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近
藤
　
政
行

キ
ー
ワ
ー
ド
：
係
助
詞
「
な
む
」、「
聞
く
」
の
引
用
句
、
聞
き
手
指

向
性

一
　
は
じ
め
に

　
「
聞
く
」
の
引
用
句
に
係
助
詞
「
な
む
」
の
入
っ
た
例
が
、
次
の

よ
う
に
、
見
ら
れ
る
。

（
１
）
あ
る
国
の
祇
承
の
官
人
の
妻
に
て
な
む
あ
る
と
聞
き
て
、 

 
 

（
伊
勢　

六
十
段　

143
）

（
２ 

）
僧
都
は
か
く
な
ん
と
聞
き
給
ひ
て
、
怪
し
き
も
の
か
ら
、
う
れ

し
と
な
ん
お
も
ほ
し
け
る
。 

（
源
氏　

紅
葉
賀　

242
）

（
３
） 

今
年
な
む
七
十
に
成
り
給
ひ
け
る
と
聞
き
給
ひ
て
、 

 
 

（
落
窪　

巻
の
三　

203
）

（
４ 

）「
汝
ぢ
不
知
ず
や
、
実
に
は
、
我
が
妻
懐
妊
せ
り
。
而
る
に
腹

に
病
有
る
に
依
て
、「
猿
の
肝
な
む
其
の
薬
な
る
」
と
聞
て
汝
が

肝
も
を
取
む
が
為
に
謀
て
将
来
れ
る
也
」
と
。 

 
 

（
今
昔　

巻
五
の
二
十
五　

461
）

こ
の
場
合
「
な
む
」
が
係
り
結
び
を
構
成
す
る
か
終
助
詞
的
に
用
い

ら
れ
る
か
を
問
わ
な
い
。
こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
例
は
特
別
注
意
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
例
を
問
題
と
し
、

考
察
し
た
い
と
思
う1

注

。

　

な
お
、「
聞
く
」
の
引
用
句
に
は
、

（
５ 
）「
確
か
に
そ
の
人
と
は
言
は
ず
や
。
か
し
こ
に
も
と
よ
り
あ
る

尼
ぞ
と
ぶ
ら
ひ
給
ふ
と
聞
き
し
」 

（
源
氏　

浮
舟
１
８
６
６
）

「
聞
く
」
の
引
用
句
に
係
助
詞
「
な
む
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
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表　

 「
聞
く
」「
聞
こ
し
召
す
」「
承
る
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
句
に「
な

む
」
が
あ
る
用
例
の
数

（
６ 
）「
多
武
の
峰
の
増
賀
聖
人
こ
そ
止
事
無
き
聖
人
に
て
在
す
な
れ
」

と
聞
き
て
、 

（
今
昔　

巻
十
九
の
十　

86
）

の
よ
う
に
、
係
助
詞
「
ぞ
」
や
「
こ
そ
」
が
入
っ
た
例
も
見
ら
れ
る

が
、「
ぞ
「
や
「
こ
そ
」
に
は
、
あ
と
で
述
べ
る
聞
き
手
指
向
性
が

認
め
ら
れ
な
い
の
で
考
察
の
対
象
と
は
し
な
い
。

　

資
料
に
は
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
文
学
作
品2

注

を
用
い
、

用
例
は
「
聞
く
」
の
ほ
か
尊
敬
語
「
聞
こ
し
召
す
」
謙
譲
語
「
承
る
」

に
つ
い
て
も
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
を
表
に
し
て
示
す
。

聞く 聞こし召す 承る

竹取物語 0 0 0

伊勢物語 1 0 0

蜻蛉日記 10 0 2

枕草子 3 0 0

源氏物語 14 1 0

紫式部日記 0 0 0

落窪物語 3 0 0

夜の寝覚 2 0 1

更級日記 1 0 0

狭衣物語 3 0 1

今昔物語集 3 0 1

とりかえばや物語 0 0 1

宇治拾遺物語 0 0 0
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「
聞
く
」
の
例
は
示
し
た
の
で
「
聞
こ
し
召
す
」「
承
る
」
の
例
を
挙

