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【
エ
ッ
セ
イ
】

さ
ま
よ
え
る
〈
憂
い
〉

―
辞
苑
閑
話
・
四

―

工　

藤　

力　

男

発
端北き

た

御み

門か
ど

二
郎
さ
ん
が
逝
去
し
た
翌
日
、
朝
日
新
聞
の
「
天
声
人

語
」（2004.7.18

）
は
、
さ
な
が
ら
そ
の
追
悼
文
で
あ
っ
た
。

兵
役
拒
否
者
で
あ
っ
た
北
御
門
さ
ん
は
、
熊
本
県
の
山
中
で
農
業

を
営
み
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
語
を
独
学
で
習
得
し
、
信
奉
す
る
ト
ル
ス

ト
イ
の
著
作
の
翻
訳
に
勤
し
ん
で
一
生
を
す
ご
し
た
と
い
う
。
ト
ル

ス
ト
イ
が
古
今
の
警
句
を
集
め
て
あ
ん
だ
大
著
は
、
北
御
門
さ
ん
の

訳
で
『
文
読
む
月
日
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
「
訳
者
ま
え

が
き
」
の
一
部
が
ひ
か
れ
て
い
る
。

こ
の
書
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
で
い
る
あ
い
だ
、
私
は
こ
の
世
の

憂う

い
を
い
っ
さ
い
忘
れ
た
。
い
わ
ば
私
は
、
祈き

祷と
う

の
文
句
に
あ

る
、〝
病
い
も
悲
し
み
も
嘆
き
も
な
く
、
た
だ
終
わ
り
な
き
命

の
あ
る
国
〟
の
住
人
だ
っ
た

ち
く
ま
文
庫
版
（2003.12

）
か
ら
の
引
用
で
、
て
い
ね
い
に
読

み
仮
名
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、「
憂う

い
を
」
が
不
審
な
の
で
そ

の
版
を
み
る
と
、
そ
の
と
お
り
の
仮
名
が
あ
る
。
文
庫
版
の
元
に

な
っ
た
の
は
、
三
十
年
前
に
地
の
塩
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の

（1983.11

）
で
、
引
用
箇
所
に
は
振
り
仮
名
が
な
い
。
こ
の
振
り
仮

名
は
、
ち
く
ま
文
庫
編
集
部
の
判
断
で
つ
け
た
も
の
ら
し
い
。

「
憂う

い
」
は
形
容
詞
で
あ
る
が
、
今
は
活
発
な
語
で
は
な
く
、
せ

い
ぜ
い
複
合
語
の
「
も
の
う
い
」
に
用
い
ら
れ
る
程
度
で
、
お
お
か

た
類
義
語
「
つ
ら
い
」
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
形
容
詞
の
終
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止
・
連
体
形
は
、
商
品
の
宣
伝
文
句
に
「
お
い
し
い
を
食
卓
に
」
な

ど
を
み
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
え
て
奇
を
衒
っ
た
表
現
で

あ
っ
て
、
普
通
、
こ
の
形
に
格
助
詞
が
つ
く
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
、

そ
れ
が
こ
こ
に
出
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

動
詞
「
憂
う
」

形
容
詞
「
う
い
」
と
同
じ
漢
字
「
憂
」
の
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
動
詞
「
う
れ
う
」
の
近
年
の
用
例
を
探
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

拾
い
え
た
数
は
多
く
な
い
が
、
用
例
に
番
号
を
う
ち
、
言
及
箇
所
に

傍
線
を
施
す
。
省
略
箇
所
は
点
線
に
か
え
る
こ
と
が
あ
り
、
改
行
箇

所
は
斜
線
で
示
す
。

初
め
に
成
城
大
学
『
民
俗
学
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
』
九
十
三
号
の
文

章
か
ら
。

1　

氏
は
、
過
去
の
業
績
を
回
顧
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
斜

陽
の
学
問
分
野
で
よ
く
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
と
言
い
、
現
在

