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一
、
は
じ
め
に

稿
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
比
況
表
現
の
史
的
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
仮
名
文
に
表
れ
る

｢

似
る｣
｢

し
く｣

｢
ご
と
し｣

｢

や
う

な
り｣

に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。｢

似
る｣

に
つ
い
て
は
、
否
定
語

と
共
に
用
い
ら
れ
る
用
法
が
多
数
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
、｢
ゴ
ト
シ｣

と
い
う
よ
り
も
、
漢
文
訓
読
語

｢

シ
ク｣

(｢

シ
カ
ズ｣

等)

に
近
似
の

性
質
を
有
す
る
こ
と
、｢

し
く｣

に
つ
い
て
は
、
肯
定
形
と
し
て
用
い

ら
れ
る
の
は
、
上
代
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
中
古
以
降
は
、
否
定
辞
と
共

起
す
る
こ
と
、
中
古
で
は
副
詞

｢

な
ほ｣

と
共
起
す
る
用
例
が
多
い
こ

と
、
ま
た
否
定
辞
と
共
起
し
な
い
場
合
は
、
疑
問
詞
と
用
い
ら
れ
る
が
、

意
味
的
に
は
否
定
と
な
る
こ
と
、
倒
置
表
現
は｢

し
か
じ｣

に
限
定
さ

れ
、
そ
の
文
末
は

｢

む｣

な
ど
の

｢

未
定
形｣

を
表
す
助
詞
と
共
起
す

る
こ
と
、
等
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た

｢

ご
と
し｣

に
つ
い
て
は
、｢

会
話
文｣

中
の

｢

ご
と
し｣

の

使
用
者
は

｢

男
性｣

で
あ
る
が
、｢

地
の
文｣

の
使
用
例
も
あ
り
、
決

し
て

｢

男
性
専
用
語｣

で
は
な
い
こ
と
、
使
用
者
は

｢

女
童｣

｢

僧
都｣

か
ら

｢

光
源
氏｣

ま
で
、
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
比
較
対
象
と

な
る
も
の
は
、
指
し
示
す

｢

指
示
性｣

(

こ
の
用
法
は
慣
用
句
化)

等
、

具
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
、｢

日
常
語
に
近
い｣

用
法

と
｢

文
章
語｣

的
用
法
の
両
者
が
存
す
る
こ
と
を
考
察
し
、
会
話
文
中

の
そ
れ
は
漢
文
訓
読
語
を
用
い
る
こ
と
で

｢

僧
都｣

の
よ
う
な

｢

登
場

人
物｣
を
特
定
す
る

｢

役
割
語｣

的
用
法
も
存
す
る
が
、
そ
う
で
な
い

用
法
も
あ
る
こ
と
、
を
等
を
指
摘
し
た
。

森
脇

(

二
〇
〇
八)

で
は
、
終
止
形

｢

や
う
な
り｣

の
承
接
に
着
目
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し
て
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
。

｢

や
う
な
り｣

自
体
に
つ
い
て
は
、｢

地
の
文｣

｢

会
話
文｣

｢

心
理
文｣

何
れ
に
も
出
現
し
、
偏
り
等
は
な
い
が
、｢

や
う
な
り｣

が
所
謂

｢

比

況
表
現｣

用
法
と
な
る
場
合
は
、
承
接
す
る
語
形
が
、｢

体
言
＋
の｣

｢

た
り｣

｢

た
ら
＋
む｣

｢
動
詞

(

連
体
形)｣

で
あ
り
、｢

地
の
文｣

の

用
例
に
出
現
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。

ま
た
、｢

や
う
な
り｣

が

｢
形
容
詞

(

連
体
形)｣

｢

形
容
動
詞｣

｢

動

詞

(

連
体
形)｣

｢

否
定
辞｣

｢

り｣
に
承
接
す
る
場
合
は
、｢(

心
情
を

含
め
た)

こ
と
が
ら

(

あ
り
さ
ま)｣

｢
目
に
見
え
る
状
態｣

｢

推
量
さ

れ
る
様
子｣

と
な
る
。

こ
こ
で

｢

や
う
な
り｣

と

｢

終
止
形｣

に
限
定
し
た
の
は
、
そ
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
場
合
、
終
止
形

｢

や
う
な
り｣

と
、｢
や
う
に｣

｢

や

う
な
る｣

等
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
考
察
し
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え

て
相
互
の
関
連
を
検
討
す
る
必
要
性
を
感
じ
た
た
め
で
あ
る

(

注
１)

。

そ
こ
で
小
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
結
果
を
基
に
、
引
用

文
を
導
く

｢

や
う｣

を
考
察
対
象
と
し
、｢

比
況
表
現｣

と

｢

引
用
形

式｣

と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
、
と
思
う
。

二－

一
、
引
用
文
を
導
く
予
告
語
と
し
て
の

｢

や
う｣

｢

や
う｣

は
、｢

萬
葉
集｣

に
は
用
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
古
初
期

仮
名
文
の

｢

竹
取
物
語｣

に
は
39
例
、｢

伊
勢
物
語｣

に
は
７
例
、｢

土

左
日
記｣

に
は
18
例
、
用
例
が
存
し
て
い
る
。

竹
取
物
語
の

｢

や
う｣

39
例
中
で
最
も
多
い
用
法
は
、｢

い
ふ｣

｢

申

す｣
｢

の
た
ま
ふ｣

｢

か
た
ら
ふ｣

｢

い
ら
ふ
る｣

と
い
う

｢

発
話｣

を

意
味
す
る
動
詞
と
承
接
し
、
引
用
節
と
承
接
す
る
用
例
で
、
23
例
と
、

｢

や
う｣

の
約
六
割
を
占
め
る
。
ま
た

｢

お
も
ふ
や
う｣

形
は
、
竹
取

物
語
に
は
見
ら
れ
ず
、｢

土
左
日
記｣

の
１
例
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
例
も

｢

思
へ
る
や
う｣

が
先
行
し
て
い
る
が
、｢

と
い
ふ｣

と
結

び
、
そ
の
動
作
は
一
致
し
て
い
な
い

(

以
下
、
傍
線
は
稿
者)

。

[

用
例
１]

聞
く
人
の
思
へ
る
や
う
、｢

な
ぞ
、
た
ゞ
ご
と
な
る
。｣

と
、

ひ
そ
か
に
い
ふ
べ
し
。

(

土
左
日
記

二
月
一
日

48
頁)

早
く
遠
藤
嘉
基

(

一
九
三
六)

は
、｢(

申
す
や
う
…
申
す)

と
い
ふ

復
誦
形
が
こ
の

(

稿
者
注：

竹
取)

物
語
に
於
い
て
や
は
り
相
當
の
数

を
占
め
て
ゐ
る｣

こ
と
を
指
摘
し
、
併
せ
て

｢

こ
と
に
源
氏
物
語
と
か

枕
草
子
と
い
ふ
や
う
な
女
性
の
手
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
女
流
文
学
の
精
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粋
と
も
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
な
る
と
、
こ
の
復
誦
形
は
ま
づ
殆
ん
ど
な

い
と
い
つ
て
い
ゝ
程
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
こ
の
復
誦
形
が
余
り
好
ま

し
い
形
式
で
な
い
事
を
語
つ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。｣

と
、｢

申

す
や
う
…
申
す｣
と
い
ふ

｢

復
誦
形｣

の
文
体
的
な
偏
在
を
指
摘
し
て

い
る
。

実
際
、｢

源
氏
物
語｣
で
は
、｢

や
う｣

は
900
例
、
ま
た

｢

か
や
う｣

200
例
、｢

か
う
や
う｣

33
例
、｢
さ
や
う｣

140
例
、
と
多
数
の
用
例
が
存

す
る
が
、｢

い
ふ
や
う｣

８
例
中
、｢
竹
取
物
語｣

の
よ
う
に

｢

い
ふ
や

う｣

が
先
行
し
、
後
に
引
用
節
が
承
接
す
る
例
は
６
例
、｢

お
も
ふ
や

う｣

で
は
28
例
中
、
引
用
節
が
後
に
承
接
す
る
例
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

｢

い
ふ
や
う｣

等
の
、
引
用
文
を
導
く

｢

や
う｣
は
、｢

源
氏
物
語｣

に

お
い
て
は
極
め
て
少
数
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、｢

夢｣

の
引
用
形
式
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、

そ
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、｢

ゆ
め
に
み
る
や
う
…
…｣

と
い
っ
た
、｢

や
う｣

を
用
い
た
引
用
形
式
は
、｢

源
氏
物
語｣
で
は
１

例
の
み
で
あ
り
、
引
用
節
を
誘
導
す
る
形
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る

