
　
　
　

は
じ
め
に

　

漢
文
訓
読
語
の
言
語
的
特
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
時
、
如
何
な
る
場
合
も
、

念
頭
に
は
、
他
体
系
の
日
本
語
が
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
漢
文
訓
読
語
の
助
字
の

訓
読
法
に
関
す
る
論
考
は
相
当
の
数
に
昇
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
、
漢
文
訓
読
語
内

で
の
記
述
研
究
で
あ
っ
て
も
、
和
文
語
や
和
歌
の
言
語
に
は
か
か
る
事
象
が
存
在
し
な

い
と
言
う
意
味
で
、
漢
文
訓
読
語
、
ま
た
は
、
変
体
漢
文
に
特
有
の
日
本
語
事
象
で
あ

る
と
言
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
了
解
を
前
提
に
し
た
場
合
に
の
み
、
助

字
の
訓
読
法
や
用
字
法
の
問
題
は
、
訓
点
資
料
や
変
体
漢
文
資
料
内
で
完
結
し
た
論
述

が
可
能
で
あ
る
。

　

築
島
裕
博
士
の
「
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
」（
昭
和
三
十
八
年
三

月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
で
は
、
漢
文
訓
読
語
の
語
彙
の
相
対
化
の
意
図
は
鮮
明
で
、

和
文
語
の
語
彙
と
の
具
体
的
な
比
較
を
示
さ
れ
て
、
漢
文
訓
読
語
と
和
文
語
と
に
語
彙

体
系
の
異
同
が
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
は
、
漢

文
訓
読
語
の
言
語
特
性
を
説
こ
う
と
す
る
時
、
必
ず
、
他
の
言
語
体
系
の
言
語
実
態
が

念
頭
に
あ
っ
て
、
訓
点
資
料
内
に
お
い
て
完
結
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

訓
点
資
料
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
右
の
二
種
の
立

場
が
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
の
実
態
を
、
如
何
な

る
視
点
で
捉
え
よ
う
と
す
る
の
か
に
よ
っ
て
論
述
対
象
資
料
が
異
な
る
こ
と
は
当
然
の

実
態
で
あ
ろ
う
。
極
端
な
例
を
掲
げ
れ
ば
、
漢
文
訓
読
語
の
特
性
を
、
他
体
系
の
日
本

語
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
質
的
な
差
異
、
ま
た
は
、
量
的
な
差
異
を
求
め
る
場
合
に
は
、

相
対
的
に
比
較
さ
れ
る
言
語
体
系
の
資
料
に
お
け
る
言
語
実
態
の
記
述
が
必
要
で
あ
る

事
は
こ
こ
に
掲
げ
る
ま
で
も
な
い
し
、
漢
文
訓
読
語
の
特
性
を
明
ら
め
よ
う
と
す
る
場

合
、
和
文
語
の
記
述
だ
け
の
単
独
論
文
が
存
し
て
も
よ
い
。
漢
文
訓
読
語
の
言
語
特
性

の
解
明
を
前
提
に
、
理
論
的
に
は
、
和
文
語
だ
け
を
対
象
資
料
と
し
た
論
考
が
あ
っ
て

も
良
い
筈
で
あ
る
こ
と
は
こ
こ
に
断
る
必
要
も
な
か
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
漢
文
訓
読
語
に
お
け
る
待
遇
表
現
法
体
系
の
解
明
の
た
め
に
は
、
些
か
不

徹
底
で
あ
っ
た
旧
稿（
１
）の

課
題
と
し
て
残
し
た
実
証
的
論
考
を
敬
語
表
現
を
対
象
に
、
以

下
に
示
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
和
文
語
と
漢
文
訓
読
語
に
お
け
る
敬
語
表
現
法
体
系
の
対
照
研
究
で
あ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
和
文
語
の
敬
語
表
現
法
を
取
り
上
げ
て
記
述
を
行
い
た
い
。
和
文
の

待
遇
表
現
法
研
究
（
当
然
、
敬
語
研
究
を
も
含
む
）
は
、
文
学
研
究
か
ら
の
視
点
も
含

め
て
、
過
去
の
長
き
に
亙
っ
て
の
研
究
の
積
み
重
ね
が
存
す
る
。
今
更
と
い
う
感
も
な

き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
が
、
比
較
を
鮮
明
に
記
述
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
以
下
に
稿

者
に
よ
っ
て
和
文
語
に
お
け
る
敬
語
表
現
法
体
系
を
記
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
稿
者
の

念
頭
に
は
、
日
本
語
た
る
漢
文
訓
読
語
の
敬
語
表
現
法
、
曳
い
て
は
漢
文
訓
読
語
の
待

遇
表
現
法
体
系
と
の
比
較
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

対
象
と
し
た
資
料
は
、
十
二
世
紀
書
写
の
平
仮
名
和
文
資
料
で
あ
る
。
一
つ
は
、
源

氏
絵
巻
の
詞
書
に
つ
い
て
の
記
述
を
行
う
。
今
一
つ
は
、
元
永
本
古
今
和
歌
集
の
詞
書

《
短
信
・
授
業
ノ
ー
ト　

№ 1
》　　
　

平
成
二
十
四
年
前
期　

日
本
語
史

　
　
平
安
時
代
和
文
資
料
に
お
け
る
敬
語
表
現
法
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
本
　
光
　
隆

　
　
　
　
　
　

—
源
氏
物
語
絵
巻
・
元
永
本
古
今
和
歌
集
を
中
心
に—
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及
び
左
注
の
散
文
を
対
象
と
し
て
、
和
歌
、
お
よ
び
、
長
歌
は
検
討
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

　
　
　

第
一
節　

源
氏
絵
巻
の
敬
語
表
現
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　

—

文
法
敬
語
の
出
現
状
況—

　

ま
ず
、平
安
時
代
十
二
世
紀
の
書
写
と
さ
れ
る
源
氏
絵
巻
（
以
下
、源
氏
絵
巻
と
略
称
）

を
対
象
と
し
て
、
敬
語
表
現
体
系
を
記
述
す
る
こ
と
と
す
る
。
源
氏
絵
巻
は
、
古
典
籍

索
引
叢
書
４（

２
）に

従
う
。

　

ま
ず
、
言
語
量
を
問
題
と
し
て
お
き
た
い
。
古
典
索
引
叢
書
の
索
引
を
元
に
、
源
氏

絵
巻
の
言
語
量
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
な
が
ら
、

索
引
自
体
の
編
纂
方
針
に
よ
っ
て
単
語
数
は
出
入
り
が
あ
る
か
ら
、
概
数
と
し
て
目
安

を
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
古
典
索
引
叢
書
４
に
掲
げ
ら
れ
た
単
語

数
は
、
自
立
語
・
付
属
語
を
合
わ
せ
て
、
延
べ
五
、四
二
三
語
が
存
す
る
。
言
語
量
と
し

て
は
、
こ
の
五
、四
二
三
語
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
和
文
を
対
象
に
し
て
以
下
に
記
述
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
確
認
し
て
お
く
。

　

最
初
に
、
敬
語
表
現
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
敬
語
表
現
に
つ
い
て
も
、
補
助
動
詞
・

助
動
詞
・
接
辞
（「
接
辞
」
は
厳
密
に
は
、
語
彙
敬
語
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
等
の
種
々
の
問
題
が
あ
ろ

う
が
、
本
稿
で
は
接
辞
も
今
、
仮
に
文
法
的
敬
語
表
現
中
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
記
述
を
し
て
お
く
）
に
つ
い

て
の
計
量
的
な
整
理
を
行
う
。
一
般
の
平
安
和
文
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
敬
語
表
現
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
の
使
用
に
よ
る
敬
語
表
現
は
、
文
法
的
敬
語
表
現
と
規
定
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
要
素
が
頻
出
す
る（

３
）。

　

補
助
動
詞
の
使
用
で
は
、

　

１
、「
け
ふ
の
せ
き
む
か
へ
は
、
え
お
も
ひ
す
て
た
ま
は
じ
な
」
と
の
た
ま
ふ
。

（
関
屋
16
）

　

２
、「
こ
の
よ
の
そ
し
り
を
ば
、
し
ら
で
な
む
か
く
も
の
し
は
べ
る
」
な
ど
き
こ
え
た

　
　
　

ま
ふ
。
御
か
た
り
こ
と
に
て
、
も
の
な
ま
め
か
し
う
な
つ
か
し
き
さ
ま
に
う
ち

　
　
　

し
の
び
や
つ
れ
た
ま
ひ
て
、
う
る
は
し
き
す
み
ぞ
め
の
御
す
が
た
の
あ
ら
ま
ほ

　
　
　

