
一

は
じ
め
に

三
馬
が
作
、『

潮
来
婦
志』

が
近
世
語
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
す

で
に
ひ
さ
し
く
、
あ
ま
た
の
名
う
て
に
よ
っ
て
言
語
的
考
察
が
加
え
ら
れ
て

き
、
す
で
に
こ
の
資
料
を
た
ね
に
明
ら
か
に
し
う
る
こ
と
は
す
べ
て
解
き
明

か
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
い
ま
こ
こ
に
持
ち
き
た

る
は
こ
れ
ま
た
古
き
い
い
ま
わ
し
、
こ
の
資
料
の
資
料
性
の
い
づ
く
に
や
あ

ら
ん
。
潮
来
方
言
を
写
し
た
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
な
資
料
性
が
あ
る
の
か

と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
資
料
に
あ
か
り
を
あ
ら
た
め
て
照
し
た
と
き
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
を
修
正
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

潮
来
に
は
じ
め
て
遊
び
、
数
日
を
過
し
て
去
っ
た
の
ち
に
書
か
れ
、
し
か

も
著
者
が
生
前
に
刊
行
を
赦
さ
ず
、
死
後
に
版
木
に
附
さ
れ
た
と
き
の
状
況

は
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
と
あ
っ
て
、
本
作
の
潮
来
方
言
の
資
料
価
値

が
危
ぶ
ま
れ
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
い
か
ほ
ど
三
馬

が
こ
の
方
言
を
把
握
し
て
い
た
と
し
て
、
ま
た

｢

正
確
に｣

描
き
だ
そ
う
と

し
て
い
た
と
し
て
、｢

方
言
記
録｣

で
は
な
く

｢

方
言
文
学｣

で
あ
る
本
作

に
、
江
戸
方
言
が
混
ざ
ら
な
い
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
、
潮
来
の
こ
と
ば
と

比
較
を
し
な
い
で
は
、
そ
れ
す
ら
判
然
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

｢

一
口
に
江
戸
戯
作
の
写
実
性
と
言
っ
て
も
、
戯
作
に
お
け
る
言
語
描
写
を

全
て
同
日
に
論
ず
る
こ
と
な
ど
到
底
出
来
な
い

[

中
略]

作
品
ご
と
に
、
あ

る
い
は
同
一
作
品
内
で
も
そ
の
描
写
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
言
語
ご
と
に
、

そ
の
写
実
性
を
一
つ
一
つ
具
体
的
に
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

(

神
戸
、

一
九
九
〇：

六)｣

の
で
あ
る
が
、
本
稿
を
そ
れ
に
す
こ
し
で
も
資
す
る
も

の
に
し
た
い
と
思
う
。

本
稿
に
お
い
て
は
、『

潮
来
婦
志』

の
資
料
性
の
一
端
を
示
す
べ
く
、
助

詞
サ
の
用
法
・
白
圏
の
用
法
を
中
心
に
論
ず
る
。
総
体
と
し
て
は
、
そ
れ
っ

ぽ
く
し
た
潮
来
方
言
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
現
在
の
方
言
状
況
を
鑑

み
て
、
事
実
の
反
映
と
認
め
ら
れ
る
点
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
ま
ず
助
詞
サ

の
用
例
は
、
潮
来
方
言
の
純
粋
な
反
映
と
は
見
做
し
が
た
く
、
白
圏
の
用
い

ざ
ま
は
、
個
々
の
語
へ
の
表
記
の
真
正
さ
は
と
も
か
く
、
事
実
の
反
映
と
見

做
し
て
よ
い
。

一
・
一

潮
来
方
言
に
つ
い
て

潮
来
方
言
は
、
茨
城
県
南
東
部
の
潮
来
市

(

旧
行
方
郡
潮
来
町)

で
話
さ

れ
る
方
言
で
、
北
関
東
方
言
・
茨
城
県
南
部
方
言
に
属
す
る

(

金
沢
、
一
九

八
四)

。
潮
来
は
、
利
根
川
河
口
付
近
の
水
郷
地
帯
に
あ
り
、
霞
ヶ
浦
・
利

根
川
の
分
断
工
事
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
東
北
か
ら
の
物
流
を
江
戸
に
運
ぶ

―��―
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拠
点
と
し
て
お
お
い
に
栄
え
、
ま
た
、
鹿
島
神
宮
や
香
取
神
宮
、
神
栖
神
社

な
ど
の
大
社
の
ち
か
く
に
あ
っ
て
三
社
参
り
の
参
拝
客
の
遊
ぶ
地
と
し
て
も

知
ら
れ
た
。
そ
の
水
郷
の
行
き
来
に
載
せ
て
潮
来
の
遊
女
の
身
上
を
歌
っ
た

の
が
本
作
の
名
の
由
来
と
な
っ
た
潮
来
節
で
あ
る
。

が
ん
ら
い
茨
城
県
の
方
言
記
述
は
多
い
と
は
い
え
ず
、
と
く
に
南
部
方
言

を
扱
っ
た
も
の
に
も
乏
し
い
と
い
え
る
が
、『

日
本
言
語
地
図』

や

『

方
言

文
法
全
国
地
図』

、『
関
東
地
方
域
方
言
事
象
分
布
地
図』

な
ど
に
よ
っ
て
あ

る
て
い
ど
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
茨
城
県
の
他
地
方
や
、
千
葉
県
の

東
部
方
言
と
の
対
照
に
よ
る
こ
と
も
重
要
と
な
る
。

一
・
二

『

潮
来
婦
志』

に
つ
い
て

『

潮
来
婦
志』

は
、
そ
の
序
と
附
言
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
一
八
〇
六
年

三
月
の
江
戸
大
火
に
遭
っ
て
北
総
は
佐
原
に
逃
れ
、
あ
る
日
近
隣
の
遊
行
の

地
潮
来
に
数
日
を
遊
ん
で
す
ぐ
さ
ま
成
稿
し
た
洒
落
本
で
あ
る
。
考
証
の
不

足
を
い
と
っ
て
著
者
の
生
前
は
刊
行
さ
れ
ず
、
死
後
嗣
子
小
三
馬
に
よ
っ
て

刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
梗
概
は
、
江
戸
か
ら
や
っ
て
き
た
芝
居
者
ふ
た
り
が
、

潮
来
の
遊
廓
に
遊
ぶ
と
こ
ろ
を
、
潮
来
へ
の
道
程
で
あ
る
香
取
か
ら
描
い
た

も
の
で
、
そ
こ
で
の
女
郎
買
い
が
描
か
れ
る
ほ
か
、
土
地
の
男
と
女
郎
と
の

や
り
と
り
、
江
戸
か
ら
流
れ
て
き
た
女
郎
と
そ
れ
を
追
っ
て
き
た
男
の
や
り

と
り
な
ど
が
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
。
初
刷
本
と
目
さ
れ
る
も
の
は
伝
来
せ

ず
、
そ
の
な
か
で
も
、
京
都
大
学
蔵
本
の
刷
り
が
早
い
も
の
と
断
じ
ら
れ
て

い
る
。
刷
り
に
よ
っ
て
凡
例
の
位
置
な
ど
に
若
干
の
差
が
あ
る
が
、
本
文
に

異
同
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
と
さ
れ
る

(

神
保
五
弥

『

洒
落
本
大
成
二

八』

解
題)

。

本
稿
で
使
用
す
る

『

潮
来
婦
志』

は
、
基
本
的
に

『

洒
落
本
大
成』

巻
二

八
所
収
の
も
の
で
あ
る

(

以
下
大
成
本
と
呼
ぶ)

。
大
成
本
の
翻
刻
は
、
京

都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
を
底
本
と
し
て
お
り
、
後
刷
本
の
早
稲
田
大
学
附

属
図
書
館
蔵
本
で
確
か
め
る
か
ぎ
り
、
促
音
の
ツ
の
翻
刻
が
一
定
し
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
潮
来
方
言
に
関
す
る
表
記
上
の

問
題
で
は
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
点
で
は
忠
実
な
翻
刻
と
見
做
し
得

(

佐
藤
、

二
〇
〇
七
を
参
照)

、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。
下
巻
は
中
盤
の
新
と
枝

川
の
会
話
に
不
審
が
多
く
、
同
時
に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ

で
は
用
例
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
三
馬
が
潮
来
方
言
の
学
習
者
で

す
ら
な
い
以
上
、
誤
差
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
し
、
上
巻

の
み
で
も
そ
れ
な
り
の
分
量
は
あ
る
た
め
、
当
面
の
目
的
に
は
足
り
る
も
の

と
考
え
る
。
翻
字
に
際
し
て
は
、
印
刷
の
便
か
ら
、
白
圏
を
、
た
と
え
ば
、

��か��き��く��け��こ(
二
点)

で
あ
れ
ば
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
片
仮
名

(

カ
キ
ク
ケ
コ)

で
示
す
こ
と
と
す
る
。
か�
き�
く�
け�
こ�(

一
点)

に
つ
い
て
は
、
用
法
の
差
別

を
見
い
だ
さ
な
い
の
で
と
く
に
書
き
わ
け
な
い
。
ま
た
、
分
析
対
象
は
江
戸

者
以
外
と
す
る
。
江
戸
者
は
、
佐
藤

(

二
〇
〇
七)

に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

戯
ぶ
れ
に
し
か
格
助
詞
サ
も
用
い
ず
、
白
圏
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

二

助
詞
サ
は
す
べ
て
格
助
詞
か

本
節
で
は
、
現
代
の
方
言
や
過
去
の
記
録
と
照
ら
し
あ
わ
せ
、『

潮
来
婦

志』
に
お
け
る
助
詞
サ
の
用
法
を
当
時
の
方
言
の
反
映
と
見
做
す
べ
き
で
な

い
こ
と
を
論
ず
る
。『

潮
来
婦
志』

の
水
郷
の
ひ
と
び
と
の
こ
と
ば
に
あ
っ

て
は
、
江
戸
方
言
に
は
ガ
や
ヲ
と
な
る
べ
き
箇
所
に
お
い
て
、
サ
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
お
お
い
が
、
格
助
詞
と
し
て
の
サ
は
、
関
西
方
言
な
い
し
そ
れ

に
お
お
く
影
響
を
受
け
た
江
戸
方
言
に
お
い
て
ニ
な
い
し
ヘ
に
対
応
す
べ
き

―��―



も
の
で
あ
っ
て
、
ガ
や
ヲ
に
対
応
す
る
の
は
異
例
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る

サ
の
用
法
を
整
理
し
た
小
林

(

二
〇
〇
四)

に
よ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
用

法
は
見
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る
説
明
が
求
め
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
当
時
の
潮
来
方
言
に
江
戸
方
言
と
も
異
な
る
終
助
詞
サ
が

あ
り
、
混
同
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
解
釈
を
立
て
る
。

二
・
一

佐
藤

(
二
〇
〇
七)

の
分
類
を
め
ぐ
っ
て

『

潮
来
婦
志』

を
言
語
資
料
と
し
て
総
体
的
に
あ
つ
か
っ
た
数
少
な
い
文

献
で
あ
る
佐
藤

(

二
〇
〇
七)
に
お
い
て
、
助
詞
サ
は
つ
ぎ
の
み
っ
つ
の
用

法
に
分
類
さ
れ
て
い
る：�.

方
向
・
到
着
点
・
対
象
、� .

目
的
語
、� .

主
語
。

こ
の
整
理
は
、
お
お
む
ね

『

潮
来
婦
志』
に
お
け
る
用
法
を
尽
く
し
て
い
る

と
見
ら
れ
る
が
、
サ
に
本
来� .

、� .