(

注
２)
。

す
な
わ
ち

｢

や
う｣

に
は
、
比
況
表
現

｢

ゴ
ト
シ－

や
う
な
り｣

と

い
う
文
体
的
対
立
と
併
せ
て
、
引
用
形
式

｢

イ
ハ
ク－

い
ふ
や
う｣

と

い
う
複
層
的
な
対
応
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
形
式

｢

イ
ハ
ク－

い
ふ
や
う｣

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

『

小
学
館

古
語
大
辞
典』

に
は
、｢

い
は
く｣

に
、

[

連
語]

((

動
詞｢

い
ふ｣

の
未
然
形｢

い
は｣

＋
準
体
助
詞｢

く｣))

言
う
こ
と
。
…
言
う
こ
と
に
は
。｣

と
あ
り
、｢

和
文
で｢

い
ふ
や
う
、
…

と
い
ふ｣

な
ど
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
漢
文
訓
読
文
で
は

｢

い
は
く
、
…

と
い
ふ｣

、
ま
た
は
下
を
省
略
し
て｢

い
は
く
、
…
と｣

｢

い
は
く
、
…｣

な
ど
と
す
る
の
が
普
通
。｢

語
ら
く｣

｢

申
さ
く｣

｢

告
ぐ
ら
く｣

な
ど

も
こ
れ
に
準
じ
る
。｣

と
、
和
文
語

｢

い
ふ
や
う｣

と
漢
文
訓
読
語

｢

い
は
く｣

と
の
文
体
的

な
対
立
を
指
摘
し
、『

日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版』

に
は
、｢

い
う
よ

う｣

を
見
出
し
語
に
立
て
、
品
詞
は

｢

名
詞｣

で
あ
る
と
し
、
次
の
よ

う
に
指
摘
し
て
い
る
。

い
う－

よ
う

(

い
ふ
ヤ
ウ)

【
言
様
】[

名
詞]

言
っ
た
言
葉
を
以
下
に

引
用
す
る
と
き
に
用
い
る
。
言
う
こ
と
に
は
。
言
う
に
は
。
い
わ
く
。

(

補
注)

中
古
で
は
、｢

い
ふ
や
う｣

は
和
文
に
用
い
ら
れ
、
こ
れ
に
対

し
て
、
訓
読
語
で
は

｢

い
は
く｣

を
用
い
た
。

ま
た
、｢

い
は
く｣

に
つ
い
て
は
、

(

１)
｢

動
詞

｢

い
う

(

言)

の
ク
語
法｣

(

イ)
(

上
の
句
を
統
合
し
て

体
言
化
し
、
名
詞
的
に
用
い
て)

言
う
こ
と
。(

ロ)
(

副
詞
的
に
用
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い
て
下
の
引
用
語
句
を
導
く)

言
う
こ
と
に
は
。

(

２)
｢

名
詞｣

と
意
味
用
法
を
二
分
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

(

語
誌)

引
用
文
を
導
く
形
式
は
、
漢
文
訓
読
に
由
来
し
て
、｢

い
は

く
…
と
い
ふ｣

の
よ
う
に
動
詞
を
繰
り
返
す
用
法
が
本
来
で
、
訓
点
資

料
で
は
平
安
初
期
の
も
の
、
あ
る
い
は
中
期
以
降
の
殊
に
漢
籍
資
料
の

も
の
に
多
い
。
訓
点
資
料
で
も
仏
典
の
方
で
は
後
ろ
の

｢

い
ふ｣

を
略

し
て

｢

と｣

の
み
を
添
え
た
り
、｢

と
い
ふ｣

す
べ
て
を
省
略
す
る
形

も
多
く
見
え
る
。

｢

引
用
文
を
導
く
形
式｣

で
あ
る

｢

イ
ハ
ク－

ト
イ
フ｣
と
い
う
引
用

形
式
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に

｢

漢
文
訓
読
に
由
来｣

す
る

と
す
る
説
と
、
大
坪

(

一
九
八
一)

が
詳
述
す
る
如
く
、｢

日
本
語
固

有
の
形
式｣

で
あ
っ
た
、
と
す
る
説
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
早
計
な
結
論

は
控
え
た
い
が

(

注
３)

、
大
坪

(

一
九
八
一)

で
は
、｢

ト
イ
フ
を
伴
は
な
い
、

イ
ハ
ク－

ト
や
、
イ
ハ
ク－

の
形
が
多
く
現
は
れ
て
来
る
。
こ
れ
は
、

漢
文
訓
読
の
際
に
行
は
れ
た
省
略
の
結
果
で
あ
ろ
う
。｣

と
し
、
遠
藤

(

一
九
三
六)

で
指
摘
し
た

｢

復
誦
形｣

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
も
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。『

日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版』

で
は
、

｢

省
略｣

さ
れ
た

｢

イ
ハ
ク－

ト｣
｢

イ
ハ
ク－

｣

形
は
、
訓
点
資
料
に

お
け
る｢

漢
籍｣

、｢

仏
典｣

と
い
っ
た
文
体
的
な
相
違
で
あ
る
、
と
し
、

漢
文
訓
読
語

｢

イ
ハ
ク｣

の
語
史
に
つ
い
て
は
問
題
が
存
し
て
い
る
。

ま
た
、
峰
岸
明

(

二
〇
〇
一)

『

訓
点
語
辞
典』

に
は
、
次
の
よ
う

な
指
摘
が
あ
る
。

｢

イ
ハ
ク｣

(

日)

こ
の
語
は
、
会
話
文
な
ど
の
引
用
に
当
た
っ
て
用
い

ら
れ
る
が
、
そ
の
引
用
の
基
本
形
式
に
は
ａ｢

い
は
く
、
…
…
と
い
ふ｣

ｂ

｢

い
は
く
、
…
…
と｣

、
ｃ

｢

い
は
く
、
…
…｣

三
形
式
が
あ
る
が
、

平
安
初
期
に
は
①

(

マ
マ)

の
よ
う
に
通
常
、
文
末
を
補
読
し
た
。
し

か
し
、
院
政
期
に
は
既
に
ｂ
ｃ
の
形
式
が
一
般
化
し
て
い
る
。
ま
た
、

｢

い
は
く｣

が
受
け
る
構
文
に
は

｢

い
は
く｣

が
体
言
の
格
を
留
め
る

＜

体
言
＋
の

(

が)

＋
い
は
く＞

と
、｢

く｣

が
全
体
を
統
括
し
て
体

言
化
す
る
と
解
釈
さ
れ
る＜

(

体
言
＋
に
＋
い
は)

く＞
＜
(

動
詞
＋
て

＋
い
は)

く＞

と
二
種
の
も
の
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

平
安
初
期
に
は
ａ｢

い
は
く
、
…
…
と
い
ふ｣

と
い
う｢

補
読｣

で
あ
っ

た
も
の
が
、
院
政
期
に
は
ｂ｢

い
は
く
、
…
…
と｣

、
ｃ｢

い
は
く
、
…
…｣

と
い
う
形
式
が
一
般
化
し
た
、
と
述
べ
、
引
用
節
に
下
接
す
る

｢

と
い

ふ｣

に
は
史
的
変
遷
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
が
、
ま
た
、『

日
本
国
語

大
辞
典

第
二
版』

と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、｢｢

い
は
く｣

が
体
言
の
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格
を
留
め
る＜

体
言
＋
の

(

が)

＋
い
は
く＞

｣

は
、｢(

上
の
句
を
統

合
し
て
体
言
化
し
、
名
詞
的
に
用
い
て)

言
う
こ
と
。｣

に
、｢｢

く｣

が
全
体
を
統
括
し
て
体
言
化
す
る
と
解
釈
さ
れ
る＜

(

体
言
＋
に
＋
い

は)

く＞
＜
(

動
詞
＋
て
＋
い
は)

く＞
｣

は
、｢(

副
詞
的
に
用
い
て

下
の
引
用
語
句
を
導
く)

言
う
こ
と
に
は
。｣

に
相
当
す
る
、
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

｢

い
は
く｣
の
記
述
を
踏
ま
え
、
引
用
文
を
導
く

｢

い

ふ
や
う｣

の
意
味
用
法
を
考
え
て
見
た
い
。

二－

二
、
竹
取
物
語

｢

い
ふ
や
う｣

形

塚
原
鉄
雄
は
、『

国
語
学
大
辞
典』

｢

会
話
文｣
で
、
次
の
よ
う
に
定

義
す
る

(

注
４)

