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奈
良
大
学
研
究
助
成
「
奈
良
と
折
口
信
夫
―
大
阪
と
の
比
較
か
ら
―
」
の
研
究

成
果
に
つ
い
て
は
、す
で
に
論
文「
折
口
信
夫『
生
き
口
を
問
ふ
女
』と
大
阪
言
葉
」

（
谷
口
貢
・
鈴
木
明
子
編『
民
俗
文
化
の
探
究　

倉
石
忠
彦
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』

岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
と
し
て
発
表
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
要
旨
を
掲
載

し
て
、
さ
ら
に
は
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
記
し
て
、
研
究
の
報
告
と
し
た
い
。

　

折
口
信
夫
の
研
究
の
特
色
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
そ
の
広
さ
に
あ
る
。
連
記

す
れ
ば
、

①
独
自
の
発
生
論
か
ら
日
本
の
古
典
を
俯
瞰
す
る
国
文
学
研
究

②
神
観
念
や
他
界
観
念
を
通
じ
て
日
本
人
の
内
奥
を
見
通
し
た
民
俗
学
研
究

③
身
体
の
日
本
美
と
そ
の
伝
承
の
あ
り
よ
う
を
探
る
芸
能
研
究

④
日
本
語
の
特
性
に
肉
薄
し
よ
う
と
し
た
国
語
学
研
究

⑤
日
本
人
の
倫
理
や
道
徳
の
背
後
に
あ
る
宗
教
的
感
性
を
探
る
宗
教
研
究

⑥
日
本
人
の
、
そ
れ
も
庶
民
の
宗
教
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
民
俗
学
の
方
法
で
と
ら
え

よ
う
と
し
た
神
道
研
究

⑧
自
ら
の
学
問
的
実
感
を
物
語
と
し
て
表
現
す
る
小
説

⑨
さ
り
げ
な
い
行
動
や
言
葉
の
背
後
に
あ
る
思
惟
を
と
ら
え
る
珠
玉
の
評

論
（
上
野
誠
『
魂
の
古
代
学
―
―
問
い
つ
づ
け
る
折
口
信
夫
』
新
潮
社
、

二
〇
〇
八
年
）

と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
個
別
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
相

互
に
連
動
し
な
が
ら
、
一
つ
の
学
問
体
系
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

世
評
に
「
折
口
学
」
と
称
す
る
向
の
あ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
折
口
学
」
の
方
向
性
は
、
近
代
国
民
国
家
の
基
礎
に
あ
る
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
追
究
に
あ
っ
た
し
、

初
期
民
俗
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
霊
魂
論
に
よ
る
日
本
文
化
理
解
に
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
い
っ
た
折
口
の
学
問
の
故
郷
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
沖
縄
で
あ
っ
た

り
、
い
わ
ゆ
る
三
信
遠
国
境
地
帯
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
あ
る
の
だ
が
、

研
究
助
成
概
要
報
告

「
折
口
信
夫
『
生
き
口
を
問
ふ
女
』
と
大
阪
言
葉
」
の
概
要*

上

　野

　
　
　誠
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も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
土
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
大
阪
で

あ
り
、
尊
敬
し
て
い
た
祖
父
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
奈
良
で
あ
る
。
大
阪
の
木
津
は

生
家
の
あ
る
地
で
あ
り
、
折
口
の
学
問
は
敷
田
年
治
を
は
じ
め
と
し
た
大
阪
の
国

学
者
の
影
響
を
受
け
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
折
口
の
学
問
の
故
郷

と
し
て
大
阪
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
故
郷
大
阪
と
い
う
こ
と
で

い
え
ば
、折
口
の
語
る
大
阪
は
、商
人
の
街
で
あ
り
、芝
居
の
街
で
あ
る
。
そ
し
て
、

な
に
よ
り
も
幼
少
期
を
過
ご
し
た
場
所
で
あ
っ
た
。
折
口
自
身
の
処
女
小
説
で
あ

る
「
口
ぶ
え
」
を
読
む
と
、
活
き
活
き
と
し
た
大
阪
言
葉
を
語
る
登
場
人
物
た
ち

の
セ
リ
フ
回
し
が
絶
妙
で
あ
る
（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
十
七
巻
、中
央
公
論
社
、

一
九
九
七
年
。
初
出
一
九
一
四
年
）。
そ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
、
少
年
か
ら
大
人