の
用
法
の
な
い
こ
と
の
指
摘
は
な
く
、

ま
た
、
格
助
詞
と
見
做
し
得
な
い
サ
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

格
助
詞
と
見
做
せ
な
い
サ
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

�[
舟]

赤あ
か

の
内
サ
江
戸
か
ら
越こ

し

て
め
へ
り
ま
し
た
か
ら

(

11
オ)

�[
女
郎]

こ
れ
サ
。
喜
八

き
は
つ

と
の
よ
う
。

(

21
オ)

こ
れ
ら
の
例
は
計
二
十
六
例
あ
る
。
佐
藤

(

二
〇
〇
七)

で
は
あ
き
ら
か
に

格
助
詞
で
な
い
例
と
し
て
除
外
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
サ
の
用
法
に
疑

念
が
あ
る
以
上
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、�

の
用
法
は
江
戸
方
言
に
見
い
だ
せ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
、
興
味
深
い
。

二
・
二

『

潮
来
婦
志』

に
お
け
る
格
助
詞
体
系

『

潮
来
婦
志』

の
格
助
詞
の
体
系
を
、
江
戸
方
言

(

湯
沢
、
一
九
五
四)

と
の
対
照
か
ら
整
理
す
る
と
、
次
頁
の
表
一
の
よ
う
に
な
る

(

無
格
助
詞
は

ま
れ
で
、
こ
こ
に
は
考
え
な
い)

。
格
助
詞
の
サ
と
ほ
か
の
助
詞
と
共
起
す

る
例
を
見
な
い

(

下
巻
も
同
様)

。

各
例
の
使
用
数
は
、
次
頁
の
表
二
の
通
り
で
あ
る
。
図
示
し
た
ご
と
く
、

『

潮
来
婦
志』

に
お
い
て
、
サ
は
主
格
か
ら
対
格
、
方
向
格
な
ど
数
多
く
の

格
を
示
し
て
い
る
。
対
格
に
サ
を
用
い
る
例
は
ま
れ
に
報
告
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
主
格
を
示
す
例
は
あ
ま
り
な
く

(

１)

、
ま
し
て
主
格
・
対
格
の
い
ず
れ
も
示

し
得
る
体
系
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
一
文
に
複
数
の
サ
の
用
法
が
見
え
る
例

を
、
下
巻
か
ら
で
は
あ
る
が
、
挙
げ
て
お
こ
う
。

�[
枝]

文
を
出
し
て
へ
に
も
此
コ
ろ
ま
で
ふ
さ
カ
つ
て
居
テ
舟
か
ら
か

ク
れ
テ
来
た
り
中
宿
の
前
サ
文
サ
出
し
て
は
内
証
へ
も
わ
る
く
聞
へ
ま

す
は
。

(

下
27
オ)

枝
川
は
潮
来
の
女
郎
で
あ
る
。
も
し�
を
現
代
共
通
語
に
訳
せ
ば
、｢

中
宿

の
前
ニ
手
紙
ヲ
出
し
て｣

と
な
ろ
う
。
日
本
語
の
方
言
と
し
て
、
自
動
詞
・

他
動
詞
の
主
語
と
他
動
詞
目
的
語
を
一
方
で
は
区
別
し
、
一
方
で
は
区
別
し

な
い
と
い
う
の
は
、
特
異
な
発
展
で
あ
り
、
現
代
語
に
お
け
る
支
持
を
受
け

る
こ
と
な
し
に
は
是
認
し
が
た
い
。

二
・
三

現
代
東
北
・
関
東
方
言
に
お
け
る
格
助
詞
サ

現
代
東
北
・
北
部
関
東
方
言
に
お
け
る
格
助
詞
サ
の
典
型
的
用
法
に
つ
い

て
、
小
林

(

二
〇
〇
四：

三
六
七
‐
三
六
八)

は

｢

移
動
が
向
う
対
象
を
表

示
す
る｣

も
の
、
あ
る
い
は

｢

移
動
を
伴
わ
な
く
と
も
、
あ
る
対
象
に
向
け

て
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
象
を
サ
で
表
示
す
る
こ
と
が

で
き
る｣
と
し
て
い
る
。
小
林

(

二
〇
〇
四)

に
よ
れ
ば
、
福
島
県
小
高
町

で
は
、｢
①
移
動
の
目
標
、
②
移
動
の
帰
着
点
、
③
移
動
の
目
的
、
④
事
物

の
移
動
の
帰
着
点
、
⑤
出
現
・
発
生
の
場
所
、
⑥
状
態
の
基
準
、
⑦
心
的
態

度
の
相
手
、
⑧
存
在
の
場
所｣

に
つ
い
て
サ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
、｢

⑨

―��―



使
役
の
相
手
、
⑩
受
身
の
相
手
、
⑪
変
化
の
結
果
、
⑫
並
列
・
添
加
、
⑬
原

因
・
理
由
、
⑭
時
、
⑮
状
態｣

に
つ
い
て
サ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

潮
来
周
辺
お
よ
び
近
隣
地
域
に
お
け
る
サ
の
用
法
を
、『

方
言
文
法
全
国

地
図』
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
く
。
ま
ず
、『

方
言
文
法
全
国
地
図』

に
つ
い
て
言
え
ば
、
サ
が
係
わ
る
地
図
は
第
十
九
図
か
ら
第
二
十
七
図
ま
で

で
あ
っ
て
、
小
林(
二
〇
〇
四)

と
の
対
照
か
ら
見
れ
ば
、
第
十
九
図
＝
①
・

第
二
十
図
＝
②
・
第
二
十
一
図
＝
③
・
第
二
十
二
図
＝
③
・
第
二
十
三
図
＝

⑪
・
第
二
十
四
図
＝
⑧
・
第
二
十
五
図
＝
④
・
第
二
十
六
図
＝
⑩
・
第
二
十

七
図
＝
⑩
で
あ
る
。
茨
城
県
・
千
葉
県
に
お
け
る
分
布
に
つ
い
て
見
る
と
、

第
十
九
図
・
第
二
十
図
で
は
茨
城
県
東
部
か
ら
千
葉
県
北
東
部
か
ら
中
部
に

か
け
て
拡
が
り
、
第
二
十
二
図
で
は
茨
城
県
で
は
江
戸
崎
町
の
み
で
用
い
ら

れ
、
千
葉
県
で
は
旧
東
葛
飾
郡
東
部
か
ら
香
取
郡
、
旧
海
上
郡
へ
と
続
き
、

第
二
十
一
図
で
は
茨
城
県
に
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
ず
、
千
葉
県
で
は
旧
千

葉
郡
か
ら
山
武
郡
に
か
け
て
の
み
用
い
ら
れ
、
第
二
十
三
図
・
第
二
十
五
図

〜
第
二
十
七
図
で
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

潮
来
は
調
査
地
点
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
近
隣
の
箇
所
に
よ
っ
て
考
察

す
る
。
そ
の
地
点
は
行
方
郡
玉
造
町

(

現
行
方
市)

・
稲
敷
郡
江
戸
崎
町

(

現
稲
敷
市)

・
鹿
島
郡
鹿
島
町

(

現
鹿
嶋
市)

の
三
地
点
で
あ
る
。
三
地
点

で
の
使
用
語
彙
は
、
次
頁
の

表
三
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、

サ
の
用
法
は
ほ
と
ん
ど
ヘ
と

重
な
る
範
囲
か
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
結
果
の
う
ち
、
第
十
九

図
に
お
い
て
江
戸
崎
町
で
サ

を
用
い
え
ず
、
エ
を
用
い
る

と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
十
一
図
と
第
二
十
二
図
は
、
お
な
じ
③
の
用
法

で
は
あ
る
も
の
の
、
第
二
十
一
図
で
は
ど
の
地
点
で
も
ニ
し
か
用
い
え
な
い

が
、
第
二
十
二
図
で
玉
造
町
に
お
い
て
サ
も
用
い
う
る
と
な
っ
て
い
る
点
が

相
違
す
る
。
第
二
十
二
図
に
つ
い
て
は
、
千
葉
県
の
我
孫
子
市
・
香
取
郡
多

古
町
・
銚
子
市
で
も
、
サ
を
使
う

(

多
古
町)

、
あ
る
い
は
サ
と
ニ
を
併
用

す
る

(

我
孫
子
市
・
銚
子
市)

と
な
っ
て
お
り
、
玉
造
町
の
結
果
は
偶
然
的

な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
両
者
の
差
は
第
二
十
一
図
が
動
詞
連
用
形
、
第
二

十
二
図
が
名
詞
を
承
け
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
る
と
お
ぼ
し
く
、
東
北

方
言
に
お
い
て
も
第
二
十
二
図
の
ほ
う
が
サ
の
使
用
域
が
広
い
。
潮
来
は
、

こ
れ
ら
の
三
地
点
の
中
央
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
ど
の
地

域
か
に
は
似
た
用
法
を
し
て
い
る
も
の
と
推
測
し
て
お
く
。

つ
づ
い
て
、
周
辺
地
域
の
用
法
に
つ
い
て
、
小
林

(

二
〇
〇
四)

の
整
理

に
即
し
て
わ
た
く
し
に
ま
と
め
て
お
こ
う

(

原
論
文
の
分
類
は
異
な
る)

。

茨
城
県
水
海
道
方
言
は
、
茨
城
県
南
西
部
の
水
海
道
市

(

現
常
総
市)

で

話
さ
れ
、
潮
来
か
ら
は
、
霞
ヶ
浦
を
越
え
て
北
西
に
位
置
す
る
。
水
海
道
方

言
は
、
与
格
の
構
造
が
東
京
方
言
や
潮
来
方
言
よ
り
も
複
雑
で
あ
り
、
有
生

／
無
生

(anim
ateness)

の
区
別
が
あ
る
ほ
か
、
東
京
方
言
に
お
け
る
与
格

ニ
が
ゲ
／
サ
・
エ

(

与
格)

、
ガ
ニ

(

経
験
者
格)

、
ニ

(

位
格)

に
対
応
す

る
。『

方
言
文
法
全
国
地
図』

で
は
空
白
地
域
で
あ
る
が
、
茨
城
県
に
お
け

る
サ
の
使
用
域
の
最
西
端
に

位
置
す
る
。
こ
の
方
言
で
は
、

①
・
②
・
④
・
⑥
・
⑦
・
⑨

の
用
法
で
使
用
で
き
る(

佐
々

木
、
二
〇
〇
四：

七
九
‐
九

三)

。

―��―

表一 『潮来婦志』
における潮来方言
の格助詞体系

江戸方言 潮来方言
が が・さ
を を・さ
に に・さ
へ へ・さ
で で

から がら
と ど

より より

表二 格助詞と
用例数

格助詞 用例数
が 54
を 36
に 40
へ 17
さ 55
で 11

がら ７
と ７

より ０



千
葉
県
小
見
川
方
言
は
、
千
葉
県
北
東
部
の
香
取
郡
小
見
川
町

(

現
香
取

市)
で
話
さ
れ
、
潮
来
か
ら
は
、
利
根
川
を
南
に
越
え
香
取
大
社
の
南
東
に

位
置
す
る
。
小
見
川
方
言
の
記
述
的
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
な
く
、

『

全
国
方
言
資
料
二』

の
自
由
談
話
記
録
に
よ
っ
て
検
討
す
る
か
ぎ
り
、
サ

の
用
法
は
①
・
②
・
④
に
限
ら
れ
て
い
る
。

千
葉
県
山
武
方
言
は
、
千
葉
県
中
部
の
山
武
郡
山
武
町

(

現
山
武
市)

