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平
安
時
代
の
物
語
作
品
に
お
け
る
子
ど
も
の
言
葉―

動
詞
の
語
彙
に
着
目
し
て―

 

  
 

石 

田 

芽 

衣 
 

 
  

一 

研
究
の
目
的 

こ
の
研
究
は
、
平
安
時
代
の
物
語
作
品
に
見
ら
れ
る
子
ど
も
の
言
葉
遣
い
の

特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
平
安
時
代
に
お
け
る
役
割
語
の
存
在
の
可
能
性
を
探
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

役
割
語
に
つ
い
て
、
金
水(

二
〇
〇
三)

１

は
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。 

 

あ
る
特
定
の
言
葉
遣
い(

語
彙
・
語
法
・
言
い
回
し
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン

等)

を
聞
く
と
特
定
の
人
物
像(

年
齢
、
性
別
、
職
業
、
階
層
、
時
代
、
容

姿
・
風
貌
、
性
格
等)

を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
あ
る
い
は

あ
る
特
定
の
人
物
像
を
提
示
さ
れ
る
と
、
そ
の
人
物
が
い
か
に
も
使
用
し

そ
う
な
言
葉
遣
い
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
そ
の
言
葉
遣

い
を
「
役
割
語
」
と
呼
ぶ
。 

 例
え
ば
、「
わ
し
の
出
番
は
ま
だ
か
の
う
？
」
と
い
う
発
言
を
聞
い
た
時
、
多

く
の
人
が
「
わ
し
」
と
い
う
一
人
称
や
「
の
う
」
と
い
う
文
末
表
現
か
ら
、
白

髪
の
老
人
が
発
話
者
で
あ
る
と
想
像
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
人

物
像
と
結
び
つ
い
て
い
る
言
葉
遣
い
が
役
割
語
で
あ
る
。 

現
在
、
役
割
語
の
研
究
は
、
金
水(

二
〇
〇
三)

以
来
、
着
実
に
進
め
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
西
田(

二
〇
一
六)

２

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
役
割
語
研
究
は
江

戸
時
代
後
半
以
降
の
近
代
や
現
代
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
古
代
や
中
世
に
つ

い
て
は
ま
だ
検
討
が
進
ん
で
い
な
い
。 

西
田(

二
〇
一
六) 

は
、
平
安
時
代
の
和
文
作
品
に
お
け
る
「
役
割
語
」
の
存

在
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
「
子
ど
も
の
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
は
、
「
子
ど

も
の
会
話
文
は
、
用
語
も
難
解
で
は
な
く
、
構
文
的
に
も
複
雑
な
も
の
で
は
な

い
」
３

と
述
べ
て
い
る
。 

ま
た
、
森
野(

一
九
六
八)

は
子
ど
も
の
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
、「
破
格
的
表
現

が
目
立
つ
」
４

「
一
般
の
言
い
方
に
比
べ
て
、
そ
の
音
の
一
部
を
脱
落
さ
せ
た

よ
う
な
言
い
方
が
し
ば
〳
〵
現
れ
る
」
５

と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
研
究
を
う
け
て
石
田(

二
〇
二
一) 

は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
源

氏
物
語
』
の
待
遇
表
現
に
つ
い
て
調
査
し
、
ど
ち
ら
の
作
品
も
子
ど
も
と
大
人

の
言
葉
は
書
き
分
け
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
に
お
い
て
も
、

子
ど
も
の
役
割
語
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
特
に
、『
源
氏
物
語
』

に
つ
い
て
は
、「
二
作
品
に
共
通
し
て
表
れ
て
い
た
待
遇
の
種
類
の
少
な
さ
だ
け

で
は
な
く
、
不
適
切
な
待
遇
表
現
で
も
子
ど
も
ら
し
さ
を
表
現
し
て
お
り
、『
う

つ
ほ
物
語
』
よ
り
も
『
源
氏
物
語
』
の
方
が
、
大
人
と
子
ど
も
の
言
葉
を
書
き

分
け
る
表
現
意
識
が
強
い
」
６

と
述
べ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
観
点
だ
け
で
は
、
子
ど
も
の
言
葉
の
特
徴
を
明
ら
か
に

で
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
動
詞
の
語
彙
に
着
目
し
、
平
安
時
代
の
物
語
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作
品
に
見
ら
れ
る
子
ど
も
の
動
詞
の
語
彙
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、

明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

二 

研
究
の
方
法 

平
安
時
代
の
作
品
に
お
け
る
「
子
ど
も
」
と
「
大
人
」
の
発
言
を
比
較
し
て

分
析
を
行
う
。 

対
象
作
品
は
、「
子
ど
も
」
の
発
言
が
多
数
存
在
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
源

