
國學院大學学術情報リポジトリ

On nouns, such as sama, kokochi, kehai, etc., that
require a prenominal modifier, and on the
intransitive verb su, which functions as a
predicate in the modifier

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2023-02-05

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: Nakamura, Yukihiro

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00000190URL



— 17 —
連体修飾語を必須とする「さま」「心地」「けはひ」などと、
その述語となる自動詞「す」とについて

り
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
に
拠
る
こ
と
と
す
る
。

○
い
み
じ
き
武も
の
の
ふ士
、
仇あ
た

敵か
た
き

な
り
と
も
、
見
て
は
う
ち
笑え

ま
れ
ぬ
べ
き

さ
ま
の0

し
た
ま
へ
れ
ば
、
え
さ
し
放
ち
た
ま
は
ず
。（
①
桐
壺
39
）

　

若
宮
（
光
源
氏
）
の
神
才
と
美
貌
と
が
内
裏
を
圧
倒
す
る
さ
ま
の
描
写

で
あ
る
。
こ
の
若
宮
を
見
る
と
、
つ
い
ほ
ほ
え
ま
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い

お
美
し
さ
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
「
の
」
に
つ
い
て
、
使
用
テ
キ
ス
ト
の
現
代
語
訳
は
、
そ
こ
を
回

避
し
て
訳
出
し
て
い
る
が
、
大
方
は
、「
を
」
と
訳
す
「
の
」
と
し
て
い

る注
①

。
そ
の
よ
う
に
、
そ
の
「
の
」
を
「
を
」
と
訳
す
こ
と
に
な
る
と
、
そ

れ
に
続
く
「
し
（
＝
す
）」
は
、
わ
ざ
わ
ざ
改
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な

第
一
章　
「
見
て
は
う
ち
笑ゑ

ま
れ
ぬ
べ
き
さ
ま
の
し
た
ま
へ

れ
ば
、」
の
「
の
」
と
「
し
（
＝
す
）」
と

　

実
は
、
右
の
小
見
出
し
を
、
小
稿
の
題
目
に
し
よ
う
か
と
、
長
く
思
い

つ
づ
け
て
き
て
い
た
。
い
ま
で
も
、
そ
う
思
っ
て
も
い
る
。
そ
の
小
見
出

し
は
、『
源
氏
物
語
』
を
あ
る
程
度
読
ん
で
い
た
ら
、
あ
あ
、
あ
の
「
の
」

と
「
し
（
＝
す
）」
か
と
、
誰
し
も
が
直
ち
に
反
応
す
る
で
あ
ろ
う
と
思

え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
、『
源
氏
物
語
』
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
表
現

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
稿
の
用
例
資
料
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ

連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
「
さ
ま
」「
心
地
」「
け
は
ひ
」

な
ど
と
、
そ
の
述
語
と
な
る
自
動
詞
「
す
」
と
に
つ
い
て

中
村
幸
弘
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く
、
他
動
詞
と
感
じ
と
る
の
が
一
般
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
の
」
に
つ
い

て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
は
、
一
【
格
助
】
の
五
と
し
て
取
り

立
て
て
い
る
。
格
助
詞
「
の
」
の
最
終
ブ
ラ
ン
チ
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
語

釈
欄
は
、
あ
ま
り
に
も
ア
バ
ウ
ト
で
、「
他
の
格
助
詞
の
用
法
に
通
ず
る

と
い
わ
れ
る
も
の
。」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
七
用
例
挙
げ
ら
れ
て
い
る

用
例
の
な
か
に
、
そ
の
「
見
て
は
う
ち
笑
ま
れ
ぬ
べ
き
さ
ま
の
し
た
ま
へ

れ
ば
、」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
他
の
六
例
の
な
か
に
共
通
性
あ
る
も
の
を

見
出
だ
そ
う
と
努
め
た
が
、
見
出
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
語
誌

・

を

見
よ
と
の
指
示
が
あ
る
が
、
そ
の

が
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
の

語
誌

を
、
以
下
に
引
く
こ
と
と
す
る
。

一
般
に
、
こ
れ
ら
は
「
を
」
に
通
う
「
の
」、「
に
」「
と
」
に
通
う

「
の
」
と
称
せ
ら
れ
る
が
、「
を
」「
に
」「
と
」
な
ど
の
助
詞
に
よ
ら

ず
、
敢
え
て
「
の
」
助
詞
を
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
真
の
表
現
意
図
が

あ
る
と
見
る
べ
き
も
の
が
多
い
。

　

そ
の
よ
う
に
、「
を
」
に
通
い
は
す
る
が
、「
を
」
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
中
田
祝
夫
編
監
修
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
・
昭
和
五
十
八
年
）

の
「
の
」
の
担
当
者
は
、
当
時
の
国
語
助
詞
の
権
威
此
島
正
年
だ
が
、

そ
の
語
誌
で
も
、
こ
の
用
法
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

参
考
文
献
も
、
八
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
用
法
に
関
す
る

論
考
に
出
会
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
、
殊
に

学
習
用
古
語
辞
典
な
ど
に
、
そ
の
理
解
を
深
め
て
く
れ
る
記
事
を
期
待
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
そ
の
学
習
古
語
辞
典
の
代

表
と
も
い
え
る
松
村
明
他
編
『
旺
文
社
古
語
辞
典
第
十
版
』（
旺
文
社
・

二
○
○
八
年
）
の
一
【
格
助
】
の
ブ
ラ
ン
チ
⑤
「
連
用
修
飾
語
を
つ
く

る
。」
の
㋑
に
、
類
書
に
見
な
い
注
記
が
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
サ

変
動
詞
に
か
か
っ
て
格
助
詞
「
を
」
の
意
味
に
解
さ
れ
る
働
き
を
す
る
。」

と
し
て
、
小
見
出
し
に
掲
げ
た
、
そ
の
用
例
を
引
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
「
サ
変
動
詞
に
か
か
っ
て
」
の
「
サ
変
動
詞
」
は
、「
動
詞

「
す
」」
と
い
っ
た
ほ
う
が
、
い
っ
そ
う
適
切
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
と

に
か
く
、「
の
」
だ
け
で
な
く
文
意
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
、
あ

る
時
期
、
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た注
②

こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。
か
つ
て
、
そ
の
『
旺
文
社
古
語
辞
典
』
の
編
者
の
一
人
で
も

あ
っ
た
先
師
・
今
泉
忠
義
の
、
没
後
の
刊
行
物
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』

の
な
か
に
小
稿
・
本
章
の
小
見
出
し
と
重
な
る
「
打
笑
ま
れ
ぬ
べ
き
様
の

し
給
へ
れ
ば
」
立
項
の
解
説
を
読
ん
で
い
た
日
が
確
か
に
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
直
筆
原
稿
の
ま
ま
の
同
書
の
該
当
部
分
を
以
下
に
引
く
こ
と
と
す

る
。
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そ
れ
ま
で
、「
の
」
だ
け
の
問
題
と
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
「
見
て
は
う

ち
笑ゑ

ま
れ
ぬ
べ
き
さ
ま
の
し
た
ま
へ
れ
ば
、」
の
読
解
が
、「
し
（
＝
す
）」

と
の
関
連
で
理
解
し
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
解
説
に
お
い
て
、
そ
の
「
し
（
＝
す
）」
を
自
動
詞
と
さ
れ

た
ご
判
断
で
、
理
解
が
大
い
に
深
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
の
」
は

「
を
」
を
言
い
換
え
た
も
の
で
は
な
い
、
と
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
、
い
さ
さ
か
穿
鑿
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
も
う
し

あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。

第
二
章	

連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
「
さ
ま
」「
心
地
」

「
け
は
ひ
」
な
ど
と
、
そ
の
述
語
と
な
る
自
動
詞

「
す
」
と
の
文
構
造
―
支
持
し
た
く
な
る
宿
木
の

巻
・
別
本
系
の
本
文
―

　

先
師
が
、
そ
こ
に
お
挙
げ
に
な
る
類
例
か
ら
、
以
下
の
三
点
を
感
じ
と

る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
補
訂
を
加
え
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。

①
「
珍
し
き
様
の0

し
た
れ
ば
」（
末
一
三
七
―
二
）
／
「
さ
ゝ
や
か
に

あ
え
か
な
る
け
は
ひ
の0

し
給
へ
れ
ば
」（
絵
三
四
五
―
九
）
／
げ
に
い
と

侮
り
に
く
げ
な
る
様
〔
ノ
〕
し
給
へ
れ
ば
」（
霧
八
○
五
―
一
二
）
／
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「
忝
き
さ
ま
〔
ノ
〕
し
給
へ
れ
ば
」（
柏
七
七
二
―
八
）
な
ど
の
、
そ

の

部
分
（
連
体
修
飾
語
）
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と

が
で
き
た
。

②
「
さ
ゝ
や
か
に
あ
え
か
な
る
け
は
ひ
の0

し
給
へ
れ
ば
」（
絵
三
四
五
―

九
）
か
ら
、
①
の
連
体
修
飾
語
の
被
修
飾
語
と
な
る
名
詞
は
、「
さ
ま
」

の
ほ
か
に
「
け
は
ひ
」
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
名

詞
は
、
漠
然
と
感
じ
と
れ
る
状
態
を
意
味
す
る
形
式
名
詞
性
の
名
詞
で

あ
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
た
。

③
げ
に
い
と
侮
り
に
く
げ
な
る
様
〔
ノ
〕
し
給
へ
れ
ば
」（
霧
八
○
五
―

一
二
）
／
「
忝
き
さ
ま
〔
ノ
〕
し
給
へ
れ
ば
」（
柏
七
七
二
―
八
）
か
ら
、

そ
の
「
の
」
は
、
表
出
さ
れ
る
場
合
も
、
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
。
ま
た
異
本
に
よ
る
異
文
の
存
在
す
る
こ
と
も
知
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ほ
か
に
、
そ
の
動
詞
「
す
」
は
連
用
形
「
し
」
の
場

合
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
「
し
」
の
下
に
は
、
存
続
の
助
動
詞
―
「
給

ふ
」
を
用
い
た
場
合
は
「
り
」、
用
い
な
い
場
合
は
「
た
り
」
―
の
已
然

形
に
接
続
助
詞
「
ば
」
が
付
い
て
、
順
接
確
定
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
う
い
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

実
は
、
小
稿
の
結
論
は
、
も
は
や
、
以
上
を
も
っ
て
、
ほ
ぼ
尽
く
さ
れ

た
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
先
師
の
、
そ
の
「
打
笑
ま
れ
ぬ
べ

き
様
の
し
給
へ
れ
ば
」
の
解
説
が
、
直
ち
に
、
そ
の
よ
う
に
読
み
解
け
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
い
う
、
自
動
詞
と
い
う
決
定
的
な
ご
判
断

が
、
ど
の
よ
う
な
背
景
あ
っ
て
示
さ
れ
た
結
論
な
の
か
、
そ
こ
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
自
動
詞
で
あ
る
と
述
べ
る
の