で

話
さ
れ
、
潮
来
か
ら
は
す
こ
し
く
離
れ
て
い
る
。
山
武
方
言
は
、
さ
き
に

『

方
言
文
法
全
国
地
図』
で
見
た
よ
う
に
、
サ
の
用
法
の
発
達
し
た
地
域
で

あ
る
が
、
伊
藤

(

一
九
八
四)
は
、
①
・
②
・
③
・
④
・
⑦
・
⑨
・
⑩
・
⑪

に
つ
い
て
用
法
を
報
告
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
方
言
の
用
法
に
は
、
①
移
動
の
目
標
、
②
移
動
の
帰
着
点
、

④
事
物
の
移
動
の
帰
着
点
が
共
通
す
る
も
の
の
、
の
こ
り
は
か
な
ら
ず
し
も

共
通
し
な
い
が
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
史
的
変
遷
を
示
唆
す
る
か
は
議
論
の

余
地
が
あ
ろ
う
。
小
林

(

二
〇
〇
四：

三
八
六
‐
三
八
七)

は
、
わ
ず
か
な

意
味
か
ら
よ
り
拡
大
し
て
ゆ
く
方
向
に
進
ん
だ
と
見
て
い
る
が
、
一
般
に
関

東
の
サ
の
用
法
は

(

共
通
語
化
は
べ
つ
と
し
て)

衰
退
傾
向
に
あ
る
と
見
ら

れ
て
お
り

(

飯
豊
、
一
九
八
四：

二
三
‐
二
四)

、
ま
た
、
用
法
が
限
ら
れ

て
い
る
小
見
川
方
言
の
よ
う
な
方
言
が
、
水
海
道
方
言
と
山
武
方
言
と
い
う

用
法
の
発
達
し
た
二
地
域
の
は
ざ
ま
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
サ
の
使
用

域
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
山
武
方
言
が
ど
れ
ほ
ど
サ
の
用
法
を
独
立
に
発
達
さ

せ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
、
本
作
に
お
け
る
用
法
の
写
実
性
に
も
係

わ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
小
見
川
方
言
も
過
去
に
は
そ
れ
な
り
の
用
法
を
発
達

さ
せ
て
い
た
も
の
が
近
代
に
い
た
っ
て
そ
れ
を
低
減
さ
せ
て
い
っ
た
一
方
、

水
海
道
方
言
や
山
武
方
言
が
そ
れ
ら
の
共
通
の
用
法
を
基
盤
に
独
自
に
用
法

を
発
達
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
小
見
川
方
言
が
ふ
る
く
か

ら
の
用
法
を
保
持
し
た
一
方
、
水
海
道
方
言
や
山
武
方
言
が
独
自
に
用
法
を

発
達
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
本
作
の
用
法
が
潮
来
方
言
と
し

て
疑
わ
し
い
も
の
か
、
そ
れ
と
も
写
実
的
で
あ
る
の
か
評
価
基
準
が
変
っ
て

く
る
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
本
作
に
お
け
る
用
法
が
水
海
道
方
言
と
山
武
方
言

と
似
た
用
法
を
持
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
本
作
に
お
け
る

用
法
は
小
見
川
方
言
的
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
、
水
海

道
方
言
と
山
武
方
言
と
は
、
用
法
を
共
通
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
前
者
が

よ
り
つ
よ
く
予
想
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。

二
・
四

歴
史
資
料
に
お
け
る
格
助
詞
サ

『
潮
来
婦
志』

と
時
期
を
ち
か
く
す
る
歴
史
資
料
に
お
け
る
サ
に
つ
い
て

確
か
め
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
、
小
林

(

二
〇
〇
四)

に
た
し
か
め
ら
れ
て

い
る
出
羽
国
鶴
岡
方
言
と
、『

常
陸
方
言』

に
お
け
る
も
の
を
確
認
し
て
お

く
。

―��―

表
三

潮
来
近
傍
の
サ
の
用
法

図

玉
造

江
戸
崎

鹿
島

例

文

十
九
図

①

sa
e

e

／sa

東
の
方
へ
行
け

二
十
図

②

sa
sa

e

／sa

東
京
に
着
い
た

二
十
一
図

③

ni
ni

ni

見
に
行
っ
た

二
十
二
図

③

ni

／sa
ni

ni

仕
事
に
行
っ
た

二
十
三
図

⑪

ni
ni

ni

大
工
に
な
っ
た

二
十
四
図

⑧

ni
ni

ni

こ
こ
に
有
る

二
十
五
図

④

ni
ni

ni

お
れ
に
貸
せ

二
十
六
図

⑩

ni
ni

ni

息
子
に
手
伝
い
に
来
て
も
ら
っ
た

二
十
七
図

⑩

ni
ni

ni

犬
に
追
い
か
け
ら
れ
た



山
形
県
庄
内
地
方
に
残
さ
れ
て
い
る
近
世
の
洒
落
本
・
滑
稽
本
を
た
よ
り

に
、
小
林

(

二
〇
〇
四：

三
八
一
‐
三
八
六)

が
分
析
し
た
も
の
を
ま
ず
見

て
ゆ
く
。
小
林

(

二
〇
〇
四)

で
検
討
さ
れ
た
の
は
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら

十
九
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
い
ち
ば
ん
古
い
も
の
は

『

潮
来

婦
志』

の
時
代
と
近
い
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
①
・
②
・

⑥
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
サ
が
用
い
ら
れ
、
③
・
⑨
に
つ
い
て
は
、
ニ
と
サ

の
用
例
の
多
寡
に
時
代
的
変
遷
が
見
ら
れ
、
⑩
・
⑪
・
⑬
・
⑭
に
は
用
い
ら

れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

つ
い
で

『

常
陸
方
言』

を
見
て
み
よ
う
。『

常
陸
方
言』

は
、
幕
末
の
水

戸
藩
士
、
中
山
信
名

(

久
慈
郡
う
ま
れ)

が
編
纂
し
た

『

新
編
常
陸
国
志』

の
方
言
条
に
対
す
る
通
名
で
あ
る
。
中
山
の
生
前
に
は
完
成
を
見
ず
、
死
後
、

色
川
三
中

(

土
浦
出
身)

、
栗
田
寛

(

水
戸
出
身)

の
増
補
を
経
て
刊
行
さ

れ
た
。
概
し
て
水
戸
藩
の
こ
と
ば
を
ひ
ろ
く
蒐
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
稿

本
と
刊
本
と
で
内
容
に
お
お
き
な
差
が
あ
り
、
い
ま
は
刊
本
に
増
補
さ
れ
た

｢

助
辞｣

条
を
見
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
サ
は
つ
ぎ
の
ふ
た
つ
が
あ
る
。

�[
サ]

ヘ
ノ
意
ナ
リ
、
河
―
行イ

ク

、
海
―
入

ハ
イ
ル

、
隣
―
行イ

ク

、
湯
―
入

ハ
イ
ル

、
山
―

上ノ
ボ
ル、

楼
ニ
カ
イ

―
上

ア
ガ
ル

ナ
ド
云
フ
ニ
テ
其
意
ヲ
サ
ト
ル
ベ
シ
、

�[
サ]

物
事
ヲ
明
ニ
言
ヒ
定
メ
テ
、
人
ニ
聞
カ
ス
ル
辞
ナ
リ
、
如
此

コ

ウ

―
、

如
其

ソ

ウ

―
、
是
―
、
夫ソ

レ

―
、
善エ

イ

―
、
悪

ワ
ル
イ

―
、
売ウ

ル

―
、
買カ

ウ

―
、
空
言

ウ

ソ

―
、
真ホ

ン

実ト
ウ

―
、
彼
―
、
遣
―
、
飲
―
、
食
―
、
ナ
ト
云
フ
、

こ
の
う
ち
、
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
見
て
い
る
格
助
詞
サ
は
前
者
で
あ
る
。
挙
例

さ
れ
て
い
る
な
か
で
は
、
①
・
②
・
④
の
用
法
が
あ
る
こ
と
が
分
る
。

二
・
五

江
戸
方
言
と

『

潮
来
婦
志』

に
お
け
る
終
助
詞
サ

『

潮
来
婦
志』

の
分
析
に
移
る
ま
え
に
、
江
戸
方
言
と

『

潮
来
婦
志』

に

お
け
る
終
助
詞
サ
の
差
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い

(

な
お
、
冨
樫

(

二
〇
一

一)

に
倣
い
、
本
稿
で
は
終
助
詞
と
間
投
助
詞
を
一
括
し
て
終
助
詞
と
呼
ぶ

こ
と
と
す
る)

。
潮
来
に
む
か
う
船
中
に
客
人
ば
か
吉
の
問
う
て
い
わ
く
、

�[

吉]

お
ぢ
い
。
こ
ゝ
は
何
と
い
ふ
所
だ

[

舟]

爰こ
ゞ

サ
か
ま
ず
と
申
ま

す

[

吉]

フ
ム
爰こ

ゝ

サ
釜
洲

か
ま
ず

か

(

６
オ)

こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
潮
来
の
こ
と
ば
の
特
異
な
と
こ
ろ
を
強
調
し
て
み
せ

た
と
こ
ろ
と
見
え
、
サ
を
江
戸
者
が
使
う
の
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い

に
限
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
サ
は
、『

常
陸
方
言』

に
お
い
て
、�
に
挙

げ
ら
れ
る
も
の
に
近
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
江
戸
方
言
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
共
通
語
に
お
け
る
サ
の
用
法
は
、
冨
樫

(

二
〇
一
一：

一
四
一)

の

ま
と
め
る
と
こ
ろ
で
は
、
サ
は
間
投
用
法
・
文
末
用
法
に
分
か
れ
、｢

計
算

終
了｣

を
伝
え
る
や
く
わ
り
が
共
通
す
る
と
い
う(

こ
こ
に
い
う
計
算
と
は
、

談
話
管
理
理
論
に
い
う
語
用
論
的
な
処
理
の
こ
と
で
あ
り
、
命
題
の
検
討
を

す
る
こ
と
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う)

。
ひ
る
が
え
っ
て
、
江
戸
方
言
で
は
、

サ
が
用
言
に
続
く
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
て
い
ね
い
な
文
に
も
用
い
ら
れ
る

断
定
的
な
用
法
が
主
だ
っ
た

(

長
崎
、
一
九
九
八)

。
冨
樫

(

二
〇
一
一)

の
論
ず
る
と
こ
ろ
、
現
代
共
通
語
と
江
戸
方
言
と
の
サ
の
用
法
の
差
異
は
さ

ほ
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
か
り
に
現
代
共
通
語
で
支
配
的
な
用
法
を

｢
提
示
用
法｣

、
長
崎(

一
九
九
八)

の
い
う
断
定
的
な
用
法
を｢

断
定
用
法｣

と
名
づ
け
て
お
く
。
長
崎(

一
九
九
八)

に
明
瞭
な
定
義
は
な
い
け
れ
ど
も
、

断
定
用
法
は
、
断
定
辞
ダ
が
附
く
位
置
に
現
れ
、
提
示
用
法
は
そ
う
で
な
い

も
の
と
し
て
お
く
。

�
に
示
し
た
と
お
り
、
茨
城
方
言
で
は
体
言
・
用
言
の
別
な
く
サ
が
用
い

ら
れ
る
。
ま
た
、
サ
が
主
格
の
格
助
詞
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
サ
が
主
格

―��―



位
置
に
現
れ
る
こ
と
じ
た
い
は
、
現
代
方
言
に
も
見
ら

れ
る

(

註
一
参
照)

。

�
…
オ
ラ
ヤ
ノ

ウ
シ
サ

ア
ン
ベ
ワ
ル
シ
テ
…

(

秋
田
県
南
秋
田
郡
富
津
内
村

『

全
国
方
言
資
料

一』

、
一
八
九
ペ
ー
ジ
。｢

お
れ
の
家
の
牛
が
具
合

が
悪
く
な
っ
て｣)

