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目

安
原
貞
室
著

「
か
た
こ
と
」
を
よ
む
（下）

次

擬
音
語
、
倥
諺
に
つ
い
て

・）

「
か
た
こ
と
」
の
擬
音
語

「
か
た
こ
と
」
の
裡
諺

備
考
「
か
た
こ
と
」
は
全
五
巻
、
八
○
○
条
よ
り
な
る
。
こ
の
文
中
、

目
数
字
は
、
笠
間
選
書
働
「
か
た
こ
と
」
に
附
し
た
番
号
に
よ
る
。

一
、
 
「
か
た
こ
と
」
の
擬
音
語

引
用
文
に
附
し
た
条

 
日
本
で
擬
音
語
を
意
識
し
て
集
団
的
に
と
り
あ
げ
、
．
か
つ
解
説
ま
で
こ
こ
ろ

み
た
の
は
、
 
「
か
た
こ
と
」
 
（
一
＄
O
）
が
始
で
あ
ろ
う
。
之
よ
り
先
、
、
日
葡
辞

書
（
一
ひ
O
い
）
が
約
二
百
の
擬
音
語
を
語
彙
と
し
て
収
録
し
、
説
明
を
く
わ
え
て

い
る
が
、
そ
れ
は
「
か
た
こ
と
」
の
著
者
の
関
知
す
る
所
で
は
な
か
っ
た
。

 
「
か
た
こ
と
」
の
著
者
は
こ
ど
ば
に
注
目
し
た
人
で
あ
っ
た
。
中
で
右
音
声

に
注
目
し
た
人
で
あ
っ
た
。
当
然
い
わ
ゆ
る
擬
音
語
に
も
つ
よ
い
関
心
を
も
ち
'

そ
の
巻
五
の
雑
適
言
に
お
い
て
特
に
擬
音
語
の
収
集
と
解
説
を
こ
こ
ろ
み
た
。

そ
の
し
め
く
～
り
の
条
に
、

 
初
一
か
ん
ご
り
は
。
か
ご
や
か
に
お
く
ま
り
た
る
．
か
た
欺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
が
て
と
な

 
右
五
六
十
の
こ
と
葉
は
大
か
た
音
響
を
も
て
。
頓
而
唱
ふ
る
鰍
。
…
…
か

白

木

 
 
 
 
 
 
 
 
か
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
か
り

 
や
う
の
こ
と
葉
是
に
限
る
に
は
あ
ら
ず
翁
大
概
斗
な
り
。

 
て
は
か
り
し
る
べ
し

と
い
っ
て
い
る
。

イ
、
日
本
語
に
お
け
・
る
擬
音
語
略
史

進
蝕
は
な
ぞ
ら
へ

 
日
本
語
は
擬
音
語
の
豊
富
な
言
語
と
い
わ
れ
る
。
擬
音
語
と
い
う
言
葉
は
、

近
代
に
い
う
8
0
桓
簿
o
o
o
o
冨
の
訳
語
と
レ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

擬
音
語
そ
の
も
の
は
既
に
古
代
か
ら
使
用
さ
れ
、
か
つ
多
少
の
認
識
も
あ
っ

た
。
例
を
あ
げ
る
と
、

○
記
、
山
許
々
照
々
呂
々
通
男
欝
と
あ
り
。
原
註
の
「
音
」
と
は
字
音
で
あ
り
、
．

コ
ヲ
ロ
コ
チ
ロ
と
い
う
日
本
語
の
擬
音
語
を
万
葉
仮
名
で
表
記
し
た
も
の
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
い
 
 
ぶ
 
 
せ
 
 
く
も

○
万
葉
十
二
一
P
遷
一
馬
声
蜂
拝
石
花
蜘
蠣

は
戯
訓
と
し
て
有
名
な
例
。
「
当
時
の
人
々
は
、
蜂
の
飛
ぶ
音
を
ブ
と
聞
い
た

と
共
に
、
馬
の
鳴
声
を
イ
の
音
で
表
は
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
」
 
（
橋
本
進
吉

著
作
集
4
1
駒
の
い
な
な
き
・
）

 
万
葉
集
に
み
る
擬
音
語
は
う
ら
う
ら
に
（
心
o
Q
ゆ
N
）
、
し
く
し
く
降
る
（
一
輩
O
）

な
ど
十
…
数
語
で
お
お
く
は
な
い
が
、
そ
の
中
に
は
既
に
、

安
原
貞
室
著
「
か
た
こ
と
」
を
よ
む
（
下
）
 
1
．
擬
音
語
、
催
諺
に
つ
い
て
一
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∀
・



 
つ
ら
つ
ら
三
つ
ら
っ
ら
に
（
い
全
ま
）
の
よ
う
に
、
後
世
に
お
お
く
み
ら
れ
る

同
音
反
復
表
現
が
あ
り
、
又

 
鴉
と
ふ
…
…
君
を
許
呂
久
（
児
ろ
来
）
と
そ
鳴
く
（
W
遣
一
）

 
 
 
 
 
 
 
き
つ
 
 
あ

 
来
聴
武
（
来
む
）
狐
に
浴
む
さ
む
（
W
。
。
掌
）

は
、
前
者
は
鴉
の
声
、
後
者
は
狐
の
声
を
表
現
す
る
と
共
に
、
 
「
来
る
」
の
意

を
重
複
さ
せ
た
用
法
が
み
え
る
。

 
な
お
、
擬
音
語
に
つ
く
助
詞
は
、
記
や
風
土
記
で
は
．
「
に
」
で
あ
る
が
、
万

 
葉
集
で
は
「
と
」
が
っ
く
例
が
ふ
え
、
平
安
朝
以
降
は
「
に
」
が
姿
を
け
し

 
て
「
と
」
が
と
っ
て
か
わ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む

 
擬
音
語
は
元
来
口
頭
語
に
も
ち
い
る
も
の
で
、
定
着
し
た
文
語
、
特
に
韻
文

に
は
す
く
な
い
よ
う
だ
。

○
源
氏
 
八
月
十
五
夜
…
…
暁
近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
。
隣
の
家
の
あ
や