。

●

直
接
話
法
の
引
用
に
は
、
会
話
文
の
引
用
を
予
告
す
る

｢

い
は
く｣

｢

い
ふ
や
う｣

｢

い
う
こ
と
に
は｣

な
ど
が
、
会
話
文
の
直
前
に
位
置

す
る
双
括
引
用
と
、
会
話
文
の
直
前
に
位
置
し
な
い
単
括
引
用
と
が

あ
る
。

●

平
安
時
代
の
和
文
で
は
、『

竹
取
物
語』

の
よ
う
な
双
括
方
式
に
よ

る
会
話
文
の
数
多
い
作
品
も
あ
る
が
、『

伊
勢
物
語』

の
よ
う
な
単

括
方
式
に
よ
る
会
話
文
の
数
多
い
作
品
が
一
般
化
し
た
。
さ
ら
に
、

『

源
氏
物
語』

な
ど
、
複
数
の
人
物
に
よ
る
会
話
文
を
並
列
し
て
、

一
個
の
助
詞

｢

と｣

だ
け
で
統
括
す
る
、
単
括
方
式
の
簡
易
化
も
頻

繁
に
な
っ
た
。
日
記
文
学
の
地
の
文
は
、
物
語
文
学
の
会
話
文
に
近

い
文
体
と
用
語
と
で
表
現
さ
れ
、
会
話
文
体
に
よ
る
地
の
表
現
の
成

立
原
型
と
い
え
よ
う
。

ま
た
塚
原

(

二
〇
〇
二)

で

｢

会
話
文｣

を
、
次
の
よ
う
に

｢

包
摂｣

｢

並
列｣

｢

連
接｣

と
三
分
類
し
、｢

や
う｣

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。

●

引
用
さ
れ
た
会
話
文
は
、＜

格
助
詞

｢

と｣
(

＋
動
詞

｢

い
う｣)

＋

接
続
助
詞

｢

て｣＞

の
形
式
で
接
続
語
と
な
る
も
の
と
、＜

格
助
詞

｢

と｣

＋
動
詞＞

の
形
式
で
下
接
動
詞
の
修
飾
語
と
な
る
も
の
が
あ

る
。
修
飾
語
と
な
る
引
用
で
は
、
下
接
動
詞
の
種
類
の
よ
っ
て
、
会

話
文
が
下
接
動
詞

(｢

い
ふ｣

｢

の
た
ま
ふ｣

な
ど)

の
表
現
す
る
行

動
の
具
体
的
な
内
容
を
示
す
包
括
関
係
を
構
成
す
る
た
め
の
も
の
と
、

下
接
動
詞(｢

の
の
し
る｣

｢

ね
た
む｣

な
ど)

の
表
現
す
る
行
動
と

共
通
の
条
件
で
成
立
す
る
こ
と
を
示
す
並
列
関
係
を
構
成
す
る
も
の

と
が
あ
る
。
接
続
語
と
な
る
引
用
で
は
、
会
話
文
が
下
接
動
詞
の
表

現
す
る
行
動
を
継
起
的
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
示
す
連
接

(

接
続)

関
係
を
構
成
す
る
。

(『

国
語
学
大
辞
典』)
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●

こ
れ
ら

｢－

く｣
｢－

や
う｣

｢－

い
ふ｣

は
、
い
ず
れ
も
、
体
言
と

し
て
の
資
格
を
も
ち
、
や
は
り
体
言
の
資
格
も
つ
引
用
さ
れ
た
会
話

と
、
同
格
に
立
つ
意
味
で
、
同
類
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

や
は
り
、
包
摂
と
並
列
と
連
接
と
の
用
法
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
得

る
。(

略)

こ
れ
ら
の
中
、
並
列
と
連
接
と
は
、
い
ず
れ
も
稀
で
あ

り
、
大
部
分
は
、
包
摂
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
、
本
来
的

に
、
会
話
を
引
用
す
る
だ
け
の
た
め
に
、
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

竹
取
物
語
で
は
次
の
よ
う
な
会
話
文
に
後
続
す
る
語
句
が
な
く
、
後
行

す
る
動
詞
が
出
現
し
な
い

｢

双
括
引
用｣

の
用
例
は
こ
の
１
例
の
み
で

あ
る
。

[

用
例
２]

か
ぐ
や
姫
の
言
ふ
や
う
、｢

親
の
の
給
ふ
こ
と
を
、
ひ
た

ぶ
る
に
辞

(

い
な)

び
申
さ
ん
事
の
い
と
ほ
し
さ
に
、
取
り
が
た
き
物

を｣

。

(

37
頁)

以
下
、
塚
原

(

二
〇
〇
二)

の
分
類
に
従
い
、
竹
取
物
語
の
用
例
を
示

す
。

【
包
摂
】

[

用
例
３]

こ
れ
を
見
つ
け
て
、
翁
か
ぐ
や
姫
に
言
ふ
や
う

｢

我
子
の

佛
、
変
化
の
人
と
申
し
な
が
ら
、
こ
ゝ
ら
大
き
さ
ま
で
養
ひ
た
て
ま
つ

る
志
お
ろ
か
な
ら
ず
。
翁
の
申
さ
ん
事
は
聞
き
給
ひ
て
む
や｣

と
言
へ

ば
、(

略)
(

31
頁)

[

用
例
４]

翁
、
皇
子
に
申
す
や
う
、｢

い
か
な
る
所
に
か
、
こ
の
木

は
さ
ぶ
ら
ひ
け
ん
、
あ
や
し
く
、
う
る
は
し
く
、
め
で
た
き
物
に
も｣

と
申
す
。

(

37
頁)

[

用
例
５]

近
く
使
は
る
ゝ
人
々
、
竹
取
の
翁
に
告
げ
て
い
は
く
、

｢

か
ぐ
や
姫
の
、
例
も
月
を
あ
は
れ
が
り
給
へ
ど
も
、
こ
の
頃
と
な
り

て
は
、
た
ゞ
ご
と
に
も
侍
ら
ざ
め
り
。
い
み
じ
く
思
し
な
げ
く
事
あ
る

べ
し
。
よ
く
�

見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ｣

と
言
ふ
を
聞
き
て
、
か
ぐ

や
姫
に
言
ふ
や
う
、｢

な
ん
で
ふ
心
地
す
れ
ば
、
か
く
、
物
を
思
ひ
た

る
さ
ま
に
て
、
月
を
見
た
ま
ふ
ぞ
。
う
ま
し
き
世
に｣

と
言
ふ
。

(

58
頁)

[

用
例
６]

を
の
こ
ど
も
申
す
や
う
、｢

さ
ら
ば
い
か
ゞ
は
せ
む
。
難

き
事
な
り
と
も
、
仰
せ
ご
と
に
従
ひ
て
求
め
に
ま
か
ら
む｣

と
申
す
に
、

(
略)

(

45
頁)

[

用
例
７]

(

略)

遣
は
し
ゝ
男
ど
も
ま
ゐ
り
て
申
す
や
う
、｢

龍
の
頸

の
玉
を
え
取
ら
ざ
り
し
か
ば
な
ん
殿
へ
も
え
ま
ゐ
ら
ざ
り
し
。
玉
の
取

り
が
た
か
り
し
事
を
知
り
給
へ
れ
ば
な
ん
勘
当
あ
ら
じ
と
て
、
ま
ゐ
り
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つ
る｣

と
申
す
。

(

48
頁)

[
用
例
８]

中
納
言
い
そ
の
か
み
の
ま
ろ
た
り
の
、
家
に
使
は
る
ゝ
男

ど
も
の
も
と
に
、｢

燕

(

つ
ば
く
ら
め)

の
巣
く
ひ
た
ら
ば
、
告
げ
よ｣

と
の
た
ま
ふ
を
、
う
け
た
ま
は
り
て
、｢

何
の
用
に
か
あ
ら
ん｣

と
申

す
。
こ
た
へ
て
の
給
ふ
や
う
、｢

燕
の
も
た
る
子
安
の
貝
を
取
ら
む
料

な
り｣

と
の
た
ま
ふ
。
男
ど
も
答
へ
て
申
す
、｢

燕
を
あ
ま
た
殺
し
て

見
る
だ
に
も
、
腹
に
何
も
な
き
物
な
り
。
た
ゞ
し
、
子
産
む
時
な
ん
、

い
か
で
か
出
す
ら
む
。
は
ら
く
か
と
申
す
。
人
だ
に
見
れ
ば
失
せ
ぬ｣

と
申
す
。
又
、
人
の
申
す
や
う
は
、｢
大
炊
寮

(

お
ほ
い
つ
か
さ)

