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吉
　
田
　
永
　
弘

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

現
代
語
の
「
た
と
え
」
は
、
従
属
節
中
の
「
て
も
」
と
照
応
し
て
逆
接
仮
定
条
件
の
構
文
を
な
す
こ
と
を
典
型
と
す
る
副
詞
で
あ
る
。
こ
の
「
た
と
え
」
は
、

「
た
と
ひ
」
と
い
う
少
し
異
な
る
語
形
で
、
平
安
時
代
か
ら
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
栄
枯
盛
衰
の
は
な
は
だ
し
い
副
詞
の
中
で
は
珍

し
く
、
通
時
的
に
構
文
を
観
察
す
る
の
に
適
し
た
副
詞
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
資
料
を
対
象
と
し
て
、
副
詞
「
た
と
ひ
」
を

通
時
的
に
観
察
し
、「
た
と
ひ
」
の
使
用
状
況
と
構
文
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、「
た
と
ひ
」
と
照
応
す
る
形
式
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
接
仮
定
に

関
わ
る
形
式
の
消
長
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
目
的
と
す
る
。

　

本
稿
は
、
副ふ

く

詞し

「
た
と
ひ
」
の
使
用
状
況
と
構
文
を
観
察
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
逆

ぎ
ゃ
く

接せ
つ

仮か

定て
い

に
関
わ
る
形
式
の
消
長
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
ま
ず
、「
た
と
ひ
」
が
漢
語
の
「
仮
令
」「
縦
」
な
ど
を
訓
読

す
る
際
に
当
て
た
訳
語
を
日
本
語
文
に
取
り
入
れ
て
生
ま
れ
た
語
だ
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
日
本
語
文
で
用
い
る
際
に
は
、
漢
文
訓
読
を
意

識
し
た
箇
所
で
用
い
て
い
た
が
、
中
世
後
期
に
は
そ
の
よ
う
な
位い

相そ
う

の

偏
か
た
よ

り
が
な
く
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
、「
た
と
ひ
」
の
構
文
を
意い

味み

レ
ベ
ル
と
形け

い

式し
き

レ
ベ
ル
と
に
分
け
て
観
察
し
、
意
味
レ
ベ
ル
で
は
「
た
と

ひ
―
逆
接
仮
定
」
と
し
て
変
わ
ら
な
い
が
、
形
式
レ
ベ
ル
で
は
「
た
と
ひ

―
と
も
」
を
典
型
と
し
て
、「
ど
も
」「
む
＋
助
詞
」「
こ
そ
―
め
」
か
ら
「
と

て
も
」「
命
令
形
」「
て
も
」「
ば
と
て
」「
う
と
・
う
が
」
へ
と
い
う
消
長

が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

論　

文　

要　

旨

副
詞
「
た
と
ひ
」
の
構
文
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二　
「
た
と
ひ
」
か
ら
「
た
と
え
」
へ

　

は
じ
め
に
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
副
詞
の
語
形
の
変
化
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

平
安
時
代
に
は
「
た
と
ひ
」
と
い
う
形
で
し
か
現
れ
な
い
。「
た
と
へ
」
と
い
う
語
形
は
「
た
と
ひ
」
の
「
ひ
」
か
ら
「
へ
」
へ
と
母
音
が
交
替
し
た
か
、

下
二
段
活
用
の
動
詞
「
た
と
ふ
」
の
活
用
に
類
推
し
た
か
し
て
現
れ
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
鎌
倉
時
代
の
終
わ
り
頃
に
な
っ
て
現
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
書
写
年
代

の
明
ら
か
な
資
料
で
最
も
古
い
も
の
は
、
元
徳
二
年 

（
一
三
三
〇
年
） 

の
識
語
が
あ
る
足
利
本
『
仮
名
書
き
法
華
経
』
に
見
ら
れ
る
例
で
あ
る 

（
吉
田
永
弘

［
二
〇
一
二
］）。

　

１　

た
と
へ
よ
に
い
て
た
ま
え
と
も
、
こ
の
ほ
う
を
と
き
た
ま
う
こ
と
、
ま
た
か
た
し
。　
（
１
・
1188
）

　

約
一
〇
〇
年
後
の
世
阿
弥
の
自
筆
能
本
に
見
ら
れ
る
用
例
２
は
、「
タ
ト
エ
」
を
「
タ
ト
イ
」
に
修
正
し
て
い
る
。「
た
と
へ
」
と
い
う
語
形
は
規
範
的
な
語

形
で
は
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、「
エ
」「
イ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
す
で
に
非
語
頭
の
「
ヒ
・
ヘ
」
と
「
イ
・
エ
」
と
の

区
別
が
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

２　

コ
ノ
モ
ン
ナ
、
タ
ト
エイ

ワ
ウ
ナ
ン
ノ
サ
イ
ニ
ア
ウ
ト
モ
、（
盛
久
、
応
永
三
〇
年
〈
一
四
二
三
年
〉
奥
書
、
影
印
17
頁
）

　

こ
の
規
範
意
識
は
続
く
よ
う
で
、『
日
葡
辞
書
』 （
一
六
〇
三
年
） 

で
は
「T

atoi
」
の
見
出
し
し
か
挙
が
っ
て
い
な
い
。
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
で
は
「
た
と
ひ
」

だ
け
を
用
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
寛
永
一
九
年 

（
一
六
四
二
年
） 

に
書
写
さ
れ
た
虎
明
本
狂
言
で
は
、「
た
と
ひ
」
８
例
に
対
し
て
「
た
と
へ
」
６
例

と
均
衡
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
八
世
紀
前
期
の
近
松
門
左
衛
門
の
世
話
浄
瑠
璃
24
作
品
で
は
、「
た
と
ひ
」
１
例
に
対
し
て
「
た
と
へ
」
34
例
と
な
っ
て
「
た
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と
へ
」
が
優
勢
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
た
と
ひ
」
は
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
た
と
い
わ
ず
か
ず
つ
で
も
」（
太
宰
治
『
人
間

失
格
』
一
九
四
八
） 

の
よ
う
に
使
わ
れ
続
け
、
現
代
の
国
語
辞
典
で
も
「「
た
と
え
」
の
古
い
言
い
方
」 （『
新
明
解
国
語
辞
典 

第
七
版
』
三
省
堂
、
二
〇
一
二
） 

と
し
て
「
た
と
い
」
が
立
項
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
た
と
ひ
」
か
ら
「
た
と
へ
」
へ
の
交
替
は
ゆ
る
や
か
に
起
き
て
い
る
。
併
存
す
る
時
期
に
お
い
て
は
、

語
形
の
新
旧
に
基
づ
く
位
相
の
差
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
構
文
に
着
目
す
る
本
稿
で
は
、
両
形
の
異
な
り
に
よ
る
差
異
は
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
な
の
で
、
以

下
、
両
形
を
一
括
し
て
「
た
と
ひ
」
と
呼
ん
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

三　

文
体
的
特
徴

　

本
節
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
た
と
ひ
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「
た
と
ひ
」
が
平
安
時
代
か
ら
現
れ
る
と
は
言
っ
て
も
、
和
文
資
料
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
語
彙
量
の
多
い
『
源
氏
物
語
』
で
も
、
次
に
挙
げ
る
４
例

し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　

３　
（
僧
都
）「
…
…
。
か
か
る
老
い
法
師
の
身
に
は
、
た
と
ひ
愁
へ
は
べ
り
と
も

4

4

、
何
の
悔
い
か
は
べ
ら
む
。
…
…
」（
薄
雲
、
六
二
〇
頁
）

　

４ 　
（
僧
）「（
ソ
ノ
得
体
ノ
知
レ
ナ
イ
物
ガ
）
た
と
ひ
ま
こ
と
に
人
な
り
と
も

4

4

、
狐
、
木
霊
や
う
の
も
の
の
、
あ
ざ
む
き
て
取
り
も
て
来
た
る
に
こ
そ
は
べ

ら
め
。
…
…
」（
手
習
、
一
九
九
一
頁
）

　

５ 　
（
常
陸
守
）「
…
…
。
た
と
ひ
（
寿
命
ガ
）
あ
へ
ず
し
て
仕
う
ま
つ
り
さ
し
つ
と
も

4

4

、
残
り
の
宝
物
、
領
じ
は
べ
る
所
々
、
一
つ
に
て
も
ま
た
取
り
争
ふ

べ
き
人
な
し
。
…
…
」（
東
屋
、
一
八
〇
二
頁
）

　

６ 　

日
本
に
は
、
さ
ら
に
（
帝
王
ノ
血
統
ノ
乱
レ
ヲ
）
御
覧
じ
得
る
所
な
し
。
た
と
ひ
あ
ら
む
に
て
も

4

4

4

4

、
か
や
う
に
忍
び
た
ら
む
こ
と
を
ば
、
い
か
で
か
伝

へ
知
る
や
う
の
あ
ら
む
と
す
る
。
…
…
な
ど
（
冷
泉
帝
ハ
）
よ
ろ
づ
に
思
し
け
る
。（
薄
雲
、
六
二
三
頁
）
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用
例
３
・
４
は
僧
の
発
話
文
、
５
は
常
陸
守
の
発
話
文
に
用
い
ら
れ
、
６
は
冷
泉
帝
の
心
内
文
と
も
地
の
文
と
も
解
せ
る
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
男
性
の
登
場
人
物
に
よ
る
使
用
と
い
う
偏
っ
た
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
僧
な
ど
の
学
識
の
あ
る
人
物
が
訓
点
資
料
に
多
く
見

