
国
語
意
識
の
成
立

弄f
藤
　
　
　
益

　
一
国
内
に
お
け
る
国
語
の
存
在
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
諸
地

域
の
住
民
が
、
言
語
上
の
微
差
を
の
り
こ
え
て
相
互
に
意
思
の
疎
通
を
図

り
う
る
共
通
語
の
存
在
を
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
思
惟
は
、
い
わ
ば
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
事
実
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
国
語
観
は
、

国
家
を
、
共
通
の
；
冒
語
を
有
す
る
一
民
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の

と
み
な
す
「
国
民
”
民
族
」
国
家
の
思
想
に
根
ざ
し
て
お
り
、
し
か
も
、

そ
の
思
想
は
、
世
界
内
に
い
ま
な
お
多
数
の
多
民
族
国
家
・
多
言
語
国
家

が
存
在
す
る
事
実
に
よ
っ
て
、
現
実
へ
の
適
合
性
の
欠
如
を
暴
露
さ
れ
て

し
ま
㌔
つ
。

　
一
国
内
に
お
け
る
一
つ
の
国
語
の
存
在
を
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
事
実
、

塑
言
す
れ
ば
、
既
定
の
歴
史
的
事
実
と
み
な
す
国
語
観
は
、
国
語
形
成
の

史
的
過
程
と
そ
の
形
成
過
程
を
領
導
す
る
意
図
と
に
対
し
て
、
何
ら
認
識

の
視
座
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
国
語
観
は
、
国
語

が
「
計
画
」
に
基
づ
い
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
言
語
（
国
家
語
一
と
し
て
の

性
格
を
有
す
る
と
い
う
事
実
を
等
閑
に
付
し
て
い
る
。

　
ラ
ス
ト
ウ
に
よ
る
社
会
言
語
学
的
状
況
の
分
類
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス

．
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
日
本
の
日
本
語
と
と
も
に
、
「
一
つ
の
標
準
語
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
｝

国
全
体
で
支
配
的
で
あ
る
場
合
」
の
典
型
的
な
例
と
目
さ
れ
て
い
る
。

今
日
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
七
〇
パ
i
セ
ン
ト
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
あ

い
だ
で
、
母
か
ら
学
ん
だ
こ
と
ば
、
す
な
わ
ち
「
母
語
」
と
し
て
用
い
ら

　
　
　
一
2
一

れ
て
お
り
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
言
語
を
「
母
語
」
と
す
る
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
〕

ラ
ン
ス
国
内
の
少
数
民
族
の
あ
い
だ
で
も
、
そ
れ
が
広
範
に
習
得
さ
れ

理
解
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
ラ
ス
ト
ウ
の
指
摘
に
信
糧
性
が
存
す
る
こ
と

を
、
如
実
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス

語
が
、
フ
ラ
ン
ス
史
上
に
お
い
て
、
当
初
か
ら
、
他
を
圧
倒
す
る
支
配
的

を
言
語
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

　
一
七
九
三
年
に
ア
ベ
・
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
の
指
令
の
も
と
で
実
施
さ
れ
た

調
査
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
標
準
フ
ラ
ン
ス
語
、
す
な
わ
ち
、
「
イ
ル
・

ド
・
フ
ラ
ン
ス
地
方
の
こ
と
ば
」
を
使
い
こ
な
せ
る
も
の
は
、
全
人
口
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

六
〇
〇
万
人
の
う
ち
、
わ
ず
か
三
〇
〇
万
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
か
っ
て
、
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フ
ラ
ン
ス
語
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
「
多
数
者
の
言
語
」
と
し
て
の
位
置

に
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
が
、
一
国
全
体
で
支
配
的
な
、
共
通
語
な
い
し
標
準

語
と
し
て
の
地
歩
を
確
立
し
え
た
背
景
に
は
、
ア
カ
デ
ミ
i
・
フ
ラ
ン

セ
ー
ズ
に
よ
る
強
力
な
「
言
語
計
画
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
七
世
紀

中
葉
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
洗
練
の
た
め
の
公
的
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
こ

の
学
士
院
に
よ
る
、
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
地
方
の
母
語
の
共
通
語
化
・

標
準
語
化
へ
の
不
断
の
努
力
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
機
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
台
頭
と
相
侯
っ
て
、
支
配
的
な
国
語
と
し
て
の
現
代
フ
ラ
ン
ス

語
を
成
立
せ
し
め
る
主
要
因
と
し
て
機
能
し
た
、
と
言
っ
て
も
け
っ
し
て

過
言
で
は
な
い
。

　
「
…
呈
叩
計
画
」
、
換
言
す
れ
ば
、
意
図
的
な
国
語
一
国
家
語
一
形
成
の
試
み

は
、
唯
一
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
西
欧
諸
国
、
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど

に
お
い
て
も
、
言
語
を
政
治
的
統
一
の
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
観
点
か
ら
、
為

政
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
民
族
の
言
語
の
純
化
な
い
し
は
そ
の
共
通
語
化
・

国
語
化
一
国
家
語
化
）
が
企
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
日
本
の
明
治
以
後
の
義
務

教
育
過
程
に
お
け
る
国
語
教
育
は
、
東
京
地
方
の
こ
と
ば
を
共
通
語
化
・

標
準
語
化
一
国
家
語
化
）
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
国
内
全
域
に
定
着
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
国
家
的
・
国
民
的
統
一
を
図
ろ
う
と
い
う
政
治
的
意
図
に

　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
。

　
以
上
の
諸
例
、
す
な
わ
ち
、
西
欧
諸
国
や
日
本
等
の
「
一
一
一
一
呈
叩
計
画
」
の

諸
例
を
勘
案
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
国
々
が
、
今
日
、
国
内
に
お
い
て
支
配

的
な
国
語
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
事
実
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
、
国
語
形
成
と
「
言
呈
叩
計
画
」
と
の
あ
い
だ
に
密
接
な
関
連
を
認
め

ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
国
内
に
お
い
て
二
一
呈
叩
が
国
語
と
し
て

