
院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ

日
　
次

一
、
は
じ
め
に

二
、
散
文
資
料
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ

1
、
活
用
形
毎
の
用
法
か
ら
見
た
ヰ
ル
と
ヲ
リ

2
、
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
意
義

3
、
動
作
主
体
か
ら
見
た
ヰ
ル
と
ヲ
リ

三
、
訓
点
資
料
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ

四
、
お
わ
り
に

来
　
　
田

隆

一
、
は
じ
め
に

（1）

ヰ
ル
と
ヲ
リ
と
の
意
義
差
に
つ
い
て
は
阪
倉
篤
義
民
の
高
論
が
あ
る
。
氏
は
万
葉
集
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
用

法
上
の
相
違
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

a
ヲ
リ
の
動
作
主
体
は
一
人
称
が
大
多
数
で
、
ヰ
ル
は
第
三
者
的
な
も
の
が
多
い
。

b
ヰ
ル
は
鳥
類
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ

五
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C
雲
・
霞
・
波
な
ど
の
天
然
現
象
に
は
ヰ
ル
が
用
い
ら
れ
る
が
ヲ
リ
の
例
は
無
い
。

d
ヰ
ル
を
後
項
要
素
と
す
る
複
合
動
詞
の
前
項
と
な
る
動
詞
は
、
具
体
的
で
、
瞬
間
的
・
進
行
的
動
作
を
表
す
も
の
が
主
で
あ
る
。

e
ヲ
リ
を
後
項
要
素
と
す
る
複
合
動
詞
の
前
項
と
な
る
動
詞
は
、
抽
象
的
で
、
継
続
的
・
結
果
状
態
的
動
作
を
表
す
も
の
が
主
で
あ
る
。

f
「
旅
に
ヲ
リ
」
な
ど
、
長
期
に
わ
た
る
存
在
を
抽
象
的
に
い
う
に
は
ヲ
リ
が
用
い
ら
れ
る
。

g
「
～
て
ヲ
リ
」
と
い
う
言
い
方
は
多
い
が
「
～
て
ヰ
ル
」
と
い
う
言
い
方
は
無
い
。

h
「
～
つ
つ
ヲ
リ
」
と
い
う
言
い
方
は
普
通
で
あ
る
が
「
～
つ
つ
ヰ
ル
」
と
い
う
言
い
方
は
無
い
。

…
「
～
ヰ
つ
つ
」
の
言
い
方
は
あ
る
が
、
「
～
ヲ
リ
つ
つ
」
と
い
う
言
い
方
は
無
い
。

さ
ら
に
、
ヰ
ル
は
連
体
形
・
中
止
形
・
接
続
形
と
い
っ
た
陳
述
性
の
低
い
活
用
形
に
集
中
し
、
ヲ
リ
は
確
定
条
件
形
・
第
二
終
止
形
・
希
望

形
・
志
向
形
と
い
っ
た
陳
述
性
の
高
い
活
用
形
に
集
中
す
る
と
い
っ
た
分
布
を
示
す
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
ヰ
ル
は

「
あ
る
も
の
の
存
在
の
し
か
た
を
、
進
行
的
な
動
作
と
し
て
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
具
象
的
に
記
述
す
る
動
詞
」
、
ヲ
リ
は
「
存
在
を
、
継
続
的

な
状
態
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ
を
話
し
手
の
立
場
か
ら
様
態
と
し
て
描
写
す
る
も
の
」
と
説
か
れ
た
。

こ
の
説
に
対
し
て
、
金
水
敏
氏
は
、
「
博
士
の
示
さ
れ
た
事
実
は
一
つ
一
つ
適
確
に
し
て
重
要
」
で
あ
る
が
、
「
問
題
の
解
釈
の
方
向
と
し

て
、
博
士
と
は
違
っ
た
所
に
力
点
を
置
く
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
立
場
か
ら
、
中
古
の
資
料
を
中
心
と
し
た
ヰ
ル
・
ヲ
リ

（2）

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
さ
れ
た
。
ヰ
ル
は
、
Ⅲ
作
用
言
で
あ
る
こ
と
、
佃
リ
／
タ
リ
を
下
接
す
る
こ
と
、
畑
用
例
の
解
釈
上
、

ヰ
ル
単
独
で
は
継
続
・
存
続
な
ど
状
態
的
な
意
味
を
持
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
ヰ
ル
は
非
状
態
性
の
動
詞
で
あ
る
。
ヲ
リ
は
Ⅲ

形
状
言
で
あ
る
こ
と
、
拗
（
上
代
・
中
古
で
は
）
リ
／
タ
リ
を
下
接
す
る
確
例
が
無
い
こ
と
、
畑
用
例
か
ら
状
態
性
の
意
味
が
容
易
に
読
み
取

れ
る
こ
と
か
ら
、
ヲ
リ
は
状
態
性
の
動
詞
で
あ
る
。
ヲ
リ
は
ヰ
ル
の
状
態
化
形
式
で
あ
っ
て
、
阪
倉
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
相
違
点
の
う
ち
、
d

e
f
g
h
i
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
違
い
に
他
な
ら
な
い
。
中
古
に
な
っ
て
、
ヰ
ル
に
ク
リ
／
リ
が
下
接
す
る
例
（
ヰ
ル
の
状
態
化
形
式
と
さ
れ

る
）
が
多
数
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
『
購
蛤
日
記
』
や
『
う
つ
ぼ
物
語
』
以
降
に
な
る
と
ヲ
リ
は
勢
力
を
失
い
、
主
語
下
位
待
遇



と
で
も
言
う
べ
き
意
味
の
変
質
を
遂
げ
て
細
々
と
生
き
残
っ
た
。
た
だ
し
、
漢
文
訓
読
資
料
や
和
歌
の
ヲ
リ
に
は
主
語
下
位
待
遇
の
意
味
は

な
い
。
抄
物
で
も
ヲ
リ
が
主
語
下
位
待
遇
を
持
た
な
い
で
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
漢
文
訓
読
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。
金

水
氏
は
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
、
阪
倉
氏
の
指
摘
さ
れ
た
ヰ
ル
・
ヲ
リ
の
人
称
の
偏
り
と
活
用
の
偏
り
に
つ
い
て
は
、
素
材
の
選
び
、
表
現
の

類
型
化
な
ど
表
現
論
的
な
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
問
題
を
残
し
て
お
ら
れ
る
。

既
然
態
と
進
行
態
の
表
現
形
式
の
変
遷
を
考
察
さ
れ
た
柳
田
征
司
氏
は
、
ヰ
ル
は
進
行
態
と
既
然
態
と
を
、
ヲ
リ
は
進
行
態
（
テ
ヲ
リ
は
既

然
態
）
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
阪
倉
氏
の
言
わ
れ
る
人
称
の
偏
り
に
つ
い
て
は
、
阪
倉
氏
の
デ
ー
タ
か
ら
鳥
や
雲
な
ど
の
例
を
除

く
と
ヰ
ル
と
ヲ
リ
と
の
間
の
差
異
は
無
く
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
相
違
そ
の
も
の
が
無
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
古
に
ヲ
リ
が
主
語

下
位
待
遇
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
す
る
金
水
説
に
対
し
て
、
和
文
資
料
で
は
主
語
下
位
待
遇
の
意
味
が
あ
る
も
の
が
漢
文
訓
読
や
和

歌
で
は
そ
の
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
困
難
で
あ
り
、
ヲ
リ
の
主
語
も
身
分
の
低
い
者
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
古

の
ヲ
リ
に
主
語
下
位
待
遇
の
意
味
は
無
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ヰ
ル
が
ヲ
リ
の
領
域
を
冒
し
た
あ
と
は
、
ヲ
リ
と
ヰ
ル
と
は
古
い
表
現
（
堅

（3）

い
あ
ら
た
ま
っ
た
話
し
方
）
と
新
し
い
表
現
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
説
か
れ
て
い
る
。

本
稿
の
筆
者
も
旧
稿
に
於
い
て
、
室
町
時
代
の
一
韓
の
抄
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
ヰ
ル
・
ヲ
リ
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
韓
の

抄
に
於
い
て
も
へ
活
用
形
毎
の
用
法
か
ら
見
た
と
き
、
両
者
に
は
次
の
よ
う
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。