こ
れ
は
こ
の
談
話
資
料
に
お
け
る
主
格
位
置
に
現
れ
る

唯
一
例
で
は
あ
る
の
だ
が
、
現
代
共
通
語
の
訳
は
こ
の
サ
が
主
格
で
あ
る
と

い
う
こ
と
よ
り
も
、
現
代
共
通
語
で
は
こ
の
よ
う
な
無
助
詞
句
に
サ
が
附
く

こ
と
が
ま
れ
な
こ
と
を
示
し
、
ま
さ
に�
の
よ
う
な
状
況
を
言
っ
た
も
の
だ

ろ
う

(

２)

。
こ
の
用
法
を
、
か
り
に
提
題
用
法
と
名
づ
け
る
こ
と
と
し
よ
う
。
さ

き
に
述
べ
た
提
示
用
法
と
は
、
提
示
用
法
が
そ
れ
ま
で
に
話
さ
れ
た
内
容
を

い
ち
ど
聞
き
手
に
確
め
る
も
の
で
、
格
助
詞
の
あ
と
に
附
く
な
ど
、
統
語
構

造
に
と
っ
て
附
加
的
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
提
題
用
法
は
、
提
題
助
詞
な
い

し
格
助
詞
が
あ
る
場
所
に
も
生
起
す
る
点
で
異
な
る
。

『

潮
来
婦
志』

に
お
け
る
終
助
詞
の
用
法
を
、
文
中(

間
投)
・
文
末(

終)

に
わ
け
た
う
え
で

｢

提
示
用
法｣
｢

断
定
用
法｣

｢

提
題
用
法｣
の
三
種
に
分

け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
数
を
表
四
に
示
す
。
文
末
の
断
定
用
法
が
も
っ
と
も

多
い
が
、
提
題
用
法
も
あ
る
て
い
ど
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
る
。

現
代
共
通
語
に
提
題
用
法
が
な
い
ご
と
く
、
江
戸
方
言
に
お
い
て
も
そ
れ

は
な
か
っ
た
。
提
示
用
法
に
せ
よ
、
断
定
用
法
に
せ
よ
、
主
格
や
対
格
位
置

に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
相
違
を
三
馬
が

(

意
図
的
・
非
意
図
的
か

は
問
わ
ず)

誇
張
し
た
の
が
次
節
に
見
る
主
格
や
対
格
を
示
す
用
法
の
起
源

な
の
で
は
な
い
か
。

二
・
六

『

潮
来
婦
志』

に
お
け
る
格
助
詞
サ
の
性
質

『

潮
来
婦
志』

に
お
い
て
、
サ
と
混
用
さ
れ
る
格
助
詞
に
つ
い
て
、
用
法

別
に
分
類
し
た
も
の
を
次
頁
の
表
五
に
示
す

(

な
お
、
主
格
の
例
は
自
他
に

両
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
附
記
す
る)

。

こ
の
表
の
、
本
来
の
サ
の
用
法

(

主
・
対
格
以
外)

を
見
る
と
、
サ
が
用

い
ら
れ
る
の
は
①
・
②
・
④
・
⑧
の
四
種
類
で
、
現
代
と
対
照
し
て
も
と
く

に
特
異
な
用
法
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
小
見
川
方
言
に
お
け
る
サ

の
用
法
が
、
古
例
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
支
持
す
る
結
果
で
も
あ
ろ

う
。主

格
・
対
格
に
つ
い
て
見
る
と
、�
の
用
例
が
主
格
的
で
典
型
で
あ
っ
て

よ
さ
そ
う
で
あ
る
も
の
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
目
に
付
く
一
方
、

対
格
用
法
が
本
来
の
ヲ
格
と
同
程
度
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

表
現
効
果
な
ど
に
求
め
る
こ
と
も
む
ず
か
し
く
、
こ
の
非
対
称
性
の
理
由
は

不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
じ
っ
さ
い
の
潮
来
方
言
が
対
格
の
表
示
に
も

使
用
で
き
た
可
能
性
を
否
定
し
き
る
材
料
は
な
い
が
、
現
代
方
言
に
鑑
み
て
、

主
・
対
格
に
格
助
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
た
は
ず
で
、
誇
張

が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
主
格
・
対
格
は
、
終
助
詞
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
が
、
提
題
助
詞
ハ
と
の
置
き
換
え
を
考
え
て
も
、�
や
つ
ぎ
の�
に
示
す

よ
う
な
例
を
す
べ
て
提
題
用
法
と
見
な
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

�[
舟]

此
し
ん
ぜ
へ
む
か
は
む
カ
し
高
野
聖
を
殺
し
だ
と
申
ま
す
。
今

に
聖
火
ど
申
で
雨
サ
ふ
る
ど
。
川
の
中
で
火
が
も
え
る
ケ
で
ご
ざ
り
ま

す

(

７
ウ
―
８
オ)

も
ち
ろ
ん
、
連
続
性
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

―��―

表四 終助詞の用法
間投 文末

断定 14
提示 ５ ２
提題 ５



二
・
七

補
論

現
代
方
言
の
対
格
と
の
比
較

現
代
茨
城
県
方
言
や
、
千
葉
県
東
北
部
方
言
に
は
、
対
格
と
し
て
コ
ト
格

や
バ
格
が
存
在
す
る
が
、
本
作
に
は
そ
の
よ
う
な
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
現
象
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す

の
か
も
し
れ
な
い
。

コ
ト
格
は
、
現
在
の
茨
城
県
か
ら
千
葉
県
東
北
部
方
言
に
見
ら
れ
、
茨
城

県
中
北
部
で
は
ゴ
ト
、
南
部
か
ら
千
葉
県
東
北
部
で
は
ノ
コ
ト
と
い
う

(

飯

豊
、
一
九
八
四：

二
四
‐
二
五
。
伊
藤
、
一
九
八
四)

。
例
と
し
て
、
茨
城

県
水
海
道
方
言
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
有
生
の
対
象
物
に
対
し
て
用
い
ら

れ
、�kodom

o-godo
m
i-da.

(

子
供
を
見
た)(

佐
々
木
、
二
〇
〇
四：

四
六)

�kiN
gjo-godo

sodade-ru.
(

金
魚
を
育
て
る)

(

佐
々
木
、
二
〇
〇
四：

四
七)

な
ど
の
よ
う
に
用
い
る
。
千
葉
県
山
武
方
言
で
も
ン
コ
ト
が
用
い
ら
れ
る
が
、

こ
の
方
言
で
は
無
生
の
も
の
に
も
用
い
る
ば
あ
い
が
あ
る

(
伊
藤
、
一
九
八

四：

六
八)

。
表
一
に
示
し
た
ご
と
く
、
本
作
に
こ
の
用
法
は
な
い
。
ま
た
、

『

常
陸
方
言』

に
お
い
て
も

(

稿
本
・
刊
本
を
問
わ
ず)

見
ら
れ
な
い
。

バ
格
は
、
現
在
の
千
葉
県
北
東
部
、
香
取
郡
か
ら
海
上
郡
に
か
け
て
分
布

し
、
ま
た
、
茨
城
県
鹿
島
町
に
見
ら
れ
る

(

大
橋
一
九
七
四
‐
一
九
七
六
、

巻
二：

第
百
二
十
八
図)

。
こ
の
格
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
知
ら
な
い
。
コ

ト
格
や
バ
格
の
歴
史
的
発
展
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
い

の
で
、
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
報
告
し
て
お
く
。

三

白
圏
は
有
声
音
や
特
殊
な
濁
音
を
示
す
も
の
か

『

潮
来
婦
志』

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
え
ば
ま
ず
こ
の
白
圏

し
ろ
き
に
ご
りの

こ
と
で

あ
る
と
い
う
ほ
ど
、
白
圏
は
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
本
節
で
論
ず
る

と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
観
点
と
し
て
あ
た
ら
し
い
も
の
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
先
学
の
論
攷
の
整
理
か
ら
、
本
作
の
資
料
性
の
い
か
ん
を

問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
象
と
し
て
の
白
圏
は
、
凡
例
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

�
○
言
語

こ
と
は

は
大
概

お
ほ
む
ね

江
戸
に
異

こ
と
な

ら
ず

五
音

こ
い
ん

の
調
子

て
う
し

に
よ
り
て
清す

む

音
を
濁
音

に
こ
る
こ
ゑ

に
い
ふ
も
の
間ま

ゝ

多お
ほ

し

○
清
音
を
濁
音お

ん

に
通
用

つ
う
よ
う

す
る
は

｢

サ
シ
ス
セ
ソ｣

｢

カ
キ
ク

ケ
コ｣

｢

タ
チ
ツ
テ
ト｣

の
二
音
也

｢

ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ｣

は
清
濁

せ
い
た
く

こ
と�
く
叶
ひ
す
へ
て
江
戸
の

こ
と
し

○
常つ

ね

の

｢

に
ご
り゙｣

に
て
は
通
例

つ
う
れ
い

の
濁
音

た
く
お
ん

に
ま
き
ら
は
し
け
れ
は

お
の�｢
｡｡｣

斯か
く

の
こ
と
き
白
圏

は
く
け
ん

を
点て

ん

じ
て

｢

が｣

ト

｢

カ｣

と
の
二
濁

ふ
た
つ
の
に
こ
り

を
分

わ
か
て

り

就
中

な
か
ん
づ
く｢

カ
キ
ク
ケ
コ｣

の
音
に
清
音

す
む
こ
ゑ

の
濁

に
こ
り

た
る
も
の
多お

ほ

し
又

｢

タ

チ
ツ
テ
ト｣

の
音
に
清
音

せ
い
お
ん

の
濁

に
こ
り

あ
れ
ど
も
是
は

｢

だ
ぢ
づ
で
ど｣

如
か
く
の

斯
ご
と
く

黒こ
く

圏け
ん

を
用も

ち

う
。
余よ

は
推お

し

て
し
る
べ
し

(

序
５
ウ
―
６
オ)

―��―

表五 格助詞の用例数
用法 助詞 用例数
主格 が 53

さ ９
対格 を 36

さ 29
① へ ４

さ ４
② に １

へ ７
さ 10

③ に ２
④ に ７

へ ４
さ １

⑥ に １
⑦ に ５
⑧ に 11

さ ２
⑨ に ２
⑪ に ３
⑫ に ３
⑬ に ３
⑭ に ２



と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
幾
度
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
タ
行
に

も
白
圏
は
打
た
れ
て
い
る
し

(

原
稿
で
は
正
し
く
開
板
時
に
改
刪
さ
れ
た
お

そ
れ
な
し
と
し
な
い
が)

、
サ
行
の
清
濁
が�
混
用�
さ
れ
る
こ
と
は
見
ら

れ
な
い
。
説
明
に
も
カ
・
タ
行
の
こ
と
は
あ
っ
て
も
サ
行
は
な
い
こ
と
か
ら

も
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
凡
例
は
信
用
し
き
れ

る
も
の
で
は
な
い
し
、
格
助
詞
サ
に
あ
っ
た
よ
う
な
誤
認
が
あ
っ
た
と
し
て

も
ふ
し
ぎ
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
白
圏
に
つ
い
て
考
え

た
も
の
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
節
に
続
貂
た
ら
ん
と
す

る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

三
・
一

先
行
研
究

『

浮
世
風
呂』

や

『

潮
来
婦
志』

の
白
圏
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
語
中
尾

ガ
行
頭
子
音
が
/�/
を
古
い
と
す
る
の
か
、
/�/
を
古
い
と
す
る
の
か
と
い
う
問

題
を
め
ぐ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
が
、
当
初
の
も
の
は
、
こ
の
二
作
の
用
例
の

