
現
代
の
近
畿
地
方
と
東
海
地
方
の
こ
と
ば
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
、

明
治
の
国
語
調
査
委
員
会
の
調
査
な
ど
に
よ
り
解
明
さ
れ
て
き
た
。
否
定
や

断
定
の
言
い
方
、
形
容
詞
連
用
形
と
ハ
行
四
段
活
用
連
用
形
の
音
便
な
ど
方

言
差
の
大
き
な
指
標
に
な
る
い
わ
ゆ
る
東
西
方
言
の
対
立
的
事
項
の
境
界

も
、
こ
の
間
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
言
語
事

象
の
盛
衰
を
ひ
き
つ
い
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
で
は
、
近
世
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
小
稿
で
は
、
い
わ
ば
今
日
の
方
言
の
地

理
的
差
異
が
で
き
る
一
歩
手
前
の
時
代
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
よ
う
と
思

諄
ハ
ノ
○

近
世
語
の
研
究
は
、
江
戸
語
と
上
方
語
の
比
較
な
ど
は
あ
る
も
の
の
、
地

理
的
広
が
り
を
も
っ
て
連
接
す
る
方
言
間
の
状
況
に
つ
い
て
の
考
察
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
資
料
の
制
約
の
た
め
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
解
明
さ
れ
れ
ば
現
代

方
言
の
歴
史
的
背
景
へ
の
理
解
も
深
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
上
方

方
言
に
、
今
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
周
辺
方
言
と
し
て
伊
勢

近
世
語
の
言
語
景
観
小
見

は
じ
め
に

近
世
語
の
言
語
景
観
小
見

ｌ
近
畿
・
東
海
方
言
の
地
理
的
状
況
を
め
ぐ
り
Ｉ

・
濃
尾
・
三
河
の
方
言
を
加
え
て
、
不
十
分
な
材
料
と
範
囲
の
試
論
な
が
ら

も
そ
の
地
理
的
展
開
の
模
様
を
点
描
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
記
述

は
事
象
相
互
の
平
面
的
な
比
較
に
な
り
が
ち
で
、
体
系
レ
ベ
ル
に
及
び
に
く

い
。
い
ま
表
題
を
言
語
景
観
と
し
た
の
は
、
こ
の
故
で
あ
る
。

一
近
世
期
の
問
題

先
の
各
方
言
間
で
差
異
の
あ
る
事
象
も
、
歴
史
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

時
期
の
消
長
を
個
別
に
経
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
日
に
及
ぶ
場
合
も
あ

る
し
、
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
も
あ
る
。
そ
の
伝
で
い
け
ば
、
近
世
に

は
近
世
に
固
有
の
言
語
状
況
と
そ
の
推
移
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ

を
歴
史
地
理
的
な
観
点
か
ら
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
ろ
う
。
さ
ら

に
進
ん
で
は
、
そ
の
消
長
の
要
因
を
方
言
体
系
の
内
外
に
求
め
史
的
説
明
に

及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
ま
で
は
難
し
い
。

こ
の
時
期
の
問
題
と
し
て
は
、
最
低
限
の
共
通
項
的
な
も
の
だ
け
で
も
さ

し
づ
め
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
ろ
う
。

音
韻
で
は
ハ
行
・
サ
行
頭
子
音
の
音
価
、
合
勧
音
の
存
否
、
語
法
で
は
二

彦

坂
佳
宣



段
活
用
の
一
段
化
な
ど
活
用
体
系
の
変
容
や
所
属
語
彙
の
問
題
、
各
種
助
詞

・
助
動
詞
（
辞
的
語
）
の
存
否
と
形
式
な
ど
、
他
に
敬
語
形
式
や
そ
の
運
用
の

問
題
、
語
彙
の
様
々
な
問
題
な
ど
で
あ
る
。

今
は
こ
の
内
か
ら
、
材
料
が
得
ら
れ
る
合
勧
音
、
活
用
体
系
、
辞
的
語
や

尊
敬
語
の
形
式
を
主
に
し
て
述
べ
て
み
る
。

な
お
、
こ
こ
で
主
た
る
資
料
と
す
る
も
の
は
、
上
方
や
尾
張
の
酒
落
本
・

滑
稽
本
や
伊
勢
、
美
濃
、
尾
張
、
三
河
の
各
地
に
行
わ
れ
た
雑
俳
で
あ
る
。

と
く
に
雑
俳
は
庶
民
の
文
芸
と
し
て
近
世
を
主
に
行
わ
れ
、
卑
近
で
口
語
性

の
豊
か
な
も
の
も
多
い
。
今
ま
で
そ
の
有
用
性
が
説
か
れ
な
が
ら
も
、
活
用

①

き
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
伊
勢
は
宇
治
山
田
周
辺
を
主
と

し
た
も
の
、
美
濃
と
尾
張
は
ほ
ぼ
活
動
圏
を
同
じ
く
し
、
時
に
三
河
が
こ
れ

に
加
わ
る
こ
と
も
あ
り
別
個
に
活
動
す
る
こ
と
も
あ
る
。
濃
尾
、
三
河
は
事

象
に
即
し
て
、
ま
と
め
た
り
区
分
し
た
り
し
て
説
明
す
る
。
ま
た
、
考
察
に

は
今
日
の
方
言
調
査
の
成
果
も
参
考
に
す
る
。

以
下
に
上
方
、
伊
勢
、
濃
尾
・
三
河
の
三
要
地
の
方
言
を
比
較
し
て
相
対

的
に
見
ら
れ
る
特
色
を
、
仮
に
次
の
三
つ
に
分
け
て
述
べ
て
行
く
。
（
１
）
三

要
地
に
同
じ
面
、
（
２
）
上
方
、
伊
勢
、
濃
尾
・
三
河
へ
と
古
態
性
の
ま
す
面
、

（
３
）
こ
の
逆
に
、
進
取
性
あ
る
い
は
異
質
性
の
多
い
面
。
こ
れ
ら
は
、
当

面
の
地
域
の
方
言
間
の
関
係
を
語
る
と
こ
ろ
が
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な

お
各
事
象
の
考
証
的
な
面
は
今
ま
で
の
個
別
論
文
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、

紙
数
の
関
係
も
あ
る
の
で
今
は
最
低
限
の
例
示
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。

二
方
言
間
の
状
況

ま
た
上
方
語
に
つ
い
て
は
先
学
の
研
究
も
多
い
た
め
、
こ
こ
で
は
伊
勢
、
濃

尾
・
三
河
を
主
と
し
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
１
）
三
要
地
に
共
通
な
面

こ
れ
に
は
東
西
方
言
の
対
立
的
事
項
の
う
ち
否
定
辞
が
ン
ま
た
は
ヌ
で
あ

る
こ
と
、
形
容
詞
連
用
形
が
ウ
音
便
と
な
る
こ
と
、
一
段
活
用
系
の
命
令
形

語
尾
が
－
ョ
を
主
と
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
な
事
項

で
共
通
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
と
も
に
古
く
か
ら
西
部
方
言
に
属
す

る
こ
と
を
語
る
。

し
か
し
、
同
じ
東
西
対
立
的
な
事
項
で
も
、
濃
尾
以
東
で
は
ハ
行
四
段
活

用
が
促
音
便
を
と
り
、
断
定
辞
が
近
畿
の
シ
ャ
な
い
し
ャ
に
対
し
て
デ
ァ
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
形
容
詞
音
便
は
今
日
の
分
布
か
ら
す
れ
ば
東
三
河
以
東
は

