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現
代
漢
語
の
語
基
に
つ
い
て

一

本
稿
で
は
、
現
代
漢
語
の
構
成
上
の
特
徴
を
あ
き
ら
か
に
す
る
前
提

と

し

て
、
そ
の
語
基

分
お
ヨ
）
た
り
う
る
も
の
の
性
質
を
、
そ
の
分
類
と
と
も
に
、

す
こ
し
述
べ
て
み
た
い
。
語
基
と
は
、
語
の
構
成
に
意
味
的
基
幹
と
し
て
の
役

わ
り
を
果
た
す
も
の
の
意
で
あ
る
が
、基
幹
と
基
幹
で
な
い
も
の
と
の
区
別
は
、

こ
れ
が
意
味
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
だ
け
に
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
を
の
こ
す
。

ま
た
、
意
味
に
か
か
わ
る
概
念
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
形
式
と
の
か
か
わ
り
を
問

わ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
意
味
と
形
式
と
の
総
合
体
を
あ
つ
か
わ
な
け
れ
ば
、

言
語
の
体
系
は
そ
の
一
部
分
で
も
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本

稿
は
、
意
味
を
基
盤
と
し
背
景
と
し
て
、
言
語
の
形
式
を
形
態
論
の
分
野
で
あ

つ
か
お
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
関
連
す
る
用
語
と
し
て
語
根

ｏ
語
幹
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
必
要
と

し
な
い
。

（
語
根

。
語
幹
は
、
活
用
す
る
語
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
、
語
根
は

音
声
形
式
の
不
変
化
部
分
、
語
幹
は
そ
れ
に
母
音
交
替
の
く
わ
わ
っ
た
も
の
と

規
定
す
る
が
、
語
基
と
は
観
点
を
こ
と
に
す
る
用
語
で
あ
る
。）

資
料
に
は
、
国
語
研
報
告
２．
．
２２

・
２５

『
現
代
雑
誌
九
十
種
の
用
語
用
字
』

（第

一
分
冊

「総
記
お
よ
び
語
彙
表
」
一
九
六
二
年
刊
、
第
二
分
冊

「漢
字
表
」

宮

地

裕

一
九
六
三
年
刊
、
第
三
分
冊

「分
析
」

一
九
六
四
年
刊
）
の
関
係
部
分
、
お
よ

び

『
新
明
解
国
語
辞
典
』
２

九
七
二
年
刊
。
初
版
第

一
〇
刷
に
よ
る
。
）
の
関

係
部
分
を
主
と
し
て
も
ち
い
る
。

二

『
現
代
雑
誌
九
十
種
の
用
語
用
字
』

（以
下

『
雑
誌
九
十
種
』
と
略
す
）
に

お
け
る
使
用
率
上
位

一
三
二
〇
語
の
一
覧
表

（使
用
度
数
五
〇
以
上
の
語
彙
の

「基
本
度
」
の
順
の
一
覧
表
。
同
第
三
分
冊
二
六
２
四
五
ベ
ー
ジ
。
）
に
あ
ら
わ

れ
る
漢
語
は
、

一
様

十

三

二

五

計
　
年

六

麻

　
八

ウ

行
ヨゥ
ニを
″　ニ
ゴ　ニジ
ュゥ
マヽ
″
）ル
′ヽチ

度
位

本基
順

９

１３

・７

・９

２０

２５

２９
　
３０

譴

４０
　
４．

以
下
五
五
〇
ほ
ど
で
あ

っ
て

（漢
語
の
認
定
、
混
種
語
の
あ
つ
か
い
な
ど
に
よ

っ
て
、
数
値
に
は
変
動
が
あ
り
う
る
が
、
五
五

一
見
出
し
と
し
て
）、
　
〓

〓
一

〇
語
の
半
分
に
近
い

（
四
四
％
強
）。
　
こ
う
い
う
基
本
度
の
た
か
い
見
出
し
語

見出し
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彙
の
な
か
で
漢
語
の
占
め
る
比
率
が
お
お
き
い
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
同
調
査
で
の
異
な
り
三
万
余

（
三
〇
三
三
一
）
語
の

う
ち
で
の
漢
語
の
比
率

（第
三
分
冊
六

一
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
四
七

・
五
％
）

よ
り
も
少
々
小
さ
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
度
の
た
か
い
語
彙
に
お
い
て
、

和
語
の
比
率
が
相
対
的
に
お
お
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

事
実
は
、
み
ぎ
の
一
三
二
〇
語
の
内
部
に
つ
い
て
み
て
も
、
基
本
度
の
た
か
い

部
分
に
お
け
る
も
の
ほ
ど
、
和
語
の
比
率
が
お
お
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事

実
と
よ
く
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
位
か
ら
三
〇
〇
位
ま
で
の
な
か
に
あ
る

漢
語
は
一
一
〇
語
、
三
〇

一
位
か
ら
六
〇
〇
位
ま
で
の
な
か
に
は
一
二
四
語
、

六
〇

一
位
か
ら
九
〇
〇
位
ま
で
に
は
一
五
〇
語
、
九
〇

一
位
か
ら

一
二
〇
〇
位

ま
で
に
は

一
五
八
語
、　
計
五
四
二
語
で
あ

っ
て
、　
三
〇
〇
位

ご
と
に
区
切
る

と
、

‐１０
↓
塑
↓
‐５０
↓
鵬
と
い
う
数
値
で
漸
増
す
る
。

そ
れ
で
は
高
使
用
率
の
五
五

一
漢
語
の
特
徴
と
し
て
は
ど
ん
な
事
実
が
見
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

０
ご
く
上
位
の
ほ
う
に
集
中
し
て
、
数
詞
の

「
９

一
・
１７
十

。
１９
三
・
２〇
一

．
２５
五
」

∩
９

一
」
の

「
９
」
は
基
本
度
順
位
、　
二

」
は
見
出
し
、以
下
同

様
）
ほ
か
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
数
詞
形
態
が
あ
る
。

②
数
詞
の
ほ
か
、　
一
字
の
自
立
形
態
た
る
漢
語
に
は
、

「
６６
円

・
７２
零

・
螂

大

。
１２‐
僕
」
な
ど
が
、
ご
く
上
位
の
ほ
う
に
、
多
少
目
立
つ
程
度
、
あ
る
。

０
ご
く
上
位
の
ほ
う
に
集
中
し
て
、　
一
字
の
結
合
形
態

「
１３
様

・
４３
方

・
４４

的

・
５９
人
」
な
ど
が
見
え
る
。

四
そ
の
他
の
、
い
わ
ゆ
る
漢
語
ら
し
い
漢
語
で
あ
る
二
字
漢
語
は
、

「
４０
日

だ

。
Ｚ
静
κ

・
‐０２
康
配

・
螢
溜

。
蘭
刺
薦

・ク
螂
離
彫
」
以
下
多
数
あ
る
が
、
と

く
に
、
三
〇
〇
位
あ
た
り
か
ら
は
他
を
お
さ
え
て
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
。
見

出
し
の
単
位
認
定
法
に
か
ら
む
こ
と
で
あ
る
が
、
三
字
以
上
の
漢
語
は
見
え
な

Ｄ
混
種
語
と
見
ら
れ
る
も
の
は
す
く
な
い
。
漢
語
サ
変
動
詞

「
１５２
対
し

。
”

森け雄蜘。通に気キ．脚・関」感。剛（愛れ詞．『・信は射刺・要は叶能４叫猜』。とに

ソ
３
・瑯
駄グ
ト
・ｍ
だ
し
て
。剛
鴎
青
」
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
的
事
実
の
う
ち
、
本
稿
が
と
く
に
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、

０
０
両
項
で
あ
ろ
う
と
お
も
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
稿
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
田