げ
て
お
く
。

（
７ 

）「
…
…
兄
の
右
馬
の
頭
に
て
人
が
ら
も
殊
な
る
事
な
き
、
心
か

け
た
る
を
、
い
と
ほ
し
う
な
ど
も
思
い
ひ
た
ら
で
、
さ
る
べ
き

さ
ま
に
な
ん
契
る
」
と
聞
し
召
す
便
り
あ
り
て
、 
 

 

（
源
氏　

蜻
蛉　

１
９
７
５
）

（
８ 

）「
…
…
い
と
う
れ
し
く
な
ん
の
た
ま
は
せ
し
と
う
け
た
ま
は
れ

ば
、
喜
び
な
が
ら
な
ん
き
こ
ゆ
る
。
…
…
」 

 
 

（
蜻
蛉
日
記　

下
265
）

（
９ 

）
殿
は
ま
づ
、
入
道
の
御
方
に
参
り
給
ひ
て
、「
例
な
ら
ぬ
御
有

さ
ま
に
な
ん
と
う
け
た
ま
は
り
、
…
…
」
な
ど
き
こ
え
給
へ
ば
、 

 

（
夜
の
寝
覚　

巻
四　

314
）

（
10 

）「「
聞
え
さ
せ
し
い
も
う
と
の
、
患
ひ
侍
け
る
が
、
限
り
に
な

り
て
な
ん
」
と
、
う
け
た
ま
は
り
し
な
ん
、「
今
一
度
逢
ひ
見
ん
」

と
、
…
…
」 

（
狭
衣　

巻
三　

243
）

二

　
「
聞
く
」
の
引
用
句
に
「
な
む
」
が
あ
る
の
が
な
ぜ
問
題
で
あ
る

か
を
、「
聞
き
手
指
向
性
」
と
ム
ー
ド
の
観
点
か
ら
述
べ
る
。

　

ま
ず
聞
き
手
指
向
性
と
は
、
森
野　

崇
（
一
九
九
二
）
に
、「
具

体
的
な
聞
き
手
の
存
在
を
そ
の
使
用
の
前
提
と
し
、
そ
の
聞
き
手
に

向
か
っ
て
は
た
ら
き
か
け
て
い
こ
う
と
す
る
性
質
」（
13
ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る3

注

も
の
で
、「
な
む
」
は
そ
の
性
質
を
も
つ
と
さ

れ
る
。
そ
の
「
な
む
」
が
「
聞
く
」
の
引
用
句
に
あ
る
と
い
う
不
整

合
さ
は
、
こ
れ
も
聞
き
手
指
向
性
を
も
つ
現
代
語
の
「
ね
」
が
次
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。

（
11 

）
＊
「
今
日
も
い
い
天
気
だ
ね
」
と
聞
い
た
。（
こ
の
「
聞
く
」

は
も
ち
ろ
ん
「
尋
ね
る
」
意
で
は
な
い
）

こ
れ
が
、
次
の
よ
う
に
、
一
旦
「
い
ふ
」
で
受
け
て
そ
れ
を
「
聞
く
」

で
受
け
る
の
な
ら
理
解
で
き
る
が
、
直
ち
に
「
～
と
聞
く
」
で
受
け

る
の
は
や
は
り
疑
問
で
あ
る
。

（
12
） 「
こ
れ
な
む
都
鳥
」
と
い
ふ
を
聞
き
て
、（
伊
勢　

九
段　

117
）

（
13 

）「
早
う
失
給
ひ
に
し
か
ば
、
夜
前
な
む
鳥
部
野
に
葬
し
奉
て
し
」

と
云
け
る
を
聞
け
む
隆
経
の
朝
臣
の
心
こ
そ
、 

 
 

（
今
昔　

巻
三
十
一
の
九　

457
）

　

