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本
稿
で
は
、
中
古
以
降
に
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の

間
で
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
先
行
研

究
で
は
活
用
型
に
揺
れ
が
生
じ
た
積
極
的
な
理
由
が
い
く
つ

か
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
理
由
が
考
え
ら
れ
る
に

し
て
は
、
活
用
型
が
転
じ
た
動
詞
と
い
う
の
は
少
な
い
。
そ

こ
で
、
活
用
型
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
に
四
段
活
用
に
は

少
な
い
タ
行
動
詞
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
、

四
段
活
用
ら
し
さ
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
活
用
型
の

揺
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

ま
た
、
中
世
に
お
い
て
四
段
活
用
で
は
な
く
上
二
段
活
用

と
し
て
新
た
に
成
立
し
た
動
詞
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
バ
行

動
詞
・
ダ
行
動
詞
・
タ
行
動
詞
の
み
で
あ
っ
た
。
バ
行
動
詞

は
上
代
よ
り
上
二
段
活
用
に
特
徴
的
に
多
く
見
ら
れ
、
ダ
行

動
詞
は
四
段
活
用
に
は
一
語
も
存
在
し
な
い
。
タ
行
動
詞
は

こ
れ
ら
に
準
ず
る
存
在
と
い
え
、
四
段
活
用
よ
り
上
二
段
活

用
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

一
、
は
じ
め
に

二
、
活
用
型
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞

三
、
活
用
型
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
の
形
態
上
の
傾
向

四
、
中
世
に
新
た
に
成
立
し
た
上
二
段
動
詞
の
形
態

五
、
お
わ
り
に
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一
、
は
じ
め
に

　

稿
者
は
岡
村
（
二
〇
一
九
）
に
お
い
て
、
上
代
に
お
け
る
自
他
対

応
と
動
詞
の
活
用
型
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
稿
の
前
提

と
な
る
議
論
で
あ
る
た
め
、
以
下
そ
の
概
略
を
記
す
。

　

上
二
段
活
用
に
属
す
る
動
詞
の
多
く
は
自
動
詞
で
あ
り
、
非
活
動

的
・
自
然
生
起
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
が
多
い
と
い
わ
れ
る
（
川

端
善
明 

一
九
七
九
、
阿
部
健
二 
一
九
八
三
、
木
田
章
義 

一
九
八
八

等
参
照
）。
一
方
、
上
代
に
見
ら
れ
る
自
他
対
応
に
関
わ
る
動
詞
と

い
え
ば
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
、
そ
の
活
用
型
は
ほ
と
ん
ど
が
四
段

活
用
か
下
二
段
活
用
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
上
が
自
動
詞
、
下
が
他
動

詞
）。タ

ツ
〔
立
、
四
段
〕	

―
タ
ツ
〔
下
二
段
〕

キ
ル
〔
切
、
下
二
段
〕	

―
キ
ル
〔
四
段
〕

ナ
ル
〔
成
、
四
段
〕	

―
ナ
ス
〔
四
段
〕

タ
ユ
〔
絶
、
下
二
段
〕	

―
タ
ツ
〔
四
段
〕

ア
ル
〔
荒
、
下
二
段
〕	

―
ア
ラ
ス
〔
四
段
〕

マ
ガ
ル
〔
曲
、
四
段
〕	

―
マ
グ
〔
下
二
段
〕

中
に
は
、
オ
ク
〔
起
、
上
二
段
自
動
詞
〕
―
オ
コ
ス
〔
四
段
他
動

詞
〕、
ツ
ク
〔
尽
、
上
二
段
自
動
詞
〕
―
ツ
ク
ス
〔
四
段
他
動
詞
〕

の
よ
う
に
上
二
段
動
詞
が
関
わ
る
自
他
対
応
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
釘

貫
亨
（
一
九
九
六
）
で
第
Ⅲ
群
と
呼
ば
れ
る
自
他
対
応
、
す
な
わ
ち
、

元
と
な
る
動
詞
の
語
尾
に
ル
な
い
し
ス
を
付
加
す
る
こ
と
で
新
た
な

自
動
詞
／
他
動
詞
を
造
り
出
す
形
式
に
し
か
見
ら
れ
な
い（
１
）。

し
か
も
、

上
二
段
動
詞
は
そ
の
第
Ⅲ
群
形
式
の
派
生
元
と
し
て
、
僅
か
六
語

（
フ
〔
乾
〕、
オ
ク
〔
起
〕、
オ
フ
〔
生
〕、
ス
グ
〔
過
〕、
ツ
ク
〔
尽
〕、

ホ
ロ
ブ
〔
滅
〕）
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　

所
属
動
詞
の
ほ
と
ん
ど
が
自
動
詞
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
上
二
段

活
用
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
か
そ
の
特
徴
は
活
か
さ
れ
ず
、

上
二
段
動
詞
は
自
他
対
応
に
ほ
と
ん
ど
関
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
岡
村
（
二
〇
一
九
）
で
は
、
四
段
動
詞
連
用
形
と

上
二
段
動
詞
連
用
形
の
形
態
に
着
目
し
た
。
動
詞
の
活
用
形
の
う
ち
、

最
も
頻
用
さ
れ
る
の
は
連
用
形
で
あ
る
。
そ
し
て
上
代
に
お
け
る
四

段
動
詞
連
用
形
と
上
二
段
動
詞
連
用
形
の
活
用
語
尾
で
は
、
上
代
特

殊
仮
名
遣
い
で
い
う
と
こ
ろ
の
甲
類
と
乙
類
の
違
い
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。
例
え
ば
四
段
動
詞
サ
ク
〔
咲
〕
の
連
用
形
サ
キ
の
キ
は
甲
類

の
仮
名
で
書
か
れ
、
上
二
段
動
詞
ツ
ク
〔
尽
〕
の
連
用
形
ツ
キ
の
キ

は
乙
類
の
仮
名
で
書
か
れ
た
。
た
だ
し
、
上
代
の
和
歌
を
見
る
と
、

上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
甲
乙
の
異
な
り
を
問
わ
ず
に
掛
詞
が
成
り

立
っ
て
い
る
例
が
複
数
見
ら
れ
る
（
蜂
矢
真
郷 

二
〇
〇
七
参
照
）。

こ
う
し
た
掛
詞
が
成
立
し
た
の
は
、
甲
類
の
音
と
乙
類
の
音
と
が
近

い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
も
頻

用
さ
れ
る
連
用
形
の
活
用
語
尾
が
四
段
動
詞
と
上
二
段
動
詞
と
で
類

似
し
た
音
で
あ
っ
た
た
め
に
、
自
他
の
対
応
を
示
す
に
は
相
応
し
く
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な
く
、
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
で
自
他
対
応
を
担
う
こ
と
が
適

わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

　

以
上
が
岡
村
（
二
〇
一
九
）
の
概
略
で
あ
る
。
そ
し
て
平
安
時
代

に
な
る
と
、
イ
段
音
に
関
わ
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
書
き
分
け
は

完
全
に
失
わ
れ
、
四
段
動
詞
連
用
形
と
上
二
段
動
詞
連
用
形
の
活
用

語
尾
は
い
ず
れ
の
行
に
お
い
て
も
同
形
と
な
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
例

で
い
う
と
、
サ
キ
〔
咲
〕
の
キ
と
ツ
キ
〔
尽
〕
の
キ
と
が
同
じ
音
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
連
用
形
の
活
用
語
尾
が

同
形
と
な
っ
た
四
段
動
詞
と
上
二
段
動
詞
が
中
古
以
降
い
か
な
る
関

係
に
あ
っ
た
か
を
本
稿
で
は
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
活
用
型
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞

　

中
古
以
降
の
上
二
段
動
詞
に
は
、
元
は
四
段
活
用
で
あ
っ
た
動
詞

が
上
二
段
化
し
た
例
が
複
数
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
オ
ブ
〔
帯
〕
や
モ

ミ
ツ
〔
紅
葉
〕
と
い
っ
た
動
詞
が
そ
れ
で
あ
る
。
⑴
と
⑶
は
そ
れ
ぞ

れ
の
四
段
活
用
の
例
、
⑵
と
⑷
は
そ
れ
ぞ
れ
の
上
二
段
活
用
の
例
で

あ
る
。
⑴
の
「
帯
び
」
は
ビ
が
甲
類
の
仮
名
で
あ
る
「
婢
」
字
で
書

か
れ
て
い
る
た
め
、
四
段
活
用
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。⑴ 

針
袋　

帯
び
続
け
な
が
ら
（
應
婢
都
々
気
奈
我
良
）　

里
ご

と
に　

照
ら
さ
ひ
あ
る
け
ど　

人
も
咎
め
ず

	

（
万
葉
集
・
一
八
・
四
一
三
〇
）

⑵ 

其
（
の
）
左
ノ
手
ヲ
帯ヲ

ブ
レ
バ
兵ヘ
イ

ヲ
避サ

ル
。

	

（
高
山
寺
本
三
教
指
帰
・
一
七
オ
）

⑶ 

子
持
山　

若
か
へ
る
て
の　

も
み
つ
ま
で
（
毛
美
都
麻
弖
）　

寝
も
と
我
は
思
ふ　

汝
は
あ
ど
か
思
ふ　

	

（
万
葉
集
・
一
四
・
三
四
九
四
）

⑷ 

し
ぐ
れ
つ
つ　

も
み
づ
る
よ
り
も　

言
の
葉
の　

心
の
秋
に　

あ
ふ
ぞ
わ
び
し
き	

（
古
今
集
・
一
五
・
八
二
〇
）

　

そ
れ
と
は
逆
に
、
元
は
上
二
段
活
用
で
あ
っ
た
動
詞
が
四
段
化
し

た
例
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
ヨ
ク
〔
避
〕
や
ナ
グ
〔
和
〕
と
い
っ
た

動
詞
が
そ
れ
で
あ
る
。
⑸
と
⑺
は
そ
れ
ぞ
れ
の
上
二
段
活
用
の
例

（
⑸
は
「
避
き
」
の
キ
が
乙
類
の
仮
名
「
奇
」
で
書
か
れ
て
い
る
）、

⑹
と
⑻
は
そ
れ
ぞ
れ
の
四
段
活
用
の
例
で
あ
る
。

⑸ 

神
の
崎　

荒
磯
も
見
え
ず　

波
立
ち
ぬ　

い
づ
く
ゆ
行
か
む　

避
き
道
は
な
し
に
（
与
奇
道
者
無
荷
）

	