ウ
音
便
化
し
な
い
な
ど
の
点
は
異
質
的
な
面
も
強
い
。
濃
尾
か
ら
三
河
へ
と

移
る
に
つ
れ
て
近
畿
的
性
格
か
ら
逸
脱
す
る
面
を
つ
よ
く
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
面
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

（
２
）
上
方
、
伊
勢
、
濃
尾
・
三
河
へ
と
古
態
性
の
ま
す
面

気
付
い
た
も
の
の
限
り
で
は
、
こ
れ
に
属
す
る
事
項
は
（
１
）
よ
り
も
多

く
、
中
央
の
近
畿
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
歴
史
的
に
古
い
言
語
の

眉
が
み
え
る
も
の
と
し
て
よ
い
。
い
わ
ゆ
る
方
言
周
圏
論
的
な
モ
デ
ル
の
ひ

と
つ
と
も
み
な
し
得
る
事
項
類
と
い
え
る
。

ま
ず
代
表
的
な
も
の
に
断
定
辞
が
あ
げ
ら
れ
る
。
上
方
で
は
ジ
ャ
が
普
通

で
あ
り
、
幕
末
期
に
ャ
が
こ
こ
か
ら
生
じ
た
と
さ
れ
る
。
伊
勢
で
は
ジ
ャ
で

あ
り
、
ヤ
は
み
い
だ
し
て
い
な
い
。
濃
尾
・
三
河
で
は
こ
の
時
期
デ
ァ
が
一

②

般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
物
類
称
呼
」
「
和
訓
栞
」
馬
琴
「
騎
旅
漫
録
」
な

二



ど
に
記
述
が
あ
り
、
尾
張
酒
落
本
で
も
「
名
古
屋
言
葉
の
デ
ャ
は
江
戸
の
ダ
、

○
○

ｊ

上
方
の
ジ
ャ
と
い
ふ
に
ひ
と
し
・
デ
ャ
と
は
な
し
て
よ
む
べ
か
ら
ず
、
デ
ャ

と
続
て
よ
む
べ
し
」
（
文
化
哩
年
東
花
元
成
名
古
屋
見
物
四
編
の
綴
足
）
と
世

人
の
注
意
を
ひ
い
て
い
る
。
作
者
の
居
所
が
添
え
ら
れ
て
い
る
雑
俳
に
よ
れ

ば
、

お
庭
か
咲
て
粉
に
な
る
デ
ャ
津
島
（
安
政
６
た
ま
か
し
は
六
）

日
間
賀
出
来
で
や
で
海
苔
あ
ら
い
参
州
吉
良
（
安
政
期
た
ま
か
し
は
七
）

犬
は
ふ
つ
つ
り
銅
ふ
デ
ヤ
な
い
大
垣
（
安
政
５
と
が
へ
り
集
）

な
ど
多
く
、
最
後
の
例
の
よ
う
に
「
で
は
」
に
よ
る
形
式
も
加
え
れ
ば
西
美

濃
か
ら
東
美
濃
、
尾
張
か
ら
三
河
に
ま
で
用
例
が
広
く
分
布
す
る
。

ま
た
、
「
木
曽
道
中
膝
栗
毛
」
で
も
近
江
西
部
か
ら
木
曽
ま
で
デ
ァ
が
み

え
て
い
る
。

デ
ァ
は
断
定
の
言
い
方
が
デ
ア
ル
か
ら
デ
ァ
と
な
り
、
こ
れ
が
一
般
に
は

東
日
本
で
ダ
化
し
西
日
本
で
は
ジ
ャ
そ
し
て
ャ
と
な
る
、
そ
の
中
間
に
位
世

す
る
も
の
で
あ
る
。
京
都
で
は
キ
リ
シ
タ
ン
版
「
伊
曽
保
物
語
」
に
１
例
み

え
る
の
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
中
央
語
に
お
け
る
中
世
末
の
も
の
が
こ
こ
に

尾
を
ひ
い
て
広
く
分
布
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
東
西
対
立
的
事
象
の
う
ち

こ
の
事
象
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
お
い
て
西
の
ジ
ャ
東
の
ダ
の
間
に
あ
っ
て

中
和
的
地
域
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

辞
的
事
項
に
も
（
２
）
に
属
す
る
も
の
は
多
い
。
一
例
を
推
量
・
意
志
の

助
動
詞
に
と
っ
て
み
る
。
か
つ
て
室
町
時
代
の
京
都
で
は
ウ
・
ヨ
ウ
と
ウ
ズ

と
が
共
存
し
て
い
た
（
そ
の
使
い
分
け
に
は
議
論
が
あ
る
が
お
く
）
。
近
世
に
は
、

京
都
で
は
ウ
・
ヨ
ウ
形
に
統
一
さ
れ
、
こ
れ
は
や
や
西
の
伊
勢
で
も
お
な
じ

近
世
語
の
言
語
景
観
小
見

で
あ
る
。呑

ン
で
見
し
よ
か
と
詰
ら
か
す
（
虹
１
３
）

ど
う
寝
よ
ふ
ぞ
と
い
ふ
て
居
（
虹
１
９
）

淡
尾
で
は
、
ウ
・
ヨ
ウ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
ウ
ズ
が
互
角
に
現
れ
る
。

お
れ
も
か
わ
（
買
）
わ
ア
づ
と
お
も
っ
た
が
、
じ
つ
き
あ
こ
（
赤
）
こ
な

げ
な
で
き
（
泗
落
本
女
楽
巻
）

明
に
出
る
戸
何
来
と
ラ
ァ
ズ
待
っ
た
が
い
守
山
（
万
延
元
年
風

見
草
）

細
部
を
み
れ
ば
各
地
で
動
詞
猟
と
の
接
続
の
形
式
に
差
異
が
あ
る
が
、
こ
れ

も
周
圏
諭
的
な
例
と
な
る
。
そ
の
打
ち
消
し
の
意
味
の
マ
イ
も
ｌ
マ
イ
（
力
）

形
で
勧
誘
表
現
と
な
っ
た
こ
と
、
狂
言
な
ど
に
よ
く
み
え
る
。
京
都
で
は
近

世
に
は
す
で
に
こ
の
用
法
は
な
く
、
伊
勢
と
尾
張
で
は
な
お
多
用
さ
れ
、

何
ぞ
唱
え
て
見
る
ま
い
か
（
伊
勢
”
１
１
）

エ
イ
男
ば
か
見
と
ら
ま
い
（
尾
張
た
ま
か
し
は
七
）

そ
し
て
今
日
で
も
濃
尾
・
三
河
で
多
用
さ
れ
る
。

接
尾
語
的
な
－
カ
ス
形
の
存
否
も
こ
れ
に
入
る
。
京
都
で
は
中
古
か
ら
み

え
中
世
に
多
用
さ
れ
て
衰
退
す
る
が
、
伊
勢
で
は
み
え
、
濃
尾
・
三
河
で
は

よ
く
見
え
る
。

か
か
只
眼
ン
中
で
見
し
ら
か
す
（
伊
勢
虹
１
３
）

角
髪
す
つ
ほ
ら
か
い
て
来
る
（
尾
張
天
保
４
都
の
み
や
ぴ
を
）

体
系
的
な
組
織
を
も
つ
敬
語
辞
で
も
以
上
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
る
。
‐
い
ま