ら
れ
る
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
築
島
裕
［
一
九
六
三
・
八
一
一
］）。
漢
文
を
訓
読
す
る
際
に
用
い
る
よ
う
な
語
を
使
用
す
る
こ
と
で
、

格
式
張
っ
た
場
面
で
あ
る
こ
と
や
登
場
人
物
の
属
性
を
示
す
表
現
効
果
を
与
え
て
い
る（

1
（

。「
た
と
ひ
」
も
そ
の
よ
う
な
語
の
一
つ
で
あ
り
、
和
文
資
料
で
用
い

る
こ
と
が
稀
で
あ
る
の
は
、
訓
点
資
料
で
主
に
用
い
ら
れ
る
文
体
的
に
偏
っ
た
語
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　

訓
点
資
料
の
「
た
と
ひ
」
に
つ
い
て
は
、
春
日
政
治
［
一
九
四
二
・
一
九
五
］、
久
山
善
正
［
一
九
五
九
］、
築
島
裕
［
一
九
六
三
・
五
三
五
］、
大
坪
併
治

［
一
九
八
一
・
三
一
六
］ 
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
調
査
・
研
究
が
あ
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
　

①
「
仮
令
」「
縦
」「
設
」「
若
使
」
な
ど
の
訓
と
し
て
「
た
と
ひ
」
を
当
て
る
こ
と
。

　
　

②
四
段
活
用
の
動
詞
「
た
と
ふ
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

③
逆
接
仮
定
条
件
節
の
ほ
か
に
順
接
仮
定
条
件
節
で
用
い
た
例
が
あ
る
こ
と
。

　
　

④
「
例
え
ば
」
の
意
を
表
す
例
が
あ
る
こ
と
。

　
　

⑤
院
政
時
代
の
頃
か
ら
「
た
と
ひ
」
と
「
も
し
」
で
逆
接
と
順
接
を
分
担
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

　

②
に
つ
い
て
は
、
四
段
活
用
の
動
詞
「
た
と
ふ
」
は
文
献
上
で
の
確
認
は
で
き
な
い
が
、「
た
と
ひ
」
が
イ
段
で
終
わ
る
語
形
を
持
つ
こ
と
、
次
の
用
例
７

の
よ
う
に
名
詞
と
し
て
用
い
た
例
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
四
段
活
用
の
動
詞
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

７　

た
と
ひ
に
言
ふ
も
、（
枕
草
子
・
木
の
花
は
、
八
七
頁
）

　

③
に
つ
い
て
、
先
に
挙
げ
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
用
例
１
～
３
が
「
と
も
」、
４
が
「
む
に
て
も
」
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
、
現
代
語
「
た

と
え
」
と
同
じ
よ
う
に
、
逆
接
仮
定
の
意
を
表
す
形
式
と
共
起
し
て
い
る
。
訓
点
資
料
に
用
い
ら
れ
た
順
接
仮
定
条
件
節
で
用
い
ら
れ
る
例
は
、
次
の
よ
う
な

例
で
あ
る
（
春
日
政
治
［
一
九
四
二
］
の
挙
例
と
訳
文
に
よ
る
。
漢
字
は
原
文
の
漢
字
、
平
仮
名
は
ヲ
コ
ト
点
、
片
仮
名
は
仮
名
点
で
記
さ
れ
た
も
の
。
ま
た
、
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丸
括
弧
内
は
補
読
、
亀
甲
括
弧
内
は
平
仮
名
に
改
め
た
漢
字
で
あ
る
）。

　

８　

設
令
ひ
違
フ
こ
と
有
ラ
ば4

〔
者
〕
終
に
敢
（
へ
）
て
覆
蔵
セ
じ
〔
不
〕。（
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
、
巻
二
・
一
一
紙
）

　

ま
た
、
④
の
「
例
え
ば
」
の
意
と
し
て
用
い
た
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る 

（
築
島
裕
［
一
九
六
三
］
の
挙
例
。
訳
文
は
『
石
山
寺
資
料
叢
書 

聖
教
篇

第
一
』
に
よ
る
）。

　

９　

仮
使
ヒ
烏
と
角
鵄
と
乃
至
永
に
〔
於
〕
涅
槃
に
入
（
る
）
こ
と
等

（
と
の
ご
と
（（
く
）
い
へ
り
。（
法
華
経
玄
賛
巻
第
三
、四
〇
紙
一
一
〇
七
）

　

築
島
裕
［
一
九
六
三
・
五
三
八
］
は
、
③
④
の
用
法
と
⑤
の
変
化
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 「
タ
ト
ヒ
」
と
い
う
語
は
元
来
動
詞
「
タ
ト
フ
」
の
連
用
形
で
、「
或
る
概
念
に
添
へ
て
他
の
も
の
を
そ
れ
に
な
ぞ
ら
へ
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
た
語
で

あ
り
、
広
く
実
在
し
な
い
仮
定
上
の
こ
と
、
又
は
比
喩
的
な
こ
と
を
表
は
し
た
。「
タ
ト
ヒ
」
が
仮
定
条
件
で
順
接
を
も
逆
接
を
も
従
へ
、
又
、「
タ
ト
ヒ

…
ノ
ゴ
ト
シ
」
の
や
う
な
形
で
比
喩
的
な
意
味
を
も
表
は
し
た
の
は
、
そ
の
当
然
の
結
果
で
あ
つ
た
。
然
る
に
、
後
、
比
喩
的
表
現
の
用
法
や
、
仮
定
条

件
の
中
で
も
順
接
の
用
法
は
衰
へ
、
た
だ
仮
定
逆
接
条
件
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
ふ
や
う
に
考
へ
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
「
た
と
ひ
」
の
構
文
と
い
う
観
点
で
読
む
と
、「
た
と
ひ
」
が
述
語
の
形
式
を
拘
束
す
る
力
の
弱
い
段
階
（
構
文
と
し
て
固
定
し
て
い
な
い
段
階
）

か
ら
強
い
段
階
（
構
文
と
し
て
固
定
し
た
段
階
）
へ
の
変
化
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
訓
点
資
料
に
よ
る
「
た
と
ひ
」
の
用
法
の
変
化
は
、
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
を
ど
の
よ
う
に
訓
読
し
て
い
る
か
と
い

う
訓
読
法
の
変
化
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
た
と
ひ
」
と
い
う
日
本
語
の
構
文
の
変
化
を
記
述
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。「
た
と
ひ
」
を
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日
本
語
の
構
文
史
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
日
本
語
を
書
く
場
合
に
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
で
、「
た
と
ひ
」
の
用
法
を
観

察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
際
、「
た
と
ひ
（
仮
令
・
縦
）」
の
例
が
あ
っ
て
も
、
ａ 

漢
文
を
引
用
し
た
場
合
、
ｂ 

漢
文
を
書
く
場
合
、
ｃ 

漢
文
訓
読
体
で
書
く
場
合
に
は
留
意
が

必
要
で
あ
る
。
ａ
は
訓
点
資
料
の
例
と
同
じ
で
あ
り
、
ｂ
は
日
本
語
文
を
書
こ
う
と
し
て
い
な
い
点
で
異
質
で
あ
る
。
ｃ
は
何
を
も
っ
て
漢
文
訓
読
体
と
み
な

す
か
判
別
が
難
し
い
が
、
考
慮
に
入
れ
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
留
意
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
日
本
語
文
で
用
い
た
「
た
と
ひ
」
を
調
査
対
象
と
し
、「
た
と
ひ
」
と
照
応
す
る
形
式
に
着
目
し
て
考
察
す

る
こ
と
に
す
る
。

　

以
下
の
考
察
で
は
、
便
宜
上
、
一
四
世
紀
前
半
ま
で
に
成
立
し
た
資
料
を
前
期
、
一
四
世
紀
後
半
以
降
に
成
立
し
た
資
料
を
後
期
と
し
て
分
け
、
四
節
で
前

期
、
五
節
で
後
期
の
「
た
と
ひ
」
の
使
用
状
況
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

四　

一
四
世
紀
前
半
ま
で
の
使
用
状
況

　
　
　
　

四
・
一
　
用
例
数
と
分
布

　

次
頁
の
表
１
は
、
一
四
世
紀
前
半
ま
で
に
成
立
し
た
資
料
の
「
た
と
ひ
」
と
照
応
し
た
従
属
節
（
相
当
）
の
形
式
の
用
例
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る（

2
（

。
な
お
、

漢
字
表
記
の
場
合
な
ど
、
形
式
が
確
定
で
き
な
い
例
は
除
外
し
た
。
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表
１　

