
國學院大學学術情報リポジトリ

形状性名詞句考

言語: Japanese

出版者: 國學院大學国語研究会

公開日: 2025-06-02

キーワード (Ja): 形状性名詞句, 準体言, 形状性用言,

作用性用言, 石垣法則

キーワード (En): 

作成者: 小田, 勝

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002001699URL



― 37 ―

小
田
　
勝

キ
ー
ワ
ー
ド
：
形
状
性
名
詞
句　

準
体
言　

形
状
性
用
言　

作
用
性

用
言　

石
垣
法
則

一
　
本
稿
の
目
的

　

石
垣
謙
二
（
一
九
四
二
）
に
よ
り
、
私
ど
も
は
、
形
状
性
用
言
し

か
形
状
性
名
詞
句
（
モ
ノ
を
表
す
準
体
言
。
以
下
、「
モ
ノ
準
体
」

と
呼
ぶ（

（
（

）
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
例
外
は
準
体

句
が
主
語
に
立
っ
て
い
て
、
述
語
が
形
状
性
用
言
で
あ
る
場
合
、
と

さ
れ
る
。

　

１　

 

猛た
け

き
武も
の
の
ふ士

の
心
を
も
慰
む
る
△
は
、
歌
な
り

0

0

0

。（
古
今
集
・

仮
名
序（

（
（

）〈
作
用
性
用
言
「
慰
む
」
が
「
慰
む
る
［
モ
ノ
］」

と
い
う
「
モ
ノ
準
体
」
を
作
っ
て
い
る
〉

そ
こ
で
、稿
者
は
以
前
、こ
の
法
則
を
古
典
文
の
解
釈
に
適
用
し
て
、

小
田
勝
（
二
〇
二
二
）
と
い
う
提
案
を
行
っ
た
の
だ
が
、
考
え
て
見

れ
ば
、
稿
者
が
記
憶
し
て
い
る
歌
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
わ
け

で
、
こ
の
法
則
は
古
典
文
解
釈
の
指
針
た
り
得
る
の
か
不
安
が
残
る

の
で
あ
る
。

　

２　

 

防さ
き
も
り人

に
行
く
△
は
誰た

が
背せ

と
問
ふ
人
を
見
る
が
と
も
し
さ
物

思
ひ
も
せ
ず
（
万
葉
集
・
四
四
二
五
）

　

３　

 

こ
れ
や
こ
の
行
く
△
も
帰
る
△
も
別
れ
つ
つ
知
る
△
も
知
ら

ぬ
△
も
あ
ふ
さ
か
の
関
（
後
撰
集
・
一
〇
八
九
、百
人
一
首
）

〈
四
つ
め
の
△
の
「
知
ら
ぬ
」
は
形
状
性
用
言
〉

右
の
よ
う
な
例
が
存
す
る
以
上
、
こ
の
法
則
は
成
立
し
な
い
と
し
て

捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
も
出
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
稿
者
の
み

形
状
性
名
詞
句
考
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る
と
こ
ろ
、や
は
り
こ
の
法
則
は
古
典
文
で
は
よ
く
適
合
し
て
お
り
、

例
外
規
定
を
少
し
拡
張
す
る
こ
と
で
、
古
典
文
解
釈
の
指
針
と
し
て

残
し
た
ほ
う
が
得
策
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
法
則
を

古
典
文
解
釈
の
指
針
と
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
修
正
が
必
要

で
あ
る
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
石
垣
法
則
の
確
認

　

私
見
に
よ
れ
ば
、
石
垣
法
則
は
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
。

　

ⅰ　

日
本
語
の
活
用
語
は
、
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

イ　

 

形
状
性
用
言
…
終
止
形
が
イ
段
音
の
語
（
形
容
詞
・
形
容

動
詞
・
ラ
変
動
詞
、
お
よ
び
「
べ
し
・
た
り
・
け
り
・
き
」

な
ど
の
助
動
詞
）、
動
詞
「
見
ゆ
・
聞
こ
ゆ
・
思
ほ
ゆ
・

候
ふ
・
お
は
す
・
と
い
ふ
・
に
な
る
」、
助
動
詞
「
ず
・
む
・

ら
む
・
け
む
」。

ロ　

 

作
用
性
用
言
…
右
以
外
の
活
用
語
。

　

ⅱ　

 

形
状
性
用
言
・
作
用
性
用
言
の
ど
ち
ら
も
「
コ
ト
準
体
」
を

作
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
モ
ノ
準
体
」
は
形
状
性
用
言
し

か
形
成
で
き
な
い
。

　
　

形
状
性
用
言　
　

コ
ト
準
体　
　

モ
ノ
準
体

　
　

作
用
性
用
言　
　

コ
ト
準
体

　

ⅲ　

 （
ⅱ
の
例
外
規
定
）　

準
体
句
が
主
語
に
立
ち
、
か
つ
述
語
が

形
状
性
用
言
で
あ
る
場
合
に
は
、
作
用
性
用
言
で
モ
ノ
準
体

を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

・
猛
き
武
士
の
心
を
も
慰
む
る

0

0

0

△
は
、
歌
な
り
0

0

。（
＝
１
）

　

右
の
ⅰ
イ
の
形
状
性
用
言
の
リ
ス
ト
は
、
岡
崎
正
継
（
一
九
六
二
）

に
よ
っ
て
、次
の
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
イ
）
な
ふ
・
な
ん
だ
、（
ロ
）
お
は
し
ま
す
・
も
の
す
（
二
語

