
係
助
詞
「
曾
」
の
清
濁
に
つ
い
て

岡

崎

正

縫

 
 
 
 
 
 
 
一

 
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
萬
葉
集
な
ど
に
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
係
助
詞
「
曾
」
の

清
濁
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
本
居
宣
長
の
「
古
事
記
傳
」
が
最
も

計
い
も
の
で
あ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

 
 
［
剛
曾
蘇
宗
 
醐
叙
 
此
中
に
．
曾
字
は
．
な
べ
て
は
清
音
に
の
み
用
ひ
た

 
 
 
 
テ
ニ
ヲ
ハ
リ
ノ

 
 
る
に
．
譜
の
ゾ
の
濁
音
に
は
．
あ
ま
ね
く
此
字
を
用
ひ
た
り
．
謄
柵
礪
蝶
興

 
 
 
レ
コ
 
 
テ
ニ
ヲ
ハ
む
 
 
 
ヘ

ス
ミ

 
 
故
も
し
く
は
蹴
の
ゾ
も
．
古
は
清
て
回
る
㌧
と
も
思
へ
ど
も
．
中
巻
輕

 
 
 
ノ
ノ
ノ
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
ソ
レ
む

 
 
嶋
三
段
歌
に
は
．
三
慮
ま
で
叙
字
を
も
用
ひ
．
又
某
ゾ
と
い
ひ
と
ち
む

 
 
 
む

 
 
る
ゾ
に
も
．
多
く
は
叙
を
用
ひ
た
れ
ば
．
清
音
に
あ
ら
ず
．
然
る
に
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
ツ
、
ツ

 
 
い
ひ
と
ち
む
る
と
こ
ろ
の
ゾ
に
も
．
一
二
曾
を
穿
る
虎
も
あ
り
．
然
れ

 
 
ば
当
字
．
清
濁
に
通
は
し
用
ひ
た
る
か
と
も
思
へ
ど
隔
記
中
に
さ
る
例
も

 
 
 
 
 
レ
テ
ニ
ヲ
ハ
 
む
 
 
 
 
 
 
 
ホ
カ

 
 
な
く
．
又
睡
の
ゾ
を
お
き
て
．
他
に
濁
音
に
用
ひ
た
る
慮
な
け
れ
ば
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
テ
ニ
ヲ
ハ
む

 
 
今
は
清
音
と
定
め
つ
．
そ
も
く
左
回
．
辮
の
ゾ
に
の
み
濁
音
に
用
ひ

 
 
た
る
こ
と
．
猶
よ
く
考
ふ
べ
し
．
（
天
保
十
五
年
版
再
校
本
、
雀
一
・
三

 
 
 
 
三
丁
～
三
四
丁
）

 
右
の
通
り
、
宣
長
は
、
「
曾
」
が
係
助
詞
の
場
合
に
だ
け
濁
音
「
ゾ
」
を
表

は
す
假
名
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
に
疑
念
を
懐
き
、
 
「
猶
よ
く
考
ふ
べ
し
」

と
述
べ
て
、
係
助
詞
「
曾
」
の
清
濁
の
決
定
に
つ
い
て
は
後
書
に
侯
っ
て
み
る

の
で
あ
る
が
、
宣
長
の
弟
子
、
石
塚
龍
麿
の
著
し
た
．
「
古
言
清
濁
考
」
に
於
て

も
、
師
と
同
檬
に
、
や
は
り
「
曾
」
の
清
濁
は
定
め
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
っ

た
。 

 
一
云
々
そ
露
 
そ
○
●
難
レ
決
 
…
…
 
う
れ
む
叙
は
什
一
η
う
れ
む
曾
は

 
 
覧
ノ
珊
母
の
ま
な
こ
曾
拙
ノ
升
わ
れ
は
め
づ
こ
叙
へ
わ
れ
は
ま
な
こ
叙
欺
ノ
珊

 
 
 
 
 
 
 
 
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ツ

 
 
古
事
記
書
紀
萬
葉
廿
に
．
曾
を
も
多
く
用
ひ
た
れ
ど
も
．
か
く
一
言
に
も
．
清
濁
の
か
な
を
交
へ
用
ひ
た
れ

 
 
ば
．
定
め
か
た
し
．
猶
よ
く
考
ふ
へ
き
事
な
り
．
 
（
享
和
元
年
版
本
、
中
段
・
四
九
丁
～

 
 
 
五
〇
丁
）

 
こ
の
や
う
に
し
て
清
濁
未
詳
の
ま
ま
1
實
際
は
濁
音
に
青
ま
れ
て
-
引

き
縫
が
れ
て
來
た
係
助
詞
「
曾
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
確
實
に
清
音
假
名
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註
1

る
と
初
め
て
三
三
さ
れ
た
の
は
、
安
田
喜
代
門
氏
で
あ
る
。
安
田
氏
は
、
古
事

記
、
日
本
書
紀
、
綾
日
本
紀
宣
命
を
中
心
と
し
て
調
査
研
究
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
右
の
や
う
な
結
論
を
得
ら
れ
た
結
果
、

 
 
奈
良
朝
の
文
鰍
を
調
べ
て
み
る
と
、
普
通
、
係
り
の
ゾ
と
言
は
れ
る
助
詞

 
 
が
、
ソ
と
も
爽
音
せ
ら
れ
て
る
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
ふ
よ
り
も
、
多
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係
助
詞
「
曾
」
の
清
濁
に
つ
い
て



 
 
く
ソ
と
言
ひ
、
ゾ
と
言
ふ
の
は
少
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
（
安
田
氏

 
 
「
國
語
法
概
説
」
昭
和
三
年
刊
、
二
九
〇
頁
）

と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
安
田
氏
の
係
助
詞
「
曾
」

清
音
読
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。

 
そ
の
後
、
係
助
詞
「
曾
」
清
音
説
が
汎
く
注
目
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の

は
、
大
野
晋
氏
が
日
本
古
典
文
學
大
系
「
萬
葉
集
」
 
（
昭
和
三
二
年
五
月
～
昭

和
三
七
年
五
月
刊
）
の
訓
に
こ
れ
と
同
じ
見
解
を
持
ち
込
ま
れ
て
か
ら
で
あ

註
2

り
、
そ
れ
以
後
、
上
代
文
學
を
研
究
す
る
多
く
の
學
者
の
支
持
を
得
て
來
て
る

 
 
 
 