前
期
の
「
た
と
ひ
」
の
使
用
状
況

成立 資料名

と
も

ど
も

未
然
形
＋
ば

こ
そ
―
め

む
＋
助
詞

む
＋
名
詞

べ
し

す
ら

に
て
も

と
て
も

｢

例
え
ば｣
の
意

10C 古今和歌集 １
うつほ物語 １
三宝絵 ９ ４ １

11C 源氏物語 ３ １
栄花物語 １
雲州往来 ６
夜の寝覚 １ １

12C 今昔物語集 57 ５ １ １ １
法華百座聞書抄 １
宝物集 ２ ２
高倉院升遐記 １
水鏡 ４

13C 建礼門院右京大夫集 ２
無名草子 １
方丈記 １
発心集 19 ４ １ ２
海道記 ４
古事談 ２
古今著聞集 ６ １
十訓抄 ６ １
歎異抄 ３

14C 徒然草 ２ ２
延慶本平家物語 46 ３ １ ３ １ １ １ １
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日
本
語
文
で
の
使
用
状
況
か
ら
も
文
体
に
よ
る
偏
り
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
文
資
料
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
ず
、『
今
昔
物
語
集
』『
延
慶
本
平

家
物
語
』
と
い
う
漢
文
訓
読
体
に
近
い
文
体
を
持
っ
た
資
料
に
用
例
が
多
い
。『
今
昔
物
語
集
』
は
、
説
話
の
出
典
に
漢
文
資
料
の
多
い
巻
一
～
一
〇
、
変
体

漢
文
資
料
の
多
い
巻
一
一
～
二
〇
、
和
文
資
料
の
多
い
巻
二
二
～
三
一
と
い
う
よ
う
に
、
巻
に
よ
っ
て
出
典
の
差
に
基
づ
く
文
体
差
の
あ
る
資
料
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
が
、
65
例
の
内
訳
は
、
巻
一
～
一
〇
に
26
例
、
巻
一
一
～
二
〇
に
29
例
、
巻
二
二
～
三
一
に
10
例
と
、
漢
文
訓
読
調
の
巻
に
用
例
が
多
く
な
っ
て
い

る
。
和
文
資
料
で
は
、『
源
氏
物
語
』
で
偏
っ
た
使
い
方
を
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
が
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
仮
名
序
」
に
あ
る
例
も
、「
を
や
」
と
い

う
漢
文
を
訓
読
す
る
際
に
用
い
る
表
現
と
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

10　

た
と
ひ
時
移
り
事
去
り
、
楽
し
び
悲
し
び
行
き
交
ふ
と
も

4

4

、
こ
の
歌
の
文
字
あ
る
を
や
。（
仮
名
序
、
一
七
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
和
文
資
料
に
は
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
漢
文
訓
読
を
意
識
し
た
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

四
・
二
　
照
応
す
る
形
式
に
つ
い
て

　

三
節
で
見
た
よ
う
に
、
漢
文
を
訓
読
す
る
際
に
用
い
る
「
た
と
ひ
」
に
は
、
逆
接
の
形
式
と
照
応
す
る
用
法
の
他
に
、
順
接
の
形
式
と
照
応
す
る
用
法
と
「
例

え
ば
」
の
意
を
表
す
用
法
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
検
討
し
て
い
く
が
、
は
じ
め
に
、
現
代
語
の
「
た
と
え
」
に
は
な
い
二
つ
の
用
法
か
ら

見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
例
え
ば
」
の
意
を
表
す
用
法
に
つ
い
て
は
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
１
例
見
ら
れ
る
。

　

11　

縦
ヒ
、
以
嬰
児
ノ
蠡
ヲ
、
量
リ
巨
海
ヲ
、
取
テ
蟷
螂
ノ
斧
ヲ
、
如4

向
立
車
ニ
。（
三
末
32
オ
）

　
「
た
と
ひ
」
は
文
末
の
「
ご
と
し
」
に
係
り
、「
例
え
ば
」
の
意
を
表
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
漢
文
で
書
か
れ
た
願
書
の
例
で
あ
り
、
仮
名
は
小
書
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き
で
書
か
れ
て
い
る
。
先
に
ｂ
と
し
て
挙
げ
た
、
漢
文
を
書
こ
う
と
し
て
「
た
と
ひ
」
を
使
っ
た
場
合
の
例
で
あ
り
、
日
本
語
文
で
使
お
う
と
し
た
場
合
と
は

異
な
る
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
調
査
範
囲
の
限
り
で
は
、
日
本
語
文
で
「
例
え
ば
」
の
意
を
表
す
用
法
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
順
接
を
表
す
「
未
然
形
＋
ば
」
と
照
応
す
る
例
に
つ
い
て
も
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
１
例
見
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

　

12 　

縦
、
令
打
破
テ
、
登
テ
候
ハ
ヾ

4

4

4

、
平
家
コ
ソ
仏
法
ト
モ
云
ハ
ズ
、
寺
ヲ
モ
亡
シ
僧
ヲ
失
ヘ
、
カ
ヤ
ウ
ノ
悪
行
ヲ
致
ス
ニ
依
テ
、
是
ヲ
守
護
ノ
為
上
ル
我
等
ガ
、
平
家
ト

一
ナ
レ
バ
ト
テ
、
山
門
ノ
大
衆
ヲ
亡
サ
ム
事
少
モ
違
ワ
ズ
、
二
ノ
舞
タ
ル
ベ
シ
。（
三
末
45
オ
）

　

こ
の
箇
所
の
解
釈
は
難
し
い
が
、「
た
と
ひ
打
ち
破
ら
し
め
て
登
り
て
候
は
ば
」
は
「
二
の
舞
た
る
べ
し
」
に
係
る
と
解
さ
れ
る
。「
令
打
破
」
と
い
う
漢
文

の
語
順
や
、「
し
む
」「
に
依
て
」「
体
言
＋
た
り
」
な
ど
の
訓
点
資
料
に
特
徴
的
な
表
現
と
と
も
に
用
い
て
お
り
、
先
に
ｃ
と
し
て
挙
げ
た
漢
文
訓
読
体
で
書

く
場
合
に
近
い
箇
所
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
漢
文
を
訓
読
し
た
場
合
以
外
で
も
、「
未
然
形
＋
ば
」
と
照
応
し
た
例
が
使
わ
れ
て
い
る
点
は
注
意
さ
れ
る（

3
（

。

　

こ
の
例
の
他
に
用
い
ら
れ
た
例
は
、
逆
接
で
解
釈
で
き
る
形
式
と
照
応
し
て
い
る
の
で
、
日
本
語
文
で
は
「
未
然
形
＋
ば
」
と
照
応
す
る
こ
と
は
ふ
つ
う
な

か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
下
、
逆
接
の
形
式
と
照
応
し
た
例
に
つ
い
て
、
複
数
の
資
料
で
用
い
ら
れ
て
い
る
形
式
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
逆
接
の
仮
定
条
件
を
表
す
接
続
助
詞
「
と
も
」
と
共
起
し
た
例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
目
を
引
か
れ
る
。「
と
も
」
に
は
「
と
い
ふ
と
も
」
と
い
う

形
式
も
含
め
た
が
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
と
も
」
よ
り
も
「
と
い
ふ
と
も
」
の
ほ
う
が
漢
文
訓
読
調
の
強
い
巻
に
用
例
が
偏
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
原

栄
一
［
一
九
六
九
］）。

　

次
に
、
逆
接
の
確
定
条
件
を
表
す
接
続
助
詞
「
ど
も
」
と
照
応
し
た
例
も
あ
る （「
と
い
へ
ど
も
」
の
例
も
含
め
た
）。

　

13　

然
レ
バ
、
譬
ヒ
、
人
有
テ
、
何
ナ
ル
事
ヲ
令
聞
ム
ト
云
ヘ
ド
モ

4

4

、
実
否
ヲ
聞
テ
後
、
可
信
キ
也
。（
今
昔
物
語
集
、
一
七
・
四
〇
）
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し
か
し
、「
ど
も
」
と
照
応
し
た
例
に
つ
い
て
、
築
島
裕 

［
一
九
六
三
・
五
三
八
］
が
「
意
味
は
逆
接
仮
定
と
考
へ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
用
例
13
も
事
態
が
確
定
し
た
こ
と
を
表
し
た
例
で
は
な
く
、「
誰
か
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
か
せ
た
と
し
て
も
、
実
否
を
確
か
め
て
か
ら
信
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
い
う
一
般
論
と
し
て
成
り
立
つ
事
態
を
想
定
し
て
い
る
一
般
条
件
を
表
し
た
例
で
、
逆
接
仮
定
の
解
釈
が
で
き
る
（
原
栄
一

［
一
九
六
九
］）。
先
掲
の
用
例
１
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
一
般
条
件
を
逆
接
確
定
条
件
を
表
す
「
ど
も
」
で
表
し
て
い
る
の
は
、
順
接
確
定
条
件
を
表
す
「
已

然
形
＋
ば
」
が
一
般
条
件
を
表
す
こ
と
と
同
様
に
、
古
代
語
で
は
一
般
論
を
常
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
既
実
現
の
事
態
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
（
吉
田
永
弘
［
二
〇
一
四
］）。

　

次
に
、「
こ
そ
―
め
」
は
、「
こ
そ
」
に
よ
る
係
り
結
び
で
逆
接
の
意
を
、「
む
」
に
よ
っ
て
推
量
の
意
を
表
し
て
い
る
の
で
、
逆
接
仮
定
を
表
す
形
式
と
考

え
て
よ
い
。

　

14　

譬
ヒ
、
現
世
コ
ソ

4

4

（
願
い
が
）
不
叶
ザ
ラ
メ4

、
後
世
ヲ
モ
助
ケ
給
ヘ
カ
シ
。 （
今
昔
物
語
集
、
一
六
・
二
九
）

　