は
、
大
方
が
そ
こ
を
他
動
詞
と
し
て
い
る
と
お
思
い
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
と
思
っ
た
。
た
だ
一
般
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
、
そ
の
「
す
」
が
他
動
詞

だ
と
い
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
そ
れ
は
、
そ
の
「
の
」
を

「
を
」
と
訳
出
す
る
大
方
の
理
解
に
対
す
る
考
え
方
を
示
す
も
の
か
と
思

え
て
き
た
。
そ
の
「
の
」
は
、「
を
」
で
は
な
い
、
と
い
お
う
と
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
と
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
ま
で
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
今
泉
忠
義
・
鎌
田
広
夫
共
編
『
国

語
学
演
習
用　

源
氏
物
語　

桐
壺
（
附
源
氏
物
語
と
こ
ろ
ど
こ
ろ注
③

）』
と

い
う
、
角
書
き
に
い
う
と
お
り
の
国
語
学
演
習
用
教
材
の
存
在
が
思
い
出

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
教
材
は
、
偶
数
ペ
ー
ジ
に
対
応
す
る
各
奇
数
ペ
ー
ジ

に
演
習
の
手
掛
か
り
が
列
挙
さ
れ
て
い
て
、「
見
て
は
う
ち
笑
ま
れ
ぬ
べ

き
様
の▽

し
た
れ
ば
、」（
五
六
ペ
ー
ジ
）
を
受
け
て
、
そ
の
対
応
す
る
奇
数

ペ
ー
ジ
（
五
七
ペ
ー
ジ
）
に
は
、「
▽
う
ち
笑
ま
れ
ぬ
べ
き
様
の0

し
給
へ

れ
ば
―
珍
し
き
様
の
し
た
れ
ば
（
末
摘
花
）
常
に
目
な
れ
ぬ
様
の
し
給
へ

る
を
（
若
菜
上
）」
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
末
に
は
、「
源
氏
物

語
「
桐
壺
」
用
語
索
引
」
が
付
い
て
い
て
、
そ
の
助
詞
の
欄
に
は
「
の
」

も
当
然
立
項
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
「
の
」
に
は
、〈
○
主
格
の
「
の
」・
○
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デ
・
○
ト
・
○
ト
ス
ル
・
○
ヲ
〉
の
五
ブ
ラ
ン
チ
が
あ
っ
た
。
そ
の
カ
タ

カ
ナ
書
き
は
、
訳
語
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
〈
○
ヲ
〉
に
は
、「
う
ち
笑

ま
れ
ぬ
べ
き
様
の0

し
給
へ
れ
ば
五
六
2
□
」
と
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に

「
ヲ
」
と
訳
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
し
（
＝
す
）」
は
、
他
動
詞

だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
師
の
『
源
氏
物
語　

語
法

篇
』
の
、
そ
の
よ
う
に
書
き
始
め
ら
れ
る
前
段
階
を
、
そ
の
よ
う
に
読
み

と
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

た
だ
、
そ
の
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』
よ
り
も
先
に
刊
行
さ
れ
て
い
た

『
源
氏
物
語
現
代
語
訳
一注
④

』
で
は
、
ど
う
訳
出
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、

そ
こ
は
、「
一
目
見
た
だ
け
で
も
う
、
自
然
に
に
っ
こ
り
と
し
な
い
で
は

ゐ
ら
れ
さ
う
も
な
い
く
ら
ゐ
か
は
い
い
お
顔 

を 

し 
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
、」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
格
助
詞
「
を
」
で
あ
り
、
他
動
詞
「
し

（
＝
す
）」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
極
端
な
こ
と
を
い
う
と
、
先
師
は
、
そ
の

現
代
語
訳
ご
執
筆
の
段
階
で
は
、
な
お
、
そ
の
「
の
」
は
「
ヲ
」
で
あ

り
、「
し
（
＝
す
）」
は
、
他
動
詞
と
見
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。『
国
語
学
演
習
用　

源
氏
物
語　

桐
壺
（
附
源
氏

物
語
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
）』
と
同
じ
お
考
え
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
い
つ
、
そ
の
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』
に
お

書
き
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
た
の
か
、
契
機
と
な
る
何
か
が
お
あ
り

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
な
ど
、
ご
存
じ
の
方
々
か
ら
の
お
教
え
が
い
た

だ
き
た
い
と
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
、「
さ
ま
」「
け
は
ひ
」
と
「
し
（
＝
す
）」
＋
存
続
の

表
現
と
を
手
掛
か
り
に
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
表
現
を
検

出
す
る
作
業
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
然
、
当
初
か
ら
気
づ
い
て

い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
て
い
な
い
用
例
に
出
会
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
次
第
に
、
そ
の
「
の
」
を
表
出
し
て
い
る
も
の

は
、
む
し
ろ
限
ら
れ
る
が
、
と
に
か
く
、「
の
」
の
あ
る
も
の
・
な
い
も

の
が
用
例
数
と
し
て
も
、
一
定
数
を
数
え
る
と
こ
ろ
に
到
達
し
た
。「
の
」

の
代
わ
り
に
、
そ
こ
に
係
助
詞
の
類
を
用
い
て
い
る
用
例
に
も
出
会
え

た
。
そ
し
て
、「
け
は
ひ
」
だ
け
で
な
く
、「
心
地
」
も
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
文
脈
に
位
置
す
る
用
例
を
、
む
し
ろ
多
く
見
せ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

た
。「
け
し
き
」「
す
が
た
」
な
ど
も
、
い
つ
か
、
メ
モ
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
ら
に
も
、
連
体
修
飾
語
が
必
ず
冠
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
「
さ
ま
」
と
「
し
」
と
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、「
さ
ま
」
と
「
し
」
と
が

連
接
す
る
次
の
表
現
に
つ
い
て
は
、「
さ
ま
し
（
＝
さ
ま
す
）」
な
ど
と
い

う
動
詞
で
は
な
く
、
そ
こ
は
、
誤
文
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
感
じ

と
れ
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
同
時
併
行
的
に
、『
対
校
源

氏
物
語
新
釈注
⑤

』
本
文
と
の
照
合
を
行
い
な
が
ら
の
用
例
検
出
作
業
と
い
う

作
業
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
、

現
在
一
般
に
は
認
め
ら
れ
な
い
、
そ
の
本
文
を
支
持
し
た
く
な
っ
て
し
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ま
っ
た
の
で
あ
る
。

○
女
君
は
、
日
ご
ろ
も
よ
ろ
づ
に
思
ふ
こ
と
多
か
れ
ど
、
い
か
で
気け

色し
き

に
出
だ
さ
じ
と
念
じ
返
し
つ
つ
、
つ
れ
な
く
さ
ま
し
た
ま
ふ
こ
と
な

れ
ば
、
こ
と
に
聞
き
も
と
ど
め
ぬ
さ
ま
に
、
お
ほ
ど
か
に
も
て
な
し

て
お
は
す
る
気
色
い
と
あ
は
れ
な
り
。（
⑤
宿
木
402
）

　
『
対
訳
源
氏
物
語
新
釈
』
の
、
そ
の
部
分
は
、「
つ
れ
な
き
さ
ま
し
給
ふ

こ
と
な
れ
ば
、」（
五
・
宿
木
二
四
三
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
本
文
に
従

え
ば
、
こ
こ
も
、「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
＋
し
（
給
ふ
こ
と
な
れ
ば
、）」

と
な
っ
て
、「
さ
ま
」
を
用
い
た
描
写
表
現
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

早
速
、『
源
氏
物
語
大
成
三注
⑥

』
の
該
当
部
分
を
確
認
し
た
。
湖
月
抄
本
を

底
本
に
し
た
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
本
文
と
同
じ
「
つ
れ
な
き
」
と
あ

る
本
文
は
、【
別
本
】
系
の
「
阿
」
と
あ
る
阿
里
莫
本
と
い
わ
れ
る
桃
園

文
庫
蔵
の
本
文
と
、「
桃
」
と
あ
っ
て
特
定
の
名
称
を
も
た
な
い
桃
園
文

庫
蔵
の
本
文
と
の
、
二
本
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て

も
、
こ
こ
は
、「
つ
れ
な
き
」
で
読
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

小
稿
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』「
の
」
の
語
誌

そ
の
他
が

広
く
問
題
提
起
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
先
師
の
お
説
を
頂
戴
し
て
、

既
に
一
定
の
姿
勢
を
表
明
し
え
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
次
章
か
ら
は
、

「
さ
ま
」
と
「
し
（
＝
す
）」、「
心
地
」
と
「
し
（
＝
す
）」、「
け
は
ひ
」

と
「
し
（
＝
す
）」
の
要
領
で
、
そ
の
実
態
を
報
告
し
て
い
き
た
い
と
思

う
。

第
三
章　
「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
と
動
詞
「
す
」
と
を

用
い
て
構
成
さ
れ
た
表
現

　
「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
と
動
詞
「
す
」
を
用
い
て
構
成
さ
れ
た
表
現

の
大
方
は
、
直
ち
に
次
の
よ
う
に
三
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の

「
さ
ま
」
が
格
助
詞
「
の
」
を
接
続
さ
せ
て
い
る
用
例
群
（
Ａ
用
例
群
）、

そ
の
「
の
」
に
代
わ
っ
て
、
係
助
詞
な
ど
、
他
の
助
詞
を
接
続
さ
せ
て

い
る
用
例
群
（
Ｂ
用
例
群
）、

「
さ
ま
」
に
接
続
す
る
助
詞
が
存
在
し

な
い
、
無
助
詞
の
用
例
群
（
Ｃ
用
例
群
）
の
三
群
で
あ
る
。
以
上
の
三
用

例
群
が
共
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
さ
ま
」
だ
け
で
な
く
、「
心
地
」

や
「
け
は
ひ
」
の
場
合
に
も
、
そ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ

ら
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
用
例
群
と
と
も
に
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
「
さ
ま
」

「
心
地
」「
け
は
ひ
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
一
般
に
い
う
主
語注
⑦

と
感
じ
る
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
を
受
け
る
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
は
、
自
動
詞
と
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
「
さ
ま
」「
心
地
」

「
け
は
ひ
」
な
ど
に
、
格
助
詞
「
を
」
が
接
続
し
て
い
る
用
例
を
見
る
こ

と
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
強
く
認
識
し
て
お
き
た



— 23 —
連体修飾語を必須とする「さま」「心地」「けはひ」などと、
その述語となる自動詞「す」とについて

い
。
一
瞬
、
Ｃ
用
例
群
の
各
用
例
に
つ
い
て
、
格
助
詞
「
を
」
が
表
出
さ

れ
な
い
、
ヲ
格
の
非
表
出
用
例
か
と
受
け
と
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
だ
け
に
、
警
戒
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
ま
た
、
以
上
の
傾
向
は
、

「
さ
ま
」「
心
地
」「
け
は
ひ
」
以
外
に
も
、
そ
れ
ら
に
類
す
る
名
詞
の
、

何
単
語
か
に
つ
い
て
い
え
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
詳
細
は
、「
さ
ま
」「
心