へ
と
脱
皮
す
る
折
口
で
あ
り
、
い
わ
ば
脱
皮
に
と
も
な
う
痛
み
の
よ
う
な
も
の
が

描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
小
説
「
口
ぶ
え
」
は
、
落
第
を
し
て
失
意
の
う
ち
に
あ
る
主
人
公
・
漆
間

安
良
が
、
祖
父
の
地
飛
鳥
坐
神
社
に
行
き
、
祖
先
か
ら
の
啓
示
を
受
け
る
と
い

う
物
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
落
第
し
た
こ
と
も
含
め
、
漆
間
安
良
に
は
、
折
口

自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
折
口
に
と
っ

て
、
飛
鳥
は
祖
父
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
じ
つ
は
、
こ
の

飛
鳥
の
国
つ
神
を
祀
る
飛
鳥
坐
神
社
の
社
家
に
繋
が
る
家
の
子
で
あ
る
と
い
う
意

識
が
、
折
口
の
学
問
の
背
景
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
で
最
初
の

『
万
葉
集
』の
全
口
語
訳
と
な
っ
た『
口
訳
万
葉
集
』の
跋
文
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

飛
鳥
は
自
ら
の
祖
父
ゆ
か
り
の
地
で
も
あ
り
、
学
問
の
原
動
力
を
与
え
て
く
れ
る

土
地
で
あ
り
、憧
憬
す
る
万
葉
び
と
の
世
界
で
あ
っ
た
。
折
口
の
学
問
の
中
心
に
、

常
に
万
葉
研
究
が
あ
る
の
も
、
折
口
自
身
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
出
自
か
ら
の
必

然
で
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、折
口
に
と
っ
て
、

祖
父
ゆ
か
り
の
聖
地
と
し
て
、
奈
良
と
飛
鳥
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
る
と
、
天
王
寺
中
学
で
落
第
を
し
て
、
自
殺
未
遂
を
し
た
少
年
が
そ
の
プ
ラ

イ
ド
を
取
り
戻
す
物
語
で
あ
る
「
口
ぶ
え
」
の
舞
台
が
飛
鳥
で
あ
る
の
も
、
こ
れ

ま
た
当
然
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
口
ぶ
え
」
の
中
で
、
生
れ
て
は
じ
め
て
の

一
人
旅
の
場
所
と
し
て
飛
鳥
が
選
ば
れ
、
祖
先
の
啓
示
を
受
け
、
そ
れ
に
応
答
す

る
と
こ
ろ
は
、
一
つ
の
こ
の
小
説
の
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

対
し
て
、
故
郷
大
阪
を
あ
つ
か
っ
た
小
説
で
は
、
自
由
闊
達
に
大
阪
言
葉
が
使

わ
れ
て
い
る
。
晩
年
、
折
口
は
、
自
分
の
大
阪
言
葉
は
、
明
治
の
古
い
大
阪
言
葉

で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
折
口
に
は
自
ら
の
大
阪
の
言
葉
に
、
相
当
の
自

負
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。大
阪
言
葉
の
痴
話
喧
嘩
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

早ハ
ヨ

、
檀
那
に
、
ほ
り
出
さ
れ
て
、
乞
食
ん
で
も
な
り
く
さ
れ
。

そ
お
れ

0

0

0

。
蛙
は
口
か
ら
や
。
や
つ
ぱ
り
檀
那
ぬ
か
し
た
な
。

囲
は
れ
て
た
ら
、
ど
な
い

0

0

0

や
。
お
ま
い
ら
の
世
話
に
は
な
つ
て
え
へ
ん
ぞ
。

な
つ
て
る
と
も
・
・
・
。
川
卯
之
の
内
は
、
か
ま

0

0

の
下
の
灰
ま
で
、
こ
つ
ち

の
も
ん
や
。
何ナ
ン
ボ程
、
ね
ら
ひ
さ
ら
し
て
も
、
死
な
ゝ
あ
け
ん
は
い
。
わ
て

0

0

が

死
ん
だ
雖カ

テ

、
四
人
の
子
持
ち
や
。
お
の
ら

0

0

0

は
指
も
さ
ゝ
れ
え
へ
ん
。（
欠
）

（「
生
き
口
を
問
ふ
女
（
続
稿
）」、『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
十
七
巻
、
中
央

