
古
代
語
の
「
〜
は
つ
」
に
つ
い
て

徳

本

文

一

は
じ
め
に

古
代
語
の
「
は
つ
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
前
項
動
詞
に
つ
い
て
多
く
の
複
合
動

詞
を
形
成
し
、
補
助
動
詞
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
終
了
・
完
了
を
表

す
と
い
う
点
で
類
義
の
「
を
は
る
」
が
漢
文
訓
読
に
お
い
て
使
わ
れ
る
の
に

対
し
て
、「
は
つ
」
は
和
文
に
お
い
て
多
用
さ
れ
て
お
り
、
文
体
に
よ
っ
て

使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

現
代
語
で
は
「
お
わ
る
」
は
使
用
頻
度
が
高
く
、「
は
て
る
」
は
限
ら
れ

た
語
に
の
み
結
び
つ
い
て
特
定
の
意
味
を
持
つ
。
し
か
し
、「
お
わ
る
」
の

造
語
力
が
高
い
と
言
っ
て
も
、姫
野
（
一
九
九（
１
）九）

に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、

「
意
志
的
な
行
為
の
完
了
・
完
成
に
使
わ
れ
る
」
と
い
う
限
定
が
あ
る
。
一

方
、「
は
て
る
」
は
「
つ
か
れ
は
て
る
」「
あ
き
れ
は
て
る
」
と
い
う
よ
う
な

負
の
方
向
の
変
化
や
感
情
を
表
す
前
項
動
詞
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
を

強
調
す
る
用
法
の
み
が
使
わ
れ
て
い（
２
）る。

歴
史
的
な
流
れ
を
把
握
す
る
た
め
に
、
十
七
世
紀
初
頭
に
刊
行
さ
れ
た

『
日
葡
辞
書
』
を
見
る
と
、「
は
つ
る
」
を
後
項
と
す
る
複
合
動
詞
は
「
朽

ち
は
つ
る
」「
廃
れ
は
つ
る
」「
弱
り
は
つ
る
」
等
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
マ

イ
ナ
ス
評
価
の
変
化
動
詞
で
あ（
３
）る。「

を
わ
る
」
を
後
項
と
す
る
も
の
は
「
書

き
を
わ
る
」「
申
し
を
わ
る
」
等
が
あ（
４
）り、「

を
わ
る
」
の
項
に
は
「
あ
る
動

詞
の
語
根
（
連
用
形
）
に
連
接
し
て
、
そ
の
語
根
の
意
味
す
る
動
作
が
終
了

す
る
意
を
示
す
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
意
志
的
な
動
作
の
終

了
・
完
了
を
表
す
複
合
動
詞
と
し
て
は
「
食
い
は
た
す
」「
聞
き
は
た
す
」

等
が
あ
る
。
こ
の
「
は
た
す
」
は
現
代
語
で
は
「
使
い
は
た
す
」
等
に
ご
く

限
定
的
に
使
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
こ
の
動
詞
は

多
く
の
動
詞
の
語
根
（
連
用
形
）
に
接
続
す
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の

語
根
の
意
味
す
る
動
作
を
し
終
え
る
こ
と
を
示
す
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
流
れ
が
考
え
ら
れ
る
。

１
．
古
代
語
に
お
い
て
、「
〜
は
つ
」
は
和
文
、「
〜
を
は
る
」
は
漢
文
訓
読

に
お
い
て
、
前
項
動
詞
の
終
了
・
完
了
を
表
し
て
い
た
。

２
．『
日
葡
辞
書
』
の
時
代
ま
で
に
、「
〜
は
つ
」
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
変
化

動
詞
・
情
態
動
詞
の
み
を
前
項
と
す
る
と
い
う
現
代
語
に
近
い
意
味
に

変
化
し
た
。

３
．『
日
葡
辞
書
』
の
時
代
に
は
、
変
化
動
詞
・
情
態
動
詞
と
結
合
す
る
「
は
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つ
」
に
対
し
て
、
意
志
的
な
動
作
動
詞
に
は
「
を
は
る
」
と
と
も
に

「
は
た
す
」
が
つ
い
て
、そ
の
終
了
・
完
了
を
表
す
と
い
う
用
法
が
あ
っ

た
。

４
．
そ
の
後
、「
は
た
す
」
は
ご
く
限
ら
れ
た
語
を
残
し
て
「
を
は
る
・
お

わ
る
」
に
吸
収
さ
れ
、
現
代
語
の
用
法
に
至
る
。

こ
の
流
れ
を
念
頭
に
、
本
稿
で
は
古
代
語
の
「
〜
は
つ
」
の
意
味
と
用
法

を
、
前
項
動
詞
の
種
類
と
そ
こ
に
加
え
ら
れ
る
評
価
の
観
点
か
ら
見
直
し
た

い
。

二

先
行
研
究

前
述
の
通
り
、「
は
つ
」
と
「
を
は
る
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ

て
和
文＝

は
つ
、
漢
文
訓
読＝

を
は
る
と
い
う
使
い
分
け
が
定
説
と
な
っ
て

い
る
。

築
島
（
一
九
六（
５
）三）
は
訓
点
資
料
に
使
わ
れ
る
語
彙
と
『
源
氏
物
語
』
の

語
彙
を
対
照
し
、
訓
点
資
料
に
あ
っ
て
『
源
氏
』
に
見
え
な
い
語
彙
と
、『
源

氏
』
に
も
見
え
る
が
用
法
・
用
例
が
限
ら
れ
る
語
彙
を
「
訓
点
特
有
語
」
と

し
た
が
、「
を
は
る
」
は
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

大
坪
（
一
九
七（
６
）六）

は
、
上
代
か
ら
平
安
時
代
の
「
は
つ
」「
を
は
る
」

に
つ
い
て
広
く
論
じ
、
奈
良
時
代
に
は
ヲ
ハ
ル
と
ハ
ツ
は
併
用
さ
れ
て
い
た

が
、
平
安
時
代
に
ヲ
ハ
ル
は
漢
文
訓
読
で
ハ
ツ
は
和
文
で
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
変
化
し
、
さ
ら
に
院
政
期
以
降
、
和
漢
混
淆
文
で
再
び
併
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
分
化
の
原
因
と
し
て
、
も
と
も
と
ヲ
ハ

ル
は
公
務
に
関
す
る
場
で
使
わ
れ
る
あ
ら
た
ま
っ
た
語
で
あ
っ（
７
）たと
い
う
事

情
も
指
摘
し
て
い
る
。

岡
野
（
一
九
九（
８
）六）
は
平
安
時
代
と
鎌
倉
時
代
の
物
語
、
軍
記
物
、
説
話

集
、
女
流
日
記
か
ら
用
例
を
集
め
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
「
は
つ
」
と
「
を
は

る
」
の
使
わ
れ
方
を
分
析
し
た
。そ
れ
に
よ
れ
ば
、平
安
時
代
和
文
で
は
「
動

作
・
事
柄
の
終
了
」
を
表
す
動
詞
は
専
ら
「
は
つ
」
で
あ
り
、「
を
は
る
」

は
仏
事
の
終
了
や
人
の
死
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
複
合
動
詞
の
後

