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平

家

物

語

副

詞

覚

書

そ

の

三

原

栄

一

=
「

平
家

物
語

の
陳

述
副

詞

に

つ
い
て
は

「
そ

の

一
』

〔
金

沢
大
学

教
養

部

論
集

・
人
文

科
学

篇
十

一
〕

に

お

い
て
、
ま

た
、
主

要
な

程
度
副

詞

に

つ

い
て
は

『
そ

の
二
』

〔
語
文

研
究

三
十

七
号

〕
に

お

い
て
、
そ

れ
ぞ
れ

検

討
を
加

え

た
。

そ

こ
に
は
、

若
干

で

は
あ

る

が
、
平

家
物
語

の
近

代
的

語

彙

語
法

と
平

家
物

語

の
特
徴

的
語
彙

語
法

、

お
よ

び
、
訓
読

語
的

な
も

の

と
和

文
語
的

な
も

の
と
を
見

る

こ
と

が
で
き

た
。

と
り
わ

け
、

同
義

語

「

い
と
ど
」

と

「
い
よ

い
よ
」

と

の
用
法

上

の
差

異

は
平
家
物

語

用
語
法

の

微

妙

な
点

を
明
示

し

た
も

の
で
あ

っ
た
が
、
本

稿

で
は
、
漢

文
訓

読
語

と

和

文
語

と

の
対
応

を
な
す

同
義

語

も
し
く

は
類
義

語

の
情
態

副

詞
に

つ
い

て
考
察

し

て
み
よ
う

と
思

う
。

訓
読

語

と
和
文

語

と

の
差

異

は
単

に
位

相

に
よ
る

も

の
で
あ

る

の
か
、

あ

る

い
は

独
自

の

ニ
ュ
ア

ン
ス
を

も

っ
て
特
定

の
場

に
用

い
ら

れ
る
も

の

で
あ

る

の
か
、
更

に
、

「
語

り
も

の
」

で
あ

る

こ
と
に
因

る
用
語

法

は
見

ら
れ
な

い
か
、
な

ど

の
点

が
問
題

と
な

る
。

最
初

に

、
対
応

す

る
訓
読
語

と
和

文
語

と

が
、
両

者
共

に
使

用
さ

れ
る

も

の
に

つ

い
て
検

討
す

る
。

「
す

み

や
か

に
」

と

「
と
く

」

と
は
、

た

と
え
ば

今
昔
物

語
集

(
以
下

「
今
昔

」

と
略
記

)
に
お

い
て
、
訓

読
語

と
和

文
語

と

の
対
立

と
し

て
顕

著

な
も

の
の

一
つ
で
あ

る

が
、
平
家

物
語

(
以

下

「
平
家

」

と
略
記

)

で

の
対
立

は

い
か
な

る
意

味
を

も

つ
の

で
あ

ろ
う

か
。

訓
読

語

「
す

み
や

か
に
」

九
例

に
は

、
ま
ず

、
文

覚
勧

進
帳

と
山

門
連

署
と

に
用

い
ら

れ
る

二
例

④

殊

に
は
聖

霊

幽
儀
先
後

大
小

、
す

み

や
か

に

一
仏

真
門

の
台

に

い

た
り

、

(
上

三

五
八

9
〉

◎

速

に
賊
徒

を
追

討
し

、
凶
党

を
降

伏
す

べ
き

よ
し

、
(
下

九

○
8

)

が
あ

り
、
和

歌

に
見
ら

れ
る
和

文
語

「
と
く
」

の
例

◎

つ
ゐ

に
か
く

そ
む
き

は

て
け

る
世

間
を

と
く

捨

ざ
り
し

こ
と
そ
く

や
し

き

(
上

一
九
九

3
)

と
対

照
的

で
あ

る
。
牒

状

の
類

の

「
す

み
や

か

に
」

は
至

当
な

も

の

で
あ

一
1

一



り

、

こ
れ

に

「
と
く

」
を

用

い
る

こ
と
は
な

い
。

し
か
し

て
会
話

文

や

こ

れ

に
準
ず

る
も

の
に
お

い
て
も

、

「
す

み
や
か

に
」
は
特

に
勤
桿

な

語
気

を
含

ん

で

い
た
と
見

ら
れ

、

㊥

「
…

一
院

の
御

謎

に
速

に
追
出

し
ま

い
ら

せ
よ
と

候
。

…
」

(
下

=

二
二

11

)

㊥

「
…
其
儀

な
ら

ば
速

か

に
追
出

し

た
て
ま

つ
れ
」
(
下

一
三
三

7

)

㊦

す

み
や

か

に
諌

罰

せ
ら

る

べ
き

よ
し

、
大
衆

公
家

に
奏
聞

し

、

(

上

一
九

五

3
)

㊦

「
…
す

み
や

か
に
先
例

に
ま
か

せ

て
、
入

部

の
押

妨
を

と

.・
め
よ
」

(
上

一
二
七

5
)

㊥
法

皇

仰
な

り
け

る

は
、

「
…
量
障

碍
を

な
す

べ
き

や
。

習

ま

か

り
退

き
候

へ
」

と

て
、

(
上
一
二

九

11
)

の
如
く

、

「
追
出
す

・
珠
罰
す

・
押

妨

を
と

ど
む
」

と

い
う

よ
う

な
武
威

を

伴
な
う

語
句

を
修

飾
す

る

の
に
用

い
ら
れ

る
。
⑦

も

こ
れ
ら

に
準
ず

る

例

で
、
法

皇

が
中
宮

御
産

の
折

に
数

珠

を
お
し

も

ん
で
怨
霊

の
退
散

を

烈

し

く
祈
藤

し

て

い
る
場
面

で
あ

り

、
上
文

に

「
壼
」

が
用

い
ら
れ

て
お

り
、

下

文

に
は
千
手

経

の
文
句

が
後

続
し

て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
、

「す

み
や

か
に
」

に
格
別

の
語
気

が
あ

る
と
す

れ
ば

、

残

る

二
例

に

つ
い
て
も
注

目
す

る
要

が
あ

ろ
う

と
思
わ

れ
る
。

一
つ
は

、

宗
盛

が
仲

綱

の
名
馬

「
木

の
下

」
を

執
拗

に
強
要

し

た
時

の
仲

綱

に
対
す

る

父
頼

政

の
こ
と

ば

①

「
た

と
ひ

こ
が

ね
を
ま

う

め
た

る
馬
な

り
共
、

そ
れ

ほ
ど

に
人

の

こ
わ
う

物

を

お
し
む

べ
き
様

や

あ
る
。

す

み
や
か

に
そ

の
馬

六
波
羅

へ
つ
か

は
せ
」

と

こ
そ

の
給

ひ
け
れ
。

(
上

二
九

一
13
)

に
見

ら

れ
る
。

こ
の

「
す

み
や

か

に
」

は

、
子
仲

綱

に
対

す

る
諌

め
を
強

調

し

た
も

の
で
は

な
く
、

真
意

は
そ

れ
と

は
裏
腹

に
、
宗
盛

に
対
す

る
憤

怒

と
謀

反

へ
の
私

か
な
決
意

を
表

わ
す

も

の
と
し

て
読

み
と
る

こ
と

が
で

き

る
。

い
ま

一
つ
は
、

二
条

天
皇

が
故

近
衛

天
皇

の
后

(当

時

の
太
皇

太

后

宮

)
に

、
強
引

に
入
内

の
宣
旨

を

下
し

た
時

、

こ
の
娘

に
対
す

る
父

大

臣

の
慰

め

の

こ
と
ば

②

「
…
既

に
詔
命
を

下
さ

る
。

子
細
を

申

に
と

こ
ろ
な

し
。

た

、・
引

み
や

か
に
ま

い
ら

せ
給

べ
き
な

り
。

…
…

是
偏

に
愚
老

を

た
す

け

さ

せ
お

は
し
ま
す

御
孝

行

の
御

い
た
り

な
る

べ
し

」

と
申

さ

せ
給

へ
ど

も

、

(
上

一
〇
九

13

)

