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一
、
中
古
仮
名
文
に
お
け
る｢
ご
と
し｣

の
問
題
の
所
在

｢

ご
と
し｣

は
、｢

助
動
詞｣

か
或
い
は

｢(

形
式)
形
容
詞｣

か
、

と
い
っ
た
品
詞
論
的
な
問
題
は
存
す
る
も
の
の

(

注
１)

、｢
用
例
の
偏
在｣

と

い
う
文
体
論
的
な
事
実
、
即
ち
、
漢
文
訓
読
に
用
い
ら
れ
る
所
謂

｢

漢

文
訓
読
語｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で

も
な
く
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
異
論
の
余
地
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

｢

ご
と
し｣

に
つ
い
て
の
、
詳
細
な
考
察
に
つ
い
て
は
、
築
島
裕

『

平
安
時
代
の
漢
文
訓
讀
語
に
つ
き
て
の
研
究』

(

一
九
六
三)

を
欠
く

こ
と
が
で
き
な
い

(

注
２)

。

博
士
は
、
同
書
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る

(

以
下
、
波
線
、
傍

線
は
稿
者)

。

周
知
の
如
く
、
訓
讀
語

｢

ご
と
し｣

に
和
文
語

｢

や
う
な
り｣

が

對
立
す
る
や
う
に
説
か
れ
て
ゐ
る
。
大
綱
よ
り
言
へ
ば
、
異
論
は

無
い
の
で
あ
る
が
、
少
し
詳
細
に
見
る
と
、
二
三
問
題
が
あ
る
。

先
づ
、
和
文
一
般
に
は

｢

ご
と
し｣

が
無
い
と
い
ふ
が
、
そ
れ
は

皆
無
な
の
で
は
な
く
、
殊
に
語
幹
の
用
法

｢

ご
と｣

な
ど
は
、
連

用
修
飾
格
な
ど
と
し
て
相
當
多
數
の
例
が
認
め
ら
れ
る�

源
氏
物

語
で
は
大
成
本
の
索
引
に
よ
る
と
三
九
例
あ
る�

。
又

｢

ご
と
く｣

｢

ご
と
き｣

な
ど
も
源
氏
物
語
に
類
例
あ
り
、
そ
れ
ら
は
學
者
や

公
達
な
ど
の
會
話
の
中
に
多
い
と
は
言
つ
て
も
、
と
に
か
く
用
ゐ

ら
れ
て
は
ゐ
る
。
こ
れ
は

｢

く｣

語
法
や

｢

み｣

語
法
、｢

…
け

む｣
な
ど
が
源
氏
物
語
の
散
文
の
部
分
に
全
く
見
え
な
い
の
と
比

べ
る
と
、
互
に
異
質
的
な
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
結
局
、

｢

ご
と
し｣
は
所
謂
訓
讀
語
と
は
言
つ
て
も
、
訓
讀
語
の
中
で
は
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相
當
に
日
常
語
に
近
い
類
で
あ
つ
た
と
見
る
べ
き
で
、
土
左
・
宇

津
保
・
竹
取
・
古
今
假
名
序
、
そ
の
他
少
し
で
も
訓
讀
語
的
要
素

を
含
ん
だ
文
献
に
は
、
等
し
く｢

ご
と
し｣

が
見
え
る
こ
と
と
も
、

考
へ
合
は
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
思
ふ�

尤
も
、
こ
の
意
味
の
語
の
使

用
囘
數
が
多
い
こ
と
も
、
勿
論
、
考
ふ
べ
き
こ
と
で
は
あ
る�

。

｢

ご
と
し｣

の
訓
讀
の
例
は
今
更
擧
げ
る
に
も
及
ば
ぬ
と
思
ふ
。

和
歌
に
も
次
掲
の
如
く
多
く
の
例
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
必

ず
し
も
和
歌
の
み
の
特
徴�
又
は
和
歌
と
訓
讀
の
共
有
す
る
特
徴�

と
は
言
ひ
切
れ
ま
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。(

略)

右
に
見
る
や
う
に
、
殊
に

｢

わ
が
ご
と
く｣

と
い
ふ
慣
用
句
の

や
う
な
も
の
が
多
い
。
又
こ
の
他
に
、
續
日
本
紀
の
歌
や
佛
教
歌

謡
に
は

｢

ご
と
し｣

が
相
當
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
注
意

す
べ
ぎ
で
あ
る
。

一
方
、
訓
讀
の
方
を
見
る
と
、｢

ご
と
し｣

は
廣
く
用
ゐ
ら
れ
、

和
文
の

｢

や
う
な
り｣

は
全
く
用
ゐ
な
い

(

こ
の
點
も
實
は
和
歌

と
同
じ
で
あ
る
が)

。
し
か
し
、
終
止
形

｢

ご
と
し｣

を
頻
用
す

る(

源
氏
で
は
白
氏
文
集
の
訓
讃
文
の
引
用
で
一
例
の
み)

ほ
か
、

｢

ご
と
く
な
り｣

｢

ご
と
く
あ
り｣

｢

ご
と
け
む｣

な
ど
の
形
が
あ

る
の
に
、
和
歌
で
は
こ
れ
ら
の
形
が
無
い
。
こ
の
點
か
ら
す
る
と
、

や
は
り
訓
讀
と
和
歌
と
で
は
用
法
の
點
で
一
致
し
な
い
と
見
ざ
る

を
得
ぬ
こ
と
に
な
る
。

博
士
は
、
詳
細
な
考
察
の
結
果
、｢

ご
と
し｣

を

｢

訓
点
語
と
は
い
っ

て
も

｢

日
常
語
に
近
い
類｣｣

と

｢

慎
重
に｣

指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

同
書
の
後
、
辞
書
類
、
例
え
ば
、『

日
本
文
法
大
辞
典

(

注
３)』

(

一
九
七
一)

に
は
、｢(

略)

平
安
時
代
に
お
い
て
も
終
止
形

｢

ご
と
し｣

は
強
い
表

現
で
、
男
子
専
用
語
的
で
あ
っ
た
。｢

ご
と
し｣

は
形
容
詞
ク
活
用
的

活
用
を
す
る
が
、
し
か
し
音
便
形
は
な
い
。
他
の
形
容
詞
や
助
動
詞
に

は
音
便
形
を
み
る
の
に
、｢

ご
と
し｣

に
限
っ
て｢

ご
と
う｣

｢

ご
と
い｣

な
ど
の
形
が
な
い
の
は
目
だ
つ
特
色
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
訓
点
語
で

は

｢

た
と
へ
ば
…
…
の
ご
と
し｣

と
訓
読
す
る
慣
用
表
現
が
多
い
。

｢

ご
と
し｣

は
奈
良
時
代
の
口
語
か
ら
平
安
時
代
に
男
性
語
と
し
て
訓

点
語
に
移
り
、
奈
良
時
代
は
体
言
に
直
接
つ
く
形
で
あ
っ
た
が
、
平
安

時
代
に
は
助
詞
を
介
し
て
つ
く
形
式
に
変
わ
っ
て
行
っ
た
。(

略)｣

と

指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
比
較
的
最
近
出
版
さ
れ
た

『

日
本
語
文
法
大

辞
典

(

注
４)』

(

二
〇
〇
一)

で
は
、｢

平
安
時
代
に
お
い
て
は
、｢

ご
と
し｣

は
主
と
し
て
漢
文
訓
読
文
に
用
い
ら
れ

(

但
し
語
幹
用
法

｢

ご
と｣

は

む
し
ろ
和
文
専
用
で
あ
っ
た)

、
和
文
系
で
こ
れ
に
対
応
す
る
比
況
の

助
動
詞
と
し
て
は

｢

や
う
な
り｣

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。『

源
氏
物
語』

な
ど
に
も

｢

ご
と
し｣

が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、｢

や
う
な
り｣

に

比
し
て
少
数
で
あ
り
、
会
話
文
に
お
け
る
使
用
者
は
男
性
に
限
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
漢
文
訓
読
系
の
用
語
が
男
性
の
日
常
語
の
中
に
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。｣

と
指
摘
し
、｢

ご
と
し｣

の
文
体
論
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的
な
性
格
に
つ
い
て
、
更
に
簡
潔
に
纏
め
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。ま

