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は
じ
め
に

「
古
代
語
」
と
い
う
槪
念
を
立
て
て
、
付
加
要
素
を
「
限
定
符
」
と
名
付
け
、

言
語
と
文
字
と
の
關
係
を
考
え
て
き
た
過
程
で
氣
付
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ

の
こ
と
を
最
初
に
記
し
て
お
き
た
い
。「
象
形
」
槪
念
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。

甲
骨
文
・
金
文
は
、
言
葉
で
傳
え
る
べ
き
事
物
や
形
姿
・
場
面
・
圖
解
・
圖
示
の

類
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
傳
え
よ
う

と
し
た
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
象
形
」
と
い
う
言
葉
で
說
明
さ
れ
て
き
た
こ
と

の
本
質
で
あ
っ
て
、
單
に
物
の
形
を
表
わ
す
だ
け
が
「
象
形
」
な
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
「
何
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
を
描
い
て
い
る
文
字
」
と
い
う
言
い
方
を
す

る
方
が
適
切
な
場
合
が
あ
る
。
こ
う
捉
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
會
意
」だ
が「
全

體
象
形
」
で
あ
る
と
か
、「
會
意
」
だ
が
「
場
面
象
形
」
で
あ
る
な
ど
と
苦
し
い

言
い
方
を
し
な
く
て
も
濟
む
わ
け
で
あ
る
。
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
イ
メ
ー

ジ
で
描
き
出
し
た
文
字
が
初
期
漢
字
の
甲
骨
文
・
金
文
だ
と
い
う
こ
と
を
何
度
も

強
調
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
文
字
か
ら
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
讀
み
取
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ

こ
に
記
さ
れ
た
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
通
し
て
、
言
葉
が
發
せ
ら
れ
た
場
を
追
體
驗
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
言
葉
を
表
現
す
る
者
と
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
者
と
の
關
係
は
こ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
が
、「
古
代
語
」
の
世
界

で
あ
る
。
そ
の
言
語
場
を
追
體
驗
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
で
き
る

か
が
、
甲
骨
文
・
金
文
を
理
解
す
る
上
で
の

を
握
っ
て
い
る
。
觀
點
を
換
え
る

と
、
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
文
字
の
形
か
ら
は
、
表
現
者
の
言
葉
に
對
す
る
認
識
の

仕
方
が
窺
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

今
回
は
、
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
た
「
限
定
符
」
か
ら
表
現
者
の
言
葉
の
認
識
が
窺

わ
れ
る
と
い
う
觀
點
に
立
っ
て
、
樣
々
な
文
字
表
現
を
整
理
し
て
い
く
が
、
手
始

め
に
多
樣
な
「
限
定
符
」
が
用
い
ら
れ
る
「
各
」
の
例
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

こ
の
時
期
の
「
各
」
は
「
各
自
」
の
意
味
に
使
わ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
格
る
」
の

意
味
で
使
わ
れ
る
。
そ
の
「
各
」
字
に
加
え
ら
れ
る
「
限
定
符
」
は
四
種
類
見
ら

れ
、
甲
骨
文
も
含
め
れ
ば
五
種
類
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
樣
な
付
加
要
素
を
加
え

る
例
が
他
に
見
ら
れ
な
い
の
は
、「
各
」が
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
語（
文
字
）だ
っ

た
か
ら
だ
と
推
測
す
る
。
金
文
で
は
「

（
各
）」
は
「
王
各
大
室
」（
王
、
大
室

金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
二
）

―
「
限
定
符
」
を
付
加
し
た
文
字
表
現

高　
　

島　
　

敏　
　

夫



金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
二
）

二

に
格
る
）
の
よ
う
に
、
王
が
儀
禮
の
場
に
來
臨
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
も
と
は
神
が
こ
の
世
に
降
臨
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
「
格
る
」
と
い
う
行
爲
〔
動
き
〕
そ
の
も
の
が
嚴
肅
な
儀
禮
の
一
つ

の
過
程
で
あ
り
、
動
き
始
め
て
か
ら
儀
禮
の
場
に
入
場
す
る
ま
で
の
動
き
の
過
程

に
も
樣
々
な
局
面
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
王
各
大
室
」
の
よ
う
な
「
宮
廟
」
に
入

る
局
面
を
捉
え
て
「

」
に
「

」
字
形
を
加
え
た
「
客
」
字
形
で
表
わ
す
場
合

が
あ
る
。あ
る
い
は
ま
た
宮
廟
に
格
る
道
を
行
く
動
き
を
念
頭
に
置
く
場
合
に
は
、

「

」
字
形
に
道
を
表
わ
す
「
彳
」
字
形
を
加
え
た
「

（
𢓜
）」
と
い
う
字
形
で

表
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
「
郁
」
と
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ら
、
動
詞

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
り
動
き
を
示
す
時
に
用
い
る
「

」
字
形
を
「

」
に

加
え
て
「
郁
」
字
形
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
宮
廟
に
格
る
動
き
そ
の
も
の

を
捉
え
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

少
々
意
外
に
思
う
向
き
も
あ
る
と
思
う
が
、「
洛
」
に
な
っ
て
い
る
例
が
一
例

だ
け
あ
る
。

　
　

大
師

乍
岡

豆
、
用
卲
洛
朕
文
且
考
《
大
師
豆
》

　
　
（
大
師

、
蒸

豆
を
作
る
。
用
て
朕
が
文
祖
考
を
卲
格
す
）

「
卲
格
」
は
、
こ
の
場
合
祖
先
の
文
祖
考
を
招
き
き
た
ら
し
め
る
、
つ
ま
り
招

ぎ
降
ろ
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
洛
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
直
ぐ
に
「
洛
邑
」

や
「
洛
水
」
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
反
射
的
に
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で

あ
る
が
、文
例
を
見
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
格
る
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
語
の
認
識
の
仕
方
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私

の
理
解
の
仕
方
で
は
、
宮
廟
が
建
て
ら
れ
た
所
は
、
辟
雍
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