（
万
葉
集
・
七
・
一
二
二
六
）

⑹ 

「
日
ご
ろ
す
こ
し
お
こ
た
る
さ
ま
な
り
つ
る
心
地
の
、
に
は

か
に
い
と
い
た
う
苦
し
げ
に
は
べ
る
を
、
え
引
き
避
か
で
な

む
」
…	

（
源
氏
物
語
・
葵
）

⑺ 
相
見
て
ば　

し
ま
し
く
恋
は　

和
ぎ
む
か
と
（
奈
木
六
香

登
）　

思
へ
ど
い
よ
よ　

恋
増
さ
り
け
り　

	

（
万
葉
集
・
四
・
七
五
三
）

⑻ 

身
の
う
み
の　

思
ひ
な
ぐ
間
は　

今
宵
か
な　

う
ら
に
立
つ
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浪　

う
ち
忘
れ
つ
つ	

（
平
中
物
語
）

　

動
詞
の
活
用
型
が
変
わ
る
と
き
、
例
え
ば
四
段
他
動
詞
キ
ル
〔
切
〕

が
下
二
段
化
す
れ
ば
自
動
詞
に
な
り
、
四
段
自
動
詞
ナ
ラ
ブ
〔
並
〕

が
下
二
段
化
す
れ
ば
他
動
詞
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
意
味
が
変
化

す
る
こ
と
が
多
い
（
釘
貫 

一
九
九
六
で
第
Ⅰ
群
形
式
と
呼
ば
れ
る

自
他
対
応（
２
））。
一
方
、
右
で
見
た
オ
ブ
や
ナ
グ
な
ど
の
動
詞
は
、
活

用
型
を
転
じ
て
も
意
味
上
の
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
で
は
何
故
こ
れ

ら
の
動
詞
は
、
四
段
活
用
か
ら
上
二
段
活
用
へ
、
あ
る
い
は
上
二
段

活
用
か
ら
四
段
活
用
へ
と
活
用
型
を
転
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研

究
に
お
け
る
指
摘
を
見
て
み
よ
う
。

　

四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
で
揺
れ
が
見
ら
れ
る
バ
行
動
詞
（
タ

フ
ト
ブ
〔
尊
〕
や
マ
ナ
ブ
〔
学
〕
等
）
に
つ
い
て
山
口
佳
紀
（
一
九

八
二
）
は
、
ニ
ク
ム
〔
憎
〕
や
ヲ
シ
ム
〔
惜
〕
と
い
っ
た
マ
行
四
段

動
詞
の
存
在
に
触
れ
た
上
で
、「
形
容
詞
語
幹
に
接
辞
ム
の
つ
い
た

こ
れ
ら
と
、
タ
フ
ト
ブ
（
尊
）・
ウ
レ
シ
ブ
（
嬉
）・
カ
ナ
シ
ブ
（
悲
）

な
ど
と
を
比
較
す
る
と
、
接
辞
ム
（
四
段
）
と
接
辞
ブ
（
上
二
段
）

と
の
機
能
の
近
さ
が
分
る
。
上
代
以
来
、
マ
行
音
と
バ
行
音
と
が
交

替
す
る
例
は
少
な
く
な
い
か
ら
、
甲
乙
の
別
が
失
わ
れ
る
と
、
上
二

段
連
用
形
～
ビ
と
四
段
連
用
形
～
ミ
と
は
、
ま
す
ま
す
近
い
も
の
に

感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
バ
行
上
二
段
が

四
段
活
用
を
始
め
る
契
機
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
モ
ミ
ツ
や
ナ
グ
と
い
っ
た
バ
行
以
外
の
動
詞
に
つ
い
て
は

「
個
別
の
事
情
が
あ
り
、
一
括
し
て
論
じ
に
く
い
」
と
す
る
。
後
に

ま
た
確
認
す
る
が
、
確
か
に
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
で
揺
れ
が

見
ら
れ
る
動
詞
の
中
に
は
バ
行
動
詞
が
多
い
。
活
用
型
の
揺
れ
に
語

尾
が
ブ
で
あ
る
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

　

川
端
（
一
九
八
二
）
は
「
四
段
か
ら
上
二
段
へ
の
弱
活
用
化
に
は
、

恐
ら
く
そ
の
連
用
形
音
形
態
の
保
存
か
、
そ
の
終
止
形
音
形
態
の
靡

に
よ
る
被
覆
（
靡
の
膠
着
）
か
が
、
現
実
的
な

0

0

0

0

出
発
点
に
な
る
で
あ

ろ
う
。「
紅
葉
つ
」
や
「
帯
ぶ
」
に
と
っ
て
は
多
分
、
連
用
形
の
保

存
が
弱
活
用
化
の
出
発
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」（
傍
点
は
原
文
）

と
す
る
。
し
か
し
、「
恐
ら
く
か
か
る
上
二
段
化
が
、
六
活
用
形
の

す
べ
て
を
同
等
に
満
た
す
も
の
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
る
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
こ
れ
ら
の
動
詞
は
限
ら
れ
た
活
用
形
に

お
い
て
活
用
型
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
動
詞
と

し
て
完
全
に
活
用
型
を
変
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
上
二
段
活
用
の
四
段
化
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
り
、「
強
活
用
化
の
徴
候

0

0

は
現
実
と
し
て
、
未
然
形
乃

至
連
体
形
の
形
成
に
ま
ず
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
否
定
と

か
希
望
と
か
の
特
定
述
語
形
の
或
る
現
実
を
通
じ
て
、
四
段
未
然
形

の
形
態
の
分
析
が
辿
ら
れ
る
と
か
、
連
体
装
定
の
現
に
装
定
し
て
い

る
或
る
現
象
の
中
に
、
靡
の
脱
落
が
発
見
さ
れ
て
、
四
段
連
体
形
形

態
の
分
析
が
辿
ら
れ
る
と
か
の
、
い
わ
ば
状
況
の
具
体
が
あ
る
で
あ
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ろ
う
」（
傍
点
は
原
文
）
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
主
張
の
う
ち
、
四
段

活
用
の
上
二
段
化
に
お
い
て
そ
の
契
機
が
「
連
用
形
音
形
態
の
保

存
」
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
点
は
、
モ
ミ
ヂ
や
オ
ビ
と
い
っ
た
名

詞
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
諒
解
し
や
す
い（
３
）。

　

阿
部
（
一
九
八
三
）
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
自
動
詞
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
上
二
段
動
詞
の
意
味
に
着
目
し
、
四
段
動
詞
の
上
二
段
化
と

上
二
段
動
詞
の
四
段
化
の
統
一
的
な
説
明
を
試
み
る
。
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、「
古
代
語
上
二
段
型
活
用
は
、
本
来
、
静
的
な
意
味
で
ま
と

め
ら
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
全
体
に
そ
う
い
う
方
向
で
語
の

出
入
り
が
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
上
二
段
か
ら

転
出
し
た
も
の
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
作
用
、
乃
至
は
心
理
語
で
あ
り
、

転
入
し
た
も
の
は
、
意
味
的
に
静
的
な
も
の
で
あ
る
。
心
理
語
が
転

出
し
た
の
は
、
心
理
に
対
す
る
把
握
の
仕
方
に
変
化
が
お
こ
っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
」
と
考
察
し
て
い
る
。

　

以
上
確
認
し
て
き
た
先
行
研
究
の
い
ず
れ
の
指
摘
も
妥
当
性
を
有

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
か
の
指
摘
が
正
し
く
て
い
ず
れ
か

の
指
摘
が
誤
り
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
指
摘
の
う
ち
複

数
、
あ
る
い
は
全
て
の
事
情
が
関
係
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

よ
う
。

　

し
か
し
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
指
摘
だ
け
で
は
解
消
さ
れ
な
い
問
題

点
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
揺
れ
が

見
ら
れ
る
動
詞
が
何
故
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
か
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
の
動
詞
に
活
用
型
の
揺
れ
が
見
ら
れ
た
の
か

は
後
に
詳
し
く
見
る
が
、
例
え
ば
四
段
動
詞
の
上
二
段
化
に
「
連
用

形
音
形
態
の
保
存
」
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
や
「
静
的
な
意
味
で
ま
と

め
ら
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
」
が
強
く
あ
る
な
ら
ば
、
四
段
動
詞
の
上

二
段
化
が
も
っ
と
活
発
に
起
こ
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。

　

「
連
用
形
音
形
態
の
保
存
」
に
関
連
す
る
例
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば

マ
フ
〔
舞
〕
や
ヒ
カ
ル
〔
光
〕
と
い
っ
た
動
詞
は
、
以
下
の
よ
う
に

そ
の
連
用
形
が
名
詞
と
し
て
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑼ 

呉あ
ぐ
ら
ゐ

床
居
の　

神
の
御
手
も
ち　

弾
く
琴
に　

舞
ひ
す
る
女

（
麻
比
須
流
袁
美
那
）　

常
世
に
も
か
も	

（
記
歌
謡
・
九
六
）

⑽ 

赤
玉
の　

光
は
あ
り
と
（
比
訶
利
播
阿
利
登
）　

人
は
言
へ

ど　

君
が
装
し　

貴
く
あ
り
け
り	

（
紀
歌
謡
・
六
）

ま
た
、「
静
的
な
意
味
」
に
関
連
す
る
例
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
チ
ル

〔
散
〕
や
カ
ワ
ク
〔
乾
〕
と
い
っ
た
動
詞
は
、
オ
ツ
〔
落
〕
や
フ

〔
干
〕
と
い
っ
た
上
二
段
動
詞
が
あ
る
よ
う
に
、
意
味
上
は
上
二
段

活
用
で
あ
っ
て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
動

詞
は
い
ず
れ
も
四
段
活
用
に
留
ま
り
、
上
二
段
化
し
た
例
は
確
認
さ

れ
な
い
。
こ
れ
は
単
に
、
四
段
活
用
に
は
所
属
語
数
が
極
め
て
多
く

上
二
段
活
用
の
所
属
語
数
は
少
な
い
と
い
っ
た
量
的
な
要
因
で
上
二

段
化
が
活
発
に
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
他
の
可
能
性
が
な
い
か
を
検
討
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
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三
、
活
用
型
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
の
形
態
上
の
傾
向

　

中
古
以
降
に
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
に
見
ら
れ
る
活
用

型
の
揺
れ
の
原
因
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
指
摘
を
確
認
し
た
。
し

か
し
、
先
行
研
究
の
指
摘
し
た
原
因
が
そ
の
ま
ま
正
し
い
な
ら
ば
、

活
用
型
の
揺
れ
は
よ
り
多
く
の
動
詞
に
見
ら
れ
そ
う
に
思
う
。
そ
こ

で
本
節
で
は
、
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
の
揺
れ
が
見
ら

れ
る
動
詞
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
揺
れ
が
生
じ
た
動
詞
に
何
か
こ
れ

ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
傾
向
が
な
い
か
を
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
、『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
以
下
『
日
国
』
と
呼
ぶ
）