た
更
に
、
三
省
堂

『

大
辞
林』

(

一
九
九
五)

｢

ご
と
し｣

に
は
、

｢

中
古
に
は
、
漢
文
訓
読
文
系
列
の
文
章
に
多
く
用
い
ら
れ
、
和
文
に

多
く
用
い
ら
れ
る｢
や
う
な
り｣

と
対
照
的
な
特
色
を
示
し
た
。
な
お
、

中
古
の
和
文
で
も
、
男
性
の
書
い
た
も
の
に
は

｢

ご
と
し｣

も
用
い
ら

れ
た
。｣

と
あ
り
、｢

男
性
専
用
語｣

か
ら
、
中
古
和
文
で
も

｢

男
性
の

書
い
た
も
の｣

と
ま
で
拡
大
し
た
記
述
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
、
一
般
的
な
も
の
を
含
め
て
、
辞
書
の
記
述
に
は
、｢

ご

と
し｣

が
、
漢
文
訓
読
語
で
あ
り
、
し
か
も
会
話
文
に
お
け
る
使
用
者

が
男
性
で
あ
る
こ
と
を
承
け
て
、｢

男
性
の
日
常
語｣

で
あ
る
と
規
定

し
、
こ
の
指
摘
は
、
も
は
や
定
説
化
し
た
感
が
あ
る
と
い
っ
て
も
差
し

支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
会
話
文
に
お
け
る

｢

ご
と
し｣

の
使
用
者
が
、
仮
に
男
性

に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
当
時
の

｢

男
性
の
日
常
語｣
の
中

に

｢

ご
と
し｣

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
、
と
直
截
的
に
結
び
つ
け
て

考
え
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
点
が
、
依
然
と
し
て
残
っ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
中
古
和
文
に
表
れ
た
漢
文
訓
読
語

｢

ご

と
し｣

の
意
味
用
法
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
語
性
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
、
と
思
う
。

以
下
、
作
品
毎
に

｢

ご
と
し｣

を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
�

一
、
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
中
の

｢

ご
と
し｣

｢

伊
勢
物
語｣

中
に
は

｢

ご
と
し｣

の
用
例
が
、
２
例

(｢

ご
と
く｣

１
例
、｢

ご
と
き｣

１
例)

存
す
る
。

(

１)

む
か
し
、
田
舍
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に

出
で
て
あ
そ
び
け
る
を
、
大
人
に
な
り
に
け
れ
ば
、
を
と
こ
も
女
も
恥

ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、
を
と
こ
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
。

女
は
こ
の
を
と
こ
を
と
思
ひ
つ
ゝ
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な

ん
あ
り
け
る
。
さ
て
、
こ
の
隣
の
を
と
こ
の
も
と
よ
り
か
く
な
ん
。

筒
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る

ま
に

女
、
返
し
、

く
ら
べ
こ
し
振
分
髮
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
べ
き

な
ど
い
ひ

く
て
、
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

(

伊
勢
物
語

二
十
三
段

一
二
六
頁)

(

２)
む
か
し
、
そ
こ
に
は
あ
り
と
聞
け
ど
、
消
息
を
だ
に
い
ふ
べ
く

も
あ
ら
ぬ
女
の
あ
た
り
を
思
ひ
け
る
。

目
に
は
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ぬ
月
の
う
ち
の
桂
の
ご
と
き
君
に
ぞ
あ
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り
け
る

(

伊
勢
物
語

七
十
三
段

一
五
三
頁)

(
３)

｢
ふ
ね
も
往
ぬ
ま
か
ぢ
も
み
え
じ
今
日
よ
り
は
う
き
世
の
中
を

い
か
で
わ
た
ら
む

と
申
せ｣

と
い
ひ
け
れ
ば
、
男
に
い
ひ
け
れ
ば
、
物
か
き
ふ
る
ひ
去
に

し
男
な
む
、
し
か
な
が
ら
運
び
か
へ
し
て
、
も
と
の
ご
と
く
あ
か
ら
め

も
せ
で
添
ひ
ゐ
に
け
る
。

(

大
和
物
語

一
五
七
段)

(

１)

は
、
幼
な
恋
の
成
就
の
場
面
で
、｢

歌
を
か
わ
し
つ
づ
け
て
、

し
ま
い
に
、
も
と
か
ら
の
願
い
ど
お
り

(

念
願
通
り)

結
婚
し
た｣

と

い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の

｢

ご
と
し｣
は
、｢

地
の
文｣

に
用
い
ら
れ

て
お
り
、｢

漢
文
訓
読｣

的
な
文
脈
の
必
然
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま

た
、｢

あ
ひ
に
け
り｣

と
い
う
主
体
は
、｢

男
と
女｣
で
あ
っ
て
、
男
性

の
み
を
特
に
強
調
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

(

２)

は
、
昔
、
そ
こ
に
は
い
る
と
聞
く
が
、
た
よ
り
さ
え
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
女
の
こ
と
を
思
い
、｢

男｣

が
詠
ん
だ
和
歌
の
中
に

｢

ご
と
し｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
使
用
者
は
確
か
に

｢

男
性｣
で
、

し
か
も

｢

目
に
は
見
え
て
い
な
が
ら
手
に
は
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

月
中
の
桂
の
樹
の
よ
う
な
あ
な
た
な
の
で
す
ね｣

と
解
釈
で
き
よ
う

(

注
５)

。

こ
の

｢

ご
と
し｣

の
使
用
者
は
男
性
で
あ
る
が
、｢

桂
の
ご
と
き｣

が

修
飾
す
る

｢

君｣

は
明
ら
か
に
女
性
で
あ
る
か
ら
、
漢
文
訓
読
語
を
使

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
述
す
る

｢

源
氏
物
語｣

の
よ
う
に
、
漢
文

訓
読
語
を
用
い
る
こ
と
で
、
文
脈
に
よ
り

｢

厳
つ
い｣

と
い
っ
た
意
味

を
含
有
し
て
い
る
等
と
は
、
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

３)

は
、｢

大
和
物
語｣

の
用
例
で
、
別
の
女
性
の
も
と
に
去
っ
て

い
っ
た
男
に
対
し
て
、
女
が
、
つ
ら
い
世
の
中
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
と
い
う
歌
を
使
い
の
童
を
介
し
て
男
に
い
っ
た

と
こ
ろ
、｢

そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り｣

運
び
返
し
て
、
元
の
鞘
に
収
ま
っ

た
、
と
い
う
場
面
に

｢

ご
と
し｣

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
古
初
期
の
物
語
作
品
に
お
い
て
は
、｢

ご
と
し｣

の
比
較
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
は

(

１)
｢

本
意｣

(

３)
｢

も
と｣

と

な
っ
て
お
り
、
有
る
べ
き
対
象
が
現
前
と
存
す
る
も
の
、(

２)

の
よ

う
に
現
実
の
世
界
に
は
存
し
な
い
、
架
空
の
世
界
の
も
の
で
あ
る
が
、

両
者
共
に
比
較
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
の
指
し
示
す
事
柄
が｢

具
体
的｣

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、｢

ご
と
し｣

は
、｢

地
の
文｣

と｢

和
歌｣

に
表
れ
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
�

二
、
土
左
日
記
、
蜻
蛉
日
記
、
枕
冊
子
中
の｢

ご
と
し｣

漢
文
訓
読
と
の
関
係
に
お
い
て
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た

｢

土
左

日
記｣
に
は
、｢

ご
と
し｣

の
用
例
が
、
１
例

(｢

ご
と
し｣

終
止
形)

、

｢

ご
と
く
な
り｣

(｢

ご
と
く
に｣

の
み)

が
４
例
存
す
る
。
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(
４)

四
日
。
か
ぜ
ふ
け
ば
、
え
い
で
た
ゝ
ず
。
ま
さ
つ
ら
、
さ
け
、

よ
き
も
の
た
て
ま
つ
れ
り
。
こ
の
か
う
や
う
に
も
の
も
て
く
る
ひ
と
に
、

な
ほ
し
も
え
あ
ら
で
、
い
さ
ゝ
け
わ
ざ
せ
さ
す
。
も
の
も
な
し
。
に
ぎ

は
ゝ
し
き
や
う
な
れ
ど
、
負
く
る
こ
ゝ
ち
す
。

五
日
。
か
ぜ
な
み
や
ま
ね
ば
、
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
に
あ
り
。
ひ
と