共
ニ
「
ア
リ
」
ノ
意
味
ヲ
表
ハ
ス
モ
ノ
）、（
ハ
）
体
言
―
す
・

体
言
―
仕
る
（
賓
語
ト
シ
テ
ノ
体
言
ハ
存
在
ノ
意
味
ヲ
表
ハ
ス

モ
ノ
）、（
ニ
）
形
容
詞
―
す
・
情
態
副
詞
―
す
（
形
容
詞
・
情

態
副
詞
ハ
「
ス
」
ノ
賓
語
ニ
ナ
ッ
テ
ヰ
ル
モ
ノ
）、（
ホ
）
て
ゐ

る
（
継
続
状
態
ヲ
表
ハ
ス
モ
ノ
）。

　

さ
て
、
右
の
法
則
で
あ
る
が
、
石
垣
謙
二
（
一
九
四
二
）
自
体
に

曖
昧
な
部
分
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
ⅱ

の
い
う
「
準
体
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
す
べ
て
の
準
体
句
」
に
適

用
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
石
垣
論
文
は
「
童
の
を
か
し

き
△
」
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
同
格
構
造
を
考
察
対
象
に
し
て
い
て
、
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二
二
一
頁
の
表
も
「
関
係
代
名
詞
的
の
「
の
」
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ

る
名
詞
句
の
用
言
が
、
大
部
分
前
節
で
規
定
し
た
所
謂
形
状
性
用
言

な
る
事
を
示
す
も
の
」（
二
二
二
頁
）
で
あ
る
し
、「
関
係
代
名
詞
的

「
の
」
助
詞
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
名
詞
句
を
形
状
性
名
詞
句
と
命

名
す
る
こ
と
が
出
来
る
」（
二
二
五
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

二
二
七
頁
に
至
っ
て
、
突
然
、「
名
詞
句
は
す
べ
て
、「
の
」
を
伴
ふ

と
否
と
に
論
な
く
、
必
ず
形
状
性
名
詞
句
か
作
用
性
名
詞
句
か
の
い

づ
れ
か
に
属
」
し
、「
形
状
性
名
詞
句
の
用
言
は
依
然
「
の
」
の
有

無
に
関
せ
ず
形
状
性
用
言
で
あ
っ
て
」
の
よ
う
に
拡
張
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
て
い
る
以
上
、
石
垣
法
則
は
す
べ
て

の
準
体
言
に
及
ぶ
と
理
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
調
査
・
論
証
は
「
関
係

代
名
詞
的
「
の
」
助
詞
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
名
詞
句
」
に
つ
い
て

の
み
行
わ
れ
て
い
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
こ
と
に
は
注
意
さ
れ
る
。

　

疑
問
の
第
二
は
、ⅰ
イ
の
形
状
性
用
言
の
リ
ス
ト
に
は
、形
容
詞
・

ラ
変
動
詞
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
自
立
語
と
、
一
部
の
助
動
詞
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
が
（
要
す
る
に
助
動
詞
も
用
言
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ

が
）、
こ
れ
ら
の
語
は
述
語
の
末
端
に
あ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
あ
り
」
は
典
型
的
な
形
状
性

用
言
で
あ
る
が
、
助
動
詞
「
つ
」
は
こ
の
リ
ス
ト
に
な
い
の
で
、「
あ

り
つ
る
△
」
と
あ
っ
た
場
合
、
こ
の
述
語
全
体
（「
あ
り
つ
」）
は
ど

ち
ら
の
用
言
に
所
属
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、「
あ
り
」
が
形
状
性
用
言
で
あ
る
以
上
、「
あ
り
つ
る
」
も
形

状
性
用
言
と
考
え
る
べ
く
、
実
際
、
次
の
よ
う
な
例
が
存
す
る（

3
（

。

　

４　

 

か
の
「
柳
の
芽
に
ぞ
」
と
あ
り
つ
る
△
を
書
い
給
へ
る
△
を

奉
り
給
へ
ば
（
柏
木
⑤
三
一
〇
）

そ
う
す
る
と
、
自
立
語
の
形
状
性
用
言
は
、
ど
ん
な
助
動
詞
が
下
接

し
て
も
形
状
性
用
言
の
ま
ま
だ
が
、
ⅰ
イ
の
リ
ス
ト
に
あ
る
助
動
詞

は
作
用
性
用
言
を
形
状
性
用
言
化
す
る
「
形
状
性
用
言
化
辞
」
と
捉

え
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
岡
崎
正
継
（
一
九
六
二
）

の
追
加（
た
だ
し
こ
こ
で
は
中
古
語
の
み
を
取
り
上
げ
る
）も
含
め
、

ⅰ
イ
は
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

形
状
性
用
言

① 

終
止
形
が
イ
段
音
の
語
…
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
ラ
変
動
詞

② 

存
在
の
意
を
表
す
語
…
「
あ
り
」
の
意
を
表
す
「
候
ふ
・
お

は
す
・
お
は
し
ま
す
・
も
の
す
」

③ 

軽
動
詞
「
す
」
を
含
む
も
の
…
「
体
言
＋
す
（
仕
る
）」（「
体

言
」
は
存
在
の
意
味
を
表
す
も
の
）、「
形
容
詞
・
情
態
副
詞

＋
す
」
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④ 
知
覚
を
表
す
語
…
「
見
ゆ
・
聞
こ
ゆ
・
思
ほ
ゆ
・
と
い
ふ
・

に
な
る
」

⑤ 

形
状
性
用
言
化
辞
…
終
止
形
が
イ
段
音
の
助
動
詞
、
お
よ
び

「
ず
・
む
・
ら
む
・
け
む
」

　