の
記
述
を
参
考
に
し
て
、
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
活
用

型
が
揺
れ
た
り
転
じ
た
り
し
た
動
詞
を
ま
と
め
て
み
た
。
そ
れ
が
表

１
で
あ
る
。

動詞 上二初出 四段初出

アハレブ〔憐〕 大鏡12 西大寺本不空羂索神呪心経11

イク〔生〕 今昔物語集12 万葉集８

イサブ〔叱〕 松田氏蔵四分律行事鈔９ 石山寺本法華義疏11

イナブ〔辞〕 宇津保物語10 撰集抄13

ウラム〔恨〕 石山寺本大智度論９ 延慶本平家物語14

オソル〔恐〕 東大寺蔵地蔵十輪経９ 西大寺本不空羂索神呪心経11

オブ〔帯〕 高山寺本三教指帰11 日本書紀８

カナシブ〔悲〕 万葉集８ 古今集10

カル〔借〕 運歩色葉集16 万葉集８

シフ〔癈〕 聖語蔵本成実論９ 万葉集８

シノブ〔忍〕 万葉集８ 平中物語10

シノブ〔偲〕 源氏物語11 古事記８

シム〔染〕 蜻蛉日記10 万葉集８

スサブ〔荒〕 万葉集８ 石山寺本成唯識論11

ソホツ〔濡〕 蜻蛉日記10 源氏物語11

タフトブ〔尊〕 続日本紀８ 大東急本大日経義釈11

タフトム〔尊〕 観智院本三宝絵10 万葉集８

ナグ〔和〕 万葉集８ 平中物語10

ネグ〔労〕 古事記８ 曽丹集11

ヒツ〔漬〕 蜻蛉日記10 万葉集８

ホコロブ〔綻〕 源氏物語11 順集10

ホロブ〔滅〕 東大寺本大般若涅槃経11 石山寺本大唐西域記12

マナブ〔学〕 西大寺本金光明最勝王経９ 高野山大学図書館蔵蘇悉地羯羅経11

マネブ〔学〕 梁塵秘抄12 東大寺諷誦文稿９

ミツ〔満〕 徒然草14 万葉集８

ムツブ〔睦〕 源氏物語11 日蓮遺文13

モミツ〔紅葉〕 古今集10 万葉集８

モル〔漏〕 天理図書館本南海寄帰内法伝11 源氏物語11

ヨク〔避〕 万葉集８ 歌仙本貫之集10

ヨロコブ〔喜〕 続日本紀８ 興聖寺本大唐西域記10

表
１
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こ
こ
に
掲
げ
る
動
詞
は
『
日
国
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
初
出
の
用
例

が
上
二
段
活
用
・
四
段
活
用
と
も
に
中
世
以
前
で
あ
る
も
の
に
限
り
、

イ
ヒ
ス
サ
ブ
〔
言
荒
〕
や
マ
チ
ヨ
ロ
コ
ブ
〔
待
喜
〕
の
よ
う
な
複
数

の
動
詞
が
連
続
し
た
も
の
は
除
い
た
。

　

な
お
、
一
口
に
上
二
段
動
詞
の
四
段
化
、
四
段
動
詞
の
上
二
段
化

と
い
っ
て
も
、
ミ
ツ
〔
満
〕
の
よ
う
に
近
世
や
近
現
代
に
至
る
ま
で

長
期
に
わ
た
っ
て
活
用
型
が
安
定
し
な
い
動
詞
も
あ
れ
ば
、
モ
ミ
ツ

〔
紅
葉
〕
の
よ
う
に
一
方
の
活
用
型
の
用
例
が
す
ぐ
に
見
ら
れ
な
く

な
る
動
詞
も
あ
る
。
ま
た
、
初
出
例
が
見
ら
れ
る
時
代
が
上
二
段
動

詞
と
四
段
動
詞
と
で
あ
ま
り
違
い
が
な
い
た
め
に
、
い
ず
れ
の
活
用

型
が
元
の
活
用
型
で
あ
っ
た
の
か
が
判
断
し
が
た
い
動
詞
も
あ
る
。

中
古
以
降
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
よ
る
連
用
形
活
用
語
尾
の
形
態

上
の
差
異
が
な
く
な
る
た
め
、
連
用
形
の
用
例
ば
か
り
見
ら
れ
て
い

ず
れ
の
活
用
型
と
し
て
の
用
例
で
あ
る
か
が
判
断
で
き
な
い
こ
と
も

多
い
。

　

四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
を
表

に
ま
と
め
る
際
に
は
こ
う
し
た
複
数
の
懸
念
点
が
あ
る
が
、
必
要
が

あ
れ
ば
適
宜
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
表
１
で
は

煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
、
動
詞
を
シ
ン
プ
ル
に
五
十
音
順
で
並
べ
た
。

ま
た
、
参
考
情
報
と
し
て
、『
日
国
』
で
示
さ
れ
て
い
る
初
出
の
資

料
名
と
そ
の
資
料
が
成
立
し
た
世
紀
を
併
せ
て
示
し
た
。
た
だ
し
、

『
日
国
』
に
初
出
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
用
例
が
い
ず
れ
の
活
用
型

か
不
明
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
身
で
調
べ
て
補
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
る（
４
）。

　

さ
て
、
表
１
に
掲
げ
た
動
詞
は
全
部
で
三
十
あ
る
。
こ
の
中
に
は

イ
ク
〔
生
〕
の
よ
う
に
個
別
の
事
情
に
よ
っ
て
活
用
が
転
じ
た
動
詞

も
含
ま
れ
る
が
（
櫻
井
光
昭 

一
九
七
七
参
照
）、
そ
の
他
に
全
体
を

通
し
て
の
傾
向
が
な
い
か
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

　

山
口
（
一
九
八
二
）
で
取
り
立
て
て
検
討
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
バ

行
動
詞
が
多
い
が
、
一
方
で
、
四
段
活
用
全
体
の
中
で
最
も
多
い
ラ

行
動
詞
が
表
１
に
は
多
く
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
表

１
の
動
詞
が
い
ず
れ
の
行
で
活
用
し
た
も
の
か
を
数
値
で
示
す
と
、

表
２
の
よ
う
に
な
る
（
サ
行
動
詞
は
上
二
段
活
用
に
な
く
、
ザ
行
、

ダ
行
、
ヤ
行
、
ワ
行
の
動
詞
は
四
段
活
用
に
な
く
、
ア
行
、
ナ
行
の

動
詞
は
い
ず
れ
に
も
な
い
た
め
、
省
略
す
る
）。

表
２カ

行

ガ
行

タ
行

ハ
行

バ
行

マ
行

ラ
行

２

２

４

１

15

３

３

　

ラ
行
動
詞
は
三
例
で
、
バ
行
を
除
く
他
の
行
の
例
と
比
べ
て
少
な

い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
四
段
活
用
に
お
け
る
ラ
行
動
詞

の
多
さ
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
少
な
い
と
い
え
よ
う
。
ラ
行

動
詞
の
三
例
の
う
ち
カ
ル
〔
借
〕
は
、
表
１
の
中
で
も
活
用
型
の
揺
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れ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
最
も
遅
い
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
は

ア
ク
〔
飽
〕
―
ア
キ
ル
や
タ
ル
〔
足
〕
―
タ
リ
ル
と
と
も
に
、
近
世

以
降
の
東
西
の
方
言
の
対
立
の
一
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
動
詞
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
世
ま
で
の
動
詞
を
集
め
た
表
１
の
中
で
は
異

質
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
例
外
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
後
に
下
二
段
化
す
る
モ
ル
〔
漏
〕
は
上
二
段
活
用
の
古
い

例
が
ご
く
僅
か
し
か
見
ら
れ
ず
、
辞
書
に
よ
り
扱
い
が
異
な
っ
て
い

る
。『
日
国
』
は
四
段
動
詞
モ
ル
と
は
別
に
上
二
段
動
詞
モ
リ
ル
を

立
項
し
、
左
の
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
例
と
『
好
色
万
金
丹
』
の
例

を
挙
げ
る
（『
好
色
万
金
丹
』
は
時
代
が
下
る
た
め
、
こ
こ
で
は
挙

例
を
省
く
）。

⑾ 

な
つ
ご
ろ
も　

う
す
き
心
と　

き
く
か
ら
に　

こ
と
の
は
さ

へ
や　

も
り
む
と
ぞ
お
も
ふ

	

（
古
今
六
帖
巻
五
・
服
飾
・
三
二
九
二
）

『
岩
波
古
語
辞
典 

補
訂
版
』
は
恐
ら
く
⑾
の
用
例
を
承
け
て
、
下

二
段
化
す
る
前
の
動
詞
モ
ル
を
専
ら
上
二
段
動
詞
と
し
て
扱
い
、
四

段
動
詞
と
し
て
の
モ
ル
に
は
言
及
し
て
い
な
い（
５
）。
し
か
し
山
口
（
一

九
八
二
）
は
、
続
国
歌
大
観
本
で
は
同
じ
箇
所
が
「
漏
れ
む
」
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
⑾
を
上
二
段
活
用
の
例
と
し
て
「
必
ず
し
も
確

実
で
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
、
下

二
段
化
す
る
前
の
動
詞
モ
ル
を
専
ら
四
段
動
詞
と
し
て
扱
う
。

　

一
方
、『
訓
点
語
彙
集
成
』
で
も
上
二
段
活
用
と
し
て
の
モ
ル
が

立
項
さ
れ
て
い
る
。
全
部
で
五
例
挙
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
四

例
は
、
東
大
寺
図
書
館
の
『
大
般
涅
槃
経
』
で
「
淋
漏
」
と
あ
る
本

文
に
仮
名
で
モ
リ
モ
ル
ヽ
と
付
さ
れ
た
例
を
二
例
挙
げ
て
い
る
。
二

例
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
リ
と
モ
ル
ヽ
を
全
て
上
二
段
活
用
と
捉
え
て
い
る

の
で
、
こ
れ
で
四
例
と
な
る
。
モ
リ
が
四
段
活
用
、
モ
ル
ル
が
下
二

段
活
用
と
い
っ
た
複
雑
な
例
で
な
い
限
り
、
上
二
段
活
用
の
例
だ
と

い
え
そ
う
で
あ
る（
６
）。
残
る
一
例
は
天
理
図
書
館
蔵
『
南
海
寄
帰
内
法

伝
』
巻
一
で
「
不
洩
」
を
「
洩モ

リ
不
る
は
」
と
訓
ん
だ
例
で
あ
る
。

こ
れ
は
古
代
に
お
け
る
上
二
段
活
用
モ
ル
の
確
か
な
例
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
上
二
段
動
詞
と
し
て
の
確
か
な
例
が
ご
く
僅
か