と
こ
ろ
で
、（
11
）
は
許
容
さ
れ
な
い
が
、
次
の
（
14
）
の
よ
う

に
「
ね
」
を
伴
わ
な
け
れ
ば
自
然
で
あ
る
。

（
14
） 「
今
日
も
い
い
天
気
だ
」
と
聞
い
た
。
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
藤
田
保
幸
（
二
〇
〇
〇
）
は
、「
雨
が
降
る

ら
し
い
ね
」
と
い
う
発
話
を
引
用
す
る
場
合
の
例
と
し
て
（
例
文
の

番
号
は
同
書
の
ま
ま
）、

　
（
29
）
―
ａ
規
子
は
「
雨
が
降
る
」
と
聞
い
た
。

　
（
29
）
―
ｂ
規
子
は
「
雨
が
降
る
ら
し
い
」
と
聞
い
た
。

　
（
29
）
―
ｃ
？
規
子
は
「
雨
が
降
る
ら
し
い
ね
」
と
聞
い
た
。

の
よ
う
な
例
を
示
し
、「「
と
聞
く
」
の
引
用
句
に
は
、
判
断
の
ム
ー

ド
ま
で
は
あ
ら
わ
れ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
終
助
詞
に
託
さ
れ
る

よ
う
な
伝
達
の
ム
ー
ド
ま
で
は
出
て
こ
な
い
。
少
な
く
と
も
出
て
き

に
く
い
の
で
あ
る
。」（
316
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。

他
か
ら
の
発
話
等
に
よ
る
情
報
の
受
容
の
際
に
は
、
発
話
さ
れ

た
コ
ト
バ
全
体
が
す
べ
て
情
報
と
し
て
大
切
な
わ
け
で
は
な

い
。
大
切
な
の
は
そ
の
発
話
等
で
伝
え
ら
れ
る
事
柄
内
容
、
文

に
つ
い
て
言
え
ば
そ
の
事
柄
意
味
を
担
う
コ
ト

（Proposition

）
の
部
分
で
あ
り
、「
聞
く
」
主
体
は
ま
ず
そ

の
部
分
を
把
握
す
る
だ
ろ
う
。
更
に
、「
聞
く
」
と
い
う
場
合
、

真
偽
未
確
定
の
情
報
が
と
り
込
ま
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
事
柄

の
確
か
ら
し
さ
に
か
か
わ
る
情
報
内
容
と
し
て
、
確
言
の
ム
ー

ド
を
伴
う
か
概
言
の
ム
ー
ド
を
伴
う
か
と
い
う
点
も
有
用
で
あ

り
、
把
握
の
対
象
と
な
り
得
る
。
し
か
し
、
発
話
に
際
し
て
の

対
人
的
な
伝
達
の
ム
ー
ド
は
、
伝
達
さ
れ
る
事
柄
内
容
と
は
直

接
か
か
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
削
除
さ
れ
る
。（
中

略
）
以
上
よ
り
、「
聞
く
」
に
は
、
そ
の
主
体
の
取
捨
選
択
と

い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
の
主
体
的
な
情
報
受
容
、
そ
し
て

情
報
保
持
の
行
為
と
い
う
性
格
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
。

 

（
317
ペ
ー
ジ
）

藤
田
氏
は
こ
の
よ
う
に
ム
ー
ド
の
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
で
は
「
な
む
」
は
ど
の
よ
う
な
ム
ー
ド
に
属
す
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

仁
田
義
雄
（
一
九
八
四
）
は
次
の
よ
う
な
図
を
示
し
、
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係
結
び
現
象
は
、
判
断
の
ム
ー
ド
よ
り
も
外
側
、
つ
ま
り
伝
達
の

ム
ー
ド
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
130
ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
て
い
る
。藤
田
、仁
田
両
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

「
な
む
」
は
伝
達
の
ム
ー
ド
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
聞
く
」
の

引
用
句
が
構
成
さ
れ
る
と
き
に
「
な
む
」
は
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。「
聞
く
」
の
引
用
句
に
「
な

む
」
が
あ
る
と
い
う
現
象
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
か
。

　