民
俗
学
で
は
議
論
す
る
必
要
も
な
い
事
が
議
論
さ
れ
て
い
る

現
状
が
あ
る
と
憂
い
た
。
…
…
氏
の
憂
い
を
受
け
て
、
民
俗

学
の
さ
ら
な
る
発
展
を
考
え
る
と
き
に
、
こ
の
考
え
は
欠
か

せ
な
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。（2011.7

）

「
憂
い
」
が
二
つ
み
え
る
。
初
め
の
は
動
詞
の
連
用
形
、
あ
と
の

は
そ
れ
か
ら
の
転
成
名
詞
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
動
詞
「
憂
う
」

を
、
五
段
あ
る
い
は
上
一
段
活
用
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
。向

田
邦
子
「
能
州
の
景
」
に
は
連
用
中
止
形
の
用
例
が
あ
る
。

2　

中
年
女
三
人
が
夜
を
徹
し
て
テ
レ
ビ
界
を
憂
い
、
来
し
方

行
末
を
語
り
合
お
う
と
い
う
段
取
り
で
あ
る
。（
講
談
社
文

庫
『
眠
る
盃
』p.47

）

想
定
さ
れ
る
活
用
は
用
例
1
と
同
じ
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
み
る
。
初
め
に
「C

N
E
T　

Japan

」
の
署

名
入
り
の
文
章
。

3　
【
こ
の
国
を
憂
う
の
は
尚
早
か

―2007

年
を
振
り
返

る
】

今
後
緩
や
か
な
衰
退
が
確
実
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
の
国
を
憂

い
て
い
る
の
は
…
（2007.12.26

）

標
題
の
「
憂
う
」
は
連
体
形
、
本
文
の
「
憂
い
」
は
連
用
形
な
の

で
、
五
段
活
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
週
刊
金
曜
日
』
の
「B

LO
G
O
S

」
で
少
し
違
う
「
憂
う
」
に
接

し
た
。4　

【
村
山
、
野
中
、
石
原
氏
ら
が
同
席

―
〝
日
本
を
憂
う
〟

円
卓
会
議
】
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今
日
を
憂
え
て
い
る
と
い
う
政
界
長
老
ら
が
、
…
…

（2013.7.22

）

標
題
の
「
憂
う
」
は
、
引
用
符
で
完
結
し
て
い
る
な
ら
終
止
形
、
下

に
係
っ
て
い
る
な
ら
連
体
形
だ
が
、
記
事
の
副
題
な
の
で
、
文
語
動

詞
の
つ
も
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
文
の
「
憂
え
」
は
下
一
段
動

詞
の
つ
も
り
だ
ろ
う
。

音
声
言
語
の
例
と
し
て
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
か
ら
あ
げ
る
。
牛

肉
の
生
レ
バ
を
提
供
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
措
置
に
関
す
る
報
道
で
、

名
詞
に
か
か
る
例
で
あ
る
。

5　

今
後
を
憂
う
声
は
あ
る
。（2012.6.27　

午
後
七
時
）

こ
れ
は
珍
し
く
は
な
い
の
で
、
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば
を
わ
け

る
に
は
及
ば
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

雑
誌
や
新
聞
の
署
名
入
り
記
事
は
お
お
む
ね
「
憂
え
る
」
で
あ
る

が
、
用
例
を
あ
げ
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。

「
憂
う
」
の
説
明

「
憂
う
」
の
使
用
に
悩
む
人
が
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
質

問
サ
イ
ト
、「
ヤ
フ
ー
知
恵
袋
」
に
質
問
の
よ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ

る
。

6　
「
憂
う
」
を
「
～
し
て
も
」
と
い
う
形
に
し
た
ら
、「
憂
っ

て
も
」
？　
「
憂
い
て
も
」
？

こ
の
質
問
の
「
～
し
て
も
」
の
「
し
」
は
余
分
な
の
だ
が
、
本
稿
に

は
関
わ
ら
な
い
の
で
無
視
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
よ
せ
ら
れ
た
回
答

