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b
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概
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わ
り
に

は
　
じ
　
め
　
に

中
世
の
文
章
の
中
で
最
も
特
徴
的
な
も
の
の
一
つ
に
、
軍
記
物
語
の
文
章
が
あ
る
。
中
で
も
平
家
物
語
に
つ
い
て
は
、
文
法
、
語
彙
等
各

平
家
物
語
の
文
末
表
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
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一
七
〇

方
面
か
ら
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
方
法
の
主
流
は
山
田
孝
雄
博
士
、
西
田
直
敏
氏
等
に

（1）

代
表
さ
れ
る
如
く
、
延
慶
本
あ
る
い
は
覚
一
本
と
い
う
一
異
本
内
に
お
け
る
言
語
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
で
あ
る
。
一
方
で
、
覚
一
本
平

家
物
語
の
、
他
本
に
異
な
る
特
徴
と
し
て
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
武
装
描
写
の
定
型
性
は
、
一
面
で
は
単
調
な
も
の
で
あ
る
が
、
巧
み
に
そ

れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
り
や
す
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
登
場
人
物
の
重
要
性
の
程
度
ま
で
を
表
現
し
う
る
も
の
と

（2）

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
異
本
間
の
相
違
が
他
の
表
現
に
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
事
は
十
分
に
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
相

違
が
各
本
の
文
章
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
文
末
の
表
現
に
つ
い
て
覚
一
本
と
延
慶
本
と
の
相
違
を
考
察
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
文
末
の
表
現
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
覚
一
本
平
家
物
語
に
お
い
て
文
末
の
表
現
（
地
の
文
に
限
る
。
以
下
同

（3）

じ
。
）
　
を
見
る
に
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
…
お
と
、
い
あ
り
。
…
白
拍
子
が
む
す
め
な
り
。
…
も
て
な
す
事
な
の
め
な
ら
ず
。
…
た
の
し
い
事
な
の
め
な
ら
ず
。
抑
…
ま
ひ
出

し
た
り
け
る
な
り
。
…
と
ぞ
申
し
け
る
。
…
自
拍
子
と
は
名
付
け
れ
。
…
そ
ね
む
も
者
あ
り
。
…
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
…
つ
か
ぬ

も
の
も
お
は
か
り
け
り
。
…
一
人
出
来
り
。
…
加
賀
国
の
者
な
り
。
…
仏
と
ぞ
申
し
け
る
。
…
十
六
と
ぞ
聞
え
し
。
…
も
て
な
す
事

な
の
め
な
ら
ず
。
…
西
八
条
へ
ぞ
ま
い
り
た
る
。
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
祇
王
」
）

○
…
威
陽
宮
に
い
た
り
ぬ
。
…
う
け
と
ら
ん
と
し
給
ふ
。
…
候
を
め
さ
れ
け
り
。
…
八
十
里
に
つ
も
れ
り
。
…
其
う
え
に
建
て
た
り
。

…
月
を
つ
く
れ
り
。
…
し
き
み
て
り
。
…
綱
を
ぞ
張
た
り
け
る
。
…
い
れ
じ
と
な
り
。
…
門
を
あ
け
て
ぞ
と
は
し
け
る
。
…
殿
あ
り
。

…
猶
及
ば
ぬ
程
也
。
…
金
銀
に
て
み
が
け
り
。
…
の
ぼ
り
あ
が
る
。
…
み
な
し
づ
ま
り
ぬ
。
…
ち
か
づ
き
た
て
ま
つ
る
。
…
…
…

（
「
威
陽
宮
」
）

○
…
五
騎
で
ひ
か
へ
た
り
。
…
と
ぞ
の
の
し
っ
た
る
。
…
名
馬
に
ぞ
の
っ
た
り
け
る
。
…
馬
に
ぞ
の
っ
た
り
け
る
。
…
は
な
を
な
ら
べ

て
お
め
い
て
か
く
。
…
熊
谷
つ
づ
く
。
…
火
い
づ
る
程
ぞ
責
た
り
け
る
。
…
外
様
に
な
い
て
ぞ
ふ
せ
ぎ
け
る
。
…
お
り
立
た
り
。
…



父
と
な
ら
ん
で
た
っ
た
り
け
り
。
…
と
ぞ
お
し
へ
け
る
。
…
と
の
の
し
っ
た
り
。
…
あ
ゆ
ま
せ
よ
る
。
…
…
…
　
（
「
三
之
懸
」
）

そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
の
一
部
の
文
末
の
み
を
抜
き
出
し
て
み
て
も
、
相
違
は
容
易
に
知
ら
れ
る
。
「
け
り
」
を
多
く
用
い
て
祇
王
の
様
子
等
を

描
写
す
る
「
祇
王
」
。
動
詞
終
止
形
、
「
ぬ
」
「
り
」
な
ど
を
交
え
用
い
て
表
現
さ
れ
る
説
話
「
成
陽
宮
」
。
「
た
り
」
を
多
用
し
て
い
る
合
戦
場

面
の
「
三
之
懸
」
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
末
に
よ
っ
て
、
祇
王
を
中
心
と
す
る
栄
枯
の
様
子
、
説
話
の
ス
ト
ー
リ
ー
、
合
戦
の
動
き
等
が
効
果
的

に
伝
わ
り
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
文
末
は
描
写
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
感
じ
を
受
け
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
文
末
の
表
現
が
描
写
内
容

に
応
じ
て
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

当
然
の
よ
う
に
も
思
え
る
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
違
い
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

平
家
物
語
の
異
本
の
間
で
は
そ
の
違
い
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。

「
章
段
内
容
の
違
い
と
文
末
表
現

a
、
覚
一
本
平
家
物
語

覚
一
本
平
家
物
語
に
お
い
て
性
格
の
異
な
る
内
容
の
章
段
、
先
掲
の
三
章
段
を
比
較
し
て
み
る
と
、
文
末
の
表
現
は
第
一
表
の
よ
う
で
あ

る
。
「
祇
王
」
に
お
い
て
は
「
け
り
」
を
最
も
多
用
す
る
。
「
け
り
」
の
複
合
助
動
詞
が
他
を
抜
い
て
多
い
こ
と
も
、
そ
の
使
用
の
盛
ん
な
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
物
語
の
基
調
を
「
け
り
」
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
同
時
に
一
九
例
ま
で
が
係
り
結
び
と
し
て
の
用

法
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
詠
嘆
的
な
用
法
が
多
い
こ
と
も
看
取
さ
れ
る
。
続
い
て
の
用
例
数
を
持
つ
「
た
り
」
は
、
先
掲
例
で
は
「
…
西
八

条
へ
ぞ
参
た
る
」
の
如
く
仏
御
前
の
行
動
な
ど
の
描
写
に
用
い
ら
れ
る
。

一
方
、
説
話
と
し
て
引
用
さ
れ
る
「
威
陽
宮
」
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
文
末
の
表
現
が
「
祇
王
」
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
一
に

「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
の
多
用
で
あ
り
、
二
に
「
け
り
」
の
使
用
の
少
な
さ
で
あ
り
、
三
に
は
「
ぬ
」
「
り
」
の
使
用
、
就
中
「
り
」
の
多

用
で
あ
る
。
一
は
現
在
形
に
よ
る
臨
場
感
あ
る
叙
述
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
は
先
掲
例
で
言
え
ば
「
殿
あ
り
。
…
…
。
…
み
が
け
り
。