の

飯
炊

(

か
し)

く
屋
の
棟
に
、
つ
く
の
穴
ご
と
に
、
燕
は
巣
を
く
ひ
侍

る
。
そ
れ
に
、
ま
め
な
ら
む
男
ど
も
を
ゐ
て
ま
か
り
て
、
あ
ぐ
ら
を
結

ひ
あ
げ
て
、
う
か
ゞ
ゝ
は
せ
ん
に
、
そ
こ
ら
の
燕
、
子
産
ま
ざ
ら
む
や

は
。
さ
て
こ
そ
取
ら
し
め
給
は
め｣

と
申
す
。(

50
頁)

[

用
例
９]

日
暮
れ
ぬ
れ
ば
、
か
の
寮
に
お
は
し
て
見
た
ま
ふ
に
、
ま

こ
と
に
燕
巣
つ
く
れ
り
。
く
ら
つ
ま
ろ
申
す
や
う
、
尾
浮
け
て
め
ぐ
る

に
、
粗
篭
に
人
を
の
ぼ
せ
て
釣
り
あ
げ
さ
せ
て
、
燕
の
巣
に
手
を
さ
し

入
れ
さ
せ
て
探
る
に
、｢

物
も
な
し｣

と
申
す
に
、(

略)
(

51
頁)

[

用
例
10]

翁
答
へ
て
い
は
く
、｢

天
下
の
事
は
、
と
あ
り
と
も
、
か
ゝ

り
と
も
、
み
命
の
危
さ
こ
そ
、
大
き
な
る
障
り
な
れ
ば
、
な
ほ
仕
う
ま

つ
る
ま
じ
き
事
を
、
ま
ゐ
り
て
申
さ
ん｣

と
て
、
ま
ゐ
り
て
申
す
や
う
、

｢

仰
の
事
を
か
し
こ
さ
に
、
か
の
童
を
、
ま
ゐ
ら
せ
む
と
て
仕
う
ま
つ

れ
ば
、
宮
仕
へ
に
出
し
立
て
ば
死
ぬ
べ
し
、
と
申
す
。

(

56
頁)

[

用
例
11]

か
ぢ
と
り
の
い
ふ
や
う
、｢

黒
鳥

(

く
ろ
と
り)

の
も
と

に
、
白
き
波
を
よ
す
。｣

と
ぞ
い
ふ
。
こ
の
こ
と
ば
、
何
と
に
は
な
け

れ
ど
も
、
も
の
い
ふ
や
う
に
ぞ
き
こ
え
た
る
。

(

土
左
日
記

一
月
二
十
一
日

43
頁)

こ
の
よ
う
に
、｢

包
摂｣

の
場
合
、
会
話
文
に
前
行
す
る
動
詞
と
、
後

行
す
る
動
詞
と
は
、
同
じ
語
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
あ

る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

[

用
例
12]

こ
れ
を
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、｢

こ
の
奉
る
文
を
と
れ｣

と

言
ひ
て
見
れ
ば
、
文
に
申
し
け
る
や
う
、｢(

略)｣

と
申
し
て
、｢

給
は

る
べ
き
な
り｣

と
言
ふ
を
聞
き
て
、
か
ぐ
や
姫
の
、
暮
る
ゝ
ま
ゝ
に
思

ひ
わ
び
つ
る
心
地
、
わ
づ
ら
ひ
さ
か
へ
て
、
翁
を
呼
び
と
り
て
言
ふ
や

う
、｢(

略)｣

と
言
へ
ば
、(

略)
(

40
頁)

[

用
例
13]

か
ぐ
や
姫
に
、｢

は
や
、
か
の
御
使
ひ
に
対
面
し
給
へ｣

と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
、｢

よ
き
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
。
い
か
で
か
見

ゆ
べ
き｣
と
言
へ
ば
、｢

う
た
て
も
の
給
ふ
か
な
。
御
門
の
御
使
ひ
を

ば
い
か
で
か
お
ろ
か
に
せ
む｣

と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
答
ふ
る
や
う
、

｢

御
門
の
召
し
て
の
た
ま
は
ん
事
、
か
し
こ
し
と
も
思
は
ず｣

と
言
ひ
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て
、
さ
ら
に
見
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
。

(

54
頁)

[
用
例
14]

翁
喜
び
て
、
家
に
帰
り
て
か
ぐ
や
姫
に
か
た
ら
ふ
や
う
、

｢

か
く
な
む
御
門
の
仰
せ
給
へ
る
。
な
ほ
や
は
仕
う
ま
つ
り
給
は
ぬ｣

と
言
へ
ば
、(
略)

(

55
頁)

[

用
例
15]

翁
い
ら
ふ
る
や
う
、｢

な
し
給
ひ
。
官
冠
も
、
わ
が
子
を

見
た
て
ま
つ
ら
で
は
、
何
に
か
は
せ
む
。
さ
は
あ
り
と
も
、
な
ど
か
宮

仕
へ
を
し
た
ま
は
ざ
ら
む
。
死
に
給
ふ
べ
き
や
う
や
あ
る
べ
き｣

と
言

ふ
。

(

55
頁)

[

用
例
12]

は
、｢

文｣

と
い
う
書
面
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
指

し
示
す

｢

双
括
引
用｣

で
、
会
話
文
に
前
行
す
る
動
詞
は
、｢

申
し
け

る
や
う｣

と
あ
り
、
後
行
す
る
動
詞
は
、｢

と
申
し
て｣

で
あ
っ
て
、

｢

け
り｣

が
な
く
、
前
後
の
動
詞
句
が
完
全
に
一
致
し
て
い
な
い
。
塚

原

(

二
〇
〇
二)

は
、｢

竹
取
物
語
で
は
、
説
明－

ス
ト
ー
リ
ー
の
記

述－

に
は
、
時
の
助
動
詞

(

筆
者
注

｢

け
り｣)

を
用
い
る
け
れ
ど
も
、

描
写－

状
景
の
記
述－

に
な
る
と
、
こ
れ
を
缺
く
。｣

と
す
る
。
こ
れ

は
、
竹
取
物
語
の

｢

表
現
態
度｣

を
示
す
も
の
と
し
て
も
、
ま
た

｢

包

摂｣

用
法
と
し
て
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
会
話
に
前
行
す
る
動
詞
が

[

用
例
13]

は

｢

答
ふ｣

、[

用
例

14]

は

｢

か
た
ら
ふ｣

、[

用
例
15]

は

｢

い
ら
ふ｣

で
あ
り
、
後
行
す

る
動
詞
は

｢

言
ふ｣

と
形
態
上
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
関
係
に

つ
い
て
、
後
行
動
詞

｢

言
ふ｣

が
、｢

答
ふ｣

、｢

か
た
ら
ふ｣

、｢

い
ら

ふ｣

を
包
摂
す
る
、
と
す
る
考
え
は
、
意
味
論
か
ら
し
て
も
説
得
力
が

あ
り
、
塚
原

(

二
〇
〇
二)

で
は
、｢(

包
摂
の
場
合
、
会
話
に
前
行
す

る
動
詞
は
、
後
行
す
る
動
詞
と
、
同
じ
語
で
あ
る
こ
と
が
、
圧
倒
的
に

多
い
。)

よ
り
抽
象
的
な
広
い
概
念
を
表
す
動
詞
が
、
会
話
に
後
行
し
、

よ
り
具
体
的
な
狭
い
概
念
を
表
す
動
詞
が
前
行
す
る
と
い
え
よ
う
。

(

略)

同
じ
動
詞
と
仮
称
し
た
こ
と
は
、
実
質
概
念
に
お
い
て
共
通
し
、

関
係
概
念
に
お
い
て
矛
盾
し
な
い
動
詞
、
と
い
う
ふ
う
に
規
定
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。｣

と
指
摘
し
て
い
る

(

注
５)

。

【
連
接
】

[

用
例
16]

そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く
し

う
て
ゐ
た
り
。
翁
い
ふ
や
う
、｢

我
あ
さ
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中

に
お
は
す
る
に
て
、
知
り
ぬ
。
子
と
な
り
給
ふ
べ
き
人
な
め
り｣

と
て
、

手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。

(

29
頁)

[

用
例
17]

燕
も
、
人
の
あ
ま
た
上
り
ゐ
た
る
に
お
ぢ
て
、
巣
に
も
上

り
来
ず
。
か
ゝ
る
よ
し
の
返
事
を
申
し
た
れ
ば
聞
き
給
ひ
て
、
い
か
ゞ

す
べ
き
と
思
し
煩
ふ
に
、
か
の
寮
の
官
人
、
く
ら
つ
ま
ろ
と
申
す
翁
申

す
や
う
、｢

子
安
貝

(

こ
や
す
が
ひ)