公
論
社
、
一
九
九
七
年
。
一
九
二
二
年
頃
、
草
稿
）

123



上野：「折口信夫『生き口を問ふ女』と大阪言葉」の概要37

－　 －

　
「
生
き
口
を
問
ふ
女
」
は
、
大
阪
「
に
は
か
」
仕
立
て
小
説
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
、
大
阪
の
生
活
者
が
使
用
し
て
い
る
言
葉
へ
の
圧
倒
的
な
こ
だ
わ
り
と
、
大

阪
言
葉
を
大
阪
以
外
の
読
者
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
工
夫
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
実
際
に
、
わ
か
ら
せ
る
た
め
の
工
夫
が
ル
ビ
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ

た
大
阪
言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
小
説
細
部
の
デ
ィ
テ
ー
ル
の
設
定
と
連
動
し
て

い
て
、
一
つ
の
小
説
世
界
が
造
型
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
激
昂
し
た
感
情

を
伝
え
る
下
品
な
言
葉
を
縦
横
無
尽
に
作
品
に
取
り
込
み
、
そ
の
土
地
の
生
活
者

だ
け
に
流
通
し
て
い
る
言
葉
の
省
略
方
法
を
振
り
仮
名
で
示
し
、
関
西
の
劇
場
関

係
者
の
い
わ
ゆ
る
「
符
牒
」
で
、
作
品
に
臨
場
感
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

折
口
は
時
場
と
結
び
つ
い
た
言
語
で
な
く
て
は
、
生
活
者
の
心
性
は
掬
い
取
れ

な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
折
口
の
最
初
の
単
行
本
と
な
る
い
わ
ゆ
る
『
口
訳
万

葉
集
』
は
、
実
は
大
阪
言
葉
訳
『
万
葉
集
』
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
折
口
は
、

評
釈
に
用
ゐ
た
用
語
は
、
大
体
、
標
準
語
に
よ
つ
た
積
も
り
で
あ
る
が
、
散

文
と
違
う
て
、
律
文
で
は
、
情
調
を
完
全
に
表
す
為
に
は
、
千
篇
一
律
に
、

で
あ
る

0

0

0

・
で
な
い

0

0

0

で
、
お
し
通
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
さ
う
し
た
間
隙
に
も

つ
て
来
て
、
わ
た
し
自
身
の
語
な
る
、
大
阪
こ
と
ば
の
、
割
り
込
ん
で
来
た

の
も
、
随
分
あ
つ
た
と
思
ふ
。
譬
へ
ば
言
つ
て
・
し
ま
つ
て
を
、
言
う
て
・

し
ま
う
て
、
知
ら
な
い
・
取
ら
な
い
を
、
知
ら
ぬ
・
取
ら
ぬ
と
い
ふ
類
で
あ

る
が
、
か
う
い
ふ
風
に
、
こ
の
訳
文
に
採
り
入
れ
た
、
方
言
的
の
性
質
を
帯

び
た
語
も
、
ま
ん
ざ
ら
反
省
な
し
に
用
ゐ
た
訣
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

（「
口
訳
万
葉
集
の
は
じ
め
に
」『
全
集
』第
九
巻
、中
央
公
論
社
、一
九
九
五
年
。

初
出
一
九
一
六
年
）

と
記
し
て
い
る
。
折
口
は
、
万
葉
歌
の
情
調
を
掬
い
上
げ
る
た
め
に
、
自
分
自
身

の
言
語
で
あ
る
大
阪
言
葉
を
採
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
自
身
の
言
語
を
以
っ
て
し
か
、
微
細
な
情
調
を
よ
り
正
確
に
伝
え

ら
れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
万
葉
歌
を
訳
す
場
合
、
そ
の
情

調
に
ま
で
踏
み
こ
ん
で
感
覚
的
部
分
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
、
訳
者
が
も
っ
と
も

使
い
慣
れ
て
い
て
言
語
感
覚
の
あ
る
言
葉
を
使
用
し
な
い
か
ぎ
り
、
正
確
に
訳
す

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
大
阪
語
訳
な
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
折
口
信
夫
研
究
を
、
大
阪
と
奈
良
と
い
う
土
地
の
風
土

な
い
し
磁
場
か
ら
、
今
後
と
も
考
究
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
研
究
を

終
え
、
私
は
次
な
る
課
題
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
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The outline of “−Sinobu Orikuchi− Ikikuchi wo tou onna,
and the Osaka language”

　
Makoto UENO
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