か
ら
選
ば
れ
た
ベ
ス
ト
ア
ン
サ
ー
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

7　

標
準
的
に
は
「
憂
え
て
も
」
で
す
が
、「
憂
い
て
も
」
で

も
か
ま
い
ま
せ
ん
。「
憂
っ
て
も
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
中

略
）「
憂
ふ
」
の
活
用
形
を
「
憂
ひ
」
と
す
る
例
が
あ
り
ま

す
。「
愁
ひ
つ
つ
岡
に
の
ぼ
れ
ば
花
い
ば
ら　

蕪
村
」
／
ま

た
名
詞
の
「
憂
ひ
（
う
れ
い
）」
は
、
上
二
段
活
用
に
由
来

し
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
一
般
的
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（2009.8.15

）

こ
の
回
答
者
は
、
下
二
段
活
用
を
本
来
の
も
の
と
し
、
上
二
段
活

用
は
そ
れ
か
ら
の
派
生
、
質
問
者
の
五
段
動
詞
「
憂
う
」
を
否
と
し

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

一
方
、
右
の
説
明
に
は
同
意
し
な
い
た
ち
ば
の
人
も
あ
る
。
例
え

ば
、
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
の
「
こ
と
ば
マ
ガ
ジ
ン
」
の
【「
捧
ぐ
一

打
」
に
「
憂
う
わ
た
し
」
？
】
で
あ
る
。
福
島
で
行
わ
れ
た
プ
ロ
野

球
の
オ
ー
ル
ス
タ
ー
戦
の
第
三
戦
に
起
用
さ
れ
た
、
岩
手
県
出
身
の

新
人
、
大
谷
翔
平
選
手
が
活
躍
し
て
特
別
賞
を
受
け
た
。
そ
れ
を
報

ず
る
記
事
の
原
稿
の
見
出
し
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
左
記
の
よ
う
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に
あ
っ
た
。

8　
「
東
北
に
捧
ぐ
一
打
」

実
は
「
捧
ぐ
一
打
」
と
す
る
の
は
誤
り
で
す
。
／
「
捧

ぐ
」
は
文
語
の
動
詞
で
下
二
段
活
用
。
名
詞
を
修
飾
す
る
連

体
形
は
「
捧
ぐ
る
」
と
な
り
ま
す
。
口
語
の
「
捧
げ
る
」
な

ら
ば
連
体
形
は
「
捧
げ
る
」。「
捧
ぐ
る
一
打
」
で
も
文
法
的

に
は
正
し
い
の
で
す
が
、
さ
す
が
に
古
め
か
し
い
の
で
、

「
捧
げ
る
一
打
」
と
し
た
い
と
こ
ろ
。（2013.8.7

）

筆
者
は
校
閲
部
の
人
で
、
そ
の
部
分
を
書
き
直
し
て
も
ら
っ
た
と
し

て
続
け
る
。

9　

同
じ
よ
う
に
よ
く
あ
る
間
違
い
に
、「
憂
う
○
○
」
が
あ

り
ま
す
。
／
例
え
ば
、「
現
状
を
憂
う
人
々
」
と
す
る
の
は

誤
り
で
、「
憂
え
る
人
々
」
と
す
べ
き
で
す
。
／
「
憂
う

（
憂
ふ
）」
は
「
憂
え
る
」
の
文
語
形
。
下
二
段
ま
た
は
上
二

段
活
用
で
、
名
詞
を
修
飾
す
る
連
体
形
は
「
憂
う
る
（
憂
ふ

る
）」
と
な
り
ま
す
。
口
語
の
下
一
段
動
詞
「
憂
え
る
」
な

ら
ば
連
体
形
は
「
憂
え
る
」
で
す
。

8
・
9
は
模
範
答
案
だ
が
少
し
固
す
ぎ
る
。
7
の
ほ
う
が
弾
力
的

で
現
実
的
な
答
案
と
い
え
よ
う
か
。

「
憂
ふ
」
の
語
史

右
に
見
た
よ
う
に
現
代
人
を
悩
ま
せ
る
「
憂
い
」「
憂
う
」
で
あ

る
。
そ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
大
部
の
古
語
辞

典
に
は
、
必
ず
そ
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
要
を
稿
者
の
こ
と

