
「
い
な
か
た
ち
」
考

―
―
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
難
語
の
解
釈
―
―

櫻

井

靖

久

は
じ
め
に

『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
と
い
う
短
編
の
物
語
は
、
内

容
が
そ
の
当
時
に
お
い
て
も
奇
妙
で
風
変
わ
り
で
あ
る
の
で
、
そ
の
内
容
は

物
語
の
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
物
語
の
中
で
、
作
品
の

主
題
に
沿
い
な
が
ら
、
現
在
で
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
言
葉
が
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
主
人
公
の
姫
君
の
考
え
を
述
べ
た
部
分
で
も
あ
る
。
原
文
を
引

こ
う
。

童
べ
の
名
は
、
例
の
や
う
な
る
は
わ
び
し
く
て
、
虫
の
名
を
な
む
、

付
け
た
ま
ひ
け
る
。

け

ら

い
な
ご

螻
蛄
男
、
ひ
く
さ
麿
、
い
な
か
だ
ち
、
蝗
麿
、
雨
彦
な
ん
、
名
と
付

け
て
召
し
使
ひ
た
ま
ひ
け（
１
）る。

つ
ま
り
、
召
使
い
の
男
童
た
ち
に
、
虫
の
名
前
を
付
け
て
呼
ん
で
い
る
中

の
一
つ
に
「
い
な
か
だ
ち
（
い
な
か
た
ち
）」
が
あ
り
、
何
の
虫
で
、
ど
の

よ
う
な
形
に
名
付
け
た
か
、
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
山
岸
徳
平
は
「
諸
本
は
す
べ
て
『
い
な
か
だ
ち
』

と
あ（
２
）る」
と
い
い
、
藤
森
明
夫
・
佐
伯
梅
友
は
「（『
い
な
か
だ
ち
』
は
）
諸

本
に
こ
う
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
わ
か
ら
な（
３
）い」
と
い
う
。
更
に
山
岸
は
、
源

氏
物
語
の
夢
の
浮
橋
巻
の
諸
本
の
異
同
の
例
を
あ
げ
て
、「
い
な
か
だ
ち
」

は
粗
雑
な
書
写
と
連
続
書
写
に
よ
る
書
き
誤
り
、
見
誤
り
の
結
果
の
誤
写
で

あ
り
、
本
文
を
「
因
っ
て
今
は
『
か
な
か
ゞ
ち
』
と
、
改
め
正
し（
４
）た」
と
す

る
。私

自
身
に
こ
の
誤
写
説
の
当
否
を
判
断
す
る
根
拠
と
能
力
を
持
っ
て
は
い

な
い
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
そ
の
結
果
出
て
き
た
結
論
の
「
か
な
か
が
ち
」

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
、「
か
な
か
が
ち
」
説
は
成
り
立
つ
か

本
文
誤
写
説
の
「
か
な
か
が
ち
」
を
と
り
あ
げ
る
と
、本
文
は
こ
う
な
る
。

今
、
虫
の
名
を
カ
タ
カ
ナ
に
、
語
尾
を
漢
字
で
書
き
改
め
る
。

「
ケ
ラ
男
、
ヒ
ク
サ
麿
、
カ
ナ
カ
ガ
チ
、
イ
ナ
ゴ
麿
、
ア
マ
彦
な
ん
、
名

あ
ま
び
こ

と
つ
け
て
召
し
使
ひ
た
ま
ひ
け
る
」
と
な
る
。
雨
彦
は
、
雨
彦
そ
の
も
の
で

一
語
で
あ
る
が
、
今
は
措
く
。
五
人
の
男
童
に
対
し
、
五
つ
の
名
前
、
そ
し
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お

ま
ろ

ひ
こ

て
四
人
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
、
接
尾
語
に
男
を
表
す
「
男
、
麿
、
彦
」
が

付
い
て
い
る
。
そ
の
中
に
お
い
て
「
カ
ナ
カ
ガ
チ
」
は
異
質
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
山
岸
は
説
明
す
る
。

か
な
か
が
ち

「
か
な
へ
び
」
の
こ
と
。「
か
が
ち
」
は
「
か
ゞ
し
」

と
も
言
ひ
、「
へ
び
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
い
名
な
の
で
、「
ま
ろ
」
と

