
古
語
は
不
完
全
で
あ
る
・
然
し
趣
が
深
い

木
下

杢
太
郞

或
日
山
形
の
一
書
肆
で
ふ
と
新
村
博
士
校
註
の
「
文
祿
舊
譯
、
天
草
本
伊
曾
保
物
語
」
を
見
付
け
て

之
を
買
ひ
求
め
、
歸
り
の
汽
車
で
讀
み
出
す
と
ま
こ
と
に
面
白
く
、
つ
い
仙
臺
に
著
く
間
に
讀
ん
で

し
ま
つ
た
。
此
本
の
事
を
噂
に
聞
い
た
は
久
し
い
が
手
に
し
た
は
初
め
て
で
あ
つ
た
。き

や
う向
こ
う後

何
人
が

い
そ
つ
ぷ

伊
曾
保
を
譯
せ
よ
う
と
も
、
こ
れ
ほ
ど
に
は
行
く
ま
い
と
思
は
れ
た
。
こ
の
古
風
のこ

と
ば語は

い
ま
の
小
賢

し
げ
なこ

と
ば語よ

り
も
遙
か
に
伊
曾
保
に
適
し
て
ゐ
た
せ
ゐ
も
あ
ら
う
。

伊
曾
保
の
說
く
所
に
は
、
一
體
何
が
善
く
て
何
が
惡
い
の
か
分
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
狐
が
善
い

の
か
羊
が
善
い
の
か
、
獅
子
の
方
が
善
い
の
か
、
狼
の
方
が
善
い
の
か
。
分
ら
な
い
な
が
ら
、
話
は
胸

に
應
へ
る
。
そ
の
味
は
ち
や
う
ど
、
支
那
の
歷
史
、
た
と
へ
ば
史
記
な
ど
を
讀
む
場
合
に
似
て
ゐ
る
。

蘇
秦
が
善
い
の
か
、
張
儀
が
善
い
の
か
、
武
安
侯

で
ん
ふ
ん

田
　
善
き
か
、
魏
其
侯

と
う
え
い

竇
嬰
惡
し
き
か
。
八
犬
傳
な

ど
と
は
違
ひ
、
善
玉
惡
玉
が
は
つ
き
り
し
て
居
な
く
て
判
斷
に
は
迷
ふ
が
、
讀
過
し
て
は
は
あ
と
う
な

づ
く
所
が
あ
つ
て
、
何
か
此
身
が
賢
く
な
つ
た
や
う
な
氣
が
す
る
と
こ
ろ
伊
曾
保
の
話
を
聽
い
た
時
の
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如
く
で
あ
る
。
孰
れ
も
其
趣
茫
洋
と
し
て
遙
か
で
あ
る
。
確
か
此
等
の
作
者
は
馬
琴
、
近
松
な
ど
よ

り
賢
か
つ
た
に
相
違
な
い
。
日
本
の
古
典
、
日
本
の
現
代
作
家
を
涉
獵
し
て
も
中
々
こ
れ
だ
け
の
智
慧

を
示
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
。

或
處
で
つ
ま
ら
ぬ
演
說
を
し
た
時
に
、
わ
た
く
し
は
「
道
德
は
古
學
の
硏
究
か
ら
出
で
る
も
の
で
あ

る
」
と
斷
言
し
た
。
オ
オ
ギ
ユ
ス
ト
・
コ
ン
ト
日
く
「

ユ
マ
ニ
テ
エ

人
道
は
生
者
よ
り
も
寧
ろ
死
者
に
よ
り
て
保

た
る
」。
わ
た
く
し
も
亦
そ
の
然
る
の
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
一
步
讓
つ
て
も
「
智
慧
は
古
書
の
體

