
國學院大學学術情報リポジトリ

今川氏真の詠作に見える助動詞「けむ」の表す時間
の把握について : 「夕は秋となに思ひけむ」の解釈

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-06

キーワード (Ja): 

キーワード (En): auxiliaryverb"kem(u)",

auxiliaryverb"ram(u)", pastsimple, presentperfect,

Japaneseclassicalstyleliterature

作成者: 色川, 大輔

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00000943URL



064 色川氏.mcd  Page 1 19/02/04 19:00  v5.51

今
川
氏
真
の
詠
作
に
見
え
る
助
動
詞
「
け
む
」
の
表
す
時
間
の
把
握

に
つ
い
て

―
―
「
夕
は
秋
と
な
に
思
ひ
け
む
」
の
解
釈
―
―

色
川

大
輔

キ
ー
ワ
ー
ド
：
auxiliary
verb
"kem
(u)"、
auxiliary
verb
"ram

(u)"、
past
sim
ple、
present
perfect、

Japanese
classicalstyle
literature

一
、
は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
今
川
氏
真
の
詠
作
の
助
動
詞
「
ら

む
」
に
つ
い
て
二
度
稿
を
起
こ
し
た
。
そ
の
中
で
、
論
ず
べ
き
点
の

一
つ
と
し
て
認
識
は
し
て
い
た
も
の
の
触
れ
な
い
で
先
延
ば
し
に
し

て
き
た
も
の
に
、
そ
の
表
す
時
間
の
問
題
が
あ
る
。

時
間
の
問
題
に
つ
い
て
と
り
あ
え
ず
の
考
え
を
整
理
す
る
た
め
、

対
象
を
変
え
て
、
本
稿
で
は
今
川
氏
真
の
詠
作
の
助
動
詞
「
け
む
」

の
持
つ
擬
古
文
ら
し
い
定
型
を
扱
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
。

今
川
氏
真
の
詠
作
の
本
文
は
引
用
文
献
一
お
よ
び
三
に
収
め
る
も

の
を
使
用
し
た
。
歌
番
号
も
底
本
を
襲
用
し
た
。

二
、「
何
思
ひ
け
む
」
型
の
文
型
に
つ
い
て

本
稿
で
は
、
今
川
氏
真
の
詠
作
の
用
例
の
中
で
は
、
一
種
の
定
型

句
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
、
疑
問
副
詞
「
何
」
と
動
詞
と
助
動

詞
「
け
む
」
を
連
接
し
た
表
現
に
つ
い
て
取
り
扱
う
。
こ
れ
を
本
稿

で
は
「『
何
思
ひ
け
む
』
型
」
と
表
現
す
る
。
用
例
は
以
下
の
六
例
で

あ
る
。
全
て
引
用
文
献
三
の
収
め
る
も
の
で
あ
る
。
引
用
文
献
一
の

収
め
る
『
草
庵
中
』
に
は
用
例
が
な
か
っ
た
。

１
、
悔
し
く
も
何
し
た
ひ
け
む
行
年
の
置
物
と
て
は
老
の
姿
に
（
百

首
（
自
筆
）
七
〇
番
歌
。
題
は
「
年
欲
暮
」。
七
三
〇
頁
）
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２
、
百
花
の
色
香
も
こ
ゝ
に
籠
れ
る
を
菊
の
籬
と
何
思
ひ
け
む
（
百

首
〈
略
称
、
百
イ
〉
五
〇
番
歌
。
題
は
「
籬
菊
」。
七
四
一
頁
）

３
、蘆
垣
の
陰
な
き
雪
の
朝
ほ
ら
け
住
あ
ら
し
つ
と
何
思
ひ
け
ん（
百

首
〈
略
称
、
百
イ
〉
六
八
番
歌
。
題
は
「
積
雪
」。
七
四
二
頁
）

４
、
あ
ひ
み
る
は
さ
ら
に
か
は
ら
ぬ
手
ま
く
ら
の
夢
と
い
ふ
名
を
な

に
な
ら
ひ
け
ん
範
英（
詠
草
中
三
三
〇
番
歌
。
題
は
「
夢
逢
恋
」。
孫

の
範
英
の
作
か
。
七
六
五
頁
・
七
六
六
頁
）

５
、
は
し
立
の
な
か
め
も
空
に
す
む
月
を
都
な
ら
は
と
何
お
も
ひ
け

ん
（
詠
草
中
六
九
五
番
歌
。
題
は
「
月
前
遠
望
」。
七
八
二
頁
）

６
、
問
へ
か
し
と
何
お
も
ひ
け
ん
つ
れ
〳
〵
を
雪
に
友
な
ふ
窓
の
し

つ
け
さ
（
詠
草
中
七
五
〇
番
歌
。
題
は
「
昨
日
う
す
雪
の
う
へ
に

夜
の
間
に
又
ふ
れ
る
」。
七
八
四
頁
）

こ
れ
ら
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
見
え
る

を
の
こ
ど
も
詩
を
つ
く
り
て
歌
に
あ
は
せ
侍
り
し
に
、
水
郷

春
望
と
い
ふ
こ
と
を

太
上
天
皇

見
わ
た
せ
ば
山
も
と
か
す
む
水
無
瀬
河
夕
は
秋
と
な
に
思
ひ
け

む
（
三
六
番
歌
。
引
用
文
献
七
。
二
一
七
頁
）

に
範
を
取
っ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
首
は
、
遙
か
後
世
の
こ
と

に
な
る
が
、
本
居
宣
長
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
』（
本
文
は
引
用

文
献
二
を
使
用
）
が
、

此
集
秋
清
輔
朝
臣
の

う
す
霧
の
ま
が
き
の
花
の
朝
じ
め
り
秋

は
夕
と
誰
か
い
ひ
け
む
と
あ
る
歌
よ
り
は
、上ノ

御
句
も
ま
さ
り
、

又
秋
は
夕
と
と
い
ふ
は
、
常
の
こ
と
な
る
に
、
夕
は
秋
と
あ
る

は
、
こ
よ
な
く
め
づ
ら
か
也
。（
三
〇
三
頁
。
合
点
を
省
略
し

た
）

と
賞
し
て
い
る
一
首
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
今
川
氏
真
に
と
っ
て
も

