
。

○

百
済
貢
物
不
レ
及
二新
羅
ハ
奈
之
何
。
(九

・
躅
)

ユ

○

天
皇
遺
詔
、
奈
之
何
。
(二
三

.
22
)

○

今
朕
無
二与
計
レ
事
者
ハ
唯
有
二
幼
少
孺
子
一耳
、
奈
之
何
。

　

(二
八

.
39
)

○

朕
今
日
与
二
汝
等
一倶
盟
二
于
庭
一而
千
歳
之
後
欲
レ無
レ事
、
奈

之
何
。
(二
九

・
鰯
)

ど
れ
も
会
話
文
中
に
あ
り
、
問
い
か
け
の
意
味
を
含
む
。
「
奈
何
」

と
は
違
い
、
H
群
以
外
に
な
い
点
で
も
注
目
に
あ
た
い
す
る
が
、
こ

の

「奈
之
何
」

に
つ
い
て
、
前
掲

『
古
双
珸
珸
法
及
其
友
展
』
は

「
"奈
之
何
"
有
拿
它
怎
幺
亦
之
意
。
」
(窺
頁
)
と
説
き
、
次
の
例
を

あ
げ
る
。

　

　

　

巫
躯
、
三
老
不
来
述
,
奈
之
何
?

(史
祀

・
滑
稽
列
棲
朴
)

問
題
は
、
「奈
之
何
」

の
右
傍
に
つ
け
た
符
号
で
あ
る
。
同
書
が
あ

　

　

　

　

　

げ
る
類
例
に

「
国
謂
君
何
?
」
「朝
廷
亦
无
如
之
何
。
」
「
寇
深
矣
、

彗

仲
?
」

(窺
頁
)
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
括
る
説
明
に

「在

少
数
固
定
形
式
中
,
疑
同
代
凋

"何
"
位
于
劫
凋
之
后
。
」
と
説
く

よ
う
に
、
△
印
を
付
し
た

「
若
」
「如
」
「
謂
」
と
そ
し
て

「奈
」
を

動
詞
と
み
な
し
、
疑
問
代
詞

「
何
」
を
そ
れ
の

「宜
ハ珸
」
(
窟
頁
)

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
「之
」

に
つ
い
て
言
及
が
な
い
の
で
推

測
す
る
ほ
か
な
い
が
、
同
じ
黒
丸
を

つ
け
、
訳
に

「拿
它
」
と
い
う

以
上
、
同
様
に

「箕
珸
」
に
あ
た
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

こ
の
見
方
を
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
れ
ば
、
『書
紀
』
の
前
掲
用
例

中
の

「奈
之
何
」
に
お
い
て
も
、
「
之
」

は
賓
語
、
す
な
わ
ち
目
的

語
と
な
る
。
そ
う
み
な
し
た
場
合
、
型
ど
お
り
の
あ
ら
わ
れ
を
み
せ

る
四
例
に
は
矛
盾
を
き
た
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
(50
)
の
用
例
が
そ

れ
に
背
く
。
内
容
を
あ
ら
た
め
て
た
ど

っ
て
み
る
に
、
垂
仁
天
皇
の

皇
后
日
葉
酢
媛
命
の
埋
葬

に
さ
い
し
て
、

「従
レ死
之
道
」

(
こ
の
直

後
に

「
埋
二立
生
人
」

と
い
う
)
、

つ
ま
り
殉
死
を
お
こ
な
う
べ
き

か
否
か
を
天
皇
が
群
臣
に
問
う

一
節
で
あ
り
、
こ
の
殉
死
の
行
為
を

さ
す
の
が
、
「
奈
之
為
何
」

の

「為
」

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
類
例
が

あ
る
。今

兄
磯
城
果
有
二逆
賊
之
意
の
召
亦
不
レ来
。
為
之
奈
何
。
(三

・

07
)

2

服
従
を
か
た
く
な
に
ご
ば
む
兄
磯
城
を
ど
う
す
る
の
か
、
そ
の
対
応

(戦
術
)
を
あ
ら
わ
す
の
が

「
為
」
で
あ
る
。
そ
の

「
為
」
を
、
「奈

何
」
も
対
象
と
す
る
が
、
よ
り
直
接
的
な
か
た
ち
、

つ
ま
り
目
的
語

と
し
て
く
み
こ
ん
だ
の
が

「奈
之
為
何
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
ぐ

れ
て
自
覚
的
な
表
現
で
あ

っ
て
、
本
来

「
之
」
の
位
置
す
る
部
位
に

「為
」
を
す
え
、
そ
れ
で
も

「之
」
を
除
か
な
か

っ
た
こ
と
は
、
と

り
も
な
お
さ
ず
、
「之
」
を
、
「為
」
に
等
価
的
な
目
的
語
と
は
み
な

6　　



し

て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
。
「奈
」
が
動
詞
で
あ
る
か
否

か
は
と
も
か
く
、
そ
れ
に
添
え
た
も
の
と
し
て

「
之
」
を
と
ら
え
て

い
た
と
い
う
の
が
内
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の

(50
)
の
用
例
の
か
た
ち

が
も
と
も
と

「
奈
之
何
」
を
基
に
す
る
以
上
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
、

す

で
に

「
奈
之
何
」
じ
た
い
に

(50
)
の
用
例
に
つ
な
が
る

「之
」

の
認
識
が
あ

っ
た
と
み
る
の
が
筋
で
あ
る
。
そ
れ
の
四
例
と
も
に
H

群

に
集
中
す
る
事
実
も
、
恐
ら
く
そ
の
こ
と
に
ち
な
む
。

中
国
古
典
語
の
語
法
を
も
の
指
し
に
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
は
か
れ

な
い
表
現
も
、
日
本
語
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
め
ざ
し
た
す
ぐ

れ
て
意
図
的
な
所
産
で
あ
る
ば
あ
い
が
少
く
な
い
。
そ
れ
に
く
わ
え

て
、
か
り
に
も
の
指
し
ど
お
り
だ

っ
た
と
し
て
も
、
お
も
て
向
き
の

あ
ら
わ
れ
と
は
裏
腹
に
、
同
じ
よ
う
に
日
本
語
の
表
現
に
そ
く
し
た

手
直
し
を
経
て
い
る
こ
と
を
、
右
に
と
り
あ
げ
た
疑
問
表
現
を
め
ぐ

る
用
例
は
如
実
に
し
め
す
。
最
後
に
も
う

一
つ
だ
け
、
こ
ん
ど
は
用

例

そ
う
ご
の
関
連
に
目
を
む
け
な
が
ら
と
り
あ
げ
る
。
と

っ
か
か
り

は
、
次
の
用
例
で
あ
る
。

(
51
)
朕
聞
之
、
襲
国
有
二
厚
鹿
文

・
迩
鹿
文
者
の
是
両
人
熊
襲

ユ

之
渠
帥
者
也
。
(以
下
略
。
七

・
9
)
2

(
52
)
伝
聞
之
、
叔
父
以
二
田
村
皇
子
一欲
レ為
二天
皇
⑩
我
聞
二此

言
ハ
立
思
矣
居
思
矣
、
未
レ得
二其
理
⑩
(二
三

・
㎜
)

い
わ
ゆ
る
伝
聞
の
か
た
ち
を
と
り
、
そ
の
内
容
を

「之
」
に
つ
づ
く

一
節
が
あ
ら
わ
す
点
で
も
、
両
者
は
共
通
す
る
。
中
国
古
典
語
の
語

法
は
、
こ
う
し
た

「
之
」
を
代
詞
と
み
な
す
。
す
な
わ
ち
、
「聞
」

の
賓
語
と
な
り
、
伝
聞
内
容
を
あ
ら
わ
す

一
節
に
さ
き
だ

っ
て
そ
れ

を
指
示
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
は
た
ら
き

で
あ
る
。
代
詞
の
通
常
の

位
置
と
は
逆
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
と
も

な
う
限
定
も
、
当
然
あ
る
。

　な
の
　

何
尓
士
氏

「
《左
侍
》
的
人
称
代
凋
」
に
そ
れ
の
説
明
が
あ
る
。

有
些

"之
"
所
代
的
対
象
在
下
文
。
当
悦
活
人
引
用
俗
屠
、
揺

偐
或
援
用
古
噌
、
成
屠
吋
,
常
用

"吾
向
之
"、

"臣
同
之
"
或

"△

(力
表
示
慊
虚
而
称
自
己
的
名
来
代
自
身
)

向
之
"
、

'(C
X
X
)>
有
之
"
等
句
式
引
出
下
文

"
(謝
頁
)

話
し
手
が
こ
と
わ
ざ
や
世
間
の
い
い
つ
た
え
を
引
用
し
た
り
、
古
書

や
成
語
を
援
用
し
た
り
す
る
さ
い
常
套
句
と
し
て
つ
か
う
と
い
う
も

　

の
だ
が
、
た
と
え
ば
同
書
が
あ
げ
た
例
の

一
つ
に

「吾
向
之

"
一
日

射
故
、
数
世
之
患
也
。
(僖
33
)
」
と
あ
る
。

こ
の
例
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
説
明
と
に
、
『書
紀
』
の
あ
の
二
つ

の
用
例
は
完
全
に
対
応
す
る
。
何
尿
士
氏
は
対
象
を

『
左
伝
』
に
か

ぎ

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
も
と
に
と
り
だ
し
た
常
套
句
と
し
て
の
用

法
を
と
く
と
承
知
し
た
う
え
で
二
つ
の
用
例
を
な
り
た
た
せ
て
い
る

こ
と
は
、
も
と
よ
り
疑
う
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
中
国
古
典
語
そ
の
ま
ま
に

「
之
」
を

つ
か

っ
て
い
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。
二
つ
の
用
例
は
、
常
套
句
と
し

て
の
か
た
ち
を
と
る
以
上

に
、
実
は
あ
い
通
じ
る
表
現
の
類
例
が
H
群
に
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ

ら
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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(
53
)
然
遥
視
二
王
船
ハ
予
怖
二其
威
勢
一而
心
裏
知
之

「
不
レ可
レ

勝
」
悉
捨
二
弓
矢
ハ
(七

・
鰤
)

(
54
)
既
而
天
皇
悔
之

「不
レ
治
二神
祟
一而
亡
二皇
妃
一」
更
求
二其

咎
の
(
一
二

・
魏
)

か
り
に
カ

ッ
コ
で
括

っ
た
部
分
を
、
そ
れ
ぞ
れ

「知
」
「
悔
」
が
対

象

と
す
る
こ
の
か
た
ち
は
、
さ
き
の

「聞
」
が
そ
の
伝
聞
内
容
を
あ

ら
わ
す

一
節
を
対
象
と
す
る
の
と
な
ん
ら
か
わ
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の

「之
」

に
は
、
も
は
や
代
詞
の
は
た
ら
き
は
な
い
。
さ
ら
に
、
動
詞

と
そ
の
対
象
と
の
関
係
が

一
段
と
稀
薄
に
な

っ
た
の
が
次
の
用
例
。

(55
)
仍
毎
レ氏
科
之
、
建
二大
柱
於
土
山
上
の
(
l
jl
j
・
鵬
)

(56
)
是
歳
、
皇
太
子

・
島
大
臣
共
議
之
、
録
二天
皇
記
及
国
記

・

臣
連
伴
造
国
造
百
八
十
部
并
公
民
等
本
記
⑩
(
二
二

・
嬲
)

こ
れ
ら
に
あ

っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「科
」
「議
」

に
対
し
て
、
後
続

の
動
詞
が
そ
の
内
容
を
あ
ら
わ
す

(だ
か
ら
カ

ッ
コ
で
括

っ
て
も
筋

は
通
る
)

一
方
、
実
態
と
し
て
は
そ
の
結
果
を
あ
ら
わ
す
方
に
重
心

を
う

つ
し
て
い
る
点
に
、
前
掲
の
用
例
と
の
違
い
が
あ
る
。
内
容
上

の
関
係
が
い
っ
そ
う
稀
薄
に
な
れ
ば
、
先
行
動
詞
は
、
後
続
の
動
詞

に
対
す
る
契
機
性
を

つ
よ
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
用
例
。

(57
)
至
二于
対
馬
一以
道
人
等
十

一
、
皆
請
之
、
欲
レ留
。
(二
二

・

鮖
)

(58
)
唯
将
軍
等
、
始
到
二任
那
一而
議
之
、
欲
レ
襲
二
新
羅
の
(
二

二

・
㎜
)

こ

こ
か

ら
、

手

段

と

目

的

、

原

因

と

結

果

な

ど

の
関

係

を

も

つ
用

例

は
転

一
歩

、

実

際

に

は
連

続

す

る
。

た
と

え

ば

次

の

よ
う

な

用

例

。

(
59
)

是

後

、

蝦

夷

亦

襲

之

、

略

二
人

民

の

(
一

一

・
鰮
)

(
60
)

於

レ
是

、

真

野

首

弟

子

・
新

漢

済

文

、

二
人

習

之

、

伝

二

其
堡

三

二

・
剏
)

