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あ

ゆ

ひ

抄

の

「
立

居
」
と

「
本
」

佐

田

智

明

富

士
谷
成
章

の
脚
結
抄

に
見
え
る

「
本
」
は
、
従
来
用
言
の
語
幹

と
し

て
考
え
ら
れ
、
深
い
注
意
も
払
わ
れ
な
か

つ
た
の
で
あ
る
が
、

昨
年
竹
岡
正
夫
氏
が
〃
て
に
を

は

論

〃
(香
川
大
学
研
究
報
告
4
号
)

に
取
上
げ
ら
れ
て
以
来
、「
本
」
が
成
章
の
言
語
観
の
根
底
よ
り
出
・ず

る
も

の
で
、
重
大
な
意
義
を
持

つ
て
い
る
事
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。

今
氏

の
御
考
察
を
簡
単
に
ふ
り
'返
る
事
に
・ず
る
。

立
居
図
は
周
知
の
如
く
五
十
音
を
行

(た
て
)
と
段

(
ぬ
き
)
と

に
分

ち
、
孚
円
形
の
軌
道
に
な
ら
べ
、
段
と
行

と
が
縦
横
に
つ
な
が

魍
よ
う
に
原
子
構
難
』図
式
に
配
ル
、
上
か
ら
げ
駿

を

立
、
イ

段

を

起
、

ウ
段
を
座

(居
)
、
エ
段
を
伏
、
オ
段
を
隠
と
命
名

し
、
各

行

を
人
間

の
起
居
動
作
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。

竹

岡
氏
の
御
考
察
は
ご
の
立
居
図
か
ら
述
べ
ら
れ
る
。
更
に
、

と
し
て
右

の
活
用

表
の
根
本

に
お
い
て
い
る
。

而
し
て
そ
の
名

称

の
つ

け
方
か
ら
考

え
ら
れ
る
事

は
、
具
体
的
な
入
間
の
在

り
方

は

常

に

立
、

起

、
坐

、
伏
、
隠
と

い
っ
た
形
式
を
と

つ
て
の
み
存
在
す
る

の
空

あ

る

が

、
そ
れ
ら

の
具
体
か
ら
抽
象

し
て
こ
ゝ
に
そ

の

入

間

の

本

体

が
考

え
ら
れ

る
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
本
体

は
、

全
く
抽
象
的

に
想
定

さ
れ
る

も

の
で
あ

つ
て
、
そ

れ
は
常

に
、
立
、
起

、
坐
等

々
の
何
ら

か
の

具
体

的

形
式

(
型
)
を

と
つ
て
の
み
存
在

す
る
も

の
で
あ
る
。

(
中
略
)

換
言
す
れ
ば

「本
」
が
具
体
化
し

て
こ

ゝ
に

「
末

」
「
来
」
「
往
」
「
目
」

な
ど
の
活
用
形
と
な
る
の
で
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
、具
体
的
存
在

で
あ

る

「
末
」

「来

」
な
ど
を
通

じ
て
そ
れ
ら

よ
り
抽
象

し

て
、

概
念

で
あ
る

「
本
」
が
想

定
ざ
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て

「本

」
と
は
活
用
形

と
同
次

元

に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
。
た

讐
、

こ
れ
ら

の

「
本
」
で

.

ち

お
も

は
や

う
つ
ぐ

あ
る
語

を
あ
げ

て
説
明
す

る
時
、

「
打
」

「
思
」

「
早
」

「美

」

な

ど

と

い
っ
た
の
で
は
明
確

で
な

い
か
ら
、
終
止
形

の
ウ
段

や
、

シ
の
語

を

つ
け

て
あ

る
が

、
そ

の
場
合
、

そ
れ
は
活

用
形

で
あ

る
終
止
形

の
語

と

考
え
る
べ
き

で
な
く
、
単
な
る

「
打

つ
」

「
思
う
」

『
早

い
」

と

い
っ

た
対
象

の
意
識

と
し
て
の
概
念

と
し
て
考
え
る

べ
き

で
あ

る
。

(
て

に
を
は
論
14
　

15
頁
)

か
く

し

て

と
こ
ろ

で
装
図

を
見
る

と
、
「居

」

「来
」

「
為
」
な
ど

の
類

や
、

「
見
」

「
打

」

、

「
思

」

「
有

」

「
遙
,」
、『
-早

」

「
恋
」

な

ど

の
如

き

を
「
本

」



「本
」
は
決
し
て
単
な
る
用
言
の
語
幹
だ
け
を
言
う
の
で
は
な
い
・

そ

れ
は
例
え
ば
、
英
語
の
　

共
に
有
し
て
い
る

「対
象

の
意

識
」
で
あ
る

「私
」

と
い
っ
た
様
な
概
念
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
文
以
前
の
も
ρ
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
う
い
う
語
は
、

対
象
の
意
識

と
し
て
の
概
念
に
つ
け
ら
れ
た
名
称
に
過
ぎ
ず
、

ソ
シ
ユ
ー
ル
的
に
言

う
な
ら

目
　

の
世
界
に
在
る
と
言
つ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ

る
。

(同
16
頁
)

全
く
卓
見
で
教
え
ら
れ
る
所
が
少
く
な
い
。
氏

の
如
上
の
御
説
中

に
、特

に
注
意
す
べ
き
事
は
、氏
が
言
語
の
本
質
観
と
文
法
現
象
の
説

明
と

の
識
別
に
気
づ
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
て
に
を

は
論

」
が

「
詞
辞
批
判
」
の
副
題
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
御
趣

向
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
論
究
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ

の
問
題
は
誠
に
重
要
な
事
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
わ
た
つ
て
考
察
し