項
と
し
て
も
「
は
つ
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
詞
と
と
も
に
使

わ
れ
て
い
る
。中
世
王
朝
物
語
で
は
「
を
は
る
」
の
用
法
の
拡
大
が
見
ら
れ
、

中
世
女
流
日
記
で
は
さ
ら
に
多
く
の
「
を
は
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

「
を
は
る
」
を
後
項
と
す
る
複
合
動
詞
は
な
い
。
説
話
で
は
「
を
は
る
」
と

「
は
つ
」
が
ほ
ぼ
同
数
用
い
ら
れ
て
お
り
、
複
合
動
詞
「
〜
は
つ
」
も
相
当

数
見
ら
れ
る
。
軍
記
は
説
話
と
類
似
の
傾
向
が
あ
る
が
、「
〜
を
は
る
」
は

あ
ま
り
例
が
な
い
。

複
合
動
詞
の
後
項
と
し
て
の
「
は
つ
」
と
「
を
は
る
」
が
ど
の
よ
う
な
前

項
動
詞
と
結
び
つ
い
た
か
を
調
査
し
た
の
が
成
（
二
〇
〇（
９
）三）
で
あ
る
。
成

は
『
源
氏
物
語
』
の
「
は
つ
」
と
『
今
昔
物
語
』
の
「
を
は
る
」
に
つ
い
て

前
項
動
詞
の
限
界
性
に
着
目
し
て
分
析
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物

語
』
の
「
〜
は
つ
」
に
は
完
全
性
、
時
間
性
の
二
つ
の
用
法
が
あ
り
、
前
項

が
限
界
動
詞
の
場
合
は
完
全
性
、
無
限
界
動
詞
の
場
合
は
時
間
性
の
用
法
に

な
る
。『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
は
つ
」
の
前
項
動
詞
は
限
界
動
詞
が
多
く
、

「
を
は
る
」
は
無
限
界
動
詞
が
多
い
。「
は
つ
」
は
完
全
性
、「
を
は
る
」
は

時
間
性
の
用
法
で
使
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
は
つ
」
と
「
を
は

る
」
に
は
意
味
分
担
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
体

に
よ
る
使
い
分
け
だ
け
で
な
く
、
意
味
の
面
で
の
「
は
つ
」
と
「
を
は
る
」

の
分
担
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
同
意
す
る
点
が
多
い
。
こ
の
「
は
つ
」
と

「
を
は
る
」
の
意
味
分
担
と
変
遷
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
す
る
た
め
、
ま
ず
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古
代
語
の
「
〜
は
つ
」
の
意
味
と
用
法
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
分
析
し
た
い

と
考
え
た
。

三

上
代
の
「
〜
は
つ
」

平
安
時
代
の
用
例
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
上
代
の
「
〜
は
つ
」
に
つ
い

て
ふ
れ
て
お
く
。

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
〜
は
つ
」
は
異
な
り
語
で
２
例
、「
こ
ぎ
は
つ
」

と
「
お
い
は
つ
」
で
あ
る
。「
は
つ
」
に
は
「
終
わ
る
、
死
ぬ
」
と
い
う
意

味
の
ほ
か
に
「
停
泊
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、「
こ
ぎ
は
つ
」
は
こ
れ

に
あ
た
る
。「
泊
つ＝

停
泊
す
る
」
も
「
果
つ＝

終
わ
る
、
死
ぬ
」
も
源
は

同
じ
語
で
あ
り
、「
こ
ぎ
は
つ
」
の
「
は
つ
」
は
補
助
動
詞
的
な
用
法
で
は

な
い
が
、「
漕
ぎ
進
ん
だ
末
に
限
界
点
で
と
ま
る
」
と
い
う
点
は
補
助
動
詞

的
な
「
は
つ
」
の
意
味
を
考
え
る
上
で
基
本
に
な
る
。「
お
い
は
つ
」
は
変

化
を
表
す
動
詞
「
老
ゆ
」
に
つ
い
て
、
そ
の
変
化
が
極
限
に
達
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。

⑴
吾
船
者

枚
乃
湖
尓

榜
将
泊

奥
部
莫
避

左
夜
深
去
来

（
万
葉
集
巻
三
・
二
七
四
）

わ
が
ふ
ね
は
ひ
ら
の
み
な
と
に
こ
ぎ
は
て
む
お
き
へ
な
さ
か
り
さ
よ
ふ
け
に
け
り

⑵
耆
矣
奴

吾
身
一
尓

七
重
花
佐
久

八
重
花
生
跡

白
賞
尼

白
賞
尼

お
い
は
て
ぬ
あ
が
み
ひ
と
つ
に
な
な
へ
は
な
さ
く
や
へ
は
な
さ
く
と
ま
お
を

（
万
葉
集
巻
十
六
・
三
八
八
五
）

ま
た
、
宣
命
に
は
「
し
づ
ま
り
は
つ
」
と
読
ん
だ
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
心
情

を
表
す
動
詞
に
つ
い
て
心
情
の
変
化
が
完
全
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

⑶
諸
意
静
了
奈
牟
後
爾

諸
の
意（
こ
こ
ろ
）静
ま
り
了（
は
）て
な
む
後
に

（
続
日
本
紀
宣
命
・
天
平
寶
字
三
年
六
月
十
六
日
）

大
坪
に
よ
れ
ば
、
こ
の
他
に
『
歌
経
標
式
』
に
「
阿
介
婆
天
奴
（
あ
け
は
て

ぬ
）」
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
補
助
動
詞
的
な
用
法
の
後
項
動
詞
「
は

つ
」
が
上
代
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四

「
〜
は
つ
」
の
意
味

四
・
一

前
項
動
詞

本
稿
で
は
『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
土
左
日
記
』『
古
今
和
歌
集
』

『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
源
氏
物
語
』
の
「
〜
は
つ
」
に
つ
い
て

分
析
し
、
さ
ら
に
『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索（

１０
）引』

か
ら
他
の
資
料
の
用
例
を

対
象
に
加
え
た
。
ま
た
、
分
析
に
あ
た
っ
て
、
前
項
動
詞
は
工
藤
（
一
九
九

（
１１
）五）
を
参
考
に
、
主
体
動
作
動
詞
・
主
体
変
化
動
詞
・
情
態
動（

１２
）詞・
静
態
動

詞
に
分
け
た
。

各
資
料
に
お
け
る
「
〜
は
つ
」
の
異
な
り
語
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（

）
内
に
延
べ
語
数
を
示
し
た
。

・『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』
に
記
載
さ
れ
た
「
〜
は
つ
」＝

３０１

竹
取＝

４
（
４
）

伊
勢＝

３
（
３
）

土
左＝

な
し

古
今＝

１１
（
１１
）

後
撰＝

２２
（
２４
）

拾
遺＝

１３
（
１４
）

源
氏＝

１０９
（
２９９
）

こ
の
よ
う
に
「
は
つ
」
は
平
安
時
代
に
お
い
て
大
き
な
造
語
力
を
持
っ
て

い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
種
類
の
動
詞
に
接
続
し
て
お
り
、
意
志