し
く
き
よ
ら
な
る
も
う
ら
や
ま
し
く
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

（
柏
木
一
５
〜
12
）

な
ど
、文
法
的
に
、動
詞
に
下
接
し
て
尊
敬
の
補
助
動
詞
と
し
て
機
能
す
る「
た
ま
ふ
」が
、

文
末
ま
た
は
句
末
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

　

○
た
ま
ふ
（
四
段
）　　

二
三
五
例
（
総
語
彙
量
中

4.25
％
）〈
一
三
、一
四
五
例

3.49
％（

４
）〉

　

３
、「
こ
と
の
お
は
し
ま
さ
ま
し
か
ば
」
と
お
も
う
ふ
た
ま
へ
ら
る
ゝ
こ
と
お
ほ
く
、

（
竹
河
二
36
）

な
ど
、
動
詞
に
下
接
す
る
下
二
段
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
は
、

　

○
た
ま
ふ
（
下
二
段
）　　
　

五
例
（
総
語
彙
量
中

0.09
％
）〈
三
二
一
例

0.09
％
〉

謙
譲
補
助
動
詞
「
た
て
ま
つ
る
」
は
、
例
２
な
ど
に
認
め
ら
れ
、

　

○
た
て
ま
つ
る
（
四
段
）　

一
七
例
（
総
語
彙
量
中

0.31
％
）〈
一
、二
八
五
例

0.34
％
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
源
氏
物
語
中
に
は
右
の
四
段
補
助
動
詞
の
他
に
、
下
二
段
補
助
動
詞
一
例
が
存
す
る
〉

が
出
現
す
る
。

謙
譲
補
助
動
詞
「
き
こ
ゆ
」
は
、

　

４
、
ま
ち
よ
ろ
こ
び
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
（
鈴
虫
二
44
）

な
ど
と
現
れ
て
、

　

○
き
こ
ゆ　
　
　
　
　
　
　

一
三
例
（
総
語
彙
量
中

0.24
％
）〈
一
、三
八
四
例

0.37
％
〉

補
助
動
詞
「
は
べ
り
」
は
、
謙
譲
・
丁
寧
の
用
法
で
現
れ
、

　

５
、「
き
ゝ
い
れ
は
べ
ら
ぬ
な
り
」
と
き
こ
え
た
ま
ふ
（
柏
木
一
49
）

　
　

は
べ
り　
　
　
　
　
　
　

二
一
例
（
総
語
彙
量
中

0.38
％
）〈
一
、九
〇
四
例

0.50
％
〉

　

ま
た
、
源
氏
絵
巻
中
に
は
、
助
動
詞
に
よ
る
文
法
的
敬
語
表
現
が
存
す
る
。

　

６
、「
わ
ざ
と
か
く
た
ち
よ
ら
せ
た
ま
へ
る
こ
と
」
ゝ
い
は
せ
た
れ
ば
（
若
紫
断
３
）

な
ど
の
使
役
・
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」・「
さ
す
」
が
存
し
、
助
動
詞
「
す
」
は
、

　

○
す　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
例
（
総
語
彙
量
中

0.33
％
）〈
一
、九
三
九
例（

５
）0.51
％
〉

助
動
詞
「
さ
す
」
は
、

　

○
さ
す　
　
　
　
　
　
　
　

一
六
例
（
総
語
彙
量
中

0.29
％
）〈
一
、〇
一
六
例

0.27
％
〉

の
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る
。
源
氏
絵
巻
に
お
け
る
助
動
詞
「
る
」・「
ら
る
」
の
総
数
は
、

　

○
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
例
（
総
語
彙
量
中

0.24
％
）〈
一
、五
三
〇
例

0.41
％
〉
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尊
敬
用
法
の
存
す
る
活
用
形
で
あ
る
連
用
形
の
総
数
は
、「
る　

六
例
」、

　

○
ら
る　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
例
（
総
語
彙
量
中

0.26
％
）〈
六
四
八
例

0.17
％
〉

ま
た
、
助
動
詞
「
ら
る
」
は
、
連
用
形
の
例
「
ら
る　

九
例
」
で
あ
る
。

　

接
頭
辞
「
お
」・「
お
ほ
む
」・「
ご
」・「
み
」（
御
ー
）
を
付
し
た
語
が
認
め
ら
れ
る
。

厳
密
に
は
、
接
頭
辞
が
付
さ
れ
て
一
語
と
な
る
た
め
、
語
彙
的
敬
語
と
み
と
め
る
べ
き

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
使
用
し
た
古
典
索
引
叢
書
４
に
は
、
左
掲
の
如
き
語
例
が

存
す
る
。

　

お　
　
　
「
お
ま（

座
）し

・
三
例（

６
）」、「

お
ま（

前
）へ

・
七
例
」　　
〈
異
な
り
二
語
〉

　

お
ほ
む　
「
お
ほ
む
あ

（
遊
）そ

び
・
二
例
」、「
お
ほ
む
あ

（
歩
）り

き
・
一
例
」、「
お
ほ
む

　
　
　
　
　

あ
（
有
様
）

り
さ
ま
・
四
例
」、「
お
ほ
む
あ

（
有
様
）

り
さ
ま
ど
も
・
一
例
」、「
お
ほ
む

　
　
　
　
　

い（
答
）らへ

・
一
例
」、「
お
ほ
む
が（

賀
）・

一
例
」、「
お
ほ
む
か（

傘
）さ

・
一
例
」、「
お

　
　
　
　
　

ほ
む
か

（
片
様
）

た
ざ
ま
・
一
例
」、「
お
ほ
む
か（

容
）たち

・
五
例
」、「
お
ほ
む
か（

容
）たち

ど
も
・

　
　
　
　
　

一
例
」、「
お
ほ
む
か（

返
）へり

・
一
例
」、「
お
ほ
む
ぐ（

髪
）し

・
二
例
」、「
お
ほ
む

　
　
　
　
　

く（
功
徳
）

ど
く
・
一
例
」、「
お
ほ
む
く（

車
）るま

・
三
例
」、「
お
ほ
む
け（

気
色
）

し
き
・
三
例
」、

　
　
　
　
　
「
お
ほ
む
ご（

碁
）・

一
例
」、「
お
ほ
む
ご

（
碁
敵
）

が
た
き
・
一
例
」、「
お
ほ
む
こ（

心
地
）

こ
ち
・

　
　
　
　
　

三
例
」、「
お
ほ
む
こ（

心
）ころ

・
六
例
」、「
お
ほ
む
こ

（
志
）

こ
ろ
ざ
し
・
二
例
」、「
お

　
　
　
　
　

ほ
む
こ（

心
）ころ

ど
も
・
一
例
」、「
お
ほ
む
こ

（
心
習
）

こ
ろ
な
ら
ひ
・
一
例
」、「
お
ほ

　
　
　
　
　

む
こ（

事
）と

・
二
例
」、「
お
ほ
む
ざ（

曹
司
）

う
し
・
一
例
」、「
お
ほ
む
さ

（
装
束
）

う
ぞ
く
・
一
例
」、

　
　
　
　
　
「
お
ほ
む
さ（

盛
）かり

・
一
例
」、「
お
ほ
む
さ（

前
）き

・
一
例
」、「
お
ほ
む
さ（

様
）ま

・
三
例
」、

　
　
　
　
　
「
お
ほ
む
し

（
設
）

つ
ら
ひ
・
一
例
」、「
お
ほ
む
し（

褥
）とね

・
一
例
」、「
お
ほ
む
し

（
忍の

　
　
　
　
　

び
あ歩

）

り
き
・
一
例
」、「
お
ほ
む
す（

姿
）がた

・
一
例
」、「
お
ほ
む
す

（
宿
世

く
せ
す宿

世
）く

せ
・

　
　
　
　
　

一
例
」、「
お
ほ
む
せ

（
消
息
）

う
そ
く
・
二
例
」、「
お
ほ
む
ぞ（

衣
）・
一
例
」、「
お
ほ
む
た（

爲
）め
・

　
　
　
　
　

一
例
」、「
お
ほ
む
ち（

乳
）・
一
例
」、「
お
ほ
む
つ（

使
）かひ
・
二
例
」、「
お
ほ
む
つ

　
　
　
　
　

き（
月
賞
）め
で
・
一
例
」、「
お
ほ
む
て（

手
）・
一
例
」、「
お
ほ
む
と（

年
）し
・
一
例
」、「
お

　
　
　
　
　

ほ
む
ど
ち
・
一
例
」、「
お
ほ
む
な（

仲
）か
・
一
例
」、「
お
ほ
む
に（

日
記
）き
・
一
例
」、「
お

　
　
　
　
　