ば
で
書
い
て
み
る
。

動
詞
「
憂
ふ
」
は
奈
良
時
代
に
仮
名
書
き
例
が
な
く
、
萬
葉
集
の

歌
を
訓
ず
る
際
に
悩
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
巻
第
十
五
、
山
上
憶
良
の

貧
窮
問
答
歌
に
「
妻め

子こ

ど
も
は　

足あ
と

の
方か
た

に　

囲か
く

み
居ゐ

て　

憂
吟
」

（892

）
と
あ
る
「
憂
吟
」
を
「
う
れ
へ
さ
ま
よ
ひ
」
と
訓
じ
、
巻
第

十
六
の
短
歌
「
こ
の
こ
ろ
の
我あ

が
恋こ
ひ

力ち
か
ら

給
は
ず
は
京
み
さ
と

兆つ
か
さに
出
で
て

将
訴
」（3859

）
の
「
将
訴
」
を
「
う
れ
へ
む
」
と
訓
ず
る
の
が
一

般
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
確
か
な
訓
と
は
言
い
き
れ
ず
、
平
安
時

代
初
頭
の
用
例
か
ら
遡
っ
て
、
ハ
行
下
二
段
活
用
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
語
義
は
、
苦
し
み
・
悲
し
み
を
明
か
し
、
告
げ
て
訴
え
る
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

平
安
時
代
の
実
態
を
み
る
と
き
、
平
仮
名
文
で
は
本
文
の
書
写
の

問
題
が
絡
ん
で
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
難
点
が
克
服
で

き
る
訓
点
資
料
に
は
、
下
二
段
活
用
を
疑
わ
せ
る
用
例
は
み
え
な
い

よ
う
だ
。
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
活
用
に
変
化
が
現
わ
れ
る
。
宇
治

拾
遺
物
語
の
「
う
れ
い
の
心
み
な
う
せ
ぬ
」、
覚
一
本
平
家
物
語
の
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「
養
虎
の
愁ウ
レ
イあ
る
べ
し
」
な
ど
が
上
二
段
活
用
の
例
と
し
て
知
ら
れ

る
。
室
町
時
代
に
上
二
段
の
例
を
探
す
苦
労
は
い
ら
な
い
。

興
味
ぶ
か
い
の
は
日
葡
辞
書
の
記
述
で
あ
る
。『
邦
訳
日
葡
辞
書
』

か
ら
引
き
写
し
て
掲
げ
る
。

Vrei,　

vreôru,　
vreeta.　

ウ
レ
イ
、
ゥ
ル
、
エ
タ
（
愁
ひ
、

ふ
る
、
へ
た
）　

欠
如
動
詞
。
悲
し
む
。

こ
の
辞
書
の
見
出
し
の
形
「
ウ
レ
イ
」
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
記
述

方
式
で
は
、
四
段
あ
る
い
は
上
二
段
活
用
で
あ
る
こ
と
を
語
る
。
一

方
、「
た
」
に
続
く
形
「（
愁
）
エ
タ
」
は
下
二
段
活
用
で
あ
る
こ
と

を
語
る
。
混
合
活
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
活
用
形
全
部
が
揃
わ
な

い
「
欠
如
動
詞
」
だ
と
も
い
う
。
な
お
、
右
の
「
ゥ
ル
」
は
、
原
著

の
ロ
ー
マ
字
綴
り
の
合
長
音
を
生
か
す
意
図
に
よ
る
仮
名
表
記
で
あ

る
。ロ

ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大
文
典
』（
土
井
忠
生
訳
に
よ
る
）
の
記
述
は

さ
ら
に
詳
し
い
。「
ウ
レ
イ
」
の
肯
定
活
用
に
は
八
つ
の
語
形
を
あ

げ
、
終
止
形
は
「
ウ
レ
ウ
」、
ベ
シ
に
続
い
た
形
は
「
ウ
レ
ウ
ベ
シ
、

ウ
レ
エ
ベ
キ
」
の
二
つ
が
あ
り
、
否
定
活
用
に
は
「
ウ
レ
エ
ズ
」
な

ど
三
つ
の
語
形
が
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
『
時
代
別

国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
は
委
曲
を
つ
く
し
て
い
る
が
、
引
用
は