「
本
」
と

「
立
居
」
を
め
ぐ
つ
て
成
章
の
言
語
本
質
観
と
文
法
現
象

の
説
明
と
の
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
思
う
。

氏

の
主
と
し
て
立
居
図
か
ら
考
究
さ
れ
た
問
題
が

「説
明
す
る
た

め
」

に
書
か
れ
た
あ
ゆ
ひ
抄
本
文
に
お
い
て
如
何
な
る
形
で
あ
ら
わ

れ
て
い
る
か
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
装
図
と
本
文
の
間

に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
と
い
う
事
も
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。

装
図
の

「
本
」
と

「末

」
、

「
引
」
、

「靡
」
、
「往
」
、
「
目
」

「
来

」
と
は
、結
果
的
に
見
て
、大
体
今
日
の
語
幹
対
語
尾
の
関
係
に

な
つ
て
い
る
。
見
、来
、為

の
如
き
は
装
図
に

蕪

末
」
と
な
つ
て
い

る
が
成
章
が
、
「
無
末
」
と
記
し
た
事
実
に
よ
つ
て
、
「
本
」
に

「
末

」

の
機
能
を
含
ま
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
右

の
事
は
あ
ゆ
ひ
抄
本
文

の

説
明
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
が
、

無
末
は
本
に
末
を
か
ね
た
る
こ
と
、

よ
そ
ひ
抄
に
い
ふ
が
ご
と
く
な
れ

ば
云
々

(何
ら
ん
稿
本
63
オ
)

(註
1
)

に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お

「無
末
」
以
外

の
装
は

「
本
」

と

「
末
」
と
を
分
つ
て
示
さ
れ
る
。

更

に
氏
が
説
明
上
の
便
宜
に
よ
る
と
説
か
れ
た

「
本
」
即
ち
、
語

幹
相
当
の

「
本
」
・が
脚
結
抄
本
文
に
多
く
み
ら
れ
る
。
而
し
て
、
そ

の
揚
合
成
章
の

「
本
」
の
範
囲
に
す
れ
が
あ
る
。

令
身

「
何
む
」

の
接
続
を
記
し
た
所
に
、

隔

や
が
て
む
す
ゑ
の
装
と
な
れ
ば
、

何
は
装
の
本
也
但
状
を
う
け
た
冷
ぞ

お
ほ
き
芝
に
は
本
鋪
に
は
末
を
承

(
五
ノ
十
入
ウ
)

と
あ
る
の
に
従
う
と
、
鋪

の

「
楽
し
」
に

「
む

」
が
つ
け
ば
、
鋪
末

、は
「
本
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
鋪
末
の

「
し
」
は

「
む
す

ゑ
」
が
つ
く
時
は
、

「
や
が
て
む
す
ゑ
の
装
」

と
な
つ
て
、

勢

い

「
本
」
の
中
に
含
ま
れ
る
と
言
え
る
の
で
あ

る
。
次
に

「
か

へ
し
ざ

ま
」
を
例
最

る
。

「
か

へ
し

ざ

ま
」
は
竹
岡
氏
の
如
く

(

)
打
募

「
ぬ
」

が
装
に
3

三

つ
の
装

に
な
つ
た
も
の
と
」す
べ
き
で
あ
幽

静

が
、
す
る
と
、

「
ぬ
」
は
不

倫
の
あ
ゆ
ひ
で
あ
る
か
ら
、
装

の
来
に

「
ぬ
」
が
つ
い
た
も
の
と
も

見
ら
れ
る
。
し
か
し
て

「
知
ら
ぬ
」
は
同
時
に

「
か

へ
し
ざ
ま
」
の

「
本
」

で
あ
る
。
御
杖
の
脚
結
抄
装
図
解
で
も
、
「
ぬ
」
を
「
本
」
と
し

て
い
る
。
か
く
て

「
ぬ
」
は

「
本
」
に
含
ま
れ
た
り
、

「
あ
ゆ
ひ
」

一
七

ノ
入

富
士
谷
成
章

の
か

へ
し
ざ
ま

に
っ
い
て

国国
立語



に

な

つ
た

り

す

る

。

次

に
「
在
の

本
」

や

「
に

も

と
」

ハ
ル
ヵ
ナ
リ
を
用
う
)
は

①

〔何

に
]
何

は
名
、
頭
、
脚
、
引
廃
往
又

は
や
が
て
在

の
に
も
と
也
、

状

の
末

を
う
け

て
い
ふ
入
な

し
に
か
る
入
な
し

に
な
ど
よ

む

事

上
つ

よ
に
お
ほ
く
み
え
た

り

(
ご
ノ
十
六
ウ
)

②

〔
何

に
て
〕
何

は
名
状

の
も
と
又
や
が
て
在

の

に
も
と
也

(
ニ

ノ
十

七
オ
)

③

〔
何
の
み
〕
何

は
名
頭

脚
装

の
引

擁
往

又
は
在

の
に
も
と
等
な
り

(
三

ノ
八

オ
)

④

〔
何
な

ん
〕
何

は
名
頭
脚
装

の
引
擁

・
状

の
往

・
在

の
に

も

と

等

也

(
三
ノ
十
七
ウ
)

⑤

〔何

な
か
ら
何

な
か
ら

に
〕
何
は
名
事

の
往
孔
在

の
末
叉

は
往

叉
在

芝

の
本
叉
引
鋪

の
末
マ
〈
は
靡

・
頭
脚
等
さ
ま
　

也

(
三
ノ
ニ
十
ウ
)

⑥

.〔
何

に
あ
り
何

な
り
〕
何
は
名
頭
脚
装

の
引
靡
等
也
又
在

の
本
末

や
が

て
此
詞
な
り

(
申
略
)

「
に
あ
り
」

「
な

り
」

二
詞

ひ
き
あ

ひ
て
只

同
じ

こ
と
ば
な
り

(
四

ノ
十
九
ウ
)

⑦

〔何

て
〕
何

は
脚
装

の
往
在

の
に
も
と
也

(
五

ノ
四
オ
)

⑧

〔何

ら
〕
何

は
名
脚
頭
芝

の
本
鋪

の
末
在

の
本
等
也

(
三
ノ
七
オ
)

