
國學院大學学術情報リポジトリ

Understanding the Verb SU in The Tale of Genji
with Special Reference to the 'NP-O + NP-NI +
SU' Construction

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/10.57529/00000081URL



『源氏物語』の動詞「す」の読解─ 37 ─

一　

辞
典
に
お
け
る
「
す
」
の
取
り
扱
い

　

改
め
て
、
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』
の
形
式
用
言
と
呼
ん
で
の
取
り

扱
い（

１
）や

、
松
下
大
三
郎
『
標
準
日
本
文
法
』
の
形
式
動
詞
と
呼
ん
で
の
取

り
扱
い（

２
）な

ど
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
動
詞
「
す
」
に
は
、
概
念
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
語
義
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
、
無
理
な
こ

と
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
辞
典
は
、
語
義
を
載
せ
る
こ
と
を
使
命
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
何
と
か
そ
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
て
、
そ
の
任
に

当
た
っ
た
先
達
は
、
長
く
悩
み
苦
し
ん
で
き
て
い
る
。

　
『
大
言
海（

３
）

』
は
、
自
動
詞
「
す
」
と
他
動
詞
「
す
」
と
を
別
立
項
し

て
、
自
動
詞
「
す
」
に
、〈
極
メ
テ
広
キ
意
味
ノ
自
動
詞
〉
と
し
て
、〈
ア

ル
。
起
ル
。
感
ゼ
ラ
レ
ル
。〉
と
い
う
語
義
を
挙
げ
、
他
動
詞
「
す
」
に

つ
い
て
は
、
そ
の
語
義
を
〈
業ワ

ザ

ヲ
行
フ
。
ナ
ス
。
イ
タ
ス
。
手
ヲ
下
ス
。〉

と
し
て
い
る
。
現
在
、
例
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版（

４
）』

の
「
す

る
」
は
、
自
動
詞
5
ブ
ラ
ン
チ
、
他
動
詞
7
ブ
ラ
ン
チ
と
な
っ
て
い
て
、

言
い
換
え
語
の
紹
介
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
、
そ
れ
以
前
に
も
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
整
理
も
試
み

ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
森
田
良
行
『
基
礎
日
本

語
１（

５
）』

の
「
す
る
」
の
項
を
見
た
瞬
間
、
か
つ
て
感
じ
た
こ
と
の
な
い
共

『
源
氏
物
語
』
の
動
詞
「
す
」
の
読
解

─
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
へ
の
注
目
─

中
村
幸
弘
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感
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
か
ら
、「
Ａ
ハ
Ｃ
ヲ
す
る
」
の
「
す
」

「
す
る
」、「
Ｂ
ニ
Ｃ
ヲ
す
る
」
の
「
す
」「
す
る
」、「
Ｃ
ヲ
Ｄ
ニ
す
る
」
の

「
す
」「
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
古
典
語
文
に
つ
い
て
も
現
代
語
文
に
つ

い
て
も
、
そ
う
読
解
す
る
よ
う
努
め
て
き
て
い
る
。

　

辞
典
と
し
て
、
そ
の
姿
勢
を
採
用
し
た
の
は
、
三
省
堂
『
大
辞
林（

６
）』

で

あ
っ
た
。
殊
に
、
そ
の
ブ
ラ
ン
チ
②
の
第
一
用
例
「
息
子
を
医
者
に
す

る
」
は
、
森
田
『
基
礎
日
本
語
１
』
の
用
例
そ
の
ま
ま
で
、〈
あ
る
も
の

に
育
て
上
げ
る
。〉
意
が
よ
く
理
解
で
き
た
。
古
語
辞
典
と
し
て
、
こ
の

姿
勢
を
採
り
入
れ
た
の
は
、
角
川
書
店
『
角
川
古
語
大
辞
典（

７
）

』
で
あ
っ

た
。
以
下
に
、
念
の
た
め
、
両
辞
典
の
、
森
田
の
い
っ
た
「
Ｃ
ヲ
Ｄ
ニ
す

る
」
型
の
該
当
ブ
ラ
ン
チ
を
引
く
こ
と
と
す
る
。

❷
（「
…
を
…
に
す
る
」「
…
を
…
と
す
る
」
の
形
で
）
①
あ
る
人
を

あ
る
身
分
に
す
る
。
あ
る
ポ
ス
ト
に
つ
け
る
。
あ
る
も
の
に
育
て
上

げ
る
。「
息
子
を
医
者
に
す
る
」「
犬
を
友
と
し
て
暮
ら
す
」「
孫
を

相
手
に
し
て
遊
ぶ
」
②
あ
る
物
を
あ
る
用
途
に
使
う
。「
腕
を
枕
に

し
て
昼
寝
を
す
る
」「
釣
っ
た
鮎あ

ゆ

を
さ
か
な
に
し
て
酒
を
飲
む
」
③

あ
る
物
を
…
に
変
化
さ
せ
る
。「
小
切
手
を
現
金
に
す
る
」「
大
豆
を

臼
で
ひ
い
て
粉
に
す
る
」
④
…
を
…
と
見
な
す
、
考
え
る
。
…
扱
い

す
る
。「
あ
の
話
は
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
下
さ
い
」「
ひ
と
を
ば
か

に
す
る
に
も
ほ
ど
が
あ
る
」
⑤
自
分
で
…
を
…
と
思
う
、
感
じ
る
。

「
遠
足
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
」「
僕
は
君
を
頼
り
に
し
て
い
る
ん
だ

よ
」 

（『
大
辞
林
』「
す
る
」
の
❷
）

❸
「
…
を
…
に
す
」「
…
を
…
と
す
」「
…
を
…
く
す
」
な
ど
の
形
で

用
い
、
そ
の
物
事
や
状
態
に
な
す
意
味
を
表
す
。
㋑
そ
の
物
に
な
ら

せ
る
。
な
す
。「
梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
は
か
づ
ら
に
須
（
す
）

べ
く
な
り
に
け
ら
ず
や
」〔
万
葉･

八
一
七
〕「
見
て
の
み
や
人
に
か

た
ら
む
桜
花
手
ご
と
に
折
り
て
い
へ
づ
と
に
せ
ん
」〔
古
今
・
春

上
〕「
こ
の
女
御
の
は
ら
め
る
子
、
男
な
ら
ば
臣
が
子
と
せ
ん
。
女

な
ら
ば
朕
が
子
と
せ
ん
」〔
大
鏡
・
道
長
伝
〕「
打
お
り
て
何
ぞ
に
し

た
き
氷
柱
か
な
」〔
曠
野
・
五
〕
㋺
そ
の
よ
う
に
思
う
。
扱
う
。「
世

中
に
多
か
る
人
を
だ
に
、
す
こ
し
も
か
た
ち
よ
し
と
聞
き
て
は
、
見

ま
ほ
し
う
す
る
人
ど
も
な
り
け
れ
ば
」〔
竹
取
〕「
た
ま
〳
〵
か
ふ
る

も
の
は
、
金
を
か
ろ
く
し
、
粟
を
お
も
く
す
」〔
方
丈
記
〕「
あ
ま
り

に
ほ
こ
り
い
さ
み
、
世
を
世
と
も
せ
ざ
り
け
る
う
へ
」〔
平
家
・
一
・

天
下
乗
合
〕「
す
さ
ま
じ
き
も
の
に
し
て
見
る
人
も
な
き
（
冬
ノ
）

月
の
」〔
徒
然
・
一
九
〕
㋩
そ
の
状
態
に
な
ら
せ
る
。
な
す
。「
五
節

豊
明
の
節
会
の
夜
、
忠
盛
を
闇
討
に
せ
む
と
ぞ
議
せ
ら
れ
け
る
」

〔
平
家
・
一
・
殿
上
闇
討
〕「
只
有
縁
の
機
に
信
心
を
深
く
せ
ん
為
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也
」〔
沙
石
・
四
〕「
月
と
花
比
良
の
高
ね
を
北
に
し
て
」〔
曠
野
・