尊
敬
語
述
部
形
式
に
つ
い
て
三
要
地
の
雑
俳
例
な
ど
か
ら
単
純
集
計
し
て
表

１
に
し
る
し
た
。

三



表1三要地の敬語辞

、
、

連
用
形
十
ジ
ャ

ハ
ン
ス

テ
ジ
ャ

事 ナ
サ
ル

遊
、
バ
ス
．

オ
＋

（
サ
）

ナ
ン

（
サ
ノ
）

＋
ノ
ハ

ヤ
ー
ル

（
一
『
ノ
）

ヤ
ー
ス

（
サ
）

コ
ザ
ル

．
搾
／
ン
ス

（
ヤ
ン
ス
）

＊
（
サ
）
ツ

シ
ヤ
ル

一
段
式

シ
ヤ
ン
ス

レ

ノレ

ノレンス

ナ ＊ ス

サ
レ

ノレ

項
地

ヒ
レ

》
ノ

、

名 、
、

２
’
２
｜

’
６
’
２

’
Ⅲ
’

一
１
－
３

’
７

一
５

８
｜
冊
－
７

１
’
ｌ
ｌ

ｕ
ｌ
ｕ
ｌ
墾

一
９
－
１

４
’

６
’
２
－
４

’
１
－
４

１
’

１
一

一
０

’
９

侭
一
調
一

一
５
’
３
’
２

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

俳
一
俳
一
本
一

雑
一
雑
一
癖

画
一
幟
口
搾

４
｜

’
３
一

７
’
４
’
３

１
’

’
８
’

６
｜
卿
一

一
ｌ
’

上方雑俳は寛政から慶応までの27点、伊勢雑俳は文化・文政を中心に20点、名古屋酒落本は

蝿政のもの4点である。事項はマスが下接するものや上にオが来るものなどを含むが、ここ

では単純な形にして集計した。動詞用法・補助動詞用法の区別もしないで一括した。左から

ほぼ待遇の高い順に並べてある＊印の形式は名古屋に特有のものである。

③

上
方
の
形
式
の
消
長
は
先
学
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
近
世
前
期

に
は
（
サ
）
ン
ス
・
ヤ
ル
．
（
サ
）
シ
ャ
ル
が
さ
か
え
後
期
に
は
こ
れ
に
替
わ
り

ナ
サ
ル
・
ナ
ハ
ル
や
「
お
行
き
る
」
「
お
呉
れ
る
」
な
ど
オ
十
一
段
式
の
形

や
「
て
じ
ゃ
」
な
ど
テ
＋
指
定
辞
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
な
か
で
も

（
サ
）
シ
ャ
ル
か
ら
ナ
サ
ル
・
ナ
ハ
ル
ヘ
の
転
換
が
そ
の
代
表
と
い
え
る
と
思

う
。
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
泗
落
本
を
資
料
と
し
た
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
私

は
雑
俳
例
も
参
照
す
る
と
、
右
の
大
概
は
認
め
る
と
し
て
も
う
少
し
（
サ
）
シ

ャ
ル
が
後
ま
で
残
り
、
ナ
サ
ル
か
ら
ナ
ハ
ル
が
う
ま
れ
認
知
さ
れ
る
の
は
遅

④

れ
る
と
考
え
て
い
る
。
表
１
に
は
（
サ
）
シ
ャ
ル
が
多
く
残
り
、
ナ
ハ
ル
の
例

は
多
い
も
の
特
殊
な
場
面
に
出
や
す
い
の
で
あ
る
。
雑
俳
例
を
よ
り
庶
民
的

な
言
語
状
況
の
あ
ら
わ
れ
と
み
て
の
解
釈
で
あ
る
。

さ
て
、
伊
勢
で
は
、
表
１
で
み
る
と
お
り
後
期
で
も
（
サ
）
シ
ャ
ル
の
勢
力

は
強
く
、夢

売
り
銭
ハ
見
や
し
て
か
ら
の
事
（
錨
１
３
）

い
ろ
は
し
や
ん
な
と
云
ふ
て
居
（
虹
１
９
）

後
の
例
の
よ
う
に
対
面
者
に
も
使
用
す
る
勢
い
で
あ
る
。
（
サ
）
ン
ス
。
（
サ
）

シ
ャ
ン
ス
と
い
っ
た
（
サ
）
シ
ャ
ル
系
の
形
式
が
み
え
る
こ
と
も
（
サ
）
シ
ャ
ル

の
勢
力
の
温
存
さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。
上
方
で
は
尊
敬
語
と
し
て
は

古
く
な
っ
た
ゴ
ザ
ル
類
も
こ
こ
に
あ
る
。

に
こ
に
こ
地
取
り
見
て
ご
ざ
る
（
猫
１
１
）

こ
う
し
た
中
に
ア
ソ
バ
ス
・
テ
＋
指
定
辞
（
テ
ジ
ャ
）
、
オ
十
一
段
式
な
ど
も

み
え
る
。
こ
れ
ら
は
近
時
の
上
方
か
ら
の
伝
播
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
使

用
例
か
ら
み
て
ア
ソ
バ
ス
は
特
に
丁
寧
な
も
の
で
あ
り
、
普
通
は
ナ
サ
ル
が

四



伊
勢
で
も
っ
と
も
高
い
待
遇
の
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
一
方

で
は
上
方
語
に
対
し
て
特
に
異
質
な
形
式
は
み
つ
け
に
く
い
。
概
要
と
し
て

は
、
上
方
語
の
直
接
的
な
影
響
下
に
あ
り
、
や
や
古
態
を
と
ど
め
る
と
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

上
方
は
従
来
の
泗
落
本
と
の
対
比
の
た
め
、
伊
勢
は
他
に
用
例
数
を
提
示

す
る
に
足
る
資
料
が
な
い
た
め
雑
俳
に
よ
っ
た
が
、
淡
尾
は
尾
張
の
泗
落
本

③

の
例
を
し
る
し
た
。
表
１
に
よ
る
と
こ
こ
に
も
ア
ソ
バ
ス
が
あ
る
が
上
層
町

人
に
限
ら
れ
、
上
方
語
な
ど
で
ナ
サ
ル
形
で
あ
っ
た
も
の
は
こ
こ
で
は
ナ
サ

レ
ル
形
で
現
れ
て
、
こ
れ
が
普
通
に
は
も
っ
と
も
高
い
敬
意
の
も
の
で
あ
る
。

や
や
軽
い
敬
意
で
多
用
さ
れ
る
の
は
（
サ
）
シ
セ
ル
。
（
サ
）
ン
ス
・
オ
十
一
段

式
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
特
定
動
詞
で
は
「
行
く
」
な
ど
の
意
味
の
ゴ
ザ

ル
・
ゴ
ザ
ラ
ッ
セ
ル
も
多
い
。
一
方
、
雑
俳
で
は
、
ア
ソ
バ
ス
は
ま
ず
な
く
、

（
サ
）
シ
セ
ル
。
（
ラ
）
レ
ル
・
ゴ
ザ
ル
な
ど
が
多
用
さ
れ
、
ナ
サ
レ
ル
は
ナ
レ

ル
形
と
し
て
も
多
い
。
要
す
る
に
泗
落
本
と
比
べ
て
や
や
低
く
親
し
み
や
す

い
形
式
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
上
方
の
場
合
と
同
じ
く
、
雑
俳
に
よ
り
庶
民