ほ
む
ね

（
念
誦
堂
）

ん
ず
だ
う
・
一
例
」、「
お
ほ
む
は（

花
）な
・
一
例
」、「
お
ほ
む
ふ（

文
）み
・
一
例
」、

　
　
　
　
　
「
お
ほ
む
ま（

眦
）じり
・
一
例
」、「
お
ほ
む
ま（

參
）ゐり
・
一
例
」、「
お
ほ
む
み（

身
）・
一

　
　
　
　
　

例
」、「
お
ほ
む
み（

耳
）み
・
一
例
」、「
お
ほ
む
む（

胸
）ね
・
一
例
」、「
お
ほ
む
め（

目
）・

　
　
　
　
　

一
例
」、「
お
ほ
む
も

（
物
怪
）

の
の
け
・
一
例
」、「
お
ほ
む
よ

（
喜
）
ろ
こ
び
・
二
例
」

〈
異
な
り
五
五
語
〉

　

ご　
　
　
「
ご
か（

加
持
）じ
・
一
例
」、「
ご
ぐ（

願
）わん
・
一
例
」、「
ご
ぜ（

前
）ん
・
二
例（

７
）」

　
　
　
〈
異
な
り
三
語
〉

　

み　
　
　
「
み
か（

門
）ど
・
二
例
」、「
み
き

（
几
帳
）

ち
や
う
・
三
例
」、「
み
く
る（

車
）ま
・
一
例
」、「
み

　
　
　
　
　

こ（
子
）

た
ち
・
一
例
」、「
み
ず

（
誦
經
）

き
や
う
・
一
例
」、「
み
す（

簾
）・

二
例
」、「
み

　
　
　
　
　

ち（
帳
）やう

・
一
例
」、「
み
づ（

厨
子
）し

ど
も
・
一
例
」、「
み
と

（
供
人
）

も
び
と
・
一
例
」、「
み

　
　
　
　
　

の（
法
）り

・
一
例
」、「
み
は（

階
）し

・
一
例
」　　
　
　
〈
異
な
り
一
一
語
〉

の
例
が
認
め
ら
れ
、
接
頭
語
「
お
」・「
お
ほ
む
」・「
ご
」・「
み
」
に
よ
る
敬
語
表
現
は

規
則
的
に
現
れ
て
盛
ん
に
名
詞
に
冠
せ
ら
れ
て
出
現
す
る
。

　
　
　

第
二
節　

源
氏
絵
巻
の
敬
語
表
現
法
に
お
け
る
複
合
動
詞

　

源
氏
絵
巻
の
中
に
は
、
厳
密
に
は
、
語
彙
敬
語
に
分
類
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ

れ
る
以
下
の
如
き
複
合
動
詞
が
あ
ら
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

　

７
、
う
ち
あ
た
り
な
ど
ま
か
り
あ
り
き
て
（
竹
河
二
35
）

と
し
て
、
複
合
動
詞
「
ま
か
り
あ
り
く
（
罷
歩
）」
が
一
例
出
現
す
る
。「
ま
か
る
」
の

上
接
し
た
複
合
動
詞
「
ま
か
る
＋
ー
ー
」
は
、
現
存
の
源
氏
絵
巻
に
は
、
こ
の
一
例
の

み
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
自
体
に
は
、

　
　
　

ま
か
り
あ
か
る　
　
　
　

ま
か
り
あ
た
る　
　
　
　

ま
か
り
あ
り
く

　
　
　

ま
か
り
い
づ　
　
　
　
　

ま
か
り
い
る　
　
　
　
　

ま
か
り
う
す

　
　
　

ま
か
り
う
つ
る　
　
　
　

ま
か
り
お
り
あ
へ
ず　
　

ま
か
り
お
る

　
　
　

ま
か
り
か
へ
る　
　
　
　

ま
か
り
か
よ
ふ　
　
　
　

ま
か
り
く
だ
る

　
　
　

ま
か
り
す
ぐ　
　
　
　
　

ま
か
り
た
ゆ　
　
　
　
　

ま
か
り
づ

　
　
　

ま
か
り
つ
く　
　
　
　
　

ま
か
り
と
ま
る　
　
　
　

ま
か
り
な
る

　
　
　

ま
か
り
に
ぐ　
　
　
　
　

ま
か
り
の
ぼ
る　
　
　
　

ま
か
り
は
な
る

　
　
　

ま
か
り
ま
う
す　
　
　
　

ま
か
り
む
か
ふ　
　
　
　

ま
か
り
よ
る

3



　
　
　

ま
か
り
わ
た
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
異
な
り
二
五
語
形
〉

と
、
複
合
名
詞
の
「
ま
か
り
ま
う
し
」
一
語
形
が
存
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
謙
譲
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。「
ま
か
る
」
に
よ
っ
て
盛
ん
に
造
語
さ
れ
、
接
頭
語
的
に
文
法
化
し

て
い
る
と
認
め
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
源
氏
絵
巻
に
は
出
現
し
な
い
が
、
源
氏
物

語
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
、

　
　
　

お
と
り
ま
か
る　
　
　
　

と
り
も
て
ま
か
る　
　
　

も
て
ま
か
る

複
合
動
詞
後
部
要
素（

８
）と

し
て
も
現
れ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

　

補
助
動
詞
と
し
て
形
式
的
規
則
的
に
使
用
さ
れ
る
語
と
、
助
動
詞
、
ま
た
、
文
法
敬

語
を
広
く
解
釈
し
て
、
規
則
的
に
造
語
さ
れ
る
も
の
を
含
め
て
右
に
記
述
し
た
が
、
源

氏
絵
巻
言
葉
書
（
お
よ
び
、
源
氏
物
語
）
に
お
い
て
は
、
か
か
る
敬
語
表
現
が
盛
ん
に

用
い
ら
れ
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

な
お
、
源
氏
絵
巻
中
に
存
在
す
る
文
法
敬
語
の
出
現
率
は
、
源
氏
物
語
本
体
に
使
用

さ
れ
る
出
現
率
と
大
き
く
は
離
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　

第
三
節　

源
氏
絵
巻
の
敬
語
表
現
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　

—

語
彙
敬
語
の
出
現
状
況—

　

一
方
、
源
氏
物
語
詞
書
の
中
に
は
、
語
彙
敬
語（

９
）と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
現

れ
る
。
動
詞
「
お
は
す
」「
お
は
し
ま
す
」
は
、
尊
敬
動
詞
と
し
て
出
現
す
る
。

　

７
、
と
の
お
は
せ
ま
し
か
ば
、
ゆ
く
す
ゑ
の
御
す
く
せ
／
＼
は
（
竹
河
一
12
）

　

○
お
は
す　
　
　
　
　
　
　

一
四
例
（
総
語
彙
量
中

0.25
％
）〈
六
六
〇
例

（
１
０
）0.18
％
〉

　

８
、
そ
の
ひ
と
十
八
九
ほ
ど
や
お
は
し
ま
し
け
ん
（
竹
河
二
５
）

　

○
お
は
し
ま
す　
　
　
　
　
　

九
例
（
総
語
彙
量
中

0.17
％
）〈
四
三
〇
例

0.11
％
〉

「
お
は
す
」「
お
は
し
ま
す
」
は
、
複
合
動
詞
を
多
く
作
り
出
す
。
源
氏
絵
巻
中
に
は
、

複
合
動
詞
前
部
要
素
と
し
て
の
語
が
出
現
し
な
い
が
、「
お
は
す
＋
」
は
源
氏
物
語
に
は
、

「
お
は
し
あ
つ
ま
る
」・「
お
は
し
あ
ふ
」・「
お
は
し
か
よ
ふ
」
な
ど
、
一
二
語
形
が
出
現

す
る
。
複
合
動
詞
後
部
要
素
と
し
て
は
、
源
氏
物
語
に
「
あ
そ
び
お
は
す
」・「
あ
ゆ
み

お
は
す
」・「
い
そ
ぎ
お
は
す
」
な
ど
、
四
二
語
形
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、「
お
は
し
ま

す
」
も
、
複
合
動
詞
前
部
要
素
と
し
て
は
、「
お
は
し
ま
さ
せ
そ
む
」・「
お
は
し
ま
し
か

よ
ふ
」
な
ど
九
語
形
が
、
複
合
動
詞
後
部
要
素
と
し
て
は
、「
あ
は
れ
び
お
は
し
ま
す
」・

「
い
で
お
は
し
ま
す
」
な
ど
二
四
語
形
が
出
現
し
て
盛
ん
に
造
語
さ
れ
て
い
る
が
、
後
部

要
素
と
し
て
存
在
す
る
場
合
に
は
、
補
助
動
詞
化
し
た
と
見
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