員
外
〕「
モ
シ
是
は
、
安
い
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
捨す

て

売う
り

に
し
て

も
、
根ね

付つ
け

ぐ
る
み
で
は
、
四
五
百
が
も
の
は
ご
ざ
り
ま
す
」〔
膝
栗

毛
二
・
上
〕 

（『
角
川
古
語
大
辞
典
』「
す
」
の
❸
）

　

右
の
各
用
例
を
見
た
と
き
、
無
概
念
動
詞
「
す
」「
す
る
」
は
、
構
文

に
よ
っ
て
、
あ
る
一
定
の
概
念
を
担
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
感
じ

と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
辞
典
の
、
そ
の
取
り
扱
い
を
見
た
と
き
、

そ
の
構
文
を
採
用
す
る
背
景
に
、
ど
の
よ
う
な
場
面
の
共
通
性
が
あ
る
か

な
ど
、
整
理
し
て
お
く
必
要
を
久
し
く
感
じ
て
き
て
い
る
。

二　

非
表
出
の
ヲ
格
と
想
定
さ
れ
る
ヲ
格
成
分
と
、
そ
し

て
、
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
の
「
す
」
の
訳
出
と

　

前
引
の
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
、
そ
の
ブ
ラ
ン
チ
の
第
一
用
例
・
第

二
用
例
を
見
た
と
き
、
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
に
つ
い
て
は
、
ヲ
格

に
関
し
て
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
変
形
が
存
在
す
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
の
一
点
は
、
ヲ
格
に
は
非
表
出
の
ヲ
格
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
一
点
は
、
ヲ
格
成
分
と
い
っ
て
よ
い
文
の
成

分
そ
の
も
の
が
想
定
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

第
一
用
例
「
…
青
柳
は
か
づ
ら
に
須
（
す
）
べ
く
な
り
に
け
ら
ず
や
」

の
「
青
柳
は
」
そ
の
「
は
」
に
よ
っ
て
青
柳
を
提
示
し
て
い
る
表
現
で

あ
っ
て
、
格
は
、「
青
柳
ヲ
」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
ヲ
バ
」
と
も
な

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
こ
の
用
例
の
よ
う
に
、「
は
」
だ
け
で
も
表
現

で
き
た
し
、
現
代
語
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。
も
し
、

ま
た
、
そ
の
「
青あ

を

柳や
ぎ

」
が
「
青あ

を

柳や
な
ぎ」

で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
し
て
、

律
文
と
し
て
五
音
節
で
表
現
す
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、「
青あ

を

柳や
な
ぎか

づ
ら
に
す
べ
く
…
」
と
詠
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
つ
い
て

も
、
ヲ
格
の
非
表
出
で
あ
る
。

　

第
二
用
例
「
…
桜
花
手
ご
と
に
折
り
て
い
へ
づ
と
に
せ
ん
」
は
、「
桜

花
〔
ヲ
〕
手
ご
と
に
折
り
て
〔
ソ
ノ
桜
花
ヲ
〕
い
へ
づ
と
に
せ
ん
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ソ
ノ
桜
花
ヲ
」
と
い
う
ヲ
格
の
文
の
成
分

を
、
そ
こ
に
想
定
し
て
読
み
と
っ
て
い
く
一
首
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
想
定

ヲ
格
成
分
を
前
提
に
、
こ
こ
の
第
二
用
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
ブ
ラ
ン
チ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
動
詞
「
す
」
に

は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
用
例
が
、
一
用
例
も
引
か
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。『
古
典
対
照
語
い
表（

８
）』

で
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、『
源
氏
物

語
』
に
も
、
相
応
の
動
詞
「
す
」
の
用
例
は
存
在
し
て
い
る
。
殊
に
、
そ

の
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
を
採
用
し
て
表
現
す
る
場
面
に
つ
い
て
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は
、
共
通
す
る
場
面
が
顕
著
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
各
用
例

は
、
単
純
に
そ
れ
と
読
み
と
れ
る
用
例
が
存
在
す
る
一
方
に
、
格
助
詞

「
を
」「
に
」
の
上
が
準
体
法
に
よ
る
名
詞
相
当
語
句
で
あ
っ
て
、
読
解
に

少
々
手
間
取
る
用
例
も
存
在
し
て
い
て
、
確
か
に
辞
典
に
引
く
用
例
と
し

て
は
取
り
扱
い
に
く
い
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

古
典
語
動
詞
「
す
」
は
、
そ
の
読
解
に
お
い
て
は
、
決
し
て
容
易
と
は

い
え
な
い
用
例
を
も
含
め
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
、
現
代
語
「
す
る
」

に
言
い
換
え
る
だ
け
で
、
訳
出
し
え
た
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
、
無
概
念
動
詞
「
す
る
」
に
言
い
換
え
た
だ
け
で
は
、
概
念
の
把
握
が

で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
て
、
読
解
が
で
き
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
読
解
の
手
引
き
を
研
究
の
目
標
に
据
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

な
ら
、
こ
の
構
文
と
作
品
の
場
面
と
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
小
稿
に
も
、

調
査
報
告
の
機
会
が
与
え
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
に
拠
っ
て
も
、
調
査
結
果
に
違
い
は
な
い
の
だ

が
、
本
文
の
表
記
が
現
代
人
に
と
っ
て
穏
や
か
で
あ
り
、
一
定
の
現
代
語

訳
が
施
さ
れ
て
い
る
利
便
性
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
『
源
氏
物
語
①
～
⑥
』
に
拠
っ
て
作
業
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　
　

×

　

動
詞
「
す
」
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、『
大
言
海
』
の
大
槻
文
彦
も
悩
ん

だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
語
源
を
尊
重
し
た
大
槻（

９
）だ

が
、
こ
の
動
詞
「
す
」
に

つ
い
て
は
、
言
い
換
え
え
た
と
こ
ろ
を
列
挙
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
い

よ
う
で
あ
る
。
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辞
典）

（1
（

』
の
「
す
」
も
ま
た
、
そ
こ

に
引
か
れ
た
用
例
に
施
さ
れ
た
訳
語
の
「
思
フ
」
な
ど
は
、
そ
う
言
い
換

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
今
回
こ
の
ヲ
格
＋
ニ
格
＋

「
す
」
構
文
の
各
用
例
に
注
目
を
続
け
た
結
果
、
そ
の
「
す
」
を
言
い
換

え
る
訳
語
と
し
て
落
ち
着
い
た
の
は
、〈
位
置
づ
け
る
〉
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
ニ
格
の
「
に
」
を
ど
う
解
す
る
か
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ

が
、
筆
者
に
は
、〈
…
と
し
て
位
置
づ
け
る
〉
と
い
う
よ
う
に
、
感
じ
と

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
構
文
が
、
そ
う
感
じ
と
ら
せ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
小
稿
の
小
さ
な
結
論
の
一
つ
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。

三　

あ
る
人
物
を
親ち

か

し
い
関
係
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
意
と

な
る
動
詞
「
す
」

　

こ
こ
に
い
う
、
親
し
い
関
係
者
と
い
う
、
そ
の
関
係
者
は
、
使
用
人
か

ら
婿
君
ま
で
を
含
め
た
頼
り
に
な
る
人
と
い
う
関
係
者
で
あ
る
。
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⑴　
源
氏
「
か
の
、
あ
り
し
中
納
言
の
子
は
得
さ
せ
て
む
や
。
ら
う

た
げ
に
見
え
し
をヲ

、
身
近
く
使
ふ
人
にニ

せス

む
。
…
」
…
。（
①
帚
木
・

105
）

　

あ
れ
以
来
、
空
蝉
が
ど
ん
な
思
い
を
し
て
い
る
か
、
気
に
な
っ
た
源
氏

が
、
紀
伊
守
を
呼
び
出
し
て
、
あ
の
中
納
言
の
子
（
＝
小
君
）
を
私
に
任

せ
て
も
ら
え
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
わ
い
く
見
え

た
そ
の
子
を
身
近
に
使
う
人
に
し
た
い
、
と
、
源
氏
が
希
望
を
表
明
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

⑵　
尼
君
「
…
。
あ
や
し
き
身
ひ
と
つ
をヲ

、
頼
も
し
人
にニ

すス

る
人
な

む
は
べ
れ
ど
、
…
」
…
。（
①
若
紫
・
218
）

　

右
の
「
あ
や
し
き
身
ひ
と
つ
を
、
頼
も
し
人
に
す
る
」
は
、
次
の

「
人
」
の
連
体
修
飾
語
で
あ
っ
て
、
話
者
の
尼
君
を
頼
み
に
思
う
人
に
し

て
い
る
少
女
（
＝
後
の
紫
の
上
）
が
、
そ
の
「
あ
や
し
き
身
ひ
と
つ
を
、

頼
も
し
人
に
す
る
人
」
で
あ
る
。「
あ
や
し
き
身
ひ
と
つ
」
は
、
尼
君
が

み
ず
か
ら
を
指
し
て
そ
う
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
語
に
お
い
て

も
、〈
自
分
をヲ

当
て
にニ

すス

るル

（
人
）〉
そ
の
ま
ま
で
通
用
す
る
表
現
で
あ

る
。

⑶　

何
か
は
、
こ
の
君
離か

れ
た
ま
ひ
な
ば
、
我
をヲ

頼
も
し
人
にニ

しス

た

ま
ふ
べ
き
に
こ
そ
は
あ
め
れ
、
…
な
ど
、
た
だ
、
こ
の
こ
と
の
み
つ

と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
、
け
し
か
ら
ぬ
心
な
る
や
。（
⑤
宿
木
・
432
）

　

右
は
、
微
妙
な
薫
の
心
内
文
で
あ
る
。
薫
は
、
匂
宮
と
中
君
と
の
夫
婦

仲
が
絶
え
る
こ
と
を
も
想
像
し
、
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
っ

た
ら
、
自
分
を
頼
り
に
な
さ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
、
不
届
き
千
万

な
気
持
ち
を
述
べ
た
草
子
地
で
あ
る
。

⑷　

こ
の
若
君
を
内う

裏ち

に
て
な
ど
見
つ
け
た
ま
ふ
時
は
、
召
し
ま
と

は
し
、〔
ソ
ノ
若
君
ヲ（

ヲ
）

〕
戯た

は
ぶ

れ
が
た
き
にニ

しス

た
ま
ふ
。（
⑤
紅
梅
・

42
）

　

右
の
冒
頭
の
「
こ
の
若
君
」
は
、
童
殿
上
し
て
い
る
大
夫
の
君
の
こ
と

で
、
匂
兵
部
卿
宮
が
、
按
察
大
納
言
（
＝
柏
木
の
弟
）
の
、
そ
の
若
君
を

遊
び
相
手
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
「
こ
の
若

君
」
は
、「
戯
れ
が
た
き
に
」
の
直
上
に
、「
ソ
ノ
若
君
ヲ
」
と
し
て
想
定

さ
れ
て
、
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
が
確
認
さ
れ
る
。
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⑸　

む
す
め
の
尼
君
は
、
上か

む

達だ
ち

部め

の
北
の
方
に
て
あ
り
け
る
が
、
そ

の
人
亡な

く
な
り
た
ま
ひ
て
後
、
む
す
め
の
た
だ
一
人
を
い
み
じ
く
か

し
づ
き
て
、
よ
き
君き

む

達だ
ち

をヲ

婿
にニ

しス

て
思
ひ
あ
つ
か
ひ
け
る
を
、
…
。

（
⑥
手
習
・
300
）

　

小
野
の
僧
庵
の
主
人
で
あ
る
母
君
の
娘
も
尼
で
、
彼
女
は
か
つ
て
上
達

部
の
北
の
方
だ
っ
た
が
、
夫
亡
き
後
、
娘
一
人
を
育
て
て
い
て
、
そ
の
娘

に
、
立
派
な
家
柄
の
君
達
を
婿
に
迎
え
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
〈
位
置
づ
け
る
〉
は
、
い
っ
そ
う
深
め
ら
れ
た
読
解
と
し
て
、〈
迎
え

る
〉
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑹　
〔
浮
舟
ノ
〕
容か

た
ち貌

の
見
る
か
ひ
あ
り
う
つ
く
し
き
に
、
よ
ろ
づ

の
咎と

が

見
ゆ
る
し
て
〔
ソ
ノ
浮
舟
ヲ（

ヲ
）

〕
明
け
暮
れ
の
見
も
の
にニ

しス

た

り
。（
⑥
手
習
・
323
）

　

仏
道
に
勤
し
み
は
じ
め
た
浮
舟
が
お
経
を
習
い
読
み
し
て
い
る
姿
を
見

た
尼
君
た
ち
が
受
け
と
め
た
心
象
が
、
そ
の
「
見
も
の
」
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
、
親
し
い
関
係
が
芽
生
え
て
き
て
い
て
、
身
近
な
同
居
者
の
一
人
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
全
集
本
は
、
そ
こ
を
〈
明
け
暮
れ
の
慰
め
に

し
て
眺
め
て
い
る
。〉
と
訳
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
尼
君
た
ち

は
、
そ
の
関
係
に
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

あ
る
人
物
を
一
定
の
評
価
を
し
た
存
在
と
し
て
位
置
づ

け
る
意
と
な
る
動
詞
「
す
」

　

ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
の
ニ
格
が
、
人
物
評
価
や
待
遇
を
表
す
表