の
地
位
を
獲
得
す
る
に
至
る
背
景
に
は
、
為
政
者
側
の
「
…
呈
叩
計
画
」
が

存
す
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
国
語

は
、
「
一
一
一
呈
叩
計
画
」
を
通
じ
て
形
成
・
確
立
さ
れ
至
言
語
と
し
て
の
性
格

を
濃
厚
に
も
つ
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
国
語
の
成
立
と
「
言
呈
叩
計
画
」
と
の
関
連
性
は
、
後
者
が
無

条
件
に
前
者
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
言
語
計
画
」
は
、
そ
れ
が
必
要
か
つ
正
当
な
試
み
と
し
て
一
国
内
で
広

範
に
認
容
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
国
語
と
い
う
果
実
を
結
実
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
認
容
さ
れ
る
か
否
か
は
、
ひ
と
え
に
、
国

民
・
民
族
の
国
語
意
識
の
在
り
方
に
か
か
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
以
後
の
西
欧
諸
国
に
お
い
て
、
「
書
呈
叩
計
画
」
を
あ
る
程
度
ま

で
成
功
に
導
い
た
動
因
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
浸
透
に
伴
う
国
語
意
識

の
昂
揚
、
す
な
わ
ち
、
自
国
の
独
立
性
・
自
律
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、

先
進
的
・
文
化
的
言
語
と
目
さ
れ
た
言
語
一
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
）
に
対

す
る
自
国
語
・
自
民
族
語
の
独
自
性
の
裡
に
見
出
そ
う
と
す
る
意
識
の
、

国
民
的
・
民
族
的
規
模
に
お
け
る
高
ま
り
で
あ
っ
た
。

　
わ
が
国
の
国
語
形
成
一
国
家
語
形
成
）
に
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
「
言
語

計
画
」
の
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
国
語
を
共
通
語
・
標
準
語
と
の

み
定
義
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
明
治
期
の
義
務
教
育
過
程
を
通
し
て
、

は
じ
め
て
確
立
さ
れ
え
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
を
根
拠
に
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
国
語
意
識
の
萌
芽
を
明
治

期
に
見
出
す
の
は
、
慎
重
を
欠
い
た
態
度
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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日
本
の
諸
文
献
は
、
つ
と
に
古
代
知
識
人
の
あ
い
だ
で
明
確
な
国
語
意
識

が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
原
初
の
意
識
は
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
新
た
な
意
識
や
、
そ

れ
自
身
と
は
淵
源
を
異
に
す
る
別
系
統
の
意
識
に
蔽
わ
れ
て
、
歴
史
の
流

れ
の
中
に
そ
の
姿
を
秘
匿
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

歴
史
と
、
歴
史
を
構
築
す
る
人
間
精
神
の
奥
底
に
、
い
わ
ば
底
流
と
し
て

細
々
と
生
き
つ
づ
け
、
時
と
し
て
水
面
に
浮
上
す
る
こ
と
が
あ
る
。
古
代

の
国
語
意
識
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
古
代
末
以
後
、
歴
史
の
表
面

か
ら
姿
を
消
す
が
、
江
戸
期
に
至
っ
て
、
国
学
の
降
昌
と
と
も
に
、
再
び
、

水
面
上
に
姿
を
現
わ
す
。

　
一
つ
の
変
革
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
歴
史
と
そ
れ
以
後
の
歴
史
と

が
完
全
に
断
絶
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ぎ
り
、
過
去
の
意
識
は
、
何
ら
か

の
形
で
現
在
へ
、
そ
し
て
未
来
へ
と
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
の
政
治
的
変
革
が
、
日
本
史
に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な
い
。
し
か
し
、
反
面
、
そ
う
し
た
変

革
を
経
て
、
な
お
、
江
戸
期
の
、
ひ
い
て
は
そ
れ
以
前
の
意
識
が
、
明
治

の
意
識
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
否
定

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
至
る
歴
史
、
わ
け
て
も
、
人

問
の
意
識
史
は
、
一
方
で
断
絶
を
認
め
つ
つ
も
他
方
で
は
連
続
性
を
見
出

そ
う
と
す
る
視
座
に
立
た
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
実
態
を
把
捉
し
え
な
い
の

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
視
座
に
立
っ
て
、
明
治
期
の
日
本
に
お
け
る
国
語
（
国
家
語
）

形
成
の
史
的
経
緯
に
着
目
し
、
か
つ
、
「
書
一
呈
胴
計
画
」
と
国
語
意
識
と
の

既
述
の
如
き
連
関
を
顧
慮
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
江
戸
期
に
蘇
生
し

た
古
代
の
国
語
意
識
と
、
明
治
期
の
「
言
語
計
画
」
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ

と
し
て
機
能
し
た
明
治
の
国
語
意
識
と
の
あ
い
だ
に
、
連
続
性
を
認
め
ざ

る
を
え
な
い
。
も
と
よ
り
、
明
治
の
国
語
意
識
と
古
代
の
そ
れ
と
が
ま
っ

た
く
一
致
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
す
く
な
く
と
も
、

歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
前
者
が
後
者
の
水
脈
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
だ

け
は
否
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
国
語
の
存
在

を
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
事
実
と
み
な
す
幻
想
を
捨
て
て
、
そ
れ
が
一
面
に
お

い
て
形
成
さ
れ
た
言
語
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
点
を
確
認
し
、
か
つ
、

そ
の
形
成
過
程
を
歴
史
的
に
跡
、
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ま
ず
、
古
代
に
遡
り
、
古
代
人
の
国
語
意
識
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
古
代
日
本
人
の
国
語
意
識

の
内
実
を
追
究
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
立
事
情
を
明
確
に
し
よ
う
と
企

図
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
国
語
形
成
の
史
的
経
緯
に
関
す
る
全
般

的
把
握
と
、
「
国
語
意
識
史
」
に
つ
い
て
の
国
語
学
的
か
つ
体
系
的
把
握

と
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
紙
数
の
余
裕
や
鳥
敵
的
視
野
を
、
本
稿
は
持
ち

あ
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
以
下
の
考
察
は
、
日
本
古
代
を

主
た
る
対
象
と
し
た
「
国
語
意
識
」
の
研
究
に
尽
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
か