の
有
無
、
継
続
性
の
有
無
、
自
動
・
他
動
等
に
関
し
て
も
前
項
動
詞
に
制
限

の
な
い
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
〜
は
つ
」
の

前
項
動
詞
は
次
の
通
り
で
あ
る
が
、
前
項
動
詞
に
制
限
が
な
く
多
様
で
あ
る
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こ
と
は
平
安
時
代
和
文
資
料
に
共
通
し
て
い
る
。

・
主
体
変
化
動
詞

明
く

荒
る

失
ふ

失
す

移
る

移
ろ
ふ

翁
ぶ

お
こ
た
る

大
人
ぶ

叶
ふ

枯
る

離
る

消
ゆ

暮
る

定
ま
る

覚
む

死
ぬ

過
ぐ

澄
み
上
る

澄
む

平
ら
ぐ

尽
く

整
ふ

な
る

紛
る

領
ず

別
る

・
情
態
動
詞

飽
く

侮
る

打
ち
解
く

疎
む

恨
む

（
心
）
落
ち
ゐ
る

思
し
知
る

思
し
離
る

思
す

思
ひ
上
が
る

思
ひ
知
る

思
ひ
捨
つ

思
ひ
立
つ

思
ひ
離
る

思
ふ

親
が
る

心
得

忍
ぶ

知
る

絶
ゆ

（
心
）
留
ま
る

念
ず

惚
る

怨
ず

忘
る

・
静
態
動
詞

明
か
す

あ
り

暮
ら
す

過
ぐ
す

住
む

見
ゆ

・
主
体
動
作
動
詞

明
ら
む

上
ぐ

あ
く
が
る

荒
ら
す

あ
ら
は
す

離
る

生
く
（
下
二
）

否
ぶ

言
ふ

入
る
（
四
）

打
つ

行
ふ

講
ず

飾
る

く
た
す

試
む

越
ゆ

御
覧
ず

去
る

従
ふ

し
た
た
む

鎮
む

す

調
ぶ

濯
ぐ

す
ま
ふ

削
ぐ

背
く

絶
え
籠
る

助
く

断
つ

尽
く
す

作
る

伝
ふ

包
む

梳
く

流
す

な
す

の
た
ま
ふ

上
る

弾
く

舞
ふ

見
あ
ら
は
す

見
尽
く
す

見
奉
る

見
給
ふ
（
四
）
見
給
ふ
（
下
二
）

見
る

も
て
な
す

読
む

寄
る

・
受
身
・
使
役
（
助
動
詞
に
接
続
し
た
も
の
）

心
お
か
る

怨
ぜ
ら
る

読
ま
す

四
・
二

前
項
動
詞
の
完
全
な
実
現

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
後
項
動
詞
「
は
つ
」
に
つ
い
て
の
辞
書
の
記
述
を

見
て
み
る
。

『
古
語
大
辞（

１３
）典』

す
っ
か
り
…
す
る
。
最
後
ま
で
…
す
る
。
…
し
終
わ

る
。
…
し
き
る
。

『
源
氏
物
語
辞（

１４
）典』
終
極
ま
で
そ
の
動
作
又
は
状
態
つ
づ
く
。（
中
途
ニ

テ
ヤ
ミ
又
ハ
改
マ
ル
コ
ト
ナ
キ
意
）
為
し
お
ほ
す
。

し
と
ほ
す
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、「
限
界
」「
極
限
」「
完
全
」
と
い
う
意
味
が
「
〜

は
つ
」
の
基
本
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
・
二
・
一

変
化
動
詞

前
項
が
変
化
動
詞
の
場
合
、
基
本
的
に
変
化
が
完
全
に
実
現
し
た
こ
と
を

表
す
。

⑷
消
え
は
つ
る
時
し
な
け
れ
ば
越
路
な
る
白
山
の
名
は
雪
に
ぞ
あ
り
け
る

（
古
今
巻
九
・
四
一
四
）

⑸
今
は
と
て
う
つ
り
は
て
に
し
菊
の
花
か
へ
る
色
を
ば
誰
か
見
る
べ
き

（
後
撰
巻
十
二
・
八
五
三
）

⑹
夢
の
中
な
る
心
地
の
み
し
て
、
覚
め
は
て
ぬ
ほ
ど
、
い
か
に
ひ
が
言
多
か

ら
む
。

（
源
氏
・
明
石
）

⑺
限
り
あ
り
て
別
れ
は
て
た
ま
は
む
よ
り
も
、
目
の
前
に
わ
が
心
と
や
つ
し

棄
て
た
ま
は
む
御
あ
り
さ
ま
を
見
て
は
、
さ
ら
に
片
時
た
ふ
ま
じ
く
の
み

（
源
氏
・
若
菜
下
）

⑻
大
臣
の
御
処
分
、
何
や
か
や
と
尽
き
す
ま
じ
か
り
け
れ
ど
、
行
く
方
も
な

く
は
か
な
く
失
せ
は
て
て
、
御
調
度
な
ど
ば
か
り
な
ん
、
わ
ざ
と
う
る
は
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し
く
て
多
か
り
け
る
。

（
源
氏
・
橋
姫
）

⑼
か
く
て
お
い
た
ら
ば
、
死
に
は
て
は
べ
り
ぬ
べ
し
。

（
源
氏
・
手
習
）

⑽
そ
の
ほ
ど
に
も
あ
ら
ず
衰
へ
果
て
た
ま
ひ
ぬ
ら
む
と
思
ふ
に
、
な
ほ
見
た

て
ま
つ
れ
、
な
か
な
か
い
ま
す
こ
し
ら
う
た
げ
な
る
さ
ま
の
添
ひ
た
る

（
夜
の
寝
覚
）

⑺
で
は
出
家
が
「
不
完
全
な
別
れ
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
死
別
を
「
完
全
な

別
れ
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
「
わ
か
れ
は
つ
」
で
表
現
し
て
お

り
、
⑼
で
は
現
在
は
死
に
そ
う
な
状
態
で
あ
る
が
、
放
っ
て
お
く
と
「
し
に

は
つ
」＝

「
完
全
な
死
」
に
至
る
と
し
て
い
る
。
ど
の
例
も
、
前
項
動
詞
の

表
す
変
化
の
度
合
い
・
程
度
が
限
界
ま
で
及
ん
で
完
全
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

四
・
二
・
二

情
態
動
詞

⑾
か
ひ
は
か
く
有
け
る
物
を
わ
び
は
て
て
し
ぬ
る
命
を
す
く
ひ
や
は
せ
ぬ

（
竹
取
）

⑿
ひ
た
す
ら
に
厭
ひ
果
て
ぬ
る
物
な
ら
ば
吉
野
の
山
に
行
方
知
ら
れ
じ

（
後
撰
巻
十
二
・
八
〇
八
）

⒀
も
し
世
の
中
に
飽
き
は
て
て
下
り
た
ま
ひ
な
ば
、
さ
う
ざ
う
し
く
も
あ
る

べ
き
か
な
。

（
源
氏
・
葵
）

⒁
今
は
も
う
限
り
と
あ
な
づ
り
は
て
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
競
ひ
散
り
あ
か
れ
し