三
方
が
水
に
圍
ま
れ
た
地
形
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
字
形
で
も
っ
て

「
格
る
」
の
意
味
を
表
わ
し
た
記
錄
者
は
、
水
に
臨
ん
だ
宮
廟
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
つ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
し
て
、「
洛
」
の
字
形
で
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

今
回
は
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
「
限
定
符
」
を
分
類
整
理
し
た
も
の
を
參
考
に

供
す
る
。
儀
禮
の
場
が
多
く
出
て
く
る
金
文
の
性
格
上
、
儀
禮
方
面
の
語
彙
が
多

く
、
自
ず
か
ら
「
限
定
符
」
も
そ
の
方
面
の
も
の
が
多
い
。
以
下
、
言
語
場
の
追

體
驗
が
ど
こ
ま
で
功
を
奏
し
て
い
る
か
定
か
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
試
み
と
し
て

ご
覽
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
必
要
に
應
じ
て
例
文
も
掲
げ
て
お
く
。

一
、
儀
禮禮
に
関
す
る
も
の

宮
廟
を
示
す
付
加
字
形
に
は
「

（
宀
）」「
厂
」
な
ど
が
あ
る
。
何
れ
も
儀
禮

の
場
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

「

（
宀
）」

○

＝
殷
と
も
書
か
れ
る
。
殷
王
朝
の
祖
先
を
祭
る
祭
祀
の
こ
と
で
あ
る
。《
臣

辰

》
に
「
旣
望
辛
酉
、
王
令
士
上

史
寅
、

于
成
周
」（
旣
望
辛
酉
、
王
、

士
上
と
史
寅
と
に
令
し
て
成
周
に

せ
し
む
）
と
あ
る
。
殷
が
滅
び
西
周
王
朝
の

時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
前
期
ま
で
は
主
に
庶
殷
の
集
住
す
る
成
周
で
殷
の
祭
祀

が
行
な
わ
れ
た
。「
衣
祀
」（
殷
祀
）
あ
る
い
は
「
衣
」
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る（

1
）。

宮
廟
を
示
す
「
宀
」
が
付
加
さ
れ
る
の
は
、
國
名
と
し
て
の
「
殷
」
で
は
な
く
、

儀
禮
の
場
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。

○

（
親
）
＝
金
文
で
は
「
親お
や

」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
親
し
く
」

あ
る
い
は
「
み
ず
か
ら
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。《

》
に
「
穆
〻
王

易
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」（
穆
〻
た
る
王
、
親
し
く

に
と

り

を
賜
ふ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
廟
で

〔
人
名
〕が
表
彰
さ
れ
る
場
面
で
、王
自
ら
が

に
賜
與
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

「
親
」
字
形
だ
け
で
も
そ
の
意
味
に
使
わ
れ
る
が
、
更
に
「
宀
」
を
付
加
し
て
い

る
の
は
、そ
れ
が
宮
廟
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、『
說
文
解
字
』
の
「

」
の
項
に
い
う
よ
う
な
「
至
」
の
意
味
に
は
使
わ

れ
な
い
。
時
代
が
違
う
の
で
あ
る
。

○

＝
医
＝
揚
。《
絳
尊
》
に
「
中
易
絳
殴
、
絳

仲
休
、
用
乍
文
考

彝
」（
仲
、

絳
に
殴
を
賜
ふ
。
絳
、
仲
の
休

た
ま
も
のに
揚
へ
て
、
用
て
文
考
の

彝
を
作
る
）
の
よ
う

に
見
え
る
。
普
通
は
「
對
医
」（
對
揚
）
と
書
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
册
令
（
命
）
の

場
に
お
い
て
王
か
ら
の
賜
物
に
應
え
る
意
味
に
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
字
形
で
は

祈
る
形
姿
を
描
く
「

」
の
代
わ
り
に
儀
禮
の
場
で
あ
る
宮
廟
を
示
す
「
宀
」
が

付
加
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
が
、
こ
の
場
合
儀
禮
の

場
を
想
定
し
な
が
ら
文
字
表
現
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
任
官
式
（
册
命
式
）
は

官
職
に
任
命
す
る
の
で
政
治
の
場
と
見
な
さ
れ
が
ち
だ
が
、
時
代
は
政
敎
分
離
の

時
代
で
は
な
く
祭
政
一
致
の
時
代
で
あ
る
。
特
に
西
周
王
朝
の
王
は
「
天
子
」
と

し
て
「
天
」
の
代
理
で
任
官
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
任
官
式
そ
の
も
の
が
宗
敎

儀
禮
の
場
で
あ
る
。
宮
廟
を
示
す
「
宀
」
を
付
加
す
る
所
以
で
あ
る
。

○
鴎
＝
「
辟
」
＋
「
宀
」。《


》
に
「
善
效
乃
友
內
鴎
」（
乃
の
友
を
善
效
し

て
鴎き

み

に
入
れ
し
む
）
と
あ
る
。
白
川
は
、
鴎
を
「
の
り
」
と
訓
み
「
法
則
に
就
か

し
め
る
」
の
意
と
す
る
が
、「
法
に
入
る
」
を
「
法
則
に
就
か
し
め
る
」
と
解
釋

さ
れ
る
の
が
私
に
は
理
解
し
に
く
い
。
宀
が
宮
廟
の
形
で
、
辟
が
君
主
の
意
味
で

あ
る
。「
宮
廟
に
來
臨
す
る
君
主
の
面
前
に
導
き
入
れ
て
君
命
に
從
わ
せ
る
」
と

理
解
し
た
方
が
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
意
は
、
後
文
に
見
え
る
「
夙
夕
を