現
と
な
っ
て
い
る
一
群
で
あ
る
。
そ
の
評
価
や
待
遇
は
、
高
い
評
価
や
手

厚
い
待
遇
を
示
す
用
例
が
大
方
で
あ
る
が
、
低
く
遇
す
る
例
も
、
若
干
、

見
ら
れ
る
。

⑺　

…
、
ま
づ
こ
の
君
をヲ

光
にニ

しス

た
ま
へ
れ
ば
、
…
。（
①
花
宴
・

365
）

　
「
こ
の
君
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
源
氏
で
あ
る
。
作
詩
な
ど
に
お
い
て

も
、
こ
の
君
が
断
ト
ツ
に
優
れ
て
い
て
、
そ
こ
を
新
全
集
本
は
、〈
こ
の

君
を
一
座
の
光
と
お
立
て
あ
そ
ば
す
（
の
だ
か
ら
）〉
と
訳
し
て
い
る
。

こ
の
訳
語
「
立
て
る
」
は
〈
高
く
評
価
し
て
遇
す
る
〉
と
い
う
よ
う
な
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。

⑻　

児ち
ご

をヲ

わ
り
な
う
ら
う
た
き
も
の
にニ

しス

た
ま
ふ
御
心
な
れ
ば
、
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…
。（
②
松
風
・
424
）

　

幼
子
を
無
性
に
か
わ
い
が
り
な
さ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、「
ら
う
た
き

も
の
に
す
」
で
「
ら
う
た
が
る
」
に
相
当
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
の
多
く
が
、〈
…
人
を
…
と
し
て

位
置
づ
け
る
〉
と
解
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
一
旦
、
そ
う
訳
出
し
た
う
え

で
、
こ
こ
の
「
し
（
＝
す
）」
に
つ
い
て
は
、〈
扱
う
〉〈
遇
す
る
〉
ぐ
ら

い
に
読
み
と
り
た
い
と
感
じ
て
い
る
。
旧
来
の
注
釈
の
多
く
が
、〈
思

う
〉
と
解
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑼　

女
の
御
心
ば
へ
は
、
こ
の
君
をヲ

な
ん
本も

と

にニ

すス

べ
き
と
大お

と
ど臣

た
ち

定
め
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り
と
や
。（
③
藤
袴
・
346
）

　

女
の
心
が
ま
え
は
、
こ
の
姫
君
（
＝
玉
鬘
）
を
こ
そ
手
本
に
す
べ
き
だ

と
、
ど
ち
ら
の
大
臣
も
ご
評
定
あ
そ
ば
し
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

手
本
と
し
て
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、〈
見
習
う
〉
あ
た
り
ま
で
読
み
と

れ
て
こ
よ
う
か
。

⑽　

姫
君
に
こ
れ
を
奉
り
た
ら
ば
、〔
コ
レ
ヲ（

ヲ
）〕

い
み
じ
き
も
の
にニ

しス

た
ま
ひ
て
む
か
し
、
と
見
た
ま
ふ
。（
⑥
浮
舟
・
155
）

　
「
姫
君
」
と
は
、
女
一
の
宮
（
＝
匂
宮
と
と
も
に
紫
の
上
に
養
育
さ
れ

た
姉
宮
）
の
こ
と
で
あ
る
。
続
く
「
こ
れ
」
は
、
人
称
代
名
詞
で
、
浮
舟

を
指
し
て
い
る
。
そ
の
女
一
の
宮
に
浮
舟
を
仕
え
さ
せ
た
ら
、
大
事
に

扱
っ
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
そ
の
遇
し
方
に
少
し
く
事
情
あ
る
用
例
で
あ
る
。

⑾　

…
国
の
内う

ち

は
、
守か

み

の
ゆ
か
り
の
み
〔
ヲ（

ヲ
）〕

こ
そ
は
、
か
し
こ
き

こ
と
にニ

すス

め
れ
ど
、
…
。（
②
須
磨
・
210
）

　

右
は
、
明
石
の
入
道
に
つ
い
て
の
紹
介
の
な
か
に
見
る
、
国
司
一
般
の

傾
向
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
の
守
の
一
族
だ
け
を
特
別
待
遇

す
る
よ
う
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑿　

右う

大だ
い

将し
や
うな

ど
をヲ

だ
に
、
心
に
く
き
人
にニ

すス

め
る
を
、
何
ば
か

り
か
は
あ
る
、
…
。（
③
蛍
・
208
）

　

髭
黒
の
大
将
な
ど
を
さ
え
、
玉
鬘
の
婿
と
し
て
世
間
で
は
立
派
な
人
物

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の

〈
位
置
づ
け
て
い
る
〉
部
分
を
新
全
集
本
は
、〈
取
り
沙
汰
し
て
い
る
〉
と
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訳
出
し
て
い
る
。

⒀　
監
「
…
。
さ
り
と
も
、
す
や
つ
ば
ら
をヲ

、
等
し
な
み
にニ

は
しス

は

べ
り
な
む
や
。
…
」
…
。（
③
玉
鬘･

96
）

　

肥
後
の
豪
族
・
大
夫
の
監
が
、
田
舎
言
葉
で
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
に
関

係
し
た
女
性
た
ち
を
「
す
や
つ
ば
ら
」
と
言
っ
て
、
そ
の
す
や
つ
ば
ら
と

こ
ち
ら
の
女
君
（
＝
玉
鬘
）
を
同
列
に
位
置
づ
け
た
り
し
ま
し
ょ
う
か
、

そ
ん
な
位
置
づ
け
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

新
全
集
本
は
、
そ
こ
を
、〈
扱
い
ま
し
ょ
う
や
〉
と
訳
出
し
て
い
る
。

⒁　

人
の
上う

へ

を
難な

ん

つ
け
、
お
と
し
め
ざ
ま
の
こ
と
言
ふ
人
をヲ

ば
、
い

と
ほ
し
き
も
の
にニ

しス

た
ま
へ
ば
、
…
。（
③
蛍
・
208
）

　

前
出
用
例
⑾
の
直
前
に
あ
る
表
現
で
、
花
散
里
の
も
と
に
泊
っ
た
夜
の

源
氏
の
人
柄
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
人
の
こ
と
に
関
し
て
難

を
つ
け
た
り
、
さ
げ
す
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
人
を
、
困
っ
た

も
の
と
位
置
づ
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

を
、
新
全
集
本
は
、〈
考
え
（
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
）〉
と
訳
出
し
て
い

る
。

五　

あ
る
居
室
を
一
定
の
目
的
を
も
つ
居
室
に
位
置
づ
け
る

意
と
な
る
動
詞
「
す
」

　

該
当
用
例
は
限
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
面
が
鮮
や
か
に
読
み
と
れ
る
一
群

で
あ
る
。

⒂　

御
前
に
渡
れ
る
廊ら

う

をヲ

、
楽が

く

屋や

の
さ
ま
にニ

しス

て
、
仮
に
胡あ

ぐ
ら座

ど
も

を
召
し
た
り
。（
③
胡
蝶
・
172
）

　

秋
好
中
宮
が
御
座
所
に
通
じ
る
廊
下
を
楽
屋
（
＝
こ
の
場
合
、
御
読
経

の
行
事
の
控
え
室
）
の
体
裁
に
し
て
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
「（
楽

