
現
代
漢
語
研
究
に
つ
い
て
の
覚
書

鈴
木

丹
士
郎

明
治
期
を
始
発
と
す
る
現
代
語
の
う
ち
､
特
に
漢
語
研
究
の
問
題
に
つ
い
て
日
頃
か
ら
抱
い
て

い
る
関
心
事
を
中
心
に
'
し
か
も
今
ま
で
公
に
し
た
点
の
重
複
を
避
け
て
､
若
干
述
べ
て
み
た
い
｡

-
ま
ず
'
造
語
に
大
き
な
関
わ
り
を
も
つ
接
辞
-
し
か
も
接
尾
辞
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

体
言
類
を
つ
く
る
字
音
接
尾
辞
の
な
か
で
も
'
ひ
ろ
く

《
ひ
と
》
を
表
わ
す
も
の
に
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
｡
以
下
網
羅
的
で
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
｡
今
､

『
学
研
国
語
大
辞
典
』

か
ら
､
適
宜
そ
の
項
目
と
説
明
を
摘
記
す
る
こ
と
に
す
る
｡

し
ゃ

【者
】

(多
く
'
漢
語
名
詞
に
つ
け
て
}

｢
-
す
る
人
｣

｢
-
で
あ
る
人
｣
の
意
を
表
す
｡

｢出
席
-
｣

｢参
会

-
｣

か

【家
】
①

｢
-
の
い
え

(
の
人
)
｣
の
意
を
表
す
｡

｢素
封
I
L

｢財
産

-
｣

②

｢
-
を

専
門
と
す
る
人
｣

｢-
を
職
業
と
す
る
人
｣
な
ど
の
意
を
表
す
｡

｢評
論

-
｣

｢音
楽
-
｣

③

｢-
の
性
質

･
儒
向
が
特
に
強
い
人
｣
の
意
を
表
す
｡

｢情
熱

-
｣

｢努
力
-
｣

に
ん

【人
】
②

｢
-
す
る
人
｣
の
意
を
表
す
｡

｢保
証
-
｣

｢苦
労
-
｣

じ
ん

【
人
】

｢
-
出
身
の
人
｣

｢
-

(
の
分
野
)
に
属
す
人
｣

｢-
を
も
つ
人
｣
な
ど
の
意
を

表
す
｡

｢東
北
-
｣

｢映
画
-
｣

｢常
識
-
｣

こ
れ
ら
に
加
え
､

《
ひ
と
》
の
範
囲
を
ひ
ろ
げ
る
と
接
尾
辞
の
意
味
は
内
容
が
限
定
さ
れ
る
が
､

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡

い
ん

【員
】

｢
･･･の
係
｣

｢
-
の
役
｣

｢
-
す
る
人
｣
な
ど
の
意
を
表
す
｡

｢警
備
I
L

｢
調

査
-
｣

し

【
士
】

〔専
門
の
職
に
つ
く
〕

(法
律
上
の
)
資
格
を
も

っ
て
い
る
人
の
意
を
表
す
｡

｢弁

護
-
｣

｢栄
養

-
｣

し
ゅ

【
手
】
あ
る
仕
事
･職
務
･任
務
を
担
当
す
る
人
の
意
を
表
す
｡

｢運
転
-
｣

｢操
舵

-
｣

さ
ら
に

｢官
｣

｢子
｣

｢師
｣
の
よ
う
な
字
音
接
尾
辞
が
現
代
語
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡

今
､
明
治
時
代
を
中
心
に
､
漢
字
二
字
か
ら
成
る
漢
語
に
､
こ
れ
ら
の
接
尾
辞
が
ど
の
よ
う
に

付
く
の
か
を
見
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

‥
一服
-
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常
例
の

(

)
〔

〕
内
の
文
献
は
以
下
の
と
お
り
｡

(花
間
)
焦

花

(柳
春
草

汗

(血
千
里
駒
)

鬼

(唯
噸
)

経

(国
英
聾

酉

(国

立
志
編
)

自

苗

之
理
)

(当
世
)
香

(生
気
掌

雪

亭

梅
)

日

(葡
辞
草

丈

(明
給
之
概
略
)

郵

(便
報
知
新
聞
)
入国
立
国
簿
研
究
所
報
告

15

『
明
治
初
期

の
新
聞
の
用

語
』)

詠

(襲
萩
)

和

(英
語
林
集
成
三
版
)