氏
物
語
』
と
し
、
テ
ク
ス
ト
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。 

対
象
の
発
言
は
、
作
品
内
で
「
子
ど
も
」
と
思
わ
れ
る
人
物
の
発
言
と
し
、

比
較
対
象
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
大
人
」
で
あ
る
「
紫
の
上
」「
匂
宮
」「
惟
光
」

と
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
仲
忠
」
の
発
言
と
し
た
。 

こ
こ
で
の
「
子
ど
も
」
の
定
義
は
「
成
人
し
て
い
な
い
十
三
歳
以
下
の
人
物
」

と
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
数
え
年
で
「
一
歳
か
ら
六
歳
」「
七
歳
か
ら

十
三
歳
」
に
分
け
て
考
え
る
７

。
成
人
前
で
あ
っ
て
も
、
年
齢
が
明
記
さ
れ
て

い
な
い
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
研
究
対
象
に
含
ま
な
い
こ
と
と
す
る
。 

ま
た
、
「
大
人
」
の
発
言
の
う
ち
、
「
大
人
か
ら
子
ど
も
」
へ
の
発
言
は
、
子

ど
も
に
近
い
言
葉
遣
い
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
「
大
人
か
ら
大
人
」

の
発
言
を
「
大
人
」
の
発
言
と
し
、「
大
人
か
ら
子
ど
も
」
へ
の
発
言
は
含
ま
な

い
こ
と
と
す
る
。 

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
仲
忠
」
の
幼
少
時
代
８

に
つ
い
て
は
、
本
研
究
の
成

果
と
し
て
「
大
人
」
に
近
い
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
た
め
、

「
子
ど
も
」
の
発
言
に
は
含
め
て
い
な
い
。 

こ
こ
で
の
発
言
と
は
、
会
話
と
し
て
鍵
括
弧(

「
」)

で
囲
ま
れ
て
い
る
も
の

と
す
る
。
鍵
括
弧
に
囲
ま
れ
て
い
て
も
、
手
紙
の
内
容
や
心
中
語
は
発
言
に
含

ん
で
い
な
い
。
発
言
の
な
か
に
伝
言
等
の
他
人
の
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

は
、
他
人
の
言
葉
の
み
を
対
象
か
ら
除
き
、
そ
れ
以
外
を
研
究
対
象
に
含
む
こ

と
と
す
る
。 

対
象
の
発
言
を
引
用
す
る
際
に
は
、
括
弧
書
き
で
作
品
名
、
巻
名
、『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
』
の
巻
数
と
頁
数
を
合
わ
せ
て
示
し
、
注
目
し
た
い
部
分
に

は
傍
線
を
付
す
。 

「
語
彙
」
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、「W

eb

茶
ま
め
」
の
「
中
古
和
文U

niD
ic

」

を
活
用
し
た
。
解
析
し
た
デ
ー
タ
に
お
い
て
、
品
詞
や
語
彙
素
な
ど
間
違
い
で

あ
る
と
判
断
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
修
正
を
加
え
て
い
る
。 

補
助
動
詞
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「W

eb

茶
ま
め
」
で
動
詞
と
の
区
別
が
な

い
こ
と
や
、
「
給
ふ
」
「
侍
り
」
な
ど
の
補
助
動
詞
で
「
子
ど
も
」
と
「
大
人
」

に
差
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
動
詞
の
分
析
に
含
む
こ

と
と
す
る
。 

 

三 

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
動
詞
の
語
彙 

 

『
う
つ
ほ
物
語
』
で
使
用
さ
れ
る
動
詞
を
年
齢
別
に
表
し
た
も
の
が
表
1
～

3
で
あ
る
。 
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順位 語彙素 語彙素読み 語種 度数 使用率
1 見す ミス 和 5 14.71%
2 給ふ-尊敬 タマフ 和 4 11.76%
3 見る ミル 和 3 8.82%
3 宣ふ ノタマフ 和 3 8.82%
5 抱く イダク 和 2 5.88%
5 隠す カクス 和 2 5.88%
5 おはす オハス 和 2 5.88%
8 す ス 和 1 2.94%
8 有り アリ 和 1 2.94%
8 罵る ノノシル 和 1 2.94%
8 泣く ナク 和 1 2.94%
8 落とす オトス 和 1 2.94%
8 遊ぶ アソブ 和 1 2.94%
8 留む トドム 和 1 2.94%
8 率る イル 和 1 2.94%
8 来 ク 和 1 2.94%
8 奉る タテマツル 和 1 2.94%
8 出づ イヅ 和 1 2.94%
8 行く イク 和 1 2.94%
8 騒ぐ サワグ 和 1 2.94%

総計 34 100.00%

表１　『うつほ物語』の1~6歳の動詞

 

