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言
葉
の
語
源
を
発
見
す
る
楽
し
み　

                        

木
村　

牧
人

　

一　
「
陛
下
」
の
語
源
を
考
え
る

　

太
陽
は
東
か
ら
昇
り
、
西
に
沈
む
、
そ
う
私
は
ず
う
っ
と
思
っ
て
い
た
。

あ
る
日
、「
太
陽
は
昇
り
は
し
な
い
し
、
沈
む
こ
と
も
な
い
。」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。

「
太
陽
が
昇
る
」
こ
と
を
日
常
感
覚
的
に
そ
う
見
る
の
は
、
地
球
の
自
転
の
せ
い
だ
。

し
か
し
、
天
文
学
的
に
は
太
陽
は
昇
り
も
し
な
い
し
、
沈
み
も
し
な
い
。

太
陽
が
東
か
ら
昇
り
、
西
に
沈
む
と
い
う
感
覚
は
、
天
動
説
の
考
え
方
だ
。

地
球
が
太
陽
の
周
り
を
回
り
、
地
球
の
自
転
に
よ
っ
て
、
太
陽
が
東
か
ら
昇
り
、
西
に
沈
む
よ
う

に
見
え
る
こ
と
は
、
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
知
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
日
々
の
日
常
生
活
の
中
で

違
っ
て
感
じ
る
、そ
う
い
う
こ
と
は
身
の
回
り
に
は
多
い
。
最
近
に
な
っ
て
、私
は
カ
ン
ト
の
「
純

粋
理
性
批
判
」を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
本
を
読
み
、哲
学
を
学
ぶ
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
と
、「
不

思
議
を
発
見
す
る
こ
と
の
大
切
さ
と
楽
し
み
」
を
知
っ
た
。

以
来
、
私
は
発
見
す
る
こ
と
の
大
切
さ
と
楽
し
み
を
知
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
世

の
中
に
不
思
議
な
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
ノ
ー
ト
に
書
き
留
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。

　

私
の
心
の
中
で
不
思
議
に
思
い
、
長
い
間
心
の
中
に
閉
じ
込
め
て
い
る
思
い
が
ひ
と
つ
あ
る
。

今
か
ら
六
年
ほ
ど
前
で
あ
る
が
、
か
つ
て
「
週
刊
朝
日
」
に
連
載
さ
れ
た
丸
谷
才
一
氏
の
「
日
本

語
相
談
」
よ
り
抜
粋
し
て
単
行
本
（
朝
日
文
芸
文
庫
）
と
し
て
ま
と
め
た
本
の
中
の
「
小
渕
長
官

の
敬
語
は
な
ぜ
ヘ
ン
か
？
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
つ
い
た
短
い
一
文
が
目
に
と
ま
っ
た
。

そ
の
内
容
は
、
昭
和
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
お
り
、
藤
森
宮
内
庁
長
官
が
ご
危
篤
の
発
表
を
し
た
際

の
記
者
会
見
の
内
容
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
「
天
皇
陛
下
に
は
本
日
午
前
四
時
半
す
ぎ
に
」
と

ご
危
篤
の
発
表
を
し
、
つ
い
で
小
渕
官
房
長
が
「
竹
下
総
理
に
は
吹
上
御
所
に
向
か
わ
れ
・・・
」

と
あ
る
の
は
、「
な
ぜ
か
ヘ
ン
」
と
考
え
た
「
週
刊
朝
日
」
の
読
者
の
疑
問
に
対
し
、
丸
谷
才
一
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氏
が
回
答
し
た
内
容
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
だ
。

大
正
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
に
大
正
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
際
の
「
天
皇
陛
下
に
は
今
二
十
五
日

葉
山
御
用
邸
に
お
い
て
崩
御
あ
ら
せ
ら
れ
る
」
と
の
記
事
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

読
者
の
疑
問
と
し
て
、「
天
皇
陛
下
に
は
」の
用
語
は
良
い
が
、「
竹
下
首
相
に
は
」と
い
う
の
は「
ど

こ
か
ヘ
ン
」
と
い
う
も
の
だ
。
漢
和
辞
典
に
は
、
陛
下
の
陛
と
は
階
段
に
上
る
階
段
の
こ
と
と
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
陛
下
」
の
意
味
は
、
宮
殿
に
登
る
階
段
の
下
と
い
う
こ
と
な
る
。「
陛