省
く
。

エ
列
音
語
幹
の
下
二
段
動
詞

下
二
段
動
詞
は
あ
ま
た
あ
る
の
に
、「
憂
ふ
」
だ
け
が
特
異
な
変

遷
の
道
を
た
ど
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、
こ
の
動
詞
の

語
音
構
造
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
、「
憂
う
」
の
「
語
誌
」
欄
の
①
に

左
記
の
記
述
が
あ
る
。

下
二
段
活
用
が
古
い
形
で
、
そ
の
「
う
れ
へ
」
が
音
変
化
で

「
う
れ
ひ
」
と
な
り
、
結
果
的
に
上
二
段
活
用
に
な
っ
た
と
も

見
ら
れ
る
。

音
変
化
に
よ
る
現
象
だ
と
簡
単
に
解
釈
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
は
た

し
て
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
記
述
も

こ
れ
に
似
て
、
蛙
が
「
か
へ
る
」
か
ら
「
か
い
る
」
に
転
じ
た
と
同

様
の
変
化
で
「
う
れ
ひ
」
が
成
立
し
た
と
し
て
い
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
う
れ
え
顔
【
愁
顔
】」
の
項
の
挙
例
は

三
つ
、
源
氏
物
語
、
江
戸
時
代
初
期
の
評
判
記
『
野
郎
虫
』（1660

）、

そ
し
て
川
端
康
成
「
イ
タ
リ
ア
の
歌
」（1939

）
の
例
10
で
あ
る
。

10　

咲
子
は
憂
へ
顔
を
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

昭
和
期
の
小
説
の
表
現
と
し
て
も
珍
し
い
が
、
わ
た
し
は
川
端
康
成

の
「
う
れ
え
」
も
拾
っ
て
い
る
。

11　

町
枝
を
見
て
い
る
と
、
宮
子
は
一
人
で
遠
く
へ
行
っ
て
し
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ま
い
た
い
よ
う
な
愁
え
を
感
じ
た
。（
新
潮
文
庫
「
み
ず
う

み
」p.70

）

川
端
康
成
の
好
み
に
よ
る
擬
古
的
な
表
現
だ
と
思
う
が
、
わ
た
し
に

は
若
干
の
違
和
感
が
あ
る
。
違
和
感
の
淵
源
は
、
エ
列
音
が
「
レ
‐

エ
」
と
続
く
こ
と
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
う
感
じ
た
わ
た
し
は
、『
広
辞
苑
』
第
四
版
に
基
づ
く
『
逆
引

き
広
辞
苑
』
か
ら
、「
憂
ふ
」
と
同
じ
く
語
幹
が
二
拍
の
下
二
段
動

詞
を
拾
い
あ
げ
て
み
た
。『
広
辞
苑
』
は
古
語
も
現
代
語
も
収
め
る

の
で
、
こ
う
し
た
語
の
探
索
に
は
つ
ご
う
が
い
い
。

「
憂
ふ
」
の
活
用
の
変
化
は
ハ
行
音
の
転
呼
以
後
に
活
発
に
な
っ

た
よ
う
な
の
で
、
ヤ
行
／
ワ
行
語
尾
の
文
語
動
詞
も
含
め
て
三
つ
を

選
び
、
歴
史
的
仮
名
遣
の
ま
ま
に
あ
げ
る
。
語
義
が
把
握
し
や
す
い

よ
う
に
、
ほ
ぼ
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
漢
字
を
括
弧
書
き
し
、
行
の