平
家
物
語
の
文
末
表
現
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威

陽

宮

祇

王

9 00 5 止終形止終
用
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1 22 n
ノ

ヰノ

1 n
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ざ

2 h
Hノ

、サノ
h
ソ

な

4 5 hソ十
ノ

れら

nu 2 nソ＋
ノ

nソた

nソなるヰ
ノ

nソた

5 n
ノ

げのて

1 hソJノに

3 n
ノ

寸
ノ

n
ノ

0 9 n
ノ

た

hHノ
なるた

3 hHノ
たれ

00ぬ

6 n
ノ

4 4 n
Hノ

な

2 00
ず

しベ

1 しベるざ

むヰ
ノ

しカぞ 助

詞

や

（
注
）
助
劫
詞
に
つ
い
て
は
活
用
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。
以
下
同
じ
。

…
の
ぼ
り
あ
が
る
。
…
し
づ
ま
り
ぬ
。
…
ち
か
づ
き
た
て
ま
つ
る
。
」
と
、
現
在
形
と
共
に
あ
っ
て
状
況
を
描
写
す
る
文
に
用
い
ら
れ
る
。
こ

れ
も
一
に
準
ず
る
表
現
と
見
ら
れ
よ
う
。
二
は
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
「
ぬ
」
「
り
」
等
が
説

（4）

話
部
分
を
中
心
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
太
平
記
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
同
様
の
用
い
か
た
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。

「
一
二
之
懸
」
は
合
戦
描
写
の
例
と
し
て
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
前
二
者
と
異
な
る
こ
と
は
、
十
例
前
後
の
用
例
数
を
持
つ
、
「
用
言
・
終

止
形
終
止
」
、
「
け
り
」
、
「
た
り
け
り
」
、
「
た
り
」
の
四
種
で
ほ
ぼ
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
が
臨
場
感
を
持

た
せ
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
「
た
り
」
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
戦
の
場
の
激
し
い
行
動
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

さ
れ
る
。
先
掲
例
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
け
り
」
の
う
ち
七
例
は
係
り
結
び
で
あ
り
、
「
た
り
け
り
」
も
同
様
で
あ
る
。
合
戦
に
お
け

る
行
動
の
激
し
さ
を
詠
嘆
的
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
、
特
定
の
文
末
表
現
の
多
用
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

さ
て
、
二
（
⊥
二
の
章
段
に
つ
い
て
見
た
限
り
で
は
あ
る
が
、
文
末
表
現
に
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
用
亨
終
止
形
終
止
」
、
助
動
詞



の
間
に
明
ら
か
な
違
い
が
見
出
さ
れ
た
。
就
中
、
助
動
詞
に
お
い
て
大
き
な
差
を
見
せ
る
の
は
過
去
、
完
了
の
助
動
詞
で
あ
る
。
覚
一
本
平

家
物
語
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
文
章
上
の
特
徴
が
あ
る
と
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

b
、
延
慶
本
平
家
物
語

覚
一
本
平
家
物
語
で
見
ら
れ
た
章
段
内
容
の
違
い
と
文
末
表
現
の
違
い
は
他
本
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
延
慶
本
に
例

（5）

を
と
っ
て
右
に
対
応
す
る
章
段
に
お
い
て
文
末
表
現
を
見
る
と
第
二
表
の
よ
う
で
あ
る
。

第
二
表

C
u

23 り
ノ

tT

4 2 りヰ
ノ

n
ノ

ぎ

助

動

詞

n
Hノ

ヰ
ノ

n
ノ

な

2 2 hHノ
斗ノれら

4 3 3 n
ノ

＋
ノ

n
ノ

た

2 n
ノ

ヰ
ノて

5 3 n
ノ

ヰ
ノ出

hHノ
ヰノにれ

3 c
u

5 n
ノ

た

n
ノ

たれ

3 4 2ぬ

7 2 n
ノ

4 4 hH
ノ

な

3 0
0

ず

しベ

1 ずれ

むヰ
ノ

助
詞

‾
二
之
懸

威

陽

宮

祇

王

2 62 2 止終形止終
用

3 止終形体連
言

C
u

23 り
ノ

tT

覚
一
本
と
の
比
較
を
交
え
な
が
ら
述
べ
る
と
、
「
祇
王
」
で
は
「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
の
も
の
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
う
ち
十
例
は
形
容

詞
で
、
中
で
も
「
無
し
」
及
び
そ
の
複
合
語
は
八
例
を
数
え
る
。
覚
〓
冬
の
「
も
て
な
す
事
な
の
め
な
ら
ず
」
に
対
応
す
る
「
カ
シ
ヅ
キ
ケ

ル
事
限
リ
ナ
シ
」
「
楽
し
み
栄
へ
け
る
」
に
対
応
す
る
「
目
出
サ
ハ
カ
リ
ナ
シ
」
を
含
め
一
種
の
強
調
的
な
表
現
で
あ
り
、
特
徴
的
で
あ
る
。

「
け
り
」
も
多
用
さ
れ
て
覚
一
本
と
同
様
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
が
、
一
方
で
「
ぬ
」
「
り
」
等
の
完
了
の
助
動
詞
も
そ
れ
ぞ
れ
二
例
あ
る
。

「
ぬ
」
の
一
例
と
「
り
」
の
二
例
は
覚
一
本
に
対
応
す
る
文
の
無
い
も
の
で
あ
る
が
、
「
た
り
」
が
五
例
と
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
完
了
の

平
家
物
語
の
文
末
表
現
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助
動
詞
三
種
が
互
い
に
平
均
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
覚
一
本
と
異
な
る
。

「
威
陽
宮
」
で
は
、
終
止
形
の
も
の
が
際
立
っ
て
多
い
こ
と
は
覚
一
本
と
同
じ
で
あ
る
。
「
祇
王
」
と
は
異
な
り
、
動
詞
が
多
い
こ
と
も
覚

一
本
と
同
じ
で
あ
る
。
「
ぬ
」
「
り
」
は
「
祇
王
」
に
比
較
し
て
多
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
全
体
数
で
は
文
数
の
少
な
い
覚
一
本

よ
り
少
な
く
、
ま
た
、
「
祇
王
」
に
も
あ
る
程
度
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
の
章
段
に
比
較
し
て
格
別
多
い
と
い
う
用
い
か
た
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
「
け
り
」
の
類
も
さ
ほ
ど
は
少
な
く
な
い
。
全
体
的
に
種
々
の
表
現
を
平
均
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

「
一
二
之
懸
」
は
覚
一
本
に
比
較
し
て
短
く
、
特
徴
を
捉
え
に
く
い
。
複
数
の
用
例
数
を
持
つ
文
末
が
六
種
類
と
、
特
定
の
文
末
表
現
に

偏
っ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
も
用
例
数
の
比
較
的
多
い
も
の
は
平
均
的
に
多
く
の
文
末
表
現
に
分
散
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。

章
段
の
違
い
に
よ
る
文
末
表
現
の
違
い
は
延
慶
本
に
お
い
て
も
や
は
り
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
覚
一
本
は
用
い
る
文
末
表

現
の
多
寡
が
鮮
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
延
慶
本
は
平
均
的
に
多
用
さ
れ
る
文
末
表
現
が
多
い
と
い
う
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

C
、
両
本
の
相
違
の
要
因

平
家
物
語
の
諸
本
の
中
で
、
語
り
本
系
の
覚
一
本
と
読
み
本
系
の
延
慶
本
と
の
間
に
文
末
表
現
の
違
い
が
認
め
ら
れ
た
。
覚
一
本
に
あ
っ

