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片

仮

名

の

用

法

1

観
智
院
本
三
宝
絵
詞
に
お
け
る
仮
名
併
用
ー檜

田

良

照

1

日
本
語

の
表

記
手
段

を
、
漢
字
、
平
仮
名
、
片
仮
名
と
分
類
し
た
時
、
近
年

着
実
な
歩
み
を
進
め
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
文
字
研
究
1

こ
と
に
そ
の
史
的

考
察
i

の
中
に
あ
っ
て
、
新
し
い
展
開
が
最
も
少
な
い
の
は
片
仮
名
に
関
す

る
研
究

で
あ

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
漢
字

に

つ
い
て
は

「
言
語
と
文
字
と

の
交
渉
関
係
を
明
ら
か
に

す
ぺ
き
」
文
字
研
究
の
中
心
と
な
る
も
の
と
し
て
、
他

の
分
野

(特
に
音
韻
・
語
彙

研
究
な
ど
)
と
も
関
連
し

つ
つ
、
そ

の
実
態

が
考
究
さ
れ
て
い
る
。
平
仮
名

に

つ

い
て
も
仮
名
つ
か
い
、
用
法
を
中
心
と
す
る
研
究

に
は
字
源
、
字
形
研
究
の
段

階
を
凌
ぐ
も
の
が
多

い
。
そ
れ
ら
は
狭

い
意
味

で
の
文
字

と
言
語
と

の
関
係
に

と
ど
ま

る
も

の
で
は
な
く
し

て
、
資
料

そ
の
も

の
、
ひ
い
て
は

コ
言
呈
陥
生
活
」

の
諸
側
面
と
も
交
渉
を
も
ち

つ
つ
あ
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
残
る
片
仮
名

注
2

に
つ
い
て
、

一
部
新
し

い
試
み
が
な

さ
れ

て
は
い
る
が
、
概
し

て
、
既

に
多
く

の
成
果
を
収
め
て
い
る
字
源
、
字
体
変
化

の
研
究
に
付

け
加
え
ら
れ
た
も
の
は

少
な

い
と
管
見
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
あ

る
意
味

で
の

「
破
行
」
が
文
字
研
究
に
お
い
て
生
じ
て
い
る

裡

に
は
、
日
本
語
を
表
記
す
る
素
材
と
し
て
の
各

々
に
軽
重
が
存
す

る
と

い
う

認
識
が

一
般
的

で
あ
る

こ
と
を
、

噌
の
大
き
な
原
因
と
し

て
考
え
う

る
で
あ
ろ

う

。
即
ち
、
漢
字
は
古
今
を
通
じ
て

「
共
通
字
的
位
置
を
占
め
」
文
字
と
言
語

の
問
題

の
多
く
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ

る
し
、
平
仮
名

に
つ
い

て
も
そ
の
発
生
以
来

「地
下
水
の
や
う
に
、
だ
ん
く

流
れ
を
増
し
人
々
を
う

る
ほ
し
」
た
結
果

「
一
部
の
世
界

に
お

い
て
厳
密
な
規
範
を
樹
て
る
ま

で
に
発

達
し

て
い
た
時
期
を
持
」

つ
に
至
り
、
先
の
漢
字

と
同
じ
く
、

国
語
の
多
く

の

面
を
お
お
う
も

の
と
し

て
の
地
位
を
得
た
の
で
あ

る
。
翻

っ
て
片
仮
名

に
つ
い

て
み
る
に
、

そ
れ
が
平
仮
名

に
劣

る
こ
と
の
な

い

一
の
表
記
体
系

で
あ

る
と
予

想
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
字

に
付
随
す

る
補
助
的

記
号
と
し

て
の
性
格

を
強
く
保
持
し
研
究
的
、
し

た
が

っ
て
非

日
常
的
、
非
美
的
な
表
記
活
動
に
多

く
用

い
ら
れ
き

た

っ
て
前

二
者

に
比
す
れ
ば

そ
の
使
用
範
囲

(言
語
及
び
生
活
と
の

対
応
関
琶

は
よ
り
限
定
的

で
あ

っ
た
と
み
な
さ
れ
る

の
で
あ

る
。

と
す
れ
ば
文
字

の
研
究

が
漢
字
、
平
仮
名

に
多
く
傾
き
、

か
つ
現
実

に
成
果

を
あ
げ

つ
つ
あ

る
の
も
妥
当
な

こ
と
と
は
考
え
ら
れ

る
。
が
、
し
か
し
、
た
と

え
そ
の
大
部
分
が

「
意
義
素

は
漢
字
に
分
担
さ
せ

て
ゐ
る
」
も

の
で
あ
る
に
し

て
も
片
仮
名

が
、
説
話
集

の
み
な
ら
ず
和
歌
の
表
記

に
ま
で
用

い
ら
れ
、

「
訓
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点
か
ら
独
立
し
て
広
く

人
々
の
日
常
生
活

に
利
用
さ
れ
た
事
実
を

こ
と
に
重

く

見
な
く
て
は
な

ら
な

い
」
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
単
語
、
句

単
位

の
断
片

的
な
用
法

が
主

で
あ

っ
た
と
こ
ろ
の
片
仮
名
に
と

っ
て
、

よ
り
ま
と
ま

っ
た
表

記

(文
・
文
章
)
を
担
わ
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は

そ
の
質
的
な
面

に
お

い
て
大
き

な
変
革
を
余
義
な
く
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
か
ら
で
、

「
鎌
倉
以
後
の
片
仮
名
は
簡

単
で
あ
る
」
か
否
か
、
確
か
め
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
よ
う
。

既
に
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
即
ち

「
漢

文
訓
読

の
世
界

で
補
助
的
に
用

い

ら
れ
た
片
仮
名

が
、
文

の
表

記
に
流
用

さ
れ

る
場
合
の
、
表
記

の
振
幅
を
調

べ

る
」
と
い
う

目
的

に
よ

っ
て
、

「
表
音
に
傾

く
か
、
平
仮
名

に
相

応
す

る
仮
名

遣
を
採
る
か
、

い
つ
れ
か
し
か
な

か

っ
た
」
と
い
う
論
考

が

「
文

献

の

資

料

注
3

性
」
を
も
か
ら
め
つ
つ
、
示

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

片
仮
名

と

平
仮
名

の
字

体
が

一
対

一
も
し
く
は

一
対

二
の
対
応
を
示
す
場
合
、
片
仮
名
に
お
け
る

〃
変

革
"
が
右
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
た
と

い
う

こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
ろ

う
が
、

こ
の
稿
は
、
訓
点
用

の
仮
名
と
説
話
、
聞
書
、
注
釈
等
に
用
い
る
仮
名

注
4

と
の
二
通
り

の
仮
名

を
両
極

と
す

る
多
く

の
異
体
仮
名

の
存
在
と
、

延
喜
、
天

暦
期
も
し
く
は
院
政
期

に
仮
名
字
体
が
統

一
さ
れ

て
く
る
と
い
う
指
摘
と
が
ど

の
よ
う
に
関
連
し
た
か
否
か
を
念
頭
に
お
き

つ
つ
、
考
察
し
て
い
き
た

い
。

注
7

注
8

本
資
料

の
詳
細
に

つ
い
て
は
先
学

の
論
考
に
ゆ
ず
る
が
、
永
観
二
年

(
剛
年
)