頭
に
標
識
と
し
て
語
幹
末
母
音
を
示
す
。
各
行
内
の
排
列
順
は
任
意

で
あ
る
。

a　

か
ま
ふ
（
構
）　

お
さ
ふ
（
抑
）　

さ
か
ゆ
（
栄
）

i　

を
し
ふ
（
教
）　

ま
じ
ふ
（
交
）　

お
び
ゆ
（
脅
）

u　

ふ
る
ふ
（
震
）　

た
ぐ
ふ
（
比
）　

か
つ
う
（
飢
）

e　

う
れ
ふ
（
憂
）　

―　
　
　

 

―

o　

そ
ろ
ふ
（
揃
）　

た
と
ふ
（
喩
）　

こ
ご
ゆ
（
凍
）

こ
の
構
造
の
動
詞
は
、「
見
す
え
る
」
な
ど
の
複
合
動
詞
も
少
し
含

ん
で
六
十
ほ
ど
あ
り
、
語
幹
末
母
音
a
の
も
の
が
最
も
多
く
、
そ
れ

以
外
の
母
音
で
終
る
も
の
は
多
く
な
い
。
そ
し
て
、
e
を
有
す
る
動

詞
は
「
憂
ふ
」
以
外
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
。「
憂
ふ
」
の
孤
立
は
歴

然
と
し
て
い
る
。

さ
き
に
要
約
し
た
「
憂
う
」
の
研
究
史
に
み
た
よ
う
に
、
上
二
段

活
用
の
出
現
は
鎌
倉
時
代
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
音
変
化
」
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
大
辞
典
を
右
に
み
た
が
、
わ
た

し
の
勘
は
そ
れ
を
拒
ん
で
い
る
。
右
に
見
た
よ
う
に
、
エ
列
音
語
幹

動
詞
の
劣
勢
と
い
う
、
体
系
の
著
し
い
不
均
衡
に
原
因
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
不
均
衡
を
解
消
す
る
た
め
に
上
二
段
活
用
に

転
じ
た
、
わ
た
し
は
そ
う
に
ら
ん
で
い
る
。

エ
列
音
容
詞
の
こ
と

か
つ
て
わ
た
し
は
、
北
原
保
雄
さ
ん
の
驥
尾
に
附
し
て
、「
中
世

形
容
詞
の
終
焉
」（『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語　

3　

中
世
』
角
川
書
店

1979
―
『
日
本
語
史
の
諸
相
』
汲
古
書
院1999

所
収
）
を
書
い
た
。
中

世
に
は
存
在
し
た
、
語
幹
が
エ
列
音
で
お
わ
る
形
容
詞
三
十
数
語
が

現
代
語
で
は
姿
を
消
し
た
原
因
に
つ
い
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
連
用
形
と
連
体
形
で
進
行
し
た
音
便
化
に
そ
の
契
機
を
求
め
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た
。例

え
ば
、
形
容
詞
「
た
け
し
（
猛
）」
は
、
今
も
人
名
に
よ
く
用

い
ら
れ
る
が
、
話
し
こ
と
ば
か
ら
は
消
え
て
い
る
。
終
止
・
連
体
形

「
た
け
い
」、
音
便
化
し
た
連
用
形
「
た
け
う
」
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
む
く
つ
け
し
」
は
、
文
語
の
連
体
形
が
「
む
く
つ
け
き
お
の
こ
」

の
よ
う
に
今
も
用
い
ら
れ
る
が
、
音
便
形
「
む
く
つ
け
い
」
も
音
便

連
用
形
「
む
く
つ
け
う
」
も
見
な
い
。「
し
げ
し
（
繁
）」
も
、
本
来

形
は
「
足
繁
く
通
う
」
の
よ
う
に
副
詞
と
し
て
機
能
す
る
が
、
音
便

形
「
し
げ
う
」「
し
げ
い
」
は
な
い
。

こ
れ
を
右
の
動
詞
に
準
じ
て
語
音
構
造
に
着
目
し
、
上
段
に
文

語
、
下
段
に
口
語
の
語
例
を
あ
げ
る
。

a　

た
か
し　
（
高
）　

た
か
い

i　

か
な
し　
（
悲
）　

か
な
し
い

u　

ふ
る
し　
（
古
）　

ふ
る
い

e　

た
け
し　
（
武
）　

―

o　

と
ほ
し　
（
遠
）　

と
お
い

語
幹
末
母
音
「
i
」
を
も
つ
形
容
詞
は
シ
ク
活
用
で
あ
る
こ
と
が
形

容
詞
の
特
質
で
あ
る
が
、
こ
の
件
は
本
稿
に
関
わ
ら
な
い
。
こ
の
分

布
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
発
見
者
の
北
原
さ
ん
の
卓
説
に
譲
っ
て
こ