詳
細
な
検
討
に
も
と
づ
く
と
い
う
よ
り
か
は
、
江
戸
方
言
の
語
中
尾
ガ
行
頭

子
音
に
つ
い
て
の
持
説
か
ら
白
圏
の
解
釈
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
、
は
じ
め
て
詳
細
に

『

浮
世
風
呂』
や
、

本
作
の
白
圏
を
検
討
し
た
も
の
は
風
間

(

一
九
六
三)

で
あ
り
、
そ
れ
以
降

の
論
に
お
い
て
も
、
本
作
の
白
圏
を
大
部
分
/�/
と
見
做
す
も
の
が
基
調
で
あ

る
。
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
坂
梨

(

一
九
七
五)

や
、
山
本

(

二
〇
〇
五)

に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
全
部
を
覆
う
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、

こ
の
小
節
に
つ
い
て
は

『

潮
来
婦
志』

に
く
わ
え
、『

浮
世
風
呂』

の
白
圏

に
関
す
る
論
攷
も
含
め
る
。

三
・
一
・
一

初
期
の
研
究

新
村

(

一
九
〇
六)

・
東
条

(

一
九
四
一)

は
、
白
圏
が
、
/�/
に
な
っ
て

い
る
語
中
尾
ガ
行
頭
子
音
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
新
村

(

一
九
〇
六)

に

つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
そ
う
書
い
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
東
条

(

一
九

四
一：

一
四)

は
、｢

田
舎
者
が
語
間
の
加
行
濁
音
を
鼻
音
に
せ
ず
堅
く
発

音
す
る
こ
と
を
笑
つ
て
ゐ
て
、
滑
稽
本
の
中
で
こ
の
鼻
音
で
な
い
語
間
の
濁

音
を
表
記
す
る
記
号
を
特
に
工
夫
し
て
ゐ
る｣

と
述
べ
て
お
り
、
白
圏
が
/�/

を
示
す
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
説
に
は
、
と
く
に

『

浮
世
風
呂』

に
お
い
て
、
ガ
行
を
す
べ
て

/�/
で
お
し
と
お
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
西
国
者
の
発
話
に
白
圏
が
用
い
ら

れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
井
上

(

一
九
七
一：

二
六
六)

は
、

『

浮
世
風
呂』

凡
例
に

｢

常
の
に
ご
り
う
ち
た
る
外
に
白
圏

し
ろ
き
に
ご
りを

う
ち
た
る
は

い
な
か
の
な
ま
り
詞
に
て
お
ま
へ
が
わ
し
が
な
ど
い
ふ
べ
き
を
、
お
ま
へ
カ

わ
し
カ
と
い
へ
る
カ
キ
ク
ケ
コ
の
濁
音

だ
く
お
ん

と
し
り
給
へ｣

(

引
用
は

『

日
本
古

典
文
学
大
系』

本
影
印
に
よ
る)

と
す
る
の
に
、｢『

浮
世
風
呂』

前
編
巻
之

上
の

｢

西
国
者｣

が
お
そ
ら
く

[-g-]

の
持
主
だ
ろ
う
に
特
別
の
表
記
を

う
け
て
い
な
い｣

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
説
が

｢

現
在
の
発
音
の
地
理
的
分

布
を
根
拠
に｣

し
た
も
の
で
、｢

表
記
自
体
と
三
馬
の
説
明
だ
け｣

に
よ
っ

て
は
決
定
不
可
能
と
し
た
。

語
中
尾
ガ
行
頭
子
音
が
/�/
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
っ
て
、
橋
本

(

一
九
二

七)

・
吉
田

(

一
九
五
七)

な
ど
が
あ
る
。
橋
本

(

一
九
二
七：

一
二
八)

は
、
一
九
二
七
年
の
講
義
ノ
ー
ト
で
あ
る
が
、
江
戸
で
は
語
中
尾
ガ
行
頭
子

音
が
/�/
で
あ
っ
た
と
し
た
の
ち
、『

潮
来
婦
志』

後
編
の
白
圏
に
つ
い
て
、

｢

こ
れ
は
或
い
は
、
江
戸
地
方
に
於
て
、
一
般
に
ｇ
音
に
発
音
せ
ら
れ
て
居

つ
た
も
の
に
対
し
て
、�
音
に
発
音
せ
ら
れ
る
も
の
を
写
し
た
の
で
は
な
い

か｣

と
し
て
い
る

(

こ
の
脈
絡
の
と
お
ら
な
さ
に
は
坂
梨
、
一
九
七
五
も
疑

問
を
呈
し
て
い
る)
。
吉
田

(

一
九
五
七：

二
〇
五)

は
、『

浮
世
風
呂』

の

―��―



凡
例
に
つ
い
て
、
そ
の
当
時
、
/�/
が
江
戸
方
言
で
は
ま
だ
一
般
化
し
て
い
な

か
っ
た
が
、
白
圏
は
/�/
で
は
な
く
、
こ
ん
に
ち
の
東
北
方
言
の
ご
と
く

｢

ｎ

音
の
勝
つ
た
音
を
さ
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る｣

と
す
る
。

三
・
一
・
二

近
年
の
研
究

さ
い
き
ん
の
も
の
に
風
間

(

一
九
六
三)

な
ど
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
白

圏
を
/�/
と
解
す
る
点
で
近
い
が
、
井
上

(

一
九
七
一)

が
指
摘
す
る
西
国
者

の
問
題
や
、
異
例
の
解
釈
な
ど
か
ら
、
細
部
に
異
同
が
見
受
け
ら
れ
る
。
風

間

(

一
九
六
三)

は
、
語
中
尾
ガ
行
頭
子
音
を
/�/
と
す
る
説
を
認
め
つ
つ
、

江
戸
の
清
音
に
対
し
て
、
に
ご
っ
た
音
を
示
す
も
の
が
多
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
坂
梨

(

一
九
七
五：

二
六
六)
は
、『

潮
来
婦
志』

の
白
圏
に
つ
い

て
、
江
戸
方
言
に
お
い
て
/k/
で
あ
る
べ
き
も
の
へ
の
白
圏
は
/�/
、
/�/
で
あ
る

べ
き
も
の
に
対
し
て
あ
た
え
ら
れ
た
白
圏
は��/ /
と
考
え
て
い
る
。
山
本

(

二

〇
〇
五)

は
、
白
圏
が
語
中
尾
カ
行
音
の
有
声
化
を
表
記
し
た
も
の
と
は
捉

え
て
い
る
も
の
の
、
潮
来
方
言
に
お
け
る
語
中
尾
ガ
行
頭
子
音
が
/�/
で
あ
る

と
解
釈
す
る
点
で
風
間

(

一
九
六
三)

と
相
違
す
る
。
佐
藤

(

二
〇
〇
七)

は
、
白
圏
を
東
北
方
言
の
語
中
尾
で
有
声
化
す
る
の
を
捉
え
た
も
の
と
し
、

ガ
行
へ
の
白
圏
を
誤
り
と
し
て
い
る
。
ダ
行
へ
の
白
圏
に
つ
い
て
は
、
マ
行
・

ナ
行
・
撥
音
な
ど
、
鼻
音
に
続
く
ば
あ
い
白
圏
が
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

｢｢

ダ
行
音｣

表
記
に
は
鼻
音
が
感
じ
取
ら
れ
る
の
に
対
し
、｢

｡｡｣

表
記
で

は
そ
れ
が
感
じ
取
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

(

佐

藤
、
二
〇
〇
七：

一
一
五
‐
一
一
六)｣

と
し
て
い
る
。
長
崎

(

二
〇
一
〇)

は
、
一
点
の
も
の
を
半
濁
音
符
と
し
、
二
点
を
白
圏
と
呼
び
、
こ
の
ふ
た
つ

は
べ
つ
べ
つ
で
あ
っ
た
と
論
ず
る
。
そ
の
う
え
で
、
サ
行
や
ハ
行
へ
の
半
濁

音
符
と
あ
わ
せ
、
不
濁
点
、
す
な
わ
ち
中
世
来
の
無
声
子
音
の
標
示
符
号
を

引
き
継
い
だ
も
の
と
す
る
。

坂
梨

(

一
九
七
五)

と
山
本

(

二
〇
〇
五)

に
は
、
現
在
の
音
韻
体
系
と

照
ら
し
て
承
伏
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
坂
梨

(

一
九
七
五)

は
、
/�/
と��/ /
と

が
異
質
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
濁
点
を
打
た
れ
た
も
の
は
/�/
と
解
釈

す
る
の
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
江
戸
方
言
の
カ
・
ガ
行
に
対
応
す
る
音
韻
が

よ
っ
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
/�/
と��/ /
は
、
坂
梨

(

一
九
七
五)

が

そ
の
音
価
に
つ
い
て
よ
っ
た
井
上

(

一
九
七
一)

が
述
べ
る
よ
う
に
、
異
音

的
な
関
係
に
す
ぎ
ず
、
相
対
す
る
も
の
と
は
見
な
し
が
た
い
と
い
う
根
本
的

な
問
題
が
あ
る
。
山
本

(

二
〇
〇
五)

が
、
潮
来
方
言
の
語
中
尾
ガ
行
頭
子

音
が
/�/
で
あ
る
と
見
做
す
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
受
け
入
れ

が
た
い
。

そ
の
ほ
か
の
説
に
つ
い
て
も
、
白
圏
が
正
し
く
点
じ
ら
れ
て
い
な
い
ば
あ

い
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
示
し
得
て
い
な
い
。
佐
藤

(

二
〇
〇
七)

は
、
ガ
行
に

つ
い
て
は
本
稿
と
お
な
じ
解
釈
で
あ
る
が
、
ダ
行
に
つ
い
て
下
巻
の
特
定
の

丁
に
白
圏
が
集
中
し
て
い
る
事
実
を
閑
却
し
て
お
り
、
表
記
の
安
定
性
の
再

検
討
が
必
要
で
あ
る
。
長
崎

(

二
〇
一
〇)

の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
。
た

と
え
ば
、
白
圏
の
一
点
と
二
点
が
異
な
る
根
拠
が
、
両
用
さ
れ
る
と
い
う
一

点
に
あ
っ
て
、
用
法
の
別
に
は
な
い
と
い
う
不
備
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、

壱
と
壹
と
を
指
し
て
こ
れ
ら
は
意
味
が
異
な
る
と
い
う
よ
う
な
過
ち
を
犯
し

て
い
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
提
を
破
綻
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
一
点
の
も
の
を

｢

不
濁
点｣

と
す
る
の
は
、
茨
城
方
言
に
ジ
・
ズ
・

ビ
・
ブ
の
子
音
無
声
化
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
興
味
深
い
着
想
で
あ
る
け
れ

ど
も

(
金
沢
、
一
九
八
一：

八
七
‐
八
八
。
ミ
ツ
カ
イ
ド
ウ
な
ど)

、
一
点

の
語
彙
に
そ
の
よ
う
な
法
則
性
を
求
め
得
る
か
と
い
え
ば
、
の
ち
に
表
八
に

あ
ら
た
め
て
示
す
が
、
上
巻
に
お
け
る
タ
行
の
白
圏
の
数
か
ら
い
っ
て
明
瞭

に
否
定
さ
れ
る
。
な
お
、
不
濁
点
と
見
做
す
な
ら
ば
、
本
作
に
現
れ
る
圏
点
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を
半
濁
点
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
な
い
が
、
こ
こ
で
は
沼
本

(

一
九
九
七)

や
岡
島

(

二
〇
〇
一)