 
し
き
賎
の
男
の
声
々
…
…
ご
ほ
く
と
鳴
る
神
よ
り
も
制
碧
ノ
＼
し
く
ふ

 
み
轟
か
す
確
（
カ
ラ
ウ
ス
）
の
音
も
枕
上
と
覚
ゆ
る
、
…
…
…
白
妙
の
衣
う
つ
碍

 
（
舛
ヌ
）
の
音
も
、
…
…
空
飛
ぶ
雁
の
声
…
ポ
：
虫
の
声
々
み
だ
り
が
は
し
く
、

 
壁
の
中
の
四
一
だ
に
…
…
鳴
き
肖
る
、
を
（
夕
顔
）
 
 
 
．

は
、
村
山
リ
ウ
氏
が
「
音
の
文
学
」
と
称
す
る
章
だ
が
、
文
中
に
擬
音
語
そ
の

も
の
は
お
お
く
は
な
い
。

 
鎌
倉
．
室
町
に
い
た
り
、
か
た
り
物
と
し
て
の
戦
記
文
学
に
は
よ
う
や
く
擬

音
語
が
多
用
さ
れ
、
強
い
P
音
的
表
現
も
続
出
す
る
。
く
わ
え
て
あ
た
ら
し
い

口
語
の
発
生
と
普
及
に
と
も
な
い
、
愚
管
抄
や
抄
物
な
ど
は
民
衆
に
わ
か
り
や

す
く
通
俗
語
で
か
か
れ
、
擬
音
語
も
さ
か
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
狂
言
で
も

擬
音
語
の
多
用
が
目
だ
ち
、
演
者
が
、
擬
音
語
を
み
ず
か
ら
口
述
し
、
か
っ
演

技
に
う
つ
し
て
、
簡
素
な
舞
台
を
い
か
し
て
い
る
。
そ
の
例
、

 
．
ヒ
ッ
カ
リ
ヒ
ッ
カ
リ
〔
稲
妻
〕
グ
ワ
ラ
リ
グ
ワ
ラ
リ
〔
雷
鳴
〕
…
…

 
肚
信
m
融
梛
（
狂
言
「
神
鳴
」
の
最
後
の
場
面
）

ロ
、
貞
室
の
擬
音
語
観
 
 
 
、

 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド
む

 
貞
室
は
「
…
…
の
声
」
、
」
「
…
…
の
音
」
、
が
や
が
て
こ
と
葉
に
な
っ
た
と

解
す
る
。
す
な
わ
ち

 
A
、
音
声
か
ら
（
擬
声
語
）
 
 
 
 
 
 
、

㎜
［
 
ひ
ち
，
よ
く
は
。
小
鳥
の
飛
暗
の
旧
訳

 
 
 
ど
う
が
め

珊
一
 
泥
亀
を
。
す
っ
ぽ
ん
。
す
ぼ
ん
な
ど
～
い
ふ
は
…
：
、
此
亀
の
な
く
こ
ゑ

 
 
㌃
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
が

 
の
。
す
ぽ
ん
と
い
ふ
に
よ
て
。
頓
て
名
に
な
れ
る
か
…

 
 
 
ふ
く
ろ
う

1
3
・
鴇
・
…
夷
の
か
ち
声
を
ば
。
の
り
す
れ
と
な
く
と
い
ひ
な
ら
は
せ
り
。
・

」
な
ど
は
生
物
の
鳴
声
を
と
り
あ
げ
た
例
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
た

51

c
…
又
ひ
っ
た
り
と
、
い
ふ
は
。
引
板
ひ
く
音
成
べ
し
。

榴
…
…
ひ
る
と
は
。
子
を
う
む
時
に
鳴
侍
る
音
に
や
。

 
そ
の
他
に
も
齪
翫
細
㌫
枷
鵬
下
舵
鰯
，
配
船
瑚
鵬
窺
㎜
捌
獅
窩
㎜

二
三
窺
篇
鵬
窩
初
な
ど
は
、
音
が
や
が
て
こ
と
葉
と
な
っ
た
と
み
る
条
々
。

 
B
、
か
た
ち
、
状
態
か
ら
（
擬
態
語
）

鯉
…
…
ひ
ら
／
＼
と
は
。
縦
へ
ば
う
す
き
物
の
ち
り
て
光
る
か
た
ち
に
や
。

の
よ
う
に
、
か
た
ち
（
貌
、
貝
、
．
か
た
）
と
表
現
す
る
条
々
が
あ
る
。
こ
の
場

合
は
、
目
で
み
る
形
、
状
態
を
主
と
す
る
。
 
唐
詩
棚
三
座
扇
棚
㎜
㎜
描

額
㎜
幻
怪
限
田
㎜
剛
㎜
鵬
な
ど
が
こ
の
種
に
属
す
る
。
そ
の
外
、

 
…
…
さ
ま
 
脚
鴇
窩

 
：
：
：
、
ひ
 
 
胆
0
5
0
8
0
9
皿
蝿
2
0

 
 
 
」
 
 
 
ワ
」
 
7
 
ワ
ー
 
7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
7
 
 
7
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、



 
…
…
事
 
鵬
窟
「
㎜

が
あ
る
が
、
之
ら
は
「
…
…
か
た
ち
」
と
い
う
に
ち
か
い
。
又

晒
」
が
っ
た
り
は
・
も
ろ
く
た
ふ
れ
た
る
か
腔
黙
．

と
い
い
、
つ
い
で

 
三
物
に
あ
た
り
て
か
た
き
を
と
鰍

と
、
「
か
た
ち
」
「
音
」
両
面
の
解
を
呈
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
 
（
見
方
、

受
止
方
の
相
違
。
）
 
 
．
 
 
 
 
 
．
 
 
 
 
 
 
 