名
歌
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

右
六
例
の
手
法
は
、
井
上
宗
雄
「
今
川
氏
と
そ
の
学
芸
」（
引
用
文

献
三
所
収
）
の

本
歌
取
、
或
い
は
古
歌
の
語
句
を
取
っ
た
歌
が
か
な
り
多
く
目

に
つ
く
。
い
わ
ば
中
世
和
歌
の
手
法
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
六
九
三
頁
）

と
評
す
る
表
現
の
一
例
で
あ
る
と
見
な
せ
よ
う
。

更
に
言
え
ば
、「（
新
味
の
あ
る
）
実
景
」（
ア
）
＋
「（
実
景
に
よ

り
打
破
さ
れ
た
）
観
念
」（
イ
）
＋
「
引
用
の
格
助
詞
『
と
』」（
ウ
）

＋
「
何
お
も
ひ
け
む
」（
エ
）
と
い
う
形
で
、
倣
う
こ
と
の
出
来
る
定

型
文
に
ま
で
も
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
２
・
３
・
５
の
文

構
造
か
ら
窺
え
る
。
ア
を
上
三
句
で
述
べ
る
と
こ
ろ
ま
で
倣
っ
て
い
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る
。
１
・
６
は
こ
れ
を
倒
置
し
た
表
現
、
４
は
い
さ
さ
か
工
夫
を
し

た
も
の
と
整
理
出
来
る
。

一
目
で
構
造
は
分
明
で
あ
ろ
う
が
、
右
に
示
し
た
ア
か
ら
エ
ま
で

を
傍
線
を
付
し
て
、
定
型
を
示
す
。

ア

見
わ
た
せ
ば
山
も
と
か
す
む
水
無
瀬
河
イ

夕
は
秋
ウ

と
エ

な
に
思

ひ
け
む

ア

百
花
の
色
香
も
こ
ゝ
に
籠
れ
る
を
イ

菊
の
籬
ウ

と
エ

何
思
ひ
け
む

ア

蘆
垣
の
陰
な
き
雪
の
朝
ぼ
ら
け
イ

住
あ
ら
し
つ
ウ

と
エ

何
思
ひ
け

ん
ア

は
し
立
の
な
か
め
も
空
に
す
む
月
を
イ

都
な
ら
は
ウ

と
エ

何
お
も

ひ
け
ん

文
構
造
が
最
も
模
倣
的
な
の
は
、

で
あ
ろ
う
。

3

２
を
見
れ
ば
、
題
は
「
籬
菊
」
の
語
序
で
あ
る
と
こ
ろ
を
、
歌
中

で
は
「
菊
の
籬
」
と
倒
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
本
居
宣
長
の
言

う
「
秋
は
夕
と
と
い
ふ
は
、
常
の
こ
と
な
る
に
、
夕
は
秋
と
あ
る
」

と
の
観
点
を
思
わ
せ
、
表
現
効
果
の
程
は
判
ら
な
い
が
、
今
川
氏
真

の
古
歌
の
学
び
ぶ
り
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
形
の
表
現
は
、
他
の
歌
人
は
判
ら
な
い
が
、
今
川
氏
真
に
お

い
て
は
、
使
い
勝
手
の
良
い
表
現
で
あ
っ
た
と
推
量
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
「
け
む
」
の
表
す
時
間
に
注
目
す
る
と
、
そ
の

解
釈
が
問
題
に
な
り
う
る
。
今
川
氏
真
の
詠
作
の
例
を
論
じ
る
前

に
、
章
を
改
め
て
、
こ
の
例
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
。

三
、
助
動
詞
「
け
む
」
の
表
す
時
間
に
つ
い
て

三
・
一
、
時
間
に
触
れ
る
の
を
た
め
ら
う
理
由
に
つ
い
て

筆
者
は
本
稿
を
起
こ
す
に
あ
た
り
、
引
用
文
献
一
一
（
秋
本
守
英

執
筆
部
分
）
の
以
下
の
よ
う
な
記
述
を
以
て
考
え
、
当
座
は
助
動
詞

「
け
む
」
の
意
味
概
念
を
、
通
例
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
、「
過
去
推

量
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
呼
ぼ
う
と
考
え
て
い
た
。

過
去
の
事
柄
に
つ
い
て
、
不
確
か
で
あ
る
が
そ
う
で
あ
っ
た

と
い
う
意
を
表
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
実
現
し
て
い
た
こ
と

を
推
量
し
た
り
、そ
の
状
態
を
想
像
し
た
り
す
る
意
味
を
表
す
。

（
二
三
三
頁
）

①
過
去
の
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
を
推
量

す
る
意
を
表
す
。（
二
三
三
頁
）

②
過
去
の
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
の
状
態
を
推
量
・
想
像
す
る

意
を
表
す
。（
二
三
三
頁
）

③
過
去
の
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
う
な
っ
た
原
因
や
理
由
を
推
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量
・
想
像
す
る
意
を
表
す
。（
二
三
三
頁
）

④
過
去
の
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、
直
接
に
経
験
し
た
こ

と
で
な
く
伝
聞
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
を
表
す
。
ま
た
、

そ
う
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
的
で
な
い
経
験
の
よ
う

に
言
い
柔
ら
げ
る
の
に
用
い
る
。

③
で
推
量
・
想
像
す
る
事
柄
は
、
上
接
す
る
用
言
が
表
す
事

柄
で
な
く
、
そ
の
用
言
が
表
す
事
柄
が
実
現
し
た
原
因
や
理
由

で
あ
る
。（
二
三
三
頁
）

し
か
し
な
が
ら
、
時
制
と
い
う
観
点
で
の
意
味
記
述
に
は
、
例
え

ば
引
用
文
献
一
二
の
よ
う
な
疑
問
を
呈
す
る
見
方
も
あ
る
。

「
け
む
」
の
判
断
の
対
象
と
な
る
事
柄
は
、
必
ず
し
も
過
去
時

制
と
は
限
ら
な
い
。（
二
五
九
頁
）

そ
し
て
、
引
用
文
献
一
一
（
小
松
光
三
執
筆
部
分
）
の
よ
う
な
、

日
本
語
に
は
、
文
法
的
な
時
が
な
い
。
従
っ
て
、
文
法
的
な

過
去
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
二
つ
の
事
実
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
。
第
一
は
、
過
去
の
意
味
機
能
を
持
つ
助
動
詞
が
存
在
し