も
「
を
」
と
も
付
け
な
い
。（
中
略
）「
か
な
へ
び
」
に
昆
虫
を
食
わ
せ

て
飼
育
す
る
者
も
あ
っ
た
ら
し（
５
）い。

「
か
な
へ
び
」
に
つ
い
て
は
、
地
方
の
方
言
例
を
あ
げ
、
図
を
掲
げ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
接
尾
辞
を
つ
け
な
い
理
由
と
し
て
は
、「
長
い
名
」
で
あ
る

と
い
う
の
み
で
簡
単
に
す
ま
せ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
他
の
虫
に

関
す
る
語
な
ら
と
も
か
く
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
言
葉
の
み
、
接
尾
辞
が
欠

け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、
接
尾
辞
を
つ
け
て
い
る
語
群
と
つ
け
て
い
な
い

語
群
で
は
「
こ
と
ば
の
位
相
」
が
違
っ
て
く
る
と
考
え
る
。

他
の
作
品
の
例
を
あ
げ
る
。
ま
ず
、『
徒
然
草
』
の
第
一
一
四
段
を
見
る
。

こ
の
高
名
の
さ
い
王
丸
は
、
太
秦
殿
の
男
料
の
御
牛
飼
ぞ
か
し
。
こ
の

太
秦
殿
に
侍
り
け
る
女
房
の
名
ど
も
、
一
人
は
ひ
ざ
さ
ち
、
一
人
は
こ

と
づ
ち
、
一
人
は
は
ふ
ば
ら
、
一
人
は
お
と
う
し
と
つ
け
ら
れ
け
り
。

ひ
ざ
さ
ち

こ
と

こ
の
場
合
、
太
秦
殿
は
養
牛
の
家
柄
な
の
で
、
女
房
名
を
「
膝
幸
」「
�

づ
ち

ほ
う
ば
ら

お
と
う
し

槌
」「
抱
腹
」「
乙
牛（
６
）」と
牛
の
種
類
や
部
位
等
の
牛
の
縁
語
で
ま
と
め
て
い

る
。

は
ち
か
い

お
と
ど

次
に
『
今
鏡
』
の
「
二
一
〇
蜂
飼
の
大
臣
宗
輔
」
を
あ
げ
る
。

あ
し
た
か

蜂
と
い
ひ
て
人
さ
す
虫
を
な
む
好
み
飼
ひ
給
ひ
け
る
。（
中
略
）
足
高
、

つ
の
み
じ
か

は
ね
ま
だ
ら

角
短
、
羽
斑
な
ん
ど
い
ふ
名
つ
け
て
呼
ば
れ
け
れ（
７
）ば（
以
下
略
）

と
あ
り
、
同
じ
話
を
『
十
訓
抄
』
で
こ
の
よ
う
に
あ
げ
て
い
る
。

京
極
太
政
大
臣
宗
輔
公
は
、
蜂
を
い
く
ら
と
も
な
く
飼
ひ
給
ひ
て
、「
な

に
丸
」「
か
丸
」
と
名
を
付
け
て
、
呼
び
給
ひ
け
れ
ば
、
召
し
に
し
た

な
に
が
し

が
ひ
て
、
恪
勤
者
な
ど
を
勘
当
し
給
ひ
け
る
に
は
、「
な
に
丸
、
某
刺

こ

し
て
来
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
に
ぞ
振
舞
ひ
け（
８
）る。

『
徒
然
草
』
の
女
房
名
、
宗
輔
の
『
今
鏡
』
に
見
る
蜂
の
名
、『
十
訓
抄
』

の
用
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
中
で
き
ち
ん
と
型
と
し
て
整
い
、
意
外
性

も
な
く
乱
調
で
も
な
く
納
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
改
め
て
、姫
君
の
名
付
け
た
五
人
の
男
童
の
名
を
並
べ
て
み
る
と
、

「
か
な
か
が
ち
」
の
み
落
着
き
が
悪
く
、
突
出
し
て
い
る
。
虫
の
名
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
童
名
、
も
っ
と
言
え
ば
人
間
の
名
ら
し
く
な
い
。

長
い
名
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
縮
め
て
も
通
用
す
る
「
か
が
ち
麿
」
と
か