を
参
照
す
る
に
留
め
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
カ
行
音
に
対
す
る
白
圏
は
、
先
学
の
驥
尾
に
附
し
、

カ
行
に
対
し
て
有
声
で
あ
る
こ
と
を
表
し
た
も
の
と
す
る
。
本
稿
で
提
案
す

る
修
正
は
、
そ
れ
以
外
の
白
圏
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
正
し
く
な
い
も
の
と
見

る
こ
と
で
あ
る

(

３)

。

三
・
二

現
代
潮
来
方
言
に
お
け
る
カ
・
タ
行
有
声
化

現
代
潮
来
方
言
の
音
韻
に
つ
い
て
は
、
国
語
調
査
委
員
会

(

一
九
〇
五)

お
よ
び
金
田
一(

一
九
四
三)

の
調
査
が
あ
り
、
見
通
し
を
与
え
て
く
れ
る
。

明
治
末
期
の
千
葉
県
お
よ
び
茨
城
県
の
状
態
を
、
国
語
調
査
委
員
会

(

一

九
〇
五)

に
よ
っ
て
確
か
め
る
と
、
誤
中
尾
の
ガ
行
頭
子
音
を
た
だ
し
た
第

二
十
条
で
茨
城
県
は

｢

鼻
音
に
発
音
す
／
但
し
猿
島
郡
地
方
に
於
て
は
鼻
音

に
発
音
す
る
こ
と
な
し｣

と
し
、
千
葉
県
は

｢

千
葉
、
山
武
、
海
上
の
三
郡

は
鼻
音
を
用
ゐ
其
他
の
郡
は
鼻
音
に
発
す
る
こ
と
な
し｣
と
し
て
い
る

(

複

合
語
中
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
第
二
十
一
条
も
ほ
ぼ
同
様)
こ
と
か
ら
、

現
代
と
似
通
っ
た
分
布
で
あ
る

(

４)

。

現
代
の
音
韻
は
、
金
田
一

(

一
九
四
三)

に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
、
東
北

方
言
に
つ
い
て
記
述
し
た
井
上

(

一
九
六
八)

や
近
隣
の
山
武
方
言
を
記
述

し
た
中
條

(

一
九
七
二)

に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

金
田
一

(

一
九
四
三：

一
九
四
‐
一
九
五)

に
よ
れ
ば
、
茨
城
県
の
ほ
ぼ

全
域(

調
査
地
点
に
潮
来
も
含
ま
れ
る)

、
千
葉
県
の
東
葛
飾
郡
・
印
旛
郡
・

香
取
郡
・
海
上
郡
全
域
と
、
千
葉
郡
の
ほ
ぼ
全
域
、
山
武
郡
成
東
町

(

現
山

武
市)

で
ガ
行
が
/�/
に
発
音
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
語

中
語
尾
の
カ
行
音
が
/�/
に
な
る
と
い
う
。
タ
行
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
カ
行
の

語
中
語
尾
有
声
化
の
起
き
る
地
域
で
有
声
化
が
起
り
、
ダ
行
に
つ
い
て
は
、

鼻
音
の
わ
た
り
音
を
有
さ
な
い
と
い
う

(

金
田
一
、
一
九
四
三：

一
九
八
‐

一
九
九)

。

井
上(

一
九
六
八)

や
中
條(

一
九
七
二)

に
就
い
て
く
わ
し
く
見
る
と
、

こ
れ
ら
の
方
言
の
母
音
間
で
は
カ
行
音
が
有
声
化
す
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も

す
べ
て
の
ば
あ
い
に
お
い
て
規
則
的
に
有
声
化
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
な
く
、

そ
の
た
め
、
現
代
共
通
語
の
カ
・
ガ
行
と
こ
れ
ら
の
方
言
の
/k/
・
/�/
・
/�/
は

べ
つ
の
体
系
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
ま
っ
た
く
対
応
が
な
い
わ
け

で
は
な
く
、
有
声
化
を
引
き
起
こ
さ
な
い
の
は
、
茨
城
・
千
葉
両
県
に
つ
い

て
言
え
ば
、
大
略
つ
ぎ
の
よ
う
な
ば
あ
い
で
あ
る
。

・
長
母
音
の
あ
と
に
続
く
ば
あ
い

・
ま
え
の
音
節
の
母
音
が
無
声
化
す
る
ば
あ
い

(

母
音
間
で
な
く
な
る
た

め)無
声
化
す
る
環
境
は
、/C

[-voice]V
[+high]C

[-voice]V
/

と
な
る

(

井
上
、
一
九
六
八：

八
四
‐
八
五
。
註
一
八
も
参
照
の
こ
と)

・
擬
声
語
や
擬
態
語

・
漢
語
や
外
来
語

た
だ
し
、
コ
ト
・
ト
キ
な
ど
の
形
式
名
詞
や
、
ト
・
カ
な
ど
の
助
詞
に
つ
い

て
も
有
声
化
は
起
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
江
口

(

二
〇
一
〇)

は
、

こ
の
現
象
を
形
態
音
韻
的
な
も
の
と
見
做
し
て
い
る
。
語
彙
的
な
点
は
さ
て

お
き
、
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
有
声
化
が
起
る
ば
あ
い
に
現
代
共
通
語
と
こ

れ
ら
の
方
言
と
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
音
韻
対
応
規
則
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
a.V

[+high]

↓
／○/C

[-voice]
_
C
[-voice]V

b./k/

↓/� //V
_V

/t/

↓/d//V
_V
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こ
れ
は
、
a.
↓
b.
の
順
に
適
用
さ
れ
る

(

現
代
共
通
語
に
お
け
る
無
声
化
規

則
は
ひ
と
ま
ず
無
視
す
る)

。
た
と
え
ば
、

�
カ
キ
ツ
ケ/kak+ itsuke/

↓

/kak+ tske/

と
な
っ
て
、
有
声
化
し
な
い
。
本
稿
で
は
、
次
節
に
説
明
す
る
理
由
か
ら
、

こ
の
対
応
規
則
が
江
戸
時
代
に
も
当
て
は
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

三
・
三

白
圏
は
江
戸
方
言
に
対
す
る
訛
音
を
表
す

以
下
の
行
論
で
は
、�
の
対
応
規
則
の
有
効
性
を
示
す
た
め
、
ヘ
ボ
ン
の

『

和
英
語
林
集
成』

第
三
版
の
見
出
し
語
形
に
、
最
小
限
の
語
形
変
化
と
こ

の
対
応
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
で

『
潮
来
婦
志』

に
お
け
る
表
記
形
を
得
ら

れ
る
か
検
討
す
る
。

こ
の
よ
う
に
規
則
を
立
て
て
み
る
こ
と
に
は
、
規
則
の
予
測
可
能
性
が
一

目
瞭
然
と
な
る
利
点
が
あ
る
。
誤
加
点
と
、
加
点
さ
る
べ
き
を
さ
れ
な
か
っ

た
例
を
見
い
だ
す
こ
と
で
、
白
圏
の
資
料
性
も
あ
き
ら
か
と
な
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
規
則
の
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
さ
に
よ
っ
て
見
落
と
す
例
も
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
行
ク
は
北
関
東
方
言
で
は
一
般
に/i� u/
と
な
り
、
こ
の
規
則

を
当
て
は
め
た
語
形/i� u/
と
一
致
せ
ず
、
例
外
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
に
説
明
で
き
る
ば
あ
い
は
例
外
と
し
て
よ
く
、
そ
れ
以
外
の
例
外
が
少

な
け
れ
ば
規
則
に
大
過
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
ぎ
ゃ
く
に
、
規
則
に
問
題
が

な
い
異
例
が
あ
ま
り
に
多
け
れ
ば
、
三
馬
の
加
点
態
度
に
問
題
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
説
に
は
、
白
圏
が
す
べ
て
正
し
い
前
提
で

解
釈
を
試
み
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
説
の
当
否
は
こ
れ
に
よ
っ
て
検

証
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

三
・
三
・
一

カ
行

カ
行
に
つ
い
て
は
、
有
声
化
規
則
の
適
合
率
六
十
七
・
二
％
と
高
く

(

表

六
参
照)

、
凡
例
の
説
明
は
正
し
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

あ
や
ま
り
と
な
っ
て
、
加
点
の
な
い
あ
る
い
は
濁
点
で
あ
っ
た
例
も
、
孤

例
を
除
け
ば
、
こ
の
規
則
に
対
す
る
根
本
的
な
問
題
を
も
た
ら
す
例
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
。
次
頁
の
表
八
に
ず
れ
が
生
じ
た
例
を
ま
と
め
た
が
、
有
声
化

す
べ
き
を
江
戸
方
言
と
お
な
じ
無
声
音
に
記
す
も
の
が
大
半
で

(

ｇ
↓
ｋ)

、

濁
音
に
す
べ
き
を
白
圏
に
し
て
い
る
も
の
も
が
そ
れ
に
亜
ぎ

(�
↓
ｇ)

、

母
音
無
声
化
に
起
因
す
る
非
有
声
化
を
誤
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い

(

ｋ

↓
ｇ)

。
こ
の
結
果
か
ら
、
誤
点
よ
り
も
点
の
不
足
が
多
い
と
言
え
、
観
察

し
た
と
こ
ろ
の
正
確
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
法
則
を

―��―

表六 カ行の有声化規則適応結果｡ のべわりあいとは
｢対応｣ と ｢いくつか対応｣ のわりあい｡ ＊は孤例を
除いたときのわりあい｡ ＊＊は孤例の数｡

のべわりあい 63.0(85.7＊) ことなりわりあい 67.2
対応 106(70＊＊) 一致 332
いくつか対応 18

不一致 162
非対応 75(64＊＊)
Σ 200(134＊＊) Σ 494
江戸語になし 73 江戸語になし 104

表七 タ行の有声化規則適応結果
のべわりあい 76.7(91.0＊) ことなりわりあい 74.4
対応 120(77＊＊) 一致 421
いくつか対応 18

不一致 145
非対応 42(36＊＊)
Σ 180(113＊＊) Σ 566
江戸語になし 76 江戸語になし 104



か
な
ら
ず
し
も
把
握
し
て
い
な
か
っ

た
例
も
見
ら
れ
、

�[
宿]

(

中
略)

お
茶ぢ

ゃ

だ�
。

お
茶ぢ

ゃ

サ
た
キ
付づ
ケ

て
貰も

ら

は
う
ぞ(

18
ウ)

は
、�
と
ほ
ぼ
お
な
じ
環
境
に
あ
り
、

本
来
は
有
声
化
し
な
い
。
も
し
こ
れ

が

｢

お
茶
サ
た
キ
申
せ｣

の
よ
う
で

あ
れ
ば
有
声
化
す
る
た
め
、
法
則
を

捉
え
て
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
有
声

化
す
る
語
彙
に
敏
感
だ
っ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
・
三
・
二

タ
行

タ
行
に
つ
い
て
は
、
有
声
化
規
則
の
適
合
率
は
七
四
・
四
％
と
高
く

(

前

頁
の
表
七
参
照)

、
凡
例
の
説
明
は
お
お
む
ね
た
だ
し
く
、
白
圏
が
打
た
れ

て
い
る
の
は
あ
や
ま
り
と
結
論
さ
れ
る
。

あ
や
ま
り
の
例
に
有
声
化
す
べ
き
で
な
い
と
こ
ろ
を
有
声
化
表
記
し
た
も

の
が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば�
の

｢

づ｣

が
そ
れ
で
あ
る
が
、
ガ
行
の
そ
れ
と

お
な
じ
く
、
複
合
語
で
無
声
化
条
件
が
変
動
し
た
の
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
全
体
的
に
助
詞
な
ど
に
表
記
を
統
一
す
る
傾
向
が
あ
っ
て
無
声