(
申
略
)
在

に
は

「
よ
に
ま
れ
ら

」
な
ど
拾
遣

に
ょ
め
り

「
み
ね
も

た

ひ
ら

に
」
な
ど

い
ふ
詞
も

是

に
同
じ

(
以

下
略
)

(
三
ノ
八
オ
）

な

ど

、
か

な

り
例

を

見

る
事

が

で
き

る
。

伺

の

「
何

」

、
即

ち

、

「
な

が

ら
」

「
な

が

ら

に
」
の
「
在
」

か

ら

の
接

続

は
、
本

、
往

、
末

、
引

、
で
あ

-例
え
ば

「
ハ
ル
カ

ニ
」

7以

下
形
容
動
詞

の
例

と

し

て

る

が
、

ご

ゝ

で

「
本

」

は

「
ハ
ル

カ
」

で
あ

る
。
'
⑧

〔
何

ら

〕

で
は

明

ら

か

に

「
ハ
ル
カ

」

相

当

の
語

が

「
本
」

に

な

つ

て

い
る

。
⑥

の

「
な

り
」

は

「
本

・
末

」

を
含

ん

で
、

そ

の
ま

ゝ

「
在
」

と
な

つ

て

い
る
。
①

②

は
「
に

」
が
「
在
」
の
「
に

も

と
」
に
な

る
。
③
④

⑦

に
お

い

て

は

「
在

の

忙

も

と
」

と

し

て
、
「
に
」
は
「
本

」
に

入

れ

る
。

装

例

に

は
「
遙

ヵ
」

と
「
遙

ヵ

ナ
」
と

が
併

記

さ

れ

て

い

る
が

、
装

図

で
は

「
遙

か

な
」
だ

け

を
「
本

」
と

し

て

い
る

。

か

く

て
三

つ

の
「
本

」
「
ハ

ル
ヵ
」
「
ハ
ル
ヵ

ナ
」

「
ハ
ル

ヵ

一こ

が

考

え

ら

れ

る
。

装

図

に
「
は

る

か
な

」
が
残

つ
た

の
は

、

共

通

部

分

を

極

度

に
抜

を

去

つ
た
結

果

で

あ

つ

て
、

そ

の
た

め
「
に

も

と
」
は

記

入

で
き

な

く

な

つ
た

の
で

は

あ

る
ま

い
か

。

九

大

本

書

入

(
註

2

)

に

は

装

図

「
在
」

の
「
本
」
に
朱

で
「
に
」
と

入

れ

て
あ

る

。

ご

れ

で
は

「
末

」
以
下

の
立

居

に
合

わ
・な

い
が

、
書

入

れ

の
性
格

上

や
む

を

得

な

い
。

も

つ

と

も
、

あ

ゆ

ひ
抄

お

ほ

む

ね

に

、

＼

⑨
有
名

あ
り
さ
ま
は
り
も
じ
を
末
と
す
、

た

ゞ
し
あ
り
さ
ま
は
に
も
じ
を

末
と
す
る
や
う

も
あ
り

(
お
ほ
む
ね
九
オ
)

と

云
う

が
、

こ

の
「
末
」
の
「
に
」
は
文

が
切

れ

る
揚

合

、

語

の
末

尾

の

部

分

を
活

語

尾

と

し

て
分

出

し

た

も

の
と

考

え

ら

れ

る

。

そ

う
す

る

と

、
前

の
極
度

に
切

り

つ
め

た

と

い

つ
た

事

に
矛

盾

し
な

い
。

し
か

し

て
、

ご

の
揚

合

の
「
本

」
は

「
ハ

ル
カ
」
で
あ

る
。

次

い
で
「
立

本
」

(
ヵ

リ
活

の

語

尾

)

は

、稿
本
95
ウ
竹
岡
氏

、
国
語
学
21
輯
所
収
論

文
参

照

「刊
本

の
装
図

に
あ
た
る



●

「
何
く
あ
り
何
か
.り
〕
何

は
芝

の
本
鋪

の
末
な
り
「
く
」
は
状
の
往

「
か
」

は

「
く
あ

」
の
ひ
き
み

ひ
に
て
二
詞
全
く
同
じ

こ
れ
を
装
の
立
本

と

い

ふ

(
四
ノ
十
八

オ
〕

と

本
文

に
見

え

る

。
「
早

」
「
恋

」
を
例

に

と

つ
て
見

よ
う

。

装

図

か

ら

言

う

と

、
「
早

か
」
「
恋

し

か
」

は
「
立

本

」

で
、

更

に

区
分

す

れ

ば

、

「
早
」
「
恋

」
は

「
本

」
、
「
恋

し
」
は

「
末

」

と

な

る

。

し

か

し

、

一
方

で

は

「
か

り

」

を

「
立
本

」
で

あ

る

と

し

て

い
る

。

の
み

な
ら

す

、

「
か

り
」
は
有

倫

の

あ

ゆ

ひ

で

あ

る

。

し

か

し

て

、
「
ヵ
」
だ
け

が
装

図

に
入

つ

て

い
る

の

は
、

や

は
り

派

生

部
分

、
即

ち

、
「
か

り
」
の

ら

・
り

・

る

・
れ

の
立

居

の

部

分

を

切
り

す

て

た

の
で

あ

ろ

う

と
解

す

る

。

立

本

に

関

連

す

る

も

の
に

「
伏

目
」

が

あ

る

。
伏

目

の
「
け

」

(
装

図

)

、

「
け

れ

」

(
有

倫

・
何

け

れ
)

は
、
前

条

の

「
か

り

」
の
立

居

で

あ

る

「
か

れ
」

か
ら

出

た

。

〔
何

け
れ

〕装
抄

に
い
ふ
状

の
伏
目

こ
れ
也

(
中
略
)
只
前
条

(
筆
者
云

何
く
あ

り
、
何
か
り
)