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
中
国
古
典
語
の
語
法
に
い
う

「
劫
洞
渭
珸
句

(動
詞
述
語
文
に
あ
た
る
)」
の

「連
劫
拮
枸
」
あ
る
い
は

「并
列
拮

枸
」
の
例
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
前
掲

『古
汲
屠
屠
法

及
其
友
展
』
は
次
の
よ
う
に
と
く
。

達
劫
拮
枸
是
指
劫
洞
或
劫
洞
錆
枸
連

用
。
前
后
有
吋
向
先
后
或

主
次
之
分
,
都
力
同

一
施
事
主
悟
友
出
的
劫
作
。

(以
上
、
連

劫
結
枸
。
膃
頁
)

并
列
拮
枸
是
指
同

一
主
珸
朕
系
兩
个

(或
兩
个
以
上
)
緊
相
達

接
的
劫
凋
短
屠
,
彼
此
不
是
先
后
或
主
次
夫
系
,
而
是
同
等
的
、

可
以
逆
轄
的
并
列
夫
系
。
(以
上
、
并
列
錯
枸
。
魏
頁
)

一
つ
の
主
語
を
共
有
す
る
二

つ
以
上
の
動
詞
そ
う
ご
の
関
係
を
い
う

も
の
だ
が
、
前
者
は
、
時
間
の
先
後
関
係
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ら

に
原
因
と
結
果
、
条
件
と
結
果
、
手
段
と
目
的
、
目
的
と
動
作

(な

い
し
結
果
)
そ
の
他
の
関
係
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
等
、
逆

接
、
選
択
そ
の
他
の
関
係
を
い
う
の
が
後
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
関

係
を
も

っ
て
つ
ら
な
る
動
詞
を
連
詞
が

つ
な
ぐ
、
あ
る
い
は
そ
の
間

に
介
在
す
る
ば
あ
い
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
連
詞
に
は
、
「而
」
「
以
」

　　　



「則
」
「而
后
」
「然
后
」
な
ど
が
あ
る
ほ
か
、
と
く
に

「并
列
結
枸
」

で
は
、
動
詞
に
上
接
す
る

「且

且

」
「既

且

」

「載

載

」
「或

或

」
「非

則

」
「非
…
…

即
…
…
」
な
ど
も
あ
る
が
、
こ
こ
に

「之
」
は

一
切
な
い
。
あ
る
と

す
れ
ば
賓
語
だ
が
、
そ
れ
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
二
つ
以
上
の
動
詞
が

一
つ
の
賓
語
を
共
有
す
る
か
た
ち
を
と
る
な
か
で
、
後
続
動
詞
に
そ

れ
を
下
接
す
る
の
が
か
た
い
原
則
で
あ
る
。
次
は
そ
の

一
例
。

　

　

　

隠
于
首
陌
山
,
采
薇
而
食
之
。
(史
祀

・
伯
夷
列
侍
。
連
劫
拮

枸
の
例
、
75
百
ハ)

5

　

　

　

　

　

　

　

君

有

君

之

威

伐

,

其

臣

畏

而

受

之

,

則

而

象

之

。

(左

侍

・
襄

公

三
十

一
年

。

并

列

錆

枸

の
例

、

麟
頁

)

ふ

り

か

え

っ
て
前

掲

(
59
)

(
60

)

の
用

例

を

み

る

に
、

「
之

」

が

賓

語
、

つ
ま

り

目
的

語

で

あ

っ
た

と

し

て
も

、

こ

の
原

則

に
あ

て

は
ま

ら

な

い
。

そ

う

か

と

い

っ
て
、

関

係

と

し

て

は

「
連

劫

結

枸
」

に
あ

た

る

が
、

そ

れ

の
連

詞

た

る
資

格

も

「
之

」

は
も

ち

あ

わ

せ

て

い
な

い
。こ

う

し

た

「
之

」

に

つ
な

が

る

の

が
、

く

だ

ん

の

「
聞

之

」

に

ほ

か

な

ら

な

い
。

あ

い

と
も

に

(
57
)

(
58
)

の
用
例

、

ま

た

(
55
)

(

56
)

の
用

例

、

さ

ら

に

(
53

)

(
54
)

の
用

例

な

ど

を

介

し

て
密

接

に
連

な

る
関

係

に
あ

る
以

上

、

(
51
)

(
52
)

の
用

例

だ

け

を

と

り

だ

し

て
中

国

古

典

語

の
語

法

ど
お

り

だ

と

い
う

こ
と

じ

た

い
、

実

態

に

そ
ぐ

わ

な

い
。

他

動

詞

だ
か

ら
、

そ
れ

が

対

象

と

す

る
位

置

に
あ

る

か
ら
と
い
っ
た
み
か
け
に
た
よ

っ
た
判
断
さ
え
く
だ
さ
な
け
れ
ば
、

他
動
詞
も
ま
た
、
そ
れ
に
さ
き
だ

っ
て
と
り
あ
げ
た
自
動
詞
以
下
と

同
様
、
「之
」
を
添
え
て
い
た
こ
と
は
、
恐
ら
く
容
易
に
見
通
せ
る

は
ず
で
あ
る
。
実
証
の
裏
づ
け
を
欠
く
弱
み
は
払
拭
で
き
な
い
け
れ

ど
も
、
そ
れ
が
日
本
語
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
め
ざ
す
こ
と
に
と
も

な
う
と
い
う
こ
と
、
そ
う
み
な
す
こ
と
も
ま
た
自
然
で
あ
ろ
う
。

十
、
1
、
皿
群
の
表
現
、
そ
の

「
主
語

・
之

・
謂
語
」

こ
の
H
群
と
は
対
照
的
な
の
が
ー
、
皿
群
で
あ
る
。
両
群
と
も
に
、

「
之
」
の
使
用
に
は
消
極
的
な
姿
勢
が
目
立

つ
。
西
宮
氏
前
掲
論
考

　な
　
　

が
し
め
し
た
数
値
に
も
、
そ
の
こ
と
は
顕
著
だ
が
、
乏
し
い
用
例
ゆ

え
に
、
H
群
の
用
例
を
分
析
し
た
と
同
じ
手
法

で
は
、
「之
」
を
め

ぐ
る
表
現
の
内
実
に
は
と
う
て
い
迫
り
え
な
い
。
逆
に
、
乏
し
さ
と

表
裏
し
て
、
中
国
古
典
語
の
表
現
に
そ
く
し
た

「
之
」

の
使
用
を
き

わ
だ
た
せ
て
い
る
。
糸
口
は
、
む
し
ろ
そ

こ
に
あ
る
。
も

っ
と
も
、

関
連
し
て
あ
ら
か
じ
め
断

っ
て
お
け
ば
、
森
氏
は
前
掲
書
の
な
か
に

「
α
群
の
基
本
的
な
述
作
は
渡
来
唐
人
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
の
だ
。」

(09
頁
。

α
群
は
、
小
稿
の
皿
群

に
あ
た

る
)
な
ど
と
断
定
を
く
だ

2
し
て
い
る
が
、
論
の
展
開
上
の
粗
雑
に
目
を

つ
む
り
、
純
粋

に
表
現

そ
の
こ
と
に
問
題
を
し
ぼ
り
こ
ん
だ
に
せ
よ
、
中
国
古
典
語
の
そ
れ

こ
そ
生
の
表
現
を
き
ざ
ん
で
い
る
と
は
、
私
に
は
到
底
お
も
え
な
い
。

「之
」
を
め
ぐ
る
表
現
に
あ

っ
て
も
、
そ
れ

は
別
で
は
な
い
。
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た
し
か
に
、
皿
群
は
中
国
古
典
語
の
表
現
に
積
極
的
な
面
を
も

つ
。

た
と
え
ば

「
田
狭
既
⑳
二任
所

」
(
茜

・
輌
)
な
ど
の

「
む
」
の

用
例

が
皿
群
だ
け
に
十

一
例
あ
る
。
こ
の
用
例
が
稀
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、

つ
と
に
福
田
氏
前
掲
稿
に

「
わ
た
し
が
参
考
し
た
奈
良

朝
文
献
で
は
、
常
陸
風
土
記
に
漸
く
二
字
、
し
か
も
対
句
の
中
に
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
」
(燭
頁
)
と
い

っ
た
指
摘
が

あ
る
。
こ
の
ほ
か
主
語
に
下
接
し
た

「之
」
な
ど
は
、
中
国
古
典
語

の
表

現
に
装

い
を
こ
ら
し
た
典
型
的
な
用
例
で
あ
り
、
そ
れ
の
積
極

的

な
利
用
に
皿
群
は
特
徴
を
み
せ
る
。
し
か
し
そ
の
利
用
の
実
態
に

い
た

っ
て
は
、
装
い
に
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
ぐ
わ
な
い
。
問
題
さ
え
、

そ
こ
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

　

(
61
)

凡

人

主

之

所

二
以

勧

レ
民

者

、

惟

授

レ
官

也

。

国

之

所

二
以

ユ

興

一者

、

惟

賞

レ
功

也

。

(
一
五

.
52

)

　ぼ
れ
　

こ

の

一
節

は
、

出

典

を

も

つ
。

表

現

に
着

目

し

て

み

る

と

、

「
商

君

　

書

日
、
凡
人
主
所
二以
勧
レ民
者
、
官
爵
也
。
国
之
所
レ興
者
、
農
政

也
」

と
い
う
原
文
が
、
傍
線
部
の
緊
密
な
対
応
を
欠
く
表
現
に
手
が

く
わ
わ

っ
て
、
対
的
な
構
成
に
か
た
ち
を
か
え
て
い
る
。
「
所
興
」

を

「所
以
興
」
に
改
変
す
る
に
つ
い
て
も
、
内
容
上
の
要
請
が
あ

っ

た
に
せ
よ
、
そ
れ
以
上
に
強
く
対
表
現
に
整
え
よ
う
と
す
る
志
向
が

　な
　
　

は
た
ら
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
表
現
の
か
た
ち
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、

一
句
を
六
字
な
い
し
四
字
に
ま
と
め
る
力
と
し
て
も
は
た
ら
く
。
た

と
え
ば
次
の
例
。

(
62
)
況
復
平
安
之
世
、
刀
剣
不
レ離
二
於
身
司
蓋
君
子
之
武
備
、

不
レ可
二以
已
の
(
一
九

・
鵬
)

こ
れ
に
も
出
典
が
あ
り
、
原
文
の

「於
二
安
平
之
世

一而
刀
剣
不
レ

　

離
二於
身
の
蓋
君
子
之
於
二
武
備
《
不
レ
可

二以
已
ご

を
改
変
し
て
い

る
。
傍
線
部
の

「於
」
の
も

つ
意
味
は
、
な
か
な
か
に
重
い
。
前
掲

『古
双
悟
悟
法
及
其
友
展
』
は
次

の
よ
う
に
説
く

(11
頁
)
。

4

有
吋
在
主
珸
与

"介
箕
"
之
向
有

"
之
"
達
接
,
如

"

　

　

　

(
2
)
天
之
於
民
厚
矣
。
(列
子

・
悦
符
)

　

　

　

　

　

(
3
)

麒

麟

之

於

走

曽

,

(中

略

)

蚤
人

之

於

民

,

亦

美

也

。

(
孟

子

・
公
弥

丑
上

)

例

(
1

)
、

(
2
)

的

"於

"

表

示

"
対

於

"
,

不

能

解

作

"
比

於

"
"

(
62
)

に

そ
く

し

て

い
え

ば

、

原

文

は

「
武

備

」

に
対

し

て
決

し

て

お

こ
た

る

こ
と
が

な

い
と

い
う
あ

く

ま

で

「
君

子

」

を
主

題

(
主
語

)

と

す

る
。

「
於

」

が

な

け

れ
ば

、

単

な

る

「
君

子

の
武

備

」

で
し

か

な

い
が

、

原

文

か

ら
外

れ

た

そ
れ

で
文

意

が

は
た

し

て
通

じ

る

の
か

、

そ
も

そ
も

そ

の
文

意

を

改

変

を

と

お

し

て
あ

ら

わ

そ
う

と

し

た

の
か

、

疑

い
を

禁

じ

え

な

い
。

ま

た

、

同

じ

よ

う

に
出

典

を

も

つ
次

の
用

例

。

(
63
)

久

矣

、

無

二
別

風
淫

雨

ハ

江
海

不

二
波

溢

ハ

三

二
年

於

茲

一矣

。

意

、

中

国

有

二
聖

人

一乎

。

(
二

五

・
膃
)

こ

の

一
節

に

「
之

」

は

な

い
。

こ

れ

に
対

し

て

、

「
之

」

を

含

む

　

「主
語

・
之

・
謂
語

(述
語
)」
の
成
分
が
主
語
と
な
り
、
謂
語
と
し

O2　



て
は
た
ら
く
副
詞
に
対
応
す
る
の
が
、
す
な
わ
ち
原
文
の

「
久
矣
、

　

　

　

天
之
不
レ
迅
二
風
雨
ハ
海
之
不
二波
溢

一也
、
三
二年
於
茲
⑩
意
者
、
中

国
有
二
聖
人
一乎
。」

で
あ
る
。
原
文
の
こ
の
か
た
ち
の
表
現
に
つ
い

て
、
『古
双
屠
屠
法
及
其
友
展
』
(旧
、
鵬
頁
)
は
強
調
表
現
と
み
な

す
。
そ
の
な
か
の

一
部
の
例
を
し
あ
せ
ば
、

　

　

　

甚
矣
、
汝
之
不
恵
。
(列
子
、
海
向
)

　

　

　

　

久
矣
哉
、
由
之
行
作
也
!