讀
に
よ
つ
て
顯
示
せ
ら
れ
る
」
と
い
ふ
に
間
違
は
な
か
ら
う
。

現
代
の
作
家
は
日
本
と
言
は
ず
、
歐
羅
巴
と
い
は
ず
、
德
、
ま
た
は
智
の
材
料
を
ば
提
供
す
る
。
然

し
德
、
智
そ
の
も
の
を
傳
へ
る
も
の
は
な
い
。
近
ご
ろ
評
判
で
あ
る
故
に
、
ジ
ヨ
ル
ジ
ユ
・
ヂ
ユ
ア
メ

ル
を
讀
ん
で
ゐ
る
が
、
彼
を
或
人
の
如
く
睿
智
と
呼
ぶ
の
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。
近
頃
の
作
家
で
は

や
は
り
森
鷗
外
、
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
爽
快
な
る
智
慧
の
光
を
投
げ
興
へ
る
。
そ
れ
は
希
拉
或

は
印
支
の
古
學
に
逹
し
て
居
た
故
で
あ
ら
う
。
同
じ
く
國
民
詩
人
と
い
は
る
る
も
の
で
も
、
ゲ
ル
ハ
ル

ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
な
ど
で
は
さ
う
は
行
か
な
い
。
若
し
夫
れ
德
田
秋
聲
、
正
宗
白
鳥
、
久
米
正
雄
等

に
至
つ
て
は
、
現
代
思
潮
の
荒
苑
に
雜
草
を
蒐
集
す
る
本
草
家
の
ど
う
ら
ん
を
富
ま
す
ば
か
り
で
あ

る
。
こ
こ
に
ど
く
だ
み
が
咲
い
て
ゐ
る
。
か
し
こ
に
み
ぞ
そ
ば
が
開
い
て
ゐ
る
。

プ
ラ
ト
ン
乃
至
ヰ
ル
ジ
イ
ル
を
原
書
で
え
讀
ま
ざ
る
我
々
に
は
、
せ
め
て
支
那
の
古
典
を
原
文
に
就
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古語は不完全である・然し趣が深い

い
て
讀
む
と
い
ふ
恩
寵
が
殘
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
我
々
の
精
神
の
糧
で
あ
る
。
エ
ス
プ
リ
の
源
で
あ

る
。
之
れ
を
し
も
我
々
か
ら
も
ぎ
取
る
と
す
る
と
、
そ
の
代
り
に
何
が
與
へ
ら
れ
る
か
。
現
代
外
國

語
か
、
自
然
科
學
か
。
は
た
ま
た
ラ
ヂ
オ
か
、
シ
ネ
マ
か
、
ス
ポ
ル
ツ
か
。

本
年
の
十
月
號
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
學
士
會
月
報
に
大
連
の
加
藤
蕾
二
さ
ん
と
い
ふ
人
が
「
漢
字

を
貴
ぶ
心
持
」
と
い
ふ
一
文
を
寄
せ
て
痛
快
に
漢
字
の
不
便
不
文
明
を
罵
つ
て
ゐ
る
。
實
は
我
々
も
そ

の
事
を
ば
痛
感
し
て
ゐ
る
。
物
を
書
か
う
と
い
ふ
時
に
は
そ
ば
に
二
三
册
の
字
引
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
そ
れ
か
と
云
つ
て
今
直
に
漢
字
か
ら
辭
し
去
つ
て
し
ま
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

今
は
十
幾
年
か
の
昔
に
な
る
が
、
獨
逸
原
文
の
美
術
史
一
册
を
翻
譯
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時

に
我
々
の
普
通
用
ひ
て
ゐ
る
言
葉
の
頗
る
貧
弱
で
あ
る
こ
と
を
嘆
じ
た
。
良
い
こ
と
、
美
し
い
こ
と
、

光
り
輝
く
こ
と
な
ど
を
現
は
す
の
は
西
洋
に
は
幾
い
ろ
も
言
ひ
廻
し
が
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
づ
つ