　
「
お
ぼ
す
」
は
、
源
氏
絵
巻
中
に
は
、
単
独
語
形
で
一
二
例
の
出
現
が
み
と
め
ら
れ
る

語
彙
敬
語
で
、
複
合
語
と
し
て
は
、
源
氏
物
語
中
に
、
複
合
語
前
部
要
素
と
し
て
「
お

ぼ
し
あ
か
す
」・「
お
ぼ
し
あ
が
む
」
な
ど
一
五
八
語
形
、
後
部
要
素
と
し
て
は
「
あ
い

お
ぼ
す
」・「
う
し
ろ
み
お
ぼ
す
」
な
ど
一
六
語
形
が
出
現
す
る
。「
お
ぼ
し
め
す
」
は
、

源
氏
絵
巻
中
に
は
単
独
一
例
が
認
め
ら
れ
る
が
、
源
氏
物
語
中
に
は
、
複
合
動
詞
前
部

要
素
と
し
て
一
〇
語
形
、
後
部
要
素
と
し
て
は
「
お
ぢ
お
ぼ
し
め
す
」・「
を
し
み
お
ぼ

し
め
す
」
の
二
語
形
が
認
め
ら
れ
る
。

　
「
お
ほ
す（
仰
）」は
、源
氏
絵
巻
中
一
例
の
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る
が
、源
氏
物
語
に
は
、

複
合
動
詞
形
と
し
て
「
お
ほ
せ
お
く
」・「
お
ほ
せ
つ
か
は
す
」
と
「
い
ま
し
め
お
ほ
す
」・

「
お
き
て
お
ほ
す
」・「
も
よ
ほ
し
お
ほ
す
」
が
出
現
す
る
。

　

尊
敬
動
詞
「
き
こ
し
め
す
」
は
、
源
氏
絵
巻
中
に
一
例
（
鈴
虫
二
７
）
出
現
す
る
。

複
合
語
形
は
源
氏
絵
巻
中
に
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
源
氏
物
語
に
は
、
前
部
要
素
に
現

れ
る
複
合
動
詞
「
き
こ
し
め
し
あ
き
ら
む
」
な
ど
、
一
九
語
形
が
存
し
、
後
部
要
素
に

立
つ
「
つ
た
へ
き
こ
し
め
す
」
一
語
形
が
存
す
る
。

　
「
た
ま
ふ
」
は
源
氏
絵
巻
に
は
二
例
の
出
現
が
認
め
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
に
は
、「
た

ま
ふ
」
は
、
複
合
動
詞
上
接
要
素
と
し
て
は
あ
ら
わ
れ
な
い
よ
う
で
、
形
式
化
が
進
ん

で
補
助
動
詞
と
し
て
認
定
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
動
詞
に
後
接
す
る
形
は
多

い
。

　
「
の
た
ま
は
す
」
は
、
源
氏
絵
巻
に
は
二
例
が
現
れ
る
。
複
合
動
詞
は
、
源
氏
物
語
に

は
出
現
し
な
い
。

　
「
の
た
ま
ふ
」
は
源
氏
絵
巻
に
は
、
一
二
例
の
出
現
が
あ
る
。
源
氏
絵
巻
に
は
、「
の

た
ま
ひ
い
づ
」
と
「
お
ぼ
し
の
た
ま
ふ
」
が
出
現
す
る
。
源
氏
物
語
に
は
、
複
合
動
詞

は
多
出
し
て
、「
の
た
ま
ひ
あ
か
す
」
な
ど
上
接
要
素
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
、
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四
三
語
形
が
認
め
ら
れ
る
。
後
部
要
素
と
し
て
は
「
う
ち
の
た
ま
ふ
」
な
ど
一
一
語
形
。

そ
の
他
「
う
ち
の
た
ま
ひ
い
づ
」・「
う
ち
の
た
ま
ひ
ま
ぎ
ら
は
す
」
の
二
語
が
出
現
す
る
。

　

源
氏
絵
巻
中
に
は
、
単
純
語
と
し
て
の
「
め
す
」
は
出
現
し
な
い
が
、
連
用
形
の
転

成
名
詞
「
め
し
」
が
存
す
る
。
複
合
動
詞
は
存
し
て
、「
め
し
い
づ
」・「
め
し
よ
す
」
が

各
二
例
存
す
る
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
複
合
動
詞
の
生
成
例
が
あ
っ
て
、
前
部
要

素
と
し
て
現
れ
る
複
合
動
詞
は
一
二
語
形
が
存
す
る
。

　

右
の
諸
例
が
、
尊
敬
動
詞
と
し
て
出
現
し
、
複
合
動
詞
を
生
成
す
る
。
謙
譲
動
詞
は
、

以
下
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

　
「
き
こ
ゆ
」
は
、
第
二
節
に
謙
譲
補
助
動
詞
と
し
て
文
法
化
し
た
も
の
と
扱
っ
た
が
、

単
独
で
の
謙
譲
動
詞
が
二
七
例
出
現
す
る
。
源
氏
絵
巻
に
は
、
複
合
動
詞
「
き
こ
え
か

は
す
」
が
二
例
出
現
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
に
は
、
前
部
要
素
に
立
つ
複
合
動
詞
が
存

し
て
「
き
こ
え
あ
か
す
」・「
き
こ
え
あ
き
ら
む
」
な
ど
八
一
語
形
が
存
し
て
、
複
合
動

詞
の
造
語
が
栄
え
て
い
る
。

　
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は
、
源
氏
絵
巻
に
は
動
詞
と
し
て
四
例
が
存
す
る
。
源
氏
物
語
に
は
、

複
合
語
形
が
存
し
て
、「
さ
ふ
ら
ひ
あ
ふ
」・「
さ
ぶ
ら
ひ
く
ら
す
」・「
さ
ぶ
ら
ひ
な
る
」・

「
さ
ぶ
ら
ひ
よ
る
」
と
、「
ま
ゐ
り
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
が
存
す
る
。

　

動
詞
「
た
て
ま
つ
る
」
は
、
源
氏
絵
巻
に
は
三
例
が
出
現
す
る
。
源
氏
物
語
に
は
、

複
合
動
詞
前
部
要
素
と
し
て
六
語
形
が
あ
ら
わ
れ
、「
た
て
ま
つ
り
う
つ
る
」・「
た
て
ま

つ
り
お
く
」・「
た
て
ま
つ
り
か
ふ
」。「
た
て
ま
つ
り
く
は
ふ
」・「
た
て
ま
つ
り
そ
ふ
」・「
た

て
ま
つ
り
な
ほ
す
」
が
現
れ
る
。

　
「
た
ま
は
る
」
は
源
氏
絵
巻
に
は
、
二
語
が
出
現
す
る
。
源
氏
物
語
に
は
、「
ま
う
し

た
ま
は
る
」
の
複
合
動
詞
が
出
現
す
る
。

　

動
詞
「
は
べ
り
」
は
、
源
氏
絵
巻
に
は
一
七
例
出
現
す
る
。
源
氏
物
語
に
は
複
合
動

詞
の
前
部
要
素
と
し
て
は
出
現
が
な
く
、
補
助
動
詞
と
認
定
さ
れ
る
形
が
存
す
る

（
１
１
）。

　
「
ま
う
す
」
は
源
氏
絵
巻
に
は
二
例
が
存
し
て
、「
申
た
ま
ふ
」
の
連
接
と
し
て
出
現

す
る
。「
ま
う
す
は
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
複
合
動
詞
前
部
要
素
と
し
て
「
も
う
し

あ
き
ら
む
」
な
ど
一
一
語
形
、
後
部
要
素
と
し
て
は
「
い
の
り
ま
う
す
」
な
ど
一
九
語

形
が
出
現
す
る
。「
ま
す
」
の
語
形
で
は
、
源
氏
絵
巻
に
二
例
存
し
て
い
る
が
、
源
氏
物

語
中
で
は
複
合
動
詞
を
作
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
「
ま
う
づ
」
は
、
連
用
形
の
二
例
が
存
し
て
「
ま
う
で
た
ま
ふ
」
の
連
接
で
現
れ
る
。

複
合
動
詞
と
し
て
は
、源
氏
物
語
に「
ま
う
で
あ
ふ
」な
ど
前
部
要
素
と
し
て
七
語
形
、「
と

ぶ
ら
ひ
ま
う
づ
」・「
わ
た
り
ま
う
づ
」
と
「
い
で
ま
う
で
く
」・「
つ
た
は
り
ま
う
で
く
」・

「
ゐ
て
ま
う
で
く
」
が
出
現
す
る
。

　