し
か
見
ら
れ
な
い
た
め
、
モ
ル
は
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間

で
揺
れ
が
あ
っ
た
動
詞
と
し
て
や
や
扱
い
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

残
る
ラ
行
動
詞
は
、
後
に
下
二
段
活
用
に
転
ず
る
オ
ソ
ル
〔
恐
〕

で
あ
る
。
オ
ソ
ル
は
表
１
に
は
上
二
段
動
詞
と
し
て
の
初
出
が
九
世

紀
、
四
段
動
詞
と
し
て
の
初
出
が
十
一
世
紀
と
あ
る
が
、
動
詞
オ
ソ

ル
と
見
ら
れ
る
用
例
自
体
は
よ
り
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
。

⑿ 

…
恐
み
受
け
賜
り
懼お

そ

り
（
懼
理
）
坐
す
事
を
衆
も
ろ
も
ろ

聞
き
食た
ま

へ

よ
と
宣
り
た
ま
ふ
。	

（
続
日
本
紀
・
五
詔
）

し
か
し
連
用
形
の
例
ば
か
り
で
、
い
ず
れ
の
活
用
型
と
し
て
の
用
例

で
あ
る
か
が
判
断
で
き
な
い
。
元
が
上
二
段
活
用
で
あ
っ
た
の
か
、

あ
る
い
は
四
段
活
用
で
あ
っ
た
の
か
も
判
然
と
し
な
い
。

　

四
段
動
詞
の
上
二
段
化
が
「
連
用
形
音
形
態
の
保
存
」
を
す
る
た
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め
や
「
静
的
な
意
味
で
ま
と
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
」
に
よ
っ
て

生
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
四
段
活
用
の
中
で
最
も
語
数
が
多
い
ラ
行
動

詞
が
関
わ
る
活
用
型
の
揺
れ
の
例
が
多
く
見
ら
れ
そ
う
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
行
動
詞

で
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
揺
れ
が
見
ら
れ
た
動
詞
は
非

常
に
少
な
い
。
上
二
段
活
用
・
四
段
活
用
間
の
揺
れ
に
は
、
他
の
要

因
も
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
こ
で
改
め
て
表
２
を
見
て
み
る
と
、
バ
行
動
詞
に
次
い
で
タ
行

動
詞
の
例
が
他
の
行
よ
り
僅
か
に
多
い
こ
と
に
気
が
付
く
。
タ
行
動

詞
で
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
揺
れ
が
見
ら
れ
る
の
は
、

ソ
ホ
ツ
〔
濡
〕、
ヒ
ツ
〔
漬
〕、
ミ
ツ
〔
満
〕、
モ
ミ
ツ
〔
紅
葉
〕
の

四
語
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
ソ
ホ
ツ
に
は
注
意
を
要
す
る
。
初
出
例
は
『
日
本
書

紀
』
に
見
ら
れ
る
。

⒀ 

…
玉
笥
に
は　

飯
さ
へ
盛
り　

玉
盌
に　

水
さ
へ
盛
り　

泣

き
そ
ほ
ち
行
く
も
（
儺
岐
曽
裒
遅
喩
倶
謀
）　

影
媛
あ
は
れ

	

（
紀
歌
謡
・
九
四
）

し
か
し
ソ
ホ
ツ
の
活
用
型
が
分
か
る
用
例
は
少
な
く
、
特
に
四
段
活

用
と
し
て
の
用
例
は
次
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

⒁ 

浅
み
に
や　

人
は
下
り
立
つ　

わ
が
方
は　

身
も
そ
ぼ
つ
ま

で　

深
き
こ
ひ
ぢ
を	

（
源
氏
物
語
・
葵
）

こ
れ
を
承
け
て
宮
地
幸
一
（
一
九
七
四
）
は
、
中
古
に
ソ
ホ
ツ
の
四

段
活
用
を
認
め
る
こ
と
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
一
方
で
、
動
詞
の
意

味
か
ら
、
蜂
矢
（
一
九
九
〇
）
は
ソ
ホ
ツ
が
上
代
に
お
い
て
は
四
段

活
用
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
語
尾
の
清
濁
に
つ
い
て
も
諸

説
あ
り
、
問
題
の
多
い
動
詞
で
あ
る
。

　

他
の
三
語
は
、
い
ず
れ
も
四
段
活
用
か
ら
上
二
段
活
用
に
転
じ
た

も
の
で
あ
る（
７
）。

と
こ
ろ
で
、
四
段
活
用
に
お
い
て
ラ
行
動
詞
が
多
い

こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
実
は
タ
行
動
詞
は
四
段
活
用
の
う
ち
清
音

の
語
尾
を
持
つ
動
詞
の
中
で
も
最
も
少
な
い（
８
）。

　

例
え
ば
『
時
代
別
国
語
大
辞
典 

上
代
編
』
所
収
の
四
段
動
詞
を

見
て
み
る
と
、
清
音
の
語
尾
を
持
つ
動
詞
の
う
ち
タ
行
以
外
の
行
で

活
用
す
る
動
詞
は
い
ず
れ
も
一
〇
〇
語
以
上
立
項
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
タ
行
動
詞
は
五
五
語
し
か
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
奈

良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
十
七
作
品（
９
）の
索
引
を
総
合
し
た
『
日

本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
に
よ
る
と
、
四
段
動
詞
の
各
行
の
異
な

り
語
数
は
表
３
の
通
り
で
あ
る
（
先
述
の
通
り
、
四
段
活
用
に
ア

行
・
ナ
行
・
ヤ
行
・
ワ
行
の
動
詞
は
な
い
た
め
、
省
略
す
る
）。

表
３カ

行

サ
行

タ
行

ハ
行

マ
行

ラ
行

1098

1452

304

1016

400

1849
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こ
れ
を
見
る
と
、
四
段
活
用
の
中
で
も
タ
行
動
詞
と
マ
行
動
詞
が
比

較
的
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
タ
行
動
詞
の
三
〇
四
語
に
は
、

イ
デ
タ
ツ
〔
出
立
〕
や
オ
モ
ヒ
タ
ツ
〔
思
立
〕
の
よ
う
な
タ
ツ
〔
立
〕

を
後
項
と
す
る
複
合
動
詞）

（1
（

の
例
が
お
よ
そ
一
〇
〇
語
含
ま
れ
て
お
り
、

複
合
動
詞
の
例
を
除
外
す
る
と
タ
行
動
詞
の
語
数
は
さ
ら
に
大
幅
に

減
少
す
る
。

　

活
用
型
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
の
中
で
、
四
段
活
用
に
多
い
ラ

行
動
詞
の
例
が
少
な
い
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
が
、
む
し
ろ
四
段
活

用
に
少
な
い
タ
行
動
詞
の
例
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
そ
う

で
あ
る
。
阿
部
（
一
九
八
三
）
は
こ
の
活
用
型
の
揺
れ
に
つ
い
て
、

上
二
段
動
詞
の
意
味
の
偏
り
に
着
目
し
て
「
静
的
な
意
味
で
ま
と
め

ら
れ
よ
う
と
す
る
傾
向
」
が
あ
る
だ
ろ
う
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
と

併
せ
て
、
形
態
上
四
段
活
用
ら
し
さ
の
薄
い
動
詞
が
こ
の
活
用
型
の

揺
れ
に
関
わ
り
や
す
い
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

四
、
中
世
に
新
た
に
成
立
し
た
上
二
段
動
詞
の
形
態

　

中
古
以
降
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
揺
れ
が
見
ら
れ
る

動
詞
に
つ
い
て
、
従
来
の
指
摘
に
加
え
、
四
段
活
用
の
形
態
が
関
係

す
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
四
段
活
用
に
は
ラ
行
動
詞
が
多
い
た
め
、

ラ
行
と
四
段
活
用
の
結
び
付
き
は
強
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
一

方
、
四
段
活
用
に
は
タ
行
動
詞
が
比
較
的
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
活

用
型
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
に
お
い
て
、
ラ
行
動
詞
が
少
な
く
タ

行
動
詞
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
用
例
の
多
寡
を
問
う
に
は
、
ラ
行
四
段
動
詞
全
体
と
タ

行
四
段
動
詞
全
体
と
の
間
に
大
き
な
語
数
の
差
が
あ
る
と
い
う
背
景

を
考
慮
し
て
も
、
表
２
に
お
け
る
数
値
の
差
異
の
み
で
は
僅
か
な
違

い
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
中
世
に
新

た
に
成
立
し
た
上
二
段
動
詞
を
参
考
と
し
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

　

動
詞
に
お
い
て
、
四
段
動
詞
が
最
も
多
く
下
二
段
動
詞
が
次
い
で

多
い
が
、
さ
ら
に
そ
の
次
に
多
い
上
二
段
動
詞
は
、
四
段
動
詞
・
下

二
段
動
詞
と
比
べ
る
と
語
数
が
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
新
し

く
動
詞
が
造
ら
れ
る
際
に
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
四
段
活
用
か
下
二
段

活
用
に
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

実
際
、
鎌
倉
時
代
以
降
新
し
く
造
ら
れ
た
上
二
段
動
詞
は
極
め
て

少
な
い
。『
日
国
』
を
参
考
に
し
て
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に

お
い
て
初
出
が
見
ら
れ
る
上
二
段
動
詞
を
全
て
挙
げ
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。
な
お
、
モ
チ
ユ
〔
用
、
元
は
上
一
段
モ
チ
ヰ
ル
〕、
シ

ユ
〔
強
、
元
は
シ
フ
〕
の
よ
う
に
既
存
の
動
詞
の
形
態
が
変
化
し
て

成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
や
、
ア
ツ
ツ
、
ド
ム
〔
曇
〕
の
よ

う
に
上
二
段
活
用
か
四
段
活
用
か
が
不
明
な
も
の
は
省
い
た
。

⒂ 
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
お
い
て
新
た
に
成
立
し
た
上
二

段
動
詞

ア
キ
サ
ブ
〔
秋
〕、
イ
コ
ヅ
、
オ
イ
サ
ブ
〔
老
〕、
カ
ラ
サ
ブ
、
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カ
ラ
ブ
〔
唐
〕、
コ
ヅ
〔
抉
〕、
コ
ブ
〔
古
〕、
シ
ナ
ブ
〔
萎
〕、

シ
ビ
ツ
〔
痱
〕、
シ
ヤ
ツ
、
ゾ
ク
ブ
〔
俗
〕、
ツ
ユ
サ
ブ
〔
露
〕、

ナ
ツ
サ
ブ
〔
夏
〕、
ム
カ
シ
ブ
〔
昔
〕、
ワ
カ
キ
ブ
〔
若
〕、

ワ
ザ
ト
ブ
〔
態
〕

　