上
下
の
人
々
、
我
も
我
も
参
ら
む
と
あ
ら
そ
ひ
出
づ
る
人
も
あ
り
。

（
源
氏
・
蓬
生
）

⒂
不
定
な
る
こ
と
ど
も
も
は
べ
め
れ
ば
、
屈
し
は
て
て
、
ま
た
折
ら
す
る
ほ

ど
に
も
や
な
り
は
べ
ら
む
。

（
蜻
蛉
日
記
）

⒃
よ
ろ
づ
倦
じ
は
て
た
ま
ひ
て
、
つ
く
づ
く
と
御
お
こ
な
ひ
に
て
過
ぐ
さ
せ

た
ま
ふ
。

（
栄
花
）

⒄
い
た
う
悩
め
る
け
し
き
の
を
か
し
さ
に
こ
そ
は
、
疎
み
は
て
さ
せ
た
ま
う

ま
じ
う
御
覧
じ
け
れ
。

（
狭
衣
）

情
態
動
詞
は
前
項
動
詞
の
実
現
の
程
度
が
話
者
の
想
定
す
る
限
界
ま
で
達
し

て
い
る
こ
と
を
表
し
、
結
果
と
し
て
前
項
動
詞
の
深
さ
、
強
さ
の
度
合
い
を

強
調
す
る
表
現
と
な
る
。

四
・
二
・
三

静
態
動
詞

前
項
動
詞
が
静
態
動
詞
の
用
例
で
は
、
多
く
の
場
合
、
前
項
動
詞
が
時
間

的
な
限
界
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
表
す
。

⒅
あ
り
は
て
ぬ
命
待
つ
間
の
ほ
ど
ば
か
り
憂
き
こ
と
繁
く
思
は
ず
も
が
な

（
古
今
巻
十
八
・
九
六
五
）

⒆
古
物
語
に
か
か
づ
ら
ひ
て
世
を
明
か
し
は
て
む
も
、
こ
ち
ご
ち
し
か
る
べ

け
れ
ば

（
源
氏
・
橋
姫
）

⒇
世
の
中
に
え
あ
り
は
つ
ま
じ
き
さ
ま
を
、
ほ
の
め
か
し
て
言
は
む
な
ど
思

す
に

（
源
氏
・
浮
舟
）

21
恥
づ
か
し
げ
に
見
え
に
く
き
気
色
も
、
な
か
な
か
い
み
じ
く
つ
つ
ま
し
き

に
、
わ
が
世
は
か
く
て
過
ぐ
し
は
て
て
む

（
源
氏
・
総
角
）

22
こ
の
山
里
に
住
み
は
て
な
む
と
思
い
た
り
。

（
源
氏
・
夕
霧
）

23
心
に
く
く
も
あ
り
は
て
ず
、
と
り
は
づ
せ
ば
、
い
と
あ
は
つ
け
い
こ
と
も

出
で
く
る
も
の
か
ら

（
紫
式
部
日
記
）

24
女
君
は
、
例
の
、
世
の
憂
き
よ
り
は
、
こ
よ
な
く
慰
む
こ
と
多
く
「
こ
の

つ
い
で
に
、
か
く
て
や
が
て
住
み
果
て
な
む
」
と
思
し
と
る
に

（
夜
の
寝
覚
）

⒆
の
「
あ
か
し
は
つ
」
は
前
項
動
詞
「
明
か
す
」
自
体
が
限
界
を
持
っ
て
お

り
、そ
の
限
界
点＝
完
全
に
夜
が
明
け
る
時
ま
で
の
意
で
あ
る
。「
あ
り
」「
住
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む
」「
過
ぐ
す
」
は
そ
れ
自
体
に
限
界
を
持
た
な
い
動
詞
で
あ
る
が
、「
あ
り

は
つ
」「
す
み
は
つ
」「
す
ぐ
し
は
つ
」
等
の
例
で
は
、
話
者
が
そ
れ
が
限
界

だ
と
想
定
す
る
時
点
を
示
し
、
多
く
の
場
合
、
寿
命
の
限
界
点
ま
で＝

最
後

ま
で
・
い
つ
ま
で
も
と
い
う
意
味
に
な
る
。

四
・
二
・
四

動
作
動
詞

ま
ず
、
前
項
動
詞
が
限
界
ま
で
完
全
に
実
現
し
た
こ
と
を
表
す
例
を
あ
げ

る
。

25
さ
ら
に
こ
の
物
の
怪
去
り
は
て
ず
。

（
源
氏
・
若
菜
下
）

26
こ
の
女
奥
へ
も
入
り
は
て
ざ
り
け
れ
ば
、
あ
や
し
が
り
て
、
さ
し
の
ぞ
き

た
り
。

（
平
中
）

27
中
納
言
殿
は
京
出
で
は
て
た
ま
ひ
て
、丹
波
境
に
て
馬
乗
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

（
栄
花
）

こ
れ
ら
の
前
項
動
詞
は
主
体
動
作
動
詞
で
あ
る
と
共
に
主
体
変
化
動
詞
で
も

あ
る
た
め
、
そ
の
動
作
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
が
程
度
の
限
界
ま
で

完
全
に
実
現
し
た
こ
と
を
表
す
。

28
か
ら
34
は
前
項
動
詞
の
動
作
を
及
ぼ
す
対
象
の
あ
る
語
で
あ
る
。

28
命
に
も
ま
さ
り
て
惜
し
く
あ
る
も
の
は
見
果
て
ぬ
夢
の
覚
む
る
な
り
け
り

（
古
今
巻
十
二
・
六
〇
九
）

29
そ
こ
に
あ
り
け
る
か
た
ゐ
を
き
な
、い
た
じ
き
の
し
た
に
は
ひ
あ
り
き
て
、

人
に
み
な
よ
ま
せ
は
て
て
よ
め
る
。

（
伊
勢
八
十
一
段
）

30
い
と
ほ
し
か
り
し
物
懲
り
に
、
あ
げ
も
は
て
た
ま
は
で
、
脇
息
を
お
し
寄

せ
て
う
ち
か
け
て

（
源
氏
・
末
摘
花
）

31
た
だ
四
五
月
の
う
ち
に
、
史
記
な
ど
い
ふ
書
は
、
読
み
は
て
た
ま
ひ
て
け

り

（
源
氏
・
少
女
）

32
い
か
な
る
こ
と
づ
け
ぞ
や
と
、
言
ひ
も
は
て
ず
、
走
り
出
で
は
べ
り
ぬ
る

に

（
源
氏
・
帚
木
）

33
御
薫
物
あ
は
せ
は
て
て
、
人
々
に
も
く
ば
ら
せ
た
ま
ふ
。（
紫
式
部
日
記
）

34
こ
の
事
の
は
じ
め
の
、
い
み
じ
う
ゆ
か
し
う
、
聞
き
果
て
ま
ほ
し
き
に

（
夜
の
寝
覚
）

こ
れ
ら
の
前
項
動
詞
は
内
的
に
せ
よ
外
的
に
せ
よ
限
界
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
こ
の
場
合
の
「
〜
は
つ
」
は
、
前
項
動
詞
の
動
作
が
対
象
・
範
囲
の
限