と
ら
ん
と
思
し
め
さ
ば
、
た
ば

か
り
申
さ
ん｣

と
て
、
御
前
に
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
中
納
言
、
額
を
合
せ

て
む
か
ひ
給
へ
り
。
く
ら
つ
ま
ろ
が
申
す
や
う
、｢

此
燕
の
子
安
貝
は
、
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悪
し
く
た
ば
か
り
て
取
ら
せ
給
ふ
な
り
。
さ
て
は
え
取
ら
せ
給
は
じ
。

あ
な
ゝ
ひ
に
お
ど
ろ
�

し
く
廿
人
の
人
の
上
り
て
侍
れ
ば
、
あ
れ
て

寄
り
ま
う
で
来
ず
。
せ
さ
せ
給
ふ
べ
き
や
う
は
、
こ
の
あ
な
ゝ
ひ
を
こ

ぼ
ち
て
、
人
み
な
退
き
て
、
ま
め
な
ら
ん
人
ひ
と
り
を
粗
篭
に
乗
せ
据

ゑ
て
、
綱
を
か
ま
へ
て
、
鳥
の
、
子
産
ま
む
あ
ひ
だ
に
、
綱
を
つ
り
あ

げ
さ
せ
て
、
ふ
と
子
安
貝
を
取
ら
せ
給
は
ん
な
む
、
よ
か
る
べ
き｣

と

申
す
。
中
納
言
の
給
ふ
や
う
、｢

い
と
よ
き
事
な
り｣

と
て
、
あ
な
ゝ

ひ
を
こ
ぼ
し
、
人
み
な
帰
り
ま
う
で
来
ぬ
。
中
納
言
、
く
ら
つ
ま
ろ
に

の
た
ま
は
く
、｢

燕
は
、
い
か
な
る
時
に
か
子
産
む
と
知
り
て
、
人
を

ば
あ
ぐ
べ
き｣

と
の
給
ふ
。
く
ら
つ
ま
ろ
申
す
や
う
、｢

燕
子
産
ま
む

と
す
る
時
は
、
を
を
さ
ゝ
げ
て
七
度
め
ぐ
り
て
な
ん
、
産
み
落
す
め
る
。

さ
て
、
七
度
め
ぐ
ら
ん
を
り
、
引
き
あ
げ
て
、
そ
の
を
り
、
子
安
貝
は

取
ら
せ
給
へ｣

と
申
す
。

(

50
頁)

【
並
列
】

[

用
例
18]

翁
の
言
ふ
や
う
、｢

御
迎
へ
に
来
む
人
を
ば
、
長
き
爪
し

て
、
眼
を
つ
か
み
潰
さ
ん
。
さ
が
髮
を
と
り
て
、
か
な
ぐ
り
落
と
さ
む
。

さ
が
尻
を
か
き
出
で
ゝ
、
こ
ゝ
ら
の
公
人
に
見
せ
て
、
恥
を
見
せ
ん｣

と
腹
立
ち
を
る
。

(

62
頁)

[

用
例
16]

[

用
例
17]

は
、
会
話
文
に
後
行
す
る
語
が

｢

と
て｣

で

あ
る

｢

連
接｣

の
用
例
で
あ
り
、｢

と
て｣

の
意
味
用
法
に
つ
い
て
は
、

森
脇(

一
九
九
五)

で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。[

用
例
18]

は
、｢

並
列｣

の
用
例
で
、
会
話
文
に
後
行
す
る
語
が｢

言
ふ｣

、
す
な
わ
ち＜

発
話＞

と
い
う
意
と
直
接
的
に
関
連
せ
ず
、｢

や
う｣

引
用
節
は
後
行
語

｢

腹

立
ち
を
る｣

の

｢

機
縁｣

と
な
っ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

｢

連
接｣

｢

並
列｣

は
、
用
例
が
少
数
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は｢－

や
う｣

が
、｢

本
来
的
に
会
話
を
引
用
す
る
だ
け
の
た
め
に
、
用
い
ら
れ
る｣

(

塚
原

(

二
〇
〇
二))

と
も
考
え
ら
れ
る
。

で
は

｢

や
う｣

の
意
味
用
法
と
会
話
を
予
示
す
る

｢

い
ふ
や
う｣

と

は
如
何
な
る
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
竹
取
物
語
中
の

｢

や
う｣

｢

連
体
修
飾
成
分
＋
や
う｣

と
会
話
予
示｢

や
う｣

[

用
例
19]

か
ぐ
や
姫
答
へ
て
い
は
く
、｢

も
は
ら
、
さ
や
う
の
宮
仕

へ
仕
う
ま
つ
ら
じ
と
思
ふ
を
、
し
ひ
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
は
ゞ
消
え
失

せ
な
ん
ず
。
御
官
冠
つ
か
う
ま
つ
り
て
、
死
ぬ
ば
か
り
な
り｣

。

(

55
頁)

[

用
例
20]

か
や
う
に
、
御
心
を
た
が
ひ
に
慰
さ
め
給
ふ
ほ
ど
に
、
三

年
ば
か
り
あ
り
て
、
春
の
は
じ
め
よ
り
、
か
ぐ
や
姫
、
月
の
お
も
し
ろ

く
出
で
た
る
を
見
て
、
常
よ
り
も
物
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
。

(

58
頁)

― 58 ―



[
用
例
21]

翁
い
は
く
、｢

思
ひ
の
ご
と
く
も
、
の
た
ま
ふ
物
か
な
。

そ
も
�

い
か
や
う
な
る
心
ざ
し
あ
ら
ん
人
に
か
、
あ
は
む
と
思
す
。

か
ば
か
り
心
ざ
し
お
ろ
か
な
ら
ぬ
人
々
に
こ
そ
あ
め
れ｣

。

(

32
頁)

『

小
学
館

古
語
大
辞
典』

(

山
口
佳
紀
執
筆)

に
は
、｢｢

か
や
う｣

｢

さ
や
う｣

な
ど
、
接
尾
語
と
し
て
和
語
と
複
合
す
る
用
法
や
比
喩
や

引
用
な
ど
を
表
す
形
式
名
詞
の
用
法
は
、
漢
語
に
は
例
が
な｣

い
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
竹
取
物
語
の

｢

や
う｣

に
は
、[

用
例
19]

｢

さ｣

、[

用
例
20]

｢

か｣

、[

用
例
21]

｢
い
か｣

と
い
う
副
詞
と
承
接

し
、｢

状
態
に
あ
る｣

と
い
う
こ
と
を
表
す
用
例
が
あ
る
が
、＜

｢

か
や

う｣

か
ら

｢

こ
の
や
う｣

へ＞

と
い
う
史
的
変
遷
は
、
岡�

(

二
〇
一

〇)

に
、
中
古
に
お
け
る

｢

か
や
う
な
り｣
｢

か
う
や
う
な
り｣

｢

か
く

や
う
な
り｣

の
用
法
に
つ
い
て
は
、
小
久
保

(

一
九
七
八)

に
そ
れ
ぞ

れ
指
摘
が
あ
る
。
指
示
詞
と
承
接
し
、｢

や
う｣

承
接
前
部
を
指
し
示

す
用
法
は
、
漢
文
訓
読
語

｢

ご
と
し｣

に
も
見
ら
れ
、｢

や
う｣
の
、

｢

あ
り
さ
ま｣

｢

様
子｣

と
い
う
本
義
か
ら
し
て
も
、
指
示
詞
と
い
う

｢

指
示
性｣

と

｢

や
う｣

の
機
能
は
、
互
い
に
聯
関
し
て
い
る
、
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

[

用
例
22]

そ
の
山
見
る
に
、
さ
ら
に
登
る
べ
き
や
う
な
し
。(

38
頁)

[

用
例
23]

嶺
に
て
す
べ
き
や
う
教
へ
さ
せ
給
ふ
。
御
文
、
不
死
の
薬

壺
な
ら
べ
て
、
火
を
つ
け
て
燃
や
す
べ
き
よ
し
仰
せ
給
ふ
。

(

67
頁)

[

用
例
22]

[

用
例
23]

は
、｢

や
う｣

の
用
例
で
あ
る
。

[

用
例
22]

は
、｢

そ
の
山
は
見
る
と
全
く
上
る
手
段
が
な
い
ほ
ど
に

険
し
い｣

と
解
釈
で
き
る
用
例
で
、
こ
こ
で
の

｢

や
う｣

は

｢

方
法
・

手
段｣

と
い
う

｢

あ
り
さ
ま｣

で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

[

用
例
23]