(洽
屠

・
子
罕
)

　

　

　

宜
乎
、
百
姓
之
渭
我
憂
也
。
(孟
子

・
梁
恵
王
上
)

最
初

の
例
は

「表
示
対
程
度
的
強
凋
」、
次
は

「表
示
対
吋
向
的
強

凋
」
、
最
後
は

「強
凋
事
情
合
乎
情
理
」
と
い
う
強
調

の
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ

「甚
矣
」
「久
矣
哉
」
「宜
乎
」
を
謂
語
と
し
た
も
の
だ
が
、

(
63
)

の
用
例

が
も
と

に
し
た
原
文

は
、

さ
ら

に
そ
の
全
体
を

「三
二年
於
茲
一」
が
う
け
る
。
か
り
に
模
式
化
す
る
と
、

謂
語
、
主
語

・
之

・
謂
語
、
謂
語

た
が
い
に
緊
密
な
結
び

つ
き
を
も

つ
右
の
構
造
か
ら
な
り
た

つ
。
こ

の
結

び
つ
き
ば
か
り
か
、
「天
」
と

「海
」
と
の
対
応
ま
で
ば
ら
ば

ら
に
し

て
し
ま

っ
た
の
が

(63
)

の
用
例

で
あ
り
、
「
別
風
」
と

「淫
雨
」
、
さ
ら
に

「江
」
と

「海
」
と
い
っ
た
対
応
が
ど
れ
ほ
ど
修

辞
的

で
あ

っ
て
も
、

一
句
を
五
字
に
そ
ろ
え
る
数
あ
わ
せ
的
性
格
は

否
め
な
い
。
中
国
古
典
語
の
強
調
表
現
と
し
て
な
り
た

つ
原
文
に
、

わ
け
て
も
そ
の
核
心
で
あ

っ
た
は
ず
の

「
主
語

・
之

・
謂
語
」
を
バ

ラ
す
ま
で
に
く
わ
え
た
改
変

は
、

(
62
)

の
構
造
上
あ

い
通
じ
る

「君
子
之
於
二武
備
↓
不
レ
可
二
以
巳
一」

に
く
わ
え
た
改
変
と
軌
を

一

に
す
る
。

は
た
し
て
こ
れ
ら
改
変
を

「渡
来
唐
人
」
が
お
こ
な

っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
少
く
と
も
、
皿
群
に
し
て
も
、
実
際

に
筆
を
執

っ
た
者
に

「
渡
来
唐
人
」
を
想
定
で
き
る
ほ
ど
生
粋

の
中
国
古
典
語

の
実
質
を

そ
な
え
て
い
た
こ
と
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
の
が
実
態
で
あ

る
。
1
群
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
こ
の
皿
群
に
親
近
を
も

つ
。
問

題
は
そ
れ
ら
両
群
の
表
現
の
内
実
だ
が
、

H
群
と
は
対
照
的
に
、

「
之
」
を
下
接
し
た
用
例
が
き
び
し
い
限
定

の
も
と
に
あ

っ
た
こ
と

に
と
も
な

い
、

そ
し
て
そ
れ
と
表
裏
し
て
、
さ
き
に
と
り
あ
げ
た

(63
)

の
用
例
が
依
拠
し
た
原
文
を
も
と

に
模
式
化
し
た
な
か
の

「主
語

・
之

・
謂
語
」

の
表
現
に
、

1
、
皿
群
と
も
に
積
極
的
な
姿

勢
を
み
せ
る
。
も

っ
と
も
、
(62
)
(63
)

の
用
例
に
い
た

っ
て
は
、

そ
の
表
現
の
原
文
を
別
の
か
た
ち
に
改
め

て
い
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
ど

こ
ま
で
も
豆
群
と
対
比
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
し
か
な
く
、
だ
か
ら

「主
語

・
之

・
謂
語
」

の
か
た
ち
を
と
る
用
例

一
般
を
と
り
あ
げ
て

も
、
違

い
は
た
し
か
に
小
さ
く
は
な
い
が
、

し
ょ
せ
ん
相
対
的
な
も

の
に
と
ど
ま
る
。
特
徴
と
し
て
明
ら
か
な
像

を
結
ぶ
に
は
、
も
う
少

し
対
象
を
し
ぼ
り
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
そ
の
か
た
ち
の
な
り
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
て
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み

る

に
、

中

国

古

典

語

の
語

法

で

は
、

こ

の

「
之

」

を

連

詞

と

す

る
。

そ

れ

を

め

ぐ

る
表

現

の

か

た

ち
を

「
主

・
之

・
謂

」

構

造

と

よ
び

な

ら

わ

し

て

い

る

の

で
、

便

宜

こ

れ

に

な

ら

う
と

し

て
、

介

詞

の

「
及

、

自

、

比

、

当

、

逮

、

於

、

在

」

な

ど

が

こ

の

「
主

・
之

・
謂

」

の
成

分

を
賓

語

に

と

る
ば

あ

い

が

あ

る
。

『
古

汲

屠

屠

法

及
其

友

展

』

(
嬲

頁

)

が

あ

げ

る

そ

の
例

の

一
部

を
次

に

し

め

す
。

　

　

　

　

自
子
之
汨
也
,
小
人
糞
除
先
入
之
敝
庫
,
(左
佳

・
昭
公
三
年
)

　

　

　

　

　

逮
昊
之
未
定
,
君
其
取
分
焉
。
(又
,
定
公
四
年
)

こ
れ
と
は
別
に
、
賓
語
が
主
語
と
類
似
し
た
対
象
を
あ
ら
わ
す
場
合
、

こ
の
賓
語
を

「美
似
箕
屠
」
と
い
い
、
「如
、
若
、
似
、
美
、
象
、

犹
」
な
ど
が
そ
れ
の
動
詞
と
な
る
。
「
美
似
寞
屠
」
が

「
主

・
之

・

謂
」

の
か
た
ち
を
と

っ
た
例
が
あ
る
。
『
古
双
悟
珸
法
及
其
友
展
』

が
あ
げ
る
そ
の
例
の

一
部

(46
頁
)
。

　

　

　

　

　

　

孤
之
有
孔
明
,
犹
魚
之
有
水
也
。
(三
国
志

・
蜀
需

・
渚
葛
亮

侍
)

　

　

　

　

　

　

ム

　

　

　

　

　

夏
侯
初
朗
朗
如
日
月
之
入
杯
,
李
安
国
頽
唐
如
王
山
之
将
崩
。

(世
悦
新
屠

・
容
止
。
挙
例
は
刪
頁
)

中
国
古
典
語
の
語
法
で
は
、
こ
う
し
て
介
詞
と
動
詞
と
に
分
け
る
け

れ
ど
も
、
日
本
語
に
お
き
か
え
れ
ば
、
動
詞
で
は
な
く
、
そ
れ
じ
た

い
と
し
て
は
自
立
性
を
も
た
な
い
点
、
二

つ
の
語
群
は
共
通
す
る
。

そ
し

て
こ
の
二
つ
の
語
群
に
該
当
す
る
用
例
と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
あ

い
通
う
用
例
と
の
あ
ら
わ
れ
は
、
∬
群
と
ー
、
皿
群
と
で
大
き
く
異

な

る
。

各

群

ご

と

に
、

「
主

・
之

・
謂

」

成

分

と

こ
れ

に
関

連

す

る

語

と

の
ま

と

ま

り

を

次

に
抜

き

だ

し

て
み

る
。

〔
1
群

〕
　

り

り

譬

猶

三
遊

魚

之

浮

二
水

上

一也

(
一

・
77
)

状

如

二
葦

牙

之

抽

　

ロ

出

一也

(
一

・
77
)

如

三
葦

牙

之

初

生

二
盪
中

一也

(
一

・
79
)

　

け

　

ロ

至

二
於

火
神

軻

遇

突

智

之
生

一也

(
一

・
91
)

有

レ
如

二
磐

石

之

犠

)ス

ニ

・
備
)

必
姫

二木
花
劇

移
蕈

(
二

・
鮖
)

麺
二木
花
訓
俄
遷
篳

当
二衰
圭

矣

三

・
嵶
)

譬
獅

被

葉

刻
浮

流
者

(三

・
嬲
)

洳
三皇
軍
刻
得

鵄
瑞

也

(>>1
・
㎜
)

歯

二
我
皇

師

刻

破

7
虜

也

(
三

・
11
)
2

〔
R
群

〕

対
姫
二老
父
劇
教
ス

ニ

ξ

六

・
鵬
)

半
二天
皇
劇
蜜

(六

・
嬲
)

適
艷

皇
后
刻
開
胎
ス

九

・
謝
)

然
帥
薪
羅

人
d
拒
ス

一
〇

・
跚
)

然
陣

薪
羅
人
d
拒
ス

1
O

・
跚
)

是
壁

衫
子
劇
幹

(
二

・
蹴
)

塵

皇
后
d
嫉
ス

三

・

鰮
)

〔
皿
群

〕

歯

三
乎

朕
刻

王

二
天

下

一
(
一
四

・
81

)

爰

陣

三
小

泊

瀬

天

皇

刻

4

　

け

王

二天

下

一
(
一
七

・
43

)

如

三
春

草

之

仰

二
甘

雨

一也

(
一
九

・

鵬
)

豈
非
四
専
曲
三蘇
我
臣
訓
興

行
佛
法
勲

三

〇

・
捌
)

險
羨

神
劇
所
二奉
蜜

三

五

・
跚
)

逸
二
自
心
劃
所
ワ
帰

　

ロ

(
二

五

・
03

)

由

下
君

大

夫

人

妖

女

之

無

道

、

擅

奪

二
国

柄

ハ

m

22　



誅

中
殺

賢

良

上
故

(
注

所

掲

『
日
本

世

記
』

の

一
節

。

二
六

・
45
)

c
+　

姉
二
田
来
津
劃
所
レ計

三

七

・
謝
)

用
例
の
数
の
う
え
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
差
な
い
け
れ
ど
も
、
内
実
が
大

き
く
異
な
る
。
と
り
わ
け

「主

・
之

・
謂
」
の

「謂
」
に
あ
た
る
表

現

の
違
い
が
著
し
い
。
H
群
の
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど

一
語
か
ら
な
り
、

ま
た
そ
の
な
か
に
名
詞
相
当
か
、
も
し
く
は
名
詞
そ
の
も
の
と
い
っ

た
用
例
を
ふ
く
む
。
疑
わ
し
き
は
採
る
方
針
に
し
た
が

っ
て
さ
え
、

右

の
よ
う
に
少
数
に
と
ど
ま
る
。
ほ
と
ん
ど

一
語
が
し
め
る
こ
と
は
、

つ
ま
り

「主

・
之

・
謂
」
の
表
現
に
消
極
的
だ

っ
た
H
群
を
端
的
に

も

の
が
た
る
。

対
照
的
に
ー
、
皿
群
の
積
極
を
示
唆
す
る
の
が
、
動
詞
と
そ
の
目

的
語
な
い
し
場
所
を
あ
ら
わ
す
語
と
が
結
び

つ
い
た

「
謂
」
の
数
多

く

の
用
例

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
か
ぎ
れ
ば
、
た
と
え
相
対
的

で
あ
る
に
せ
よ
、
中
国
古
典
語
の
表
現
に
、
1
、
皿
群
と
も
に
前
向

き
な
姿
勢
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
全
般
的
な
傾
向
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現

の
細
部
に
ま
で
目
を
む
け
る
と
、
た
が
い
に
独
自
な
表
現
が
き
わ
だ

つ
。
右
に
列
挙
し
た
用
例
か
ら
し
て
、
す
で
に
そ
の
独
自
な
表
現
の

一
部
を
含
ん
で
も
い
る
。

1
群

の
ば
あ
い
、
最
後

の

(
09
)
(
11
)
と

(
91
)

の
三
例
が
ま

∩
乙

(り
乙

ず

該

当

す

る

が

、

こ

れ

ら

は

、

『
古

双

珸

屠

法

及

其

友

展

』

に

い

う

「
偏

句

"
主

珸

・
之

・
喟

屠

"

后

附

屠

气

凋

"也

"
。
」

(
鋤

頁

)
、

す

な
わ
ち

「主

・
之

・
謂
」
の
成
分
が
従
属
節
と
な
り
、
「也
」
を
成

分
末
に
つ
け
て
主
節
に
か
か
る
か
た
ち
に
通
じ
る
。
そ
れ
の
具
体
例

の

一
部
を
次
に
し
め
す
。

　

　

孔
文
子
之
将
攻
大
叔
也
,
坊
於
仲
尼
。
(左
侍

・
哀
公
十

一
年
)

　

　

赤
之
這
斉
也
,
乘
肥
鳥
,
衣
軽
裘
。

(恰
培

・
雍
也
)