ぐ
た
え
ず
と
ぶ
ら
ひ
に
く
。

六
日
。
き
の
ふ
の
ご
と
し
。

(

土
左
日
記

一
月
六
日

三
二
頁)

(

４)

は
浦
戸
湾
か
ら
太
平
洋
に
出
た
途
端
波
風
に
遮
ら
れ
、
大
湊

に
泊
ま
っ
て
い
る
場
面
で
あ
り
、｢

風
波
が
や
ま
な
い
の
で
、
同
じ
と

こ
ろ
に
い
る
の
は
、
昨
日
と
同
様
で
あ
る｣
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の

｢

ご
と
し｣

に
は
、
小
学
館

『

日
本
古
典
文
学
全
集』
の
頭
注
に

｢

漢

文
訓
読
語
。
和
文
で
は
、｢

や
う
な
り｣

と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
。｣

と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
指
摘
自
体
は
、
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
も
漢
文
訓
読
語
が
表
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
感
じ
ら

れ
な
い
。
こ
こ
で
の

｢

ご
と
し｣

の
上
接
語
は
、
よ
り
具
体
的
な

｢
き

の
ふ｣

で
、｢

文
章
語｣

的
場
面
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

ま
た
、｢

土
左
日
記｣

に
は
、｢

ご
と
く
な
り｣

(
｢

ご
と
く
に｣)

の

用
例
が
、
４
例
存
す
る
。

(

５)

二
月
一
日
。
あ
し
た
の
ま
、
あ
め
ふ
る
。
む
ま
と
き
ば
か
り

に
や
み
ぬ
れ
ば
、
和
泉
の
灘
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
い
で
て
こ
ぎ
ゆ
く
。

う
み
の
う
へ
、
き
の
ふ
のａ
ご
と
く
に
、
か
ぜ
な
み
み
え
ず
。
黒
崎
の

ま
つ
ば
ら
を
へ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
の
な
は
く
ろ
く
、
ま
つ
の
い
ろ
は
あ

を
く
、
磯
の
な
み
は
ゆ
き
のｂ
ご
と
く
に
、
か
ひ
の
い
ろ
は
蘇
芳
に
、

五
色
に
い
ま
ひ
と
い
ろ
ぞ
た
ら
ぬ
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
け
ふ
は
は
こ
の

う
ら
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
綱
手

(

つ
な
で)

ひ
き
て
ゆ
く
。

(

土
左
日
記

二
月
一
日

四
八
頁)

(

６)

十
七
日
。
く
も
れ
る
く
も
な
く
な
り
て
、
曉
月
夜
い
と
も
お
も

し
ろ
け
れ
ば
、
ふ
ね
を
い
だ
し
て
こ
ぎ
ゆ
く
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
く
も

の
う
へ
も
う
み
の
そ
こ
も
、
お
な
じ
ご
と
く
に
な
ん
あ
り
け
る
。
む
べ

も
む
か
し
の
を
と
こ
は
、｢

さ
を
は
穿

(

う
が)

つ
、
な
み
の
う
へ
の

つ
き
を
。
ふ
ね
は
お
そ
ふ
う
み
の
う
ち
の
そ
ら
を
。｣

と
は
い
ひ
け
ん
。

き
ゝ
さ
れ
に
き
け
る
な
り
。

(

土
左
日
記

一
月
十
七
日

四
〇
頁)

(

７)

今
し
、
は
ね
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
き
ぬ
。
わ
か
き
わ
ら
は
、
こ
の

と
こ
ろ
の
な
を
き
ゝ
て
、｢

羽
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、
と
り
の
は
ね
の

や
う
に
や
あ
る
。｣

と
い
ふ
。
ま
だ
を
さ
な
き
わ
ら
は
の
こ
と

(

言)

な
れ
ば
、
ひ
と

ぐ
わ
ら
ふ
と
き
に
、
あ
り
け
る
を
ん
な
わ
ら
は
な
ん
、

こ
の
う
た
を
よ
め
る
、

ま
こ
と
に
て
名
に
き
く
と
こ
ろ
は
ね
な
ら
ば
と
ぶ
が
ご
と
く
に
み

や
こ
へ
も
が
な

と
ぞ
い
へ
る
。
を
と
こ
も
を
ん
な
も
、
い
か
で
、
と
く
京
へ
も
が
な
と
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お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
あ
れ
ば
、
こ
の
う
た
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
げ
に
と

お
も
ひ
て
、
ひ
と

ぐ
わ
す
れ
ず
。

(

土
左
日
記

一
月
十
一
日

三
七
頁)

(

５)
(

６)

の

｢
ご
と
く
に｣

に
は
、『

日
本
古
典
文
学
全
集』

｢

頭

注｣

に
、｢

漢
文
訓
読
語
。
和
文
で
は
、｢

や
う
に｣

と
い
う
。｣

と
の

指
摘
が
あ
る
。
同
書
は

｢
ご
と
し｣

と

｢

ご
と
く
な
り｣

(
｢

ご
と
く

に｣)

と
の
語
性
を
恐
ら
く
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
確
か
に

(

５
ａ)

は
、
比
較
対
象
が

(

４)
｢

ご
と
し｣

と
同

じ
く｢

き
の
ふ｣

で
あ
り
、(

５
ｂ)

は
、
具
体
的
な｢

ゆ
き｣

と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
時
代
が
下
っ
て
、｢

日
葡
辞
書｣

に
も
、

�
�
��
��

���	
�
��


�
�
��

ゴ
ト
ク
。
ま
た
は
、
ゴ
ト
ク
ニ

(
如
く
。
ま
た

は
、
如
く
に)

副
詞
。
…
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
…
と
同
じ
よ
う
に
。

と
あ
り
、
見
出
し
語
と
し
て

｢

ご
と
し

(

ご
と
く)｣

と

｢

ご
と
く
に｣

と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と

｢

ご
と
し｣

と
同
質
で
あ
る
、

と
考
え
た
い
理
由
は
確
か
に
存
す
る
。
し
か
し
、(

７)

は

｢

ご
と
く

に｣

に
承
接
す
る
も
の
が
、
形
容
詞
連
体
形

｢

お
な
じ｣

と
な
っ
て
い

る
。
中
古
仮
名
文
学
作
品
に
表
れ
る｢

ご
と
し｣

は
、
必
ず
助
詞
を
伴
っ

て
お
り
、
直
接
活
用
語
を
承
け
る
用
法
は
存
し
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、

中
古
和
文
中
の

｢

ご
と
し｣

｢

ご
と
く
に｣

に
は
、
承
接
上
の
差
異
が

存
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、(

５)
(

６)

の
共
通
項
と
し
て
、｢

変
体
漢
文
の
用
語｣

で

あ
る

｢

こ
の
あ
ひ
だ
に｣

が
表
れ
れ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。(

５)

に
は
後
続
部
に
、
漢
文
訓
読
語

｢

い
は
く｣

が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
導

か
れ
て｢

ご
と
く
に｣

が
表
出
し
た
と
す
る
説
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

(

７)

は
、
和
歌
中
の

｢

ご
と
く
に｣

で
あ
る
。
こ
こ
で
歌
を
詠
ん

だ
の
は
、｢

男｣

で
は
な
く
、｢

女
童｣

即
ち

｢

女
性｣

で
あ
り
、
こ
の

歌
を
書
き
記
し
た
の
が
、
女
性
に
仮
託
し
た
男
性
で
あ
る
紀
貫
之
だ
と

し
て
も
、｢

男
性
特
有
語｣

と
言
い
切
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、｢

今
し｣

と
い
っ
た
漢
文
訓
読
語
も

先
行
し
て
は
い
る
が
、
詠
み
手
が

｢

女
童｣

で
あ
る
こ
と
か
ら
も

｢

訓

讀
語
の
中
で
は
相
當
に
日
常
語
に
近
い
類
で
あ
つ
た｣

と
す
る
指
摘
と

符
合
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
、｢

地
の
文｣

に
用

い
ら
れ
て
お
り
、｢

文
章
語｣

的
側
面
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

｢

蜻
蛉
日
記｣

に
は
、｢

ご
と
し｣

の
用
例
が
、
１
例

(｢

ご
と
し｣

終
止
形)