②
お
よ
び
国
は
、
事
実
の
反
映
と
い
う
範
囲
を
、
ほ
と
ん
ど
、
出
る
こ
と
が
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
四
の
一
字
の
結
合
形
態
が
上
位
に
集
中
し
て
い
る
事
実
は
、

そ
れ
ら
を
代
表
団
と
す
る
一
字
結
合
形
態
の
、
漢
語
構
成
上
の
利
用
度
の
た
か

さ
を
し
め
す
と
お
も
わ
れ
る
こ
と
、
四
の
い
わ
ゆ
る
漢
語
ら
し
い
漢
語
の
二
字

漢
語
が
、
三
〇
〇
位
あ
た
り
か
ら
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
事
実
は
、
二
字
漢
語

が
漢
語
の
典
型
的
形
式
で
あ
る
こ
と
の
量
的
反
映
で
あ
り
、
ま
た
、
質
的
に
も
、

０
の
一
字
結
合
形
態
と
と
も
に
、
複
合
漢
語
の
構
成
要
素
と
し
て
基
本
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
、
以
上
の
ご
と
き
推
測
を
み
ち
び
く
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
事
実
、
現
代
漢
語
の
形
態
論
的
考
察
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
間

題
の
お
お
い
部
分
の
一
つ
は
、　
一
字
の
結
合
形
態
の
あ
つ
か
い
で
あ
ろ
う
。

三

漢
字

一
字
の
結
合
形
態
の
あ
つ
か
い
に
つ
い
て
は
、
注
目
す
べ
き
処
理
が
、

近
年
、
二
つ
し
め
さ
れ
た
。　
一
つ
は
一
般
向
き
の
も
の
で
は
あ
る
が

『
新
明
解

国
語
辞
典
』

（
一
九
七
二
。
昭
和
四
七
年

一
月
初
版
第

一
刷
刊
。
こ
こ
で
は
同

年
五
月
刊
の
初
版
第

一
〇
刷
第

一
回
訂
正
分
に
よ
る
）
で
の

「造
語
成
分
」
別

枠
あ
つ
か
い
で
あ
り
、　
一
つ
は
森
岡
健
二
論
文

「
日
本
文
法
体
系
論
」
貧
月
刊

文
法
』

一
三
、　
三
ハ
、　
一
八
号
他
。　
一
九
六
九

・
昭
和
四
四
年

一
〇
月
、　
一
九



七
〇

◆
昭
和
四
五
年

一
月
三
月
各
号
他
）
で
の

「漢
語
系
の
語
基

・
非
語
基
」

の
あ
つ
か
い
で
あ
る
。
森
岡
論
文
は
、
現
代
日
本
語
全
般
の
広
義
形
態
論
で
あ

っ
て
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
は
そ
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
が
、
問
題
は

全
体
の
基
礎
論
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
ず
、
前
者
の

「造
語
成
分
」

の
別
枠
あ
つ
か
い
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

〓
一
・

一

み
ぎ
の

「造
語
成
分
」
と
は
、

「漢
語
の
造
語
成
分
」
で
あ
っ
て
、
た
と
え

ば

「『
編
集
方
針
』
の

『
編
』
『
集
』
に
は
単
語
と
し
て
独
立
用
法
が
有
る
が
、

『
方
』
に
は
同
じ
意
味
で
は
そ
れ
が
無
い
。
本
書
で
は
、
後
者
を

一
般
見
出
し

と
区
別
し
て
、
漢
語
の
造
語
成
分
と
名
づ
け
、
原
則
と
し
て
奇
数
ペ
ー
ジ
の
左

上
す
み
に
別
枠
で
囲
ん
で
示
し
た
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
「凡
例
」
「編
集
方

針
、
見
出
し
語
三
」
の
項
）。　
そ
し
て
、

「別
枠
の
造
語
成
分
に
掲
げ
た
も
の

は
、
本
文
に
載
せ
て
あ
る
単
純
語
の
例
と
用
法
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
の
み

に
限
る
。
し
か
ら
ざ
る
場
合
は
、
本
文
中
の
用
例
の
末
尾
に
¨
を
施
し
て
下
に

あ
げ
る
に
と
ど
め
た
。」
「本
欄
に
掲
げ
た
の
は
造
語
力
が
少
な
く
と
も
二
、
三

例
以
上
有
る
も
の
に
限

っ
た
。
造
語
力
の
乏
し
い
も
の
は
、
個
個
の
見
出
し
の

字
原
欄
で
説
明
を
施
し
た
。」
（同

「細
則
３７
・
３８
」
の
項
）
と
い
う
。

要
す
る
に
、
こ
の
特
設
さ
れ
た
漢
語
造
語
成
分
欄
に
は
、

田
単
語
と
し
て
の
独
立
的
用
法
が
な
い
。

②
本
文
の
単
純
語
の
例
と
は
用
法
が
明
ら
か
に
異
な
る
。

０
し
か
も
、
造
語
例
が
少
な
く
と
も
二
、
三
以
上
あ
る
。

（
そ
ん
な
に
な
い

も
の
は
本
文
の

「字
原
」
と
し
て
説
明
。）

以
上
の
よ
う
な
漢
字

一
字
ず
つ
の
見
出
し
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
田
と
②
と

は
相
関
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
単
語
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
が
な
い
か
、
あ

っ

て
も
そ
れ
は
本
文
見
出
し
の
一
字
漢
語
と
は
別
の
意
味
用
法
と
認
め
ら
れ
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
概
括
的
に
言
え
ば
、
本
欄
に
は
独
立
的
意
味
用
法

の
な
い
漢
字

一
字
の
見
出
し
が
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
０
は

便
宜
的
措
置
で
あ

っ
て
、
造
語
成
分
と
し
て
の
応
用
的
機
能
力
の
よ
わ
い
も
の

は
、
実
際
上
、
あ
る

（
一
二
の
）
漢
語
の
な
か
に
非
独
立
的
成
分
と
し
て
、
ま

れ
に
つ
か
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
漢
語
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
と
く
に
こ

の
欄
に
掲
出
せ
ず
、
本
文
の
当
該
漢
語
の
な
か
で
の

「補
足
的
説
明
」
の
一
つ

と
し
て
く
わ
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
方
針
は
、
当
辞
典
の
前
身
た
る

『
明
解
国
語
辞
典
』
の
旧
版

（昭
和

一

八
年
五
月
初
版
）

。
新
版

（
昭
和
三
七
年
四
月
改
訂
版
）
と
も
採

っ
て
い
な
か

っ
た
も
の
で
あ
り
、

『
岩
波
国
語
辞
典
』

（昭
和
三
八
年
四
月
初
版
）
が
そ
の

特
色
の
一
つ
と
し
て

「漢
字
母
を
、
そ
の
字
音
に
基
づ
い
て
、
本
文
中
に
排
列

し
た
」
こ
と
に
影
響
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
よ
う

と
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
語
の
な
か
で
の

漢
語
お
よ
び
そ
の
造
語
成
分
へ
の
配
慮
や
関
心
が
、
実
用
上
の
必
要
と
も
か
ら

ん
で
、
お
お
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
し
、
語
構
成
論
あ
る

い
は
形
態
論
の
研
究
の
す
す
ん
だ
こ
と
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
。

〓
一
・
二

さ
て
、
本
書
は
五
十
音
順
の
国
語
辞
典
だ
か
ら
、
別
枠
の
ほ
う
に
も
字
音
の

ひ
ら
が
な
表
記
の
親
見
出
し
が
あ

っ
て
、
そ
の
見
出
し
音
を
持
つ
漢
字
が
子
見

出
し
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。　
一
欄
に
ふ
く
ま
れ
る
親
見
出
し
は
、　
一
つ
の
こ
と