な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。（
一
三
八
頁
）

第
二
は
、
時
制
の
文
法
的
体
系
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
過
去
は
、
完
了
の
助
動
詞
「
た
」
を
用
い
て
表
現
す

る
。（
一
三
八
頁
）

過
去
・
現
在
・
未
来
の
表
現
は
、
文
法
的
性
格
が
異
な
る
語

句
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。〈
表
現
〉
と
し
て
は
、
時
制
は
存
在
す

る
が
、〈
文
法
〉と
し
て
は
、時
制
は
存
在
し
な
い
と
い
え
よ
う
。

（
一
三
八
頁
）

し
か
し
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
文
法
論
に
お
い
て
は
、
表

現
の
時
制
を
文
法
の
時
制
に
取
り
入
れ
て
説
明
す
る
と
い
う
こ

と
が
、
ご
く
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
。（
一
三
八
頁
）

古
語
で
は
、
回
想
の
助
動
詞
「
き
」「
け
り
」「
け
む
」
と
完

了
の
助
動
詞
「
つ
」「
ぬ
」「
た
り
」「
り
」
が
あ
っ
て
、
過
去
表

現
を
実
現
し
て
い
た
。
未
来
を
表
す
古
語
「
む
（
ん
）」「
べ
し
」

「
じ
」「
ま
じ
」
な
ど
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
助
動
詞
は
「
時
の

助
動
詞
」
と
も
い
わ
れ
る
。
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」「
ぬ
」「
た

り
」「
り
」
が
過
去
表
現
を
実
現
し
て
い
た
表
現
の
機
構
は
、
基

本
的
に
現
代
語
と
変
わ
り
が
な
い
。「
き
」
は
、
話
し
手
の
回
想

と
い
う
意
識
を
含
む
意
味
機
能
を
持
つ
。
ま
た
、「
け
り
」
も
、

現
前
の
事
実
を
発
見
し
て
詠
嘆
す
る
用
法
が
あ
る
よ
う
に
、
過

去
そ
の
も
の
を
直
接
表
す
助
動
詞
で
は
な
い
。（
一
三
八
頁
・

一
三
九
頁
）
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日
本
語
に
は
文
法
的
時
制
が
無
い
と
い
う
立
場
で
は
、
引
用
文
献

一
二
の
先
に
引
い
た
よ
う
な
議
論
は
、
立
論
の
必
要
も
無
く
な
る
。

如
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
疎
ま
し
く
、
時
間
に
触
れ
る
の
を
避
け
て

き
た
。
し
か
し
、
今
回
は
そ
う
も
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
で
、
次
節

の
よ
う
に
時
間
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

三
・
二
、
本
稿
で
の
時
間
の
考
え
方

筆
者
は「
時
制
」と
い
う
文
法
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
助
動
詞「
け

む
」
の
用
い
ら
れ
た
用
例
の
解
釈
を
整
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

あ
る
程
度
の
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
引
用
文
献

九
の
言
う
と
こ
ろ
の
、「
過
去
」
と
「
驚
嘆
」
と
い
う
表
現
の
区
分
を
、

用
例
の
解
釈
に
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
六
）
時
か
ら
い
へ
ば
過
去
で
あ
る
が
其
の
事
実
が
明
か
で
な

い
事
を
、
想
像
す
る
意
を
表
す
（
七
三
七
頁
）

業
平
の
中
将
の
か
の
滝
見
て
の
帰
る
さ
に
、
星
か
河
辺
の

螢
か
と
、
浦
路
遙
か
に
眺
め
け
む
、
い
づ
こ
な
る
ら
む
お

ぼ
つ
か
な
。（
盛
衰
記
）

浦
路
遙
か
に
眺
め
た
と
い
ふ
の
は
過
去
で
あ
る
が
、
其
の
事
実

が
果
し
て
あ
つ
た
か
ど
う
か
判
然
し
な
い
の
を
、
今
（
書
く
時

で
は
な
く
徳
大
寺
実
定
が
其
処
を
通
る
時
）
想
像
し
た
の
で
あ

る
。
之
を
下
の
何
処
な
る
ら
む
と
い
ふ
現
在
想
像
の
語
と
比
較

し
て
味
は
ふ
と
其
の
真
義
が
捕
捉
出
来
る
。（
七
三
八
頁
）

け
り
が
感
嘆
の
意
を
含
む
過
去
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た

が
、
け
む
も
感
嘆
の
意
の
含
ま
れ
た
過
去
の
想
像
と
見
る
べ
き

も
の
が
多
い
。
特
に
次
の
諸
例
の
如
き
は
感
嘆
の
意
の
み
で
過

去
の
意
は
な
い
よ
う
に
さ
へ
見
え
る
。

し
ほ
が
ま
に
何
時
か
来
に
け
む
、
朝
な
ぎ
に
釣
す
る
海
士

は
此
処
に
よ
ら
な
む
。（
伊
勢
）

今
の
世
に
い
か
で
か
ゝ
る
貴
人
あ
り
け
む
と
て
召
し
出
し

て
、（
宇
治
拾
遺
十
二
）

よ
そ
に
の
み
き
か
ま
し
も
の
を
音
羽
川
わ
た
る
と
な
し
に

み
な
れ
そ
め
け
む
。（
古
今
）

玉
緒
に
け
る
か
な
に
通
ふ
け
む
と
い
ふ
一
条
を
設
け
て
、
右
の

よ
そ
に
の
み
の
歌
を
挙
げ
て
居
る
の
も
、
此
の
歌
に
過
去
の
意

が
含
ま
れ
て
居
な
い
様
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
此
等
の
歌
は