て
は
章
段
の
違
い
は
明
ら
か
な
文
末
の
違
い
を
見
せ
、
延
慶
本
は
そ
れ
ほ
ど
に
明
確
で
は
な
い
。
勿
論
、
両
者
に
共
通
し
な
い
文
を
そ
れ
ぞ

れ
が
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
異
文
の
部
分
に
お
い
て
多
く
異
な
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
異
文
で
独

自
の
内
容
を
表
現
す
る
こ
と
自
体
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
文
末
も
連
動
し
て
特
徴
を
形
作
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

覚
一
本
が
文
末
の
表
現
に
お
い
て
明
ら
か
な
傾
向
を
見
せ
る
こ
と
は
次
の
点
に
因
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
祇
王
」
「
威
陽
宮
」
の
一
部
を
そ

れ
ぞ
れ
延
慶
本
と
対
比
さ
せ
て
抜
き
出
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

各
章
段
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
小
段
落
か
ら
成
っ
て
い
る
。
今
、
試
み
に
覚
一
本
に
基
づ
い
て
二
つ
の
章
段
か
ら
一
つ
の
小
段
落
を
抜

き
出
し
て
対
比
し
た
。
a
「
祇
王
」
の
第
九
段
落
は
、
覚
一
本
で
は
「
け
り
」
を
基
調
と
し
て
文
末
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。



第
三
表
a
　
（
「
祇
王
」
の
第
九
段
落
、
覚
一
本
に
よ
る
）
　
（
（
）
内
は
他
本
に
な
い
文
）

覚

　

　

一

　

　

本

あ
ひ
ぐ
し
け
り

西
八
条
へ
ぞ
参
り
た
る

ざ
し
き
し
つ
ら
ふ
て
を
か
れ
た
り

あ
ま
り
て
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
け
る

（
ち
か
ら
及
ぼ
で
出
ざ
り
け
り
）

今
や
う
一
つ
ぞ
う
た
ふ
た
る

皆
感
涙
を
ぞ
な
が
さ
れ
け
る

な
ぐ
さ
め
を
ぞ
の
給
け
る

涙
を
お
さ
へ
て
出
に
け
り

延

　

　

慶

　

　

本

一
卓
二
取
乗
テ
ゾ
参
リ
ケ
ル

（
ナ
ツ
カ
シ
ト
モ
云
ハ
カ
リ
ナ
シ
）

（
子
息
ア
マ
タ
並
居
給
へ
リ
）

サ
ガ
リ
タ
ル
所
ニ
ゾ
居
へ
ラ
レ
ケ
ル

悲
ノ
涙
セ
キ
ア
ヘ
ズ

（
母
ヲ
ノ
ミ
ゾ
恨
ケ
ル
）

（
カ
タ
ブ
キ
申
サ
レ
ケ
レ
ド
モ
不
力
及
）

三
度
マ
デ
コ
ソ
歌
ヒ
ケ
レ

仏
…
渦
ヲ
ノ
ミ
ゾ
流
シ
ケ
リ

哀
ヲ
ゾ
カ
ケ
給
ハ
ズ

涙
マ
デ
ハ
思
モ
ヨ
ラ
ズ

（
内
へ
大
給
ヌ
）

渦
ト
共
ニ
ゾ
出
ニ
ケ
ル

そ
の
中
に
　
「
た
り
」
を
用
い
る
文
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
文
は
行
動
的
な
現
実
感
を
伴
う
完
了
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
一
段
落
が
こ
の

二
種
の
文
末
表
現
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
段
落
の
印
象
が
鮮
明
な
も
の
と
な
る
。
「
た
り
」
の
文
末
も
「
け
り
」
と
の
対
比
の

上
に
、
よ
り
行
動
的
な
印
象
を
与
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
の
延
慶
本
の
文
末
表
現
は
多
様
で
あ
る
。
一
文
ご
と
の
表
現
は
細
か

な
も
の
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
段
落
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
に
は
際
立
っ
た
も
の
が
な
い
。

b
「
威
陽
宮
」
　
の
第
三
段
落
に
つ
い
て
は
、
覚
一
本
は
動
詞
終
止
形
を
中
心
と
し
て
話
を
進
め
、
段
落
末
を
「
ぞ
－
に
け
る
」
と
い
う
結

び
で
締
め
く
く
る
。
こ
れ
も
表
現
の
形
式
と
し
て
は
単
純
で
あ
り
な
が
ら
、
始
皇
帝
に
反
抗
し
て
死
ぬ
と
い
う
話
の
展
開
は
よ
く
印
象
に
残

平
家
物
語
の
文
末
表
現
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第
三
表
b
　
（
「
威
陽
宮
」
の
第
三
段
落
、
覚
一
本
に
よ
る
）

始大
（

人う
′

覚

一

本

皇臣兵にち
帝にをひく
になカろだ

しすたふ
JヽL

たらすて
がふなぞ
ま）と死

ずlY
に

ふ＋
ノ

る

始
（（（

宮モ
（

頭

延

慶

本

皇始悲謀近‾フ可ヲ
帝皇歎ヲ

′
クス随ツ

ヲ
′

事廻置事之キ
ゾ燕限ス夕ナ由推

カ丹無）＝
ノ

カ答テ
ケヲ

′
）レフ失

滅ゾト）こ
サカ云ケ
ンケリ

ト減
ゾム
謀卜
ムス
ト）

ス

る
の
で
あ
る
。
一
方
の
延
慶
本
は
、
ま
た
、
多
様
な
文
末
を
持
つ
。
そ
の
状
況
は
「
ぬ
」
「
り
」
と
い
う
助
動
詞
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
「
祇

王
」
の
第
九
段
落
と
さ
ほ
ど
違
っ
て
は
い
な
い
。
覚
一
本
が
大
き
く
文
末
の
表
現
を
変
え
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

覚
一
本
は
右
に
述
べ
た
如
く
、
一
段
落
内
の
文
末
表
現
を
そ
の
表
現
内
容
に
従
っ
て
統
一
的
に
整
え
た
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

そ
の
部
分
の
内
容
を
集
約
的
に
印
象
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
各
段
落
が
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
章
段
全
体
も
結
果
的
に
は
内
容
の
特
徴
に
応

じ
た
形
で
ま
と
ま
っ
た
文
末
表
現
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
延
慶
本
は
覚
一
本
に
比
較
す
れ
ば
細
か
な
描
写
を
多
く
持
っ
て
い
る
。

当
然
そ
れ
に
対
応
す
る
文
末
も
多
彩
と
な
る
。
葉
の
細
か
な
描
写
は
集
約
的
な
印
象
を
与
え
る
文
章
と
は
な
ら
な
い
。
両
者
の
違
い
は
こ
の

点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



二
、
曹
〓
本
平
家
物
語
と
延
慶
本
平
家
物
語
の
文
末
表
現

a
、
両
本
の
文
末
表
現
の
相
違

さ
て
、
一
部
の
章
段
に
お
い
て
は
右
の
如
く
明
ら
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
が
、
他
の
章
段
に
お
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
巻
一

に
具
体
的
用
例
を
取
り
な
が
ら
、
覚
一
本
と
延
慶
本
と
同
内
容
の
章
段
に
つ
い
て
対
比
し
て
み
る
。

（6）

第
四
表
は
延
慶
本
に
対
応
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
の
寛
一
本
巻
一
の
文
末
表
現
の
一
覧
で
、
各
章
段
に
お
け
る
用
例
数
を
掲
げ
た
も
の