I
尊
敬
の
助
動
詞
ラ
ル
が
接
続
す
る
の
は
ヰ
ル
が
多
い
　
（
ヲ
リ
は
稀
で
あ
る
）
。

‥
1
1
助
動
詞
夕
が
接
続
す
る
の
は
ヰ
ル
が
多
い
　
（
ヲ
リ
の
例
は
稀
で
あ
る
）
。

一
望
息
思
の
助
動
詞
ウ
・
ウ
ズ
や
希
望
の
助
動
詞
タ
シ
が
接
続
す
る
の
は
ヲ
リ
の
み
で
あ
る
。

．
Ⅳ
条
件
形
「
巳
然
形
＋
バ
・
ド
モ
」
は
ヲ
リ
が
多
い
　
（
ヰ
ル
は
稀
で
あ
る
）
。

こ
れ
等
の
相
違
点
は
、
万
葉
集
の
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
場
合
と
大
筋
に
於
い
て
一
致
す
る
。
ま
た
、
動
作
主
体
か
ら
見
る
と
、
ヲ
リ
に
は
主
語
下

位
待
遇
の
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ヰ
ル
は
「
存
在
を
客
観
的
に
第
三
者
的
に
記
述
す
る
も
の
」
、
ヲ
リ
は
「
存
在
の
あ
り
か
た
に
対
す
る
主

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ

七
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体
の
判
断
を
に
じ
ま
せ
る
も
の
」
と
し
て
と
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
抄
物
に
於
い
て
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
い
ず
れ
を
多
用
す
る
か
は
注
釈
の
態

（4）

度
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。

し
か
し
、
旧
稿
に
於
い
て
述
べ
た
ヲ
リ
の
意
義
の
説
明
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
こ
ろ
を
残
し
て
お
り
、
ま
た
、
金
水
氏
の
指
摘
さ

れ
た
漢
文
訓
読
資
料
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
時
代
を
遡
っ
て
、
院
政
・
鎌
倉
時
代
の
資
料
に
よ
っ
て

ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
意
義
に
つ
い
て
再
考
し
、
あ
わ
せ
て
漢
文
訓
読
資
料
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ
と
の
用
法
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
散
文
資
料
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ

本
稿
で
取
り
上
げ
た
散
文
文
献
は
、
『
法
華
百
座
間
書
抄
』
『
古
本
説
話
集
』
『
方
丈
記
』
『
発
心
集
』
『
閑
居
友
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
『
徒
然

草
（
鳥
丸
本
）
』
の
七
点
で
あ
る
。
院
政
・
鎌
倉
時
代
の
散
文
資
料
で
は
全
体
と
し
て
ヰ
ル
が
優
勢
で
ヲ
リ
は
極
め
て
劣
勢
で
あ
る
。
『
書
陵
部

蔵
宝
物
集
』
『
三
教
指
帰
嘗
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
『
無
名
草
子
』
『
古
今
著
聞
集
』
『
真
福
寺
蔵
新
楽
府
注
』
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
で
は

ヰ
ル
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
七
点
の
文
献
は
ヲ
リ
の
用
例
も
あ
る
資
料
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
七
点
の
文
献
に
つ
い
て
、
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
用
例
数
を
、
i
単
独
用
法
、
‥
n
複
合
用
法
（
ヰ
ル
・
ヲ
リ
が
後
項
要
素
に
立
つ
も
の
）
、

一
1
1
1
テ
＋
ヰ
ル
／
ヲ
リ
の
三
類
に
分
け
て
纏
め
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
『
方
丈
記
』
と
『
閑
居
友
』
に
は
分
量
の
割
に
は
ヲ
リ
が
よ
く
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
ヰ
ル
は
全
三
四
九
例
に
対
し
て
ヲ
リ
は
全
三
六
例
で
、
ヰ
ル
の
用
例
数
の
一
割
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

1
、
活
用
形
毎
の
用
法
か
ら
見
た
ヰ
ル
と
ヲ
リ

院
政
・
鎌
倉
時
代
の
散
文
資
料
の
ヰ
ル
と
ヲ
リ
に
つ
い
て
、
旧
稿
で
取
っ
た
方
法
と
同
じ
く
、
ま
ず
、
活
用
形
毎
の
用
法
か
ら
見
て
ゆ
く
。

ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
用
例
数
を
活
用
形
と
下
接
す
る
付
属
語
に
よ
っ
て
纏
め
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
ヲ
リ
の
用
例
が
少
な
い
の
で
、

煩
を
厭
う
て
文
献
の
区
別
を
し
て
い
な
い
。
複
数
の
付
属
語
が
連
接
し
て
い
る
場
合
に
は
第
一
位
の
付
属
語
の
み
に
よ
っ
て
分
類
し
た
。



ヲ
リ
の
用
例
が
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
用
法
毎
の
用
例
数
を
見
る
と
き
、
ヰ
ル

と
ヲ
リ
の
相
違
点
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
次
の
事
項
で
あ
る
。

Ⅲ
タ
リ
を
下
接
す
る
の
は
ヰ
ル
の
み
で
あ
る
。
ヰ
タ
リ
は
二
二
例
と
圧
倒

的
多
数
を
占
め
る
。

佃
接
続
助
詞
テ
を
下
接
す
る
の
は
殆
ど
が
ヰ
ル
で
あ
る
。
ヰ
ル
七
四
例
に
対

し
て
ヲ
リ
は
一
例
の
み
で
あ
る
。

畑
尊
敬
の
タ
マ
フ
を
下
接
す
る
の
は
ヰ
ル
の
み
で
あ
り
、
一
八
例
見
ら
れ
る
。

そ
の
他
に
ヰ
ル
は
サ
セ
タ
マ
フ
を
下
接
す
る
例
が
四
例
あ
り
、
尊
敬
の
ラ

ル
を
下
接
す
る
例
も
三
例
あ
る
。
ヲ
リ
に
は
こ
の
よ
う
な
用
法
も
無
い
。

㈲
連
体
法
は
ヰ
ル
五
例
に
対
し
て
ヲ
リ
も
五
例
あ
る
。
ヲ
リ
と
し
て
は
使
用

率
が
高
い
用
法
で
あ
る
。

㈲
終
止
法
は
ヲ
リ
の
み
で
あ
り
、
六
例
見
ら
れ
る
。

㈲
意
思
・
推
量
の
ム
を
下
接
す
る
の
は
、
ヲ
リ
四
例
に
対
し
て
ヰ
ル
は
一
例

の
み
で
あ
る
。

∽
確
定
条
件
表
現
の
「
巳
然
形
十
バ
」
形
式
は
ヲ
リ
の
み
で
、
四
例
見
ら
れ
　
俵

＼ レ’ノヰ ＝ノヲ 計合

独単 合複 ＋テ 独単 合複 ＋テ レノヰ ‖ノヲ
′

座百華法 6 2 3 1 11 1

講説本古 02 61 61 1 1 25 2

記丈方 1 6 1 1 7

集、レ卦 02 3 81＊ 1 3 1 14 5

友居閑 11 3 3 1 6 1 71 8

遺拾治宇 17 07 06 2 6 2 102 01

草然徒 3 22 1 3 62 3

計合 231 611 01 41 71 5 943 63

む合を例3レヰツけ＊㈲

る
。
仮
定
条
件
の
「
未
然
形
＋
バ
」
も
一
例
な
が
ら
ヲ
リ
で
あ
る
。

㈱
ケ
リ
を
下
接
す
る
用
法
は
ヰ
ル
三
例
に
対
し
て
、
ヲ
リ
は
四
例
で
あ
る
。

阪
倉
氏
の
言
わ
れ
る
活
用
形
の
陳
述
性
の
高
低
か
ら
見
る
と
、
ヰ
ル
は
田
畑
と
い
っ
た
陳
述
性
の
低
い
活
用
形
に
、
ヲ
リ
は
㈲
㈲
肋
と
い

っ
た
陳
述
性
の
高
い
活
用
形
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
も
陳
述
性
の
低
い
と
さ
れ
る
連
体