敬
し
み
、
朕
が
令
を
す

つ
る
こ
と
勿
れ
」
や
「
毋

朕
令
（
朕
が
令
を
廢
す
る
毋

れ
）」
に
近
い
意
味
で
あ
ろ
う
。

〔
厂
〕

○
厲
〔
厲
年
〕
＝
萬
年
。「
萬
」
＋
「
厂
」
の
形
。
宮
廟
を
意
味
す
る
「
厂
」
を

付
加
し
て
い
る
の
は
、
宮
廟
で
行
な
う
祖
祭
の
際
に
、
結
び
の
言
葉
と
し
て
「
萬

年
子
〻
孫
〻
永
寶
用
」（
萬
年
ま
で
子
〻
孫
〻
永
く
寶
と
し
て
用
ひ
よ
）、
つ
ま
り

「
一
族
の
繁
榮
が
萬
年
ま
で
續
き
ま
す
よ
う
に
」
と

誦
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

宮
廟
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
の
文
字
表
現
で
あ
る
。

〔

（
卩
）〕　

拜
禮
の
形
姿
で
あ
る
。

○
卲
（
卲
告
）
＝
「
卲
告
朕
吾
考
」（
朕わ吾
が
考ち
ち

に
卲
告
す
）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、

宮
廟
に
亡
父
を
招お

ぎ
降
ろ
し
て
告
げ
る
の
意
で
あ
る
。﹇
召
﹈
は
一
般
に
召め

す
と

訓
み
習
わ
し
て
い
る
が
、
祖
神
や
祖
靈
を
招
ぎ
降
ろ
す
の
で
あ
る
。
拜
禮
の
姿
を

示
す
「

」
を
付
加
し
て
儀
禮
の
場
に
お
い
て
招
ぎ
お
ろ
す
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て

い
る
。「
卲
」
字
を
用
い
た
例
に
「
卲
王
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
昭
王
」
と
見
做

し
て
、《

鐘
（
宗
周
鐘
）》
の
「

子
廼
遣
閒
、
來
逆
卲
王
」
を
「

子
廼
ち
遣

閒
し
、
來
り
て
昭
王
を
逆む

か

ふ
」
な
ど
と
訓
ま
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
は
「
來
り
て
王

を
逆
卲
す
」
と
し
て
、〔
時
の
〕
周
王
を
出
迎
え
て
儀
禮
の
場
に
お
出
で
頂
く
の

意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
卲
」
を
適
切
な
日
本
語
で
訓
讀
す
る
の
は
難
し

い
が
「
招
く
」
が
比
較
的
近
い
。
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〔

〕

○
㖟
＝
受
。「
受
」
＋
「

」。《
耳
尊
》
の
結
び
に
「
耳
日
㖟
休
」（
耳
、
日
に

休た
ま
も
のを
受
け
む
こ
と
を
）
と
な
っ
て
い
る
。「
受
」
字
に
﹇

﹈
字
形
が
付
加
さ
れ

る
例
は
他
に
な
い
。「
休
」
を
「
た
ま
も
の
（
賜
物
）」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
必
ず

し
も
賜
與
さ
れ
た
品
々
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
主
君
の
「
恩
寵
」

の
意
味
も
含
む
の
で
あ
る
。
こ
の
《
耳
尊
》
の
場
合
、
今
後
も
日
々
こ
の
よ
う
な

休
〔
賜
物
・
恩
寵
〕
を
受
け
る
こ
と
を
願
う
意
味
を
込
め
て
付
加
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
賜
與
の
趣
旨
を
記
し
た
册
書
「

」
を
伴
う
の
で
、
付
加
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

○
葹
＝
從
來
「
舍
」
と
釋
文
さ
れ
て
き
た
が
、
字
形
は
明
ら
か
に
「
余
」
＋

「

」
で
あ
る
。
意
味
は
「
王
命
を
發
す
る
」
の
意
で
あ
る
。
發
令
の
場
に
お
け

る
「
王
」
の
自
稱
は
「
余
」
で
、
北
嚮
〔
北
面
〕
し
て
命
を
受
け
る
臣
下
は
「
女

（
汝
）」
と
呼
ば
れ
る
。「
余
」
は
單
な
る
一
人
稱
で
は
な
く
、
儀
禮
の
場
に
お
け

る
王
の
自
稱
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る（

2
）。
こ
の
文
字
（
語
）

に
つ
い
て
は
別
に
項
目
を
立
て
、【
補
論
】
と
し
て
末
尾
に
附
し
た
。

〔
食
〕

○
飤
（

飤
）
＝
食
。
普
通
は
「
人
」
形
を
加
え
な
い
の
で
、《
命

》「
用
乍
寶
彝
、

命
其
永

多
友

飤
」
を
訓
讀
す
る
時
も
、「
用
て
寶
彝
を
作
る
。
命
其
れ
永
く

多
友
と

食
せ
む
」
の
よ
う
に
訓
讀
し
て
濟
ま
せ
る
。
左
は
食
器
の

の
形
。
わ

ざ
わ
ざ
「
人
」
を
加
え
る
の
は
、「
食
」
字
形
だ
け
だ
と
一
般
的
に
は
儀
禮
の
場

に
降
臨
す
る
「
神
」
が
食
す
る
意
に
な
る
か
ら
で
、こ
こ
で
は
神
を
祭
る
「
命
〔
人

名
〕」
一
族
の
も
の
が
共
餐
す
る
意
味
で
使
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

○
𩞑
＝
𠦪
。「
𠦪
」
＋
「
食
」。《


》「
用
乍
𩞑

」（
用
て
𩞑

を
作
る
）。
儀

禮
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
牡
と
も
書
く
。「
𠦪
」
は
豐
作
を
祈
る
豫
祝
的
な
儀

禮
だ
が
、
そ
の
際
に

と
い
う
祭
器
を
使
う
の
で
「
食
」
字
形
を
付
加
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

〔

（
廾
）〕


〔
漁
〕
＝
「
漁
」
＋
「
共
」。
漁
字
だ
け
で
十
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
兩