次
に
、「
む
＋
助
詞
」
と
し
て
一
括
し
た
形
式
に
、「
む
に
て
も
」
１
例
（
源
氏
物
語
＝
用
例
６
）、「
む
に
て
だ
に
」
１
例
（
夜
の
寝
覚
）、「
む
に
つ
け
て
も
」

１
例
（
発
心
集
）、「
む
を
も
」
１
例
（
三
宝
絵
）、「
む
か
ら
に
」
２
例
（
う
つ
ほ
物
語
・
古
今
著
聞
集
）、「
む
に
」
１
例
（
今
昔
物
語
集
）
が
あ
る
。

　

15　

た
と
ひ
後
世
を
思
は
ん
に
付
け
て
も

4

4

4

4

4

4

、
必
ず
神
に
祈
り
申
（
す
）
べ
き
と
覚
え
侍
る
な
り
。（
発
心
集
、
巻
八
跋
）

　

16　

た
と
ひ
、
人
の
は
ら
か
ら
、
な
ま
わ
ろ
く
て
も
は
べ
ら
ん
か
ら
に

4

4

4

4

、
そ
れ
に
つ
け
て
や
お
ぼ
え
の
お
と
ら
ん
。（
う
つ
ほ
物
語
、
四
一
六
頁
）

　

こ
れ
ら
の
例
は
、「
む
」
に
よ
っ
て
仮
定
の
事
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
点
で
共
通
す
る
。「
む
に
て
も
」「
む
に
て
だ
に
」「
む
に
つ
け
て
も
」「
む
を
も
」
は

他
の
事
態
を
付
け
加
え
る
「
も
」「
だ
に
」
を
用
い
て
従
属
節
相
当
の
句
を
形
づ
く
り
、「
む
か
ら
に
」「
む
に
」
は
接
続
助
詞
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
、
主
節

の
事
態
と
逆
接
の
関
係
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
準
体
法
の
「
む
」
に
係
助
詞
・
副
助
詞
・
格
助
詞
が
つ
い
て
、
全
体
で
逆
接
仮
定
節
相
当
の
働
き
を
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し
て
い
る
形
式
で
あ
る
。「
む
」
を
用
い
る
と
い
う
点
で
は
、「
む
＋
名
詞
」
も
同
様
だ
ろ
う
。

　
「
む
に
て
も
」
に
つ
い
て
は
、「
む
」
の
な
い
「
に
て
も
」
と
す
る
例
も
あ
る
。

　

17 　
（
大
納
言
）「
わ
り
な
し
や
。
生
ま
れ
た
る
ほ
ど
を
お
ぼ
せ
、
わ
が
後
か
と
。
た
と
ひ
さ
る
に
て
も

4

4

4

、
男
は
さ
の
み
こ
そ
侍
れ
。」（
夜
の
寝
覚
、
一
四
八

頁
）

　

こ
の
例
は
、「
あ
な
た
に
通
い
始
め
た
後
に
他
の
女
に
で
き
た
子
で
あ
る
場
合
で
も
」
と
い
う
事
態
を
仮
定
し
て
、「
男
は
そ
う
い
う
も
の
だ
」
と
続
け
て
い

る
の
で
、
一
般
論
と
し
て
表
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

次
に
、「
と
て
も
」
は
、「
と
い
っ
て
も
」
と
い
う
逆
接
仮
定
の
意
を
表
し
て
い
る
。
用
例
18
の
よ
う
に
名
詞
に
接
続
し
た
例
と
、
用
例
19
の
よ
う
に
終
止
形

に
接
続
し
た
例
と
が
あ
っ
た
。

　

18　

た
と
ひ
同
じ
心
な
る
中
と
て
も

4

4

4

、
幾
世
か
は
あ
る
。（
発
心
集
、
巻
四
・
一
一
）

　

19　

設
、
打
立
テ
後
、
聞
給
タ
リ
ト
テ
モ

4

4

4

、
御
返
有
ベ
シ
。（
延
慶
本
平
家
物
語
、
三
本
37
オ
）

　

次
節
の
表
２
に
あ
る
よ
う
に
、「
と
て
も
」
と
照
応
す
る
例
は
後
期
の
ほ
う
が
目
に
つ
く
。
比
較
的
新
し
い
照
応
形
式
で
あ
る
と
言
え
る
（
山
口
堯
二

［
一
九
九
六
・
一
五
七
］） 

。

　

そ
の
他
、
孤
例
な
の
で
省
く
が
、「
べ
し
」
は
推
定
の
形
式
、「
す
ら
」
は
他
の
事
態
を
挙
げ
る
形
式
の
た
め
、
仮
定
の
事
態
を
表
す
こ
と
に
関
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
た
と
ひ
」
を
日
本
語
文
で
用
い
た
場
合
に
は
、
主
節
と
逆
接
の
関
係
に
あ
る
事
態
を
仮
定
的
に
表
す
形
式
と
照
応
す
る
用
法
に
ほ
ぼ
限

ら
れ
て
い
る
。
形
式
を
見
る
と
、「
と
も
」
と
照
応
す
る
こ
と
を
典
型
と
す
る
が
、
広
く
逆
接
仮
定
で
捉
え
ら
れ
る
表
現
と
照
応
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
た
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と
ひ
―
逆
接
仮
定
」
と
い
う
意
味
レ
ベ
ル
で
の
構
文
を
想
定
し
た
上
で
、
形
式
レ
ベ
ル
で
の
構
文
は
「
た
と
ひ
―
と
も
」
を
典
型
と
し
、
逆
接
仮
定
に
関
わ
る

諸
形
式
と
照
応
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

四
・
三
　
本
節
の
ま
と
め

　

副
詞
の
「
た
と
ひ
」
に
つ
い
て
、
久
山
善
正
［
一
九
五
九
］
が
「
本
来
の
国
語
で
あ
っ
た
か
、
私
は
疑
わ
し
く
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
語
文

で
の
使
用
状
況
の
偏
り
か
ら
見
て
本
来
の
日
本
語
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
漢
文
を
訓
読
す
る
際
に
用
い
た
訳
語
を
日
本
語
文
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
る
の
が

自
然
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
語
と
し
て
存
在
し
た
副
詞
「
た
と
ひ
」
を
漢
語
の
「
仮
令
」「
縦
」
な
ど
を
訓
読
す
る
際
に
訳
語
と
し
て
当
て
た
と
想
定
す

る
の
で
は
な
く
、
漢
語
の
「
仮
令
」「
縦
」
な
ど
を
訓
読
す
る
際
に
、
名
詞
と
し
て
存
在
し
た
「
た
と
ひ
」
を
訳
語
と
し
て
当
て
、
漢
語
の
用
法
に
応
じ
て
用

い
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
を
、日
本
語
文
で
漢
文
調
の
表
現
を
す
る
際
に
副
詞
と
し
て
取
り
入
れ
た
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。日
本
語
文
で
使
用
す
る
際
に
は
、

逆
接
仮
定
節
で
用
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
逆
接
仮
定
を
表
す
専
用
の
形
式
で
あ
る
「
と
も
」
と
照
応
す
る
こ
と
を
典
型
と
し
て
、
逆
接
仮
定
の
意
に
関
わ

る
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
関
わ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
訓
点
資
料
に
お
け
る
「
た
と
ひ
―
順
接
・
逆
接
仮
定
」
か
ら
「
た
と
ひ
―
逆
接

仮
定
」
と
い
う
訓
読
法
の
変
化
に
伴
う
構
文
変
化
は
日
本
語
文
で
は
認
め
難
く
、
当
初
か
ら
「
た
と
ひ
―
逆
接
仮
定
」
と
い
う
構
文
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

と
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
　
　

五　

一
四
世
紀
後
半
以
降
の
使
用
状
況

　
　
　
　

五
・
一
　
用
例
数
と
分
布

　

本
節
で
は
、
後
期
の
「
た
と
ひ
」
構
文
の
展
開
を
見
て
い
く
。
表
１
と
同
様
に
、
一
四
世
紀
後
半
以
降
の
使
用
状
況
を
ま
と
め
た
の
が
次
頁
の
表
２
で
あ
る
。
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表
２　

後
期
の
「
た
と
ひ
」
の
使
用
状
況

成立 資料名

と
も

ど
も

む
＋
助
詞

と
て
も

も 命
令
形

て
も

で
も

ば
と
て

う
と

う
が

と
て

て
か
ら

そ
の
他

14C 覚一本平家物語 52 １ １ １ ３
神皇正統記 ２
増鏡 ２

15C 世阿弥能本 １
応永二十七年本論語抄 ６ ２ １ １
史記桃源抄 ８ ２

16C 中華若木詩抄 ６ ２ １ １
天草版平家物語 23 １ １ ２
エソポのハブラス ８ １ １
ばうちずもの授けやう ６
ぎやどぺかどる 54 ３ １
どちりなきりしたん 11 １
おらしよの飜訳 １

17C 室町物語 23 １ １ １
舞の本 31 ３ ５
醒睡笑 ３ １
虎明本狂言 11 １ ２
狂言六義 11 １ １ １
捷解新語・原刊本 ３
雑兵物語 １
好色伝授 １
西鶴 ２ １ １ ２ １ ２