順位 語彙素 語彙素読み 語種 度数 使用率
1 給ふ-尊敬 タマフ 和 15 16.13%
2 弾く ヒク 和 7 7.53%
3 見る ミル 和 5 5.38%
3 侍り ハベリ 和 5 5.38%
5 奉る タテマツル 和 4 4.30%
6 思ふ オモフ 和 3 3.23%
6 す ス 和 3 3.23%
6 泣く ナク 和 3 3.23%
6 宣ふ ノタマフ 和 3 3.23%
6 見ゆ ミユ 和 3 3.23%
6 有り アリ 和 3 3.23%
12 抱く イダク 和 2 2.15%
12 詣づ マウヅ 和 2 2.15%
12 居る イル 和 2 2.15%
12 おはす オハス 和 2 2.15%
12 知る シル 和 2 2.15%
12 呼ぶ ヨブ 和 2 2.15%
12 降る フル 和 2 2.15%
12 寝る ネル 和 2 2.15%
20 聞こゆ キコユ 和 1 1.08%
… … … … … …
20 出づ イヅ 和 1 1.08%
総計 93 100.00%

表２　『うつほ物語』の7~13歳の動詞

 

順位 語彙素 語彙素読み 語種 度数 使用率
1 侍り ハベリ 和 415 11.91%
2 給ふ-尊敬 タマフ 和 390 11.19%
3 有り アリ 和 200 5.74%
4 す ス 和 147 4.22%
5 思ふ オモフ 和 116 3.33%
6 見る ミル 和 104 2.99%
6 聞こゆ キコユ 和 101 2.90%
8 奉る タテマツル 和 83 2.38%
9 参る マイル 和 80 2.30%
10 給ふ-謙譲 タマフ 和 65 1.87%
11 物す モノス 和 61 1.75%
12 成る ナル 和 54 1.55%
13 候ふ サブラフ 和 43 1.23%
14 言ふ イフ 和 42 1.21%
15 おはす オハス 和 41 1.18%
15 仕る ツカウマツル 和 41 1.18%
17 思す オボス 和 40 1.15%
18 罷る マカル 和 35 1.00%
18 申す モウス 和 35 1.00%
20 宣ふ ノタマフ 和 33 0.95%
… … … … … …
216 触る フル 和 1 0.03%
総計 3484 100.00%

表３　『うつほ物語』の大人の動詞
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す
べ
て
の
年
齢
層
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
語
の
中
で
、
語
彙
数
の
多
い
「
大

人
」
に
お
い
て
も
使
用
率
が
高
い
語
と
し
て
「
給
ふ
」
「
有
り
」
「
す
」
「
見
る
」

「
奉
る
」
「
お
は
す
」
「
宣
ふ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
基
本
的
な
動
詞
で

あ
り
、
「
子
ど
も
」
が
優
先
的
に
習
得
し
て
用
い
る
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

「
一
～
六
歳
」
で
も
っ
と
も
使
用
率
が
高
い
の
は
、
サ
行
下
二
段
活
用
の
「
見

す
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東
宮
の
若
宮
た
ち
が
「
仲
忠
」
の
子
で
あ
る
「
い
ぬ

宮
」
を
見
せ
ろ
と
何
度
も
ね
だ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

①
東
宮
の
若
宮
た
ち(
四
、
五
歳)

「
宮
の
稚
児
見
せ
よ
、
見
せ
よ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開 

中
②
四
八
五
頁) 

②
小
宮(

四
歳)

「
見
せ
た
ま
は
ざ
り
し
か
ば
、
い
み
じ
う
泣
き
し
か
ば
こ
そ

見
せ
た
ま
ひ
し
か
。
抱
き
し
か
ば
、
う
ち
落
と
し
て
騒
が
れ
き
」 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開 

下
②
五
八
五
頁) 

 

「
一
～
六
歳
」
で
二
番
目
に
使
用
率
が
高
い
語
は
、「
給
ふ
」
で
あ
る
。
こ
の

ほ
か
に
も
「
宣
ふ
」
や
「
お
は
す
」
な
ど
の
尊
敬
語
が
上
位
に
見
ら
れ
、
こ
れ

ら
の
語
は
幼
い
子
ど
も
が
一
番
に
習
得
し
て
用
い
る
基
本
的
な
敬
語
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
「
お
は
し
ま
す
」
の
よ
う
な
最
高
敬
語
や
、
「
大
人
」
で
多
く
見

ら
れ
る
「
侍
り
」
は
、
「
一
～
六
歳
」
で
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

謙
譲
語
は
六
歳
の
「
い
ぬ
宮
」
の
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
。
以
下
に
、
そ
の

場
面
を
引
用
す
る
。「
い
ぬ
宮
」
の
発
言
に
は
傍
線
を
付
し
、
謙
譲
語
に
は
二
重

線
を
付
す
。 

 

大
将
、
い
ぬ
宮
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
、仲
忠
「
弾
か
ま
ほ
し
く
し
た
ま
ふ
琴 き