 
註
3

る
や
う
で
あ
り
、
今
後
も
こ
の
説
は
支
持
さ
れ
て
行
き
さ
う
な
趨
勢
に
あ
る
の

が
今
日
の
歌
況
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
、
私
ど
も
に
は
、
こ
の
読
を
全
面
的
に
支
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ

が
な
ほ
存
在
す
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
貼

に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
と
思
ふ
。

二

 
係
助
詞
「
ゾ
」
は
、
指
示
語
「
ソ
」
の
韓
じ
た
も
の
、
と
考
へ
る
の
が
今
日

ほ
ぼ
定
読
と
な
っ
て
み
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
「
ソ
」
か
ら
「
ゾ
」
へ
の

推
移
の
過
程
に
は
「
ソ
」
 
「
ゾ
」
混
用
の
時
代
が
當
然
あ
る
筈
で
あ
り
、
そ
れ

が
、
奈
良
朝
に
當
る
、
と
い
ふ
展
望
が
係
助
詞
「
曾
」
清
音
説
を
支
へ
る
基
盤

に
な
っ
て
み
る
こ
と
は
辮
め
な
い
事
實
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
展
望
が

至
當
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
疑
は
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

 
萬
葉
集
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
と
、
傘
下
の
係
助
詞
を
濁
音
假
名
で
表
記

し
た
も
の
が
「
叙
」
四
一
例
、
「
序
」
八
例
、
合
計
四
九
例
見
ら
れ
る
。
そ
れ

ら
の
用
例
の
中
、
作
者
及
び
作
歌
年
代
の
知
ら
れ
る
最
古
の
も
の
は
、
十
市
皇

女
の
麗
じ
た
時
t
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
天
武
天
皇
七
年
（
西
暦
六
七
九
年
）

四
月
七
日
1
の
高
市
皇
子
の
歌
、

 
 
三
二
の
沸
の
神
杉
夢
に
だ
に
見
む
と
す
れ
ど
も
寝
ね
ぬ
夜
叙
多
き
 
 
（
巻

 
 
 
二
・
 
一
五
山
ハ
）

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
持
統
天
皇
三
年
目
六
八
九
年
）
に
臼
並
皇
子
の
莞

じ
た
時
の
舎
人
ら
の
歌
、

 
 
は
た
こ
ら
が
夜
書
と
言
は
ず
行
く
路
を
わ
れ
は
ご
と
ご
と
宮
地
に
叙
す
る

 
 
 
（
二
・
一
九
三
）

な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
も
、
右
と
相
前
後
す
る
年
代
の
も
の
と
考
へ
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
随
っ
て
、
こ
の
時
代
に
既
に
係
助
詞
「
ゾ
」
が
用
ゐ
ら

れ
て
る
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
が
、
次
に
示
す
や
う
に
、
右
と

同
じ
時
代
に
生
き
た
柿
本
人
麻
呂
の
歌
に
濁
音
假
名
「
叙
」
「
序
」
表
記
の
例

が
多
い
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
の
裏
付
け
を
な
す
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き

る
ρ

 
萬
葉
集
中
の
人
麻
呂
の
歌
と
し
て
は
、
 
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
歌
集
出
」

「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
之
集
歌
」
な
ど
と
註
記
さ
れ
た
も
の
（
以
下
、
「
歌
集
」

と
呼
ぶ
）
と
、
「
柿
本
朝
臣
人
膚
呂
作
歌
」
 
「
柿
本
朝
臣
人
馬
呂
歌
」
な
ど
と

註
記
さ
れ
た
も
の
（
以
下
、
「
歌
」
と
呼
ぶ
）
と
の
二
種
の
も
の
が
あ
り
、
前

者
は
、
萬
葉
集
あ
る
い
は
そ
の
一
部
が
編
纂
さ
れ
た
時
、
人
麻
呂
の
歌
集
、
人

麻
呂
の
集
と
構
さ
れ
た
資
料
か
ら
採
録
し
た
歌
、
後
者
は
、
編
纂
當
時
、
人
廊

呂
の
歌
と
し
て
傳
承
さ
れ
て
る
た
歌
t
筆
録
さ
れ
た
も
の
と
口
調
さ
れ
て
る

た
も
の
の
二
檬
が
考
へ
ら
れ
る
t
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
繭
者
は
隔

別
し
て
扱
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
「
歌
集
」
に
濁
音
帳
名
「
叙
」

「
序
」
の
用
例
が
一
六
例
、
「
歌
」
に
濁
音
假
名
「
叙
」
の
用
例
が
四
例
あ
る
。
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
の
人
乳
呂
の
H
歌
集
」
 
「
歌
」
に
は
、
そ
の
他
に
、
い
は
ゆ
る
転
音
假
名

「
曾
」
も
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
総
て
を
列
學
し
て
示
す
こ
と
に

す
る
。

 
e
 
 
「
歌
集
」
の
用
列
．

 
 
 
叙

 
○
住
吉
の
波
豆
麻
の
君
が
馬
乗
衣
さ
ひ
づ
ら
ふ
漢
女
を
す
ゑ
て
縫
へ
る
衣
叙

 
 
 
（
七
・
一
二
七
三
）

 
○
君
が
た
め
手
力
疲
れ
織
り
た
る
衣
叙
春
さ
ら
ば
い
か
な
る
色
に
摺
り
て
ば

 
 
好
け
む
 
 
（
七
・
【
二
八
蝋
。
 
「
叙
」
は
、
諸
本
「
斜
」
と
あ
る
が
、
鴻

 
 
 
藁
盛
野
毛
「
萬
葉
集
全
羅
」
に
よ
り
改
め
た
）

 
○
冬
ご
も
り
春
べ
を
懸
ひ
て
植
ゑ
し
木
の
實
に
な
る
時
を
片
待
つ
わ
れ
叙

 
 
 
（
九
・
一
七
〇
五
）

 
○
大
空
ゆ
通
ふ
わ
れ
す
ら
汝
ゆ
ゑ
に
天
の
河
路
を
な
つ
み
て
叙
回
し
（
十
・

 
 
 
二
〇
〇
一
）

 
○
天
地
と
別
れ
し
時
ゆ
己
妻
は
し
か
旧
年
に
あ
る
秋
待
つ
ね
れ
は
 
（
十
・

 
 
 
二
〇
〇
五
）

 
○
彦
量
は
嘆
か
す
妻
に
言
だ
に
も
告
げ
に
釧
來
つ
る
見
れ
ば
苦
し
み
（
十
・
・

 
 
 
二
〇
〇
六
）

○
萬
代
に
照
る
べ
き
月
も
雲
隠
り
苦
し
き
も
の
叙
逢
は
む
と
思
へ
ど
（
十
・

 
 