1
出
産

2
各
人
心
宮
内
の
秘
宮

3
内
地
雑
居
未
来
之
夢

4
告
国
会
頗
望
諸
君

(



表
を

一
覧
す
る
と
､
わ
ず
か
ば
か
り
の
手
控
え
の
資
料
で
あ
る
が
'
同

一
の
二
字
漢
語
に
異
種

の
接
尾
辞
の
付
く
こ
と
の
す
く
な
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡

｢有
志
｣
に

｢者
｣

｢家
｣

｢人
｣

が
付
い
て
も
指
し
示
す
内
容
に
違
い
は
な
い
も
の
で
あ
り
､
他
に
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
事
例
は

多
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
今
は
明
治
期
の
字
音
接
尾
辞
の
頻
度
を
論
ず
る
デ

ー
タ
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
が
､
こ
れ
だ
け
で
も
今
日
と
の
距
離
は
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
た
し

か
に
今
日
で
も

｢経
済
｣
に
は

｢家
｣
も

｢人
｣
{
t
)

も
付
き
､

｢使
用
｣

｢支
配
｣
に
つ
い
て
は

｢者
｣

｢人
｣
の
両
方
が
付
い
て
､
い
わ
ゆ
る
三
字
漢
語
が
つ
く
ら
れ
る
｡
し
か
し
'

｢経
済

家
｣
は
､
経
済
に
明
る
い
人
､
さ
ら
に
節
約
の
上
手
な
人
､
の
意
に
用
い
ら
れ
､

｢経
済
人
｣
と

は
意
味
を
異
に
す
る
｡
ま
た
､

｢使
用
｣
は
使
う
こ
と
で
あ
る
が
'

｢使
用
者
｣

｢使
用
人
｣
の

語
に
な
る
と
､

一
方
は
使
う
人
､
他
方
は
使
わ
れ
る
人
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

明
治
期
に
は
今
日
よ
り

《
ひ
と
》
を
表
わ
す
字
音
接
尾
辞
が
多
く
､
し
か
も
か
な
ら
ず
L
も
固

定
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
が
し
だ
い
に

一
方
の
語
形
に
整
理
さ
れ

る
か
､
複
数
の
語
形
が
意
味
の
分
化
に
お
い
て
並
び
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡
し
か
し
､
こ
の
過
程
の
究
明
は
今
後
の
問
題
で
あ
る
｡

次
に
､
相
書
類

(形
容
動
詞
)
を
つ
く
る
字
音
接
尾
辞

｢的
｣
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
｡

｢的
｣
に
つ
い
て
の
調
査
､
研
究
は
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
お
り
'
そ
の
語
史
に
つ
い
て

も
明
ら
か
に
さ
れ
､
ほ
と
ん
ど
問
題
点
は
出
尽
く
し
て
い
る
感
さ
え
あ
る

互
｡

と
こ
ろ
で
､
少
し
前
の
こ
と
に
な
る
が
'

『
言
語
生
活
』
九
九
号

二

九
五
九
)
は
､

｢
明
治

初
期
の
言
語
生
活
｣
の
特
集
を
組
ん
で
い
る
｡
そ
の
な
か
で
見
坊
豪
紀
氏
は
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
座

談
会
で
､

｢的
｣
字
の
流
行
期
が
明
治
二
十
年
頃
で
､
そ
れ
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
宮
武

外
骨
氏
の
言
説
に
ふ
れ
､
さ
ら
に

｢的
｣
字
使
用
の
状
況

･
変
化
等
に
つ
い
て
要
領
よ
く
ま
と
め

て
お
ら
れ
る
｡

て
さ

宮
武
外
骨
氏
の
指
摘
と
い
う
の
は

『
明
治
奇
聞
』
互

第
五
篇
所
収
の

｢的
の
字
の
流
行
｣
と
い

う
記
事
で
あ
る
｡
こ
の
記
事
は
松
村
明
氏
も

｢明
治
以
後
の
日
本
語
｣

(.)で
引
用
し
て
お
ら
れ
る
｡

詳
し
く
は
こ
こ
で
は
省
略
に
し
た
が
う
が
､
要
は
､
明
治
二
十
二
年
十

一
月
に
美
濃
の
大
垣
で
発

行
さ
れ
た

『
花
の
友
』
と
い
う
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
記
事
の
な
か
で
､
活
版
所
の
主
人
の
談
と
し