に
見
ら

れ

る
。

こ

の

「
す

み

や
か

に
」
も

、
娘
多

子

に
対
す

る
勧

奨

で
は

な

く
、

遣
り

場

の
な

い
悲

憤
を

こ
の

「
す

み
や

か

に
」

に
籠

め

て

い
る
よ

う

に
思

わ

れ
る
。
①

と
②

と
類

似
し

た
状

況

の
中

に

こ
の
語

が
見
出

さ
れ

る

の
は
偶
然

の
こ
と

と
は
思

わ
れ
な

い
。

こ
の
よ
う

に
見

る

と
、

「す

み

や

か

に
」

は
特
別

の
意

識
を

も

っ
て
使

用
さ
れ

た
も

の
と
言
え

る

で
あ

ろ

・つ
。

「
す

み
や
か

に
」

に
対

す

る
和
文

語

「
と
く

」

の
類

(
「
と
く

」

七
例

、

「
と
う

」

四
例
、

「
と
く
と

く
」

一
二
例

、

「
と
う

と
う

」
三

二
例

)

は

五
五
例

見

ら
れ

る
が
、
す

ぐ

に
気
付

く

こ
と

は
、

「
と
く

・
と
う

」

=

例

に
比

べ
、

「
と
く

と
く

・
と
う

と
う
」

四

四
例

が
頻

用
さ

れ
て

い
る

こ

と

で
あ

る
。

源
氏

物
語

に

お

い
て
も

「
と
く

と
く
」

(
「
と
う

と
う

」

は

未

出

)

は
僅

か
に

一
例

が
浮
舟

に
見
ら

れ
る

の

み
で
あ

り
、

枕
草

子

に
お

い
て
も
四

例

に
す

ぎ
な

い
。

こ
の
よ
う

に
畳
語

の
形

が
八
割

も
占

め

て

い

る

こ
と

は
、

そ

の
因

が

「
語

り
も

の
」

と

い
う

こ
と

に
深
く

根
差

し

て

い

る
と

考
え

ら

れ
、
平
家

語
彙

の

一
特
徴

と
す

る

こ
と

が
で
き

る

と
思
わ

れ

る
。

一2一



さ

て
、

「
と
く

・
と
く

と
く
」

と
、

そ

の
ウ
音
便

形

「
と
う

・
と
う

と

う

」

と

の
差

異

が
注
目

さ

れ
る
。

「
と
う

」

は
四
例

の
う

ち
後

に
挙
げ

る

特

例

(
例
⑦

)

一
を
除

い
て
三
例

が

「
帰

る
」

に
係

り
、

「
と
く

」
も

一

例

が

「
帰

る
」

に
、
他

は

「
裁
許

・
出

で
来

・
見
参
す

・
失

ふ
」

な

ど
に

係

っ
て
、
両

者

に
大
差

は
な

く
、

強

い
て
言

え
ば

「
と
く

」

の
方

に
幾

分

改

ま

っ
た
気

分

が
感
得

さ

れ
る

と

い
う

程
度

で
あ

る
。

し

か
る

に
、
平

家

を

特
徴

づ
け

て

い
る

「
と
く

と
く
」

と

「と

う

と
う

」
と

の
間

に
は

明
ら

か
に
差

が
あ

る
よ
う

に
思
わ

れ
る
。

「
と
う

と
う
」

は
、

⑰
天

道

「
な

ん

で
う

其

儀
あ

る
ま

じ
。

祇

王

と
う

く

罷

出
よ
」
と
、

(
上
九

八

10
)

の
よ
う

に
、

「
罷

出

づ

・
帰

る

・
召
す

(
「
乗

る
」

の
意

)

・
賜
る

・
言

合

す

・
出
す

・
延

ぶ

・
行
く

・
出
家

を
す

(例

外

)
」

な

ど
を
修

飾
す

る

二
二
例

と
、

被
修

飾
語

が
省

略
さ

れ
た

形

⑦

御
車

を
よ

せ

て
、

「
と
う
く

」

と
申

せ
ば

、
心

な
ら
ず

の
り
給

ふ
。

(
上

一
七

九

2

)

⑦

判
官

「
子

細
あ

る
ま

じ
。

と
う
く

」

と

て
ゆ
る

さ
れ

け

る
。

(

下

三
五

一
13
)

の
如
き

一
○

例

と

の
計

三

二
例

で
あ

る

が
、
用

例
数

に
お

い
て

「
と
く

と

く

」
よ

り
も

優
位

に
あ

る

「
と
う

と
う
」

の
方

が
普
通

一
般

的

な
も

の
で

あ

っ
た
よ
う

に
ま

ず
推
察

さ

れ

る
。

し

か
し

て
、

「
と
う

と
う

」

に
、
単

独

で
用

い
ら

れ

て
被
修

飾
語

を
省

略
す

る
用
法

が

一
○
例

も
見

ら

れ
る

こ

と
は

、
右

の
推
察

を
補

強
す

る

こ
と

が
ら

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て

「
と

く

と
く

」

一
二
例

の
中

に
、

こ
の
よ
う

に
被
修

飾
語

を
省

略
す

る
形

は
全

く

見
出

せ
な

い
。

「
と
く

と
く
」

が
用

い
ら

れ
る

箇
所
を

一
々
検
討

し

て

み
る

と
、
維

盛

に
返
事

を
送

る

二
人

の
子
供

の
書

状

に

「
と
く

/
＼

む

か

へ
さ

せ
給

へ
」

(
下

二
四

一
7

)
と
見

え
、
ま

た

、
頼
盛

へ
の
鎌
倉

か

ら

の
書

状

の
内

容

に

「
と
く
く

げ

ざ
ん

(
見
参

)
に
入
候

は

ん
」

(
下

二

八
七

2

)
と
、

こ
れ
も

ま

た
、
西
国

に
あ

っ
た
能

円

が
北

の
方

に
人
を

よ

こ
し

て
養

君
と

そ

の
母

と
を

お
連

れ
し

て
下

る
よ
う

連
絡

し

た
内
容

に

「

と
く
く

く

だ

り
給

べ
し
」

(
下

一
二
二

6
)
と

、

こ

の
よ
う

に
消
息

に

「
と

く

と
く
」

が
見

ら
れ

る
。

ま

た
直

接
会
話

文

に

お

い
て
も
、

被
修

飾

語
は

、⑳

「
た

"
と
く
く

頸

を

と
れ
」

と
そ

の
給

ひ
け

る
。

(
下

二

二

一

3

)

⑨

「
…
た

.・
芳
恩

に
は
、

と
く
く

か
う

べ
を

は
ね
ら

る

べ
し
」

と

て

、
其

後

は
物

も

の
給

は
ず
。

(
下

二
六

二

5
)

②

「
…

た

"
御
恩

に
は
と
く

く

頸
を

め
さ

れ
候

へ
」
と
申

け
れ

ば
、

(
下

三
八

九

3

・
下

四
二

○

16
、

同
文

)