今
一
度
（
11
）
お
よ
び
（
29
ｃ
）
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
れ
ら

の
例
が
不
適
格
で
あ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
「
ね
」
の
つ
い
た
文
は
「
言

う
」
で
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、「
聞
く
」
で
受
け
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

言
う
ま
で
も
な
く「
ね
」に
聞
き
手
指
向
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、

聞
き
手
に
向
か
っ
て
は
た
ら
き
か
け
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を

受
け
る
の
は
「
言
う
」
が
当
然
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
考
え
て
、「
な
む
」
が
伝
達
の
ム
ー
ド
に
属
す
る
と
し

て
も
、「
な
む
」
が
「
聞
く
」
の
引
用
句
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ム
ー

ド
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
や
は
り
「
聞
き
手
指
向
性
」
を
手
が
か
り
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。

三

　

聞
き
手
指
向
性
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
命
令
文
は
そ
の
性
質
を

も
つ
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
命
令
文
を
引
用
す
る
際
に

ど
の
よ
う
な
動
詞
で
受
け
る
か
を
見
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
な
る
。

（
15 

）「
…
…
三
井
寺
に
そ
れ
が
し
と
い
ふ
僧
に
あ
つ
ら
へ
て
、
書
き

供
養
せ
さ
せ
て
給
べ
」
と
い
ひ
て
、

 

（
宇
治
拾
遺　

一
〇
二　

289
）

（
16 

）「
し
づ
ま
り
ぬ
な
り
。
入
り
て
、
さ
ら
ば
た
ば
か
れ
」
と
の
た

ま
ふ
。 

（
源
氏　

空
蝉　

89
）

（
17
） 

ま
ゐ
り
給
へ
と
あ
れ
ど
、寝
た
る
や
う
に
て
動
き
も
し
給
は
ず
。

 

（
源
氏　

少
女　

311
）

（
18 

）「「
殿
の
寝
入
り
給
ひ
な
む
に
、
天
井
よ
り
鉾
を
指
下
せ
。
下

に
て
取
宛
て
む
時
に
、
只
指
せ
」
と
侍
つ
れ
ば
な
む
」

 

（
今
昔　

巻
二
十
九
の
十
三　

326
）

（
19
）「「
御
足
給
へ
」
と
候
へ
ば
、
参
り
つ
る
な
り
」
と
言
ふ
。 

 
 

（
宇
治
拾
遺　

十
八　

62
）

こ
の
よ
う
に
「
言
ふ
」「
の
た
ま
ふ
」「
あ
り
」（
お
よ
び
そ
の
敬
語
形
）
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に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
聞
く
」
で
受
け
る
こ
と
は

な
い
の
で
あ
っ
て
、「
聞
く
」
を
用
い
る
場
合
は
、

（
20 

）

陟
も
「
返
ね
」
と
宣
ふ
を
聞
き
て
、
膝
を
屈
か
が
め
蹄
を

舐
て
、 

（
今
昔　

巻
一
の
四　

20
）

（
21 

）「
尋
ね
よ
」
と
い
ふ
を
聞
て
、
此
埋
た
る
男
出
来
て
、
人
よ
り

も
勝
れ
て
泣
求
め
騒
ぐ
。 

（
今
昔　

巻
二
十
六
の
五　

25
）

（
22 

）「
…
…
其
れ
我
れ
に
得
さ
せ
よ
」
と
言
ふ
を
、（
欠
字
）
聞
く

に
目
も
暗
て
、 

（
今
昔　

巻
二
十
九
の
二
十
五　

348
）

の
よ
う
に
、
一
旦
「
い
ふ
」（
お
よ
び
そ
の
敬
語
形
）
で
受
け
、
そ

れ
を
「
聞
く
」
で
受
け
る
と
い
う
形
を
と
る
。
命
令
文
を
直
ち
に
「
～

と
聞
く
」
で
受
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
代
語
で
も
同
様
で
あ
り
、

（
23
）

　
　
　

 （
Ａ
が
）「
ち
ょ
っ
と
黙
っ
て
ろ
」
と
言
っ
た
。

　
　