ん

、

習
は
い
た
て
ま
つ
ら
む
を
」
と
の
た
ま
ふ
よ
り
、
う
れ
し
と
思
し
て
笑
み

た
ま
へ
る
、
い
と
は
な
や
か
に
、
見
ま
ほ
し
う
、
愛
敬

あ

い

ぎ

や

う

こ
ぼ
る
る
ば
か
り

に
て
お
は
す
を
、
い
と
う
つ
く
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
仲
忠

「
琴 き

ん

習

は
せ
た
ま
は
ば
、
宮
に
は
聞
か
せ
た
て
ま
つ
ら
で
な
む
習
ひ
た
ま
ふ
べ
き
。

い
と
面
白
う
を
か
し
き
所
に
率 ゐ

て
た
て
ま
つ
り
て
む
。
尚 か

侍 ん

の
お
と
ど
は

お
は
し
ま
し
な
む
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
い
ぬ
宮

「
さ
り
と
も
、
宮
お
は
せ

で
は
い
か
で
か
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
仲
忠
「
い
と
口
惜

く

ち

を

し
く
。
さ
て
は
不

用
に
侍 は

べ

な
り
。
人
に
聞
か
せ
で
、
仲 な

か

忠 た

だ

、
尚 か

侍 ん

の
お
と
ど
な
む
、
人
に
教

へ
は
べ
る
。
し
ば
し
念
じ
た
ま
ひ
て
お
は
し
ま
せ
。
さ
て
よ
く
弾
き
た
ま

ふ
は
、
こ
の
侍
る
琴 こ

と

を
な
む
さ
は
弾
き
た
ま
ふ
。
こ
れ
は
異 こ

と

な
り
。
人
に

聞
か
せ
つ
れ
ば
、
声
も
せ
ず
、
え
習
は
ず
侍
る
。
宮
も
二
の
宮
も
お
は
せ

じ
所
な
り
。
い
と
面
白
な
む
侍
る
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
い
ぬ
宮
「
さ
て
、

ち
や
は
は
」
と
の
た
ま
ふ
は
、
中
に
思
す
御 お

ん

乳
母

め

の

と

な
り
け
り
。
仲
忠

「
そ
れ

は
、
近
う
候
ひ
な
む
」
。
い
ぬ
宮

「
さ
は
、
宮
う
ら
や
ま
し
と
の
た
ま
は
む

な
」
。
仲
忠

「
さ
れ
ど
、
声
聞
か
ぬ
ほ
ど
に
こ
そ
は
侍
り
て
、
御 お

ん

乳 ち

欲
し
う

お
は
し
ま
さ
む
ほ
ど
は
、
ふ
と
お
は
し
ま
さ
せ
て
む
」
。
い
ぬ
宮

「
さ
て
、

な
ほ
久
し
く
や
、
宮
は
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
ず
る
」
。
仲
忠
「
な
ど
て
か
。

た
だ
し
ば
し
な
り
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
も
、
い
と
あ
は
れ
に
、
ま
つ
は

し
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
に
、
稚
児

ち

ご

に
お
は
す
る
は
、
こ
し
ら
へ
て
も
お

は
し
な
む
、
宮
い
か
に
思
し
の
た
ま
は
す
ら
む
、
と
い
と
ほ
し
け
れ
ど
、

さ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
と
思
す
。 

 
 

 
 

 
 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上 

上
③
四
六
九-

四
七
〇
頁) 

 

 

こ
の
場
面
は
、「
仲
忠
」
が
娘
で
あ
る
「
い
ぬ
宮
」
に
対
し
て
、
母
と
別
居
し

て
琴
を
習
う
よ
う
に
説
得
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
い
ぬ
宮
」
は
こ
こ
で
「
仲
忠
」

の
説
得
に
納
得
し
つ
つ
、
質
問
を
重
ね
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
い
ぬ
宮
」
は
謙
譲
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語
の
「
奉
る
」
を
用
い
、
さ
ら
に
発
言
の
す
べ
て
に
接
続
詞
を
用
い
て
発
言
し

て
い
る
。
謙
譲
語
と
接
続
詞
は
、
他
の
「
一
～
六
歳
」
に
は
見
ら
れ
な
い
語
で

あ
り
、「
七
～
十
三
歳
」
の
段
階
で
次
第
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
語
で
あ

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
普
段
よ
り
も
お
利
口
な
様
子
の
「
い

ぬ
宮
」
を
表
現
す
る
た
め
に
、
謙
譲
語
や
接
続
詞
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。 

 

ま
た
、
「
一
～
六
歳
」
は
、
「
思
ふ
」
「
知
る
」
「
喜
ぶ
」
の
よ
う
な
「
内
的
情

態
動
詞
」
９

を
用
い
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

 

「
七
～
十
三
歳
」
で
は
、
尊
敬
の
「
給
ふ
」
が
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
、「
弾

く
」
が
二
番
目
に
多
く
見
ら
れ
た
。
「
弾
く
」
が
多
い
理
由
と
し
て
は
、
『
う
つ

ほ
物
語
』
で
は
琴
を
弾
く
場
面
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
う
つ
ほ
物
語
』