化
や
有
声
化
環
境
に
あ
っ
て
も
そ
れ
を
反
映
し
て
い
な
い
も
の
が
ま
ま
見
ら

れ

(

過
去
の
助
詞
タ
は
三
十
三
例
す
べ
て
が
タ
で
書
か
れ
る
が
、
マ
シ
タ
な

ど
有
声
化
し
な
い
環
境
で
現
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
の
た
め
、
有
声
化
表
記

と
な
っ
て
い
な
い
例
は
三
例
に
と
ど
ま
る)

、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
有
声
化

す
べ
き
を
さ
れ
て
い
な
い
例
の
原
因
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
三
馬
の
観
察
は
実
際
を
と
ら
え
損
ね
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
も
あ
り
、
こ
こ
に
検
討
し
て
お
く
。
タ
行
へ
の
白
圏
の
意
義
に
つ

き
、
坂
梨

(

一
九
七
五：

二
六
六)

や
山
本

(

二
〇
〇
五：

一
六)

、
長
崎

(

二
〇
一
〇：

二
九
四)

の
よ
う
に
、
積
極
的
な
意
義
を
認
め
な
い
説
が
多

い
。
し
か
し
、
潮
来
方
言
に
つ
い
て
ご
助
言
を
頂
戴
し
た
数
名
の
方

(

東
ヶ

崎
氏
・
千
葉
県
香
取
郡
東
庄
町
お
よ
び
佐
原
市

(

現
香
取
市)

ご
出
身
の
三

十
代
男
性
の
計
三
名)

に
よ
れ
ば
、
有
声
化
し
た
タ
行
と
、
本
来
の
タ
行
と

が
内
省
に
お
い
て
異
な
る
よ
し
で
、
同
様
の
指
摘
が
金
田
一

(

一
九
四
三：

一
九
九
‐
二
〇
〇)

に
見
ら
れ(

区
別
を
持
た
な
い
ひ
と
も
い
る
と
の
こ
と)

、

中
條

(

一
九
七
二：

三
八
‐
三
九)

で
は
、
山
武
方
言
に
つ
い
て
/t/
に
対
応

す
る
/d/
が

｢

語
的
に
は
若
干
破
裂
性
が
弱
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、

全
体
的
に
は
取
り
立
て
て
述
べ
る
べ
き
ほ
ど
の
区
別
は
観
察
さ
れ
な
い｣

と

し
、
金
沢

(

一
九
八
四：

八
七)

に
も
、
茨
城
方
言
で

｢

こ
の
濁
音
化
の
場

合
は
正
し
く
清
音
しマ

マ

よ
う
と
す
れ
ば
、
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い｣

と
の
指

摘
が
あ
る
。

じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
、
六
例
中
有
声
で
あ
ら
わ
れ
る
べ
き
タ
行
は
五
例
と
、

ま
ち
が
い
は
す
く
な
い
も
の
の
、
う
ち
四
例
が
佐
原
の
客
人
か
ら
の
女
郎
へ

の
手
紙
を
鹿
島
の
客
人
が
読
み
あ
げ
た
と
き
に

｢

か
つ
ま
た｣

を

｢

か
ツ
ま

タ｣

が
二
回
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
に
現
れ
る
、
い
わ
ば
戯
画
的
な
場
面
に
起
っ

た
例
で
、
け
っ
き
ょ
く
、
潮
来
方
言
の
有
声
化
し
た
タ
行
と
本
来
の
ダ
行
に

微
妙
な
差
異
が
あ
っ
た
と
し
て
、
三
馬
が
そ
れ
を
表
記
し
わ
け
ら
れ
な
か
っ

た
と
見
る
べ
き
で
、
タ
行
へ
の
白
圏
は
過
剰
な
も
の
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ

る

(

５)

。三
・
四

小
括

こ
れ
ま
で
の
結
果
か
ら
、
三
馬
の
加
点
が
江
戸
方
言
に
な
い
語
中
尾
/�/
音

―��―

表八 適応結果と実際の表記のずれ

(圏＝圏点､ 濁＝濁点)

想定→実際 数 想定→実際 数

ｋ→ｇ ３ ｔ→ｄ圏 ０

ｋ→� ０ ｔ→ｄ ９

ｇ→ｋ 125 ｄ濁→ｄ圏 ６

ｇ→� ９ ｄ→ｔ 138�→ｋ ０�→ｇ 29

Σ 166 Σ 153



を
わ
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
の
加
点
態
度
が
さ
し
て
厳
密
で
は
な

い
こ
と
が
説
明
し
得
る
か
と
思
う
。
さ
ら
に
、
い
か
に
も
方
言
ら
し
く
示
そ

う
と
す
る
場
面
も
見
ら
れ
た
。

そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
潮
来
に
お
け
る
格
助
詞
ガ
は
江
戸
と
お
な
じ
発
音

で
白
圏
を
打
た
れ
る
理
由
は
な
く
、『

浮
世
風
呂』

凡
例
の
白
圏
の
説
明
と

食
い
違
う
が
、
こ
れ
は

『

浮
世
風
呂』

と

『

潮
来
婦
志』

と
で
白
圏
の
用
法

が
異
な
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、『

浮
世
風
呂』

凡

例
の
あ
や
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
簡
略
に
と
ど
め
る
が
、

三
助
の
方
言
が
潮
来
の
よ
う
な
北
東
関
東
方
言
で
あ
れ
ば

『

浮
世
風
呂』

凡

例
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
し
、
三
助
の
方
言
が
西
関
東
的
な
語

中
尾
の
/�/
音
や
、
東
関
東
的
な
語
中
尾
カ
行
音
の
有
声
化
を
同
時
に
持
つ
も

の
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
用
法
の
差
異
で
は
な
く
な
る
。
と
い

う
の
も
、
語
中
尾
有
声
化
は
、
語
中
尾
の
ガ
行
音
が
/�/
音
で
あ
る
方
言
に
は

起
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り

(

金
田
一
、
一
九
四
三：

一
九
五
‐
一
九

六)

、
そ
の
両
方
を
あ
わ
せ
持
つ
三
助
の
方
言
が
、
現
実
に
存
在
す
る
関
東

方
言
を
写
し
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
る
こ
と
で
、
井
上

(

一
九
七
一)

の
批
判
し
た
西
国
者
の
発
音
に
白
圏
が

附
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
白
圏
と
い
う
も
の
が

唐
音
資
料
な
ど
に
お
い
て
異
音
へ
の
注
意
符
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も

の
に
由
来
す
る
の
な
ら
ば

(

沼
本
、
一
九
九
七)

、
西
国
者
の
ば
あ
い
は
、

た
ん
に
異
音
を
注
意
す
べ
き
相
手
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
作
に
お
け
る

タ
行
へ
の
白
圏
が
訛
音
を
こ
と
さ
ら
に
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
に
、

『

浮
世
風
呂』

に
お
け
る
白
圏
も
そ
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
白
圏
の
態
度
は
、
合
拗
音
に
対
し
て
見
せ
た
徹
底
し
た
態
度

と
は
対
照
的
な
も
の
と
言
え
る
。
神
戸

(

一
九
九
〇)

は
、『

浮
世
風
呂』

に
お
い
て
合
拗
音
と
直
音
化
し
た
も
の
と
が
紛
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、

合
拗
音
を
用
い
な
い
登
場
人
物
は
基
本
的
に
合
拗
音
表
記
が
用
い
ら
れ
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

『

潮
来
婦
志』

に
も
同
様
で
あ
っ
て
、

江
戸
者
を
ふ
く
め
、
本
作
に
合
拗
音
を
用
い
る
登
場
人
物
は
い
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
江
戸
方
言
に
お
い
て
、
す
で
に
廃
れ
つ
つ
あ
っ
た
合

拗
音
と
ま
だ
頑
健
で
あ
っ
た
語
中
尾
ガ
行
頭
子
音
と
の
三
馬
の
感
度
の
差
を

示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

四

お
わ
り
に

本
稿
に
見
い
だ
さ
れ
た
サ
の
用
法
、
有
声
化
環
境
へ
の
敏
感
さ
は
、
本
作

の
資
料
性
が
あ
な
が
ち
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
取
り
上
げ
な
か
っ
た
要
素
、
た
と
え
ば
動
詞
の
活
用
体
系
な
ど

に
、
本
作
の
資
料
性
の
低
さ
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
か
ら
ぬ
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
江
戸
の
、
言
語
の
写
実
に
徹
す
る
こ
と
を
求
め
て
は

い
な
い
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
本
作
に
お
い
て
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
潮
来
方
言
を

描
い
た
も
の
と
し
て
な
お
読
み
直
す
価
値
が
あ
っ
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。

本
稿
に
取
り
上
げ
た
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
な
る
探
求
に
つ
な

が
れ
ば
と
願
う
。

【

注
】

(

１)
『

日
本
方
言
大
辞
典』

(

尚
学
尚
書
編
、
小
学
館
、
一
九
八
九)

で
は
、

主
格
や
対
格
の
用
例
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
例
が
そ
う
で

―��―



あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
原
拠
に
当
り
得
た
範
囲
で
述
べ
れ
ば
、
ま
ず
、

主
格
の
例
と
さ
れ
る
秋
田
方
言
で
、
主
格
に
サ
を
用
い
る
と
は
こ
れ
ま

で
の
方
言
調
査
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り

(

平
山
、
一
九

八
二：
二
一
九
参
照)

、
原
典
の

『

全
国
方
言
資
料
一』

で
も
こ
の
よ

う
な
用
例
は
挙
例
さ
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
る
。
お
も
う
に
、
訳
が
サ
を

ガ
に
訳
し
た
こ
と
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
見
誤
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
方
言
に
お
け
る
主
格
の
格
助
詞
は
ガ
の
み
と
す
べ

き
で
あ
る
。
つ
い
で
、
お
な
じ
く
主
格
の
例
の
長
野
県
更
級
郡
大
岡
村

(

現
長
野
市)

方
言
の
例

(『
全
国
方
言
資
料
二』)

で
も
、
挙
例
が
テ

ク
ス
ト
中
の
唯
一
の
例
で
あ
っ
て
、
同
断
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
対
格
の

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
千
葉
県
東
葛
飾
郡
の
例
は
、
本
辞
典
の
た
め
に

採
取
さ
れ
た
用
例
と
の
こ
と
で
、
適
正
の
確
認
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ま
た
、
も
う
一
例
は
愛
知
県
渥
美
郡
で
あ
っ
て
東
北
・
関
東
の
そ
れ
と

は
係
わ
ら
な
い
も
の
と
見
ら
れ
た
た
め
、
考
察
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、

サ
が
対
格
を
表
示
す
る
例
は
報
告
が
あ
っ
て
、
青
森
市
方
言
で
は
一
般

的
で
は
な
く

(

平
山
、
一
九
八
二：

二
三
五)

、
宮
城
県
加
美
郡
中
新

田
町

(

現
同
郡
加
美
町)

方
言
で
は
、
方
向
性
を
と
も
な
う
対
格
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う

(

加
藤
ほ
か
、
一
九
九
七：

一
八
‐
一

九)

。

(

２)

た
ん
に
主
格
と
サ
が
共
起
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
現
代
共
通
語
に
も