、｢

ご
と
く
な
り｣

(｢

ご
と
く
に｣

の
み)

が
１
例
存
す
る
。

(

８)
五
日
の
日
は
、
司
召
と
て
、｢

大
將
に｣

な
ど
、
い
と
ゞ
さ
わ
ぎ

ま
さ
り
て
、
い
と
も
め
で
た
し
。
そ
れ
よ
り
後
ぞ
、
す
こ
し
し
ば

く

み
え
た
る
。｢
こ
の
大
ざ
う
ゑ
に
、
院
の
御
給
ば
り
申
さ
ん
、
幼
き
人
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に
冠
せ
さ
せ
て
ん
、
十
日
の
日｣

と
さ
だ
め
て
、
す
。
こ
と
ど
も
、
れ

い
の
ご
と
し
。
ひ
き
い
れ
に
、
源
氏
の
大
納
言
、
物
し
た
ま
へ
り
。
こ

と
は
て
て
、
方
ふ
た
が
り
に
た
れ
ど
、｢

夜
ふ
け
ぬ
る
を｣

と
て
、
と
ゞ

ま
れ
り
。
か
ゝ
れ
ど
も
、
こ
た
み
や
か
ぎ
り
な
ら
ん
と
思
ふ
こ
ゝ
ろ
に

な
り
に
た
り
。

(

蜻
蛉
日
記

天
禄
元
年
八
月

二
〇
七
頁)

(

９)

か
く
は
あ
れ
ど
、
た
ゞ
今
の
ご
と
く
に
て
は
、
ゆ
く
す
ゑ
さ
へ

心
ぼ
そ
き
に
、
た
ゞ
ひ
と
り
を
と
こ
に
て
あ
れ
ば
、
と
し
ご
ろ
も
こ
ゝ

か
し
こ
に
ま
う
で
な
ど
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
こ
の
こ
と
を
申
し
つ
く
し

つ
れ
ば
、
今
は
ま
し
て
か
た
か
る
べ
き
と
し
よ
は
ひ
に
な
り
ゆ
く
を
、

い
か
で
、
い
や
し
か
ら
ん
ざ
ら
人
の
女
子
一
人
と
り
て
、
う
し
ろ
み
も

せ
ん
、
ひ
と
り
あ
る
人
を
も
う
ち
か
た
ら
ひ
て
、
我
が
命
の
は
て
に
も

あ
ら
せ
ん
と
、
こ
の
月
ご
ろ
お
も
ひ
た
ち
て
、
こ
れ
か
れ
に
も
い
ひ
あ

は
す
れ
ば
、(

略)
(

蜻
蛉
日
記

天
禄
三
年
二
月

二
六
一
頁)

(

８)

は
、
冷
泉
院
に
叙
爵
を
願
い
、
道
綱
に
元
服
さ
せ
て
と
り
行

う
こ
と
は
、
す
べ
て
き
ま
り
通
り
で
あ
る
、
と
解
釈
で
き
る
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
の

｢

ご
と
し｣

は
、｢

地
の
文｣

で
、
使
用
者
は

｢

作
者｣

で
あ
る
か
ら
、｢

男
性
特
有
語｣

で
は
な
い
。
勿
論

｢

ご
と
し｣

の
上

接
語

｢

れ
い｣

が
、｢

元
服
式｣

を
さ
し
、｢

男
性｣

と
関
連
す
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
が
、｢

れ
い｣

の
意
味
す
る
、
有
る
べ
き
対
象
が
現

前
に
存
す
る
、｢

指
し
示
す｣

も
の
が
あ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ま
で
の

｢

ご
と
し｣

と
共
通
す
る
。

(

９)

は
、｢

ご
と
く
に｣

の
用
例
で
、
現
状
が
不
安
で
、
一
人
息
子

に
よ
い
相
手
を
、
と
作
者
が
思
う
場
面
の
一
節
で
あ
る
。
上
接
す
る

｢

た
だ
今｣

は

｢

現
在
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
は｣

と
解
釈
で
き
、
こ

の
例
も

｢

地
の
文｣

に
表
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
者
の
今
置
か
れ
て

い
る
現
場
を
よ
り

｢

具
体
的｣

に
指
し
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

枕
冊
子
に
は
、｢

ご
と
し｣

の
用
例
が
、
１
例(｢

ご
と
し｣

終
止
形)

用
例
が
存
す
る
。

(

10)

ゑ
に
や
あ
ら
ん
と
、
い
そ
ぎ
と
り
入
れ
て
見
れ
ば
、
餅
餤

(

へ

い
だ
ん)

と
い
ふ
物
を
二
つ
並
べ
て
つ
つ
み
た
る
な
り
け
り
。
添
へ
た

る
立
文
に
は
、
解
文
の
や
う
に
て
、

進
上
餅
餤
一
包

例
に
依
て
進
上
如
件

別
當
少
納
言
殿

と
て
、
月
日
書
き
て
、｢

み
ま
な
の
な
り
ゆ
き｣

と
て
、
奧
に
、｢

こ
の

を
の
こ
は
み
づ
か
ら
ま
ゐ
ら
む
と
す
る
を
、
昼
は
か
た
ち
わ
ろ
し
と
て

ま
ゐ
ら
ぬ
な
め
り｣

と
、
い
み
じ
う
を
か
し
げ
に
書
い
給
へ
り
。

(

枕
冊
子

一
三
三
段

一
八
五
頁)

(

10)
は
、｢

立
文｣

即
ち
書
き
言
葉
と
し
て
の
用
例
で
、｢

ご
と
し｣

の
上
接
語
は

｢
件

(

く
だ
ん)｣

と
な
っ
て
お
り
、
小
学
館

『

古
語
大
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辞
典』

等
は

｢

く
だ
ん
の
ご
と
し｣

を

｢

慣
用
語｣

と
指
摘
す
る
。
こ

れ
は
、(
８)

｢

れ
い
の
ご
と
し｣

と
同
質
の
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
の
よ
う
に
上
接
語
が
特
定
化
す
る
用
法
も
見
ら
れ
、｢

日
常

語
に
近
い｣
と
さ
れ
る

｢

ご
と
し｣

の
用
法
中
に
お
い
て
も
、
中
古
仮

名
文
中
で
は
、(
４)

｢
土
佐
日
記｣

の

｢

六
日
。
き
の
ふ
の
ご
と
し
。｣

用
例
の
よ
う
に
、｢

文
章
語｣

的
語
性
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
も
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

三
�

一
、｢

漢
文
訓
読
語｣
と
所
謂

｢

役
割
語｣

こ
こ
で
、｢

ご
と
し｣

の
和
文
中
の
語
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
見
て

ゆ
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
こ
と
で
、
中
古
和
文
に
用
い
ら
れ
た

｢

ご
と

し｣

は
、
決
し
て
、｢

男
性
専
用
語｣

で
は
な
く
、｢
地
の
文｣

に
も
用

い
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
比
較
対
象
と
な
る
も
の
は

｢

具
体
的
に｣

捉

え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、｢

日
常
語
に
近
い｣

用
法
と
地
の
文
の

｢
文

章
語｣

的
用
法
の
両
者
が
存
す
る
こ
と
を
考
察
し
た
。

中
古
和
文
中
に
用
い
ら
れ
た
漢
文
訓
読
語
に
つ
い
て
、｢

役
割
語｣

的
性
格
に
つ
い
て
指
摘
し
た
も
の
に
、
関
一
雄(

二
〇
〇
五)

が
あ
る

(

注
６)

。

氏
は
、
漢
文
訓
読
語

｢

そ
も
そ
も｣

を
考
察
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
。

漢
文
訓
読
語
と
さ
れ
る

｢

そ
も
そ
も｣

は
、『

源
氏
物
語』

で
は
、

二
例
あ
る
が
、
北
山
僧
都
と
夕
霧
の
会
話
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
、[

漢
文
の
素
養
の
あ
る
人
物
の
言
葉]