来
つ
ら
む

み
な
れ
そ
め
つ
ら
む

と
い
つ
て
も
分
る
か
ら
、

玉
緒
の
説
も
一
応
は
尤
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
考
へ
る
と
、
矢

張
け
り
の
場
合
と
同
様
に
、
過
去
に
於
け
る
認
識
の
不
足
を
悟

― 68 ―



064 色川氏.mcd  Page 6 19/02/04 19:00  v5.51

つ
て
、
驚
嘆
す
る
意
が
あ
る
。
唯
違
ふ
所
は
け
り
の
場
合
の
悟

り
は
確
定
的
で
あ
る
の
に
、
け
む
の
場
合
は
想
像
的
で
あ
る
と

い
ふ
だ
け
で
あ
る
。（
七
四
一
頁
・
七
四
二
頁
）

右
に
引
い
た
区
分
を
借
用
す
る
に
あ
た
り
、
引
用
文
献
一
三
の

「
Pastsim
ple」
と
「
Presentperfect」
の
使
い
分
け
を
巡
る
解
説

を
借
り
、
両
者
の
表
現
の
時
間
を
規
定
し
て
お
く
。

T
he
choice

oftense
depends

on
w
hether

the
speaker

seessom
ething

asin
the
pastorlinked

to
the
present.

・
Past:T
he
car
broke
dow
n
yesterday.

・
Present:T
he
car
has
broken
dow
n.

(So
itis
outofaction
now
.)(p.62)

W
e
use
the
past
sim
ple
for
a
finished
tim
e.T
he
car

broke
dow
n
does
not
tellus
about
the
pressent
―
it

m
ay
be
allrightnow
,oritm
ay
be
stilloutofaction.(p.

62)
T
he
presentperfectm
akes
a
link
to
the
present.T
he

car
has
broken
dow
n
tells
us
that
it
is
out
ofaction

now
.(p.62)

ま
ず
、「
過
去
」
の
「
け
む
」
に
つ
い
て
は
、「
does
nottellus

aboutthe
pressent―
itm
ay
be
allrightnow
,oritm
ay
be

stilloutofaction
now
」
と
い
う
性
格
を
、
表
現
と
し
て
持
つ
と
考

え
る
。

そ
し
て
「
驚
嘆
」
の
「
け
む
」
で
あ
る
が
、
松
尾
氏
は
「
驚
嘆
」

の
「
け
む
」
は
、「
つ
ら
む
」
と
置
き
換
え
て
も
通
じ
る
と
述
べ
て
い

る
。「
驚
嘆
」
の
「
け
む
」
は
、
そ
の
表
現
す
る
時
間
に
、「
現
在
完

了
」
す
な
わ
ち
、「
Presentperfect」
と
置
換
し
う
る
性
格
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
表
現
の
時
間
と
し
て
は
「
m
akes
a
link

tothepresent」
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
、
本

稿
で
は
考
え
る
。
合
わ
せ
て
、「
過
去
に
於
け
る
認
識
の
不
足
を
悟

つ
て
、
驚
嘆
す
る
意
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

松
尾
氏
の
「
つ
ら
む
」
は
便
宜
的
な
表
現
で
あ
り
、
松
尾
氏
は
右

の
「
驚
嘆
」
の
記
述
に
も
お
い
て
も
や
は
り
「
過
去
に
於
け
る
」
と

述
べ
て
い
る
、
右
の
区
分
は
筆
者
の
誤
解
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
向

き
は
、
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
理
解
さ
れ
た
い
。

今
、
筆
者
は
「
Presentperfect」
の
こ
と
を
「
現
在
完
了
」
と
書

い
た
が
、
こ
れ
は
、
引
用
文
献
一
五
の
言
う

A
verb
form
sim
ultaneously
m
arked
forpresenttense

and
perfectaspect,such
asthatin
Ihaveeaten
dinner.

― 69 ―



064 色川氏.mcd  Page 7 19/02/04 19:00  v5.51

T
he
present
perfect
is
som
etim
es
loosely
called
the

'perfect'.(p.216)

と
こ
ろ
に
留
意
し
た
表
現
の
つ
も
り
で
あ
る
。

推
量
の
内
容
で
は
な
く
表
現
の
時
間
に
注
目
す
る
と
、「
Past

sim
ple」
的
な
性
格
が
あ
る
の
が
「
過
去
」、「
Presentperfect」
的

な
性
格
が
あ
る
の
が
「
驚
嘆
」
と
規
定
出
来
る
。
松
尾
氏
は
引
用
文

献
一
〇
に
「
過
去
に
属
す
る
こ
と
は
絶
対
で
あ
る
」（
五
一
頁
）
と
規

定
す
る
が
、
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
け
む
」
の
表
現
機
能
を
こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
を
、
今
回
取

り
上
げ
る
表
現
を
解
釈
す
る
方
法
と
す
る
。

四
、
定
型
句
的
文
型
の
背
後
に
あ
る
解
釈
上
の
問
題

四
・
一
、「
驚
嘆
」
の
解
釈

本
章
で
は
、
今
川
氏
真
の
詠
作
に
先
立
つ
『
新
古
今
和
歌
集
』
三

六
番
歌
の
「
け
む
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
検
討
す
る
。

こ
の
「
け
む
」
を
「
驚
嘆
」
の
意
味
で
解
す
る
の
は
、
管
見
で
は

比
較
的
新
し
い
解
釈
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
参
考
文
献
八
（
田
中

裕
執
筆
部
分
）
の
訳
出
に
見
え
る
。

見
渡
せ
ば
山
の
麓
は
霞
み
、
そ
の
中
を
流
れ
ゆ
く
水
無
瀬
川
。

夕
は
秋
に
極
ま
る
な
ど
と
ど
う
し
て
今
ま
で
思
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。（
二
九
頁
）