の
よ
う

に
、

「
頸
を

と
る

・
か
う

べ
を

刎

ぬ

・
頸

を

召
す

」

の
如

き
、

生

命

に
関

わ
る
語

句

が
集

合

し

て
お
り

、
特

に
緊
迫

し

た
重
大

事

の
状
況

下

に

「
と
く

と
く

」

が
用

い
ら
れ

て

い
る

こ
と
が
知

ら

れ
る
。

「
と
う

と
う

」

と

「
と
く

と
く

」

と

の
差

が
少

々
見

出

さ
れ

た
と

こ
ろ

で
、

「
と
く

と
く
」

に
語

性

が
最
も
近

似

し

て

い
る

「
は

や
は

や
」
九

例

に

つ
い
て
も
触

れ

る
と
、

⑫

「
…

は
や
く

御

頸
を

給

は
て
、

…
」

と

い

へ
ば

、

(
下
四

一
二

1

)

の

よ

う

に

、

「
と

く

と

く

頸

を

と

る
」

に
類

す

る

用

法

が
あ

り

、

ま

た

、

⑦

「
は
や
く

出
し

ま

い
ら

さ
せ
給

へ
」

と
申

け
れ

ば
、
若

君

母
う

へ
に
申

さ
れ

け
る

は
、
「
つ
ゐ

に

の
が
る
ま

じ
う

候

へ
ば

、
と
く
く

い

だ

さ

せ

お

は

し

ま

せ

。

…

」

と

、

(
下

三

九

五

12

)
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の
よ
う

に
、

い
わ
ゆ
る

避
板
法

と
思

わ

れ
る
用
法

で
、

「
は

や
は

や
」
と

「
と
く

と
く

」

と
が
相

近
接
し

た

と

こ
ろ
に
同
義

語

と
し

て
使

用
さ

れ

て

い
る
。

こ

の
よ
う

な

こ
と

か
ら

「
は
や

は
や
」

は
、

「
と
く

と
く
」

と
同

様

に
、
重
大

な

こ
と

が
ら

に
関

与
す

る
も

の
で
あ

る

と
推
察

さ
れ

る
が
、

事
実

「
は
や
は

や
」

が
係
る
語

句

は
、

「頸

を

給

ふ

・
出
家
す

・
謀

反
お

こ
す
。

(清

盛

か
ら
仏

が

)
暇
を

賜

ぷ

・

(
閻
魔

王
宮

へ
)
参

る

・

(
六

代
を

隠
れ
家

か

ら

)
出
す

・

(
建
礼

門
院

が
後

白
河
法
皇

に
)
御
対

面
す

」

な

ど
で
あ

る
。

こ

こ
で
注

目

さ
れ
る

の
は

、
次

に
示
す

、

「
と
う

」

の
特
例

一
つ
で
あ

る
。

②

涙

を
な

が
し
悦

て
、

「
今

は
お
も

ふ
事

な
し
。

さ
ら

ば
と
う

」
と

そ

の
給

ひ
け

る
。

今
度

は
堀
弥

太
郎

き

て
げ
り
。

(
下

三
七

一
6

)

の
よ
う

に
頸

を
取

ら
れ

る
場
面

で
は
、

「
と
く

と
く
」

が
用

い
ら

れ
て
然

る

べ
き

で
あ

る

の
に

「
と
う
」

が

用

い
ら
れ
、

「
頸
を

取
れ
」

と

い
う

よ

う

な
句

も
省

か

れ
て

い
る
。

冨
倉

徳

次
郎
氏

の
解

説

に
、

「
こ

こ
に
宗

盛

と
清
宗

の
死
が
対

照
的

に
描

か
れ

て

い
る

が
、
宗
盛

が
そ

の
最

後

の
瞬

間

ま

で
わ

が
子

清
宗

へ
の
恩

愛
を

棄

て
得

な

い
の
に
対

し

て
、
清
宗

は
従

容

と
し

て
斬

ら
れ

て

い

っ
た
嘩
、
と
あ

る
よ
う

に
、
括

淡
と
し

て
斬

ら
れ

る
清

宗

の
態

度
を

父
宗

盛

の
態

度

と
対

照
的

に
描

く

た
め
に

、

「
と

く

と
く

」

を
避

け

て
、
重
大

事

に
し

て
は
淡
泊

と

い
え
る

「
と
う
」

を
敢

え

て
用

い

た
も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う

に
見

る
と

、

「
と
く

と
く
」

は
、
軽

々
に
使

用
さ

れ
た
も

の

で
は

な
く
、

「
と
う

と
う

」

と
同
等

に
見
倣
す

わ
け

に

は
ゆ

か
な

い
よ
う

で
あ

る
。

従

っ
て
、

「
と
く

と
く
」

と

い
う

副
詞

に
、
そ

れ

が
用

い
ら
れ

る
場

面

の
重

大
さ

が
籠

め
ら

れ
て

い
る

こ
と
に
注
意

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
で
あ
ろ
う

。
他

の
五
例

に

つ
い
て
見

る
と
、
関

白

基
房

が
高
倉

天
皇

に

葵
女

御
な

ど
囁

か
れ

て

い
る
上
童

を

召
さ

れ

る
よ
う

に
奏
上

す

る

こ
と
ば

「
件

の
女

房

と
く

く

め
さ

る

べ
し

と
覚

候
。
」

(
上

三
九

二

14

)

・
義

経

が
、

強
風

の
中
を

阿
波
国

に
向

っ
て
舟

を

出
さ

せ
る
時

の

こ
と

ば

「
と
く

く

つ
か

ま

つ
れ
」

(
下
三

○
五

10
)
、

つ
づ

い
て
嗣
信

ら

の
こ
と

ば

「

御
ぢ

や
う

で
あ

る
に

と
く
く

仕

れ
。
」

(
下
三

○
六

1

)

・
宗
盛

と
そ

の

子
副

将
と

の
別

れ

の
場

に
お

け
る
清
宗

の

こ
と
ば

「
こ
よ

ひ
は

と
く
/
＼

帰
れ
。

」

(
下

三
五
九

10

)

・
六
代

と
そ

の
母

と

の
別
れ

の
場

に
お
け

る

六
代

の
こ
と
ば

「
と
く
く

い
だ
さ

せ

お
は
し

ま

せ
。

」

(
下

三
九
五

13

)

と

で
あ

る

が
、

い
ず

れ
も
平
常

な
情

景

で
は
な

い
の
で
あ

る
。

以
上

の
よ
う

に
、
訓

読
語

「す

み
や

か
に
」

は
和

文
語

「
と
く

・
と
う

・
と
く
と

く

・
と
う

と
う

」

と
は
区

別
し

て
用

い
ら

れ
、

ま
た

、

「
と
く

と
く

」
と

「
と
う

と
う

」
と

の
間

に
も
用
法

上

の
差

異

は
あ

る

と

い
う

こ

と

が
知
ら

れ
る
。

ウ
音

便
と

副
詞
化

と

は
密

接

に
関
係

し

て

い
る
と
考

え

ら

れ
る

が
、

こ
れ
と

は
別

に
、
ウ
音

便

と
言
語

の
質

的
軽
重

と

い
う

こ
と

も
、
右

の
よ
う
な

こ
と
が
ら

か
ら
、

語
彙

考
察

の
上

で
十

分

に
配
慮

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
こ
と

の
よ
う

で
あ

る
。

更

に
も
う

一
つ
留
意
す

べ
き
は
、

平
家

に

お

い
て

「
と
く
」

の
類
五

五

例

が
す

べ
て
会
話

文

(
も
し

く
は

こ
れ

に
準
ず

る
文

)