②
の
「
も
の
す
」
は
「
も
の
し
給
ふ
」
を
含
む
こ
と
（
と
い
う
よ

り
「
あ
り
」
の
意
の
「
も
の
す
」
は
、「
も
の
し
給
ふ
」
の
形
で
現

れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
）、
当
然
で
あ
ろ
う
（
例
「
幼
く
も
の

し
給
ふ
△
が
、
か
く
齢
過
ぎ
ぬ
る
な
か
に
と
ま
り
給
ひ
て
」
須
磨
②

二
〇
八
）。
④
に
つ
い
て
、
ⅰ
イ
の
リ
ス
ト
に
あ
る
「
聞
こ
ゆ
」
は

敬
語
の
補
助
動
詞
で
は
な
く
、本
動
詞
な
の
で
あ
ろ
う（
な
お
④
は
、

考
察
の
後
で
修
正
さ
れ
る
）。⑤
に
つ
い
て
、「
き
・
け
り
・
た
り
・
り
・

む
」
が
形
状
性
用
言
化
辞
だ
か
ら
、
古
典
語
の
動
詞
は
「
過
去
形
」

や
「
未
来
形
」
に
な
る
と
、
形
状
性
用
言
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る（
4
（

。
時
制
の
研
究
上
、
古
典
語
の
動
詞
の
過
去
形
はevent
を
表
す

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
　
万
葉
集
・
三
代
集
の
用
例

　

作
用
性
用
言
で
モ
ノ
準
体
を
作
る
例
と
し
て
、
さ
き
に
用
例
２
・

３
を
あ
げ
た
の
だ
が
、
万
葉
集
と
三
代
集
に
つ
い
て
、
日
本
語
歴
史

コ
ー
パ
ス
中
納
言
で
、「
連
体
形
＋
は
」「
連
体
形
＋
も
」
に
限
っ
て

調
べ
た
範
囲
で
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
二
型
し
か
存
し
な
か
っ
た
。
ま

ず
は
、
用
例
２
の
「
防
人
に
行
く
△
は
誰
が
背
」
の
タ
イ
プ
で
、
こ

れ
は
述
語
が
名
詞
述
語
文
の
場
合
と
い
う
こ
と
で
、
法
則
Ⅲ
（
例
外

規
定
）
の
拡
張
と
し
て
自
然
に
容
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
用
例
２
の
ほ

か
、「
流
ら
へ
散
る
△
は
何
の
花
ぞ
も
」（
万
葉
集
・
一
四
二
〇
）、「
行

く
△
は
誰
が
妻
」（
同
・
一
六
七
二
）、「
来
鳴
き
渡
る
△
は
誰
呼
子
鳥
」

（
同
・
一
七
一
三
）、「
仕
へ
奉
る
△
は
卿ま

へ
つ
き
み

大
夫
た
ち
」（
同
・

四
二
七
六
）、「
来
居
つ
つ
鳴
く
△
は
都
鳥
か
も
」（
同
・
四
四
六
二
）

の
六
例
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
用
例
3
の
「
行
く
△
も
帰
る
△
も
別
れ
つ
つ
」
の

タ
イ
プ
で
、
こ
れ
は
準
体
言
が
特
定
の
「
行
く
人
」「
帰
る
人
」
を

指
す
の
で
は
な
く
、「
行
人
」「
旅
行
者
」「
帰
郷
者
」
の
よ
う
な
属

性
を
表
す
も
の
で
、
特
に
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
特
徴
と

い
え
る
。
対
比
的
と
い
う
こ
と
は
互
い
に
打
ち
消
し
合
う
関
係
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、「
ず
」
が
形
状
性
用
言
で
あ
る
こ
と
も
思
い
起

こ
さ
れ
る
。「
貴た

か

き
△
も
賤い
や

し
き
△
も
」（
澪
標
③
四
七
）、「
高
き
△

も
下
れ
る0

△
も
」（
柏
木
⑤
三
一
六
）
な
ど
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
表
現
だ
と
い
え
る
。
調
査
資
料
の
中
で
は
用
例
3
の
一
例
だ
け
で
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あ
る（

（
（

。

　

以
上
か
ら
、
石
垣
法
則
の
例
外
規
定
ⅲ
は
、
次
の
よ
う
に
拡
張
さ

れ
る
。

　

ⅳ　

 （
ⅲ
の
修
正
版
）　

次
の
場
合
に
は
、
作
用
性
用
言
で
モ
ノ
準

体
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

① 

準
体
句
が
主
語
に
立
ち
、
か
つ
述
語
が
形
状
性
用
言
ま
た

は
名
詞
述
語
で
あ
る
場
合
。

　

② 

個
体
を
表
さ
ず
属
性
の
み
を
（
特
に
対
比
的
に
）
表
し
て

い
る
準
体
句
で
あ
る
場
合
。

四
　
源
氏
物
語
の
用
例

　
『
源
氏
物
語
』
正
編
（
桐
壺
巻
～
幻
巻
）
に
つ
い
て
、
通
読
に
よ
っ

て
調
査
し
た
、
石
垣
法
則
ⅰ
～
ⅲ
に
合
致
し
な
い
モ
ノ
準
体
の
例
を

示
す
。
全
（0
例
で
、
や
は
り
僅
か
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
は
注
意
さ

れ
て
良
い
と
思
う
。
順
に
み
て
い
こ
う
。

　

Ａ　

 

も
の
思
ひ
知
り
給
ふ
△
は
、
様
、
容か
た
ち貌
な
ど
の
め
で
た
か
り

し
こ
と
、
心
ば
せ
の
な
だ
ら
か
に
め
や
す
く
、
憎
み
が
た
か

り
し
こ
と
な
ど
、
今
ぞ
思
し
出
づ
る
。（
桐
壺
①
一
八
）

こ
れ
は
、
こ
の
前
に
「
憎
み
給
ふ
人
々
多
か
り
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ

と
対
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
前
節
の
ⅳ
②
に
該
当
す
る
例
と
考
え
て

お
く
が
、「
知
る
」
が
形
状
性
用
言
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る（

（
（

。

　

Ｂ　

 ［
先
帝
の
四
の
宮
の
、
御
容か
た
ち貌
す
ぐ
れ
給
へ
る
聞
こ
え
高
く

お
は
し
ま
す
△
、母
后
よ
に
な
く
か
し
づ
き
聞
こ
え
給
ふ
△
］

を
、
上
に
候
ふ
典
侍
は
、
…
今
も
ほ
の
見
奉
り
て
、
…
（
桐

壺
①
三
三
）

「
お
は
し
ま
す
△
」
は
形
状
性
用
言
な
の
で
問
題
が
な
い
。「
か
し
づ

き
聞
こ
え
給
ふ
△
」
が
問
題
と
な
る
例
で
、
準
体
言
の
主
名
詞
△
が

準
体
句
に
対
し
て

0

0

0

0

0

0

0

目
的
格
に
な
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。ほ
か
に
も
Ｇ
・

Ｋ
の
例
が
あ
る
。

　

Ｃ　

 

母
屋
の
中
柱
に
そ
ば
め
る
人
や
、
我
が
心
か
く
る
△
と
、
ま

づ
目
と
ど
め
給
へ
ば
（
空
蟬
①
一
〇
七
）

こ
れ
は
ⅳ
①
の
逆
の
パ
タ
ー
ン
で
、
名
詞
述
語
文
の
述
語
に
あ
る
場

合
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、「『
こ
れ
や
、
海あ

士ま

の
塩
焼

く
△
な
ら
む

0

0

0

』と
思
し
わ
た
る
は
」（
須
磨
②
二
四
五
）の
よ
う
な「
な

り
」「
な
ら
む
」
の
省
略
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
（
あ
る
い
は
Ｂ
・

Ｇ
・
Ｋ
と
同
様
の
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
）。

　

Ｄ　
 ［

丈
高
き
人
の
、
常
に
笑
は
る
る
△
］
を
言
ふ
な
り
け
り
。

（
空 
蟬
①
一
一
五
）
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こ
れ
は
受
身
の
場
合
で
、
形
状
性
用
言
化
辞
に
受
身
の
「
る
・
ら
る
」

を
追
加
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る（

7
（

。

　

５　

 

お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
△
を
ば
、尋
ね
思
ほ
さ
で
、

か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
率ゐ

て
お
は
し
て
時
め
か
し
給

ふ
こ
そ
、
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け
れ
。（
夕
顔
①
一
四
八
）

筆
者
は
か
つ
て
石
垣
法
則
を
根
拠
に
、
こ
の
「
見
奉
る
」
を
コ
ト
準

体
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
（
小
田
勝
（
二
〇
二
二
））。

Ｂ
・
Ｇ
・
Ｋ
の
例
が
存
す
る
の
で
、
モ
ノ
準
体
と
し
て
の
解
釈
も
で

き
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
コ
ト
準
体
で
も
解
釈
可
能
な

の
で
、
モ
ノ
準
体
の
確
例
か
ら
は
除
外
し
て
お
く
。

　

６　

 （
夕
顔
ノ
遺
骸
ガ
）
あ
り
し
な
が
ら
う
ち
臥
し
た
り
つ
る
さ

ま
、
う
ち
交
は
し
給
へ
り
し
△
が
、
我
が
紅

く
れ
な
ゐの

御
衣ぞ

の
着
ら

れ
た
り
つ
る
△
な
ど
、
い
か
な
り
け
む
契
り
に
か
と
道
す
が

ら
思
さ
る
。（
夕
顔
①
一
六
四
）

底
本
と
し
た
新
潮
日
本
古
典
集
成
は
「
う
ち
交
は
し
給
へ
り
し
が
」

の
「
が
」
を
削
除
し
て
い
る
が
、
青
表
紙
本
諸
本
に
は
「
が
」
が
あ

る
（
同
書
凡
例
を
見
る
と
、
本
文
の
校
訂
は
注
記
な
く
行
わ
れ
て
い

る
ら
し
い
）。「
が
」
の
な
い
陽
明
文
庫
本
で
は
、
左
の
よ
う
に
単
純

に
読
め
る
。「
き
ら
れ
た
り
つ
る
」
は
「
き
ら
れ
た
り
つ
る
［
サ
マ
］」

の
意
の
コ
ト
準
体
で
あ
る
。

　

・ ［
う
ち
か
は
し
給
へ
り
し
、
御
く
れ
な
ゐ
の
御
そ
］
の
き
ら
れ

た
り
つ
る
な
と

河
内
本
も
次
の
よ
う
で
、
こ
れ
も
簡
単
で
あ
る
。

　

・ 

う
ち
か
は
し
給
へ
り
し
ま
ゝ
に
、
わ
か
く
れ
な
ゐ
の
御
そ
の
き

ら
れ
た
り
つ
る
な
と

と
こ
ろ
が
「
う
ち
交
は
し
給
へ
り
し
」
の
下
に
「
が
」
の
あ
る
青
表

紙
本
諸
本
の
本
文
だ
と
、「
御
衣
の
」の「
の
」が
主
格
だ
か
ら
、「
が
」

を
同
格
助
詞
と
し
て
、
桐
壺
巻
の
冒
頭
の
文
と
同
様
の
構
造
と
考
え

た
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、「
着
ら
れ
た
り
つ
る
」
が
「
着
ら
れ
た