的
な
様
相
が
観
察
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

い
く
つ
か
例
示
し
て
お
く
。

関
取
さ
ん
虫
歯
で
一
夜
泣
キ
な
れ
る
（
嘉
永
６
た
ま
か
し
は
三
）

お
よ
し
さ
ど
こ
行
か
ん
す
：
。
今
日
は
髪
結
は
ん
し
た
の
（
寛
政
ｕ
泗
落

本
囲
多
好
篭
）

何
事
じ
ゃ
法
華
の
衆
も
行
つ
せ
る
（
天
保
哩
続
太
箸
集
初
篇
）

（
奉
公
先
を
）
き
や
め
て
（
決
め
て
）
お
い
で
た
か
（
女
楽
巻
）

頼
ま
れ
て
居
仲
人
晩
に
ち
よ
こ
り
と
ご
さ
っ
た
り
（
続
太
箸
集
）

近
世
語
の
言
語
景
観
小
見

以
上
に
よ
れ
ば
、
上
方
で
後
期
に
盛
ん
な
ア
ソ
バ
ス
は
伊
勢
と
同
様
に
特
定

層
に
か
ぎ
ら
れ
、
テ
＋
指
定
辞
も
多
く
な
く
、
オ
十
一
段
式
は
い
く
ら
か
使

わ
れ
る
も
の
の
、
概
し
て
（
サ
）
ン
ス
・
ゴ
ザ
ル
そ
し
て
（
サ
）
シ
ャ
ル
に
相
当

す
る
形
式
が
方
処
化
し
た
（
サ
）
シ
セ
ル
な
ど
上
方
語
で
は
す
で
に
古
態
の
も

の
が
み
え
る
。
（
サ
）
シ
セ
ル
は
第
三
者
へ
の
待
遇
ば
か
り
で
な
く
ま
だ
対
面

者
に
も
使
用
さ
れ
、
ゴ
ザ
ル
、
ゴ
ザ
ラ
ッ
セ
ル
も
同
様
で
あ
る
。
文
字
ど
お

り
上
方
語
で
は
古
態
の
も
の
が
、
こ
こ
に
盛
行
し
て
い
る
。
（
サ
）
ツ
シ
ャ
ル

が
（
サ
）
ツ
セ
ル
で
現
れ
、
ナ
サ
ル
が
ナ
サ
レ
ル
・
ナ
レ
ル
で
現
れ
る
な
ど
地

方
的
形
式
の
問
題
は
後
に
述
べ
よ
う
。

敬
語
述
部
ば
か
り
で
な
く
、
代
名
詞
の
形
式
で
も
同
様
で
あ
る
。
各
種
形

式
の
一
覧
は
省
く
が
、
例
え
ば
上
方
語
の
後
期
に
は
第
三
人
称
を
さ
す
こ
と

が
す
で
に
少
な
く
二
人
称
の
意
味
で
使
わ
れ
る
ア
ナ
タ
は
、
伊
勢
で
も
尾
張

で
も
ま
だ
第
三
人
称
の
も
の
も
み
え
る
。

濃
尾
に
は
、
中
世
京
都
で
盛
ん
で
あ
っ
た
二
人
称
の
コ
ナ
タ
・
ソ
ナ
タ
・

オ
ヌ
シ
も
残
り
、
オ
ヌ
シ
は
オ
ノ
シ
・
オ
ン
シ
と
し
て
現
れ
る
。

な
お
、
敬
語
形
式
に
つ
い
て
は
三
河
の
雑
俳
に
は
現
れ
に
く
く
、
今
日
東

三
河
以
東
が
い
わ
ゆ
る
無
敬
語
地
域
で
あ
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
形
容
詞
連

用
形
の
ウ
音
便
の
な
い
の
と
と
も
に
、
三
河
以
東
の
異
質
性
も
み
え
て
く
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
ほ
ぼ
伊
勢
か
ら
濃
尾
へ
と
よ
く
古
態
性
の
み
ら
れ
る
こ

と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

（
３
）
伊
勢
あ
る
い
は
濃
尾
・
三
河
の
進
取
性
・
異
質
性
の
面

す
で
に
（
２
）
の
説
明
の
中
に
も
伊
勢
や
濃
尾
に
は
上
方
語
と
異
質
な
形

式
や
性
格
の
も
の
が
で
て
き
た
。
次
に
、
こ
の
面
を
考
え
て
み
る
。

五



’ （
２
）
で
扱
っ
た
事
項
は
異
質
的
と
い
っ
て
も
史
的
に
古
層
の
面
を
強
く

持
つ
も
の
、
こ
の
項
は
上
方
語
に
対
し
て
変
化
の
早
い
面
、
異
質
な
方
向
性

の
強
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
気
付
い
た
事
項
の
範
囲

で
い
え
ば
上
方
と
伊
勢
に
対
し
て
尾
張
以
東
の
異
質
性
が
特
に
強
い
。

ま
ず
先
に
み
た
東
西
方
言
の
対
立
的
事
項
の
問
題
が
あ
る
。
ハ
行
四
段
活

用
が
ウ
音
便
を
と
る
の
は
上
方
は
勿
論
、
伊
勢
も
同
様
で
あ
る
。

下
へ
オ
リ
ョ
カ
と
い
ふ
て
也
（
虹
１
４
）

濃
尾
で
は
、
こ
れ
が
促
音
便
で
現
れ
る
。
名
古
屋
泗
落
本
の
ほ
か
雑
俳
に
よ

れ
ば
、・

建
場
の
冬
枯
銀
杏
喰
シ
た
小
猿
病
む
岐
阜
雨
木
（
文
久
２
年
渭

藺
集
）

松
葉
か
く
兄
馬
掴
ん
で
狂
っ
て
行
美
濃
上
ノ
内
五
面
堂
（
安
政
頃

た
ま
か
し
は
七
）

の
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
ウ
音
便
と
の
境
界
に
近
い
美
濃

西
部
の
線
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
形
容
詞
連
用
形
が
ウ
音
便
を
と
る
か
そ
の
ま
ま
か
の
問
題

は
、
資
料
で
の
実
証
が
し
に
く
い
。
今
日
は
愛
知
県
の
三
河
の
東
西
を
隔
て

る
線
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
こ
の
境
界
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
を
お
お
う

雑
俳
も
文
語
的
な
表
現
に
は
ウ
音
便
を
と
っ
て
し
ま
う
こ
も
あ
り
、
地
域
差

は
実
証
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
対
立
的
事
項
も
今
日
の
境
界

と
よ
く
似
る
点
、
こ
の
場
合
も
同
様
な
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

音
韻
の
問
題
で
は
合
勧
音
の
存
否
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
象
は
ま
だ
述

べ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
少
し
例
を
多
く
あ
げ
て
み
る
。

ま
ず
上
方
で
は
合
鋤
音
ク
ワ
霊
グ
ワ
の
類
が
、
多
少
の
例
外
を
除
き
原
則
と

⑤

し
て
直
音
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
な
く
保
た
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
結
論
的
に

い
え
ば
、
こ
れ
は
酒
落
本
や
雑
俳
で
み
て
も
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。
上
方