 
二
〇
二
五
）

○
高
麗
錦
紐
の
片
方
叙
床
に
落
ち
に
け
る
明
日
の
夜
し
來
む
と
し
言
は
ば
取

 
 
り
置
き
待
た
む
 
（
十
一
・
二
三
五
六
）

○
奈
良
山
の
小
松
が
末
の
う
れ
む
叙
は
わ
が
思
ふ
妹
に
逢
は
ず
止
み
な
む

 
 
 
（
十
一
・
二
四
八
七
）

係
助
詞
「
曾
」
の
清
濁
に
つ
い
て

○
葦
原
の
 
瑞
穗
の
國
は
 
紳
な
が
ら
 
言
摩
せ
ぬ
國
 
然
れ
ど
も
 
言
塞

 
叙
わ
が
す
る
 
 
（
十
三
二
二
二
五
三
）

○
磯
城
島
の
日
本
の
國
は
言
餓
の
幸
は
ふ
國
叙
ま
幸
く
あ
り
こ
そ
（
十
三
・

 
 
三
二
五
四
）

 
 
 
 
 
 
に
ほ
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

○
つ
つ
じ
花
 
香
少
女
 
櫻
花
 
榮
少
女
 
汝
を
叙
も
 
わ
れ
に
寄
す
と
ふ

 
 
（
十
三
・
三
三
〇
九
）

○
わ
れ
を
叙
も
 
汝
に
寄
す
と
ふ
 
汝
は
い
か
に
思
ふ
や
 
（
十
三
・
三
三

 
 
 
〇
九
）

 
 
序

○
古
ゆ
塞
げ
て
し
機
毛
顧
み
ず
天
の
河
津
に
年
序
経
に
け
る
 
（
十
・
二
〇

 
 
一
九
）

○
近
江
の
海
沖
漕
ぐ
船
に
碇
お
ろ
し
か
く
れ
て
君
が
言
待
つ
わ
れ
序
 
 
（
十

 
 
一
・
二
四
四
〇
）

○
赤
駒
の
足
掻
速
け
ば
雲
居
に
も
隠
り
行
か
む
序
袖
枕
け
吾
妹
 
 
（
十
一
・

 
 
二
五
一
〇
）

 
 
曾

○
潮
氣
立
つ
荒
磯
に
は
あ
れ
ど
行
く
水
の
過
ぎ
に
し
妹
が
形
見
と
曾
來
し

 
 
（
九
・
一
七
九
七
）

○
隠
口
の
蟹
泊
瀬
道
は
常
滑
の
恐
き
道
曾
懸
ふ
ら
く
は
ゆ
め
 
 
（
十
一
・
二

 
 
五
＝
）

○
味
酒
の
三
諸
の
山
に
立
つ
月
の
見
が
欲
し
君
が
馬
の
音
註
す
る
（
十
一
・

 
 
二
五
一
二
）

〇
一
年
に
七
夕
の
み
逢
ふ
人
の
懸
も
過
ぎ
ね
ば
夜
は
更
け
ゆ
く
も
一
云
、
霊
き
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註
4

 
ね
ば
さ
夜
曾
あ
け
に
け
る
（
十
・
二
〇
三
二
）

⇔
 
「
歌
」
の
用
例

 
 
叙

○
石
橋
に
蜘
潜
石
 
生
ひ
靡
け
る
 
玉
藻
も
叙
 
絶
ゆ
れ
ば
生
ふ
る
 
（
二
．

 
 
一
九
六
）

○
打
橋
に
 
生
ひ
を
を
れ
る
 
川
藻
も
叙
・
罷
る
れ
ば
は
ゆ
る
 
 
（
二
・
一

 
-
九
六
）

○
石
根
さ
く
み
て
 
な
つ
み
回
し
 
好
け
く
も
叙
無
き
 
う
つ
そ
み
と
 
思

 
ひ
し
妹
が
 
灰
に
て
ま
せ
ば
 
 
（
二
・
二
＝
二
）

○
虚
数
ふ
大
津
の
子
が
逢
ひ
し
日
に
お
ぼ
に
見
し
か
ば
今
回
悔
し
き
（
二
・

 
 
一
＝
九
）

 
 
曾

○
ま
草
刈
る
荒
野
に
は
あ
れ
ど
黄
葉
の
過
ぎ
に
し
君
が
形
見
と
曾
來
し

 
 
（
一
・
四
七
）

○
石
見
の
海
の
 
言
さ
へ
く
 
韓
の
崎
な
る
 
瓦
石
に
曾
 
深
海
松
生
ふ
る

 
 
（
二
・
＝
ご
五
）

○
荒
磯
に
曾
 
玉
藻
は
生
ふ
る
 
玉
藻
な
す
 
靡
き
疲
し
鬼
を
 
 
（
二
・
一

 
 
三
五
）

○
青
駒
の
足
掻
を
早
み
雲
居
に
曾
妹
が
あ
た
り
を
過
ぎ
て
來
に
け
る
（
二
・

 
 
一
三
六
）

○
玉
棒
の
 
道
行
く
人
も
 
一
人
だ
に
 
似
て
し
行
か
ね
ば
 
す
べ
を
な
み

 
妹
が
名
喚
び
て
 
袖
曾
振
り
つ
る
 
（
二
・
二
〇
七
）

○
石
根
さ
く
み
て
 
な
つ
み
來
し
 
吉
け
く
も
曾
な
き
 
う
つ
せ
み
と
 
思

 
ひ
し
妹
が
 
玉
か
ぎ
る
 
ほ
の
か
に
だ
に
も
 
見
え
ぬ
思
へ
ば
（
二
・
ご

 
 
一
〇
）

○
今
の
み
の
行
事
に
は
あ
ら
ず
古
の
人
曾
ま
さ
り
て
嬰
に
さ
へ
泣
き
し

 
 
（
四
・
四
九
八
）

 
人
晦
呂
の
「
歌
集
」
 
「
歌
」
に
見
ら
れ
る
係
助
詞
「
叙
」

右
で
総
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
濁
音
假
名
「
叙
」

へる
清
音
假
名
「
曾
」
の
用
例
数
は
、

 
 
 
 
 
 
叙
・
序
 
 
曾

 
 
歌
集
 
 
 
一
六
 
 
 
四

 
 
歌
 
 
 
 
 
四
 
 
 
七

と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
「
歌
集
」
で
は
濁
音
帳
名
「
叙
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
 