俊
寛
沙
汰
鵜
川
軍

鹿

谷

殿
下
乗
合

東
宮
立

清
水
寺
炎
上

額
打
論

二
代
后

吾
身
栄

花

奴

・
禿
髪

殿
上
闇
討

祇
園
精
舎

61 nu 9 6 8 21 5 6 Cu1 5 5 止終形止終 用
言止終形然巳

2 3 3 1 2 2 き

助

動

詞

きに

バリ1 7 5 2 2 8 00 4 01 n
ノ

ヰ
ノ

hソTヽノ
n
ノ

な

2 4 3 3 1 4 8 n
ノ

＋
ノ

れら

hHノ
ヰ
ノn

ノ
た

n
ソ

げのて

1

2

1

3 hHノ
斗ノに

1 n
ノ

ヰ
ノ

nソ

2 n
Hノ

た

2 ぬ

2 1 2 3 n
ノ

2 5 3 2 2 Cu
7 2 2 n

ノ
な

1

nソなる寸
ノ

4 2 3 2 2 2ず

1 ずれら

むらな

1 む、ィノ

むヰノれ

2 Lとご

2 1 1 るら

しまま

2 そこ 助

詞
ぞ

やカと

平
家
物
語
の
文
末
表
現
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で
あ
る
。
用
言
の
終
止
形
終
止
の
如
く
、
総
て
の
章
段
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
推
量
関
係
の
助
動
詞
、
ま
た
、
助
詞
の
如
く
用
例

の
少
な
い
も
の
ま
で
種
々
認
め
ら
れ
る
。

巻
一
の
章
段
の
文
末
表
現
は
次
の
よ
う
に
類
別
さ
れ
る
。

I
類
　
「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
が
主
た
る
も
の
…
…
…
…
「
祇
園
精
舎
」
「
額
打
論
」

H
類
　
「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
と
「
け
り
」
の
類
と
が
対
立
す
る
も
の

a
、

b
、

C
、

H
類a

、
b
、

C
、

「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
の
例
が
多
い
も
の
…
…
…
「
清
水
寺
炎
上
」
「
東
宮
」
「
御
輿
振
」

両
者
ほ
ぼ
同
数
の
も
の

「
殿
下
乗
合
」
「
俊
寛
沙
汰
鵜
川
軍
」

「
け
り
」
　
の
類
の
例
が
多
い
も
の
…
…
・
・
…
…
…
…
・
「
殿
上
闇
討
」
「
二
代
后
」

H
類
に
完
了
の
助
動
詞
の
加
わ
る
も
の

「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
　
の
例
が
多
い
も
の
…
…
…
「
墟
・
禿
髪
」
「
願
立
」
「
内
裏
炎
上
」

両
者
ほ
ぼ
同
数
の
も
の

ナ
シ

「
け
り
」
の
類
の
例
が
多
い
も
の
…
…
…
…
…
…
…
「
吾
身
栄
花
」
「
鹿
谷
」

ま
た
、
「
な
り
」
を
多
用
し
て
説
明
的
な
表
現
を
多
く
用
い
る
も
の
に
「
吾
身
栄
花
」
「
鹿
谷
」
と
「
二
代
后
」
と
が
あ
る
。
前
二
者
は
右
の

類
別
に
お
い
て
も
類
似
し
た
性
格
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
後
者
は
「
殿
上
闇
討
」
と
は
異
な
る
部
分
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
他
に
も
「
き
」
　
の
有
無
に
よ
る
違
い
も
H
a
、
C
等
に
見
ら
れ
、
細
部
に
お
い
て
は
各
章
段
の
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

一
方
、
延
慶
本
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
第
五
表
が
巻
一
の
一
覧
で
あ
る
。



内
裏
炎
上

御
輿
振

願
立

俊
寛
沙
汰
鵜
川
軍

鹿

谷
殿
下
乗
合

東

宮
立

清

水
寺
炎
上

額

打
論

二
代
后

吾
身

栄
花

鯉

・
禿
髪

殿
上

闇
討

祇
園
精
舎

02 72 6 ‘4 9 01 8 4 4 00 2 2 5 止終形止終

止終形体連
用
号

4 2 2 止終形然巳
口

5 2 3 3 6き

助

動

詞

きn
ノた

きりな

2 2きに

6 6 9 0 4 0 5 7 2 9 7 O
n
u

0 n
ノ

、ィノ

2 2 n
ノ

寸
ノ

nHノ
ざ

3 5 2 7 7 2 3 3 2 2 n
ノ

ヰ
ノ

れ㈲

2 3 3 hHノ
ヰ
ノn

ノ
た

2 hリ寸
ノ

n
ノ

たれら

2 n
Hノ

げのて

5 7 4 2 3 2 2 2 nソヰ
ノ

田

n
ノ

Jノ田れら

6 2 4 2 2 7 n
ノ

た

n
ソ

たれら

2 2 ぬ

ぬれら

3 2 2 1 3 n
ノ

2 2 6 7 2 2 5 3 5 6 3 2 と
り

nソな

n
ソ

なる十
ノ

2 5 2ず

2 ずら一刀ベ

ずれら

しベ

しベるな

む

む寸
ノ

2 Lとご

3 d
T＿

2 2 2 るら

1なカ

助

詞

と

5 2 やカと

3 や

やを

（
注
）
章
段
名
は
寛
一
本
に
従
い
、
各
内
容
に
対
応
す
る
部
分
（
延
慶
本
で
複
数
の
章
段
に
な
る
場
合
も
あ
る
）
の
も
の
で
あ
る
。
各
章
段
の
対
応
に
つ
い

て
は
注
（
6
）
参
照
。

延
慶
本
の
文
末
表
現
に
つ
い
て
も
覚
一
本
と
同
様
の
基
準
で
類
別
さ
れ
る
。

I
類
　
「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
が
主
た
る
も
の
・
…
…
…
…
二
祇
園
精
舎
」

n
類
　
「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
と
「
け
り
」
の
類
と
が
対
立
す
る
も
の

平
家
物
語
の
文
末
表
現
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C
、
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、
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「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
　
の
例
が
多
い
も
の
…
…
…
…
ナ
シ

一
八
〇

両
者
ほ
ぼ
同
数
の
も
の

「
鮨
・
禿
髪
」
「
清
水
寺
炎
上
」
「
東
宮
」

「
け
り
」
の
類
の
例
が
多
い
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
「
鹿
谷
」
「
俊
寛
沙
汰
鵜
川
軍
」

H
類
に
完
了
の
助
動
詞
の
加
わ
る
も
の

「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
の
例
が
多
い
も
の
…
…
…
…
「
額
打
論
」
「
御
輿
振
」

両
者
ほ
ぼ
同
数
の
も
の

ア
、
完
了
の
助
動
詞
「
た
り
」
が
多
い
も
の
…
…
…
…
…
「
殿
上
闇
討
」
「
殿
下
乗
合
」

ィ
、
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
「
り
」
が
複
数
あ
る
も
の
…
「
吾
身
栄
花
」
「
内
裏
炎
上
」

ウ
、
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
が
多
い
も
の
…
…
…
…
…
…
「
二
代
后
」
「
願
立
」