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ

九
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レt′′
ヰ ＝

ノ
ヲ

′
計合

独単 合複 ＋テ 独単 合複 ＋テ レt′′
ヰ ‖

ノ
ヲ

未

然

ム‾ 1・⊥ 2 1 1 1 4

ズ‾ 1 1 1 1

役使スサ‾ 1 1

レIノ
ツマテタセサ

‾
1 1

フマタセサー
2 2 4

勘博レノラー 1 2 3

†ノ‾ 1 1

連

用

リタ‾ 06 86 38＊ 112

テ‾ 93 13 4 1 47 1

フマタ
‾

6 2 01 ∩ハ）
1

日
ソベノ‾ 1 1

ヌ‾ 8 3 1 21

ツ‾ 1 1

‖
ノ

ケ‾ 1 2 1 4 1 3 6

ムケ‾ 1 1

ラガナ
‾

3 3

止中用達 3 1 3 1

終

止

法止終 1 2 1 4

シベー 2 2

連

体

法体連 3 1 1 4 1 5 5

止終体連 1 1 2 2 2

法体準 1 1

リナウヤ‾ 1 1

‖
ノ

ナー 1 1

ム‾フ‾ 1 1

ヲ‖
ノヨカー 3 3

巳ヾノー 3 1 4

命形令命 2 2

計合 331 511 101 41 71 5 943 63

む合を停3リタヰツけ＊㈲



法
に
も
ヲ
リ
が
少
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
問
題
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ⅲ
の
ヰ
タ
リ
が
極
め
て
盛
ん
で
あ
る
こ
と
は
、
ヰ
ル
が
動
作
動
詞
で
あ
り
ヲ
リ
は
存
在
動
詞
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
両
者
の
違
い
は
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

l
世
に
か
げ
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
陰
に
瑚
て
、
心
の
ど
か
に
強
引
ば
、
影
は
な
れ
ぬ
べ
き
に
、
さ
は
せ
ず
し
て
、
は
れ
に
い
で
、
、
は

な
れ
ん
と
す
る
時
に
は
、
中
入
力
）
こ
そ
つ
く
れ
、
影
は
な
る
～
事
な
し
。
（
宇
治
　
即
・
1
3
）

ヰ
ル
は
具
体
的
な
場
所
を
表
す
語
を
こ
格
で
承
け
て
「
座
る
・
と
ど
ま
る
」
等
の
意
の
動
作
を
表
す
動
詞
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ヲ
リ
は
存

在
動
詞
（
状
態
性
を
有
す
る
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
㈲
の
終
止
形
は
ヲ
リ
の
み
で
あ
っ
て
ヰ
ル
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
動
作
動
詞

と
存
在
動
詞
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
解
し
う
る
。

2
「
わ
び
し
、
心
う
し
」
と
思
ゐ
て
、
つ
ら
づ
え
う
ち
つ
き
て
封
引
。
（
古
本
　
5
5
・
2
）

3
あ
や
ま
ち
ど
も
を
か
た
は
し
よ
り
と
ふ
に
、
た
ゞ
お
い
を
の
み
か
う
け
に
し
て
、
い
ら
へ
を
り
。
（
古
本
　
1
1
5
・
1
）

存
在
動
詞
の
終
止
形
は
現
在
を
表
す
が
、
動
作
動
詞
の
終
止
形
は
未
来
し
か
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
動
作
動
詞
の
ヰ
ル
は
タ
リ
を
下
接
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
状
態
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ヲ
リ
は
ヰ
タ
リ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

ヰ
タ
リ
の
み
な
ら
ず
、
複
合
用
法
や
テ
＋
～
形
式
で
用
い
ら
れ
る
ヰ
ル
も
状
態
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
状
態
を
表
す
ヰ
ル
は

意
義
の
上
で
も
ヲ
リ
と
等
し
く
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
㈲
敬
語
表
現
に
は
ヰ
ル
は
用
い
ら
れ
る
が
ヲ
リ
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

4
太
子
パ
ル
カ
ナ
ル
国
ニ
ア
カ
メ
カ
シ
ツ
カ
レ
テ
朝
夕
マ
ヘ
ル
ヲ
（
法
華
　
ウ
塑

5
「
ま
だ
し
ら
ぬ
か
。
お
ほ
矢
の
す
け
た
け
の
ぶ
の
、
こ
の
ご
ろ
の
ぼ
り
て
み
ら
れ
た
る
な
り
」
と
い
ふ
に
（
宇
治
　
聖
2
）

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
ヰ
ル
と
ヲ
リ
が
意
義
の
上
で
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
、
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
意
義

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ
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二

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
い
て
も
、
ヰ
ル
は
「
動
作
（
状
態
）
を
客
観
的
に
記
述
す
る
」
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
単
独
用
法
で
あ
れ

複
合
用
法
で
あ
れ
テ
ヰ
ル
形
式
で
あ
れ
、
接
続
助
詞
テ
を
下
接
す
る
の
は
ヰ
ル
の
み
で
あ
る
と
い
う
点
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
接
続
助
詞

テ
は
事
態
を
客
観
的
に
記
述
す
る
助
詞
で
あ
る
ゆ
え
、
ヰ
ル
と
は
適
接
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヲ
リ
が
テ
を
下
接
す
る
例
も
一
例
な

が
ら
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
別
の
解
釈
の
余
地
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

6
さ
て
、
か
ね
も
ち
夜
も
ほ
の
め
く
ほ
ど
に
な
り
ぬ
れ
バ
、
こ
の
き
し
に
ゐ
侍
て
、
東
こ
む
か
ひ
て
ハ
や
日
の
い
で
た
ま
へ
か
し
と
思
l

薗
射
て
、
日
も
い
で
ゝ
や
う
ノ
＼
南
こ
め
ぐ
り
給
へ
ば
、
そ
れ
こ
し
た
が
ひ
て
ま
た
南
に
む
か
ひ
て
　
（
閑
居
　
1
1
9
・
1
）

こ
れ
に
対
し
て
、
ヲ
リ
は
そ
の
用
法
上
の
特
徴
か
ら
、
「
存
在
（
状
態
）
を
主
体
的
・
意
思
的
行
為
と
し
て
描
写
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
言

え
る
。ヲ

リ
の
特
徴
的
用
法
の
第
一
は
、
㈲
の
意
思
・
推
量
の
ム
を
下
接
す
る
用
法
で
あ
る
。
『
発
心
集
』
に
二
例
、
『
方
丈
記
』
と
『
徒
然
草
』

に
各
一
例
づ
つ
で
あ
る
。

7
「
我
は
い
ま
は
家
へ
も
か
へ
る
ま
じ
。
法
師
に
な
り
て
こ
ゝ
に
ゐ
て
、
此
木
の
葉
の
有
さ
ま
な
ど
思
ひ
っ
づ
け
つ
ゝ
、
の
ど
か
に
念

仏
し
て
を
到
引
ん
と
思
ふ
。
（
略
）
」
（
発
心
　
8
1
・
1
3
）

8
イ
カ
ニ
イ
ハ
ム
ヤ
ツ
ネ
ニ
ア
リ
キ
ッ
ネ
ニ
ハ
タ
ラ
ク
ハ
養
性
ナ
ル
ヘ
シ
。
ナ
ン
ソ
イ
タ
ツ
ラ
ニ
ヤ
ス
ミ
ヲ
ラ
ン
。
（
方
丈
　
堅

9
も
し
、
人
、
仏
道
を
を
こ
な
は
ん
た
め
に
、
山
林
に
も
ま
じ
は
り
、
ひ
と
り
広
野
の
中
に
も
到
引
ん
時
、
身
を
お
そ
れ
い
の
ち
を
を

し
む
心
あ
ら
ば
、
か
な
ら
ず
L
も
ほ
と
け
の
を
う
ご
し
給
ふ
ら
む
と
は
た
の
む
べ
か
ら
ず
。
（
発
心
　
8
0
・
9
）

1
0
此
お
と
ゞ
一
人
「
王
土
に
を
l
引
ん
虫
、
皇
居
を
建
ら
れ
ん
に
何
の
た
ゝ
り
を
か
な
す
べ
き
。
鬼
神
は
よ
こ
し
ま
な
し
。
と
が
む
べ
か

ら
ず
。
（
略
）
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
　
（
徒
然
　
1
3
1
・
9
）

例
7
8
の
ム
は
意
思
で
あ
る
。
例
7
の
「
の
ど
か
に
念
仏
し
て
を
る
」
主
語
は
話
し
手
自
身
で
あ
り
、
例
8
は
作
者
長
明
を
含
め
た
世
間
一

般
の
人
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
、
存
在
（
状
態
）
を
主
体
的
行
為
と
し
て
描
写
す
る
場
合
に
ヲ
リ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