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
か
た
ち
を
と

っ
た
表
現

の
用
例
も
1
群
に
は
あ
る
。

と
い
う
以
上
に
、
そ
う
し
た
用
例
と
さ
き

に
掲
出
し
た
三
例
に
、
さ

ら
に

「V

・
之

・
N
」
の
成
分
に

「也
」
を
付
接
さ
せ
た
用
例
を
あ

わ
せ
、
文
中
の
従
属
的
な
成
分
末
に

「
也
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
、

1
群
は
き
わ
め
て
積
極
的
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
用
例
を
、
既
掲
の
三

例
を
除
い
て
次
に
列
挙
す
る
。

「
主

・
之

・
謂
」

+
也
、

素
戔
鳴
尊
刻
為
種

伽
、
甚
無
状
。
(
T

m
)

ほ

　

初
大

己
貴

神

之

平

レ
国

也

、

行

二
到

出
雲

国

五
十

狭

狭

之

小

汀
ハ

ユ

(
一

.
13
)

り

　な
あ
　

　

臣

兄

、

兄

猾

之

為

二
逆

状

一
也

、

聞

二
天

孫

旦

レ
到

、

即

起

レ
兵

将

レ
襲

。

(
>>1
・
餅
>

ロ

　か
　
　　

我

皇

祖

之

霊

也

、

自

レ
天

降

鑒

、

光

二
助

朕

躬

の

(
三

・
15
)

2

「
V

・
之

・
N
」

+
也

、

于

時

、

天

稚

彦

新

嘗

休

臥

刻

時

伽

、

中

レ
矢

立

死

。

三

・
絣
)

り

　

既

而

皇

孫

遊

行

之

状

也

者

、

則

自

二
檍

日

二

上

天

浮

橋

議

立

二
於

浮

渚

在
平

処
ハ

(中

略
)

到

二
於
吾

田
長
屋

笠

狭

之
碕

一矣

。

(
二

・

告報究研査調るす関に-　之厂6翩ゑ書本陪慍



41
)

　

け

　

及

二
其
遊

行

之
時

一也

、

云
云

。
到

二
于

吾

田
笠

狭

之
御

碕
の

(
二

・

61

)

　

け

　

初

天

皇

草

二
創

天

基

一之

日

也

、

大

伴

氏

之

遠

祖

道

臣

命

帥

二
大

来

目

部

ハ

奉

二
承

密

策

ハ

(
以

下

略

。

三

・
泌

)

す

べ

て

1
群

に
所

属

す

る

用

例

だ

が

、

こ

の

ほ

か

に

一
例

だ

け
、

「
主

・
之

・
謂
」

に

「
也

」

を
付

接

し

た

用
例

が

皿
群

に

あ

る
。

ロ

　

(
64
)

臣

聞

、

前

王

之

宰

レ
世

也

、

非

二
維

城

之

固

ハ

無

三
以
鎮

二
其

乾

坤

ハ

非

二
掖

庭

之

親

ハ

無

三
以

継

二
其

趺

萼

圃

(
一
七

・
23

)

「
奏

請

」

の
文

の
冒

頭

を

飾

る

に
ふ

さ

わ

し

く

修

辞

を

こ
ら

し

て

い

る

こ
と

は
、

一
見

し

て
明

ら
か

で
あ

る
。

そ
う

し

た

す

ぐ

れ

て
意

図

的

な
文

脈

に
ふ

さ

わ

し

い
表

現

と

し

て
、

「
主

・
之

・
謂

」

の
か

た

ち

を

と

り

、

と

く

に

「
也

」

を

え

ら
び

と

っ
て

そ
れ

に
付

接

さ

せ

た

こ

と

も

、

こ

れ

ま

た

言

を

ま

た

な

い
。

何

尿

士

氏

「
《
左

侍

》

的

墸

　な
　
　

气

凋

"也
"
」
に
よ
る
と
、
主
語
や
箕
語
な
ど
文
中
の
成
分
や
従
属

節

な
ど
の
直
後
に
位
置
す
る

「也
」

の
総
数
鯔
例

の
う
ち
、
「主

・

之

・
謂
」
直
後
の

「也
」
が
28
%
、
ま
た
従
属
節
直
後
の

「也
」
が

36
%
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
る
と
い
う
。
古
典
中
の
古
典
と
も
い
う
べ
き

『春
秋
左
氏
伝
』
の
、

こ
れ
が
表
現
の

一
つ
の
実
態
で
あ
る
。
中
国

古
典
語
の
ま
さ
に
古
典
的
な
表
現
を
く
だ
ん
の

「也
」
が
体
現
し
て

い
る
と
み
な
し
て
も
、
恐
ら
く
そ
れ
ほ
ど
的
を
外
し
て
い
な
い
は
ず

だ
が
、
(64
)

の
用
例
が
文
脈
上

の
要
請
に
し
た
が

っ
た
例
外
だ
と

す

れ

ば
、

多

様

な

表

現

の
か

た

ち

に
そ

れ

を

積

極
的

に

生

か

し

た

の

が

、

つ
ま

り

は

1

群

で
あ

る
。

皿

群

は

と

い
え

ば

、

実

は

固

有

な

表

現

が

別

に
あ

る
。

「
所

・
V
」

を

核

に
も

ち
、

「
之

」

が

そ

れ

と

さ

ま

ざ

ま

に

組

み

あ

わ

さ

る

か

た

ち

を

と

っ
た

表

現

だ

が

、

前

掲

「
主

・
之

・
謂

」

に
関

連

し

た

用

例

の
な

か

に
も

、

皿
群

だ

け

に
、

そ

れ

が

三

例

あ

る

。

既

掲

の
そ

の
ぶ

ん

を

除

い
た

全

用

例

を

、

表

現

の
違

い

に
し

た

が

い
分

類

し

て
次

に

し

め

す

。

(
A

)

主

語

に
た

つ

「
S

・
之

・
所

・
V

」

(
S

は
主

語

を

表

す

)

ロ

　

ロ

　

凡

人

主

之

所

二
以
勧

7
民

者

、

惟

授

レ
官

也

。

国

之

所

二
以

興

一者

、

ユ

惟

賞

レ
功

也

。

(
一
五

.
52

)

り

　

多

多

羅

等

四

村

之

所

レ
掠

者

、

毛

野
臣

之

過

也

。

(
一
七

・
43

)

(
B
)

述

語

に
た

つ

「
S

・
之

・
所

・
V

」

又

其

王

入

仕

二
天

皇

ハ

四
隣

之

所

二
共

識

一也

。

(
一
四

・
97
)

4

り

　

ほ

　

夫

筑

紫

国
者

、

遐

邇

之
所

二朝

屆
、

去

来

之
所

二
関

門
の

(
一
八

・

59
)

け

　

善

レ
始

有

レ

終
、

寡

人

之
所

二
恒

願

一
。

(
一
九

・
73

)

け

　

此

、

寡

人

之

所

二
食

不

レ
甘

レ
味

、

寝

不

ワ
安

レ
席

。

(
一
九

・
73

)

ロ

　

夫

新

羅

甘

レ
言

希

レ
誑

、

天

下

之

所

レ
知

也
。

(
一
九

・
73

)

り

　

是

、

阿

賢
移

那
斯

・
佐

魯
麻

都

鼾

佞

之
所

レ
作

也
。

(
一
九

・
85
)

夫
百
済
国
者
、
高
麗

・
新
羅
認

二
争
欲
藏

。
(
一
九

・
m
)

け

　

ロ

　

調
賦
使
者
、
国
家
之
所
二貴
重
一而
私
議
之
所
二
軽
賤
の
行
李
者
、

42　



百
姓
刻
卵

懸
レ命
而
選
用
副

二卑
五

(
一
九

・
㎜
)

け

　

此
三
輪
君
逆
者
、
訳
語
田
天
皇
之
所
二
寵
愛
の
(「
注
」
二

一
・

爛
)

任
那
所
レ
出
物
者
、
天
皇
刻
卵
二明
篁

三

五

・
嬲
)

以
レ
此
観
之
、
紀
麻
利
耆
柁
臣

(ほ
か
二
名
省
略
)
、
汝
等
三
人

剞

鷯

笋

也
。
三

五

・
蹴
)

蓋
此
、
専
由
下
扶
翼
公
卿
臣
連
伴
造
国
造
等
各
尽
二丹
誠
ハ
奉
中

遵
制
度
上劇
卵
レ致
也
。
(二
五

・
15
)

c
+　

(
C
)

目

的

語

に
た

つ

「
S

・
之

・
所

・
V

」

百
済
加
須
利
君
飛
聞
三池
鏤

剞

二燔
墾

(
西

・
姐
)

国
司
等
莫
下於
二任
所

自
断
中
民
d
舮

訴
。
三

五

・
脚
)

ロ

　

輙

違

二
斯

詔

《

自

判

二
菟

砺

人

之

所

レ
訴

、

及

中

臣

徳

之

奴

事

の

(
二
五

・
89
)
　

我
奉
二皇
太
后
天
皇
劇
昨

勅
、
三

七

・
鯔
)

(
D

)

修

飾

語

に

た

つ

「
S

・
之

・
所

・
V
」

遣
簡

二
西
方
無
乳

使
葛

肺
二停
宿
如

也
。
(
充

・
㎎
)

今
我
親
神
祖
訓
舮

知
穴
戸
国
中
有
二此
嘉
壅

三

五

・
鋤
)

す

べ

て

皿
群

の

用
例

で
あ

る
。

(
B
)

に

は
、

と

り

わ

け

多

く

の

用

例

が
集

中

す

る
。

そ

れ

と

は
対

照
的

に
、

皿
群

を
除

く

ど

の
群

に

も
、

(
B
)

に
該

当

す

る

用

例

が

一
切

な

い
。

そ
れ

だ

け

特

徴

的

な

の

だ

が
、

し

か

し

ま

た

一
方

(
B
)

以
外

で

も
、

他

群

の

あ

ら

わ

れ

は
極

め

て
低

調

で

あ

る
。

た

と

え
ば

1
群

の

用
例

が

一
つ
だ

け

の

(
A
)

を

は

じ

め

、

(
C

)

は

1
群

と

H
群

と

の

用

例

が

そ
れ

ぞ

れ

一

つ
ず

つ
、

(
D
)

も

H
群

の

用
例

が

一
つ
あ

る

だ

け

に
す

ぎ

な

い
。

こ
う

し

て

(
A
)

か

ら

(
D
)

の
全

て
を

通

し

て
、

1

・
H

群

と

は

き

わ

だ

っ
た

違

い
を

皿
群

は

み

せ

る

。

そ

れ

の
積

極

的

な

利

用

こ
そ

皿

群

の
身

上

と

い

っ
て
も

過

言

で

は

な

い
。

そ

し

て
表

現

の
上

で
は

、

「
主

・
之

・
謂

」

の

「
謂

」

が

「
所

・
V
」

の
か

た

ち

を

と

る

と

い

う

点

、

「
所

・
V

」

じ

た

い
す

で

に

皿
群

の
個

性

を

深

く

そ

の
身

に

き

ざ

ん

で
も

い
る

は

ず

で
あ

る
。

そ

の
内
容

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

は

、

こ
れ

ま

で

の
所

論

の
確

認

に

も
通

じ

る

の

で
、

最
後

に

そ

れ

に

つ
い

て
若

干

の
考

察

を

こ

こ
ろ

み

る
。

十

一
、

皿
群

の
表

現
、

そ

の

「
所

・
V
」

を

め

ぐ

る
補

足

「
所

・
V
」

に

つ
い

て

は
、

中

国

古

典

語

の
語

法

上

の
説

明

に

よ

れ

ば
、

「
"所

"

把

劫

洞
或

劫

凋

短

沼
変

化
力

名

凋

短

悟

」

(
『
古

双

悟

活
法

及
其

友

展

』

鰯
頁

)

と

い

う

よ

う

に

「
所

」

が
動

詞

あ

る

い

は

動

詞

短

語

を

名

詞

短

語

に
変

え

て

な

り

た

つ
。

「
所

」

に

介

詞

が

と

も

な

っ
た

も

の
、

す

な

わ

ち

「
所

以

」

「
所

力

」

「
所

由
」

「
所

从

」

「
所

自

」

な

ど

も

、雫
"所
+
介
凋
+
劫
凋

↓

名
洞
性
短
悟
"
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右

の
よ
う
に
基
本
的
な
構
造

の
上
で
は
、
「
所

・
V
」

に
連
な
る

(同
前
書
娚
頁
)。
前
節
に
と
り
あ
げ
た

「主

・
之

・
謂
」
の
か
た
ち

を
と

っ
た
用
例
の
な
か
に
も
、
た
と
え
ば

(A
)

の
最
初

に
介
詞

「以
」
を
と
も
な

っ
た

「所
以
」
が
あ
る
。

さ
て
、
問
題
は
そ
の
内
実
で
あ
る
。
い
ま

「所

・
V
」
に
限
る
と

し

て
、
中
国
古
典
語
の
語
法
で
は
、
右

の
よ
う
に
そ
の

「
V
」
に

「劫

洞
或
幼
凋
短
珸
」
が
位
置
す
る
も
の
と
み
な
す
。
方
有
国
氏

「上
古
漢
語

"所
"
字
與
所
字
結
構
再
研
究
」
(『
漢
語
史
研
究
集
刊

む

第
二
輯
』
巴
蜀
書
社
。
00
年
)