屋
の
体
裁
に
）
し
（
て
）」
は
、〈（
楽
屋
の
体
裁
に
）
設し

つ
らえ

（
て
）〉
と
い

う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⒃　

辰た
つ

巳み

の
方
の
釣つ

り

殿ど
の

に
続
き
た
る
廊ら

う

をヲ

楽が
く

所そ

にニ

しス

て
、
…
。（
④

若
菜
下
・
278
）

　

源
氏
と
柏
木
と
の
典
雅
な
対
面
の
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
試
楽
の
日
の

設
営
に
つ
い
て
、
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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⒄　

二
の
宮
も
、
同
じ
殿お

と
どの

寝
殿
をヲ

時
々
の
御
休
み
所
にニ

しス

た
ま
ひ

て
、
梅
壺
をヲ

御
曹
司
にニ

しス

た
ま
ひ
て
、
右
の
大

お
ほ
い

殿ど
の

の
中な

か

姫ひ
め

君ぎ
み

を
得

た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。（
⑤
匂
兵
部
卿
・
18
）

　

今
上
の
皇
子
た
ち
を
紹
介
す
る
な
か
で
、
そ
の
二
の
宮
（
明
石
中
宮

腹
）
が
お
下
が
り
場
所
や
お
控
え
部
屋
を
ど
こ
に
な
さ
っ
た
か
を
述
べ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ど
う
い
う
居
室
を
ど
の
よ
う
な
居
室
に
な
さ
っ
た

か
を
、
連
続
し
て
二
組
述
べ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

⒅　

こ
の
宮
は
、
さ
う
ざ
う
し
く
も
の
あ
は
れ
な
る
ま
ま
に
、
一
品

の
宮
の
御
方
をヲ

慰
め
所
にニ

しス

た
ま
ふ
。（
⑥
蜻
蛉
・
245
）

　

一
品
の
宮
の
御
所
に
は
大
勢
の
女
房
が
い
る
の
で
、
そ
こ
に
い
う
「
慰

め
所
」
は
、
単
な
る
部
屋
を
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
美
人
女
房
た
ち
に

心
を
癒
や
し
て
も
ら
え
る
サ
ロ
ン
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
の

居
室
に
〈
模
様
替
え
〉
な
さ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

六　

あ
る
行
為
・
行
動
さ
ら
に
行
事
な
ど
を
特
定
の
心
象
を

与
え
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
意
と
な
る
動
詞
「
す
」

　

そ
こ
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
心
象
に
つ
い
て
は
、
芳
し
く
な
い
場
合
も

あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
好
ま
し
い
場
合
の
事
例
も
ま
た
相
応
に
存
在
す

る
。

⒆　
右
近
「
…
、
人
に
も
の
思
ふ
気け

色し
き

を
見
え
ん
をヲ

恥
づ
か
し
き
も

の
にニ

しス

た
ま
ひ
て
、
…
」
…
。（
①
夕
顔
・
186
）

　

夕
顔
急
逝
の
後
、
源
氏
が
右
近
に
夕
顔
の
素
性
を
尋
ね
た
折
の
、
右
近

の
回
答
の
一
部
で
あ
る
。
夕
顔
は
、
人
に
物
思
い
を
し
て
い
る
よ
う
に
見

ら
れ
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
が
る
性
格
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
恥

づ
か
し
き
も
の
に
す
」
が
、
動
詞
「
恥
づ
か
し
が
る
」
に
相
当
す
る
わ
け

だ
が
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
と
し
て
位
置
づ
け
な
さ
っ
て
、
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
「
し
（
＝
す
）」
は
、〈
感
じ
（
＝
感
じ
る
）〉
ぐ
ら
い
で
あ
ろ

う
か
。⒇　

柏
木
「
…
、
今
に
な
ほ
か
な
し
く
し
た
ま
ひ
て
、
し
ば
し
も
見

え
ぬ
をヲ

ば
苦
し
き
も
の
にニ

しス

た
ま
へ
ば
、
…
」
…
。（
④
若
菜
下
・

283
）
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悩
乱
す
る
柏
木
が
、
親
た
ち
に
顔
を
見
せ
な
い
と
親
た
ち
は
そ
れ
を
つ

ら
く
お
思
い
に
な
る
の
で
、
と
言
っ
て
、
そ
れ
と
な
く
死
を
予
告
し
て
、

親
た
ち
の
来
訪
を
待
つ
柏
木
の
発
言
の
な
か
に
見
る
用
例
で
あ
る
。
こ
こ

の
「
し
（
＝
す
）」
は
、
新
全
集
本
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
通
釈
が
〈
思

い
（
＝
思
う
）〉
と
訳
出
し
て
い
る
。

�　
（
老
女
房
）「
か
か
る
を
り
の
こ
と
、
わ
ざ
と
が
ま
し
く
も
て
な

し
、
ほ
ど
の
経
る
〔
ヲ（

ヲ
）〕、

な
か
な
か
憎
き
こ
と
にニ

な
む
しス

は
べ
り

し
」
な
ど
、
古ふ

る

人ひ
と

ど
も
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
…
。（
⑤
椎
本
・
175
）

　

八
の
宮
の
わ
び
住
ま
い
と
若
い
姫
君
た
ち
と
に
空
想
が
そ
そ
ら
れ
、
匂

宮
が
、
一
首
の
和
歌
を
贈
っ
た
。
そ
の
姫
君
た
ち
の
脇
で
、
こ
の
よ
う
な

と
き
の
ご
返
歌
は
手
間
取
っ
て
は
い
け
な
い
と
、
老
女
房
が
言
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
を
、
新
全
集
本
は
、
返
歌
が
遅
く
な
る
の
を
よ
く

な
い
こ
と
と〈（
世
間
で
は
）
申
し
（
て
お
り
ま
し
た
）〉
と
訳
出
し
て
い
る
。

�　

私
わ
た
く
しざ

ま
の
か
か
る
は
か
な
き
御
遊
び
〔
ヲ（

ヲ
）〕

も
、
め
づ
ら
し

き
筋
にニ

せス

さ
せ
た
ま
ひ
て
、
…
。（
②
絵
合
・
392
）

　

私
事
の
よ
う
な
些
細
な
行
事
を
も
目
新
し
い
趣
向
と
し
て
位
置
づ
け
な

さ
っ
て
、
と
い
う
源
氏
の
全
盛
期
を
読
み
と
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
新
全
集
本
は
、
そ
こ
を
、〈（
目
新
し
い
趣
向
で
お
）
催
し

（
に
な
っ
て
、）〉
と
訳
出
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、「
せ
（
＝
す
）」
が

〈
催
し
（
＝
催
す
）〉
の
意
を
担
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

�　

字あ
ざ
なつ

く
る
こ
と
は
東

ひ
む
が
しの

院
に
て
し
た
ま
ふ
。
…
。
上か

む

達だ
ち

部め

・

殿て
ん

上じ
や
う

人ひ
と

、〔
字
ツ
ク
ル
コ
ト
ヲ（

ヲ
）〕

め
づ
ら
し
く
い
ぶ
か
し
き
こ
と
にニ

しス

て
、
我
も
我
も
と
集つ

ど

ひ
参
り
た
ま
へ
り
。（
③
少
女
・
23
）

　