も

（
「き
つ
」
「げ
き
」
な
ど
）
あ
り
、
二
つ
以
上
の
こ
と
も

（
「く
う

。
ぐ
う
」

「
こ
ん
ｏ
ご
ん
」

「
せ
ｏ
ぜ

ｏ
せ
い
」
な
ど
）
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
親
見
出
し

の
字
音
を
持
つ
漢
字
は
、　
一
つ
以
上
数
十
に
お
よ
ぶ

（
も
っ
と
も
お
お
い
ほ
う



に
属
す
る

「
こ
う
」
に
は
六
八
字
が
か
げ
ら
れ
て
い
る
）。　
欄
の
総
数
は
一
七

六
と
か
ぞ
え
た
が
、
掲
出
漢
字
は
二
一
六

一
（
「あ
と
が
き
」
に
よ
る
）。
こ
こ

で
は
、
み
ぎ
の
一
七
六
欄
の
う
ち

「あ
ん
」

（
三
五
ペ
ー
ジ
）
以
下
の
一
八
欄

を

（約
％
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
）
検
討
の
対
象
と
し
た
。　
一
五

一
漢
字
を
ふ
く

む
が
、
結
果
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
と
お
も
わ
れ
る
。

田
造
語
成
分
と
し
て
の
み
つ
か
わ
れ
る
漢
字
と
、　
一
字
の
独
立
的
用
法
を
持
つ

漢
字
と
が
あ
る
こ
と
は
承
認
し
う
る
が
、
そ
の
区
別
に
く
る
し
む
も
の
も
か

な
り
あ
る
。

②

一
五

一
漢
字
の
う
ち
三
六
漢
字
は
、
本
文
に
単
純
語
の
見
出
し
と
し
て
も
出

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
両
者
の
意
味
用
法
が
ち
が
う
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
区
別

の
む
ず
か
し
い
も
の
も
あ
る
。

０
本
文
に
単
純
語
の
見
出
し
と
し
て
の
み
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
も
、

独
立
的
用
法
の
限
定
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
造
語
成
分
あ
つ
か
い

が
で
き
な
い
と
は
言
え
ま
い
と
お
も
わ
れ
る
。

造
語
成
分
と
し
て
の
み
つ
か
わ
れ
る
漢
字
と
い
う
こ
と
を
、
形
態
論
的
に
言
い

か
え
れ
ば
、
マ
ビ
ロ
０
ま
『ヨ

た
る

日
９
も
〓
Φ
日
０
（筆
者
と
し
て
は
代
表
形
態
、

代
表
と
し
て
の
日
Ｒ
も

，
と
か
ん
が
え
る
が
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ

こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
、
こ
れ
も
形
態
論
的
に
言
い
か
え

れ
ば
、　
ご
ｏ
●
口
０
ど
【ヨ

た
る
漢
字
音

ヨ
９
ｏ
デ
Φ
ヨ
ｏ
が
存
在
す
る
こ
と
は
承

認
し
う
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と

〔『８

♂
「ヨ

た
る
漢
字
音

ヨ
８
も
す
ｏ
日
０

と

の
弁
別
の
困
難
な
も
の
が
す
く
な
く
な
い
″
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ

ち
、
造
語
成
分
と
し
て
し
か
つ
か
わ
れ
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
漢
字

の
ば
あ
い
に
は
、
こ
れ
を
別
枠
に
置
く
こ
と
も
簡
単
に
で
き
る
け
れ
ど
も
、
多

少
の
意
味
用
法
の
ち
が
い
は
あ
る
が
語
と
し
て
の
独
立
用
法
、
あ
る
い
は
独
立

的
な
用
法
も
あ
る
漢
字
の
ば
あ
い
に
は
、
は
た
し
て
別
枠
に
置
く
べ
き
か
ど
う

か
簡
単
に
は
決
め
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
あ
き
ら
か
に
独
立
用

法
を
持
つ
漢
字
で
も
、
非
独
立
的
用
法
を
も
持

っ
て
い
て
、
造
語
成
分
あ
つ
か

い
も
で
き
る
も
の
は
、
そ
の
用
法
の
ば
あ
い
だ
け
別
枠
に
立
て
る
べ
き
か
ど
う

か
、
用
法
の
範
囲
つ
ま
り
は
さ
き
の
応
用
的
機
能
力
を
ど
う
規
定
す
る
か
に
も

よ
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
れ
も
簡
単
に
は
決
め
に
く
い
。

も
と
よ
り
辞
典
は
使
用
の
便
を
前
提
と
す
る
か
ら
、引
き
や
す
い
こ
と
と
か
、

見
出
し
の
性
質
の
ち
が
い
が

一
見
し
て
わ
か
り
や
す
い
こ
と
と
か
を
重
視
す
べ

き
で
あ
ろ
う
し
、
本
稿
で
は
当
辞
典
は
も
と
よ
り
、
辞
典

一
般
の
あ
り
か
た
を

論
じ
た
り
批
判
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
論
の
た
め
の

結
論
を
い
そ
が
ね
ば
な
ら
な
い
が
、　
〓

一例
示
し
て
お
く
こ
と
は
、
い
ず
れ
の

た
め
に
も
無
用
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
と
が
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
語
彙

調
査
に
お
け
る
単
位
認
定
や
見
出
し
語
の
規
定
が
、
作
業
仮
説
で
あ
り
つ
つ
同

時
に
単
位
体
論
で
あ
る
こ
と
と
対
応
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

〓
一
・
一二

た
と
え
ば
、

「ご
う
」
の
欄
に
は

「号

・
合

◆
強

。
豪

・
傲

・
豪

。
轟
」
が

あ
り
、
本
文
単
純
語
の
見
出
し
と
し
て
は

「号

・
合

・
剛

・
郷

・
業

・
壕
」
が

あ
る
。

「号

。
合
」
は
重
出
す
る
が
、
そ
の
区
別
は
ど
う
か
。

「号
泣

。
怒
号

・
呼
号
」

「号
令

・
号
音

。
号
砲

。
信
号

・
符
号
」

「国
号

。
年
号

・
屋
号
」

「
メ
ー
フ
ラ
ワ
ー
号

。
つ
ば
め
号
」
な
ど
の

「号
」
は
造
語
成
分
と
し
て
の
も

の
で
あ
り
、

「雅
号
」
の
意
で
の

「号
は
漱
石
」
と
か
、
雑
誌

・
新
聞
な
ど
の

「号
を
追

っ
て
充
実
し
て
き
た
」
と
か
、
活
字

・
絵
画
な
ど
の
「号
を
き
め
る
」

と
か
の

「号
」
は
単
純
語
と
し
て
の
も
の
だ
と
す
る
。
単
純
語
の
見
出
し
の
も

と
に
、
用
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
熟
語

「雅
号
」

「創
刊
号
」

「
五

号
活
字
」
な
ど
は
、
造
語
成
分
欄
に
置
か
れ
る
用
例
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
熟
語



と
は
性
質
が
ち
が
う
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
辞
典
と
し
て
は

そ
の
辺
の
区
別
は
不
必
要
だ
か
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
み
と
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
「
号
す
る
」
は
別
の
単
純
語
見
出
し
に
立
て
ら
れ