あ
る
存
在
（
状
態
）
を
客
観
的
に
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的
行
為
と
し
て
描
写
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
あ
り
方
」
に
対
す
る
話

し
手
の
立
場
か
ら
の
な
ん
ら
か
の
価
値
判
断
（
評
価
）
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
8
は
、
世
間
一
般
の
人
間
の
「
イ
タ
ヅ
ラ

こ
ヤ
ス
ミ
ヲ
ル
」
あ
り
方
に
対
す
る
長
明
の
批
判
で
あ
る
。

例
9
1
0
は
推
量
の
ム
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
ヲ
リ
は
主
体
的
な
行
為
の
描
写
で
あ
る
。
例
9
の
「
広
野
の
中
に
を
る
」
こ
と
は
、
「
仏
道

を
を
こ
な
は
ん
た
め
」
の
主
体
的
行
為
で
あ
る
。
例
1
0
は
動
物
が
主
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
虫
（
く
ち
な
わ
）
は
、
人
の
対
応
の

し
か
た
次
第
で
は
「
た
た
り
を
な
す
」
こ
と
の
あ
る
主
体
性
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ヰ
ル
が
ム
を
下
接
す
る
場
合
も
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
　
に
一
例
な
が
ら
見
ら
れ
る
。

1
1
け
ぴ
ぃ
し
ど
も
あ
つ
ま
り
て
、
「
こ
れ
は
い
み
じ
き
あ
く
に
ん
也
。
一
二
度
人
や
に
瑚
ん
だ
に
、
人
と
し
て
よ
か
る
べ
き
こ
と
か
は
。

ま
し
て
い
く
そ
ぱ
く
の
お
か
し
を
し
て
、
か
く
七
度
ま
で
は
、
あ
さ
ま
し
く
ゆ
～
し
き
事
也
。
（
略
）
」
　
（
1
6
3
・
3
）

こ
の
場
合
、
「
人
や
（
牢
獄
）
に
ゐ
る
」
こ
と
は
主
体
的
行
為
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
ヰ
ル
が
用
い
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
0

ヲ
リ
の
特
徴
的
用
法
の
第
二
は
、
∽
確
定
条
件
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
一
例
、
『
方
丈
記
』
に
二
例

見
ら
れ
る
。
ヰ
ル
に
こ
の
用
法
は
無
い
。

1
2
（
盗
人
）
を
よ
び
を
さ
し
な
ど
、
か
た
（
術
）
か
た
り
を
れ
ば
、
人
々
、
「
さ
て
〈
」
と
い
ひ
て
、
と
ひ
き
け
ば
、
い
と
ゞ
く
る
ふ
や

う
に
し
て
、
か
た
り
を
る
　
（
宇
治
　
3
2
3
・
2
）

1
3
ヲ
ヒ
タ
、
シ
ク
ヲ
ホ
ナ
ヰ
フ
ル
コ
ト
侍
キ
。
（
略
）
家
ノ
内
二
列
叫
ハ
忽
ニ
ヒ
シ
ケ
ナ
ン
ト
ス
（
方
丈
　
型

1
4
若
セ
ハ
キ
地
二
外
項
ハ
、
チ
カ
ク
炎
上
ア
ル
時
、
ソ
ノ
災
ヲ
ノ
カ
ル
＼
事
ナ
シ
。
（
同
右
　
1
7
8
）

1
5
コ
ト
サ
ラ
こ
無
言
ヲ
セ
サ
レ
ト
モ
、
独
り
列
叫
ハ
業
ヲ
、
サ
メ
ツ
ヘ
シ
。
（
同
右
　
型

こ
の
う
ち
、
例
1
2
は
具
体
的
・
個
別
的
な
事
態
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
客
観
的
な
因
果
関
係
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は

院
政
。
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ



鎌
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四

ヰ
タ
レ
バ
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
例
は
い
ず
れ
も
恒
常
的
な
因
果
関
係
の
表
現
で
あ
っ
て
、
後
件
に
は

前
件
で
仮
定
さ
れ
た
事
態
に
対
す
る
話
し
手
（
右
の
例
で
は
長
明
）
　
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。

「
未
然
形
＋
バ
」
の
形
式
に
も
ヲ
リ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
例
1
で
あ
る
（
一
例
）
。
こ
れ
も
恒
常
的
な
因
果
関
係
の
表
現
で
あ
り
、

後
件
に
は
話
し
手
の
判
断
が
き
て
い
る
。
話
し
手
の
判
断
が
表
明
さ
れ
る
表
現
に
ヲ
リ
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
㈲
の
連
体
法
に
も
ヲ
リ
が

目
立
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
も
次
の
二
例
の
よ
う
に
恒
常
的
な
因
果
関
係
を
述
べ
る
条
件
表
現
に
近
い
も
の
が
あ
る
。

1
6
若
ヲ
ノ
レ
カ
身
カ
ス
ナ
ラ
ス
シ
テ
権
門
ノ
カ
タ
バ
ラ
ニ
列
叫
モ
ノ
バ
、
フ
カ
タ
ヨ
ロ
コ
フ
事
ア
レ
ト
モ
、
ヲ
ホ
キ
ニ
タ
ノ
シ
ム
ニ
ア

タ
ハ
ス
。
（
方
丈
　
1
7
0
）

1
7
若
マ
ツ
シ
ク
シ
テ
ト
メ
ル
家
ノ
ト
ナ
リ
こ
外
項
モ
ノ
バ
、
ア
サ
エ
フ
ス
ホ
キ
ス
カ
タ
ヲ
ハ
チ
デ
、
ヘ
ツ
ラ
ヒ
ツ
、
（
略
）
時
下
シ
テ
ヤ

ス
カ
ラ
ス
。
（
同
右
　
掴
）

ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的
な
用
法
か
ら
見
て
、
ヰ
ル
は
「
動
作
（
状
態
）
を
客
観
的
に
記
述
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
ヲ
リ
は
、
「
存

在
（
状
態
）
の
あ
り
方
を
主
体
的
・
意
思
的
行
為
と
し
て
描
写
す
る
」
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
㈱
ヲ
リ
は
ケ
リ
と
と
も
に
用
い
ら
れ

る
例
が
目
立
つ
の
も
、
ヲ
リ
が
主
体
的
意
義
を
有
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
敬
語
表
現
に
は
ヰ
ル
は
用
い
ら
れ
る
け

れ
ど
も
ヲ
リ
は
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヲ
リ
が
存
在
（
状
態
）
の
あ
り
方
に
対
し
て
話
し
手
の

な
ん
ら
か
の
価
値
判
断
（
評
価
）
を
込
め
て
描
写
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
敬
語
表
現
に
は
馴
染
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。

ヲ
リ
は
敬
語
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ヰ
ル
と
ヲ
リ
と
の
間
に
待
遇
表
現
上
の
差
異
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
も
成
り
立
と
う
。
金
水
氏
は
、
中
古
に
ヰ
ル
が
ヰ
タ
リ
や
～
テ
ヰ
ル
の
形
で
状
態
怪
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
結

果
、
ヲ
リ
は
勢
力
を
失
っ
て
主
語
下
位
待
遇
と
で
も
言
う
べ
き
意
味
の
変
質
を
遂
げ
て
細
々
と
生
き
残
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

柳
田
氏
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
な
ぜ
ヲ
リ
が
そ
う
い
う
表
現
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
は
主
語

下
位
待
遇
の
意
味
が
ヲ
リ
に
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
ょ
う
。



3
、
動
作
主
体
か
ら
見
た
ヰ
ル
と
ヲ
リ

ま
ず
、
動
作
主
体
が
一
人
称
で
あ
る
場
合
を
見
る
と
、
ヲ
リ
の
例
は
全
三
六
例
中
四
例
で
あ
る
（
前
掲
例
7
も
該
当
例
で
あ
る
）
。

1
8
は
ろ
く
と
な
き
て
、
「
わ
ぬ
L
が
せ
い
す
る
事
を
き
か
ず
、
い
た
く
此
鹿
を
こ
ろ
す
。
我
し
ゝ
に
か
は
り
て
こ
ろ
さ
れ
な
ば
、
さ
り

と
も
す
こ
し
は
と
ゞ
ま
り
な
ん
と
思
へ
ば
、
か
く
て
い
ら
れ
ん
と
し
て
叫
刹
な
り
。
口
お
し
う
射
ぎ
り
つ
」
と
の
給
ふ
に
（
宇
治
　
竪