地
」「
け
は
ひ
」
に
つ
い
て
観
察
し
た
後
に
一
括
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と

と
す
る
。

　

な
お
、
以
上
で
、
大
方
の
傾
向
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
総
括
し
て
述

べ
た
の
で
、
以
下
の
各
章
で
は
、「
心
地
」「
け
は
ひ
」
そ
の
他
、
そ
れ
ぞ

れ
の
実
態
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

 

「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
が
格
助
詞
「
の
」
を
接
続
さ
せ
て
動
詞

「
す
」
に
か
か
っ
て
い
く
用
例
（
Ａ
用
例
）

○
第
一
章
に
既
出
。（
①
桐
壺
39
）

○
何
に
残
り
な
う
見
あ
ら
は
し
つ
ら
む
と
思
ふ
も
の
か
ら
、
め
づ
ら
し
き

さ
ま
の0

し
た
れ
ば
、
さ
す
が
に
見
や
ら
れ
た
ま
ふ
。（
①
末
摘
花
293
）

○
母も

屋や

の
廂ひ
さ
し

に
御お

座ま
し

よ
そ
ひ
て
入
れ
た
て
ま
つ
る
。
お
し
な
べ
た
る
や

う
に
人
々
の
あ
へ
し
ら
ひ
き
こ
え
む
は
、
か
た
じ
け
な
き
さ
ま
の0

し

た
れ
ば
、
御み

息や
す

所ど
こ
ろ

ぞ
対た
い

面め

し
た
ま
へ
る
。（
④
柏
木
328
）

○
御お

前ま
へ

に
近
き
若
木
の
梅む
め

心
も
と
な
く
つ
ぼ
み
て
、
鶯
う
ぐ
ひ
す

の
初は
つ

声ご
ゑ

も
い
と

お
ほ
ど
か
な
る
に
、
い
と
す
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
き
さ
ま
の0

し

た
ま
へ
れ
ば
、
人
々
は
か
な
き
こ
と
を
言
ふ
に
、
言こ
と

少ず
く

な
に
心
に
く
き

ほ
ど
な
る
を
ね
た
が
り
て
、
宰さ
い

相し
や
う

の
君
と
聞
こ
ゆ
る
上じ
や
う

臈ら
ふ

の
詠
み
か

け
た
ま
ふ
。（
⑤
竹
河
68
）

○
ま
こ
と
に
、
い
み
じ
き
過
ち
あ
り
と
も
、
ひ
た
ぶ
る
に
は
え
ぞ
疎
み
は

つ
ま
じ
く
、
ら
う
た
げ
に
心
苦
し
き
さ
ま
の0

し
た
ま
へ
れ
ば
、
え
も

恨
み
は
て
た
ま
は
ず
、
の
た
ま
ひ
さ
し
つ
つ
、
か
つ
は
こ
し
ら
へ
き
こ

え
た
ま
ふ
。（
⑤
宿
木
436
）

○
か
れ
は
、
限
り
な
く
あ
て
に
気け

高た
か

き
も
の
か
な
、
な
つ
か
し
う
な
よ
よ

か
に
、
か
た
は
な
る
ま
で
、
な
よ
な
よ
と
た
わ
み
た
る
さ
ま
の0

し
た

ま
へ
り
し
に
こ
そ
、
こ
れ
は
、
…
、
な
ど
、
こ
の
か
み
心
に
思
ひ
あ
つ

か
は
れ
た
ま
ふ
。（
⑥
東
屋
73
）

 

「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
が
係
助
詞
を
接
続
さ
せ
て
動
詞
「
す
」
に

か
か
っ
て
い
く
用
例
（
Ｂ
用
例
）

○
う
ち
と
け
て
向
か
ひ
ゐ
た
る
人
は
、
え
疎う

と

み
は
つ
ま
じ
き
さ
ま
も0

し

た
り
し
か
な
、
…
と
思
し
出
づ
る
に
憎
か
ら
ず
、
な
ほ
懲こ

り
ず
ま
に
、

ま
た
も
あ
だ
名
立
ち
ぬ
べ
き
御
心
の
す
さ
び
な
め
り
。（
①
夕
顔
191
）

○
正さ
う

身じ
み

も
、
あ
な
を
か
し
げ
と
ふ
と
見
え
て
、
山
吹
に
も
て
は
や
し
た
ま

へ
る
御
容か
た
ち貌

な
ど
、
い
と
は
な
や
か
に
、
こ
こ
ぞ
曇
れ
る
と
見
ゆ
る
と

こ
ろ
な
く
、
隈く
ま

な
く
に
ほ
ひ
き
ら
き
ら
し
く
、
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
ぞ0

し
た
ま
へ
る
。（
③
初
音
148
）
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○
…
、
こ
の
ご
ろ
こ
そ
ね
び
ま
さ
り
た
ま
へ
る
御
盛
り
な
め
れ
、
さ
る
さ

ま
の
す
き
事
し
た
ま
ふ
と
も
、
人
の
も
ど
く
べ
き
さ
ま
も0

し
た
ま
は

ず
、
鬼お
に

神が
み

も
罪
ゆ
る
し
つ
べ
く
、
あ
ざ
や
か
に
も
清
げ
に
若
う
盛
り
に

ほ
ひ
を
散
ら
し
た
ま
へ
り
、
…
、
と
わ
が
御
子
な
が
ら
も
思
す
。（
④

夕
霧
471
）

○
姫
君
は
、
心
ば
せ
静
か
に
よ
し
あ
る
方
に
て
、
見
る
目
も
て
な
し
も
、

気け

高た
か

く
心
に
く
き
さ
ま
ぞ0

し
た
ま
へ
る
、
い
た
は
し
く
や
む
ご
と
な

き
筋
は
ま
さ
り
て
、
い
づ
れ
を
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
ひ
か
し
づ
き
き
こ

え
た
ま
へ
ど
、
か
な
は
ぬ
こ
と
多
く
、
…
。（
⑤
橋
姫
120
）

○
す
ず
ろ
に
見
え
苦
し
う
恥
づ
か
し
く
て
、
額ひ
た
ひ

髪が
み

な
ど
も
ひ
き
つ
く
ろ

は
れ
て
、
心
恥
づ
か
し
げ
に
用
意
多
く
際き

は

も
な
き
さ
ま
ぞ0

し
た
ま
へ

る
。（
⑥
東
屋
51
）

○
め
づ
ら
し
く
を
か
し
と
見
た
ま
ひ
し
人
よ
り
も
、
ま
た
、
こ
れ
は
な
ほ

あ
り
が
た
き
さ
ま
は0

し
た
ま
へ
り
か
し
と
見
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
い

と
よ
く
似
た
る
を
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
も
胸
ふ
た
が
れ
ば
、
い
た
く
も
の

思
し
た
る
さ
ま
に
て
、
御み

張ち
や
う

に
入
り
て
大
殿
籠
る
。（
⑥
浮
舟
137
）

○
尼
君
、「
…
。
右
の
大
殿
と
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
紀
伊
守
「
そ
れ
は
、
容か
た
ち貌

も
い
と
う
る
は
し
う
き
よ
ら
に
、
宿す
う

徳と
く

に
て
、
際き

は

こ
と
な
る
さ
ま
ぞ0

し
た
ま
へ
る
。
…
」
な
ど
、
…
。（
⑥
手
習
359
）

　

Ｂ
用
例
は
、
ヲ
格
の
非
表
出
と
も
感
じ
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
「
し
（
＝

す
）」
を
自
動
詞
〈
感
じ
ら
れ
る
〉
と
思
っ
て
読
み
改
め
る
と
、
ガ
格
の

非
表
出
と
い
う
よ
う
に
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

「
連
体
修
飾
格
＋
さ
ま
」
が
無
助
詞
の
ま
ま
、
動
詞
「
す
」
に
か

か
っ
て
い
く
用
例
（
Ｃ
用
例
）

○
こ
ま
や
か
に
を
か
し
と
は
な
け
れ
ど
、
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
し
て
、

あ
て
人
と
見
え
た
り
。（
①
帚
木
106
）

○
言
ひ
立
つ
れ
ば
わ
ろ
き
に
よ
れ
る
容か
た
ち貌

を
、
い
と
い
た
う
も
て
つ
け

て
、
こ
の
ま
さ
れ
る
人
よ
り
は
心
あ
ら
む
と
目
と
ど
め
つ
べ
き
さ
ま

し
た
り
。（
①
空
蝉
121
）

○
…
、
僧
都
「
…
、
か
の
祖お

母ば

に
語
ら
ひ
は
べ
り
て
聞
こ
え
さ
せ
む
」
と

す
く
よ
か
に
言
ひ
て
、
も
の
ご
は
き
さ
ま
し
た
ま
へ
れ
ば
、
若
き
御

心
に
恥
づ
か
し
く
て
、
え
よ
く
も
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。（
①
若
紫
214
）

　

Ｃ
用
例
に
つ
い
て
、「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
に
接
続
す
る
助
詞
が
存

在
し
な
い
と
か
、
無
助
詞
と
い
っ
て
き
た
り
し
て
い
る
が
、
一
旦
、
そ
う

受
け
と
め
た
う
え
で
、
ガ
格
が
表
出
さ
れ
て
い
な
い
用
例
で
、
格
助
詞

「
の
」
が
接
続
し
て
い
な
い
も
の
と
い
う
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
き
た
い

用
例
群
で
あ
る
。
殊
に
、
こ
の
Ｃ
用
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
非
表
出
の
主

格
の
存
在
を
、
あ
の
時
枝
誠
記
が
い
っ
た
陳
述
機
能
を
指
し
て
い
う
も
の

で
は
な
い
が
、
零
記
号注
⑧

の
よ
う
な
も
の
を
借
り
て
説
明
し
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
■
し
て
な
ど
と
で
も
し
て
、
そ
の
格
関
係
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連体修飾語を必須とする「さま」「心地」「けはひ」などと、
その述語となる自動詞「す」とについて

を
感
じ
と
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
Ｃ
用
例
は
、
あ
ま
り
に
も
、
そ
の
該
当
用
例
が
多
い
。
以

下
、
そ
の
該
当
語
句
部
分
だ
け
を
列
挙
す
る
こ
と
と
す
る
。

○
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
し
て
、（
①
帚
木
106
）
／
○
い
と
ら
う
た
げ
な
る