「兵
力
十
万
と
号
す
る
」

「漱
石
と
号
す
る
」
の
用
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

「呼
号
す
る
」
意
の

「号

す
る
」
は
造
語
成
分
由
来
の
も
の
で
あ
り
、

「雅
号
」
と
し
て

「号
す
る
」
の

ほ
う
は
単
純
語
由
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
漢
語
サ
変
動
詞

（
一
字
漢

語
に

「す
る
」
の
付
い
た
サ
変
動
詞
に
か
ぎ
る
。
二
字
以
上
の
漢
語
サ
変
動
詞

は
、
見
出
し
の
下
に

「―
す
る
」
で
し
め
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
独
立
の
見
出

し
語
と
さ
れ
な
い
。
）
は

一
般
に
独
立
の
単
純
語
見
出
し
と
し
て
一
括
さ
れ
る
。

「号
す
る
」
の

「号
」
が
、
は
た
し
て
造
語
成
分
か
単
純
語
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
、
辞
典
と
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
形
態
論
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
も
論
じ
ら
れ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

「号
」
が
造
語
成
分
の
ば
あ
い
に
は

「号
す
る
」
は
単
純

語
で
あ
り
、

「号
」
が
単
純
語
の
ば
あ
い
に
は

「号
す
る
」
は
複
合
語
だ
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
処
理
上
の
問
題
で
あ
る
と
同
時

に
、
漢
語
形
態
論
の
基
本
的
な

一
問
題
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
造
語
成
分
、
ズ
こ

は
、
ズ
ロ意

・
合
格

。
合
金

。
会
合
・総
合
・配

合
」

「富
士
の
八
合
目
」
只
合
戦
）
数
合
」
な
ど
の

「合
」、
お
よ
び
、
「
長
び

つ
一
合
」
な
ど
と
い
う
助
数
詞
、
そ
れ
に
、
尺
貫
法
で

一
坪

。
一
升
の
十
分
の

一
を
あ
ら
わ
す
助
数
詞
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
単
純
語
と
し
て
の

「合
」

は
、
弓
合
計
』
の
略
」
の
ほ
か
、
「
正

・
反

・
合
」
の

ズ
ど

を
い
う
。
「
略
」

す
な
わ
ち
略
語
の
処
理
も
問
題
だ
が

し
ば
ら
く
お
き
、

「正

・
反

。
合
」
の

「合
」
が
、
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
、
ど
う
い
う
意
味
で
独
立
的
用
法
を
持
つ
と
言

え
る
か
は
、
認
定
に
個
人
差
が
出
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
哲
学
的
論
文
で
独

立
的
に
使
え
る
こ
と
は
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
造
語
成
分
と
し
て

の
み
つ
か
う
も
の
と
は
言
え
な
く
な
る
。
結
局
、　
ズ
こ

は
主
と
し
て
造
語
成

分
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
、
ま
れ
に
や
や
独
立
的
な
語
と
し
て
も
つ
か
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る
一
字
漢
字
の

日
８
０
す
０
日
０
だ
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
い
う
た
ぐ
い
の
例
は
、
ほ
か
に
も
す
く
な
く
な
い
の
で
あ

っ
て
、　
一
つ

で
も
独
立
的
用
法
が
あ
れ
ば
単
純
語
見
出
し
に
立
て
る
と
か
、
三
つ
四
つ
以
上

の
い
わ
ゆ
る
熟
語
例
が
な
け
れ
ば
造
語
成
分
欄
の
見
出
し
に
は
立
て
な
い
と
か
、

原
則
の
段
階
で
量
的
生
産
性
が
問
題
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
認
定
や
弁
別
の

基
準
が
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
は
立
て
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
お
も

わ
れ
る
。
単
純
語
の
見
出
し
に
も
、
同
語
異
語
の
弁
別
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
別
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
さ
き
の
単

純
語

「剛
」
の
用
例
と
言
え
ば
、
だ
れ
し
も
思
い
つ
く
範
囲
は
だ
い
た
い
似
た

よ
う
な
も
の
で
、

「剛
の
者
」

「柔
よ
く
剛
を
制
す
」
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で
あ

り
、
当
辞
典
も
こ
れ
ら
を
か
か
げ
る
が
、
こ
う
い
う
き
ま
り
文
句
に
し
か
つ
か

わ
れ
な
い
も
の
の

「独
立
的
用
法
」
は
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
に
ち
が

い
な
い
。

「剛
の
者
」
は
別
の
見
出
し
と
し
て
も
立
て
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
な
の

で
あ
る
。
同
様
に
単
純
語
見
出
し

「郷
」
は
、
だ
れ
し
も
、
本
辞
典
と
同
様
に
、

「郷
に
入
り
て
は
郷
に
従
え
」
ぐ
ら
い
を
独
立
的
用
法
の
例
に
挙
げ
よ
う
が
、

そ
の
ほ
か
に
は
用
例
が
簡
単
に
出
て
こ
な
い
。　
い
わ
ゆ
る
熟
語

も

「郷
士
」

「在
郷
軍
人
」
ぐ
ら
い
を
挙
げ
う
る
程
度
で
あ
ろ
う

（当
辞
典
に
は
出
さ
れ
て

い
な
い
）。
や
は
り
限
定
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

別
の
欄
の
も
の
で
は
、

「穎
」
は
単
純
語
見
出
し

（
「穎
を
脱
す

。
穎
脱
し

と
造
語
成
分
見
出
し

（
「穎
悟

・
穎
才
し

と
に
重
出
し
、

「裔
」
∩
平
氏
の
裔

。
後
裔

。
末
裔
し

は
単
純
語
見
出
し

の
み
に
か
か
げ
ら
れ
、

「栄
」
は
単
純

語
見
出
し
含

一
身
の
栄

¨
栄
冠

。
栄
転

・
光
栄
し
と
造
語
成
分
見
出
し

（
「栄

枯

・
繁
栄
」

「栄
華

・
栄
耀
」

「栄
養
し

と
に
重
出
す
る
。
そ
の
弁
別
は
、



独
立
的
用
法
を
持
つ
か
否
か
と
と
も
に
、
意
味
が
そ
れ
に
か
ら
ん
で
い
る
の
で

あ
っ
て
、
わ
り
ふ
り
に
く
る
し
む
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
「
秒
」

は
、
時
間

・
角
度
の
単
位
と
し
て
造
語
成
分
欄
に
の
み
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、

独
立
的
用
法

「秒
を
き
ざ
む
」

「秒
の
勝
負
」

「秒
が
問
題
」
な
ど
が
あ
る
か

ら
、
単
純
語
見
出
し
に
も
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「平
」
は
造
語
成
分
に

入
れ
ら
れ
、
「平
声
」
の

「略
」
で

「平
上
去
入
」
の
例
が
あ
が

っ
て
い
る
が
、

さ
き
に

「合
」
の
単
純
語
見
出
し
は

「正

・
反

。
合
」
の

「合
」
お
よ
び

「合

計
」
の
略
語
を
例
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
前
後
の
不
統

一
が
あ
る
。

以
上
や
や
く
ど
く
ど
と
例
示
し
た
が
、
わ
ず
か
一
五

一
の
造
語
成
分
欄
掲
出

漢
字
を
な
が
め
た
だ
け
で
も
、
造
語
成
分
の
認
定
は
、
単
純
語
と
の
関
係
に
お

い
て
、
簡
単
に
は
し
に
く
い
も
の
が
お
お
い
こ
と
を
否
定
し
が
た
い
。
国
語
辞

典
に
漢
語
の
造
語
成
分
欄
を
も
う
け
る
こ
と
自
体
、
見
識
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
事
例
か
ら
か
ん
が
え
る
と
、
別
枠
あ
つ
か
い
に
す
る
の
に
無
理
の
な
い
と

こ
ろ
は
、
独
立
的
用
法
が
な
い
と
み
と
め
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
か
と
お

も
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
漢
語
の

日
８
も

，

ぉ
ょ
び

ヨ
８
ｏ
〓
ｏ
日
０

の
認

定
、
そ
の
結
合

ｏ
自
立
の
弁
別
、
し
た
が

っ
て
漢
語
形
態
論
全
般
に
か
か
わ
る

基
礎
的
な
分
野
に
属
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
以
下
、
第
二
の
森
岡
論
文
の
検
討