と
予
想
さ
れ
る
。

　
　
　
　
2

　
太
安
萬
侶
は
、
『
古
事
記
』
序
の
、
編
纂
の
経
緯
に
言
及
す
る
個
所
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
　
　
ま
じ

　
　
こ
こ
に
、
旧
辞
の
誤
り
杵
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
謬
り
錯
れ
る
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を
正
し
た
ま
は
む
と
し
て
、
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
を
も
ち
て
、

　
　
　
　
　
　
　
み
二
と
の
η
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
み
こ
と
の
り

　
　
臣
安
萬
侶
に
詔
し
て
、
「
稗
田
の
阿
礼
が
謂
め
る
勅
語
の
旧
辞

　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ

　
　
を
撰
録
し
て
献
上
ら
し
む
」
と
の
ら
し
し
か
ば
、
謹
み
て
、

　
　
お
ほ
み
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
り

　
　
詔
旨
の
ま
に
ま
に
子
細
に
採
り
撫
ひ
つ
。
し
か
れ
ど
も
、
上
古
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
ほ

　
　
時
は
、
言
と
意
と
み
な
朴
に
し
て
、
文
を
敷
き
句
を
構
ふ
る
こ
と
、

　
　
字
に
お
き
て
は
す
な
は
ち
難
し
。

　
欽
明
朝
の
こ
ろ
に
そ
の
淵
源
を
も
つ
と
推
定
さ
れ
る
古
代
王
権
の
修
史

事
業
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
天
武
十
年
一
六
八
一
年
）
の
、
い
わ
ゆ
る
「
天

武
史
局
」
の
発
足
を
機
に
、
急
速
に
進
展
す
る
が
、
『
古
事
記
』
の
編
纂
は
、

こ
の
事
業
の
一
環
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
古
事

記
』
の
編
纂
は
、
後
に
『
日
本
書
紀
』
と
し
て
結
実
す
る
正
史
編
纂
事
業

と
並
ん
で
、
天
武
天
皇
の
首
導
の
も
と
、
強
力
に
推
進
さ
れ
た
の
を
幡
矢

と
す
る
。
天
武
朝
の
「
古
事
記
」
は
、
天
武
天
皇
自
ら
討
藪
撰
録
し
た
定

本
一
帝
紀
・
旧
辞
）
を
稗
田
阿
礼
が
解
読
し
口
謂
す
る
形
で
、
い
わ
ば
、

「
天
武
識
見
本
」
に
基
づ
く
「
阿
礼
諦
習
本
」
と
し
て
編
ま
れ
つ
つ
あ
っ

た
が
、
天
武
の
死
と
と
も
に
編
纂
計
画
そ
の
も
の
が
頓
挫
し
、
結
局
の
と

こ
ろ
完
成
を
見
な
か
っ
た
。
だ
が
、
「
阿
礼
調
習
本
」
、
す
な
わ
ち
、
「
原

古
事
記
」
は
、
未
完
成
の
ま
ま
後
代
に
伝
え
ら
れ
、
元
明
天
皇
の
命
の
も

と
、
太
安
萬
侶
が
旧
辞
撰
録
に
着
手
し
た
折
の
原
本
と
な
る
。
右
に
引
用

し
た
安
萬
侶
に
よ
る
序
の
一
節
は
、
「
現
古
事
記
」
、
す
な
わ
ち
、
日
本
古

代
の
主
要
文
献
の
一
つ
と
し
て
今
日
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
に
流
布
し
て
い

る
『
古
事
記
』
が
、
「
原
古
事
記
」
を
補
完
す
る
形
で
編
ま
れ
た
作
晶
で

あ
る
こ
と
を
、
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
右
の
一
節
に
よ
れ
ば
、
「
原
古
事
記
」
を
「
現
古
事
記
」
と
し

て
完
成
さ
せ
る
過
程
で
、
安
萬
侶
は
、
一
つ
の
困
難
に
逢
着
す
る
。
わ
が

国
の
「
上
古
」
の
言
・
意
を
文
章
に
し
て
書
き
綴
る
（
「
文
を
敷
き
句
を

構
ふ
る
」
）
に
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
表
記
の
仕
方
に
よ
れ
ば
よ
い
の

か
と
い
う
問
題
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
安
萬
侶
は
、
こ
の
問
題
を
、

　
　
　
　
　
　
　
・
つ
上
り

　
　
あ
る
は
一
句
の
中
に
音
・
訓
を
交
へ
用
ゐ
、
あ
る
は
一
事
の
内
に
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

　
　
た
く
訓
を
も
ち
て
録
し
つ
。
す
な
は
ち
、
辞
理
の
見
え
が
た
き
は
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
ょ
う

　
　
を
も
ち
て
明
ら
か
に
し
、
意
況
の
解
り
や
す
き
は
さ
ら
に
注
せ
ず
。

　
　
…
…
一
『
古
事
記
』
序
）

と
い
う
方
法
を
以
て
解
決
し
よ
う
と
図
る
。
す
な
わ
ち
、
安
萬
侶
は
、
音

訓
交
用
表
記
法
と
変
体
漢
文
表
記
法
（
訓
専
用
一
と
を
併
用
し
つ
つ
、
さ
ら

に
、
各
種
の
注
記
を
施
す
と
い
う
独
創
的
な
表
記
方
法
に
よ
っ
て
、
古
語
・

古
意
を
表
わ
そ
う
と
企
図
し
た
の
で
あ
る
。

　
安
萬
侶
の
こ
う
し
た
試
み
、
す
な
わ
ち
、
『
古
事
記
』
編
纂
に
適
し
た

表
記
方
法
を
開
拓
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
「
字
」
に
よ
る
表
記
、
つ
ま
り
、

漢
字
・
漢
文
体
に
よ
る
表
記
は
古
語
・
古
意
の
伝
達
に
は
不
適
切
で
あ
る

（
「
字
に
お
き
て
は
す
な
は
ち
難
し
」
）
と
い
う
認
識
に
由
来
す
る
。
こ
の

認
識
は
、
日
本
古
来
一
日
本
固
有
一
の
語
・
意
の
伝
達
は
、
日
本
語
独
自
の

表
記
方
法
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
る
と
い
う
判
断
に
根
ざ
す
も
の
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
判
断
は
、
明
確
な
国
語
意
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
日
本
語
独
自
の
表
記
方
法
を
求
め
る
志
向
は
、
日
本
語
を
、