こ
で
は
ふ
れ
な
い
。

エ
列
音
形
容
詞
が
消
滅
に
至
っ
た
経
過
に
つ
い
て
「
た
け
し
」
一

語
で
略
述
す
る
。
日
本
書
紀
神
代
巻
の
あ
る
節
の
「
勇
悍
」
に
つ
い

て
、
中
近
世
の
写
本
・
版
本
に
「
イ
サ
ミ
タ
ケ
ク
」
の
ほ
か
に
、

「
イ
サ
ミ
タ
キ
ウ
」「
イ
サ
ミ
タ
ケ
イ
」
が
あ
る
。「
た
け
し
」
の
連

用
形
で
は
語
幹
が
タ
ケ
と
タ
キ
の
間
で
ゆ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
音
便
化
し
た
連
用
形
はtakyuu

と
な
っ
て
語
幹
が
保
持
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
連
体
形
で
は
、
語
尾
のei

が
連
音
化
し

て
エ
列
長
音ee

が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
が
「
憂

ふ
」
の
活
用
方
式
変
化
の
解
釈
に
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と

思
う
の
で
あ
る
。

先
に
み
た
邦
訳
日
葡
辞
書
の
「Vrei

（
憂
ひ
）」
の
項
に
連
体
形

vreôru

が
あ
り
、
そ
れ
に
「
ウ
レ
ゥ
ル
」
の
仮
名
が
あ
て
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
を
簡
便
に
音
声
表
記
し
た
ら
、uryooru

と
な
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
に
は
動
詞
「
憂
ふ
」
の
語
幹
で
あ
る
は
ず
の
「
ウ
レ
」
が

な
く
て
、
仮
名
表
記
の
し
よ
う
が
な
い
。
過
去
形vreeta

に
は
訳

注
が
あ
り
、
こ
の
時
代
、
エ
の
音
はye

な
の
で
、vreyeta

の
誤
植

だ
ろ
う
と
い
う
。
多
分
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
が
、
そ
の
長
音
化
は
避

け
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
皮
肉
な
こ
と
に
、
日
本
語
で
は
エ

列
音
節
の
連
続
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

エ
列
音
が
重
な
る
語
を
あ
げ
る
と
、「
え
せ
（
似
非
）」、
擬
態
語
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「
ヘ
ベ
レ
ケ
」「
デ
レ
デ
レ
」、
応
答
語
「
へ
え
」、
笑
い
声
「
エ
へ

へ
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
音
構
造
の
語
自
体
は
数
少
な
い
が
、
お
お

む
ね
好
ま
し
か
ら
ぬ
意
の
語
、
ペ
ジ
ョ
ラ
テ
ィ
ブ
に
属
す
る
。
助
動

詞
「
べ
し
」
の
後
身
「
べ
い
」（
ぞ
ん
ざ
い
な
発
音
で
は
「
べ
ー
」）
も

そ
う
だ
ろ
う
。「
才
六
」
に
由
来
す
る
ら
し
い
、
関
東
人
が
上
方
の

若
者
を
卑
し
め
て
い
う
「
ぜ
え
ろ
く
」
も
同
じ
原
理
に
よ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
語
頭
が
濁
音
化
し
て
さ
え
い
る
。

こ
の
推
論
に
不
都
合
な
語
と
し
て
ま
ず
思
い
あ
た
る
の
は
、
関
西

語
の
不
完
全
形
容
詞
「
え
え
」
で
あ
る
。
古
代
、
日
本
書
紀
の
歌

謡
、
萬
葉
集
の
歌
に
、
ク
活
用
形
容
詞
「
え
し
」
の
用
例
が
あ
る
。

平
安
時
代
以
後
そ
れ
が
文
献
に
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
わ
た

