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に
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か
し
」

三
、
「
か
し
」

四
、
「
か
な
」

む
す
び

「
か
し
」
　
の
意
義
分
類

と
　
「
か
な
」
と
の
比
較

の
意
義
・
用
法
の
考
察

の
考
察
　
（
補
足
と
し
て
）

は
じ
め
に

（1）

中
世
の
片
仮
名
文
は
、
和
文
体
と
漢
文
訓
読
文
体
と
が
混
清
し
た
文
体
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
所
謂
「
和
漢
混
清
文
」
（
本
稿
で
は
広
義
の

和
漢
混
清
文
を
指
す
。
以
下
同
様
）
で
あ
り
、
語
彙
の
面
か
ら
は
、
和
文
特
有
語
と
漢
文
訓
読
文
特
有
語
と
が
混
清
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
和

文
語
と
漢
文
訓
読
文
語
と
の
位
相
に
つ
い
て
は
、
語
形
を
異
に
し
た
対
立
関
係
（
類
義
語
の
二
形
対
立
）
を
有
す
る
語
彙
上
の
対
比
で
み
る
こ
と

が
で
き
る
一
方
で
、
語
形
は
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
用
法
に
和
文
的
で
あ
る
場
合
と
漢
文
訓
読
文
的
で
あ
る
場
合
と
の
差
異
を
認
め
、

，
，
，
　
　
　
　
　
（
2
）

語
法
上
の
対
立
関
係
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
後
者
、
す
な
わ
ち
語
法
上
の
対
立
関
係
か
ら
和
漢
混
清
文
を
な
が
め
、

和
文
（
特
有
）
語
が
和
漢
混
清
文
に
受
容
さ
れ
る
状
況
と
、
ま
た
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
片
仮
名
文
を
含
む
和
漢
混
清
文
の
一
怪



格
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
尚
、
本
稿
で
は
後
述
す
る
内
容
－
終
助
詞
を
対
象
と
す
る
－
の
性
質
上
、
片
仮
名
文
だ
け
を
対
象
に
す

る
に
は
用
例
が
極
め
て
少
数
で
あ
る
た
め
、
平
仮
名
文
を
も
含
め
た
和
漢
混
清
文
を
対
象
と
し
た
。

漢
文
訓
読
文
の
三
の
特
徴
と
し
て
、
助
詞
が
和
文
に
比
べ
て
豊
か
で
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
で
も
終
助
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
の

大
部
分
が
訓
点
資
料
に
は
用
例
が
見
え
な
い
和
文
特
有
語
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
禁
止
の
「
な
」
、
願
望
の
「
ぼ
や
・
な

む
・
が
な
」
、
詠
嘆
或
は
強
意
の
「
な
・
か
し
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
訓
点
資
料
に
お
い
て
は
、
禁
止
の
表
現
は
「
ナ
カ
レ
・
ザ

レ
・
マ
ナ
」
な
ど
で
表
わ
し
、
願
望
の
表
現
は
「
ネ
ガ
バ
ク
ハ
・
コ
フ
」
な
ど
の
用
言
で
表
わ
し
、
詠
嘆
や
強
意
の
表
現
は
「
カ
ナ
」
な
ど

（3）

だ
け
で
済
ま
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
和
文
資
料
に
は
多
く
見
ら
れ
る
終
助
詞
が
、
片
仮
名
文
資
料
に
お
い
て
は
ど
の

よ
う
な
使
用
状
況
で
あ
る
か
を
調
べ
る
と
、
次
の
用
例
数
が
拾
え
る
。

法
華
百
座
間
書
抄
⑪
が
な
（
1
）

三
教
指
帰
注
晶
な
（
1
）
・
ぼ
や
（
2
）

御
物
本
宝
物
集
⑪
な
（
1
）
・
ぼ
や
（
1
）
・
も
が
な
（
1
）
・
か
も
（
1
）
・
か
し
（
望

草
案
集
也
ぼ
や
（
5
）
・
か
し
（
2
）

明
恵
上
人
夢
記
⑪
ぼ
や
（
5
）

却
療
忘
記
や
な
（
2
）
・
ぼ
や
（
1
）

光
言
句
義
釈
聴
集
記
＆
な
（
1
）
・
ぼ
や
（
3
）
・
か
し
（
1
）

明
恵
上
人
行
状
（
仮
名
）
⑪
ぼ
や
（
1
）
・
か
し
（
2
）

栂
尾
明
恵
上
人
伝
⑪
ぼ
や
（
2
）
・
も
が
な
（
1
）
・
か
し
（
4
）

明
恵
上
人
伝
記
断
簡
⑪
ぼ
や
（
1
）
・
か
し
（
1
）

以
上
の
よ
う
に
、
和
文
特
有
語
と
言
わ
れ
る
終
助
詞
も
、
片
仮
名
文
に
は
量
的
に
は
少
な
い
な
が
ら
も
そ
の
用
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
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ま
た
、
和
文
と
漢
文
訓
読
文
と
の
両
方
に
み
ら
れ
る
終
助
詞
「
か
な
」
は
、
片
仮
名
文
に
は
少
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
（
表
I
参
照
）
。

斯
る
状
況
を
み
る
と
き
、
文
体
の
性
質
上
漢
文
訓
読
文
と
和
文
と
の
両
者
の
性
質
を
併
せ
持
つ
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
、
そ
こ
で
用
い
ら

れ
る
和
文
特
有
の
終
助
詞
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
終
助
詞
が
、
語
形
上
は
和
文
と
同
一

で
あ
る
場
合
、
そ
の
意
味
・
用
法
も
和
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
場
合
と
全
く
同
一
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
そ
こ
に
差
異
が
認
め
ら

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
和
漢
混
清
文
が
和
文
（
特
有
）
語
を
受
容
す
る
際
の
、
延
い
て
は
和
漢
混
清
文
と
い
う
文
章
様
式
そ
の
も
の
の
一
性

格
と
し
て
特
徴
付
け
る
価
値
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

片
仮
名
文
に
も
み
ら
れ
る
和
文
特
有
の
終
助
詞
が
い
く
つ
か
あ
る
の
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
か
し
」
を
中
心
に
し
て
検

討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
に
も
述
べ
る
が
、
和
文
と
漢
文
訓
読
文
と
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
「
か
な
」
と
、
意
味
・
用

法
上
重
複
す
る
部
分
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
終
助
詞
「
か
し
」
の
意
義
分
類

（4）

ま
ず
終
助
詞
「
か
し
」
に
つ
い
て
の
先
学
の
論
考
を
参
考
に
し
て
、
そ
の
解
説
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
た
い
。
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〔
語
源
〕
に
つ
い
て
は
、
感
動
（
或
は
森
重
民
は
希
望
）
を
表
わ
す
「
か
」
と
強
調
指
示
「
し
」
と
の
複
合
と
言
わ
れ
て
い
る
。
〔
発
生
〕
は
平

安
時
代
以
降
で
あ
り
、
主
と
し
て
散
文
に
使
わ
れ
た
口
頭
語
的
な
も
の
で
、
中
世
に
入
る
と
用
法
は
狭
ま
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
〔
意
味
・

（5）

用
法
〕
　
に
つ
い
て
は
お
お
よ
そ
次
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。

一
、
念
押
し
・
強
調
の
意
を
表
わ
す

二
、
勧
誘
・
希
望
・
命
令
・
禁
止
の
意
を
表
わ
す

三
、
感
動
（
詠
嘆
）
の
意
を
表
わ
す

先
学
の
指
摘
に
よ
る
と
、
「
か
し
」
の
発
生
・
変
遷
か
ら
み
て
、
そ
の
消
長
の
期
間
は
比
較
的
短
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
斯
る
語
が
、
正



に
そ
の
消
長
の
期
間
と
重
な
る
和
漢
混
清
文
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
「
か
し
」
と
和
漢
混
清
文
の
性
格
を
知
る

上
で
重
要
な
こ
と
か
と
思
う
。
ま
た
、
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
は
「
三
、
感
動
（
詠
嘆
）
の
意
を
表
わ
す
」
用
法
が
、
和
文
に
も
漢
文
訓
読
文
に

も
用
い
ら
れ
て
専
ら
詠
嘆
の
意
を
表
わ
す
終
助
詞
「
か
な
」
と
重
複
す
る
可
能
性
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
「
か
し
」
と
「
か
な
」
と
の

間
に
意
義
分
担
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
意
義
分
担
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
漢
文
訓
読
文
で
は
「
か
し
」
は
用
い
ず
「
か

な
」
な
ど
だ
け
で
済
ま
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
「
か
し
」
の
性
格
を
明
確
に
す
る
為
に
有
効
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
特
に
、
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
「
か
し
」
の
特
性
を
考
え
る
に
は
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

先
述
の
和
文
（
特
有
）
語
の
受
容
や
文
章
様
式
の
性
格
の
一
端
も
知
り
得
る
も
の
と
思
う
。

そ
こ
で
、
「
か
し
」
の
特
性
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
「
か
な
」
と
の
比
較
に
お
い
て
「
か
し
」
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
「
か
し
」
と
「
か
な
」
と
の
比
較