手
で
も
っ
て
供
え
る
動
作
「

（
共
）」
を
加
え
た
形
で
あ
る
。《

》
に
「
穆

〻
王
才

京
、
呼

于
大
池
」（
穆
〻
た
る
王
、

京
に
在
り
。
呼
び
て
大
池
に

漁
せ
し
む
）
と
見
え
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

京
辟
雍
の
大
池
で
行
な
わ
れ
た
儀
礼

的
な
漁
で
あ
る
。
獲
っ
た
魚
は
神
前
に
供
え
る
〔
供
薦
〕
の
で
、「

（
廾
）」
を

加
え
た
の
で
あ
る
。

〔
金
〕

○

（
鈴

）
＝
勒
。
銅
製
で
あ
る
こ
と
を
限
定
符
「
金
」
で
示
し
て
い
る
。《
班

》

二　

軍
・
兵
を
示
す
も
の

〔
戈
〕

○
疫
方
＝
鬼
方
。「
鬼
」
＋
「
戈
」。《
小
盂
鼎
》。「
戈
」
を
加
え
た
の
は
、
武
器

を
も
っ
て
向
か
っ
て
く
る
鬼
方
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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五

〔
葹
〕

○
旄
（
旄
叔
）
＝
人
名
。「
毛
」
＋
「
葹
」
の
字
形
だ
が
、「
葹
」
字
形
が
師
（
軍
）

を
意
味
す
る
限
定
符
で
あ
る
の
で
、
旄
は
師
毛
の
意
味
を
も
つ
。「
師
毛
父
」
と

い
う
人
名
も
見
え
る
《
師
毛
父

》。
こ
の
場
合
「
旄
父
」
と
記
さ
れ
る
可
能
性

も
あ
る
。「
旄
」
の
音
は
一
般
に
「
ボ
ウ
」
と
さ
れ
る
が
、「
毛
」
と
同
音
の
「
モ
ウ
」

で
あ
ろ
う
。

○

（
師

）
＝
人
名
。「
史
」
＋
「
葹
」。「
葹
」
は
師
（
軍
）
を
意
味
す
る
限

定
符
で
あ
る
か
ら
、「
師

」
と
す
る
の
は
文
字
表
現
と
し
て
は
重
複
の
感
が
あ

る
が
、「
史
」
が
王
命
を
傳
え
る
職
務
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、「
史
」
と
だ
け
す

る
よ
り
も
「

」
と
表
記
し
た
方
が
混
亂
を
避
け
ら
れ
る
と
い
う
意
圖
が
あ
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。「

」
の
音
を
「
ジ
」
と
す
る
案
に
は
贊
成
し
な
い
。

〔
禾
〕

○
𥣫
（
𦹋
）
＝
「
𦹋
」
＋
「
禾
」。《
庚

》「
王
𥣫
庚

曆
、易
貝
十
朋
」（
王
、

庚

の
曆

い
さ
を
しを

𦹋あ
ら

は
し
、貝
十
朋
を
賜
ふ
）
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
「
𦹋

曆
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
𦹋
曆
」
は
軍
功
な
ど
を
表
彰
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
動
詞
で
あ
る
。
元
は
軍
門
の
あ
る
所（
・
）で
行
な
わ
れ
た
の
で
、「
曆
」

字
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
𦹋
」
字
に
も
「
禾
」
字
を
加
え
て
「
𥣫
」

と
し
、
軍
門
の
イ
メ
ー
ジ
を
傳
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
林
〕

○
楚
（
疋
）
＝
「
疋
」
＋
「
林
」。
助
け
る
の
意
の
「
疋
」
に
「
林
」
字
形
が
付

加
さ
れ
た
。《
𧧬

》「
楚
走
馬
」（
走
馬
を
楚た

す

け
よ
）
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。『
楚

辭
』
の
「
楚
」
字
形
で
は
あ
る
が
、「
國
名
」
と
し
て
の
「
楚
」
で
は
な
く
、
明

ら
か
に
助
け
る
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
注
意
を
要
す
る
語
で
あ
る
。
語
音

も
「
ソ
」
で
は
な
く
「
ヒ
ツ
」
で
あ
ろ
う
。
助
け
る
意
味
を
も
つ
「
胥
」
で
も
っ

て
說
明
す
る
向
き
が
あ
る
が
、「
胥
」
が
「
助
け
る
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
の

は
か
な
り
後
の
こ
と
で
、最
も
古
い
文
獻
の
一
つ
で
あ
る
『
詩
經
』
中
の
「
胥
」
は
、

「
共
に
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
助
け
る
」
の
用
例
は
な
い
。
白

川
靜
『
字
統
』「
胥
」
の
項
に
「
左
疋
」
と
「
左
胥
」
と
を
擧
げ
て
い
る
が
、「
左
胥
」

の
表
記
例
は
な
い
。「
𥣫
」
の
項
で
も
見
た
よ
う
に
、「
木
」
字
形
や
「
禾
」
字
形

を
竝
列
し
た
「
林
」
や
「

」
は
軍
門
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
楚
」
の
場
合
、

軍
功
を
表
彰
す
る
場
を
象
徵
す
る
「
林
（

）」
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

武
人
と
し
て
助
け
る
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三　

人
を
示
す
も
の

〔
人
〕

○

友
（
朋
友
）
＝
「
朋
」
＋
「
人
」
字
形
。
後
に
は
「
人
」
字
形
を
略
し
て
「
朋

友
」
と
す
る
の
で
見
慣
れ
て
い
る
言
葉
で
は
あ
る
が
、
金
文
に
頻
出
す
る
「
朋
」

字
は
、「
賜
貝
二
十
朋
」（
貝
二
十
朋
を
賜
ふ
）
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
本
來
は
貝
を

數
え
る
時
の
單
位
名
で
あ
る
。
そ
れ
と
區
別
す
る
意
味
で
敢
え
て
「
人
」
の
形
を

付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

○

（

生
）
＝
こ
の
場
合
は
「

生
」
と
い
う
人
名
で
あ
る
。《

生

（
格

伯

）》
に
「
格
白
取
良
馬
乘
于

生
」（
格
伯
、
良
馬
乘
を

生
よ
り
取
る
）
と

見
え
る
。
前
項
と
同
樣
に
貝
の
朋
で
は
な
く
人
名
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め