て
､
こ
の
頃
の
文
章
に

｢的
｣
の
字
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
用
い
ら
れ
て
､
他
の
活
字
の
倍
の
量
を

用
意
し
て
も
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
宮
武
氏
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
｡

此
時
に
は
流
行
的
で
'
ム
ヤ
ミ
に

｢的
｣
の
字
を
用
ゐ
た
が
､
其
後
は
語
訳
の
際
､
何
々
式
､

何
々
調
'
何
々
上
な
ど
書
く
よ
り
は

｢的
｣
の
方
が
便
宜
で
あ
り
'
イ
ヤ
味
が
な
く
､
又
学
者

ら
し
い
と
さ
れ
て
､
流
行
的
に
使
用
さ
れ
る
事
に
成
っ
た
が
-
‥

(宮
武
外
骨
著
作
集
第
萱
巻

1

A
h
l



二
三
三
ペ
ー
ジ
)

た
だ
､
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て

｢大
槻
如
電
翁
は
'
如
何
な
文
章
に
も

一
切

『
的
』

字
を
使
は
な
い
事
に
し
て
居
る
｣
と
も
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
話
は
､
広
田
栄
太
郎
氏
の

『
近
代
訳

語
考
』

(
｢
『
的
』
と
い
う
語
の
発
生
｣
)
に
引
用
の
大
槻
の
言
と
符
合
す
る
の
で
確
か
な
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
｡

斯
く
申
す
拙
者

(筆
者
注
‥

大
槻
文
彦
)
も
､
三
十
年
来
､
随
分
､
文
章
と
い
ふ
も
の
を
沢
山
書

い
て
､
世
に
発
表
し
て
来
た
が
､
凡
そ
拙
者
が
春
い
た
文
章
中
に
は
､
的
の
字
を
用
ゐ
た
事
は
､

一
ケ
処
も
な
い
積
り
で
あ
る
､

(同
書
､
二
八
五
-
二
八
六
ペ
ー
ジ
)

｢的
｣
の
よ
う
に
'
当
代
人
の
情
報
や
印
象

･
意
識
の
記
録
に
恵
ま
れ
て
い
る
事
例
は
例
外
と

い
っ
て
よ
い
｡
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
言
語
の
外
部
資
料
と
文
献
内
部
に
み
ら
れ
る
実
際
の
使
用
状

況
の
デ
ー
タ
と
の
突
き
合
わ
せ
が
可
能
に
な
れ
ば
､
い
っ
そ
う
そ
の
語
の
実
相
が
明
確
に
な
る
こ

と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
で
､
正
宗
白
鳥
の

『
何
処

へ
』

(明
治
四
十

一
年
)
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡

あ

丁

か
つ
ら
だ

て
き

明
日
は
種
田
を
訪
ね
て

｢現
代
の
思
潮
｣
と
か
何
と
か
の
問
題
で
､
的
の
字
づ
く
め
の
歌
語

■-

を
筆
記
し
て
来
な
く
ち
や
な
ら
ん
｡

(三
)

こ
の
作
品
の
主
人
公
で
､
今
は
雑
誌
記
者
を
し
て
い
る
菅
沼
健
次
の
言
葉
で
あ
る
｡

｢種
田
｣

は
恩
師
種
田
博
士
を
さ
す
｡
こ
こ
に

｢的
の
字
づ
く
め
の
談
話
｣
と
あ
る
の
に
注
意
し
た
い
｡

｢的
｣
は
種
田
博
士
自
身
が
用
い
て
い
る

｢私
な
ど
も
進
ん
で
積
極
的
に
救
済
策
を
講
ぜ
ね
ば
な

へ
ん

る
ま
い
､
元
来
通
俗
的
の
片
々
た
る
議
論
を
世
間
に
発
表
す
る
こ
と
は
好
ま
し
か
ら
ん
の
で
-
｣

に
み
ら
れ
る
文
字
ど
お
り
の

｢的
｣
だ
け
で
な
く
､
こ
の
時
代
の
知
識
人
の
'
生
硬
な
翻
訳
調
の

語
尭

･
造
語
の
頻
用
を
も
ひ
ろ
く
さ
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

｢的
｣
の
外
部
資
料
の

一
つ
に
な
り
う
る
記
述
と
思
わ
れ
る
の
で

三
昌
し
て
み
た
｡

な
お
､
現
代
語
に
お
け
る

｢的
｣
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
｡

上
接
す
る
語
が
二
手
漢
語
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
'