和
文
特
有
語
「
か
し
」
の
有
す
る
意
味
・
用
法
や
機
能
の
総
て
が
顕
現
す
る
の
は
和
文
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
和
文
資
料
を
も
調
査
対
象
に
入
れ
て
検
討
す
る
。
考
察
の
便
宜
上
対
象
と
し
た
資
料
を
次
の
よ
う
に
A
・
B
・
C
の
三
群
に
分
け
て
示
す
。

A
片
仮
名
文
資
料

B
 
A
以
外
の
和
漢
混
清
文
資
軋
和
漢
混
清
文

C
　
和
文
資
料

（6）

ま
ず
、
「
か
し
」
と
「
か
な
」
の
直
上
に
接
続
す
る
語
を
品
詞
別
に
分
類
し
、
そ
の
用
例
数
を
表
I
と
し
て
示
す
。
「
か
な
」
に
つ
い
て
み

る
と
、
そ
の
用
例
の
分
布
は
A
・
B
・
C
い
づ
れ
も
ほ
ぼ
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
用
例
数
に
注
目
し
て
み
る
と
、
そ
の
割

合
が
A
と
B
・
C
と
で
は
特
徴
的
に
異
な
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
即
ち
、
A
群
の
片
仮
名
文
で
は
、
B
・
C
に
比
べ
、
形
容
詞
と
形
容
動

詞
に
直
接
付
く
用
例
数
が
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
形
容
詞
の
場
合
「
か
な
し
・
は
づ
か
し
・
を
し
．
う
ら

和
漢
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一
四
〇

A 資

料保

元
計

明
恵
上

ノ

高

栂

尾

明

明
恵
上
人

明
恵
上
人
㌣

光
言
句
丑

三

宝

却

療

明

恵

上

革

御
物
本

宝

三

教

法

華

百
打

物

語

＼
伝
記
断
簡

弁

記

恵

上
人

伝

神
現
伝
記

汀
状

〈仮
名
）

釈
聴
集
記

絵

詞

忘

記

バ
人

夢

記

案

集
物

集

指

帰

注

座

間

書

抄

聞

集 上
接
譜

体

言

カ

し

8 4 1 2

．

瀬
川

動

詞

形

容

詞

形
容
動
詞

2 1 1 助

動

詞

71 71 1 3 2 11 助

詞

副

司言

感

動

詞

嬰

14
）

52 3
（1
－

1 2 1 1 7
〈2
）

1
〈1
）

2
〈2
）
．

6
（5
）

擬
似

体

言

カ

な

3 7 5 1 動

詞

5 93 3 7 3 01 31 2 形

容

詞

7 5 2 形
容
動
詞

9
3 3 1 1 助

動

詞

助

詞



C B

計

更

級

日

記

浜

松

中

納

言

物

語

源

氏

物

語

和

泉

式

部

日

記

蝉

輪

日

記

落

窪

物

語

大

和

物

語

伊

勢

物

語

土

左

日

記

竹

取

物

語

計

歎

異

抄

十

訓

抄

宇

治

拾

遺

物

語

古

本

説

話

集

中
世
古
写
本

宝

物

集

平

治

物

語

1 1

96 1
（l
〉

1 0
｛1
）

1 8
（4
〉

7
｛1
）

1 1
（1
｝

18
（3
）

2 1 1 83 7
（3
）

21 7 3

31 2 2 5 2 2

4 1 3

632 01 66 77 61 93 02 4 1 2 63 8 51 8 3

501 5 34 12 4 6 22 2 1 66 3 9 51 4 5 3

8 3 4

2 1 1

102 8
〈
1
）

輿

10
）

79
〈空

1 1
－6
）

1 8
（9
）

37
（24
）

4
（1
）

4 2
（1
）

2
〈2
〉

312 γ1
＝
－

輿

望

1 嬰

7
）

41 契

5
）

431 7 71
0

5 1 9 71 21 t4 2 5 42 7 4 4 6

9
1 3 1 1 2 1 51 1 8 1

1 4 1 3

751 4
．

62 83 61 51 72 3 01 5 3 33 1 8 9 41

41 6 7

※
川
　
〓
内
は
、
命
令
形
以
外
の
活
用
形
に
接
続
し
た
例
　
晶
　
〓
内
は
、
形
式
名
詞
に
接
続
し
た
例

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
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二

め
し
・
あ
ぢ
き
な
し
・
う
れ
し
・
か
た
じ
け
な
し
・
く
る
し
・
な
げ
か
し
・
な
つ
か
し
・
は
し
た
な
し
」
と
い
っ
た
情
意
性
形
容
詞
が
二
六

例
、
「
よ
し
・
つ
た
な
し
・
た
ふ
と
し
・
あ
や
し
・
た
の
も
し
」
と
い
っ
た
情
態
性
形
容
詞
が
一
三
例
で
あ
り
、
形
容
動
詞
の
場
合
も
、
情
意

性
の
「
あ
は
れ
な
り
・
さ
い
は
ひ
な
り
」
が
五
例
、
情
態
性
の
「
ま
こ
と
な
り
・
た
へ
な
り
」
が
二
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
A
群
の
片
仮
名

文
に
お
け
る
「
か
な
」
は
、
直
上
の
品
詞
だ
け
か
ら
み
て
も
、
情
意
的
内
容
を
表
現
す
る
際
の
感
動
を
表
出
す
る
為
に
用
い
ら
れ
る
終
助
詞

で
あ
る
こ
と
が
、
B
・
C
以
上
に
明
瞭
に
そ
の
特
徴
と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
か
し
」
　
の
方
を
み
る
と
、
B
群
よ
り
も
漢
文
訓
読
文
に
よ
り
近
い
性
格
を
持
つ
A
群
の
片
仮
名
文
に
お
い
て
は
、
「
か
な
」
に
比

（7）

べ
て
「
か
し
」
の
用
例
が
極
端
に
少
な
い
。
こ
れ
は
「
か
し
」
が
和
文
特
有
語
で
あ
る
こ
と
の
端
的
な
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
C
群
の

和
文
の
場
合
に
比
べ
て
、
A
・
B
群
の
和
漢
混
清
文
の
場
合
は
直
上
の
品
詞
に
偏
り
が
あ
り
、
動
詞
・
助
動
詞
・
助
詞
の
三
種
類
に
し
か
接

続
し
て
い
な
い
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
こ
れ
は
　
「
か
し
」
　
の
接
続
の
面
か
ら
は
、
和
文
に
お
い
て
は
多
種
類
の
品
詞
に
亘
っ
て
接
続
し
て
い

る
の
に
対
す
る
、
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
「
か
し
」
　
の
或
る
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
副
詞
「
さ
」
　
と
感
動
詞
「
い
ざ
」
　
に
付
く
例
は

和
漢
混
清
文
で
は
皆
無
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
和
文
に
お
け
る
「
か
し
」
　
の
特
徴
的
用
法
と
い
え
る
。

次
に
、
「
か
し
」
に
も
「
か
な
」
に
も
、
ま
た
C
群
の
和
文
に
も
B
群
の
漢
文
訓
読
文
に
も
共
通
し
て
多
く
の
用
例
が
拾
え
る
の
は
助
動
詞

に
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
助
動
詞
に
注
目
し
て
「
か
し
」
と
「
か
な
」
　
の
そ
れ
ぐ
の
特
性
を
確
認
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

「
か
し
」
と
「
か
な
」
が
接
続
す
る
助
動
詞
の
分
類
に
よ
る
用
例
数
を
示
し
た
も
の
が
表
H
で
あ
る
。
表
H
に
お
い
て
は
、
「
か
し
」
　
の
中

で
助
詞
「
ぞ
」
を
伴
う
「
ぞ
か
し
」
と
、
「
か
な
」
の
中
で
形
式
名
詞
「
も
の
」
を
伴
う
「
も
の
か
な
」
な
ど
は
、
そ
の
熟
合
の
度
合
が
極
め

て
強
く
、
一
語
に
準
ず
る
性
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
斯
る
場
合
は
助
詞
や
形
式
名
詞
の
更
に
上
の
語
を
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る

と
判
断
し
た
。
従
っ
て
、
表
I
で
示
し
た
助
動
詞
接
続
の
用
例
数
よ
り
も
表
H
の
用
例
数
の
方
は
増
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
表
H
に
よ

る
と
、
「
か
な
」
は
A
・
B
・
C
を
通
じ
て
、
「
む
・
ら
む
・
け
む
・
じ
・
ま
じ
」
な
ど
の
推
量
の
助
動
詞
に
接
続
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が

看
取
さ
れ
る
。
不
確
実
な
内
容
を
伴
っ
た
表
現
に
「
か
な
」
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
か
な
」
が
正
に
詠
嘆
面
だ
け
を



担
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
と
思
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
詠
嘆
」
と
は
、
確
実
な
事
や
現
在
既
に
確
定
し
て
動
か
せ
な
い
、
或

は
、
現
に
進
行
し
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
の
感
動
の
表
出
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
内
容
を
表
現
す
る
助
動
詞
「
き
・
け
り
・
つ
・
ぬ
・

た
り
・
り
」
の
よ
う
な
過
去
・
完
了
・
存
続
の
意
味
を
持
つ
も
の
は
承
け
て
も
、
先
の
不
確
実
な
内
容
を
表
現
す
る
助
動
詞
を
承
け
る
こ
と

が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
推
量
で
も
、
眼
前
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
主
観
性
の
強
い
推
量
で
あ
る
「
め
り
」
や
、
主
観
的
に
必