、
 
 
、
 
 
、

優
勢
で
あ
る
の
に
封
し
て
、

優
勢
で
あ
る
と
い
ふ
事
實
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
差
異
は
、

な
、映

し
て
み
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

  @   ま

序序
L  L＿

と 一

い・曾
は・一
ゆ・は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
序
」
が
墜
倒
的
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
歌
」
で
は
逆
に
い
は
ゆ
る
清
音
假
名
「
曾
」
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前
に
述
べ
た
や
う

 
 
「
歌
集
」
と
あ
る
歌
と
「
歌
」
と
あ
る
歌
と
の
資
料
的
性
質
の
差
異
を
反

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
爾
者
の

中
、
人
麻
呂
の
原
作
歌
の
姿
に
近
い
可
能
性
の
多
い
の
は
「
歌
集
」
の
歌
の
方

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註
5

で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
、
人
麻
呂
に
つ
い
て
の
係
助
詞
「
叙
」
 
「
序
」

「
曾
」
を
論
ず
る
場
合
に
は
、
「
歌
集
」
の
方
を
消
去
す
る
の
が
當
然
と
い
ふ

こ
と
に
な
る
が
、
さ
う
な
る
と
、
人
痂
呂
は
、
當
該
の
係
助
詞
と
し
て
は
、
濁

音
「
ゾ
」
を
多
用
し
て
み
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
否
、
萬
葉
集
に
韓
篤
採
録

さ
れ
て
定
着
す
る
に
至
る
ま
で
の
過
程
な
ど
を
考
慮
す
る
な
ら
、
あ
る
い
は
、

人
麻
呂
は
專
ら
濁
音
「
ゾ
」
を
用
み
て
み
た
と
い
ふ
可
能
性
も
考
へ
ら
れ
な
い

で
も
な
い
の
で
あ
る
。
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三

 
萬
葉
集
中
に
最
も
多
く
歌
を
採
録
さ
れ
て
み
る
大
伴
家
持
は
、
右
の
人
廓
呂

よ
り
二
世
代
ほ
ど
後
の
時
代
を
生
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
家
持
の
歌
に
つ
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

て
の
當
該
の
係
助
詞
は
、
次
に
示
す
や
う
な
、
い
は
ゆ
る
清
音
川
名
「
曾
」
が

六
一
例
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
濁
音
君
名
「
叙
」
「
序
」
は
全
く
用
ゐ
ら
れ
て
る

な
い
。

 
○
ひ
さ
か
た
の
雨
間
も
お
か
ず
雲
隠
り
鳴
き
暮
行
く
な
る
三
振
田
雁
が
ね

 
 
 
（
八
・
一
五
六
六
）

 
○
う
つ
せ
み
の
常
無
き
見
れ
ば
世
の
な
か
に
情
つ
け
ず
て
思
ふ
日
章
多

 
 
き
一
云
、
歎
く
豊
津
多
き
（
十
九
・
四
一
六
二
）

 
○
居
り
明
し
も
今
脊
は
飲
ま
む
窪
公
忌
明
け
む
朝
は
鳴
き
渡
ら
む
曾
 
（
十

 
 
 
八
・
四
〇
六
八
）

 
○
創
大
刀
い
よ
よ
研
ぐ
べ
し
古
ゆ
清
け
く
負
ひ
て
來
に
し
そ
の
感
温
 
（
二

 
 
 
十
・
四
四
六
七
）

 
こ
の
家
持
の
用
例
数
と
右
の
入
麻
呂
の
「
歌
集
」
の
用
例
敷
と
を
比
較
し
で

み
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
叙
・
序
 
 
 
曾

 
 
入
麻
呂
歌
集
一
六
四

 
 
家
持
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六
一

と
な
り
、
人
麻
呂
の
「
歌
集
」
で
は
濁
音
假
名
「
叙
」
「
序
」
が
細
面
的
に
優

勢
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
よ
り
二
世
代
ほ
ど
後
の
家
持
の
歌
に
は
濁
音
武
名
が
皆

無
で
あ
る
と
い
ふ
奇
妙
で
不
自
然
な
事
實
に
氣
付
く
。
も
っ
と
も
、
右
の
十
九

・
四
一
六
二
の
歌
に
「
一
云
、
…
…
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
推
測
さ
れ
る

係
助
詞
「
曾
」
の
清
濁
に
つ
い
て

や
う
に
、
家
持
の
歌
が
必
ず
し
も
原
作
、
原
表
記
の
通
り
に
採
録
さ
れ
て
み
る

と
は
限
ら
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
曾
」
の
み
で
あ
る
と

い
ふ
の
は
、
そ
れ
が
清
音
假
名
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る

と
言
は
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
呈
露
且
な
ど
の
他
、
家
持
よ
り
前
の

世
代
に
當
る
山
上
選
良
（
巻
五
・
八
○
○
に
二
例
）
、
安
倍
廣
庭
（
難
風
・
九

七
五
）
、
土
師
御
事
（
十
五
・
八
四
三
）
な
ど
に
濁
音
賊
名
「
叙
」
の
用
例
が

あ
り
、
ほ
ぼ
同
世
代
の
田
邊
輻
麻
呂
（
後
揚
の
三
例
）
、
石
上
乙
獅
呂
（
雀
六

・
一
〇
二
二
に
三
例
）
 
丹
比
國
人
（
雀
三
・
三
八
二
）
な
ど
に
も
濁
音
假
名

'
「
叙
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
こ
と
を
考
へ
る
と
、
家
持
の
歌
に
濁
音
表
記
の
用

例
が
な
い
と
い
ふ
の
は
、
愈
不
自
然
の
度
を
齢
し
て
く
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
右
の
田
邊
幅
麻
呂
の
濁
音
假
名
「
叙
」
の
用
例
で
あ
る
が
、
三

例
い
つ
れ
も
「
田
邊
幅
麻
呂
之
歌
集
」
と
註
記
の
あ
る
歌
の
中
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

 
○
高
知
ら
す
 
布
當
の
宮
は
 
川
近
み
 
瀬
の
音
叙
清
き
 
山
立
み
 
鳥
が

 
 
立
日
響
む
 
 
（
山
ハ
・
 
一
〇
五
〇
）

 
○
咲
く
花
の
色
は
か
は
ら
ず
も
も
し
き
の
大
宮
人
叙
立
ち
易
り
け
る
（
六
・

 
 
 
一
〇
六
一
）

 
○
古
の
小
竹
田
肚
士
の
妻
問
ひ
し
菟
原
腱
女
の
奥
津
城
叙
こ
れ
（
九
・
一
八

 
 