二
条
東
院
で
夕
霧
の
字
を
つ
け
る
儀
式
が
行
わ
れ
た
折
の
描
写
で
あ

る
。
そ
の
ヲ
格
成
分
は
想
定
し
て
読
む
本
文
で
あ
る
が
、
上
達
部
や
殿
上

人
が
、
そ
の
儀
式
を
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
と
し
て
位
置
づ
け
、
我

も
我
も
と
集
ま
っ
て
参
上
し
て
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
の
「
し
（
て
、）」
は
、〈
思
っ
（
て
、）〉
で
も
〈
理
解
し
（
て
、）〉

で
も
、
一
往
の
読
解
を
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
新
全
集
本
は
「
め
づ
ら

し
く
い
ぶ
か
し
き
こ
と
」
に
続
く
「
に
し
て
」
部
分
を
〈
と
て
ど
ん
な
儀

式
か
と
好
奇
心
が
そ
そ
ら
れ
、〉
と
訳
出
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

は
、
も
は
や
、
現
代
語
訳
を
超
え
た
読
解
で
あ
る
。

�　
大
納
言
「
…
。
琵
琶
は
押お

し

手で

し
づ
や
か
な
る
をヲ

よ
き
にニ

すスる
も
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の
な
る
に
、
…
」
…
。（
⑤
紅
梅
・
46
）

　
「
押
手
」
は
、
柱じ

ゅ
うの

上
を
左
手
の
指
で
押
し
て
弾
く
手
法
で
あ
る
。
そ

の
押
手
を
静
か
に
弾
く
の
を
よ
い
弾
き
方
と
し
て
い
る
も
の
な
の
で
、
と

い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
「
す
る
」
を
敢
え
て
訳
出
す
る
と
な

る
と
、
大
方
が
〈
評
価
す
る
〉
と
訳
出
す
る
で
あ
ろ
う
。

七　

あ
る
人
物
を
取
り
巻
く
話
題
性
あ
る
事
柄
を
話
題
と
し

て
位
置
づ
け
る
意
と
な
る
動
詞
「
す
」

　

当
代
の
宮
廷
生
活
に
あ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
話
題
に
す
る
か

や
、
ど
の
よ
う
な
話
題
を
蓄
え
て
お
く
か
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
、
必

須
の
準
備
態
勢
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

�　

お
の
お
の
、
か
う
幸
ひ
人
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
をヲ

物
語
にニ

しス

た
り
。（
③
行
幸
・
305
）

　

内
大
臣
が
ご
子
息
た
ち
な
ど
と
久
方
ぶ
り
の
ご
対
面
の
酒
席
で
あ
る
。

そ
の
折
、
め
い
め
い
が
、
幸
い
の
こ
う
も
ま
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
大
宮

の
ご
境
涯
を
そ
の
座
の
話
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
物
語
に
し
た

り
。」
の
「
し
」
は
、〈
取
り
上
げ
（
て
い
る
。）〉
ぐ
ら
い
で
も
よ
い
が
、

さ
ら
に
は
、〈
語
っ
（
て
い
る
。）〉
ぐ
ら
い
ま
で
感
じ
と
っ
て
も
よ
い
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、「
物
語
」
の
「
語
り
」
と
の
関
係

も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

�　

兵
部
卿
宮
に
対た

い

面め
ん

し
た
ま
ふ
時
は
、
ま
づ
こ
の
君
た
ち
の
御
事

をヲ

あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
にニ

しス

た
ま
ふ
。（
⑤
椎
本
・
202
）

　

中
納
言
（
＝
薫
）
は
、
兵
部
卿
宮
（
＝
匂
宮
）
と
対
面
な
さ
る
と
き

は
、
何
よ
り
も
先
に
、
こ
の
姫
君
た
ち
の
こ
と
を
話
題
に
な
さ
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。「
も
て
あ
つ
か
ひ
ぐ
さ
」
の
「
ぐ
さ
」
は
、
材
料
を
意
味

す
る
接
尾
語
で
、
そ
の
点
か
ら
も
、
そ
の
「
し
」
は
〈
取
り
上
げ
〉
な
ど

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
よ
う
。

�　
僧
都
「
…
、
め
づ
ら
し
き
事
の
さ
ま
に
も
あ
る
を
、〔
ソ
ノ
メ
ヅ

ラ
シ
キ
事
ノ
サ
マ
ヲ（

ヲ
）〕

世よ

語が
た
り

にニ

も
しス

は
べ
り
ぬ
べ
か
り
し
か
ど
、

…
」
…
。（
⑥
夢
浮
橋
・
377
）

　
「
め
づ
ら
し
き
事
の
さ
ま
に
も
あ
る
を
、」
の
「
あ
る
」
を
準
体
法
と
見

て
、
そ
の
語
句
を
そ
の
ま
ま
ヲ
格
成
分
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
と
も
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思
う
が
、
い
ま
、
そ
の
ヲ
格
成
分
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
想
定
し
て
読
ん

で
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
「
ソ
ノ
メ
ヅ
ラ
シ
キ
事
ノ
サ
マ
」
は
、
浮
舟

の
入
水
以
来
の
、
こ
の
横
川
で
の
生
活
ま
で
の
始
終
を
指
し
て
い
る
。
そ

の
彼
女
の
数
奇
な
運
命
を
世
間
話
の
種
に
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八　

あ
る
原
材
料
を
人
工
的
な
製
品
に
位
置
づ
け
た
り
、
あ

る
物
品
を
贈
り
物
と
し
て
位
置
づ
け
た
り
す
る
意
と
な
る
動

詞
「
す
」

　

小
稿
第
一
章
に
お
い
て
紹
介
し
、
第
二
章
に
お
い
て
、
若
干
解
説
を
施

し
た
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
動
詞
「
す
」
の
ブ
ラ
ン
チ
③
の
第
一
用

例
は
、
原
材
料
「
青
柳
」
を
人
工
的
な
製
品
「
か
づ
ら
」
に
位
置
づ
け
る

意
の
動
詞
「
す
」
を
用
い
た
一
首
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
二
用
例
は
、
原
材

料
と
い
っ
て
も
い
い
植
物
「
桜
花
」
を
贈
り
物
「
い
へ
づ
と
」
と
し
て
位

置
づ
け
る
動
詞
「
す
」
を
用
い
た
一
首
で
あ
っ
た
。
以
下
に
、『
源
氏
物

語
』
の
な
か
の
、
そ
の
類
例
を
挙
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

�　

…
、
わ
が
御み

髪ぐ
し

の
落
ち
た
り
け
る
を
取
り
集
め
て
〔
ソ
ノ
落
チ

タ
リ
ケ
ル
ワ
ガ
御
髪
ヲ（

ヲ
）〕

鬘
か
づ
ら

にニ

しス

た
ま
へ
る
が
、
…
。（
②
蓬
生
・

341
）

　

右
の
「
わ
が
御
髪
の
落
ち
た
り
け
る
を
」
は
、
続
く
「
取
り
集
め
て
」

の
補
充
成
分
で
あ
っ
て
、「
し
た
ま
へ
る
が
、」
に
か
か
っ
て
い
く
ヲ
格
成

分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
厳
密
に
は
、
想
定
ヲ
格
成
分
を
想
定
し
て
読
ん