を
ふ
く
む
本
稿
全
体
が
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

三

・
四

森
岡
論
文
の
う
ち
の
当
該
事
項
に
関
す
る
見
解
の
お
も
な
と
こ
ろ
は
、
概
略

つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
か
と
お
も
う
。

田
漢
語
系
語
基
を
五
類
に
分
類
し
た
こ
と
。
分
類
の

「指
標
」
は

「漢
字
形
態

素
の
派
生
上
の
特
徴
」
で
あ
り
、

「結
果
的
に
は
日
本
語
の
形
態
素
と
し
て

の

（漢
語
の
）
の
定
着
の
度
合
い
を
図
る

一
つ
の
尺
度
」
を
つ
く

っ
た
こ
と

に
な
る
と
し
て
い
る
こ
と
。

②
み
ぎ
の
「
漢
字
形
態
素
」
の
概
念
は
と
く
に
重
要
な
も
の
と
お
も
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
、

「第
１
類
　
和
語
異
形
態

釜
日
訓
流
通
）
の
性
格
を
も
つ
語
基
」

に
顕
著
で
あ

っ
て
、

「漢
字
形
態
素
が
音
声
形
態
と
し
て
顕
現
す
る
と
き
、

字
音
か
字
訓
か
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
」
す
な
わ
ち

「字
音
と
字
訓
と
は
同

一

形
態
素
の
異
形
態

（，
】ざ
ヨ
８
ｏ
す
）
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」

「和

語

（字
訓
）
に
対
し
中
国
語

（字
音
）
が
異
形
態
の
関
係
で
補
充
さ
れ
て
い

る
」
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

０
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
五
類
の
組
み
合
わ
せ
も
ふ
く
め
て
、
漢
語
は
単

一
語
基

・

複
合
語
基
お
よ
び
そ
の
派
生
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
合
成
に
よ
っ
て

拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
い
っ
ぼ
う
、
和
語
系
語
基
と
の
対
応
に
お
い
て
、
漢
語
系
語
基
の
自
立

。
結

合
の
弁
別
と
、
そ
の
細
分
を
お
こ
な
い
、
漢
語
系
語
基
が
い
く
つ
か
の
兼
用

用
法
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
。

国
語
基
と
の
関
連
に
お
い
て
規
定
の
む
ず
か
し
い
接
辞
の
あ
つ
か
い
に
つ
い
て

は
、
「
御
」
（接
頭
辞
と
し
て

「御
本

・
御
用

・
御
寛
大

。
御
熱
心
」
の
類
、

接
尾
辞
と
し
て

「親
御

・
姉
御

。
嫁
御

。
姪
御
」
の
類
の
み
を
接
辞
と
し
、

他
の
接
辞
的
な
も
の

（
「無
―

。
新
―

・
全
―

。
反
―

。
不
―
」
「―
性

。
―

的

・
―
化
」
の
類
）
は
、
み
な

「語
基
の
接
辞
的
用
法
」
と
み
と
め
、
語
基

の
範
囲
を
ひ
ろ
く
か
ん
が
え
た
こ
と
。

以
上
の
五
点
が

（私
見
で
は
）
特
徴
的
か
つ
基
本
的
な
見
解
で
あ

っ
て
、
こ
れ

ら
に
も
と
づ
い
て
漢
語
の
語
構
成
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
月
刊
誌
に
書
き
つ
が

れ
た
も
の
で
あ
る
う
え
に
、
漢
語
の
語
構
成
論
を
章
節
と
し
て
独
立
さ
せ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
多
少
ま
と
め
て
論
じ
て
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
随
所
に

触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
和
語

。
洋
語
な
ど
と
の
対
応
に
お
い
て
、
こ



れ
ら
の
基
本
見
解
が
ど
う
生
か
さ
れ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
用
例
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
認
定
に
対
す
る
疑
間
や
、　
一

部
の
不
足
な
ど
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
綱
に
お
い
て
ひ
ろ
く
漢
語
の
語
構
成
を

論
じ
た
も
の
と
し
て
評
価
し
う
る
と
お
も
う
。

（
ち
な
み
に
、
阪
倉
篤
義

『
語

構
成
の
研
究
』

一
九
六
六

。
昭
和
四

一
年
は
、
和
語
の
、
主
と
し
て
古
代
語
の

語
構
成
を
論
述
し
て
お
り
、
斉
賀
秀
夫

「語
構
成
の
特
質
」

『
現
代
国
語
学
Ⅱ

一
九
五
七

。
昭
和
三
二
年
は
現
代
漢
語
の
語
構
成
に
関
し
て
も
比
較
的
く
わ
し

く
、　
製
中
の
結
合
力
」

「語
結
合
の
形
態
」

「語
結
合
の
意
味
的
関
係
」
の
三

点
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
現
代
日
本
語
の
語
構
成
全
般
に
お
よ
ぶ
量
的
制
約
も

あ

っ
て
、
概
説
的
で
あ
る
。
）

四

す
で
に
は
や
く
山
田
孝
雄

『
国
語
の
中
に
於
け
る
漢
語
の
研
究
』

（
一
九
四

〇

。
昭
和

一
五
年
四
月
）
が
あ
り
、
池
上
禎
造

「
漢
語
の
品
詞
性
」
貧
国
語
国

文
』

一
九
五
四
・
昭
和
二
九
年

一
一
月
）
か
ら
前
記
森
岡
論
文
へ
と
、
と
び
い

し
を
つ
た
う
だ
け
で
も
、
漢
語
の
語
構
成
上
の
特
徴
は
、
あ
る
程
度
と
き
あ
か

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
っ
ぼ
う
、
そ
れ
ら
が
問
題
の
複
雑
さ
や
む
ず

か
し
さ
を
し
め
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
先
学
の
あ
と
を

高
使
用
率
漢
語
の
形
態

・
類
詞
分
類
表

ふ
ん
で
漢
語
の
語
基
の
性
質
と
分
類
と
を
、
語
構
成

・
品
詞
的
能
力
と
の
関
連

に
お
い
て
、
以
下
に
す
こ
し
述
べ
た
い
。

四

・
一

漢
語
の
語
構
成
を
形
態
論
の
た
ち
ば
か
ら
整
理
し
て
い
っ
て
、
接
辞

・
助
辞

の
付
き
か
た
か
ら
、
語
基
の
品
詞
的
能
力
を
検
討
し
、
こ
れ
を
分
類
す
る
と
い

う
方
法
で
ま
と
め
て
み
る
と
、
概
略
左
記
の
よ
う
に
な
る
。
資
料
に
は
、
前
記

使
用
率
上
位
の
五
五

一
漢
語
の
う
ち
、
三
〇
〇
漢
語
を
と
り
、
多
少
の
追
加
例

を
添
え
た

（後
者
は
括
弧
に
入
れ
て
区
別
し
た
）。
三
〇
〇
漢
語
の
う
ち
の
い
く

つ
か
は
、
本
稿
で
あ
つ
か
う
の
に
は
不
適
当
な
も
の
な
の
で
除
外
し
た
。
す
な

わ
ち

「
テ
ン
ゴ

（
・
５
ど

「
カ
グ
ツ

（箇
月
ご

「
カ
ン
じ

（感
じ
ご
―
も
っ
と
上

位
に
既
出
の

「感
じ
る
」
と
い
う
動
詞
と
別
立
て
に
な
っ
て
い
る
名
詞
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
漢
語
サ
変
動
詞
を
つ
く
り
う
る
形
態
は
、
名
詞
形
だ
け
と
り
出