 
〇
二
）

 
一
方
、
編
麻
呂
の
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
み
る
歌
の
中
に
も
、
極
量
の
係

助
詞
が
四
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

 
○
波
立
て
ば
耳
垢
の
浦
廻
に
寄
る
貝
の
間
無
き
懸
に
曾
年
は
経
に
け
る

 
 
 
 
（
十
八
・
四
〇
三
三
）

 
○
厚
面
の
海
に
潮
の
は
や
干
ば
求
食
し
に
出
で
む
と
鶴
は
今
曾
鳴
く
な
る
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（
十
八
・
四
〇
三
四
）

 
○
何
如
に
あ
る
布
勢
の
浦
曾
も
こ
こ
だ
く
に
君
が
見
せ
む
と
わ
れ
を
留
む
る

 
 
 
（
十
八
・
四
〇
三
六
）

 
○
お
ろ
か
に
曾
わ
れ
は
思
ひ
し
手
敷
の
浦
の
荒
磯
の
め
ぐ
り
見
れ
ど
飽
か
ず

 
 
 
け
り
 
 
（
十
八
・
四
〇
四
九
）

で
、
い
つ
れ
も
「
曾
」
で
表
記
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
注
目
さ
れ

る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
四
首
の
歌
は
、
天
平
二
十
年
（
七
四
八
年
）
三
月
、
輻

獅
呂
が
左
大
臣
橘
諸
兄
の
使
者
と
し
て
馬
越
中
守
で
あ
る
家
持
の
館
へ
赴
い
た

時
の
歌
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
右
に
示
し
た
や
う
に
、
歌
集
の
歌
の
三
例
と
も

「
叙
」
で
表
記
さ
れ
て
み
る
と
こ
ろ
が
ら
見
て
、
福
麻
呂
は
係
助
詞
と
し
て
濁

音
「
ゾ
」
を
用
み
て
み
た
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
家
持
の
許
で
詠
ん
だ
歌
は

四
例
と
も
「
曾
」
で
表
記
さ
れ
て
み
て
、
「
曾
」
清
音
説
に
随
へ
ば
、
清
音
「
ソ
」

を
用
み
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
幅
麻
呂
は
係
助
詞
と
し
て
「
ソ
」
「
ゾ
」
を

無
原
則
-
右
の
「
叙
」
 
「
曾
」
の
用
法
に
は
原
則
が
認
め
ら
れ
な
い
一
に

混
用
し
て
み
て
、
偶
然
、
歌
集
に
は
「
ゾ
」
を
用
み
た
歌
が
採
録
さ
れ
、
家
持

の
許
で
の
歌
と
し
て
は
「
ソ
」
を
用
み
た
歌
が
採
録
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

し
か
し
、
さ
う
見
る
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
り
、
い
か
に
も
偶
然
過
ぎ

る
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
至
る
と
、
や
は
り
、
歌
を
記
録
す
る
者
、
韓
篤

す
る
者
の
用
字
法
の
差
異
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
さ
う
に
思
は
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
四

 
漢
字
を
用
み
て
押
土
を
表
記
す
る
場
合
の
用
字
法
は
、
入
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ

て
微
妙
に
異
る
も
の
で
あ
る
が
、
時
代
に
よ
っ
て
も
異
り
を
見
せ
る
も
の
で
あ

る
。

 
た
と
へ
ば
、
綾
日
本
紀
宣
命
（
新
訂
増
補
國
史
大
系
本
「
綾
町
本
紀
」
に
よ

る
）
に
つ
い
て
見
る
と
、

 
 
天
坐
紳
地
坐
砥
乃
相
干
豆
奈
比
奉
、
福
波
倍
奉
事
重
責
而
、
 
（
第
四
詔
、
和

 
 
 
銅
元
年
・
七
〇
八
年
）

 
 
此
食
國
天
下
乎
撫
賜
慈
賜
波
久
波
、
 
（
第
五
詔
、
神
霊
元
年
・
七
二
四
年
）

 
 
汝
父
藤
原
大
臣
乃
仕
書
賃
流
喪
心
婆
、
 
（
第
二
詔
、
慶
雲
四
年
・
七
〇
七

 
 
 
年
）

 
 
官
爾
配
管
駅
止
白
賜
倍
婆
、
．
 
（
第
六
詔
、
実
態
六
年
．
七
二
九
年
）

な
ど
の
や
う
に
、
第
六
詔
ま
で
は
、
 
「
ハ
」
を
「
波
」
、
 
「
バ
」
を
「
婆
」
で

表
記
し
て
、
清
濁
を
一
別
し
て
み
る
か
の
や
う
に
見
え
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
マ

 
 
己
我
一
飛
授
潔
人
乎
波
…
-
女
止
云
波
婆
等
養
我
加
久
云
。
 
（
第
七
詔
、
天

 
 
 
平
元
年
・
七
二
九
年
）

の
や
う
に
、
第
七
詔
に
は
、
「
バ
」
を
「
婆
」
で
表
記
す
る
一
方
、
本
來
清
音

旧
名
で
あ
る
筈
の
「
波
」
で
も
表
記
し
て
み
る
。
そ
れ
以
後
に
な
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
へ

 
 
錐
然
一
事
乎
敷
二
重
奏
賜
倍
波
、
可
問
賜
物
爾
夜
波
將
在
止
所
念
止
母
、
 
 
（
第

 
 
 
十
六
詔
、
、
天
平
寳
字
元
年
・
七
五
七
年
）

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ

 
 
任
賜
之
元
謀
爾
波
罫
合
蒔
、
…
…
斬
刑
乎
波
免
賜
畳
、
 
（
第
六
二
詔
、
延
暦

 
 
 
八
年
・
七
八
九
年
）

な
ど
、
 
「
ハ
」
 
「
バ
」
を
「
波
」
の
み
で
表
記
し
て
み
る
宣
命
が
多
い
。
一

方
、 

 
乾
政
宮
大
臣
仁
方
、
敢
天
仕
堅
目
伎
人
元
岩
波
、
 
（
第
二
六
詔
、
天
平
寳
野
卑

 
 
 
年
・
七
六
〇
年
）

の
や
う
に
、
第
二
六
詔
に
な
る
と
、
「
ハ
」
を
「
波
」
の
他
に
「
方
」
で
も
表
記
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す
る
も
の
が
見
ら
れ
、
そ
れ
以
後
、

 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
奈
費
久
在
二
人
乎
方
、
帝
乃
位
置
置
許
止
方
不
得
。
」
 