に
用

い
ら
れ

一
特

徴

と
な

っ
て

い
る

こ
と
で
あ

る
。

こ
れ

は
同
義

語

の

「
い
そ
ぎ

」
が
地

の

文

に
多

用

さ
れ

る

こ
と
に
起

因
し

て

い
る
よ
う

で
あ

り
、

「
い
そ
ぎ

」

の

全

用
例
八

一
の
う

ち
四

分

の
三

に
あ

た

る
六

一
例

が
地

の
文

に
見
ら
れ
る
。

「
い
そ
ぎ

」

は
、

㊥
二

院
も

い
そ
ぎ

六
波

羅

へ
御

幸
な

る
。

(
上

一

=
二
8
)

⑦

い
そ
ぎ
馬

よ

り
と
ん

で
お

り
、

(
下

二
○
九

6

)
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の
よ
う

に
、
格

助

詞

「
へ

・
よ

り

・
に
.・
を
」
を

含

む
句

を

隔

て
て
動

詞

を
修

飾
す

る

用
法

が
三

六
例
も

見
ら

れ
、

ま
た
、

⑦

い
そ
ぎ

も

た
ち

か

へ
ら
ず

。

(
下

二
九

○

5
)

の
よ
う

に
、
否

定
文

に
用

い
ら

れ

る
と
き

は
係

助
詞

「
も
」

が
付

い
て

「

い
そ
ぎ

も
」

と
な

る

(
二
例

)
な

ど
、
完

全

に
副
詞
化

し

て

い
る

こ
と
が

知

ら
れ

、
地

の
文

に

「
と
く
」

の
類

が
入

り

込
む
余

地
が
な

い
程
に

「
い

そ

ぎ
」

が

一
般

化

し

て

い
た

こ
と

が
了
解

さ

れ
る
。

な

お
、
源
氏

物
語

に

お

い
て
は

「
い
そ

ぎ

て
」

が
副
詞
的

用
法

と
し

て
僅

か

に
五
例
見

ら

れ
る

に
す

ぎ

な

い
。

「法

華

経
千
部

急

ぎ

て
供

養

じ
給

ふ
。

」

(
御
法

)

「
急

劃

q
し

も

の
ぞ
き

給

は
じ
。

」

(
椎
本

)

の
如
き

で
あ

る
が
、

こ
れ

ら

と

の
校
量

に

お

い
て
も
平

家

の

「
い
そ
ぎ

」
八

一
例

は
多

と
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ

こ
で
意

外

に
思

わ
れ

る

の
は
、

「
は
や

く
」

の
副

詞
的
用

法

が
六
例

し

か
見
ら

れ
な

い
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
う

ち

五
例

が
赦

文

・
山
門
牒

状

.

勧
進
帳

・
福

原
院

宣

・
請

文

に
あ

ら

わ
れ
、

残

る

一
例

も
殿
上

人

一
同

が

鳥

羽
上
皇

へ
忠
盛

を
訴

訟
す

る
と

こ
ろ

に
、

④

殿

上
人

一
同

に
申

さ
れ

け
る

は
、

「
夫
雄

剣
を
帯

し

て
公
宴

に
列

し
、

…
事

既

に
重

畳

せ
り

、
罪

科
尤

の
が

れ
が

た
し
。

早
く

御
礼

を

け

つ
て
、

闘
官

停
任

ぜ

ら
る

べ
き
」
由

、

を

の
く

訴

へ
申

さ

れ
け

れ
ば

、

(
上
八

七

7

)

の
よ
う

に
見

え
る
。

他

の
五
例

す

べ
て

が
書

状

に
用

い
ら

れ

て

い
る

こ
と

か

ら
推
す

と

、
④

の
原

形
は
訴

状

で
あ

り
、

こ
れ

に

「
早

」

が
用

い
ら
れ

て
、
右

の

「
早
く

」
が
あ

ら

わ

れ
た
も

の
と
考

え

ら
れ
る
。

よ

っ
て
、
平

家

に

お

い
て

「
は

や
く

」

は
書

状

以
外

に
用

い
る

こ
と

は
な

か

っ
た
と
見

て
よ

い
よ
う

で
あ

る
。

な

お
、

「
と

み
に
」

に

つ
い
て
は
、
平

家

に
お

い
て
も

五
例
す

べ
て
が

(⑦
と

み

に
も

た

て
ま

つ
ら
ず

(
上

=

○
6

)

の
よ
う

に
、
否
定

語
を

下

に
伴

っ
て

お
り
他

の
作

品

の
用
法

と
同
様

で
あ

る
。

こ
の
場
合

、
係

助
詞

「
も
」

の
存
在

を

見
落
す

こ
と
は

で
き
な

い
で

あ

ろ
う

。

更

に
考
究

さ
れ

ね
ば
な

ら
な

い
課

題

の

一
つ
で
あ

る
。

三

「
す

み
や

か

に
」

及

び

こ
れ
ど

対
応

す

る

「
と
く
」

の
類

、
加

え

て

こ

れ

ら

と
付
帯

関
係

に
あ

る

「
い
そ
ぎ

」

「
は
や

く
」
等

に
は
、

そ
れ

ぞ
れ

用

法
上

の
特
色

が
見
ら

れ
た

が
、

こ
れ

と
類

似

の
事
例

一
二

に

つ

い
て
更

に
見

る

こ
と
と
す

る
。

訓
読

語

「
ひ
そ
か

に
」

一
六
例

と
和

文
語

「
し

の
び

て
」

三
例
、

「
し

の
び

つ
つ
」
七
例

、

「
し

の
び
や

か

に
」

一
例

と

が
あ

る
。

和

文
語

「
み

そ

か
に
」

の
使

用
は
今

昔

と
同
様

に
全

く
無

く
、

こ
れ
が
特
殊

な
和

文

語

で
あ

っ
た

こ
と
が
知

ら
れ

る
。

「
ひ

そ
か

に
」

と

「
し

の
び

て
」

の
類

と

の
用

法
上

の
差

異

は
分

明

で

あ

っ
て

、

「
ひ
そ

か
に
」

は
格
式

張

っ
た
場

面

に

の
み
用

い
ら

れ
る
。

ま

ず

一
六
例

中

七
例

が
山
門

牒
状

・
南

都
返

牒

・
厳
島
願

書

・
木

曽

山
門
牒

状

(
二
例

)

・
請

文

・
南

都
牒

状

(
こ
れ
に
限

り
副

詞

と
し

て
存

疑

)
に

見

ら
れ

、
残

り
九

例
も
皇

室

に
関
与

し

た
事
態

に

の
み
用

い
ら

れ
て

い
る
。

例

え
ば

、

㊥

ひ

そ
か

に
御
所

を
出

さ

せ
給

ひ
、
鞍

馬

へ
御
幸

な

る
。

(
下

=

八

2
)

の
よ
う

な

も

の
で
、

い
ず

れ
も

「
殿
上

ヲ
罷

り
出

づ

・
殿

上

ノ
小
庭

二
参

候
す

・
主

上

ガ
高

力

士

に
詔

ず

・
内
裏

ヨ
リ
御
書

あ

り

・
宮

ノ
御
所

二
参

う5う



る

・
法
皇

二
奏

す

・
法

皇

ガ
御
所

ヲ
出

で
さ

せ
給

ふ

(
二
例

)