他
言
語
に
よ
っ
て
置
換
で
き
な
い
独
自
の
言
語
と
観
ず
る
意
識
に
支
え
ら

れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
意
識
は
、
ま
さ
に
、
「
国
語
意
識
」
と
い
う
呼
称

を
付
与
さ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
の
表
記
方
法
は
、
安
萬
侶
の
国
語
意
識
に
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支
え
ら
れ
つ
つ
開
拓
さ
れ
た
が
、
国
語
意
識
の
発
揚
は
、
実
は
、
『
古
事

記
』
と
い
う
書
物
の
基
本
性
格
が
編
者
安
萬
侶
に
対
し
て
必
然
的
に
要
請

し
た
精
神
的
営
為
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
由
来
や
国
政
の
経

緯
を
克
明
に
記
す
史
書
『
日
本
書
記
』
が
、
対
外
的
視
座
を
内
含
し
つ
つ
、

当
時
の
東
ア
ジ
ア
世
界
の
共
通
語
と
も
言
う
べ
き
中
国
語
に
置
換
可
能
な

漢
文
体
を
採
択
す
る
の
に
対
し
て
、
天
皇
の
権
威
と
そ
の
淵
源
と
を
国
家

内
部
に
向
け
て
明
示
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
書
『
古

事
記
』
は
、
自
ら
の
主
題
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
に
含
ま
れ
た
対
内
性
と
特

殊
性
の
ゆ
え
に
、
必
然
的
に
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
通
有
的
な
漢
文
体
と
は

異
な
る
表
現
形
式
を
志
向
し
た
が
、
そ
の
志
向
に
沿
う
こ
と
は
、
日
本
語

の
自
律
性
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
な
し
に
は
可
能
で
は
あ
り
え
な
か
っ

た
。
整
言
す
れ
ば
、
安
萬
侶
の
国
語
意
識
は
「
原
古
事
記
」
か
ら
「
現
古

事
記
」
に
至
る
ま
で
の
『
古
事
記
』
編
纂
の
史
的
過
程
を
首
導
し
た
為
政

者
た
ち
の
、
い
わ
ば
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も
呼
ぶ
べ
き
政
治
理
念

と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
政
治
理
念
が
、

当
時
の
支
配
者
層
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
反
映
す
る
点
に
着
目
す
る
な
ら

ば
、
安
萬
侶
の
国
語
意
識
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
相
関
関
係
に
立
つ

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
国
語
意
識
は
、
安

萬
侶
の
『
古
事
記
』
序
に
あ
ら
わ
れ
る
の
を
晴
矢
と
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
『
萬
葉
集
』
は
、
そ
の
種
の
国
語
意
識
が
、
つ
と
に
、
柿
本
人
麻
呂

に
よ
っ
て
発
揚
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
3

　
『
萬
葉
集
』
巻
第
十
三
「
相
聞
」
の
部
に
は
、
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
歌

集
の
歌
に
日
は
く
」
と
題
す
る
以
下
の
よ
う
な
長
・
反
歌
が
採
録
さ
れ
て

　
一
7
一

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
と
あ

　
㈹
葦
原
の
瑞
穂
の
国
は
神
な
が
ら
言
挙
げ
せ
ぬ
国
　
し
か
れ
ど
も

　
　
二
と
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
と
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ

　
　
言
挙
げ
ぞ
我
が
す
る
　
言
幸
く
　
ま
幸
く
ま
せ
と
　
障
み
な
く
　
幸

　
　
　
　
　
　
　
あ
り
そ
な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
も
へ
な
み
　
　
ち
へ
な
み

　
　
く
い
ま
さ
ば
　
荒
磯
波
　
あ
り
て
も
見
む
と
　
百
重
波
　
千
重
波
し

　
　
き
に
　
言
挙
げ
す
我
れ
は
　
言
挙
げ
す
我
れ
は
一
三
二
五
三
）

　
　
し
き
し
ま
　
　
や
ま
と
　
　
　
　
　
こ
と
だ
ま

　
㈲
磯
城
島
の
大
和
の
国
は
言
霊
の
助
く
る
国
ぞ
ま
幸
く
あ
り
こ
そ
一
三

　
　
二
五
四
）

　
人
麻
呂
歌
集
の
歌
に
は
、
つ
ね
に
、
人
麻
呂
自
身
の
作
か
否
か
と
い
う

問
題
が
っ
き
ま
と
う
が
、
㈹
㈲
は
、
原
文
が
助
字
な
ど
を
比
較
的
て
い
ね

い
に
記
す
非
略
体
一
常
体
）
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
内
容
の
面
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

人
麻
呂
自
身
の
手
に
成
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
二
首
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
㈹
に
お
け
る
日
本
国
の
呼
称
一
「
葦
原
の

瑞
穂
の
国
」
）
と
㈲
に
お
け
る
そ
れ
一
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
」
）
と
が
な

に
ゆ
え
に
異
な
る
の
か
と
い
う
点
や
、
あ
る
い
は
、
日
本
国
を
「
言
挙
げ

せ
ぬ
国
」
と
規
定
す
る
㈹
の
冒
頭
部
の
姿
勢
と
、
そ
れ
を
「
言
星
並
の
助
く

る
国
」
と
規
定
す
る
㈲
の
態
度
と
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
脈
絡
が
あ
る

の
か
と
い
う
点
な
ど
、
究
明
す
べ
き
問
題
が
山
積
し
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
古
代
日
本
人
の
言
霊
観
を
そ
の
根
底

か
ら
解
明
し
よ
う
と
企
図
す
る
研
究
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で