上
二
段
活
用
に
は
バ
行
動
詞
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
造

語
力
の
強
い
接
尾
辞
ブ
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
接
尾
辞
ブ

と
、
同
様
の
意
味
を
有
す
る
接
尾
辞
サ
ブ
と
は
と
も
に
上
代
か
ら
見

ら
れ
る
が
、
中
世
に
お
い
て
も
引
き
続
き
造
語
力
を
保
っ
て
お
り
、

柔
軟
に
新
し
い
動
詞
を
生
み
出
し
て
い
た
こ
と
が
⒂
か
ら
窺
わ
れ
る
。

⒂
で
傍
線
を
付
し
て
い
な
い
動
詞
は
全
て
接
尾
辞
ブ
か
サ
ブ
が
付
い

た
動
詞
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⒂
で
接
尾
辞
ブ
、
サ
ブ
と
無
関
係
で
あ

る
動
詞
は
、
イ
コ
ヅ
、
コ
ヅ
〔
抉
〕、
シ
ビ
ツ
〔
痱
〕、
シ
ヤ
ツ
の
四

語
に
限
ら
れ
る
。

　

ま
ず
イ
コ
ヅ
と
コ
ヅ
〔
抉
〕
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
上
二
段
活
用

に
は
ダ
行
動
詞
が
若
干
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
四
段
活
用
に
は
ダ
行

動
詞
が
一
語
も
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
動
詞
は
意
味
の
上
で
ネ
ヅ

〔
捩
〕
な
ど
の
ダ
行
上
二
段
動
詞
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
イ
コ

ヅ
に
つ
い
て
は
蜂
矢 

一
九
九
〇
参
照
）。
形
態
的
に
も
意
味
的
に
も
、

こ
れ
ら
の
動
詞
が
上
二
段
活
用
と
し
て
成
立
し
た
の
は
当
然
と
言
え

よ
う
。

　

シ
ヤ
ツ
は
次
の
一
例
し
か
見
出
せ
な
い
。

⒃
有
材
力
ウ
デ
ガ
シ
ヤ
チ
タ
ゾ
。

	

（
史
記
抄
・
一
四
・
六
〇
丁
ウ
）

大
塚
光
信
（
二
〇
〇
八
）
に
よ
る
と
、
こ
の
シ
ヤ
ツ
は
意
味
上
「
コ

ワ
イ
、
コ
ワ
ル
（
強
・
剛
）
の
系
統
の
語
」（
六
頁
）
と
思
わ
れ
、

硬
直
し
た
様
子
を
表
す
シ
ヤ
チ
コ
ハ
ル
や
シ
ヤ
チ
バ
ル
と
関
連
す
る

と
考
え
ら
れ
る
動
詞
で
あ
る
。
⒃
の
用
例
は
連
用
形
の
た
め
、
こ
れ

だ
け
で
は
上
二
段
活
用
か
四
段
活
用
か
が
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、

『
史
記
抄
』
に
お
い
て
タ
行
四
段
動
詞
の
連
用
形
に
タ
が
下
接
し
た

例
は
十
八
例
見
出
せ
る
が
、
そ
の
全
て
が
「
我
ヲ
ア
ザ
ム
ク
カ
ト
思

テ
ハ
ラ
タ
ツ
タ
ゾ
」（
一
〇
・
四
九
丁
ウ
）「
同
ジ
ヤ
ウ
ニ
ソ
ダ
ツ

タ
」（
一
三
・
五
九
丁
オ
）
の
よ
う
に
促
音
便
化
し
て
い
る
。
タ
行

動
詞
の
連
用
形
に
タ
が
下
接
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
促
音
便
化

し
て
い
な
い
⒃
は
、
上
二
段
動
詞
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

シ
ヤ
ツ
は
右
で
述
べ
た
よ
う
に
自
然
生
起
的
な
意
味
を
有
す
る
と
考

え
ら
れ
、
本
稿
冒
頭
で
確
認
し
た
上
二
段
活
用
の
意
味
的
傾
向
と
も

合
致
す
る
。

　

残
る
シ
ビ
ツ
〔
痱
〕
も
、
次
の
一
例
し
か
見
出
せ
な
い
。

⒄ 

男
根
ガ
ハ
レ
テ
小
便
ヲ
ス
レ
バ
袴
ニ
カ
ヽ
ル
ゾ
。（
中
略
）

サ
ル
ホ
ド
ニ
小
袴
ヲ
コ
シ
ラ
エ
テ
其
ニ
シ
ビ
ツ
ル
ゾ
。

	

（
史
記
抄
・
一
二
・
四
七
丁
ウ
）

こ
の
シ
ビ
ツ
は
「
少
し
ず
つ
小
便
を
も
ら
す
」（『
日
国
』）
こ
と
を

意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典 

室
町
時
代
編
』

は
こ
の
用
例
を
シ
ビ
＋
ツ
ル
と
捉
え
、
上
一
段
動
詞
シ
ビ
ル
と
し
て
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立
項
し
て
い
る
。
こ
の
シ
ビ
ル
と
い
う
動
詞
は
『
名
語
記
』
に
「
ユ

ハ
リ
ヲ
シ
ヒ
ル
如
何
」（
巻
八
・
一
二
五
丁
オ
）
と
い
う
形
で
既
に

見
え
る
が
、
中
世
に
は
他
に
シ
ビ
リ
イ
バ
リ
〔
痱
尿
〕、
シ
ビ
リ
バ

リ
と
い
う
名
詞
も
見
え
る
。
シ
ビ
ル
が
上
一
段
動
詞
で
あ
る
な
ら
ば

連
用
形
は
シ
ビ
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
シ
ビ
リ
イ
バ
リ
の
よ
う
な
名

詞
は
造
ら
れ
そ
う
に
な
い
。『
日
国
』
や
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
が

そ
う
捉
え
て
い
る
よ
う
に
、
上
一
段
動
詞
シ
ビ
ル
が
存
在
し
た
と
考

え
る
の
で
は
な
く
、
四
段
動
詞
シ
ビ
ル
が
鎌
倉
時
代
か
ら
存
在
し
た

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
四
段
動
詞
シ
ビ
ル
と
⒄
の

「
シ
ビ
ツ
ル
」
と
は
、
形
態
上
類
似
し
て
い
る
こ
と
や
⒄
の
文
脈
か

ら
、
類
義
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
⒄
の
「
シ
ビ
ツ
ル
」

が
上
二
段
動
詞
シ
ブ
＋
助
動
詞
ツ
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、

ゾ
に
続
く
形
で
過
去
や
完
了
が
表
現
さ
れ
る
場
合
に
は
～
タ
ゾ
と
い

う
形
が
『
史
記
抄
』
で
は
頻
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で

は
⒄
の
「
シ
ビ
ツ
ル
」
を
、
動
詞
シ
ブ
＋
助
動
詞
ツ
で
は
な
く
単
独

の
動
詞
シ
ビ
ツ
（
あ
る
い
は
シ
ビ
ツ
ル
）
の
例
と
捉
え
る
こ
と
と
す

る）
（（
（

。

　

た
だ
し
、
こ
の
「
シ
ビ
ツ
ル
」
の
活
用
も
判
然
と
し
な
い
。
四
段

動
詞
に
既
に
シ
ビ
ル
と
い
う
動
詞
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ

の
語
中
に
ツ
を
挿
入
し
た
四
段
動
詞
シ
ビ
ツ
ル
を
新
た
に
造
る
と
い

う
の
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
上

二
段
活
用
な
の
か
下
二
段
活
用
な
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
四

段
動
詞
シ
ビ
ル
が
先
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
新

た
に
下
二
段
動
詞
シ
ビ
ツ
を
派
生
す
る
と
な
る
と
、
活
用
型
を
転
じ

た
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ビ
ル
と
自
他
で
対
応
す
る
よ
う
な
意
味
に
変
わ

り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ツ
と
い
う
語
尾
か
ら
、
下
二

段
自
動
詞
ウ
ク
〔
穿
〕
に
対
す
る
四
段
他
動
詞
ウ
ガ
ツ
、
四
段
自
動

詞
ア
ヤ
マ
ル
〔
誤
〕
に
対
す
る
四
段
他
動
詞
ア
ヤ
マ
ツ
と
い
っ
た
自

他
対
応
の
例
も
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
シ
ビ
ル
と
「
シ
ビ
ツ
ル
」

と
が
こ
の
よ
う
に
自
他
対
応
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
様
の

意
味
を
表
す
ら
し
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、「
シ
ビ
ツ
ル
」
が
下
二

段
活
用
で
は
な
く
上
二
段
動
詞
シ
ビ
ツ
の
連
体
形
で
あ
る
蓋
然
性
の

方
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
シ
ビ
ツ
の
意
味
も
、
く
し
ゃ

み
す
る
こ
と
を
表
す
上
二
段
動
詞
フ
〔
嚏
〕
の
存
在
を
考
え
合
わ
せ

れ
ば
、
同
じ
く
生
理
的
な
意
味
で
あ
る
た
め
、
先
に
見
た
シ
ヤ
ツ
と

同
じ
く
上
二
段
活
用
と
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

以
上
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
お
い
て
新
た
に
成
立
し
た
上

二
段
動
詞
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
動
詞
に
関
し
て
何
よ
り

特
徴
的
な
の
が
、
活
用
す
る
行
が
バ
行
・
ダ
行
・
タ
行
に
の
み
集
中

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ブ
や
サ
ブ
は
上
二
段
活
用
の
所
属
動
詞
の
中

で
大
き
な
割
合
を
占
め
る
接
尾
辞
で
あ
り
、
ダ
行
動
詞
は
上
二
段
活

用
に
は
見
ら
れ
る
が
四
段
活
用
に
は
見
ら
れ
な
い
。
タ
行
動
詞
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
存
在
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、

四
段
活
用
に
も
タ
行
動
詞
は
あ
る
も
の
の
、
他
の
行
と
比
べ
る
と
少
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な
い
た
め
、
四
段
活
用
ら
し
さ
が
薄
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
シ
ヤ
ツ
や
シ
ビ
ツ
と
い
っ
た
動
詞
が
四
段
活
用
で
は
な
く
上
二
段

活
用
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
し
、
前
節
で

指
摘
し
た
よ
う
に
、
四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
揺
れ
る
動

詞
に
タ
行
動
詞
が
比
較
的
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
四
段
活
用
に
お
い

て
タ
行
動
詞
が
全
く
新
し
く
造
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
以
下
の
タ
行
四
段
動
詞
の
初
出
が
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に