に
「
人
」
字
形
を
付
加
し
て
い
る
。



金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
二
）

六

【
參
考
】
甲
骨
文
に
も
畢
に
「
人
」
字
形
を
付
加
し
た
字
形
が
見
え
る
が
、
そ
れ

は
後
に
西
周
王
朝
に
服
屬
す
る
畢
氏
の
こ
と
で
あ
る
。
甲
骨
文
で
は
「

（
畢
）」

字
形
に
「
人
」
字
形
を
付
加
し
「

」
の
よ
う
に
表
わ
し
て
い
る
。「
畢
」
は
鳥

獸
を
捕
獲
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
長
い
柄
の
付
い
た
網
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
區

別
す
る
た
め
に
「
人
」
字
形
を
加
え
、
人
名
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
敢
え
て
釋
文
す
れ
ば
「

」
と
な
る
。

○
𣄰
（
何
）
＝
人
名
。《
何

（
𣄰

）》
に
見
え
る
。
字
形
は
「
可
」
＋
「
旡
」

と
も
さ
れ
て
き
た
字
形
だ
が
、
あ
ま
り
鮮
明
で
は
な
く
「
可
」
＋
「
人
」
と
も
見

え
る
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
音
を
示
す
「
可
」
に
限
定
符
「
人
」
字
形
を

付
加
し
た
文
字
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
王
〕

○
玟
・

・
玟

＝
「
文
」
＋
「
王
」
で
文
王
を
示
し
、「
武
」
＋
「
王
」
で
武

王
を
示
し
、
王
名
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。「
玟
王
」・「

王
」
の
表
記

も
あ
る
が
、「
文
武
」
と
表
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
「
玟

」
と
表
記
す
る
こ
と
も

あ
る
の
で
、「
玟
」
一
字
だ
け
で
「
文
王
〔
二
字
〕」
を
表
わ
す
合
文
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。四　

動
作
全
般

〔

（
辵
）〕　

動
詞
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
り
動
き
を
示
す
時
に
用
い
る
。

○

＝
走
。「
走
」
＋
「
彳
」
だ
が
、
そ
う
す
る
と
「
徒
」
字
形
相
當
に
な
る
の

で
敢
え
て
「

」
の
よ
う
に
扱
っ
た
。
限
定
符
と
し
て
は
「

」
も
「
彳
」
も
同

じ
意
味
合
い
に
な
る
。《
走

》

○
𤔲
𨑒
（
土
）
＝
官
職
名
だ
が
、
元
は
𤔲
土
と
書
い
た
。「
𨑒
（
徒
）」
は
「
土
」

に
「

」
を
加
え
た
字
形
で
あ
る
。
後
に
𤔲
徒
と
も
書
く
よ
う
に
な
る
の
は

「

」
字
形
が
「
彳
」
と
「
足
（
止
）」
の
形
を
書
い
た
結
果
「
徒
」
字
形
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。「
徒
」
の
音
が
「
ソ
ウ
」
で
は
な
く
「
ト
」
で
あ
る
の
は
元
の
字

形
が
「
土
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

○
為
＝
「
永
」
＋
「

」。
こ
れ
は
「
永
」
を
推
移
す
る
時
閒
と
し
て
動
的
に
捉

え
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
か
。
同
樣
の
例
は
、
萬
年
の
萬
を
「
邁
」、

正
月
の
正
を
「
征
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

○

＝
省
。「
省
」
＋
「
彳
」。
巡
撫
省
察
の
省
に
、道
を
行
く
意
の
限
定
符
「
彳
」

を
付
加
し
て
い
る
。
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
感
取
で
き
る
。

○

匹
（
差
匹
）
＝
左
匹
（
疋
）。《

盤
》《

鼎
》
な
ど
に
見
え
、「

」
と
釋

字
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
來
字
形
と
は
異
な
る
「
差
（
左
）」
＋
「

」
字
形

で
あ
ろ
う
。《
善
鼎
》
に
「
左
疋
」
の
語
が
見
え
る
。

五　

賜
與
を
示
す

〔
貝
〕

○

＝
「

」
＋
「
貝
」。「

」
は
「
休
」
と
同
義
語
で
「
賜
物
」
の
意
味
に
用

い
ら
れ
る
。「
貝
」
は
殷
系
氏
族
に
對
し
て
與
え
ら
れ
る
「
賜
物
」
の
代
表
で
、「
賜

貝
二
十
朋
」
の
よ
う
な
形
で
金
文
に
頻
出
す
る
が
、
靑
銅
器
の
作
器
者
が
殷
系
氏

族
で
あ
る
こ
と
を
示
す
指
標
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「

」
字
形
の
場
合
、
賜

物
の
中
に
「
貝
」
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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七

【
補
論
】「
葹葹
」
を
言
語
場
に
お
い
て
捉
え
直
す

す
で
に
知
っ
て
い
る
文
字
に
限
定
符
が
付
加
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
言
葉
そ
の
も
の
が
「
會
意
」
の
よ
う
に
違
っ
た
も
の
に
な
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
に
當
初
は
注
意
し
て
い
た
が
、
今
回
見
て
き
た
文
字
（
語
）
で
分
か

る
よ
う
に
、
意
味
そ
の
も
の
が
變
わ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ

を
よ
り
一
層
具
體
的
に
傳
え
よ
う
と
す
る
表
現
者
の
意
思
が
感
じ
ら
れ
る
興
味
深

い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
も
の
を
「
象
形
」
と
呼
ば
ず
し
て
ど
う
す

る
の
で
あ
ろ
う
。
字
形
要
素
が
付
加
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
形
式
論
的
に
「
會

意
」
と
呼
ん
で
し
ま
う
と
、「
會
意
」
と
い
う
槪
念
そ
の
も
の
が
曖
昧
に
な
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
言
葉
と
文
字
と
の
關
係
を
考
え
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
も
遠