は
、
琴
の
名
手
で
あ
っ
た
「
俊
蔭
」
の
子
孫
た
ち
が
登
場
し
、「
俊
蔭
」
の
琴
の

技
が
親
か
ら
子
へ
と
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
。「
弾
く
」
を
多
用
し
て
い
る
「
い

ぬ
宮
」
も
「
俊
蔭
」
の
ひ
孫
で
あ
り
、
六
歳
か
ら
母
親
の
元
か
ら
離
さ
れ
て
「
俊

蔭
娘
」
と
「
仲
忠
」
か
ら
琴
を
教
わ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、

「
弾
く
」
が
上
位
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

③
い
ぬ
宮(

七
歳)

「
否
。
遊
び
を
こ
そ
あ
ら
め
。
な
ほ
こ
れ
を
、
宮
の
弾
き

た
ま
ふ
や
う
に
、
月
の
見
ゆ
る
ま
で
こ
そ
弾
か
め
」 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上 

下
③
五
一
三
頁) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

④
い
ぬ
宮(

七
歳)

「
弾
き
つ
べ
し
。
宮
な
ど
の
や
う
に
、
傍
ら
に
置
き
て
、

常
に
今
は
弾
き
て
む
」 

 
 

 
(

『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上
③
五
一
五
頁) 

 

ま
た
、
「
七
～
十
三
歳
」
に
な
る
と
、
「
一
～
六
歳
」
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
最

高
敬
語
の
「
お
は
し
ま
す
」
や
、「
侍
り
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
侍
り
」

は
、
杉
崎(

一
九
七
一)

が
「
か
し
こ
ま
り
の
語
法
」
１
０

の
一
つ
に
数
え
て
お
り
、

使
用
場
面
に
つ
い
て
は
、「
目
上
に
対
し
か
し
こ
ま
り
、
ま
た
同
等
の
者
同
志
で

の
、
あ
ら
た
ま
っ
た
い
わ
ば
堅
苦
し
い(

時
に
公
式
の)

も
の
言
い
の
場
で
あ
っ

た
ら
し
い
こ
と
は
想
像
で
き
そ
う
に
思
う
」
１
１

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
侍
り
」
は
、
相
手
の
身
分
や
場
面
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
語
で
あ
り
、「
一
～

六
歳
」
が
優
先
的
に
習
得
し
て
用
い
る
語
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
七

～
十
三
歳
」
の
よ
う
な
宮
廷
に
出
仕
で
き
る
年
齢
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
か
し

こ
ま
っ
た
も
の
言
い
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

杉
崎(

一
九
七
一)

は
、「
侍
り
」
の
ほ
か
に
「
か
し
こ
ま
り
の
語
法
」
と
し
て
、

下
二
段
活
用
の
「
給
ふ
」「
ま
か
る
」「
ま
か
り
出
づ
」「
ま
か
づ
」「
ま
う
で
く
」

「
申
す
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、「
一
～
六
歳
」
だ
け
で
な
く
「
七

～
十
三
歳
」
で
も
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
「
子
ど
も
」
は
、「
か
し
こ
ま
り
の

語
法
」
の
語
群
の
中
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
「
侍
り
」
を
習
得
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。 

⑤
宮
は
た(

八
歳)

「
大
将
殿
こ
そ
。
こ
の
父
君
、
盗
み
し
は
べ
り
。
こ
の
御

物
み
な
取
る
」 

 
 

 
 

 (

『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開 

下
②
五
三
五
頁) 

⑥
小
君(

八
、
九
歳)

「
さ
は
、
御
膝
に
居
て
弾
き
は
べ
ら
む
。
た
だ
倒
れ
に

て
侍
り
」 

 
 

 
 

 
 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上 

上
③
四
二
一
頁) 

⑦
小
君(

八
、
九
歳)

「
人
に
抱
か
れ
で
は
弾
き
は
べ
ら
ず
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (

『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上 

上
③
四
三
二
頁) 

 

ま
た
、「
七
～
十
三
歳
」
で
は
、「
一
～
六
歳
」
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
思
ふ
」

「
知
る
」
「
覚
ゆ
」
「
忘
る
」
の
よ
う
な
「
内
的
情
態
動
詞
」
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。 

⑧
小
君(

八
、
九
歳)

「
ま
ろ
も
思
ひ
き
こ
え
む
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上 

上
③
四
一
三
頁) 

⑨
い
ぬ
宮(
七
歳)

「
ま
ろ
を
の
た
ま
へ
ど
、
宮
恋
し
く
覚
え
た
ま
ふ
べ
か
め

り
。
母
君
も
泣
き
た
ま
ふ
か
」 
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(

『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
の
上 

下
③
五
二
三
頁) 

 
「
大
人
」
に
な
る
と
、
「
侍
り
」
が
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
侍
り
」
以
外
の
「
か
し
こ
ま
り
の
語
法
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
下
二
段
活
用