 
／

 
貞
室
が
擬
音
語
を
と
り
あ
．
げ
て
、
「
…
…
音
・
声
」
「
-
つ
…
か
た
ち
」
と
大

別
し
て
い
る
の
は
、
今
い
う
四
声
語
馬
擬
態
語
の
分
類
と
に
て
い
る
。
ま
だ
擬

音
語
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
語
彙
の
な
か
っ
た
時
代
、
説
明
に
苦
心
し
た
様
が

う
か
が
わ
れ
る
。

 
語
義
に
つ
い
て
は
、

初
…
…
此
等
の
内
。
濁
れ
る
こ
と
葉
は
い
や
し
う
聞
え
。
す
め
る
ば
や
さ
し
う

 
お
ぼ
え
侍
る
な
り
。

と
あ
る
。
濁
音
を
軽
視
す
る
の
は
日
本
の
古
来
か
ら
の
通
弊
で
、
貞
室
も
亦
ま

ぬ
か
れ
え
な
か
っ
た
。

 
旨
塁
暇
を
形
成
す
る
音
声
の
源
を
た
ず
ね
、
そ
の
分
類
が
論
ぜ
ら
れ
る
（
た
と

 
え
ば
鈴
木
朗
-
霜
α
轟
1
一
。
。
胃
-
雅
語
音
声
考
）
の
は
、
之
よ
り
な
お
二
五
σ
、

年
も
後
の
事
で
あ
る
。

ハ
、
 
「
か
た
こ
と
」
に
み
る
擬
音
語
の
総
数

謝
「
．
ひ
ろ
た
り
」
．
．
以
下
、
圓
「
か
ん
ご
り
」
に
い
た
る
ま
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
が
て

 
右
五
六
十
の
こ
と
葉
は
大
か
た
音
響
を
も
て
。
幕
命
唱
ふ
る
鰍
。

と
、
一
連
に
5
7
力
条
に
わ
た
り
擬
音
語
を
列
挙
し
た
が
、
之
は
意
識
し
て
の
擬

安
原
貞
室
著
「
か
た
こ
と
」
を
よ
む
（
下
Y
 
一
擬
音
語
、
裡
諺
に
つ
い
て
一

音
語
収
集
で
あ
る
こ
ど
は
、
そ
れ
ら
の
条
々
に
か
ぎ
り
、
従
来
の
 
正
語
一
か

た
こ
と
1
批
判
 
の
常
型
を
さ
け
て
 
擬
音
語
1
そ
の
解
説
又
は
意
見
陳
述

と
い
う
別
型
を
と
っ
て
い
る
の
を
み
て
も
明
白
で
あ
る
。
な
お
「
か
た
こ
と
」

に
は
、
上
記
の
外
に
も
、
文
中
に
自
然
に
使
用
さ
れ
た
凝
音
語
も
か
な
り
お
お

い
。
今
、
そ
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
み
る
。
．

 
1
3
き
ら
く
し
 
さ
ら
く
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

 
2
1
か
ど
く
し

 
3
6
け
ん
ざ
り
 
あ
ん
ざ
り

 
4
0
に
こ
と

 
5
1
ひ
っ
た
り

男
し
と
・
し
砥
一
じ
ぼ
一
b
つ
ぼ
ゲ
し
ょ
ぼ
一
-
し
つ
ぼ
、

 
 
り
 
し
ょ
ぼ
く
さ

 
6
2
（
ひ
な
た
）
ぶ
く
り
 
 
（
ひ
な
た
）
ぼ
こ
り

 
9
2
ひ
し
と
 
ひ
っ
し
と

 
9
6
魏
く
堂
ぐ

 
9
7
魏
く
堂
ζ

 
撚
ど
し
ゃ
く
し
や
 
、

 
 
か
つ
ば

 
脚
岸
破
と
 
が
は
と
．

 
罎
む
た
く
た

 
鰯
ぬ
ん
ま
り
 
ぬ
ま
り

 
鰯
ひ
る
〔
放
る
・
煮
る
）

 
棚
つ
ん
ま
り
・
．
・

 
枷
ち
ん
ま
り
 
ち
よ
つ
ぼ
り
 
ち
つ
ぼ
り
 
ち
ょ
ぼ
く
 
ち
よ
・
つ
こ
り

 
ち
ん
ぼ
り
・
ち
ぼ
く
 
ち
よ
こ
く
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、

働
ち
ょ
ん
 
す
か
 
つ
ん
 
ず
ん
 
す
っ
か
り
 
す
か
 
す
か
く

 
す
か
く
 
ず
か
ノ
＼
ず
か
ず
つ
か
・

鯉
ふ
つ
 
ふ
つ
つ
 
ず
ん
ぶ
．
ず
ぶ
 
ふ
つ
 
ふ
つ
つ

脳
さ
つ
ば
 
ざ
つ
ば
 
し
ゃ
つ
ば

晒
し
や
つ
ば
り
 
じ
つ
ば
り
 
し
い
わ
り
 
し
つ
ば
り
 
さ
は
く

 
し
ゃ
つ
ば
り

猫
し
は
む
 
し
は
る
・

鮒
ひ
ら
ノ
＼
 
び
ら
く
幽
ひ
ら
り
ノ
＼
 
べ
ら
く
 
へ
ら
ノ
＼

 
め
ら
く
 
ひ
ら
く
 
び
ら
く
 
ひ
ら
り
く
 
べ
ら
く

 
へ
ら
く
 
め
ら
く
 
め
ら
く

枷
し
く
く
 
し
く
ほ
く

晒
ぬ
ん
め
ひ

鰍
ひ
っ
た
り

旛
び
つ
た
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
轡
r

鰯
し
と
～

餅
し
と
く
 
b
と
く
 
じ
と
く
 
し
く
く
 
し
く
ほ
く

棚
へ
つ
た
り
 
ひ
ら
く
 
 
 