＊ （
Ｂ
が
）「
ち
ょ
っ
と
黙
っ
て
ろ
」
と
聞
い
た
。

　
　
　

  （
Ｂ
が
）「
ち
ょ
っ
と
黙
っ
て
ろ
」
と
言
わ
れ
た
（
命
令
さ

れ
た
）。

の
よ
う
な
例
で
、
そ
れ
は
知
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
命
令
文
と
、
そ
れ
を
受
け
る
引
用
動
詞
に
は
相
関

が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
命
令
文
は
聞
き
手
指
向
性
を
も

つ
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
引
用
さ
れ
る
と
き
は
「
言
ふ
（
う
）」（
古
語

で
は
さ
ら
に
「
あ
り
」
な
ど
）
で
受
け
、「
聞
く
」
で
受
け
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る4

注

。

　

で
は
、
と
も
に
聞
き
手
指
向
性
を
も
ち
な
が
ら
命
令
文
は
「
聞
く
」

の
引
用
句
に
入
ら
な
い
の
に
、
な
ぜ
「
な
む
」
は
入
る
の
か
。

四
　
結
論

　
「
聞
く
」
の
引
用
句
に
な
ぜ
「
な
む
」
が
あ
る
の
か
。
本
稿
は
、

渡
辺　

実（
一
九
七
一
）
に
い
う
「
有
形
無
実
化
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
。

　

渡
辺　

実
（
一
九
七
一
）
は
、

　
　
　

組
合
代
表
と
の
話
し
あ
い

　
　
　

長
崎
へ
の
出
張

　
　
　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
帰
り
途

　
　
　

ロ
ン
ド
ン
で
の
再
会

の
よ
う
な
例
を
示
し
て
、
連
用
展
叙
す
る
は
ず
の
助
詞
が
「
の
」
を

伴
っ
て
連
体
修
飾
の
形
に
な
っ
て
お
り
、「
形
態
は
あ
っ
て
も
職
能

的
に
は
実
質
の
な
い
に
等
し
い
よ
う
な
も
の
」
と
な
り
「
形
態
と
意

義
と
を
残
し
て
そ
の
職
能
的
実
質
を
失
」
っ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
を
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「
有
形
無
実
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。（
以
上
、
同
書
168
ペ
ー
ジ
の
記
述

に
よ
る
）

　

そ
こ
で「
な
む
」に
つ
い
て
言
え
ば
、「
な
む
」は
引
用
句
中
に
あ
っ

て
も
係
り
結
び
が
成
り
立
っ
て
お
り
終
助
詞
的
用
法
も
あ
る
の
だ
か

ら
、見
た
と
こ
ろ
引
用
句
に
入
ら
な
い
場
合
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
。

し
か
し
、
引
用
句
中
に
入
っ
た
「
な
む
」
は
そ
れ
が
含
む
と
こ
ろ
の

聞
き
手
指
向
性
が
無
効
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
命
令
文
は
、
聞
き
手
へ
の
は
た
ら
き
か
け
を
本
来
の
機
能

と
す
る
の
で
「
聞
く
」
の
引
用
句
に
は
入
り
え
な
い
。
た
だ
し
、
心

話
文
に
現
れ
る
こ
と
が
あ
り5

注

、
そ
の
場
合
は
、
も
は
や
聞
き
手
指
向

性
は
無
効
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
表
す
意
味
も
「
命
令
」
か
ら
「
願

望
」
に
変
化
し
て
い
る
。

　

聞
き
手
指
向
性
を
失
っ
た
「
な
む
」
は
相
手
に
向
か
っ
て
で
は
な

く
、
他
か
ら
聞
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
標
識
に
な
っ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
文
体
に
よ
る
差
異
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
係
助

詞
に
つ
い
て
、「
な
む
」
を
中
心
に
引
用
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
次

第
で
あ
る
。

注
１　

 