「
か
が
ち
彦
」
と
略
し
て
接
尾
辞
を
つ
け
た
方
が
、
男
童
の
名
称
と
し
て
、

他
の
四
人
の
中
に
き
ち
ん
と
納
ま
る
。
私
は
誤
写
説
の
結
果
と
し
て
出
た

「
か
な
か
が
ち
」
と
い
う
説
は
、
姫
君
の
男
童
の
名
称
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く

な
い
と
判
断
す
る
。

ま
た
、『
医
心
方
』
の
「
蜻
蛉
」
に
「
カ
タ
チ
」
と
訓
釈
が
あ
る
の
で
、「
い

な
か
た
ち
」
を
「
稲
蜻
蛉
」
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
「
か
な
か

が
ち
」
と
同
様
の
理
由
で
と
ら
な
い
。
他
の
四
人
の
男
童
の
名
称
に
比
べ
て

異
質
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、「
い
な
か
た
ち
」
と
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
り
、
意
味
を

持
つ
も
の
な
の
か
、
章
を
改
め
て
考
え
て
み
る
。
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二
、「
い
な
か
た
ち
」
の
考
え
方

ま
ず
最
初
に
問
題
と
す
る
語
句
を
「
い
な
か
た
ち
」
の
標
記
と
す
る
こ
と

に
す
る
。
前
掲
の
山
岸
の
「
諸
本
は
す
べ
て
『
い
な
か
だ
ち
』
と
あ
る
」
に

従
う
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
「
い
な
か
た
ち
」
あ
る
い
は
「
い
な
か
だ
ち
」
の

語
句
を
問
題
に
す
る
。

次
に
他
の
四
つ
の
言
葉
に
な
ら
い
、
男
童
に
ふ
さ
わ
し
く
「
男
」
も
し
く

は
「
人
」
を
あ
ら
わ
す
接
尾
辞
を
も
つ
こ
と
を
考
慮
す
る
。「
男
、
麿
、
彦
」

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、「
男
」
と
限
定
さ
れ
た
の
は
た
ま
た
ま
の
傾

向
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。例
え
ば
「
麿
」
に
つ
い
て
は
『
岩
波
古
語
辞
典
』

で
は
、奈

良
時
代
に
は
多
く
男
子
の
名
に
用
い
た
語
。
平
安
時
代
に
は
広
く
男

女
に
わ
た
っ
て
自
称
の
語
と
し
て
使
わ
れ
、
親
愛
の
情
の
こ
め
ら
れ
た

表
現
で
あ
っ
た
。
室
町
時
代
、
転
じ
て
マ
ル
と
な
り
、
接
尾
語
と
な
っ

た

と
あ
る
。
現
代
の
女
性
名
の
接
尾
辞
で
あ
る
「
子
」
に
つ
い
て
も
、
同
辞
典

で
「
小
野
妹
子
」
の
例
を
あ
げ
て
、

愛
称
の
気
持
で
人
名
の
末
に
つ
け
る
。
平
安
朝
以
後
は
貴
人
の
女
に
多

く
使
う

と
説
明
す
る
。

こ
こ
で
求
め
る
の
は
、「
人
」
に
対
す
る
接
尾
辞
で
、
少
な
く
と
も
「
男

童
」
に
つ
い
て
お
か
し
く
な
い
も
の
と
す
る
。

次
に
「
虫
の
名
前
」
で
あ
る
。「
け
ら
」「
ひ
く
さ
（
ひ
き
・
ひ
き
が
え
る
）」

「
い
な
ご
」「
あ
ま
び
こ
（
や
す
で
）」
は
、
当
時
の
日
常
生
活
で
見
聞
さ
れ

使
わ
れ
て
い
た
虫
の
呼
び
名
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
「
い
な
か

た
ち
」
に
し
て
も
、
他
の
四
つ
の
虫
の
名
前
に
し
て
も
同
じ
次
元
で
理
解
さ

れ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
正
確
な
形
で
言
え
ば
、『
堤
中
納
言
物

語
』
の
作
者
も
理
解
し
、
作
中
の
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
も
理
解
し
、
そ
し
て

こ
の
作
品
を
読
む
同
時
代
の
読
者
に
も
周
知
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。そ

う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
虫
類
（
も
ち
ろ
ん
現
代
の
生
物
学
の
分
類
と
は