あ
り
、
当
面
の
課
題
は
、
㈹
に
お
け
る
「
言
挙
げ
す
」
と
い
う
語
の
繰
り

返
し
や
、
㈲
の
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
昼
言
霊
の
助
く
る
国
ぞ
」
と
い
う
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言
辞
を
通
し
て
人
麻
呂
が
強
調
す
る
信
念
、
す
な
わ
ち
、
自
作
の
倭
歌
㈹

㈲
に
よ
る
揚
言
は
「
一
一
一
一
星
並
」
を
ふ
る
い
た
た
せ
る
に
相
違
な
い
と
い
う
確

信
が
、
日
本
国
と
そ
の
言
語
に
つ
い
て
の
自
覚
的
姿
勢
に
支
え
ら
れ
て
い

る
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
さ
て
、
『
萬
葉
集
』
巻
第
十
三
の
編
者
は
、
㈲
の
左
注
に
「
右
五
首
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
㈹
㈲
が
、
「
待
つ
女
の
心
を
述
べ
た
歌
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
一

遠
く
旅
立
つ
官
人
を
送
る
宴
席
な
ど
で
諦
詠
さ
れ
た
も
の
か
」
と
推
定

さ
れ
る
先
行
三
首
（
三
二
五
〇
～
三
二
五
二
）
と
と
も
に
、
内
容
上
、
五
首

一
組
を
な
す
こ
と
を
示
す
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
、
㈹
に
お

い
て
、
幸
を
祈
る
た
め
の
媒
材
と
し
て
「
波
」
と
い
う
語
が
多
用
さ
れ
て

い
る
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
㈹
㈲
は
、
大
海
を
渡
っ
て
異
国
へ
と
赴
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
む
け

官
人
、
す
な
わ
ち
、
遣
外
国
使
を
見
送
る
折
に
詠
ま
れ
た
饒
の
歌
で

は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
饅
の
歌
㈹
㈲
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
遣
外
国
使
の
無
事
を
祈
願

す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
る
が
、
小
型
長
歌
プ
ラ
ス
反
歌
一
短

歌
）
と
い
う
比
較
的
小
規
模
な
歌
形
式
の
中
で
、
再
度
に
わ
た
っ
て
日
本

国
の
特
徴
を
強
調
し
て
い
る
点
を
顧
慮
す
る
に
、
そ
れ
ら
は
、
遣
外
国
使

の
赴
く
異
国
に
対
す
る
対
抗
意
識
を
表
出
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
人
麻
呂
は
、
㈹
の
㈲
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
は
神

な
が
ら
言
挙
げ
せ
ぬ
国
」
と
い
う
言
辞
と
、
㈲
の
ω
「
磯
城
島
の
大
和
の

国
は
言
霊
の
助
く
る
国
ぞ
」
と
い
う
言
辞
と
を
通
し
て
、
日
本
国
の
他
国

に
対
す
る
独
自
性
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
解
し
う
る
。

　
た
だ
し
、
㈲
は
、
「
し
か
れ
ど
も
」
以
下
に
お
け
る
作
者
の
立
場
の

　
一
H
）

転
換
と
と
も
に
、
長
・
反
歌
㈹
㈲
全
体
の
主
旨
に
そ
わ
ぬ
言
辞
と
し
て
、

作
者
の
相
念
の
外
に
捨
象
さ
れ
る
。
あ
え
て
「
言
挙
げ
」
を
強
行
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
言
星
皿
」
を
躍
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
っ
た
、
㈹
の

「
し
か
れ
ど
も
」
以
下
の
部
分
お
よ
び
㈲
に
お
け
る
人
麻
呂
に
と
っ
て
、

「
言
挙
げ
せ
ぬ
」
こ
と
に
神
意
へ
の
適
合
性
を
見
出
す
㈲
の
立
場
は
、
も

は
や
、
精
神
的
支
柱
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
㈹

㈲
全
体
の
主
旨
に
適
い
、
か
つ
、
人
麻
呂
の
他
国
へ
の
対
抗
意
識
を
充
足

さ
せ
う
る
言
辞
は
旧
の
み
と
な
る
。

　
そ
の
㈹
に
よ
っ
て
、
日
本
国
（
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
」
）
は
、
言
語
に

宿
る
霊
力
が
、
言
語
内
容
を
実
現
し
、
言
語
行
為
の
主
体
（
住
民
）
を
援
助

す
る
国
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
b
こ
こ
で
、
日
本
国
の
対
外
的
独
自
性

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
誇
示
さ
れ
る
特
性
は
、
日
本
国
の
言
語
、
す
な

わ
ち
日
本
語
の
、
外
国
語
に
対
す
る
特
殊
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
言
辞
旧
の
う
ち
に
集
約
さ
れ
る
長
・
反
歌
㈹
㈲
の
対
外
意

識
一
対
抗
意
識
）
は
、
自
国
固
有
の
言
語
の
自
律
性
な
い
し
独
白
性
に
つ
い

て
の
自
覚
、
す
な
わ
ち
、
一
種
の
国
語
意
識
と
の
あ
い
だ
に
、
相
関
的
な

関
係
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
㈹
㈲
に
お
け
る
人
麻
呂
の
対
外
意
識
、
換
言
す
れ
ば
、
遣
外
国
使
の
赴

く
異
邦
へ
の
対
抗
意
識
は
、
当
時
の
貴
族
・
官
僚
層
の
国
家
意
識
を
色
濃

く
反
映
し
て
い
る
。
百
済
の
役
で
唐
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
大
伴
部
博
麻
が
、

唐
土
に
在
っ
て
、
上
官
達
を
帰
国
さ
せ
る
た
め
に
行
っ
た
献
身
的
行
為
一
身

売
り
）
を
、
持
統
女
帝
が
「
尊
朝
愛
国
」
の
念
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
顕
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

し
た
と
記
す
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
や
、
あ
る
い
は
、
楚
州
塩
城
県
の

一
唐
人
が
「
海
東
」
け
「
大
倭
国
」
を
「
君
子
国
」
と
呼
ん
だ
と
伝
え

る
、
『
続
日
本
紀
』
所
載
の
、
遣
唐
使
粟
田
真
人
一
大
宝
元
年
－
七
〇
一
年
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一
㎎
一