｢感
情
｣

｢散
文
｣
､

｢家
庭
｣

｢建

設
｣
な
ど
中
立
的
な
意
味
を
も
つ
語
に

｢的
｣
が
付
く
と
､
マ
イ
ナ
ス
や
プ
ラ
ス
の
意
味
が
生
じ

て
く
る
よ
う
な
場
合
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢感
情
的
｣
は
､

一
つ
に
は
､
感
情
に
関
す
る
さ
ま
､

の
意
の
ほ
か
､
理
性
を
失
っ
て
感
情
を
む
き
だ
L
に
す
る
さ
ま
t
の
意
を
も
分
出
し
､
そ
し
て
文

脈
に
左
右
さ
れ
ず
､
後
者
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
こ
の
よ
う
な
後
者
の
意
味
を
マ
イ

ナ
ス
の
評
価
義
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

｢散
文
的
｣
も
同
じ
よ
う
な
方
向
を
た
ど
る
例
で
あ

ろ
う
｡
散
文
の
よ
う
な
形
式

･
趣
で
あ
る
さ
ま
､
の
意
の
ほ
か
に
､

選
挙
は
む
し
ろ
散
文
的
で
あ
る
｡
わ
が
国
の
よ
う
に
､
選
挙
の
と
き
の
ひ
ど
い
騒
音
が
な
け

I
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れ
ば
'
い
っ
そ
う
退
屈
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
選
挙
に
対
す
る
社
会
科
学
者
の
分
析
も
ま

た
､
数
字
を
並
べ
る
の
が
中
心
で
き
わ
め
て
散
文
的
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
散
文
的
な
行

為
に
よ
っ
て
､
政
治
が
正
し
く
運
営
さ
れ
る
国
に
住
む
も
の
は
幸
福
で
あ
る
｡

(小
林
直
樹
､

篠
原

一
､
柚
正
夫

『
選
挙
』
)

に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
使
用
が
普
通
で
あ
ろ
う
｡

一
方
､

｢家
庭
的
｣
は

｢家
庭
的
に
不
遇
で
あ
る
｣
の
よ
う
に
､
家
庭
に
関
す
る
さ
ま
､
の
意

の
い
わ
ゆ
る
中
立
的
な
意
味
の
ほ
か
に
､
家
庭
を
大
事
に
す
る
さ
ま
､
家
庭
に
い
る
よ
う
に
う
ち

と
け
て
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
が
で
き
る
さ
ま
､
の
意
が
生
じ
､
こ
の
語
の
場
合
は
プ
ラ
ス
の
評
価
義
で

用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

｢的
｣
が
付
い
た
語
形

(三
字
漢
語
)
が
す
べ
て
､
マ
イ
ナ
ス
か
プ
ラ
ス
の
評
価
義
を
に
な
う

わ
け
で
な
く
'
い
ず
れ
か
の
方
向

へ
行
く
か
は
文
脈
し
だ
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
｡
上
接
す
る
語

の
意
味
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
､
評
価
義
派
生
の
し
く
み
や
類
型
の
解
明
は
検
討
に
値
す

る
裸
題
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
､
摩
小
梅
氏
の
論
文

互
が
参
考
に
な
る
で
あ

ろ
う
｡
用
言
類

(動
詞
)
を
つ
く
る
字
音
接
尾
辞

｢視
｣
に
つ
い
て
は
'
明
治
期
に
お
い
て
は
今

日
よ
り
も
い
ろ
い
ろ
の
語
に
付
く
が
､
今
は
省
略
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
｡

2
今
日
で
は
二
幸
漢
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
も
の
が
明
治
期
に
あ

っ
て
は

一
般
に
三
字
漢
語

の
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
す
く
な
く
な
い
〈6
)
｡
筆
者
も
先
稿
(
7
)

で
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
､

｢同
志
｣
は

｢
同
志
者
｣
､

｢有
志
｣
は

｢有
志
者
｣

｢有
志
家
｣
の
下
略
で
あ
り
､

｢煉
瓦
｣
に
い
た
っ
て
は
二
字
に
縮
約
さ
れ
た
語
形
も
､
こ
の
ほ
か
に

｢
(煉
)
火
石
｣

｢煉

(化
)
石
｣

｢
(煉
)
瓦
石
｣
な
ど
複
数
が
み
と
め
ら
れ
る
｡

一
方
'
短
縮
さ
れ
る
の
と
は
逆
に
漢
字
が
加
え
ら
れ
て
語
形
が
伸
張
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
｡
今