の
な
か
に
は
、
「
V
」
を

「動
詞
定

2

語
」
と
し
た
う
え
で
、
「定
語
可
以
是
單
音
動
詞
也
,
可
以
是
動
賓
、

状
動
、
動
補
等
短
語
,
還
可
以
是
形
容
詞
。
」
(69
頁
)
と
説
く
。
規

定

の
違
い
は
、
「所
」
に
下
接
す
る

「
V
」

の
そ
の
多
様
を
反
映
し

て
も
い
る
は
ず
だ
が
、
し
か
し
、
「
V
」
を
語
的
成
分
と
み
な
す
点

に
は
変
り
が
な
い
。
翻

っ
て
皿
群
の
用
例
を
み
る
に
、
す
ぐ
れ
て
特

徴
的
な

(B
)
に

「寡
人
之
所
二
食
不
レ甘
レ味
、
寝
不
レ安
レ席
」
と

　げ
お
　

い
う
慣
用
的
な
表
現
を
こ
の

「V
」
に
あ
て
た
用
例
が
あ
る
。
こ
の

傍
線
部
を
、
中
国
古
典
語
の
語
法
に
い
う
語
的
成
分
と
み
な
し
う
る

の
か
、
疑
い
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。

不
審
は
、
当
然

(B
)
の
用
例
全
体
に
も
及
ぶ
。
た
だ
、
中
国
古

典
語
の
語
法
に
背
い
た
著
し
い
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
容
易
に
は
推
測
を
出
な
い
け
れ
ど
も
、
「所

・
V
」
を
め

ぐ

っ
て
そ
の
語
法
に
背

い
た
か
た
ち
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
た
び

た
び
と
り
あ
げ
た
森
氏
前
掲
書
に
言
及
が
あ
る
。
森
氏
は

「所
」
に

焦
点
を
あ
て
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

　

「
所
」
字
に
は
指
示
の
機
能
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
猫
所
捕

之
鼠

〔猫
の
捕

へ
し
所
の
鼠
〕
」
は
、
「猫
が
捕
ら
え
た
鼠
」
の

意
で
あ
る
。
「
猫
」
と

「
捕
」
の
間

に

「
所
」
を
入
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
連
体
修
飾
語
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
、
被
修
飾
語
と
な
る
の
は
、

一
般

に
動
作
の
直
接

・
間
接
の

目
的

で
あ
り
、
動
作
の
主
体

で
は
あ
り
え
な
い
。
/
と
こ
ろ
が

書
紀
に
は
、
こ
の
漢
文
法
の
規
範
に
違
背
す
る

「所
」
字
の
用

例
が
少
な
く
な
い
。
私
の
調
査
で
は
、
少
く
と
も
三
十
四
例
あ

ユ

る
。
(前
掲
書
14
頁
)

こ
の
あ
と
用
例
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
森
氏
が
モ
デ
ル
と
し
た
用
例

を
か
り
に
記
号
を
も

っ
て
お
き
か
え
れ
ば

「
S

(猫
)
・
所

・
V

(捕
)
・
之

・
N

(鼠
)
」
と
な
り
、
列
挙
し
た
三
十
四
例
の
な
か
に
、

実
は
こ
の
か
た
ち
を
と
る
用
例
が

一
切
な

い
。
多
く
は
、
た
と
え
ば

　

「①

〔巻

一
〕
高
天
原
所
レ
生
神
」
な
ど
の
場
所
表
示
の
語
に

「所

・

V

・
N
」
が
下
接
し
た
か
た
ち
を
と
る
。

モ
デ
ル
と
実
例
と
の
表
現
を
め
ぐ
る
違

い
に
、
森
氏
は
頓
着
し
な

い
。
違
い
は
、
し
か
し
け

っ
し
て
小
さ
く
な
い
。
実
例
の
か
た
ち
に

森
氏
の
規
定
を
あ
て
は
め
れ
ば
、
「漢
文

の
規
範
に
違
背
す
る

『所
』

字
の
用
例
」
と
は

「N
」
が

「動
作
の
主
体
」
と
し
て
位
置
す
る
も

の
だ
が
、
そ
う
し
た

「所

・
V

・
N
」
の
例
は
、
中
国
古
典
語
に
実

621



在

す

る
。

前

掲

『
古

双

悟

屠

法

及

其

友

展

』

は

「
"
所

生

"

后

迩

常

有

"
母

"
、

"
夫

人

"
、

"
氏

"
、

"
娯

"
、

"
妃

"

等

凋

,

使

它

指

生

母
的

意

思

更

加

明

豆

。
」

(
餅

頁

)

と

指

摘

し

た

う

え

で
、

次

の
例

を

あ

げ

る

。

　

　

咸
和
元
年
,
所
生
邦
夫
人
薨
,
帝
吋
年
七
山夕
。
(晋
お

・
帝
妃

・

筒
文
帝
)

こ
れ

に
は
、
わ
ざ
わ
ざ

「
注
意
逮
里
不
是
指

"所
生
的
郊
夫
人
"
,

而
是

"生
帝
的
邦
夫
人
"
。」
と
い
う
念
の
い

っ
た
注
記
を
付
し
て
も

　

い
る
。

「
生

帝

的

邦

夫

人

」

と

い
う

と

お

り

、

「
生

」

の

こ

の

「
動

作

の

主
体

」

は
、

森

氏

の

い

う

「
被

修

飾

語

」

つ
ま

り

「
鄭

夫

人

」

以

外

に

は

な

い
。

ほ

か

に
類

例

を

い
く

つ
か

あ
げ

た

な

か

に
、

「
(
10
)

　

ム

　

　

　

性

至

孝

,

…

…
事

所

生

母

隊

氏
,

尽

就

界

之
道

。
」

(
隊
弔

・
除

陵

侍
)
、

　

　

　

　

「
事

所

界

父

母

,

尽

孝

柊

身

。
」

(
宋

史

・
申

枳

中

侍

)

な

ど

の
あ

い

似

た
表

現

の
例

も

あ

る
。

こ

う

し

て

「
所

・
V
」

に
下

接

す

れ

ば

こ

そ
、

「
N

」

は

「
V

」

に
対

し

自

由

の
度

合

が

高

く

、

主

語

に
も

立

つ
。

森

氏

が

し

め

し

た

モ
デ

ル
、

す

な

わ

ち

「
S

・
所

・
V

・
之

・
N
」

は

「
所

・
V

」

に

主

語

が

上

接

す

る
ぶ

ん

、

そ
れ

だ

け

つ
よ

く

表

現

に
制

約

を

う

け

る

。

「
V
」

に
対

し

て

は
、

「
N
」

が

そ

の
目

的

語

に
な

る

と

い
う

の
も
、

そ
れ

以

外

の
可

能

性

を

排

除

す

る

と

い
う

点

で
は

、

表

現

上

の
制

約

の

一
つ
に
ほ

か

な

ら

な

い
。

逆

に
、

ま

さ

に
そ

の
制

約

の

い
わ

ば
緩

さ

に
、

皿
群

の
特

徴

が

あ

る

。

た

と

え

ば
、

(
64
)

天

皇

方

随

二
福

信

所

レ
乞

之

意

ハ

思

下
幸

二
筑

紫

ハ

将

う
遣

二
救

軍

一而

初

幸

レ
斯

備

二
諸

軍

器

の

(
二
六

・
跏
)

傍

線

部

は
、

こ

れ

に
先

立

つ
斉

明

天

皇

六

年

十

月

の

「
百

済

佐

平

鬼

室

福

信

遣

二
佐

平

貴

智

等

ハ

(中

略

)

又

乞

レ
師

請

レ
救

。
」

と

い
う

援

軍

要

請

を

う

け

る
。

「
V
」

に

あ

た

る

「
乞

」

の
目

的

語

は

「
師

」

(
も

し

く

は

「
救

軍

」
)

で
あ

っ
て
、

「
N
」

に
位

置

す

る

「
意

」

で

は

な

い
。

こ
れ

に
通

じ

る

の
が

、

『
古

事

記

』

の

「
大

雀

命

知

下
天

皇

所

二
間

賜

一
之

大

御

情

上
而

白

、
」

(
応

神

天

皇

条

)

で
あ

る
。

「
問

賜

」

が

「
V
」
、

そ

の
内

容

は

「
汝

等

者

、

孰

三
愛

兄

子

与

二
弟

子

一」

だ

か

ら
、

「
N
」

は

「
V
」

の
目
的

語

で

あ

る

よ

り
、

「
S

・
所

・
V

」

の

ま

と

ま

り

が

構

成

す

る
修

飾

成

分

に
対

し

、

そ
れ

を

う

け

る

被

修

飾

成

分

と

し

て
位

置

す

る

。

「
問

賜

」

「
大

御

情

」

な

ど

に
明

ら

か

な

と

お

り

、

中

国

古

典

語

の
表

現

に
か

た

ち

を

似

せ

、

内

実

は

日

本

語

を

あ

ら

わ

し

た

も

の

に
ほ

か

な

ら

な

い
。

そ

の
特

徴

を

い
え

ば

、

「
S

・
所

・
V

・
之

・
N
」

を

、

「
之
」

を

介

し

た

「
S

・
所

・
V
」
と

「
N

」
と

の
成

分

相

互

の

か

か

わ

り

、

す

な

わ

ち

修

飾

・
被

修
飾

の
相

関

と

み

な

し

て

い
る
点

に

あ

る
。

実

際

に
は
、

用
例

の
多

く

が

「
N
」

を

「
V
」

の
目
的

語

と

し

て
は

い
る
。

し

か

し

そ
れ

ら

も

、

ひ

っ
き

ょ
う

「
S

・
所

・
V

」
と

「
N
」
と

の
修

飾

・
被
修

飾

の
関
係

か

ら

な

り

た

つ
こ

と

に
変

り

は

な

い
。

そ

の

こ

と

は
、

修

飾

・
被

修

飾

の
関

係

さ

え

な

り

た

て
ば

、

修

飾

成

分

の

そ

の
内

部

が

ど

の
よ

う

な

か

た

ち
を

も
原

則

と

し

て

と
り

う

る
自

由

が
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あ

っ
た

こ
と

を

も

の

が

た

る

。

た

と

え

ば

「
命

二
有

司

一
推

二
問

其

玉

所

レ
得

之

由

一」

(
一

丁

鵬
)

の
傍

線

部

だ

が

、

日
本

古

典

文

学

大

系

本

・
日
本

古

典

文

学

全

集

本

と

も

に

「
其

の
玉

を

得

し

由

」

と

訓

む
。

こ

こ

で

は
、

「
所

・
V
」

に
上
接

す

る

の
は

「
S
」

で
は

な

く
、

「
V

」

の

目

的

語

で
あ

る
。

そ

れ

を

「
0
」

と

す

れ

ば

、

傍

線

部

は

「
其

・
0

・
所

ピ
V

・
之

・
N

」

の
か

た

ち

を

と

る
。

「
之

」

を

介

し

て

「
其

・
0

・
所

・
V
」

が

「
N
」

を
修

飾

す

る
と

い

う
成

分

相

互

の

関
係

じ

た

い

は
、

さ

き

の

「
S

・
所

・
V

・
之

・
N
」

に

そ

の
ま

ま
通

じ

る
。

そ

の

こ
と

に
加

え

、

「
所

・
V
」

に

上

接

し

た

名

詞

は
、

語

法

上

「
V
」

の
主

語

の

は

ず

だ

か

ら

、

目
的

語

に
た

つ

「
其

・
0

・
所

・

V

・
之

・
N

」

に

つ

い

て
も
、

日
本

語

を

あ

ら

わ

し

た

も

の

と

み

て

恐

ら

く

誤

り

な

い

で
あ

ろ

う
。

H
群

に

「
校

二
寺

及

僧

尼

ハ

具

録

二
其

寺

所

レ
造

之

縁

、

亦

僧

尼

入

道

之

縁

及

度

之

年

月

日

一
也
。
」

(
二

二

・

　げ
　
　

11

)

と

い
う

も

う

一
つ
同

じ

か

た

ち

の
用
例

が

あ

る
。

こ

の
傍
線

部

　を

、

従

来

「
其

の
寺

の
造

れ

る

縁

」

(
日
本

古

典

文

学

大

系

本

・
日

本

古

典

文

学

全

集

本

)

と

訓

む

け

れ

ど

も

、

「
因

号

二
其

所

レ
至

之

処

ハ

日

二
菟

田
穿

邑

一」

(
三

・
97

)

に
通

じ

る

「
其

」

を

含

あ
、

さ

　

き

の

「
其

玉

所

レ
得

之

由

」

に

明

ら

か

に

一
致

す

る

。

そ

し

て

こ
れ

ら

に
通

じ

る
用

例

が

、

実

は

皿
群

に
も

あ

る

。

(
65
)

是

、

其

妣

皇

后

所

レ
葬

之
陵

也

。

(
二

一

・
鵬

)