雑
俳
は
広
い
年
代
に
わ
た
る
資
料
が
み
え
る
。
い
ま
泗
落
本
類
の
少
な
い
近

世
末
期
の
天
保
期
か
ら
「
冠
吟
言
葉
の
種
」
（
天
保
魁
大
阪
版
）
の
場
合
を

一
例
に
と
り
整
理
し
て
み
る
。

は
ん
く
・
わ
ぱ
い
く
わ
ぐ
わ
ん
、
三
つ

繁
花
梅
花
願
望
（
以
上
各
２
例
づ
っ
）

く
わ
ん
ぎ
ん
く
わ
い
ら
う
ぐ
わ
ん
く
わ
ん
ぢ
よ
は
ん
く
わ
い
く
わ
ん
ぬ
き
く
わ
ん
じ
ん
す
い
く
ハ

冠
吟
廻
廊
お
願
官
女
奨
噌
閂
勧
進
西
瓜

く
わ
ほ
う
く
わ
し
や
く
わ
ん

果
報
菓
子
薬
罐
（
以
上
各
１
例
）

右
の
よ
う
に
合
勘
音
表
記
は
直
音
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
記
は
擬
声

・
擬
態
語
に
も
及
び
、
ほ
か
の
資
料
で
は
漢
語
の
仮
名
書
き
例
も
あ
り
、
こ

う
し
た
状
況
が
一
般
的
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

右
の
傾
向
の
中
で
一
見
異
例
と
も
み
え
る
次
の
例
は
、

く
ハ
く
し
つ

確
執
を
破
る
隣
の
愛
ざ
か
り
浪
花
（
天
保
５
卯
之
花
衣
８
ォ
）

く
わ
く
し
よ
う

格
別
ノ
、
実
に
鶴
亀
ハ
空
に
入
り
（
天
保
過
浪
花
み
ゃ
げ
型
ゥ
）

先
学
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
合
勘
音
表
記
が
慣
用
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

異
例
と
し
て
は
、
多
く
の
雑
俳
資
料
の
中
で
次
の
よ
う
な
例
を
み
た
。

ニ
ツ
コ
ウ

⑦
い
ろ
い
ろ
に
日
光
山
の
せ
め
道
具
（
元
禄
焔
俳
譜
か
ざ
り
わ
ら

４
ウ
宝
永
元
年
生
轆
に
再
収
の
も
の
に
よ
る
）

④
よ
く
ノ
、
じ
や
れ
が
い
な
が
ら
も
最
う
と
ら
し
や
ま
せ
（
正

徳
３
削
か
け
型
オ
）

し
か
し
、
⑦
に
予
想
さ
れ
る
ク
ワ
表
記
は
、
国
語
化
し
た
合
勘
音
の
中
で
は

早
く
直
音
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
長
音
類
に
属
し
て
い
る
。
ま
た
他
の
箇
所

三マ

ノ、



で
は
合
勘
音
と
し
て
も
み
え
る
。
④
は
こ
れ
を
「
慮
外
」
と
み
れ
ば
異
例
で

あ
る
が
、
句
の
傍
ら
に
「
酒
也
」
と
あ
り
、
ま
た
「
れ
が
い
」
も
不
審
で
あ

る
。
さ
ら
に
合
勧
音
の
う
ち
濁
音
の
も
の
は
直
音
化
が
早
め
で
あ
っ
た
と
い

う
傾
向
が
こ
こ
に
も
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
一
般
的
な
直
音
と
の
混
同
例

の
証
左
と
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
紙
数
の
関
係
で
酒
落
本
例
の
提
示
は

お
く
が
、
こ
こ
で
も
慣
用
表
記
や
直
音
化
の
早
い
例
と
さ
れ
る
わ
ず
か
な
例

を
除
け
ば
、
問
題
に
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
や
や
混
同
の
兆
候
を
窺
え
る
程
度
と
い
え
よ
う
。

次
に
伊
勢
地
方
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
期
の
伊
勢
方
言
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
村
山
七
郎
「
漂
流
民
の
言
語
』

（
吉
川
弘
文
館
昭
和
伽
）
に
よ
っ
て
、
わ
ず
か
に
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
伊
勢
白
子
出
身
の
大
黒
屋
光
太
夫
が
十
八
世
紀
後
半
、
ロ
シ
ア
に
お

い
て
ヤ
ン
コ
ー
ウ
ィ
チ
に
よ
る
『
欽
定
世
界
言
語
比
較
辞
典
』
の
改
訂
に
際

し
て
提
供
し
た
日
本
語
約
三
○
○
語
の
紹
介
と
そ
の
研
究
も
あ
り
伊
勢
方
言

の
手
が
か
り
が
み
え
て
い
る
。

さ
て
雑
俳
に
み
え
る
合
勧
音
表
記
の
例
は
延
べ
二
○
数
例
、
異
な
り
語
で

一
○
余
例
と
少
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
み
な
表
記
を
誤
る
こ
と
な
く
、
ま
た
直

音
を
合
勤
音
に
表
記
す
る
も
の
も
今
の
と
こ
ろ
み
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、

く
ハ
ほ
う
も
の
、
楽
し
ミ
な
奉
公
を
す
る
（
文
化
初
期
以
前
弱
１
４
）

休
ミ
に
く
わ
し
を
く
ふ
て
居
（
文
化
初
年
弱
ｌ
喝
）

人
が
ら
ノ
よ
い
男
だ
て
け
ん
く
わ
一
一
扇
子
か
ざ
し
た
り
（
文
化
８
虹

１
６
）

よ
う
く
わ
い

妖
怪
姫
（
冠
付
け
題
）
、

近
世
語
の
言
語
景
観
小
見

と
い
っ
た
例
で
あ
る
。
合
勘
音
の
期
待
さ
れ
る
漢
字
表
記
は
お
お
い
も
の
の

振
り
仮
名
が
な
い
た
め
多
様
な
例
は
集
ま
ら
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
混
同
例
は

な
い
と
し
て
よ
い
。

光
太
夫
の
も
の
に
も
二
例
み
え
る
（
村
山
氏
の
ロ
ー
マ
字
転
写
に
よ
る
）
。

，
喧
嘩
弄
心
ご
斥
君
”
ケ
ン
ク
ワ

一
○
○
○
文
罵
言
勉
口
日
○
ロ
ィ
ク
ワ
ン
モ
ン

こ
れ
も
誤
例
は
な
く
、
両
者
の
傾
向
は
一
致
す
る
。

今
ま
で
、
こ
の
地
で
合
勧
音
が
な
お
よ
く
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
伊⑥

勢
出
身
の
谷
川
士
情
『
和
訓
栞
』
の
記
事
か
ら
間
接
的
に
推
測
さ
れ
て
い
た
。

右
の
諸
例
は
、
こ
れ
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
一
例
と
な
る
。

濃
尾
の
状
況
に
う
つ
る
。

こ
こ
で
は
合
勧
音
が
直
音
と
混
同
し
て
い
る
こ
と
、
す
で
に
福
島
邦
道
氏

⑦

が
平
曲
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
例
は
す
ぐ
な
い
。
近
世
に
入

り
文
化
頃
の
混
同
状
況
は
芥
子
川
律
治
氏
に
酒
落
本
例
を
あ
げ
て
指
摘
が
あ

③る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
ま
で
く
れ
ば
類
例
は
他
の
資
料
に
も
比
較
的
容
易