下
に
は
」
の
「
に
は
」
は
、
格
助
詞
の
「
に
」
に
係
助
詞
の
「
は
」
が
つ
い
た
も
の
。
場
所
、
時

間
、
対
象
な
ど
格
助
詞
「
に
」
の
意
味
を
強
調
し
た
も
の
と
辞
典
に
は
書
い
て
あ
る
。
丸
谷
才
一

氏
は
、
天
皇
陛
下
が
「
場
所
あ
つ
か
ひ
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
急
所
で
す
。
場
所
扱
い
だ
か
ら
ニ
ハ

に
な
る
」「
と
こ
ろ
が
、
小
渕
官
房
長
官
は
、『
竹
下
総
理
』
は
場
所
あ
つ
か
ひ
で
は
な
い
し
、
場

所
あ
つ
か
ひ
す
る
ほ
ど
の
尊
貴
な
人
物
で
は
な
い
し
、
場
所
あ
つ
か
ひ
し
て
は
を
か
し
い
、
と
い

う
感
覚
が
身
に
つ
い
て
い
な
か
っ
た
、
つ
い
言
ひ
間
違
へ
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
」（「
丸

谷
才
一
の
日
本
語
相
談
」
朝
日
文
芸
文
庫
・
一
二
八
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
一
文
を
読
ん
で
、

私
は
、「
天
皇
陛
下
に
は
」
と
「
竹
下
総
理
に
は
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
は
厳
密
に
は
違
う
の
だ

と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
丸
谷
才
一
氏
は
、「
語
感
の
鋭
い
人
の
質
問
だ
な
あ
と
、
と
思
っ

て
、
非
常
に
感
心
し
ま
し
た
」（
前
記
書
・
一
三
一
頁
）
と
結
ん
で
い
る
。「
崩
御
」
と
い
う
言
葉

は
、
天
皇
陛
下
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
言
葉
だ
。「
朕
（
ち
ん
）」
な
ど
も
そ
う
だ
。
天
皇
陛
下
だ

か
ら
こ
そ
、
使
用
さ
れ
る
言
葉
と
も
い
え
る
。

　

日
本
語
の
言
葉
の
意
味
を
厳
密
に
解
釈
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
良
い
一
文
だ
と
思
う
。

で
も
、
私
は
、
こ
の
一
文
に
共
感
す
る
同
時
に
ど
こ
か
「
ヘ
ン
だ
な
あ
」
と
い
う
納
得
し
が
た
い

思
い
が
あ
っ
た
。

「
天
皇
陛
下
に
は
」
と
い
う
「
に
は
」
が
天
皇
陛
下
ほ
ど
の
高
貴
な
お
方
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
、

「
竹
下
総
理
に
は
」
と
い
う
用
い
ら
れ
方
が
お
か
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、「
私
に
は
」
と
い

う
言
葉
の
用
い
ら
れ
方
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
た
か
ら
だ
。

丸
谷
才
一
氏
の
考
え
を
延
長
す
る
と
「
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
方
も
「
ヘ

ン
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
正
天
皇
の
崩
御
の
際
の
記
事
も
引
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、
宮
中
で

は
歴
代
こ
う
し
た
言
葉
の
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、「
私
に
は
」
と
い
う
言
葉
の

用
い
ら
れ
方
は
最
近
に
な
っ
て
の
こ
と
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
。

「
小
渕
長
官
の
敬
語
は
な
ぜ
ヘ
ン
か
？
」
と
い
う
記
事
が
こ
の
六
年
の
間
ず
っ
と
私
の
頭
の
中
か

ら
離
れ
な
か
っ
た
。
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哲
学
の
本
を
読
み
始
め
て
、
私
は
発
見
す
る
こ
と
の
大
切
さ
と
楽
し
み
に
よ
り
一
層
こ
だ
わ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
が
変
わ
れ
ば
伝
統
や
風
習
は
変
化
す
る
。
言
葉
だ
っ
て

変
化
す
る
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
。

　

最
近
に
な
り
、古
事
記
、日
本
書
紀
と
並
行
し
て
、古
典
を
読
ん
で
い
る
と
き
、「
宇
津
保
物
語
」

の
中
に
「
大
将
殿
に
は
平
ら
か
に
お
は
し
ま
し
き
」
と
い
う
一
文
が
私
の
目
に
と
ま
っ
た
。
こ
の

一
文
は
、「
小
渕
長
官
の
敬
語
は
な
ぜ
ヘ
ン
か
？
」
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
六
年
も
の
長
い
間
抱

い
て
い
た
疑
問
が
解
け
た
瞬
間
だ
っ
た
。

「
天
皇
陛
下
」
以
外
に
も
古
い
時
代
に
「
に
は
」
と
い
う
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