前

掲

の

二
例

と

あ

わ

せ
、

表

現

の
類

型

を

か

た

ち

つ
く

っ
て

い
る

こ

と

は

明

ら

か

だ

か

ら

、

そ

れ

だ

け

に
、

「
其

の
妣

皇

后

の
葬

ら

れ

た

ま

ひ
し

陵

」

(
日
本

古

典

文

学

大

系

本

・
日
本

古

典

文

学

全

集

本

)

と

い
う

よ

う

に
受

身

の
表

現

と

み

な

す

従

来

の
訓

み

は
、

恐

ら

く

当

た

ら

な

い
。

類

型

に

の

っ
と

る
と

い
う

の
も

、

「
N

・
所

・
V

・
之

・
N
」

の

か

た

ち

に
、

「
N
」

を

「
S
」

と

す

る
原

則

が

あ

り

、

こ

れ

と

の
混

同

を

避

け

る
必

要

も

あ

っ
た

か

ら

で
あ

ろ
う

が

、

そ

の

こ
と

じ

た

い
、

「
0

・
所

・
V
」

を
、

「
S

・
所

・
V
」

の

「
S
」

を

置

き

か

え

た

も

の

と

み

な

し

て

い
た

こ

と

を

示

唆

す

る
。

「
S
」

か

ら

.「
0
」

へ
の

そ

の
置

換

は

、

「
S

・
所

・
V

」

が

そ

の

か

た

ち

を

も

っ
て
単

位

的

な
ま

と
ま

り

を

な
り

た

た

せ

て

は

い

て
も

、

そ

の
な

か

で

の

「
S
」

と

「
所

・
V
」

と

の
結

合

の
緩

さ

が
促

し

て

い
た

は
ず

で
あ

る
。

固

定

的

な

体

制

で
あ

る

よ

り

、

「
所

・
V
」

を

核

に
、

原

則

と

し

て

は

そ

れ

に

「
S
」

が

上

接

し

、

「
0
」

の

上

接

も

時

に

あ

り

え

た

と

い

う

こ

と

で

あ

ろ

う
。

類

例

を

も

う

一
つ
あ
げ

る
。

(
66

)

百

済

加

須

利

君

飛

聞

三
池

津

媛

之

所

二
燔

殺

一而

籌

議

日
、

ユ

(
一
四

.
47
)

(
67
)

多

多

羅

等

四
村

之
所

レ
掠

者

、

毛

野

臣

之

過

也

。

(
一
七

・

43

)

傍

線

部

の
訓

み

に
小

異

は

あ

っ
て
も
、

ど

の
注

釈
書

も
受

身

表

現

と

み

な

す

。

そ

う

み

な

す

ほ

か

な

い
と

は

い
え
、

「
S

・
之

・
所

・
V
」

の

こ

の
か

た

ち

は

、

中

国

古

典

語

の
語

法

を

も

ち

だ

す

ま

で
も

な

く
、

　2　



た
と
え
ば

「且
姉
之
所
レ
生
、
亦
同
二此
誓
ご

(
丁

血
)
「我
奉
二皇

太
后

天
皇
之
所
ワ
勅
、
」

(
二
七

・
65
)
な
ど
の
よ
う
に

「
S
」
が

c　

「
V
」
の
行
為
の
主
体
に
あ
た
る
の
が
語
法
上
の
き
ま
り
で
あ
る
。

表
現
の
か
た
ち
を
か
え
ず
に
、
そ
れ
が
本
来
あ
ら
わ
す
は
ず
の
意

味
と
は
違
う
受
身
を
二
例
と
も
に
同
じ
よ
う
に
あ
ら
わ
す
以
上
、
偶

然
な

い
し
過
誤
に
よ
る
可
能
性
は
恐
ら
く
な
い
。
中
国
古
典
語
と
か

か
わ
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
受
身
を
あ
ら
わ
す
ご
く

一
般
的
な
か
た

ち
の

「
為

・
N

・
所

・
V
」
が
も

っ
と
も
近
い
が
、
こ
の
か
た
ち
が

と

っ
て
か
わ
る
以
前
の

「
為

・
N

・
V
」
、
さ
ら
に
そ
の

「
N
」
(関

係
語
。
「
V
」
の
行
為

の
主
体
)
を
省
略
し
た

「為

・
V
」
な
ど
の

　ぴ
れ
　

か

た

ち

は
あ

っ
て
も

、

「
為

」

の
省

略

に

つ
い

て

は
、

語

法

上

あ

り

う

べ
き

か
た

ち

と
し

て
は
み

な

さ
な

い
の
が

、
ご

く
狭

い
視
野

に
入

っ

た

か

ぎ

り

で

し

か

な

い

と

は

い

え
、

な

お

や

は

り

一
般

的

で

あ

る
。

し

か

し

そ

う

し

た

な

か

に

も
、

例

外

が

な

い

わ

け

で

は

な

い
。

ど

こ

ま

で

も

「
為

・
N

・
所

・
V
」

の
枠

ぐ

み
を

前

提

に

か

ろ

う

じ

て
あ

り

え

た
例

の

よ

う

だ

け
れ

ど
も

、

レ
バ

楊
樹
達
も
引
用
し
て
い
る
が
、
淮
南
子
説
林
訓
の

「嗜
慾
在
レ

ニ

チ

る

お
ほ
ハ

外
、
則
明
所
蔽
矣
」
の
如
き
は

「明
所
レ蔽

矣
」
と
読
ん
で
も

か
ま
わ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
文
が

「聡
明
さ
が
お
お
わ
れ
る
」

と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。
(中
略
)
「明
所
蔽
矣
」
は

「明

為
所
蔽
矣
」

の
省
略
な
の
で
あ
る
。

(西
田
太

一
郎
氏

『
漢
文

の
語
法
』
鵬
頁
)

こ
れ
に
は
別
の
見
方
が
無
い
わ
け
で
は
な

い
。
西
田
氏
が
受
身
と
み

な
す
表
現
を
、
『漢
書
』
「成
帝
紀
第
十
」
鴻
嘉
元
年
二
月
条
の

「詔
」

は

「朕
承
二天
地
ハ
獲
二保
宗
廟
刃
明
有
レ
所
レ
蔽
、
徳
不
レ
能
レ
綏
°J

と

つ
く
り
、
こ
れ
を

『
書
紀
』
崇
神
天
皇
十
二
年
三
月
条
の

「
詔
」

　な
お
　

さ
は

が

そ

の
ま

ま

利

用

し

て

い
る

。

古

訓

は

、

傍

線

部

を

「
明

も

蔽

る
所

有

り
」

と
訓

む

。

こ

の
ほ
か

、
『
古

双
屠

珸
法

及

其

友
展

』

は
、

「
為

・

N

・
所

・
V
」

の
省

略

の

か

た

ち

に

つ
い

て

「
"所

・
劫

"

返

秤

句

　

　

式
省
去
了

"カ

・
箕
"
」
と
指
摘
し
た
う
え

で
、
「
由
所
ゑ
蛇
白
帝
子
、

ゑ
者
赤
帝
子
、
故
上
赤
。
(史
記

・
高
祖
本
紀
)」

(㈱
頁
)
を
あ
げ

る
。
し
か
し
、
挙
例
は
わ
ず
か
に
こ
れ

一
例
で
あ
り
、
受
身
を
あ
ら

わ
し
な
お
か
つ
述
語
と
し
て
位
置
す
る

「
所

・
V
」
の
例
に
つ
い
て

は

一
切
言
及
が
な
い
。

中
国
古
典
語
に
そ
う
し
た
例
が
か
り
に
あ

っ
た
と
し
て
も
、
ま
さ

に
例
外
で
し
か
な
く
、
そ
れ
で
す
ら

「為
」
の
省
略
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
、
い
わ
ば

「為
」

の
体
制
の
つ
よ
い
規
制
の

も
と
に
受
身
表
現
が
な
り
た

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
く
だ
ん
の
受

身
を
あ
ら
わ
す

「
S

・
之

・
所

・
V
」
が

そ
の
幻
の
例
外
に
ま
な
ん

で
な
り
た

っ
て
い
る
こ
と
も
、
「為
」
の
省
略

で
あ
る
こ
と
も
、
ほ

と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。
中
国
古
典
語
と
の
関
連
を
た
ど
る
こ
と
に
結

び

つ
く
手
が
か
り
が
な
い
こ
と
じ
た
い
、
実
際
に
は

(65
)
の
用
例

が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
な
成
分
そ
う
ご
の
結
び

つ
き
、
す
な
わ
ち
語

成
分
と
し
て
の

「
S
」
が
格
助
詞
相
当
の

「之
」
を
下
接
し
、
「所

・

告報究研査調るす関に　之厂S翩ま書本岶鵬



V
」

が
受
身
を
あ
ら
わ
す
そ
の
述
語
成
分
と
し
て
位
置
す
る
と
い

っ

た
関
係
か
ら
な
り
た
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
。
日
本
語
に
も
と
つ
く
表

現
で
は
、
「所

・
V
」
を
も

っ
て
受
身
を
あ
ら
わ
す

こ
と
が

一
般
的

で
す
ら
あ
る
。
『古
事
記
』
の

「所
二
避
追

一而
降
二出
雲
国
之
肥
河
上

名
鳥
髪
地
↓」

「於
二
其
石

一所
二
焼
著

一而
死
。
」

(上
巻
)
「御
子
者

所
レ
遣
之
政
遂
、
応
二覆
奏
ご

(景
行
天
皇
条
)
「所
レ駈
二使
於
水
取

司
一吉
備
国
児
島
郡
仕
丁
、
」
(仁
徳
天
皇
条
)
な
ど
の
例
の
ほ
か
、

『万
葉
集
』
に
は
、
受
身
を
あ
ら
わ
す

「白
珠
者
人
尓
不
レ所
レ知
」
(

鵬
)
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
自
発
な
い
し
可
能
の
意
を
あ
ら
わ
す

「
ユ
」

ユに

「
所
」
を
あ
て
た

轟

薙

譫

纔

ら
く
に
L
(c　64
)
毳

む

お
も

ほ
え

な
げ
き

じり

た
つ
が
ね

の
き
こ

ゆ
る

　

所

レ
思

て
嗟

は

や
ま

ず
」

(
40
)

「
鶴

鳴

之

所

レ
聞

田

井

に
」

(
24
)

を

ー1亠

2

は

じ

め

と

す

る

多

数

の
例

が

あ

り

、

記

号

に
う

つ
せ

ば

、

そ

れ

ら

を

「
S

・
之

・
所

・
V

」

と

い

う

か

た

ち

に
あ

ら

わ

す

こ
と

が
可

能

で

あ

る
。

こ

の

か

た

ち

が

、

く

だ

ん

の

(
66
)

(
67
)

の
受

身

を

あ

ら

わ

す

か

た

ち

に
通

じ

る

こ
と

は
も

は
や

言

を

ま

た
な

い
。

「
S

・
之

・
所

・

V
」

の
か

た

ち

を

と

っ
て
も

、

か

た

ち

そ

の
も

の

に
規

制

は

は

た

ら

か

ず

、

ど

こ
ま

で
も

「
所

・
V
」

じ

た

い
が

表

現

を

決

定

す

る

。

中

国

古

典

語

の
表

現

が

「
為

・
N

・
所

・
V
」

な

ど

の
型

に
依

存

す

る

傾

向

が
強

い

の

と

は
対

照

的

に
、

成

分

と

し

て

の
独

立

性

が

高

い
。

そ

し

て
日
本

語

の
語

順

の

ま

に

ま

に

そ

の
成

分

を

他

の
成

分

と

つ
な

げ
、

表

現

を

な

り

た

た

せ

て

い
た

は
ず

で

あ

る
。

さ

き

に
と

り

あ

げ

た

「
S

・
所

・
V

・
之

・
N
」

や

「
其

・
0

・
所

・
V

・
之

・
N
」

に
し

て
も

、
表

現

の
な

り

た
ち

の
道

筋

は
、
基

本
的

に
違

い
は
な

か

っ

た

で

あ

ろ

う
。

い

わ
ば

型

ど

お
り

の
表

現

か

ら
、

成

分

を

も

と

に

し

た

よ

り

日
本

語

に

ふ

さ

わ

し

い
表

現

へ
の
展

開

、

さ

ら

に

い

え
ば

中

国

古

典

語

の
表

現

の

く

び

き

か

ら

の
脱

皮

を
、

み

ず

か

ら

の
自

覚

的

な
表

現

の
方

法

と

し

て
推

し

す

す

め

て

い

た

と

い

う

の

が

そ

の
実

態

　ぼ

　
　

で
あ
る
。

十
二
、
ま
と
め
、
日
本
語
表
現
の
独
自
の
演
出

用
例

の
数
の
う
え
で
は
、
ほ
ん
の

一
握
り
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、

全
体
と
し
て
は
出
典
を
も
つ
章
句

の
積
極
的
利
用
や
修
辞
的
に
は
対

表
現

へ
の
強
い
志
向
な
ど
中
国
古
典
語
と
し
て
装
い
を
こ
ら
す
こ
と

に
皿
群
が
意
欲
的
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
右

に
と
り
あ
げ
た
ど
れ
も
が
、

そ
う
し
た
環
境
に
も
と
ど
め
よ
う
が
な
く
あ
ら
わ
れ
た
、

つ
ま
り
は

う
わ
べ
の
装
い
を
裏
切

っ
て
は
し
な
く
も
地
が
露
見
し
た
も
の
で
も

あ

っ
た
ろ
う
。
中
国
古
典
語
の
型
に
の
っ
と

っ
た
表
現
を
基
調
と
は

し
て
も
、
そ
の
表
現
を
実
質
的
に
は
日
本
語
を
も
と
に
な
り
た
た
せ

て
い
た
こ
と
が
、
そ
れ
の
背
景
に
あ
る
。
原
理
的
に
い
え
ば
、
日
本

語
に
も
と
つ
く
表
現
と
い
う
内
実
が
、
そ
れ
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
表