と
し
て
簡
単
に
処
理

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、｢

そ
も
そ
も｣

は
、『

竹
取
物
語』

の
竹

取
の
翁
の
会
話
に
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、『

土
左
日
記』

の
作
者
に

付
き
従
う
者
の
そ
れ
に
使
わ
れ
て
い
る
。(

略)

こ
の
よ
う
に
、

和
文
に
用
い
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
語
は
、[

漢
文
の
素

養
の
あ
る
人
物
の
言
葉]

と
い
う

『

源
氏
物
語』

の
用
例
の
み
に

よ
っ
て
、
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
和
文
の
語
り
の
中
で
一
種

の

〝

役
割
語〞

と
し
て
の
性
格
を
考
え
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。

右
の
よ
う
に
氏
は
、
新
し
い
見
解
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、｢

役
割

語｣

を
提
唱
し
た
金
水
敏

(

二
〇
〇
三)

は
、｢

役
割
語｣

の
指
標
と

し
て
、｢

人
称
代
名
詞
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
表
現｣

ま
た

｢

文
末
表

現｣

を
挙
げ
て
お
り

(

注
７)

、
漢
文
訓
読
語

｢

そ
も
そ
も｣

が
そ
れ
に
適
合
す

る
か
は
、
こ
こ
で
は
保
留
す
る
。
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る

｢

ご

と
し｣

に
関
し
て
は
、｢

文
末
表
現
形
式｣

と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
所
謂

｢

役
割
語｣

的
な
指
標
と
し
て
考
察
す

る
に
は
、
適
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
古
代
・
中
世
の

｢

役
割
語｣

に
つ
い
て
、
金
水
敏

(

二
〇
〇

〇)

で
は
、｢
宮
廷
の
女
流
文
学
や
演
劇
資
料
等
、
古
代
・
中
世
の
資

料
に
も
役
割
語
の
存
在
を
示
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
箇
所
が
散
見
さ
れ

― 8―



る
。｣

と
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は

｢

役
割
語
の
発
達
が
め
ざ
ま

し
い
の
は
、
江
戸
時
代
以
降
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。｣

と
す
る
見

解
を
述
べ
て
い
る

(

注
８)

。

右
の
よ
う
な
見
解
を
踏
ま
え
、｢

源
氏
物
語｣

の

｢

ご
と
し｣

を
考

察
す
る
。

三
�

二
、
源
氏
物
語
中
の

｢

ご
と
し｣

｢

源
氏
物
語｣

に
お
け
る

｢

ご
と
し｣
の
用
法
考
察
す
る
。
源
氏
物

語
中
に｢

ご
と
し｣

は
、
９
例(｢

ご
と
く｣
７
例
、｢

ご
と
き｣

１
例
、

｢

ご
と
し｣

１
例)

用
例
が
存
す
る
。

(

11)

殿
よ
り
は
、
か
の
あ
り
し
返
り
事
を
だ
に
の
た
ま
は
で
、
日
ご

ろ
経
ぬ
。
こ
の
お
ど
し
し
内
舎
人
と
い
ふ
者
ぞ
来
た
る
。
げ
に
、
い
と

荒
々
し
く
ふ
つ
つ
か
な
る
さ
ま
し
た
る
翁
の
、
声
嗄
れ
、
さ
す
が
に
け

し
き
あ
る
、(

翁)
｢

女
房
に
も
の
と
り
申
さ
ん｣

と
言
は
せ
た
れ
ば
、

右
近
し
も
あ
ひ
た
り
。(

内
舎
人)

｢

殿
に
召
し
は
べ
り
し
か
ば
、
今
朝

参
り
は
べ
り
て
、
た
だ
今
な
ん
ま
か
り
帰
り
は
ん
べ
り
つ
る
。
雑
事
ど

も
仰
せ
ら
れ
つ
る
つ
い
で
に
、
か
く
て
お
は
し
ま
す
ほ
ど
に
、
夜
半
暁

の
こ
と
も
、
な
に
が
し
ら
か
く
て
さ
ぶ
ら
ふ
と
思
ほ
し
て
、
宿
直
人
わ

ざ
と
さ
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
な
き
を
、
こ
の
ご
ろ
聞
こ
し

め
せ
ば
、
女
房
の
御
も
と
に
、
知
ら
ぬ
所
の
人
々
通
ふ
や
う
に
な
ん
聞

こ
し
め
す
こ
と
あ
る
、
た
い
だ
い
し
き
こ
と
な
り
、
宿
直
に
さ
ぶ
ら
ふ

者
ど
も
は
、
そ
の
案
内
聞
き
た
ら
ん
、
知
ら
で
は
い
か
が
さ
ぶ
ら
ふ
べ

き
、
と
問
は
せ
た
ま
ひ
つ
る
に
、
承
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
な
に
が
し
は

身
の
病
重
く
は
べ
り
て
、
宿
直
仕
う
ま
つ
る
こ
と
は
、
月
ご
ろ
怠
り
て

は
べ
れ
ば
、
案
内
も
え
知
り
は
ん
べ
ら
ず
、
さ
る
べ
き
男
ど
も
は
、
懈

怠
な
く
も
よ
ほ
し
さ
ぶ
ら
は
せ
は
べ
る
を
、
さ、
の、
ご
と
き
非
常
の
事
の

さ
ぶ
ら
は
む
を
ば
、
い
か
で
か
承
ら
ぬ
や
う
は
は
べ
ら
ん
、
と
な
ん
申

さ
せ
は
べ
り
つ
る
。
用
意
し
て
さ
ぶ
ら
へ
、
便
な
き
こ
と
も
あ
ら
ば
、

重
く
勘
当
せ
し
め
た
ま
ふ
べ
き
よ
し
な
ん
仰
せ
言
は
べ
り
つ
れ
ば
、
い

か
な
る
仰
せ
言
に
か
、
と
恐
れ
申
し
は
ん
べ
る｣

と
言
ふ
を
聞
く
に
、

梟
の
鳴
か
ん
よ
り
も
、
い
と
も
の
恐
ろ
し
。(

浮
舟(

六)

一
七
五
頁)

(

12)
(

僧
都)

｢

な
に
が
し
は
べ
ら
ん
限
り
は
、
仕
う
ま
つ
り
な
ん
。

何
か
思
し
わ
づ
ら
ふ
べ
き
。
常
の
世
に
生
ひ
出
で
て
、
世
間
の
栄
華
に

願
ひ
ま
つ
は
る
る
限
り
な
ん
、
と
こ
ろ
せ
く
棄
て
が
た
く
、
我
も
人
も

思
す
べ
か
め
る
。
か
か
る
林
の
中
に
行
ひ
勤
め
た
ま
は
ん
身
は
、
何
ご

と
か
は
恨
め
し
く
も
恥
づ
か
し
く
も
思
す
べ
き
。
こ
の
あ
ら
ん
命
は
、

葉
の
薄
き
が
如
し｣

と
言
ひ
知
ら
せ
て
、(

僧
都)

｢

松
門
に
暁
到
り
て

月
徘
徊
す｣

と
、
法
師
な
れ
ど
、
い
と
よ
し
よ
し
し
く
恥
づ
か
し
げ
な

る
さ
ま
に
て
の
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
を
、
思
ふ
や
う
に
も
言
ひ
聞
か
せ
た

ま
ふ
か
な
、
と
聞
き
ゐ
た
り
。

(

手
習

(

六)

三
三
六
頁)
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(
13)

(

源
氏)

｢

か
の
大
納
言
の
御
む
す
め
、
も
の
し
た
ま
ふ
と
聞
き

た
ま
へ
し
は
。
す
き
ず
き
し
き
方
に
は
あ
ら
で
、
ま
め
や
か
に
聞
こ
ゆ

る
な
り｣
と
、
推
し
あ
て
に
の
た
ま
へ
ば
、(

僧
都)