1
2
）

1
9
馬
の
い
ふ
や
う
「
あ
な
か
な
し
、
わ
び
し
。
い
か
な
る
つ
み
の
む
く
ひ
に
て
、
こ
の
人
二
つ
か
は
れ
て
、
ひ
る
ハ
日
ぐ
ら
し
と
い
ふ

ば
か
り
に
、
か
く
つ
か
ハ
れ
叫
刹
ら
ん
。
（
略
）
」
（
閑
居
　
2
0
6
・
1
）

し
か
し
な
が
ら
、
ヰ
ル
に
も
次
例
の
よ
う
に
一
人
称
に
用
い
ら
れ
る
例
が
一
三
例
あ
る
。
全
体
の
割
合
か
ら
す
る
と
、
一
人
称
を
主
語
と
す

る
の
は
ヰ
ル
が
四
％
、
ヲ
リ
が
二
％
で
あ
り
、
ヲ
リ
の
方
が
多
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
顕
著
な
差
異
と
は
言
い
が
た
い
。

2
0
此
僧
ノ
思
ヤ
ウ
、
（
略
）
人
こ
モ
マ
シ
ラ
ス
シ
テ
、
ア
カ
ツ
キ
ニ
ノ
ミ
カ
ク
不
日
朝
夕
ラ
ム
、
バ
ツ
カ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
ト
思
テ
、
高
キ

イ
ハ
ホ
ノ
ウ
へ
ニ
イ
タ
リ
テ
身
ヲ
ナ
ケ
テ
ケ
リ
。
（
法
華
　
オ
．
n
n
望

2
1
「
（
略
）
風
の
お
こ
り
て
な
や
ま
し
う
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
此
火
の
あ
た
り
見
過
し
が
た
く
て
封
た
る
ぞ
か
し
。
（
略
）
」
（
寒
心
　
聖
1
1
）

2
2
事
ざ
ま
の
優
に
お
ぼ
え
て
、
物
の
か
く
れ
よ
り
し
ば
し
見
ゐ
l
た
る
に
（
徒
然
　
3
2
・
誓

た
だ
、
三
人
称
を
動
作
主
体
と
す
る
ヲ
リ
の
中
に
は
、
主
語
下
位
待
遇
的
な
用
例
が
あ
る
。

2
3
「
愛
に
ゐ
た
り
つ
る
盗
人
の
（
略
）
う
せ
ぬ
る
な
り
。
火
を
高
く
と
も
し
て
、
か
く
れ
お
る
か
と
み
よ
」
と
の
給
け
れ
ば
（
宇
治
　
畢

1
0
）

2
4
郡
司
の
し
ど
け
な
か
り
け
れ
ば
（
略
）
あ
や
ま
ち
ど
も
を
、
か
た
は
し
よ
り
と
ふ
に
、
老
を
か
う
け
に
て
、
い
ら
へ
お
る
。
（
同
右
　
甲

1
0
）院

政
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

2
5
「
え
な
ら
じ
」
と
い
ふ
を
き
ゝ
つ
る
ひ
と
は
、
「
な
に
事
を
い
ひお
る
ふ
る
大
君
ぞ
。

一
六

さ
え
の
神
ま
つ
り
て
、
く
る
ふ
に
こ
そ
あ
め
れ
」

な
ど
、
つ
ぶ
や
き
て
な
ん
帰
け
る
。
（
同
右
　
2
9
6
・
8
）

2
6
中
ご
ろ
、
は
り
ま
の
国
二
、
お
ち
た
る
僧
ゆ
き
と
ま
り
て
叫
刹
あ
り
け
り
。
（
閑
居
　
掩
∵
1
）

「
盗
人
・
し
ど
け
な
き
郡
司
・
お
ち
た
る
僧
」
と
い
っ
た
好
ま
し
く
な
い
人
物
に
ヲ
リ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
例
2
4
は
前
掲
例
3
と
同
説
話
）
。

な
か
で
も
例
2
5
は
卑
罵
表
現
に
近
い
。
ま
た
、
ヲ
リ
は
、
ガ
格
で
待
遇
さ
れ
い
る
人
間
に
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
。

2
7
不
浄
観
ス
ル
仰
（
僧
）
イ
テ
キ
タ
リ
テ
毒
イ
カ
外
項
ト
コ
ロ
ニ
イ
タ
リ
テ
ト
フ
ニ
（
法
華
　
オ
7
3
）

2
8
又
フ
モ
ト
ニ
フ
シ
ハ
ノ
イ
ホ
リ
ア
リ
。
ス
ナ
ハ
チ
コ
ノ
山
モ
リ
カ
列
両
所
也
（
方
丈
　
些

そ
う
い
え
ば
、
先
に
ヲ
リ
が
条
件
表
現
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
多
く
は
後
件
に
話
し
手
の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ

の
例
外
と
な
る
例
1
2
の
場
合
は
、
主
語
は
盗
人
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヲ
リ
は
右
の
よ
う
な
例
ば
か
り
で
は
な
く
、
身
分
の
高
い
人
に
も
用
い
る
例
が
あ
る
。

2
9
ま
こ
と
の
人
は
智
も
な
く
徳
も
な
く
功
も
な
し
。
（
略
）
本
よ
り
賢
愚
得
失
の
さ
か
ひ
に
を
到
引
ざ
れ
ば
な
り
。
（
徒
然
　
聖
1
3
）

3
0
い
み
じ
か
り
し
賢
人
聖
人
、
み
づ
か
ら
い
や
し
き
位
に
封
引
、
時
に
あ
は
ず
し
て
や
み
ぬ
る
、
又
お
は
し
。
（
同
右
　
請
・
3
）

3
1
さ
ら
に
立
帰
る
べ
き
心
ち
せ
ず
、
白
衣
に
て
あ
し
だ
は
き
お
り
け
る
ま
、
に
（
略
）
京
の
か
た
へ
く
だ
り
ぬ
。
（
発
心
　
1
5
・
5
）

写
し
の
人
、
た
ゞ
お
は
か
た
の
な
さ
け
か
と
は
お
も
へ
ど
も
、
さ
す
が
に
ま
た
む
か
し
に
ハ
に
ず
な
ん
思
ひ
を
り
け
る
。
（
閑
居
　
響

1
）

例
3
1
は
「
平
等
供
奉
と
て
や
む
ご
と
な
き
人
」
、
例
3
2
は
「
そ
れ
が
し
の
僧
都
と
て
た
う
と
き
人
」
を
主
語
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヲ
リ
の
用

例
の
中
に
は
主
語
下
位
待
遇
的
意
味
を
持
つ
も
の
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
ヲ
リ
の
本
義
と
は
言
い
が
た

い
の
で
あ
る
。

ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
意
義
の
違
い
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
動
物
を
主
語
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
動
物
を
主
語
と
す
る
場
合
、
ヰ



ル
も
ヲ
リ
も
用
い
ら
れ
る
が
多
く
は
ヰ
ル
で
あ
る
。
ヰ
ル
は
「
動
作
（
状
態
）
の
客
観
的
な
記
述
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
動
作
主
体
は
無
意

思
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

3
3
後
徳
大
寺
大
臣
の
寝
殿
に
鳶
劃
さ
せ
じ
と
て
縄
を
は
ら
れ
た
り
け
る
を
（
徒
然
　
1
9
・
1
）

3
4
た
に
の
そ
こ
に
、
と
り
の
割
や
う
に
、
や
を
ら
お
ち
い
け
れ
ば
（
法
華
　
1
3
3
・
5
）

3
5
ま
だ
ら
な
る
く
ち
な
は
の
、
き
り
ノ
＼
と
し
て
劃
た
れ
ば
（
宇
治
　
1
5
8
・
1
6
）

3
6
つ
ぎ
ノ
＼
の
猿
ど
も
、
左
右
に
二
百
ば
か
り
な
み
ゐ
l
て
（
同
右
　
m
・
7
）

こ
れ
に
対
し
て
動
物
を
動
作
主
体
と
す
る
ヲ
リ
も
少
数
な
が
ら
三
例
見
ら
れ
る
。
前
掲
例
1
0
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
く
ち
な
わ
」
を
主
体
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
う
一
例
は
虎
を
動
作
主
体
と
す
る