の
「
給
ふ
」
や
「
罷
る
」「
ま
か
づ
」「
ま
う
で
く
」「
申
す
」
が
見
ら
れ
た
。
最

高
敬
語
や
「
内
的
情
態
動
詞
」
の
種
類
も
さ
ら
に
増
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
語

は
成
長
す
る
に
つ
れ
て
習
得
し
て
い
く
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

⑨
仲
忠(

大
人)

「
日
ご
ろ
思
ひ
た
ま
へ
つ
る
こ
と
を
と
り
申
し
つ
る
な
む
、

今
宵
の
喜
び
に
は
べ
る
」 

 
 

 
(

『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
①
一
二
〇
頁) 

⑩
仲
忠(

大
人)

「
世
の
中
に
住
み
に
く
き
も
の
は
、
独
り
住
み
に
ま
さ
る
も

の
な
か
り
け
る
。
ま
か
る
と
こ
ろ
し
は
べ
ら
ね
ば
、
里
と
て
は
た
だ
こ
こ

に
な
む
。
立
ち
ま
か
り
苦
し
う
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
は
、
い
と
つ
き
な
き
心

地
し
は
べ
れ
ば
な
む
」 

 
 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
嵯
峨
の
院
①
三
二
一
頁) 

⑪
仲
忠(

大
人)

「
内
裏
に
て
は
時
々
対
面
た
ま
は
す
る
と
き
は
べ
れ
ど
、
細

か
な
る
こ
と
は
聞
こ
え
さ
せ
ず
は
べ
り
つ
る
を
、
い
と
う
れ
し
く
も
お
は

し
ま
し
け
る
か
な
」 

 
 

 
 

 
(

『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
①
一
一
九
頁) 

⑫
仲
忠(

大
人)

「
今
だ
に
か
か
る
御
琴
ど
も
、
い
か
に
あ
ら
む
と
す
ら
む
。

い
で
や
か
く
も
の
の
覚
ゆ
れ
ば
や
、
人
の
誤
り
を
も
す
ら
む
。
限
り
な
く

思
ひ
忍
べ
ど
、
え
堪
ふ
ま
じ
く
も
あ
る
か
な
」 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
祭
の
使
①
五
〇
三
頁) 

 

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
子
ど
も
」
の
動
詞
の
特
徴
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

⑴
「
一
～
六
歳
」
は
、
基
本
的
に
謙
譲
語
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に

つ
れ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

⑵
「
一
～
六
歳
」
は
、
最
高
敬
語
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て

用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

 

⑶
「
一
～
六
歳
」
は
、「
侍
り
」
な
ど
の
か
し
こ
ま
っ
た
場
面
な
ど
で
用
い
ら

れ
る
動
詞
は
見
ら
れ
ず
、
「
七
～
十
三
歳
」
に
な
る
と
、
「
侍
り
」
を
用
い

る
よ
う
に
な
る
。 

 

⑷
「
一
～
六
歳
」
は
、「
内
的
情
態
動
詞
」
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に

つ
れ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

 

四 

『
源
氏
物
語
』
の
動
詞
の
語
彙 

『
源
氏
物
語
』
の
動
詞
の
使
用
率
の
高
い
語
を
年
齢
別
に
表
し
た
も
の
が
表

4
～
6
で
あ
る
。 

順位 語彙素 語彙素読み 語種度数 使用率
1 宣ふ ノタマフ 和 3 11.54%
1 おはす オハス 和 3 11.54%
3 抱く イダク 和 2 7.69%
3 給ふ-尊敬 タマフ 和 2 7.69%
5 乗る ノル 和 1 3.85%
5 成る ナル 和 1 3.85%
5 聞こゆ キコユ 和 1 3.85%
5 見る ミル 和 1 3.85%
5 寄る ヨル 和 1 3.85%
5 行く イク 和 1 3.85%
5 吹く フク 和 1 3.85%
5 咲く サク 和 1 3.85%
5 隠す カクス 和 1 3.85%
5 散らす チラス 和 1 3.85%
5 奉る タテマツル 和 1 3.85%
5 思ふ オモフ 和 1 3.85%
5 率る イル 和 1 3.85%
5 立つ タツ 和 1 3.85%
5 上ぐ アグ 和 1 3.85%
5 勝る マサル 和 1 3.85%