は
、｢

竹
取
物
語｣

最
終
場
面
で
あ
り
、
帝
が
か
ぐ
や
姫

を
慕
い｢

山
頂
で
な
す
べ
き
方
法
を
お
教
え
に
な
る｣

と
解
釈
で
き
る
。

こ
の

｢

や
う｣

も

｢

方
法
・
手
段｣

と
い
う

｢

あ
り
さ
ま｣

で
あ
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。

[

用
例
24]

｢

か
ぐ
や
姫
す
ゑ
ん
に
は
、
例
の
や
う
に
は
見
に
く
し｣

と
の
給
ひ
て
、(

略)
(

46
頁)

[

用
例
25]

皇
子
答
へ
て
の
た
ま
は
く
、｢(

略)

あ
る
時
は
、
浪
に
荒

れ
つ
ゝ
海
の
底
に
も
入
り
ぬ
べ
く
、
あ
る
時
は
、
風
に
つ
け
て
知
ら
ぬ

国
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
、
鬼
の
や
う
な
る
も
の
出
で
来
て
殺
さ
ん
と
し

き
。(

略)｣

と
の
た
ま
へ
ば
、(

略)
(

37
頁)

[

用
例
26]

世
界
の
人
の
言
ひ
け
る
は
、｢

大
伴
の
大
納
言
は
、
龍
の

頸
の
玉
や
取
り
て
お
は
し
た
る｣

｢

い
な
、
さ
も
あ
ら
ず
。
み
ま
な
こ

二
つ
に
、
す
も
ゝ

(

杏)

の
や
う
な
る
玉
を
ぞ
添
へ
て
い
ま
し
た
る｣
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と
言
ひ
け
れ
ば
、｢

あ
な
た
へ
が
た｣

と
言
ひ
け
る
よ
り
ぞ
、
世
に
あ

は
ぬ
事
を
ば
、
あ
な
た
へ
が
た
と
は
言
ひ
は
じ
め
け
る
。

(

49
頁)

[

用
例
27]

(
略)

風
い
と
重
き
人
に
て
、
腹
い
と
ふ
く
れ
、
こ
な
た

か
な
た
の
目
に
は
、
す
も
ゝ(

杏)

を
ふ
た
つ
つ
け
た
る
や
う
な
り
。

(

48
頁)

[

用
例
28]

そ
の
山
は
、
こ
ゝ
に
た
と
へ
ば
、
比
叡

(

ひ
え)

の
山
を

二
十

(

は
た
ち)

ば
か
り
重
ね
あ
げ
た
ら
ん
ほ
ど
し
て
、
な
り
は
塩
尻

(

し
ほ
じ
り)

の
や
う
に
な
ん
あ
り
け
る
。

(

伊
勢
物
語

九
段

117
頁)

[

用
例
24]

は
、｢

会
話
文｣

中
の
用
例
で
、
大
伴
の
大
納
言
の
発
言

中
に｢

や
う｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
体
言

｢

例
＋
の｣

に

｢

や
う｣

が
承
接
し
、｢

か
ぐ
や
姫
を
妻
と
し
て
据
え
る
に
は
、
平

生
の
ま
ま
で
は
見
苦
し
い｣

と
解
釈
で
き
る
。

[

用
例
25]

は
、｢

会
話
文｣

中
の
用
例
で
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
発

言
中
に｢

や
う｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
用
例
は

｢

Ａ
の
や
う
な

る
Ｂ｣

で
、｢

鬼
の
よ
う
な
怪
物
が
目
の
前
に
立
ち
現
れ
て｣

と
解
釈

で
き
る
。

[

用
例
26]

は
、｢

言
ひ
け
る
は｣

に
よ
っ
て
会
話
文
の
引
用
を
予
告

す
る
、｢

双
括
引
用｣

の

｢

会
話
文｣

中
の
用
例
で
、
会
話
主
は

｢

世

界
の
人｣

で
あ
り
、｢

玉
は
玉
で
も
、
す
も
も
の
よ
う
な
玉
を
持
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た｣

と
解
釈
で
き
る
。
か
つ
こ
の
用
例
も

｢

Ａ
の
や
う

な
る
Ｂ｣

で
あ
る
。

[

用
例
27]

は
、｢

地
の
文｣

の
用
例
で
、｢

や
う｣

は

｢

た
り｣

と
承

接
し
、｢

こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
の
目
に
は
、
す
も
も
を
二
つ
つ
け
た
よ
う

で
あ
る
。｣

と
解
釈
で
き
る
。

[

用
例
28]

は

｢

伊
勢
物
語｣

の

｢

地
の
文｣

の
用
例
で
、｢(

富
士
山

の)

形
状
は
、
し
ほ
じ
り
の
よ
う
で
あ
っ
た｣

と
解
釈
で
き
る
用
例
で

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
、
存
在
す
る
状
態
が
、
承
接
語
と
類
同

で
あ
る
、
あ
る
事
物
の
状
況
を
ほ
か
の
事
物
と
比
べ
て
表
現
す
る

｢

比

況
表
現｣

で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

[

用
例
29]

い
づ
れ
の
方
と
も
知
ら
ず
、
舟
を
海
中
に
ま
か
り
入
り
ぬ

べ
く
吹
き
ま
は
し
て
、
浪
は
舟
に
う
ち
か
け
つ
ゝ
捲
き
入
れ
、
神
は
落

ち
か
ゝ
る
や
う
に
ひ
ら
め
く
。

(

47
頁)

[

用
例
30]

こ
れ
を
見
て
、
内
外
な
る
人
の
心
ど
も
、
物
に
お
そ
は
る
ゝ

や
う
に
て
、
あ
ひ
戦
は
ん
心
も
な
か
り
け
り
。

(

63
頁)

[

用
例
29]
は

｢

波
は
幾
度
も
船
に
う
ち
か
か
っ
て
海
中
に
巻
き
入
れ

ん
ば
か
り
に
な
り
、
雷
は
落
ち
か
か
る
よ
う
に
ひ
ら
め
き
か
か
る
の
で｣
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と
解
釈
で
き
る
用
例
で
、｢

や
う｣

は

｢

様
子｣

｢

目
に
見
え
る
状
態｣

で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

[

用
例
30]
は
、
か
ぐ
や
姫
が
昇
天
す
る
た
め
、
迎
え
の
天
人
が
き
た

場
面
で

｢

家
の
内
や
外
に
い
る
人
た
ち
の
心
は
、
な
に
か
物
の
怪
に
お

そ
わ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
、
戦
い
合
お
う
と
い
う
よ
う
な
心

も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る｣

と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
の｢

や
う｣

は
、

｢(

心
情
を
含
め
た)

こ
と
が
ら

(

あ
り
さ
ま)｣

で
あ
る
、
と
考
え
ら

れ
る
。

[

用
例
31]

か
ぐ
や
姫
、｢

何
か
か
た
か
ら
ん｣

と
言
へ
ば
、
翁
、｢

と

ま
れ
か
く
ま
れ
申
さ
む｣

と
て
、
出
て
、｢
か
く
な
む
。
聞
ゆ
る
や
う

に
見
せ
給
へ｣

と
言
へ
ば
、
御
こ
達
、
上
達
部
聞
き
て
、｢

お
い
ら
か

に
、
あ
た
り
よ
り
だ
に
な
歩
き
そ
と
や
は
の
た
ま
は
ぬ｣
と
言
ひ
て
、

う
ん
じ
て
皆
帰
り
ぬ
。

(
34
頁)

[

用
例
32]

匠
ら
い
み
じ
く
喜
び
、｢

思
ひ
つ
る
や
う
に
も
あ
る
か
な｣

と
言
ひ
て
、
帰
る
道
に
て
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
、
血
の
流
る
ゝ
ま
で
調

ぜ
さ
せ
給
ふ
。

(

41
頁)

[

用
例
31]

は
、
か
ぐ
や
姫
が
五
人
の
求
婚
者
に
難
題
を
提
示
す
る
場

面
で
、
翁
の
会
話
文
中
の
用
例
で
、｢

こ
の
よ
う
に
申
し
て
お
り
ま
す
。

娘
の
申
す
よ
う
に
お
見
せ
下
さ
い｣

と
解
釈
で
き
る
。
こ
の

｢

や
う｣

は
、｢

聞
ゆ
る｣

と
い
う
連
体
形
に
承
接
し
て
い
る
が
、｢

見
せ
給
へ｣

と
い
う
対
象
が

｢

娘
の
申
す

(

コ
ト)｣

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の

｢

や
う｣

に
は
、｢(

心
情
を
含
め
た)