宇
津
保
物
語
の
中
の
「
大
将
殿
」
が
よ
け
れ
ば
、「
竹
下
総
理
」
も
昔
の
時
代
で
い
え
ば
、
大
将

の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、「
竹
下
総
理
に
は
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
方
で
も
良
い
は

ず
で
あ
る
。

　

最
近
の
辞
書
の
「
に
は
」
の
使
い
方
と
し
て
は
、「
尊
敬
の
対
象
と
な
る
人
物
を
主
語
と
し
て

表
す
こ
と
を
避
け
」
と
書
い
て
あ
る
一
方
で
「
の
ち
に
は
、
人
物
を
示
す
語
を
直
ち
に
受
け
る
よ

う
に
な
っ
た
」
と
も
書
い
て
あ
る
。

こ
の
「
の
ち
に
は
」
と
は
い
つ
の
時
代
の
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
、
宇
津
保
物
語
が
成
立
し
た
以
後
の
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
小
渕
官
房
長
官

の
発
言
は
必
ず
し
も
「
ヘ
ン
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、「
小
渕
長
官
の
敬
語
は
な
ぜ
ヘ
ン
か
？
」
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
ヘ
ン
で
は
な
く
、

ヘ
ン
と
は
思
え
る
よ
う
で
、
実
際
に
は
長
い
日
本
の
歴
史
の
中
で
考
え
て
み
る
と
、
正
し
い
日
本

語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

私
の
友
人
に
、「
小
渕
長
官
の
敬
語
は
な
ぜ
ヘ
ン
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
解
決
し
た
こ
と
を
話
し
た
。

「
い
つ
か
ら
調
べ
て
い
る
の
？
」

「
足
掛
け
六
年
く
ら
い
」

「
ひ
ま
だ
ね
え
。」
と
呆
れ
ら
れ
た
。

　

私
に
と
っ
て
は
、
丸
谷
才
一
氏
も
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
見
つ
け
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
、

私
の
友
人
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
た
だ
、
私
の
心
の
中
で
疑
問
を
そ
の

ま
ま
に
す
る
の
で
は
な
く
、
眠
ら
せ
熟
成
、
発
酵
さ
せ
て
、
い
つ
の
日
か
お
い
し
い
も
の
に
作
り

上
げ
る
よ
う
な
感
覚
を
持
ち
た
い
と
は
思
っ
た
。
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二　
「
英
霊
の
語
源
の
発
見
」

　

今
年
九
十
歳
に
な
る
私
の
祖
母
の
八
人
兄
弟
姉
妹
の
う
ち
、
女
四
人
姉
妹
以
外
、
四
人
の
兄
弟

は
全
部
戦
死
し
た
。
祖
母
の
夫
の
弟
（
義
理
の
弟
）
と
夫
の
父
（
義
理
の
父
）
も
戦
死
し
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
、
六
つ
の
位
牌
と
六
つ
の
霊
璽
、
そ
し
て
靖
国
神
社
に
六
人
が
霊
璽
簿
に
登
載
さ
れ

英
霊
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
位
牌
は
仏
と
な
っ
た
し
る
し
、
霊
璽
は
神
と
な
っ
た
し
る
し
、
靖

国
神
社
の
霊
璽
簿
に
も
神
霊
と
な
っ
た
し
る
し
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
仏
の
御
霊
と

神
の
御
霊
と
英
霊
は
ど
こ
で
融
合
す
る
の
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
墓
石
と
位
牌
と
霊
璽
と
霊
璽
簿
に
登
載
さ
れ
英
霊
を
祖
母
は
ど
う
受
け
止
め
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

　

墓
石
は
近
所
に
あ
り
、
位
牌
は
仏
壇
に
あ
り
、
霊
璽
は
神
棚
の
祖
霊
舎
の
中
に
金
糸
銀
糸
で
あ

つ
ら
え
た
錦
（
に
し
き
）
の
袋
に
包
ま
れ
て
い
る
。
英
霊
だ
け
は
、
直
接
靖
国
神
社
に
行
か
な
け

れ
ば
会
う
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
九
十
歳
に
な
る
祖
母
は
、「
英
霊
っ
て
、
神
さ
ま
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
よ
ね
」
と
つ
ぶ
や
い
た
。

　

祖
母
は
、
戦
後
、
な
ん
ど
も
靖
国
神
社
に
参
拝
し
て
い
る
。

英
霊
に
つ
い
て
そ
の
意
味
を
検
索
す
る
と
幕
末
の
藤
田
東
湖
の
漢
詩
「
文
天
祥
の
正
気
の
歌
に
和

す
」
の
「
英
霊
い
ま
だ
か
つ
て
泯
（
ほ
ろ
）
び
ず
、
と
こ
し
え
に
天
地
の
間
に
あ
り
」
の
句
が
志

士
に
愛
唱
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

文
天
祥
（
一
二
三
六
年
～
一
二
八
二
）
は
、
中
国
南
宋
の
忠
臣
。

　