で
い
く
こ
と
に
な
る
。
新
全
集
本
は
、
そ
こ
を
、〈
こ
し
ら
え
（
て
お
か

れ
た
の
が
、）〉
と
訳
出
し
て
い
る
。

�　

野の

に
と
ま
り
ぬ
る
君き

む

達だ
ち

、
小
鳥
し
る
し
ば
か
り
ひ
き
つ
け
さ
せ

た
る
荻を

ぎ

の
枝
な
ど
〔
ヲ（

ヲ
）〕

苞つ
と

にニ

しス

て
参
れ
り
。（
②
松
風
・
418
）

　

鷹
狩
を
行
い
、
旅
寝
を
し
て
夜
を
明
か
し
た
若
殿
た
ち
が
、
獲
物
の
小

鳥
を
、
ほ
ん
の
少
し
ば
か
り
結
び
つ
け
た
荻
の
枝
な
ど
を
お
土
産
と
し
て

参
上
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
鳥
を
結
び
つ
け
た
荻
の
枝
に
変
わ
り

は
な
い
が
、
そ
れ
を
取
り
扱
い
と
し
て
「
苞
」
に
変
身
さ
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。�　

…
、
か
の
御
料れ

う

に
と
て
ま
う
け
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
櫛く

し

の
箱
一ひ

と

具よ
ろ
ひ、

衣
こ
ろ
も

箱ば
こ

一
具
〔
ヲ（

ヲ
）〕

贈
物
にニ

せス

さ
せ
た
ま
ふ
。（
⑥
蜻
蛉
・
229
）
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亡な
き

骸が
ら

な
き
浮
舟
の
葬
儀
が
営
ま
れ
た
。
匂
宮
は
病
床
に
侍
従
を
呼
ん
で

事
情
を
聞
く
。
そ
の
侍
従
が
帰
る
の
で
、「
か
の
御
料
と
て
ま
う
け
さ
せ

た
ま
ひ
け
る
櫛
の
箱
一
具
、
衣
箱
一
具
、」
つ
ま
り
、
浮
舟
の
お
召
し
料

と
し
て
用
意
さ
せ
て
お
い
た
櫛
の
箱
や
衣
箱
を
贈
り
物
と
し
て
お
与
え
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
贈
り
物
と
し
て
「
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。」
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
「
せ
（
＝
す
）」
は
、〈
与
え
（
＝
与
え
る
）〉
で
あ
っ

て
、
新
全
集
本
も
当
然
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
多
く
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
確

認
し
て
い
な
い
通
釈
の
な
か
に
も
、
そ
れ
は
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
贈
物
」
の
「
贈
り
」
と
の
関
係
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

九　

な
お
も
多
様
な
用
例
を
見
せ
る
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」

構
文

　

小
稿
の
第
三
章
か
ら
第
八
章
ま
で
に
、
六
類
の
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」

構
文
の
「
す
」
を
取
り
立
て
て
き
た
が
、『
源
氏
物
語
』
に
現
れ
る
ヲ
格

＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
の
「
す
」
は
、
ま
だ
多
様
で
あ
る
。
整
理
の
し
か

た
に
も
よ
る
が
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
も
い
え
る
用
例
も
加
え
な
ど
す
る

と
、
さ
ら
に
、
二
十
枚
ほ
ど
の
カ
ー
ド
が
手
許
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

ま
ず
、
こ
の
構
文
は
、
あ
る
い
は
偶
然
か
と
も
思
う
が
、
そ
の
用
例
頻

度
が
極
端
に
低
い
巻
や
、
ま
っ
た
く
用
例
を
見
な
い
巻
も
あ
っ
た
。
若
菜

上
は
、
あ
の
長
い
巻
に
、
確
か
、
一
用
例
を
見
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
一

方
に
類
例
の
続
く
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
も
気
に
な
る
構
文

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
辛
う
じ
て
、
六
類
だ
け
整
理
で
き
た
、
と
い
う
次
第

で
は
あ
る
。

　

と
に
か
く
、
未
整
理
の
、
こ
の
構
文
の
な
か
に
は
、
ま
ず
、
何
と
も
読

み
と
り
に
く
い
ヲ
格
成
分
が
あ
っ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
の

動
詞
「
し
（
＝
す
）」
に
は
、
補
充
成
分
が
付
い
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

�　
源
氏
「
…
。
さ
し
て
か
く
官

く
わ
ん

爵さ
く

を
と
ら
れ
ず
、
あ
さ
は
か
な
る

こ
と
に
か
か
づ
ら
ひ
て
だ
に
、
公

お
ほ
や
けの

か
し
こ
ま
り
な
る
人
の
、
う

つ
し
ざ
ま
に
て
世
の
中
に
あ
り
経ふ

る
〔
ヲ（

ヲ
）〕

は
、
咎と

が

重
き
わ
ざ
にニ

外ひ
と

国の
く
にに

も
しス

は
べ
る
な
る
を
、
…
」
…
。（
②
須
磨
・
165
）

　

そ
の
ヲ
格
成
分
は
、
話
者
で
あ
る
源
氏
自
身
の
罪
を
い
っ
て
い
る
わ
け

で
、
は
っ
き
り
官
位
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
い
さ
さ
か
の
軽

い
罪
を
受
け
た
だ
け
で
、
朝
廷
の
勘
気
を
こ
う
む
っ
て
謹
慎
し
て
い
る
だ

け
で
、
日
常
生
活
を
こ
の
世
の
中
で
続
け
て
い
る
私
の
よ
う
な
罪
を
、
と

い
う
の
が
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
罪
を
、
日
本
だ
け
で
な

く
、
外
国
で
も
罪
深
い
こ
と
に
位
置
づ
け
て
、〈
判
断
し
〉
た
り
、〈
処
罰
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し
〉
た
り
し
て
い
る
と
か
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
時
に
は
、
卑
劣
な
脅
迫
ネ
タ
を
摑
ん
だ
と
き
も
、
こ
の
構
文
を

用
い
て
、
何
か
の
場
合
の
「
お
ど
し
ぐ
さ
」
に
し
よ
う
と
思
っ
た
り
も
す

る
の
で
あ
る
。

�　

中
将
は
、
妹

い
も
う
と

の
君
に
も
聞
こ
え
出
で
ず
、〔
源
氏
ノ
源

ゲ
ン
ノ

典
ナ
イ
シ

侍ノ
ス
ケト

ノ
一
件
ヲ（

ヲ
）〕

た
だ
さ
る
べ
き
を
り
の
お
ど
し
ぐ
さ
にニ

せス

む
と

ぞ
思
ひ
け
る
。（
①
紅
葉
賀
・
346
） 　

　
「
中
将
」
と
は
、
源
氏
の
友
人
の
頭
中
将
で
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の

「
妹
の
君
」
と
は
、
源
氏
の
正
妻
・
葵
の
上
で
あ
る
。
好
色
な
老
女
・
源

典
侍
と
の
源
氏
の
交
渉
を
知
っ
た
中
将
は
、
誰
に
も
喋
ら
ず
、
た
だ
、
し

か
る
べ
き
折
の
お
ど
し
の
材
料
に
し
よ
う
と
し
て
、
心
に
蔵し

ま

っ
て
い
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
せ
」
は
、〈
蔵
っ
（
て
お
こ
う
）〉
と
か
、