り
つ
る
［
衣
］」
と
い
う
モ
ノ
準
体
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
ら
れ
」

が
受
身
だ
か
ら
、
Ｄ
と
同
様
の
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

「
が
」
の
あ
る
形
で
も
、「
着
ら
れ
た
り
つ
る
［
サ
マ
］」
の
意
に
読

む
方
法
も
存
す
る
。
そ
れ
は
、
木
之
下
正
雄
（
一
九
六
四
）
の
い
う

「
逆
同
格
構
文
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
読
む
方
法
で
あ
る
。

　

・ ［
う
ち
交
は
し
た
ま
へ
り
し
△
が
、
我
が
御
紅
の
御
衣
］
の
着

ら
れ
た
り
つ
る
［
サ
マ
］
な
ど

逆
同
格
構
文
と
い
う
の
は
、「
準
体
言
△
＋
が
＋
連
体
形
＋
名
詞
」で
、

上
方
の
準
体
言
の
下
（
△
）
に
、
同
格
助
詞
「
が
」
の
下
に
あ
る
「
名
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詞
」
が
補
わ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
る
句
型
を
い
う
。
通
常
の
同
格
構
文

で
は
、
同
格
助
詞
の
上
部
の
名
詞
が
下
方
の
準
体
言
の
下
に
補
わ
れ

る
の
だ
が
、
そ
の
逆
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

・ ［
治
部
卿
な
る
△
が
、
交
じ
ら
ふ
こ
と
も
な
き
人
］
の
太
郎
、

兵
部
の
少
輔
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。（
落
窪
物
語
）

　

・ 

そ
の
あ
た
り
に
、［
築
地
な
ど
の
崩
れ
た
る
△
が
、
さ
す
が
に

蔀
な
ど
上
げ
て
、
簾
か
け
渡
し
て
あ
る
人
の
家
］
あ
り
。（
平

中
物
語
）

　

・ 

三
条
わ
た
り
に
、［
ざ
れ
ば
み
た
る
△
が
、
ま
だ
造
り
さ
し
た

る
所
］
な
れ
ば
、
は
か
ば
か
し
き
し
つ
ら
ひ
も
せ
で
な
ん
あ
り

け
る
。（
東
屋
）

　

・ ［
少
し
う
と
き
△
が
、
昨
夜
参
り
た
る
人
々
］
な
ど
（
た
ま
き

は
る
）

　

・ 

甲か
ひ

香か
う

は
、［
ほ
ら
貝
の
や
う
な
る
△
が
、
小
さ
く
て
、
口
の
ほ

ど
の
細
長
に
し
て
出
で
た
る
貝
］
の
蓋ふ

た

な
り
。（
徒
然
草
）

以
上
、
用
例
６
は
、
受
身
と
考
え
る
に
せ
よ
、
逆
同
格
構
文
と
考
え

る
に
せ
よ
、
石
垣
法
則
の
例
外
の
新
し
い
型
を
示
す
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｅ　

 「
…
…
」
な
ど
過
ぎ
給
ひ
ぬ
る
△
も
、
世
と
と
も
に
思
ほ
し

嘆
き
つ
る
も
、
し
る
き
こ
と
（
＝
案
ジ
テ
イ
タ
通
リ
ノ
ア
キ

ラ
カ
ニ
ヒ
ド
イ
コ
ト
）
多
く
侍
る
に
（
若
紫
①
二
二
二
）

「
過
ぎ
給
ひ
ぬ
る
△
」
は
「
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
尼
君
」
の
意
で
、

主
語
と
し
て「
思
ほ
し
嘆
き
つ
る
」に
係
る（「
思
ほ
し
嘆
き
つ
る
も
」

は
接
続
句
で
あ
る
）。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
な
ら
、
助
動

詞
「
ぬ
」
は
形
状
性
用
言
化
辞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

７　

 ［
中
将
の
御
子
の
、
今
年
初
め
て
殿
上
す
る
△
］、
八
つ
九
つ

ば
か
り
に
て
、
声
い
と
お
も
し
ろ
く
、
笙
の
笛
吹
き
な
ど
す

る
を
、（
源
氏
ハ
）
う
つ
く
し
び
も
て
あ
そ
び
給
ふ
。（
賢
木

②
一
八
二
）

こ
れ
は
、「
職
掌
＋
す
」
と
い
う
、
職
掌
の
表
示
で
あ
り
、
第
二
節

で
示
し
た
形
状
性
用
言
リ
ス
ト
の
修
正
版
の
「
③
軽
動
詞
「
す
」
を

含
む
も
の
」に
含
め
て
良
い
で
あ
ろ
う
。次
例
も
同
様
の
例
で
あ
る
。

　

８　

 ［
兄
の
、
童
殿
上
す
る
△
］、
常
に
こ
の
君
に
参
り
仕
う
ま
つ

る
を
、
例
よ
り
も
な
つ
か
し
う
語
ら
ひ
給
ひ
て
（
少
女
③

二
六
一
）

次
に
、

　

Ｆ　
 

二
条
の
院
に
奉
れ
給
ふ
△
と
、
入
道
の
宮
の
と
は
、
書
き
も

や
り
給
は
ず
、
く
ら
さ
れ
給
へ
り
。（
須
磨
②
二
二
七
）
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こ
れ
は
Ｂ
と
同
様
、
準
体
言
の
主
名
詞
△
が
準
体
句
に
対
し
て
目
的

格
に
な
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。

　