こ
と
が
ら

(

あ
り
さ
ま)｣

と
い
う

｢

や
う｣

の
本
義
と
の
共
通
項
を
指
摘
で
き
、

ま
た

｢

み
ん
な
に
き
こ
え
る
よ
う
に
大
声
で
話
し
な
さ
い
。｣

の
よ
う

な
、
現
代
語

｢

や
う
に｣

の

｢

時
間
的
に
主
節
の
後
に
起
こ
る
事
態
を

提
示
す
る

｢

目
的
・
結
果｣

用
法｣

と
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

[

用
例
32]

は
、
工
匠
の
訴
え
に
よ
り
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
は
か
り

ご
と
が
露
見
す
る
場
面
で
、｢

工
匠
ど
も
は
た
い
そ
う
喜
ん
で
、｢

期
待

し
て
い
た
通
り
に
な
っ
た
な｣

と
言
っ
て
帰
る｣

と
解
釈
で
き
る
用
例

で
あ
る
。
こ
の
用
例
も

｢

あ
る
か
な｣

に
対
し
て
の

｢

意
図｣

、
あ
る

い
は

｢

対
象｣

が

｢

思
ひ
つ
る｣

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、｢

時
間
的
に

主
節
の
後
に
起
こ
る
事
態
を
提
示
す
る

｢

目
的
・
結
果｣

用
法｣

と
同

質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

現
代
語
の
引
用
形
式
で
あ
る
、

●

早
く
帰
る
よ
う
に
言
っ
た
。

●

雨
が
降
る
よ
う
に
祈
っ
た

の

｢
よ
う
に｣

は
、｢

そ
れ
ぞ
れ

｢

よ
う
に｣

節
の
内
容
は
、
発
話
・

祈
願
の
内
容
で
あ
る
と
同
時
に

｢

言
う｣

｢

祈
る｣

と
い
う
動
作
の
目

的
・
結
果
で
あ
る｣

と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
用
法
は
、｢

竹
取
物
語｣
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中
の
会
話
予
示
の

｢

い
ふ
や
う｣

を
考
え
る
上
で
極
め
て
示
唆
的
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
引
用
句
を
導
く

｢

や
う｣

は
、
会
話
文
に
後
行
す
る
動

詞
句
に
対
し
て

｢

結
果
・
目
的｣

を
提
示
す
る
用
法
と
し
て
捉
え
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
語

｢

よ
う
に｣

は
、｢

に｣

が
省
略
可
能
で
、

形
態
上
も

｢

よ
う｣
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
形
態
上
の

共
通
性
も
指
摘
で
き
る
。

但
し
、
現
代
語

｢

よ
う
に｣
の
場
合
、｢

間
接
引
用｣

で
あ
り
、｢

双

括
引
用｣

で
会
話
予
示
の
職
能
を
有
す
る

｢

や
う｣

の

｢

直
接
引
用｣

と
は
相
違
す
る
こ
と
、｢

や
う
に｣
の

｢
祈
願
・
目
的｣

用
法
が
中
世

期
か
ら
出
現
す
る
時
間
的
な
差
異
、｢
双
括
引
用｣

が
引
用
形
式
と
し

て
衰
退
す
る
理
由
等
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
、
と
思
う
。

ご
教
授
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(

尚
、
本
文
は
、｢

竹
取
物
語｣

は
、
岩
波
書
店

『

日
本
古
典
文
学
大
系』

、
ま

た
、
小
学
館

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

を
参
照
し
た
。
ま
た

｢

源
氏
物
語｣

は
小
学
館

『

日
本
古
典
文
学
全
集』

、『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

、
他
は
岩
波

書
店

『

日
本
古
典
文
学
大
系』

に
依
っ
た
。
ま
た
、
私
意
に
句
読
点
等
を
改
め

た
箇
所
が
あ
る
。
用
例
検
索
に
あ
た
っ
て
は
、
各
種

『

索
引』

を
利
用
さ
せ
て

頂
い
た
。)

注

注
１

｢

や
う
な
り｣

に
つ
い
て
は
、
出
現
に
文
体
的
な
偏
り
が
あ
り
、｢

専
ら

仮
名
文
に
表
れ
る
。｢

中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
語
。
特
に
、
中
古
で

は
、
漢
文
訓
読
文
系
の
文
章
に
用
い
ら
れ
た

｢

ご
と
し｣

に
対
し
て
、

｢

や
う
な
り｣

は
和
文
で
多
く
用
い
ら
れ
た｣

(『

大
辞
林』)

と
い
う
指

摘
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
意
味
用
法
の
面
か
ら
は
、｢

ご
と
し｣

と
共
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、｢

｢

や
う
な
り｣

は

｢

ご
と
し｣

と

同
じ
意
味
を
表
す｣

(『

日
本
文
法
大
辞
典』)

等
と
、
簡
単
な
記
述
に
止

ま
る
こ
と
が
多
い
。｢

比
況｣

の
定
義
に
つ
い
て
は
、｢

｢

比
況｣

と
は
、

あ
る
事
物
の
状
況
を
ほ
か
の
事
物
と
比
べ
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る｣

と
す
る
永
野
賢

(『

古
代
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説』)

に
従

う
。

注
２

源
氏
物
語
の

｢

い
ふ
や
う｣

に
引
用
節
が
承
接
す
る
用
例
は
、
竹
取
物

語
に
み
ら
れ
た

｢

包
摂｣

｢

並
列｣

｢

継
起｣

が
出
現
し
て
お
り
、
引
用

節
を
受
け
る
被
修
飾
部
は
助
辞

｢

と｣

と
の
間
に
修
飾
語
を
介
在
す
る

用
例
が
あ
る
。
夢
の
引
用
形
式
に
つ
い
て
は
、
山
口
佳
紀(

一
九
六
四)

、

山
口
康
子

(

二
〇
〇
〇)

を
参
照
の
事
。

注
３

大
坪
併
治

(

一
九
八
一)

｢

引
用
形
式
に
お
け
る
ク
語
法｣

参
照
。

●

引
用
形
式
の
イ
ハ
ク－

ト
イ
フ
が
本
来
国
語
に
存
在
し
た
固
有
の
形

式
か
、
そ
れ
と
も
、
漢
文
訓
読
の
世
界
に
成
立
し
た
翻
訳
文
法
か
、

と
い
ふ
点
に
つ
い
て
考
へ
て
み
よ
う
。
結
論
を
い
へ
ば
、
私
は
国
語

固
有
の
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。

①
イ
ハ
ク－

ト
イ
フ
は
、
奈
良
時
代
か
ら
す
で
に
存
在
し
、
か
つ
広
く

用
ゐ
ら
れ
て
い
た
。

②
奈
良
時
代
に
、
イ
フ
、
及
び
こ
れ
に
類
す
る
動
詞
を
中
心
と
し
て
、

イ
ハ
ク－

ト
イ
フ
式
の
構
文
が
発
達
し
た
の
は
、
話
が
長
文
に
な
る

場
合
に
、
最
後
に－

ト
イ
フ
と
言
つ
た
だ
け
で
は
、
話
の
範
囲
が
把

握
し
に
く
い
た
め
、
ま
づ
、
イ
ハ
ク
を
置
い
て
、
話
が
こ
れ
か
ら
始

ま
る
こ
と
を
示
し
、
終
は
つ
た
と
こ
ろ
で
、
ト
イ
フ
を
添
へ
て
首
尾

相
ひ
応
ず
る
や
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。
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③
イ
ハ
ク－

ト
イ
フ
は
、
イ
ハ
ク
と
ト
イ
フ
と
が
前
後
呼
応
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
完
結
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
仮
り
に
一
方
を
省
略
す
る
に

し
て
も
、
前
の
イ
ハ
ク
を
省
略
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
が
、
後
の

ト
イ
ウ
を
省
略
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

イ
ハ
ク
は
、｢

引
用
句
＋
ト
イ
フ｣

に
係
る
一
種
の
連
用
修
飾
語
と
見

ら
れ
る
が
、
ト
イ
フ
は
、
引
用
句
を
受
け
る
述
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

略)

し
か
る
に
平
安
時
代
の
訓
点
資
料
に
な
る
と
、
ト
イ
フ
を
伴
は

な
い
、
イ
ハ
ク－
ト
や
、
イ
ハ
ク－

の
形
が
多
く
現
は
れ
て
来
る
。

こ
れ
は
、
漢
文
訓
読
の
際
に
行
は
れ
た
省
略
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
平