右
の
訳
出
に
は
「
今
ま
で
」
と
い
う
連
用
修
飾
句
が
見
え
る
が
、

こ
れ
は
「
Presentperfect」
に
つ
い
て
の
引
用
文
献
一
四
の
示
す

Y
ou
can
usethepresentperfectw
ith
just,already
and

yet.(p.14)

副
詞
群
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
副
詞
句
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
現
在

完
了
」
的
な
文
で
あ
る
と
筆
者
は
解
す
る
。

ま
た
、「
今
ま
で
」「
て
い
た
」
と
な
る
と
、
正
に
「
itis
action

now
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
解
釈
の
「
現
在
完
了
」
性
が
明
示
さ
れ

て
い
る
。「
け
む
」
を
「
驚
嘆
」
の
意
で
解
し
た
訳
出
と
考
え
る
。

こ
の
解
釈
な
ら
ば
、
自
己
の
「
認
識
の
不
足
を
悟
つ
て
、
驚
嘆
」

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
過
去
に
於
け
る
」
と
す
る
と

し
て
も
、
そ
の
指
す
「
過
去
」
の
射
程
は
、
極
め
て
近
い
、
肉
薄
し

た
過
去
で
あ
り
、
現
在
と
截
然
と
分
け
が
た
い
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ

ろ
「
Presentperfect」
的
な
「
過
去
」
に
な
ろ
う
。

四
・
二
、「
過
去
」
の
解
釈

こ
ち
ら
は
伝
統
的
な
解
釈
の
一
つ
で
あ
る
東
常
縁
撰
『
新
古
今
集
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聞
書
』（
本
文
は
引
用
文
献
五
を
使
用
）
が
示
す
解
釈
で
あ
る
。

是
は
水
郷
春
望
と
い
ふ
題
な
り
。
水
無
瀬
は
皇
居
な
り
。
古
人

秋
の
夕
は
う
き
時
と
い
ひ
伝
へ
た
り
。
し
か
れ
ど
も
春
の
夕

朧
々
と
霞
て
そ
こ
は
か
と
な
く
も
の
し
づ
か
な
る
水
無
瀬
山
の

あ
り
さ
ま
、
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
あ
は
れ
に
も
悲
し
く
も
侍
り
。

誰
秋
の
夕
を
う
し
と
は
い
ひ
け
む
、
春
の
夕
こ
そ
ま
さ
り
ぬ
れ

と
い
ひ
さ
し
た
る
御
哥
也
。
風
情
限
な
し
。
又

う
す
霧
の
ま

が
き
の
花
の
朝
じ
め
り
秋
は
夕
と
誰
か
い
ひ
劔

こ
れ
は
秋
の

夕
を
あ
は
れ
な
る
時
と
い
へ
ど
も
、
朝
の
け
し
き
こ
そ
猶
あ
は

れ
に
は
侍
れ
と
あ
る
哥
な
り
。
是
お
も
し
ろ
き
方
な
り
。
あ
は

れ
と
い
ふ
こ
と
葉
心
お
ほ
く
侍
り
。（
五
頁
）

細
川
幽
斎
の
増
補
し
た
増
補
本
『
新
古
今
集
聞
書
』（
本
文
は
引
用

文
献
六
を
使
用
）
で
も
、
原
撰
本
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
撰
本
の
説
は
、
北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』

に
も
「
野
州
云
」（
引
用
文
献
四
。
八
五
頁
）
と
し
て
、「
風
情
限
な

し
」（
同
上
）
ま
で
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

こ
の
解
で
は
、「
夕
は
秋
」
と
「
思
」
っ
て
い
た
動
作
主
は
、
詠
者

自
身
で
は
な
く
「
古
人
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
文
献
八
（
田

中
裕
執
筆
部
分
）
は
、「
夕
は
秋
」
の
背
景
と
な
る
「
通
念
」
の
一
例

と
し
て
、『
枕
草
子
』
の
記
述
を
指
摘
す
る
。

○
ゆ
ふ
べ
は
秋
「
な
つ
か
し
く
物
の
と
と
の
ほ
る
こ
と
は
春

の
夕
暮
こ
そ
殊
に
侍
り
け
れ
」（
源
氏
物
語
・
若
菜
下
）
と
も
い

う
が
、「
秋
は
夕
暮
」（
枕
草
子
・
春
は
曙
の
条
）
な
ど
を
通
念

と
す
る
。
↓
三
四
〇
。（
二
九
頁
）

施
注
者
の
念
頭
に
は
何
か
具
体
的
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
右
の
『
新
古
今
集
聞
書
』
の
記
述
に
は
、「
秋
の
夕
は
う
き

時
と
い
ひ
伝
へ
た
り
」
と
す
る
「
古
人
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
指

摘
は
無
い
。「
夕
は
秋
と
な
に
思
ひ
け
む
」
の
解
釈
に
相
当
す
る
の

は
、「
誰
秋
の
夕
を
う
し
と
は
い
ひ
け
む
」
で
あ
る
。

「
春
の
夕
こ
そ
ま
さ
り
ぬ
れ
」
と
い
う
歌
人
の
感
想
は
直
接
述
べ

ら
れ
て
は
お
ら
ず
、「
過
去
の
認
識
の
不
足
」
は
あ
る
に
し
て
も
「
古

人
」
の
認
識
不
足
で
あ
り
、
歌
人
自
身
の
も
の
で
は
な
い
。

「
け
む
」
の
表
す
時
間
を
「
過
去
」
と
見
る
こ
と
で
、
こ
の
解
釈
は

可
能
と
な
る
。
歌
人
自
身
が
「
見
わ
た
」
し
て
い
る
詠
歌
の
「
現
在
」

と
は
截
然
た
る
「
過
去
」
で
あ
る
。「
Presentperfect」
と
は
性
格

の
違
う
も
の
と
見
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。

歌
人
以
外
の
人
物
（「
古
人
」）
の
動
作
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
で
、

「
け
む
」
の
推
量
の
「
finished
tim
e」
性
、「
Pastsim
ple」
性
が
明
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瞭
と
な
り
、ま
た
、「
け
む
」の「
finished
tim
e」性
、「
Pastsim
ple」