し
は
、「
え
し
」
か
ら
「
よ
し
」
へ
の
転
換
と
解
釈
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
わ
た
し
の
師
匠
、
濱
田
敦
は
、
論
文
「
え
い
、
よ
い
、
よ
ろ
し

い
」（『
國
語
國
文
』
第
五
十
巻
一
号　

1981

―
『
続
朝
鮮
資
料
に
よ
る
日
本

語
研
究
』
臨
川
書
店1983

所
収
）
で
拙
論
に
言
及
し
、
古
代
語
の
「
え

し
」
は
「
よ
し
」
に
転
じ
た
の
で
は
な
く
、
常
民
語
と
し
て
生
き
続

け
、
江
戸
時
代
に
は
規
範
的
な
「
い
い
」
に
対
す
る
語
に
な
っ
て
い

た
の
だ
と
し
た
。
こ
れ
は
拙
論
に
と
っ
て
極
め
て
あ
り
が
た
い
解
釈

で
あ
っ
た
。

応
答
語
の
「
え
え
」
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
適
切
な
説
明
が
で
き
な

い
が
、
エ
列
音
の
重
な
り
が
好
ま
し
く
な
い
語
感
を
与
え
る
と
い
う

こ
と
は
、
ほ
ぼ
認
め
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〈
憂
う
〉
は
い
ず
こ
へ

以
上
、
語
幹
末
に
エ
列
音
を
有
す
る
動
詞
と
形
容
詞
に
つ
い
て
考

え
て
き
た
が
、
読
者
諸
賢
の
中
に
は
、
そ
の
た
ぐ
い
な
ら
ま
だ
あ

る
、
と
異
議
を
立
て
る
人
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
わ
た
し
も
考
え
て

い
る
。

エ
列
音
語
幹
一
拍
の
下
一
段
動
詞
「
蹴
る
」
で
あ
る
。
平
安
時
代

に
成
立
し
た
ら
し
い
こ
の
動
詞
は
、
語
幹
が
「
け
」
一
拍
で
、
し
か

も
唯
一
の
下
一
段
活
用
動
詞
と
し
て
、
文
語
文
法
で
特
異
な
語
で

あ
っ
た
。「
蹴
る
」
は
、
複
合
語
「
蹴
飛
ば
す
」「
蹴
上
げ
」「
蹴
込

み
」
な
ど
に
語
幹
「
け
」
を
残
す
が
、
江
戸
時
代
半
ば
に
は
ラ
行
五

段
活
用
に
転
じ
て
日
本
語
史
か
ら
消
え
た
。
こ
れ
も
、「
憂
え
る
」

と
同
じ
く
、
活
用
体
系
の
中
で
孤
立
す
る
動
詞
で
あ
っ
た
。

先
に
い
く
つ
か
の
用
例
に
み
た
よ
う
な
使
用
実
態
が
あ
る
の
だ

が
、
現
行
の
辞
書
の
記
述
は
一
様
に
下
一
段
活
用
「
う
れ
え
る
」
と

し
て
い
る
。
規
範
主
義
を
と
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
怠
慢

で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
用
例
1
～
3
・
5
を
は
じ
め
と
す
る
五
段
活

用
化
の
実
態
に
目
を
つ
む
っ
た
こ
と
に
な
り
、
6
の
よ
う
な
質
問
が
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出
現
す
る
道
理
で
も
あ
る
。
わ
た
し
は
ま
だ
接
し
て
い
な
い
が
、
遠

か
ら
ず
否
定
形
「
憂
わ
な
い
／
憂
わ
ず
」
が
出
現
す
る
に
違
い
な

い
。最

後
に
な
っ
た
が
、
本
稿
の
標
題
の
〈
憂
い
〉
は
ウ
レ
イ
と
よ
ん

で
い
た
だ
き
た
い
。

 

（
平
成
廿
六
年
一
月
五
日
小
寒
）