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

然
性
を
持
つ
と
推
量
す
る
「
べ
し
」
の
よ
う
な
助
動
詞
を
承
け
た
例
は
存
す
る
。
こ
れ
は
、
発
言
さ
れ
た
内
容
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

（8）

話
し
手
自
身
に
向
か
う
感
動
の
表
現
と
し
て
の
詠
嘆
の
用
法
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
言
い
換
え

れ
ば
、
「
か
な
」
が
単
な
る
強
意
を
表
現
す
る
用
法
で
は
な
い
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

一
方
、
「
か
し
」
の
方
は
、
C
群
の
和
文
で
は
総
て
の
助
動
詞
に
、
A
・
B
群
の
和
漢
混
清
文
で
も
四
種
類
の
助
動
詞
を
除
き
広
く
接
続
し

て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
四
種
類
の
助
動
詞
の
中
で
も
、
特
に
「
け
り
」
を
承
け
て
い
な
い
点
が
注
目
に
値
す
る
。
「
け
り
」
と
同

じ
く
過
去
の
助
動
詞
で
あ
る
「
き
」
に
は
和
文
と
同
じ
よ
う
に
決
し
て
少
な
く
な
い
用
例
数
が
あ
り
な
が
ら
、
「
け
り
」
を
承
け
る
例
は
和
漢

混
清
文
に
は
拾
え
な
い
の
で
あ
る
。
和
文
に
お
い
て
も
、
「
き
」
と
「
け
り
」
と
を
承
け
る
場
合
の
「
か
し
」
の
関
係
も
、
斯
る
特
徴
と
類
似

し
た
傾
向
（
「
き
」
一
六
例
に
対
し
て
「
け
り
」
四
例
）
が
看
取
で
き
る
。
こ
れ
は
「
け
り
」
が
、
「
き
」
の
よ
う
な
直
接
体
験
の
過
去
で
は

な
く
、
間
接
体
験
の
過
去
を
表
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
詠
嘆
的
な
意
味
あ
い
も
含
ま
れ
る
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
こ
と

は
「
か
な
」
に
お
け
る
「
き
」
と
「
け
り
」
と
の
関
係
が
「
か
し
」
に
お
け
る
そ
れ
と
は
対
照
的
に
逆
転
し
て
お
り
（
「
か
し
」
は
「
き
」
三

一
例
・
「
け
り
」
四
例
、
「
か
な
」
は
「
き
」
一
五
例
・
「
け
り
」
一
〇
六
例
）
、
A
・
B
・
C
を
通
じ
て
「
か
な
」
が
承
け
る
助
動
詞
の
中
で

圧
倒
的
に
多
い
の
が
「
け
り
」
（
二
七
四
例
中
の
一
〇
六
例
・
約
四
割
）
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
考
え
合
わ
せ
る
と
大
変
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
即
ち
、
「
か
し
」
と
「
か
な
」
と
の
表
現
機
能
・
性
格
の
差
異
が
上
接
助
動
詞
と
の
関
係
に
反
映
し
た
顕
著
な
事
象
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
「
か
な
」
は
一
般
に
（
和
文
に
お
い
て
も
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
も
）
、
詠
嘆
表
現
の
機
能
だ
け
を
担
う
こ
と
が
確

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
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C

総

計

計

更

級

目

氾

浜

松

中

納

訝

物

漕

源

氏

物

漕

和

泉

式

部

日

記

姉

妹

日

詑

落

環

物

語

大

和

物

語

8 6 8 8

77 66 5 3

‾U3 82 3 6 5

22 2

5 3 3

23 22

43

9．

2
圭

＝

3 ‾b

4 4

q
＿

9 3

2 2

02 8 つ
J

5 4

02 02

q
＿

2 42

6 4

92 72 3

4 4

5 4

6ハU 77 劉

43 6

02

0

2 0

32 0

3
だ
・

い

65

認
さ
れ
た
か
と
思
う
。
一
方
、
「
か
し
」
の
方
は
、
和
文
に
お
け
る
場
合
は
別
と
し
て
、
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
は
発
言
内
容
を
感
動
的
に
表

現
す
る
た
め
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
1
つ
ま
り
、
「
か
な
」
と
類
似
し
た
意
義
・
用
法
は
な
く
、
「
か
し
」
と
「
か
な
」
と
の
間
に
は
意

義
分
担
が
あ
っ
た
　
－
　
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
る
為
に
、
次
に
は
終
助
詞
「
か
し
」
が
い
か
な
る
意
味
・
内
容
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た

か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

三
、
「
か
し
」
の
意
義
・
用
法
の
考
察

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

終
助
詞
「
か
し
」
の
最
も
基
本
的
な
意
義
・
用
法
は
〝
発
言
内
容
を
強
調
す
る
〃
も
の
で
、
「
念
押
し
・
強
調
の
意
」
が
中
心
で
あ
る
。
そ

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

し
て
、
そ
の
強
調
さ
れ
る
発
言
内
容
が
、
相
手
に
銚
え
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
「
勧
誘
・
希
望
・
命
令
・
禁
止
の
意
」
と
な
り
、
話
し
手
自

身
に
向
か
っ
て
強
調
す
る
場
合
は
、
そ
の
中
に
「
感
動
（
詠
嘆
）
の
意
」
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
得
る
。
従
っ
て
、
そ
の
意
味
・
用
法
は
先

述
し
た
よ
う
に
三
種
類
に
分
類
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
意
味
・
用
法
の
弁
別
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
命
令
形
を
う
け
る
勧
誘
・
希
望
・
命
令
・
禁
止
や
、
単
な
る
強
調
で
濁
る

念
押
し
の
表
現
の
場
合
、
そ
の
文
意
（
表
現
内
容
）
の
区
別
は
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
客
観
的
に
も
弁
別
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
言
内
容
が

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五
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六

相
手
に
も
ち
か
け
ら
れ
る
「
念
押
し
の
表
現
」
（
感
動
的
な
推
量
）
と
、
発
言
内
容
が
話
し
手
自
身
に
向
か
っ
て
再
確
認
す
る
「
詠
嘆
の
表
現
」

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
感
動
的
な
断
定
）
と
は
、
弁
別
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
如
き
例
は
、
準
吉
内
容
が
話
し
手
自
身
に
向
か
う
も
の
で
あ

る
が
、
自
分
自
身
に
再
確
認
・
納
得
さ
せ
る
心
が
極
め
て
強
い
念
押
し
で
あ
っ
て
、
詠
嘆
と
は
考
え
難
い
。

○
京
の
子
の
日
の
こ
と
い
ひ
い
で
つ
ゝ
、
小
松
も
が
な
と
い
ヘ
ビ
海
な
か
な
れ
ば
か
た
し
可
U
。
〈
土
左
日
記
）

○
我
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
は
内
に
ぞ
お
は
し
ま
す
な
る
か
U
。
　
（
更
級
日
記
）

そ
れ
で
は
、
先
の
両
者
の
弁
別
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
両
者
を
弁
別
し
っ
～
　
「
か
し
」
　
の
意
義
・
用
法
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
論
者
の
主
観
的
解
釈
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
よ
り
客
観
的
に
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

そ
こ
で
試
み
に
、
そ
の
両
者
の
差
異
を
客
観
的
に
検
証
す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
「
か
し
」
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
自
立
語
」

に
注
目
し
、
そ
の
整
理
を
行
な
っ
て
み
た
。
こ
の
方
法
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
け
ば
、
ま
ず
、
強
調
さ
れ
る
べ
き
表
現
内
容
は
、

語
と
し
て
は
助
詞
・
助
動
詞
や
形
式
的
な
名
詞
・
形
式
的
な
動
詞
で
は
な
く
、
人
物
・
事
物
や
事
柄
、
ま
た
動
作
、
さ
ら
に
形
状
・
情
態
や

情
意
で
あ
る
の
で
、
自
立
語
を
対
象
に
し
て
整
理
す
る
こ
と
は
、
「
か
し
」
　
の
性
格
を
見
極
め
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
－
例
え
ば
、
先
の
用
例
で
、
「
か
し
」
の
発
言
内
容
が
話
し
手
自
身
に
向
か
う
も
の
で
あ
り
な
が
ら
感
動
的
表
現
（
詠
嘆
）
で
あ

り
得
な
い
の
は
、
「
か
し
」
　
の
承
け
る
内
容
が
「
か
た
し
」
「
お
は
し
ま
す
」
と
言
っ
た
情
意
性
の
な
い
語
で
あ
る
こ
と
に
依
る
所
も
大
き
い

と
考
え
る
の
で
－
「
か
し
」
の
承
け
る
内
容
を
示
す
語
が
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
が
形
状
・
情
態
・
動
作
性
を

有
す
る
も
の
（
非
情
意
性
の
も
の
）
か
、
或
は
情
意
性
を
有
す
る
も
の
か
で
分
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
情
意
性
を
有
す
る
自
立

語
を
承
け
る
「
か
し
」
が
感
動
（
詠
嘆
）
の
用
法
で
あ
る
と
仮
定
し
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ら
は
基
準
と
し
て
は
必
ず
し
も
完

全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
表
現
内
容
を
把
握
す
る
上
で
の
基
本
的
な
性
格
を
知
る
に
は
有
効
で
あ
り
、
表
現
意
図
を
把
握
す
る
上
で
も