そ
の
心
持
を
殊
に
し
て
居
る
。
然
し
我
々
が
今
使
ふ
言
葉
に
は
實
に
僅
し
か
表
現
の
法
が
な
い
。
そ

れ
で
我
々
は
普
通
往
々
外
國
語
を
雜
へ
て
會
話
す
る
。
外
國
語
か
ら
翻
譯
す
る
場
合
に
は
そ
の
外
國

語
の
雜
じ
る
の
を
厭
ふ
傾
向
が
あ
つ
て
、
之
を
傳
ふ
べ
き
言
葉
を
搜
し
出
す
の
に
苦
勞
す
る
の
で
あ

る
。
槩
し
て
言
ふ
に
心
理
的
な
事
象
を
表
明
す
る
語
彙
は
取
り
分
け
日
本
語
に
於
い
て
貧
弱
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
そ
れ
故
當
時
か
な
り
多
く
の
漢
宇
漢
語
を
借
り
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
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而
し
て
加
藤
蕾
二
氏
が
か
く
ま
で
痛
快
な
一
論
を
草
す
る
こ
と
の
出
來
た
の
も
、
同
氏
に
漢
字
、
漢

學
の
知
識
が
豐
富
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
に
述
ぶ
る
、
佛
國
政
治
家
エ
リ
オ
オ
氏
の
場
合

も
同
樣
で
あ
る
が
、
自
家
の
熟
く
通
曉
し
て
ゐ
る
も
の
の
う
ち
に
そ
の
非
、
そ
の
弱
點
を
檢
す
る
こ
と

ほ
ど
容
易
に
し
て
且
つ
痛
快
な
る
は
な
い
。
そ
れ
故
昔
の
伴
天
連
僧
も
ま
た
出
定
笑
語
の
著
者
も
、
佛

敎
の
宗
旨
を
攻
擊
す
る
爲
め
に
、
日
本
佛
法
の
各
宗
を
硏
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
、
フ
ラ
ン

ス
人
、
ド
イ
ツ
人
の
缺
點
を
擧
げ
て
そ
の
急
所
を
衝
く
事
は
我
々
に
は
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
が
、
お

互
日
本
人
の
弱
所
を
え
ぐ
り
出
す
こ
と
は
さ
う
困
難
で
は
な
い
。
そ
し
て
缺
點
の
半
面
に
は
必
ず
長

所
が
あ
る
。
我
々
が
日
本
人
の
缺
點
を
知
つ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
長
所
ま
で
捨
て
、
自
ら
日
本
人
た
る

を
棄
て
よ
う
と
す
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
我
々
の
思
想
的
實
行
的
生
活
の
う
ち
に
は
、
支
那
學
に
由
來

す
る
部
分
が
多
大
に
有
り
、
亦
そ
の
長
所
と
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
長
所
を
保
存
す
る
に
は
、
隨
時
そ
の

淵
源
を
正
し
、
之
を
善
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
へ
ば
人
に
し
て
見
て
も
賴
朝
の
如
き
、
信
長
の
如
き
、
そ
の
他
雪
舟
の
如
き
、
芭
蕉
の
如
き
、
明

治
以
來
幾
多
の
新
硏
究
が
施
さ
れ
て
、
そ
の
解
釋
は
し
ば
し
ば
そ
れ
以
前
の
解
釋
よ
り
進
步
し
て
ゐ

る
。
多
分
更
に
一
層
人
道
的
な
も
の
に
な
つ
て
居
る
と
も
謂
へ
よ
う
。
明
日
の
人
道
は
是
等
の
人
々

を
更
に
好
く
解
釋
す
る
で
あ
ら
う
。
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
曰
く
「
吾
人
は
現
時
イ
リ
ア
ド
或
は
神

曲
の
一
行
を
も
そ
の
初
め
考
へ
ら
れ
た
と
ほ
り
の
意
味
で
解
し
は
し
な
い
。
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
は
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古語は不完全である・然し趣が深い

變
化
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
記
述
せ
ら
れ
た
る
我
等
が
思
想
の
來
世
の
生
活
も
亦
此
法

則
か
ら
脫
却
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。」
然
し
同
時
に
我
々
は
良
き
古
典
の
人
の
代
と
共
に
更
生
す
る