の
ご
と
く

「
か
れ

一

と
よ
む

べ
き

を
、

下

の

「
れ
」
も
じ
に
ひ
か
れ

て

「け
」
と

い

へ
り
、

こ
の
ゆ
ゑ

に

「
け

り
」

「
け
る
」

「
け
ら
」
な
ど

は
立
ゐ
ず
。
叉

「
れ
」
も
じ
に
ひ
か
れ
ず

し
て

、
古
今

に

「す
ぐ

る
月

日
は
お
ほ
か
れ
ど
」
な
ど

も
よ

め
り
。
(
中
略

)
万

葉

に
は

「
け
れ

ど
」
を

「
け
ど
」

と
の
み
よ
め
り
、

ふ
せ
る
詞
や
が
て

「
右
」

の
心

を
そ
な

へ
た
る
は
、

も
と
よ
り
目

の
こ
と

わ

り

な

り
、

(
四
ノ
十
入

ウ
ー
十
九

オ
)

即

ち

「
け
」
は

立

本
「
か
」
の
託

り

で
あ

る
。

し

か

し

て
「
け

れ
」
ば
、状

の

「
伏

目
」

で
あ

る

と
同

時

に

あ

ゆ

ひ

の
有

倫

で
あ

る

。「
立

本

」
「
伏

目
」

に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
が
別

の
機
会
に
譲

る
。

さ
て
、
.如
上
の
考
察
の
中
で
「
立
本
」
「
か
」
、
及
び
在
の
「
に
も
と
」

に
お

い
て
は
、
「
本
」
が
重
複
す
る
よ
う
に
見
え
る
。が
、
ヒ
れ
は
「
在

本
十
に
」
が
「
在
の
に
も
と
」
、
「
状

(鋪
末
又

は
芝
本
)
+
か
」
が
「
状

の
立
ト本
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。前
に
示
し
た
令
身

「
何
む
」
の
揚
合
に
「む
」
が
つ
く
と
、
「
む
」
ま
で
含
め
て
「
末
」
と
し
た

の
と
同
じ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
装
の

「
往
」
が
装

図
の

「本

+
往
」
を

意

味

す

る
の
と

同

じ

で

あ
る
。

(
例
え
は

「打
つ
」
の
往
は
図
に
従
え
ば
、
打

(本
)
+
ち

(往
)
で
あ
る
)
そ
れ

で

は
何
故

「
芝
本
+
か
"
立
本
」
と
考
え
て
よ

い
か
。
こ
ゝ
で

「
よ
そ

ひ
」
が
「
あ
ゆ
ひ
」
を
含
む
と
い
う

一
面
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

被
身
令
身
は
脚
を
と
り
ぐ
し
て
靡
あ
る
装
と
な
し
て
見
べ
き
事

ロ
つ
か

ら
つ
た
へ
ら
る

(五
ノ
十
七
オ
)

即
ち
被
身

の
「
る
」
「ら
る
」
令
身
「
す
」
「む
」
が
、
用
言
の

一
部
、即
ち
動

詞

の
活
用
語
尾
で
あ
る
と
み
て
よ
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
菊
沢
季

生
氏
の
紹
介
に
な
る
コ
ニ
身
図
説
」
に
は
こ
れ
ら
脚
結
と
複
合
し
た
活

用
図
表
が
記
さ
れ
て
い
る
。

従
つ
て
、
例
え
ば
次

の
如
き
例
、

〔何
ゆ
く
〕
「
ゆ
か
ば
」

「
ゆ
か
ん
」
な
ど
の
立
居

見
本
抄

(
由
久
身
、

五
ノ
十
五
ウ
)

に
お
い
て
、
「
…
…
し
て
ゆ
く
」
の
意
の
「
ゆ
く
」
の
立
居
と
し
て
「
ば
」

「む
」
を
含
め
て
い
る
の
も
、
同
じ
考
え
に
出
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

〔詳
し
く

は
、
文
学
九
巻

三
号

「
装
抄
と
三
身
図
説
」
参
照



先

の
「
状
」
の
「
立

本
」
、
「
伏

目
」
が

同

時

に
「
有

倫

」
の
脚

結

と
も

な

つ

た

事

も

こ

の
間

の
事

情

を

示

す

も

の
で

あ

る

。

か

く

の
如

く

、

脚
結

が

装

に
含

ま

れ

る

と

い

う

一
面

は
、

後

に

述

べ
る

よ

う

な

「
概

念

性

」

中

心

の
考

え

か
ら

で

あ

る

が

、

そ

れ
は

と

に

か

く

、

装

の

一
部

と

な

る

脚

結

の
立

居

は

、

自

然

特

異

な

も

の

に

な

つ

て
し

ま

う

の

で
あ

る
。

成

章

が

「
装

に

か

よ

ふ
脚
結

」

と

い

う

面

が
、

前

述

の

「
装

に
含

ま

れ

る

脚

結

」

か
ら

導

か

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

お

ほ
む

ね

十

一
オ

に

.

又
日
脚

の
装
に
か
よ
ふ
こ
そ
お
ほ
か

れ
末
靡
を

た
て

ゝ
心

う

べ

し
、

つ

・
す

・
ぬ

・
く

・
か
ぬ

・
ら
る

・
し
む
な
ど
は
末

な
り
、

つ
る

・
す

る

・
ぬ
る

・
く
る

・
か
ぬ
る

・
ら
る

ゝ
・
し
む

る

は

靡

也

(
以
下
省

略
、
な
お

こ
の
原

形
に
同
じ
趣
き

に

て
、
稿
本
85

ウ
に
見
え
る
)

と

ゝ
で
靡

と

い
う

の

は
、

成

章

考

察

の
出

発

点

で
は

、

イ

ナ
ビ
キ

ョ
ソ

ヒ
ノ
ア

シ
也

キ

エ

ユ
ル
ミ
ユ
ル
等
ヲ
云

ス
ヱ
ノ
上

也

(
稿
本

表
紙
裏
)