（
第
二
九
詔
、
天
平
寳
字

 
 
 
八
年
・
七
六
四
年
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
然
経
鳥
見
末
都
禮
方
佛
能
御
法
乎
野
末
都
利
面
当
都
流
方
、
諸
乃
水
口
知
仁
語
末
志
家
利
。

 
 
 
（
第
三
八
詔
、
天
平
回
護
元
年
・
七
六
五
年
）

な
ど
の
や
う
に
「
ハ
」
 
「
バ
」
を
「
方
」
の
み
で
表
記
す
る
も
の
が
困
臥
四
六

詔
（
紳
護
景
雲
三
年
・
七
六
九
年
）
に
至
る
ま
で
の
宣
命
に
見
ら
れ
る
。

 
右
は
、
「
ハ
」
「
バ
」
の
表
記
に
於
け
る
用
字
法
を
宣
命
に
つ
い
て
見
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
窺
ふ
こ
と
の
で
き
る
こ
と
は
、
奈
良
時
代
初
期
頃
か

ら
、
「
ハ
」
「
バ
」
の
清
濁
引
音
を
本
來
は
清
音
假
名
で
あ
る
筈
の
文
字
を
用

み
て
表
記
す
る
傾
向
が
生
じ
、
奈
良
時
代
末
期
に
至
る
ま
で
に
、
そ
れ
が
か
な

り
一
般
化
し
て
み
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
清
音
假
名
を
清
濁
爾
音
を
表
は
す

假
名
と
し
て
用
み
る
と
い
ふ
こ
の
傾
向
は
、
・
軍
に
「
ハ
」
 
「
バ
」
に
毒
す
る
も

の
だ
け
に
留
ら
ず
、
他
の
清
濁
音
の
場
合
に
も
こ
れ
と
相
前
後
し
て
波
及
し
て

行
っ
た
筈
で
あ
る
。
「
曾
」
に
つ
い
て
も
、
平
安
時
代
に
は
、

 
 
 
 
 
ゾ
 
ソ

 
 
莫
望
奈
乃
曾
美
嚢
 
（
彰
考
館
藏
本
「
日
本
書
紀
私
記
」
垂
仁
紀
）

 
 
 
ソ
 
 
 
 
 
 
 
ゾ

 
 
諌
曾
一
旦
 
睨
乃
曾
牟
 
（
新
撰
字
鏡
）

 
 
 
 
 
 
誹

な
ど
の
や
う
に
、
 
「
ソ
」
「
ゾ
」
爾
音
を
表
は
し
て
み
る
確
か
な
例
が
見
ら
れ

る
が
、
こ
の
用
字
法
は
、
 
「
波
」
で
「
ハ
」
 
「
バ
」
爾
音
を
表
は
す
場
合
な
ど

と
同
様
に
夙
く
奈
良
時
代
に
行
は
れ
た
可
能
性
も
充
分
考
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
五

 
實
際
、
奈
良
時
代
の
資
料
に
も
、
右
の
や
う
な
可
能
性
を
考
へ
さ
せ
る
例
が

係
助
詞
「
曾
」
の
清
濁
に
つ
い
て

あ
る
。

 
た
と
へ
ば
奈
良
藥
師
寺
に
現
存
す
る
佛
足
石
歌
碑
に
刻
さ
れ
た
歌
の
中
の
一

首
に
見
ら
れ
る
例
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

 
 
お
ほ
み
あ
と
を
 
み
に
く
る
ひ
と
の
 
い
に
し
か
た
 
ち
よ
の
つ
み
さ
へ

 
 
於
保
美
阿
止
乎
 
美
爾
久
留
比
止
乃
 
伊
爾
志
加
多
 
知
與
乃
都
美
佐
閑

 
 
ほ
ろ
ぶ
と
一
い
ふ
 
の
一
く
と
一
き
く

 
 
保
呂
夫
止
曾
伊
布
 
乃
曾
土
止
叙
皮
久

 
こ
の
佛
足
石
歌
碑
は
、
奈
良
時
代
末
期
に
造
立
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
 
 
 
の
曾
 
 
 
一

右
の
歌
の
末
尾
二
句
「
滅
ぶ
と
謡
い
ふ
除
く
と
叙
聞
く
」
に
は
係
助
詞
「
曾
」

「
叙
」
が
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
。
さ
て
、
今
假
に
、
 
「
曾
」
清
音
説
に
随
へ
ば
、

「
叙
」
は
濁
音
旧
名
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
の
末
尾
二
句
は
、
「
滅
ぶ
と
ソ

 
 
 
の
ソ

い
ふ
 
除
く
と
ゾ
聞
く
」
と
訓
み
、
係
助
詞
を
「
ソ
」
と
「
ゾ
」
に
訓
み
分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註
6

け
、
「
除
く
」
も
「
の
ソ
く
」
と
清
音
に
軋
む
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
般

に
、
無
断
の
頭
子
音
を
有
す
る
助
詞
が
有
導
音
に
韓
ず
る
の
は
直
上
の
音
節
の

影
響
に
よ
る
場
合
が
多
い
が
、
右
の
訓
み
に
随
ふ
場
合
は
、
共
に
直
上
に
助
詞

「
と
」
を
有
し
な
が
ら
、
同
一
の
係
助
詞
が
、
 
一
方
は
清
音
「
ソ
」
に
訓
ま

れ
、
 
一
方
は
濁
音
「
ゾ
」
に
訓
ま
れ
る
と
い
ふ
不
規
則
さ
を
敢
て
目
す
こ
と

に
な
る
。
短
い
一
首
の
歌
の
中
の
相
近
接
し
た
位
置
で
、
し
か
も
同
一
の
音
韻

環
境
の
下
で
、
果
し
て
こ
の
や
う
な
不
規
則
な
現
象
が
實
現
す
る
も
の
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
曾

か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
は
し
い
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
．
「
除

く
」
を
「
の
ソ
く
」
と
清
音
に
訓
む
こ
と
に
つ
い
て
も
、
平
安
時
代
の
「
除

ノ
ゾ
ク
」
（
圖
書
寮
本
「
類
聚
名
義
抄
」
）
な
ど
の
や
う
な
、
確
實
に
第
二
音
節
が

濁
音
「
ゾ
」
で
あ
る
こ
と
を
讃
す
る
に
足
る
資
料
が
奈
良
時
代
に
な
い
の
が
残

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註
7

念
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
、
清
音
「
ソ
」
で
あ
る
と
い
ふ
確
謹
も
な
い
。
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そ
こ
で
、
右
分
「
曾
」
は
、
寧
ろ
濁
音
「
ゾ
」
と
し
、
「
滅
ぶ
と
そ
い
ふ