す
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
除
外
し
て
お
く
―
「
ば
シ
ョ
（
場
所
ビ
　
「
ニ
サ

ん

（
二
三
ビ

「ブ
ン
の

（分
の
ど
―

「五
分
の
一
」
の
類
―
「
ダ
め

（駄
目
ご

「
ヶ
ッ
し
て

（決
し
て
と

で
あ

っ
て
、
混
種
語
と
、
数
量
に
関
す
る
特
別
な
言

い
か
た
、
い
わ
ゆ
る
連
語
で
あ
る
。
後
者
の

「
・
５
」

「箇
月
」

「分
の
」
の
処

理
は
別
の
課
題
た
り
え
よ
う
。
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四

ｏ
二

漢
語
に
限
ら
な
い
が
、
品
詞
的
能
力
は
、
節
構
成
に
お
け
る
意
味
的

・
形
態

的
要
素
の
分
析

・
認
定
を
経
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
要
素
に
は
、

語
基

・
複
合
語
基

・
接
辞

。
助
辞
を
置
く
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
み
と
め
、
か

つ
、
品
詞
と
称
さ
れ
る
伝
統
的
種
別
よ
り
も
お
お
き
い
類
詞

（仮
称
）
と
し
て

の
体
言

。
用
言
等
の
類
別
が
、
と
く
に
漢
語
に
関
し
て
は
有
利
で
あ
る
と
み
と

め
る
こ
と
か
ら
本
稿
は
出
発
し
て
い
る
。
そ
の
有
効
性
は
、
ま
っ
た
く
の
仮
定

で
は
な
く
て
、
い
く
つ
か
の
論
究
の
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
を
も
経

て
、
あ
る
程
度
の
保
証
の
う
え
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
の
こ
の
分
類
表

自
体
も
ま
た
絶
え
ざ
る
反
省
の
基
点
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
れ
が
漢
語
の
現
実
を
い
か
に
よ
く
包
括
し
う
る
か
、
多
少
の
検
討

を
く
わ
え
た
い
。

な
お
、
み
ぎ
に

「節
構
成
」
と
し
た

「節
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
文
節
に
当
た

る
が
、
文
か
ら
直
接
に
分
析
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
形
態
の
連
結
体
と
し
て
、

や
や
こ
ま
か
く
言
え
ば
、
連
結
の
連
結
体
す
な
わ
ち
語
（狭
義
）
の
変
容
、
あ
る

い
は
そ
れ
に
助
辞
の
く
わ
わ
っ
た
か
た
ち
と
し
て
、
文
の
部
分
た
り
う
る
可
能

性
を
み
と
め
る
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
と
い
う
意
味
で

「節
」
と
称
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
わ
た
く
し
の
か
ん
が
え
で
は
、
こ
の
表
に
あ
ら
わ
れ
る

一
つ

一
つ
の
か
た
ち
は

日
Ｒ
Ｏ
〓
０
日
０

（形
態
素
）
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
て
、

ヨ
Ｒ
ｏ
す

（形
態
）
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
語
構
成
や
品

詞
的
能
力
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
お
も
う
。
し
ば
し
ば
形
態
素
と
し
て

あ
つ
か
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
が
形
態
（異
形
態
の
あ
る
こ
と
も
お
お
い
）

の
代
表
つ
ま
り
代
表
形
態
だ
け
を
か
か
げ
る
た
め
に
形
態
素
レ
ベ
ル
の
も
の
と

誤
認
さ
れ
る
の
だ
と
お
も
う
。
漢
字

一
字

一
字
は
形
態
素
を
あ
ら
わ
す
記
号
で

あ

っ
て
も
、
そ
の
語
構
成
的

。
類
詞
的
能
力
は
形
態
レ
ベ
ル
で
の
こ
と
で
あ
る

と
か
ん
が
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
論
は
略
す
る
。

四

。
三

類
詞
に
つ
い
て
は
、
体
言

・
用
言

・
副
用
語

・
助
辞
と
い
う
山
口
孝
雄
以
来

の
分
類
名
目
が

一
般
的
か
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
語
基
た

り
う
る
も
の
に
つ
い
て
、
Ａ
体
言
、
Ｂ
相
言
、
Ｃ
用
言
、
Ｄ
副
言
の
名
称
を
も

ち
い
、
非
語
基
と
し
て
の
接
辞

・
助
辞
か
ら
区
別
し
た
。
接
辞
は
ゼ
ロ
形
式
の

ば
あ
い
を
ふ
く
め
て

「語
」
の
形
成
の
た
め
の
要
素
で
あ
り
、
助
辞
は
お
な
じ

く

「節
」
の
形
成
の
た
め
の
要
素
で
あ
る
。
漢
語
は
一
般
に

「語
」
レ
ベ
ル
以

下
で
論
じ
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
中
心
的
対
象
は
、
ゼ
ロ
形
式

を
ふ
く
む
接
辞
機
能
を
と
も
な
う
段
階
ま
で
を
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
り
、
助
辞
は

「語
」
の
認
定
の
た
め
に
そ
の

「節
」
構
成
の
能
力

へ
の
配

慮
を
必
要
と
す
る
と
き
、
つ
ね
に
検
証
の
用
に
置
か
れ
る
べ
き
た
ち
ば
に
あ
る

も
の
で
あ
る
。

相
言
は
い
わ
ゆ
る
形
容
詞
・形
容
動
詞
を
ま
と
め
て
、体
言
と
用
言

（動
詞
）

の
あ
い
だ
に
立
つ
一
類
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
和
語
の
ば
あ
い
以
上
に
漢
語
の

ば
あ
い
に
は
有
効
な
分
類
項
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
に
「
系
」
を
付
け
て
立
て
た
の
は
、
こ
こ
で
の
分
類
が
、
い
わ
ゆ
る

体
言

・
用
言
な
ど
の
レ
ベ
ル
よ
り
も
こ
ま
か
い
分
析
を
経
た
形
態
を
基
礎
と
し

て
お
り
、
体
言

・
用
言
な
ど
の
語
彙
そ
の
も
の
の
分
類
で
は
な
い
表
示
と
な
る

か
ら
で
あ

っ
て
、
お
お
ま
か
に
は
、
体
言

・
用
言
な
ど
の
類
詞
名
を
立
て
て
も

わ
る
い
わ
け
で
は
な
い
。
要
は
、
体
言

・
用
言
な
ど
を
構
成
す
る
語
基

・
非
語

基
、
自
立
形
態

。
結
合
形
態
の
分
類
表
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
あ
れ
ば
よ
い
わ

け
で
あ
る
。



四
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分
類
表
の
全
般
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
は
、

０
体
言
系
が
量
的
に
も
お
お
い
し
、
体
言
と
他
の
類
詞
と
の
兼
用
も
か
な
り
見

ら
れ
る
か
ら
、
質
的
に
も
多
様
な
能
力
を
持
つ
と
み
と
め
ら
れ
る
。

②
漢
語
助
辞
と
み
と
め
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。
接
辞
は
ご
く
す
く
な
い
が
、
語

基
た
り
う
る
も
の
を
接
辞
的
に
も
ち
い
る
こ
と
は
お
お
い
。
こ
れ
を
語
基
の

接
辞
へ
の
利
用
あ
る
い
は
接
辞
的
用
法
と
す
れ
ば
、
純
粋
の
接
辞
は
、
現
段

階
ま
で
で
は
二
三
の
形
態

（結
合
形
態
非
語
基
）
に
と
ど
ま
る
。
使
用
率
の

ひ
く
い
も
の
ま
で
範
囲
を
ひ
ろ
げ
て
い
け
ば
増
加
す
る
と
い
う
性
質
の
も
の

で
は
な
い
か
ら
、
多
少
ひ
ろ
く
ひ
ろ
う
と
し
て
も
、
お
お
く
を
期
待
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