さ
ま
し
て
、（
①
夕
顔
179
）
／
○
絵か

た

に
描か

き
て
も
見
ま
う
き
さ
ま
し
た
り
。

（
①
末
摘
花
306
）
／
○
い
と
よ
し
あ
る
さ
ま
し
て
、（
①
紅
葉
賀
318
）
／

○
も
の
遠
き
さ
ま
し
て
お
は
す
る
に
、（
①
紅
葉
賀
345
）
／
心
恥
づ
か
し
き

さ
ま
し
て
参
り
た
ま
へ
り
。（
②
葵
54
）
／
○
い
と
よ
し
よ
し
し
う
気け

高た
か

き

さ
ま
し
て
、（
②
明
石
264
）
／
○
絵
に
描
き
た
ら
む
さ
ま
し
て
（
②
澪
標

312
）
／
○
も
の
思
ひ
な
げ
な
る
さ
ま
し
て
、（
②
蓬
生
338
）
／
○
も
の
き

よ
げ
に
よ
し
あ
る
さ
ま
し
て
、（
②
蓬
生
338
）
／
○
い
と
児
め
か
し
う

し
め
や
か
に
う
つ
く
し
き
さ
ま
し
た
ま
へ
り
。（
③
少
女
54
）
／
○
い
と

け
ざ
や
か
な
る
さ
ま
し
た
ま
へ
る
を
、（
③
初
音
148
）
／
○
い
と
ま
め
や

か
に
こ
と
ご
と
し
き
さ
ま
し
た
る
人
の
、（
③
胡
蝶
177
）
／
○
我
に
も
あ 

ら
ぬ
さ
ま
し
て
、（
③
胡
蝶
189
）
／
○
い
と
き
よ
け
に
も
の
も
の
し
く
、

は
な
や
か
な
る
さ
ま
し
て
、（
③
常
夏
246
）
／
○
け
ざ
け
ざ
と
も
の
き
よ 

げ
な
る
さ
ま
し
て
ゐ
た
ま
へ
り
。（
③
野
分
278
）
／
い
と
な
ご
や
か
な
る

さ
ま
し
て
（
③
野
分
279
）
／
○
い
ま
め
か
し
く
い
と
な
ま
め
き
た
る
さ

ま
し
て
、（
③
藤
袴
336
）
／
○
い
と
あ
ざ
や
か
に
男を

を々

し
き
さ
ま
し
て
、

（
③
真
木
柱
365
）
／
○
い
た
く
酔ゑ

ひ
乱
れ
た
る
さ
ま
し
て
、（
③
真
木
柱

382
）

　

お
お
よ
そ
の
傾
向
は
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
以
下
、『
源
氏
物

語
④
』『
源
氏
物
語
⑤
』『
源
氏
物
語
⑥
』
に
、
同
趣
の
用
例
が
四
十
八
用

例
数
え
ら
れ
、
都
合
七
十
一
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
の
連
体
修
飾
語
は
、
そ
の
長

短
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
殊
に
そ
の
部
分
に
見
ら
れ
る
並
立
関
係
に
つ
い

て
は
、
十
分
に
は
理
解
で
き
て
い
な
い
事
情
も
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
そ
の

整
理
は
容
易
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
無
視
し
て
、
全
体
を

ア
バ
ウ
ト
に
受
け
と
め
る
と
、
個
々
の
「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
＋

「
す
」
が
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
相
当
の
一
概
念
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。
そ
の
一
概
念
の
末
尾
と
な
る
「
す
」
の
活
用
形
の
偏
り
、
さ
ら

に
は
、
そ
れ
に
接
続
す
る
助
詞
・
助
動
詞
が
限
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
形
容

詞
・
形
容
動
詞
に
相
当
す
る
概
念
を
担
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ

う
か
。
つ
ま
り
、
そ
こ
が
情
態
描
写
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

以
上
の
、
こ
れ
ら
「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
と
動
詞
「
す
」
と
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
表
現
か
ら
、
大
方
が
連
用
形
「
し
」
と
な
る
動
詞

「
す
」
に
つ
い
て
、
自
動
詞
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ

う
か
。「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
と
、
そ
の
動
詞
「
し
（
＝
す
）」
と
の
間

に
、
ガ
格
の
対
象
格
性注
⑨

が
見
え
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
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さ
て
、
そ
の
よ
う
に
、
Ａ
用
例
群
・
Ｂ
用
例
群
・
Ｃ
用
例
群
と
も
、
そ

の
「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」
と
動
詞
「
す
」
と
の
間
に
、
ガ
格
の
対
象
格

性
が
見
え
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
、

に
お
い
て
、
そ
の
Ａ

群
の
説
明
に
、「
格
助
詞
「
の
」
を
接
続
さ
せ
て
」
は
、「
格
助
詞
「
の
」

を
表
出
し
て
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
下
の
各
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
説
明
を
補
っ
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

第
四
章　
「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
」
と
動
詞
「
す
」
と
を

用
い
て
構
成
さ
れ
た
表
現

　
「
心
地
」
は
、
上
代
に
は
存
在
し
な
い
単
語
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
源
氏

物
語
』
な
ど
に
大
量
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
殊
に
、
こ
の
「
連
体
修
飾
語

＋
心
地
」
と
動
詞
「
す
」
と
を
用
い
て
構
成
さ
れ
た
表
現
は
、「
連
体
修

飾
語
＋
さ
ま
」
と
動
詞
「
す
」
と
を
用
い
て
構
成
さ
れ
た
表
現
の
七
倍
ほ

ど
の
用
例
数
を
見
る注
⑩

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
連
体
修
飾
語
＋
心

地
」
と
動
詞
「
す
」
と
を
用
い
て
構
成
さ
れ
た
表
現
に
つ
い
て
も
、
そ
の

各
用
例
を
、
Ａ
用
例
群
・
Ｂ
用
例
群
・
Ｃ
用
例
群
の
順
に
観
察
し
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

 

「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
」
が
格
助
詞
「
の
」
を
接
続
さ
せ
て
（
＝
表

出
し
て
）
動
詞
「
す
」
に
か
か
っ
て
い
く
用
例
（
Ａ
用
例
）

○
朱
雀
院
「
い
ま
少
し
も
の
を
も
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
ほ
ど
ま
で
見
過
ぐ
さ
む

と
こ
そ
は
、
年
ご
ろ
念
じ
つ
る
を
、
深
き
本ほ

意い

も
遂
げ
ず
な
り
ぬ
べ
き

心
地
の0

す
る
に
思
ひ
も
よ
ほ
さ
れ
て
な
む
。
…
」
と
、
よ
ろ
づ
に
思

し
わ
づ
ら
ひ
た
り
。（
④
若
菜
上
35
）

○
宮
お
は
し
ま
さ
ね
ば
心
や
す
く
て
、
中
将
の
君
「
あ
や
し
く
心
幼
げ
な
る

人
を
参
ら
せ
お
き
て
、
う
し
ろ
や
す
く
は
頼
み
き
こ
え
さ
せ
な
が
ら
、

鼬い
た
ち

の
は
べ
ら
む
や
う
な
る
心
地
の0

し
は
べ
れ
ば
、
よ
か
ら
ぬ
も
の
ど

も
に
、
憎
み
恨
み
ら
れ
は
べ
る
」
と
聞
こ
ゆ
。（
⑥
東
屋
75
）

○
…
、
皆み
な

人ひ
と

の
寝
た
り
し
に
、
妻つ
ま

戸ど

を
放
ち
て
出
で
た
り
し
に
、
風
は
は

げ
し
う
、
川
波
も
荒
う
聞
こ
え
し
を
、
…
、
を
こ
が
ま
し
う
て
人
に
見

つ
け
ら
れ
む
よ
り
は
鬼
も
何
も
食く

ひ
て
失
ひ
て
よ
と
言
ひ
つ
つ
つ
く
づ

く
と
ゐ
た
り
し
を
、
い
と
き
よ
げ
な
る
男を
と
こ

の
寄
り
来
て
、
い
ざ
た
ま

へ
、
お
の
が
も
と
へ
、
と
言
ひ
て
、
抱い

だ

く
心
地
の0

せ
し
を
、
宮
と
聞

こ
え
し
人
の
し
た
ま
ふ
と
お
ぼ
え
し
ほ
ど
よ
り
心
地
ま
ど
ひ
に
け
る
な

め
り
、
知
ら
ぬ
所
に
据す

ゑ
お
き
て
、
こ
の
男
は
消
え
失う

せ
ぬ
と
見
し

を
、
…
。（
⑥
東
屋
296
）

　

以
上
の
三
例
が
、
Ａ
用
例
の
全
用
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
連

体
修
飾
語
＋
心
地
」
と
動
詞
「
す
」
と
を
用
い
て
構
成
さ
れ
た
全
用
例
に

比
し
て
、
何
と
も
低
い
用
例
数
で
あ
る
。
例
に
よ
っ
て
、『
対
校
源
氏
物
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語
新
釈
』
と
併
せ
て
検
出
に
努
め
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
実
は
、
二
か
所

に
、
そ
の
異
同
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
。

○
…
、
柏
木
「
…
。
惜
し
げ
な
き
身
を
さ
ま
ざ
ま
に
ひ
き
と
ど
め
ら
る
る

祈い
の
り祷
、
願ぐ
わ
ん

な
ど
の
力
に
や
、
さ
す
が
に
か
か
づ
ら
ふ
も
な
か
な
か
苦

し
う
は
べ
れ
ば
、
心
も
て
な
む
、
急
ぎ
た
つ
心
地
し
は
べ
る
。
…
」
な

ど
の
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
…
。（
④
柏
木
315
）

　

右
の
「
心
地
し
は
べ
る
。」
に
は
注
が
施
さ
れ
て
い
て
、「「
心
地
の
」

と
す
る
本
も
多
い
。」
と
し
て
あ
っ
た
。
底
本
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
と
、

一
般
読
者
に
向
け
て
、
ど
う
校
訂
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
か
、
悩
ま

せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
に
か
く
、『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
の
本

文
に
は
、
そ
こ
に
「
の
」
が
あ
っ
た
。

○
…
匂
宮
「
い
ま
、
い
と
と
く
参
り
来
ん
。
…
」
と
聞
こ
え
お
き
た
ま
ひ

て
、
な
ほ
か
た
は
ら
い
た
け
れ
ば
、
隠
れ
の
方
よ
り
寝
殿
へ
渡
り
た
ま

ふ
、
御
後う
し
ろ

手で

を
見
送
る
に
、
と
も
か
く
も
思
は
ね
ど
、
た
だ
枕ま

く
ら

の
浮 

き
ぬ
べ
き
心
地
す
れ
ば
、
心こ
こ
ろ

憂う

き
も
の
は
人
の
心
な
り
け
り
、
と
我

な
が
ら
思
ひ
知
ら
る
。（
⑤
宿
木
402
）

○
…
、
た
だ
枕ま

く
ら

の
浮
き
ぬ
べ
き
心
地
の0

す
れ
ば
、
…
。（
対
校
源
氏
物

語
新
釈
五
・
宿
木
二
四
三
）

　

以
上
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
全
用
例
で
五
用
例
で
、
用
例
は
限
ら

れ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
用
例
が
限
ら
れ
る
の
に
、
そ
の
動
詞
「
す
」

の
活
用
形
に
は
、
少
し
変
化
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

 

「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
」
が
係
助
詞
を
接
続
さ
せ
て
動
詞
「
す
」
に