か
け
て
見
ら
れ
る
。

⒅ 

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
お
い
て
新
た
に
成
立
し
た
タ
行

四
段
動
詞

ア
フ
ツ
〔
煽
〕、
イ
ラ
ツ
〔
苛
〕、
コ
ツ
、
コ
ボ
ツ
〔
零
〕

『
日
国
』
に
よ
る
と
、
ア
フ
ツ
は
ア
フ
ル
〔
煽
〕
と
同
様
に
「
あ
お

い
で
風
を
起
こ
す
」
等
の
意
味
を
も
ち
、
コ
ツ
は
「
打
つ
」
こ
と
を

意
味
し
、
コ
ボ
ツ
は
コ
ボ
ス
〔
零
〕
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
い
う
。

い
ず
れ
も
他
動
詞
で
あ
り
、
上
二
段
活
用
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
意
味
を

持
つ
。
イ
ラ
ツ
の
み
は
イ
ラ
ダ
ツ
〔
苛
立
〕
と
同
様
の
意
味
を
持
つ

自
動
詞
で
あ
り
、
意
味
的
に
は
上
二
段
活
用
と
し
て
成
立
し
て
も
良

さ
そ
う
で
あ
る
が
、
四
段
動
詞
イ
ラ
ツ
が
成
立
す
る
前
に
他
動
詞
の

下
二
段
動
詞
イ
ラ
ツ
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
（「「
…
乗
物
よ
り
お

り
候
へ
お
り
候
へ
」
と
い
ら
て
け
れ
ど
も
…
」
平
家
物
語
・
巻
一
）。

第
Ⅰ
群
の
自
他
対
応
形
式
に
倣
っ
て
、
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
に
対

応
す
る
四
段
活
用
の
自
動
詞
と
し
て
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
単
純
に
タ
行
動
詞
で
あ
れ
ば
上
二
段
活
用
と

し
て
成
立
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
阿
部
（
一
九
八
三
）
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
意
味
も
重
要
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

中
世
に
新
た
に
上
二
段
活
用
と
し
て
成
立
し
た
動
詞
は
い
ず
れ
も
、

形
態
上
は
四
段
活
用
に
そ
ぐ
わ
な
い
か
、
あ
る
い
は
四
段
活
用
ら
し

さ
が
希
薄
で
あ
り
、
か
つ
意
味
の
上
で
は
上
二
段
活
用
ら
し
さ
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
前
節
で
見
た
四
段
活
用
と
上

二
段
活
用
と
の
間
で
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
形
態
と
意
味
と
い
う
二
重
の
条
件
が
あ
っ
た
た
め
、
活
用
型
に

揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
が
そ
こ
ま
で
多
く
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。五

、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
中
古
以
降
の
四
段
動
詞
と
上
二
段
動
詞
に
つ
い
て
、
特

に
活
用
型
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
に
着
目
し
て
検
討
を
進
め
て
き

た
。
最
後
に
、
本
稿
の
結
論
と
関
連
す
る
見
通
し
等
に
つ
い
て
二
点

述
べ
て
お
き
た
い）

（1
（

。

　

ま
ず
、
本
稿
で
は
タ
行
動
詞
に
つ
い
て
四
段
活
用
ら
し
さ
が
希
薄

で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
タ
ツ
〔
立
〕
や
マ
ツ
〔
待
〕
と
い
っ
た
頻
用

さ
れ
る
四
段
動
詞
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る

の
か
と
い
う
疑
問
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。『
日
本
古
典
対
照
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分
類
語
彙
表
』
に
よ
る
と
、
十
七
作
品
に
お
い
て
タ
ツ
は
一
〇
一
三

例
、
マ
ツ
は
六
五
五
例
見
ら
れ
る
と
あ
り
、
確
か
に
タ
行
動
詞
の
中

に
も
頻
用
さ
れ
る
動
詞
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
本
稿
で
見

て
き
た
よ
う
に
、
活
用
型
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
の
が
タ
行
動
詞
に
多

か
っ
た
り
、
中
世
に
お
い
て
新
た
に
動
詞
を
造
る
際
に
四
段
活
用
で

は
な
く
上
二
段
活
用
が
選
択
さ
れ
た
例
が
タ
行
動
詞
に
複
数
見
ら
れ

た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
使
用
頻
度
と
四
段
活
用
ら
し
さ
と
は

別
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
使
用
頻
度
が
高
い
動
詞

が
含
ま
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
代
か
ら
時
代
が
下
っ
て
も
変
わ

ら
ず
に
四
段
活
用
の
中
で
タ
行
動
詞
の
語
数
が
少
な
い
ま
ま
で
あ
る

と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
よ
う
。

　

次
に
、
上
代
で
は
四
段
動
詞
の
連
用
形
と
上
二
段
動
詞
の
連
用
形

の
活
用
語
尾
が
似
た
形
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
献
で
た
ど
り
得
る

よ
り
も
前
の
時
代
に
お
い
て
は
、
四
段
活
用
か
ら
上
二
段
活
用
へ
、

あ
る
い
は
上
二
段
活
用
か
ら
四
段
活
用
へ
と
活
用
型
を
転
ず
る
こ
と

が
多
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
想
定
す
る
と
き
、
上
二
段
活
用
の
所
属
語
数
が
上
代
に
お
い

て
既
に
少
な
い
の
は
、
一
部
が
上
二
段
活
用
か
ら
四
段
活
用
に
転
じ

た
た
め
だ
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
連
用
形
の
活
用
語
尾
が
両
活
用
で
同
形
に
な
っ
た
中
古

以
降
で
は
、
活
用
型
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
動
詞
は
あ
ま
り
多
く
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
、
活
用
型
を
転
ず
る
動
詞
は
基
本
的
に
、
形
態
と

意
味
と
い
う
二
重
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
連
用
形
の
形
態
に
違
い
が
な
い
中
古
以
降
で
さ
え
こ

う
し
た
状
況
で
あ
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
行
の
連
用
形
が
上
代
特
殊

仮
名
遣
い
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
上
代
や
そ
れ
以
前
の
時

代
に
お
い
て
は
、
中
古
以
降
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、

四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
の
間
で
揺
れ
が
見
ら
れ
た
動
詞
と
い
う

の
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
一
方
の
活

用
型
が
既
に
存
在
し
、
も
う
一
方
の
活
用
型
が
遅
れ
て
成
立
し
た
ば

か
り
の
時
代
（
四
段
活
用
を
古
い
と
見
る
か
上
二
段
活
用
を
古
い
と

見
る
か
は
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
が）

（1
（

）
を
想
定
す
る
と
き
、
中
古
以

降
と
も
ま
た
状
況
が
大
き
く
異
な
る
の
で
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

更
な
る
検
討
を
要
す
る
。

〈
注
〉

（
１
）　

釘
貫
（
一
九
九
六
）
で
は
上
二
段
動
詞
が
関
わ
る
自
他
対
応
と
し
て

他
に
、
第
Ⅰ
群
の
中
で
ナ
グ
〔
和
、
上
二
段
自
動
詞
〕
―
ナ
グ
〔
四
段

他
動
詞
〕
と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
岡
村
（
二
〇
一
九
）
で

は
、
こ
の
自
他
対
応
の
組
が
複
数
の
観
点
か
ら
見
て
極
め
て
例
外
的
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
上
二
段
ナ
グ
と
四
段
ナ
グ
を
自
他
対
応
の
組
と
は
捉

え
な
か
っ
た
。
本
稿
の
見
解
も
同
様
で
あ
る
。

（
２
）　

上
代
の
第
Ⅰ
群
形
式
の
自
他
対
応
に
つ
い
て
、
釘
貫
（
一
九
九
六
）

は
「
四
段
と
下
二
段
が
全
体
と
し
て
自
他
い
ず
れ
の
情
報
も
積
極
的
に

表
示
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
り
、「
対
応
す
る
両
形
の
う
ち
い
ず
れ
が
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自
動
詞
で
い
ず
れ
が
他
動
詞
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
で
個
別
に

決
ま
っ
て
い
る
」（
二
五
二
～
二
五
三
頁
）
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て

屋
名
池
誠
（
二
〇
〇
〇
）
や
岡
村
（
二
〇
一
九
）
は
、
上
代
に
お
け
る

第
Ⅰ
群
形
式
の
い
ず
れ
も
四
段
動
詞
が
派
生
元
で
あ
り
、
下
二
段
化
す

る
こ
と
で
そ
の
意
味
に
対
応
す
る
自
動
詞
／
他
動
詞
を
造
り
出
し
た
と

考
え
る
。

（
３
）　

四
段
活
用
シ
ム
〔
染
〕
の
上
二
段
化
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指

摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
名
詞
シ
ミ
の
初
出
例
は
、
例
え
ば
『
日

国
』
で
は
『
申
楽
談
儀
』
に
見
ら
れ
る
と
な
っ
て
い
て
、
中
古
よ
り
も

大
き
く
下
る
。
し
か
し
中
古
に
は
、「
し
み
深
し
」
と
い
う
形
容
詞
の

例
が
見
ら
れ
る
。

・
…
唐
の
縹
の
紙
の
、
い
と
な
つ
か
し
う
し
み
深
う
匂
へ
る
を
、
…

	

（
源
氏
物
語
・
胡
蝶
）

「
―
深
し
」
と
い
う
語
構
成
の
形
容
詞
を
見
て
み
る
と
、
中
世
以
降
に

成
立
し
た
も
の
の
中
に
は
「
疑
い
深
し
」「
恨
み
深
し
」「
ざ
れ
深
し

（
じ
ゃ
れ
深
し
）」「
た
し
な
み
深
し
」「
慎
み
深
し
」「
恵
み
深
し
」
の

よ
う
に
動
詞
の
連
用
形
＋
フ
カ
シ
と
い
う
語
構
成
の
も
の
が
少
な
く
な

い
。
一
方
、
中
古
ま
で
に
成
立
し
た
も
の
を
見
る
と
、「
奥
深
し
」「
草

深
し
」「
毛
深
し
」「
心
深
し
」「
木こ

深
し
」「
慈
悲
深
し
」「
罪
深
し
」

「
情
け
深
し
」「
根
深
し
」「
物
深
し
」「
夜よ

深
し
」
の
よ
う
に
、
名
詞

や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
に
フ
カ
シ
が
付
い
た
例
し
か
見
ら
れ
な
い
。
動

詞
連
用
形
＋
フ
カ
シ
と
も
見
ら
れ
る
「
至
り
深
し
」
と
い
う
語
が
あ
る

が
、「
至
り
深
し
」
は
「
注
意
や
心
づ
か
い
が
、
物
事
に
行
き
わ
た
っ

て
い
る
。」「
学
問
な
ど
に
深
く
通
じ
て
い
る
。
造
詣
が
深
い
。
ま
た
、

風
景
な
ど
に
奥
深
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
趣
が
深
い
。」（
以
上
『
日
国
』）