｢

む
す
め
た
だ
一

人
は
べ
り
し
。
亡
せ
て
こ
の
十
余
年
に
や
な
り
は
べ
り
ぬ
ら
ん
。
故
大

納
言
、
内
裏
に
奉
ら
む
な
ど
、
か
し
こ
う
い
つ
き
は
べ
り
し
を
、
そ、
の、

本
意
の
ご
と
く
も
も
の
し
は
べ
ら
で
、
過
ぎ
は
べ
り
に
し
か
ば
、
た
だ

こ
の
尼
君
ひ
と
り
も
て
あ
つ
か
ひ
は
べ
り
し
ほ
ど
に
、
い
か
な
る
人
の

し
わ
ざ
に
か
、
兵
部
卿
宮
な
む
、
忍
び
て
語
ら
ひ
つ
き
た
ま
へ
り
け
る

を
、
も
と
の
北
の
方
、
や
む
ご
と
な
く
な
ど
し
て
、
安
か
ら
ぬ
こ
と
多

く
て
、
明
け
暮
れ
も
の
を
思
ひ
て
な
ん
、
亡
く
な
り
は
べ
り
に
し
。
も

の
思
ひ
に
病
づ
く
も
の
と
、
目
に
近
く
見
た
ま
へ
し｣

な
ど
申
し
た
ま

ふ
。

(

若
紫

(
一)

二
八
七
頁)

(

14)

大
臣
は
、
思
ひ
の
ま
ま
に
、
籠
め
た
る
と
こ
ろ
お
は
せ
ぬ
本
性

に
、
い
と
ど
老
の
御
ひ
が
み
さ
へ
添
ひ
た
ま
ひ
に
た
れ
ば
、
何
ご
と
に

か
は
と
ど
こ
ほ
り
た
ま
は
ん
、
ゆ
く
ゆ
く
と
宮
に
も
愁
へ
き
こ
え
た
ま

ふ
。(

右
大
臣)

｢

か
う
か
う
の
事
な
む
は
べ
る
。
こ
の
畳
紙
は
右
大
将

の
御
手
な
り
。
昔
も
心
ゆ
る
さ
れ
で
あ
り
そ
め
に
け
る
事
な
れ
ど
、
人

柄
に
よ
ろ
づ
の
罪
を
ゆ
る
し
て
、
さ
て
も
見
む
と
言
ひ
は
べ
り
し
を
り

は
、
心
も
と
ど
め
ず
、
め
ざ
ま
し
げ
に
も
て
な
さ
れ
に
し
か
ば
、
安
か

ら
ず
思
ひ
た
ま
へ
し
か
ど
、
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
と
て
、
世
に
け
が
れ

た
り
と
も
思
し
棄
つ
ま
じ
き
を
頼
み
に
て
、
か、
く、
本
意
の
ご
と
く
奉
り

な
が
ら
、
な
ほ
そ
の
憚
り
あ
り
て
、
う
け
ば
り
た
る
女
御
な
ど
も
言
は

せ
は
べ
ら
ぬ
を
だ
に
、
飽
か
ず
口
惜
し
う
思
ひ
た
ま
ふ
る
に
、
ま
た
か

か
る
事
さ
へ
は
べ
り
け
れ
ば
、
さ
ら
に
い
と
心
う
く
な
む
思
ひ
な
り
は

べ
り
ぬ
る
。
男
の
例
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
大
将
も
い
と
け
し
か
ら
ぬ
御

心
な
り
け
り
。(

略)｣

な
ど
の
た
ま
ふ
に
、
宮
は
い
と
ど
し
き
御
心
な

れ
ば
、
い
と
も
の
し
き
御
気
色
に
て
、(

略)(

賢
木

(

二)

一
三
九
頁)

(

11)

の

｢

ご
と
し｣

は
、｢

げ
に
、
い
と
荒
々
し
く
ふ
つ
つ
か
な
る

さ
ま
し
た
る
翁
の
、
声
嗄
れ
、
さ
す
が
に
け
し
き
あ
る｣

〈

右
近
が
怖

が
る
よ
う
な
話
し
を
し
た
荒
っ
ぽ
く
、
ど
っ
し
り
と
太
っ
た
年
寄
り
で
、

声
は
し
わ
が
れ
て
い
る〉

｢

内
舎
人｣

の

｢

会
話
文｣

中
に
用
い
ら
れ

て
い
る
用
例
で
あ
る
。
小
学
館

『

全
集』

｢

頭
注｣

に
、｢

女
房
の
も
と

に
知
ら
ぬ
男
が
忍
ん
で
く
る
と
い
う
よ
う
な
、
の
意
。
貴
族
の
日
常
語

な
ら

｢

さ
や
う
の｣

と
で
も
あ
る
と
こ
ろ
。｢

ご
と
き｣

は
漢
文
訓
読

語
で

｢

懈
怠｣

｢

非
常｣

な
ど
の
漢
語
と
と
も
に
、
い
か
つ
い
感
じ
で

あ
る
。｣

と
の
指
摘
が
あ
る
が
、｢

厳
つ
い｣

と
い
う
表
現
効
果
を
仮
に

｢
ご
と
し｣

に
認
め
る
と
す
れ
ば
、
特
定
の
人
物
を
想
定
で
き
る

｢

役

割
語｣
と
い
え
よ
う
。

(

12)
の

｢
ご
と
し｣

は
、｢

僧
都｣

の

｢

会
話
文｣

中
に
用
い
ら
れ

て
お
り
、｢
白
氏
文
集｣

巻
四

｢

顔
色
ハ
花
ノ
如
ク
命
ハ
葉
ノ
如
シ｣
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と
い
う
漢
詩
文
に
依
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
面
に
表
れ
る
必
然
性

は
高
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
を
引
用
し
た
主
体
が

｢

僧
都｣

で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
、(

11)
｢

内
舎
人｣

と
の
共
通
点
で
あ
り
、｢

役
割
語｣

的
で
あ
る
。

(

13)

の｢

ご
と
し｣

は
、(

12)

と
同
じ
く｢

僧
都｣

の｢

会
話
文｣

中
の
用
例
で
、
大
納
言
が
娘
で
あ
る
紫
の
上
を
宮
中
に
入
内
さ
せ
よ
う

と
い
う
願
い
が
通
り
に
な
ら
ず
、
亡
く
な
っ
た
、
と
源
氏
に
答
え
て
い

る
場
面
で
あ
る
。
金
水
氏
は
、｢
役
割
語｣

の
指
標
と
し
て

｢

人
称
代

名
詞｣

を
あ
げ
て
い
る
が
、(

11)
の｢
ご
と
し｣

は
、｢

さ
の｣

、(

13)

の｢

ご
と
し｣

は｢

そ
の
本
意
の｣

と
い
う
よ
う
に
、
所
謂｢

指
示
語｣

が
承
接
し
て
い
る
の
も
中
古
仮
名
文
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

(

14)

は
、
弘
徽
殿
の
大
后
に
右
大
臣
が
報
告
し
、
源
氏
が
窮
地
に

陥
る
場
面
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、｢

右
大
臣｣
の

｢

会
話
文｣

中
に

｢

ご
と
し｣

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、『

日
本
古
典
文
学
全
集』

｢

頭

注｣

に
は
、｢

右
大
臣
た
ち
の
か
ね
て
か
ら
の
希
望
ど
お
り
に
。｣
と
あ

る
よ
う
に
、｢

ご
と
く｣

の
上
接
語
は
、｢

本
意
の｣

で
あ
り
、(
13)

や

｢

伊
勢
物
語｣
(

１)

の
用
例
と
同
じ
で
あ
る
。

(

15)

御
わ
ざ
な
ど
も
過
ぎ
て
、
事
ど
も
静
ま
り
て
、
帝
も
の
心
細
く

思
し
た
り
。
こ
の
入
道
の
宮
の
御
母
后
の
御
世
よ
り
伝
は
り
て
、
次
々

の
御
祈
祷
の
師
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
僧
都
、
故
宮
に
も
い
と
や
む
ご
と