（9）

大
き
な
船
齢
は
生
じ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
整
理
の
結
果
が
表
H
で
あ
る
。

名
詞
を
承
け
る
「
か
し
」
は
、
そ
の
多
く
が
、



○
い
か
で
か
く
と
だ
に
告
げ
奉
ら
ん
と
思
ふ
に
、
し
づ
心
な
く
て
「
さ
て
、
い
つ
か
」
と
い
へ
ば
「
今
宵
ぞ
か
し
」
と
い
ふ
。
（
落
窪
物

語
V

O
「
こ
ゝ
は
い
づ
く
と
か
申
候
」
と
間
へ
ば
「
な
ど
か
く
は
間
給
ぞ
。
肥
後
国
ぞ
叫
u
」
と
い
へ
ば
、
（
宇
治
拾
遺
物
語
）

の
如
く
に
、
応
答
の
文
に
お
い
て
の
強
調
表
現
で
用
い
ら
れ
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
、

○
ほ
ど
経
て
河
原
に
も
の
す
る
に
、
も
ろ
と
も
な
れ
ば
「
こ
れ
ぞ
か
の
宮
剖
u
」
な
ど
い
ひ
て
、
人
を
入
る
。
（
晴
蛤
日
記
）

の
如
き
単
な
る
強
調
表
現
で
用
い
ら
れ
る
。
し
か
も
斯
る
名
詞
は
単
独
で
（
連
体
詞
以
外
の
修
飾
語
を
伴
わ
ず
に
）
現
わ
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ

る
。
し
か
し
、
中
に
は
次
の
如
く
に
連
体
詞
以
外
の
連
体
修
飾
語
を
伴
う
例
が
あ
る
。

°

　

°

　

°

○
況
我
等
は
さ
す
が
に
清
和
天
皇
の
御
末
、
八
幡
殿
の
正
し
き
孫
ぞ
創
U
。
（
保
元
物
語
）

こ
の
例
で
は
、
「
正
し
き
」
こ
と
を
訴
え
、
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
「
か
し
」
に
よ
っ
て
意
味
上
強
調
さ
れ
る
も
の
は
寧
ろ
連
体
修
飾

の
語
や
句
の
方
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
後
に
も
触
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
A
・
B
群
の
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
は
、
こ
の
連
体
修
飾
語
（
句
）

は
、
形
状
・
情
態
性
の
も
の
ば
か
り
で
、
彗
一
口
内
容
が
相
手
に
向
か
う
強
調
表
現
で
あ
っ
て
、
感
動
的
表
現
と
判
断
さ
れ
る
も
の
は
な
い
。

動
詞
を
承
け
る
場
合
、
そ
の
動
詞
は
表
I
で
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
殆
ど
が
動
作
性
動
詞
の
命
令
形
（
全
〓
一
例
中
命
令
形
九
七
例
、
8
7

％
）
で
あ
る
。
従
っ
て
、
発
言
内
容
は
相
手
に
向
か
う
勧
誘
・
希
望
・
命
令
・
禁
止
か
念
押
し
・
強
調
の
表
現
が
殆
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
命

令
形
以
外
の
活
用
形
に
下
接
す
る
場
合
に
は
、
表
Ⅲ
に
示
し
た
よ
う
に
、
他
の
も
の
と
は
少
々
異
質
な
情
意
性
動
詞
六
種
を
承
け
る
感
動
的

表
現
の
用
法
八
例
が
拾
え
る
。
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
さ
だ
し
げ
が
七
十
貫
が
質
に
置
き
し
太
刀
共
を
（
中
略
）
古
水
干
一
つ
に
か
へ
た
る
物
を
、
そ
こ
ぱ
く
の
物
に
か
へ
て
や
み
に
け
ん
、
げ

に
あ
き
れ
ぬ
べ
き
こ
と
ぞ
加
U
。
　
（
宇
治
拾
遺
物
語
・
㊨
）

②
か
た
み
を
た
づ
ね
出
で
ば
、
や
が
て
も
む
つ
び
よ
り
て
心
も
な
ぐ
さ
む
べ
き
ぞ
か
し
。

③
い
か
な
る
人
の
も
と
に
も
、
し
ば
し
は
心
よ
り
ほ
か
に
思
ひ
佗
ぬ
や
う
あ
ら
じ
創
U
。

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察

（
浜
松
中
納
言
物
語
・
⑳
）

（
浜
松
中
納
言
物
語
・
⑧
）

一
四
七
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B A 料資

名

詞

動

司言

名動形形副 名動形 晶

容容

動
容

語
の

′

詞

詞詞詞詞詞 詞詞詞
性
質

あこな達移し 家孫明つ切ぼ見あら優カ 歌あぼな

情
意
性
の

まよみふろ直 主くるふるぶうなた nソカし
ひ

．
ひ

．
．
日

．
現

ふ
．

す

．

‘
祈

宮

．
．飽

お
は

‘来’付‘
破

な
し

ノ
′＼

nソ
．

み
に

‘
打

す

．有さ土置思 者くすくるじ大 つ参
様

・補

い
は
ひ

光

・
人

か
す

．

く

・
送

し
ゃ
る

伯
父

：

’奴

．

．
ぁ

り

．
追
出

下
る

．

‘
作
る

’
桔
ふ

あ
や
し

き
な
り

さ
と

．

．
仰
す

る

・
見

．
伯
父
・
か
た
み

・甲
斐

・神

．

．
様

・
し
ぐ
れ

・
し
る
し

・
十

’
身

・
宮

・
や
ど

・
ゆ
か
り

．

あ
り

・
歩
く

・
急
ぐ

・
出
て
来

る

・押
さ
ふ
・
教
ふ
・
劣
る

．

．思
す
・
思
ひ
知
る
・
思
ひ
っ
1

心

・庇

・
事

・
敢
後

・栖

・尊
卑

・
太
刀
・
常

・
所

・
年
・
中

・
念
仏

．

譲
り

・
用

・
世
の
末

・
世
の
習

・
辺

．
預
る

・行
く

・射
通
す

二
昌
ふ

・
入
る

・
要
す

・
笑
む
・
起
く

・怠

す

・生
ひ
立
っ
・
思
す

・覚
ゆ

・
思
ひ
寄
る
・
思
ふ
・
書
く

・
囲
む

．

暮
る
・
下
ぷ

・
心
得

・
試
み
る
・
御
覧
ず

・
候
ふ
・
退
く

・
知
る

・
す

’
通
す

・
取
る
・
成
る
・
逃
る

こ
旦
ふ
・
登
る

・外
す

・隔

っ
・
参
る

．

‘
依
る

・
笑
ふ
・
率
る

・
居
る

．あ
り
が
た
し

・
い
み
じ

：
っ
る
せ
し

・多
し
・
正
し

・疾
し
・
な
し

．

．
剛
な
り

・
異
な
り

・
異
や
ぅ
な
り

・
造
か
な
り

・
ゎ
っ
か
な

り

切
に

’
書
く

・蒙
る

・
候
ふ
・
知
る

る
・
詠
む

君

．

五
夜

世

．

二
言

お
はむ

．

’
す な

い顕

詳

・
子
：
心
・
心
ざ
し

・
こ
と

’
宿
世

・
ち
ぎ
り

・
除
目

・
常
の

忘
れ

・折

ふ
・
い
ま
す
か
り

・
入
る
・
得

．

し
ま
す
・
ぉ
は
す

・思
し
出
っ

．

思
ひ
残
す
・
思
ひ
止
む
・
思
ふ

．

‘
鍾
愛
す

・
善
行
す

・
尋
ぬ
・
給

も
の

わ
り
．

事

・所

失
す

．

思
し
立

覚
ゆ

．

肥
後
国

る

・
恐

構
ふ

．

．勧
む

乱
る
．

探
し

．

ぷ

・
侍

LL止°
几

打つ隠 る軽見易 hソ
つ ’

亡思 落ろ

慰 あああ あ

情
意
性
を
有
す
る
も
の

む きさま さ

〈
るまれ ま

2 しな し

．） nソ’
恨
む

〈3
（

心
）2 憂

し）

〈
恋
2
〉
・
思
欺
く

・
思
ひ
佗
ぶ

・
思
し
ぅ
と
む

し



形
　
容
　
詞

形
容
動
詞

副

　

　

司ニl云

語
ふ
嘉
る
・
叶
ふ
・
返
る
・
帰
る
・
聞
き
入
る
・
聞
く
南
ゆ
・
興
ず
・
下
る
・
屈
ず
・
消
つ
・
試
み
る
・

懲
る
・
御
覧
ず
・
殺
す
・
候
ふ
・
騒
ぐ
・
敷
く
・
死
ぬ
・
渉
む
・
知
る
・
し
ろ
し
め
す
・
す
・
過
ぐ
・
勝
る
・

過
す
・
捨
つ
・
奏
す
・
遅
ふ
二
号
ど
ま
る
二
号
壷
る
・
た
ば
か
る
・
倒
る
・
給
ふ
姦
る
・
仕
う
ま

つ
る
・
着
く
・
慎
む
由
ふ
・
止
ま
る
・
取
る
・
な
が
む
・
泣
く
・
靡
く
・
成
る
・
似
る
・
寝
・
の
、
し
る
・