・
沙

門
ガ

草
薙

剣

ヲ
隠
し

て
行

く
」

の
よ
う

な
場

面

に
使

っ
て

い
る
。

こ
れ

に
対
し

て

「し

の
び

て

・
し

の
び

つ

つ
」

一
○
例

は
、
例

外

一
を

除
き

、②

大
納

言

の
北
方

は
、

都

の
北

山
雲

林
院

の
辺

に
し

の
び

て
ぞ

お
は

し
け

る
一

(
上

一
八
七

8

)

㊥

伊
賀

大
夫

知
忠

…
備

後
国
太

田

と

い
ふ
所

に
し

の
び

つ

・
ゐ
た

り

け
り
。

(
下

四

一
八

3
)

の
よ
う

に
、
皇

室

に
は
関

係

な
く
、

日
常
的

な
場

に
お

い
て
使

わ

れ
て

い

る
。

「
し

の
び

て
」

は

「
お

は
す

(
二
例

)

・
明
し
暮
す

」

に
係

り
、

「

し

の
び

つ

・
」
は

「
住

む

・
居

る

・
隠

れ
居

る

(
二
例

)

・
訪

ふ

・
紛

れ

出

づ
」

に
係

っ
て

い
る
。

た

だ

「
し

の
び
や
か

に
」

は
特

殊
な

も

の
で

「

射

入

る
」

に
係

る
。

「
し

の
び
て
」
三

例

「
し

の
び
や

か

に
」

一
例

を
凌
ぐ

「
し

の
び

つ
つ
」

七

例

は
副
詞
的

用
法

と
認

め

る

こ
と

が

で
き

、
平
家

の
特

徴
的

語
彙

の

一

つ
と
し

て
挙
げ

え
よ
う

。

「
し

の
び

つ
つ
」

は

「
住
む

・
隠
れ
居

る
」

な

ど
存
続
的

動

詞

の
修

飾
語

と
し

て

「
し

の
び
て
」

よ
り
も

好
適

で
あ

り
、

ま

た
、
隠

忍

の
情

の
深
化

と

い
う

点

に
お

い
て
も
卓

越
し

て

い
る
よ
う

に

思

わ
れ

る
。

「
語
り

も

の
」
と
し

て

、
音

感

を
も
含

め

て
、

こ
の
よ
う

な

点

に
も
配
慮

が
行
き

届

い
て

い
る
よ
う

に
推
察

さ

れ
る
。

さ
き

の
例
外

一

と

い
う

の
は
皇
室

に
関

す

る
例

で
、

②

一
院
第

二

の
皇

子

以
仁

の
王

と
申
し

は
、
…

御
年

十
五

に
て

、
馴

つ

・
近
衛

河
原

の
大
宮

の
御

所

に
て
御

元
服
あ

り
け
り
。

(
上

二
七

八

13
)

の

「
忍

つ
つ
」

は
当
然

「
ひ
そ

か
に
」

と
あ

る

べ
き

と

こ
ろ

で
あ

る
。

に

も
拘

ら
ず

「
し

の
び

つ
つ
」

と
し

て

い
る

の
は
、

以
仁
王

が
建
春

門

院

の

嫉

み
で
籠
居

を
余

儀
な

く
さ

せ
ら

れ

て

い
た

人

で
あ

る

か
ら

で
あ

ろ
う

か
。

皇

子

の
元

服

に

「
ひ
そ
か

に
」
は

お
ろ

か
そ

れ
す

ら
用

い
な

い
で

「
し

の

び

つ

つ
」

を
用

い
て

い
る

こ
と
は

、
ま

こ
と

に
哀
憐
至

極

で
あ

る
。

次

の
事
例

は

、
訓
読

語

「し

ば

ら
く
」

四
三

例

(
「
暫
時

」

一
例

は
除

く

)

と
和
文

語

「
し
ば

し
」

六
○
例

と

で
あ

る
。

「
し

ば
ら

く
」

は
訓
読

語

と
し

て
返
牒

と
請

文
と

に
、

㊥

三
千

の
衆
徒

し

ば
ち
く
修

学
讃

仰

の
勤
節

を
止

て

、

(
下

八
九

4

)

◎

し
ば

ら
く
九

国

に
幸

ず
。

(
下
二
五

二

2

)

の
よ
う

に
見

ら
れ

る
が

、

こ
の
よ
う

な
も

の
に

「
し
ば

し
」

は
見

ら
れ
な

い
。

し

か
し

、

「
す

み
や

か

に
」

対

「
と
く

」

の
類
、

「
ひ
そ
か

に
」
対

「
し

の
び

て
」

の
類

の
よ
う

に
、

「
し

ば
ら

く
」

と

「
し
ば
し

」

と

の
間

に
は
用
法

上
特

別

の
差

が
あ

る

わ
け

で
は
な

く
、
多

少

の
差
異

が
認

め
ら

れ

る
に
す

ぎ
な

い
。

こ
れ
を

端
的

に
示
す

例

が
、

㊧

平

等
院

に

い
れ
た

て
ま

て
、
し

ば
ら
く

御
休

息
あ

り
け

り
。

(
上

三
○

八

10
)

⑦

忠
度

軒

ば

に
し

ば
し

や
す

ら

ひ
て
、

(
上

三
六

七

10
)

の
よ
う

に
見
ら

れ
る
。

「
御

休
息
あ

り
」

と

「休

ら

ふ
」

の
差

で
あ

る
。

「
し

ば
ら

く
」

は
、

こ

の

「御

休
息

あ
り

」

の
類

「
御
延

引
あ

り

・
法

施

ま

い
ら
す

・
籠
居

す
」

な
ど

、
比
較

的
硬

い
語
感

の
も

の
に
も
係

り
、

「

し
ば

し
」

は
、

◎

「
…
あ
ま

り

に
し
た

は
し
く

お

ぽ
ゆ
る

に
、

し
ば
し

く

」

と

の

給

ひ
て
、

(
上

一
八
九

7
)

㊥

北
方

袖

に
す

が
て

「
い
か

に
や

い
か

に
、
し

ば
し
」

と

て
、

(
下

三

七

五
6

)
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の
よ
う

に
単

独

で
用

い
ら

れ

た
り

、

「
し

ば
し

の
命

(
三
例

)

・
し
ば

し

の
遅

々

・
し
ば

し

の

い
と
ま
」

の
如

き

用
法
、

ま

た

「
し

ば
し
あ

て
」

と

い
う

慣
用
句

六
例

が
見

ら
れ

る
な

ど
、

か
な

り
砕
け

た
用
法

と
な

っ
て

い

る
。

と

こ
ろ

で
両
者

が

ほ

ぼ
伺
等

に
使

用
さ

れ

て

い
る
例

は
、

⑦

「
…
官

人

共
し

ば
ら

く
あ

い
し

ら

い
て
、

…
」

(
上

二
八
六

6

)

⑦

「
…
義

仲

し
ば

し
あ

い
し

ら

ふ
や
う

に
も

て
な

し

て
、

…
」

(
下

六

八

13
)

㊥

入
道
す

こ
し
も

さ

は
が
ず

、

は
た

と
に

ら
ま

へ
て
し

ば
ら
く

た

、

れ
た

り
。

(
上
三

四

二

5
)

㊥

以
外

い
か
れ

る
け
し

き

に

て
、
大
納

言

を
し
ば

し

に
ら
ま

へ
、

(

上

一
五
七

4

)

㊥

同
宿

十
余

人
。

…

こ
れ

ぞ
し

ば
ら

く
さ

・
へ
た
る
。

(
上

三
八

二

9
)