違
う
）
の
知
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
広
が
り
、
ど
の
よ

う
に
ま
と
ま
っ
た
知
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
『
和
名
類
聚（
９
）抄』

の
世
界
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
中
に
は
、
四
つ
の
虫
に
加
え
て
「
や
ま
か

か
ち
」
と
い
う
「
蛇
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、「
い
な
か
た
ち
」

も
こ
の
「
虫
（
蟲
豸
）
部
」
の
部
立
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
を
出
な

い
と
考
え
る
。

例
え
ば
、
こ
の
『
和
名
類
従
抄
』
の
世
界
で
は
、「
鳥
（
羽
族
）」
は
「
虫

部
」
と
は
別
の
部
立
に
な
っ
て
い
る
。
極
端
な
比
較
の
例
と
し
て
「
鳳
蝶

（
ア
ゲ
ハ
チ
ョ
ウ
）」
は
虫
の
部
で
、「
鳳
凰
」
は
鳥
の
部
で
あ
る
。
直
接
に

「
い
な
か
た
ち
」
と
い
う
表
現
の
呼
び
名
に
対
応
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
実
体
を
さ
し
示
す
も
の
は
、
こ
の
中
に
あ
る
と
私
は
考

え
て
い
る
。

三
、
接
尾
辞
か
ら
考
え
る

「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
男
童
名
で
あ
る
「
い
な
か
た
ち
」
と
い
う
語
句

は
、
少
な
く
と
も
前
半
と
後
半
の
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

三
つ
以
上
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
ま
ず
二
つ
を
考
え
る
。
即
ち
「
前
半
（
虫
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プ
ラ
ス

の
名
前
）
＋
後
半
（
男
あ
る
い
は
人
の
接
尾
辞
）」
で
あ
る
。

語
構
成
と
し
て
は
「
い
―
な
か
た
ち
」「
い
な
―
か
た
ち
」「
い
な
か
―
た

ち
」「
い
な
か
た
―
ち
」
の
四
種
類
と
な
る
。
可
能
性
と
し
て
は
、
同
音
の

続
く
こ
と
に
よ
り
一
方
が
脱
落
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、「
い
な
―
な
か
た

ち
」「
い
な
か
―
か
た
ち
」「
い
な
か
た
―
た
ち
」
も
考
慮
し
て
お
く
。

前
半
の
構
成
部
分
に
あ
た
る
虫
の
名
前
の
同
定
が
本
筋
で
あ
る
の
で
、
脇

を
固
め
る
意
味
で
、接
頭
語
と
接
尾
語
の
用
例
の
可
能
性
を
最
初
に
考
え
る
。

ま
ず
「
い
―
な
か
た
ち
」
と
「
い
な
か
た
―
ち
」
で
あ
る
。
結
果
と
し
て

は
残
念
な
が
ら
、「
い
」
が
「
虫
類
を
意
味
す
る
語
句
、
接
頭
辞
」
と
「
ち
」

が
「
男
あ
る
い
は
人
を
意
味
す
る
接
尾
辞
」
に
つ
い
て
は
、
各
種
辞
典
で
は

検
索
出
来
な
か
っ
た
。
一
般
的
な
語
構
成
に
お
い
て
も
、
五
文
字
の
場
合
に

「
一
―
四
」「
四
―
一
」
の
組
み
合
わ
せ
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

残
る
接
尾
辞
の
可
能
性
は
、「
―
―
か
た
ち
」
と
「
―
―
た
ち
」
で
あ
る
。

ま
ず
「
か
た
ち
」
に
つ
い
て
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
漢
字

を
「
形
・
容
」
と
し
「
物
体
が
平
面
ま
た
は
空
間
に
占
め
ら
れ
て
い
る
有
様
」

と
い
う
こ
と
で
、こ
の
場
合
の
意
味
を
考
え
る
と
、「
人
の
容
貌
や
姿
態
」「
美

し
い
顔
だ
ち
」
と
な
る
。
特
に
接
尾
語
的
な
意
味
は
な
い
し
、
男
や
人
を
表

わ
す
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
先
に
あ
げ
た
「
昆
虫
『
と
ん
ぼ
（
蜻
蛉
）』