日
で
は

｢自
家
用
車
｣
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
む
し
ろ

｢日
用
車
｣
が
用
い
ら
れ
た
｡

お

JN
ち
く
た
b
れ

く
ろ
か
J

締
麗
に
拭
込
ん
だ
黒
塗
の
自
用
事
ら
し
い
の
が

一
台
其
処
に
下
り
て
居
て
､
待
草
臥
た
黒
鴨

じ
た
て

け

こ
み

仕
立
の
車
夫
が
蹴
込
に
腰
を
掛
け
て
正
体
な
く
蘇
込
ん
で
ゐ
る
｡

(
二
葉
亭
四
迷
､
其
面
影

･
十
二

お

と

う

あ
ゝ
､
家
も
阿
父
さ
ん
の
生
き
て
な
さ
る
頃
は
斯
う
で
は
な
か
っ
た
､
下
女
は
始
終
三
人
は

Lち
く
ど

使
っ
た
'
自
用
事
も
あ
っ
た
､
車
夫
も
居
た
と
､
執
翰
く
昔
の
夢
を
語
っ
て

(同
､
二
十

二
)

自
用
事
で
､
此
酉
片
町
か
ら
御
所

へ
往
く
に
は
､
八
時
半
に
内
を
出
れ
ば
好
い
｡

(森

外
､

半
日
)

r
EB弼
‥



そ
の
他
､
正
宗
白
鳥
の

『
泥
人
形
』
､
寺
田
寅
彦
の

『
あ
ひ
る
と
猿
』
に
も
み
ら
れ
る
｡

人
力
車
だ
け
で
な
く
'
自
動
車
に
つ
い
て
も
､
業
務
用
以
外
の
車
を

｢日
用
車
｣
と
い
っ
て
い

～,l匂士-

た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
'
自
家
用
の
人
力
車
に
つ
い
て
は

｢自
用

件

｣
も
用
い
ら
れ
た

(夏
目

淑
石

『
道
草
』
九
七
)
｡
次
に
､

淑
石
の

『
野
分
』
に
､

い
ま
が
は
や
さ

今
川
焼
は

一
銭
に
三
つ
で
婆
さ
ん
の
自
製
に
か
ゝ
る
｡

(十
二
)

と
あ
る

｢自
製
｣
は
､
若
い
世
代
で
は
耳
遠
く
な
っ
て
､

｢自
家
製
｣
が
勢
力
を
得

つ
つ
あ
る
ら

し
い
｡

｢自
製
｣
の
側
か
ら
み
る
と
､

｢自
家
製
｣
は

一
字
添
え
て
つ
く
ら
れ
た
語
と
感
じ
ら
れ

る
｡
し
か
し
､

｢自
家
製
｣
は
'
あ
る
い
は
､
た
と
え
ば

『
当
世
書
生
気
質
』
に
､

倉

｢-
-
時
に
君
'
お
も
し
ろ
い
話
が
あ
る
か
ら
聞
給

へ
｡
｣
継

｢相
替
ら
ず
自
家
製
造
の

童
つ
b
ち

ノ
ロ
ウ
キ
ン
グ
だ
ら
う
｡
真
平
々
々
｡
｣

(七
回
)

と
あ
る

｢自
家
製
造
｣
の
下
略
短
縮
形
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
｡

3
最
後
に
､
漢
語
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
｡

｢料
理
｣
は
､

『
広
辞
苑
』
第
四
版
に
よ
る
と
'
ま
ず
､

は
か
り
お
さ
め
る
こ
と
｡
物
事
を
う
ま
く
処
理
す
る
こ
と
｡

の
意
味
を
示
し
､
次
に
'

食
物
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
'
ま
た
'
そ
の
こ
し
ら
え
た
も
の
｡
調
理
｡

の
意
味
を
掲
げ
る
｡
と
こ
ろ
が
､

『
大
辞
林
』
で
は
語
釈
の
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は

編
集
方
針
の

｢解
説
に
あ
た
っ
て
は
､
最
初
に
現
代
語
と
し
て
の

一
般
的
な
意
味

･
用
法
を
記
し
'

そ
の
あ
と
に
順
次
特
殊
な
意
味

･
用
法
'
古
語
の
意
味

･
用
法
を
記
し
た

(三
)
｣
こ
と
に
よ
る

も
の
で
'

『
広
辞
苑
』
の
編
集
態
度
が
'
多
分
､
原
義
か
ら
転
義

へ
､
の
順
と
い
う
こ
と
の
た
め

で
あ
ろ
う
｡

『
西
国
立
志
編
』
に
は

｢料
理
ス
｣
が
五
例
み
と
め
ら
れ
る
｡

‡ヽ

緊
要
ノ
事

二
於
テ
ハ
.
決
シ
テ
人
二
付
托
セ
ズ
シ
テ
.
必
ズ
自
ラ
コ
レ
ヲ
料
理
セ
リ
.