②

平

家

の
兵
共

し
ば

し
さ

・
へ
て
防

き
け

れ
共

、

(
下
七
五

6

)

な

ど
を
挙

げ

る

こ
と
が

で
き
、

総
体

的

に
語
感

の
上

で
大
差

な

い
こ
と
が

知

ら

れ
る
。

た

だ

一
つ
こ
こ
に
明

ら

か
な
区
別

が
あ

る
。

そ

れ
は
、

「
し

ば
し
」

が

否

定
文

に
用

い
ら

れ
る

の
に

「
し

ば
ら

く
」

は
原
則

と
し

て
否
定

文

に
用

い
ら

れ
な

い

(
例

外

と
し

て

「
暫
其

恐

あ
ら

じ
」

(
下
三

九
○

15

)

一
例

)

こ
と

で
あ

る
。

「
し
ば

ら
く

」

が
直
下

に
係

助
詞

「
は

・
も
」

を

と
る
例

は
僅

か

に
各

一
例

(上

三

六

一
1

・
下

二
三

九

7
)

で
あ

る

の

に
対

し
、

「
し

ば
し

」

に

「
は
」

が
付

い
て

「
し
ば

し
は
」

と
な

る
も

の

一
六
例
、

同
様

に

「
も
」

が
付

い
て

「
し

ば
し

も
」

と
な

る
も

の
八
例

で
、

し
か
も

こ
れ
ら

の
う

ち
、

⑤

上
人
涙

に
咽

で
、

し

ば
し

は
物
も

の
た
ま
は
ず
。

(
下
二

五
五

12
)

②

し

ば
し
も

こ
ら

へ
ず
、

二
町

ば
か

り
ざ

と

ひ

い
て
そ
の
き
に
け

る
。

(
下

三
○

七

8
)

の
よ
う

に
、
否
定

語

を
下

に
伴
な
う

も

の
が
全

体

の
三
分

の
二
を
占

め
、

「
し

ば
し

は
」

=

例

、

「
し
ば

し
も

」
五
例

が
見

ら

れ
る
。

否
定

文

の

場
合

に
は
副

詞

に
強

調

が
求

め
ら

れ
、

そ

の
た

め
に
係

助
詞

が
添
付

さ

れ

る

わ
け

で
あ

る
が
、

四
音
節

の

「
し
ば

ら
く

」
よ

り
も

三
音
節

の

「
し

ば

し

」

の
方

に
付

着
し

や
す

か

っ
た
と
思

わ
れ

、

こ

の
こ
と

が
否

定

文

に

「

し

ば
し

」

が
あ

ら

わ
れ

て
く

る
起

因

と
な

っ
て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
語

感
上

の
差

異

の
他

に
、

否
定

文

に
お
け

る
用

・
不

用

の
相
違

も
注
意

す

べ
き

こ
と

と
な
る

が
、

こ
れ

に
似

た
事
例

と
し

て
訓
読

語

「
つ
ぶ
さ

に
」

五
例

と
和
文

語

「く

は
し

う
」

六
例

、

「
く

は
し
く

」

一
例

と
が
あ

る
。

「
つ
ぶ
さ
に
」

は
、

こ
れ
も

改
ま

っ
た
場

合

に
用

い
ら

れ
、
係

る
語

は

「
奏
聞

す

(
三
例

)
・
記
す

・
出

す
」

で
、

御
門

・
法
皇

に
奏

聞
す

る
時

、

奈

良

炎
上

の
焼

死
者
数

を
記
す

時

、
源
仁

の
弘
法

大

師

へ
の

こ
と
ば

「
文

謹
あ

ら
ば

つ
ぶ
さ

に
出

さ

れ
て
」

に
用

い
ら

れ
る
。

こ
れ

に
対

し

て

「
く

は
し
う

・
く
わ

し
く
」

は
、

改
ま

っ
た
場

で

は
な
く

、
平

常

の
場

に
お

い

て

「
聞
く

(
二
例

)

・
御
尋
あ

り

(
二
例

)

・
知

る

(
二
例

)

・
語

る
」

に
係

っ
て

い
る
。

こ

の
よ
う

な

差
異

の
他

に
注
意
す

べ
き

こ
と
が
あ

り

、
そ

れ
は
、

「
つ

ぶ
さ

に
」
が
既

知

の

こ
と

に

つ

い
て
述

べ
る
場

合

に
用

い
ら

れ
る

の
に
対

し

、

「
く
は

し
う

・
く
わ

し
く
」

は
未

知

(
五
例

)
既

知

(
二
例

)
両
方

の
場
合

に
用

い
ら

れ
て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ

の
よ
う

な
点

に

つ

い
て
は

閑
却
す

る

こ
と
な

く
、
考

究

し
て
ゆ

か

ね
ば
な

ら
な

い
問
題

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。
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四

さ

て

こ
こ

で
、

一
般

に
対

応
す

る
と
見

倣
さ

れ

て

い
る
訓

読
語

と
和

文

語
と

の
、

ど
ち
ら

か

一
方

に
偏

重

し

て
用

い
ら

れ
る

も

の
に

つ

い
て
見

る

と
、訓

読

語

に
偏

す

る
も

の
と

し

て
、

「
た

が
ひ

に
」

二
七
例
i

「
か

た
み

に
」

○
例

「
た

や
す
く

」

一
例

「
た
や
す
う

」

=
二
例
1

「
た
は

や
す
く

」
○

例

「
し

き

り

に
」

二

八
例
ー

「
し

ば
し
ば
」

三
例

「
た

ま
た
ま

」

四

例
1

「
た
ま

さ

か
に
」

一
例

和

文
語

に
偏
す

る
も

の
と
し

て
、

「
か
ね

て
」

一
六
例
1

「
あ

ら
か

じ
め
」

一
例

「や
う

や
う

」

三

○
例

「
や
う

や
う

に
」

一
例

「
や
う

や
く
」

○
例

「
と

き

ど
き
」

五
例
ー

「
ま

ま
」

一
例

「
み
だ
り

が

は
し
く

」
三

例
1

「
み
だ

り

に
」

一
例

等

が
あ
る
。

和

文
語

「
か

た

み
に
」
「
た
は
や
す

く

」

の
用
例

が
皆

無

で
あ

る

の
は
、

「
み
そ
か

に
」

と
同
じ

く
、

こ
れ
ら

が
特

殊
な

和
文

語
と

し

て
意

識

さ
れ

て

い
た
と
思

わ

れ
、
今

昔

と
事
情

は
全
く

同
様

で
あ

る
。
専

用
さ

れ

る
訓

読

語

「
た

が

ひ
に
」

二
七
例

は
、

㊤

源
平

た

が
ひ

に
命

を

お
し

ま
ず

、
お

め
き
さ

け
ん

で
せ

め
た

ゝ
か

ふ
。

(
下
三

三
三

11

)

の
よ
う

に
、

「
た

や
す
く

」

一
例

「
た

や
す

う

」

=
二
例

は

⑤

債

平
家

の
繁

昌
す

る
有

さ
ま

を

み
る

に
、
当
時

た
や
す

く

か
た

ぶ

け

が

た

し
。

(上

一
五

一
2
)

㊥

小

勢

に
て
は

た
や
す

う

せ
め
お

と
し

が
た

し
。

(
上
三

○
三

14

)