の
ぞ
 
 
 
 
 

除
く
と
そ
聞
く
」
と
訓
み
、
「
ゾ
」
に
「
曾
」
「
叙
」
の
二
千
の
假
名
が
用
ゐ

ら
れ
た
の
は
攣
字
法
的
な
用
字
法
に
よ
る
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
考
へ
ら

れ
る
。
こ
の
や
う
な
攣
字
法
的
な
用
字
法
な
ら
、
同
じ
歌
碑
に
刻
さ
れ
た
歌
の

中
に
、

 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
の

 
 
四
つ
の
閑
美
（
蛇
）
 
五
つ
の
鬼
の
 
集
ま
れ
る
 
臓
き
身
を
ば
 
厭
ひ

 
 
 
 
べ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
べ

 
 
捨
つ
閑
し
 
離
れ
捨
つ
倍
し

の
や
う
に
、
一
般
に
清
音
鼻
嵐
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
「
閑
」
を
濁
音
假
名
と
し

て
も
用
ゐ
、
 
「
倍
」
と
共
に
濁
音
「
べ
」
を
表
記
し
て
み
る
や
う
な
類
例
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
、
決
し
て
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
で
き

る
。 

右
の
や
う
な
見
方
か
ら
す
る
と
、
奈
良
時
代
末
期
に
は
「
曾
」
が
濁
音
假
名

と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、

 
 
み
吉
野
の
 
御
金
の
嶽
に
 
問
無
く
序
 
雨
は
降
る
と
ふ
 
時
じ
く
曾

 
 
雪
は
降
る
と
ふ
 
そ
の
雨
の
 
間
無
き
が
如
そ
の
雪
の
 
時
じ
き
が
如

 
 
間
も
お
ち
ず
 
わ
れ
は
二
藍
ふ
る
 
妹
が
正
香
に
 
（
十
三
・
三
二
九
三
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 

な
ど
の
「
曾
」
も
、
 
「
間
無
く
序
」
と
「
時
じ
く
曾
」
を
比
較
す
れ
ば
、
や
は

り
、
「
曾
」
が
「
序
」
と
同
様
に
濁
音
「
ゾ
」
を
表
は
し
て
み
る
と
考
へ
た
方

が
自
然
で
あ
る
と
思
は
れ
、
さ
う
な
る
と
、
右
の
歌
の
類
歌
、

 
 
み
吉
野
の
耳
我
の
嶺
に
 
時
な
く
曾
 
雪
は
降
り
け
る
 
間
な
く
曾
 
雨

 
 
は
零
り
け
る
 
そ
の
雪
の
 
時
な
き
が
如
 
そ
の
雨
の
 
間
な
き
が
如

 
 
隈
も
お
ち
ず
思
ひ
つ
つ
叙
青
し
 
そ
の
山
道
を
 
（
一
・
二
五
）

の
「
曾
」
も
、
と
い
ふ
や
う
に
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
濁
音
假
名
「
曾
」
が
振

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

占ノ、

 
一
方
、
廣
韻
に
よ
れ
ば
、
「
曾
」
は
、
作
髭
切
（
推
定
羽
冠
房
Φ
昌
）
、
昨

稜
切
（
推
定
音
三
三
．
①
ご
）
の
二
三
を
有
し
て
み
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
右
の

や
う
に
「
曾
」
の
頭
子
音
を
濁
音
に
訓
む
こ
と
は
、
唐
土
の
音
と
し
て
は
普
通

の
こ
と
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、
弓
庭
か
ら
、
大
野
透
氏
は
、

 
 
曾
は
精
母
と
從
母
の
字
な
の
で
、
濁
音
俣
名
と
し
て
ゾ
乙
に
用
ゐ
ら
れ
得

 
 
た
は
ず
で
あ
る
。
 
（
「
萬
葉
假
名
の
研
究
」
昭
和
三
七
年
刊
、
一
六
五
頁
）

と
し
て
、
 
「
曾
」
が
清
濁
三
法
の
假
名
で
あ
る
と
い
ふ
立
場
を
と
り
、
係
助
詞

「
曾
」
清
音
説
を
否
定
し
、
係
助
詞
「
曾
」
は
濁
音
「
ゾ
」
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
こ
の
大
野
氏
の
読
の
通
り
、
恨
に
、
係
助
詞
「
曾
」
が
濁
音
「
ゾ
」
で
あ

る
と
し
て
も
、
人
麻
呂
の
「
歌
集
」
で
は
、
係
助
詞
と
し
て
は
「
叙
」
 
「
序
」

が
「
曾
」
に
比
べ
て
璽
倒
的
に
優
勢
で
あ
る
と
い
ふ
事
實
か
ら
見
て
、
人
一
一

の
時
代
に
は
、
 
「
曾
」
は
濁
音
帳
名
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
か
、

あ
る
い
は
寧
ろ
、
一
般
に
は
清
音
假
名
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
濁
音
学
名
「
叙
」

「
序
」
な
ど
に
出
し
て
み
た
も
の
が
、
前
に
見
た
「
波
」
の
場
合
な
ど
と
同
檬

に
、
奈
良
時
代
初
頭
頃
か
ら
徐
々
に
濁
音
候
名
と
し
て
も
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

 
た
と
へ
ば
、
人
號
呂
の
「
歌
」
の
中
に
見
ら
れ
る
二
首
の
類
歌
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
 
 
う
つ
そ
み

 
 
石
根
さ
く
み
て
 
な
つ
み
還
し
 
好
け
く
も
叙
な
ぎ
宇
都
良
臣
と
 
思

 
 
ひ
し
妹
が
 
荻
に
て
ま
せ
ば
 
 
（
二
・
二
＝
二
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
う
つ
せ
み

 
 
石
根
さ
く
み
て
 
な
つ
み
慰
し
 
吉
け
く
も
曾
な
き
 
打
蝉
と
 
思
ひ

 
 
し
妹
が
 
玉
か
ぎ
る
 
ほ
の
か
に
だ
に
も
 
見
え
ぬ
思
へ
ば
 
 
（
二
・
二
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一
〇
）

を
比
較
し
て
み
る
と
、
一
方
が
「
叙
」
、
一
方
が
「
曾
」
と
係
助
詞
の
表
記
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
つ
そ
み