か
か
っ
て
い
く
用
例
（
Ｂ
用
例
）

○
上
も
、
限
り
な
き
御
思
ひ
ど
ち
に
て
、
帝
「
な
疎う
と

み
た
ま
ひ
そ
。
あ
や

し
く
よ
そ
へ
き
こ
え
つ
べ
き
心
地
な
ん

0

0

す
る
。」
な
め
し
と
思
さ
で
、

ら
う
た
く
し
た
ま
へ
。
…
」
な
ど
聞
こ
え
つ
け
た
ま
へ
れ
ば
、…
。（
①

桐
壺
44
）

○
…
、
を
か
し
き
額ひ
た
ひ

つ
き
の
透す
き

影か
げ

あ
ま
た
見
え
て
の
ぞ
く
。
立
ち
さ
ま

よ
ふ
ら
む
下し
も

つ
方か
た

思
ひ
や
る
に
、
あ
な
が
ち
に
丈た

け

高
き
心
地
ぞ0

す
る
。

（
①
夕
顔
135
）

○
も
し
思
ひ
よ
る
気け

色し
き

も
や
と
て
、
隣
に
中な
か

宿や
ど
り

を
だ
に
し
た
ま
は
ず
。

女
も
、
い
と
あ
や
し
く
心
得
ぬ
心
地
の
み

0

0

し
て
、
御
使つ
か
ひ

に
人
を
添
へ
、

暁
の
道
を
う
か
が
は
せ
、
御
あ
り
処か

見
せ
む
と
尋
ぬ
れ
ど
、
…
。（
①

夕
顔
152
）

　

係
助
詞
だ
け
で
な
く
、
副
助
詞
「
の
み
」
も
、
自
動
詞
「
し
（
＝
す
）」

の
対
象
語
末
尾
に
付
い
て
、「
心
得
ぬ
心
地
の
み

0

0

」
と
な
っ
て
い
た
。「
心

得
ぬ
心
地
の
み
」〔
ガ
〕〈
感
じ
ら
れ
る
〉、
と
い
う
の
で
あ
る
。

○
夕ゆ
ふ

映ば

え
を
見
か
は
し
て
、
女
も
か
か
る
あ
り
さ
ま
を
思
ひ
の
外ほ
か

に

あ
や
し
き
心
地
は0

し
な
が
ら
、
よ
ろ
づ
の
嘆
き
忘
れ
て
す
こ
し
う
ち

と
け
ゆ
く
気
色
い
と
ら
う
た
し
。（
①
夕
顔
163
）
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○
源
氏
世
に
知
ら
ぬ
心
地
こ
そ

0

0

す
れ
有
明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
空
に
ま
が
へ

て
（
①
花
宴
360
）

　

以
下
、『
源
氏
物
語
②
』
に
延
べ
用
例
数
八
用
例
、『
源
氏
物
語
③
』
に

延
べ
用
例
数
九
用
例
、『
源
氏
物
語
④
』
に
延
べ
用
例
数
十
三
用
例
、『
源

氏
物
語
⑤
』
に
延
べ
用
例
数
十
三
用
例
、『
源
氏
物
語
⑥
』
に
延
べ
用
例

数
十
八
用
例
が
検
出
で
き
、
全
冊
六
冊
の
な
か
に
、
都
合
七
十
四
用
例
が

数
え
ら
れ
た
。
続
い
て
、
新
出
す
る
係
助
詞
が
接
続
す
る
用
例
、
副
助
詞

と
重
な
る
係
助
詞
が
接
続
す
る
用
例
な
ど
を
挙
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

○
飽
か
ず
悲
し
く
て
、
御
供と
も

に
参
り
な
ん
と
泣
き
入
り
た
ま
ひ
て
、
見
上

げ
た
ま
へ
れ
ば
、
人
も
な
く
、
月
の
顔
の
み
き
ら
き
ら
と
し
て
、
夢
の

心
地
も0

せ
ず
、
御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
心
地
し
て
、
空
の
雲
あ
は
れ
に

た
な
び
け
り
。（
②
明
石
229
）

○
薫
「
朝
夕
の
隔
て
も
あ
る
ま
じ
う
思
う
た
ま
へ
ら
る
め
る
ほ
ど
な
が

ら
、
そ
の
こ
と
と
な
く
て
聞
こ
え
さ
せ
ん
も
、
な
か
な
か
馴な

れ
馴な

れ
し

き
咎と
が

め
や
と
つ
つ
み
は
べ
る
ほ
ど
に
、
世
の
中
変
りマ

マ

に
た
る
心
地
の
み

0

0

ぞ0

し
は
べ
る
や
。
…
」
と
聞
こ
え
て
、
…
。（
⑤
早
蕨
368
）

　

右
は
、
そ
の
対
象
語
「
世
の
中
変
りマ

マ

に
た
る
心
地
の
み
ぞ

0

0

0

」
の
な
か
に

副
助
詞
「
の
み
」
と
係
助
詞
「
ぞ
」
と
が
末
尾
に
付
い
て
い
る
用
例
で
あ

る
。
次
用
例
は
、
使
用
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
う
で
は
な
い
が
、『
対
校
源
氏

物
語
新
釈
』
本
文
に
、
そ
の
類
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

○
…
、
匂
宮
「
…
。
さ
ま
ざ
ま
に
せ
さ
す
る
こ
と
も
、
あ
や
し
く
験し

る
し

な
き

心
地
こ
そ

0

0

す
れ
。
…
」
な
ど
や
う
な
る
ま
め
ご
と
を
の
た
ま
へ
ば
、…
。

（
⑤
宿
木
407
）

○
…
、
匂
宮
「
…
。
さ
ま
ぐ
に
せ
さ
す
る
事
・（
ど
）
も
怪
し
う（
く
）し
る
し
な
き
心

地
の
み
こ
そ

0

0

0

0

す
れ
。
…
」
…
。（
対
校
源
氏
物
語
新
釈
五
・
宿
木
二
四

八
）

　
「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
」
に
接
続
す
る
係
助
詞
と
し
て
残
る
用
例
は
、

次
の
用
例
に
見
る
「
や
」
で
あ
る
。

○
…
、
浮
舟
「
隔
て
き
こ
ゆ
る
心
も
は
べ
ら
ね
ど
、
あ
や
し
く
て
生
き
返

り
け
る
ほ
ど
に
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
夢
の
や
う
に
た
ど
ら
れ
て
、
あ
ら
ぬ

世
に
生む

ま
れ
た
ら
ん
人
は
か
か
る
心
地
や0

す
ら
ん
と
お
ぼ
え
は
べ
れ

ば
、
今
は
、
知
る
べ
き
人
世
に
あ
ら
ん
と
も
思
ひ
出
で
ず
、
ひ
た
み
ち

に
こ
そ
睦
ま
し
く
思
ひ
き
こ
ゆ
れ
」
と
の
た
ま
ふ
さ
ま
も
、
…
。（
⑥

手
習
310
）

　
「
か
か
る
心
地
や0

す
ら
ん
」
は
疑
問
文
だ
が
、「
か
か
る
心
地
や0

」
が

「
す
ら
ん
」
の
対
象
格
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

以
上
の
、「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
」
の
Ｂ
用
例
が
、
ど
ん
な
係
助
詞
、

ま
た
、
副
助
詞
と
重
な
る
係
助
詞
を
接
続
さ
せ
て
い
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の

用
例
数
と
い
う
視
点
か
ら
再
整
理
し
て
お
こ
う
。
係
助
詞
「
も
」
十
八
用

例
、
係
助
詞
「
ぞ
」
十
六
用
例
、
係
助
詞
「
な
む
」
十
五
用
例
、
副
助
詞
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「
の
み
」
十
用
例
、
係
助
詞
「
こ
そ
」
九
用
例
、
係
助
詞
「
は
」
四
用
例
、

係
助
詞
「
や
」
一
用
例
、
副
助
詞
「
の
み
」
と
係
助
詞
「
ぞ
」
が
重
な
る

も
の
一
用
例
の
計
七
十
四
用
例
で
あ
る
。
副
助
詞
「
の
み
」
と
係
助
詞

「
こ
そ
」
と
が
重
な
る
も
の
一
用
例
は
、『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
本
文
か

ら
引
い
た
用
例
で
あ
っ
た
。

 

「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
」
が
無
助
詞
の
ま
ま
、
動
詞
「
す
」
に
か

か
っ
て
い
く
用
例
（
Ｃ
用
例
）

　

こ
の
該
当
用
例
数
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。
筆
者
の
採
集
カ
ー
ド
で
は
、

四
百
十
七
用
例
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
大
量
の
用

例
が
存
在
す
る
の
だ
が
、
幸
い
、
そ
の
無
助
詞
部
分
が
直
ち
に
ガ
格
と
感

じ
と
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
、
本
小
稿
と
し
て
は
、
動
詞
「
す
」
の
活

用
形
の
実
態
を
眺
め
る
程
度
の
紹
介
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。

○
…
、
草
も
高
く
な
り
、
野
分
に
い
と
ど
荒
れ
た
る
心
地
し
て
、
…
。

（
①
桐
壺
27
）

○
物
に
襲お

そ

は
る
る
心
地
し
て
、
お
ど
ろ
き
た
ま
へ
れ
ば
、
…
。（
①
夕
顔

164
）

　
「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
し
て
、」
の
類
用
例
は
多
く
、
い
ず
れ
も
無
助

詞
で
あ
る
。

○
「
…
、
物
の
足
音
ひ
し
ひ
し
と
踏
み
な
ら
し
つ
つ
背う

し
ろ後

よ
り
寄
り
来
る

心
地
す
。（
①
夕
顔
169
）

　
「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
す
。」
の
類
用
例
も
多
く
、
そ
れ
ら
も
無
助
詞

で
あ
る
。

○
…
、
す
ご
う
、
う
た
て
い
ざ
と
き
心
地
す
る
夜
の
さ
ま
な
り
。（
①
末

摘
花
291
）

○
…
、
小
君
出
で
く
る
心
地
す
れ
ば
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。（
①
空
蝉
122
）

　

前
例
は
、「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
す
」
の
「
す
」
が
連
体
形
「
す
る
」

と
な
っ
て
、
そ
の
語
句
全
体
が
連
体
修
飾
語
と
な
っ
て
い
る
。
後
例
は
、

「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
す
」
の
「
す
」
が
已
然
形
「
す
れ
」
と
な
っ
て
接

続
助
詞
「
ば
」
に
連
な
り
、
そ
の
語
句
全
体
が
順
接
確
定
条
件
を
構
成
し

て
い
る
。

○
あ
ま
た
年
今け

日ふ

あ
ら
た
め
し
色
ご
ろ
も
き
て
は
涙
ぞ0

ふ
る
心
地
す
る

（
②
葵
79
）

○
…
、
源
氏
「
か
く
言
ふ
わ
が
身
こ
そ
は
生
き
と
ま
る
ま
じ
き
心
地
す
れ
」

と
の
た
ま
ふ
も
、
…
。（
①
夕
顔
180
）

　