性
に
着
目
す
る
こ
と
が
、「
does
not
tellus
about
the
press-

ent」、
す
な
わ
ち
、「
present」
の
人
物
で
あ
る
歌
人
以
外
の
人
物

（「
古
人
」）
の
動
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

「
過
去
」
と
解
す
る
場
合
、
助
動
詞
「
け
む
」
が
過
去
推
量
の
意
味

機
能
を
持
つ
と
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
解
法
の
妥
当
性
を
担
保
し
、

ま
た
、
こ
の
解
法
の
存
在
が
、
助
動
詞
「
け
む
」
の
意
味
機
能
が
過

去
推
量
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
、
意
味
機
能
認
定
と
解
法
は
相
互

依
存
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
け
む
」
の
「
過
去
」
性
に
注
意
し
た
、
非
常
に
「
過
去
」
ら
し
い

解
釈
で
あ
る
。

四
・
三
、「
驚
嘆
」
と
「
過
去
」
―
―
動
作
主
の
別
―
―

本
章
で
は
今
川
氏
真
の
詠
作
が
定
型
の
よ
う
に
模
倣
し
て
い
る

『
新
古
今
和
歌
集
』
三
六
番
歌
に
つ
い
て
、
解
釈
と
解
釈
の
示
し
て
い

る
時
間
を
追
っ
て
み
た
。
結
果
と
し
て
、「
過
去
」
と
解
す
る
も
の
、

「
驚
嘆
」
と
解
す
る
も
の
、
い
ず
れ
も
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

い
ず
れ
を
取
る
に
し
て
も
、
古
典
語
と
し
て
の
解
釈
に
誤
り
は
無
い

こ
と
は
、
引
用
文
献
九
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
解
釈
と
し
て
の
妥

当
性
も
、
前
章
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
驚
嘆
」
と
見
た
場
合
、「
過
去
」
と
い
う
言
葉
に
執
着

す
る
の
に
は
や
や
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
程
、「
現

在
完
了
」
的
な
性
格
、「
itisaction
now
」
の
性
格
が
強
い
。
松
尾

氏
は「
絶
対
」と
言
う
が
、「
doesnottellusaboutthepressent」

と
は
感
じ
ら
れ
ず
、「
Present」
に
密
接
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
た
め
、
日
本
語
研
究
の
立
場
は
知
ら
ず
、
本
稿
で
は

こ
れ
を
「
pastsim
ple」
と
扱
う
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
。

や
は
り
「
過
去
」
と
「
現
在
完
了
」、「
Pastsim
ple」
と
「
Pre-

sent
perfect」
に
分
け
て
時
間
を
検
討
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ

る
。そ

し
て
、
三
六
番
歌
の
表
現
構
造
の
特
性
と
し
て
、「
思
ふ
」
と
い

う
動
作
を
行
う
人
に
つ
い
て
の
解
釈
が
、「
驚
嘆
」と
見
た
場
合
と「
過

去
」
と
見
た
場
合
と
で
、
異
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

「
驚
嘆
」
の
場
合
、「
見
わ
た
せ
ば
山
も
と
か
す
む
水
無
瀬
河
」
を

見
て
い
る
人
物
が
歌
人
本
人
で
あ
る
以
上
、そ
の
景
観
に
よ
っ
て「
認

識
の
不
足
を
悟
つ
て
、『
春
の
夕
こ
そ
ま
さ
り
ぬ
れ
と
』
驚
嘆
」
し
た

の
は
、
歌
人
自
身
で
あ
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
疑

わ
れ
て
い
る
の
は
歌
人
本
人
の
「
認
識
」
で
あ
る
。

― 72 ―



064 色川氏.mcd  Page 10 19/02/04 19:00  v5.51

そ
れ
に
対
し
て
、「
過
去
」
と
見
た
場
合
は
、
二
条
派
流
の
解
釈
に

見
た
よ
う
に
、「
春
の
夕
こ
そ
ま
さ
り
ぬ
れ
」
と
い
う
自
身
の
感
想
を

背
景
に
し
て
「
古
人
」
の
「
認
識
」
を
疑
っ
た
、
現
在
と
截
然
と
切

れ
た
過
去
の
典
型
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

筆
者
に
論
じ
る
資
格
は
な
い
が
、解
釈
し
て
み
た
感
想
を
述
べ
る
。

「
驚
嘆
」
の
解
釈
に
は
新
し
い
美
の
出
現
に
動
揺
す
る
近
代
的
な
繊

細
な
詩
人
の
姿
が
、「
過
去
」
の
解
釈
に
は
自
分
の
見
出
し
た
美
の
前

で
「
古
人
」
の
美
意
識
に
疑
問
を
呈
す
る
、
現
在
の
景
勝
と
受
け
継

が
れ
た
美
意
識
と
い
う
時
空
の
結
節
点
に
悠
然
と
立
つ
古
典
的
な
詩

人
の
姿
が
、
見
え
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

感
想
は
と
も
か
く
、
次
章
で
は
、
今
川
氏
真
が
「
驚
嘆
」
と
「
過

去
」、
表
現
と
し
て
「
現
在
完
了
」
と
「
過
去
」
の
い
ず
れ
を
取
っ
た

と
見
ら
れ
る
か
、
検
討
す
る
。

五
、
今
川
氏
真
の
述
懐

前
章
で
、
今
川
氏
真
が
表
現
お
よ
び
一
首
の
構
造
ま
で
定
型
の
よ

う
に
模
倣
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
『
新
古
今
和
歌
集
』
三
六
番
歌
の

「
け
む
」
が
、「
驚
嘆
」
と
「
過
去
」
の
両
様
の
解
釈
を
取
り
う
る
こ

と
、そ
し
て
、今
川
氏
真
と
同
時
代
性
も
あ
る
二
条
派
の
解
釈
が「
過

去
」
を
採
用
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
章
で
は
、

今
川
氏
真
は
果
た
し
て
い
ず
れ
の
解
を
以
て
自
ら
の
詠
作
を
行
っ
て

い
た
の
か
、
検
討
す
る
。

今
川
氏
真
の
詠
作
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
動
作
主
を
詠
者
自
身
と