動
詞
「
ま
ゐ
る
」
は
、源
氏
絵
巻
に
は
、一
五
例
の
出
現
を
数
え
、源
氏
絵
巻
中
に
も
「
か

へ
り
ま
ゐ
る
」・「
も
て
ま
ゐ
る
」、「
ま
ゐ
り
な
る
」
な
ど
が
出
現
す
る
が
、
源
氏
物
語

中
の
前
部
要
素
と
し
て
の
複
合
動
詞
は
、
二
六
語
形
が
出
現
す
る
。
後
部
要
素
と
し
て

は
「
あ
つ
ま
り
ま
ゐ
る
」
な
ど
二
〇
語
形
の
出
現
が
あ
る
。

　

右
の
他
に
、
漢
語
出
自
の
サ
変
動
詞
が
存
す
る
。
源
氏
絵
巻
に
は
、「
御
覧
ず
」
二
例

が
認
め
ら
れ
る
。

　

右
の
記
述
が
些
か
平
板
に
な
っ
た
嫌
い
が
あ
る
し
、
既
に
多
く
記
述
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
が
、
漢
文
訓
読
語
と
の
対
照
の
た
め
に
、
煩
を
厭
わ
ず
記
述

を
行
っ
た
。
源
氏
絵
巻
・
源
氏
物
語
の
記
述
の
み
で
あ
る
が
、
単
純
語
と
し
て
出
現
す

る
敬
語
動
詞
は
、一
方
で
、複
合
動
詞
を
生
成
す
る
造
語
力
を
持
っ
て
い
た
事
が
判
ろ
う
。

本
稿
に
、
文
法
的
な
敬
語
表
現
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
取
り
上
げ
た
補
助
動
詞
は
、

文
法
的
形
式
化
が
進
ん
だ
も
の
と
し
て
認
定
さ
れ
て
の
特
立
で
あ
る
。

　

形
式
化
が
進
ん
で
補
助
動
詞
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
、
複
合
動
詞
の
後
部
要
素
と

し
て
動
詞
の
原
義
を
強
く
保
持
し
て
い
る
か
の
判
断
は
、
実
は
、
研
究
者
の
主
観
が
入

り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
複
合
動
詞
の
分
析
自
体
も
、
客
観

化
を
目
指
し
て
の
記
述
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
や
は
り
、
主
観
性
の
〝
澱
〟
は
完

全
に
は
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
蓋
然

性
の
問
題
が
未
だ
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
と
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
結

論
を
急
げ
ば
、敬
語
単
純
動
詞
が
、複
合
動
詞
後
部
要
素
と
し
て
現
れ
る
力
を
得
る
場
合
、

複
合
し
て
新
た
な
意
味
を
表
現
す
る
複
合
一
語
が
和
文
の
表
現
性
の
必
要
性
を
支
え
て

い
く
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
は
「
単
純
語
＋
単
純
語
」
で
成
立
し
た
複
合
動
詞
数
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直
線
の
連
続
し
た
端
に
、
後
部
要
素
が
形
式
化
を
果
た
し
た
「
動
詞
＋
補
助
動
詞
」
の

存
在
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
複
合
語
生
成
の
力

を
も
っ
た
こ
と
自
体
が
和
文
語
の
敬
語
表
現
の
自
由
度
の
特
色
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。
各
研
究
者
の
持
つ
〝
澱
〟
と
は
、
複
合
動
詞
要
素
文
法
化
の
数
直
線
上

の
ど
こ
か
ら
が
形
式
化
し
た
補
助
動
詞
で
あ
る
と
認
め
る
の
か
の
〝
揺
れ
〟
の
問
題
で

あ
る
と
置
き
換
え
て
も
良
か
ろ
う
。

　

複
合
動
詞
の
前
部
要
素
と
し
て
出
現
す
る
敬
語
動
詞
も
、
実
は
、
接
頭
語
的
に
形
式

化
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
稿
の
源
氏

絵
巻
の
分
析
に
は
、
接
頭
語
語
形
と
し
て
は
、
名
詞
が
出
現
す
る
の
み
で
、
こ
の
接
頭

語
を
含
む
名
詞
か
ら
、
直
接
的
に
複
合
動
詞
に
結
び
付
け
る
に
は
飛
躍
が
あ
る
と
自
覚

す
る
が
、
複
合
動
詞
も
「
単
純
語
＋
単
純
語
」
か
ら
、
前
部
要
素
が
次
第
に
形
式
化
し

て
い
け
ば
、
接
頭
語
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

後
に
触
れ
る
漢
文
訓
読
語
の
敬
語
表
現
と
和
文
語
の
敬
語
表
現
と
の
違
い
は
、
源
氏

絵
巻
・
源
氏
物
語
の
和
文
敬
語
動
詞
に
お
い
て
、
漢
文
訓
読
語
に
比
較
し
て
、
複
合
動

詞
の
造
語
に
自
由
度
が
高
い
こ
と
と
、
次
第
に
形
式
化
の
力
が
働
い
て
、
文
法
化
す
る

可
能
性
を
秘
め
た
存
在
で
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

第
四
節　

元
永
本
古
今
和
歌
集
詞
書
・
左
注
の
敬
語
表
現
法
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　

—

文
法
敬
語
の
出
現
状
況—

　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
元
永
本
古
今
和
歌
集
（
以
下
、元
永
本
と
略
称
す
る
）
は
、上
帖
、

巻
第
十
末
に
「
元
永
三
年
（
一
一
二
〇
）
七
月
廿
四
日

□
」
と
有
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

元
永
三
年
頃
の
書
写
と
認
め
ら
れ
る
古
今
和
歌
集
の
完
本
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
成
立

と
比
べ
れ
ば
、
約
一
〇
〇
年
ほ
ど
早
く
に
成
立
し
た
言
語
資
料
で
、
文
章
が
断
片
的
で

あ
る
が
、
こ
の
資
料
中
の
序
文
と
和
歌
・
長
歌
を
除
外
し
た
散
文
部
分
、
即
ち
、
詞
書

と
左
注
と
を
対
象
と
し
て
、
敬
語
表
現
体
系
を
記
述
し
て
み
る
。
た
だ
し
、
第
一
節
・

第
二
節
の
如
く
に
は
詳
述
せ
ず
、
概
述
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
。
な
お
、
集
計
は
、
古

典
籍
索
引
叢
書
２（

１
２
）に

従
う
。

　

元
永
本
の
詞
書
・
左
注
の
言
語
量
は
、
総
語
数
七
、二
四
八
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、

七
二
八
首
に
亙
っ
て
記
さ
れ
た
「
在
原
元
方
」
な
ど
の
作
者
名
・「
よ
み
び
と
し
ら
ず
」・

「
同
人
」
な
ど
の
語
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、敬
語
表
現
を
計
数
化
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。
尊
敬
の
補
助
動
詞「
た
ま
ふ（
四

段
）」
の
使
用
は
、
序
と
歌
と
を
除
い
て
、

　

９
、
日
は
て
り
な
が
ら
ゆ
き
の
か
し
ら
に
か
ゝ
り
け
る
を
よ
ま
せ
た
ま
う
け
る

文
屋
康
秀
（
一
８
右
）

な
ど
と
詞
書
に
現
れ
る
が
、
全
二
〇
語
の
出
現
で
、
多
出
は
し
な
い
。

　

○
た
ま
ふ
（
四
段
）　　

二
〇
例
（
総
語
彙
量
中

0.28
％
）

補
助
動
詞
「
た
て
ま
つ
る
」
は
、
四
段
・
下
二
段
と
も
に
出
現
し
な
い
。「
き
こ
ゆ
」
も
、

本
動
詞
の
用
例
は
存
す
る
が
、
補
助
動
詞
と
し
て
は
出
現
し
な
い
。
文
法
敬
語
も
、
右

の
諸
語
は
、
古
今
和
歌
集
詞
書
・
左
注
に
は
出
現
比
率
が
極
め
て
低
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
補
助
動
詞
「
は
べ
り
」
は
、

　

10
、
さ
け
る
花
の
ち
り
が
た
に
な
り
に
け
る
を
み
て
よ
み
は
べ
り
け
る　

典
侍
因
香

（
二
80
右
）

の
如
く
現
れ
て
、
二
九
例
（
内
に
「
は
う
べ
り
」
一
例
を
含
む
）
が
出
現
し
て
い
る
。

　

○
は
べ
り　
　
　
　
　
　

二
九
例
（
総
語
彙
量
中

0.40
％
）

文
法
敬
語
に
お
け
る
補
助
動
詞
の
出
現
は
、
源
氏
物
語
の
出
現
率
に
比
較
し
て
低
い
値

を
示
す
。
た
だ
、
右
の
「
は
べ
り
」
の
比
率
は
、
源
氏
物
語
絵
巻
に
近
い
。

　