前
用
例
は
、
和
歌
だ
が
、「
涙
ぞ0

ふ
る
心
地
す
る
」
で
あ
っ
て
、「
涙

ふ
る
心
地
ぞ
す
る
」
で
は
な
い
。
後
用
例
は
、
会
話
文
に
見
る
用
例
だ

が
、「
わ
が
身
こ
そ
は
生
き
と
ま
る
ま
じ
き
心
地
す
れ
」
で
あ
っ
て
、「
わ

が
身
は
生
き
と
ま
る
ま
じ
き
心
地
こ
そ
す
れ
」
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
、

そ
の
構
文
の
相
違
は
明
ら
か
で
、
本
節
で
取
り
立
て
た
「
係
助
詞
「
ぞ
」

→
連
体
修
飾
語
＋
心
地
す
る
」「
係
助
詞
「
こ
そ
」
→
連
体
修
飾
語
＋
心
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地
す
れ
」
の
「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
す
」
に
は
、
一
概
念
性
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
が
「
連
体
修
飾
語
＋
心
地
」
が
無
助
詞
の
ま
ま
動
詞
「
す
」
に
か

か
っ
て
い
く
用
例
の
、
大
ま
か
な
紹
介
で
あ
る
。

第
五
章　
「
連
体
修
飾
語
＋
け
は
ひ
」
と
動
詞
「
す
」
と
を

用
い
て
構
成
さ
れ
た
表
現

　
「
け
は
ひ
」
も
ま
た
、
上
代
に
は
存
在
し
な
い
単
語
で
あ
る
。『
源
氏
物

語
』
に
お
い
て
、
そ
の
語
義
を
ど
う
解
し
て
い
く
か
、
殊
に
「
気け

色し
き

」
と

ど
う
異
な
る
か
、
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
吉
沢
義
則
『
源
語
釈
泉注
⑪

』

は
、「
け
は
ひ
」
と
「
け
し
き
」
と
を
ほ
ぼ
同
義
と
し
、
北
山
谿
太
『
源

氏
物
語
の
こ
と
ば
と
語
法注
⑫

』
は
、『
徒
然
草
』
百
四
段
の
「
け
は
ひ
」
の

語
釈
か
ら
始
ま
っ
て
、
鈴
虫
・
浮
舟
・
夕
顔
・
野
分
・
夕
霧
の
諸
用
例
か

ら
〈
声
〉
と
解
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
た
ま
た
ま
筆
者
も
、
中
田
祝

夫
他
編
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
・
昭
和
五
十
八
年
）
の
「
け
は
ひ
」

の
語
誌
を
担
当注
⑬

し
て
、〈
聴
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
事
物
の
様
子
〉

を
指
す
と
し
た
。

　

さ
て
、
そ
の
「
け
は
ひ
」
に
つ
い
て
も
、「
連
体
修
飾
語
＋
け
は
ひ
」

と
動
詞
「
す
」
と
を
用
い
て
構
成
さ
れ
て
た
表
現
を
Ａ
用
例
群
・
Ｂ
用
例

群
・
Ｃ
用
例
群
の
順
に
観
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

 

「
連
体
修
飾
語
＋
け
は
ひ
」
が
格
助
詞
「
の
」
を
接
続
さ
せ
て
（
＝

表
出
し
て
）
動
詞
「
す
」
に
か
か
っ
て
い
く
用
例
（
Ａ
用
例
）

○
人
知
れ
ず
、
大お
と
な人
は
恥
づ
か
し
う
や
あ
ら
む
と
思
し
け
る
を
、
い
た
う

夜よ

更ふ

け
て
参ま
う

上の
ぼ

り
た
ま
へ
り
、
い
と
つ
つ
ま
し
げ
に
お
ほ
ど
か
に
て
、

さ
さ
や
か
に
あ
え
か
な
る
け
は
ひ
の0

し
た
ま
へ
れ
ば
、
い
と
を
か
し

と
思
し
け
り
。（
②
絵
合
373
）

○
宮
は
、
何
心
も
な
く
大お
ほ

殿と
の

籠こ
も

り
に
け
る
を
、

男
の
け
は
ひ
の0

す
れ
ば
、

院
の
お
は
す
る
と
思
し
た
る
に
、
う
ち
か
し
こ
ま
り
た
る
気け

色し
き

見
せ

て
、
床ゆ
か

の
下し
も

に
抱い
だ

き
お
ろ
し
た
て
ま
つ
る
に
、
物
に
お
そ
は
る
る
か
と

せ
め
て
見み

開あ

け
た
ま
へ
れ
ば
、
あ
ら
ぬ
人
な
り
け
り
。（
④
若
菜
下
223
）

○
容か
た
ち貌

も
い
と
な
ま
め
か
し
か
ら
む
と
、
見
ま
ほ
し
き
け
は
ひ
の0

し
た

る
を
、
こ
の
人
ぞ
、
ま
た
、
例
の
、
か
の
御
心
乱
る
べ
き
つ
ま
な
め
る

と
、
を
か
し
う
も
、
あ
り
が
た
き
世
や
と
も
思
ひ
ゐ
た
ま
へ
り
。（
⑥

蜻
蛉
275
）

　
「
さ
ま
」「
心
地
」
の
Ａ
用
例
群
諸
用
例
の
文
脈
に
ま
っ
た
く
同
じ
で
、

も
は
や
、
直
ち
に
、
そ
の
「
の
」
が
対
象
格
の
格
助
詞
と
し
て
読
み
解
け

て
く
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
用
例
は
、
斎
宮
の
女
御
の
「
け
は
ひ
」
が
、
第

二
用
例
は
、
実
は
柏
木
の
「
け
は
ひ
」
が
、
第
三
用
例
は
、
逢
っ
て
み
た

い
女
性
の
「
け
は
ひ
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
と
れ
る
と
思
う
。
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「
連
体
修
飾
格
＋
け
は
ひ
」
が
係
助
詞
を
接
続
さ
せ
て
動
詞
「
す
」

に
か
か
っ
て
い
く
用
例
（
Ｂ
用
例
）

○
何
心
も
な
く
う
ち
と
け
て
ゐ
た
り
け
る
を
、
か
う
も
の
お
ぼ
え
ぬ
に
、

い
と
わ
り
な
く
て
、
近
か
り
け
る
曹ざ
う

司し

の
内う
ち

に
入
り
て
、
い
か
で
固
め

け
る
に
か
い
と
強
き
を
、
し
ひ
て
も
お
し
立
ち
た
ま
は
ぬ
さ
ま
な
り
。

さ
れ
ど
、
さ
の
み
も
い
か
で
か
あ
ら
む
。
人
ざ
ま
い
と
あ
て
に
そ
び
え

て
、 

心
恥
づ
か
し
き
け
は
ひ
ぞ0

し
た
る
。（
②
明
石
258
）

　
「
け
は
ひ
」
の
Ｂ
用
例
は
、
右
の
一
用
例
だ
け
で
あ
る
。
明
石
の
入
道

の
娘
で
あ
る
明
石
の
君
の
「
け
は
ひ
」
が
感
じ
と
れ
る
表
現
で
あ
る
。

 

「
連
体
修
飾
語
＋
け
は
ひ
」
が
無
助
詞
の
ま
ま
、
動
詞
「
す
」
に
か

か
っ
て
い
く
用
例
（
Ｃ
用
例
）

　
「
け
は
ひ
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
Ｃ
用
例
は
、
そ
の
該
当
用
例
が
多
い
。

以
下
、
該
当
語
句
周
辺
に
限
っ
て
列
挙
す
る
こ
と
と
す
る
。

○
た
だ
時
々
う
ち
嘆
く
け
は
ひ
す
る
方
に
寄
り
か
か
り
て
、（
①
花
宴
366
）
／

○
に
ぎ
は
は
し
き
け
は
ひ
し
た
ま
へ
る
人
の
、（
②
賢
木
143
）
／
○
す
こ

し
け
近
き
け
は
ひ
す
る
に
（
③
蛍
201
）
／
○
宰さ

い

相し
や
う

の
君
、
内な

い

侍し

な
ど
の

け
は
ひ
す
れ
ば
（
③
野
分
274
）
／
○
戸
口
に
人
々
の
け
は
ひ
す
る
に
寄

り
て
、（
③
野
分
276
）
／
○
い
と
す
く
よ
か
に
重
々
し
く
、
男を

を々

し
き
け

は
ひ
し
て
、（
④
柏
木
337
）
／
○
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
ふ
け
は
ひ
す
れ
ば
、

（
④
柏
木
338
）
／
○
い
と
あ
て
に
女
し
う
、
な
ま
め
い
た
る
け
は
ひ
し
た

ま
へ
り
。（
④
夕
霧
480
）
／
○
み
や
び
や
か
に
ゆ
ゑ
あ
る
け
は
ひ
し
て
、

（
⑤
橋
姫
159
）
／
○
な
の
め
な
ら
ぬ
け
は
ひ
し
て
軽
ら
か
に
も
の
し
た
ま

へ
る
心
ば
へ
の
、（
⑤
椎
本
205
）
／
○
も
の
言
ふ
け
は
ひ
す
れ
ば
、（
⑥
蜻

蛉
255
）
／
○
あ
り
つ
る
衣き

ぬ

の
音
な
ひ
し
る
き
け
は
ひ
し
て
、（
⑥
蜻
蛉
269
）

　

さ
ら
に
、
い
ま
一
用
例
、「
け
は
ひ
」
が
接
尾
語
「
ど
も
」
を
伴
っ
て

い
る
用
例
が
存
在
す
る
。
場
面
が
見
え
る
よ
う
に
、
少
し
長
め
に
引
い
て

お
く
こ
と
と
す
る
。

○
軽か
る

々が
る

し
う
も
見
え
ず
、
も
の
き
よ
げ
な
る
う
ち
と
け
姿
に
、
花
の
雪
の

や
う
に
降
り
か
か
れ
ば
、
う
ち
見
上
げ
て
、
し
を
れ
た
る
枝
す
こ
し
押

し
折
り
て
、
御み

階は
し

の
中
の
階し
な

の
ほ
ど
に
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
。
督
の
君
つ
づ
き

て
、
柏
木
「
花
乱
り
が
は
し
く
散
る
め
り
や
。
桜
は
避よ

き
て
こ
そ
」
な

ど
の
た
ま
ひ
つ
つ
、
宮
の
御お

前ま
へ

を
後し
り

目め

に
見
れ
ば
、
例
の
、
こ
と
に

を
さ
ま
ら
ぬ
け
は
ひ
ど
も
し
て
、
色
々
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
御み

簾す

の
つ

ま
づ
ま
透す
き

影か
げ

な
ど
、
春
の
手た

向む
け

の
幣ぬ
さ

袋ぶ
く
ろ

に
や
と
お
ぼ
ゆ
。（
④
若
菜
上

140
）

 

「
連
体
修
飾
語
＋
け
は
ひ
」
が
副
詞
を
介
在
さ
せ
て
、
動
詞
「
す
」

に
か
か
っ
て
い
く
用
例
（
Ｄ
用
例
）

　
「
さ
ま
」「
心
地
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
用
例
を
見
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。「
連
体
修
飾
語
＋
け
は
ひ
」
が
副
詞
を
介
在
さ
せ
て
、
動
詞