の
異
名
も
、
別
の
項
目
と
し
て
揚
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
比
較
の
た
め

に
例
を
上
げ
る
の
み
と
し
、
結
論
を
保
留
す
る
。

次
に
「
た
ち
」
を
見
る
。
同
辞
典
に
は
「
達
・
等
」
の
漢
字
に
接
尾
語
と

し
て
説
明
す
る
。

①
人
を
表
す
名
詞
・
代
名
詞
に
付
い
て
、
複
数
を
表
わ
す
。
ま
た
、
そ

の
す
べ
て
の
も
の
を
含
む
意
も
表
わ
す
。
上
代
で
は
、
神
・
天
皇
・
高

貴
な
人
に
限
ら
れ
た
が
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
範
囲
が
拡
大
し
、

丁
寧
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ど
も
」「
ら
」
に

比
べ
て
敬
意
が
強
い
。
②
複
数
の
意
が
薄
れ
、
軽
い
敬
意
を
表
わ
す
。

③
（「
だ
ち
」
と
も
）
敬
意
を
失
っ
て
、
目
下
の
者
、
一
人
称
の
代
名

詞
、
ま
た
擬
人
化
し
て
動
物
な
ど
に
も
用
い
る
。

今
、「
い
な
か
た
ち
」
の
「
―
―
た
ち
」
と
し
て
必
要
と
す
る
説
明
を
、『
日

本
国
語
大
辞
典
』
の
「
た
ち
」
の
説
明
の
中
に
全
て
含
ま
れ
て
い
る
、
と
考

え
る
。
つ
ま
り
、「
接
尾
語
」
で
あ
り
、「
人
（
こ
の
場
合
に
は
虫
）
を
表
わ

す
名
詞
・
代
名
詞
に
付
い
て
」「
高
貴
な
人
に
限
ら
れ
た
が
、
時
代
が
下
が

る
に
つ
れ
て
」「
敬
意
を
失
っ
て
目
下
の
者
」
に
用
い
る
、「
だ
ち
」
と
も
、

と
あ
る
。「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
使
う
男
童
の
説
明
と
し
て
必
要
に
し
て
十

分
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
る
。

四
、「
い
な
か
（
い
な
か
た
）」
と
い
う
虫
は
何
か

「
い
な
か
た
ち
」
の
語
の
前
半
に
あ
た
る
虫
の
名
前
は
何
か
。「
た
ち
」

を
「
達
」
と
い
う
接
尾
語
と
す
る
な
ら
ば
、残
っ
た
語
の
成
文
は
「
い
な
か
」

と
可
能
性
と
し
て
の
「
い
な
か
た
」
で
あ
る
。「
い
な
か
」
は
「
ゐ
な
か
（
田

舎
）」
で
は
な
い
。
恐
ら
く
「
い
な＝

い
ね＝

稲
」
系
の
言
葉
で
あ
る
。「
虫

め
づ
る
姫
君
」
の
「
い
な
か
た
ち
」
は
類
例
の
な
い
孤
語
で
あ
る
。
し
か
し

「
い
な
か
た
」
と
い
う
語
に
な
る
と
、
複
数
例
あ
り
、
歌
に
も
詠
ま
れ
て
い

る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
い
な
か
た
」
の
語
を
引
く
。

い
な
か
た
〔
名
〕
語
義
未
詳
。
＊
小
町
集
「
秋
の
田
の
仮
庵
に
き
ゐ
る

い
な
か
た
の
否
と
も
人
に
い
は
ま
し
物
を
」
＊
経
信
集
「
霧
は
る
る
か

ど
田
の
上
の
い
な
か
た
の
あ
ら
は
れ
わ
た
る
秋
の
夕
ぐ
れ
」（
補
注
）

鳥
か
虫
の
名
で
あ
ろ
う
と
い
う
が
不
明
。
一
説
に
稲
田
の
中
に
害
虫
な

― 166 ―



ど
を
防
ぐ
た
め
に
立
て
る
稲
旗
（
い
な
は
た
）
と
も
、
田
の
中
に
木
を

渡
し
て
稲
を
干
す
稲
機
（
い
な
は
た
）
と
も
い
う
。

例
歌
に
あ
る
如
く
、
季
節
は
「
秋
」、
場
所
は
「
田＝

稔
る
稲
」、「
き
ゐ

る
・
あ
ら
は
れ
わ
た
る
」
は
「
飛
ん
で
く
る
虫
」
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
農