18C 捷解新語・改修本 ３ １
近松世話物 10 ４ ７ ９ １ ２ １ １
雨月物語 ３
東海道中膝栗毛 １ ２ ２ １ １
浮世風呂 １ １ １ １ １
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前
期
は
漢
文
訓
読
調
の
資
料
に
用
例
が
多
か
っ
た
が
、
後
期
に
な
る
と
、
口
語
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
（
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
・
天

草
版
平
家
物
語
）
や
狂
言
資
料
（
虎
明
本
・
狂
言
六
義
）
に
も
用
例
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
使
用
範
囲
が
拡
大
し
て
い
る
。
次
の
例
は
、
女
が
鬼
に
向
か
っ
て

話
す
箇
所
に
用
い
ら
れ
た
虎
明
本
狂
言
の
例
で
あ
る
。

　

20　
「
た
と
ひ
わ
れ
ら
は
食
は
る
る
と
も

4

4

、
こ
の
子
を
食
は
せ
ま
ら
す
る
事
は
え
い
た
す
ま
い
」（
虎
明
本
狂
言
「
鬼
の
ま
ま
子
」）

　

こ
の
よ
う
に
、「
た
と
ひ
」
を
用
い
る
人
物
の
偏
り
も
な
く
な
っ
て
お
り
、
漢
文
を
訓
読
し
た
語
と
い
う
意
識
も
薄
れ
、
一
般
の
語
と
な
っ
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

五
・
二
　
照
応
す
る
形
式
に
つ
い
て

　

前
期
に
引
き
続
き
、「
と
も
」
と
照
応
し
た
例
が
中
心
と
な
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

　

そ
の
他
の
形
式
を
見
る
と
、
前
期
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
形
式
が
多
く
現
れ
て
い
る
。
用
例
21
は
「
命
令
形
」、
22
は
「
活
用
語
＋
も
」「
て
も
」、
23
は
「
体

言
＋
も
」、
24
は
「
で
も
」、
25
は
「
已
然
形
＋
ば
と
て
」、
26
は
「
う
と
」、
27
は
「
う
が
」、
28
は
「
と
て
」、
29
は
「
て
か
ら
」
と
照
応
し
た
例
で
あ
る
。

　

21 　

信
俊
涙
を
お
さ
へ
申
け
る
は
「
…
…
。
縦
、
此
身
は
い
か
な
る
目
に
も
あ
ひ
候
へ

4

4

、
と
う
と
う
御
文
給
は
ッ
て
参
り
候
は
ん
」
と
ぞ
申
け
る
。（
覚
一

本
平
家
物
語
、
巻
二
、
大
納
言
死
去
）

　

22 　
「
白
頭
縦タ

ト
ヒ

作ナ
ル
モ（

二
）
花
園
ノ
主
ト（

一
）　

酔
テ
折
ハ
花
枝
ヲ
是
レ
別
人
」
…
…
白
頭
ニ
ナ
リ
テ
ハ
、
タ
ト
ヒ
吾
家
ニ
園
花
ヲ
持
テ
モ

4

4

、
万
事
面
白
モ
ナ
ケ
レ
バ
、

行
テ
見
ル
コ
ト
モ
ナ
イ
ゾ
。（
中
華
若
木
詩
抄
、
上
49
ウ
）

　

23　

常
に
虚
言
を
言
ふ
者
は
、
た
と
ひ
真
を
言
ふ
時
も4

、
人
が
信
ぜ
ぬ
も
の
ぢ
ゃ
。（
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
、
四
九
〇
・
２
）

　

24　

た
と
い
、
よ
そ
の
者
で
も

4

4

、
人
の
物
を
取
ら
う
と
云
は
、
盗
人
で
い
た
づ
ら
者
よ
。（
狂
言
六
義
「
痩
松
」）
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25　
（
師
）「
た
と
い
、
さ
う
あ
れ
ば
と
て

4

4

4

4

4

、
師
匠
に
対
し
て
、
そ
の
や
う
な
慮
外
を
ぬ
か
す
物
か
」（
狂
言
六
義
「
忠
喜
」）

　

26　

た
と
い
、
梟
で
あ
ら
う
と

4

4

ま
ま
と
云
て
、
又
祈
る
。（
狂
言
六
義
「
梟
」）

　

27　

た
と
へ
平
様
が
盗
人
で
有
ふ
が

4

4

、
強
盗
で
有
ふ
が

4

4

、
い
と
し
う
て
い
と
し
う
て
、
命
を
や
つ
た
此
さ
が
じ
や
。（
近
松
・
生
玉
心
中
、
五
八
七
頁
）

　

28　

た
と
い
是
で
し
ぬ
る
と
て

4

4

、
そ
な
た
に
あ
い
を
た
の
も
う
か
。（
好
色
伝
授
、
36
ウ
３
）

　

29 　

京
大
坂
に
て
は
、
相
場
ち
が
ひ
の
も
の
は
、
た
と
へ
祝
儀
の
も
の
に
し
て
か
ら

4

4

4

、
中
々
調
ふ
べ
き
人
心
に
は
あ
ら
ず
。（
西
鶴
・
世
間
胸
算
用
、

三
〇
八
頁
）

　

こ
の
う
ち
用
例
22
の
「
も
」
と
照
応
し
た
例
は
、
漢
詩
を
訓
読
し
た
箇
所
に
現
れ
て
い
る
。「
も
」
と
照
応
し
た
例
は
前
期
の
日
本
語
文
に
は
見
え
な
い
が
、

訓
点
資
料
に
は
見
ら
れ
る
例
で
あ
り
（
大
坪
併
治
［
一
九
五
一
・
三
一
六
］）、
新
し
い
形
式
で
は
な
い
。
名
詞
に
接
続
し
た
例
の
み
を
挙
げ
る
。

　

30　

仮
使
ひ
山
林
野
人
の
輩
も4

、
亦
常
に
〔
於
〕
天
女
を
供
養
す
。（
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
、
巻
七
・
一
二
紙
）

　

そ
の
他
の
形
式
は
、
い
ず
れ
も
逆
接
仮
定
の
意
に
関
わ
る
形
式
で
、「
た
と
ひ
」
を
伴
わ
ず
に
単
独
で
逆
接
仮
定
を
表
し
た
例
が
あ
る
。
以
下
、
順
に
見
て

い
く
こ
と
に
す
る（

4
（

。

　

ま
ず
、「
命
令
形
」
は
、
命
令
用
法
だ
け
で
は
な
く
、
放
任
用
法
も
使
わ
れ
て
い
た
。
次
の
例
の
「
返
し
た
て
ま
つ
れ
」
は
祈
願
を
表
す
命
令
用
法
で
あ
る
が
、

「
ま
れ
」
は
「
も
あ
れ
」
が
縮
約
し
た
放
任
用
法
で
あ
る
。

　

31　
「
あ
が
君
を
取
り
た
て
ま
つ
り
た
ら
む
（
モ
ノ
ハ
）、
人
に
ま
れ
、
鬼
に
ま
れ
、
返
し
た
て
ま
つ
れ
。（
源
氏
物
語
・
蜻
蛉
、
一
九
三
四
頁
）

　

放
任
用
法
は
、
主
節
の
事
態
が
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
成
り
立
つ
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
あ
る
事
態
を
想
定
し
て
挙
げ
る
点
で
逆
接
仮
定
に
通
じ
る
。
そ
の
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た
め
、「
た
と
ひ
」
と
照
応
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う（

5
（

。

　

そ
の
他
の
形
式
は
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
現
れ
た
逆
接
仮
定
を
表
す
形
式
で
あ
る
。
虎
明
本
狂
言
の
逆
接
仮
定
の
形
式
に
、「
て
も
」「
で
も
」「
已

然
形
＋
ば
と
て
」「
う
と
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
小
林
賢
次
［
一
九
九
六
・
二
二
八
］
が
指
摘
し
て
い
る
。
虎
明
本
狂
言
か
ら
例
を
挙
げ
る
。

　

32 　
（
舅
）
此
上
は
娘
が
合
点
い
た
す
と
も
、
身
共
が
聞
き
ま
ら
せ
ぬ
。（
聟
）
お
ご
う
が
合
点
い
た
い
て
も
聞
く
ま
い
と
は
、
そ
な
た
が
女
房
に
持
た
う
と

云
ふ
事
か
。（「
乞
聟
」）

　

33　

路
次
で
お
茶
な
り
と
申
さ
う
物
を
、
雑
談
に
申
し
い
つ
て
、
お
茶
で
も
申
さ
い
で
、
お
残
り
多
い
。（「
餅
酒
」）

　

34　

女
ど
も
が
寄
せ
て
来
た
れ
ば
と
て
、
ふ
か
し
い
事
が
あ
ら
う
か
。（「
鬚
櫓
」）

　

35　
（
鬼
） 

そ
な
た
は
此
家
に
、
一
人
お
じ
や
る
か
。（
女
）
一
人
ゐ
よ
う
と
、
二
人
ゐ
よ
う
と
、
か
ま
ふ
て
の
よ
う
は
。（「
節
分
」）

　