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
熱
田
生
ま
れ
の
女
性
「
き
の
」
が
金
毘
羅
の
口

真
似
で
語
っ
た
文
化
文
政
頃
の
如
来
教
の
説
教
を
逐
一
記
録
し
た
も
の
に
は

ぜ
ん
か
い

全
快
（
文
化
２
年
５
月
８
日
条
）

く
わ
い
さ
ん
が
た

開
山
方
（
文
政
２
年
３
月
均
日
条
）

な
ど
の
混
同
例
が
あ
る
。
こ
の
記
録
は
、
信
者
の
一
人
で
、
き
の
の
説
教
を

組
織
的
に
記
録
し
て
い
た
「
お
綴
り
連
」
の
一
員
か
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
位

置
に
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
尾
張
藩
士
刑
部
玄
朋
の
筆
に
な
る
浄
書
本
に

み
え
る
の
で
あ
る
。
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や
や
時
代
が
く
だ
り
天
保
以
降
に
み
ら
れ
は
じ
め
る
雑
俳
に
は
、
尾
張
だ

け
で
な
く
、
美
濃
、
三
河
の
雑
俳
作
者
に
よ
る
句
に
混
同
例
が
現
れ
て
い
る
。

作
者
ま
た
は
連
の
居
所
を
記
し
た
も
の
を
捜
せ
ば
、

ガ
ン
ジ

あ
き
告
る
鐘
痩
せ
た
指
か
ら
丸
薬
洩
る
三
州
吉
田
（
安
政
４
年

頃
た
ま
か
し
は
五
）

テ
ン
ガ
ン

流
石
先
生
展
観
春
画
と
ハ
玄
い
挙
母
（
文
久
２
渭
蘭
集
）

ゲ
カ

親
船
の
若
衆
烏
鍋
喰
て
外
科
医
聞
く
美
濃
竹
が
鼻
（
た
ま
か
し

は
五
）

な
ど
西
美
濃
か
ら
三
河
ま
で
の
例
が
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
「
夫
婦

ゲ
ン
カ
カ
コ

喧
嘩
」
（
安
政
６
久
礼
多
気
集
）
「
過
去
帳
」
（
た
ま
か
し
は
六
）
な
ど
、
日
常

的
な
語
の
混
同
例
の
あ
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。

先
の
福
島
氏
は
、
上
方
に
比
べ
関
東
に
こ
の
混
同
が
早
く
、
中
世
か
ら
近

世
初
期
の
時
期
に
も
す
で
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
、
三
河
物
語

や
江
戸
近
辺
の
資
料
が
主
で
用
例
も
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
伊
勢

や
濃
尾
に
つ
い
て
加
え
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
っ
て
用
例
も
か
な
り
増

え
、
一
般
的
な
言
語
状
況
に
つ
い
て
窺
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
伊
勢
よ
り

も
上
方
で
の
混
同
の
兆
候
が
み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
が
一
般
的
な
様
子
な
の
か

伊
勢
側
の
資
料
例
の
少
な
さ
に
よ
る
の
か
は
判
断
し
に
く
い
。
も
し
前
者
と

す
れ
ば
、
上
方
に
対
し
て
伊
勢
の
古
態
性
が
認
め
ら
れ
、
濃
尾
・
三
河
は
こ

れ
ら
と
さ
ら
に
異
質
的
な
地
域
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
宿
題
と
し
た
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
上
方
や
伊
勢
で
な
お
合
勘
音
が
か
な
り
保
た
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
濃
尾
・
三
河
で
は
混
同
が
容
易
に
み
ら
れ
、
直
音
化
が
強
か

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

体
系
的
な
面
の
強
い
事
象
と
し
て
は
、
活
用
の
再
編
の
問
題
が
こ
こ
に
入

る
。
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
変
遷
の
な
か
で
、
二
段
活
用
の
一
段
化
は
大

き
な
転
回
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
前
後
し
て
ラ
行
変
格
活
用
の
四
段
化
、
ナ

行
変
格
活
用
の
四
段
化
な
ど
が
お
こ
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
ラ
行
変
格
活
用
を
の
ぞ
く
変
化
に
は
地
域
差
が
よ
く
認
め
ら
れ

る
。
ま
ず
、
「
死
ぬ
」
「
往
ぬ
」
の
ナ
変
に
つ
い
て
み
よ
う
。

上
方
語
の
ナ
行
変
格
活
用
の
四
段
化
に
つ
い
て
は
、
後
期
ま
で
ナ
行
変
格

活
用
が
保
た
れ
る
と
の
説
が
泗
落
本
の
状
況
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
有
力
で

あ
っ
た
が
、
雑
俳
を
参
照
す
る
と
か
な
り
早
く
に
四
段
化
が
進
行
し
て
い
た

⑨

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
以
前
に
述
べ
た
。
両
者
を
総
合
す
れ
ば
、
卑
近
な
口

語
で
四
段
化
が
す
す
む
一
方
、
従
来
の
ナ
行
変
格
活
用
も
保
た
れ
て
い
た
と

解
釈
す
る
の
が
妥
当
と
思
う
。

伊
勢
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
複
数
の
四
段
化
例
を
み
る
も
の
の
、
一
方

で
文
化
期
に
至
っ
て
も
ナ
行
変
格
活
用
の
例
も
多
く
、
全
体
に
こ
れ
が
ま
さ

る
の
で
あ
る
。

揃
ふ
て
死
ヌ
を
う
れ
し
が
る
（
宝
暦
９
か
似
１
８
）

死
ヌ
と
は
あ
ま
い
謀
卜
（
文
化
２
狸
１
３
）

死
ル
と
い
ふ
た
顔
も
せ
ぬ
（
文
化
８
虹
１
６
）

村
山
氏
に
よ
る
光
太
夫
の
も
の
に
は
、

死
豈
口
匡
〕
津
昌
目
）
浄
旨
巨
昌

驚
渕
鷺
１
』
て
ぐ
別
』
て

と
あ
る
。
改
訂
前
の
パ
ラ
ス
に
よ
る
記
述
は
弓
旨
巨
」
と
四
段
化
例
の
可
能

性
が
高
い
語
形
で
あ
り
（
こ
れ
は
南
部
お
よ
び
九
州
の
漂
流
民
に
よ
る
と
推
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測
さ
れ
て
い
る
）
、
右
の
シ
’
一
ル
、
シ
ヌ
ル
は
伊
勢
出
身
の
光
太
夫
が
付
加
し

た
形
式
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
は
ナ
行
変
格
活
用
の
活
用
系
列
を

表
示
し
た
と
も
四
段
型
形
と
併
置
し
た
と
も
思
え
て
決
め
手
を
欠
く
が
、
少

な
く
と
も
な
お
ナ
行
変
格
活
用
型
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
と
み
て
間
違
い
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
両
資
料
を
見
合
わ
せ
る
と
、
伊
勢
で
も
ナ
行
変
格
活
用
が