ざ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
し
て
言
語
場
を
追
體
驗
し
て
み
る
こ
と
な
ど

意
識
に
も
上
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

言
語
場
の
追
體
驗
と
言
語
の
文
字
表
現
と
い
う
視
點
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
漠
然
と
見
過
ご
し
て
い
た
現
象
に
氣
付
く
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
今
ま

で
自
明
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
文
字
の
示
す
意
味
を
改
め
て
考
え
直
す
と
い
う
機

會
も
增
え
た
。
そ
の
中
で
私
な
り
に
發
見
し
た
も
の
の
一
つ
を
こ
こ
で
取
り
上
げ

て
み
た
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
「
舍
」
と
釋
文
し
て
き
た
「
葹
」
で
あ
る
。
左
は

《
小
克
鼎
》
に
見
え
る
も
の
。

こ
の
文
字
は
、
王
が
發
令
す
る
場
に
お
け
る
王
の
自
稱
「
余
」
に
「

」
が
付

加
さ
れ
た
字
形
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
れ
ま
で
誰
も
が
「
舍
」
と
釋
文
し
て
き
た
の

だ
が
、意
味
そ
の
も
の
は
「（
命
を
）
發
す
る
」
あ
る
い
は
「（
賜
物
を
）
與
え
る
」

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
舍
命
」
を
「
命
を
舍お

く
」
と
訓
ん
だ
り
し
て
き

た
た
め
、
ど
う
し
て
も
も
ど
か
し
さ
が
殘
り
し
っ
く
り
來
な
か
っ
た
。
こ
の
文
字

（
語
）
に
付
加
さ
れ
た
「

」
字
形
は
、
以
前
拙
論
で
甲
骨
文
と
金
文
の
用
例
に

基
づ
き
な
が
ら
論
證
し
た
よ
う
に
、「
王
命
（
王
言
）
を
記
し
た
册
書
を
入
れ
た
器
」

を
示
し
て
い
る
。
そ
う
捉
え
れ
ば
「
葹
」
字
形
で
示
さ
れ
る
語
が
、「（
命
を
）
發

す
る
」
や
「（
賜
物
を
）
與
え
る
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
を
容
易
に
說
明

で
き
る
の
で
あ
る
。「
祝
詞
を
入
れ
た
器
」と
い
う
捉
え
方
に
固
執
し
て
い
る
限
り
、

意
識
が
神
に
向
か
う
し
か
な
い
の
で
、
永
遠
に
解
け
な
い
問
題
と
し
て
殘
る
で
あ

ろ
う
。「
葹
」
は
、
儀
禮
の
場
に
お
け
る
王
の
自
稱
「
余
」
に
「
王
言
を
記
し
た

册
書
を
入
れ
た
器
」
の
「

」
字
形
を
添
え
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
極
自
然
に
「
王

命
が
發
せ
ら
れ
る
」こ
と
を
意
味
す
る
語（
文
字
）と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
命
」

に
相
似
た
語
で
あ
る
が
、「
葹
」
は
發
す
る
側
に
立
っ
た
言
葉
、「
命
」
は
命
を
拜

す
る
側
に
立
っ
た
言
葉
と
い
う
關
係
に
な
っ
て
い
る
。
音
は
「
余
」
が
示
し
て
い

る
の
で
、「
シ
ャ
」
で
は
な
く
「
ヨ
」
で
あ
ろ
う
。
王
命
が
發
せ
ら
れ
る
時
に
何

ら
か
の
賜
物
を
與
え
る
の
で
、「
與
え
る
」
の
意
味
に
も
な
る
。

こ
こ
ま
で
進
ん
で
く
る
と
、
以
前
拙
論
「
西
周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割（

3
）」

で
言
及
し
た
「
令
」
や
「
休
」
の
使
わ
れ
方
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に

氣
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
令
」
は
、
先
ず
は
王
命
を
發
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

語
で
あ
る
が
、
任
官
式
全
體
を
意
味
す
る
言
葉
で
も
あ
る
の
で
、
そ
の
結
果
そ
れ

に
伴
う
賜
物
を
も
含
む
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
も
私
が
「
古
代
語
」
と
い
う
槪
念
を
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八

提
示
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
休
」
も
同
樣
で
「
與
え
る
」
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
。「
休
易
」「
易
休
」

な
ど
と
熟
語
化
し
て
使
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
用
例
は
こ
の
後
具
體
的
に
見
て

い
く
が
、「
葹
」
も
ま
た
「
王
命
を
發
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
た
り
、「（
賜
物
を
）

與
え
る
」
こ
と
を
意
味
し
た
り
す
る
語
で
あ
る
が
、「
令
」
や
「
休
」
と
は
音
も
違
っ

て
い
る
の
で
、
語
と
し
て
の
區
別
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
語
音
と
い
う
面
か
ら

い
え
ば
、
む
し
ろ
後
起
の
文
字
で
あ
る
「
與
」
に
相
當
す
る
語
で
あ
る
。
郭
錫
良

『
漢
字
古
音
手
册（

4
）』
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

【
余
】（
古
）
餘
魚
。（
廣
）
以
諸
切
。
餘
魚
開
三
平
遇
。

【
與
】（
古
）
餘
魚
。（
廣
）
餘
吕
切
。
餘
語
開
三
上
遇
。

前
者
を
平
聲
、
後
者
を
上
聲
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
聲
調
が
若
干
異
な
る
だ

け
の
こ
と
で
、
同
音
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
與
え
る
の
意
の
「
與
」
が
現
わ
れ

る
前
の
西
周
時
代
で
は
「
葹
」
が
「
與
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
助
け
る
の
意
味
の
「
弼ひ

つ

」
が
現
わ
れ

る
以
前
の
西
周
時
代
で
は
、「
疋ひ

つ

」
と
「
匹ひ
つ

」
と
が
助
け
る
の
意
味
で
使
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
言
語
と
文
字
と
の
關
係
を
固
定
的
に
見
て
い
る
と
こ
う
い
う
現