Ｇ　

 ［
こ
の
受
領
ど
も
の
、
お
も
し
ろ
き
家
造
り
好
む
△
］
が
、

こ
の
宮
の
木
立
を
心
に
つ
け
て
、
放
ち
給
は
せ
て
む
や
と
、

ほ
と
り
に
つ
き
て
、
案
内
し
申
さ
す
る
を
（
蓬
生
③
五
七
）

こ
れ
は
石
垣
謙
二
（
一
九
四
二
）
自
身
が
、
説
明
出
来
な
い
例
（
法

則
に
も
そ
の
例
外
規
定
に
も
合
致
し
な
い
例
）
と
し
て
あ
げ
て
い
る

例
で
あ
る
（
二
二
五
頁（

8
（

）。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
な
ら
、

動
詞
「
好
む
」
は
形
状
性
用
言
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

Ｈ　

 

な
ほ
年
経
ぬ
る
△
ど
ち
こ
そ
、
心
か
は
し
て
む
つ
び
き
か
り

け
れ
。
…
年
経
ぬ
る
△
ど
ち
う
ち
と
け
過
ぎ
ば
、
…
（
玉
鬘

③
三
一
二
）

同
じ
例
が
二
例
連
続
し
て
い
る
。「
年
経
ぬ
る
ど
ち
」
は
「
年
寄
り

ど
う
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
前
節
の
ⅳ
②
に
該
当
す
る
例
と
も
、
Ｅ

と
同
様
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
例
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、

石
垣
法
則
の
例
外
の
新
し
い
型
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

　

Ｉ　

 

こ
の
つ
い
で
に
、
御
方
々
の
合
は
せ
給
ふ
△
ど
も
、
お
の
お

の
御
使
し
て
、「
こ
の
夕
暮
の
し
め
り
に
こ
こ
ろ
み
む
」
と

聞
こ
え
給
へ
れ
ば
（
梅
枝
④
二
五
七
）

Ｂ
・
Ｃ
と
同
様
、
準
体
言
の
主
名
詞
△
が
準
体
句
に
対
し
て
目
的
格

に
な
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。

　
Ｊ　

 

常
に
（
夕
霧
ノ
文
ヲ
）
ひ
き
隠
し
つ
つ
隠
ろ
へ
歩あ
り

き
し
御
使

ひ
、（
夕
霧
ノ
結
婚
ガ
成
立
シ
タ
）
今
日
は
面
も
ち
な
ど
人
々

し
く
ふ
る
ま
ふ
め
り
。（
ソ
ノ
御
使
イ
ハ
）［
右
近
の
将ぞ

う監
の
、

む
つ
ま
し
う
思
し
使
ふ
△
］
な
り
け
り
。（
藤
裏
葉
④

二
九
〇
）

Ｃ
の
よ
う
に
名
詞
述
語
文
の
述
語
に
あ
る
場
合
、
か
つ
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｆ

の
よ
う
に
準
体
言
の
主
名
詞
△
が
準
体
句
に
対
し
て
目
的
格
に
な
っ

て
い
る
例
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
石
垣
法
則
の
例
外
の
新
し
い

型
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
正
編
（
幻
巻
ま
で
）
で
石
垣
法
則
に
合
致
し
な
い

例
は
以
上
の
（0
例
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
Ａ
～
Ｊ
の
準
体
言
の
文
中

で
の
位
置
は
、

　
　

主
語
…
Ａ
・
Ｅ
・
Ｇ
・
Ｈ

　
　

目
的
語
…
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｉ

　
　

述
語
…
Ｃ
・
Ｊ

　
　
「
と
」
格
…
Ｆ

の
よ
う
で
あ
っ
て
、
近
藤
泰
弘
（
一
九
九
二
ｂ
）
は
、
石
垣
法
則
は
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目
的
語
に
立
つ
準
体
言
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、

源
氏
物
語
の
用
例
を
見
る
限
り
で
は
、
そ
の
よ
う
な
偏
り
は
な
さ
そ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
（0
例
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
（
二
つ

の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
も
の
は
重
複
し
て
あ
げ
て
あ
る
）。

　
　

Ⓐ 

準
体
句
が
名
詞
述
語
文
の
述
語
に
立
つ
場
合
。
…
Ｃ
・
Ｊ

　
　

ⓑ 

個
体
を
表
さ
ず
属
性
の
み
を
（
特
に
対
比
的
に
）
表
し
て
い

る
準
体
句
で
あ
る
場
合
。
…
Ａ
・
Ｈ

　
　

ⓒ 

準
体
言
の
主
名
詞
が
準
体
句
に
対
し
て
目
的
格
に
立
つ
場

合
。
…
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｆ
・
Ｊ

　
　

ⓓ 

動
詞
「
知
る
」「
好
む
」
…
Ａ
・
Ｇ

　
　

ⓔ 

助
動
詞
「
る
・
ら
る
」（
受
身
）、「
ぬ
」
…
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｈ

こ
の
う
ち
ⓑ
は
、ⓓ
と
ⓔ
が
あ
れ
ば
不
要
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

用
例
3
を
説
明
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
Ⓐ
も
ⓒ
が
あ
れ
ば

不
要
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
モ
ノ
準
体
の
現
れ
る
位
置
と
し
て

自
然
で
あ
る
か
ら（

9
（

、
こ
れ
も
置
い
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

五
　
石
垣
法
則
の
修
正
案

　

以
上
か
ら
、
モ
ノ
準
体
の
構
成
に
関
わ
る
石
垣
法
則
は
、
次
の
よ

う
に
修
正
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
傍
線
を
施
し
た
箇
所

が
、
本
稿
に
お
け
る
修
正
・
拡
張
点
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