宣
ふ
・
は
か
る
・
果
つ
・
博
る
・
侍
り
・
経
遠
く
・
降
る
・
は
む
・
参
る
・
申
す
・
粉
る
・
ま
さ
る
・
待

つ
・
乱
る
・
向
く
・
も
の
す
・
任
す
・
ま
じ
る
・
見
ゆ
・
見
る
・
迎
ふ
・
柔
ら
ぐ
・
止
む
・
許
す
壷
る
・

依
る
・
忘
る
・
渡
る
・
笑
ふ

あ
し
・
あ
さ
し
・
い
た
し
・
い
み
じ
・
薄
し
・
多
か
り
・
多
し
・
か
し
こ
し
・
難
し
・
か
ひ
な
し
壷
し
・

奇
し
・
頼
も
し
・
近
し
・
疾
し
・
な
し
・
名
高
し
・
は
か
ぐ
し
・
早
し
・
便
な
し
・
探
し
・
ま
ば
ゆ
し
・

見
苦
し
・
め
で
た
し
・
め
づ
ら
し
・
よ
し
な
し
・
良
し
・
よ
ろ
し
・
わ
ろ
し

あ
な
が
ち
な
り
・
い
た
づ
ら
な
り
・
艶
な
り
・
お
ろ
か
な
り
・
頬
も
し
げ
な
り
・
な
か
く
な
り
・
な
の
め

な
り
・
む
げ
な
り

さ
・
さ
る
・
し
ば
し

あ
い
な
し
・
あ
や
し
・
い
と
は
し
（
4
）
‥
つ
れ
し
・
お
そ
ろ
し
・
お
ほ
け

な
し
・
恋
し
・
ロ
惜
し
（
5
）
・
苦
し
（
2
）
・
さ
う
ぐ
し
・
な
げ
か
し
・

情
な
し
・
な
つ
か
し
・
憎
し
・
は
づ
か
し
・
ゆ
か
し
・
ゆ
、
し
（
2
）
・
を

か
し
（
2
）

あ
は
れ
な
り
（
5
）
・
あ
や
に
く
な
り
・
不
便
な
り
・
を
か
し
げ
な
り

「
情
意
性
を
有
す
る
も
の
」
に
お
い
て
の
み
、
複
数
の
用
例
が
あ
る
場
合
二
に
そ
の
用
例
数
を
示
す
。

④
我
が
心
の
あ
ま
り
け
し
か
ら
ぬ
す
さ
び
に
、
か
く
恨
み
ら
れ
奉
る
ぞ
叫
U
と
思
し
知
ら
る
。

°

　

°

　

°

　

°

　

°

⑤
と
さ
ま
か
う
さ
ま
に
心
み
聞
ゆ
る
は
ど
、
い
と
ゞ
思
し
う
と
む
な
め
り
叫
U
。
（
源
氏
物
語

（
源
氏
物
語
　
紅
葉
賀
・
㊧
）

若
紫
・
◎
）

八
例
中
①
の
一
例
を
除
い
て
は
、
和
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
り
、
し
か
も
①
の
一
例
だ
け
が
地
の
文
で
あ
っ
て
、
他
（
和
文
）
は
思
惟
・
会
話
の

文
中
で
の
使
用
例
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

次
に
、
名
詞
や
動
詞
の
修
飾
語
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
含
め
て
、
「
か
し
」
が
承
け
る
形
容
詞
と
形
容
動
詞
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
応
答
の

文
以
外
の
多
く
の
場
合
、
「
か
し
」
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
内
容
の
基
幹
と
な
る
部
分
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
も
、
多
く
が
形

状
・
情
態
の
表
現
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
部
に
情
意
の
表
現
に
関
わ
る
感
動
的
表
現
と
お
ぼ
し
き
用
法
の
「
か
し
」
が
あ
り
、
そ
れ

ら
は
情
意
性
を
有
す
る
形
容
詞
や
形
容
動
詞
を
伴
っ
て
い
る
。
表
Ⅲ
に
看
取
で
き
る
通
り
、
A
・
B
群
の
和
漢
混
清
文
で
は
四
種
七
例
、
C

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
め
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九
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群
の
和
文
で
は
二
二
種
三
二
例
が
拾
え
る
。
以
下
そ
の
具
体
例
を
示
す
。

⑥
安
元
二
年
ナ
ム
ト
モ
、
チ
カ
ウ
ハ
ア
サ
マ
シ
ク
コ
ゝ
ロ
ヲ
ウ
ク
侍
リ
シ
コ
ト
ソ
融
司
。
（
御
物
本
宝
物
集
・
㊧
）

一
五
〇

⑦
ち
か
う
は
安
元
々
年
な
ど
も
あ
さ
ま
し
く
侍
し
と
し
ぞ
剥
U
。
（
最
牒
寺
本
宝
物
集
・
⑳
）

⑧
蘇
武
が
胡
国
に
ま
か
り
て
十
九
年
ま
で
古
郷
に
帰
ら
ざ
り
け
ん
も
、
都
は
恋
し
く
侍
り
け
ん
叫
U
。
（
本
能
寺
本
宝
物
集
・
㊨
）

°

　

°

　

°

　

°

　

°

⑨
深
き
海
と
な
り
に
け
れ
ば
、
こ
れ
を
あ
ざ
け
り
笑
ひ
し
も
の
ど
も
は
み
な
死
に
け
り
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
刺
U
。
（
宇
治
拾
遺
物

語
・
㊨
）

⑩
蛇
（
中
略
）
我
身
の
切
る
ゝ
を
も
し
ら
ず
引
き
け
ん
。
か
か
か
レ
㌢
」
と
な
り
創
り
。
（
宇
治
拾
遺
物
語
・
㊧
）

°

　

°

　

°

　

°

⑫
け
し
き
ば
か
り
奥
の
方
に
碁
石
笥
に
碁
石
を
入
る
ゝ
お
と
す
。
御
前
に
も
昔
思
し
め
し
出
で
ゝ
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
け
む
剖
U
。
（
古
本

説
話
集
・
⑳
）

°

　

°

　

°

　

e

　

°

⑫
は
じ
め
置
き
た
る
講
も
け
ふ
ま
で
絶
え
ぬ
は
、
ま
こ
と
に
あ
は
れ
な
る
こ
と
な
り
加
U
。
（
宇
治
拾
遺
物
語
・
㊧
）

⑬
そ
の
う
た
（
和
歌
）
い
と
を
か
し
射
り
。
（
土
左
日
記
・
⑳
）

°

　

°

　

°

　

°

　

°

⑭
六
條
わ
た
り
も
解
け
が
た
か
り
し
御
気
色
を
お
も
む
け
聞
え
給
ひ
て
後
、
引
き
返
し
な
の
め
な
ら
ん
は
い
と
ほ
か
し
刺
U
。
（
源
氏
物

語
　
夕
顔
・
⑳
）

°

　

°

　

°

　

°

　

°

⑮
（
和
歌
）
と
心
の
う
ち
に
思
も
、
め
ざ
ま
し
う
お
は
け
な
き
事
な
り
叫
U
。
（
浜
松
中
納
言
物
語
・
㊨
）

⑯
故
宮
の
お
は
し
ま
す
世
な
ら
ま
し
か
ば
か
や
う
に
の
ぼ
ら
せ
給
は
ま
L
な
ど
人
々
い
ひ
い
づ
る
。
げ
に
い
と
あ
は
れ
な
り
が
U
。
（
更

級
日
記
・
⑳
）

⑰
い
と
を
か
し
き
君
ぞ
創
り
。
う
ち
語
ら
ひ
て
出
入
せ
ん
に
よ
き
事
か
な
。
（
落
窪
物
語
・
⑳
）

°

　

°

　

°

　

°

⑩
立
ち
寄
ら
る
ゝ
事
だ
に
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
有
が
た
き
が
、
本
意
な
く
口
情
し
き
事
な
り
刺
U
や
　
（
浜
松
中
納
言
物
語
・
⑳
）

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

⑳
「
…
…
う
ち
な
げ
く
め
り
し
か
ば
今
の
ほ
ど
立
ち
や
か
へ
ら
ん
」
と
「
他
人
よ
り
は
い
と
ほ
し
か
ら
ん
叫
U
」
と
心
あ
わ
た
ゞ
し
く
お



ぼ
さ
る
れ
ば
、
　
（
浜
松
中
納
言
物
語
・
㊧
）

°

　

°

　

°

　

°

⑳
い
か
な
る
処
な
れ
ば
そ
こ
に
L
も
住
ま
せ
た
る
な
ら
む
と
ゆ
か
し
く
思
ひ
し
処
ぞ
叫
U
。
げ
に
を
か
し
き
処
か
な
と
思
ひ
っ
ゝ
、
（
更

級
日
記
・
㊧
）

°

　

°

　

°

　

e

⑳
い
と
不
便
な
り
け
る
事
か
な
（
中
略
）
論
な
う
え
せ
物
に
局
お
そ
ひ
敷
か
れ
む
か
し
。
あ
は
れ
不
便
な
る
夜
な
め
り
加
L
l
。
（
落
窪
物

語
・
⑳
）

⑥
～
⑫
僧
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
用
例
の
総
て
で
あ
る
が
、
こ
の
七
例
は
「
地
の
文
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
和
文
に