業
経
験
者
や
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
な
ら
ば
、
そ
し
て
「
い
な
か
た
」
と
い
う
言

葉
か
ら
、
虫
の
名
を
同
定
す
る
な
ら
ば
、「
稲
」
と
い
う
言
葉
を
頭
に
持
つ

い
な
ご

「
稲
子
」
以
外
に
は
な
い
。
何
故
、
鳥
（
雀
か
）
や
稲
旗
や
稲
機
な
の
か
、

素
直
な
発
想
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
「
稲
子
」
の
異
名
を
求
め
て
み
る
と
、『
標
準
語
引
き
日
本
方
言

辞（
１０
）典』（
小
学
館
）
の
「
稲
子
」
の
項
目
に
、
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
の
方
言

例
と
し
て
「
い
な
か
た
い
な
か
た
・
い
な
か
た
か（

１１
）た」
と
あ
る
。
次
い
で
、

同
社
の
『
日
本
方
言
大
辞
典
上
巻
（
全
三
巻
）』
に
「
い
な
か
た
い
な
か
た

／
い
な
か
た
か
た
」
が
項
目
例
と
し
て
載
せ
「
�
い
な
た
ご
（
稲
田
子
）」

と
し
て
あ
り
、「
い
な
た
ご
（
稲
田
子
）
虫
、
い
な
ご
（
稲
子
）」
の
項
目
に

は
、「（
い
な
か
た
い
な
か
た
・
い
な
か
た
か
た
）
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
六
九

（
１２
）〇」
と
し
て
載
せ
て
あ
る
。
ち
な
み
に
『
現
代
日
本
語
方
言
大
辞
典
』（
明

治
書
院
）
の
「
い
な
ご
（
蝗
）」
の
項
目
に
は
「
い
な
か
た
」
系
の
語
例
は

記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
「
い
な
か
た
」
が
「
稲
の
虫
」
で
あ
り
、

小
町
・
経
信
の
歌
に
関
し
て
は
、「
稲
子
（
と
呼
ぶ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類

す
る
虫
）」
と
し
て
、
歌
の
解
釈
に
資
し
て
、
不
明
の
部
分
を
解
釈
す
る
に

は
役
立
て
た
こ
と
に
な
る
。

五
、「
い
な
か
た
ち
」
の
結
論

「
い
な
か
た
」
と
い
う
「
稲
子
」
を
意
味
す
る
語
句
と
「
達
（
た
ち
）」

と
い
う
「
人
」
を
示
す
接
尾
辞
が
一
体
化
し
て
「
い
な
か
た
―
た
ち
」
と
な

る
。
結
果
と
し
て
は
、
単
純
で
平
凡
な
語
句
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、「
い
な

ご
ま
ろ
」
に
比
べ
て
、「
い
な
か
た
た
ち
」
の
六
語
は
い
か
に
も
長
く
舌
に

も
つ
れ
る
感
が
あ
る
。「
い
な
か
た
」
と
「
い
な
ご
」、「
た
ち
」
と
「
ま
ろ
」

が
比
較
さ
れ
、「
い
な
か
た
ち
」
と
い
う
語
に
収
束
し
て
ゆ
く
と
い
う
想
定

は
無
理
で
は
な
い
と
考
え
る
。

そ
し
て
改
め
て
、「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
男
童
と
し
て
の
呼
び
名
は
「
ケ

ラ
男
、
ヒ
ク
サ
麿
、
イ
ナ
カ
達
、
イ
ナ
ゴ
麿
、
雨
彦
」
と
な
る
。
結
果
と
し

て
「
稲
子
」
が
二
回
名
前
を
変
え
て
出
て
き
て
い
る
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
同

じ
虫
で
あ
る
か
ら
、
呼
名
が
違
う
け
れ
ど
も
連
続
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
一
方
で
は
、
虫
の
名
前
は
数
限
り
な
く
あ
る
の
に
、
よ
り
に
よ
っ
て