－
拝
命
）
の
帰
朝
報
告
な
ど
は
、
い
わ
ゆ
る
「
白
鳳
皇
権
」
の
盛
期
に
、

朝
廷
・
皇
室
、
な
い
し
は
、
そ
こ
に
仕
え
る
貴
族
・
官
僚
た
ち
が
、
朝
廷
・

皇
室
へ
の
尊
崇
の
念
に
裏
う
ち
さ
れ
た
国
家
意
識
の
発
揚
を
企
図
し
て
い

た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
当
代
を
代
表
す
る
宮
廷
歌
人

と
し
て
、
「
白
鳳
皇
権
」
の
政
治
理
念
を
倭
歌
を
以
て
代
弁
す
る
立
場
に

あ
っ
た
人
麻
呂
が
、
㈹
㈲
に
お
い
て
表
出
す
る
対
外
意
識
は
、
ま
さ
に
、

そ
う
し
た
国
家
意
識
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
長
・
反
歌
㈹
㈲
は
、
国
家
意
識
に
根
ざ
し
た
対
外
意
識
と
、

「
曼
呈
並
」
の
宿
る
言
語
で
あ
る
点
に
日
本
語
の
外
国
語
に
対
す
る
独
自
性

を
見
出
そ
う
と
す
る
国
語
意
識
と
を
、
密
接
か
つ
不
可
分
な
形
で
結
合
さ
．

せ
て
い
る
。
㈹
㈲
は
、
先
述
の
『
古
事
記
』
序
と
並
ん
で
、
わ
が
国
の
古

代
杜
会
に
、
す
で
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
国
語
意
識
が
萌

芽
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
好
個
の
一
例
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
4

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
を
解
さ
な
い
非
ギ
リ
シ
ア
民
族
の

総
称
と
し
て
、
「
バ
ル
バ
ロ
イ
」
一
黒
暮
｛
ε
）
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

た
。
元
来
「
ど
も
る
者
」
を
意
味
す
る
こ
の
語
に
は
、
「
な
に
か
口
か
ら

オ
ト
が
出
て
は
い
る
が
、
そ
の
オ
ト
は
ま
と
も
な
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
一
1
4
一

い
と
い
う
判
断
」
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
語
の
背
後

に
は
、
ヘ
ラ
ス
の
民
が
共
通
語
と
し
て
話
す
ギ
リ
シ
ア
語
の
み
が
人
間
の

言
語
で
あ
り
、
他
民
族
の
話
す
非
ギ
リ
シ
ア
語
は
、
言
語
の
体
を
な
さ
な

い
単
な
る
音
声
で
し
か
な
い
と
い
う
認
識
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

　
こ
の
種
の
認
識
は
、
古
代
日
本
人
の
あ
い
だ
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、

『
萬
葉
集
』
に
散
見
す
る
、

言
さ
へ
く
唐
の
崎
一
巻
第
二
、
．

言
さ
へ
く
百
済
の
原
一
巻
第
二
、

　
　
　
　
　
あ
や
め

さ
ひ
づ
ら
ふ
漢
女
（
巻
第
七
、

さ
ひ
づ
る
や
唐
碓
一
巻
第
十
六
、

二
二
五
－
人
麻
呂
）

　
一
九
九
－
人
麻
呂
）

二
一
七
三
－
人
麻
呂
歌
集
非
略
体
）

三
八
八
六
－
飛
鳥
朝
乞
食
者
）

と
い
っ
た
よ
う
を
言
辞
は
、
中
国
語
一
唐
語
）
、
朝
鮮
語
一
百
済
語
）
な
ど
を
、

意
味
の
通
じ
な
い
こ
と
ば
、
鳥
の
さ
え
ず
り
の
よ
う
な
こ
と
ば
と
み
な
す

言
語
観
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
言
語
観
が
、
日
本
語
の
み
を

意
味
の
通
じ
る
人
間
の
こ
と
ば
と
解
し
、
か
つ
、
意
味
の
通
じ
な
い
鳥
語

の
如
き
外
国
語
に
対
す
る
そ
の
優
越
性
を
確
信
す
る
態
度
に
根
ざ
し
て
い

る
こ
と
は
、
こ
と
さ
ら
に
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
態

度
の
萌
芽
は
、
明
ら
か
に
、
日
本
語
へ
の
自
意
識
、
す
な
わ
ち
国
語
意
識

の
成
立
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
外
国
語
へ
の
優
越
感
に
裏
う
ち
さ
れ
た
右
の
よ
う
を
言
辞
は
、

『
万
葉
集
』
の
中
で
も
、
人
麻
呂
な
い
し
は
人
麻
呂
の
時
代
に
集
中
し
て

あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
言
辞
よ
り
も
古
層
に
属

す
る
古
代
文
献
中
の
章
句
に
、
国
語
意
識
表
出
の
確
例
を
見
出
し
え
な
い

点
か
ら
、
国
語
意
識
成
立
の
時
期
は
、
人
麻
呂
の
時
代
に
特
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
日
本
古
代
の
国
語
意
識
は
、
人
麻
呂
の
時
代
に
芽
生
え
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
太
安
萬
侶
に
よ
る
「
現
古
事
記
」
編
纂
の
時
（
和
銅
五
年
一
を
く
だ
る
こ

と
、
お
よ
そ
二
十
年
の
後
（
天
平
五
年
三
月
三
日
）
、
山
上
憶
良
は
、
遣
唐

大
使
多
治
比
真
人
広
成
を
饅
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
好
去
好
来
の
歌
」
と

題
す
る
三
首
の
長
・
反
歌
（
『
萬
葉
集
』
巻
第
五
、
八
九
四
～
八
九
六
）
を
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詠
ん
だ
。
「
好
去
好
来
の
歌
」
は
、
先
掲
の
人
麻
呂
の
長
・
反
歌
㈹
㈲
三

二
五
三
～
三
二
五
四
と
同
様
に
、
大
海
を
渡
る
官
人
の
無
事
を
祈
願
す
る

こ
と
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
押
し
立
て
ら
れ
た
長
歌
（
八

九
四
）
の
冒
頭
部
に
は
、
次
の
よ
う
套
言
辞
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
く