し
て
い
る
と
解
釈
出
来
る
こ
と
か
ら
、
前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
Presentperfect」
の
性
質
の
色
濃
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

２
の
例
で
言
え
ば
、「
百
花
の
色
香
も
こ
ゝ
に
籠
れ
る
」
こ
と
を
発

見
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
菊
の
籬
と
」
は
現
在
は
思
え
な
く
な
っ
て
い

る
状
態
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
菊
の
籬
と
何
思
ひ
け

む
」（
ど
う
し
て
（
私
は
）
菊
の
籬
だ
と
思
っ
（
て
い
）
た
の
だ
ろ
う
）

と
、
動
作
の
原
因
・
理
由
を
疑
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
例
の

場
合
、「
こ
ゝ
」
と
い
う
指
示
詞
、
そ
し
て
「
籠
れ
る
」
と
い
う
存
続

の
助
動
詞
が
示
す
よ
う
に
、「
菊
の
籬
と
思
う
」
動
作
が
過
去
の
も
の

と
な
る
こ
と
を
導
い
た
経
験
に
現
在
性
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、「
菊
の
籬
と
思
う
」
動
作
の
過
去
と
な
っ
た
時
点
も
、
現
在
性
の

強
い
、ご
く
近
い
も
の
で
あ
る
。
詠
歌
表
現
の
現
在
と
、「
菊
の
籬
と
」

思
っ
て
い
た
行
為
が
完
結
し
た
時
点
と
は
、極
め
て
近
接
し
て
い
る
。

３
は
、「
住
あ
ら
し
つ
」
と
完
了
の
助
動
詞
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ

だ
け
で
も
、
引
用
の
心
内
文
に
「
Presentperfect」
的
な
も
の
が
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漂
う
こ
と
に
な
る
。

６
の
題
は
「
昨
日
う
す
雪
の
う
へ
に
夜
の
間
に
又
ふ
れ
る
」
で
あ

る
。
そ
れ
を
見
て
い
る
自
身
が
、「
問
へ
か
し
と
何
お
も
ひ
け
ん
」
と

疑
っ
て
い
る
構
造
と
な
り
、「
お
も
」
っ
て
い
た
の
は
歌
人
自
身
に
な

ろ
う
。

い
ず
れ
も
、
動
詞
の
動
作
主
は
詠
者
自
身
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
、「
驚
嘆
」
の
「
け
む
」
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
誤

り
で
は
な
い
が
、
前
章
で
見
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
三
六
番
歌
の
二

条
派
流
解
法
と
は
異
な
る
表
現
で
あ
る
。
二
条
派
流
と
は
異
な
る
解

釈
を
以
て
こ
の
歌
に
臨
ん
で
い
た
こ
と
が
見
え
る
。

今
川
氏
真
の
学
ん
だ
冷
泉
家
は
、
新
古
今
調
に
対
す
る
理
解
も
深

か
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
冷
泉
流
の
歌
学
か
ら
発
し
て
い
る
可
能
性

も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
は
思
っ
て
い
る
。

「
過
去
」
と
す
る
手
続
き
の
一
つ
と
し
て
は
、
前
章
に
引
い
た
東
常

縁
式
の
「
古
人
」
を
導
入
す
る
方
法
が
あ
る
が
、
そ
の
方
法
が
有
効

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
１
で
あ
る
。
１
に
つ
い
て
は
、「
行
年

の
置
物
と
」「
老
の
姿
」
を
思
う
も
の
と
い
う
通
念
は
あ
り
そ
う
に
も

思
え
る
。
ま
た
、
４
に
も
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
見
て
い
る
と
、
い
ず
れ
も
即
事
的
な
、
述
懐
的

な
趣
が
強
い
歌
で
あ
り
、「
思
」
っ
た
り
、「
な
ら
」
っ
た
り
し
て
い

た
の
は
、
い
ず
れ
も
歌
人
自
身
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
前

章
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
の
構
造
的
に
、
自
分
の
こ
と
を
疑
う
と
、

「
驚
嘆
」「
現
在
完
了
」
の
色
彩
が
強
く
な
る
。

い
ず
れ
も
推
量
の
内
容
を
示
す
句
の
中
に
、
何
ら
か
の
故
事
典
拠

が
あ
れ
ば
、
一
転
し
て
二
条
派
流
の
解
釈
と
一
致
し
た
も
の
と
な
る

が
、
筆
者
に
学
が
無
い
の
で
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
判
ら
な
い
。

六
、
お
わ
り
に

「
け
む
」の
意
味
と
さ
れ
る「
過
去
推
量
」の
推
量
が
、ど
う
も「
過

去
推
量
」
と
称
す
べ
き
も
の
と
「
驚
嘆
」
と
称
す
べ
き
も
の
と
に
分

か
れ
る
よ
う
な
の
で
、本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
す
る
時
間
を「
過

去
」
と
「
現
在
完
了
」
と
に
分
け
て
所
属
さ
せ
、『
新
古
今
和
歌
集
』

三
六
番
歌
お
よ
び
類
似
の
表
現
形
式
を
持
つ
今
川
氏
真
の
詠
作
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
。
結
果
と
し
て
、
筆
者
と
し
て
は
有
効
で
あ
っ

た
よ
う
だ
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
の
扱
っ
た
範
囲
で
は
、「
け
む
」
は

「
過
去
」
と
「
現
在
完
了
」
を
表
現
対
象
と
す
る
助
動
詞
で
あ
る
と
考

え
る
。

そ
し
て
、
今
川
氏
真
の
詠
作
で
は
、「
現
在
完
了
」
的
な
表
現
が
専
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用
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
三
六
番
歌
を
そ
の
よ
う

に
解
釈
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
他
の
「
け
む
」
の
用
例
に
つ
い
て
も
、