用
例
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
一
例
見
ら
れ
た
（
大
成
本
文

が
「
聞
き
給
ひ
し
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
諸
本
（
新
旧
大
系
本
・
全

集
本
・
新
編
全
集
本
・
集
成
本
）
に
よ
り
「
聞
き
給
へ
し
」
に
改

め
た
）。

　
　
　
　
　

 「
下
の
人
々
の
し
の
び
て
申
し
し
は
…
…
「
…
…
さ
す
が
に

心
細
く
て
居
給
へ
る
な
ら
ん
」
と
な
ん
た
だ
こ
の
十
二
月
の

頃
ほ
ひ
申
す
と
聞
き
給
へ
し
」
と
聞
こ
ゆ
。（
源
氏　

浮
舟　

１
８
６
６
）

　
　
　

 

こ
の
「
な
む
」
は
「
申
す
」
が
結
び
の
は
ず
で
あ
る
が
、
引
用
句

の
外
で
曲
調
終
止
を
起
こ
し
「
聞
き
給
へ
し
」
と
な
っ
て
い
る
。

小
田　

勝
（
一
九
九
八
）
に
言
う
「
過
剰
な
結
び
」
の
例
で
あ
る

（
た
だ
し
、
同
論
文
は
「
な
む
」
の
例
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
）。

　
　
　

 　

こ
の
例
に
つ
い
て
言
え
る
の
は
、
こ
の
会
話
の
主
と
引
用
の
主

が
同
一
、
つ
ま
り
「
聞
こ
ゆ
」
の
主
語
と
「
聞
き
給
へ
し
」
の
主

語
が
同
じ
（
大
内
記
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
で
あ

る
か
ら
、
聞
い
た
事
柄
を
聞
き
手
へ
向
け
て
伝
え
る
の
に
勢
い
で

過
剰
な
結
び
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
２　

 

使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
源
氏
物
語
は
大
成
本
、
今
昔
物
語
集
は

新
大
系
本
、宇
治
拾
遺
物
語
は
集
成
本
、と
り
か
え
ば
や
物
語
は
、

鈴
木
弘
道
『
校
注　

と
り
か
え
ば
や
物
語
』
笠
間
書
院
に
よ
り
、
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他
は
大
系
本
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
引
用
に
あ
た
り
漢
字
の
当
て

方
や
句
読
点
な
ど
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
今
昔
物
語

集
は
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

注
３　

 「
な
む
」
の
聞
き
手
に
向
か
う
性
質
を
論
じ
た
森
野　

崇

（
一
九
八
七
）
で
は
「
伝
達
性
」
と
し
て
い
た
の
を
、
森
野　

崇

（
一
九
九
二
）で「
聞
き
手
志
向
性
」に
改
称
し
た
旨
断
り
が
あ
る
。

注
４　

今
昔
物
語
集
に
は
、

　
　
　
　
　

 「
…
…
其
の
時
に
、虚
空
に
音
有
て
、我
れ
に
告
て
云
く
、「
汝

ぢ
当
に
可
知
し
。
…
…
汝
ぢ
本
国
に
返
る
、
速
に
聖
人
に
此

の
事
を
可
告
し
」
と
聞
つ
る
程
に
、
蘇
て
来
れ
る
也
」
と
云

ふ
。（
今
昔　

巻
13
の
６　

213
ぺ
）

　
　
　

 

の
よ
う
に
、「
べ
し
」
を
用
い
た
表
現
を
「
聞
く
」
が
受
け
た
例

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
可
告
し
」
は
「
告
げ
る
が
よ
い
」
と
い
っ

た
意
味
で
あ
り
、
ま
た
「
虚
空
に
音
有
て
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

よ
う
に
言
う
の
が
聞
こ
え
た
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
よ
っ
て
命
令
文
を
受
け
た
「
聞
く
」
の
例
か
ら
は
除
外
さ
れ

る
。

注
５　

 

命
令
形
が
心
話
文
に
用
い
ら
れ
た
例
に
つ
い
て
は
、
近
藤
政
行

（
一
九
九
六
）
を
参
照
。
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