同
じ
名
前
に
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
も
生
ま
れ
て
く
る
。

六
、「
い
な
ご
」
と
「
い
な
ご
ま
ろ
」
と

様
々
の
注
釈
を
見
る
と
、「
い
な
か
た
ち
」
は
「
か
な
か
が
ち
」
と
す
る

説
と
「
不
詳
」
と
す
る
説
と
あ
り
、
私
の
見
解
は
述
べ
た
。
不
思
議
な
の
は

「
い
な
ご
麿
」
の
注
で
あ
り
、
三
説
に
分
か
れ
る
。
山
岸
氏
以
下
の
「
シ
ョ

ウ
リ
ョ
ウ
バ
ッ
タ
」
説
と
「
イ
ナ
ゴ
」
説
と
「
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
バ
ッ
タ
・
イ

ナ
ゴ
」
併
記
説
で
あ
る
。
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「
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
バ
ッ
タ
」
説

山
岸
徳（

１３
）平・
松
尾（

１４
）聰・
三
谷
栄（

１５
）一・
塚
原
鉄（

１６
）雄・
稲
賀
敬（

１７
）二

「
イ
ナ
ゴ
」
説

池
田
利（

１８
）夫・
大
槻（

１９
）修

「
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
バ
ッ
タ
・
イ
ナ
ゴ
」
併
記
説

三
角
洋（

２０
）一

何
故
に
難
語
と
も
思
わ
れ
な
い
「
い
な
ご
麿
」
に
、
見
解
が
分
か
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
全
て
の
注
は
「
い
な
か
た
ち
」

を
「
か
な
か
が
ち
」
と
す
る
か
、「
不
詳
」
と
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

「
い
な
ご
麿
」
の
「
い
な
ご
」
は
現
代
の
「
稲
子
」
を
さ
し
て
い
な
い
、
あ

る
い
は
、
さ
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
、「
イ
ナ
ゴ
説
」
を
除
い
て
は
。

本
論
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、「
稲
子
」
と
い
う
虫
は
わ
か
っ
た
。
そ
れ
な

ら
ば
、
現
在
の
「
稲
子
」
と
い
う
種
名
と
「
い
な
ご
麿
」
の
関
係
は
ど
う
な

る
の
か
。
そ
の
ま
ま
重
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
違
う
種
類
な
の
か
、
説
明
せ

よ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
和
名
類
聚（

２１
）抄』
に
は
「
螽
�

い
ね
つ
き
こ
ま
ろ
」「
�
�

い
な
こ

ま
ろ
」「
�
蟀

は
た
は
た
（
ば
っ
た
）」
の
三
種
を
あ
げ
て
い
る
。『
日
本

国
語
大
辞
典
』
の
「
い
な
ご
ま
ろ
（
稲
子
麿
）」
の
項
に
は
、「（「
稲
子
」
を

擬
人
化
し
て
い
っ
た
語
）
イ
ナ
ゴ
、
バ
ッ
タ
類
の
古
称
。
特
に
イ
ナ
ゴ
を
い

う
場
合
が
多
い
」
と
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
新
井
白
石
の
「
東（

２２
）雅」
に
は
、

ネ

古
に
イ
子
ツ
キ
コ
マ
ロ
と
い
ひ
し
も
の
は
。
即
今
い
ふ
所
の
イ
ナ
ゴ
と

い
ふ
是
也
。
古
に
イ
ナ
ゴ
マ
ロ
と
い
ひ
し
も
の
は
。
即
今
い
ふ
シ
ョ
ウ

リ
ョ
ウ
ム
シ
と
い
ふ
是
也
。
古
に
ハ
タ
�
�
と
い
ひ
し
も
の
は
。
今
も

ま
た
ハ
タ
�
�
と
い
ふ
也
。

更
に
『
物
類
称（

２３
）呼』
に
も

又
古
い
ね
つ
き
こ
ま
ろ
と
い
ひ
し
は
今
云
い
な
ご
也

ま
た
古
い
な
こ

ま
ろ
と
い
ひ
し
は
今
云
は
た
は
た
也

近
世
の
考
証
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、「
い
ね
つ
き
こ
ま
ろ
」
が
「
稲
子
」