と
い
う
意
味
の
形
容
詞
で
あ
り
、
動
詞
イ
タ
ル
の
連
用
形
に
そ
の
ま
ま

フ
カ
シ
が
付
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
名
詞
と
し
て
熟
し
た
イ
タ
リ

に
フ
カ
シ
が
付
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
以
上
よ
り
、「
し
み
深

し
」
の
シ
ミ
も
中
古
に
お
い
て
既
に
名
詞
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
上
二
段
動
詞
シ
ム
〔
染
〕
に
つ
い
て
は
、
中
古
に
お
い
て
そ
の

存
在
を
疑
う
異
論
も
あ
る
（
山
口 

一
九
八
二
参
照
）。

（
４
）　

例
え
ば
マ
ナ
ブ
〔
学
〕
の
場
合
、『
日
国
』
の
補
注
に
は
「【
一
】

〈
稿
者
注
：
四
段
活
用
の
例
〉
に
は
、【
一
】
か
【
二
】〈
稿
者
注
：
上

二
段
活
用
の
例
〉
か
判
別
で
き
な
い
連
用
形
の
例
も
含
ま
れ
て
い
る
」

と
あ
る
。
実
際
に
四
段
活
用
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
見

る
と
、
最
も
古
い
例
は
十
世
紀
成
立
の
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
も
の
で

あ
る
が
、「
雨
の
声
を
ま
な
ぶ
ら
ん
も
あ
は
れ
な
り
」
と
終
止
形
接
続

の
ラ
ム
が
下
接
し
た
例
で
あ
り
、
上
二
段
活
用
の
例
で
あ
る
可
能
性
も

あ
る
。
そ
し
て
『
日
国
』
の
挙
例
で
、
明
ら
か
に
四
段
活
用
の
例
で
あ

る
も
の
と
し
て
最
古
の
例
は
十
四
世
紀
成
立
の
『
徒
然
草
』
の
「
驥
を

ま
な
ぶ
は
驥
の
た
ぐ
ひ
」
と
い
う
例
で
あ
る
。
し
か
し
『
訓
点
語
彙
集

成
』
に
よ
る
と
、
十
一
世
紀
加
点
の
高
野
山
大
学
図
書
館
蔵
『
蘇
悉
地

羯
羅
経
』
に
、「

」
字
に
対
し
て
角
点
で
「
マ
ナ
ム
テ
」
と
付
し
た

例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
表
１
で
は
、
マ
ナ
ブ
の
四
段
動
詞

と
し
て
の
初
出
資
料
は
「
高
野
山
大
学
図
書
館
蔵
蘇
悉
地
羯
羅
経
」
と

し
て
あ
る
。

（
５
）　

た
だ
し
以
下
の
よ
う
に
、
四
段
動
詞
モ
ル
〔
漏
〕
の
確
例
は
複
数
見

ら
れ
る
。

・
雨
降
れ
ど　

露
も
も
ら
じ
を　

笠
取
の　

山
は
い
か
で
か　

も
み

ぢ
染
め
け
む	

（
古
今
集
・
五
・
二
六
一
）

・
君
を
思
ふ　

ひ
ま
な
き
宿
と　

思
へ
ど
も　

今
宵
の
雨
は　

も
ら

ぬ
間
ぞ
な
き	

（
大
和
物
語
・
六
七
段
）

何
故
『
岩
波
古
語
辞
典 

補
訂
版
』
に
お
い
て
四
段
動
詞
モ
ル
に
言
及

さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
不
審
で
あ
る
。
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（
６
）　

モ
ル
の
活
用
型
を
巡
っ
て
は
、
室
町
時
代
後
期
の
抄
物
『
玉
塵
抄
』

巻
一
に
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
例
が
見
ら
れ
る
（
引
用
は
叡
山
文
庫
本

（
五
一
丁
ウ
ラ
二
‒
七
行
）
に
よ
る
が
、
当
該
箇
所
は
国
会
図
書
館
本

と
の
間
に
異
同
は
な
い
。
東
京
大
学
国
語
研
究
室
本
は
未
確
認
。
句
切

点
を
文
脈
に
沿
っ
て
句
読
点
に
置
き
換
え
、
適
宜
濁
点
を
補
っ
た
）。

・
上
ニ
ヲ
イ
テ
、
漏
ノ
ソ
コ
ニ
、
ホ
ソ
イ
穴
ヲ
、
ア
ケ
テ
、
上
カ
ラ
、

水
ノ
シ
ヅ
ク
ガ
、
モ
リ
テ
、
水
ガ
皆
ニ
ナ
レ
バ
、
漏
ガ
水
ニ
、
シ

ヅ
ム
ゾ
。
一
時
ノ
ア
イ
ダ
ニ
、
水
ガ
、
イ
カ
ホ
ド
モ
ル
ヽ
ト
、
云

コ
ト
ヲ
シ
ル
ゾ
。（
中
略
）
転
レ

銅
ヲ

ハ
、
漏
ノ
水
ガ
、
モ
ル
ニ
、

シ
タ
ガ
ウ
テ
、
時
刻
ガ
、
ウ
ツ
リ
転
ジ
テ
、
イ
タ
ゾ
。

右
の
例
で
は
、
動
詞
モ
ル
の
連
用
形
モ
リ
、
終
止
形
モ
ル
ル
、
連
体
形

モ
ル
が
確
認
さ
れ
る
。
は
じ
め
の
二
例
を
見
れ
ば
こ
れ
を
上
二
段
活
用

の
例
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
連
体
形
モ
ル
は
四
段

活
用
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
モ
ル
は
下
二
段
活
用
の
例
も
中
古
か
ら

見
ら
れ
る
の
で
、
連
用
形
モ
リ
と
連
体
形
モ
ル
は
四
段
活
用
、
終
止
形

モ
ル
ル
は
下
二
段
活
用
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
抄
物

で
は
片
仮
名
の
ニ
が
小
さ
な
点
を
縦
に
二
つ
並
べ
た
だ
け
の
よ
う
に
書

か
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
右
の
例
で
「
モ
ル
ニ
」
と
あ
る
の
は
、
元

は
「
モ
ル
ヽ
ニ
」
と
あ
っ
た
の
が
、
踊
り
字
と
片
仮
名
ニ
の
三
つ
並
ん

だ
点
の
う
ち
の
一
つ
が
脱
落
し
て
「
モ
ル
ニ
」
と
誤
写
さ
れ
た
と
い
う

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
連
用
形
モ
リ
、

終
止
形
モ
ル
ル
、
連
体
形
モ
ル
ル
は
全
て
上
二
段
活
用
の
例
と
見
な
さ

れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
モ
ル
の
例
の
活
用
型
が
何

で
あ
る
か
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
７
）　

ヒ
ツ
〔
漬
〕
に
つ
い
て
は
山
内
洋
一
郎
（
一
九
六
四
）
参
照
。
ミ
ツ

〔
満
〕
は
現
代
で
も
、「
定
数
に
満
た
な
い
」
の
よ
う
に
上
一
段
動
詞

で
は
な
く
五
段
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
８
）　

動
詞
の
語
尾
を
見
る
と
、
濁
音
は
少
な
い
傾
向
に
あ
る
。
例
え
ば
ザ

行
動
詞
と
い
う
の
は
、
生
ズ
や
御
覧
ズ
の
よ
う
な
サ
変
動
詞
を
除
け
ば
、

下
二
段
活
用
の
マ
ズ
〔
混
〕
と
上
二
段
活
用
か
四
段
活
用
か
が
不
明
な

コ
ズ
〔
掘
〕
く
ら
い
し
か
な
い
。
ま
た
、
ダ
行
動
詞
は
、
下
二
段
活
用

で
あ
れ
ば
イ
ヅ
〔
出
〕
や
カ
ナ
ヅ
〔
奏
〕、
上
二
段
活
用
で
あ
れ
ば
オ

ヅ
〔
怖
〕
や
ハ
ヅ
〔
恥
〕
な
ど
が
あ
る
が
、
四
段
活
用
に
は
一
語
も
な

い
。
こ
う
し
た
背
景
を
考
慮
し
、
こ
こ
で
は
清
音
の
語
尾
に
限
っ
た
。

な
お
、
上
二
段
活
用
で
は
バ
行
動
詞
が
最
も
多
い
が
、
こ
れ
は
造
語
力

の
強
い
接
尾
辞
ブ
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
例
外
的
で
あ
る
。

（
９
）　

『
万
葉
集
』『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
古
今
和
歌
集
』『
土
左
日

記
』『
後
撰
和
歌
集
』『
蜻
蛉
日
記
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』『
紫
式

部
日
記
』『
更
級
日
記
』『
大
鏡
』『
新
古
今
和
歌
集
』『
方
丈
記
』『
宇

治
拾
遺
物
語
』『
平
家
物
語
』『
徒
然
草
』
の
十
七
作
品
で
あ
る
。

（
10
）　

特
に
古
代
語
で
は
、
複
数
の
動
詞
が
連
続
し
た
例
を
「
複
合
動
詞
」

と
判
断
す
る
に
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
（
例
え
ば
青
木
博
史 

二
〇

一
六
、
百
留
康
晴 

二
〇
二
〇
等
参
照
）。
た
だ
し
、『
日
本
古
典
対
照

分
類
語
彙
表
』
で
は
複
数
の
動
詞
が
連
続
し
た
例
が
数
多
く
立
項
さ
れ

て
お
り
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ら
が
全
て
複
合
動
詞
と
見
な

せ
る
か
と
い
っ
た
検
討
は
で
き
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
仮
に
『
日
本
古

典
対
照
分
類
語
彙
表
』
に
お
け
る
複
数
の
動
詞
が
連
続
し
た
例
を
複
合

動
詞
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、
厳
密
な
意
味
で
の
使
用
で
な
い
こ
と
を
断
っ

て
お
く
。

（
11
）　

『
史
記
抄
』
の
本
文
に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る

が
、『
史
記
桃
源
抄
の
研
究
』
に
よ
る
と
、
こ
の
「
其
ニ
シ
ビ
ツ
ル
ゾ
」

の
箇
所
は
諸
本
間
で
特
に
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。

（
12
）　

四
段
活
用
と
上
二
段
活
用
と
が
一
応
関
係
す
る
現
象
と
し
て
、
上
二

（
一
）
段
活
用
が
五
段
活
用
に
転
じ
た
方
言
が
現
代
語
で
は
見
ら
れ
る
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（
小
林
隆 

一
九
九
五
等
参
照
）。
た
だ
し
、
本
稿
で
見
て
き
た
活
用
型

の
揺
れ
は
複
数
の
条
件
を
満
た
し
た
動
詞
に
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

こ
の
上
二
（
一
）
段
動
詞
の
五
段
化
に
は
そ
う
し
た
厳
し
い
条
件
は
見

出
せ
ず
、
多
く
の
動
詞
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
見
て
き
た
上
二