現
を
う
な
が
す
圧
力
と
し
て
働
き
、
時
に
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
は

系
統
だ

っ
て
中
国
古
典
語
の
表
現
の
型
を
侵
食
し
た
と
い
う
こ
と
、

そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
こ
そ
、
「所

・
V
」
を
め
ぐ

っ
て
小
稿
が

0　　



と
り
あ
げ
た
皿
群
の
用
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
皿
群
に
く
ら
べ
れ
ば
、
中
国
古
典
語
の
表
現
を
装
う
こ
と
に

と
り
た
て
て
は
意
欲
を
も
た
な
か

っ
た
ぶ
ん
、
そ
の
型
に
の

っ
と

っ

た
表
現
の
規
範
と
し
て
の
意
味
あ
い
を
減
じ
て
い
る
の
が
H
群
で
あ

る
。
か
わ

っ
て
日
本
語
に
も
と
つ
く
表
現
を
卓
越
さ
せ
て
い
る
。
そ

う
し
た
な
か
で
、
ま
さ
に
そ
の

一
環
と
し
て

「之
」
を
添
え
る
展
開

を
は
か

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
ぐ
れ
て
自
覚
的
か

つ
積
極
的
な

そ

の
あ
り
か
た
に
照
ら
し
て
、
表
現
を
装
う
と
か
、
規
範
と
し
て
仰

ぐ
と
か
と
は
逆
の
、
い
わ
ば
中
国
古
典
語
離
れ
は
、
そ
も
そ
も
日
本

語
や
そ
の
言
語
世
界
の
固
有
な
い
し
微
妙
な
く
ま
ど
り
を
、
中
国
古

曲
ハ語
の
型
ど
お
り
の
表
現
を
も

っ
て
し
て
は
十
分
に
は
あ
ら
わ
し
え

な

い
と
い
う
反
省
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
反
省
が
、
皿
群
が
な
お
中
国
古
典
語
の
型
に
の
っ
と

っ
た
表

現

を
基
調
と
し
て
い
る
点
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
皿
群
の
表
現
を
反
面

の
教
師
と
し
て
い
た
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
う
る
。
さ
ら
に
そ
の

仲
間
に
1
群
が
く
わ
わ

っ
て
い
た
こ
と
も
、
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

中
国
古
典
語
の
表
現
の
装
い
に
1
群
が
そ
う
と
う
意
を
用
い
て
い
た

こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り

「也
」
の
用
例
に
著
し
く
、
そ
の
用
例
の

か
ぎ
り
だ
と
は
い
え
、
装
い
の
程
度
は
皿
群
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
。

「
所

・
V
」
関
連
の
用
例
に
、
日
本
語

に
ふ
さ
わ
し
い
表
現

へ
の
展

開
を
皿
群
ほ
ど
あ
ら
わ
に
み
せ
る
も
の
が
無
い
こ
と
も
、
そ
の
こ
と

と
無
縁
で
は
な
い
。
1
群
の
こ
の
表
現
を
め
ぐ
る
趨
勢
を
、
1
群
所

属
の
各
巻
が
つ
た
え
る
内
容
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ

　な
あ
　

と
さ
え
可
能
な
ほ
ど
に
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
中
国
古
典
語
の
表
現

世
界
に
深
く
身
を
し
ず
め
て
い
る
。
H
群

に
と

っ
て
、
皿
群
以
上
に

遠
い
の
が
こ
の
1
群
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
間
柄
を
、
反
面
教
師
と
し
て
い
た
か
否
か
を
含
め
、

直
接
的
な
関
係
の
有
無
と
し
て
見
極
め
る
こ
と
ま
で
は
、
も
は
や
こ

こ
で
は
で
き
な
い
。
将
来
あ
ら
た
め
て
そ
の
こ
と
に
と
り
く
む
と
な

れ
ば
、
こ
こ
に
明
ら
か
に
し
た
各
群
の
表
現
を
め
ぐ
る
特
徴
を
、
中

国
古
典
語
の
表
現
を
装
う
ほ
か
な
い
な
か

で
日
本
語
に
も
と
つ
く
表

現
が
ど
の
よ
う
に
お
の
が
独
自
を
演
出
し

て
い

っ
た
か
、
そ
の
い
わ

ば
自
立
の
過
程
、
望
む

べ
く
は
中
国
古
典
語
表
現
か
ら
の
自
立
の
表

現
史
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
可
能

だ
と
す
れ
ば
、
H
群
の
延
長
上
に

『
古
事
記
』
の
表
現
を
位
置
づ
け

る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
さ
ら

に
中
国
古
典
語
と
日
本
語
と
の
交
渉
の
歴
史
を
、
た
と
え
ば
群
単
位

の
精
度

の
高
い
分
析
を
と
お
し
て
た
ど
る

こ
と
も
、
あ
な
が
ち
夢
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
ま
ず
は
第

一
歩
と
し
て
、
小
稿
は
位

置
す
る
。

注
(1
)

『古
事
記
』
の

「之
」
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
主
語
に
下
接
す
る
そ

の
用
例
に
焦
点
を
あ
て
、
日
本
語
の
表
現
を
も
と
に
そ
れ
が
な
り
た
つ

告報究研査調るす関に　之厂　爾　書本岶捌



こ
と
を
論
じ
た
拙

稿

「
『
古
事

記
』
の

「
之
」

の
実
相
を
追
う
」

(西
宮

む

一
民
編

『
上
代
語
と
表
記
』
お
う
ふ
う

・
00
年
10
月
)
が
あ
る
。
本
稿

2

は
、

こ
れ
を
ひ
き
継
ぐ
。

ユ

(2
)
同
書

の

「
修
訂
本
」

(
00
年
8
月
第

二
版

に
よ
る
)

は
、

引
用
箇
所

　

を
全

て
削
除

し

て
い
る

(
憫
頁

)。

な
お
栩
伯

峻
氏

『
古
双

屠
虚

洞
』

む

(重
印
本
。
中

隼
需
局

・
00
年

北
京
)

は
、

く
だ
ん

の
例

を

「
在
長
勺

　

作
哉

,
魯

庄

公
打

算
擂

鼓
。
」

と

解
釈

し
、

「
之
」

に

つ
い
て

「
迭

"之
"
字
毫
无
必
要
用
它
,
用
它
ロ
バ
是
多

一
音
芍
雲
了
。
」

(
蹴
頁
)
と

説
く
。

(
3
)
カ

ッ
コ
内

の
漢
数
字
は
巻
次
を
、
算
用
数
字

は
日
本
古
典
文
学
大
系

本

の
頁
数
を
表
す
。

(
4
)

こ
の
部
分
を

「
進
五
経
正
義
表
」

に
よ
り
修
文
し

た
こ
と
に

つ
い
て

論

じ
た

の
が
拙
稿

「『
古

事
記
』
を
風
猷

・
典
教

ー

序
文

・
本
文

の

　

か

か
わ
り
と
唐

律

-

」

(『
佛
教
大
学
文
学
部

論
集
第
78
号
』

99
年

3

　

月
)
。

(
5
)

カ

ッ
コ
内

の
漢
数
字

は
巻
次
を
、
算

用
数
字

は
日
本
古
典
文
学
大
系

本

の
頁
数

を
表

す
。

(
6
)

『万
葉
集
』
に
も

「万
た
融

.野

急

(齠
)
「山
清
水
聚

罫

彿
」

(　5　
)
茜

刺
齢

蠶

二隴
郁
L

(爛
)
ほ
か
の
類
例
が
あ
る
。

(
7
)
中
国
古
典

語

に
か
た
ち

の
似

た
例
が
あ

る
。

「
今
之
伐
秦
也
,

以
救

李

子
之
死
也

(找

国
策

・
赴
策

四
)
。

古
之
力
夫

也
,
将
以
御
暴
,
今

之

力
夫
也
,
将

以
力

暴

(孟
子

・
尽
心
下
)
」

な
ど

の
説
明

に

「有

吋

偏
句

的
主

悟
省
略
,
在

吋
向
状
屠
与
渭
悟
之

向
插

入

"
之
"
字

,
也

能

起

到
区
別
偏
句
的

作
用
。
」

(
注
2
の
修

訂
本

蜥
頁
)

と
あ
る
。

す
な
わ

ち
、

こ
れ
ら
は
あ
く
ま

で
偏
句

(
従
属
節
)

が
主

語
を
省
略
し
て

「
吋

向
状
珸

・
之

・
渭
珸
」

の
か
た
ち
を
と
り
、

正
句

(
主
節
)
と
相
関
す

る
と

い
う
限
定
を
伴

い
、

『
書
記
』

の
用
例
と
は
異
な
る
。
ち
な
み

に
、

限
定
を
伴
わ
な

い
、

い
わ
ば
た
だ

の

「
状
悟
表
示
吋
向
」

は

「
秋
而
載

芸
,
夏
而

福
衡

(詩

・
魯

頌

・
同
宮
)
。

凡
耳

"
日
中
而
出

,

日
中
而

入

(左
侍

・
庄
公

二
十
九
年
)
」

(同
前
書

66
頁
)

な
ど

「
而
」

に
よ
る
。

(
8
)
念

の
た
め

H
群
所
属

の
巻

の
用
例

に
限

っ
て
採
取

し
て
い
る
。

H
群

以
外

の
巻

に
も
ご
く
少
数
あ

る
が
、

H
群

に
特
徴
的

な
用
例

で
あ
る
こ

と

は
動
か
な

い
。
な

お
、
群
関
連

の
説
明

は
皿
頁

以
降
参

照
。

(
9
)
名
詞

や
形
容
詞
な

ど
が
代

詞

「之
」
を
も

つ
の
も
、

そ
れ
ら
が
か
た

ち
を
か
え
ず

そ
の
ま

ま
目
的
語
を

も

つ
動
詞

に
も

な
る
中
国
古
典
語

の

特
性

に
よ
る
。
廖
振

佑
氏

『
古
代

双
屠
特
殊
珸
法
』

(
内
蒙
古
人
民
出

ユ

版
社

・
00
年
)

に
名

詞
や
形
容
詞

が

コ

般
劫
凋
」

「使
劫
劫

洞
」

「意

　

劫
幼
凋
」

と
な

っ
た
例

に

つ
い
て
詳
細

な
説

明
が
あ
る
。

　

(
10
)

『
古

双
悟
悟
法
研
究
槍
文
集
』

(商
劣

印
需
棺

・
00
年
北
京
)
所
収
。

2

　

初
出

は

『
古

双
屠
研
究
』

(
99
年
第

一
期
創

刊
号
)
。

ユ

ら

(
11
)

『
楚
辞

浩
法

研
究
』

(悟
文

出
版

社

・
99
北
京
)

所

収
。

初
出

は

　

　

『
徐

州
師
范
学
院
学
根

』
(
97
年
第

一
期
)
。

ユ

む

(
12
)
星
川
清
孝

氏

『
楚
辞
』

(
中
国
古
典
新
書

・
明
徳
出
版
社

・
97
年
)

ユ

の

「楚
辞

の
詩

形
句

法
」

で
も

「
之
」

を

「兮
」

に
対
応

す
る
助
字

と

み
な
し
、
同

じ
例

を
引
用
す

る

(
18
頁
)
が
、

「離

騒
」

の
句

に

つ
い

て
は

曇

旗

の
盆

た
る
を
靺

つ
L
と
訓
ん
で

い
る

(
捌
頁
)
。

ユ

(
13
)

王
力
氏

『
漢

語
史
稿

』

(
重
印
本

。

中
華
書

局

・
00
年
北
京

)

の

　

「
語
氣

詞
的

發
展
」

に

「在

上
古

漢
語

裏
、

我
們

只
選

擇
了

"
也
"
、

"矣
"
、

"手
"
、

"哉
"
、

"歟
"

(與
)、

"耶
"

(邪
)
六
個
字
、
」

(鰮
頁
)

と
あ
り
、

「
之
」

を
挙
げ

て
は

い
な

い
。

(
14
)
期
待
を

い
え
ば
、
「
而
」

に
通
じ
る

「連
洞
」

の

「之
」
な
ど
が
あ

っ

て
も
よ
さ
そ
う
な
も

の
だ
が
、
上
掲

の
諸
書
は
も
と
よ
り
、
ご
く

一
般

的

な
語
法
を
説
く
辞
書

の

一
例
と
し

て
た
と
え
ば

『
古
汲
悟
虚
洞
洞
典
』

　

(
北
京
大
学
出
版
社

・
99
年
)