と
記

さ

れ

た

が

、

あ
つ
ら
へ

ロ
あ
か
な
ん

よ
そ

ひ

「
あ
か
」
に
な
び

か
ぬ
は
た
ま
た
ま

「
を
こ
な
ん
」

「
え

け
な

ん
」

に
な

る
も
あ
り

(
4

ウ
)

の
如

き
語

尾

を

屈

折

さ

せ

る

の
に

も

用

い
た

。

が

次

第

に
（
ロ
）は

「
引

き
」

に

近

づ
き

、

イ

の
形

が

,

連

体

形

の
添

加

(
ル
、

レ
)

に
な

つ

て

、
更

に

、

語

の
位
置

に
結

び

つ
き

、

「
末

」
と
「
靡
」
と

が
対

立

を

示

、筆

者

云

、

あ

段

か

ら

つ

ゞ
く

「
な

む

」
ー

即
ち

謎

の

「
な
ん

」
、

rが

四
段

活

用

に

つ
ゞ

い
た

の
を

い
5

。

'

す
よ
う
に
な
つ
た
が
、
係
結
の
結
び
に
く

る
ご
と
に
想
到
し
て
、
刊

本

の
瞭

と
な

つ

て

い

つ
た

。

ー

ー
と

想

像

さ

れ

る
。

こ

の
過

程

を

示

す

も

の

に
、

装

の

一
面

を
受

持

つ
脚
結

の

一
つ
「
ぬ
る

」

(
完

了

)

が

あ

る
。

ハ
何
ぬ
る

詞

の
終

に
は

「
ぬ
」

と
い
ふ
を
詞

の
中

に
て

は
前
後

を
つ

な
ぎ
て
ぬ
る
と

い
ふ
事
な
り
も

じ
の
例
な
れ
ば
里
言

「
ぬ
」

に
か
わ
る

こ
と
な

し
、

(
詞

の
終

・
中

の
心
得

は
た

讐
よ
そ

ひ
の
な
び
き

と

末

と

の
心
也
)
但
直

に
な
び
き

と

い
ふ
べ
し
終
中

の
説
改
べ
し
終
に
も
何
ぞ

何

ぬ
る
な
ど
用
れ
ば
ま
ぎ

ら

は
し
き
鰍

(
5
8ウ
)
〔
原
本

、

(

)

ノ
部

分
抹
消

ス
〕

し

か

し
「
終

中

」
の
考

察

は

あ

ゆ

ひ
抄

の
説

明

の
中

に

根

在
し

て

い

る

と

見

ら

れ

、

特

に

稿

本

で
は

、

ニ
と

は
最
末
や
、
や
は
.

や
ぞ
、
か
、
か

は
、
か
も
是
等

は
末
也

(
85

オ
)

又

、

あ

ゆ

ひ

の
装

に

通

ふ
例

)
を

あ

げ

、

そ

の
頭

注

に

、

、助
動
詞
を

殆

ん
ど

㈱
　此
外

の
あ
ゆ

ひ
は
み
な
あ
ゆ
ひ

の
も
と

ゝ
い
ふ
べ
し

(85

ナ
)

と

い
う

。

㈱

は
「
も

と
あ

ゆ

ひ
」
と

も

云

い
、ヘ

一
、
あ
ゆ

ひ
さ
ま
み
＼

な
る
う

ち
に
も
と
あ
ゆ

ひ

末

あ
ゆ

ひ
う
ち
あ

ふ

あ
ゆ

ひ
の
み

つ
あ
り

(
89

ウ
)

竹

岡

氏

に

よ

る
と

、
「
も

と

あ
ゆ

ひ
」

は

格

動

詞

の
類

と
老

幻

ら

れ

る

が

、

装

の
本

・
末

・
靡

と

(
考

察

の
出

発

を

考

え

る

と
き

)
相

通

す

る

も

の
が

あ

ろ

う

。
更

に
文

末

に
来

る

の

を
「
末
」
と

し

、
文

中

に
来

る

の

を
靡

と

し

て
扱

う
考

察

法

は

、
今

日

の
助

動

詞

、国

語

学

21
輯

ノ

「九

十

一

耳



相
当

の
脚
結
に
見
ら
れ
る
ヒ
と
は
.

前
述

の
お
ほ
む
ね
十

一
丁
オ
の

例
か
ら
し
て
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
ご
ろ
が
・
刊
本
の
装
迄
お
い
て

は
、今

日
同
様
に

一
語
の
活
用
と
し
て
統

一
さ
れ
て
き
た
も
の
で
も
、

脚
結

に
お
い
て
は
次
の
如
く
な
お
不
完
全
な
も
の
と
し
て
残

つ
て
い

る
。

A
何
ず

す
ゑ
て
は

「何
ず
」
と
い
ひ

な
び
き
て
は

「何
ぬ
」
と
い
ふ

(不
倫
、
四
ノ
五
ウ
)

お
ほ
む
ね
十
一
ウ

叉
不
倫
ず

・
じ
は
末
也
ぬ
ざ
る
は
靡
也

B
何
み
何
み

(筆
者
云
降
り
み
降
ら
ず
み
の
如
き

「
み
」
)
す
な
は
ち

「
も
」
の
立
居
な
る
べ
く
見
ゆ
れ
ば
此
家
に
く
は
ふ
(毛
家
ニ
ノ
十
五
ウ
)

A

の
類
は
他
に
多
く
の
語
例
が
あ
る
。
す
べ
て
、

「
装
に
か
よ
ふ

脚
結
」

で
あ
る
が
、
「
通
ふ
」
と
い
う

の
は
火
と
湯

の
か
よ
う
よ
う
な

も
の
で
あ
る
と
し
、

脚
結

の
装
的
な

一
面
に
過
ぎ
な

い
と

し
た
。
、

こ
の
「
通
ふ
」
の
論
は
「
通
別
論
」
と
し
て
稿
本
に
も

見
え

る
9

)B
の
類
は
立・
通
の
立
居
で
あ
る
。
脚

結

の
立
居
に
は
結
局
、
A

の
型
と
B
の
型
と
が
併
せ
説
か
れ
る
わ
け

で
、
A
B
両
型
に
よ
つ
て
立
居
を
見
て
ゆ
く
時
に
、
更
に
別
に
複
雑

な
相
を
呈
し
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
脚
結
は

「
か

へ
し

ざ
ま
」
に
入
る
べ
き

「
ぬ
」
を
始
め
と
し
て
、
装
図
の
中
に
は
記
入

さ
れ
す
、
「魔
」「
立
本
」
「伏
目
」
の
み
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い