あ
る
よ
う
な
「
思
惟
の
文
」
や
「
会
話
の
文
」
で
用
い
ら
れ
る
例
は
な
い
。
こ
の
種
の
特
殊
な
「
か
し
」
の
特
徴
的
な
用
法
は
⑨
⑩
⑫
の
宇

治
拾
遺
物
語
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
づ
れ
も
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
話
題
が
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
、
結
び
の
作
者
の
「
評
」
と
し
て
置

か
れ
た
一
文
に
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
。

和
文
に
お
け
る
⑬
～
⑩
の
例
も
情
意
性
を
有
す
る
語
を
承
け
る
「
か
し
」
が
「
地
の
文
」
で
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
或
る
話

題
や
事
物
・
人
物
に
対
す
る
作
者
の
「
評
」
で
あ
っ
て
、
情
意
的
表
現
で
は
あ
る
が
、
そ
の
発
言
内
容
は
話
し
手
自
身
に
向
か
う
も
の
で
は

な
く
相
手
に
も
ち
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
動
・
詠
嘆
表
現
の
用
法
と
は
言
い
難
い
。
「
評
」
と
し
て
別
の
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
一
方
、
和
文
に
お
い
て
会
話
文
や
思
惟
文
に
用
い
ら
れ
る
⑰
～
⑳
の
よ
う
な
「
か
し
」
は
、
発
言
内
容
が
話
し
手
自
身
に
向
か

う
情
意
表
現
で
あ
っ
て
、
正
に
「
か
な
」
の
用
法
と
類
似
し
た
感
動
・
詠
嘆
の
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
⑳
の
例
の
如
く
に
、
同
一

人
物
に
よ
る
一
つ
の
思
惟
文
の
中
で
、
同
一
の
場
所
で
あ
る
「
処
」
を
、
「
ゆ
か
し
く
」
も
「
を
か
し
」
く
も
思
う
と
い
う
情
意
表
現
の
際
に
、

「
か
し
」
と
「
か
な
」
が
並
立
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
充
分
に
窺
い
知
ら
れ
る
。
更
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
か
ら
、
次
の
例

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

も
感
動
（
詠
嘆
）
の
用
法
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
か
し
」
の
存
在
だ
け
で
な
く
、
そ
の
一
文
の
後
に
、
「
あ
は
れ
に
な
み
だ
ぐ
ま
し
く
思
さ
る
ゝ

御
心
」
と
い
っ
た
前
文
（
思
惟
文
）
の
説
明
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
思
惟
文
に
お
け
る
「
か
し
」
は
感
動
（
詠
嘆
）
の
用
法
と
み
な
し

得
る
と
思
う
。

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
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〇
御
ら
ん
ず
る
た
び
ご
と
に
「
心
に
か
ゝ
り
て
ゆ
ゝ
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
思
か
た
の
人
ぞ
叫
u
」
と
あ
は
れ
に
な
み
だ
ぐ
ま
し
く
思
さ
る
ゝ

御
心
の
…
…
　
（
浜
松
中
納
言
物
語
・
⑧
）

そ
こ
で
、
表
Ⅲ
に
お
け
る
情
意
性
を
有
す
る
語
を
承
け
る
「
か
し
」
の
四
七
例
に
つ
い
て
、
地
の
文
で
の
例
か
会
話
や
思
惟
の
文
で
の
例

か
を
確
認
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、
和
漢
混
清
文
の
例
は
そ
の
総
て
が
「
地
の
文
」
　
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
①
・
⑥
～
⑫
の

C B A

41 7 1
地
の
文

52 0 0

縞

の
文

用
例
）
。
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
情
意
性
の
語
を
承
け
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
感
動
（
詠
嘆
）
の
用

法
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
は
、
「
か
し
」
に
詠
嘆
の
用
法
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
（
本

稿
で
の
こ
れ
ま
で
の
判
断
基
準
か
ら
だ
け
で
な
く
、
主
観
も
ま
じ
る
が
、
総
合
的
に
文
脈
等
か
ら
そ
の
表
現
内
容
を

検
討
し
て
も
、
管
見
で
は
詠
嘆
の
用
法
と
判
断
し
得
る
も
の
は
な
い
）
。
第
二
に
、
和
文
に
お
い
て
は
、
「
地
の
文
」

で
用
い
ら
れ
た
「
評
」
　
の
用
法
も
存
す
る
が
、
「
会
話
・
思
惟
の
文
」
で
用
い
ら
れ
た
詠
嘆
の
用
法
が
あ
る

こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
「
か
し
」
が
詠
嘆
の
用
法
を
有
す
る
の
は
、
和
文
に
お
い
て
の
み
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

四
、
「
か
な
」
　
の
考
察
（
補
足
と
し
て
）

（11）

終
助
詞
「
か
な
」
は
、
近
世
以
降
疑
問
表
現
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
除
外
す
れ
ば
、
詠
嘆
の
意
味
を
の
み
有
す
る
と
考
え
て
よ

い
。
そ
こ
で
、
「
か
し
」
の
感
動
（
詠
嘆
）
表
現
の
性
格
を
、
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
表
Ⅱ
I
で
行
な
っ
た
上
接
自
立
語
に
よ
る

分
類
が
ど
の
程
度
有
効
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
「
か
し
」
に
つ
い
て
行
な
っ
た
表
Ⅱ
I
と
同
じ
分
類
基
準
で
、
「
か
な
」
が
承
け
る
語

の
分
類
を
行
な
い
参
考
に
資
し
た
い
。
表
Ⅳ
が
そ
れ
で
あ
る
。
和
漢
混
清
文
と
和
文
と
の
そ
れ
ぐ
の
特
徴
的
な
部
分
が
頭
現
す
れ
ば
よ
い

と
考
え
る
の
で
、
A
群
は
総
て
の
、
B
群
か
ら
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
　
の
、
C
群
か
ら
は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
　
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
す

る
。



本
稿
で
検
討
対
象
と
し
た
資
料
に
お
け
る
「
か
な
」
の
用
法
は
総
て
が
詠
嘆
の
用
法
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
「
か
な
」
の
承
け
る
語
が
情
意

性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
は
、
A
群
で
八
七
例
中
の
五
〇
例
（
5
7
％
）
、
宇
治
拾
遺
物
語
で
三
〇
例
中
の
八
〇
例
（
6
7
％
）
、
浜
松
中
納
言

物
語
で
八
〇
例
中
の
五
三
例
（
6
6
％
）
で
あ
る
。
勿
論
、
「
か
な
」
の
場
合
総
て
が
詠
嘆
の
用
法
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
一
文
の
中
に
直

接
情
意
性
を
有
す
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
次
の
如
き
例
が
あ
る
。

○
涙
お
と
し
て
の
給
を
、
い
と
あ
は
れ
と
見
て
「
知
ら
ぬ
人
の
は
づ
か
し
う
お
は
す
る
に
、
思
ひ
も
か
け
ず
見
ゆ
る
叫
な
l
」
と
あ
さ
ま
し

な
が
ら
も
い
ふ
か
ひ
な
く
ま
た
頼
む
か
た
な
く
、
見
馴
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
心
ち
し
て
…
…
（
浜
松
中
納
言
物
語
）

こ
の
場
合
、
「
か
な
」
が
承
け
る
語
の
中
に
情
意
性
を
有
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
一
文
（
思
惟
文
）
が
詠
嘆
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

°

　

°

　

°

　

°

か
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
そ
の
思
惟
文
の
前
後
に
「
い
と
あ
は
れ
と
見
て
」
「
あ
さ
ま
し
な
が
ら
も
」
と
い
う
情
意
性
の
語
を
用
い
て
、
思
惟

文
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
（
表
㌣
I
Ⅳ
で
の
調
査
対
象
は
そ
う
い
う
所
ま
で
拡
げ
て
い
な
い
。
「
か
し
」
「
か
な
」
を
文
末
に
有
す
る
一
文
の
中
で
用

い
ら
れ
た
語
に
限
っ
た
）
。
ま
た
、
情
意
性
の
語
が
「
か
な
」
の
一
文
中
や
そ
の
前
後
に
存
し
な
い
場
合
で
も
、
文
脈
の
中
で
総
合
的
に
判
断
し

て
（
特
に
和
歌
で
用
い
ら
れ
る
「
か
な
」
は
、
多
く
は
そ
の
中
に
も
前
後
に
も
情
意
性
の
語
や
説
明
を
伴
わ
な
い
が
、
詠
嘆
表
現
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
な

い
）
、
「
か
な
」
が
詠
嘆
表
現
以
外
に
用
い
ら
れ
た
例
は
な
い
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
詠
嘆
の
用
法
し
か
持
た
な
い
「
か
な
」
の
中
で
、
情
意
性
の
有
す
る
譜
を
承
け
る
場
合
が
、
表
Ⅳ
で
み
る
よ
う

に
、
六
割
か
ら
七
割
近
く
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
「
か
し
」
の
詠
嘆
的
用
法
か
否
か
を
弁
別
す
る
際
に
「
か
し
」
の
承
け
る
語
が
情
意

性
を
有
す
る
か
否
か
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
尚
、
「
か
し
」
が
情
意
性
の
語
を
伴
わ
な
い
場
合
も
、
「
か
な
」
の

よ
う
に
、
詠
嘆
表
現
と
な
る
も
の
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
か
な
」
と
「
か
し
」
と
の
意
味
・
用
法
上
の
根
幹
的
な
差
異