こ
の
補
助
動
詞
の
出
現
の
指
数
が
何
に
由
来
す
る
の
か
は
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要

が
あ
っ
て
、
要
素
と
し
て
は
種
々
の
可
能
性
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
今
後
の
課
題
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
和
文
関
係
の
平
安
時
代
の
写
本
が
現
存
稀
で
あ
る
こ
と
が
憾
み

と
し
て
残
る
。

　

使
役
尊
敬
の
助
動
詞
は
、「
す
」「
さ
す
」
が
現
れ
る
。「
す
」
は
、
詞
書
・
左
注
に
は

一
二
例
が
出
現
す
る
。
歌
中
に
は
、
五
例
の
出
現
が
あ
る
。「
さ
す
」
は
、
三
例
が
詞
書

に
現
れ
て
、
歌
中
に
は
出
現
し
な
い
。

　

○
す　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
例
（
総
語
彙
量
中

0.17
％
）
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源
氏
物
語
絵
巻
と
比
較
し
て
、
や
は
り
、
出
現
率
が
低
い
。「
さ
す
」
も
、

　

○
さ
す　
　
　
　
　
　
　
　

三
例
（
総
語
彙
量
中

0.04
％
）

と
あ
っ
て
、出
現
率
が
低
い
。
元
永
本
古
今
集
に
は
助
動
詞「
し
む
」が
一
例
出
現
す
る
が
、

序
文
で
あ
る
。

　

助
動
詞
「
る
」
は
、受
身
、自
発
、可
能
の
用
法
と
し
て
存
す
る
よ
う

（
１
３
）で

、助
動
詞
「
ら

る
」
の
出
現
は
、

　

11
、
哥
読
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
時
に　
（

161
詞
書
）

な
ど
、
五
例
の
出
現
が
あ
る
。

　

接
頭
辞
に
よ
る
敬
語
表
現
は
、

　

お　
　
　
「
御
前
（
お
ま
へ
）・
四
例
」　
〈
異
な
り
一
語
〉

　

お
ほ
む　
「
御
五
十
（
お
ほ
む
い
そ
ぢ
）・
一
例
」、「
お
ほ
む
う（

慈

）

つ
く
し
み
・
一
例
」、「
御

　
　
　
　
　

賀
（
お
ほ
む
が
）・
一
例
」、「
お
ほ
む
か（

方
）た

・
一
例
」、「
お
ほ
む
返
事
（
か

　
　
　
　
　

へ
り
ご
と
）・
一
例
」、「
あ
ま
て
る
お
ほ
む
神
（
か
み
）・
一
例
」、「
御
國
忌
（
お

　
　
　
　
　

ほ
む
こ
き
）・
一
例
」、「
御
（
お
ほ
む
）
つ（

杖
）ゑ

・
一
例
」、「
御
時
（
お
ほ
む

　
　
　
　
　

と
き
）・
一
九
例
」、「
寛
平
御
時
（
く
わ
ん
ぶ
や
う
の
お
ほ
む
と
き
）・

　
　
　
　
　

三
三
例
」、「
御
（
お
ほ
む
）
と（

供
）も

・
二
例
」、「
御
服
（
お
ほ
む
ぶ
く
）・
一

　
　
　
　
　

例
」、「
御
（
お
ほ
む
）
み（

酒
）き

・
三
例
」、「
御
（
お
ほ
む
）
め（

目
）・

一
例
」、「
御

　
　
　
　
　
（
お
ほ
む
）
も（

物

語

）

の
か
た
り
・
一
例
」　
〈
異
な
り
一
五
語
〉

　

お
ほ
み　
「
御
遊
（
お
ほ
み
あ
そ
び
）・
一
例
」、「
御
歌
（
お
ほ
み
う
た
）・
五
例
」

〈
異
な
り
二
語
〉

　

ご　
　
　
「
御
ら（

覧
）む

す
・
五
例
」　
〈
異
な
り
一
語
〉

　

み　
　
　
「
帝
（
み
か
ど
）・
一
八
例
」、「
み（

御
溝
）

か
は
水
・
一
例
」、「
み（

親
王
）こ
・
四
七
例
」、

　
　
　
　
　
「
み（

御

手

洗

川

）

た
ら
し
か
は
・
一
例
」、「
み（

御

息

所

）

や
す
と
こ
ろ
・
七
例
」、「
御
山
（
み
や
ま
）・

　
　
　
　
　

一
例
」　
〈
異
な
り
六
語
〉

の
如
き
も
の
が
出
現
す
る
。
和
歌
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
接
頭
語
が
語
構
成
要
素
と
な
っ

て
い
る
敬
語
名
詞
が
出
現
す
る
が
、
源
氏
物
語
絵
巻
に
比
較
し
て
、
そ
の
出
現
は
多
く

は
な
い
。
た
だ
し
、
漢
文
訓
読
語
資
料
に
お
け
る
こ
う
し
た
接
頭
語
の
付
さ
れ
た
敬
語

名
詞
の
出
現
が
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
比
す
れ
ば
、
和
文
の
特
徴
的
な

事
象
で
あ
る
こ
と
は
揺
る
が
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
第
五
節　

元
永
本
古
今
和
歌
集
詞
書
・
左
注
の
敬
語
表
現
法
に
お
け
る
複
合
動
詞

　

元
永
本
古
今
和
歌
集
の
詞
書
・
左
注
に
認
め
ら
れ
る
敬
語
表
現
に
与
る
複
合
動
詞
に

は
、

　

12
、
惟
喬
親
王
の
も
と
に
ま
か
り
か
よ
ひ
け
る
を
、
か
し
ら
お
ろ
し
て
、
お
の
と
い

　
　
　

ふ
と
こ
ろ
に
こ
も
り
侍
り
け
る
に
、
正
月
に
と
ぶ
ら
は
む
と
て
ま
か
り
て
侍
り

　
　
　

け
る
に
、
ひ
え
の
山
の
も
と
な
り
け
れ
ば
、
雪
い
と
た
か
ゝ
り
け
り
。
し
ゐ
て

　
　
　

か
の
む
ろ
に
ま
か
り
い
た
り
て
、
を
か
み
け
る
に
。
つ
れ
／
＼
と
し
て
、
い
と

　
　
　

も
の
か
な
し
う
て
か
へ
り
ま
う
で
き
て
よ
み
て
お
く
り
け
る
（

970
詞
書
）

の
如
く
の
例
が
存
し
て
、「
ま
か
り
か
よ
ふ
」、「
ま
か
り
い
た
る
」
や
「
か
へ
り
ま
う
で
く
」

は
、
敬
語
表
現
に
与
る
複
合
動
詞
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。「
ま
か
る
」
は
、

　

13
、
思
に
侍
り
け
る
年
の
秋
、
山
寺
に
ま
か
り
け
る
に
ち
に
て
読
め
る
（

842
詞
書
）

の
如
く
、
語
彙
敬
語
と
し
て
単
独
で
も
使
用
さ
れ
る
が
、
複
合
動
詞
前
部
要
素
と
し
て
、

　
　
　

ま
か
り
あ
り
く　
　
　
　

ま
か
り
あ
る
く　
　
　
　

ま
か
り
い
た
る

　
　
　

ま
か
り
い
づ　
　
　
　
　

ま
か
り
か
よ
ふ　
　
　
　

ま
か
り
と
ぶ
ら
ふ

　
　
　

ま
か
り
の
ぼ
る　
　
　
　

ま
か
り
ま
う
す　
　
　
　

ま
か
り
わ
た
る

〈
異
な
り
九
語
形
〉

の
造
語
を
成
し
、
後
部
要
素
と
し
て
は
、

　
　
　

か
へ
り
ま
か
る

の
一
語
形
を
造
語
す
る
。
源
氏
物
語
絵
巻
ほ
ど
に
は
造
語
す
る
複
合
動
詞
の
異
な
り
は

大
き
く
は
な
い
が
、
敬
語
表
現
に
与
る
複
合
動
詞
前
部
要
素
と
し
て
の
造
語
力
を
有
す

る
。

　
「
ま
う
づ
」
も
、
単
独
に
語
彙
敬
語
と
し
て
の
使
用
が
あ
っ
て
、

　

14
、
い
し
山
に
ま
う
で
け
る
と
き
、
お
と
は
や
ま
の
も
み
ぢ
を
み
て　

つ
ら
ゆ
き

（
256
詞
書
）

7



語
彙
敬
語
と
し
て
敬
語
表
現
に
与
る
が
、
複
合
動
詞
の
要
素
と
し
て
、

　
　
　