に
源
為
憲

の
編
纂

に
な
る
も

の
が

い
く

つ
か

の
段
階
と
時
を
経

て
、
文
永
十
年

(㎜
年
)
三
善
氏
某
に
よ

っ
て
書
写
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
ら
し
い
。
上
巻
は
仏
典

説
話
、
中
巻
は
本
朝
仏
教
説
話
、
下
巻
は
本
朝
仏
教
行
事
の
由
来
を
記
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ

の
収
載
内
容

に
並
行
し
て
、
上
巻
と
中
、
下
巻
と

の
問
に
使
用

言

語
、
記
載
様
式
等
多

く
の
相
違
点
が
存
す
る
こ
と
は
既
に
指
摘
が
あ
る
。
即

ち
、

記
載
様
式
に

つ
い
て
み
れ
ば

上
巻
は

漢
字
を
主
と

す

る
宣
命
体
様

式
、

中
、
下
巻
は
片
仮
名
を
主
と
す

る
漢
字
交
り
文

と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ

い
て
水
田
紀
久
氏
は
、
歴
史
的
か
な
つ
か
い
の
正
乱
、
か
な
字
体

「
キ
」
「
＼
」

の
割
合
、
誤
写

の
徴
証
な
ど
か
ら
、
本
資
料

の
上
巻
は
平
安
中

・
末
期

の
も
の

を
、
中
、
下
巻
は
院
政
、
鎌
倉
期

の
も
の
を

一
つ
に

「
と
り
あ
わ
せ
」
る

こ
と

注
9

に
よ

っ
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
用
語
、
用
法
に

つ
い

て
は
時
代
的
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
文
体
的
な
観
点
か
ら
、
今
昔
物
語
集
等

に

比
し
て
概
し

て
訓
読
的
表

現
が
多
く
、
中

で
も
下
巻
に
そ
の
傾
向
が
濃
い
と
い

注
10

う
指
摘
や
、
東
大
寺
切
と
の
対
比
に
お
け
る

「国
文
」
化
の
態
度
の
相
違
な
ど

注
11

の
研
究

が
あ
る
。

国

語
資
料
と
し
て
の

「
三
宝
絵
」
が
錯
綜
し
た
性
格
を
有
す

る
こ
と
が
知
れ

る
が
、
文
字
資
料

と
し
て
も
単

一
な
姿
を
示
し

て
く
れ
る
と
は
期

待

で

き

な

い
。
第

一
に
上
巻

及
び
中
、
下
巻
に
お
け
る

「
と
り
あ
わ
せ
」
の
問
題
、
第

二

に
成
立
時
と
書
写
時
と

の
懸
隔
、
等
が
本
資
料

の
片
仮
名

の
様
相

の
中
に
何
ら

か
の
形

で
投
影
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
性
格
の
本
資
料

に
つ
い
て
片
仮
名

の
様
相
を
探

る
意
図
は
ま
ず

量
的
な

観
点
、
次
に
片
仮
名

に
と

っ
て
も
決
し

て
平
穏
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
院
政
、
鎌
倉
期
と

い
う
時
期
、

に
よ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
意
図
が

そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
資
料
は
他
に
多

い
。
し
た
が

っ
て
本

稿
は
先

に
も
記
し
た

如
く
、
片
仮
名

の
史
的
研
究
の

一
布
石
な

の
で
あ
る
。

五

本
資
料

に
お
け
る
仮
名
字
体

に
つ
い
て
は
、
古
体
及
び
草
仮
名
を
除

い
た
も

注
12

の
が
既

に
示

さ
れ

て
い
る
。
重
複
す
る

こ
と
に
は
な
る
が
私

の
基
準

に
よ

っ
て

作
成
し
た
も

の
を
示
し
て
お
い
た

(付
表
-
)
。
こ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
平
仮
名
及

び
万
葉
仮
名

の
大
部
分
は
含

め
な
か

っ
た
。
そ
れ
ら
は
上
巻

に
お

い
て
は
大
字
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で
あ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
た
全
般

に
相
互

に
連
続

し
あ
う

こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
こ
で
の
片
仮
名
と
区
別
す
る

こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
通
常
平

仮
名
、
万
葉
仮
名

と
目
さ
れ
る
も
の
で
も
漢
字
あ
る
い
は
片
仮
名

の
連
続

す
る

中

に

一
字
の
み
現
れ

る
場
合
は
表
に
掲
げ

た
。
そ

の
殆
ど
は
上
巻
中
に
み
え
る

も

の
で
、
宣
命
体

と
い
わ
れ
る
表
記
法
と
と
も

に
本

巻
が
他
巻
と
性
質
を
異
に

す
る
も

の
で
あ
る

こ
と
が
知
れ
る
。

本
資
料

の
仮
名
字
体

に

つ
い
て
は
、
概

し
て

「
鎌
倉
中
期

の
様
相
を
示
し
て

注

13

い
る
」

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
字
体

に
お
い
て
は
先

の
院
政
、
鎌
倉

期

と
い
う
限
定
よ
り

は
よ
り
明
確
な
時
期

を
求
め
う
る

こ
と
に
な

る
が
、
更

に

異
体
字

の
様
相
か
ら
も
本
資
料

に
お
け
る
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
で
あ
る
。
即
ち
、

同

一
音
韻

に
対
し
て
複
数

の
字
体
が
併
用

さ

れ

る

の

は

(
キ
》

《
サ
》

(
セ
)

(
タ
)

(
テ
)

《
ト
》

(
二
》

《
ネ
)

《
ノ
〉

(
フ
》

注
14

(
ホ
)