 
-

㈱
べ
っ
た
り

鋤
ぼ
っ
た
り

．
鋤
ほ
っ
た
り

観
ほ
た
く

㎜
こ
つ
と
り

脳
ご
つ
と
り
 
ご
つ
と
り
、

棚
が
つ
た
り

蹴
が
た
く

餅
か
た
く

棚
し
っ
と
り
・

㎜
に
っ
こ
り

㎜
わ
ん
ご
り

糊
く
つ
さ
り

㎜
ぐ
つ
さ
ゆ

鵬
つ
べ
か
し
 
つ
べ
く

鷹
ぞ
ん
べ
り
ぞ
べ
く

隅
も
シ
く

描
ぐ
つ
ち
や
り

回
し
つ
か
り

窩
し
か
く

㎜
し
か
ほ
か
、

拠
ほ
っ
こ
り

粗
ぼ
つ
こ
り

㎎
ほ
や
く
や
は
く

鵬
ほ
っ
と
「

隠
ほ
っ
ち
り
．
ほ
っ
ち

鵬
ほ
つ
し
り

附
ほ
し
く

”
つ
く
く

㎜
つ
～
く
り

㎜
ぼ
っ
と
り

つ
べ
か
は
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㎜
ぽ
じ
や
く
な
よ
く

秘
く
つ
と
 
ご
つ
と

2
2
こ
と
く

7
㎜
ご
と
く

遍
く
は
っ
た
り

郷
ぐ
は
っ
た
り

窩
じ
や
く

摺
ど
や
く

窩
ど
し
ゃ
風
し
や
 
と
や
く
や

窩
ず
っ
し
り

糊
で
つ
く
り
 
ど
っ
し
り

撒
ひ
っ
し
や
り

窺
び
つ
し
ゃ
り

鵬
が
ん
じ
り

窺
か
つ
し
り

窺
か
つ
さ
り

窺
が
つ
さ
り

旧
く
ん
じ
り

旧
び
ち
よ
く

㎜
ひ
ち
よ
く

初
か
ん
ご
り

㍑
ぶ
ら
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
う

蹴
（
雪
）
、
こ
う
く
-
さ
と
 
青
く

 
ち
ら
く

ま
ざ
く
 
ね
う
く

2

 
 
 
 
備
考

 
 
 
1
で
き
る
だ
け
語
幹
で
し
め
し
た
。

 
 
 
2
ひ
る
（
8
5
6
）
し
は
む
、
し
は
る
（
㈱
）
は
、
著
者
は
擬
音
語
と
み
る

 
 
 
 
が
、
疑
問
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
う

 
 
 
3
魏
ζ
堂
ζ
（
9
6
・
9
7
）
は
漢
語
。
青
く
（
蹴
）
は
漢
語
の
形
で
、

 
 
 
 
字
音
よ
み
だ
が
、
顔
色
の
「
青
い
」
の
を
い
う
和
語
的
用
法
。
岸
破

 
 
 
 
（
O
1
2
）
は
宛
字
。

 
 
 
4
一
印
は
再
出
語

 
 
 
5
一
印
は
三
出
語

合
計
畑
語
。
 
（
う
ち
再
出
語
2
0
、
三
出
語
2
）

二
、
 
「
か
た
こ
と
」
に
で
る
擬
音
語
（
語
幹
の
み
）
を
、
語
構
成
よ

 
 
'
り
分
類
す
る
と
、

・（

v
算
は
一
総
数
縣
語
の
う
ち
、
再
出
語
・
三
出
語
は
一
語
の
み
を
と
る
。
又

 
「
棚
ひ
る
」
、
「
鰯
し
は
む
、
し
は
る
」
は
、
，
「
棚
…
鳴
待
る
音
に
や
］
「

 
鰯
…
音
を
こ
乏
葉
に
用
ひ
た
る
も
の
に
や
」
と
い
う
貞
室
の
提
案
な
が
ら
、

 
擬
音
語
と
す
る
の
は
疑
問
な
の
で
省
略
し
て
、
残
る
麗
語
を
対
象
と
し
た
。
）

1
品
詞
 
形
 
 
二

 
 
 
 
副
＝
二
〇
 
 
 
 
 
、
 
一

 
 
 
計
＝
ご
二
 

～

2
構
成
型
 
単
一
型
 
 
八
三

 
 
 
 
 
複
合
型

 
 
 
 
 
 
反
復
型
 
四
五

安
原
貞
室
著
「
か
た
こ
と
」
を
よ
む
（
下
）
 
一
擬
音
語
Y
狸
諺
に
つ
い
て
一
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組
合
せ
型
」

 
 
 
計
一
．
三
二

3
音
節
数

 
 
 
 
 
一
音
節

六五四三二
／1 ll ／1 1／ 1／

 
 
一

 
一
四

 
一
二

一
〇
二

 
 
一

 
二

四

＼

 
 
 
計
 
＝
二
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

 
擬
音
語
は
貞
室
の
後
も
、
短
句
で
世
情
を
遷
し
た
川
柳
に
流
行
し
、
現
代
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

フ
ぞ
ー
リ
ン
グ
で
よ
む
漫
画
に
氾
濫
し
て
い
る
。
一
方
、
「
現
代
文
学
と
オ
ノ

マ
ト
ペ
」
 
（
1
小
嶋
孝
三
郎
）
、
擬
音
語
・
擬
態
語
辞
典
（
i
天
沼
寧
）
な
ど

の
研
究
書
も
で
て
い
る
。
一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

 
型
 
反
復
型
が
お
お
い
。

 
音
声
面
 
母
音
で
は
ア
列
音
が
お
お
く
、
工
列
音
は
す
く
「
な
い
。

 
 
 
 
 
同
母
音
の
組
合
せ
が
お
お
い
。

 
 
 
 
 
子
音
で
は
う
行
音
が
お
お
い
（
特
に
語
中
・
語
尾
）

 
 
 
 