C
、
「
け
り
」
　
の
類
の
例
が
多
い
も
の
…
…
…
…
…
…
…
…
ナ
シ

延
慶
本
の
各
章
段
は
覚
一
本
と
同
じ
類
別
に
位
置
し
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
特
徴
と
な
る
の
は
、
「
祇
園
精
舎
」
を
除
い
て
助
動
詞
の
表
現

が
多
く
見
ら
れ
、
I
類
、
H
類
a
に
類
別
さ
れ
る
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
、
m
b
に
残
る
章
段
の
半
数
近
く
が
集

ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
完
了
の
助
動
詞
に
違
い
を
見
せ
る
こ
と
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
助
詞
も
Ⅲ
b
で
は
ほ
と
ん
ど
の
章
段
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
特
に
多
彩
な
文
末
表
現
を
見
せ
て
い
る
。

さ
て
、
覚
一
本
と
延
慶
本
と
の
相
違
を
具
体
的
に
見
る
と
、
ま
ず
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
延
慶
本
に
比
較
し
て
覚
一
本
に
お
け

る
文
末
表
現
の
異
な
り
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
章
段
内
に
あ
っ
て
は
、
複
数
例
を
数
え
る
表
現
が
ま
と
ま
っ
て
お
り
、

「
祇
王
」
等
で
見
ら
れ
た
傾
向
と
等
し
い
。
延
慶
本
の
方
で
は
比
較
的
分
散
し
て
お
り
、
種
々
の
文
末
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
中
で
一
部
覚
一
本
の
方
に
文
末
表
現
の
種
類
が
多
い
章
段
が
見
ら
れ
る
。
「
鮭
・
禿
髪
」
「
東
宮
立
」
「
鹿
谷
」
「
俊
寛
沙
汰
鵜
川
軍
」
の

四
章
段
で
あ
る
。
表
に
お
い
て
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
章
段
で
覚
一
本
が
多
く
持
つ
文
末
表
現
は
ま
と
ま
っ
た
所
に
見
ら
れ
る
。
「
鰻
・
禿
髪
」



で
は
「
た
り
」
「
り
」
、
「
東
宮
立
」
で
は
過
去
・
完
了
以
外
の
助
動
詞
、
「
鹿
谷
」
で
は
「
ぬ
」
「
り
」
と
推
量
の
助
動
詞
、
「
俊
寛
沙
汰
鵜
川

軍
」
で
は
助
詞
に
そ
れ
ぞ
れ
延
慶
本
の
持
た
な
い
文
末
表
現
が
見
ら
れ
る
。
「
撃
禿
髪
」
「
鹿
谷
」
は
先
に
類
別
し
た
文
末
表
現
の
特
徴
の

一
つ
が
延
慶
本
と
の
違
い
と
も
な
っ
て
お
り
、
文
末
表
現
が
異
本
間
の
特
徴
と
も
関
係
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
攣
禿
髪
」
で
は
「
た
り
」
「
り
」
各
二
例
が
独
自
で
あ
る
が
、

「
鮭
」
に
令
の
こ
と
ば
を
引
用
し
「
「
（
引
用
）
」
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
即
閲
の
官
と
も
名
付
た
り
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
他
に
は
「
鰻
」
「
禿
髪
」

に
「
た
り
」
「
り
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
説
明
的
文
に
そ
の
特
徴
の
主
た
る
例
が
見
ら
れ
る

「
東
宮
立
」
は
短
い
章
段
で
あ
り
、
短
文
で
そ
の
間
の
様
子
を
叙
述
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
時
忠
卿
と
中
も
…
内
の
御
外
戚
な
り
。
執

権
の
臣
と
ぞ
見
え
し
。
…
時
忠
卿
の
ま
～
な
り
。
…
楊
国
忠
が
さ
か
へ
し
が
如
し
。
」
と
い
う
二
都
が
あ
る
。
説
明
的
な
部
分
で
あ
り
、
そ
こ

に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
な
り
」
二
例
、
「
ご
と
し
」
一
例
等
が
違
い
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

「
鹿
谷
」
の
「
ぬ
」
「
り
」
は
「
其
日
は
の
び
さ
せ
給
ぬ
」
「
こ
と
し
も
暮
ぬ
」
「
朝
恩
に
ほ
こ
れ
り
」
「
頚
を
つ
ぎ
給
へ
り
」
と
用
い
ら
れ

る
。
「
ぬ
」
は
冒
頭
で
鹿
谷
密
議
事
件
の
項
の
時
間
的
経
過
の
叙
述
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
り
」
は
い
ず
れ
も
成
規
卿
に
関
し
て
の
近
接
し

た
位
置
に
あ
る
叙
述
で
あ
り
、
現
在
あ
る
状
況
を
特
に
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
、
「
い
か
斗
ら
う
た
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
む
」
は
、

こ
の
成
親
卿
に
つ
い
て
の
叙
述
の
中
に
あ
っ
て
作
者
の
感
想
を
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
鹿
谷
事
件
の
中
で
の
成
親
卿
叛
心
が
傍
の
人
の
目

に
異
様
で
あ
っ
た
こ
と
の
叙
述
が
一
つ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
ま
た
、
「
何
の
不
足
に
か
～
る
心
つ
か
れ
け
む
」
と
別
の
箇
所

に
も
作
者
の
感
想
が
表
さ
れ
て
お
り
特
徴
の
一
l
と
な
っ
て
い
る
。
続
く
章
段
の
「
俊
寛
沙
汰
鵜
川
軍
」
に
お
い
て
は
、
「
よ
し
な
き
謀
叛
に

も
く
み
し
け
る
に
こ
そ
」
（
二
例
）
「
う
ッ
た
へ
ん
と
て
す
～
む
老
僧
誰
々
ぞ
」
の
三
文
が
覚
∵
不
に
独
自
で
あ
る
。
前
者
は
作
者
の
感
想
が

表
出
さ
れ
た
文
で
あ
り
、
か
つ
、
文
末
も
助
詞
で
止
め
ら
れ
て
い
る
。
作
者
の
感
情
が
強
く
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
せ
ら
れ

る
。
後
者
も
そ
の
一
例
と
見
ら
れ
よ
う
。

覚
「
不
の
文
末
表
現
が
多
彩
で
あ
る
四
章
段
の
内
、
二
章
段
に
お
い
て
は
説
明
的
文
章
の
有
無
に
よ
る
違
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
文

平
家
物
語
の
文
末
表
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
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章
の
有
無
は
異
本
間
に
お
い
て
は
よ
く
認
め
ら
れ
る
異
文
の
一
つ
で
あ
り
、
両
本
の
違
い
の
中
で
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ら
は
延
慶
本
に
多
く
認
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
覚
一
本
に
も
少
な
い
な
が
ら
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

他
の
二
章
段
の
特
徴
は
、
作
者
の
感
想
を
表
出
し
て
い
る
文
で
あ
っ
た
。
「
願
立
」
を
始
め
と
し
て
延
慶
本
に
も
助
詞
の
文
末
表
現
が
見
ら

れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
強
調
部
分
の
相
違
が
両
本
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
因
る
も
の
で
あ
る
。

b
、
岡
本
の
文
末
表
現
の
概
括

巻
一
を
資
料
と
し
て
各
章
段
の
文
末
表
現
の
類
別
に
お
け
る
特
徴
、
ま
た
、
具
体
的
文
末
表
現
の
違
い
と
そ
の
性
格
と
を
見
た
。
こ
の
よ