〈
隠
し
（
て
お
こ
う
）〉
と
か
に
、
言
い
換
え
た
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
、
疑
問
文
─
さ
ら
に
い
え
ば
、
反
語
の
表
現
―
の
な
か
に
用
い
ら

れ
た
、
こ
の
構
文
に
準
じ
る
ヲ
格
＋
ト
格
＋
「
す
」
構
文
の
用
例
を
挙
げ

て
お
く
こ
と
と
す
る
。

○　
源
氏
「
…
、
琴き

ん

の
音ね

を
離
れ
て
は
、
何
ご
と
をヲ

か
物
を
と
と
の

へ
知
る
し
る
べ
とト

は
せス

む
…
」
…
。（
④
若
菜
下
・
199
）

　

琴
に
執
し
て
の
、
源
氏
の
文
明
批
評
の
な
か
の
発
言
で
あ
る
。
琴
の
音

を
基
準
と
し
な
か
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
楽
器
を
用
い
て
音
調
を
弁
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
の
「
せ
（
＝
す
）」、〈
認
め
（
＝
認
め
る
）〉
な
ど
と
も
、〈
用
い
（
＝

用
い
る
）〉
な
ど
と
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
か
。

　

最
後
に
、
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
の
、
そ
の
「
す
」
の
部
分
が
似

て
い
て
非
な
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
引
い
て
お
こ
う
と
思
う
。
そ
も
そ

も
、
動
詞
「
す
」
に
は
、
補
助
動
詞
用
法
の
「
す）

（（
（

」
が
多
い
の
で
あ
る
。

○　
大
内
記
「
…
、
あ
の
わ
た
り
に
領ら

う

じ
た
ま
ふ
所
ど
こ
ろ
の
人
、

み
な
仰
せ
に
て
参
り
仕
う
ま
つ
る
〔
ヲ（

ヲ
）〕、

宿と
の
ゐ
ニ

直
に
さ
し
当
て
な
ど

しス

つ
つ
、
京
よ
り
も
い
と
忍
び
て
、
さ
る
べ
き
こ
と
な
ど
問
は
せ
た

ま
ふ
、
…
」
…
。（
⑥
浮
舟
・
114
）

　

薫
の
所
領
の
部
下
の
者
た
ち
が
、
殿
の
お
言
い
付
け
で
参
上
し
て
ご
奉

仕
も
う
し
あ
げ
て
い
る
、
そ
の
人
々
を
宿
直
の
担
当
に
従
事
さ
せ
て
、
と

い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
仰
せ
に
参
り
仕
う
ま
つ
る
〔
ヲ（

ヲ
）〕、

宿と
の
ゐ直

にニ

しス

つ
つ
、」
と
も
表
現
で
き
、
そ
う
で
あ
っ
た
ら
、
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
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「
す
」
構
文
と
な
る
の
だ
が
、
あ
る
い
は
、
そ
の
「
し
」
の
と
こ
ろ
に
具

体
的
な
意
味
を
表
す
「
さ
し
当
て
」
を
用
い
て
、
さ
ら
に
副
助
詞
「
な

ど
」
を
添
え
、
補
助
動
詞
「
し
」
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
の
整
理
に
は
、『
源
氏
物
語
』
に
現

れ
る
用
例
に
つ
い
て
だ
け
で
も
、
な
お
、
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
で
あ
る
。

十　

ヲ
格
＋
「
す
」
と
ニ
格
＋
「
す
」
と
、
そ
し
て
、
そ
れ

ら
動
詞
「
す
」
が
担
う
意
味
と

　

動
詞
「
す
」
は
、
ガ
格
＋
「
す
」
の
自
動
詞
群
を
切
り
離
し
た
う
え

で
、
一
般
に
他
動
詞
と
す
る
「
す
」
に
つ
い
て
、
ヲ
格
＋
「
す
」
で
ど
う

い
う
語
義
を
構
成
す
る
か
、
ニ
格
＋
「
す
」
で
ど
う
い
う
語
義
を
構
成
す

る
か
が
整
理
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
の

読
解
は
、
そ
の
後
に
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
補
助
動
詞
用
法
の
「
す
」
が
、
徹
底
し
て
整
理
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
っ
て
い
る
。

　

既
に
述
べ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
動
詞
「
す
」
は
、
無
概
念
で
あ
る
。

そ
の
「
す
」
は
、
ヲ
格
＋
「
す
」、
ニ
格
＋
「
す
」、
さ
ら
に
は
、
ヲ
格
＋

ニ
格
＋
「
す
」
な
ど
の
、
各
構
文
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の

意
味
を
担
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
ど
の
よ
う
な
構
文
の
「
す
」
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
担
わ
せ
ら
れ

て
い
る
か
の
整
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
・
明
治
四
十
一
年
）。

（
２
）
松
下
大
三
郎
『
標
準
日
本
文
法
』（
紀
元
社
・
大
正
十
三
年
）。

（
３
）
大
槻
文
彦
『
大
言
海
』（
冨
山
房
・
第
二
巻
＝
昭
和
八
年
）。
同
じ
大
槻
の
著
『
言

海
』（
明
治
十
九
年
成
稿
）
を
大
幅
に
増
補
し
た
も
の
で
、
大
槻
の
没
後
、
大
久

保
初
男
ら
が
継
承
し
て
完
成
し
た
。

（
４
）
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
第
7
巻
＝
二
○
○
一
年
）。

（
５
）
森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
１
』（
角
川
書
店
・
昭
和
五
十
二
年
）。

（
６
）
三
省
堂
『
大
辞
林
』（
一
九
八
八
年
）。

（
７
）
角
川
書
店
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
第
二
巻
＝
昭
和
六
十
二
年
）。

（
８
）
宮
島
達
夫
『
古
典
対
照
語
い
表
』（
笠
間
書
院･

昭
和
46
年
）
に
載
る
『
源
氏
物

語
』
の
動
詞
「
す
」
の
用
例
数
は
、
３
０
６
０
例
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
）
大
槻
が
語
源
記
述
を
尊
重
し
た
こ
と
は
常
識
で
あ
ろ
う
。『
言
海
』
巻
首
の
「
本

書
編
纂
ノ
大
意
」
に
は
、「
⑴
発
音
、
⑵
語
別
、
⑶
語
原マ

マ

、
⑷
語
釈
、
⑸
出
典
」

が
辞
書
の
言
語
の
解
に
は
必
要
だ
、
と
あ
る
。

（
10
）
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辞
典
』（
平
凡
社
・
昭
和
三
十
二
年
）。

（
11
）
拙
稿
「
補
助
動
詞
「
す
」
の
論
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第
七
十
五
巻
第
六
号
・
昭
和

四
十
九
年
）
は
、
八
代
集
を
資
料
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
な

ど
、
散
文
資
料
に
は
、
副
助
詞
「
な
ど
」
を
介
在
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
補
助
動
詞
「
す
」
が
大
量
に
存
在
す
る
。

刊
行
年
な
ど
の
数
字
表
記
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
物
の
奥
付
に
従
う
こ
と
と
し
た
。