０
漢
字

一
字

一
字
は
、
た
と
え
抽
象
的
あ
る
い
は
あ
い
ま
い
な
意
味
で
あ

っ
て

も
、
あ
る
意
味
を
持
つ
し
、
特
定
の
音
形
式
を
持
つ
の
が

一
般
だ
か
ら
、
こ

れ
を
形
態
素
と
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
態
素
レ
ベ
ル
ま

で
抽
象
し
て
、
そ
れ
が

一
般
に
自
立
し
う
る
か
、
つ
ま
り
は
自
立
形
態
素
か

結
合
形
態
素
か
と
い
う
区
別
だ
け
を
立
て
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
複
合
語

基
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
必
要
が
な
い
。
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
単

一
で
あ

れ
複
合
で
あ
れ
、
お
よ
そ
語
基
と
い
う
概
念
さ
え
、
持
ち
出
す
必
要
が
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
語
基
は
語
の
意
味
的
基
幹
で
あ
り
、
語
を
前
提
と
す
る
概

念
あ
る
い
は
予
想
す
る
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
語
基
、

さ
ら
に
は
単

一
・
複
合
の
別
を
持
ち
出
す
。
そ
れ
は
本
稿
が
形
態
素
レ
ベ
ル

で
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
形
態
レ
ベ
ル
で
の
自
立

。
結
合

の
区
別
を
取
り
あ
つ
か
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
語
基
た
り
う
る
か
否
か
、
い
か
な

る
語
基
た
り
う
る
か
、
い
か
な
る
非
語
基
で
あ
る
か
ま
で
を
問
い
、
そ
の
う

え
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
節
構
成
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
と

見
ら
れ
る
か
と
い
う
予
想
を
立
て
る
範
囲
で
、
類
詞
と
し
て
の
分
類
を
お
こ

な
う
も
の
で
あ
る
。

四

・
五

各
類
詞
に
か
か
る
わ
る
こ
と
と
し
て
は
、

田
体
言
系
　
①
全
体
と
し
て
質
量
と
も
に
他
を
圧
す
る
。
も
し
他
と
兼
用

さ
れ
る
も
の
を
も
、
体
言
系
に
掲
出
す
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
九
十
数
％
を

く
だ
ら
な
い
ほ
ど
お
お
く
の
形
態
が
体
言
系
に
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
お
も
わ

れ
る
。

②
自
立
形
態
の
単

一
語
基
と
結
合
形
態
の
単

一
語
基
と
は
、
自
立
用
法
の
有

無
の
ち
が
い
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
単

一
語
基
の
も
の
も
、
も
ち
ろ
ん
、
複
合
語

基
の
部
分
と
な
り
う
る
。
と
い
う
以
上
に
、
な
り
え
な
い
も
の
は
な
い
と
こ
ろ

に
、
そ
の
生
産
性
、
ひ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
漢
字
の
造
語
力
の
つ
よ
さ
が
あ
ろ

③
他
の
類
詞
と
く
ら
べ
て
単

一
語
基
の
お
お
い
こ
と
が
目
立
つ
。
ま
た
、
他

の
類
詞
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
と
こ
ろ

（副
言
系
の
自
立
形
態
単

一
語
基
、
相
言

系
の
結
合
形
態
単

一
語
基
）
や
、
ご
く
す
く
な
い
と
こ
ろ

（相
言
系
の
自
立
形

態
単

一
語
基
、
結
合
形
態
単

一
語
基
）
が
あ
る
。
用
言
系
の
自
立
形
態
複
合
語

基
も
す
べ
て
体
言
系
兼
用
で
あ
る
こ
と
、
副
言
系
の
そ
れ
も
、
か
な
り
体
言
兼

用
で
あ
る
こ
と
と
表
裏
し
、
か
つ
は
①
②
に
の
べ
た
と
こ
ろ
と
も
相
関
し
て
、

要
は
、
借
用
語
由
来
の
漢
語
と
い
う
も
の
を
、
ほ
と
ん
ど
体
言
的
意
味
の
も
の

と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。

④

一
般
に
単

一
語
基
で
も
自
立
形
態
た
り
う
る
も
の
が
す
く
な
く
な
い
漢
語

で
は
、
複
合
語
基
に
な
れ
ば
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
自
立
形
態
た
り
う
る
が
、
多
少



の
例
外
が
あ
る
よ
う
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
は

「国
際
―
」

「―
以
外
」
の
二
つ

の
結
合
形
態
複
合
語
基
が
あ
る
。
他
の
欄
で
は
畳
語
が
わ
ず
か
に
見

ら
れ

る

程
度
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
お
お
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「国
際
」

は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
意
で
頻
用
さ
れ
、
形
容
詞
的
あ
る
い
は
連
体
詞
的

に
つ
か
わ
れ
る
特
殊
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

「以
外
」
は

「以
―
」
の
か
た
ち
の

語
の
ひ
と
つ
だ
け
れ
ど
も
、
本
書
で
の
他
の

「以
来

。
以
上

。
以
下
」
が
、
い

ず
れ
も
副
言
系
に
属
し
、
そ
の
う
ち

「以
上

・
以
下
」
が
体
言
兼
用
で
あ
る
の

と
は
、
か
な
り
性
質
が
ち
が
う
。
と
は
言

っ
て
も

「以
来

。
以
上

。
以
下
」
も

「―
以
外
」
同
様
、
「
敗
戦
以
来
」
「高
校
以
上
」

「常
識
以
下
」
な
ど
、
後
置

の
結
合
形
態
と
し
て
の
機
能
を
持
た
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
―
以
外
」

だ
け
が
と
く
に
用
法
の
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
言

っ
て
よ
い
。
類
例
に
は

「―

以
内

・
以
東

ｏ
以
西

ｏ
以
南

。
以
北
」
な
ど
が
あ
る
。

②
相
言
系
　
①
自
立
形
態
複
合
語
基
に
集
中
的
で
、
他
の
と
こ
ろ
に
は
ご
く

す
く
な
い
。
結
合
形
態
複
合
語
基
で
は
、
擬
態
語
的
畳
形
を
語
幹
と
し
、
シ
ク

活
用
接
尾
辞
を
つ
け
る
も
の
だ
け
が
見
え
る
こ
と
、
自
立
形
態
単

一
語
基
は
す

く
な
い
う
え
、
か
な
り
、
表
現
に
制
約
が
あ
る

（自
由
に
い
ろ
い
ろ
な
句
の
中

に
つ
か
わ
れ
て
生
産
性
が
た
か
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）
と
見
ら
れ
る
こ
と

の
二
点
を
も
か
ん
が
え
あ
わ
せ
る
と
、
漢
字

一
字
で
は
相
言
系
の
も
の
と
し
て

の
安
定
感
が
十
分
で
は
な
い
傾
向
が
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
自
立
形
態
単

一
語
基
の
欄
を
通
覧
し
て
も
、
相
言
系
に
入
れ
う
る
も
の
は
ご
く
す
く
な
い
の

で
あ
る
。

②
相
言
系
の
特
徴
に
も
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
接
頭
辞

「不
―
」
の
存
在
で
あ

っ
て
、
他
の
接
辞
欄
に
同
類
を
見
な
い
し
、
似
た
よ
う
な
接
頭
辞

「非
―
」
「無

―
」

「反
―
」
な
ど
と
も
ち
が

っ
て
、
相
言
系
専
用
で
あ
る
。
和
語
に
も
同
類

の
も
の
が
な
い
。　
こ
れ
ら
の
接
辞
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

０
用
言
系
　
①
い
ず
れ
も

「―
す
る
」
の
か
た
ち
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
が
、

結
合
形
態
単

一
語
基
に

「―
す
る
」
の
付
い
た

「対
す
る

ｏ
比
す
る
」

「接
す

る

ｏ
関
す
る
ｏ
排
す
る
」
な
ど
以
外
は
体
言
兼
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
体
言
系