う
な
各
巻
の
集
成
で
あ
る
全
巻
の
文
末
表
現
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
第
四
表
、
第
五
表
と
同
様
の
調
査
に
従
い
、

（7）

覚
一
本
の
巷
十
二
ま
で
の
各
巻
に
お
い
て
各
章
段
の
用
例
の
有
無
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
が
次
表
で
あ
る
。
各
巻
に
お
い
て
用
例
の
認

め
ら
れ
る
章
段
数
を
掲
げ
、
更
に
半
数
以
上
の
章
段
に
用
例
の
認
め
ら
れ
る
も
の
に
は
○
印
を
付
け
た
。

第
六
表

巻
⊥

巷 巻 巻
＿

巻

＿

巷
本‾覚

ノ
五 四 二

．
一 一

⑪ ⑫ ⑬ ⑯ ⑬ ⑭ 止終形止終

用

言

等

5 4 2 ⑩ 5 止終形体連

3 3 5 ⑧ 2 4 止終形然巳

2 めL
L

言体

2 3 1 3 4 め止話会

⑦ 5 ⑱ ⑪ 7 ⑧き

助

動

一

詞

きに

⑪ ⑫ ⑫ ⑬ ⑱ ⑬ n
ノ

ヰ
ノ

りヰ
ノせき

5 とU 6 2 n
ノ

ヰノn
ノ

ざ

2 3 nHノ
ヰ
ノ

hHノ
な

⑦ ⑩ ⑩ ⑭ ⑪ ⑩ n
ノ

ヰ
ノ

れら

⑥ ⑥ ⑦ 3 ⑨ c
u

n
Hノ

ヰ
ノ

n
ノ

た

2 5 4 2 h
Hノ

げのて

⑦ ⑦ ウJ 5 4 ⑦ hソ十
ノ

田

n
ノ

↓ノ由れら

⑥ ⑨ ⑬ 7 ⑭ ⑦ hHノ
た

2 5 ⑦ Cu Cu
こn
ノ

たれら

⑦ ⑥ 4 ⑨ cu
ご
りぬ

5 1 2 ぬれら

⑥ 5 5 ⑬ ⑩ 6 n
ノ

⑨ ⑨ ⑩ ⑬ ⑩ ⑭ nソな

2 hソなる’すノ
⑨ ⑧ ⑬ ⑫ ⑩ ⑮ず

ずら－かベ

2 3 ずれら

4 2 3しベ

1 しぺるざ

2 しぺぬ

2 2 2 3む寸
ノ

1 む、一
ノ

れら

4 2 6 6Lとご

⑧ ⑧ 5 ⑨ 5 ⑧るら

1 るらせさ

3 し．カぞ
助

詞
3 2 1やー刀と

2や



巻
十
二

巻
十

＿

巻
十

巷
九

巻
八

巻

七

⑧ ⑭ ⑭ ⑬ ⑬ ⑩

⑤ 4 6 6 4

3 6 ⑧ 4 ⑥4

4 6 5 6 4 3

④ ⑦ 5 ⑨ 5 4

1

⑧ ⑭ ⑩ ⑮ ⑬⑬

2 2 5 3 4

4 2

⑥ ⑬ ⑳ ⑪ ⑧⑩

④ 6 3 Cu
⑥6

④ 4 3 6 3

⑤ ⑫ ⑦ ⑪ ⑦6

2

⑤ ⑩ 6 ⑨ ⑧⑧

3 6 3 7 5 3

④ ⑧ 5 7 ⑥6

3 2 3

④ 6 6 7 ⑧4

⑥ ⑪ ⑦ ⑨ ⑯⑨

⑦ ⑩ ⑨ ⑩ ⑨7

1

3 2

3 2

1

2

3 2 2

2 3 3 3 3

⑦ ⑨ 6 3 ⑥4

1

3 1 2 1 2 3

1

右
の
表
で
○
印
の
つ
い
て
い
る
も
の
が
全
十
二
巻
の
う
ち
十
巻
以
上
に
認
め
ら
れ
る
「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
「
け
。
」
「
（
ら
）
れ
け
。
」

「
た
。
」
「
な
。
」
「
ず
」
は
、
正
に
覚
一
本
平
家
物
語
の
文
末
の
基
調
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
○
印
の
つ
い
た

巻
が
半
数
に
近
い
五
巻
以
上
に
認
め
ら
れ
る
「
き
」
「
た
り
け
。
」
「
ぬ
」
「
。
」
「
（
ら
）
る
」
等
が
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。
用
例
は
多
く

持
ち
な
が
ら
、
し
か
し
、
全
章
段
に
亙
っ
て
の
使
用
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
文
末
が
、
章
段
の
間
の
文
末
表
現
の
相
違
の
鍵
を
握
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
更
に
は
「
用
言
・
連
体
形
終
止
」
「
用
言
・
巳
然
形
終
止
」
「
て
（
ん
）
げ
。
」
「
（
ら
）
れ
た
り
」
、
「
ざ
。

け
。
」
「
べ
し
」
「
け
む
」
「
ご
と
し
」
「
助
詞
・
と
か
や
」
等
が
用
例
数
を
小
さ
く
し
な
が
ら
全
巻
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
l
a
で
見
た
三

章
段
の
文
末
表
現
の
特
徴
は
、
右
に
い
う
○
印
が
五
巻
以
上
に
認
め
ら
れ
る
表
現
の
多
寡
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

逆
に
、
第
四
表
に
見
ら
れ
た
「
（
ら
）
れ
た
。
け
。
」
「
り
け
り
」
「
む
」
「
な
ら
む
」
「
ま
ほ
し
」
等
は
三
巻
以
上
に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、

覚
一
本
の
表
現
に
は
用
い
ら
れ
に
く
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
助
詞
の
文
末
も
「
ぞ
か
し
」
「
と
か
や
」
等
を
除
い
て
少
な
い
。

（。0）

次
に
、
第
六
表
に
倣
っ
て
延
慶
本
の
全
巻
の
使
用
状
況
を
見
る
と
第
七
表
の
如
く
な
る
。
十
巻
以
上
に
○
印
が
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
延

慶
本
の
場
合
「
用
言
・
終
止
形
終
止
」
「
け
。
」
「
（
ら
）
れ
け
。
」
「
た
り
け
。
」
「
に
け
り
」
「
た
り
」
「
ぬ
」
「
り
」
「
な
り
」
「
ず
」
で
あ
る
。

ま
た
、
○
印
の
つ
い
た
巻
が
五
巻
以
上
に
認
め
ら
れ
る
も
の
は
「
き
」
「
ぎ
。
け
り
」
「
（
ら
）
れ
に
け
り
」
「
（
ら
）
る
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

「
き
」
は
ほ
と
ん
ど
前
者
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
延
慶
本
に
お
い
て
文
末
表
現
の
基
調
を
な
し
て
い
る
も
の
は
覚
一
本
の
約
二
倍
に
も
な
る
。

覚
京
で
文
末
表
現
の
相
違
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
「
き
」
「
た
。
け
り
」
「
ぬ
」
「
り
」
と
い
う
過
去
、
完
了
の
助
動
詞
は
全
章