 
促
・
擁
音
が
お
お
い
。

 
音
節
数
 
四
音
節
語
が
断
然
お
お
い
。

な
ど
の
擬
音
語
に
関
す
る
原
則
は
、
「
か
た
こ
と
」
の
策
士
に
も
通
じ
て
い
る
。

二
、
 
「
か
た
こ
と
」
の
倶
諺

'
イ
、
は
じ
め
に

' 
昨
5
0
年
9
月
、
文
部
省
が
あ
た
ら
し
く
だ
し
た
蔽
古
典
轟
古
文
）
の
学
習
指

導
に
、「

古
典
し
と
は
、
人
が
踏
み
行
う
べ
き
道
の
規
範
を
示
し
た
古
い
書
物
つ
…
文

献
に
現
わ
れ
た
最
初
は
「
太
平
記
」
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
二
二
に

 
 
サ
レ
バ
古
典
ニ
モ
、
君
視
レ
三
三
一
一
土
芥
一
則
臣
視
レ
君
如
二
号
讐
一
ト
イ
へ
つ

 
と
あ
る
よ
う
に
、
古
典
と
は
、
当
時
、
人
の
道
の
規
範
を
示
す
古
い
書
物
の

 
意
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
（
7
．
ぺ
）
 
、

と
あ
る
。

 
日
本
で
現
存
最
古
の
格
言
辞
典
と
い
わ
れ
る
源
為
憲
（
”
 
一
〇
＝
）
の
世
俗

諺
文
（
寛
弘
四
年
1
一
〇
〇
刈
岳
一
編
、
三
巻
）
は
、
経
籍
、
仏
典
よ
り
常
語
㎝
章

を
抜
葦
し
た
も
の
（
1
今
は
上
巻
の
み
、
泌
章
一
）
で
あ
る
が
、
之
を
世
人
に
・

規
範
と
し
て
し
め
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
日
本
人
は
古
来
、
諺
の
す
き
な
国
民
の
よ
う
で
あ
る
が
職
そ
の
諺
も
、
聖
者

君
子
の
片
言
隻
句
が
規
範
の
意
を
も
っ
て
引
用
さ
れ
る
と
金
言
、
格
言
で
あ
り

之
に
反
し
、
普
通
の
俗
語
、
世
話
こ
と
ば
が
、
た
ま
た
ま
世
人
の
共
感
を
え
て

ひ
ろ
ま
る
時
、
そ
れ
は
狸
言
、
世
話
と
い
わ
れ
る
。
下
学
集
に
い
う
、

 
世
話
 
風
俗
之
郷
談
也

 
諺
 
同
世
話
之
義
（
態
芸
門
）

僅
言
は
金
言
ほ
ど
の
権
威
は
な
い
が
、
半
面
の
真
理
を
し
め
す
教
訓
と
し
て
、

ふ
る
く
か
ら
用
例
あ
り
。
た
と
え
ば
．

。
僧
上
に
天
若
日
子
に
使
し
た
雄
の
事
を
記
し
て
、

 
 
 
 
 
 
カ
レ
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

 
其
矩
不
レ
還
。
故
於
レ
今
諺
日
二
雄
之
頓
使
一
本
是
也
。

。
万
葉
、
枕
へ
土
佐
日
記
の
諺
は
「
諺
の
研
究
」
、
に
み
え
る
。

 
死
し
子
顔
よ
か
り
き
（
土
佐
日
記
、
二
月
四
日
・
条
）
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い
ひ
ぼ

飯
粒
し
て
モ
ツ
釣
る
（
〃

二
月
八
日
・
条
）
な
ど
。

 
ロ
、
裡
諺
収
集
の
略
史

 
1
北
条
氏
直
（
武
將
、
徳
川
家
康
の
女
婿
）
の
駐
留

 
裡
言
集
覧
に
引
く
。
東
大
図
書
館
に
あ
っ
た
島
本
は
震
災
で
焼
失
し
た
が
、

た
ま
た
ま
藤
井
紫
影
氏
が
う
つ
し
て
お
か
れ
た
の
が
、
そ
の
著
「
諺
の
研
究
」
，

の
附
録
に
の
っ
て
い
る
。
「
火
と
下
人
は
身
二
そ
ふ
か
た
き
」
以
下
総
数
一
〇

一
条
。

 
2
金
句
集

 
平
語
、
イ
ソ
ッ
プ
と
共
に
三
部
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
き
り
し
た
ん
本
。
ロ

 
ー
マ
字
表
記
で
金
句
二
八
二
則
を
収
録
す
る
。
文
禄
二
年
（
一
透
い
）
刊
だ
が

 
禁
教
に
よ
り
徳
川
期
に
は
国
人
の
目
に
ふ
れ
る
事
は
な
か
っ
ヤ
、
。

 
3
毛
吹
草
巻
二
「
世
話
付
古
語
」

 
松
江
維
舟
著
の
俳
譜
書
。
七
巻
。
正
保
二
年
（
一
ひ
ホ
）
刊
。
巻
二
の
「
世
話

付
古
語
」
に
、

 
思
ひ
う
ち
に
あ
れ
ば
い
う
そ
と
に
あ
ら
は
る

以
下
三
七
〇
四
章
と
、
「
地
ご
く
耳
」
な
ど
比
喩
的
短
句
一
〇
〇
語
を
収
録
し

て
い
る
。
目
的
は
俳
譜
の
資
料
と
し
て
で
あ
る
が
、
意
識
し
て
の
諺
収
集
で
は

先
駆
を
な
す
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
和
語
が
お
お
い
が
、
漢
籍
仏
典
に
由
来
す