異
に
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
「
叙
」
と
あ
る
方
の
歌
に
は
「
宇
都
調
進
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
つ
せ
み

と
あ
る
の
に
封
し
て
、
 
「
曾
」
と
あ
る
方
の
歌
に
は
「
打
蝉
」
と
あ
り
、
こ

の
語
に
も
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
語
源
を

 
 
 
 
オ
ミ

「
ウ
ツ
シ
臣
」
と
見
て
、
ウ
ツ
シ
オ
ミ
↓
ウ
ツ
ソ
ミ
↓
ウ
ツ
セ
ミ
と
韓
じ
た
と

 
 
註
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
つ
そ
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
宇
都
曾
臣
」
と
あ
る
歌
が

す
る
読
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
誼
に
随
へ
ば
、

 
う
つ
せ
み

「
打
蝉
」
と
あ
る
歌
よ
り
古
形
を
存
し
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、

「
打
蝉
」
の
歌
の
「
曾
」
が
「
宇
都
曾
臣
」
の
歌
の
「
叙
」
よ
り
新
し
い
も
の

と
い
ふ
こ
と
に
な
り
さ
う
で
あ
る
。
も
し
さ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
正

に
、
右
に
述
べ
た
、
奈
良
時
代
に
於
け
る
「
曾
」
の
濁
音
假
名
へ
の
進
出
を
示

す
一
例
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
同
じ
人
麻
呂
に
關
は
る
歌
に

於
て
、
前
に
見
た
や
う
に
、
 
「
歌
集
」
の
歌
で
は
係
助
詞
「
叙
」
 
「
序
」
が
魅

倒
的
に
優
勢
で
あ
る
の
に
蒼
し
て
、
人
麻
呂
の
「
歌
」
と
し
て
百
年
さ
れ
て
來

て
る
た
歌
で
は
係
助
詞
「
曾
」
が
優
勢
で
あ
る
と
い
ふ
事
實
や
、
家
持
の
歌

の
當
該
の
係
助
詞
が
紹
て
「
曾
」
で
あ
る
と
い
ふ
事
實
な
ど
も
、
右
と
同
様

に
、
 
「
曾
」
の
濁
音
假
名
へ
の
進
出
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
初
め
て
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
で
稿
を
結
ぶ
が
、
右
で
は
、
要
す
る
に
、
從
來
の
係
助
詞
「
曾
」
清

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

音
説
は
、
主
と
し
て
、
濁
音
汚
名
「
叙
」
 
「
序
」
な
ど
と
い
は
ゆ
る
清
音
假
名

「
曾
」
な
ど
と
の
用
例
敷
の
概
括
的
な
比
較
か
ら
得
た
結
論
で
あ
り
、
個
々
の

用
例
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
成
立
年
代
、
作
者
、

係
助
詞
「
曾
」
の
清
濁
に
つ
い
て

用
字
法
の
鍵
題
な
ど
に
關
し
て
、
軍
純
に
係
助
詞
「
曾
」
清
音
説
を
唱
へ
る
課

に
は
い
か
な
い
様
々
の
事
實
が
存
在
し
、
無
二
件
に
係
助
詞
「
曾
」
清
音
説
を

支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ
て
み
た
か
っ
た
の
で

あ
る
。註

1
 
「
助
詞
『
ぞ
」
 
『
そ
」
の
研
究
」
、
國
學
院
雑
誌
大
正
十
三
年
九
月

 
一
所
牧
。

註
2
 
大
野
氏
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
 
「
上
代
假
名
遣
の
硯
究
」
 
（
昭
和

 
二
八
年
刊
）
五
〇
頁
～
五
三
頁
に
同
趣
の
読
を
獲
表
し
て
を
ら
れ
る
。
ま

 
た
、
筑
摩
書
房
「
本
居
宣
長
全
集
」
第
九
雀
（
昭
和
四
三
年
刊
）
五
一
八

 
頁
に
も
同
趣
の
読
を
述
べ
、
 
「
曾
」
は
、
唐
土
の
音
と
し
て
は
清
濁
雨
音

 
を
有
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
附
言
し
て
を
ら
れ
る
。

註
3
 
萬
葉
集
に
零
し
て
い
へ
ば
、
澤
潟
久
孝
氏
「
萬
葉
集
野
望
」
雀
一

 
（
昭
和
三
二
年
十
一
月
刊
）
四
九
頁
は
、
係
助
詞
と
し
て
「
ソ
」
 
「
ゾ
」

 
雨
音
の
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
み
る
が
、
 
「
注
繹
」
の
訓
に
は
「
ソ
」

 
を
採
用
し
て
み
な
い
。
佐
竹
昭
広
・
木
下
正
俊
・
小
島
憲
之
氏
「
萬
葉

 
集
」
 
（
昭
和
三
八
年
刊
、
塙
書
房
）
は
、
 
「
曾
」
は
総
て
「
ソ
」
と
訓
ん

 
で
る
る
。

註
4
 
こ
の
例
の
「
曾
」
は
、
傳
論
の
間
に
生
じ
た
異
傳
を
書
き
留
め
た
と

 
考
へ
ら
れ
る
句
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
寧
ろ
⇔
の
「
曾
」
の
中
に
入

 
れ
る
の
が
適
當
で
あ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
一
往
こ
こ
に
入
れ
る
こ
と

 
に
し
た
。

註
5
 
人
麻
呂
の
「
歌
集
」
の
歌
の
中
に
は
、
人
麻
呂
の
作
で
な
い
歌
も
混
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入
し
て
み
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
人
聯
呂
の
「
歌
」
の
場
合
に

 
も
同
檬
で
あ
る
の
で
、
今
は
考
へ
に
入
れ
な
い
。

註
6
 
日
本
古
典
文
學
大
系
「
古
代
歌
謡
集
」
二
四
五
頁
で
は
、
こ
の
二
句

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
剣
 
 
1

 
を
「
滅
ぶ
と
そ
い
ふ
 
除
く
と
そ
聞
く
」
と
訓
ん
で
み
る
。

註
7
 
三
省
堂
「
時
代
別
国
語
大
辞
典
」
上
代
編
は
、
こ
の
語
を
「
の
ぞ

 
く
」
と
濁
音
で
見
出
し
と
し
、
こ
の
佛
足
石
歌
の
例
な
ど
を
引
用
し
て
ゐ

 
る
。

註
8
 
大
野
晋
氏
「
『
う
つ
せ
み
」
の
語
義
に
つ
い
て
」
、
文
學
昭
和
二
二

 
年
二
月
號
所
牧
。
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、
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