 

日
本
語
の
活
用
語
は
、
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
　

イ　

形
状
性
用
言

　
　
　

① 

終
止
形
が
イ
段
音
の
語
…
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
ラ
変
動

詞

　
　
　

② 

存
在
の
意
を
表
す
語
…
「
あ
り
」
の
意
を
表
す
「
候
ふ
・

お
は
す
・
お
は
し
ま
す
・
も
の
す
」

　
　
　

③ 

軽
動
詞「
す
」を
含
む
も
の
…「
体
言
＋
す（
仕
る
）」（「
体

言
」
は
存
在
の
意
味
を
表
す
も
の
）、「
形
容
詞
・
情
態
副

詞
＋
す
」

　
　
　

④ 

知
覚
を
表
す
語
…
「
見
ゆ
・
聞
こ
ゆ
・
思
ほ
ゆ
・
と
い
ふ
・

に
な
る
・
知
る
・
好
む
」

　
　
　

⑤ 

形
状
性
用
言
化
辞
…
終
止
形
が
イ
段
音
の
助
動
詞
、
お
よ

び
「
ず
・
む
・
ら
む
・
け
む
・
る
・
ら
る
（
受
身
）・
ぬ
（
完

了
）」

　
　

ロ　

作
用
性
用
言
…
右
以
外
の
活
用
語
。

　

Ⅱ　
 

形
状
性
用
言
・
作
用
性
用
言
の
ど
ち
ら
も
「
コ
ト
準
体
」
を

作
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
モ
ノ
準
体
」
は
形
状
性
用
言
し

か
形
成
で
き
な
い
。
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形
状
性
用
言　
　

コ
ト
準
体　
　

モ
ノ
準
体

　
　
　
　

作
用
性
用
言　
　

コ
ト
準
体

　

Ⅲ　

 

次
の
場
合
に
は
、
作
用
性
用
言
で
モ
ノ
準
体
を
形
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
　

① 

準
体
句
が
主
語
に
立
ち
、
か
つ
述
語
が
形
状
性
用
言
ま
た

は
名
詞
述
語
で
あ
る
場
合
。

　
　
　

② 

準
体
句
が
名
詞
述
語
文
の
述
語
に
立
つ
場
合
。

　
　
　

③ 

個
体
を
表
さ
ず
属
性
の
み
を
（
特
に
対
比
的
に
）
表
し
て

い
る
準
体
句
で
あ
る
場
合
。

　
　
　

④ 

準
体
言
の
主
名
詞
が
準
体
句
に
対
し
て
目
的
格
に
立
つ
場

合
。

注

（
１
） 

準
体
言
に
は
、
次
例
ａ
の
よ
う
に
、
下
に
ヒ
ト
や
モ
ノ
が
想
定
さ

れ
る
も
の
と
、
ｂ
の
よ
う
に
、
下
に
コ
ト
や
ノ
（
ト
キ
・
サ
マ
・

ト
コ
ロ
を
含
む
）
が
想
定
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
っ
て
、
前
者
を
形

状
性
名
詞
句
（
本
稿
で
は
「
モ
ノ
準
体
」）、
後
者
を
作
用
性
名
詞

句
（
本
稿
で
は
「
コ
ト
準
体
」）
と
い
う
。

　
　
　

・
ａ　

 

仕
う
ま
つ
る
人
の
中
に
心
確
か
な
る［
人
］を
選
び
て（
竹

取
物
語
）

　
　
　
　

ｂ　

 

む
か
し
、
月
日
の
ゆ
く
［
コ
ト
］
を
さ
へ
嘆
く
男
（
伊
勢

物
語
）

（
２
） 

引
用
は
、
万
葉
集
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
古
今
集
は
岩
波

文
庫
、後
撰
集
・
拾
遺
集
・
今
昔
物
語
集
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、

源
氏
物
語
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
そ
の
他
の
散
文
作
品
は
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
、歌
集
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
っ
た
。万
葉
集
・

三
代
集
の
用
例
に
は
依
拠
テ
キ
ス
ト
の
歌
番
号
を
、
源
氏
物
語
の

用
例
に
は
依
拠
テ
キ
ス
ト
の
巻
数
・
頁
数
を
付
し
た
。
引
用
に
当

り
表
記
は
適
宜
改
め
た
。
ま
た
準
体
言
の
末
尾
に
は
主
名
詞
を
示

す
△
を
付
し
た
（
準
体
言
の
末
尾
に
顕
在
し
て
い
な
い
主
名
詞
△

を
想
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
田
勝
（
二
〇
一
五
）
三
三
七

頁
参
照
）。
同
格
構
造
は
「［
童
の
、
を
か
し
き
△
］、
出
で
来
た
り
。」

の
よ
う
に
、
同
格
構
造
全
体
を
角
括
弧
で
括
り
、
同
格
助
詞
に
二

重
傍
線
を
付
し
、
準
体
言
の
下
に
△
を
表
示
し
た
。

（
３
）
類
例
。

　
　

・ 

内
よ
り
お
も
と
だ
ち
た
る
女
出
で
来
て
、［
男
の
、
候
ひ
つ
る
△
］

と
語
ら
ひ
て
（
今
昔
物
語
集
・
（9
―
（3
）

（
４
） 
作
用
性
用
言
を
尊
敬
語
化
し
て
も
作
用
性
用
言
の
ま
ま
だ
が
、
丁

寧
語
化
す
る
と
形
状
性
用
言
に
な
っ
て
し
ま
う
、と
い
う
の
も
、「
侍
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り
」「
候
ふ
」
が
た
ま
た
ま
形
状
性
用
言
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
起