る
も
の
も
あ
る
。

 
4
、
貞
室
の
「
か
た
こ
と
」

 
貞
室
の
著
は
、
．
毛
吹
草
刊
行
に
お
く
れ
る
こ
と
五
年
に
し
て
慶
安
三
年

含
＄
O
）
に
で
る
。
「
か
た
こ
と
」
に
罵
り
あ
げ
た
金
言
、
偲
諺
に
つ
い
て
は

安
原
貞
室
著
「
か
た
こ
と
し
を
よ
ひ
（
下
）
 
1
擬
音
語
、

狸
諺
に
つ
い
て
一

後
述
す
る
。

 
5
世
話
焼
草
五
巻

 
「
か
た
こ
と
」
刊
行
か
ら
更
に
六
年
お
く
れ
て
、
釈
皆
虚
編
の
世
話
焼
草
五

巻
が
、
明
暦
二
年
（
一
＄
ひ
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
同
じ
く
俳
論
の
書
で
、
巻
斗
に
'

 
 
ひ
き
こ
と

「
1
1
曳
言
之
話
」
と
し
て
諺
七
七
三
章
を
お
さ
め
る
。
一
名
を
「
世
話
盤
」
乏

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
諺
収
…
集
の
、
大
成
で
あ
る
。

 
 
ハ
、
 
「
か
た
こ
と
」
に
ひ
く
金
言
、
僅
諺
に
つ
い
て

 
貞
室
は
俳
譜
人
で
は
み
る
が
、
そ
の
著
「
か
た
こ
と
」
は
書
名
の
と
お
り
片

言
を
と
り
あ
げ
た
「
言
葉
の
書
」
で
、
俳
譜
を
あ
つ
か
っ
た
書
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
諺
の
と
り
あ
つ
か
い
方
も
前
記
諸
書
の
も
の
と
は
お
の
ず
か
ら
こ
と

な
り
、
少
数
の
金
言
は
と
も
か
く
、
意
識
し
て
と
り
あ
げ
た
場
合
の
裡
諺
の
方

 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む

は
、
か
た
こ
と
に
類
す
る
も
の
、
著
者
の
言
を
か
り
れ
ば
「
い
は
ず
し
て
も
こ

と
欠
侍
る
ま
じ
と
お
も
ふ
こ
と
葉
」
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。

ω
金
言

 
文
中
に
自
然
に
引
用
さ
れ
た
金
言
が
、
 
「
か
た
こ
と
」
に
は
十
章
余
あ
る
。

列
挙
す
る
と
、
 
（
一
は
毛
吹
草
に
も
で
て
い
る
も
の
）

表
①

 
序
 
君
子
名
之
必
可
言
霊
言
説
必
雲
行
也
君
子
於
其
言
無
所
苛
而
已
（
論
語

 
 
言
路
篇
）

 
2
 
如
在
（
論
語
八
倫
篇
）

 
1
3
 
蛇
は
一
寸
よ
り
そ
の
か
た
ち
を
し
り
。
入
は
一
言
に
て
そ
の
心
ざ
し
の

 
 
は
か
ら
る
る

 
 
 
 
 
 
マ
マ

 
4
5
 
積
善
家
四
二
余
慶
一
（
易
経
文
言
）

♂ジ
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．
7
5
 
金
言
耳
に
逆
ふ

 
 
 
中
言
耳
に
さ
か
ふ
（
孔
子
家
語
）

 
 
 
良
薬
口
に
に
が
し
（
孔
子
古
語
）

 
8
3
 
賎
服
二
三
服
一
三
二
於
之
借
上
一
婦
上
無
礼
国
凶
賊
也

 
8
7
 
造
次
顛
浦
（
論
語
三
三
篇
）

 
㎜
 
東
岐
文
集
日
。
真
生
レ
行
々
生
レ
草
真
如
レ
立
行
如
レ
行
草
如
レ
走
未
レ
有
下

 
 
未
二
能
立
能
行
一
三
能
走
上
也

以
上
は
漢
籍
に
三
つ
く
と
お
も
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

 
3
9
 
無
明
無
体
全
依
法
性
。
法
性
無
体
全
依
無
明

 
4
0
 
釈
尊
一
枝
の
花
を
拮
じ
た
ま
ひ
て
…
…
（
聯
灯
会
要
釈
迦
牟
尼
仏
章
）

な
ど
仏
典
に
三
つ
く
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

ω
裡
諺

1
3
一
 
い
は
ず
し
て
も
こ
と
欠
侍
る
ま
じ
と
お
も
ふ
こ
と
葉
こ
そ
。
よ
に
お
ほ

 
き
物
な
れ
。

 
犬
の
蚤
で
噛
当
た

 
煎
薮
の
え
り
ぐ
ひ

．
阿
弥
陀
は
銭
轍
ど
光
る

、
な
ど
や
う
の
い
や
し
く
拙
き
こ
と
葉
は
。
夢
に
も
い
ふ
ま
じ
き
に
や
。

と
い
ま
し
め
、

 
…
…
猶
此
お
く
に
至
り
て
。
い
や
し
と
お
も
ふ
こ
と
葉
を
し
る
し
侍
る
べ
し

と
い
い
、
そ
の
言
の
ご
と
く
、
三
五
に
お
い
て
「

 
い
は
ず
し
て
も
こ
と
か
き
侍
る
ま
じ
き
こ
と
葉

の
項
を
お
い
て
、

隔
一
 
雁
は
八
百
矢
は
三
文
。
・
㍉
・
…
'

…
 
（
計
3
5
条
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

贈
一
膝
と
も
談
合

 
右
三
十
ケ
条
余
の
こ
と
葉
を
仮
に
も
い
ふ
こ
と
な
か
れ
。

と
厳
戒
す
る
。
し
か
も
筆
は
な
お
の
び
て
、

獅
一
蚤
の
息
さ
へ
天
に
あ
が
る
…
…

…
 
（
計
8
条
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

窟
一
す
つ
ぺ
の
皮
…
…

が
追
加
さ
れ
る
。

 
結
局
、
「
か
た
こ
と
」
が
と
り
あ
げ
た
「
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
葉
」
は
、