《
メ
》

(
モ
》

《
リ
》

で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち

〔太
〕

〔止
〕

〔
ネ
〕

〔ホ
〕

〔
不
〕

〔7

〕

〔あ
〕

〔利
〕
は
上
巻

に
、

〔
と
〕

〔も
〕

も
中
巻
あ

る

い
は
下
巻

に
二
、
三
例
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、

「
併
用
」
の
中
心
は

《
キ
》

(
サ
》

《
セ
》

(
テ
〉

(
ノ
)
で
あ

る
と
い
う

こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
ら
に

つ

い
て
、
①
大
矢
透

『
假
名
遣

及
假
名
字
体
沿
革
史
料
」

②
中

田
祝
夫

「
古
点

本

の
国
語
学

的
研
究
、
総
論
編
別
冊
』

③
小
林
芳
規

『
中
世
片
仮
名
文

の
国

語
学
的
研
究
」
収
載

の
仮
名
字
体
表

を
参
照
す
れ
ば
、

〔七
〕
を
専

用
す

る
資

料
は
十

一
世
紀
半
ば
か
ら
十
二
世
紀
半
ば

に
か
け
て
、

〔
サ
〕

〔七
〕
を
併
用

す

る
も

の
は
十

一
世
紀
半
ば
以
降
に
認
め
ら
れ
る
。
ま

た

〔曳
〕
を
専
用
す
る

資
料
は

「
日
本
書
紀

泉

和
二
年
点
)
」
の
み
で
あ
り
、

〔
セ

(せ
)
〕

〔文
〕
を

併
用
す
る
も
の
は
十

一
世
紀
後
半
か
ら
み
え
は
じ
め
る
と
い
う

こ
と
に
な

る
。

更

に
、

〔
サ
〕

〔七
〕

〔
セ

(せ
)
〕

〔文
〕

の
全

て
を

用

い
る

の
は

十
三
世

紀
半
ば
以
降

の
、

た
と
え
ば

『群
書
治
要

(建
長
七
年
点
)
』

「
類
聚
三
代
格

(文

永
五
年
点
)
」

「
春
秋
経
伝
集
解

(弘
安
元
年
点
)
」
な
ど

(働
に
依
る
)
に
限

ら
れ

る
。
従

っ
て
本
資
料
の
字
体
が

「
鎌
倉
中
期
」
と
決
定
せ
ら
れ

た
の
に
並
行
し

た
事
実
が
仮
名

の
併
用
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
語
彙
、

語
法

が
如
何
な
も

の
で
あ
る
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
本
資
料

は
書
写
当
時
の
片
仮

名

の
あ
り
方

(素
材
と
し
て
の
)
を

反
映
し
て
い
る
も

の
と

い
う

こ
と
が

で
き
よ

う
。
ま
た
、
先
に
例
示
し
た
い
く

つ
か
の
資
料
を
始
め
と
し
て
、
〔サ
〕

〔
七
〕

〔
セ

(せ
)

〕

〔曳
〕
を
用
い
る
の
は
国
書
、
漢
籍

の
類
に
限
ら
れ

て
い
る
。

加
点
者

も

『史
記
抄

(文
明
九
年
点
〉
」
に
お
け
る
僧
瑞
仙

及
び

加
点
者
未
詳
の

分
を
除
け
ば
他
は
学
者
、

公
家
あ

る
い
は
そ
れ

に
準
ず
る
者

と
見
受
け
ら
れ
、

注

15

本
資
料

の
仮
名

が
仏
家
よ
り
は
博
士
家
系
統
に
近

い
こ
と
を
思
わ
せ

る
。
従

っ

て
、
先
の
予
想
を
よ
り
具
体
的

に
い
え
ば
、
本
資
料
は
十

三
世
紀
中
葉
に
生
存

し
た
書

写
者

三
善
氏
某

の
片
仮
名

の
あ
り
方

が
顕
現
し

て
い
る
も

の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。Ⅱ

注
16

以
下
各

々
の
併
用

の
実
態
に

つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く

が
、
ま
ず
、

《
セ
》
に

つ
い
て
。

各

々
の
仮
名

の
例
数
は

付
表

2
の
通
り
で
あ

る
。

「古
く

か
ら

あ

る
が

(
〔ヒ
〕
・
〔せ
〕
に
お
さ
え
ら
れ
)
劣
勢

の

ま

ゝ
で

後

に
至

る
」
字
体

〔
セ
〕

が
本
資
料

で
は
全
巻
に
均
等

に
用
い
ら
れ
、

一
般
的
と
さ
れ

る

〔せ
〕
は
上
巻

に
お
い
て
は

「申

せ
ハ
」

(舘
ウ
8
、
"
ウ
6
)

の
形
に
、

中
巻
で
は

巻
末

の

「
或

注
17

本

云
」

の
部
分
に

「
せ
け
井
」

「
せ

バ
ラ
国
」

「
せ

ヱ
チ

(井
)
」

「
サ
ウ
せ

寺

」

「
せ
ん
世
」
な
ど
名
詞
表
記
で
、
下
巻

で
は

「
悪
道

二
落
せ
ス
」

(
24
オ
8
)

に
、
用

い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
例
外
的
な
形
と
い
え
る
。

一
方

の

〔文
〕

は
中

・
下
巻
で
多
用
さ
れ

る
が
、

そ
の
用
法

に
も
若
干

の
差
異
が
認
め
ら
れ

る

(付
表
3
)

。
上
巻
に
お
い
て
は

〔
セ
〕

が
独
占
的

で
あ
る
が
、
中

・
下
巻

で
は
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二
者

の
併
用
状
態
で

〔
セ
〕
は
サ
変
動
詞

よ
り
は
四
段
下

二
段
動
詞
の
活
用
語

尾

に
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
即
ち
、
サ
変
動
詞

の
未
然
形

・
命
令
形
に
現
れ

る

(
セ
)
の
表

記
に
用

い
ら
れ
る

〔
セ
〕
は
6
/

31

(上
巻
)
4
/

55

(中
巻
)
7
/

30

(下
巻
)
合
計

17
/
郎

(
14
%
)

(分
母
は

〔セ
〕
の
全
例
数
)
で
あ

る
に
対
し
、
〔
文
)

は

1
/

1

(上
巻
)
16
/
32

(中
巻
)
49
/
83

(下
巻
)
合
計
66
/
鵬

(57
%
)
(分
母
は

〔文
〕
の
全
例
数
)
と
な

っ
て
い
る
。

サ

変
動
詞

活
用
語
尾

(
セ
〉
と

〔文
〕

と

の
結
び

つ
き
が

〔
セ
〕

の
連
合

よ
り
も
強
い

こ
と
が
、
上
巻
か
ら
中

・
下
巻
と

な

る
に
従

っ
て
明
ら
か

に
な
る
と
い
え

る
が
、

そ
れ
は

〔文
〕
が

〔
セ
〕

に
と

っ
て
代

っ
た
と
い
う
も

の
で
は
な
く
、
各
巻

の
語
彙

の
相
違

に
よ

っ
て
サ
変
動

詞

の

(
セ
)
と

〔文
〕
と

の
結

び

つ
き

が
顕
わ
に
な

っ
た
と
解
す

べ
き
も

の
で

あ

ろ
う
。
上
巻

に
お
け
る

〔文

〕
は
漢
語
サ
変
動
詞

「
念
曳
ヨ
」

(%
ウ
6
)

に
の

み
見
え
、
そ
の
他

の
漢
語
サ
変
動
詞

「
散
セ
リ
」

(2ー
オ
6
)

「
供
養

セ
ム
」
("
ウ

7
)
「
孝

セ
シ
」

(46
ウ
3
)

の
各

一
例
は

〔
セ
)
に
よ

っ
て
い
る
が
中
巻

で

〔
セ
〕

を

と
る

漢
語

サ

変
動
詞

は

「
講

セ
ム
」

(3ー
オ
4
)

「
供
養

セ
ム
」

(2ー
ウ
4
)

各

一
例

の
み
、

〔文
〕
は

こ
の
二
語
の
他

「
供
文

ヨ
」

「
諦
経
支

ム
」

「
請
文

ヨ
」
な
ど

15
語
形
15
例
、
下
巻
で
は

「
顛
倒

セ
ス
」

(6ー
オ
7
)

の
他
は

「
召
文

ル
」

「
讃
嘆
文

シ
ム
ル
」

「
放
生
文

ヨ
」
な
ど

35
例
が

〔文
〕

に
よ
る
。
こ
こ

で

〔文
〕

の
出
現
を
単

に
サ
変
動
詞

の

《
セ
》
の
表
記

の
為

と
す

る
の
は

「
漁

ス
ル
事

ヲ
セ
ス
」

(中
巻
)