の
み
に
属
す
る
も
の
に
は

「―
す
る
」
が
付
か
な
い
の
だ
か
ら
、
体
用
言
兼
用

の
も
の
に
は
、そ
れ
だ
け
動
作
性
が
く
わ
わ
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

②
し
か
し
、
そ
の
動
作
性
が
ご
く
抽
象
的
な
も
の

（
「意
味
す
る
ｏ
前
後
す

る
ｏ
結
果
す
る

ｏ
原
因
す
る
ｏ
醒
醍
す
る
ｏ
難
儀
す
る
」
な
ど
）
は
状
態
性
に

ち
か
く
て
、

「―
ヲ
す
る
」
の
か
た
ち
を
ほ
と
ん
ど
と
る
こ
と
が
な
い
。
と
言

っ
て

「―
ヲ
す
る
」
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
が
な
い
も
の
は
、
み
な
状
態
性
が

つ
よ
い
と
も
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る

（
「号
す
る
ｏ
期
す
る
ｏ
約
す
る
ｏ
面
す

る

ｏ
長
ず
る
」

「利
す
る

ｏ
害
す
る

ｏ
変
ず
る
」
な
ど
）
。

③
こ
こ
に
は
じ
め
て
三
系
兼
用
の
も
の
が
か
な
り
あ
ら
わ
れ
る
。
後
出
す
る

副
言
系
の
も
の
は
、
ご
く
わ
ず
か
の
よ
う
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
体
用
相
言
兼
用

の
も
の
は
質
量
と
も
に
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
単

一
語
基
で
は
、

「通

・
変

・
損

。
得
」
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

「―

「―
が

・
を

。
な

。
す
る
（ず
る
と

を
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
は
共
通
す
る
け
れ
ど
も
、

「―
ヲ
す
る
」
の
か
た
ち

は

「損
フ
す
る
ｏ
得
ヲ
す
る
」
だ
け
に
あ
り
、

「通
ヲ
す
る

ｏ
変
ヲ
す
る
」
と

は
言
え
な
い
。

お
な
じ
く
複
合
語
基
で
は

「
一
緒

。
無
理

・
反
対

。
心
配
」
「難
儀

・
感
心
」

が
あ
り
、　
三

緒
」
以
外
は
み
な

「―
す
る
ｏ
ｌ
ヲ
す
る
」
両
用
し
う
る
が
、

「
一
緒
」
は

「
一
緒
す
る
」
と
だ
け
言
い
う
る
。

四
副
言
系
　
①
副
詞
は
状
態

。
時

・
程
度

ｏ
量

。
陳
述
等
各
種
見
ら
れ
、
接

続
詞
的
に
つ
か
わ
れ
る
も
の

（
二

体

。
一
方
」、
や
や
ひ
ろ
げ
れ
ば

「以
来

・

以
上

・
以
下

・
面
来
」
な
ど
）
も
あ
る
が
、
和
語
の
接
続
詞
と
言
わ
れ
る
も
の



∩
さ
て
。
と
こ
ろ
で
ｏ
け
れ
ど
も

・
だ
か
ら
」
な
ど
）

に
対
応
し
う
る
も
の

は
見
当
た
ら
な
い

（資
料
外
に
も
簡
単
に
は
見
当
た
ら
な
い
）。

②
連
体
詞
相
当
の
も
の
は
、

『
雑
誌
九
十
種
』
の
語
彙
表
に
は
関
係
部
分
に

「約
」

「各
」
の
二
見
出
し
が
連
体
詞
と
し
て
出
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
副
言

系
に
入
れ
な
か
っ
た
。
理
由
は
、
単
独
ま
た
は
接
辞
つ
き
で
節
相
当
に
機
能
し

う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
は
、
結
合
形
態
単

一

語
基
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
と
も
に
体
言
系
に
属
す
る
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ

う
と
か
ん
が
え
、

「約

・
各

・
全

。
第

・
総
」
を

一
群
に
ま
と
め
た
。

③
結
合
形
態
単

一
語
基
に
接
辞

「―
に
」
を
と
も
な
う
か
た
ち
で
の
副
詞
が

あ
り
、
同
複
合
語
基
に
接
辞

「―
と
し
て
」
を
と
も
な
う
か
た
ち
で
の
畳
語
の

副
詞
が
あ
る
。
畳
語
形
は
前
出
の
相
言
系
の
シ
ク
活
用
形
容
詞
と
あ

わ

せ
て

も
、
質
量
と
も
に
和
語
と
く
ら
べ
て
い
ち
じ
る
し
く
貧
弱
で
あ
る
。
な
お

「―

と

ｏ
ｌ
と
し
て
」
は

「随
分
と
」

「突
如
と
し
て
」
な
ど
自
立
形
態
に
も
付
く

こ
と
が
あ
り
、

「雑
と
」
の
よ
う
に
結
合
形
態
の
特
定
の
も
の
に
付
く
こ
と
も

あ
る
。

④
副
言
系
に
は
他
と
の
兼
用
が
お
お
く
、
類
型
的
形
式
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

文
語
で
は

「―
然

（と
し
て
ピ
　
「―
乎

（
と
し
て
と

な
ど
が
か
な
り
つ
か
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
か
ん
が
え
れ
ば
、
副
詞
と
し
て
の
漢
語
の
生
産
性
は
お
と
ろ

え
、
固
定
し
た
特
定
の
語
彙
が
か
な
り
の
頻
度
で
つ
か
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と

見
ら
れ
よ
う
か
。

五

問
題
の
所
在
の
概
要
を
見
た
だ
け
で
、
ひ
と
ま
ず
稿
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
関
連
の
と
く
に
ふ
か
い
漢
語
接
辞
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
な
る
べ
く

は
や
い
機
会
に
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
接
辞
は
非
語
基
で
あ
り
な
が
ら
結
合

形
態
と
し
て
、
語
基
で
あ
る
そ
れ
と
の
相
関
的
弁
別
の
論
を
要
求
す
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
和
語
に
お
い
て
は
接
辞
と
助
辞
と
の
相
関
的
弁
別
の
問
題
が
お

お
き
い
が
、
助
辞
を
持
た
な
い
漢
語
の
語
レ
ベ
ル
ま
で
の
問
題
の
な
か
で
は
、

結
合
形
態
た
る
語
基
と
の
相
関
的
弁
別
の
問
題
が
お
お
き
い
。
す
で
に
多
少
表

示
し
た
よ
う
に
、
ま
た
本
稿
全
般
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
接
辞
に
し
か

機
能
し
な
い
も
の
は
、
ご
く
少
数
に
限
定
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ

っ
て
、
こ

の
点
で
は
、
語
基
の
接
辞
的
用
法
を
み
と
め
て
、
接
辞
専
用
の
形
態
を
限
定
す

る
た
ち
ば

（森
岡
論
文
も
こ
の
た
ち
ば
で
あ
る
）
に
立
ち
た
い
と
か
ん
が
え
る
。

本
稿
の
前
提
と
な
る
整
理
の
方
法
と
記
述
の
態
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
別

稿

（
文
科
系
学
会
連
合

『
研
究
論
文
集
』
第
二
一
巻
、　
一
九
六
〇

・
昭
和
四
五

年
八
月
、

「現
代
文
法

・
語
論
」

『
講
座
正
し
い
日
本
語
』
第
五
巻
、　
一
九
七

一
。
昭
和
四
六
年
三
月
）
に
略
述
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
（本
学
助
教
授
）