界
ま
で
及
ん
で
い
て
、
対
象
や
範
囲
に
残
り
の
部
分
が
な
く
完
全
で
あ
る
と

い
う
意
で
あ
る
。
た
と
え
ば
31
の
「
よ
み
は
つ
」
は
「
史
記
を
読
む
」
と
い

う
動
作
が
「
史
記
」
全
体
・
全
巻
に
及
ん
で
い
る
こ
と
、
28
の
「
み
は
つ
」

は
「
夢
を
見
る
」
と
い
う
動
作
が
「
夢
」
の
結
末
ま
で
の
全
体
に
及
ぶ
こ
と

を
示
す
。

次
に
動
作
主
体
が
複
数
で
あ
る
用
例
を
あ
げ
る
。

35
み
な
起
き
は
て
ぬ
れ
ば
、
事
行
ひ
て
ふ
か
す
。

（
蜻
蛉
日
記
）

36
あ
る
限
り
下
り
果
て
て
ぞ
、
か
ら
う
じ
て
見
つ
け
ら
れ
て

（
枕
草
子
・
二
六
〇
段
）

37
さ
べ
き
人
の
妻
子
み
な
宮
仕
に
出
で
は
て
ぬ
。

（
栄
花
）

37
は
妻
子
の
出
仕
が
終
了
・
完
了
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
み
な
」

に
視
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
出
づ
」
と
い
う
動
詞
の
主
体
が
「
み
な
」
に

渡
っ
て
い
て
残
り
が
な
い
こ
と
を
「
は
つ
」
が
強
調
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
36
も
女
房
達
が
全
員
車
か
ら
下
り
た
場
面
だ
が
、「
下
り
る
」
動
作
の

終
了
・
完
了
で
は
な
く
、「
全
員
が
」
下
り
た
こ
と
の
強
調
で
あ
る
。

38
さ
べ
き
宮
た
ち
も
皆
う
せ
は
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
た
だ
こ
の
帝
の
み
こ
そ

は
お
は
し
ま
す
ぞ
い
み
じ
う
お
は
せ
ん

（
栄
花
）

38
は
動
作
動
詞
で
は
な
い
が
、
前
項
動
詞
の
変
化
が
主
体＝

宮
た
ち
す
べ
て
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に
及
ん
だ
と
い
う
点
で
前
項
動
詞
の
実
現
が
完
全
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
。

ま
た
、
静
態
動
詞
と
同
様
に
、
前
項
動
詞
の
限
界
の
時
点
ま
で
と
い
う
意

味
の
例
も
あ
る
。

39
任
せ
て
こ
そ
い
ま
し
ば
し
御
覧
じ
は
て
め
。

（
源
氏
・
真
木
柱
）

40
残
り
少
な
き
齢
の
ほ
ど
に
て
、
御
あ
り
さ
ま
を
見
は
つ
ま
じ
き
こ
と
と
、

命
を
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。

（
源
氏
・
少
女
）

28
の
「
み
は
つ
」
は
夢
を
結
末
ま
で
見
る
意
で
あ
る
の
に
対
し
、
は
39
「
限

界
の
時
点＝

問
題
が
解
決
し
て
家
庭
の
状
況
が
落
ち
着
く
時
点
ま
で
」、
40

は
孫
を
「
限
界
の
時
点＝

孫
が
成
長
し
て
自
分
が
安
心
で
き
る
時
点
ま
で
」

見
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

41
し
ぶ
し
ぶ
な
り
と
も
、
ま
め
や
か
に
恨
み
寄
ら
ば
、
つ
ひ
に
は
え
否
び
は

て
じ

（
源
氏
・
宿
木
）

42
さ
る
例
も
あ
り
け
れ
ば
、
す
ま
ひ
は
て
た
ま
は
で
、
太
政
大
臣
に
な
り
た

ま
ふ
。

（
源
氏
・
澪
標
）

43
見
出
で
は
て
ぬ
る
に
、
た
め
ら
ひ
て
、
寄
り
て
、
な
に
ご
と
ぞ
と
見
れ
ば

（
蜻
蛉
日
記
）

41
、42
は
拒
否
や
辞
退
の
言
葉
を
中
断
せ
ず
に
言
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

い
つ
ま
で
も
言
い
通
す
意
で
あ
り
、「
は
つ
」
は
「
時
間
的
な
限
界
点
ま
で
」

を
示
す
。
43
は
屋
内
か
ら
家
族
の
旅
立
ち
を
見
送
る
場
面
で
、
限
界
点
は
家

族
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
時
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
後
項
動
詞
「
は
つ
」
は
前
項
動
詞
が
限
界
ま
で
完
全
に
実

現
し
た
こ
と
を
表
す
が
、
そ
の
限
界
に
は
程
度
の
限
界
、
対
象
・
範
囲
の
限

界
、
時
間
の
限
界
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
例
は
、
能
力
・
可
能
性
の
限
界

ま
で
動
作
を
行
う
と
い
う
意
味
と
も
考
え
ら
れ
る
。

44
さ
る
べ
き
契
り
あ
り
て
こ
そ
は
、
我
し
も
見
つ
け
め
、
こ
こ
ろ
み
に
助
け

は
て
む
か
し
。

（
源
氏
・
手
習
）

四
・
三

帰
着
点
を
表
す
「
〜
は
つ
」

「
限
界
ま
で
・
完
全
に
」
と
い
う
意
味
が
当
て
は
ま
ら
な
い
例
が
あ
る
。

『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
の
「
お
も
ひ
は
つ
」
の
項
に
は
「
考
え
た
末

に
決
め
る
」
と
あ
り
、
ま
た
「
な
り
は
つ
」
に
は
「
す
っ
か
り
な
る
」
の
他

に
「
最
終
的
に
な
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
前
項
動
詞
が
限
界

ま
で
完
全
に
及
ぶ
と
い
う
意
味
と
は
少
々
異
な
る
。

ま
ず
、「
な
り
は
つ
」
の
用
例
を
見
て
ゆ
く
。

45
い
と
ど
人
わ
ろ
う
か
た
く
な
に
な
り
は
つ
る
も
、
前
の
世
ゆ
か
し
う
な
む

（
源
氏
・
桐
壺
）

46
夜
に
入
り
は
て
て
、
何
ご
と
も
見
え
ず
な
り
は
て
ぬ
。

（
源
氏
・
蛍
）

こ
れ
ら
は
「
少
し
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
」
段
階
か
ら
進
ん
で
「
完
全
に

そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
」
こ
と
で
、
前
項
動
詞
の
変
化
が
限
界
ま
で
達
し

た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
前
項
動
詞
が
完
全
に
実
現
し
た
こ
と
を
表
す
の
で

あ
れ
ば
、
言
外
に
部
分
的
な
実
現
と
の
対
比
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま

た
、
実
現
す
る
状
況
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
疑

問
詞
と
と
も
に
使
わ
れ
て
実
現
す
る
状
況
が
不
明
で
あ
る
例
が
多
々
見
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
は
実
現
の
完
全
性
を
表
す
と
は
言
え
ず
、「
最
終
的
に
そ
の
よ