な
く
親
し
き
者
に
思
し
た
り
し
を
、
お
ほ
や
け
に
も
重
き
御
お
ぼ
え
に

て
、
厳
し
き
御
願
ど
も
多
く
立
て
て
、
世
に
か
し
こ
き
聖
な
り
け
る
、

年
七
十
ば
か
り
に
て
、
い
ま
は
終
り
の
行
ひ
を
せ
む
と
て
籠
り
た
る
が
、

宮
の
御
事
に
よ
り
て
出
で
た
る
を
、
内
裏
よ
り
召
し
あ
り
て
常
に
さ
ぶ

ら
は
せ
た
ま
ふ
。
こ
の
ご
ろ
は
、
な
ほ
も
と
の
ご
と
く
参
り
さ
ぶ
ら
は

る
べ
き
よ
し
、
大
臣
も
す
す
め
の
た
ま
へ
ば
、(

僧
都)

｢

今
は
夜
居
な

ど
い
と
た
へ
が
た
う
お
ぼ
え
は
べ
れ
ど
、
仰
せ
言
の
か
し
こ
き
に
よ
り
、

古
き
心
ざ
し
を
添
へ
て｣

と
て
さ
ぶ
ら
ふ
に
、(

略)

(

薄
雲

(

二)

四
三
九
頁)

(

15)

は
、
藤
壺
の
中
陰
の
法
要
も
過
ぎ
、
冷
泉
院
が
心
細
い
気
持

ち
で
あ
る
の
で
、
昔
な
が
ら
の

｢

僧
都｣

を
呼
ん
だ
と
こ
ろ
、
秘
密
の

大
事
を
奏
上
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

｢

ご
と
し｣

は
、

｢

地
の
文｣

で
あ
り
、
光
源
氏
が

｢

も
と
の
よ
う
に｣

僧
都
に
参
上
し

て
、
近
侍
す
る
よ
う
に
勧
め
る
、
と
解
釈
で
き
る
。

(

16)

二
十
三
日
を
御
と
し
み
の
日
に
て
、
こ
の
院
は
、
か
く
隙
間
な

く
集
ひ
た
ま
へ
る
中
に
、
わ
が
御
わ
た
く
し
の
殿
と
思
す
二
条
院
に
て
、

そ
の
御
設
け
は
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
装
束
を
は
じ
め
お
ほ
か
た
の
事
ど

も
も
み
な
こ
な
た
に
の
み
し
た
ま
ふ
を
、
御
方
々
も
、
さ
る
べ
き
事
ど

も
分
け
つ
つ
望
み
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
対
ど
も
は
、
人
の
局
々
に
し
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た
る
を
払
ひ
て
、
殿
上
人
、
諸
大
夫
、
院
司
、
下
人
ま
で
の
設
け
、
い

か
め
し
く
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
寝
殿
の
放
出
を
、
例
の
し
つ
ら
ひ
て
、

螺
鈿
の
倚
子
立
て
た
り
。
殿
の
西
の
間
に
、
御
衣
の
机
十
二
立
て
て
、

夏
冬
の
御
装
ひ
御
衾
な
ど
例
の
ご
と
く
、
紫
の
綾
の
覆
ひ
ど
も
う
る
は

し
く
見
え
わ
た
り
て
、
内
の
心
は
あ
ら
は
な
ら
ず
。
御
前
に
置
物
の
机

二
つ
、
唐
の
地
の
裾
濃
の
覆
ひ
し
た
り
。

(

若
菜
上

(

四)

八
七
頁)

(

16)

は
、
紫
の
上
が
光
源
氏
の
四
十
の
賀
を
主
催
し
、
精
進
落
ち

の
日
を
決
め
、
そ
の
準
備
を
大
が
か
り
に
行
い
、
そ
の
お
召
し
物
、
調

度
品
な
ど
は

｢

通
例
に
よ
う
に｣

し
つ
ら
え
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で

の

｢

ご
と
し｣

は
、｢

地
の
文｣

で
、｢

わ
が｣
は
、
紫
の
上
に
即
し
て

お
り
、
紫
の
上
を
軸
に
し
て
文
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
、
直
截
的
に
使
用
者
が
男
性
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
用
例
で
、

｢

源
氏｣

以
前
の
、｢

ご
と
し｣

の
用
法
と
同
一
で
あ
る
。

(

17)
(

源
氏)

｢

そ
の
事
と
な
く
て
、
対
面
も
い
と
久
し
く
な
り
に
け

り
。
月
ご
ろ
は
、
い
ろ
い
ろ
の
病
者
を
見
あ
つ
か
ひ
、
心
の
暇
な
き
ほ

ど
に
、
院
の
御
賀
の
た
め
、
こ
こ
に
も
の
し
た
ま
ふ
皇
女
の
、
法
事
仕

う
ま
つ
り
た
ま
ふ
べ
く
あ
り
し
を
、
次
々
と
ど
こ
ほ
る
こ
と
繁
く
て
、

か
く
年
も
せ
め
つ
れ
ば
、
え
思
ひ
のａ
ご
と
く
し
あ
へ
で
、
型
のｂ
ご
と

く
な
ん
斎
の
御
鉢
ま
ゐ
る
べ
き
を
、
御
賀
な
ど
い
へ
ば
、
こ
と
ご
と
し

き
や
う
な
れ
ど
、
家
に
生
ひ
出
づ
る
童
べ
の
数
多
く
な
り
に
け
る
を
御

覧
ぜ
さ
せ
む
と
て
、
舞
な
ど
習
は
し
は
じ
め
し
、
そ
の
事
を
だ
に
は
た

さ
ん
と
て
、
拍
子
と
と
の
へ
む
こ
と
、
ま
た
誰
に
か
は
と
思
ひ
め
ぐ
ら

し
か
ね
て
な
む
、
月
ご
ろ
と
ぶ
ら
ひ
も
の
し
た
ま
は
ぬ
恨
み
も
棄
て
て

け
る｣

と
の
た
ま
ふ
御
気
色
の
、
う
ら
な
き
や
う
な
る
も
の
か
ら
い
と

い
と
恥
づ
か
し
き
に
、
顔
の
色
違
ふ
ら
む
と
お
ぼ
え
て
、
御
答
へ
も
と

み
に
え
聞
こ
え
ず
。

(

若
菜
下

(

四)

二
六
五
頁)

(

18)

語
ら
ひ
が
た
げ
な
る
顔
し
て
、
近
う
ゐ
寄
り
て
、(

仲
人)

｢

月

ご
ろ
内
の
御
方
に
消
息
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
御
ゆ
る
し
あ
り
て
、

こ
の
月
の
ほ
ど
に
、
と
契
り
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
は
べ
る
を
、
日

を
は
か
ら
ひ
て
、
い
つ
し
か
、
と
思
ほ
す
ほ
ど
に
、
あ
る
人
の
申
し
け

る
や
う
、『

ま
こ
と
に
北
の
方
の
御
腹
に
も
の
し
た
ま
へ
ど
、
守
の
殿

の
御
む
す
め
に
は
お
は
せ
ず
、
君
達
の
お
は
し
通
は
む
に
、
世
の
聞
こ

え
な
ん
へ
つ
ら
ひ
た
る
や
う
な
ら
む
、
受
領
の
御
婿
に
な
り
た
ま
ふ
か

や
う
の
君
た
ち
は
、
た
だ
私
の
君
の
ご
と
く
思
ひ
か
し
づ
き
た
て
ま
つ

り
、
手
に
捧
げ
た
る
ご
と
思
ひ
あ
つ
か
ひ
後
見
た
て
ま
つ
る
に
か
か
り

て
な
む
、
さ
る
ふ
る
ま
ひ
し
た
ま
ふ
人
々
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
を
、
さ

す
が
に
そ
の
御
願
ひ
は
あ
な
が
ち
な
る
や
う
に
て
、
を
さ
を
さ
承
け
ら

れ
た
ま
は
で
、
け
劣
り
て
お
は
し
通
は
ん
こ
と
便
な
か
る
べ
き』

よ
し

を
な
む
、
切
に
譏
り
申
す
人
々
あ
ま
た
は
べ
る
な
れ
ば
、(

略)｣

と
言

う
に
、(

略)
(

東
屋

(

六)

二
〇
頁)
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(
17)

は
、
光
源
氏
が
よ
う
や
く
参
上
し
た
柏
木
に
、
内
心
の
葛
藤

を
隠
し
、
や
さ
し
そ
う
に
よ
そ
お
っ
て
話
す
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