因
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
な
ん
と
な
く
釈
然
と
し
な
い
状
況
で
は
あ

る（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、近
藤
泰
弘（
一
九
九
二
ａ
）が
あ
る
）。

（
５
） 

万
葉
集
に
「
行
く
△
も
行
か
ぬ
△
も
遊
び
て
行
か
む
」（
五
七
一
）

の
例
が
あ
る
が
、
述
語
が
「
…
む
」
と
い
う
形
状
性
用
言
だ
か
ら

石
垣
の
例
外
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
次
の
よ
う
な
例
も
、

　
　
　

・ 

皆
人
の
心
々
ぞ
知
ら
れ
け
る
雪
踏
み
分
け
て
訪
ふ
△
も
訪
は
ぬ

△
も
（
正
治
後
度
百
首
）

　
　

  

倒
置
で
述
語
が
「
知
ら
れ
け
る
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
例
外
規

定
が
適
用
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
用
例
3
の
「
行
く
△
も
帰
る
△
も
」

も
最
終
的
に
「
逢
坂
の
関
」
に
収
斂
す
る
な
ら
、
述
語
が
名
詞
と

い
う
、
用
例
２
の
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
６
） 

類
例
「［
な
つ
か
し
き
御
気
色
を
見
奉
る
人
の
、
少
し
も
の
の
心
を

思
ひ
知
る
△
］
は
、
い
か
が
は
お
ろ
か
に
思
ひ
聞
こ
え
む
。」（
夕

顔
①
一
三
四
）
の
「
知
る
△
」
は
述
語
が
「
…
む
」
と
い
う
形
状

性
用
言
だ
か
ら
石
垣
の
例
外
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

（
７
） 

ほ
か
に
、
同
格
助
詞
の
な
い
同
格
構
文
の
例
だ
が
、
次
の
よ
う
な

例
が
あ
る
。

　
　

・ 

そ
の
時
、［
帝
の
御
む
す
め
φ
、い
み
じ
う
か
し
づ
か
れ0

給
ふ
△
］、

た
だ
ひ
と
り
御
簾
の
き
は
に
立
ち
出
で
給
ひ
て
（
更
級
日
記
）

（
８
） 

同
頁
に
石
垣
が
説
明
出
来
な
い
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
中
古
和
文

の
例
は
、
こ
の
一
例
と
、
伊
勢
物
語
の
一
例
だ
け
な
の
だ
が
、
伊

勢
物
語
の
例
（「
人
の
む
す
め
の
か
し
づ
く
△
」）
は
、
述
語
が
「
思

ひ
け
り
」
だ
か
ら
、
石
垣
の
例
外
規
定
（
主
語
に
立
ち
、
述
語
が

形
状
性
用
言
で
あ
る
場
合
）
に
相
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。

（
９
） 「
名
詞
＋
は
＋ 　
　

 

」
の
位
置
な
の
で
、
作
用
性
用
言
が
主
語
と

述
語
の
両
方
に
現
れ
る
形
に
は
な
ら
な
い
。

引
用
文
献

石 

垣
謙
二
（
一
九
四
二
）「
作
用
性
用
言
反
撥
の
法
則
」『
国
語
と
国
文
学
』

（9
―
（（
（『
助
詞
の
歴
史
的
研
究
』
所
収
。
引
用
、
頁
数
等
、
す
べ
て

同
書
に
よ
る
）

岡 

崎
正
継
（
一
九
六
二
）「
副
詞
「
い
ま
だ
」「
ま
だ
」
に
つ
い
て
」『
文
学
・

語
学
』
（（

小 

田
勝
（
二
〇
一
五
）『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院

小 

田
勝
（
二
〇
二
二
）「
古
典
文
を
文
法
的
に
読
む
と
い
う
こ
と
―
『
源

氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
」
の
解
釈
に
つ
い
て
―
」

『
國
學
院
雑
誌
』
（（3
―
２

木 

之
下
正
雄
（
一
九
六
四
）「
う
ち
交
は
し
給
へ
り
し
わ
が
紅
の
御
衣
の

着
ら
れ
た
り
つ
る
」『
解
釈
』
（0
―
１
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黒 
田
成
幸
（
二
〇
〇
五
）『
日
本
語
か
ら
み
た
生
成
文
法
』
岩
波
書
店

近 

藤
泰
弘
（
一
九
九
二
ａ
）「
丁
寧
語
の
ア
ス
ペ
ク
ト
的
性
格
―
中
古
語

の
「
は
べ
り
」
を
中
心
に
―
」『
辻
村
敏
樹
教
授
古
稀
記
念　

日
本
語

史
の
諸
問
題
』
明
治
書
院

近 

藤
泰
弘
（
一
九
九
二
ｂ
）「
古
典
語
の
形
状
性
準
体
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」

『
小
林
芳
規
博
士
退
官
記
念　

国
語
学
論
集
』
汲
古
書
院

［
付�

記
一
］
本
稿
は
、
稿
者
が
執
筆
中
の
源
氏
物
語
の
注
釈
書
『
源
氏
物

語
解
読　

第
一
巻　

桐
壺
～
夕
顔
』（
仮
題
）
と
並
行
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
桐
壺
巻
か
ら
夕
顔
巻
ま
で
の
用
例
、
Ａ
・

Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
５
・
６
に
つ
い
て
は
、
同
書
で
も
本
稿
と
同
様
の
説

明
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

［
付�

記
二
］
本
稿
は
、
令
和
五
年
度
國
學
院
大
学
国
内
派
遣
研
究
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