安
時
代
の
和
文
で
も
、『
古
今
和
歌
集』

『

土
佐
日
記』

『

竹
取
物
語』

『

宇
津
保
物
語』

等
に
、
若
干
イ
ハ
ク
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
殆

ど
は
、
イ
ハ
ク－

ト
イ
フ
で
あ
つ
て
、
イ
ハ
ク－

は
稀
に
見
え
る
の

に
対
し
、
イ
ハ
ク－

ト
の
例
は
全
く
求
め
ら
れ
な
い
。(

略)

す
な
は

ち
、
訓
点
語
の
引
用
形
式
の
内
、
イ
ハ
ク－
ト
イ
フ
は
、
奈
良
時
代

以
来
の
国
語
本
来
の
構
文
を
継
承
し
た
古
典
文
法
、
他
の
二
つ
、
イ

ハ
ク－

と
イ
ハ
ク－

ト
は
、
そ
の
省
略
形
と
し
て
漢
文
訓
読
の
世
界

に
成
立
発
達
し
た
訓
点
語
特
有
の
文
法
と
推
定
さ
れ
る
。

(

大
坪
併
治

(

一
九
八
一)
『

平
安
時
代
に
お
け
る
訓
点
語
の
文
法』)

注
４

塚
原
は

｢

会
話
の
引
用
を
予
示
す
る
語
句｣

と
し
て

｢

や
う｣
を
挙
げ

る
。

●

会
話
を
含
む
セ
ン
テ
ン
ス
の
中
に
、
会
話
の
引
用
を
予
示
す
る
語
句

の
前
行
す
る
場
合
を
、
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
ま
ず
、
形
態

の
う
え
か
ら
い
え
ば
、｢

い
ふ
や
う｣

｢

の
た
ふ
や
う｣

｢

申
す
や
う｣

｢

申
し
け
る
や
う｣

｢

い
ら
ふ
る
や
う｣

の
よ
う
に
、｢－

や
う｣

に
導

か
れ
る
も
の
と
、｢

い
は
く｣

｢

の
た
ま
は
く｣

の
ご
と
く
、｢－

く｣

の
先
行
す
る
も
の
と
が
、
二
大
勢
力
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、｢－

く｣

の
形
は
、｢

い
は
く｣

｢

の
た
ま
は
く｣

の
二
種
に
限
ら
れ
、｢－

や
う｣

が
、｢

申
す｣

｢

い
ら
ふ｣

に
ま
で
及
ぶ
の
と
比
較
す
れ
ば
、
固
定
化

し
て
い
る
観
が
あ
る
。(

略)
(

153
〜
154
頁)

(

塚
原
鉄
雄

｢

会
話
の
引
用｣

『

国
語
構
文
の
成
文
機
構』

150
頁)

注
５

ま
た
前
後
一
致
し
な
い
も
の
に

｢

申
す
や
う
…
そ
う
す｣

形
が
あ
る
。

[

用
例]

翁
か
し
こ
ま
り
て
御
返
事
申
す
や
う
、｢

こ
の
め
の
童
は
、
た

え
て
宮
仕
へ
つ
か
う
ま
つ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
侍
る
を
、
も
て
わ
づ
ら
ひ

侍
り
。
さ
り
と
も
、
ま
か
り
て
仰
せ
事
た
ま
は
ん｣

と
奏
す
。(

55
頁)

[

用
例]

宮
つ
こ
ま
ろ
が
申
す
や
う
、｢

い
と
よ
き
事
な
り
。
な
に
か
心

も
な
く
て
侍
ら
ん
に
、
ふ
と
み
ゆ
き
し
て
御
覽
ら
ん
ぜ
む
に
、
御
覽
ぜ

ら
れ
な
む｣

と
奏
す
れ
ば
、(

略)
(

56
頁)

塚
原
鉄
雄

(

二
〇
〇
二)

は
、｢

こ
れ
ら
の
動
詞
か
ら
関
係
概
念
を
除
去

す
れ
ば
、
い
ず
れ
も

｢

い
ふ｣

に
置
き
換
え
ら
れ
る｣

と
し
、｢

包
摂｣

の
中
に
含
め
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
保
留
す
る
。

(
参
考
文
献)

●

遠
藤
嘉
基

(

一
九
三
六)

｢
｢

竹
取
物
語
の
文
章
と
語
法｣

序
説

特
に
対

話
の
文
に
つ
い
て

｣
(｢

国
語
国
文｣

６－

５

昭
和
十
一
年
五
月)

●

山
口
佳
紀

(
一
九
六
四)

｢

今
昔
物
語
集
の
漢
文
訓
読
文
体
と
和
文
体

夢
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の
引
用
形
式
を
め
ぐ
っ
て

｣
(｢

国
語
研
究
室｣

３)
(

後

『

古
代
日
本
文

体
史
論
考』

(

一
九
九
三)

有
精
堂
に
所
収)

●

小
久
保
崇
明

(

一
九
七
八)

｢｢

か
や
う
な
り｣

の
活
用
に
つ
い
て｣

(｢

解
釈｣

24－

４)

●

小
久
保
崇
明

(
一
九
七
八)

｢｢

か
く
や
う
の
か
た
さ
へ
お
は
し
ま
し
け
る｣

考

｢

か
く
や
う
な
り｣

の
発
生
の
要
因
と
そ
の
位
相

｣
(｢

平
安
文

学
研
究｣

59)

●

大
坪
併
治

(

一
九
八
一)

『
平
安
時
代
に
お
け
る
訓
点
語
の
文
法』

(

風
間
書

房)

●

山
口
康
子

(

二
〇
〇
〇)

『

今
昔
物
語
集
の
文
章
研
究』

(

お
う
ふ
う)

●

塚
原
鉄
雄

(

二
〇
〇
二)

『

国
語
構
文
の
成
文
機
構』

(

新
典
社)

●

神
谷
か
を
る

(

一
九
八
三)

｢

引
用
形
式
か
ら
み
た
物
語
文
章
史｣

(｢

日
本
語

学｣

２－

２)

●

前
田
直
子

(

二
〇
〇
六)

『
｢

よ
う
に｣

の
意
味
・
用
法』

(

笠
間
書
院)

●

関
一
雄

(

二
〇
〇
九)

『

平
安
物
語
の
動
画
的
表
現
と
役
柄
語』

(

笠
間
書
院)

●

岡�

友
子

(

二
〇
一
〇)

『

日
本
語
指
示
詞
の
歴
史
的
研
究』

(

ひ
つ
じ
書
房)

●

森
脇
茂
秀(

一
九
九
五)

｢

助
辞『

と
て』

の
成
立
過
程
・
意
味
用
法
を
め
ぐ
っ

て(

一)｣
(｢

別
府
大
学
紀
要｣

36)

●

森
脇
茂
秀(

一
九
九
五)

｢

助
辞『

と
て』

の
成
立
過
程
・
意
味
用
法
を
め
ぐ
っ

て｣
(

二)｣
(｢

山
口
国
文｣

18)

●

森
脇
茂
秀

(

一
九
九
五)
｢

順
接
か
ら
逆
接
へ

助
辞

『

と
て』

逆
接
専
用

化
へ
の
過
程

｣
(｢

別
府
大
学
国
語
国
文
学｣

37)

●

森
脇
茂
秀

(

二
〇
〇
四)

｢

動
詞

｢

似
る｣

の
意
味
用
法
に
つ
い
て

平
安

初
・
中
期
の
仮
名
文
を
中
心
に

｣
(｢

別
府
大
学
国
語
国
文
学｣

46)

●

森
脇
茂
秀

(

二
〇
〇
六)

｢

中
古
仮
名
文
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語

｢

ご
と
し｣

の
意
味
用
法
に
つ
い
て｣

(｢

語
文
研
究｣

100
・
101)

●

森
脇
茂
秀(

二
〇
〇
七)

｢

静
態
動
詞｢

似
る｣

の
一
形
式

『

源
氏
物
語』

の
用
例
を
中
心
に

｣
(｢

別
府
大
学
国
語
国
文
学｣

49)

●

森
脇
茂
秀

(

二
〇
〇
八)

｢

中
古
仮
名
文
に
お
け
る

｢

や
う
な
り｣

の
意
味
用

法
を
め
ぐ
っ
て｣

(｢

別
府
大
学
国
語
国
文
学｣

50)

●

森
脇
茂
秀

(

二
〇
〇
九)

｢

動
詞

｢

し
く｣

の
意
味
用
法
を
め
ぐ
っ
て｣

(｢

山

口
国
文｣

32)

(

も
り
わ
き

し
げ
ひ
で
・
別
府
大
学
准
教
授)
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