平
家
物
語
の
文
末
表
現
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巻
十

二

巷
十

＿

巷
十

巻
九

巷

八

巻

七

巻

六
巻
五

巻
四

巻
三

巷

二

巷

＿ 本慶延

⑧ ⑭ ⑬ ⑮ ⑩ ⑯ ⑩ ⑳ ⑩ ⑯ ⑰ ⑭ 止終形止終
用

－＿＿

④ ⑧ 5 ⑧ 2 5 3 4 3 4 ⑧ 2 止終形体連

⑤ ごり 5 6 5 ご
り

⑧ 4 ご
U

⑧ ⑧ 5 止終形然巳 己
等

1 1 1 々云

④ l－
J

⑦ 6 ⑦ ‾・° ⑩ ⑥ ⑩ ⑭ ⑧ 畑 1き

助

動

詞

1 1 きhHノ
た

1 4きに

3 きれら

⑧ ⑭ ⑫ ⑮ ⑪ ⑯ ⑪ ⑫ ⑬ ⑬ ⑮ ⑳ n
ノ

＋
ノ

3 2 1 hソ寸
ノ

せさ

④ 5 ⑧ ⑦ 6 ⑦ ⑧ ごり 6 5 3 n
ノ

寸
ノ

n
ノ

ざ

④ 3 2 2 3 4 n
Hノ

’7
ノ

hソな

⑥ ⑨ ⑩ ⑩ ⑥ 7 ⑧ ⑨ ⑨ ⑫ ⑭ ⑩ hHノ
ヰ
ノ

れら

⑤ ⑨ 5 ⑬ ⑨ ⑪ ⑥ ⑦ ⑧ 6 ⑨ ⑧ n
ソ

ヰ
ノ

n
Hノ

た

3 3 4 3 1 3 2 2 n
H
ノ

十
ノ

n
ソ

たれら

3 5 4 ⑬ 3 4 ⑦ 3 3 4 n
ノ

げのて

⑥ ⑬ ⑧ ⑬ ⑩ ⑯ ⑬ ⑨ ⑧ ⑬ ⑬ ⑫りヰ
ノ

田

2 ⑦ 3 ⑨ 4 2 ⑦ ⑦ 5 ⑨ 4 4 nソ↓ノ振れら

1 n
ノ

十
ノ

nソ
⑤ ⑪ ⑱ ⑮ ⑦ ⑩ ⑧ ⑧ ⑨ ⑬ ⑩ ⑦ h

ソ
た

2 4 3 ⑧ 2 3 2 3 6 5 4 n
リノ

たれら

1 2 1 1 3つ

⑥ ⑨ 6 ⑨ ⑥ ⑧ ⑧ ⑥ ⑨ 7 ⑧ ⑦ぬ

5 2 3 3 1 3 3 2 ぬれら

⑦ ⑦ ⑦ ⑨ ⑥ ⑩ ⑦ ⑦ ⑦ ⑩ ⑪ ⑨ n
ノ

⑥ ⑩ ⑨ ⑱ ⑧ ⑫ ⑩ ⑬ ⑩ ⑭ ⑬ ⑭ n
H
ノ

な

⑥ ⑱ ⑨ ⑩ ⑥ ⑧ ⑨ ⑨ ⑫ ⑫ ⑬ ⑩ず

1 1 ずらカベ

1 2 1 3 3 ずれら

2 3 3 1 5 2 3しペ

1 1 しベるな

1 1む

2 2 1 2 2 3 1むヰノ
2 1 n

ソ
め

2 1 1 むら

2 3 3 3 3 1 3 2 5 2 5Lとご

⑤ ⑨ ⑧ 4 ⑥ ⑧ ⑥ ⑥ 3 7 ⑨ 6るら

すさ

2 3 1なカ

動

詞

1 3 2 2 2 Ltかぞ

2 3 3 4 t4
＿

4 3 4 5やカと

2 2 3 3 5 2 3や

1 やを

段
的
に
用
い
ら
れ
、
文
末
表
現
の
基
調
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
b
で
見
ら
れ
た
、
章
段
内
容
の
違
い
に
文
末
表
現
が
さ
ほ
ど

左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
特
徴
は
全
巻
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
覚
一
本
と
延
慶
本
と
の
文
末
表
現
の
相
違
が
最
も

顕
著
に
見
ら
れ
る
。
更
に
、
覚
一
本
に
お
い
て
は
用
例
の
少
な
か
っ
た
「
（
ら
）
れ
に
け
り
」
、
ま
た
「
（
ら
）
れ
た
り
け
り
」
が
相
当
数
の
用

例
を
持
つ
こ
と
、
助
詞
の
文
末
表
現
が
種
類
、
用
例
数
と
も
に
多
い
こ
と
も
相
違
の
目
立
つ
所
で
あ
る
。
表
示
は
し
て
い
な
い
が
三
巻
に
用

例
の
あ
る
も
の
は
「
体
言
止
め
」
「
会
話
止
め
」
「
（
ら
）
れ
ぎ
り
け
り
」
「
つ
べ
し
」
「
ざ
る
べ
し
」
「
け
る
な
り
」
「
な
り
け
む
」
「
こ
そ
」
「
ぞ



や
」
が
あ
る
。
三
巻
以
上
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
末
表
現
の
種
類
は
延
慶
本
が
十
五
種
も
多
く
、
部
分
的
に
触
れ
て
き
た
文
末
表
現
の
多
彩

さ
は
使
用
量
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
用
例
数
の
少
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
巻
一
に
見
ら
れ
た
「
な
り
き
」
「
け
る
な
り
」
「
れ
け
む
」

を
始
め
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
「
る
な
り
」
「
な
ら
ず
」
「
ざ
ら
む
」
「
ま
し
」
等
は
覚
一
本
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

推
量
の
助
動
詞
は
南
本
と
も
に
用
例
が
少
な
い
。
ま
た
、
覚
一
本
の
方
に
例
の
多
い
表
現
は
少
な
い
が
、
そ
の
中
で
延
慶
本
よ
り
多
い
用

例
を
持
っ
て
い
る
「
体
言
止
め
」
「
会
話
止
め
」
は
注
目
さ
れ
る
。
延
慶
本
に
見
ら
れ
る
助
動
詞
の
文
末
表
現
の
多
彩
さ
の
逆
の
傾
向
の
事
象

と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

覚
「
不
と
延
慶
本
と
の
文
末
表
現
の
相
違
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
＝
草
段
内
の
文
末
表
現
は
覚
一
本
が
統
一
的

で
延
慶
本
が
多
彩
で
あ
ろ
う
と
し
た
当
初
の
予
測
は
、
全
体
に
つ
い
て
よ
り
明
確
に
把
握
で
き
た
。
そ
の
相
違
を
生
む
理
由
は
、
二
言
で
言

え
ば
、
個
別
の
章
段
を
例
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
の
、
語
り
本
が
集
約
的
効
果
を
、
読
み
本
が
襲
の
細
か
な
表
現
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
図
す
る
所

に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
に
お
い
て
も
触
れ
た
覚
一
本
の
武
装
描
写
に
見
ら
れ
る
形
式
化
と
そ
の
利
用
は
、
少
な
い
表
現
形
式
に
よ

っ
て
効
率
的
な
効
果
を
挙
げ
て
い
る
好
例
で
あ
る
。
こ
の
文
末
の
表
現
も
一
々
の
文
に
特
性
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
段
落
、
章
段
と
い
っ
た

文
章
の
単
位
で
見
て
初
め
て
現
れ
る
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
意
図
、
効
果
は
武
装
描
写
等
の
そ
れ
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
語
り
本
と
い
う
制
約
下
に
お
い
て
、
最
も
効
果
の
あ
る
表
現
を
模
索
し
て
到
達
し
た
覚
一
本
の
成
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
読