を
見
る
の
で
あ
る
。

支
那
日
本
の
古
典
も
今
や
新
し
き
吟
味
を
受
く
べ
き
時
機
に
逹
し
た
こ
と
は
確
で
あ
る
。
而
し
て

そ
れ
は
勿
論
原
物
原
文
に
就
い
て
爲
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
少
く
と
も
是
等
の
事
を
完
成
す
る
以

前
に
我
々
は
滋
味
多
く
、
今
も
亦
現
に
之
を
攝
取
し
つ
つ
あ
る
支
那
の
古
典
を
棄
て
去
る
こ
と
は
出
來

な
い
。
新
し
い
家
が
ま
だ
竣
工
し
な
い
の
に
ど
う
し
て
舊
屋
の
壁
を
毀
つ
こ
と
が
出
來
よ
う
ぞ
。

ロ
オ
マ
字
論
者
も
多
く
の
首
肯
す
べ
き
理
由
を
有
し
て
ゐ
る
。
彼
等
が
漢
字
習
得
の
不
便
を
云
々

し
、
ロ
オ
マ
宇
の
能
率
を
云
々
す
る
深
奧
所
に
は
、
往
々
彼
等
の
自
覺
せ
ざ
る
理
想
が
隱
れ
て
ゐ
る
。

卽
ち
我
々
は
寧
ろ
支
那
古
學
の
影
響
か
ら
脫
し
て
、
歐
羅
巴
現
代
の
精
神
を
採
ら
う
。
牛
を
馬
に
換
へ

よ
う
と
い
ふ
傾
向
が
あ
る
。
漢
學
が
我
々
の
思
想
と
結
合
し
、
我
々
が
之
を
肯
定
し
て
ゐ
る
な
ら
ば
、

こ
と
ば

語
の
橫
書
は
不
便
で
あ
る
。
漢
語
を
捨
て
歐
羅
巴
語
を
納
れ
る
場
合
に
は
縱
書
は
不
便
で
あ
る
。
日

本
現
代
の
語
彙
の
貧
弱
な
る
こ
と
は
旣
に
言
つ
た
。
我
々
が
ロ
オ
マ
字
を
用
ひ
る
に
及
べ
ば
、
浸
々
と

し
て
外
國
語
は
日
本
語
の
う
ち
に
入
り
來
る
。
現
代
女
の
斷
髮
の
比
で
は
な
か
ら
う
。
フ
ア
ン
と
い

ひ
デ
イ
と
い
ひ
、
必
ず
し
も
要
と
し
な
い
外
國
語
が
現
在
旣
に
多
く
新
聞
紙
に
は
現
は
れ
て
ゐ
る
。

我
々
の
祖
先
は
過
去
に
於
て
旣
に
外
國
語
を
入
れ
た
。
現
代
に
及
び
漢
唐
を
英
獨
に
す
る
も
不
可
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な
か
ら
う
。
然
し
英
獨
の
淵
源
に
遡
る
こ
と
は
必
ず
之
を
怠
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
や
が
て
銀
座
と
い
は

ず
九
州
北
海
道
と
い
は
ず
、
日
本
全
國
の
官
衙
、
會
社
は
深
み
の
な
い
紳
士
を
以
て
滿
さ
れ
る
に
至
る

で
あ
ら
う
。

佛
國
エ
リ
オ
オ
は
社
會
主
義
者
に
し
て
且
つ
希
臘
學
者
で
あ
る
。
千
九
百
二
十
二
年
某
日
そ
の
國

の
議
會
に
演
說
し
て
、
各
國
民
相
協
同
す
る
爲
め
に
は
人
々
現
代
外
國
語
を
習
得
し
之
に
通
曉
す
る
に

若
く
は
な
い
と
言
つ
た
。
卽
ち
當
時
の
文
部
大
臣
レ
オ
ン
・
ベ
ラ
ア
ル
が
希
拉
の
課
目
を
中
學
の
必

修
た
る
も
の
に
復
せ
よ
う
と
い
ふ
に
反
對
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
決
し
て
希
臘
古
典
を
ば
謗
ら
な
か