し
よ
う
り
よ

で
あ
り
、「
い
な
こ
ま
ろ
」
は
「
精
霊
バ
ッ
タ
（
俗
に
キ
チ
キ
チ
バ
ッ
タ
）

で
あ
る
と
い
う
。

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
男
童
の
呼
び
名
は
「
ケ

ラ
男
、
ヒ
ク
サ
麿
、
イ
ナ
ゴ
達
、
バ
ッ
タ
麿
、
雨
彦
」
と
呼
ば
れ
た
可
能
性

も
出
て
く
る
。

そ
こ
で
新
た
な
見
解
と
し
て
、「
イ
ナ
カ
達
（
稲
子
達
）、
稲
子
麿
（
バ
ッ

タ
麿
）」
と
い
う
説
を
、
私
の
結
論
と
す
る
。

注

（
１
）
塚
原
鉄
雄
校
注
『
堤
中
納
言
物
語
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
昭
五
八

新
潮
社
）

（
２
）
山
岸
徳
平
『
堤
中
納
言
物
語
全
註
解
』（
昭
和
三
七

有
精
堂
）

（
３
）
藤
森
朋
夫
・
佐
伯
梅
友
『
堤
中
納
言
物
語
新
釈
』（
昭
和
三
一

明

治
書
院
）

（
４
）
注
２

三
一
五
頁

（
５
）
注
２

三
一
三
〜
三
一
五
頁

（
６
）
今
泉
忠
義
訳
註
『
徒
然
草
』
角
川
文
庫
（
平
成
九

角
川
書
店
）

（
７
）
竹
鼻
績
訳
注
『
今
鏡
（
中
）』
講
談
社
学
術
文
庫
（
一
九
八
四
年

講
談
社
）

（
８
）
浅
見
和
彦
校
注
『
十
訓
抄
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
一
九
九
七
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年

小
学
館
）

（
９
）
中
田
祝
夫
編
『
倭
名
類
聚
抄
』
勉
誠
社
文
庫
二
三
（
昭
和
五
三

勉

誠
社
）

（
１０
）
佐
藤
亮
一
監
修
『
標
準
語
引
き

日
本
方
言
辞
典
』（
二
〇
〇
四
年

小
学
館
）

（
１１
）
注
１０

一
五
七
頁

（
１２
）
『
日
本
方
言
大
辞
典
（
全
三
巻
揃
）

上
巻
』
編
著
小
学
館
国
語
辞

典
編
集
部

一
九
八
九
年

小
学
館

二
〇
四
頁

（
１３
）
注
１
お
よ
び
『
堤
中
納
言
物
語
』
角
川
文
庫
（
昭
和
三
八

角
川
書

店
）

（
１４
）
松
尾
聰
・
寺
本
直
彦
『
落
窪
物
語

堤
中
納
言
物
語
』
岩
波
日
本
古

典
文
学
大
系
１３
（
昭
和
三
二

岩
波
書
店
）

（
１５
）
三
谷
栄
一
・
今
井
源
衛
『
堤
中
納
言
物
語

と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

鑑
賞
日
本
古
典
文
学
１２
（
昭
五
一

角
川
書
店
）

（
１６
）
注
１

（
１７
）
稲
賀
敬
二
校
注
『
落
窪
物
語

堤
中
納
言
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
１７
（
二
〇
〇
〇
年

小
学
館
）

（
１８
）
池
田
利
夫
『
現
代
語
訳
対
照

堤
中
納
言
物
語
』
旺
文
社
文
庫
（
一

九
七
九
年

旺
文
社
）

（
１９
）
大
槻
修
校
注
『
堤
中
納
言
物
語

と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
岩
波
新
日

本
文
学
大
系
２６
（
一
九
九
五
年

岩
波
書
店
）

（
２０
）
三
角
洋
一
『
堤
中
納
言
物
語
』
講
談
社
学
術
文
庫
（
一
九
八
一
年

講
談
社
）

（
２１
）
注
９

二
二
二
頁

（
２２
）
市
島
謙
吉
校
訂
『
新
井
白
石
全
集

第
四
巻
「
東
雅
」』（
明
治
三

九
）
三
八
七
頁

（
２３
）
東
條
操
校
訂
『
物
類
称
呼
』
岩
波
文
庫

（
一
九
四
一
年

岩
波
書

店
）
七
〇
頁

（
さ
く
ら
い
や
す
ひ
さ

元
神
奈
川
県
立
高
等
学
校
長
）
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