｢

ご
と
し｣
の
使
用
者
は
、
光
源
氏
で
、
ａ

｢

思
い
通
り
の
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
の
で｣
、
ｂ

｢

か
た
ち
ば
か
り
の

(

簡
略
に
催
す)｣

と
解
釈

で
き
る
。

(

18)

は

｢

仲
人｣
の
会
話
の
中
の
、｢

あ
る
人｣

が
い
っ
た
間
接
話

法
の
中
に

｢

ご
と
し｣

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、｢

ご
主
君
の
よ
う
に
あ

が
め
か
し
ず
き
申
し
上
げ
る｣
と
解
釈
で
き
る
。

以
上
の
事
か
ら
、｢

源
氏
物
語｣
の

｢
ご
と
し｣

は
確
か
に

｢

会
話

文｣

の
使
用
者
は

｢

男
性｣

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
言
え
ば

｢

厳
め
し

さ｣

等
を
含
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
特
定
の
人
物
を
想

定
す
る

｢

役
割
語｣

的
用
法
の
み
で
な
く
、｢

地
の
文｣

の
用
法
も
当

然
あ
り
、｢

役
割
語｣

の
定
義
を
そ
の
ま
ま

｢

ご
と
し｣
に
適
用
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

(

注
９)

。

四
、
終
わ
り
に

中
古
和
文
に
用
い
ら
れ
た

｢

ご
と
し｣

を
考
察
し
た
結
果
、｢

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
、

ま
た
、｢

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
た
。
ま
た
、
確
か
に
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
も
の
も
あ
る
こ
と
、

等
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

方
言
国
語
史
的
観
点
か
ら
の

｢

比
況
表
現
形
式｣

と

｢

希
望
表
現
形

式｣

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
が
、｢

ご
と｣

｢

や
う
な
り｣

等
を
含
め
て
、
他
の

｢

比
況
表
現
形
式｣

や
、
史
的
変

遷
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ご
教
授
賜
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

(

尚
、
本
文
は

｢

源
氏
物
語｣

は
小
学
館

『

日
本
古
典
文
学
全
集』

、

そ
の
他
は
岩
波
書
店

『

日
本
古
典
文
学
大
系』

に
依
っ
た
。
ま
た
、
必

要
に
応
じ
、
各
種
索
引
、
注
釈
書
を
利
用
し
た
。)
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注

注
１

例
え
ば

｢

ご
と
し｣

を

｢

欠
け
て
い
る
実
質
概
念
を
補
足
さ
せ
て
、
初

め
て
完
全
な
形
容
詞
単
位
に
な
る
と
こ
ろ
の
形
容
詞
つ
ま
り
形
式
形
容

詞｣
(

北
原
保
雄

『

国
語
助
動
詞
の
研
究』)

等
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。

注
２

第
六
章

假
名
文
學
と
漢
文
訓
讀

第
六
節

和
歌
・
歌
謡
と
漢
文
訓

讀

(

六)
｢

ご
と
し｣

の
用
法｣

八
七
七
、
八
頁

注
３

松
村
明
編

明
治
書
院

吉
田
金
彦
氏
執
筆

昭
和
46

注
４

山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編

明
治
書
院

小
林
賢
次
氏
執
筆

注
５

こ
こ
で
は
、
中
国
の
古
伝

｢
月
の
な
か
の
桂｣

の
よ
う
に
、
と
あ
り
、

｢

万
葉
集｣

湯
原
王

｢

月
の
う
ち
の
桂
の
ご
と
き

(

楓
如)

妹
を
い
か
に

せ
む｣

(

巻
四
・
六
三
二)

が
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『

新
大
系』

に

は
、｢

こ
の
段
は
こ
う
し
た
和
歌
の
異
伝
あ
る
い
は
改
作
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
も
の
か｣

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

注
６

｢

漢
文
訓
読
語
と
和
文
語

�
語
り
の
中
で
の
用
法
�｣

注
７

金
水
敏

(

二
〇
〇
三)

二
〇
五
頁
で
は
、｢

役
割
語｣
を

｢

あ
る
特
定
の

言
葉
づ
か
い

(

語
彙
・
語
法
・
言
い
回
し
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
等)

を
聞
く
と
特
定
の
人
物
像

(

年
齢
、
性
別
、
職
業
、
階
層
、
時
代
、
容

姿
、
風
貌
、
性
格
等)

を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
あ
る

い
は
あ
る
特
定
の
人
物
像
を
提
供
さ
れ
る
と
、
そ
の
人
物
が
い
か
に
も

使
用
し
そ
う
な
言
葉
づ
か
い
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、

そ
の
言
葉
づ
か
い
を

｢

役
割
語｣

と
呼
ぶ
。｣

(

二
〇
五
頁)

と
し
、
ま

た
、｢

話
体

(

ス
ピ
ー
チ
・
ス
タ
イ
ル)｣

で
あ
る
と
も
指
摘
す
る
。

注
８

金
水
敏

(

二
〇
〇
〇)

で
は
、｢

平
安
時
代
の
女
流
文
学
は
、
同
時
代
に

あ
っ
て
、
流
通
と
い
う
点
で
は
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
と
は
比
較
に
な
ら
な

い
規
模
の
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
作
者
の
役
割
語
意
識
が
表
明
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、｢

更
級
日
記｣

に
見
る

よ
う
に
、
そ
れ
を
受
容
し
た
読
者
た
ち
が

｢

法
師
・
男
・
女
・
下
衆
は

こ
う
話
す
べ
き
も
の｣

と
了
解
し
、
そ
れ
を
模
倣�

実
践
さ
え
し
た
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
役
割
語
を
育
て
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
果

た
し
た
可
能
性
も
あ
る
。｣

(

三
三
三
頁)

と
、
中
古
和
文
に

｢

役
割
語｣

の
表
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
現
代
の

｢

役
割
語｣

に
お
け
る

｢

西
日
本
型
・
東
日
本
型
の

対
立｣

は
、
山
口
佳
紀

｢

平
安
時
代
語
の
源
流
に
つ
い
て｣

の
、
平
安

時
代
語
の
源
流

(

言
語
体
系)

が
、
山
城
方
言
の
蓋
然
性
が
高
い
、
と

す
る
仮
説
を
想
起
さ
せ
、
日
本
語
史
の
観
点
か
ら
も
大
変
興
味
深
い
。

注
９

提
唱
者
の
金
水
氏
は
、
勿
論
中
古
仮
名
文
中
の
漢
文
訓
読
語
を
説
明
す

る
た
め
に

｢

役
割
語｣

を
定
義
し
た
わ
け
で
な
く
、｢

役
割
語｣

と
中
古

仮
名
文
中
の

｢

漢
文
訓
読
語｣

の
関
係
は
、
他
の
和
文
中
の

｢

漢
文
訓

読
語｣

を
考
察
し
更
に
考
え
た
い
、
と
思
う
。

(

参
考
文
献)

●

築
島
裕

(

一
九
六
三)

『

平
安
時
代
の
漢
文
訓
讀
語
に
つ
き
て
の
研
究』

(

昭

和
38

東
京
大
学
出
版
会)

●

山
口
佳
紀

(

一
九
九
三)

『

古
代
文
体
史
論
考』

(

有
精
堂)

●

金
水
敏

(

二
〇
〇
〇)

｢

役
割
語
探
求
の
提
案｣

(『

国
語
論
究

国
語
史
の
新

視
点』

第
８
集

佐
藤
喜
代
治
編

平
成
12

明
治
書
院)

●

金
水
敏

(

二
〇
〇
三)

『

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
日
本
語
役
割
語
の
謎』

岩
波
書
店

●

関
一
雄

(

二
〇
〇
三)

｢

平
安
時
代
の
表
現
語
彙
と
読
解
語
彙

�
文
体
史
研

究
の
あ
り
方
試
論
�｣

(

平
成
15

｢

日
本
文
学
研
究｣

38

梅
光
学
院
大
学
日

本
文
学
会)

●

関
一
雄(

二
〇
〇
五)

｢

漢
文
訓
読
語
と
和
文
語

�
語
り
の
中
で
の
用
法
�｣

(｢
日
本
語
学｣

２
０
０
５
・
１
月
号)

(

も
り
わ
き

し
げ
ひ
で
・
別
府
大
学
助
教
授)
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