な
お
根
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

尾
張
の
状
況
は
、
す
で
に
芥
子
川
律
治
氏
が
四
段
型
の
優
勢
な
こ
と
を
指

③

摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

エ
強
ふ
が
い
な
い
こ
の
う
き
世
、
い
ま
ま
で
し
た
る
く
ろ
ふ
も
い
ま
か

ぎ
り
、
い
っ
そ
し
ぬ
な
ら
ふ
た
り
い
っ
し
ょ
に
は
ゑ
し
な
い
で
わ
し
や

先
へ
こ
の
よ
ふ
に
行
わ
い
ナ
ア
…
お
ま
ひ
の
な
ん
ぎ
も
み
な
わ
し
ゆ
へ

そ
の
言
わ
け
に
し
ぬ
る
が
ま
し
か
（
文
化
２
駅
客
娼
穿
）

と
口
説
き
的
場
面
に
は
両
者
が
現
れ
る
が
、
全
体
に
は
完
全
に
四
段
型
が
ま

さ
る
。
雑
俳
に
は
こ
の
語
が
み
え
に
く
く
四
段
型
の
地
域
の
広
が
り
を
示
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
か
な
り
広
い
範
囲
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
想
像
に

か
た
く
な
い
。

ま
た
尾
張
に
は
ナ
行
変
格
活
用
に
「
往
ぬ
」
の
語
は
見
ら
れ
ず
、
上
方
語
で

「
死
ぬ
」
「
往
ぬ
」
の
二
語
を
も
つ
の
と
違
い
が
あ
る
。
「
往
ぬ
」
の
境
界
は

⑩

今
日
の
調
査
に
よ
れ
ば
ほ
ぼ
岐
阜
県
と
滋
賀
県
の
境
の
模
様
で
あ
る
。
伊
勢

に
つ
い
て
は
、
雑
俳
に
「
往
ぬ
」
が
み
え
な
い
が
、
今
日
の
方
言
に
は
あ
る

ら
し
く
、
上
方
と
お
な
じ
こ
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
四
段
化
の

遅
速
と
そ
の
所
属
語
に
差
異
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
二
段
活
用
の
一
段
化
に
関
連
す
る
事
象
を
み
よ
う
。
こ
の
事
柄
自
体

近
世
語
の
言
語
景
観
小
見

は
中
世
を
主
と
す
る
出
来
事
で
あ
る
が
、
類
縁
の
も
の
に
そ
の
方
処
的
な
遅

速
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
方
語
で
は
、
使
役
の
助
動
詞
と
「
く
だ
さ
る
る
」
「
な
き
る
る
」
「
さ
っ

し
や
る
る
」
な
ど
動
詞
相
当
に
「
（
ら
）
る
る
」
尊
敬
語
が
つ
い
て
一
語
化
し

⑪

た
も
の
と
が
四
段
活
用
化
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

伊
勢
で
も
同
様
な
状
況
で
あ
る
。
い
く
つ
か
示
し
て
お
く
。

炬
燵
へ
誰
も
当
ら
さ
ぬ
（
虹
ｌ
理
）

そ
ふ
さ
と
言
ふ
て
間
違
は
す
（
（
虹
ｌ
血
）

い
か
物
喰
イ
を
な
さ
る
也
（
溺
Ｉ
型
）

御
呼
ば
り
な
さ
り
や
よ
い
事
を
（
虹
１
１
）

こ
れ
に
対
し
て
濃
尾
で
は
、
使
役
の
助
動
詞
の
も
の
は
一
段
化
例
も
か
な

、

、

、

り
混
じ
り
、
敬
語
は
ナ
サ
レ
ル
あ
る
い
は
ナ
レ
ル
、
ク
ダ
サ
レ
ル
あ
る
い
は

、

ク
ダ
レ
ル
と
一
段
化
し
た
形
で
あ
る
。
サ
ッ
セ
ル
に
つ
い
て
は
、
サ
ッ
セ
レ

ル
形
を
近
時
ま
で
使
っ
て
い
た
地
域
が
報
告
さ
れ
て
い
て
、
や
は
り
一
段
化

例
の
証
左
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
未
確
認
な
の
で
し
ば
ら
く
お
く
。
し
か

し
、
大
勢
が
一
段
型
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

上
方
語
で
四
段
化
し
た
の
は
、
一
般
的
な
一
段
化
の
趨
勢
が
ま
だ
使
役
・

尊
敬
の
助
動
詞
な
ど
辞
的
要
素
に
及
ば
な
い
時
期
に
、
他
の
方
向
に
ひ
か

れ
て
四
段
型
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
‐
る
。
伊
勢
も
同
様
の
方
向
性
を
も
っ

た
と
も
思
え
る
が
、
む
し
ろ
上
方
語
か
ら
の
影
響
に
よ
る
伝
播
の
結
果
と
考

え
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
濃
尾
で
は
こ
れ
ら
が
一
段
化
し
て
い
た
。
こ
の
差

異
の
経
緯
は
か
つ
て
述
べ
た
が
、
二
段
活
用
の
一
段
化
が
相
対
的
に
近
畿
地

方
よ
り
も
早
く
、
上
方
語
で
四
段
化
す
る
以
前
に
こ
れ
ら
辞
的
要
素
を
も
つ

九



⑫

語
も
一
段
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
段
型
の
ナ
サ
ル
は
、

尾
張
で
も
使
わ
れ
る
が
、
酒
落
本
の
う
ち
で
も
遊
里
を
描
く
資
料
に
限
ら
れ

庶
民
層
を
描
く
も
の
に
は
一
段
型
が
圧
倒
的
で
あ
っ
て
、
両
形
式
に
は
位
相

的
な
差
異
が
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
経
緯
を
反
映
し
て
い
る
と
理
解
す
れ
ば
矛

盾
が
な
い
。
こ
の
他
、
サ
行
変
格
活
用
が
上
方
と
伊
勢
で
は
ス
ル
形
で
あ
る

⑬

の
に
、
濃
尾
・
三
河
は
セ
ル
形
で
あ
る
。
た
だ
美
濃
に
は
今
日
の
状
況
か
ら

み
て
あ
る
い
は
シ
ル
形
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
変
格
活
用
が
他

の
主
要
な
活
用
型
に
ひ
か
れ
た
結
果
で
あ
り
、
活
用
体
系
の
規
範
の
緩
さ
が

濃
尾
・
三
河
に
強
い
こ
と
を
語
る
。

‐
な
お
「
借
り
る
」
「
足
り
る
」
の
語
の
活
用
は
、
上
方
・
伊
勢
は
四
段
型
で

あ
り
、
濃
尾
・
三
河
は
一
段
型
を
主
と
す
る
。

、

、

音
便
の
う
ち
「
指
し
た
」
を
「
指
い
た
」
「
落
と
し
た
」
を
「
落
と
い
た
」⑭

な
ど
と
す
る
サ
行
四
段
活
用
イ
音
便
は
、
音
便
化
の
程
度
に
差
異
が
お
お
い
。

今
日
で
は
普
通
音
便
化
し
な
い
が
、
京
都
で
は
中
世
に
こ
れ
が
活
発
で
あ
り
、

近
世
に
な
る
と
次
第
に
衰
退
し
「
指
す
」
く
ら
い
に
名
残
を
と
ど
め
る
程
度

と
な
っ
て
い
る
。
伊
勢
で
も

か
ん
ざ
し
落
チ
て
来
そ
ふ
に
さ
い
て
居
（
虹
１
２
）

な
ど
と
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
濃
尾
・
三
河
で
は

ど
う
ぞ
早
う
能
成
升
な
ら
な
を
い
て
上
て
お
呉
被
成
と
い
ふ
が
…
（
お

経
さ
ま
）

あ
れ
は
ぜ
ん
た
い
陽
気
さ
ん
が
、
な
ん
の
か
の
と
わ
る
知
恵
を
か
い

（
貸
）
な
さ
る
か
ら
（
享
和
２
指
南
車
）

な
ど
例
が
お
び
た
だ
し
い
こ
と
と
、
中
世
京
都
で
音
便
化
し
が
た
い
と
さ
れ

る
「
貸
す
」
の
音
便
化
例
ま
で
あ
り
、
今
日
で
も
名
古
屋
周
辺
に
盛
ん
で
あ

る
。
古
態
的
性
格
と
同
時
に
広
い
範
囲
の
語
に
も
及
ん
で
い
て
、
地
方
的
な

盛
行
の
さ
ま
を
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
に
あ
げ
た
事
象
は
、
以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
上
方
と
伊
勢
の
共