用
例
32
は
「
と
も
」
と
同
じ
文
脈
で
「
て
も
」
を
用
い
て
い
る（

6
（

。
用
例
34
は
「
で
も
」
の
例
、
用
例
35
は
「
已
然
形
＋
ば
と
て
」
で
「
～
だ
か
ら
と
い
っ
て
」

と
い
う
仮
定
の
意
を
表
し
た
例
、
用
例
36
は
「
う
と
」
の
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
逆
接
仮
定
の
意
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
形
式
で
あ
り
、

「
た
と
ひ
」
を
用
い
た
場
合
に
も
現
れ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
用
例
33
に
は
、「
お
茶
な
り
と
」
の
よ
う
に
「
と
」
で
逆
接
仮
定
を
表
し
た
例
も
あ
る
。
表
２
で
「
そ
の
他
」
と
し
た
中
に
あ
る
舞
の
本
の
５

例
は
す
べ
て
「
た
と
ひ
」
が
「
と
」
と
照
応
し
た
例
で
あ
る
。

　

36　

た
と
ひ
討
た
れ
給
は
ず
と4

、
土
佐
を
ば
終
に
討
た
る
べ
し
。（
舞
の
本
「
堀
河
夜
討
」）

　

用
例
27
の
「
う
が
」
は
、
虎
明
本
狂
言
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
虎
寛
本
狂
言
や
近
松
世
話
浄
瑠
璃
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
小
林
賢
次
［
一
九
九
六
・
二
四
〇
］

が
指
摘
し
て
い
る
。
や
や
遅
れ
て
、
逆
接
仮
定
に
関
わ
る
形
式
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
用
例
28
「
と
て
」
と
あ
る
例
も
、
虎
明
本
狂
言
に
は
な
く
虎
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寛
本
狂
言
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
近
世
の
表
現
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
用
例
29
の
「
て
か
ら
」
は
、
近
世
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
形

式
で
あ
る （
湯
澤
幸
吉
郎
［
一
九
三
六
］） 

。

　

37　

こ
の
風
俗
で
小
女
郎
に
あ
ひ
た
い
と
い
ふ
た
り
と
も
聞
き
入
れ
じ
。
聞
き
入
れ
て
か
ら
小
女
郎
が
恥
。（
近
松
・
博
多
小
女
郎
波
枕
）

　

最
後
に
、
表
２
で
「
そ
の
他
」
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
触
れ
て
い
な
い
も
の
を
挙
げ
る
。「
こ
そ
―
べ
け
れ
」
１
例
（
室
町
物
語
）、「
を
以
て
も
」
１

例
（
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
）、「
次
第
」
１
例
（
西
鶴
）、「
ま
で
も
」
１
例
（
西
鶴
）、「
に
も
」
１
例
（
近
松
）
で
あ
る
。『
史
記
桃
源
抄
』
の
２
例
は
訓
読
部
分

に
現
れ
た
「
ま
し
か
ば
」「
て
」
の
例
な
の
で
、
日
本
語
文
で
の
例
で
は
な
い
。

　

こ
の
う
ち
、「
こ
そ
―
べ
け
れ
」
は
前
期
に
見
ら
れ
た
「
こ
そ
―
め
」
の
後
世
的
な
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
ま
で
も
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
と
い
っ
た
指

摘
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
慶
長
古
活
字
版
『
源
平
盛
衰
記
』
に
も
「
た
と
ひ
」
と
照
応
し
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
も
新
し
い
形
式
だ
ろ
う
。

　

38 　

武
士
は
綺
羅
を
本
と
し
て
つ
と
む
る
身
な
れ
ば
、
た
と
へ
無
僕
の
さ
ぶ
ら
ひ
ま
で
も

4

4

4

、
風
義
常
に
し
て
お
も
は
し
か
ら
ず
。（
西
鶴
・
日
本
永
代
蔵
、

四
七
頁
）

　

39　

縦
無
間
ノ
底
マ
デ
モ

4

4

4

、
身
ニ
代
ヌ
人
也
。（
源
平
盛
衰
記
、
巻
一
八
、三
・
二
〇
六
頁
）

　

以
上
の
よ
う
に
、
後
期
の
「
た
と
ひ
」
の
構
文
は
、
新
た
に
逆
接
仮
定
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
形
式
と
照
応
す
る
例
が
現
れ
る
と
い
う
点
で
形
式
レ
ベ
ル

の
変
化
が
見
ら
れ
た
。

　
　
　
　

五
・
三
　
衰
退
し
た
形
式
に
つ
い
て

　

一
方
、
表
２
を
見
る
と
、
前
期
に
使
わ
れ
て
い
た
「
ど
も
」「
む
＋
助
詞
」
は
後
期
一
五
・
一
六
世
紀
頃
に
は
衰
退
し
て
い
る
。
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「
ど
も
」
が
衰
退
す
る
の
は
、
中
世
後
期
に
「
ど
も
」
が
一
般
条
件
を
表
さ
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
伴
う
衰
退
で
あ
る
。
四
・
二
で
「
た
と
ひ
―
ど
も
」
の

例
が
、
一
般
条
件
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。「
ど
も
」
は
虎
明
本
狂
言
の
時
代
で
も
、
逆
接
確
定
条
件
を
表
す
中
心
的
な
形
式
で
あ
る
が
、
一
般

条
件
を
表
す
用
法
は
「
て
も
」
が
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
（
小
林
賢
次
［
一
九
九
六
・
二
四
二
］、
吉
田
永
弘
［
二
〇
一
五
］）。

　

40　

わ
ご
り
よ
は
律
儀
な
人
じ
や
。
皆
人
は
悪
う
で
き
て
も
、
よ
い
と
云
ひ
て
売
る
に
、
奇
特
な
事
を
い
ふ
人
じ
や
。（
虎
明
本
狂
言
「
河
原
太
郎
」）

　

用
例
40
は
「
酒
が
悪
く
で
き
て
も
良
い
と
言
っ
て
売
る
」
と
い
う
一
般
論
を
「
て
も
」
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
一
般
条
件
を
表
す
形
式
が
「
ど
も
」
か
ら

「
て
も
」
へ
交
替
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
た
と
ひ
」
が
「
ど
も
」
と
照
応
す
る
例
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
む
＋
助
詞
」
は
、
準
体
法
の
「
む
」
に
係
助
詞
・
副
助
詞
・
格
助
詞
が
つ
い
て
、
逆
接
仮
定
節
相
当
の
意
味
を
表
し
た
。
そ
れ
が
衰
退
す
る
の
は
、
中
世

後
期
に
「
む
」
が
準
体
法
で
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
変
化
に
伴
う
衰
退
で
あ
る
。
新
た
に
現
れ
た
「
う
と
」「
う
が
」
は
、「
む
＋
助
詞
」
の
後
継
の
形
式

の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
う
と
」「
う
が
」
の
「
う
」
は
、
接
続
助
詞
の
「
と
」「
が
」
を
後
接
し
、
準
体
句
で
は
な
く
用
言
句
を
構
成
し
て
い
る
の
で
、「
む
＋

助
詞
」
と
は
異
な
る
形
式
で
あ
る
。「
む
」
を
用
い
な
い
助
詞
の
複
合
形
で
あ
る
「
と
て
も
」
の
ほ
う
が
、「
む
＋
助
詞
」
の
領
域
を
担
い
う
る
形
式
と
言
っ
て

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
条
件
表
現
形
式
や
「
む
」
の
用
法
の
変
化
に
伴
っ
て
、
形
式
そ
の
も
の
が
使
わ
れ
な
く
な
り
、「
た
と
ひ
」
と
も
照
応
し
な
く
な
っ
た
形
式

も
あ
る
。

　
　
　
　

五
・
四
　
本
節
の
ま
と
め

　

後
期
の
「
た
と
ひ
」
は
、
文
体
的
な
偏
り
が
な
く
な
っ
て
い
き
、
一
般
的
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
た
と
ひ
―
逆
接
仮
定
」
と
い

う
意
味
レ
ベ
ル
の
構
文
に
変
化
は
な
い
が
、
形
式
レ
ベ
ル
で
は
、「
と
も
」
と
照
応
す
る
の
が
典
型
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
が
、
逆
接
仮
定
の
意
に
関
わ

る
諸
形
式
に
は
消
長
が
見
ら
れ
た
。
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六　
「
た
と
ひ
」
構
文

　

三
節
で
前
期
、
四
節
で
後
期
の
「
た
と
ひ
」
構
文
の
使
用
状
況
を
見
て
き
た
が
、
本
節
で
は
「
た
と
ひ
」
構
文
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

日
本
語
文
に
お
い
て
は
、「
た
と
ひ
―
逆
接
仮
定
」
と
い
う
意
味
レ
ベ
ル
の
構
文
は
、
一
貫
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
形
式
レ
ベ
ル
の

構
文
は
、
逆
接
仮
定
の
意
を
表
す
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
用
い
ら
れ
、
時
代
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
形
式
は
異
な
っ
た
。「
た
と
ひ
」
の
構
文
の
史
的
展
開
を
見
る

こ
と
で
、
逆
接
仮
定
に
関
わ
る
形
式
の
消
長
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
形
式
の
消
長
を
ま
と
め
る
と
次
の
図
１
の
よ
う
に
な
る
。