　
　
神
代
よ
り
　
言
ひ
伝
て
来
ら
く
　
そ
ら
み
っ
　
大
和
の
国
は

　
　
す
め
か
み
　
　
　
い
っ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

　
　
皇
神
の
　
厳
し
ぎ
国
　
言
霊
の
　
幸
は
ふ
国
と
　
語
り
継
ぎ
　
言

　
　
ひ
継
が
ひ
け
り
－
－

　
「
大
和
国
」
、
す
な
わ
ち
日
本
国
を
、
皇
祖
の
神
の
御
霊
の
尊
厳
な
る
国

一
「
皇
神
の
厳
し
き
国
」
）
と
み
な
し
、
さ
ら
に
、
こ
と
ば
に
こ
も
る
霊
的

な
力
が
ふ
る
い
た
ち
幸
を
も
た
ら
す
国
（
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
）
と
も
み
な

す
こ
の
言
辞
は
、
遣
唐
使
の
赴
く
唐
国
に
対
し
て
、
日
本
国
の
独
自
性
を

際
立
た
せ
よ
う
と
い
う
意
図
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
す
で
に
別
稿
に

お
い
て
詳
述
し
た
よ
う
に
、
㈲
「
皇
神
の
厳
し
き
国
」
と
い
う
規
定
は
、

皇
祖
神
が
、
「
言
霊
」
の
作
用
に
呼
応
し
て
諸
自
然
神
を
　
　
遣
唐
使
の

安
全
に
寄
与
せ
し
め
る
方
向
に
1
統
制
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調

す
る
も
の
と
し
て
、
川
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」
と
い
う
規
定
と
密
接
不
可

　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
〕

分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ω
は
、
「
言
霊
」
の
内
在
す
る
言
語
と
し
て
の

日
本
語
の
特
性
を
強
調
す
る
国
語
意
識
に
基
づ
く
規
定
で
あ
り
、
明
ら
か

に
、
人
麻
呂
以
来
の
伝
統
に
連
ら
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
、
天
皇
・

皇
室
の
祖
神
の
尊
厳
を
強
調
す
る
表
現
で
も
あ
る
ω
と
を
緊
密
な
関
係
に

置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
憶
良
の
国
語
意
識
は
、
人
麻
呂
の
そ
れ
よ
り
も
、

よ
り
い
っ
そ
う
明
瞭
か
つ
組
織
的
な
形
で
、
古
代
天
皇
制
の
政
治
理
念
に

根
ざ
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
び
っ
く
こ
1
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
人

麻
呂
の
時
代
に
芽
生
え
、
人
麻
呂
か
ら
安
萬
侶
へ
と
至
る
国
語
意
識
の
系

譜
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
様
相
を
一
段
と
際
立
た
せ
つ
つ
、
憶

良
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

　
古
代
の
国
語
意
識
は
、
後
に
、
真
名
に
対
し
て
仮
名
が
成
立
し
、
倭
歌

を
中
心
に
仮
名
表
記
が
定
着
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
・
、
こ
と
さ
ら
な
る
表
記

意
識
か
ら
解
放
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
、
「
言
霊
」
の
内
在
す
る
言
語
で
あ
る

点
に
日
本
語
の
対
外
的
独
自
性
を
見
出
す
意
識
と
し
て
、
発
揚
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
や
ま
と
う
た
」
の
功
用
は
、
「
力
を
も
入
れ
ず

　
　
あ
め
つ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
に
が
み

し
て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、

お
と
こ
を
む
な

男
女
の
中
を
も
や
は
ら
げ
、
猛
き
も
の
の
ふ
の
心
を
も
慰
む
る
」
点

に
存
す
る
と
い
う
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
主
張
は
、
一
面
に
お
い
て
『
詩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖
一

経
』
大
序
の
影
響
下
に
立
つ
も
の
と
解
し
う
る
け
れ
ど
も
、
仮
名
序
全

体
が
日
本
固
有
の
表
現
形
式
た
る
「
や
ま
と
う
た
」
の
特
性
を
1
由

来
、
技
法
等
に
関
す
る
諸
問
題
を
も
含
め
て
－
自
覚
的
に
検
証
し
よ
う

と
い
う
意
図
に
貫
か
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
主
張
は
、

「
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
」
す
「
言
霊
」
の
力
へ
の
信
頼
に
基

づ
い
て
、
漢
詩
文
に
対
す
る
倭
歌
文
芸
の
本
源
的
独
自
性
を
確
示
し
よ
う

と
い
う
意
識
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ば
「
倭
歌
意
識
へ
と
収
鮫
し
た
国
語
意

識
」
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
日
本
古
代
の
国
語
意
識
の
内
実
と
、
そ
の
成

立
事
情
と
が
概
観
さ
れ
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
既
述
の
如
く
、

古
代
の
国
語
意
識
は
、
古
代
天
皇
制
の
政
治
理
念
に
裏
う
ち
さ
れ
た
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
け
ら
れ
つ
っ
発
揚
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
天
皇
制

の
絶
対
的
求
心
力
が
衰
微
し
た
古
代
末
以
後
の
時
代
に
は
、
日
本
語
そ
の

も
の
の
対
外
的
独
自
性
を
誇
示
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
を
次
第
に
弱
め
、
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右
に
見
た
「
古
今
集
」
序
の
姿
勢
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、

倭
歌
と
い
う
一
文
芸
形
式
の
本
質
・
本
源
を
自
覚
的
に
検
証
す
る
歌
論
な

い
し
は
文
芸
論
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
れ
は
、
歌
論
な
い
し
は
文
芸
論
の
中
に
、
完
全
に
溶
解
し
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。

　
古
代
の
国
語
意
識
は
、
江
戸
期
の
国
学
者
た
ち
の
発
言
を
通
じ
て
、
再

び
、
歴
史
一
思
想
史
）
の
表
面
に
浮
上
す
る
。
た
と
え
ば
、
本
居
宣
長
は
、

　
　
殊
に
皇
国
は
、
言
霊
の
助
く
る
国
、
言
霊
の
幸
は
ふ
国
と
古
語
に
も

　
　
い
ひ
て
、
実
に
言
語
の
妙
な
る
こ
と
、
萬
国
に
す
ぐ
れ
た
る
を
や
。

　
　
一
『
く
ず
花
』
上
巻
一

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
発
言
は
、
古
代
の
国
語
意
識
の
復
活
を
告