「
レ
ウ

ニ
セ
シ
」

(中
巻
)
「
一
巻

ニ
セ
ル
」

(中
巻
)

「
湯
ア
ム
セ

ル
」

(下
巻
)

「
シ

ニ
ヲ
セ
ス
」

(下
巻
)

「
ヒ
チ
リ
セ
ル
」

(下
巻
)

他
の
語
が

〔
セ
〕
を
と

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
可
能
性
と
し
て
は
弱
い
。
確
か

に
、
特

に
下
巻
に
お
い
て

〔父
〕

の
使
用

の
若
干

の
拡
大
を
認
め

る
こ
と
は
で

き
る
が
、

一
方
で
漢
語
サ
変
動
詞
と

の
結
び

つ
き
も
よ
り
強

い
も

の
と
な

っ
て

い
る

こ
と
か
ら
、
中

・
下
巻

に
お
け
る

〔曳
〕

の
増
加
は
よ
り
具
体
的
に
は
漢

語
サ
変

動
詞
と

〔文
〕
と
の
結
び

つ
き
が
顕
著

で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る

も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
要
す
る
に

(
セ
》

に
お
け
る
併
用
仮
名

の
機
能
差
異
に
つ
い
て

「
恒

常
性
」
と
い
う

こ
と
は
で
き
な

い
に
し
て
も

「
傾
向
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
を
認
め
る
た
め

に
は
よ
り
多

く

の
調
査
が
必
要
な

こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
同

一
音

韻
に
対
し

て
複
数

の
仮
名
が

一
個
人
の
書
記
能
力
中

に
存
す
る
時
、

そ
こ
に
何
ら
か
の
秩
序
を
求

め
よ
う
と
す
る
力
が
働
く
可
能
性
は
平
仮
名

に
限
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
か

え

っ
て
片
仮
名

に
も
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
み
る
の
が
自
然

で

は

あ

ろ

う

。
し
か
し
そ
の
実
態
は
双
方

の
異
体
仮
名

の
あ
り
方

に
応
じ
て
個
別
的

で
あ

る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、

(
セ
》
が
併
用
と
な

っ
て
い
な

い

「東

注
18

大
寺
切
三
宝
絵
詞
」

で
は

な
を

(ほ
)
ゆ
れ

(る
)
せ
と
い
布
爾

(狙
オ
4
.
5
)

行
基
菩
薩
志
て
究
願
せ
し
め
て

(5ー
オ
5
)

と
あ

っ
て
も
本
資
料

で
は

猶

ユ
ル
セ
ト
云
時

・二
(中
34
オ
3
)

行
基
井

シ
テ
究
願
曳

シ
メ
テ

(中
35
オ
ー
)

の
よ
う

に
二
通
り
の
表
記
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
今
は

「
傾
向
」

の
段

階
で
あ
り
、

そ
れ
が
書
写
者
三
善
氏
某

の
個
人
的
も
し
く
は

一
時
的
な
も

の
に

と
ど
ま
る
の
か
否
か
は
決
し
か
ね
る
が
、
片
仮
名
に
お
い
て
も

「
師
資
伝
授
」

を
始

め
と
し

て
価
値
を
異
に
す
る
字
体
が
存
す
る
と
言
わ
れ
る
時
、
そ
の
線
上

の
い
ず

れ
か
に

〔
セ
〕

〔文
〕
が
位
置
し
て
い
た
と
予
想
す

る
可
能
性
も
皆
無

で
は
あ
る
ま

い
。

つ
づ
い
て

(
サ
》
に
移

る
。

〔
サ
〕

〔七
〕

の
例
数
の
分
布
は
反
比
例
の
関

係

に
あ
る
と
い
え
る
が
、

や
は
り
上
巻
と
中

・
下
巻
と

の
間
に
は

一
線
を
画
す
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こ
と
が
で
き

る
。

〔
サ
〕
は

「
平
安
中
ご
ろ
か
ら
勢
を
え

て

『
七
』

と
併
存
」
し

た
と
さ
れ
る
が
、
上
巻
は

〔
七
〕

が
多
く

の
品
詞
に
亙

っ
て
用

い
ら
れ

〔
サ
〕

が
勢
を
得
る
以
前

の
形
を
、
中

・
下
巻
は

〔サ
〕
が
伸
長
し

〔七
〕
が
圧
倒
さ

れ
た
形
を
示
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ

る
か
ら
で
あ
る

(付
表
4
)
。
見
方
を
変

え
て
言
え
ば
、
上
巻

に
お

い
て
は

〔七
〕

の
専
用
に
近
く

〔
サ
〕
は
そ
の
用
法

の
う
ち
の
い
く

つ
か

(助
動
詞

「ズ
」
連
用
形
.
連
体
形
、
動
詞
語
幹
、
名
詞
、
各
-
例
、
サ
行

・
四
段
動
詞
未
然
形
2
例
)に
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、

何
ら
の
分
担
も
求
め
る

こ
と
が

で
き
ぬ
と
い
う

こ
と
が
で
き

る
。
中

・
下
巻
は
同
様
な
傾
向
、
即
ち

〔サ
〕

が

種

々
の
品
詞

に
用

い
ら
れ
る
の
に
対
し
て

〔七
〕
は
名

詞
、
動
詞
形
容
詞
の
語

幹
な
ど
広

い
意
味
で

の
体

言
に
用

い
ら
れ
る

(中
で
も
下
巻
は
名
詞
5
例
と
動
詞
-
例
)

の
み
と
い
う
限
定
、
を
示

し
て
い
る
。

〔
七
〕

が
中
下
巻
に
お
い
て
は
体
言
表

示

に
与

か
る
字
体
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
が
、
表
示
さ
れ
る
語
は

「
ヲ

七

メ
」

4
例
、

「
イ
ク
七
」
3
例
、

「
力
七
リ
」
2
例
、

「
ク
七
キ
」

1
例
、

「
ツ
カ
七

(傍
訓
)
」

1
例

(以
上
中
巻
)

「
ツ
カ
七
」

「
弘
七
」

「
長
七
」

「
力

七

リ
」

「
ツ
ハ
七
」

「
力
七
子
テ
」

(以
上
下
巻
各
-
例
)

な
ど

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
多
用
も

し
く
は
特
徴
的
な
語
は
中
巻
に
お
い
て
は
ま
ず
、

「
オ
サ

メ
」
5
例

に
対
す
る

「
ヲ
七

メ
」

4
例
で
あ

る
。
中
巻
に
お
い
て
は
、

語
頭

の

(
オ
》

に
対
し

て
、

「
オ

コ
ナ
フ

(
ハ
・
ヒ
)
」

7
例

「
ヲ

コ

ナ

フ

(
ハ
)
」

3

■

例
、

「
オ

ト

ロ
ク

(キ
)
」

4
例

「
ヲ
ト

ロ
キ

(カ
)
」

6

例
な

ど

を

始

め

と
し

て
、

大
部

分

が

〔
オ

〕

〔
ヲ
〕

両

表

記

を
有

す

る

(
「ヲ
ソ
リ

(レ
)
」
7
例
の
み
は

注
19

対
立
形
を
有
せ
ず
、
例
数
の
う
え
か
ら
も

「
ヲ
」
専
用
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
が
、
他
の
た
と
え
ば

「ヲ

ド
リ
テ
」
「
オ
モ
ト
人
」
な
ど
は

一
、
二
の
例
数
し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
で
専
用
と
は
決
め
か
ね
る
)
。