段
活
用
の
四
段
化
で
は
、
例
え
ば
上
二
段
ヨ
ク
〔
避
〕
→
四
段
ヨ
ク
の

場
合
、
連
用
形
ヨ
キ
と
終
止
形
ヨ
ク
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
未

然
形
ヨ
キ
が
ヨ
カ
に
、
連
体
形
ヨ
ク
ル
が
ヨ
ク
に
変
化
す
る
。
一
方
現

代
語
の
方
言
に
見
ら
れ
る
五
段
化
は
、
例
え
ば
上
二
段
オ
ク
ル
〔
起
〕

→
五
段
オ
キ
ル
の
場
合
、
否
定
形
オ
キ
ン
が
オ
キ
ラ
ン
に
、
意
志
形
オ

キ
ヨ
ー
が
オ
キ
ロ
ー
に
、
命
令
形
オ
キ
ロ
が
オ
キ
レ
に
と
い
う
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
本
稿
で
見
て
き
た
変
化
と
は
変
化
後
の
形
態
が
大
き
く
異
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
語
の
方
言
に
見
ら
れ
る
の
は
単
に
五
段
化
と

い
う
よ
り
も
ラ
行
五
段
化
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
様
の
変
化
が

上
二
（
一
）
段
活
用
だ
け
で
な
く
下
二
（
一
）
段
活
用
や
サ
行
変
格
活

用
、
カ
行
変
格
活
用
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
変
化
の
範
囲
や
具
体
的

な
内
容
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
扱
っ
て
き
た
現
象
と
ラ
行
五
段

化
と
が
直
接
的
に
関
係
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。
ラ
行
五
段
化
が

始
ま
っ
た
の
は
、
全
て
の
二
段
活
用
と
変
格
活
用
（
ナ
変
を
除
く
）
の

終
止
形
末
尾
に
ル
が
付
く
よ
う
に
な
っ
た
「
終
止
形
と
連
体
形
の
合

流
」
の
完
了
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
13
）　

稿
者
は
四
段
活
用
よ
り
も
二
段
活
用
（
下
二
段
・
上
二
段
）
の
方
が

古
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
二
段
活
用
を
古
い
と
考
え
る
立

場
に
つ
い
て
は
、
そ
の
想
定
す
る
根
拠
や
展
開
に
違
い
は
あ
る
が
、
木

田
（
一
九
八
八
）、
早
田
輝
洋
（
二
〇
一
〇
）、
蜂
矢
（
二
〇
一
七
）
を

参
照
の
こ
と
。

〈
参
考
文
献
〉

青
木
博
史
（
二
〇
一
六
）「
複
合
動
詞
の
歴
史
」『
日
本
語
歴
史
統
語
論
序

説
』（
ひ
つ
じ
書
房
）
第
十
三
章

阿
部
健
二
（
一
九
八
三
）「
上
二
段
活
用
所
属
動
詞
群
の
史
的
傾
向

―
古

代
語
上
二
段
か
ら
近
代
語
上
一
段
へ
の
展
開
を
通
し
て

―
」『
国
語
語

彙
史
の
研
究 

四
』
和
泉
書
院
、『
国
語
文
法
史
論
考
』（
明
治
書
院
、
一

九
七
六
）
所
収

大
塚
光
信
（
二
〇
〇
八
）『
こ
と
ば
と
資
料
私
注
』
清
文
堂
出
版
、
初
出
は

「
雞
肋
三
題
」『
梅
花
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
（
国
語
・
国
文
学
）』
二
九

号
（
一
九
九
五
）
の
一
項

岡
村
弘
樹
（
二
〇
一
九
）「
上
代
に
お
け
る
自
他
対
応
と
上
二
段
活
用
」『
国

語
国
文
』
八
八
巻
八
号

川
端
善
明
（
一
九
七
九
）『
活
用
の
研
究
Ⅱ
』
大
修
館
書
店
（
一
九
九
七
年

に
清
文
堂
よ
り
増
補
再
版
）

川
端
善
明
（
一
九
八
二
）「
動
詞
活
用
の
史
的
展
開
」『
講
座
日
本
語
学
２ 

文
法
史
』
明
治
書
院
、『
活
用
語
の
研
究
Ⅱ 

増
補
再
版
』（
清
文
堂
出
版
、

一
九
九
七
）
所
収

木
田
章
義
（
一
九
八
八
）「
活
用
形
式
の
成
立
と
上
代
特
殊
仮
名
遣
」『
国
語

国
文
』
五
七
巻
一
号

釘
貫　

亨
（
一
九
九
六
）『
古
代
日
本
語
の
形
態
変
化
』
和
泉
書
院
、
初
出

は
「
上
代
語
動
詞
に
お
け
る
自
他
対
応
形
式
の
史
的
展
開
」『
国
語
論
究

２
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
〇
）

小
林　

隆
（
一
九
九
五
）「
動
詞
活
用
に
お
け
る
ラ
行
五
段
化
傾
向
の
地
理

的
分
布
」『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
四
五
号

櫻
井
光
昭
（
一
九
七
七
）「
生
ク
の
活
用
に
つ
い
て
」『
国
語
学
』
一
一
〇
集

蜂
矢
真
郷
（
一
九
九
〇
）「
ダ
行
上
二
段
動
詞
語
彙
考
」『
こ
と
ば
と
こ
と
の

は
』
七
集
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蜂
矢
真
郷
（
二
〇
〇
七
）「
上
代
特
殊
仮
名
遣
に
関
わ
る
語
彙
」『
万
葉
』
一

九
八
号

蜂
矢
真
郷
（
二
〇
一
七
）「
動
詞
の
活
用
の
成
立

―
木
田
章
義
氏
「
二
段

古
形
説
」
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
論
集 

古
代
語
の
研
究
』
清
文
堂
出
版

早
田
輝
洋
（
二
〇
一
〇
）「
上
代
語
の
動
詞
活
用
に
つ
い
て
」『
水
門 

言
葉

と
歴
史
』
二
二
号
、『
上
代
日
本
語
の
音
韻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
）

所
収

百
留
康
晴
（
二
〇
二
〇
）「
日
本
語
複
合
動
詞
の
発
生
史
に
つ
い
て
」『
国
語

学
研
究
』
五
九
号

宮
地
幸
一
（
一
九
七
四
）「
動
詞
「
ひ
つ
・
そ
ほ
つ
」
考
」『
国
学
院
雑
誌
』

七
五
巻
一
号

屋
名
池
誠
（
二
〇
〇
〇
）「〔
書
評
〕
釘
貫
亨
著
『
古
代
日
本
語
の
形
態
変

化
』」『
国
語
学
』
五
一
巻
一
号

山
内
洋
一
郎
（
一
九
六
四
）「
動
詞
「
漬
つ
」
に
つ
い
て
」『
国
語
学
』
五
九

集
、『
野
飼
ひ
の
駒
―
語
史
論
集
―
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
六
）
所
収

山
口
佳
紀
（
一
九
八
二
）「
活
用
形
式
の
変
異
か
ら
見
た
動
詞
語
彙
の
一
考

察
」『
国
語
語
彙
史
の
研
究 

三
』
和
泉
書
院
、『
古
代
日
本
語
文
法
の
成

立
の
研
究
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
五
）
所
収

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
、
角
川
書
店
、

一
九
八
二
‒
一
九
九
九

『
岩
波
古
語
辞
典 

補
訂
版
』
大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
〇

『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・

小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
、
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
‒
二
〇
〇
二

『
時
代
別
国
語
大
辞
典 

上
代
編
』
上
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
、
三
省
堂
、

一
九
六
七

『
時
代
別
国
語
大
辞
典 

室
町
時
代
編
』
室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
、

三
省
堂
、
一
九
九
四

『
訓
点
語
彙
集
成
』
築
島
裕
編
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
‒
二
〇
〇
九

『
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
』
宮
島
達
夫
・
鈴
木
泰
・
石
井
久
雄
・
安
部

清
哉
編
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四

　

引
用
に
は
以
下
の
文
献
を
使
用
し
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
私
に
表
記

を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

　

記
紀
歌
謡
…
日
本
古
典
文
学
大
系
３
『
古
代
歌
謡
集
』（
土
橋
寛
・
小
西

甚
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
）、『
万
葉
集
』
…
『
万
葉
集
電
子
総
索

引
』（
古
典
索
引
刊
行
会
編
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
九
）、『
続
日
本
紀
』
宣
命

…
『
続
日
本
紀
宣
命 

校
本
・
総
索
引
』（
北
川
和
秀
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
二
）、『
古
今
和
歌
集
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11
『
古
今
和
歌

集
』（
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
校
注
、
小
学
館
、
一
九
九
四
）、『
大
和
物
語
』

『
平
中
物
語
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12
『
竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大

和
物
語 

平
中
物
語
』（
片
桐
洋
一
・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
校

注
、
小
学
館
、
一
九
九
四
）、『
古
今
和
歌
六
帖
』
…
『
新
編
国
歌
大
観 

第

二
巻 

私
撰
集
編 

歌
集
』（「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
、
角
川
書
店
、

一
九
八
四
）、『
枕
草
子
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
25
『
枕
草
子
』（
渡
辺

実
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）、『
源
氏
物
語
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
20
‒
25
『
源
氏
物
語
』（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日

出
男
校
注
、
小
学
館
・
一
九
九
四
‒
一
九
九
八
）、
高
山
寺
本
『
三
教
指
帰
』

…
高
山
寺
資
料
叢
書
第
二
十
三
冊
『
高
山
寺
古
訓
点
資
料 

第
四
』（
高
山
寺

典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
）、『
平
家
物

語
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
45
『
平
家
物
語 

１
』（
市
古
貞
次
校
注
、

小
学
館
、
一
九
九
四
）、『
名
語
記
』
…
『
名
語
記
』（
北
野
克
、
勉
誠
社
、

一
九
八
三
）、『
徒
然
草
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
39
『
方
丈
記 

徒
然
草
』

（
佐
竹
昭
広
・
久
保
田
淳
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
）、『
史
記
抄
』
…
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抄
物
資
料
集
成
第
一
巻
『
史
記
抄
』（
岡
見
正
雄
・
大
塚
光
信
編
、
清
文
堂

出
版
、
一
九
七
一
）・『
史
記
桃
源
抄
の
研
究 

本
文
篇 

四
』（
亀
井
孝
・
水

沢
利
忠
、
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
七
一
）、『
玉
塵
抄
』
…
新
抄
物
資
料
集

成
第
二
巻
『
玉
塵
』（
大
塚
光
信
編
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
）

〈
付
記
〉

　

本
稿
は
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
（
二
〇

一
八
年
度
）
の
一
部
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。