雛
濡
事
竃
覆
す
る
あ
き

 
窺
一
蹴
条
に
8
句

の
合
計
4
5
句
で
あ
る
。
著
者
は
㎜
条
の
つ
づ
き
で
、

 
か
や
う
の
い
や
し
き
ζ
と
葉
は
。
世
話
に
も
五
六
十
に
過
べ
か
ら
ず
。

と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
五
六
十
の
う
ち
、
4
5
句
を
あ
げ
、
ほ
と
ん
ど
網
羅
し
た

つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
こ
の
種
の
「
拙
き
こ
と
葉
」
も
数
が
こ
の
程
度
の

も
の
な
ら
、

 
そ
れ
を
た
し
な
み
て
い
ふ
ま
じ
き
は
。
い
と
や
す
き
こ
と
成
べ
し
。
…
…
あ

 
い
か
ま
へ
て
く
つ
㌧
し
み
て
い
ふ
こ
と
な
か
れ
。
こ
れ
を
わ
き
ま
ふ
ま
じ

 
き
は
歎
か
し
き
こ
と

と
い
ま
し
め
む
す
ぶ
の
で
あ
る
。

 
貞
室
が
意
識
し
て
と
り
あ
げ
た
「
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
葉
」
、
い
や
し
い

偲
諺
は
以
上
の
べ
た
ど
お
り
で
あ
る
が
、
先
の
金
言
と
お
な
じ
く
、
自
然
に
文
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中
に
使
用
さ
れ
た
浬
諺
も
、
右
の
外
に
い
く
つ
か
あ
る
。

 
5
2
い
そ
が
ば
ま
は
れ
勢
多
の
長
橋

 
獅
い
へ
ば
い
は
る
㌧
物

 
鵬
我
仏
隣
の
三
智
舅
 
天
下
の
う
は
さ
人
の
よ
し
あ
し

 
鯉
手
が
い
れ
ば
あ
し
も
い
る
 
 
な
ど
。

㈲
「
か
た
こ
と
」
の
僅
諺
と
毛
吹
草
の
裡
諺
と
の
関
連

 
毛
吹
草
は
先
述
の
ご
と
く
、
僅
三
七
〇
四
章
、
比
喩
的
短
句
一
〇
〇
語
を
お

さ
め
る
。
h
か
た
こ
と
」
に
で
る
金
言
は
、

 
漢
籍
に
本
つ
く
も
の
八
章
の
う
ち
、
四
章
が
毛
吹
草
と
一
致
す
る
。
 
（
鵬
頁

 
表
①
参
照
）

次
に
「
か
た
こ
と
」
が
「
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
葉
」
と
し
て
あ
げ
た
僅
諺
4
5

句
を
み
る
と
、
ま
た
毛
吹
草
の
句
と
一
致
す
る
も
の
が
意
外
に
お
お
い
。

表
②
毛
吹
草

 
こ
ぼ
れ
さ
い
は
ひ

 
く
さ
り
て
も
鯛

 
三
寸
の
見
な
を
し

 
は
む
も
一
ご
ゑ
び
も
一
ご

 
ほ
さ
つ
み
が
い
れ
ば
う
つ
ふ
く

 
人
間
み
が
い
れ
ば
あ
を
の
く

 
む
か
し
の
み
ん
く
わ
は
皿
の
は
た
ま
は
る

 
い
ま
の
み
ん
く
わ
は
は
り
の
さ
き
ま
は
る

 
す
す
め
百
ま
で
お
ど
り
わ
す
れ
ぬ

 
廿
五
の
ほ
さ
つ
も
そ
れ
く
の
や
く

 
に
ん
に
く
む
き
た
る
こ
と
し

                     ＝

                     か

                     た

769768767764763こ
                      と

                     L

770．772 771 761

安
原
貞
室
著
「
か
た
こ
と
」
を
よ
む
（
下
）
 
1
擬
音
語
、
裡
諺
に
つ
い
て
一

，

こ
ま
た
と
ら
れ
て
も
か
つ
が
ほ
ん

し
う
と
め
の
ば
ふ
さ
が
り

と
し
よ
り
お
や
と
ち
ぶ
つ
だ
う
は
お
き
所
な
し

ひ
ろ
き
い
へ
は
さ
や
な
り

て
う
あ
ひ
か
う
じ
て
あ
ま
に
な
す

じ
ゅ
ん
の
こ
ぶ
し
に
も
は
つ
る
な

す
つ
ぺ
の
か
は
と
も
お
も
は
ず

ほ
を
ひ
ら
ふ
て
め
う
に
ま
い
ら
す
る

せ
け
ん
は
は
り
も
の

思
案
の
あ
ん
の
じ
が
百
く
は
ん
す
る

さ
ら
に
も
も
も
る
 
 
 
 
 
（

百
日
に
百
は
い
は
も
れ
と
一
日
に
は
も
ら
れ
ず

が
ん
は
八
百
矢
は
三
も
ん

ち
ゃ
わ
ん
を
な
げ
ば
わ
た
で
か
㌧
へ
よ

や
す
き
も
の
は
ぜ
に
う
し
な
ひ

ほ
と
け
の
ま
ね
は
す
れ
ど
長
者
の
ま
ね
は
な
ら
す

あ
る
そ
で
は
ふ
れ
と
な
い
そ
て
は
ふ
ら
れ
す

へ
や
住
三
年
は
山
ふ
し
の
み
ね
い
り

人
ご
と
い
は
買
莚
し
け

膝
と
も
だ
ん
か
う

む
か
し
の
剣
は
い
ま
の
な
か
た
な

791 789 794 786 782 785 781 ・780 755 779' 778 777 776 775 797 796 792 774 788 787・ 773

 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

右
は
毛
吹
草
を
本
と
し
て
、
「
か
た
こ
と
」
の
句
と
一
致
す
る
も
の
を
順
に
列

挙
し
た
の
だ
が
、
計
3
0
句
に
の
ぼ
る
。
「
か
た
こ
と
」
に
あ
げ
る
4
5
句
の
う
ち

（155）



'