総計 26 100.00%

表４　『源氏物語』の1~6歳の動詞
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順位 語彙素 語彙素読み 語種度数 使用率
1 侍り ハベリ 和 10 15.87%
2 寝る ネル 和 5 7.94%
2 給ふ-尊敬 タマフ 和 5 7.94%
4 見る ミル 和 3 4.76%
4 有り アリ 和 3 4.76%
6 宣ふ ノタマフ 和 2 3.17%
6 言ふ イフ 和 2 3.17%
6 おはす オハス 和 2 3.17%
6 書く カク 和 2 3.17%
10 違ふ タガフ 和 1 1.59%
10 着る キル 和 1 1.59%
10 寄る ヨル 和 1 1.59%
10 吹く フク 和 1 1.59%
10 好む コノム 和 1 1.59%
10 返る カヘル 和 1 1.59%
10 思す オボス 和 1 1.59%
10 申す モウス 和 1 1.59%
10 たばかる タバカル 和 1 1.59%
10 す ス 和 1 1.59%
10 繕ふ ツクロフ 和 1 1.59%
… … … … … …
10 承る ウケタマワル 和 1 1.59%
総計 63 100.00%

表５　『源氏物語』の7~13歳の動詞

 

順位 語彙素 語彙素読み 語種度数 使用率
1 侍り ハベリ 和 82 9.17%
2 給ふ-尊敬 タマフ 和 75 8.39%
3 有り アリ 和 66 7.38%
4 す ス 和 41 4.59%
5 見る ミル 和 39 4.36%
5 思ふ オモフ 和 39 4.36%
7 知る シル 和 22 2.46%
8 言ふ イフ 和 21 2.35%
9 聞こゆ キコユ 和 17 1.90%
9 思す オボス 和 17 1.90%
11 成る ナル 和 16 1.79%
12 聞く キク 和 15 1.68%
13 出づ イヅ 和 14 1.57%
14 奉る タテマツル 和 12 1.34%
15 参る マイル 和 11 1.23%
15 物す モノス 和 11 1.23%
17 渡る ワタル 和 10 1.12%
17 給ふ-謙譲 タマフ 和 10 1.12%
19 成す ナス 和 9 1.01%
20 来 ク 和 8 0.89%
… … … … … …
104 伸ぶ ノブ 和 1 0.11%
総計 894 100.00%

表６　『源氏物語』の大人の動詞

 

 

す
べ
て
の
年
齢
層
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
語
の
中
で
、
語
彙
数
の
多
い
「
大

人
」
に
お
い
て
も
使
用
率
の
高
い
語
と
し
て
「
給
ふ
」「
見
る
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
語
は
基
本
的
な
動
詞
で
あ
り
、
子
ど
も
が
優
先
的
に
習
得
し
て
用
い

る
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

⑬
明
石
の
姫
君(

四
歳)

「
乗
り
た
ま
へ
」(

『
源
氏
物
語
』
薄
雲
②
四
三
四
頁) 

 

⑭
匂
宮(

三
歳)

「
人
も
見
ず
。
ま
ろ
顔
は
隠
さ
む
。
な
ほ
な
ほ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

『
源
氏
物
語
』
横
笛
④
三
六
三
頁) 

 

「
一
～
六
歳
」
で
は
、
「
宣
ふ
」
「
お
は
す
」
「
抱
く
」
「
給
ふ
」
が
多
く
見
ら

れ
た
。
こ
こ
か
ら
、「
宣
ふ
」「
お
は
す
」「
給
ふ
」
は
、
幼
い
子
ど
も
が
初
め
に

習
得
し
て
用
い
る
尊
敬
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

「
抱
く
」
に
つ
い
て
は
、
一
見
基
本
的
な
語
に
見
え
る
も
の
の
、「
一
～
六
歳
」

に
し
か
見
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
。「
抱
く
」
は
、
抱
っ
こ
を
せ
が
む
場
面
で
用
い

ら
れ
る
語
で
あ
り
、
幼
い
子
ど
も
に
用
い
ら
れ
や
す
い
語
で
あ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。 

⑮
匂
宮(

三
歳)

「
大
将
こ
そ
、
宮
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
、
あ
な
た
へ
率
て
お

は
せ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

『
源
氏
物
語
』
横
笛
④
三
六
二
頁) 

⑯
二
宮(

五
歳)

「
ま
ろ
も
大
将
に
抱
か
れ
ん
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 (

『
源
氏
物
語
』
横
笛
④
三
六
三
頁) 

 

謙
譲
語
は
、
三
歳
の
匂
宮
の
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い(

用
例
⑮)

。
た
だ
、
こ

の
「
抱
き
た
て
ま
つ
り
て
」
は
、
石
田(

二
〇
二
一)

11
で
「
不
適
切
な
謙
譲
待
遇

に
あ
た
」
り
、「
ま
だ
敬
語
に
つ
い
て
理
解
が
十
分
で
は
な
い
匂
宮
の
幼
さ
を
表

現
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い

て
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
同
様
に
、
謙
譲
語
は
「
一
～
六
歳
」
が
使
い
こ
な
す

語
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

ま
た
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
同
様
に
、
「
お
は
し
ま
す
」
の
よ
う
な
最
高
敬
語