で
も
、

「
助
詞
」

の

「
之
」

に
は

コ

、

.
-
-
,

2　r
,



用
于
修
怖
悟
与
中

心
洞
之
同
。
」

「
二
、

用
于
小
句
的
主
喟
悟
之
同
,
取

消

句
子
的

独
立
性
。
」

「
三
、

用
于
主
悟

和
充
当
状

悟
的
介

箕
短
悟
之

同
,
枸
成

小
句
,
充
当
句

子
的
主

悟
或
箕

悟
。
」

(
姻
頁
)

の
三
用
法

し

か
な

い
。

む

(
15
)
前

田
富
祺
編

『
国
語
文
字
史

の
研
究
五
』

(和
泉
書
院

・
00
年

5
月
)

2

所
収
。

(
16
)

「
唯
悲

二男
狭
磯

入
レ
海
死

】之
」

(十
三

・
鰯
)

「夫
使
人
雖
レ
死
之
、

不
レ
失

レ
旨
」

(
二
二

・
19
)
な

ど
の
よ
う

に
返
読
す

る
用
例
は
除
外
し

た
。

(
17
)

A
類

の
用
例

と
同

じ
く
、

B
類

に
あ
た
る

「
臣
雖
レ
生

之
、

亦
何
益

矣
」

(六

・
81
)
、

C
類

の

「
自
二
西
道

一軍
衆
将
レ
至
之
」

(
二
八

・
05
)

リム

　

な
ど

の
返
読
す
る
用
例
は
全

て
除
外
し
た
。

(18
)
従
来

の
区
分
と
は
、
拙
稿

「
日
本
書
紀
の
敬
語

「
奉
」
を
め
ぐ

っ

　

て

ー

」

(『
佛

教
大
学
研
究
紀

要
』
第

68
号

、

98
年

3
月
)
、

同

「
日

ユ

本
書
紀

の
敬

語

-

「
勅
」

「命

」
「
御
」

を
め
ぐ

っ
て

ー

」

(
『
佛
教

　

大

学

大

学

院

研

究

紀

要

』

第

12

号

、

98

年

3

月

)

が

敬

語

表

現

の
分

析

ユ

を

通

し

て
導

い
た

結

果

で
あ

り

、

一
部

だ

が

、

こ
れ

を

改

め

る

こ
と

に

す

る

。

(19

)

注

10

に
同

じ

。

(20

)

各

巻

の
文
末

助

字

/

中

止

助

字

の
用

例

数

を

以

下

に
示

す

。

一
3

/

0

、

二

9

/

2

、

三

6

/

1

、

四

〇
/

0
、

五

10

/

2

、

六

15

/

9

、

七

23

/

15

、

八

9
/

7

、
九

21

/

10
、

十

13

/

10

、

十

一
18

/

15

、

十

二

8

/

5

、
十

三

20
/

7
、

十

四

1
/

0
、

十

五

2

/

0

、

十

六

〇

/

0
、

十

七

〇
/

0
、

十

八

〇

/

0

、
十

九

9

/

0
、

二
十

〇
/

0
、

廿

一
2
/

0
、

廿

二

31
/

5
、

廿

三

19
/

5
、

廿

四

2

/

0

、

廿

五

2

/

0
、

廿
六

1
/

0
、

廿

七

〇
/

0
、

廿

八

30
/

9
、

廿
九

53
/

10
、

三

十

3
/

0
。

西

宮

氏

が
算

出

し

た

こ

の
数

字

を
、

小
稿

の
冒

頭

に
紹

介

し
た
通

り
森

氏
は
全
否
定

す
る
。
文
末
助
字

と
中

止
助
字

と
の
境
界

は

確

か
に
曖
昧

だ
が
、

そ
れ
ら
を
、
文

の
末
尾

に
位
置

す
る
も

の
と
そ
れ

以
外

の
も
の
と
み
な
し
、

そ
う
し
た
文
中

の
ど
こ
に
位
置
す

る
か

を
問

わ
ず
巻
ご

と
に
用
例
数

を
合
算

す
れ
ば
、

そ
れ

な
り
に
有
意
的

で
あ

ろ

う
。

そ
の
巻
ご
と

に
合
算

し
た
用
例
数

の
平
均
値

を
群
ご
と

に
算
出
し

た
の
が
次

の
数
字
。

1
群

(
一
巻
あ

た
り
約
5
例
)
、

H
群

(同
約

29

例
)
、

皿
群

(同
約

2
例
)

(
21
)

(
61
)
以
下

(
63
)
ま

で
の
出
典

に

つ
い
て
の
指
摘

は
、

日
本
古
典

文
学
大
系
本

の
当
該
箇
所

の
頭
注

に
よ
る
。

(
22
)
拙
稿

「
日
本
書

記
出
典
考

-

対
表
現
を

め
ぐ

っ
て

ー

」

(『
佛
教

ユ

大
学
研
究
紀
要
』
第
六
十
五
号
、
98
年
3
月
)

ユ

と
き
は
か
ち
は
あ
ま
ひ

と
ば
に
ま
た
か

(23
)

日
本
古
典
文
学
大
系
本

の
当
該
箇
所

の

「
磐
石

の
有
如

に
常
存
ら
ま

し
」

の
訓
み

は
採
ら
な

い
。

(24
)

日
本
古
典
文
学
大
系
本

・
日
本
古
典
文
学
全
集
本
と
も

に

「
素
戔
鳴

し
わ
ざ

尊

の
為
行
」

と
訓
む
が
、
同

じ
巻

一
の

「
且
常

以
二
哭
泣

一為
レ
行
」

を

直
後

に

「
汝
甚
無
道
」

(88
)
と

つ
た
え
る
用
例
と
共
通
す
る
。

さ
か
し
ま
な
る
わ
ざ

(25
)

日
本
古
典
文
学
大
系
本
は

「
兄
猾

の
逆
を
す
る
状
は
」
と
訓
む
が
、

注
24

の
用
例

と
同
じ
か
た
ち

を
と
る

こ
と

に
加

え
、

直
後

に

「察

二
其

逆
状

一」
(
79　
)
と
あ
る
。

日
本
古
典
文
学
全
集
本

の
訓
み
通
り
。

(
26
)

日
本
古

典
文
学

大
系
本

・
日
本
古

典
文
学
全

集
本
と
も

に

「
我

が

み
お
や

み
た
ま

皇
祖

の
霊
」
と
訓
む
が
、
「
頼
二
神
祗
之
霊

一」

(
七

・
03
)
「
頼
二
皇
祖
之

　

霊

匚

(九

・
35
)
な
ど

の
か
た
ち
を
と
る

の
が
そ
れ

の
通
例
。

こ
こ
は

　

ヨ

「
我
皇

祖
」

が

「
自
レ
天
降
鑒
、
光
二
助
朕
躬

」

ゆ
え
に

「
今
諸
虜
已
平
、

海
内
無

レ
事
」

と
な
り

、

そ

こ
で

「
可

下
以

郊
二
祀
天
神

一用
事

中
申

大

孝
上
者
也
」

に
至

り
、

こ
の
実
際

を

「
用
祭
二
皇
祖
天
神

匚

と

い
う
。

主
語
は
あ
く

ま
で

「
我
皇
祖
」
、

日
神

を

「
若
レ
此
霊

異
之
児
」

(
一
・

87
)

と
形
容

し
た
表

現
に
通
じ
、

そ
う
し
た

「
我
皇
祖
」

の
あ
り
か
た

告報究研査調るす関に-
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を
い
う
の
が

「霊
」
。

(
27
)
注

10
に
同
じ
。

(
28
)
北

野
本

・
伊
勢
本

・
内

閣
文
庫

本
は

「之
」

を
欠

く
。

そ

の
他

の
諸

本
、

ま
た
ト
部
兼
右
本

を
底

本
と
す
る
日
本
古

典
文
学
大

系
本

な
ど
に

従
う
。

(
29
)

日
本
古

典
文
学
大

系
本
当
該
用
例

の
頭
注
に

「
文
学
を
学
ん
だ
上
代

人
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
語
。
」

と

い
う
説
明
が
あ
る
。

(
30
)
造

寺

を
め
ぐ

っ
て
あ

い
通

じ
る

用
例

の

「
凡

自
二
天

皇

一
至
二
于

伴

造
ハ

所
レ
造
之
寺
、
不
レ
能
レ
営
者
、
朕
皆
助
作
。
」

(二
五

・
跚
)

で
も
、

「
造
」

の
実
質
的
な
目
的
語

に
あ
た
る

の
が

「
寺
」

で
あ
る
。

(31
)
注

13

『
漢
語
史
稿
』

(
卿
頁
)

に
、

そ
れ
ぞ
れ

の
か

た
ち
の
具
体
例

に
そ
く
し
た
指
摘
が
あ
る
。

(32
)

日
本
古
典
文
学
大
系
本
当
該
用
例

の
頭
注

に
よ
る
。

(
33
)
拙
稿

「
『
日
本
書
紀

』

の
使
役
表
現
」

(
『
佛
教
大
学
文
学
部

論
集
』

　

第

77
号
、
99
年
12
月
)
、
同

「
『
日
本
書
紀
』

の
被
動
式

に
異
議
あ
り
」

ユ

　

(和
漢
比
較
文
学
叢
書

10

『
記
紀
と
漢
文
学
』
汲
古
書
院

・
99
年

9
月
)

ユ

で
も
、

そ
れ

ぞ
れ
使
役
表
現
、
受
身
表
現
等

の
分
析
を
通
し

て
、

ほ
ぼ

同
趣
旨

の
結
論
を
得

て
い
る
。
本
稿

は
、

こ
れ

ら
の
延
長
上

に
あ

る
。

(34
)
詳
細

は
改
め

て
論
じ

る
と
し

て
、
要
点
だ
け
を

い
え
ば
、

1
群

の
冒

頭

に
あ
た

る
巻

一
の
は
じ

め
、
す
な

わ
ち
天
地
創
成
を
も

の
が
た

る
そ

の

「
最
初

の
四
行

は
、
ま

ず
中
国

の
古
伝
承
を
組
合

わ
せ
て

一
般
論
と

し

て
提
示
し

て
い
る
。
」

(
日
本
古
典
文
学
大
系
本

76
頁
頭
注

二
)

を
は

じ
め
、
末
尾

に
あ

た
る
巻

四
も
、
綏
靖
天
皇

に
関

し
て

「『
孝
性
純
深
』

な
ど
の
漢
籍
的
表
現

の
他

に
、
物
語
で
も

っ
て
も
、
綏
靖
天
皇

の

『
孝
』

を
語
ろ
う
と
し

て
い
る

の
で
あ

る
。
」

(
大
館
真
晴
氏

「
『
日
本
書
記
』

に
み
る
綏
靖
天
皇
像
」

『古
事
記
年
報

』
四
十

四
、
平
成
十

四
年

一
月
。

17
頁
)
と

い
う
指
摘

が
あ
る
。

「孝

」

の
実
践

は
、

神
武
天
皇
も

「
天

　

神

子
」

の
立
場
か
ら
重
視
す
る
。

そ
れ
を
伝

え
る

の
が
、

注
26
所

引
の

巻
三

の

一
節

「可

下
以
郊
二
祀
天
神

一用
申
中
大
孝
上
者
也

」

で
あ

る
。

こ

の

「
天
神
」

と

「
天
神
之
子
」

(
火
瓊
瓊
杵
尊
、

火
火
出
見
尊
)

と
の

か
か
わ
り
を

つ
た
え
る

の
が
巻
二

で
あ
り
、

神
武
天
皇
を
含
め
、

そ
の

両
者

の
あ
り
か
た

に
中
国
思
想

の
影
響
が
色

濃

い

(
拙
稿

「
『
古
事
記
』

が
伝
え

る
天
神
御

子
と
は
な

に
か
」

『
京
都
語
文
』

第
4
号
、
佛
教

大

　

学
国
語
国
文
学
会

・
99
年
10
月
)
。

　

〔付
記
〕

本
報
告
は
、
平
成
十
三
年
度
佛
教
大
学
教
員
海
外
研
修

の
助
成

(
研
修

費
)
を
受
け
、
中
国

の
北
京
大
学

で

一
年
間
研
修
を
お

こ
な

っ
た
そ

の
成

果
を
も
と

に
ま
と
め
た
も

の
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
国
文
学
研
究
資
料
館
か

ら
は

『
日
本
書
紀
』

の
テ
キ

ス
ト

フ

ァ
イ
ル

の
提
供
を
受
け
、
佛
教
大
学

国
文
学
科
在
学
中
は
上
代
文
学
卒
論
ゼ

ミ
の
受
講
生

で
あ

っ
た
福
田
大
祐

氏

に

『
日
本
書
紀
』
の

「
之
」

の
全
用
例

の
パ

ソ
コ
ン
入
力
を

は
じ
め
デ

ー

タ
整
理

に
必
要
な
便
宜
を
図

っ
て
も
ら

っ
た
上

に
、
北
京
大
学

で
は
子
和

美
氏

に
図
書
検
索
等

で
助
力
も
得
ま
し
た
。

こ
こ
に
記
し

て
謝
意
を
表
す

る
次
第

で
す
。

4m　