「
オ

サ

メ
」

「
ヲ
七

メ
」

に
対

し

て

「
オ

七

ム
」

「
ヲ

サ

メ
」
も

各

1
例

認

め

ら

れ

は

す

る

が
右

の

「
オ

」

「
ヲ
」

両

表

記

の

事
実

を

重

視

す

れ
ば

「
ヲ
」

と

〔
サ
〕

と

の
結

び

つ
き

は

習

慣
的

な
も

の
と

い
う

こ
と

が

で
き

よ

う

。

「
イ
ク
七
」

に
対
す

る

「
イ
ク
サ
」
、

「
力
七
リ
」
に
対
す
る

「
カ
サ
リ
」

は
各
1
例

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
語
が
、
下
巻

に
お

い
て
も
共

に

〔七
〕
で
表
記

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、

そ
の
歴
史
的
な
性
格
を
明
ら
め
る
必

要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
下
巻

に
お

い
て
は
対
立
形

「
カ
サ
リ
」

は
5
例
、

「
ツ
カ
サ
」
は
6
例

で
、

〔七
〕

に
よ
る
表
記
は
後
退
し

て
い
る
と

い
え
る
。

「
弘
七
」

「
長
七
」

の
例
は
接
尾
語
表
示
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が

一

方
で

「
タ
カ
サ
」

の
形
も
3
例
あ

る
。

「
ツ
ハ
七
」

「
力
七
子
テ
」
は
対
立
形

を
も
た
な
い
。

つ
ま
る
と

こ
ろ
、

〔七
〕
に

つ
い
て
は

「
オ
サ
メ
」
と

「
ヲ
七
メ
」

に
お
け

る
表
記

の
固
定
、
歴
史
的
語
性
表
示

の
可
能
性
、
加

え
て
語
中
尾
に
の
み
用

い

ら
れ

る
と
い
う
性
格
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
因
み
に
、
上
巻

に

お

け

る

〔七
〕
表
記

の
名

詞

は

「
軍
七
」

「
高
七
」

「深

七
」

「
態
七
」

「
重
七
」
各

1

例

で
あ

っ
て
、

こ
れ
ら
は

(
「
態
七
」
を
除
く
)
中

・
下
巻
に
通
ず
る

も

の

と

な

る
。
そ
こ
か
ら
た
と
え
ば
、

下
巻
に
お
い
て

「
タ
カ

サ
」
の
み
が

「
弘
七
」

「

長
七
」
の
対
立
形

で
あ
る

こ
と
が
漢
字
と

〔七
〕
と

の
関
連
を

予
想

さ
せ
も
す

る
が
中
巻

で
は

「
タ
カ
サ
」

「
高
サ
」
両
形

が

一
例
ず

つ
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

(
テ

)

に
お

い

て
は

〔テ
〕

〔天

〕

〔て
〕

の
形

が

見

え

て

い

る
。

そ

の
う

ち

〔
て
〕

は
中

・
下

巻

の
み

に

御

門

悦
給

て
雨

乃
シ
タ

ニ
ミ

コ
ト

ノ
リ

ヲ
ク

タ

シ
テ

(中
6
オ
5
)

ハ
ヤ

ク

モ
ト

ノ
国

二
帰

て
道

ヲ
広

メ
・
ト

イ

ヒ
テ

(下
10
オ
7
)

律

師

静

安

候

て
経

一ニト

ケ

ル
旨

ヲ
ソ

ノ

ア

ル

ヘ
キ

事

ヲ
奏

シ

(下
43
ウ
3
)

の

3
例

が

漢

字

の
直

下

と

い
う

共
ハ通

の
条

件

下

に

用

い

ら
れ

て

い
る

。

「
帰

」

注

20

は
別
に
し

て
も

「
給
」

「
候
」
は
他
の
箇
所

に
比
す
れ
ば
極
度

の
草
体
で
、

〔
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て
〕
は
そ
の
条
件

の
下

に
あ
ら
わ
れ

た
形
で
あ
る
と
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

〔天
〕
は
上
巻

に
お

い
て
は
そ
の
使
用
条
件
を
い
く

つ
か

の
場
合

に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

「
出
シ
天
」

「
伊
坐
シ
天
」
な

ど

「
シ
」
に
続
く
場
合

が
9
例
、

「
駕

、
天
」
な
ど

「
、
」

に
続
く
場
合
が
4
例

(
「尽
串
犬」
の
例
が
上
序
5

ウ
8
に
一
っ
み
え
る
)
、

「
来
リ
天
」
な
ど

「
リ
」

に
続
く

場
合
が

4
例
、

「
須
加

利
天
」
な
ど
万
葉
仮
名
書
き
に
続
く
場
合
が
6
例
、

行
末

に
用

い
ら
れ
る
場
合

が
6
例
、
行
中
に
用
い
ら
れ

る
場
合
6
例
と
な

っ
て
い
る
。

一
方

〔テ
〕

が
助

詞
と
し
て
用

い
ら
れ
る
場
合

「
出
シ
テ
」

「
造
リ
テ
」
な
ど
送
り

仮
名

に
続

け
ら

れ
る

こ
と
は
少
な
か
ら
ず
あ

る
が
、

そ
れ
に
も
増
し
て
漢
字

の
直
後

に
続

く

こ

と
の
方

が
箋

圃
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
本
巻

に
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る

「

来
」
を
と
れ
ば
、
全

22
例
の
う
ち

「
来
テ
」

17
例
、

「
来
リ
テ
」

2
例
、

「
来
天
」

1
例
、

「
来
リ
天
」
2
例

と
な

っ
て
い
る
。
ま

た
、

「
成
」
は

「
成
テ
」

4
例
、

「
成
大
」

-
例
、

「
成
リ
天
」
1
例

で
あ
る
。
先
に
示
し
た

〔天
〕

の
う
ち
万
葉

仮
名

に
続
く
例
を
除
け
ば
、
漢
字
直
続
は

10
例
、

送
り
仮
名
な
ど
他
の
仮
名
を

介
す
る
も
の
は
20
例
と
な

っ
て
い
る
。
漢
字
直
続

の
う
ち

5
例
は
行
末

に
用

い

注
22

ら
れ

て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

従

っ
て

〔
テ
〕

に
漢
字
直
続
中

心
の
用
法
を
、

〔天
〕

に
は
送
り
仮
名
な
ど

を
介
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
行
末

に
用

い
ら
れ
る

こ
と
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ

の

示
差
的
特
徴
と
し
て
認
め

る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
ま

た
、

〔
テ
〕
遭
蛎
葉
仮

名

に
続
く

例
は

「
加
末
比
テ

(箆
ウ
2
)
」

「
祢
不
利
テ

(菊
オ
3
)
」

の

み
で
、

〔天
〕
が
万
葉
仮
名

に
続
く

こ
と
も
多

い
。

中

・
下
巻
に
お
け
る

〔天
〕
は
行
末

に
用

い
ら
れ
る
形
と
い
え

そ

う

で

あ

る
。
即
ち
、

全
9
例
中

7
例

(中
巻
)
、

5
例
中

4
例

(下
巻
)
が
行
末
に
現

れ
る

の
で
あ

る
。
行
中
に
用
い
ら
れ
る

の
は
、

我
使
ト

ナ
乃
リ
天
ソ

コ
ニ
…
…
…
モ
テ
キ
タ
レ

(申
1ー
オ
6
)