文
天
祥
の
「
正
気
の
歌
」
に
和
し
て
、
藤
田
東
湖
が
「
英
霊
い
ま
だ
か
つ
て
泯
（
ほ
ろ
）
び
ず
、

と
こ
し
え
に
天
地
の
間
に
あ
り
」
の
漢
詩
を
作
り
、
そ
れ
が
幕
末
の
志
士
の
共
感
を
呼
び
、
日
露

戦
争
（
一
九
〇
四
～
〇
五
年
）
後
に
新
た
に
「
英
霊
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
「
英
霊
」

の
語
源
が
記
さ
れ
て
い
る
。（
出
典
・「
靖
国
史
観
」（
小
島
毅
・
著
）

　

文
天
祥
の
「
正
気
の
歌
」
の
中
に
は
、
英
霊
と
い
う
言
葉
が
な
い
の
で
、
文
字
通
り
、
文
天
祥

の
「
正
気
の
歌
」
を
手
本
に
し
て
藤
田
東
湖
が
「
英
霊
」
の
漢
詩
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。

　

藤
田
東
湖
が
「
英
霊
」
の
文
字
を
ど
こ
に
依
拠
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
古
事
記
や
日
本
書
記
を
調
べ
た
が
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
。

　

中
国
の
サ
イ
ト
で
漢
文
を
検
索
し
て
み
た
。

「
三
国
志
演
義
」
の
中
に
出
て
い
た
。
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第
五
十
一
回
に
「
忠
義
之
心
、
英
靈
之
氣
」（
忠
義
の
心
は
、
英
霊
の
気
）

そ
し
て
、
第
九
十
一
回
に
お
い
て
、

諸
葛
亮
が
祟
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、
祭
祀
を
行
う
場
面
の
中
で

「
列
燈
四
十
九
盞
、
揚
旛
招
魂
」（
四
十
九
の
燭
台
を
立
て
招
魂
の
旗
を
掲
げ
）

「
汝
等
英
靈
尚
在
」（
汝
ら
に
英
霊
が
あ
れ
ば
聞
か
れ
よ
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

ほ
か
に
も
、
中
国
・
北
朝
か
ら
隋
代
の
官
僚
で
歴
史
家
と
知
ら
れ
、
北
周
の
武
帝
に
仕
え
た
李

徳
林
（
り
と
く
り
ん
・
五
三
一
年 

～ 
五
九
一
）
が
現
し
た
と
さ
れ
る
「
隋
書
」
の
中
に
「
目
送
之
曰
、

此
河
朔
之
英
霊
」
の
文
字
が
見
え
る
。

　

こ
ち
ら
の
方
は
、「
李
徳
林
傳
」
と
し
て
「
字
源
」（
角
川
書
店
）（
一
六
二
五
頁
）
に
出
典
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
藤
田
東
湖
は
、
中
国
の
古
典
か
ら
「
英
霊
」
を
引
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

靖
国
神
社
の
英
霊
は
、「
天
皇
の
為
に
戦
っ
て
戦
死
し
た
戦
没
者
が
靖
国
神
社
に
神
霊
と
し
て

祀
ら
れ
る
」
と
い
う
の
が
一
般
的
な
解
釈
だ
。
英
霊
は
、
神
霊
と
同
じ
と
祖
母
は
理
解
し
て
い
る
。

　

日
本
固
有
の
文
化
の
一
つ
と
し
て
「
死
者
の
御
霊
」
を
大
切
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
御
霊

の
言
葉
は
、「
や
ま
と
こ
と
ば
」
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
も
し
、「
英
霊
」
と
い
う
文
字
が
、

中
国
古
代
の
歴
史
に
お
い
て
、
中
国
武
人
な
ど
を
指
し
て
い
た
場
合
、
一
体
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
中
国
古
代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
「
英
霊
」
と
い
う
文
字
を
検
証
す
る
に
は
、
中
国
の
漢
文

を
横
断
検
索
し
、
さ
ら
に
時
間
を
要
し
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

「
陛
下
に
は
」
の
語
源
の
発
見
と
同
じ
よ
う
に
、
私
な
り
の
方
法
で
そ
の
語
源
の
発
見
に
つ
と
め

た
い
と
思
う
。　