(十

三
編

･
四

二

四
例
に
は
左
ル
ビ
と
し
て
ト
リ
ア
ツ
カ
フ
と
あ
る
｡
明
治
初
期
に
お
い
て
は
'
調
理
す
る
'
意
よ

り
も
､
処
理
す
る
､
意
の
方
が
普
通
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
現
代
か
ら
す
る
と
多
少
の
と
ま
ど
い

を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
L
t
諸
辞
書
に
み
ら
れ
る
用
例

｢国
政
を
料
理
す
る
｣

｢敵
を
料
理
す
る
｣

な
ど
は
､
む
し
ろ
ク
ッ
キ
ン
グ

(c
g
k
iコ
g
)
の
方
か
ら
の
転
義
と
み
な
す
の
は
自
然
か
も
し
れ
な

い
｡
ま
た
､

-

∽

O
-



苛
モ
勢
力
ア
レ
バ
.
吾
ガ
意
見
好
尚
ヲ
以
テ
.
他
人
意
見
好
尚
ノ
規
則
ト
セ
ン
ト
欲
ス
ル
事

ナ
レ
バ
.
コ
ノ
弊
害
ヲ
陛
防
セ
ン
ガ
為

ニ
.
人
民
自
由
ノ
道
理
ヲ
講
明
セ
ザ
ル
べ
カ
ラ
ズ
.

(
『
自
由
之
理
』

一
･
24
オ
)

に
み
ら
れ
る

｢隈

(堤
)
防
ス
｣
は
防
止
す
る
､
意
で
あ
る
が
､
今
日
で
は
動
詞
と
し
て
用
い
る

こ
と
を
し
な
い

(
こ
の
語
に
つ
い
て
も

『
広
辞
苑
』
と

『
大
辞
林
』
の
語
釈
は
順
序
が
逆
)
｡

こ
の
よ
う
な
漢
語
の
事
例
は
他
に
も
多
く
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
'
二
語
だ
け
で
も
明
治
初
期

と
現
在
と
の
へ
だ
た
.り
を
感
じ
さ
せ
る
｡
こ
れ
ら
の
追
究
は

一
語

一
語
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
'
や
っ
か
い
で
は
あ
る
が
､
な
お
ざ
り
に
す
べ
き
問
題
で
は
な
い
｡

注(
1
)
野
村
雅
昭

｢
同
字
異
音
-
字
音
形
態
素
の
造
語
機
能
の
観
点
か
ら
-
｣

(
『
中
田
祝
夫
博

士
功
耕
記
念
国
語
学
論
集
』
)

(
2
)
野
村
雅
昭

｢
近
代
日
本
語
と
字
音
接
辞
の
造
語
力
｣

(
『
文
学
』
四
九
巻

一
〇
号
)

(
3
)
宮
武
外
骨
著
作
集

第
壱
巻
に
所
収

(河
出
書
房
新
社
)

(
4
)

『
講
座
現
代
国
語
学
』
第
三
巻
｡
の
ち

『
近
代
の
国
語
-
江
戸
か
ら
現
代

へ
』

(桜
楓

社
)
に
所
収
｡

(
5
)

｢
『
I
的
』
語
形
の
評
価
義
試
論
｣

(
『
専
修
国
文
』
五
八
号
)

(
6
)
鈴
木
英
夫

｢
明
治
期
の
こ
と
ば
｣

(
『
図
書
』

一
九
八
四
年

一
月
号
)

(
7
)

｢
明
治
期
漢
語
の
品
詞
性
と
語
形
に
つ
い
て
の

一
考
察
｣

(
『
東
京
大
学
国
語
研
究
室
創
設

百
周
年
記
念
国
語
研
究
論
集
』
)

(す
ず
き

た
ん
じ
ろ
う

･
専
修
大
学
文
学
部
教
授
)

I
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