次
の
例
で
あ
る
。

3
7
し
ば
し
ば
か
り
あ
り
て
、
と
ら
海
よ
り
出
き
ぬ
。
（
略
）
左
の
ま
へ
あ
L
を
膝
よ
り
か
み
食
き
ら
れ
て
、
ち
あ
ゆ
。
（
略
）
其
き
れ
た
る

所
を
水
に
ひ
た
し
て
、
ひ
ら
が
り
を
る
を
、
い
か
に
す
る
か
と
み
る
程
に
（
宇
治
　
1
2
9
・
3
）

こ
こ
は
鰐
に
前
足
を
食
い
き
ら
れ
た
虎
が
鰐
に
反
撃
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
を
描
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
動
物
で
は
あ
っ
て
も
主
体

性
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

動
作
主
体
か
ら
見
て
も
、
ヲ
リ
は
主
体
性
あ
る
も
の
に
対
し
て
用
い
、
そ
の
存
在
（
状
態
）
の
あ
り
方
を
話
し
手
の
立
場
か
ら
描
写
す
る
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
。
話
し
手
が
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
評
価
す
る
場
合
、
そ
の
評
価
は
一
般
に
は
否
定
的
評
価
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ

の
対
象
も
お
の
ず
か
ら
好
ま
し
く
な
い
人
物
や
身
分
の
低
い
者
が
多
く
な
ろ
う
。
そ
れ
が
ヲ
リ
の
主
語
下
位
待
遇
的
用
法
に
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

中
古
の
和
文
資
料
で
は
、
複
合
用
法
の
場
合
の
ヲ
リ
の
上
接
語
は
「
精
神
活
動
・
言
語
行
動
を
表
す
動
詞
」
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、

ヲ
リ
の
意
義
を
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
資
料
で
は
用
例
数
が
少
な
い
の
で
、
こ

院
政
4
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ
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の
面
か
ら
の
考
察
は
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
金
水
氏
は
、
漢
文
訓
読
文
の
ヲ
リ
に
主
語
下
位
待
遇
の
意
味
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
、
十
世
紀
中
頃
以
降
と
い
う
限
定
つ

き
で
、
仮
名
散
文
の
中
の
主
語
下
位
待
遇
の
な
い
ヲ
リ
は
、
一
種
の
訓
点
特
有
語
と
み
な
し
得
る
と
さ
れ
て
、
「
方
丈
記
や
、
史
記
抄
・
毛
詩

抄
・
蒙
求
抄
な
ど
の
抄
物
に
は
ヲ
リ
が
比
較
的
よ
く
用
い
ら
れ
、
し
か
も
下
位
待
遇
が
認
め
ら
れ
な
い
。
平
安
時
代
以
来
の
漢
文
訓
読
文
の

ヲ
リ
の
用
法
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
『
方
丈
記
』
に
は
ヲ
リ
が
よ
く

用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヲ
リ
に
主
語
下
位
待
遇
の
意
味
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
訓
点
資
料
の
ヲ
リ
と
の
関
係
を
再
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
は
訓
点
資
料
に
於
け
る
ヰ
ル
・
ヲ
リ
の
用
法
を
検
討
す
る
。

三
、
訓
点
資
料
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ

調
査
対
象
と
し
た
訓
点
資
料
は
、
神
田
本
『
自
民
文
集
』
天
永
四
年
（
二
一
三
）
点
、
興
福
寺
本
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
延
久
承
暦

頃
等
点
、
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』
　
（
経
部
）
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
～
正
嘉
元
年
（
二
五
七
）
加
点
本
、
醍
醐
寺
蔵
『
遊
仙
窟
』
康
永

三
年
（
一
三
四
四
）
書
写
加
点
本
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
訓
点
資
料
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
う
ち
、
訓
点
に
よ
っ
て
語
形
が
確
か
で
あ
る
も
の
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
活
用
形
（
下
接
語
）

毎
の
用
例
数
を
纏
め
た
も
の
が
表
3
で
あ
る
。
訓
点
資
料
で
は
、
単
独
用
法
が
殆
ど
で
、
複
合
用
法
は
稀
で
あ
り
、
テ
＋
～
形
式
も
見
ら
れ

な
い
の
で
、
表
で
は
こ
れ
ら
の
区
別
は
し
な
い
。
ま
た
、
同
一
漢
字
に
複
数
の
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
重
複
し
て
数
え
て
い
る
。

訓
点
資
料
に
於
い
て
は
ヰ
ル
は
全
六
八
例
に
対
し
て
ヲ
リ
は
一
〇
三
例
で
あ
っ
て
、
無
訓
の
場
合
を
除
外
し
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い

て
も
ヲ
リ
の
使
用
頻
度
の
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
ず
、
活
用
形
毎
の
用
法
か
ら
見
る
と
、
次
の
点
に
於
い
て
訓
点
資
料
の
ヰ
ル
と
ヲ
リ
は
散
文
資
料
の
そ
れ
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
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ヲ
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レIノ
ヰ リヲ レノヰ リヲ レIノヰ ＝

ノヲ レヰ リヲ
′

未

然

ム‾ 1 32 4

ズ‾ 3 2 2 2 5

ムシ‾ 3 2 5

連

用

テ‾ 3 4 53 3 54

＝
ノ

タ‾ 1 1 2

ヌ‾ 1 1

‾フガナ‾ 1 1

法止中 3 2 3 53 3 7 9

終

止

法止終 1 1 2 41 2 324 3 5 14

ト
‾

1 5 6

1モト‾
1

シベ‾
1 1

連

体

法体連 2 1 415 1 1 2 71

シトゴガ
｛

1 1

ニ｛
1 2 1 1 3

＼ノ‾
1 3 1 3

ヾノンキト‾ 4 4

巳†ノ‾ 1 1

命 2 2 1 3 2

計 5 6 111 62 94 66 5 5 07 301
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＊
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催
用

院
政
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倉
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代
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於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ
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二
〇

m
接
続
助
詞
テ
を
下
接
す
る
の
は
ヰ
ル
の
み
で
あ
る
。
ヲ
リ
を
多
用
す
る
訓
点
資
料
で
も
、
テ
を
下
接
す
る
の
は
ヰ
ル
の
み
で
あ
る
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
も
、
ヰ
ル
全
七
〇
例
の
う
ち
ヰ
テ
は
四
五
例
と
い
う
多
数
を
占
め
て
い
る
。

ヰ

○
小
草
（
ノ
）
　
［
之
］
因
縁
ヲ
説
（
ク
）
こ
、
無
生
二
虞
テ
其
レ
猶
シ
昧
シ
　
（
慈
恩

ヰ

○
骨
肉
離
散
シ
て
独
り
廟
幻
［
而
］
兄
弟
無
シ
（
群
書
　
三
・
1
4
1
）

八
・
9
8
　
C
点
）

似
連
体
法
は
ヰ
ル
二
例
に
対
し
て
ヲ
リ
は
一
七
例
で
ヲ
リ
が
多
い
。

ヲ

　

　

　

．

1

こ

．

け

○
君
子
は
下
流
に
固
叫
こ
と
を
悪
ム
（
群
書
　
九
・
墜

㈲
終
止
法
は
ヰ
ル
五
例
に
対
し
て
ヲ
リ
四
一
例
で
ヲ
リ
が
多
い
。

マ
ノ

○
言
は
君
子
は
下
に
居
（
リ
）
。
小
人
は
上
に
劇
男
［
也
］
（
群
書
　
三
・
2
9
0
）

㈲
助
動
詞
ム
を
下
接
す
る
の
は
ヲ
リ
の
み
で
あ
る
。
『
白
氏
文
集
』
に
一
例
、
『
群
書
治
要
』
に
三
例
見
ら
れ
る
。

○
青
首
、
明
月
、
閑
地
多
、
比
屋
ノ
斉
人
、
何
ノ
虞
に
か
廟
ル
［
（
左
）
到
ム
］
（
白
氏
　
4
1
6
）

ト

モ

ー

ヲ

ー

　

　

　