寺

ノ

ウ
チ

ニ
メ
ク

リ

ユ
キ
天
カ

ヘ
リ
来

テ

(中
"
ウ
ー
)

百

部

ヲ
カ
キ

ヲ
キ

天
乃

チ

く

ノ
年

ニ

ハ
ナ

カ

ク

(下
24
オ
1
)

な
ど
で
特

に
条
件

と
い

っ
た
も

の
も

想
定

で
き
な

い
。

総
じ

て
言
え
ば
、
上
巻

に
み
ら
れ
た

〔天
〕

の
い
く

つ
か
の
用
法
が
中
、
下

巻
に
至

っ
て
は
そ

の

一
部

に
限
ら
れ
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と

に
な
る
。

(
ノ
》
は
全

て
の
巻
に
お

い
て

〔
ノ
〕

が
多
用
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
が
中

下
巻
で
は

〔
乃
〕

の
増
加

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
後

に
も
触
れ
る

が
上
巻
の
記
載
様
式
が
宣
命

体
で
あ

る
こ
と
に
よ

っ
て

〔乃
〕

に
よ

る
自
立
語

表
示
が
減
少
す

る
こ
と
と
な

っ
た
と

い
う
側
面

が
あ
る

の
か
も
し
れ
な

い
。
従

っ
て
、
上
巻

に
お
け
る

〔乃
〕
は
全

て
助

詞
と
し
て
の
例
で
あ
り
、

〔
ノ
〕
も

送
り
仮
名

・
傍
訓

に
み
え
る

16
例
を
除

い
た
千
例
あ
ま
り
は
助

詞
で
あ

る
。

〔

乃
〕
が
行
頭
に
用
い
ら
れ
る
の
は
2
例
、
行
中

11
例
、
行
末

5
例
で
、
行
頭

・

末

に
用

い
ら
れ
る
割
合
が

〔
ノ
〕

の
1
割
末
満
と
い
う

の
に
比
し
て
高

い
け
れ

ど
も
、
行
中
に
用
い
ら
れ
る

こ
と
に

つ
い
て
の
格

別
の
根
拠
も
見
当

ら
な

い
。

こ
の
点
は
中

・
下
巻

に
お
け
る
助
詞
と
し
て
の

〔
乃
〕
に

つ
い
て
も
同
様

で

あ

っ
て
、
行
頭

・
中

・
末

の
例
数
は
各

々
7

・
16

・
8

(中
巻
)
、

5

・
13

・
7

(下
巻
)
と
な

っ
て
い
る
。
特
に
、

両
巻

で
の

〔乃
〕
が
行
末

に
用
い
ら
れ
る
場

合
に
は

そ
れ
ら
は
全
て
助
詞
と
し
て
の
例

で
あ

っ
て
、
全
巻
を
通
し
て

〔
乃
〕

は
助
詞

(
ノ
》
が
行
末

と
な

っ
た
場
合

に
現
れ
る
と

い
う
こ
と
が
言
え
そ
う

で

あ
る
が

一
方

で
、

〔
ノ
〕

が

行

末

助

詞

(
ノ
)
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
も
、
62

(上
巻
)
、

33

(中
巻
)
、

嶋

(下
巻
)
と
多
い
。
し
か
し

〔
ノ
〕
全
例

に
対
す
る
行

末

〔
ノ
)

の
割
合
は

全
巻
-
割
以
下
で
は
あ
る
。
自
立
語
中

に
用

い
ら
れ
る

〔

乃
〕
に

つ
い
て
、
そ
の
第

一
の
特
徴
は
語
頭

に
多
く
用
い
ら

れ
る
点
で
あ
る
。

殆

ど
が

〔
ノ
〕

に
よ
る
対
立
形
は
有
す
る
が
、

「
乃
タ

マ
フ

(バ
ク
)
」
8
例
、

「96一



「
乃

ム

(
マ
)
」

3
例
、

「
乃

リ

(乗
)
」

3
例

、

「
乃

チ
」

2
例

、

「
乃

コ

ル

(リ
)
」

2
例

、

「
乃

ポ
リ

」

1
例
、

「
乃

フ

(述
)
」

1
例

、

「
乃

コ

ヒ

(拭
)

」

1
例

(以
上
中
巻
)
、

「
乃

タ

マ
フ

(
ハ
・
ヒ
・
へ
)
」

35
例

、

「
乃

ル

(ラ
・
レ
)

(呪
)
」

4
例

、

「
乃

フ

ル

(延
)
」

2

例
、

「
乃

コ

フ

(ヒ
)
」

2
例
、

「
乃

コ
シ

(
セ
)
」

2
例
、

「
乃

ソ

ク

(除
)
」

1
例

、

「
乃

ホ

ル

(リ
)
」

3

例
、

「
乃

セ

(乗
)
」

1
例

、

「
乃
リ

(ラ
)
」

3
例

、

「
乃

コ
リ
」

1
例

、

「
乃

チ

」

5

例

(以
上
下
巻
)
が

〔
乃
〕

を

語

頭

に
有

す

る

自

立

語

の

全

て
7
で

あ

る

。

し

か

し
、

固

定

化

し

て

い
る

と

み

て
先

の
助

詞

の
例

に
は

含

め
な

か

っ
た
、

中

巻

の

「
カ

ク

乃

コ
ト
ク

乃

」

2
例

、

「
カ

ク

乃

コ
ト

ク
」

2
例

を

別

に
し

て
も
、

「

イ

乃

ル

(ラ
・
リ
)
」

3
例
、

「
ナ
乃

リ

」

2
例

、

「
オ

乃

力
」
1
例

(以
上
中
巻
)