に
依
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
か
し
」
の
例
を
詠
嘆
表
現
と
は
判
断
し
難
い
。

ま
た
、
表
Ⅳ
で
対
象
と
し
た
資
料
に
お
け
る
「
か
な
」
の
例
は
、
会
話
・
思
惟
の
文
に
用
い
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
、
地
の
文
で
の
例
は

な
い
。
そ
の
他
の
資
料
で
は
地
の
文
に
用
い
ら
れ
る
「
か
な
」
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
作
者
が
顔
を
出
し
て
お
り
か
つ
発
言
内
容
は
語
り
手

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
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名動形形 名動形形 芽容容

動

容容

動

詞司言詞詞 詞詞詞詞

牛暦兵様飽すす脱あし稀大 御あ泣あ
（

稀

情
意
性
の
な
い
も
の

’
男’様．

主
態

．

く

．
’覚（3

ぐ

．
ぷ
な

．
見

有
な

な
り

様

．

り

〈

む

．

し

．
6
）

有
な

’親

・女
人

（2
）
・刀
・
か
た
ゐ
・声
ふ

ぎ
は
・御
房

（3
）

’
し
れ
ご
と

・
し
れ
者

（2
）
・
姿

・大
饗

・太
刀
・
力
・
使

（2
）
・
盗
人

・
聖

・
人

・
広
さ
・
道

・
水
の
色

・
者

（4
）

奴

（4
〉
・
雪

・
童

達
ふ

・
ぁ
り

・行
く

二
言
ふ

〈7
）
・
い
ち
ふ
・
ぉ
こ
す

．

ゆ
・
書
く
・
語
る
・
聞
く
・
来

・食
ふ

：
心
得

（4
）
・
死
ぬ

）
・
優
る

・
立

っ
・
使
ふ

・
告
ぐ

・
作
る

・
っ
ぶ
る

・成
る

宣
ふ

・
見
ゆ

・持

っ
・
様
が
り

・
宿
り
入
る

・
渡
す

し

・
い
ふ
か
ひ
な
し

・
多
し

・
奇
し

・
た
ふ
と
し

（3
）

．

苦
し

・
よ
し

・
よ
し
な
し

（4
）
・
ゎ
ろ
し

り

（7
）
・
不
覚
な
り
・
む
げ
な
り

・
不
定
な
り

・
希
な

り

大
事

・
月

・
春

・
人

・
仏

・
夜

・
我
身

（2
）

6
〉
・
入
る

・
覚
ゆ

・返
り
見
る

・来

：
心
得

・過
ぐ
・
優
る

泣
き
ぁ
か
す

・
成
る

・
似
る

・
見
る

あ
や
し

・
多
し

・
か
し
こ
し

・
た
の
も
し

（2
）
・
た
ふ
と

．
っ
た
な
し

〈3
）
・
長
し

・
久
し

・
よ
し

（4
）

り

（2
）
・
妙
な
り

・
誠
な
り

仰ム虫コhJ し

あカねあ あ
（

、レあ

情
意

さしたま さ5長ま
まこしれ ま）しれ

し

（15
）
・ぁ
や
し

し

（6
）
・
か
な
L

eま
が
く

し

・も

な
り

（7
）
・
不
思

し

・
ぁ
ぢ
き
な
し
・
い
み
じ
・
憂
し

〈2
〉
：
っ
ら

．
お
そ
ろ
し

・
ぉ
も
し
ろ
し
・
か
た
じ
け
な
し

（2

．
歎
か
し

・
な
っ
か
し

・
は
か
な
し

・
は
し
た
な

な
り

（4
）
・
ぉ
ろ
か
な
り

・
事
な
り

（2
－

．

（3
）
・
い
み
じ

．
口
陪
し

・け

っ
た
い
な
し

．

議
な
り

（2
）

（
11
）

や
け

ゆ
か

．
を

性
を
有
す
る
も

ししこ
つ
る
さ

：
心

ぅ

’
ゆ

ヽ

な
り

し
．

LL（2 め）
°

し の
う

れ
（2
）

（4
）

）
・
怨

し

（

か
な

．
ま
すし

（6
）

．

：
心
な
し

‘ゎ
り
な

漸

な
り

．

2
）
・
ぅ
ら
や
ま
し

・
ぅ
れ
L

L

（1 3
）
・口
惜
し

・苦
し

．

つ
か
し

（3
〉
・
惜
し

〈2
）

お
そ
ろ
し

〈

’
に
く
し

〈

し
・を
か
し

不
便
な

り

3
）

2
）（4

（2
）

）

6641 347 用
例
数％76＝021／08 ％75＝78／05
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名動

詞

形
　
容
　
詞

形
容
動
詞

有
様
（
2
）
・
御
か
た
ち
・
御
心
・
御
身
・
君
‥
心
・
こ
と
わ
り
・
最

後
・
様
（
2
）
・
栖
・
契
り
（
2
）
・
月
・
人
（
4
）
・
別
れ

諌
む
・
劣
る
・
お
は
す
・
覚
ゆ
・
思
ひ
立
つ
・
思
ひ
や
る
・
思
ふ
・
聞

く
（
3
）
・
来
・
知
ら
す
・
す
・
優
る
（
2
）
澄
む
・
尋
ね
出
づ
・
頼

む
・
濁
る
・
似
る
（
2
）
・
果
つ
・
ま
よ
ふ
・
乱
る
・
見
あ
ら
は
す
・

見
知
る
・
見
つ
く
す
（
2
）
点
と
ど
む
点
ゆ
（
3
）
点
る
（
4
）
・

も
の
す
・
別
る

あ
り
が
た
し
（
3
）
・
い
ふ
か
ひ
な
し
‥
つ
つ
く
し
・
多
し
・
著
し
・

た
ぐ
ひ
な
し
・
た
ふ
と
し
・
め
で
た
し
・
よ
し
な
し

む
げ
な
り
・
め
づ
ら
か
な
り
（
2
）
・
傑
な
り

輿
あ
り
（
2
）
・
ま
ど
ふ
（
2
）
：
」
が
る

あ
い
な
し
・
あ
た
ら
し
・
あ
や
し
（
5
）
・
あ
り
が
た
し
・
い
と
は
し
（
2
）
・
い
み
じ
（
4
）
・

う
れ
し
（
2
）
・
お
ぽ
っ
か
な
し
・
か
し
こ
し
（
3
）
・
か
た
じ
け
な
し
・
悲
し
・
ロ
惜
し
・
く
や

し
‥
小
輩
し
（
3
）
‥
心
苦
し
‥
心
強
し
‥
心
細
し
・
す
さ
ま
じ
・
つ
き
ぐ
し
・
つ
ら
し
・
な

つ
か
し
・
に
く
し
・
は
し
た
な
し
・
は
づ
か
し
・
便
な
し
・
め
ざ
ま
し
・
め
で
た
し
・
ら
う
た
し
・

わ
び
し

あ
は
れ
な
り
（
5
）

複
数
の
用
例
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
（
　
）
内
に
用
例
数
を
示
す
。

自
身
に
向
か
っ
た
詠
嘆
の
用
法
で
あ
っ
て
、
「
か
し
」
の
発
言
内
容
が
相
手
に
向
か
う
「
評
」
と
し
て
の
用
法
と
は
質
的
に
異
な
る
。

む
　
す
　
び

和
漢
混
清
文
に
お
け
る
和
文
（
特
有
）
語
の
終
助
詞
「
か
し
」
は
、
語
形
は
和
文
と
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
語
法
上
は
差
異
が
あ
る
。
改
め
て

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
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整
理
す
れ
ば
、
ま
ず
、
「
か
し
」
の
意
味
・
用
法
に
↓
念
押
し
・
強
調
の
表
現
」
、
「
勧
誘
・
希
望
・
命
令
・
禁
止
の
表
現
」
、
「
感
動
（
詠
嘆
）

の
表
現
」
と
い
う
三
種
類
が
存
す
る
の
は
和
文
に
お
け
る
語
法
で
あ
る
こ
と
。
次
に
、
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
は
、
「
か
し
」
は
「
念
押
し
・

強
調
の
表
現
」
と
「
勧
誘
・
希
望
・
命
令
・
禁
止
の
表
現
」
だ
け
を
担
い
、
「
感
動
（
詠
嘆
）
の
表
現
」
は
専
ら
「
か
な
」
が
担
う
と
い
う
機
能

分
担
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

更
に
、
情
意
表
現
に
用
い
る
「
か
し
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
は
地
の
文
で
し
か
用
い
ず
、
そ
れ
は
或
る
話
題
や
人

物
・
事
物
に
対
す
る
「
評
」
と
し
て
の
み
用
い
る
が
（
こ
れ
は
詠
嘆
よ
り
も
念
押
し
・
強
調
の
用
法
か
ら
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
る
）
、
一
方
和
文
に

お
い
て
は
地
の
文
で
も
会
話
・
思
惟
の
文
で
も
用
い
、
従
っ
て
評
と
し
て
も
感
動
（
詠
嘆
）
表
現
と
し
て
も
用
い
る
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で
き

る
。以

上
の
考
察
か
ら
考
え
得
る
こ
と
は
、
和
文
（
特
有
）
語
が
和
漢
混
清
文
（
乃
至
限
定
的
に
は
漢
文
訓
読
文
）
に
受
容
さ
れ
る
際
に
は
、
和
文
（
特