象
に
氣
付
か
な
い
が
、
語
の
機
能
に
注
意
し
て
い
れ
ば
氣
付
く
こ
と
が
で
き
る
筈

で
あ
る
。

な
お
、
自
稱
と
し
て
の
「
余
」
に
相
當
す
る
語
と
し
て
後
に
「
予
」
が
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
が
、「
予
」
の
語
音
は
「
與
」
と
同
じ
で
「（
古
）
餘
魚
。（
廣
）

餘
吕
切
。
餘
語
開
三
上
遇
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
與
」
と
同
じ
よ
う
に
「
與

え
る
」
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
と
い
う
點
で
は
な
は
だ
興
味
深
い
。

「
葹
」
の
用
例
を
掲
げ
て
お
く
。
時
期
的
に
は
前
期
か
ら
中
期
の
終
わ
り
頃
ま

で
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
中
期
の
後
の
共
和
期
前
後
の
《
毛
公
鼎
》
邊
り
が
最
後

の
用
例
に
な
る
。
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
の
は
、
主
に
殷
系
氏
族
で
あ
る
が
、
中

に
周
公
一
族
の
場
合
が
あ
る
。
た
だ
周
公
一
族
は
『
殷
周
革
命
論
』
で
度
々
言
及

し
た
よ
う
に
殷
系
氏
族
と
の
關
係
が
深
い
の
で
、
も
と
も
と
殷
系
氏
族
の
用
い
て

い
た
語
で
は
な
い
か
と
い
う
見
當
を
付
け
て
い
る
。
西
周
中
期
後
半
は
殷
系
氏
族

が
「
西
周
王
朝
の
中
に
定
着
す
る
段
階
に
入
っ
た（

5
）」
時
期
で
あ
る
が
、《
毛
公
鼎
》

邊
り
が
最
後
の
用
例
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
興
味
深
い
。
そ
れ
ぞ
れ
訓
讀
を

付
け
て
お
い
た
が
、命
令
を
「
發
す
る
」
と
し
よ
う
が
、「
與
え
る
」
と
し
よ
う
が
、

實
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
訓
讀
し
て
違
和
感
が
な
い
限
り
で
大
體

は
「
與
え
る
」
で
統
一
し
た
。

「
集
成
」
と
は
「
殷
周
金
文
集
成
」
で
、
そ
の
收
錄
番
號
を
附
し
た
。

「
通
釋
」
と
は
白
川
靜
『
金
文
通
釋
』
で
、
そ
の
本
文
番
號
を
附
し
た
。

【
西
周
前
期
】

●
集
成949　

中

﹇
通
釋
七
一
f
﹈　　

與
え
る
。

以
王
令
曰
、
余
令
女
史
〔
使
〕
小
大
邦
、
厥
又
葹
女
□
量
、

（
王
令
を
以
て
曰
は
く
、
余
、
女
に
令
し
て
小
大
邦
に
使
ひ
せ
し
む
。
厥
れ
又

女
に
□
量
を
葹あ

た

ふ
。）

●
集
成2803　

令
鼎
﹇
通
釋
七
三
﹈　　

與
え
る

王
曰
、
令

奮
、
乃
克
至
、
余
其
葹
女
臣
卅
家



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
五
號

九

（
王
曰
く
、
令
と
奮
よ
。
乃
ち
克
く
至
ら
ば
、
余
は
其
れ
汝
に
臣
卅
家
を
葹あ
た

へ

む
と
。）

●
集
成9901　

作
冊

令
方
彝
﹇
通
釋
二
五
﹈　　

與
え
る
（
発
す
る
）

隹
十
月
、
月
吉
癸
未
、
明
公
朝
至
于
成
周
、

令
葹
三
事
令
、

卿
事
寮

者

尹

里
君

百
工

者
侯
、
𥎦
・
田
・
男
、
葹
四
方
令
、
旣
咸
令

（
隹
十
月
、
月
の
吉
癸
未
、
明
公
朝
に
成
周
に
至
り
、
出
で
て
三
事
に
令
を
葹あ

た

へ
し
む
。
卿
事
寮
と
諸
尹
と
里
君
と
百
工
と
諸
侯
、
侯
・
田
・
男
に
、
四
方
の
令

を
葹あ
た

ふ
。
旣を
は

り
て
咸
こ
と
ご
とく
令
す
。

●
霸

（「
考
古
」
二
〇
一
一
年
第
七
期
）　

與
え
る

  