に
か
か
っ
て
い
く
表
現
で
、
Ｄ
用
例
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
。
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○
内う

裏ち

よ
り
参
り
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
、
御ご

前ぜ
ん

ど
も
の
け
は
ひ
あ
ま
た

し
て
、
薫
「
…
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
中
の
君
「
…
」
と
ば
か
り
答い
ら

へ

き
こ
え
た
ま
ふ
。（
⑥
東
屋
51
）

○
宮
の
君
は
、
こ
の
西
の
対
に
ぞ
御
方
し
た
り
け
る
。
若
き
人
々
の
け
は

ひ
あ
ま
た
し
て
、
月
め
で
あ
へ
り
。（
⑥
蜻
蛉
273
）

　

前
用
例
は
、
挿
入
句
「
内う

裏ち

よ
り
参
り
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
、」
か
ら

推
測
で
き
る
前
駆
の
者
た
ち
の
「
け
は
ひ
」
が
感
じ
と
れ
た
の
で
あ
る
。

後
用
例
は
、
西
の
対
を
局
に
し
て
い
て
若
い
女
房
た
ち
の
「
け
は
ひ
」
が

感
じ
と
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｃ
用
例
の
末
尾
に
引
い
た
、「
を
さ
ま
ら
ぬ
け

は
ひ
ど
も
し
て
、」（
④
若
菜
上
140
）
と
、
ど
う
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う

か
。
と
に
か
く
、
ど
ち
ら
も
複
数
の
「
け
は
ひ
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、「
け
は
ひ
」
に
つ
い
て
も
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
て
、「
さ
ま
」

「
心
地
」
と
共
通
す
る
文
脈
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
「
す
」
は
、〈
感
じ
と

れ
る
〉
意
の
自
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

第
六
章　
「
さ
ま
」「
心
地
」「
け
は
ひ
」
以
外
の
名
詞
で

連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
も
の
や
、

複
合
名
詞
な
ど
が
、
動
詞
「
す
」
に

か
か
っ
て
い
く
表
現

　

小
稿
は
、
そ
の
結
論
と
も
い
う
べ
き
文
構
造
の
一
形
式
（「
連
体
修
飾

語
＋
さ
ま
・
心
地
・
け
は
ひ
」（
対
象
語
）
＋
自
動
詞
「
す
」
文
）
の
確

認
は
、
既
に
前
章
ま
で
の
と
こ
ろ
で
終
了
し
た
。
小
稿
の
題
目
を
さ
ら
に

小
分
け
し
た
、
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
「
さ
ま
」「
心
地
」「
け
は
ひ
」

と
、
そ
の
述
語
と
な
る
自
動
詞
「
す
」
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
そ
の
す

べ
て
の
解
説
を
述
べ
終
え
た
。
論
じ
尽
く
し
た
、
と
い
え
る
ほ
ど
の
論
述

で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
書
き
終
え
て
、
本
章
は
、
同
じ
文
構
造
と
認
め

て
よ
い
と
思
え
る
諸
用
例
を
拾
い
集
め
て
紹
介
す
る
段
階
に
到
達
し
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
紹
介
す
る
と
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た

「
気け

色し
き

」「
容か
た
ち貌

」「
顔
」「
色
」「
姿
」、
そ
し
て
、
複
合
名
詞
「
顔
変マ
マ

り
」

「
心
し
ば
り
」
が
、
動
詞
「
す
」
に
か
か
っ
て
い
く
表
現
の
観
察
に
入
る

こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

○
惟
光
「
…
、
文ふ
み

書
く
と
て
ゐ
て
は
べ
り
し
人
の
顔
こ
そ
い
と
よ
く
は
べ

り
し
か
。
も
の
思
へ
る
け
し
き
し
て
、
あ
る
人
々
も
忍
び
て
う
ち
泣
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連体修飾語を必須とする「さま」「心地」「けはひ」などと、
その述語となる自動詞「す」とについて

く
さ
ま
な
ど
な
む
、
し
る
く
見
え
は
べ
る
」
と
聞
こ
ゆ
。（
①
夕
顔
193
）

○
姫
君
は
、
げ
に
ま
だ
い
と
小
さ
く
片
な
り
に
お
は
す
る
中う
ち

に
も
、
い
と

い
は
け
な
き
景け

色し
き

し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
た
ま
へ
り
。（
④
若
菜
上

63
）

○
さ
き
ざ
き
も
聞
き
し
声
な
れ
ば
、
声こ
わ

づ
く
り
気け

色し
き

と
り
て
御
消
息
聞
こ

ゆ
。
若
や
か
な
る
け
し
き
ど
も
し
て
、
お
ぼ
め
く
な
る
べ
し
。（
②
花

散
里
155
）

　
「
け
は
ひ
」
と
微
妙
な
関
係
に
あ
る
「
気け

色し
き

」
の
用
例
で
、
第
三
用
例

は
、
接
尾
語
「
ど
も
」
を
伴
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
河
内
本
に
は
「
け

は
ひ
」
と
す
る
異
文
を
見
る
用
例
で
あ
る
。

○
こ
ま
か
に
に
ほ
へ
る
と
こ
ろ
は
な
く
て
、
父
宮
に
似
た
て
ま
つ
り
て
、

な
ま
め
い
た
る
容か
た
ち貌

し
た
ま
へ
る
を
、
も
て
や
つ
し
た
ま
へ
れ
ば
、

…
。（
③
真
木
柱
366
）

○
二
十
七
八
の
ほ
ど
の
、
い
と
盛
り
に
に
ほ
ひ
、
は
な
や
か
な
る
容か
た
ち貌

し
た
ま
へ
り
。（
④
竹
河
112
）

○
十
七
八
の
ほ
ど
に
て
、
う
つ
く
し
う
に
ほ
ひ
多
か
る
容か
た
ち貌
し
た
ま
へ

り
。（
⑤
紅
梅
41
）

○
雲
居
雁
「
…
、
例
の
物も
の

の
怪け

の
入
り
来
た
る
な
め
り
」
な
ど
、
い
と
若
く

を
か
し
き
顔
し
て
か
こ
ち
た
ま
へ
ば
、
…
。（
④
横
笛
361
）

○
…
、
宿と
の
ゐ直

人び
と

に
〔
和
歌
ヲ
〕
持
た
せ
た
ま
へ
り
。
い
と
寒
げ
に
い
ら
ら 

ぎ
た
る
顔
し
て
、
持
て
ま
ゐ
る
。（
⑤
橋
姫
150
）

○
…
、
仲
人
「
左
近
少
将
殿
の
御
消せ
う

息そ
こ

に
て
な
む
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
言
は
せ

た
れ
ば
、
会
ひ
た
り
。
語
ら
ひ
が
た
げ
な
る
顔
し
て
、
近
う
寄
り
ゐ

て
、
…
。（
⑥
東
屋
26
）

○
…
、
今
ぞ
参
り
て
も
の
な
ど
聞
こ
ゆ
る
中
に
、
き
よ
げ
だ
ち
て
、
な
で

ふ
こ
と
な
き
人
の
す
さ
ま
じ
き
顔
し
た
る
、
直な
ほ
し衣

着
て
太た

刀ち

佩は

き
た

る
あ
り
。（
⑥
東
屋
45
）

　

前
三
用
例
は
「
容か
た
ち貌

」、
後
四
用
例
は
「
顔
」
で
あ
る
。
そ
の
、「
顔
」

の
最
終
用
例
は
、「
な
で
ふ
こ
と
な
き
人
の
」
と
「
す
さ
ま
じ
き
顔
し
た

る
、」
と
が
、
同
格
の
関
係
に
あ
る
表
現
で
あ
る
。

○
柏か
し
は

木ぎ

と
楓か
へ
で

と
の
、
も
の
よ
り
け
に
若
や
か
な
る
色
し
て
枝
さ
し
か

は
し
た
る
を
、
…
。（
④
柏
木
337
）

　

人
物
描
写
以
外
は
珍
し
く
、
右
用
例
は
、
樹
木
の
描
写
で
あ
る
。

○
何
に
か
あ
ら
む
上
に
着
て
、
頭か
し
ら

つ
き
細ほ
そ

や
か
に
小
さ
き
人
の
も
の
げ 

な
き
姿
ぞ0

し
た
る
、
顔
な
ど
は
、
さ
し
向
か
ひ
た
ら
む
人
な
ど
に
も

わ
ざ
と
見
ゆ
ま
じ
う
も
て
な
し
た
り
。（
①
空
蝉
120
）

　
「
も
の
げ
な
き
姿
」
が
係
助
詞
「
ぞ
」
を
伴
っ
て
「
し
た
る
」
に
か

か
っ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
使
用
テ
キ
ス
ト
は
〈
頭か
し
ら

つ
き
も
ほ
っ
そ
り

と
小
柄
な
人
が
、
目
だ
た
ぬ
姿
で
い
る
。
そ
の
顔
な
ど
は
、〉
と
訳
出
し

て
い
る
が
、〈
頭か
し
ら

つ
き
も
ほ
っ
そ
り
と
し
て
小
柄
な
人
の
目
だ
た
な
い
姿
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が
感
じ
と
れ
た
、
そ
の
顔
な
ど
は
、〉
と
読
み
と
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

○
音ね

を
の
み
泣
き
て
日ひ

数か
ず

経へ

に
け
れ
ば
顔
変マ
マ

り
の0

し
た
る
も
見
苦
し
く
は

あ
ら
で
、
い
よ
い
よ
も
の
き
よ
げ
に
な
ま
め
い
た
る
を
、
…
。（
⑤
総

角
338
）

○
乳め
の
と母

、「
あ
や
し
く
心
ば
し
り
の0

す
る
か
な
。…
」
と
言
は
す
る
を
、…
。

（
⑥
浮
舟
196
）

　

右
二
用
例
は
、
連
体
修
飾
語
は
な
い
が
、
名
詞
が
複
合
名
詞
で
、
連
体

修
飾
語
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
見
て
よ
い
名
詞
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
に
、
対
象
格
の
格
助
詞
「
の
」
が
表
出

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
動
詞
「
す
」
は
、
確
か
な
自
動
詞
で
、〈
感
じ
と
れ

る
〉
と
い
う
よ
う
に
確
か
に
訳
出
で
き
た
。

第
七
章　

待
た
れ
る
動
詞
「
す
」
の

自
動
詞
・
他
動
詞
交
渉
論

　

こ
こ
に
い
う
「
交
渉
」
は
、
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』
に
い
う

「「
あ
り
」
と
「
す
」
と
の
交
渉注
⑭

」
の
「
交
渉
」
に
倣
お
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
あ
る
用
法
の
「
あ
り
」
は
「
す
」
と
も
表
現
さ
れ
、「
す
」
は