有
）
語
の
意
味
・
用
法
を
そ
っ
く
り
採
り
入
れ
る
の
で
は
な
く
そ
の
う
ち
の
最
も
根
幹
的
部
分
を
採
り
入
れ
る
、
或
は
、
既
に
漢
文
乃
至
漢
文

訓
読
文
に
和
文
（
特
有
）
語
に
相
当
す
る
意
味
・
用
法
を
有
す
る
語
（
や
文
字
）
が
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
以
外
の
部
分
を
（
日
本
語
と
し
て
の
）
表

現
上
の
不
備
を
補
う
た
め
に
採
り
入
れ
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
の
考
察
を
補
う
た
め
に
も
、
「
か
し
」
に
お
け
る
「
評
」
と
「
感
動
（
詠
嘆
）
」
の
用
法
が
い
つ
頃
か
ら
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
行
な

わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
今
後
考
え
て
行
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

注

（
1
）
　
本
稿
で
は
次
の
立
場
で
和
漢
混
清
文
と
い
う
語
を
用
い
た
。

O
「
仮
名
交
り
文
」
若
し
く
は
「
片
仮
名
交
り
文
」
と
い
ふ
名
称
は
、
表
記
に
つ
い
て
言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
語
彙
・
語
法
の
内
容
と
は
一
往
無
関

係
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
和
漢
混
清
文
」
は
、
和
文
体
と
漢
文
体
と
が
混
清
し
た
文
体
と
い
う
意
味
で
、
専
ら
言
語
の
内
容
に
つ
い
て
名
付
け



た
範
疇
で
あ
る
。
こ
の
意
味
を
適
用
し
て
行
け
ば
、
所
謂
「
片
仮
名
交
り
文
」
は
殆
ど
す
べ
て
漢
文
訓
読
体
と
和
文
体
と
の
両
方
を
併
せ
含
ん
で
ゐ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
も
含
め
て
「
和
漢
混
清
文
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
の
は
ず
で
あ
る
。
（
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て

の
研
究
』
九
一
三
頁
）

（
2
）
　
例
え
ば
、
副
詞
「
更
ニ
」
に
は
肯
定
表
現
と
否
定
表
現
と
し
て
の
陳
述
副
詞
と
の
用
法
が
あ
る
。
陳
述
副
詞
「
更
ニ
」
は
漢
文
本
来
の
用
法
で
は

な
く
、
極
め
て
和
文
的
な
用
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
肯
定
表
現
に
用
い
ら
れ
る
「
更
ニ
」
は
特
に
訓
読
語
と
し
て
の
印
象
が
強
い
用
語
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。

（
3
）
　
注
（
1
）
文
献
七
〇
八
貢
。

（
4
）
　
参
照
し
た
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
『
品
詞
別
日
本
文
法
講
座
』
・
『
研
究
資
料
日
本
文
法
』
・
『
据
融
日
本
語
7
』
・
『
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
（
松
村
明

編
）
・
『
平
安
時
代
語
新
論
』
（
築
島
裕
）
・
「
『
か
し
』
の
研
究
」
（
和
田
利
政
・
「
国
文
学
」
昭
和
三
四
年
七
月
）
・
「
古
典
解
釈
の
た
め
の
助
詞
・
終
助

詞
」
（
森
重
敏
・
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
三
年
四
月
）

（
5
）
　
注
（
4
）
論
文
に
お
い
て
森
重
敏
氏
は
「
か
し
」
の
有
す
る
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
中
で
「
話
手
が
自
身
の
『
こ
と
わ
り
に
ま
か
せ

た
』
発
言
内
容
に
つ
い
て
、
主
観
的
に
も
あ
れ
改
め
て
そ
の
正
当
さ
を
確
信
し
っ
つ
、
聞
手
に
対
し
て
同
意
を
求
め
な
が
ら
訴
え
、
あ
る
い
は
話
手

自
身
に
対
し
て
み
ず
か
ら
再
確
認
す
る
意
味
」
で
「
一
種
の
感
動
詞
に
も
近
い
」
意
味
と
さ
れ
、
更
に
「
話
手
乃
至
聞
手
が
話
手
の
発
言
内
容
に
対

し
て
感
動
詞
ふ
う
に
『
い
や
は
や
ど
う
も
』
と
い
っ
た
反
撥
的
な
気
分
を
感
ず
る
際
に
、
あ
る
い
は
冷
や
か
し
気
味
に
あ
る
い
は
照
れ
隠
し
気
味
に
」

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
の
「
一
種
の
感
動
詞
」
「
感
動
詞
ふ
う
」
の
も
の
は
、
本
稿
で
整
理
・
要
約
し
た
一
、
三
の
い
づ
れ

に
属
す
る
か
戟
然
と
し
難
い
が
、
論
者
は
発
言
内
容
が
相
手
に
向
か
い
「
ネ
、
ソ
ウ
デ
シ
ョ
ウ
。
…
…
デ
ハ
ナ
イ
デ
シ
ョ
ウ
カ
ネ
」
と
い
う
気
持
ち

で
用
い
ら
れ
る
場
合
を
「
念
押
し
・
強
調
の
用
法
」
の
中
の
も
の
と
考
え
、
発
言
内
容
が
話
し
手
自
身
に
向
か
う
気
持
ち
の
方
が
強
い
も
の
の
中
に

感
動
（
詠
嘆
）
の
用
法
が
あ
る
と
し
て
考
え
た
。

（
6
）
　
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
は
桐
壷
か
ら
浮
標
ま
で
の
二
田
の
巻
を
調
査
対
象
と
す
る
に
と
ど
め
た
。
他
の
資
料
に
比
し
て
圧
倒
的
に
言
語
量
が
多

い
の
で
限
定
し
た
が
、
本
稿
の
考
察
上
支
障
を
き
た
さ
な
い
程
度
の
分
量
は
と
れ
た
か
と
思
う
。
こ
の
分
量
で
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
「
か
し
」
が

承
け
る
殆
ど
総
て
の
異
な
り
語
（
用
法
上
の
差
異
も
含
め
て
）
を
網
羅
し
て
い
る
と
考
え
る
。

（
7
）
　
A
群
の
「
か
な
」
は
「
か
し
」
に
比
べ
て
用
例
が
多
い
が
、
「
哉
」
で
表
記
さ
れ
る
場
合
が
殆
で
あ
る
。
漢
文
訓
読
文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
少

和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
一
考
察
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な
い
終
助
詞
の
中
で
、
「
か
な
」
が
数
の
上
で
突
出
し
て
い
る
の
は
、
漢
文
に
お
い
て
「
哉
」
字
（
或
は
「
臭
」
字
）
　
の
用
字
に
情
緒
表
現
に
用
い

る
も
の
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

（
8
）
　
注
（
5
）
参
照

（
9
）
　
表
H
で
抽
出
し
た
「
か
し
」
の
承
け
る
自
立
語
は
一
つ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば

○
御
ら
ん
ず
る
た
び
ご
と
に
「
心
に
か
～
り
て
ゆ
ゝ
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
思
か
た
の
人
ぞ
か
し
」
と
あ
は
れ
に
な
み
だ
ぐ
ま
し
く
思
さ
る
ゝ
御
心
の

…
…
（
浜
松
中
納
言
物
語
）

右
の
例
の
場
合
、
「
か
し
」
は
直
上
に
「
人
」
を
承
け
る
が
、
「
思
か
た
の
」
「
人
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
ゆ
1
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
」
「
思
（
ふ
）
」

の
で
あ
る
か
ら
、
「
か
し
」
に
よ
っ
て
強
調
き
れ
る
べ
き
表
現
内
容
の
核
と
し
て
最
少
限
に
考
え
て
も
「
ゆ
ゝ
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
思
か
た
の
人
」

と
い
う
一
ま
と
ま
り
の
〝
句
″
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
表
H
I
で
拾
い
出
し
た
自
立
語
は
、
形
容
詞
「
ゆ
ゝ
し
」
「
お
ぽ
っ
か
な
し
」
、
動

詞
「
思
（
ふ
）
」
、
名
詞
「
人
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
対
象
と
す
る
自
立
語
は
、
「
か
し
」
を
文
末
に
有
す
る
一
文
中
に
限
っ
て
拾
う
こ
と
と
し
、

そ
れ
以
上
に
は
対
象
を
拡
げ
な
い
。

（
1
0
）
　
「
か
し
」
が
一
文
に
お
い
て
承
け
る
語
が
一
語
だ
け
と
は
限
ら
な
い
の
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
表
に
示
さ
れ
た
数
よ
り
も
、
こ
こ
で

の
「
か
し
」
　
の
用
例
数
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
森
重
敏
氏
の
注
（
4
）
論
文
・
『
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
　
（
学
燈
社
）

［
付
記
］
本
稿
は
、
昭
和
六
二
年
度
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
夏
期
研
究
集
会
に
於
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
基
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
を
成

す
に
あ
た
り
、
小
林
芳
規
先
生
・
佐
々
木
唆
先
生
の
御
指
導
と
、
大
森
北
義
先
生
（
鹿
児
島
短
期
大
学
）
の
御
助
言
を
賜
っ
た
。
銘
記
し
て
学
恩
に
深

謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。