ス

○
将
に
民
の
［
之
］
輿
に
虞
ラ
む
と
［
将
］
ル
（
群
書
　
八
・
型

㈲
「
巳
然
形
＋
バ
」
形
式
は
ヲ
リ
で
あ
る
。
『
自
民
文
集
』
に
一
例
な
が
ら
見
ら
れ
る
。

ヰ

〇
日
遅
テ
独
坐
て
「
到
レ
ー
ハ
」
、
天
、
暮
難
シ
（
墜

右
の
例
は
、
「
坐
」
に
ヰ
ル
の
訓
も
あ
る
。
そ
し
て
、
ヰ
ル
と
訓
じ
ら
れ
る
場
合
は
テ
が
下
接
し
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

訓
点
資
料
と
散
文
資
料
と
は
用
法
に
於
い
て
相
通
ず
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
で
相
違
す
る
の
は
訓
点
資
料
で
は
ヰ
タ
リ
が
極
め
て
稀
で
あ

る
こ
と
と
、
ヰ
タ
マ
フ
の
よ
う
な
敬
語
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
ヰ
ル
が
無
い
こ
と
で
あ
る
。
ヰ
タ
リ
は
次
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

〇
一
リ
は
始
て
床
に
扶
ラ
レ
［
（
左
）
オ
シ
カ
＼
リ
又
パ
フ
］
、
一
リ
は
初
て
坐
り
［
（
左
）
ヰ
ル
］
。
々
て
［
（
左
）
朝
夕
ル
モ
］
噂
キ
（
白
氏
　
5
3
5
）

し
か
し
、
訓
点
資
料
で
は
タ
リ
や
タ
マ
フ
な
ど
の
読
み
添
え
は
余
り
用
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
相
違
点
は
、
訓
点
資
料
の
ヰ

ル
・
ヲ
リ
の
意
味
用
法
が
散
文
資
料
と
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。



次
に
、
動
作
主
体
と
ヰ
ル
と
ヲ
リ
と
の
関
係
を
見
る
に
、
ヲ
リ
は
次
例
の
よ
う
に
王
と
か
君
子
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ヰ
ル
と
ヲ
リ
と
で
待
遇
品
位
上
の
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ゴ
ノ

○
故
に
太
子
達
［
子
］
城
父
に
矧
引
（
群
書
　
六
・
型

ヲ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

サ

○
君
子
の
乱
世
に
矧
男
と
錐
（
モ
）
、
其
（
ノ
）
節
度
を
改
メ
不
ル
に
喩
フ
［
也
］
　
（
同
右
　
三
・
塑

注
意
さ
れ
る
の
は
動
物
を
動
作
主
体
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
訓
点
資
料
に
於
い
て
も
散
文
資
料
の
場
合
と
同
様
の
使
い
分
け
が
認
め
ら
れ

る
。
ヰ
ル
は
雀
・
青
蝿
・
鴻
贋
・
白
鷺
（
『
群
書
治
要
』
）
　
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ヰ

○
雀
有
り
、
（
略
）
南
従
（
リ
）
飛
（
ヒ
）
来
（
リ
）
テ
、
帳
二
人
（
リ
）
テ
、
［
於
］
御
座
二
劃
ヌ
（
慈
恩
　
九
・
2
2
2
　
C
点
）

カ
キ
博
l
l
l
l
l

O
営
々
タ
ル
青
蝿
、
［
干
］
焚
に
止
ル
　
（
左
訓
「
ヰ
ヨ
」
）
　
（
群
書
　
三
・
3
5
9
）

ユ

　

　

　

　

　

　

　

　

ヰ

○
鴻
腐
干
キ
飛
フ
。
［
干
］
中
澤
に
剰
両
（
同
右
　
三
・
型

ヲ
リ
も
動
物
を
動
作
主
体
と
す
る
例
が
あ
る
。
牛
と
鴻
贋
の
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
ヰ
ル
と
は
用
法
が
異
な
っ
て
い
る
。

「

．

一

－

モ

ノ

○
諸
牛
成
（
ク
）
ニ
畏
（
リ
）
テ
敢
（
へ
）
テ
其
ノ
前
二
虞
ル
者
無
（
シ
）
　
（
慈
恩
　
四
・
1
6
　
e
点
）

ヲ

　

　

　

　

ヤ

ス

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヰ

○
中
澤
は
澤
の
中
。
鴻
層
の
［
之
］
性
、
澤
中
に
嘲
呵
こ
と
を
安
ン
ス
。
今
飛
て
［
而
］
、
又
［
干
］
澤
中
に
集
ル
（
群
書
　
三
・
2
5
9
）

『
慈
恩
伝
』
の
例
の
牛
は
擬
人
的
に
主
体
性
あ
る
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
『
群
書
治
要
』
の
例
は
鴻
贋
を
主
語
と
す
る
が
、
こ
れ
は

前
掲
の
ヰ
ル
の
例
に
掲
げ
た
本
文
に
対
す
る
割
り
注
で
あ
る
。
「
鴻
贋
の
性
」
に
つ
い
て
注
し
た
も
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
ヲ
リ
と
訓
じ
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
動
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
主
体
性
あ
る
も
の
と
し
て
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
ヲ
リ
と
訓
じ
ら
れ
た
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
命
令
形
に
ヰ
ヨ
と
ヲ
レ
と
が
あ
る
が
、
主
語
が
人
間
の
場
合
に
ヲ
レ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
偶
然
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

ヰ

○
営
々
青
蝿
、
［
干
］
疎
に
咄
判
（
群
書
　
三
・
型

で

マ

タ

　

け

l

l

l

l

l

l

　

　

チ

○
封
て
日
、
未
シ
。
居
レ
吾
レ
汝
に
語
ラ
ン
　
（
同
右
　
九
・
4
9
8
）

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

な
お
、
『
慈
恩
伝
』
に
は
、
城
や
池
と
い
っ
た
非
情
物
に
対
し
て
ヲ
リ
の
訓
を
付
し
た
例
が
あ
る
。

マ
ノ

○
城
、
摩
掲
陀
国
（
ノ
）
［
之
］
中
に
園
男
（
三
・
3
1
2
　
e
点
）

ヲ

○
川
ノ
中
二
大
龍
ノ
池
有
（
リ
）
、
東
西
三
百
里
、
南
北
五
十
里
。
賠
部
洲
ノ
中
二
劇
引
（
五
・
掴
　
e
点
）

こ
れ
は
、
存
在
の
意
味
と
し
て
「
虞
」
字
を
訓
ず
る
な
ら
ば
ヲ
リ
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
漢
文
訓
読
の
場
で
の
特
殊
な
用
法
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
虞
」
字
は
『
類
緊
名
義
抄
』
で
も
ヰ
ル
・
ヲ
リ
の
訓
は
あ
っ
て
も
ア
リ
の
訓
は
無
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
群
書
治

要
』
で
は
、
「
止
・
伏
」
に
は
ヰ
ル
の
訓
、
「
宅
」
に
は
ヲ
リ
の
訓
の
み
で
あ
る
が
、
「
坐
・
虞
・
屠
・
集
」
に
は
ヰ
ル
・
ヲ
リ
の
両
訓
が
付
さ

れ
て
い
て
、
漢
字
に
よ
っ
て
訓
が
固
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
、
漢
文
訓
読
資
料
に
於
け
る
ヰ
ル
・
ヲ
リ
を
活
用
形
の
分
布
と
動
作
主
体
と
い
う
点
か
ら
考
察
し
た
が
、
意
義
の
上
で
は
散
文
資
料

と
異
な
る
と
こ
ろ
は
無
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
方
丈
記
』
は
ヲ
リ
を
多
用
す
る
点
で
散
文
資
料
の
中
で
は
特
異
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヰ
ル
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
一
例
の
ヰ
ル

も
連
体
法
（
「
ヒ
ル
ヰ
ル
座
」
2
7
7
）
で
あ
る
。
ヲ
リ
の
方
は
、
連
体
法
が
三
例
、
「
巳
然
形
＋
バ
」
形
式
が
三
例
、
ヲ
ラ
ム
が
一
例
で
あ
る
。
も

し
、
『
方
丈
記
』
に
漢
文
訓
読
語
の
影
響
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ヲ
リ
の
意
義
に
於
い
て
で
は
な
く
、
ヰ
タ
リ
を
用
い
な
い
と
い
う
文
体
に

於
い
て
で
あ
る
。四

、
お
わ
り
に

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
い
て
は
、
ヰ
ル
は
「
動
作
（
状
態
）
を
客
観
的
に
記
述
す
る
も
の
」
、
ヲ
リ
は
主
体
性
あ
る
も
の
に
対
し
て
用
い
、