図
１　

逆
接
仮
定
に
関
わ
る
形
式
の
消
長
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こ
の
う
ち
、
逆
接
仮
定
を
専
用
に
表
す
形
式
で
あ
る
「
と
も
」
は
前
後
期
を
通
し
て
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
、「
た
と
ひ
」
と
照
応
す
る
典
型
的
な
形
式
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
一
見
変
化
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
前
期
と
後
期
で
は
意
味
合
い
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
前
期
は
逆
接
仮
定
の
専
用
形
式
と
し
て
は
「
と
も
」
し
か
な
か
っ
た
。「
た
と
ひ
」
が
「
と
も
」
と
照
応
す
る
の
は
当
然
の
結
果
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
後
期
一
六
世
紀
頃
に
「
て
も
」
と
照
応
し
た
例
が
現
れ
る
。「
て
も
」
は
、
先
に
述
べ
た
逆
接
の
一
般
条
件
を
表
す
と
と
も
に
、
逆
接
仮
定
条

件
を
表
す
専
用
形
式
と
な
っ
て
、「
と
も
」
と
交
替
し
て
い
く
形
式
で
あ
る
（
吉
田
永
弘
［
二
〇
一
五
］）。
湯
澤
幸
吉
郎
［
一
九
二
九
］
を
は
じ
め
と
し
て
、

狂
言
資
料
（
小
林
賢
次
［
一
九
九
六
・
二
二
七
］）、
朝
鮮
資
料
（
浜
田
敦
［
一
九
七
〇
・
三
〇
一
］）、
抄
物
資
料
（
高
見
三
郎
［
一
九
九
六
］）
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、「
と
も
」
か
ら
「
て
も
」
へ
の
交
替
は
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
起
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
て
も
」
が
現
れ
た
段
階
で
、

逆
接
仮
定
を
表
す
専
用
形
式
に
新
旧
の
二
形
式
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
「
と
も
」
と
「
て
も
」
に
着
目
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

表
３
は
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
成
立
し
た
資
料
の
「
と
も
」
と
「
て
も
」
の
用
例
数
で
あ
る
。「
と
も
」
は
動
詞
、
形
容
詞
、
助
動
詞
に
後

接
し
た
例
を
分
け
た
（「
る
る
・
ら
る
る
」
に
後
接
し
た
例
は
動
詞
の
例
に
含
め
た
）。

　

総
用
例
数
と
し
て
は
「
と
も
」
の
ほ
う
が
多
い
が
、「
て
も
」
が
後
接
し
な
い
「
な
り
と
も
」「
た
り
と
も
」「
ず
と
も
」「
う
と
も
」
な
ど
の
助
動
詞
に
後
接

表
３　
「
と
も
」
と
「
て
も
」

エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス

（
一
五
九
三
刊
）

醒
睡
笑

（
一
六
二
八
識
）

虎
明
本
狂
言

（
一
六
四
二
写
）

狂
言
六
義

（
一
七
世
紀
中
頃
成
）

動
詞
＋
と
も

15

14

75

39

形
容
詞
＋
と
も

２

７

８

12

助
動
詞
＋
と
も

４

16

273

190

て
も

９

30

180

101
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し
た
例
を
除
き
、
動
詞
と
形
容
詞
に
後
接
し
た
例
と
比
較
す
る
と
、
一
七
世
紀
の
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
「
と
も
」
か
ら
「
て
も
」
へ
と
勢
力
が
逆
転
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る（

7
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、「
て
も
」
の
使
用
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
割
に
は
、「
た
と
ひ
」
と
照
応
す
る
例
が
少
な
い
。
虎
明
本
狂
言
で
は
、「
と

も
」
の
11
例
に
対
し
て
、「
て
も
」
は
２
例
の
照
応
例
し
か
な
い
。「
と
も
」
の
11
例
の
う
ち
３
例
が
助
動
詞
に
後
接
し
た
例
で
あ
る
こ
と
を
差
し
引
き
、
動
詞
・

形
容
詞
に
後
接
し
た
例
に
つ
い
て
見
る
と
、「
と
も
」
が
70
例
中
８
例
で
あ
る
の
に
対
し
、「
て
も
」
は
160
例
中
２
例
の
照
応
で
あ
る
か
ら
、「
た
と
ひ
」
を
用

い
た
場
合
に
は
、「
と
も
」
で
照
応
す
る
と
い
う
規
範
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
た
と
ひ
」
が
「
と
も
」
を
拘
束
す
る
力
は
強
く
は
な
い
が
、
決
し

て
弱
く
は
な
い
。

　

一
七
世
紀
初
頭
に
「
と
も
」
と
照
応
す
る
の
が
典
型
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
の
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文

法
書
の
『
日
本
大
文
典
』 （
一
六
〇
四
‐
八
） 
の
記
述
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　

41 　

し
ば
し
ば
許
容
法
に
用
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
動
詞
の
終
に
はT

om
o

（
と
も
）
を
置
い
て
そ
れ
を
承
け
る
。
即
ち
、
そ
の
支
配
関
係
は
、
常
に
句
の

前
に
置
き
そ
の
後
にT

om
o

（
と
も
）、
又
は
、toyŭtom

o

（
と
い
ふ
と
も
）
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。（「T

A
T

O
I

」
項
、
土
井
忠
生
訳
、
四
九
五

頁
）

　

一
方
の
「
て
も
」
に
つ
い
て
は
、
許
容
法
・
譲
歩
法
の
未
来
に
「N

ar ŏtaritom
o

（
習
う
た
り
と
も
）」
と
と
も
に
「N

ar ŏtem
o

（
習
う
て
も
）」（
土
井
忠

生
訳
、
一
四
八
頁
）
の
例
を
挙
げ
て
い
る
も
の
の
、「
も
」
の
項
に
、「T

e

（
て
）
を
語
尾
と
す
る
分
詞
の
後
に
置
か
れ
た
も
の
は
反
戻
の
助
辞
と
な
る
」（
土

井
忠
生
訳
、
四
八
六
頁
）
と
し
て
複
合
助
辞
と
し
て
逆
接
の
意
を
認
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。『
日
葡
辞
書
』
で
も
「
と
も
」
は
立
項
し
て
い
る
が
「
て
も
」

は
立
項
し
て
い
な
い
の
で
、
一
語
と
し
て
扱
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
記
述
は
日
本
人
の
規
範
意
識
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、「
た
と
ひ
―
と
も
」
を
典
型
と
捉
え
る
段
階
か
ら
「
た
と
ひ
―
て
も
」

を
典
型
と
捉
え
る
段
階
へ
い
つ
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
表
２
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
後
、
江
戸
時
代
後
期
以
降
の
「
た
と
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ひ
」
の
使
用
状
況
を
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
試
み
に
「
太
陽
コ
ー
パ
ス
」
で
近
代
の
状
況
を
観
察
す
る
。
次
の
表
４
は
、
平
仮
名
書
き
の
「
た

と
へ
」
を
検
索
し
て
、「
と
も
」「
て
も
」
と
照
応
し
た
用
例
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（「
と
も
」
は
前
接
す
る
品
詞
の
内
訳
を
示
し
た
。
な
お
、「
仮
令
」「
縦

令
」「
た
と
ひ
」
な
ど
の
例
を
含
め
ず
、
平
仮
名
書
き
の
「
た
と
へ
」
に
限
っ
た
の
は
、
よ
り
口
語
的
な
表
現
で
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
で
あ
る
）。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
〇
一
年
ま
で
は
「
と
も
」
と
照
応
す
る
例
が
多
い
が
、
一
九
〇
九
年
で
は
動
詞
に
承
接
す
る
場
合
は
「
て
も
」
と
照
応
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
頃
か
ら
「
て
も
」
と
照
応
す
る
こ
と
が
典
型
と
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
不
充
分
な
調
査
で
は
あ
る
が
、
接
続
助
詞
の
「
と
も
」
か
ら
「
て
も
」

へ
の
交
替
に
比
べ
、「
た
と
ひ
」
と
照
応
す
る
場
合
の
変
化
は
遅
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
現
代
語
の
「
た
と
ひ
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
。
現
代
の
国
語
辞
典
の
「
た
と
え
」
の
項
の
用
例
（
作
例
）
を
見
る
と
、
そ
の
規
範
意
識
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。『
新
明
解
国
語
辞
典 

第
七
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
二
）
で
は
「
て
も
」
と
「
う
が
」
の
例
を
載
せ
、『
旺
文
社
国
語
辞

典 

第
十
一
版
』（
二
〇
一
三
）
で
は
「
あ
と
に
「
で
も
」「
て
も
」「
と
も
」
な
ど
を
伴
う
」
と
あ
り
、『
明
鏡
国
語
辞
典 

第
二
版
』（
大
修
館
、
二
〇
一
〇
）

で
は
、「
て
も
」
と
「
命
令
形
」
の
例
を
載
せ
る
。
す
べ
て
に
載
る
「
て
も
」
が
典
型
的
な
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。

　

現
代
語
の
実
態
を
探
る
一
つ
の
例
と
し
て
、「CD

-RO
M

版 

新
潮
文
庫
の
100
冊
」
で
「
た
と
え
」（
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
例
を
除
く
）
を
検
索
し
て
み
る
と
、