の
よ
う

に
用

い
ら
れ

て

い
る
。

た
だ

こ
こ

で
注
意
す

べ
き

は
、

「
た
や
す

く
」

は
⑤

の

一
例

の
み

で
あ

り
、
他

の

=

二
例

が
音

便
形

「
た

や
す
う

」

と
な

っ
て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
場
合

、

「
と
く

と
く

」

と

「
と
う

と

う

」

と

の
差
を

鑑

み
る
と
、

ウ
音
便

化

に
よ

っ
て
語

感

が
軟
化

し
和

文
語

「
た

は
や
す

く
」

相
当

に
感

受
さ

れ

て

い
た

の

で
は
な

い
か
、

ま

た
、

「

く

は
し
く

」
よ

り
も

ウ
音
便

形

「
く
は
し

う
」

で
用

い
ら
れ
る

こ
と
を
参

考

に
す

る

と
、

こ
の
ウ
音
便

形

が

「
語

り
も

の
」

と

い
う

こ
と
と
深

く
関

わ

っ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
、

と

い
う

こ
と

が
考

え
ら

れ
る
。

訓
読

語

で
用
例

皆
無

の
も

の
に

「
や
う

や
く

」

が
あ

る
。

和
文

語

「
や

う

や
う

」

三
○
例

「
や
う

や
う

に
」

一
例

の
専

用

で

「
や
う

や

く
」

は
全

然
見

ら
れ

な

い
。

今
昔

で
こ

の
訓
読

語

「
漸

ク
」

と
和
文

語

「
兼
テ

」
と

が
専

用
さ

れ

て

い
る

こ
と

は
知
ら

れ
て

お
り

、

い
わ
ゆ

る
文
体

基
調

と
な

っ
て

い
る

の

で
あ

る

が
、
平

家

で
は
、
面

白

い
こ
と
に

、
今
昔

と

は
全
く

逆

の
現
象

で
あ

る
。

「
や
う

く

日
も
く

れ
け

れ

ば
」

「
漸

々
に

か
た
き

を

ほ
ろ

ぼ
し

て
」

の
よ
う

に
専
用

さ
れ

る

こ
の
原

因
は

ど

こ
に
あ

る

の
で

あ
ろ
う

か
。

こ
れ
は

や
は
り

「
た
や
す
う

」

と
同

じ
よ
う

な
事

情

で
、

「

や
う

や
う

」

の

「
う

」

に
注

目
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

用
例

三

○

の
中

に
、

㊥

さ
る

程

に
、
荻

の
う

は

風
も

や
う

/
＼

身

に
し

み

、
萩

の
し

た
露

も

い
よ

く

し

げ
く

、

(
下

二
九

二
13

)

②

さ
る

程

に
、
六
代

御
前

は
や
う

く

十

四
五

に
も

な
り
給

へ
ば
、

み
め

か
た
ち

い
よ
く

う

つ
く

し
く

、

(
下

四

=

二
2

)

の
よ
う

な
例

が
見

ら
れ

る
。

㊤

に

お
け
る

「
荻

」

と

「
萩

」
、

「
う

は
風
」

と

「
し

た
露
」

は

そ
れ

ぞ
れ
対

語

で
あ

り
、

「
や
う

/
＼

」

と

「
い
よ

い

う8「



よ
」

も
ま

た
対

語

で
あ

る
。

従

っ
て

こ

の

「
や
う

や
う

」

の
使

用
は

「
い

よ

い
よ
」

と
無

関
係

で

は
な

い
。
⑭

に
お

い
て
も

こ
の
こ
と

は
言
え

る

で

あ

ろ
う

。

と
も

か
く

、
ウ

音
便

と
畳
語

と
語

感

の
和

柔

と

「
語

り
も

の
」

の
性

格

と
は

、
常

に

一
直

線
上

に
並

べ

て
見

て

ゆ
か
ね

ば
な

ら
な

い
こ
と

を

教
示

し

て
く
れ

る
事
例

で
あ

る
。

今
昔

で

の
も
う

一
つ
の
専

用
語

「
兼
テ
」

は

、
平
家

で
も

「
か

ね
て
」

一
六
例

に
対

し

「あ

ら

か
じ

め
」

(
存
疑

)

一
例

で
あ

る

か
ら
専

用
さ

れ

て

い
る
と
言

っ
て
よ

い
。

「あ

ら

か
じ

め
」

の

一
例

と

い
う

の
は

、

◎
引

奇

謀
を

め
ぐ

ら
し

て
忽

に
義
兵

を

お

こ
す
。

(下

八
八

12

)

の
如
き

返
牒

に
見

ら
れ

る
も

の
で
あ

る
。

こ
の

「
予

」を

「
あ

ら

か
じ

め
」

と
訓

む

こ
と
は

、
常
識

的

に
は
牒

状

の
性
質

か
ら
認

め
る

べ
き

で
あ

ろ
う

が
、

牒
状

に
は

「
か

ね
て
」

も

用

い
ら

れ

て

い
る
。

返
牒

に
、

⑤

た
か
く
相

国

に

の
ぼ
り

、
兼

て
兵
杖

を
給

は
る
。

…
…
貴

寺

に
入

ら

ん
と
す

る
よ
し

、

ほ

の
か

に
承

及
を

も

て
、
兼

て
用
意
を

い
た
す

。

(上

三
○

一
5

・
上

三
○

二

8
)

と
見

え

、
牒
状

で
も

「
前
も

っ
て
」

の
意

で
使

わ

れ

て

い
る

こ
と

が
知
ら

れ
る
。

こ

の
こ
と

か
ら
、

「
予

」
を

「
か

ね
て
」

と
し

て
用

い
た

と

い
う

こ
と
も
考

え

ら
れ
な

い
わ

け

で
は
な
く

、

『
玉
葉

』

の

「
予

々

(
か
ね

が

ね
)
」

の
例

は
、

「
予
」

を

「
か

ね
て
」

と
訓

む

こ
と

の
参
考

と
な

る

よ

う

に
思

わ

れ
る
。

な
お

、
平
家

に
お

い
て

「
兼

」

の
漢

文
本
来

の
用
法

で

あ

る

「
井
也

」
す

な
わ

ち

「
あ
わ

せ

て

・

一
方

で
」

の
意

で
用

い
る
場

合

は
、

「
兼

て
」
単

独

で
用

い
る

こ
と
な

く

「兼

又
」

(
上

八
八

2

・
上

二

四

二
13

)
と
し

て

い
る
。

以

上
は

、
対
立

す

る
語

が
皆

無

の
も

の
に

つ
い
て
見

た
が
、

対
立
語

が

一
例

で
も

見
ら

れ
る
も

の
と
し

て
、
和

文
語

「
み
だ
り

が
は
し

く
」

三
例

対

訓
読
語

「
み
だ

り
に
」

一
例

が
あ

る
。

「
み

だ
り

に
」

は
請
文

の

⑧

た
ち

ま
ち

に
狼
蕨

の
身

を
も

て
狼

に
蜂
起

の
乱

を
な
す

。

(
下

二

五

二

13
)

で
あ

る
が
、

高
良
神

社
本

な

ど

「
狸

」

に

「
み
だ
り

が
は

し
く
」

の
傍

訓

を
付

し

て

い
る
。

こ
の
場
合

、

「
み
だ

り

に
」

で
あ

っ
た
と
し

て
考

え
ら

れ
る

こ
と
は
、

「
た

ち
ま
ち

に
」

と

「
狼

に
」

と

が
対
語

で
あ

る

こ
と
か

ら

、

「
た
ち
ま

ち

に
」
と

「
狼

に
」

の

「
に
」

を
合
致

さ

せ
た

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

和
文

語

「
み
だ

り
が

は
し
く

」

に

つ
い
て
も
、

木
曽

山
門

牒
状

の

◎

其
資

財
を
奪

取

て
悉
郎

従

に
あ

た

へ
、
彼

庄

園
を

没
取
し

て
み
だ

り
が

は
し
く

子
孫

に
は

ぶ
く
。

(
下

八
五

10

)