、

「
イ

乃

ラ

シ

メ
」

1
例
、

「
コ
乃

」

2

例
、

「
ソ
乃

」

-
例

(以
上
下
巻
〉
な
ど

は

語
中

・
尾

に

〔乃
〕

の
出

現

を

み

る

。
表

記

の
固

定

と

し

て
処

理

で

き

る

の

は

「
ナ

乃

リ
」

の
み

で

「
イ

ノ

ル

(ラ
・
リ
)
」

4
例

、

「
オ

ノ

カ
」

1
例

(以
上

中
巻
)
「
イ

ノ

ラ

シ

ム
」

1
例

、

「
コ

ノ
」

35
例

、

「
ソ
ノ
」

41
例

(以
上
下

巻
)
な

ど
対

立

形

が

存

す

る

。

し

か

し
、

〔
乃
〕

に
よ

る

表

記

の
固

定

的

な
、

優

勢

な

語

が
認

め

ら

れ

る

こ
と
、

そ
れ

ら

は

語
頭

に

〔乃

〕

を
有

す

る

こ
と

が

多

い

こ
と
な

ど

の
傾

向

は

指
摘

で
き

よ

う

。

従

っ
て
、

(
ノ
》

に

お

い

て

〔
ノ
〕

が

全
般

に
優

勢

で
は

あ

る

が
、

〔乃
〕

は

助

詞

の
場

合

は

行

に
お

け

る
位

置

に
よ

っ
て
、

自

立

語

に
お

い

て
は

語

頭

に

《
ノ
》

を
有

す

る
か

否

か

に

よ

っ
て
出

現

を

左

右

さ

れ

て

い
る

と

い
う

こ
と

が

で
き

る

。

因

み

に
、

「
オ

ノ

ツ
カ

ラ
」

「
タ

ノ
ム

(、・、
.
メ
)
」

「
ト

ゝ
ノ

ブ

(
へ
・
ホ
)
」

な

ど

語
中

に

《
ノ
〉

を

有

す

る

語

は
先

に
あ

げ

た

〔
乃
〕

の
例

以

外

は

全

て

〔
ノ
〕

に
依

る

。

資
料

で
は

《
キ
〉

(
ニ
ゴ

(
ネ
》

《
ホ
〉
な
ど

に
お

い
て
複
数

の
仮
名

の
使
用

が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
上
巻
を
中
心
と
し

た
も
の
で
、
し
か
も

(
キ

)
を
除
け
ば
単
用
と
い
う
に
近

い
。
そ

の

(
キ
》

に
つ
い
て
、
既

に

〔キ
〕
と

注
24

〔、
〕
と
の
例
数
は
示
さ
れ
て
い
る
。
今
回

の
集
計

に
よ
れ
ば
、
上
巻
は

〔、

〕
胸
例
で
そ
の
用
法

を
分
類
す
れ
ば
、

力
行
活
用
動
詞
語
尾
88
例
、
形
容
詞
連

体
形
73
例
、
助
動
詞

「
キ
」
終
止
形

46
例
、
体
言

18
例
、
助
動
詞

「
ベ
シ
」
連

体
形

11
例
、

副
詞

「
大

、

二
」
13
例
と
な

っ
て
い
る
。

〔キ
〕
は
52
例

で
、
同

じ
く

18
例
、

20
例
、

10
例
、
3
例
、

1
例
、
例
な

し
、
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か

ら
用
法
で
は
な
く
、
例
数
の
減
少

の
み
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う

ち

「
大
、

二
」
は
専
用

と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

中
巻
に
お
け

る

〔＼
〕

は

注
25

「
ア
サ

さ

「
ナ
、

一一」

「
オ
ホ
＼

二
」
、

下
巻

で
は

「
ヨ
邑

「
サ
ヌ
、
乃

国
」

「
長

さ

「
ス
、

(鋤
)」

「
サ
、

ノ
ヨ
」

「
ヲ
モ
さ

「
白

さ

「
ヨ

＼
」
な
ど
概

し
て
形
容
詞
活
用
語
尾
が
多

い
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

(
ニ
〉
は
全
巻
を
通
じ
て

〔
二
〕

の
専
用
と
い
え

〔了
&

は
列
挙
す

る
場
合

に
中
巻

2
例
、

下

巻

3
例

現
れ
る
が

二

了
ひ
(
ハ
)
」

の
形
が
な
く

「
二
マ
&

(中
15
オ
4
)

「
三
了
。
(
ハ
)
」

(中
15
オ
7
・
下
3
ウ
5
)

「
四
工

己

(下
56
ウ
7
)

と

な

っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
助
詞

「
ニ
ハ
」

の
臨
時
的
な
形
と
み
な
せ
る
。

(
ネ
》
は
中

・
下
巻

で
は

〔子
〕
単
用

で
あ
る
。
上
巻
に
お
け
る

〔
子
〕

〔

ホ
〕

〔ネ
〕
は
ナ
行
活
用
動
詞
語
尾
、
助
動
詞

「
ズ
」
巳
然
形
、
終
助
詞

「
ネ

」
な
ど

に
共
通
に
用
い
ら
れ
、
か

つ
少
数

で
あ

る
こ
と
に
よ

っ
て
差
異
は
認
め

が
た
い
。

《
ホ
》

に
お
け
る

〔7
〕
は

「焔

ア
」

(上
26
ウ
6
)

「
苓

7
」

(上
翼
ウ
4
)

の
2
例
と
も
語
末

《
ホ
〉

に
対
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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以
上
、

(
セ
〉

(
サ
)

《
テ
)

(
ノ
)
に

つ
い
て
述

べ
て
き
た
が
、
他
に
本



Ⅳ

初
め
に
も
触
れ
た
如
く
、
片
仮
名
が
そ

の
発
生

以
来
、
ど

の
よ
う
な
字
形

・

字
体
を
た
ど

っ
て
き
た
か
に

つ
い
て
知
れ
る
と

こ
ろ
は
多

い
。
ま
た
、
ど

の
よ

う
に
用
い
ら

れ
き

た

っ
た
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
も
概
観
す

る
こ

と

が

で

き

る
。
し
か
し
、

そ
の
研
究
が
国
語
史

に
お

い
て
、

よ
り
重

い
位
置
を
占

め
る
=

ー
む
し
ろ
、
占
め
う

る
か
否
か
を
確
か
め

る
ー

た
め

に
は
今
後
、
新

し
い
視

点
を
導
入
し
て
の
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

「
新
し

い
視
点
」

を
導
入
す
る
に
は
遠
く
及
ば
な
か

っ
た
け
れ
ど
も

一
方

で
、
中
世
も
し
く
は
平

安
朝
末
か
ら
鎌
倉
期

に
か
け

て
が
平
仮
名

に
と

っ
て
の
み
な
ら
ず
片
仮
名
に
と

っ
て
も

一
大
転
機

の
時

で
あ

っ
た
ろ
う

こ
と
は
、

先
学

の
指
摘
と
訓
読
の
場

を

離
れ
た
片
仮
名
使
用

の
事
実
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
肯
え
る
と

こ
ろ
で
、
本
稿

は
そ
れ
に
対

す
る
素
朴
な

一
の
調
査
で
あ

る
。

こ
こ
で
そ
の
結
論
を
ま
と
め
れ
ば
、
本
資
料
は
そ
の
字
形

の
み
な
ら
ず
併

用

字
体

に
お

い
て
も
書

写
時

の
実
態
を
示

し
て
い
る

の
で
は
な

い
か
、

更

に

ま

た
、
そ
れ
は
仏
家
以
外

の
使
用
状
況
を
反
映
し

て
い
る
の
で
は
な

い
か
、

と
い

う

こ
と
。
次

に
、
併
用
さ
れ
る
仮
名

は
相

互
に
使
用
上
の
差
異

が
傾
向
と
し
て

指
摘

で
き
る

こ
と
。
お
お
ま
か
に
言
え
ば
語

に
よ
る
使
用
差
、
行

に
お
け
る
位

置
差
な
ど
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う

。

ま
た
、
本
資
料

の
上
巻
は
そ
の
記
載
様
式

の
上
か
ら
の
み
で
な
く
字
体

・
字

形
、
及
び
そ
の
用
法
上
か
ら
も
中

・
下
巻

と
異
な
る

こ
と
著

し
い
。
概
し

て
上

巻

に
お
け
る
用
法

が
中

・
下
巻
に
至

っ
て
縮
少

・
限
定
的
と
な

っ
て
い
る
が
、

そ
の
逆

の
場
合
も
若
干
認
め
ら
れ
る
、
な
ど
。

片
仮
名

が

"補
助
的
'