か
へ
り
ま
う
で
く　
　
　

こ
え
ま
う
で
く

　
　
　

ま
う
で
く

な
ど
の
造
語
を
な
し
て
い
る
。

　

先
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
索
引（

１
４
）に

よ
っ
て
、
平
安
時
代
の
複
合
動
詞
の
俯
瞰
を
す
れ

ば
、「
ま
か
る
」
は
、
前
部
要
素
と
し
て
五
二
語
形
、
後
部
要
素
と
し
て
は
一
九
語
形
を

作
り
出
し
て
い
る
し
、「
ま
う
づ
（
詣
）」
は
、
前
部
要
素
と
し
て
一
九
語
形
、
後
部
要

素
と
し
て
二
九
語
形
、「
ま
づ
（
詣
）」
が
前
部
要
素
と
し
て
三
語
形
を
作
り
出
し
て
い

る
か
ら
、
平
安
時
代
を
通
じ
て
、
複
合
語
の
造
語
力
の
あ
っ
た
語
で
あ
る
と
認
め
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

右
の
複
合
動
詞
は
、
厳
密
に
は
語
彙
敬
語
に
属
す
る
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
が
、
敬
語
表
現
に
与
る
本
動
詞
に
、
接
頭
語
的
、
ま
た
補
助
動
詞
的
に
敬

語
複
合
動
詞
を
造
語
し
て
い
く
活
力
が
あ
っ
た
と
認
め
る
べ
き
で
、
規
則
的
に
敬
語
複

合
動
詞
を
作
り
出
す
、
謂
わ
ば
、
文
法
敬
語
的
側
面
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

第
六
節　

元
永
本
古
今
和
歌
集
詞
書
・
左
注
の
敬
語
表
現
法
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　

—

語
彙
敬
語
の
出
現
状
況—

　

元
永
本
古
今
和
歌
集
詞
書
・
左
注
に
つ
い
て
も
語
彙
敬
語
と
し
て
は
、
敬
語
表
現
に

与
る
本
動
詞
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
動
詞
に
つ
い
て
は
、「
お
は
す
」
二
例
、「
お

は
し
ま
す
」
一
一
例
の
出
現
が
あ
る
が
、複
合
動
詞
の
要
素
と
し
て
は
現
れ
て
は
い
な
い
。

　
「
お
ほ
す
」
は
詞
書
に
一
例
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
お
ほ
す
」
は
、敬
語
複
合
名
詞
「
お

ほ
せ
ご
と
」
三
例
を
作
っ
て
い
る
。

　
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は
五
例
の
出
現
が
あ
っ
て
、
連
用
形
転
成
名
詞
「
さ
ぶ
ら
ひ
」
三
例
が

存
在
す
る
。

　
「
た
う
ぶ
」
は
五
例
、「
た
ぶ
（
四
段
）」
は
一
例
、「
た
ぶ
（
下
二
段
）」
が
一
例
存
す
る
が
、

複
合
語
形
は
作
っ
て
い
な
い
。

　

動
詞
「
た
て
ま
つ
る
（
四
段
）」
は
、
全
二
一
例
が
存
す
る
。

　

15
、
御
も
の
が
た
り
の
つ
い
で
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
／
僧
正
遍
昭
（

247
詞
書
）

な
ど
で
、
動
詞
「
た
て
ま
つ
る
（
下
二
段
）」
は
一
例
が
認
め
ら
れ
て
、

　

16
、
御
み
き
の
お
ろ
し
き
こ
え
に
た
て
ま
つ
れ
た
り
け
れ
ば
、
く
ら
ひ
と
ど
も
わ
ら

　
　
　

ひ
て
、（

874
詞
書
）

と
の
出
現
が
確
認
さ
れ
る
が
、
補
助
動
詞
と
し
て
動
詞
に
後
接
し
て
は
使
わ
れ
て
は
い

な
い
。

　
「
た
ま
は
す
」
は
一
例
、「
た
ま
は
る
」
は
三
例
が
出
現
す
る
。

　

本
動
詞
「
た
ま
ふ
（
四
段
）」
は
、

　

17
、
仁
和
帝
の
み
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
と
き
に
、
ひ
と
に
わ
か
な
た
ま
ひ
け
る
哥

　
（
21
詞
書
）

を
初
め
、
三
例
が
確
認
さ
れ
る
。「
た
ま
ふ
（
四
段
）」
は
、
補
助
動
詞
と
し
て
も
出
現

す
る
こ
と
は
、
第
四
節
に
記
述
し
た
如
く
で
あ
る
。

　
「
つ
か
ま
つ
る
」
は
左
注
に
一
例
、「
つ
か
う
ま
つ
る
」
は
四
例
出
現
し
て
、「
つ
こ
う

ま
つ
る
」
は
「
な
れ
つ
か
う
ま
つ
る
」
の
複
合
動
詞
を
作
っ
て
い
る
。

　
「
の
た
う
ぶ
」
が
一
例
出
現
す
る
。

　
「
は
べ
る
」
は
本
動
詞
と
し
て
三
五
例
が
出
現
す
る
。
補
助
動
詞
と
し
て
の
出
現
は
先

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

単
純
語
形
の
本
動
詞
「
ま
う
づ
」
は
七
例
が
出
現
す
る
。
複
合
動
詞
を
作
る
こ
と
は
、

先
に
触
れ
た
。

　
「
ま
か
る
」
は
六
四
例
が
出
現
し
て
、
ま
た
、
複
合
動
詞
も
造
語
す
る
。

　

本
動
詞
と
し
て
の
「
ま
す
（
申
）」
は
一
例
、「
ま
う
す
」
は
七
例
の
出
現
が
あ
っ
て
、

補
助
動
詞
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。

　
「
ま
ゐ
る
」
の
使
用
例
は
二
例
で
、
複
合
動
詞
と
し
て
の
出
現
は
な
い
。

　

以
上
が
、
元
永
本
古
今
和
歌
集
の
詞
書
・
左
注
に
お
け
る
語
彙
敬
語
と
し
て
の
本
動

詞
の
出
現
例
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
絵
巻
に
比
較
し
て
、
複
合
語
に
向
か
っ
て
の
造
語

が
活
発
で
は
な
い
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
ま
た
、補
助
動
詞
と
し
て
の
使
用
も
、

8



然
程
に
は
目
立
た
な
い
と
評
価
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

極
め
て
概
括
的
な
俯
瞰
で
し
か
な
い
が
、
源
氏
物
語
絵
巻
と
元
永
本
古
今
和
歌
集
詞

書
・
左
注
の
敬
語
表
現
の
記
述
を
試
み
た
。
念
頭
に
は
、
勿
論
、
漢
文
訓
読
語
資
料
に

お
け
る
敬
語
表
現
の
有
り
様
が
存
す
る
が
、
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
お
け
る
敬
語

表
現
法
は
、
語
彙
敬
語
に
偏
る
表
現
を
採
る
と
思
わ
れ
る

（
１
５
）。

複
合
動
詞
の
出
現
も
、
基

本
的
に
は
原
漢
文
の
用
字
に
左
右
さ
れ
る
し
、
読
添
語
と
し
て
反
映
さ
れ
て
も
良
さ
そ

う
な
補
助
動
詞
も
計
量
的
に
は
多
く
が
出
現
し
な
い
。
ま
た
、
助
動
詞
に
よ
る
敬
語
表

現
も
極
め
て
少
な
い
。
即
ち
、
文
法
化
し
て
機
能
す
る
文
法
的
要
素
に
よ
る
敬
語
表
現

が
盛
ん
で
は
な
い
。
待
遇
表
現
の
レ
ベ
ル
に
範
疇
を
拡
げ
て
も
、
や
は
り
、
語
彙
的
待

遇
表
現
が
主
体
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
比
較
し
て
、
本
稿
に
採
り
上
げ
た
二
種
の
和
文
の
敬
語
表
現
は
、
ま
ず
、
補

助
動
詞
、
助
動
詞
に
よ
る
文
法
敬
語
表
現
が
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
、
厳
密
に
は
語
彙
敬

語
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
接
頭
辞
に
よ
る
敬
語
名
詞
・
敬

語
動
詞
や
敬
語
表
現
に
与
る
複
合
動
詞
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
。
語
彙
敬
語
の
範
疇
な