內
公
葹
霸
馬
兩
・
玉
・
金
・
用
鑄

（
芮
公
、
霸
に
馬
兩
・
玉
・
金
を
葹あ
た

ふ
。
用
て

を
鑄
る
。）

【
西
周
中
期
】 

●
集
成252　
𤼈
鐘
﹇
通
釈
補
一
一
・
O
﹈　　

與
え
る

武
王
則
令
周
公
葹
寓

五
十
頌
處

（
武
王
則
ち
周
公
に
令
し
て
寓
を
葹あ

た

ふ
る
に
、
五
十
頌
の
處
を
以
て
す
。）

●
集
成28312　

九
年
衛
鼎　
　

與
え
る

「
葹
矩
姜
帛
三
兩
」「
廼
葹
裘
衛
林

里
」「
我
葹
顏
陳
大
馬
兩
」「
葹
顏



」

「
葹
顏
有
𤔲

商

裘
」　　
「
葹

冒
梯
。
…
…
以
下
略
」　　

略
記
し
た
が
み
な

「
葹あ

た

ふ
」
の
訓
み
に
な
る
。

●
集
成2832　

五
祀
衛
鼎　
　

與
え
る

「
余
葹
女
田
五
田
」「
廼
葹
寓
于
厥
邑
」　

前
項
と
同
じ
く
み
な
「
葹あ
た

ふ
」
の
訓

み
に
な
る
。

●
集
成2838　
曶
鼎
﹇
通
釈
一
三
五
﹈　　

與
え
る

㸓
廼
每
于

〔
曰
〕、
女
其
葹
盻
矢
五
秉

（
㸓
、
廼
ち

に
誨
へ
て
曰
く
、
女
其
れ
盻
に
矢
五
秉
を
葹あ

た

へ
よ
と
。）

●
集
成9456　

裘
衛

﹇
通
釈
補
一
一
﹈　　

與
え
る

「
其
葹
田
十
田
」「
其
葹
田
三
田
」　

み
な
「
葹あ
た

ふ
」
の
訓
み
に
な
る
。

●
集
成10175　

史
牆
盤
﹇
通
釈
補
一
五
﹈　　

與
え
る

武
王
𠟭
令
周
公
、
葹
寓
于
周
卑
處

（
武
王
則
ち
周
公
に
令
し
、
寓
を
周
に
葹あ

た

へ
て
處
ら
卑
む
）

●
尚
盂
（「
考
古
」
二
〇
一
一
年
第
七
期
）　　

與
え
る

「
或
葹
賓
馬
」（
或
は
賓
に
馬
を
葹あ

た

へ
た
り
）

●
集
成10176　

散
氏
盤
﹇
通
釈
一
三
九
﹈　　

與
え
る

凡
十
又
五
夫
、
正
眉

葹
散
田

（
凡
て
十
又
五
夫
、
眉
な
る

、
散
に
葹
ふ
る
田
を
正
す
。）

●
集
成2796

〜2802　

小
克
鼎
﹇
通
釈
一
六
八
﹈　　

與
え
る
（
發
す
る
）

王
命
善
夫
克
、
葹
令
于
成
周
、

正
八

之
年
、

（
王
、善
夫
克
に
命
じ
、令
を
成
周
に
葹は

つ

し
、八
師
を

正
せ
し
む
る
の
年
な
り
。）

●
集
成2841　

毛
公
鼎
﹇
通
釈
一
八
一
﹈　

與
え
る
（
發
す
る
）

（
注
）
毛
公
鼎
は
共
和
期
前
後
の
も
の
だ
が
中
期
に
入
れ
た
。

父
皚
葹
命
（
父
皚
、
命
を
葹は

つ

す
）

●
集
成4011

〜4013　

復
公
子
簋（
注
）報
告
者
は
後
期
と
す
る
。　

發
す
る（
與

え
る
）

復
公
子
白
葹
曰
、

新
、
乍
我
姑
登
孟

賸

、
永
壽
用
之
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一
〇

（
復
公
子
伯
葹は
つ

し
て
曰
く
、

新
、
我
が
姑
登
孟

の
賸

を
作
る
。
永
壽
、

之
を
用
ひ
よ
）

お
わ
り
に

今
回
「
限
定
符
」
を
付
加
し
た
文
字
表
現
と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
比
較
的
知
ら

れ
て
い
る
文
字
（
語
）
な
の
に
敢
え
て
そ
れ
に
限
定
符
を
加
え
た
文
字
で
あ
る
。

意
味
そ
の
も
の
に
變
わ
り
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
付
加
要
素
に
よ
っ
て
言
葉
の
イ

メ
ー
ジ
に
膨
ら
み
が
加
わ
り
、
意
味
を
理
解
す
る
助
け
に
な
る
と
い
う
效
果
が

あ
っ
た
。
中
に
は
「
客
」
や
「
洛
」
な
ど
の
よ
う
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
意
味

と
は
異
な
る
意
味
を
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
っ
て
戸
惑
わ
れ
た
方
も
あ
る
だ
ろ

う
。
だ
が
こ
う
い
う
も
の
が
付
加
さ
れ
た
文
字
を
「
會
意
」
と
は
呼
び
に
く
い
理

由
も
少
し
は
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
金
文
の
言
語
世
界

は
、
限
定
符
を
加
え
て
意
味
そ
の
も
の
を
區
別
す
る
「
會
意
」
槪
念
が
成
立
す
る

前
の
「
象
形
」
の
世
界
で
あ
る
。

言
葉
の
意
味
と
い
う
も
の
は
、
文
字
を
記
し
た
者
の
立
脚
點
、
言
い
換
え
れ
ば

言
語
場
を
よ
く
把
握
し
て
い
な
い
と
、
十
分
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
現

在
の
言
語
世
界
で
も
そ
う
し
た
側
面
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
古
代
語

の
場
合
特
に
そ
れ
が
著
し
い
。
今
我
々
が
使
っ
て
い
る
「
漢
字
の
意
味
」
を
そ
の

ま
ま
適
用
し
て
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
の
は
、
文
字
に
託
さ
れ
た
言
葉
の

意
味
が
變
容
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
古
代
語
を
文
字
で
記
し
た
古
代
文

獻
の
難
し
さ
が
あ
る
。

今
回
は
も
う
少
し
多
く
の
限
定
符
を
扱
い
た
か
っ
た
が
、
用
例
の
分
析
に
か
な

り
手
閒

を
か
け
る
必
要
の
あ
る
も
の
も
あ
り
、
今
回
は
見
送
っ
た
。
ま
た
別
の

機
會
に
追
加
し
た
い
と
思
う
。

【
注
】　
「
紀
要
」
と
略
記
し
た
の
は
「
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」

を
指
す
。

（
1
）
高
島
敏
夫
「

京
辟
雍
儀
禮
の
特
質
と
歷
史
的
役
割
」（
上
）（
下
）〔「
紀
要
」
第

十
二
號
・
十
三
號
〕
な
ど
を
參
照
。

（
2
）
高
島
敏
夫
『
殷
周
革
命
論
《
話
體
版
》』（
朋
友
書
店
）
所
收
の
「
第
一
部　

第
十
二

章
」
の
「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
と
中
央
集
權
の
問
題
」
參
照
。

（
3
）「
紀
要
」
第
八
號　

參
照
。

（
4
）
商
務
印
書
館　

二
〇
一
〇
年
。「
増
訂
本
」

（
5
）
前
掲
（
1
）
參
照
。

（
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
客
員
硏
究
員
）