う
に
な
る
」
例
に
あ
た
る
。

47
宮
の
思
し
の
た
ま
は
む
こ
と
、
い
か
に
な
り
は
て
た
ま
ふ
べ
き
御
あ
り
さ

ま
に
か

（
源
氏
・
若
紫
）

48
か
し
こ
け
れ
ど
、
か
く
い
と
た
づ
き
な
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま

つ
る
に
、
い
か
に
な
り
は
て
さ
せ
た
ま
は
む
と
、
う
し
ろ
め
た
く
悲
し
く
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の
み
見
た
て
ま
つ
る
を

（
源
氏
・
総
角
）

こ
の
よ
う
な
「
最
終
的
に
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
「
〜
は
つ
」
は
「
な
り

は
つ
」
以
外
に
も
あ
る
。

49
か
か
る
あ
り
さ
ま
を
御
覧
じ
は
て
ら
る
る
よ
り
外
の
報
は
、
い
づ
こ
に
か

は
べ
ら
む
。

（
源
氏
・
初
音
）

こ
れ
は
空
蝉
が
尼
に
な
っ
た
姿
を
源
氏
に
見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
場
面
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
尼
姿
を
「
少
し
見
る
」
か
「
完
全
に
見
る
・
最
後
ま
で
見

る
」
か
と
い
う
対
比
は
な
く
、「
見
る
」
と
い
う
動
作
の
完
全
な
実
現
と
い

う
解
釈
は
し
に
く
い
。
関
係
↓
拒
絶
↓
離
れ
た
年
月
と
い
う
長
い
関
係
の
結

末
と
し
て
尼
姿
を
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
嫌
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

50
い
づ
か
た
に
寄
り
は
つ
と
も
な
く
、
は
て
は
て
は
あ
や
し
き
事
ど
も
に
な

り
て
、
明
か
し
た
ま
ひ
つ
。

（
源
氏
・
帚
木
）

夜
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
に
や
り
と
り
さ
れ
た
議
論
が
ど
ち
ら
か
が
よ
い
と
決
着

す
る
こ
と
も
な
く
夜
明
け
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
で
、「
寄
る＝

結
論
づ
け

る
」
こ
と
が
完
全
だ
と
の
解
釈
も
成
り
立
つ
が
、
長
い
議
論
の
末
の
結
論
で

あ
る
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

51
若
々
し
き
も
の
思
ひ
を
し
て
、
つ
ひ
に
う
き
名
を
さ
へ
流
し
は
て
つ
べ
き

こ
と
と
思
し
乱
る
る
に

（
源
氏
・
葵
）

「
少
し
う
き
名
を
流
す
」
に
対
す
る
「
完
全
に
・
限
界
ま
で
う
き
名
を
流
す
」

と
の
意
で
は
な
く
、
若
々
し
き
も
の
思
ひ
の
結
末
と
考
え
ら
れ
る
。

52
昔
も
今
も
、
も
の
念
じ
し
て
の
ど
か
な
る
人
こ
そ
、
幸
ひ
は
見
は
て
た
ま

ふ
な
れ
。

（
源
氏
・
浮
舟
）

53
人
ざ
ま
の
思
ふ
さ
ま
に
め
で
た
き
に
、
か
う
も
あ
り
は
て
な
む
と
心
寄
せ

わ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
う
し
ろ
や
す
く
導
き
つ
。

（
源
氏
・
藤
裏
葉
）

54
い
か
な
る
つ
い
で
に
か
は
、
も
て
離
れ
て
、
人
の
推
し
は
か
る
べ
か
め
る

筋
を
、
心
清
く
も
あ
り
は
つ
べ
き
。

（
源
氏
・
藤
袴
）

55
あ
ま
り
年
つ
も
り
な
ば
、
そ
の
御
心
ば
へ
も
つ
い
ひ
に
お
と
ろ
へ
な
む
、

さ
ら
む
世
を
見
は
て
ぬ
さ
き
に
心
と
背
き
に
し
が
な
（
源
氏
・
若
菜
下
）

52
は
あ
せ
ら
ず
気
長
に
構
え
て
い
る
人
こ
そ
最
終
的
に
は
幸
せ
に
な
れ
る
と

い
う
こ
と
で
、「
み
は
つ
」
で
も
28
の
「
結
末
ま
で
残
り
な
く
見
る
」
や
40

の
「
時
間
的
な
限
界
ま
で
見
る
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
53
は
柏
木
が
妹
と

夕
霧
の
結
婚
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
場
面
で
、
幼
い
頃
か
ら
の
二
人
の
長
い

関
係
が
結
婚
と
し
て
結
末
を
迎
え
る
こ
と
を
表
す
。
54
は
玉
蔓
が
人
に
誤
解

さ
れ
て
い
る
源
氏
と
の
間
柄
を
き
っ
ぱ
り
清
算
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
あ

る
。「
い
つ
ま
で
も
心
清
く
あ
り
」
た
い
、
あ
る
い
は
「
完
全
に
心
清
く
あ

り
」
た
い
の
で
は
な
く
、「
心
清
く
あ
り
」
と
い
う
帰
着
点
を
望
む
と
の
意

味
で
あ
ろ
う
。
55
は
紫
の
上
が
源
氏
の
寵
愛
を
失
う
と
い
う
状
況
を
見
る
前

に
出
家
し
た
い
と
願
う
場
面
で
、
子
供
の
頃
か
ら
中
年
に
至
る
ま
で
の
源
氏

と
の
長
い
間
柄
の
帰
着
点
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、「
〜
は
つ
」
に
は
「
前
項
動
詞
が
限
界
ま
で
及
ぶ
こ
と＝

完
全
に
実
現
す
る
こ
と
」
の
他
に
、「
長
い
事
柄
の
帰
着
点
と
し
て
前
項
動

詞
が
実
現
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
意
味
と
考
え
ら
れ
る
「
〜
は
つ
」
の
例
を
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
資

料
か
ら
も
あ
げ
て
お
く
。

56
こ
の
こ
と
違
ひ
は
て
な
ば
、
い
か
に
も
あ
れ
、
あ
る
べ
き
こ
と
か
は
、
と

思
ひ
と
ぢ
め
ら
れ

（
狭
衣
）

57
い
み
じ
く
思
ふ
さ
ま
に
定
ま
り
果
て
た
ま
ひ
ぬ
と
も
、
そ
れ
を
、
さ
て
聞

く
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

（
夜
の
寝
覚
）

58
近
く
て
な
り
果
て
ん
さ
ま
聞
き
果
て
は
べ
ら
ん
と
て
（
と
り
か
へ
ば
や
）
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五

「
〜
は
つ
」
に
付
随
す
る
話
者
の
評
価

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
語
の
「
〜
は
つ
」
は
「
疲
れ
る
」「
呆

れ
る
」
等
の
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
持
つ
変
化
動
詞
・
情
態
動
詞
に
接
続
し
、

そ
の
評
価
を
強
調
す
る
役
割
を
持
つ
。「
変
わ
る
」
と
い
う
動
詞
は
そ
れ
自

体
プ
ラ
ス
で
も
マ
イ
ナ
ス
で
も
な
く
中
立
だ
が
、「
変
り
は
て
る
」
と
い
う

場
合
の
変
化
は
必
ず
マ
イ
ナ
ス
方
向
で
あ
る
。
上
代
に
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
の