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、｢

こ
の
音
が
さ
、
い
い
ん
で
す｣

な

ど
。
例
外
的
に
助
詞
が
な
く
と
も
よ
い
ば
あ
い
も
あ
る
、｢

こ
れ
さ
、

お
い
し
い
よ
ね｣

。
こ
れ
が
主
格
で
な
い
こ
と
は
、｢

こ
れ
が
さ
、
お
い

し
い
よ
ね｣

と
文
意
が
ひ
と
し
く
、
提
題
助
詞
に
似
た
は
た
ら
き
を
持

つ
ッ
テ
と
共
起
し
た

｢

こ
れ
っ
て
さ
、
お
い
し
い
よ
ね｣

か
ら
あ
き
ら

か
で
あ
ろ
う
。

(

３)

こ
れ
は
、
坂
梨

(

一
九
七
五：

二
六
七)

に
言
う
、
三
馬
は
か
な
ら

ず
し
も
方
言
を
そ
の
ま
ま
に
描
き
だ
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ

く
東
国
語
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
見
方
に
積
極
的
に
反
対
す
る

も
の
で
は
な
い
。
三
馬
が
架
空
の
方
言
を
描
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

に
つ
い
て
い
く
ら
音
価
を
汲
々
と
し
て
も
意
味
が
な
く
、
さ
れ
ば
こ
そ
、

現
実
の
多
様
な
方
言
に
あ
る
音
韻
体
系
と
比
較
し
て
、
理
に
適
っ
た
表

記
で
あ
る
か
調
べ
る
こ
と
が
肝
要
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
坂
梨

(

一

九
七
五)

は
、
語
頭
に
附
せ
ら
れ
た
白
圏
を
江
戸
方
言
と
異
な
っ
た
音

声
を
持
つ
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
が

(

具
体
的
な
音
価
は
示
さ
れ
て
い

な
い)

、
そ
の
よ
う
な
方
言
は
東
日
本
方
言
の
ど
の
方
言
の
持
つ
特
徴

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

４)

た
だ
し
、
明
治
中
期
の
千
葉
県
で
こ
の
三
郡
し
か
ガ
行
鼻
濁
音
が
見

ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
不
審
で
、
現
在
の
分
布
で
さ
え
そ
れ
よ
り
も
ず
っ

と
弘
く
、
香
取
郡
や
印
旛
郡
、
千
葉
郡
、
東
葛
飾
郡
の
一
部
へ
及
ぶ
。

金
田
一

(

一
九
四
三：

一
九
六
‐
一
九
七)

の
報
告
で
は
、
語
中
語
尾

の
ガ
行
音
を
/�/
に
言
う
話
者
は
、
み
ず
か
ら
が
/�/
で
な
い
こ
と
を
気
に

し
な
い
と
い
い
、
ま
た
井
上

(

一
九
七
一：

二
五
〇
‐
二
五
一)

が
言

う
よ
う
に
/�/
か
ら
/�/
へ
の
転
は
考
え
に
く
い
た
め
、
こ
の
報
告
書
の
ま

と
め
ら
れ
た
の
ち
に
改
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
報
告
の
真
正

さ
は
疑
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
潮
来
は
茨

城
県
で
あ
る
た
め
、
千
葉
県
の
証
拠
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
く
、
以
降

の
論
旨
に
影
響
は
し
な
い
。

(

５)

な
お
、
金
田
一

(

一
九
四
三：

二
一
八
、
補
注
七)

に
、
現
代
方
言

に
お
け
る
有
声
化
し
た
タ
行
と
本
来
の
ダ
行
の
差
異
に
つ
い
て
、
井
上
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史
雄
氏
の
論
の
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
井
上

(

一
九
六
八)

の
い
う
Ｎ
体
系
を
論
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
に
井
上
氏

の
ど
の
論
を
指
す
か
は
分
ら
な
か
っ
た
。

謝
辞本

稿
の
第
三
節
は
、
二
〇
〇
八
年
度
、
千
葉
大
学
文
学
部
で
本
作
を
取
り

上
げ
た
神
戸
和
昭
先
生
の
演
習
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
由
来
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
成
稿
前
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
、
私
的
な
研
究
会
で
発
表
す
る

機
会
を
得
、
東
ヶ
崎
祐
一
、
松
浦
年
男
、
吉
村
大
樹
の
諸
先
生
お
よ
び
佐
々

木
充
文
、
安
田
崇
裕
の
諸
氏
よ
り
ご
意
見
を
た
ま
わ
り
、
完
成
し
た
原
稿
に

対
し
て
は
、
佐
々
木
冠
先
生
よ
り
ご
意
見
を
た
ま
わ
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申

し
上
げ
る
。

使
用
資
料

赤
木
毅
彦
編

『

茨
城
方
言
民
俗
語
辞
典』

東
京
堂
出
版
、
一
九
九
一

国
立
国
語
研
究
所

『

方
言
文
法
全
国
地
図』

大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
八
九
‐

二
〇
〇
六

(G
A
J)

式
亭
三
馬

『

潮
来
婦
誌』

一
八
〇
六
？

(『

洒
落
本
大
成
二
八』

所
収
。
早

稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
後
印
本
も
必
要
に
応
じ
て
参
看
し
た)

中
山
信
名

『

新
編
常
陸
国
誌』

巻
五
九

｢

方
言｣

？
‐
一
八
三
六
？

(『

近

世
方
言
辞
書
三』

所
収)

中
山
信
名
・
色
川
三
中
・
栗
田
寛『

新
編
常
陸
国
誌』

巻
一
二
、
一
九
〇
一
、

積
善
館

H
epburn,J.

『

改
訂
増
補
和
英
英
和
語
林
集
成』

第
三
版
、
丸
善
、
一
八
八

六

参
考
文
献

飯
豊
毅
一

(

一
九
八
四)

｢

関
東
方
言
の
概
説｣

『

講
座
方
言
学
五』

国
書
刊

行
会

伊
藤
一
也(

一
九
八
四)

｢

千
葉
方
言
の
文
法
か
ら｢

ニ｣

格
、
サ
格
、｢

ヲ｣

格
、
ン
コ
ド
格
の
は
り
あ
い
関
係
を
み
る｣

『

国
文
学

解
釈
と
鑑
賞』

四
九
‐
一

井
上
史
雄

(

一
九
六
八)

｢

東
北
方
言
の
子
音
体
系｣

『

言
語
研
究』

五
二

井
上
史
雄

(

一
九
七
一
／
一
九
九
四)

｢

ガ
行
子
音
の
分
布
と
歴
史｣

『

方
言

学
の
新
地
平』

明
治
書
院

江
口
泰
生

(

二
〇
一
〇)

｢

レ
ザ
ノ
フ
資
料
の
日
本
語｣

『

語
文
研
究』

一
〇

八
・
一
〇
九

岡
島
昭
浩

(

二
〇
〇
一)

｢

半
濁
音
名
義
考｣

迫
野
虔
徳
編

『

筑
紫
語
学
論

叢

奥
村
三
雄
博
士
追
悼
記
念
論
文
集』

風
間
書
房

大
橋
勝
男

(

一
九
七
四
‐
一
九
七
六)

『

関
東
地
方
域
方
言
事
象
分
布
地
図』

桜
楓
社

風
間
力
三

(

一
九
六
三
／
一
九
八
五)

｢

式
亭
三
馬
の
言
語
に
対
す
る
関
心

｢

浮
世
風
呂｣

を
中
心
と
し
て｣

『

国
語
学
の
基
礎
問
題』

桜
楓
社

加
藤
正
信
・
小
林
隆
・
大
橋
純
一
・
竹
田
晃
子

(

一
九
九
七)

｢

宮
城
県
中

新
田
町
方
言
の
記
述
的
調
査
報
告｣

『

東
北
文
化
研
究
室
紀
要』

三
八

金
沢
直
人

(

一
九
八
四)

｢

茨
城
県
の
方
言｣

『

講
座
方
言
学
五』

国
書
刊
行

会

金
田
一
春
彦

(

一
九
四
三
／
二
〇
〇
五)

｢

関
東
平
野
地
方
の
音
韻
分
布｣

『

金
田
一
春
彦
著
作
集
八』

玉
川
大
学
出
版
部

神
戸
和
昭

(

一
九
九
〇)

｢

化
政
期
江
戸
語
に
於
け
る
合
拗
音
ク
ヮ

(

グ
ヮ)
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『

浮
世
風
呂』

を
資
料
と
し
て｣

『

国
語
学
研
究』

三
〇

国
語
調
査
委
員
会

(

一
九
〇
五)

『

音
韻
調
査
報
告
書』

日
本
書
籍

小
林
隆

(
二
〇
〇
四)

｢

格
助
詞

｢

サ｣

の
歴
史

方
言
形
式
の
成
立
一｣

『

方
言
学
的
日
本
語
史
の
方
法』

ひ
つ
じ
書
房

坂
梨
隆
三

(
一
九
七
五
／
二
〇
〇
四)

｢

三
馬
の
白
圏

し
ろ
き
に
ご
り｣

『

近
世
の
語
彙
表

記』

武
蔵
野
書
院

佐
々
木
冠

(

二
〇
〇
四)

『
水
海
道
方
言
に
お
け
る
格
と
文
法
関
係』

く
ろ

し
お
出
版

佐
藤
定
義

(

二
〇
〇
七)

｢

式
亭
三
馬
の
言
語
観

三
馬
作
洒
落
本
を
中
心

に｣
『

国
語
論
究』

一
二
、
明
治
書
院

新
村
出

(

一
九
〇
六
／
一
九
七
二)

｢
声
音
学
講
話｣

『

新
村
出
全
集
二』

筑

摩
書
房(

原
題

新
村
出『

上
水
内
郡
声
音
学
講
習
筆
記』

上
水
内
郡)

東
条
操

(

一
九
四
一)

｢

東
京
音
と
標
準
音

特
に
加
行
鼻
濁
音
に
つ
い
て｣

『

放
送』

一
一
‐
五

冨
樫
純
一

(

二
〇
一
一)

｢

終
助
詞

｢

さ｣

の
本
質
的
意
味
と
用
法｣

『

日
本

文
学
研
究』

五
〇

長
崎
靖
子

(

一
九
九
八)

｢

江
戸
語
の
終
助
詞

｢

さ｣

の
機
能
に
関
す
る
一

考
察｣

『

国
語
学』

一
九
二

長
崎
靖
子

(

二
〇
一
〇)
｢

式
亭
三
馬
の
半
濁
音
符
に
関
す
る
一
考
察｣

『
近

代
語
研
究』

一
五
、
武
蔵
野
書
院

中
條
修

(

一
九
七
二)

｢

房
総
半
島
方
言
の
音
韻
の
研
究�｣

『

静
岡
大
学
教

養
部
研
究
報
告

人
文
科
学
篇』

八

沼
本
克
明

(

一
九
九
七)

｢

圏
点
と
漢
字
音

中
世
末
期
以
降
の
圏
点

｢

○｣

の
展
開｣

『

日
本
漢
字
音
の
歴
史
的
研
究

体
系
と
表
記
を
め
ぐ
っ
て』

汲
古
書
院

平
山
輝
男
編

(

一
九
八
二)

『

北
奥
方
言
基
礎
語
彙
の
総
合
的
研
究』

桜
楓

社

橋
本
進
吉

(

一
九
二
七
／
一
九
六
六)

｢

国
語
音
韻
史｣

『

橋
本
進
吉
博
士
著

作
集
六』

岩
波
書
店

山
本
淳

(

二
〇
〇
五)

｢

式
亭
三
馬
作
中
に
お
け
る
白
圏
点
の
使
用
に
つ
い

て｣
『

米
沢
国
語
国
文』

三
四

吉
田
澄
夫

(

一
九
五
七
／
一
九
五
九)

｢

江
戸
時
代
の
国
語

国
語
史
上
の

近
世｣

『

日
本
語
の
歴
史』

第
二
版
、
至
文
堂

(

お
か
だ
・
か
ず
ひ
ろ北

海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
学)

―��―