三
分
の
二
が
毛
吹
草
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

 
「
か
た
こ
と
」
の
文
中
に
、
自
然
に
使
用
さ
れ
て
い
る
僅
諺
に
も
先
に
ふ
れ

る
所
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
も
亦
毛
吹
草
の
句
と
一
致
、
又
は
近
似
す
る
も
の

が
お
お
い
。
 
・

表
⑧

毛
子
草

 
い
そ
が
ば
ま
は
れ

 
手
が
い
れ
ば
あ
し
も
入

 
へ
ん
て
つ
も
な
き

 
と
な
り
の
宝
を
か
ぞ
ふ

 
 
 
 
 
 
る
ご
と
し

狼
に
衣
き
せ
た
る
ご
と
し

「
か
た
こ
と
」

 
5
2
条
の
和
歌
，

 
細
条

 
4
9
条

 
七
条
の
和
歌
と
類
似

13

c
唯
獣
に
よ
き
絹
を
き
せ
て
…

穴
吹
草
は
狸
諺
秘
章
に
、
比
喩
的
短
句
㎜
語
を
く
わ
え
た
大
集
団
で
あ
る
。
同

時
代
に
偲
諺
を
あ
つ
か
う
と
し
た
ら
、
あ
る
程
度
一
致
す
る
の
は
や
む
を
え
ぬ

事
と
お
も
わ
れ
る
。
「
し
か
し
「
か
た
こ
と
」
の
偲
諺
を
み
る
と
そ
の
一
致
度
が

い
ち
じ
る
し
い
。
金
言
（
表
①
）
や
一
般
の
僅
諺
（
表
③
）
は
と
も
角
と
し
て

も
、
「
い
わ
ず
毛
が
な
の
こ
と
葉
」
4
5
句
の
う
ち
、
一
致
す
る
3
0
句
（
表
②
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む

を
よ
く
み
る
と
、
 
「
か
た
こ
と
」
に
あ
げ
た
順
序
も
、
缶
詰
草
に
か
か
れ
た
順

序
ど
ほ
ぼ
一
致
す
る
事
が
前
掲
の
表
で
わ
か
る
。
貞
室
は
五
年
前
に
で
た
先
輩

維
舟
の
俳
諮
書
毛
吹
草
に
勿
論
目
を
と
お
し
て
い
た
に
相
違
な
い
が
、
「
か
た

こ
と
」
の
等
方
、
 
「
い
は
で
も
こ
と
欠
侍
る
ま
じ
き
こ
と
葉
」
4
3
句
を
あ
げ
る

に
あ
た
っ
て
は
、
毛
吹
草
も
手
近
か
な
参
考
書
の
一
つ
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ω
維
舟
と
貞
室
と
の
関
係

 
維
舟
こ
と
松
江
重
頼
は
一
代
の
論
客
で
著
書
も
お
お
く
、
門
下
に
言
水
や
鬼

貫
ら
を
も
つ
貞
徳
門
の
長
老
で
あ
る
。
同
門
の
長
老
野
々
口
立
圃
と
犬
子
集
論

争
に
よ
り
、
師
貞
徳
か
ら
両
人
と
も
破
門
さ
れ
た
が
、
俳
藷
活
動
は
お
と
ろ
え

ず
、
そ
の
後
貞
徳
の
跡
を
つ
い
で
花
の
本
二
世
を
称
し
た
貞
室
と
の
間
に
も
論

争
が
あ
る
。
貞
室
か
ら
み
れ
ば
、
維
舟
は
兄
弟
子
、
先
輩
な
が
ら
、
同
時
に
お

そ
る
べ
き
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僅
諺
の
採
取
に
つ
い

て
、
前
記
の
ご
と
く
関
連
が
ふ
か
い
の
は
何
か
。

 
け
だ
し
裡
諺
は
同
一
社
会
、
同
一
世
代
の
共
感
を
え
た
も
の
で
な
く
て
は
通

用
せ
ぬ
。
簡
単
に
個
入
が
創
作
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
数
に
も
使
用
句
に
も

お
の
ず
と
制
限
が
と
も
な
う
。
毛
吹
草
が
す
で
に
八
百
余
の
浬
諺
、
短
句
の
大

集
団
で
あ
れ
ば
、
之
と
共
通
す
る
面
の
お
お
い
事
は
や
む
を
え
な
か
っ
た
。

 
俗
語
の
研
究
．
と
活
用
に
文
学
の
あ
た
ら
し
い
活
路
を
も
と
め
た
俳
譜
と
し
て

当
時
よ
う
や
く
世
人
の
間
に
流
行
の
き
ざ
し
を
み
せ
た
僅
諺
を
、
、
資
料
と
し
て

と
り
あ
げ
る
価
値
は
お
お
き
い
。
そ
こ
で
貞
室
も
、
毛
玉
草
の
句
と
一
致
す
る

こ
と
の
お
お
い
の
を
承
知
の
上
で
裡
諺
を
と
り
あ
げ
た
が
、
た
だ
し
之
を
単
に

処
世
の
教
訓
的
な
役
割
と
は
せ
ず
、
著
書
の
性
格
に
あ
わ
せ
て
、
か
た
こ
と
矯

正
の
教
材
に
使
用
し
た
。
か
く
て
「
い
は
ず
と
も
ご
と
欠
侍
る
ま
じ
き
こ
と

葉
」
五
六
十
を
列
挙
し
、
之
ら
の
こ
と
ば
は
い
や
し
く
、
つ
た
な
し
と
し
て
、

 
あ
い
か
ま
へ
て
く
つ
㌧
し
み
て
い
ふ
こ
と
な
か
れ
。

と
つ
よ
く
い
ま
し
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は
「
か
た
こ
と
」
の
題
材
と
し
て
狸
諺

を
活
用
し
た
が
、
ま
た
僅
諺
の
質
の
向
上
を
意
図
し
た
者
と
も
う
け
と
れ
る
。

（
5
1
・
9
・
3
・
稿
）
．
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