う
の
も
、
装
の
分
蓼

役
立
た
な
い
、
(

)
と
い
う
装
図
の
性
格
に
も
よ
る
が
、
こ
れ
に
は
先
に

お

ほ

む

ね

六
オ

何

つ

・
五
ノ

附
ヴ

い
96
ウ

・
99
オ

内
容

は
刊
本

と
同
じ

靡

の
グ
ル
ー
プ

に
入

る

た
と
え
は
全

身

一
む
」
を

℃
け

た
鋪

は
分
類

す
れ

ば

有

末

有

述
べ
た

「
あ
ゆ
ひ
」
の
立
居

の
性
格
が
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を

挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

然
ら
ば
、
'
あ
ゆ
ひ

の
立
居
は
装
図

の
立
居

と
ど
う
ち
が
う
か
。そ
れ
は
、
α
脚
結
が
「
形
」
を
も
た
な
い
事
及
び
∂

立
居
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
語
性
を
変
え
る
事

の
二
つ
の
面
で
あ
る
。

先
す

σ
に
つ
い
て
は
、
九
大
本
御
杖
書
入
れ
に
、

装
い

ぬ

形

ニ
ツ

キ

テ
義

ノ

ア

リ

イ

ヌ

ル

モ
ノ

ガ

ァ

ル

ナ
リ

脚
ぬ

「
ヌ
」
ト
ヵ
ハ
リ
テ
形
ナ
キ
ナ
リ

(お
ほ
む
ね
上
・
ニ
ナ
)

と
あ
り
、
装
と
脚
結
と
の
区
別
が
「
形
」
の
有

無
即
ち
概
念
性
の
有
無

に
よ
つ
て
い
る
の
を
見
る
と
,
概
念
的
な
共
通
面
が
稀
薄
で
あ
る
所

の
脚

結

を

同

一
語
で
あ
る
と
意

識

さ
せ

る
条

件
ゆ
、
観

念

的

な

近

似

(

)
と
、
音

打

消
と
か

回
想

と
か

的

近

似

(
じ
、
ず

、

な
ど
)
に

.
頼

る
外

は

な

い
し

、

も

し

、

こ

の
二

つ

の
近

似

に
よ

つ
て

語

相

互

の
関

連

を

認

め

る
時

「
あ

ゆ

ひ
」
は

彩

し

い
「
立

居
」

の
グ

ル

ー
プ

と

な

つ
て

し
ま

う

。

今

不

倫

の
例

を
刊

本

で

示

す

と
、

図

の

如

ぐ

な

る

。
)

第

二
に
脚
結
の
立
居
は
語

性
を
変
え
る
。

あ

ゆ
ひ
抄
お
ほ
む
ね
下
及
び

木
倫
の
立
居
の
例
に
よ
る



〔
何

つ
る
〕
「
何

つ
」

は
末

な
り

「
何

つ
る
」
は
靡
な
れ
ば
、

立
居

と
し

て
と
く

べ
け
れ
ど
心
得

い
さ

ゝ
か
か

は
る

べ
き

に

よ

り

て

条

を
立

つ

(
五
ノ
入

ウ
)

の
例

か

ら

、

脚

結

が
必

す

し

も
「
装

」
式

の
立

居

と

同

日

に

老

え

ら

れ

て

い
な

い
事

が

わ

か

る
。

〔
何

じ
〕
「
じ

」
は

「
ず
」

の
立
居
な
り

(
四
ノ
六

オ
)

(
不
倫
)

「
じ
」
と

「
す

」
の
語

性

は
大

い
に
異

な

る

。

に
か

ゝ
わ

ら
す

一
語

の
た

ち

ゐ

で
あ

る
。

も

つ
と

も

、
「
何

ぬ
」
と

「
何

ぬ
る
」

(
去
倫

)

の

よ
う

に
区

別

さ
れ

て

い
な

い
場

合

も

あ

る

が

、

・

「
ま
し
」
又

「
む
」

の
立
ゐ
な

れ
ば
心
得

か
は
ら
ず

(
65
オ
)

「
べ
し
」

「
べ
き

」
'等

は
お
な

じ
心
得
也

「
べ
く
」

「
べ
か
り
け
り
」

の
ふ
た

つ
は
い
さ

ゝ
か
の
心
得
あ

り
、

も
と
よ
り
同
じ
詞
な
れ
ば
、
里

に
同
じ
詞
を
ま

は
し
て
心

う
る

に
た
が
ふ

べ
き

に
あ

ら

ね

ど
あ
ゆ

ひ
の

立
居
に

つ
き

て
尺
も

さ
ま
　

な
る

べ
き
勢
を

い
ふ
べ
き

な
り
(
69

オ
)

の
如

き

、

稿

本

の
例

を

参

照

す

る
と

、

や
は

り

、

立

居

と
語

性

と

が
、

厳

密

に
対

応

し

て

い
な

い
と

考

え

る

べ
き

で

あ

ろ

う

と

思

う

。

一
方

、

装

図

に
靡

の

み

を

記
入

し

て
あ

る

の
は

、

、第

一
に

状

は

「
鋪

」
と
「
芝
」
を
比

較

す

れ

ば

明

ら

か

で

、
全

く

の
同

形

と
な

つ
て

い

る

し
、

「
立

本

」
「
伏

目

」
は
「
事

」
の
「
靡

」
と

共

に
補

助

成

分

と

見

ら

れ

る

も

の
で

あ

る

の
に

依

る

事

、
勿

論

で

あ

る

。
稿

本

、
「
何

か

り

」
の

頭

注

に有
類

「
あ
る
」

と

い
ひ
て

「
さ

は
る
」

「
か
は
る
」
を
出
す

べ
け
れ

ど
、

さ

い
ひ
て
は
、
よ
そ
ひ
あ
ゆ

ひ
ま
ぎ

る
べ
け
れ
ば

「
か
る
」

の
み
を
い

ふ

(
8
7ウ
)