752
例
の
使
用
例
が
あ
っ
た
。
照
応
す
る
形
式
は
、「
て
も
」
376
例
、「
で
も
」
117
例
、「
命
令
形
」
75
例
、「
う
と
も
」
43
例
、「
う
と
」
42
例
、「
た
と
こ
ろ
で
」

32
例
、「
っ
て
」
30
例
、「
形
容
詞
＋
と
も
」
12
例
と
い
う
よ
う
に
続
く
。「
と
も
」
は
「
う
と
も
」「
形
容
詞
＋
と
も
」
の
形
で
使
わ
れ
続
け
て
い
る
が
、
動
詞

表
４　

太
陽
コ
ー
パ
ス
の
「
た
と
へ
―
と
も
」「
た
と
へ
―
て
も
」

刊
行
年

一
八
九
五

一
九
〇
一

一
九
〇
九

一
九
一
七

一
九
二
五

と
も

14

（
動
11
、形
１
、助
動
２
）

14

（
動
９
、
助
動
５
）

７

（
形
２
、
助
動
５
）

０

７

（
動
１
、形
１
、助
動
５
）

て
も

０

２

３

２

17
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に
後
接
し
た
例
は
歴
史
小
説
に
１
例
あ
る
だ
け
な
の
で
滅
び
た
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う（

8
（

。

　
　
　

七　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
日
本
語
文
で
用
い
ら
れ
た
副
詞
「
た
と
ひ
」
に
つ
い
て
、
前
期
（
一
四
世
紀
前
半
ま
で
）
と
後
期
（
一
四
世
紀
後
半
以
降
）
と
に
分
け
て
見
て
き

た
。
簡
単
に
ま
と
め
て
結
び
と
し
た
い
。

　

１　

前
期
に
は
漢
文
訓
読
を
意
識
し
た
箇
所
で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
位
相
の
偏
り
が
あ
る
が
、
後
期
に
は
な
い
。

　

２ 　

本
来
の
日
本
語
に
副
詞
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
漢
語
の
「
仮
令
」「
縦
」
な
ど
を
訓
読
す
る
際
に
当
て
た
訳
語
を
日
本
語
文
に
取
り
入
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

３ 　
「
た
と
ひ
」
構
文
を
意
味
レ
ベ
ル
と
形
式
レ
ベ
ル
に
分
け
る
と
、
意
味
レ
ベ
ル
で
は
、「
た
と
ひ
―
逆
接
仮
定
」
の
構
文
と
し
て
前
後
期
を
通
し
て
変
わ

ら
な
い
が
、
形
式
レ
ベ
ル
で
は
「
た
と
ひ
―
と
も
」
を
典
型
と
し
て
、
逆
接
仮
定
の
意
に
関
わ
る
諸
形
式
と
照
応
す
る
。

　

４ 　

逆
接
仮
定
の
意
に
関
わ
る
形
式
に
は
、
前
後
期
を
通
し
て
用
い
ら
れ
る
「
と
も
」
の
他
、
前
期
に
は
「
ど
も
」「
む
＋
助
詞
」「
こ
そ
―
め
」、
後
期
に

は
「
と
て
も
」「
命
令
形
」「
て
も
」「
ば
と
て
」「
う
と
・
う
が
」
な
ど
の
形
式
が
見
ら
れ
る
。

　

５ 　

逆
接
仮
定
を
表
す
接
続
助
詞
が
「
と
も
」
か
ら
「
て
も
」
へ
と
交
替
し
て
も
、「
た
と
ひ
」
と
照
応
す
る
場
合
に
は
「
と
も
」
が
使
わ
れ
や
す
く
、「
た

と
ひ
―
と
も
」
と
い
う
規
範
意
識
は
近
代
ま
で
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

注

（
1
）　�

大
坪
併
治
［
一
九
八
一
・
三
二
三
］
は
『
源
氏
物
語
』
の
４
例
に
つ
い
て
、「
三
例
は
、
僧
侶
と
か
田
舎
受
領
と
か
い
つ
た
、
古
風
で
固
苦
し
い
男
性
の
詞
に
用
ゐ
ら
れ
て
を
り
、

一
例
は
、
天
子
が
古
書
に
前
例
を
求
め
る
、
極
め
て
厳
粛
で
緊
張
し
た
場
面
で
あ
つ
て
、
作
者
は
、
タ
ト
ヒ
を
、
特
殊
な
表
現
効
果
を
狙
つ
て
、
意
図
的
に
用
ゐ
た
も
の
と
考
へ
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ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
）　�

土
左
日
記
、
竹
取
物
語
、
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
、
平
中
物
語
、
落
窪
物
語
、
篁
物
語
、
多
武
峯
少
将
物
語
、
か
げ
ろ
ふ
日
記
、
枕
草
子
、
和
泉
式
部
日
記
、
紫
式
部
日
記
、
更

級
日
記
、
四
条
宮
下
野
集
、
大
鏡
、
讃
岐
典
侍
日
記
、
古
本
説
話
集
、
宇
治
拾
遺
物
語
、
梁
塵
秘
抄
、
新
古
今
和
歌
集
に
は
用
例
が
な
か
っ
た
。

（
3
）　�

田
島
毓
堂
［
一
九
七
七
・
八
四
八
］
は
、『
正
法
眼
蔵
』（
一
三
世
紀
成
、
一
五
世
紀
写
の
「
乾
坤
院
本
」）
の
「
た
と
ひ
」
329
例
の
う
ち
「
未
然
形
＋
ば
」
が
２
例
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
漢
文
訓
読
調
の
度
合
い
が
強
い
資
料
で
あ
る
。

（
4
）　�

山
口
堯
二
［
一
九
九
六
・
一
五
七
―

一
七
四
］
で
は
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
以
降
の
逆
接
仮
定
の
意
に
関
わ
る
諸
形
式
が
扱
わ
れ
、「
た
と
ひ
」
と
照
応
し
た
多
く
の
例
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

（
5
）　�

原
栄
一
［
一
九
七
四
］
は
「
命
令
形
」
と
照
応
す
る
例
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
な
く
、『
覚
一
本
平
家
物
語
』
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
田

島
毓
堂
［
一
九
七
七
・
八
四
八
］
は
『
正
法
眼
蔵
』
に
「
命
令
形
」
と
照
応
し
た
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
6
）　

高
見
三
郎
［
一
九
九
六
］
は
「
て
も
」
と
照
応
し
た
例
が
『
杜
詩
続
翠
抄
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
7
）　�

小
林
賢
次
［
一
九
九
六
・
二
三
五
］
は
、
虎
明
本
狂
言
の
頃
に
「
す
で
に
「
動
詞
終
止
形
＋
ト
モ
」
か
ら
「
動
詞
連
用
形
＋
テ
モ
」
に
移
行
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
」
と
指
摘

し
て
い
る
。

（
8
）　�

前
田
直
子
［
二
〇
一
四
］
で
は
、
現
代
語
の
「
と
も
」
の
使
用
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

使
用
テ
キ
ス
ト

古
今
和
歌
集
・
覚
一
本
平
家
物
語
・
室
町
物
語
集
…
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、
枕
草
子
・
う
つ
ほ
物
語
…
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）、
今
昔
物
語
集
・
夜

の
寝
覚
・
古
今
著
聞
集
・
西
鶴
（
日
本
永
代
蔵
・
好
色
一
代
女
・
世
間
胸
算
用
の
３
作
品
）
…
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
…
…
春
日
政

治
（
一
九
四
二
）、
法
華
経
玄
賛
巻
第
三
…
…
『
石
山
寺
資
料
叢
書�

聖
教
篇
第
一
』（
法
蔵
館
）、
近
松
世
話
浄
瑠
璃
…
…
『
近
松
全
集
』（
岩
波
書
店
）、『
源
氏
物
語
大
成�

校
異
篇
』（
中

央
公
論
社
）、『
三
宝
絵
詞
自
立
語
索
引
』『
醒
睡
笑�

静
嘉
堂
文
庫
蔵
』（
以
上
、
笠
間
書
院
）、『
発
心
集�

本
文
・
自
立
語
索
引
』『
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス�

本
文
と
総
索
引
』『
キ
リ
シ
タ
ン



47

版
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る�

本
文
・
索
引
』『
大
蔵
虎
明
能
狂
言
集�

翻
刻�

注
解
』（
以
上
、
清
文
堂
出
版
）、『
足
利
本
仮
名
書
き
法
華
経
』『
延
慶
本
平
家
物
語
』『
狂
言
六
義
全
注
』（
以
上
、

勉
誠
出
版
）、『
中
華
若
木
詩
抄
』（
勉
誠
社
文
庫
）、『
世
阿
弥
自
筆
能
本
集
』（
岩
波
書
店
）、『
史
記
桃
源
抄
の
研
究
』（
日
本
学
術
振
興
会
）、『
ロ
ド
リ
ゲ
ス�

日
本
大
文
典
』（
三
省
堂
）、

『
源
平
盛
衰
記
（
一
～
六
）』（
三
弥
井
書
店
）「CD

-RO
M

版�

新
潮
文
庫
の
100
冊
」（
新
潮
社
）、『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』（
博
文
館
新
社
）、『
人
間
失
格
・
グ
ッ
ド
・
バ
イ
』（
岩
波
文
庫
）
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献
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。
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史
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古
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語
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化
と
構
文
化
』
299
―

320
頁
、
ひ
つ
じ
書
房