が
ら
、
接
辞
に
よ
る
敬
語
名
詞
・
敬
語
動
詞
は
、
接
辞
自
体
の
種
類
が
然
程
に
は
多
く

は
な
く
、
規
則
的
に
造
語
さ
れ
る
。
即
ち
、
文
法
的
色
彩
を
備
え
た
造
語
で
あ
る
と
評

価
で
き
る
。
敬
語
表
現
に
与
る
複
合
動
詞
も
、
敬
語
本
動
詞
形
か
ら
の
複
合
動
詞
の
造

語
力
が
盛
ん
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
敬
語
機
能
に
特
化
し
て
補
助
動

詞
化
し
て
文
法
敬
語
の
範
疇
に
納
め
ら
れ
る
補
助
動
詞
の
生
成
も
、
本
来
は
、
複
合
動

詞
の
生
産
力
が
盛
ん
な
条
件
下
に
お
い
て
、
複
合
動
詞
か
ら
動
詞
＋
補
助
動
詞
へ
連
続

的
に
進
化
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
複
合
動
詞
の
造
語
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
自
体
が
、

文
法
化
す
る
方
向
に
傾
斜
す
る
よ
う
な
力
学
の
元
に
動
い
て
い
る
問
題
だ
と
判
断
さ
れ

る
。

　

こ
う
し
た
和
文
の
動
向
に
あ
っ
て
、
源
氏
物
語
絵
巻
と
元
永
本
古
今
和
歌
集
詞
書
・

左
注
の
二
和
文
資
料
を
比
較
す
る
と
、
源
氏
物
語
絵
巻
よ
り
も
、
元
永
本
古
今
和
歌
集

詞
書
・
左
注
に
お
け
る
敬
語
表
現
法
は
、
漢
文
訓
読
語
の
敬
語
表
現
法
体
系
に
よ
り
近

い
と
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
の
検
討
で
は
、
計
量
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
質
的
に
は
明
確

に
論
じ
難
い
と
い
う
憾
み
を
残
す
が
、
か
か
る
傾
向
が
、
平
安
時
代
和
文
の
通
時
的
な

問
題
な
の
か
、
和
文
内
で
の
文
体
差
の
問
題
で
あ
る
の
か
は
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
。

　
　
　
　

注

　

１
、
拙
稿
「
高
山
寺
蔵
不
空
三
蔵
表
制
集
院
政
期
点
に
つ
い
て—

上
表
と
勅
答
の
訓
読
語
に
お
け
る

　
　
　

待
遇
表
現
法
を
中
心
に—

」（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
平
成
二
十
三
年
度
研
究
報
告
論
集
、

　
　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
）。

　
　
　

拙
稿
「
知
恩
院
蔵
大
唐
三
蔵
玄
奘
法
師
表
啓
平
安
初
期
点
に
お
け
る
待
遇
表
現
体
系
に
つ
い
て
」

　
　
　

(

『
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
七
十
二
号
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
掲
載
予
定
）。

　

２
、
田
島
毓
堂
編
『
源
氏
物
語
絵
巻
詞
書
総
索
引
』（「
古
典
籍
索
引
叢
書
４
」、
平
成
六
年
三
月
、
汲

　
　
　

古
書
院
）。

　

３
、
漢
文
訓
読
語
と
比
較
し
て
、
和
文
に
お
い
て
文
法
的
敬
語
表
現
の
多
出
現
象
の
一
端
は
、
注
１

　
　
　

拙
論
に
お
い
て
指
摘
し
た
。

　

４
、〈　

〉
中
に
示
し
た
用
例
数
は
、
源
氏
物
語
中
の
各
該
当
語
の
延
べ
使
用
例
数
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　

百
分
率
は
、
参
考
に
掲
げ
た
も
の
で
、

　
　
　

上
田
英
代
・
村
上
征
勝
・
今
西
祐
一
郎
・
樺
島
忠
夫
・
藤
田
真
理
・
上
田
裕
一
『
源
氏
物
語
語
彙
用
例

　
　
　

総
索
引
』
付
属
語
篇
別
冊
（
平
成
八
年
二
月
、
勉
誠
社
）

　
　
　

の
情
報
、総
語
数
・
三
七
六
、〇
五
四
語
（
因
み
に
、自
立
語
数
・
二
一
三
、〇
九
六
語
、付
属
語
数
・

　
　
　

一
六
二
、九
五
八
語
）
を
元
に
算
出
し
た
百
分
率
・
％
で
あ
る
。
第
一
節
に
お
い
て
は
以
下
同
じ
。

　

５
、源
氏
物
語
の
助
動
詞
「
す
」・「
さ
す
」
お
よ
び
「
る
」・「
ら
る
」
の
用
例
数
は
、注
４
文
献
に
よ
る
。

　
　
　
　

な
お
、
源
氏
物
語
に
は
、
同
文
献
に
は
助
動
詞
「
し
む
」
の
三
例
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

　

６
、
当
代
「
ま（
座
）し

」
が
単
独
で
は
存
在
し
な
い
。
規
則
的
に
接
頭
語
「
お
」
が
付
か
な
い
対
立
語
形

　
　
　

が
求
め
ら
れ
な
い
の
で
、
純
粋
に
は
語
彙
的
な
敬
語
と
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
語
構
成
の
点

　
　
　

か
ら
他
の
接
頭
語
付
き
の
語
と
同
じ
く
、
今
こ
こ
に
、
便
宜
上
掲
げ
て
お
く
。

　

７
、「
ぜ（
前
）ん
」
も
注
６
と
同
様
に
扱
う
。

　

８
、
東
辻
保
和
・
岡
野
幸
夫
・
土
居
裕
美
子
・
橋
村
勝
明
『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』（
平
成
十
五
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年
四
月
、
清
文
堂
出
版
）
を
参
照
し
た
。

　

９
、
本
稿
に
お
け
る
語
彙
敬
語
は
、
類
義
語
彙
体
系
中
に
、
待
遇
表
現
価
値
を
伴
っ
て
、
他
の
類
義

　
　
　

語
と
は
別
語
形
を
取
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。
動
詞
「
お
は
す
」「
お
は
し
ま
す
」
は
、

　
　
　
　

○
そ
の
人
に
も
あ
ら
ず
な
り
は
べ
り
に
た
い
り
や
（
柏
木
二
25
）

　
　
　
　

○
よ
り
か
か
り
て
ゐ
た
ま
へ
る
を
（
御
法
25
）

　
　
　

な
ど
の
動
詞
「
あ
り
」「
を
り
」
と
類
義
語
体
系
を
作
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
尊
敬
の
待
遇

　
　
　

表
現
価
値
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、逆
に
、動
詞
「
は
べ
り
」
は
、謙
譲
の
待
遇
表
現
価
値
を
担
っ

　
　
　

て
類
義
語
体
系
中
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
尊
敬
動
詞
「
お
わ
す
」「
お
は
し
ま
す
」
や
謙

　
　
　

譲
動
詞
「
は
べ
り
」
を
語
彙
敬
語
と
称
す
る
。

　
　
　

本
稿
で
は
、
文
法
敬
語
は
、
補
助
動
詞
や
助
動
詞
な
ど
、
動
詞
に
下
接
し
て
敬
語
待
遇
表
現
を

　
　
　

添
え
る
形
式
に
つ
い
て
の
称
と
し
た
が
、「
お
ほ
む
あ
そ
び
」
⇄
「
あ
そ
び
」
な
ど
、
厳
密
に
は

　
　
　

相
互
に
一
語
の
語
形
対
立
で
、
語
彙
敬
語
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
べ
き
要
素
で
あ
る
接
頭
語
や
、　

　
　
　

複
合
動
詞
の
前
部
要
素
な
ど
に
つ
い
て
も
、
規
則
的
な
造
語
が
行
わ
れ
る
も
の
と
認
定
し
て
、　

　
　
　

文
法
敬
語
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
い
る
。

　

10
、
用
例
数
の
内
、
四
段
活
用
の
一
例
を
含
む
。

　

11
、
注
８
文
献
に
は
、「
も
て
は
べ
り
」
一
語
を
複
合
動
詞
と
し
て
認
定
し
て
い
る
が
、「
は
べ
り
」

　
　
　

の
形
式
化
が
進
ん
で
い
な
い
と
の
判
断
で
あ
ろ
う
。

　

12
、
築
島
裕
・
石
川
洋
子
・
小
倉
正
一
・
土
井
光
祐
・
徳
永
良
次
編
『
東 

京
国
立

博
物
館
蔵
本

古
今
和
歌
集
総
索
引
』（「
古

　
　
　

典
籍
索
引
叢
書
２
」、
平
成
六
年
九
月
、
汲
古
書
院
）。

　

13
、
注
12
文
献
の
分
類
に
よ
る
。

　

14
、
注
８
文
献
。

　

15
、
注
１
文
献
。

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
日
・
脱
稿
）
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