「
あ
り
」
と
も
表
現
さ
れ
、
時
代
に
よ
っ
て
は
、
ど
ち
ら
か
に
移
っ
た
り
、

偏
っ
た
り
す
る
現
象
と
解
し
て
い
る
。
小
稿
が
取
り
上
げ
た
動
詞
「
す
」

は
、
自
動
詞
と
も
他
動
詞
と
も
判
断
し
が
た
い
用
例
を
見
せ
、
時
代
に

よ
っ
て
は
、
ど
ち
ら
か
に
移
っ
た
り
、
偏
っ
た
り
す
る
も
の
の
よ
う
に
見

え
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
適
正
な
術
語
は
し
ば
ら
く
待
つ
と
し
て
、
待
た

れ
る
の
は
、
そ
の
交
渉
の
実
態
の
整
理
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
、
そ
の
こ
ろ
は
、「
見
て
は
う
ち
笑ゑ

ま
れ
ぬ
べ
き
さ
ま

の0

し
た
ま
へ
れ
ば
、」
か
「
見
て
は
う
ち
笑ゑ

ま
れ
ぬ
べ
き
さ
ま
し
た
ま
へ

れ
ば
、」
か
で
あ
っ
た
が
、
現
代
人
に
は
、「
見
て
は
う
ち
笑ゑ

ま
れ
ぬ
べ
き

さ
ま
し
た
ま
へ
れ
ば
、」
は
と
も
か
く
、
大
方
は
、「
見
て
は
う
ち
笑
ま

れ
ぬ
べ
き
さ
ま
を0

し
た
ま
へ
れ
ば
、」
で
な
け
れ
ば
、
も
は
や
納
得
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
嫌
な
顔
を0

し
て
み
せ
る
。」

「
妖
し
い
そ
ぶ
り
を0

し
て
み
せ
た
。」
な
ど
は
、
そ
の
動
詞
「
す
る
」
が

全
面
的
に
他
動
詞
化
し
た
結
果
の
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注① 

筆
者
自
身
が
こ
の
「
の
」
を
意
識
し
た
の
は
、
湯
沢
幸
吉
郎
『
文
語
文
法
詳
説
』

（
右
文
書
院
・
昭
和
三
十
四
年
）
の
格
助
詞
「
の
」
の
〈
格
助
詞
の
「
を
」
の
意
味

に
解
せ
ら
れ
る
「
の
」〉（
同
書
四
六
五
ペ
ー
ジ
）
で
あ
っ
た
か
と
思
っ
て
い
る
。

特
別
に
、
そ
の
「
の
」
に
つ
い
て
の
解
説
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
「（
省
略
）
見
て

は
う
ち
笑
ま
れ
ぬ
べ
き
様8

の
〔
ヲ
〕
し8

給
へ
れ
ば
、（
省
略
）」
の
、「
様
」
字
と

「
し
」
字
と
に
付
け
ら
れ
た
〇
印
が
、
そ
の
後
の
筆
者
に
は
、
読
解
の
大
き
な
ヒ
ン

ト
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
小
田
勝
『
古
典
文
法
詳
説
』（
お
う
ふ
う
・
二
○
一
○

年
）
は
、
目
的
語
・
格
助
詞
「
を
」
の
項
で
、〈「
を
」
に
通
う
「
の
」〉（
同
書
三
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連体修飾語を必須とする「さま」「心地」「けはひ」などと、
その述語となる自動詞「す」とについて

○
○
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
、
用
例

か
ら

ま
で
の
六
用
例
を
引
い
て
い
る
が
、

以
外
の
用
例
は
、
小
稿
が
対
象
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
用
例
で
は
な
い
。
続
け
て

の
刊
行
、
小
田
勝
『
実
例
詳
解 

古
典
文
法
総
覧
（
和
泉
書
店
・
二
〇
一
五
年
）』

に
お
い
て
も
、
同
じ
く
、〈「
を
」
に
通
う
「
の
」〉（
三
七
四
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
触

れ
て
い
る
。

② 

今
泉
忠
義
『
源
氏
物
語
語
法
篇
』（
桜
楓
社
・
昭
和
五
十
二
年
）
は
、
全
五
巻
と
し

て
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
ご
急
逝
に
よ
り
、
第

一
巻
か
ら
第
三
巻
の
半
ば
ま
で
に
相
当
す
る
部
分
を
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
し
た
も
の

で
あ
る
。

③ 

文
学
博
士
今
泉
忠
義
・
北
海
道
教
育
大
助
教
授
鎌
田
広
夫
『
国
語
学
演
習
用
源
氏

物
語
桐
壺
（
附
源
氏
物
語
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
）』（
白
帝
社
・
昭
和
三
十
三
年
／
昭
和

四
十
四
年
九
版
）。
昭
和
四
十
六
年
度
、
筆
者
自
身
も
、
こ
の
教
材
で
、
國
學
院
大

學
の
国
語
学
演
習
Ⅰ
と
い
う
科
目
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

④ 

今
泉
忠
義
訳
『
源
氏
物
語
一
』（
桜
楓
社
・
昭
和
四
十
九
年
）。
そ
の
後
、『
源
氏
物

語
現
代
語
訳
篇
』
と
し
て
、
五
十
四
帖
の
現
代
語
訳
が
十
巻
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

今
泉
忠
義
・
森
昇
一
・
岡
崎
正
継
『
源
氏
物
語
本
文
篇
』
三
巻
と
併
せ
て
、
今
泉

源
氏
十
三
巻
と
い
わ
れ
た
。
な
お
、
現
在
、
そ
の
現
代
語
訳
篇
は
、
講
談
社
学
術

文
庫
に
収
め
ら
れ
て
、
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。

⑤ 

吉
沢
義
則
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』（
平
凡
社
・
昭
和
二
十
七
年
）。

⑥ 

池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
巻
三
校
異
篇
』（
中
央
公
論
社
・
昭
和
二
十
九
年
）。

⑦ 

こ
の
場
合
、
そ
の
「「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
・
心
地
・
け
は
ひ
」
な
ど
の
述
語
が
自

動
詞
「
す
」
で
、〈
感
じ
ら
れ
る
〉
意
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
そ
れ
ら
「
連
体
修

飾
語
＋
さ
ま
・
心
地
・
け
は
ひ
」
な
ど
は
、
主
語
と
い
う
よ
り
も
、
時
枝
誠
記

『
国
語
学
原
論
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
十
六
年
）
に
い
う
対
象
語
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
。

⑧ 

時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』（
既
出
）
は
、
辞
と
し
て
は
表
現
さ
れ
な
い
陳
述
機
能

を
零
記
号
を
用
い
て
、
そ
こ
に
潜
む
機
能
を
示
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
主
格
の
機

能
が
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
こ
に
主
格
助
詞
が
表
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
る

の
に
、
譬
え
と
し
て
引
か
せ
て
い
た
だ
い
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

⑨ 

さ
き
に
、
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』（
既
出
）
を
引
い
て
対
象
語
と
い
っ
た
と
こ

ろ
を
、
格
関
係
と
し
て
捉
え
て
説
明
し
て
み
た
。「「
連
体
修
飾
語
＋
さ
ま
」〔
ガ
〕

〈
感
じ
ら
れ
る
〉」
の
〔
ガ
〕
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑩ 

中
古
に
登
場
し
た
名
詞
「
心
地
」
が
、
動
詞
「
す
」
と
深
く
関
わ
っ
て
一
定
の
表

現
形
式
を
構
成
し
、
し
か
も
、
そ
の
表
現
を
大
量
に
使
用
し
て
い
る
実
態
に
驚
か

さ
れ
る
。
さ
き
ご
ろ
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
「
例
示
の
副
助
詞
「
な
ど
」
に

よ
っ
て
起
用
さ
れ
た
補
助
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
（「
國
學
院
雜
誌
」
第
一
一
六
巻

第
十
二
号
・
平
成
二
十
七
年
十
二
月
）
執
筆
の
折
に
も
、
実
は
、
そ
の
「
な
ど
」

が
中
古
に
登
場
し
た
助
詞
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
と
深
く
関
わ
っ
て
、
一
定
の
表
現

を
構
成
し
、
し
か
も
、
そ
の
表
現
を
大
量
に
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

た
。
動
詞
「
す
」
に
は
、
登
場
間
も
な
い
単
語
も
容
易
に
結
び
つ
く
こ
と
の
で
き

る
柔
軟
性
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑪ 

吉
沢
義
則
『
源
語
釈
泉
』（
増
補
再
刊
＝
臨
川
書
店
・
昭
和
四
十
八
年
（
昭
和
二
十

五
年
初
版
））。

⑫ 

北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
と
語
法
』（
武
蔵
野
書
院
・
昭
和
三
十
一
年
）。

⑬ 

小
稿
に
関
す
る
部
分
に
限
っ
て
、
以
下
に
引
い
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

〇
直
感
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
人
や
物
の
様
子
を
い
う
の
が
原
義
。「
け
し
き
」
が
事

物
の
外
形
を
視
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
け
は
ひ
」

は
、
ば
く
ぜ
ん
と
し
た
全
体
的
な
感
じ
を
い
い
、
主
と
し
て
聴
覚
に
よ
っ
て
と

ら
え
ら
れ
た
事
物
の
様
子
を
指
す
。
こ
の
違
い
は
用
法
の
上
に
も
現
れ
て
お
り
、

「
け
し
き
」
に
は
「
見
る
」「
見
す
」
と
い
う
が
、「
け
は
ひ
」
は
「
聞
く
」
と
い

う
。
ま
た
、「
け
は
ひ
」
は
自
ら
発
動
す
る
も
の
と
し
て
「
け
は
ひ
す
」
と
い
う

が
、「
け
し
き
」
は
「
け
し
き
あ
り
」
と
な
る
。

⑭ 

山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
・
明
治
四
十
一
年
）。
第
一
部
第
四
章
「
語

の
運
用
」
第
二
「
語
の
転
用
」
の
三
「
用
言
に
関
す
る
転
換
」
の
一
「「
あ
り
」
と
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「
す
」
と
の
交
渉
」（
七
八
八
ペ
ー
ジ
）。

【
補
記
】

小
稿
が
、
そ
の
論
題
に
「
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
」
を
冠
し
た
事
情
に
つ
い
て

は
、
や
は
り
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
と
お
り
の
事
実
で
あ
る
の

だ
が
、
筆
者
に
は
、
そ
う
気
づ
か
さ
れ
た
瞬
間
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
山
田
孝
雄
『
日

本
文
法
論
』（
前
出
）
の
第
一
部
第
三
章
「
語
の
性
質
」
第
二
「
用
語
」
の
四
「
形
式
用

語
」
に
お
い
て
、
そ
の
形
式
用
語
「
す
」
の
賓
語
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、

そ
の
用
例
と
し
て
「
心
地
す
。」
を
挙
げ
て
い
た
（
三
一
七
ペ
ー
ジ
）
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
瞬
間
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
て
い
な
い
「
心
地
す
。」
は
存
在
し
な
い
、
と
思
っ
た
か

ら
で
あ
る
。