今
後
考
え
て
み
た
い
。

【
注
】

用
例
の
傍
線
等
装
飾
は
私
に
施
し
た
。
引
用
文
の
字
体
を
一
部
改
め

た
。
引
用
文
の
傍
線
等
装
飾
は
本
文
マ
マ
。

【
引
用
文
献
一
覧
】

（
筆
頭
編
著
者
氏
名
の
五
十
音
順
お
よ
び
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
で
排
列
し

た
）

一
、
井
上
宗
雄
編
著
『
中
世
和
歌

資
料
と
論
考
』（
明
治
書
院
、
平
成
四

年
一
〇
月
）

二
、
大
久
保
正
担
当
編
集
『
本
居
宣
長
全
集

第
三
巻
』（
筑
摩
書
房
、
昭

和
四
四
年
一
月
）

三
、観
泉
寺
史
編
纂
刊
行
委
員
会
編『
今
川
氏
と
観
泉
寺
』（
吉
川
弘
文
館
、

昭
和
四
九
年
一
一
月
）

四
、
北
村
季
吟
原
著
『
北
村
季
吟
古
註
釈
集
成

八
代
集
抄
十
三

新

37

古
今
集
上
』（
新
典
社
、
昭
和
五
五
年
四
月
）

五
、
新
古
今
集
古
注
集
成
の
会
編
『
新
古
今
集
古
注
集
成

中
世
古
注
編

』（
笠
間
書
院
、
平
成
九
年
二
月
）

1

六
、
新
古
今
集
古
注
集
成
の
会
編
『
新
古
今
集
古
注
集
成

近
世
旧
注
編

』（
笠
間
書
院
、
平
成
一
〇
年
二
月
）

1

七
、「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観

第
一
巻

勅

撰
集
編

歌
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
八
年
二
月
）

八
、
田
中
裕
・
赤
瀬
信
吾
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

新
古
今
和

11

歌
集
』（
岩
波
書
店
、
平
成
四
年
一
月
）

九
、
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』（
文
学
社
、
昭
和
一
一
年
九
月
。
白
帝

社
、
昭
和
三
六
年
一
月
追
補
版
）

一
〇
、
松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』

（
文
学
社
、
昭
和
一
八
年
二
月
）

一
一
、
山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、

平
成
一
三
年
三
月
）

一
二
、
和
田
明
美
『
古
代
日
本
語
の
助
動
詞
の
研
究
―
「
む
」
の
系
統
を
中

心
と
す
る
―
』（
風
間
書
房
、
平
成
六
年
一
二
月
）

一
三
、
Eastw
ood,John
(2008)
O
xford
Learner's
PocketG
ram
-

m
ar,O
xford
:O
xford
U
niversity
Press

一
四
、
M
urphy,Raym
ond
(1985)
E
nglish
G
ram
m
ar
in
U
se,
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Cam
bridge,
Cam
bridge
U
niversity
Press
;
Cam
bridge,

Cam
bridge
U
niversity
Press,2012.

一
五
、
T
rask,Robert
Law
rence
(1993)
A
D
ictionary
ofG
ram
-

m
aticalT
erm
s
in
Linguistics,London
:Routledge

【
初
校
時
附
記
】

本
稿
で
論
じ
る
に
あ
た
り
「
２
」
と
し
て
示
し
た
歌
の
上
句
「
百
花
の

色
香
も
こ
ゝ
に
籠
れ
る
を
」
の
背
景
に
つ
い
て
、
投
稿
後
気
付
い
た
と
こ

ろ
を
こ
こ
に
報
告
し
て
お
く
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
「
菊
」
を
題
と
し
て
収

め
る
以
下
の
元
稹
詩
摘
句
で
あ
る（
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編『
冷

泉
家
時
雨
亭
叢
書

第
四
六
巻

和
漢
朗
詠
集

和
漢
兼
作
集

尚
歯
会

和
歌
』〈
朝
日
新
聞
社
、
平
成
一
七
年
四
月
〉
所
収
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵

安
貞
二
年
写
本
影
印
を
使
用
し
た
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
本
稿
の
「
ア
」
部
の

名
称
と
し
て
は
「
実
景
」
と
は
別
の
総
称
が
必
要
に
な
る
。

不
是
花
中
偏
愛
菊
此
花
開
後
更
無
花
元
（
巻
上
〈
四
六
ウ
・
四
七
オ
〉。

一
〇
二
頁
・
一
〇
三
頁
）

底
本
に
黒
お
よ
び
朱
で
付
さ
れ
た
片
仮
名
傍
書
に
よ
り
付
訓
す
る
と
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

是
れ
花
の
中
に
偏
に
菊
を
愛
す
る
に
不
。
此
の
花
開
て
後
ち
更
に
花

無
れ
ば
な
り
。

こ
の
摘
句
が
典
拠
か
と
思
わ
れ
る
も
の
は
多
く
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
管
見

に
及
ん
だ
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
例
を
示
し
て
お
く
。

い
ま
よ
り
は
又
さ
く
花
も
な
き
も
の
を
い
た
く
な
お
き
そ
菊
の
上
の

露
（
五
〇
九
番
歌
。
引
用
文
献
七
、
二
二
六
頁
）

「
２
」
の
歌
に
こ
の
よ
う
な
典
拠
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
「
何
思
ひ

け
む
」
の
引
用
句
に
つ
い
て
の
典
拠
で
は
な
い
。
ひ
と
ま
ず
は
本
稿
の
見

方
を
覆
す
も
の
で
は
な
い
が
、『
新
古
今
和
歌
集
』
三
六
番
歌
と
今
川
氏
真

詠
と
の
構
成
の
相
違
も
認
め
ら
れ
る
。
研
究
の
将
来
性
に
富
み
、
自
分
た

ち
こ
そ
が
学
問
そ
の
も
の
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
る
研
究
者
様
に
は
そ
も
そ

も
取
る
に
足
り
ぬ
話
だ
ろ
う
が
、
無
能
の
穀
潰
し
に
は
物
珍
し
い
の
で
記

録
し
て
お
く
。
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