と
あ
る
の
も
参
考
に
で
き
よ
う
。
因
み
に
、

「
あ
る
と
い
ひ
て
」

の

「
あ
る
」
は
、
「
さ
は
る
」「
か
は
る
」
に
含
ま
れ
る

「
あ
る
」
で
、

「
さ
は

る
」
な
ど
の
語
尾
を

「
あ
ゆ
ひ
」
と
し
て
説
こ
う
か
と
迷
つ
た
の
で

あ
る
。
註
㈹

か
く
の
如
く

「
あ
ゆ
ひ
」
を
不
純
物
と
し
て
抜
き
取
ら
れ
た
装
図

は
、

一
段
と
断
面
図
的
な
も
の
と
し
て
考

え
る
ご
と
が
で
き
る
。
然

し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
竹
岡
氏
が
実
質

概
念
と
し
て
示
さ
れ
た
以

外

の
「
本
」
ー

即
ち
語
幹
相
当
の
「
本
」
が
現
わ
れ
る
。

立

居

図

の
立

(
来

)
、
起

(
往

)

、
居

(
末

)

、
伏

(
目

)

、
隠

(
活

用

形

な

し

)

の
如

き

、
音

と

活

用

形

)
の
対

応

は

、
四
段

中

心

で

あ

り

、

他

の
活

用

(
二

段

活

用

な

ど

)

に
は

通

じ

な

い
。

い

わ

ば

五

音

を
相

通

さ

せ

る

指
針

で

あ

る

。

故

に

、

〔
何
ら
ん
]

「
ら
」
も
じ
靡

を
た

て
た
る

に
似
た
れ
ど
廃
な
き
詞

を
も
た

だ

ち
に
う
く
れ
ば
、
べ
ち
の
詞
也

(
四

ノ
十

三
ウ
将
倫

)

(
○
印
筆
者

)

の
如

く

用

い
、

あ

ゆ

ひ

の
立

居

に

用

い
る

こ

と

が

で

き

た

の

で

あ

る
。

一
方

装
図

は
「
靡

」
や
「
末

」
の
有

無

に

よ

つ

て
分

類

し
た

立

場

に

み

り

、

共

通

部

分

を

ぬ
き

だ

し

た
為

に

、
「
本
」
、
た

と

え

ぼ

「
打

つ
」

の
「
う

」
は

、
何

ら

か

の
意

昧

で

語
幹

に
近

づ

か

ざ

る

を

得

な

い

の

で

.

あ

る
。

、
(

)

の
中

に

ド記

し

た

も

の

そ
れ
で
は
装
図

の
「
本
」
の
実
質
概
念
と
、
語
幹
相
当
と
の
間

に
ど



う

い
う
関
連
を
見
る
か
と
い
う
に
、「
ハ
ル
ヵ
」
「
ハ
ル
ヵ
ナ
」
「
ハ
ル
ヵ

こ

の
三
つ
の
「
本
」
や
、
「
楽
し
」
(

)
「
楽

」

の
二

つ
の
語
の
例
ほ
か
、
前
述
の
考
察
に
な
る
諸
例
に
お
け
る
各
の

「
本

」
が
伸
縮
し
て
い
る
ご
と
で
あ
る
。
然
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
本
」

を

一
語
と
し
て
支
え
て
い
る
も

の
は
、

意
味

的

同

一
性

で
あ
る
。

「
本

」
が
伸
縮
し
、
附
加
す
る
脚
結
が
裾
に
つ
い
て
活
躍
す
る
時
、

そ
の
語
は
類

々
の
勢

い
を
示
し
て
く
る
と
見
ら
れ
る
と
思
う
。

(註

4
)