「
お
い
は
つ
」
と
プ
ラ
ス
評
価
の
「
し
づ
ま
り
は
つ
」
が
見
え
る
。
で
は
、

平
安
時
代
の
例
は
ど
う
か
。
変
化
動
詞
と
情
態
動
詞
を
中
心
に
見
て
み
る
。

何
を
も
っ
て
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
と
す
る
か
は
や
や
曖
昧
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
隆
盛
に
向
か
う
望
ま
し
い
変
化
や
喜
び
・
楽
し
さ
・
安
ら
ぎ
の
よ
う
な

感
情
を
プ
ラ
ス
、
衰
退
に
向
か
う
望
ま
し
く
な
い
変
化
や
悲
し
み
・
嘆
き
・

無
常
感
・
嫌
悪
の
よ
う
な
感
情
を
伴
う
も
の
を
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
す
る
。

四
・
一
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
〜
は
つ
」
の
前
項
動
詞
を
示
し
た

が
、「
荒
る
」「
失
す
」「
衰
ふ
」「
枯
る
」「
死
ぬ
」「
絶
ゆ
」「
侮
る
」「
侘
ぶ
」

等
、
マ
イ
ナ
ス
方
向
の
変
化
動
詞
、
マ
イ
ナ
ス
の
心
情
を
表
す
情
態
動
詞
が

多
い
。
一
方
で
、「
明
く
」「
暮
る
」「
覚
む
」
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
プ
ラ
ス

で
も
マ
イ
ナ
ス
で
な
く
単
に
変
化
を
表
す
も
の
、「
お
こ
た
る
」「
平
ぐ
」
の

よ
う
に
プ
ラ
ス
の
変
化
を
表
す
も
の
、「
心
得
」「
打
ち
解
く
」
な
ど
プ
ラ
ス

評
価
と
言
え
る
情
態
動
詞
も
あ
る
。
四
・
二
で
取
り
上
げ
た
用
例
に
は
マ
イ

ナ
ス
評
価
の
も
の
が
多
い
が
、
以
下
の
よ
う
に
プ
ラ
ス
評
価
を
伴
う
用
例
も

相
当
数
見
ら
れ
た
。

・
変
化
動
詞

59
深
緑
色
あ
せ
が
た
に
今
は
な
り
か
つ
下
葉
よ
り
紅
に
移
ろ
ひ
は
て
ん

（
拾
遺
巻
九

五
七
二
）

60
御
前
の
菊
う
つ
ろ
ひ
は
て
て
、
空
の
け
し
き
の
あ
は
れ
に
う
ち
し
ぐ
る
る

に
も

（
源
氏
・
宿
木
）

61
思
ふ
さ
ま
に
か
な
ひ
は
て
さ
せ
た
ま
ふ
ま
で
は
と
り
隠
し
て
お
き
て
は
べ

る
べ
け
れ
ど

（
源
氏
・
若
菜
上
）

62
琵
琶
は
す
ぐ
れ
て
上
手
め
き
、
神
さ
び
た
る
手
づ
か
ひ
、
澄
み
は
て
て
お

も
し
ろ
く
聞
こ
ゆ
。

（
源
氏
・
若
菜
下
）

63
九
月
二
十
日
の
ほ
ど
に
ぞ
お
こ
た
り
は
て
た
ま
ひ
て
、
い
と
い
た
く
面
痩

せ
た
ま
へ
れ
ど
、
な
か
な
か
い
み
じ
く
な
ま
め
か
し
く
て
（
源
氏
・
夕
顔
）

64
花
は
ま
だ
よ
く
も
ひ
ら
け
果
て
ず
、
つ
ぼ
み
た
る
が
ち
に
見
ゆ
る
を
折
ら

せ
て

（
枕
草
子
二
〇
六
段
）

65
御
か
た
ち
有
様
と
と
の
ほ
り
は
て
て
、
い
み
じ
う
あ
て
や
か
に
う
つ
く
し

う
な
ま
め
き
た
ま
へ
り
。

（
栄
花
）

66
村
雲
晴
れ
果
つ
め
る
を
、
い
か
や
う
に
て
か
、
只
今
、
か
く
御
覧
ず
ら
む

と
ゆ
か
し
う

（
狭
衣
）

59
は
葉
が
あ
か
く
色
づ
く
さ
ま
で
あ
る
か
ら
「
あ
せ
る
」「
散
る
」
と
い
っ

た
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
は
な
く
望
ま
し
い
変
化
と
言
え
る
だ
ろ
う
。（

１５
）60、

64
も

同
様
で
あ
る
。
61
の
願
い
が
叶
う
、
62
の
琵
琶
の
音
が
美
し
い
、
63
の
病
が

癒
え
る
等
、
前
項
動
詞
自
体
が
プ
ラ
ス
の
意
味
を
持
ち
、
後
項
動
詞
の
「
は

つ
」
は
よ
い
方
向
へ
の
変
化
が
完
全
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

・
情
態
動
詞

67
か
ぐ
や
姫
の
心
ゆ
き
は
て
て
、
あ
り
つ
る
歌
の
返
し
ま
こ
と
か
と
聞
き
て

見
つ
れ
ば
言
の
は
を
飾
れ
る
玉
の
枝
に
ぞ
あ
り
け
る

（
竹
取
）

68
思
ひ
な
く
め
や
す
き
さ
ま
に
静
ま
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
御
心
落
ち
ゐ
は
て

た
ま
ひ
て

（
源
氏
・
藤
裏
葉
）
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69
め
で
た
く
す
ぐ
れ
て
世
に
交
じ
ら
ひ
つ
き
た
ま
へ
ば
思
し
慰
み
は
て
つ
る

に
、
う
れ
し
く
い
み
じ
と
思
し
た
る
御
気
色
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。

（
と
り
か
へ
ば
や
）

67
は
求
婚
者
の
嘘
を
知
っ
て
結
婚
を
免
れ
た
か
ぐ
や
姫
の
晴
れ
晴
れ
と
し
た

気
持
ち
、
68
は
息
子
の
夕
霧
が
身
を
固
め
た
こ
と
に
対
す
る
源
氏
の
安
堵
で

あ
る
。

前
述
の
通
り
、プ
ラ
ス
で
も
マ
イ
ナ
ス
で
も
な
い
中
立
的
な
も
の
も
多
い
。

た
と
え
ば
「
あ
け
は
つ
」「
く
れ
は
つ
」
な
ど
は
、
そ
れ
自
体
は
単
に
変
化

が
完
全
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
に
付
加
さ
れ
る
評
価
は
そ
の
状

況
に
左
右
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
古
代
語
の
「
〜
は
つ
」
は
評
価

の
面
か
ら
考
え
る
と
基
本
的
に
は
中
立
で
あ
り
、
プ
ラ
ス
や
マ
イ
ナ
ス
の
評

価
は
状
況
に
応
じ
て
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
は
つ
」

と
い
う
動
詞
そ
の
も
の
の
意
味
に
加
え
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
和
文
資
料
の