み
本
の
延
慶
本
が
読
ま
れ
る
文
章
の
様
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
覚
〓
今
は
語
ら
れ
る
文
章
の
様
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
要

求
す
る
。

会
話
の
用
い
か
た
、
文
の
長
さ
、
係
り
結
び
の
配
置
等
覚
一
本
、
あ
る
い
は
延
慶
本
の
文
章
の
特
徴
は
す
ぐ
に
脳
裏
に
浮
か
ぶ
も
の
を
始

め
と
し
て
多
種
の
も
の
が
あ
ろ
う
。
文
末
表
現
も
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

平
家
物
語
の
文
末
表
現



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

注
（
1
）
　
山
田
孝
雄
『
平
家
物
語
の
語
法
』
　
（
大
三
）

西
田
直
敏
『
平
家
物
語
の
文
体
論
的
研
究
』
　
（
昭
五
三
・
一
一
明
治
書
院
）

（
2
）
　
山
下
宏
明
『
平
家
物
語
の
生
成
』
五
3
「
軍
記
物
語
の
様
式
性
と
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
」
　
（
昭
五
九
・
一
明
治
書
院
）

（
3
）
　
覚
一
本
の
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』
　
（
上
・
下
）
　
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

（
4
）
　
「
太
平
記
の
文
法
」
　
（
『
国
文
法
講
座
』
5
　
昭
六
二
二
ハ
　
明
治
書
院
）

（
5
）
　
延
慶
本
の
本
文
は
吉
沢
義
則
校
註
『
応
永
書
写
延
慶
本
平
家
物
語
』
を
参
考
に
し
、
複
製
本
で
確
認
す
る
。
以
下
同
じ
。
「
祇
王
」
に
は
「
義
王

義
女
之
事
」
、
「
威
陽
宮
」
　
に
は
「
燕
丹
之
亡
シ
事
」
、
「
一
二
之
懸
」
　
に
は
「
源
氏
三
草
山
井
一
谷
迫
落
事
」
　
の
一
部
を
対
応
さ
せ
た
。

（
6
）
　
第
四
表
の
覚
一
本
の
章
段
に
対
応
さ
せ
た
延
慶
本
の
章
段
は
、
吉
沢
義
則
校
註
『
応
永
書
写
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
付
表
に
従
っ
た
も
の
で
次
の

通
り
で
あ
る
。
尚
、
両
本
で
の
対
応
の
様
子
に
よ
っ
て
一
方
は
複
数
章
段
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
対
応
し
な
い
部
分
は
対
象
外
と
し
た
。
巻

二
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

（
7
）
一
回
の
調
査
に
よ
る
。
但
し
、
一
で
用
い
た
三
章
段
は
除
く
。
延
慶
本
も
同
じ
。
表
示
は
三
巻
以
上
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
。
他
に
は
、

次
の
も
の
が
あ
る
。
て
き
、
さ
せ
た
り
け
り
、
ら
れ
た
り
け
り
、
り
け
り
、
つ
べ
し
、
む
、
ざ
ら
む
、
ら
む
、
か
な
、
こ
そ
、
ぞ
、
ぞ
や
、
を
や
、

（
以
上
二
巻
）
　
云
々
、
た
り
き
、
ら
れ
き
、
ら
れ
ざ
り
け
り
、
さ
せ
た
り
け
り
、
に
た
り
、
ご
と
く
な
り
、
ま
じ
か
ん
な
り
、
る
な
り
、
さ
せ
ず
、

な
ら
ず
、
ら
る
べ
し
、
な
ら
む
、
む
ず
ら
む
、
ぬ
ら
む
、
た
り
け
む
、
に
け
む
、
ら
れ
た
り
け
む
、
ま
し
、
ざ
ら
ま
し
、
ま
ほ
し
、
さ
す
、
し
む
、

と
、
な
、
や
は
、
（
以
上
一
巻
）

（
8
）
一
回
の
調
査
に
よ
る
。
二
巻
以
下
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
り
き
、
ら
れ
に
き
、
り
き
、
さ
せ
た
り
、
ご

と
く
な
り
、
ぬ
べ
し
、
ぬ
ら
む
、
さ
せ
ら
る
、
か
、
と
、
や
は
、
よ
、
（
以
上
二
巻
）
　
ざ
り
き
、
ご
と
く
な
り
け
り
、
さ
せ
ら
れ
た
り
け
り
、
べ

か
り
け
り
、
ざ
り
つ
、
た
り
け
る
な
り
、
ら
れ
た
り
け
る
な
り
、
る
な
り
、
な
り
（
伝
聞
）
、
な
ら
ず
、
ら
れ
む
ず
、
れ
け
む
、
ざ
ら
む
、
な
む
、

な
る
ら
む
、
け
る
ら
む
、
じ
、
ま
し
、
し
む
、
ぞ
、
（
以
上
一
巻
）



内
裏
炎
上

御
輿
振

原
立

俊
寛
沙
汰
鵜
川
軍

鹿
谷

殿
下
乗
合

東
宮
立

清
水
寺
炎
上

額
打
論

二
代
后

吾
身
栄
花

鮭

・
禿
髪

殿
上
闇
打

祇
園
精
舎

覚

一

本

法 山 両日 五 成 近 建
春
門

山 新 主 清 清
盛
繁
盛
事

忠 平
家

延

慶

本

、王 高 門
大

琵 上
寺 衆 可 大 即KHuッ

之 崩 上 子 昇 先

殿 徒 被 納 1＼ノ 人 院 衆 御
之
事
、

皇 息 殿 祖

へ 内 罪 言 幡 々 ノ 清 御 官
、

之 之
‾丁′り1 裏 科 β士ァ 賀 平 皇

子
水 中 途

、
事 事

幸
、

へ 之 綱 茂
＿

家 寺
延
暦
寺

不
ノ

成
付
闇
打

成
事
、

神
輿
表

由
人

之
事
、

‾僧
ヲ
嫉

春
宮
⊥

へ
寄
〆

快
之
事

付

事
、
1、

時
振
奉

々
被
申
事
、

師
昔

籠
事
、

妬
事
、

近
事
、

ア
焼
事

、興
ノ
人
ノ

事

忠
卿

事
、

同
盟 主 平 春

興
福

ヽ
＿ 娘 付

山 葛 ハ宇 上 家 宮 寺 ‾代 達 忠
日」P 雲

事
付
山
王
効
験
之
事

付
神
輿
祇
園

へ
入
給
事

以
平
泉

治
河
法

御
＿

殿
下
＿

践
詐
之
事

額
⊥

ノ
后
ニ

之
事

盛
死
去
事

へ
立
上
卿
事

付
師
高
等
被
罪
科
事
、
京
中
多
焼
失
事

冗
服
之
事

止
弘＿Z寺

被
付
山
門
事
後

二
条
関
白
殿
減
給
事

7
師
事
引
出
事

‾恥
見
奉
事

調
事 立

給
事

〔
付
記
〕
本
稿
の
主
旨
は
昭
和
六
十
三
年
度
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
（
昭
和
六
十
三
年
八
月
十
二
日
於
広
島
大
学
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
稿
後
、
小
林
芳
規
先
生
、
沼
本
克
明
氏
の
御
教
示
を
戴
い
て
補
訂
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

平
家
物
語
の
文
末
表
現