つ
た
。
然
し
拉
丁
文
明
に
對
し
て
は
忌
揮
な
き
酷
評
を
加
へ
た
。
日
く
拉
丁
語
は
已
に
甚
だ
貧
弱
な

る
機
械
で
あ
る
。
そ
の
語
尾
は
や
か
ま
し
く
、
そ
の
文
章
の
構
成
は
短
く
、
冠
詞
は
略
せ
ら
れ
、
そ
の

語
彙
は
乏
し
い
。
拉
丁
人
は
文
藝
の
天
才
に
非
ず
、
唯
希
臘
文
明
の
扶
助
に
由
つ
て
辛
う
じ
て
之
を

得
た
。
光
と
藝
術
と
の
神
た
る
ア
ポ
ロ
ン
は
拉
丁
神
話
に
は
な
い
。
そ
の
語
の
不
完
全
な
る
一
例
と

し
て
こ
こ
にO

tium

が
あ
る
。
是
れ
精
神
上
の
努
力
を
現
は
す
語
に
し
て
同
時
に
閑
暇
の
義
で
あ
る
。

以
て
そ
の
一
般
を
知
る
に
足
ら
う
云
々
。

後
日
レ
オ
ン
・
ド
オ
デ
エ
亦
同
じ
問
題
に
就
い
て
論
じ
て
曰
く
「
…
…
予
は
一
日
父
と
共
に
シ
ヤ
ル

コ
オ
敎
授
を
訪
問
し
た
。
…
…
敎
授
は
手
に
一
小
册
を
持
つ
て
居
ら
れ
た
。
父
そ
の
書
を
問
ふ
に
、
予

が
臨
牀
講
義
に
甚
だ
必
要
な
る
も
の
な
り
と
答
へ
た
。
見
れ
ば
是
れ
オ
ラ
ス
（
ホ
ラ
チ
ウ
ス
）
の
詩
集
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古語は不完全である・然し趣が深い

で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
能
辯
と
智
慧
と
の
合
一
を
敎
授
が
此
書
に
求
め
ら
れ
た
の
も
亦
理
の
存
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
云
々
。」

エ
リ
オ
オ
之
を
駁
し
て
曰
く
「
そ
れ
は
精
神
の
休
息
な
ら
む
。」

文
部
大
臣
す
か
さ
ず
「O

tium
!

」
と
叫
ん
だ
。

ド
オ
デ
エ
氏
な
ほ
語
を
續
け
て
曰
く
「
然
り
同
時
に
休
息
で
あ
る
。
然
し
予
は
「les

hum
anités

」

な
く
し
て
能
く
人
間
修
養
の
目
的
を
逹
し
得
る
と
は
考
へ
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
而
し
て
現
代
外
國

語
の
習
得
だ
け
で
は
こ
のl’hum

anism
e

の
代
償
と
な
す
に
足
り
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
云
々
。」

佛
蘭
西
の
事
情
と
日
本
の
現
代
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
が
然
し
佛
典
漢
籍
を
讀
ま

ず
、
外
國
語
は
ゲ
エ
テ
、
シ
エ
ク
ス
ピ
ア
ま
で
だ
に
遡
ら
ず
、
唯
凡
庸
翻
譯
家
を
通
じ
て
ト
ル
ス
ト
イ

を
知
り
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
學
ぶ
現
代
の
大
學
生
が
何
處
に
導
か
れ
る
か
は
容
易
に
考
ふ
る
こ
と
を

得
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
政
治
、
東
京
の
建
築
等
は
か
く
の
如
き
「
文
化
」
の
發
現
で
あ
る
。

或
學
者
は
史
記
の
「
禁
不
得
祠
」
を
浮
屠
（
佛
陀
）
の
祠
を
禁
ず
と
讀
ん
だ
。
又
他
の
學
者
は
之

を
笑
つ
た
。
古
へ
の
語
は
實
に
か
く
の
如
く
不
完
全
で
あ
る
。
豈
獨
り
オ
チ
ウ
ム
の
み
な
ら
ん
や
で

あ
る
。

然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
趣
が
深
い
と
言
ひ
た
い
。
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