性
質
上
、
盛
ん
に
な
っ
て
ゆ
く
も
の
よ
り
も
、
衰
え
、
消
え
て
ゆ
く
も
の
を

描
写
す
る
こ
と
が
多
く
、
嘆
き
・
無
常
感
・
寂
寥
感
と
い
っ
た
感
情
を
伴
う

表
現
に
な
り
や
す
か
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

六

ま
と
め

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

・
古
代
語
の
「
〜
は
つ
」
の
基
本
的
な
意
味
は
前
項
動
詞
が
限
界
ま
で
完
全

に
実
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
限
界
に
は
「
度
合
い
・
程
度
」「
対
象
・

範
囲
」「
時
間
」
等
が
あ
る
。

・
古
代
語
の
「
〜
は
つ
」
に
は
前
項
動
詞
が
長
き
に
及
ん
だ
事
柄
の
帰
着
点

で
あ
る
こ
と
を
表
す
用
法
が
あ
る
。

・
古
代
語
の
「
〜
は
つ
」
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
伴
う
も
の
が
多
い
が
、
プ
ラ

ス
評
価
の
も
の
も
多
数
存
在
し
、
付
加
さ
れ
る
評
価
は
基
本
的
に
中
立
で

あ
っ
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
時
代
を
下
っ
て
「
〜
は
つ
」
の
変
化
を
た

ど
る
と
と
も
に
、「
〜
を
は
る
」
と
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
調
査
し
た
い
。

注

（
１
）
姫
野
昌
子
『
複
合
動
詞
の
構
造
と
意
味
用
法
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九

九
九
年
）

（
２
）
杉
村
泰
「
事
態
の
完
遂
・
極
限
を
表
す
複
合
動
詞
「
V1‐

切
る
」「
V1‐

果
た
す
」「
V1‐

果
て
る
」
に
つ
い
て
」（
名
古
屋
大
学
学
術
機
関
リ
ポ
ジ

ト
リ
、
二
〇
一
三
年
）
に
、
現
代
語
の
「
〜
は
て
る
」
は
「
元
々
主
体
の

持
っ
て
い
た
生
命
力
、
活
気
、
気
力
、
記
憶
、
能
力
な
ど
が
こ
れ
以
上
消

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
所
ま
で
行
き
つ
い
た
と
い
う
極
限
状
態
を
表
す
」

と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
３
）
「
〜
は
つ
る
」
は
２３
語
中
、
変
化
動
詞
・
情
態
動
詞
に
つ
い
た
も
の
１９

語
、
そ
の
う
ち
明
ら
か
な
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
と
も
な
う
語
は
１６
語
、
辞
書

の
み
で
マ
イ
ナ
ス
と
言
い
切
れ
な
い
語
が
３
語
で
あ
る
。

（
４
）
変
化
動
詞
に
つ
い
た
も
の
と
し
て
「
死
し
お
わ
る
」
が
あ
る
。

（
５
）
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
六
三
年
）

（
６
）
大
坪
併
治
「
ヲ
ハ
ル
と
ハ
ツ
」『
岡
大
国
文
論
稿
』
４
（
岡
山
大
学
言

語
国
語
国
文
学
会
、
一
九
七
六
年
五
月
）

（
７
）
万
葉
集
で
使
わ
れ
る
「
を
は
る
」
は
「
こ
と
を
は
る＝

公
務
の
終
了
」

に
限
ら
れ
る
。

（
８
）
岡
野
幸
夫
「
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
和
文
に
お
け
る
「
は
つ
（
果
）」「
を

は
る
（
終
）」
の
意
味
用
法
―
補
助
動
詞
的
な
複
合
動
詞
後
項
の
通
時
的
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研
究
の
た
め
に
―
」『
国
文
学
攷
』
１５２
（
広
島
大
学
、
一
九
九
六
年
）

（
９
）
成
允
廷
「
古
代
語
の
終
了
段
階
を
表
す
複
合
動
詞
の
後
項
要
素
に
つ
い

て
の
考
察
―
『
源
氏
物
語
』
の
「
は
つ
」、『
今
昔
物
語
集
』
の
「
を
は
る
」

を
中
心
に
」『
国
文
』
９９
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
〇

〇
三
年
）

（
１０
）
東
辻
保
和
他
『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）

（
１１
）
工
藤
真
由
美
『
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
体
系
と
テ
ク
ス
ト
―
現
代
日
本

語
の
時
間
の
表
現
―
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
五
年
）
で
は
、
動
詞
を

A
外
的
運
動
動
詞
（
主
体
動
作
・
客
体
変
化
動
詞
、
主
体
動
作
・
主
体
変

化
動
詞
、
主
体
変
化
動
詞
、
主
体
動
作
動
詞
）
B
内
的
情
態
動
詞
C
静
態

動
詞
に
分
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
、
主
体
の
動
作

か
変
化
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
４
分
類
と
し
た
。

（
１２
）
情
態
動
詞
は
厳
密
に
言
え
ば
、
変
化
動
詞
、
動
作
動
詞
、
状
態
動
詞
に

分
け
ら
れ
る
と
思
う
が
、
話
者
の
心
情
、
評
価
に
つ
い
て
の
分
析
を
考
え
、

一
つ
の
分
類
項
目
と
し
た
。
ま
た
、
古
代
語
で
は
一
つ
の
動
詞
が
心
の
動

き
・
状
態
を
表
す
場
合
と
心
情
の
表
出
と
し
て
の
動
作
を
表
す
場
合
が
あ

る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
動
詞
は
情
態
動
詞
と
し
て
あ
る
。

（
１３
）
中
田
祝
夫
他
『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
一
九
九
三
年
）

（
１４
）
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辞
典
』（
平
凡
社
、
一
九
五
七
年
）

（
１５
）
⑸
の
「
う
つ
り
は
つ
」
の
よ
う
な
使
い
方
が
多
い
た
め
、「
う
つ
ろ
ひ

は
つ
」
を
マ
イ
ナ
ス
の
意
と
と
っ
て
か
「
う
つ
ろ
ひ
は
て
で
」
と
の
説
も

あ
る
が
、「
菊
の
ま
だ
よ
く
も
う
つ
ろ
ひ
は
て
で
、
わ
ざ
と
つ
く
ろ
ひ
た

て
さ
せ
た
ま
へ
る
は
（
源
氏
・
宿
木
）」
の
例
も
あ
り
、
よ
い
方
向
へ
の

変
化
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

《
参
考
文
献
》

『
日
葡
辞
書
邦
訳
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）

奥
田
靖
男
「
時
間
の
表
現
⑵
」『
教
育
国
語
』
９５
（
む
ぎ
書
房
、
一
九
八
八
年
）

鈴
木
泰
「
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
を
文
法
史
に
み
る
」『
朝
倉
文
法
講
座
六
』

（
朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

鈴
木
泰
『
古
代
日
本
語
動
詞
の
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
―
源
氏
物
語
の
分
析
』

（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）

《
テ
キ
ス
ト
》

『
万
葉
集
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
七
七
年
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
取
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
土
左
日
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
伊
勢
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）

古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
七
六
年
）

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

『
蜻
蛉
日
記
』『
枕
草
子
』『
紫
式
部
日
記
』『
平
中
物
語
』『
狭
衣
物
語
』

『
栄
花
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

（
と
く
も
と

あ
や

本
学
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）
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