"
研
究
的

〃
と
称
さ
れ
る
世
界

か
ら
離
れ

て
も
用

い

ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
時
、

そ

こ
に
何
ら

か
の
動
き

(基
準
化
)
が
求
め
ら
れ

た

で
あ
ろ
う

こ
と
は
予
測

で
き

る
。
あ
る
も
の
は

そ
の
歴
史
的
由
来

に
依
り
、
ま

た
あ
る
も
の
は
臨
時
的

で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
動
き
が
、

よ
り
明
確
な
基
準

・
規
範
を
形
成
し

つ
つ
あ
る
平
仮
名

の
世
界
と
無
関
係
で
あ

っ
た
と
は
、

書
記
者
が
そ
の
能
力

の
う
ち
に
三
表

記
素
材

(漢
字
・
平
仮
名
・片
仮

名
)
を
有
す
る
と
仮
定
す

る
限
り
、

考
え
難

い
。

や
は
り
、
あ

る
時
期
に
お
い

て
、
片
仮
名
は
平
仮
名

の
後
を
追

っ
て

一
の
体
系
た
ら
ん
と
し
た

こ
と
が
あ

っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し

か
し
、

こ
こ
で
併
用

に
お

い
て
み
た
よ
う
に
、
片

仮
名
独
自

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
点
も
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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表
-

上

巻
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中

巻

・

下

巻
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表

2

表

3

〔
セ
〕

に

つ
い

て

〔文

〕
に

つ
い
て

上

中

下

計

上

中

下

計

セ文せサ七さ
表

4
上

中

下

上

中

下

四

段

動

詞

〃

下
二
段

動
詞

〃

サ

変

動

詞

〃

動

詞

語

幹

形
容
詞
語
幹

体

言

助
動
詞

「
き
」

傍

訓

己
然
形

命
令
形

未
然
形

連
用
形

未
然
形

命
令
形

未
然
形

「101一



註
-
池
上
禎
造

「文
字
論
の
た
め
に
」
国
語
学
23
集
、
山
田
俊
雄

「国
語
学
に
お
け
る
文
字
の
研
究

に
つ
い
て
」
同
20
集
、
な
ど
。

2
小
林
芳
規

「平
安
中
期
訓
点
資
料
の
仮
名
字
体
と
訓
読
法
」

(国
語
と
国
文
学
51
巻
4
号
)
な

ど
、
氏
近
年
の
い
く
つ
か
の
論
考
。

3
安
田
章

「仮
名
資
料
」
国
語
国
文
41
巻
3
号
。

4
中
田
祝
夫

「か
な
の
論
く
さ
ぐ
さ
」
国
語
学
20
集
な
ど
。

5
土
井
忠
生
編

「日
本
語
の
歴
史
・
改
訂
版
」
ぺ
別
。

6
築
島
裕

「国
語
学
」

7
以
下
、
本
稿
で
の
調
査
は
古
典
保
存
会
複
製
の
も
の
に
よ
る
。

8
山
田
孝
雄

「三
宝
絵
詞
の
研
究
」

(
「三
宝
絵
略
注
」
所
収
)
な
ど
。

9
水
田
紀
久

「東
寺
観
智
院
本
三
宝
絵
詞
の
記
載
形
式
の
成
立
」
国
語
国
文
21
巻
7
号
。

10
宮
坂
和
江

「三
宝
絵
の
文
章
に
就
て
」
国
語
と
国
文
学
30
巻
9
号
。

11
春
日
和
男

「三
宝
絵
詞
東
大
切
管
見
」
国
語
国
文
27
巻
11
号
。

12
小
林
芳
規

「
中
世
片
仮
名
文
の
国
語
史
的
研
究
」
広
島
大
学
文
学
部
紀
要

・
特
輯
号
3
。

13
註
12
論
文
ぺ
27
。

14
以
下
、

(

〉
に
よ
っ
て
音
韻
を
、

〔

〕
に
よ
っ
て
字
体
を
表
わ
す
。

15
参
考
文
献
①
に
は
鎌
倉
期
以
降
は
漢
籍

・
国
書
が
殆
ど
で
、
仏
典
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
①
、
②
に
お
い
て
鎌
倉
期
以
前
に
は
、
多
く
の
仏
典
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら

ず
、

〔セ

(せ
)
〕
、

〔文
〕
を
併
用
す
る
資
料
は

『吏
記

(延
久
五
年
点
)
』

「春
秋
経
伝

23

「
喜

ヒ
ム
ツ
レ
テ
」

(
2ー
ウ
7
)
を
、

「
ム
ツ
レ
」
は
片
仮
名
字
体
で
は
あ

る
が
、

大
字

で
あ

る

こ
と
に
よ

っ
て
万
葉

仮
名

に
準
じ
る
も

の
と
す
れ
ば
合
計

3
例
と
な
る
。

24
註
9
論
文
参
照
。

25

「
或
本
云
」

の
部
分
に
お
け

る
2
例
及
び
補
入
と
み
ら
れ
る

「
旧
、
室
」

(
12
ウ
5
)

の
傍
訓

1

例
は
除
い
た
。
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集

解

(保
延
五
年
点
)
」
な
ど
漢
籍
関
係
の
も

の
の
み
で
、

こ
れ
ら
の
字
体
の
併
用
は
仏
家
以

外
の
手

に
な
る
も
の
か
、
と
考
え
る
。

16
以
下
、
引
用

の
本
文
に
っ
い
て
、
適
宜
字
体
を
現
在
通
行
の
も

の
に
な
お
し
た
と

こ
ろ
も
あ
る
。

17

『
三
宝
絵
詞

の
研
究
」
ぺ
柵
に

「
そ
の
内
容

の
時
代
と
性
質
と
か
ら
見
て
三
宝
絵
で
は
な
く
、

筆
者
が
便
宜
加

へ
て
お
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
我
々
の
研
究
は
之
を
別
の
も
の
と
考

へ
て

除
く
こ
と
に
す
る
」
と
あ
る
判
断
に
従
う
。

18
春
日
和
男

「
三
宝
絵
詞
東
大
寺
切
の
研
究
」

(
九
州
大
学
文
学
部
創
立
四
十
周
年

記

念

論

文

集
)
所
収

の
本
文
に
よ
る
。

19

「
オ
ホ
ク
」

8
例
、

「
ヲ
ホ
シ
」
4
例
は
、
各

々
を

二
語
と
み
な
せ
ぱ

こ
れ
ら
も
専

用
語
と
い

う

こ
と
に
な

る
。

20

「
給
」
は
通
常
は

「
的
」

「
暫

、
ま
れ
に

「
み

」
が
み
え
る
が
、

こ
こ
で
は

「β

」
。

「
候

」
は
下
巻
で
は

こ
こ

一
例
の
み
。

「
物
」
。

21
概
数
比

で
、
全
例
の
7
割

に
及
ぷ
。

22
先

の

「
来
友
」

1
例
も
行
末

(
33
オ

3
)
に
み
え
る
も
の
。