知
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
幕
末
か
ら
明
治
に
至
る
政
治
的
変
革
が
、
国
学
の
影
響
と
無
縁
で
は
あ

り
え
な
か
っ
た
点
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
明
治
期
の
為
政
者
た
ち
に
よ
る

共
通
語
・
標
準
語
と
し
て
の
国
語
形
成
の
営
み
が
、
近
代
国
家
構
築
へ
の

意
欲
の
み
な
ら
ず
、
国
学
を
媒
介
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
古
代
の
国
語
意
識

に
も
支
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
古
代
の

国
語
意
識
は
、
共
通
語
・
標
準
語
と
し
て
の
国
語
形
成
に
、
問
接
的
な
形

で
寄
与
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
し
う
る
。

　
し
か
し
、
古
代
の
国
語
意
識
が
、
一
面
に
お
い
て
、
盲
目
的
な
対
外
的

優
越
感
に
根
ざ
し
て
い
た
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
の
国
語
一
共
通

語
・
標
準
語
）
形
成
の
精
神
的
支
え
と
し
て
の
側
面
の
み
を
強
調
し
す
ぎ

る
の
は
、
学
問
的
責
務
に
っ
い
て
の
自
覚
を
欠
く
態
度
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
つ
て
植
民
地
に
対
し
て
行
わ
れ
た
強
制
的
・

強
圧
的
な
日
本
語
化
の
例
が
端
的
に
証
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
盲
目
的
か

つ
不
合
理
な
対
外
的
優
越
感
に
立
っ
た
国
語
意
識
は
、
時
と
し
て
、
ひ
た

す
ら
日
本
語
だ
け
を
絶
対
視
し
、
他
国
語
を
人
語
に
あ
ら
ざ
る
が
如
く
に

蔑
視
す
る
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
精
神
を
生
み
出
す
こ
と
が
あ
る
が
、
国
語

意
識
あ
る
い
は
国
語
意
識
史
の
研
究
は
、
こ
の
点
に
国
語
意
識
発
揚
の
マ

イ
ナ
ス
面
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
べ
き
義
務
を
も
担
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

（
ユ
）
『
O
o
巳
昌
員
旨
冨
9
①
昌
O
O
っ
け
竃
叶
一
思
；
P
H
⑩
o
。
㎝
　
　
山
下
公
子

　
訳
『
…
呈
叩
と
国
家
』
一
岩
波
、
一
九
八
七
年
）
四
ニ
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
2
一
田
中
克
彦
『
こ
と
ば
と
国
家
』
一
岩
波
、
一
九
八
一
年
）
一
〇
二
～
一

　
　
〇
三
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
3
一
フ
ラ
ン
ス
は
、
現
在
、
バ
ス
ク
人
、
ブ
ル
ト
ン
人
、
ア
ル
ザ
ス
人
な

　
ど
七
っ
の
少
数
民
族
集
団
を
擁
す
る
。
『
O
o
己
昌
易
前
掲
邦
訳
六

　
　
三
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
4
一
『
o
o
巨
量
ω
前
掲
邦
訳
三
〇
ぺ
－
ジ
参
照
。

（
5
一
田
中
克
彦
前
掲
書
五
「
母
語
か
ら
国
家
語
へ
」
参
照
。

（
6
）
以
下
、
『
古
事
記
』
の
訓
読
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』

　
　
に
よ
る
。

（
7
）
以
下
、
『
萬
葉
集
』
の
訓
読
は
、
主
と
し
て
、
新
潮
日
本
古
典
集
成

　
　
『
萬
葉
集
』
に
よ
る
。

（
8
）
伊
藤
博
『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
』
上
一
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）
一

　
　
四
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
9
一
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
萬
葉
集
』
四
、
三
七
ぺ
ー
ジ
頭
注
。
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・
（
1
0
）
㈹
㈲
は
、
人
麻
呂
が
大
宝
元
年
（
七
〇
一
年
）
拝
命
の
遣
唐
使
に
贈
っ

　
　
　
た
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
そ
う
断
定
す
る
た
め
の
確

　
　
　
実
な
根
拠
が
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
遣
新
羅
使
な

　
　
　
ど
の
可
能
性
を
加
味
し
て
、
「
遣
外
国
使
」
と
記
す
。

　
（
ー
ユ
一
作
者
は
、
冒
頭
部
で
、
「
言
挙
げ
」
を
不
要
と
す
る
国
と
し
て
の
日

　
　
　
本
国
の
在
り
方
を
強
調
す
る
が
、
「
し
か
れ
ど
も
」
以
下
に
お
い
て

　
　
　
は
、
自
ら
の
「
言
挙
げ
」
に
よ
っ
て
「
言
霊
」
を
ふ
る
い
た
た
せ
よ

　
　
　
う
と
企
図
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
転
し
て
、
「
言
挙
げ
」
を
是
と
す

　
　
　
る
立
場
に
立
つ
。

　
（
1
2
）
『
日
本
書
紀
』
持
統
四
年
十
月
二
十
二
日
条
。

　
（
1
3
一
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年
七
月
一
日
条
。

　
一
1
4
一
田
中
克
彦
前
掲
書
三
ぺ
ー
ジ
。

　
一
1
5
）
拙
稿
「
古
代
日
本
人
の
言
霊
思
想
」
一
『
比
較
思
想
の
途
』
3
、
一

　
　
　
九
八
四
年
、
一
～
一
〇
ぺ
ー
ジ
）

　
（
1
6
一
高
橋
進
『
人
倫
の
理
法
』
一
大
明
堂
、
一
九
八
一
年
一
一
一
八
ぺ
ー
ジ

　
　
　
以
下
参
照
。

34

（
い
と
う
・
す
す
む
　
東
北
歯
科
大
学
講
師
）