通
性
を
き
わ
だ
た
せ
、
こ
れ
に
対
し
濃
尾
か
ら
三
河
へ
と
特
に
異
質
な
性
格

の
増
す
こ
と
を
し
め
す
。
ハ
行
四
段
活
用
と
形
容
詞
の
音
便
な
ど
古
く
か
ら

東
西
対
立
的
事
項
に
属
す
る
事
項
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
、
古
来
か
ら
近
畿

と
東
海
と
の
言
語
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
合
勤
音
の
衰
退
・
活

用
体
系
の
再
編
な
ど
近
時
の
変
化
に
な
る
も
の
は
、
上
方
や
伊
勢
の
属
す
る

近
畿
地
方
が
規
範
保
持
の
傾
向
を
も
つ
の
に
対
し
、
濃
尾
・
三
河
に
は
こ
れ

が
薄
い
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
変
化
を
先
取
り
し
た
り
独

自
の
変
容
を
と
げ
て
い
る
。

地
理
的
な
広
が
り
を
も
つ
近
世
語
の
研
究
の
こ
こ
ろ
み
と
し
て
、
三
要
地

の
方
言
を
注
意
す
べ
き
い
く
つ
か
の
事
象
を
も
っ
て
点
綴
し
て
み
た
。

（
１
）
Ｉ
（
３
）
を
総
括
す
れ
ば
、
三
要
地
の
方
言
は
西
部
的
方
言
と
し
て

の
共
通
性
は
あ
る
も
の
の
、
上
方
に
対
し
伊
勢
は
そ
の
直
接
的
な
影
響
下
に

あ
り
古
態
性
を
も
ち
な
が
ら
も
同
一
圏
の
様
相
を
呈
し
、
濃
尾
は
間
接
的
な

影
響
に
と
ど
ま
り
古
態
性
を
も
ち
つ
つ
異
質
性
を
つ
よ
め
、
三
河
は
さ
ら
に

古
態
性
を
ま
じ
え
な
が
ら
独
自
的
な
性
格
を
強
め
る
と
言
え
よ
う
か
。

方
言
間
の
状
況
に
つ
い
て
、
結
論
的
に
は
今
日
の
そ
れ
と
大
差
な
い
こ
と

と
な
っ
た
が
、
近
世
期
の
方
言
相
互
の
実
状
を
比
較
す
る
点
に
い
く
ら
か
意

お

わ

り

に

○



’

義
は
あ
ろ
う
。

注
①
拙
稿
「
後
期
近
世
語
資
料
と
し
て
の
雑
俳
」
（
『
島
田
勇
雄
先
生
古
稀
記
念

こ
と
ば
の
論
文
集
』
明
治
書
院
、
昭
和
弱
所
収
）
、
「
近
代
伊
勢
方
言
史
小
考
」

（
「
文
学
・
語
学
」
第
兜
、
昭
和
詔
↑
７
）
、
「
近
世
後
期
上
方
語
資
料
と
し
て
の

雑
俳
」
（
『
文
芸
研
究
」
川
、
昭
和
的
・
９
）
な
ど
で
雑
俳
資
料
と
各
方
言
の
様

相
を
述
べ
た
。

②
拙
柵
「
愛
知
県
方
言
の
分
布
と
歴
史
ノ
ー
ト
（
１
）
」
（
「
名
古
屋
・
方
言
研
究

・
会
会
報
２
」
昭
和
印
・
３
）
。

③
上
方
語
に
つ
い
て
は
、
山
崎
久
之
『
国
語
待
遇
表
現
体
系
の
研
究
』
（
武
蔵

野
書
院
、
昭
和
謁
・
４
）
、
矢
野
準
「
近
世
後
期
京
坂
語
に
関
す
る
一
考
察
」

（
「
国
語
学
」
Ｗ
）
な
ど
を
参
照
。
濃
尾
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
泗
落
本
類
か
ら
み

た
近
世
後
期
尾
張
方
言
の
待
遇
表
現
体
系
」
（
「
国
語
学
」
叫
昭
和
昭
・
３
）
。

④
注
①
の
上
方
語
に
関
す
る
も
の
で
述
べ
た
。

⑤
『
講
座
国
語
史
２
』
大
修
館
、
昭
和
灯
）
な
ど
。

⑥
橋
本
進
吉
『
国
語
音
韻
史
』
蝿
ペ
ー
ジ
。

⑦
福
島
邦
道
「
江
戸
語
の
音
組
と
東
国
方
言
」
（
「
国
語
」
第
２
巻
２
３
４
合
併

号
、
昭
和
四
・
９
）
。

近
世
語
の
言
語
景
観
小
見

／

③
芥
子
川
律
治
『
名
古
屋
方
言
の
研
究
』
（
泰
文
堂
、
昭
和
妬
）
参
照
。

⑨
注
①
の
上
方
語
に
つ
い
て
の
も
の
。

⑩
加
藤
毅
『
岐
阜
県
方
言
地
図
』
（
油
印
、
昭
和
妃
↑
哩
）
参
照
。

⑪
湯
沢
幸
吉
郎
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
、
坂
梨
隆
三
「
ラ
行
下
二
段
活
用

の
四
段
化
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
別
・
１
）
参
照
。

⑫
拙
稿
「
近
世
尾
張
方
言
に
お
け
る
ラ
行
下
一
展
敬
語
辞
の
一
段
化
」
（
「
文
芸

研
究
」
銘
、
昭
和
矼
・
９
）
「
近
世
尾
張
方
一
言
の
一
段
化
を
め
ぐ
る
覚
書
」
（
「
国

語
学
研
究
」
鴫
、
昭
和
盟
・
３
）
。

⑬
拙
稲
「
東
海
西
部
の
サ
変
動
詞
セ
ル
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
国
語
学
」

剛
）
。

⑭
拙
稿
「
近
世
尾
張
方
言
の
サ
行
ィ
音
便
」
（
「
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
」

伽
１
１
）
。

雑
俳
資
料
は
、
鈴
木
勝
忠
『
未
刊
雑
俳
資
料
』
に
よ
っ
た
。
伊
勢
の
も
の
は
類

似
題
が
多
い
の
で
鈴
木
氏
の
刊
行
期
番
号
で
し
め
し
た
。
そ
の
他
、
濃
尾
の
戯
作

資
料
に
つ
い
て
は
、
注
①
拙
稿
に
ふ
れ
て
あ
る
も
の
に
よ
る
。

（
ひ
こ
さ
か
・
よ
し
の
ぶ
本
学
助
教
授
）