に

お

い
て
、
前
句

と
後
句

と

は
完
全

な
対

句

で
あ
り

、

「悉

」

と

「
み
だ

り

が
は
し

く
」

は
対

語

で
あ

る
。

こ
こ
は

「
悉

〔
こ
と

ご
と
く

〕
」

と

「

み
だ
り

が
は
し

く
」

の

「く

」
を

合
わ

せ

た
も

の
と
見

ら
れ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
牒

状

に
和

文
語
ー

当
時

和
文

語

と
し

て

の
語

性

が
希

薄

に
な

っ
て

い
た
と
し

て
も
ー

が
見
ら

れ
る

こ
と

は
通
例

で
な

く
、
音

調

面

か
ら

の
用
語
法

と

い
う

こ
と

に
も
留
意

し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
こ
と

を
示
唆

し

て

い
る
。

和

文
語

「
と
き
ど
き

」
五

例

に
対

す

る
訓
読

語

「
ま
ま

」

一
例

は
、
天

皇

の

こ
と
ば

(
葵
前

を
断
念

す

る
)

と
し

て
用

い
ら
れ

て

い
る
。

⑫

主

上

「
い
さ
と
よ
。

そ

こ
に
申

事

は
さ
る

事
な

れ
ど

も
、
位

を
退

て
後

は
ま

・
さ
る

た
め
し

も
あ

ん
な

り
。

…
」

(
上
三

九
三

2

)

こ

の

「
ま
ま

」

に
は
雅
語

と
し

て

の
意

識

が
あ

っ
た

の

で
は
な

い
か
。

訓
読

語

「
た
ま

た
ま

」
四
例

と
和

文
語

「
た

ま
さ

か

に
」

一
例

に

つ
い

て
は

、
例

の
ご
と
く
勧

進
帳

と
牒

状
と

に
は

「
た
ま

た
ま

」

が
用

い
ら
れ

う
9「



て
、
他

に
祇

王

の
清

盛

へ
の
こ
と
ば

と
建
礼

門
院

の
法
皇

へ
の

こ
と
ば
と

に
用

い
ら
れ

る
。

改

ま

っ
た
場

面

で
用

い
て

い
る
と
言

え
よ
う
。

㊦

車

な

ど

の
た
や
す
う

ゆ

き
か

ふ
事
も

な
し
。

た

ま
さ

か
に
ゆ

く
人

も

こ
車

に

の
り

、

(
上
三

三
六

3

)

が

「
た
ま

さ

か
に
」

の

一
例

で
あ

る
。

終
り

に
、
訓

読
語

「
し

き
り

に
」

二
八
例

対
和
文

語

「
し
ば

し
ば
」

三

例

に

つ

い
て
。

「
し

ば
し

ば
」

は
二
例

が
返
牒

と
和

漢
朗

詠
集

に
依
拠

し

た
文

に
見

え
、

と
も

に

「屡

」
字

に
拠

っ
た

も

の
で
あ

る
。

一
方
、

「
し

き

り
に
」

は

一
八
例

ま

で
が

「
申
す

・
の
た

ま

ふ
」

な

ど
に
係

り
、
被

修

飾
語

の
偏

り

が
見
ら

れ
る
。

訓
読

語

・
和
文
語

と

い
う

よ
う

に

一
応

は
よ

ぶ
も

の
の
、

「
し

ば

し
ば
」

な

ど
は
訓

読
文

に
も

よ
く
見

ら
れ

る
も

の
で

あ
り

、
平
家

で
は
特

に
和
文

語

と
し

て
の
意

識
は
無

か

っ
た
も

の
と
見

ら

れ

る
。

む

し
ろ

「
し
き

り

に
」

と

「
し

ば
し

ば
」

と

の
意
義

上

の
相
違

に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な
ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

孤
例

で
は
あ

る
が
、

②
身

に
は
頻

に
毛

お

ひ

つ

ゝ
、

云

詞
も
聞

し
ら
ず

。

(
上

一
八
六

9

)

の
如
き

、

程
度

副

詞
的

用
法

の

「し

き

り
に
」

が
あ

ら
わ

れ
て

お
り
、

興

味
深

い
。

五

以
上

、
訓

読
語

と
和

文
語

と

の
対

応
を

な
す

情
態

副
詞

に

つ

い
て
見

た

が
、

こ

の
対

応
は

含
蓄
あ

る
対

応

で
あ

る

こ
と
が
知

ら
れ

る
。

牒
状

の
類

に
は

「
す

み
や

か

に
」

等

々

の
訓
読

語

が
用

い
ら

れ
、

こ
れ

が
通
例

で
あ

る
。
和

文
語

と
し

て
見

ら

れ
る

「
し
ば
し

ば
」
等

も

訓
読

文

に
用

い
ら

れ
る

一
般

的
な

語

で
あ
り

、
例

外

と
も
言

え
な

い
。

こ

の
よ
う

な

「
読

み
も

の
」

の
部

分

で
は
な
く

、

「
語
り
も

の
」

に

お
け
る

訓
読

語

に
は
注
目

す

べ
き
も

の
が
あ

る
。

特
異

な
場

で
そ

れ
ぞ

れ
用

い
ら

れ
る

「

ひ
そ
か

に
」
等

が

そ
れ

で
あ

る
。

「
は
や

は
や
」

「
と
く

と
く
」

も
重
大

事

に
用

い
ら

れ
る

が
、

こ
れ
と
対

立
す

る

「
と
う

と
う

」
な

ど

の
ウ
音
便

形

に
注

目
す

る
と

、
ウ
音
便

が
語
感

の
軟
化

に
与

か

り
、
語

の
質

的
軽
重

に
関

わ

っ
て

い
る

こ
と
を

見
得

る
。
ま

た

、
畳
語

形

の
頻

用
も

「
語
り

も

の
」

な

る
が
故

の
特

徴

で
は
な

い
か
と
思

わ
れ

る
。

こ

の
ほ
か
、

会
話
文

と
地

の
文
、
肯

定
文

と
否
定

文
、
意

義
上

の
差

異
、

な

ど
に
関

わ
り

が
あ

る

こ
と

も
指
摘

で
き

る
。

『
そ

の
二

』

で
程
度
副

詞

「
い
と

ど
」

と

「
い
よ

い
よ
」

と

に
用
法

上

分

明
な
差

異

が
見
出

さ

れ
た
よ
う

に
、

こ
こ

に
と
り
あ

げ

た
情
態

副
詞

に

も

そ
れ

ぞ
れ

の
微
妙

な
特
徴

が
見
ら

れ
る

の

で
あ

る
。

平

家
物

語

の
情
態

副

詞
に

は
、
平
家

物
語

の
用
例

だ
け

で
は
そ

の
特

性

を
把

握

で
き

な

い
も

の
が
か
な

り
見

ら
れ

る
。

こ
れ

ら

に

つ
い
て
は

、
適

当

な
機
会

に
拾

遺

し
て
検

討
し
よ

う

と
思
う
。

注
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裕
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士
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時
代
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。

「平
家
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語
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。
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佳
紀
氏
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