結

局
、

あ
ゆ
ひ
の
立
居
相
通
と
装
図
の
立
居
の
差
が
、

装
図
の

「
本
」
を
決
定
し
、
概
念
性
を
中
心
と
す
る
時
脚
結
は
装
に
含
ま
れ
、

文
勢

に
ょ
つ
て
、
脚
結
は

一
文
の
陳
述
を
決
定
す
る
と
云
う
事
が
で

き
る
も
の
と
思
う
。

註〔
あ
ゆ
ひ
抄
に
は
、
成
章
の
術
語
が
多
く
出
て
く
る
の
で
、

不
馴
れ
の
方

に
は
解
り
に
く
い
か
と
思
う
が
、

術
語
の
解
説
は
わ
ず
ら
わ
し
か
っ
た

、

の
で
一
切
省
略
し
た
。
手
近
か
な
も
の
に
は
、
「
国
語
学
大
系
十
五
巻
」

「松
尾
捨
次
郎
博
士
校
註
あ
ゆ
ひ
抄
」

な
ど
参
照
し
て
い
た
ゞ
け
る
と

幸
い
で
あ
る
。
な
お
、
刊
本
か
ら
の
引
用
は
和
数
字
で
、

稿
本
か
ら
の

引
用
は
洋
数
字
と
し
た
。

註
山
稿
本
あ
ゆ
ひ
抄
は
竹
岡
正
夫
氏
の
御
好
意
に
よ
っ
て
、

写
真
版
を
九

州
大
学
へ
譲
っ
て
い
た
ゞ
き
、
親
し
く
拝
見
で
き
た
。

稿
本
に
関
し
て

は
国
語
学
21
輯
に

「稿
本
あ
ゆ
ひ
抄
と
刊
本
あ
ゆ
ひ
抄
の
成
立
」

と
題

し
て
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
考
が
あ
る
の
で
、

参
照
し
て
い
た
ゞ
き
た
い
。

「
む
」
す
ゑ
が

つ
く
と
き

「
本
」
と
な

る

本
論

申

で
国
語

学
21
輯

と
い

っ
て
い
る

の
は
す
べ
て

氏

の
右

の
御
研
究

を
さ
す
。

註
②
九
州
大
学
図
書
館

に
あ

る
書
入
本

は
御
杖

の
識
語

が
あ
る

も

の
で
、

書

入
者
に
は
、
御
杖
、
美
楯

、成

孚
、
比
礼
雄

の
名
が
あ
り
、

書
入

の
順
や

数

な
ど
か
ら
美
楯

の
転

写
に
な

、っ
た
も
の
ゝ
よ
う

で
あ

る
。

内
容

に
は

「
稿

本
あ
ゆ

ひ
」
と
同

一
の
も

の
、
俳
諮

天
称
波
抄

と
同

一
の
も

の
、
あ

ゆ

ひ
抄
翼
と
同

一
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。

註
③
装
図

来

の
段

の
5
ち
「寝

ー
な

・
ね
」
「思
1
ほ
・
は
」
「越

ー
え

・
や
」

,
で
は
二
語
が
併
記

さ
れ

て
い
る
。
右

の
う

ち
、
「
な
」
、
「
ほ
」
、「
や
」
は

「
す
」

・

「
ゆ
」

に
つ
ゞ
く
形
を
意
識

し
た

と

思

わ

れ

る
。

「
さ

は

る
」

「
か
は
る
」

の

「
ア
る
」

が
脚
結

と
し

て
説
か
れ
な
か

っ
た

の
と

表
裏
し

て
い
る
と
考
え
て
み
る
と
興
深

い
。

ち
な
み
に
、
こ
の
両
種

の

装

は

装

図
〔で
は
即
ち
有
末
無

靡

の

「
事
」

の
グ

ル
ー
プ
に
入
る
か
ら

問
題
な

い
。

、
註
㈲

『
よ
そ

ひ
に
は
心

得
べ
き
事
あ

り
。

「
き

く
」
と

「き

こ
ゆ
」
と

は

末
な
び
き

に
あ
ら
ず
別

の
事
也

。

「
見
ゆ
」
と

「
み
る
」
、
「
す

っ
」

と

「
す
た
る
」

の
類
也
。

世
人
漢
字
に
よ
り
て
混

同
し

て
お
ぼ
ゆ
る
故

に

此

説
我
が
国

の
こ
と
だ
ま
を
よ
く

し
る
入
な
ら

で
は
あ
や
し
み

お
ろ
ど
く

べ
し
。
た
と

へ
ば

「
か
た
し
」

「
か
た
む
」

の
詞
は
堅
固

の
字

二

つ
に

か
け

ど
同
じ
く
お
ぼ
ゆ

る

に
、

「
あ

つ
し
」

「
あ

つ
ま
る
」
同
じ
勢

な
れ

ど
、

厚
集

の
二
字
な
れ
ば
同
じ
か
る
べ
し
と
思

ひ
も
よ
ら

ぬ
例

の
も

じ

に
あ
や
ま
ら
る

ゝ
也
。
扱
も

と
よ
り

「
み
ゆ
」

「
み
る
」

も

一
こ
と
な

る
こ
と
い
ふ
を
ま
た
ね
ど
、
末

靡
の
例
を
思

ふ
に
、

是

ひ
と

つ
な
り
と

し
て
い
は
讐
、
漢
字

の
十
字
体
も

一
詞
な
る
も
の
あ
れ
ば
、
か

へ
り

て
世



人

ま
ど
ふ
べ
け
れ
ば
な
り
。

(
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オ
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』

右

の
例

で
成
章

が

「
同
じ
」
と

い
う
場
合
と
、

「
別
」

と

い
う
場
合

基
準
が
別
で
あ
る
。
前
者

は
意
味
的
近
似
、

後
者

は
末
靡
と

い
う
形
式

的
差
異

で
あ
る
。

"

例
え

籔

「
か
た

し
」

「
か
た
む
」

の

「
か
た
」

は
同
じ

「
本
」

で
あ

る

が
、

「
し
」

(
「
芝

」
に
な
る
)

「
む
」

(
「
事
」
に
な
る
)
、
が

つ
く

と
、

二
つ
は
別
個

の
装

に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
解

釈

は
許
さ
れ

る

と

思

う
。
誤
解
を

さ
け
る
た
め
に
更

に
他
例

を
持
ち
だ
す
と
、

楽

し
む
、

楽

し
ま
す
、

楽

し
は
各

々
別
個

の
装

で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の

「
本
」

は

○
○
印
を

つ
け
た
部
分

で
あ
る
。
然
し

て

「
楽

」

と
い
う
概
念

に

お

い

て
の
み
い
え
ば
同

一
語

で
あ

る
。

後

記

ー
こ
の
論

文

は
去
る
五
月

の
九
大
例
会

に
て
発
表
し
た
「
あ
ゆ
ひ
抄

に

お
け
る
立
居

」
を
稿
本

に
よ

つ
て
検
討
し
、
手
を
入
れ
た
も

の
で
あ
る
。

拙
論

の
成

る
に
際
し
、

こ
れ

ま
で

に

一
方
な
ら

ぬ
御
指

導
を

い
た
黛
い

た
福

田
艮
輔

・
春
日
和
男
両

先
生

、
並
び
に
稿
本

「
あ
ゆ
ひ
」
を
譲
ら
れ
貴

重

な
雑
誌

を
賜
わ

り
い
ろ

い
ろ
御

示
教
下

さ

っ
た
竹
岡

正
夫
先
生

の
御

厚
恩

に
謝
し
申
し
上
げ

る
。