「
そ
の
存
在
（
状
態
）
の
あ
り
方
を
話
し
手
の
立
場
か
ら
描
写
す
る
も
の
」
と
言
え
る
こ
と
を
述
べ
た
。
阪
倉
氏
の
指
摘
さ
れ
た
活
用
形
に
於

け
る
ヰ
ル
・
ヲ
リ
の
分
布
も
、
ヲ
リ
は
話
し
手
の
判
断
が
込
め
ら
れ
た
主
体
的
表
現
で
あ
る
ゆ
え
、
陳
述
性
の
高
い
活
用
形
に
集
中
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。



ヰ
ル
と
ヲ
リ
と
の
い
ず
れ
を
多
用
す
る
か
は
表
現
態
度
の
問
題
と
言
え
る
。
も
の
ご
と
を
客
観
的
に
記
述
す
る
文
章
表
現
に
於
い
て
は
ヰ

ル
（
ヰ
タ
リ
）
が
多
用
さ
れ
、
『
方
丈
記
』
の
よ
う
に
表
現
主
体
（
話
し
手
）
の
判
断
を
交
え
る
こ
と
の
多
い
文
章
表
現
に
於
い
て
は
ヲ
リ
が
多

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
閑
居
友
』
も
相
対
的
に
ヲ
リ
が
多
い
。
こ
の
作
品
は
説
話
集
で
は
あ
る
が
、
「
評
論
的
傾
向
や
随
筆
的
な
部
分

も
顕
著
で
、
著
者
の
個
性
も
か
な
り
色
濃
く
渉
み
出
し
て
い
る
」
（
藤
本
徳
明
氏
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
）
と
い
う
特
色
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

旧
稿
で
指
摘
し
た
室
町
時
代
の
抄
物
の
ヰ
ル
・
ヲ
リ
の
意
味
・
用
法
と
院
政
・
鎌
倉
時
代
の
そ
れ
と
は
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ

る
が
、
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
室
町
時
代
に
は
チ
リ
テ
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
ヲ
リ
に
尊
敬
の
ル
が
下
接
し
た
ヲ
ラ
ル
が
見
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
ヲ
リ
の
ヰ
ル
化
と
で
も
言
い
え
よ
う
。
室
町
時
代
に
は
ヲ
リ
は
四
段
動
詞
に
な
っ
て
、
ヰ
ル
と
の
差
異
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
進
め
た
い
。

注（1）
（2）

（3）
（4）

（5）

阪
倉
篤
義
氏
「
動
詞
の
意
義
分
析
－
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
場
合
－
」
　
（
『
国
語
国
文
』
昭
和
5
2
・
4
）

金
水
敏
氏
「
上
代
・
中
古
の
ヰ
ル
と
ヲ
リ
ー
状
態
化
形
式
の
推
移
－
」
　
（
『
国
語
学
』
一
三
四
集
　
昭
和
5
8
・
9
）

柳
田
征
司
氏
「
進
行
態
・
既
然
態
表
現
の
変
遷
－
　
「
ア
ル
」
「
イ
ル
」
「
オ
ル
」
　
－
」
　
（
『
室
町
時
代
語
資
料
に
よ
る
基
本
語
詞
の
研
究
』
平
成
3
・
7
）

拙
稿
「
ヰ
ル
と
ヲ
リ
ー
一
輪
の
抄
物
か
ら
－
」
　
（
『
小
林
芳
規
博
士
退
官
記
念
国
語
学
論
集
』
平
成
4
・
3
）

複
合
用
法
の
上
接
語
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
く
。
（
　
）
は
文
献
名
で
あ
る
。
傍
線
を
付
し
た
も
の
は
、
ヰ
ル
と
ヲ
リ
の
両
方
に
共
通
す
る
語

で
あ
る
。

《
ヰ
ル
》

集
ま
り
－
（
宇
／
徒
）
・
相
ひ
－
（
徒
）
・
洗
ひ
－
（
宇
）
・
案
じ
！
（
徒
）
・
粛
叫
－
（
法
／
宇
／
徒
）
・
入
り
ー
（
宇
）
・
う
か
が
ひ
－
（
宇
）
・
う
ず
く
ま

り
ー
（
宇
）
・
拝
み
－
（
古
）
・
落
ち
－
（
古
／
宇
）
・
思
風
叫
－
（
閑
／
宇
）
・
下
り
－
（
古
／
宇
）
・
か
が
ま
り
ー
（
古
／
宇
）
・
か
が
み
－
（
宇
）
・
隠
l
紬

－
（
古
／
閑
／
宇
）
・
替
は
り
－
（
古
）
・
帰
へ
り
－
（
宇
）
・
聞
き
ー
（
徒
）
・
く
そ
ま
り
－
（
宇
）
・
食
ひ
－
（
古
／
宇
）
・
篭
も
り
1
（
閑
／
芋
／
徒
）
・

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
ヰ
ル
と
ヲ
リ



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

し
－
（
古
）
・
添
ひ
－
（
徒
）
・
立
ち
－
（
古
／
発
／
宇
／
徒
）
・
た
り
（
疲
）
－
（
古
本
／
宇
治
）
・
つ
い
ー
（
宇
／
徒
）
・
つ
づ
ま
り
－
（
宇
）
・
つ
ど
ひ

ー
（
宇
）
・
と
ま
り
－
（
宇
）
・
な
が
め
1
（
古
）
・
嘆
き
1
（
宇
）
・
並
み
ー
（
宇
／
徒
）
・
並
び
－
（
法
／
宇
）
・
ね
ぶ
り
－
（
古
／
芋
）
・
念
じ
－
（
宇
）
・

の
ぼ
り
－
（
宇
∵
申
し
－
（
宇
）
・
待
ち
－
（
古
／
宇
）
・
ま
も
り
－
（
古
／
宇
／
徒
）
・
見
－
（
古
／
宇
／
徒
）
・
向
か
ひ
ー
（
宇
／
徒
）
・
群
れ
ー
（
徒
）
・

物
語
し
1
（
芋
）
・
休
み
ー
（
発
）
・
病
み
－
（
徒
）
・
寄
り
1
（
芋
／
徒
）

《
ヲ
リ
》

育
叫
－
（
宇
）
・
い
ら
へ
ー
（
古
／
宇
）
・
凰
ひ
1
－
（
閑
）
・
語
り
－
（
宇
）
・
矧
抽
－
（
宇
）
・
住
み
－
（
方
）
・
履
き
－
（
発
）
・
ひ
ら
が
り
－
（
発
／
宇
）
・

引
耐
引
－
（
発
）
・
泣
き
ー
（
閑
）
・
＊
使
は
れ
－
（
閑
）

○
本
稿
で
取
り
上
げ
た
文
献
の
底
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

小
林
芳
規
編
『
法
華
百
座
間
書
抄
総
索
引
』
、
東
辻
保
和
編
『
打
開
集
の
研
究
と
総
索
引
』
、
山
内
洋
一
郎
編
『
古
本
説
話
集
総
索
引
』
、
高
尾
稔
・
長

嶋
正
久
編
『
発
心
集
本
文
・
自
立
語
索
引
』
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
宇
治
拾
遺
物
語
』
、
濱
千
代
清
福
『
校
本
　
閑
居
友
』
、
青
木
令
子
編
『
広
本
略

本
方
丈
記
総
索
引
』
、
時
枝
誠
記
編
『
徒
然
草
総
索
引
』
、
小
松
茂
美
『
平
安
朝
伝
来
の
自
氏
文
集
と
三
蹟
の
研
究
』
、
築
島
裕
福
『
興
福
寺
本
大
慈
恩

寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』
（
C
点
は
承
徳
三
年
点
、
e
点
は
永
久
四
年
点
）
、
小
林
芳
規
編
『
群
書
治
要
』
（
一
）
（
『
古
典
研
究
会
叢
書
』

漢
籍
之
部
）
、
同
編
『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
群
書
治
要
経
部
語
彙
索
引
』
（
『
古
典
籍
索
引
叢
書
』
1
0
）
、
築
島
裕
他
編
『
醍
醐
寺
蔵
本
遊
仙
窟
総
索
引
』

（
『
古
典
籍
索
引
叢
書
』
1
3
）
。

な
お
、
用
例
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
音
合
符
や
訓
合
符
は
省
略
し
た
。