や
、
「
大
人
」
で
多
く
見
ら
れ
る
「
侍
り
」
、
そ
の
ほ
か
の
「
か
し
こ
ま
り
の
語

法
」
で
あ
る
動
詞
も
「
一
～
六
歳
」
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。 
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加
え
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
内
的
情
態
動
詞
」

が
、
「
一
～
六
歳
」
に
お
い
て
「
思
ふ
」
の
一
例
の
み
見
ら
れ
た
。
以
下
、
「
思

ふ
」
を
用
い
た
五
歳
の
匂
宮
の
場
面
を
引
用
す
る
。
匂
宮
の
発
言
に
は
傍
線
を

付
し
、
「
思
ふ
」
に
は
二
重
線
を
付
し
て
い
る
。 

 

三
の
宮
は
、
あ
ま
た
の
御
中
に
、
い
と
を
か
し
げ
に
て
歩 あ

り

き
た
ま
ふ
を
、

御
心
地
の
隙 ひ

ま

に
は
前
に
据 す

ゑ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
人
に
聞
か
ぬ
間 ま

に
、

紫
の
上

「
ま
ろ
が
は
べ
ら
ざ
ら
む
に
、
思
し
出
で
な
ん
や
」
と
聞
こ
え
た
ま

へ
ば
、
匂
宮

「
い
と
恋
し
か
り
な
む
。
ま
ろ
は
、
内
裏

う

ち

の
上 う

へ

よ
り
も
宮
よ
り

も
、
母 は

は

を
こ
そ
ま
さ
り
て
思
ひ
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
お
は
せ
ず
は
心
地
む
つ
か

し
か
り
な
む
」
と
て
、
目
お
し
す
り
て
紛
ら
は
し
た
ま
へ
る
さ
ま
を
か
し

け
れ
ば
、
ほ
ほ
笑 ゑ

み
な
が
ら
涙
は
落
ち
ぬ
。 

 
 

 

紫
の
上

「
大
人

お

と

な

に
な
り
た
ま
ひ
な
ば
、
こ
こ
に
住
み
た
ま
ひ
て
、
こ
の
対

の
前
な
る
紅
梅

こ

う

ば

い

と
桜
と
は
、
花
の
を
り
を
り
に
心
と
ど
め
て
も
て
遊
び
た

ま
へ
。
さ
る
べ
か
ら
む
を
り
は
、
仏
に
も
奉
り
た
ま
へ
」
と
聞
こ
え
た
ま

へ
ば
、
う
ち
う
な
づ
き
て
、
御
顔
を
ま
も
り
て
、
涙
の
落
つ
べ
か
め
れ
ば

立
ち
て
お
は
し
ぬ
。
と
り
わ
き
て
生 お

ほ
し
た
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
れ
ば
、

こ
の
宮
と
姫
宮
と
を
ぞ
、
見
さ
し
き
こ
え
た
ま
は
ん
こ
と
、
口
惜

く

ち

を

し
く
あ

は
れ
に
思
さ
れ
け
る
。 

 
(

『
源
氏
物
語
』
御
法
④
五
〇
二-

五
〇
三
頁) 

  

こ
の
場
面
は
、
病
気
の
紫
の
上
の
言
葉
に
対
し
、
五
歳
に
な
っ
た
匂
宮
が
涙

を
我
慢
し
な
が
ら
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
発
言
は
、
素

直
に
抱
っ
こ
を
ね
だ
っ
て
い
た
用
例
⑭
⑮
の
三
歳
の
匂
宮
の
発
言
と
比
較
す
る

と
、
発
言
量
が
多
く
待
遇
表
現
も
適
切
で
あ
り
、
助
詞
「
よ
り
」
と
い
う
比
較

表
現
を
用
い
て
紫
の
上
を
慕
う
気
持
ち
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
や
、
素

直
に
慕
う
気
持
ち
を
見
せ
つ
つ
も
紫
の
上
に
最
後
ま
で
涙
を
見
せ
な
い
よ
う
に

振
舞
う
姿
か
ら
、
幼
い
な
が
ら
も
三
歳
か
ら
成
長
し
た
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。 

 

こ
の
五
歳
の
匂
宮
の
発
言
以
外
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
「
一

～
六
歳
」
に
「
思
ふ
」
を
用
い
た
例
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面

で
は
三
歳
の
頃
よ
り
も
匂
宮
が
成
長
し
た
姿
を
描
く
た
め
に
、
三
歳
の
段
階
で

は
用
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
内
的
情
態
動
詞
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

た
だ
、
「
一
～
六
歳
」
の
段
階
で
は
こ
の
よ
う
な
例
外
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

「
大
人
」
で
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
思
考
内
容
を
受
け
て
「
～
と
思
ふ
」
と
続

く
用
法
の
「
思
ふ
」
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。 

⑰
惟
光(

大
人)

「
何
か
、
さ
ら
に
思
ほ
し
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
る
べ
き

に
こ
そ
よ
ろ
づ
の
こ
と
は
べ
ら
め
。
人
に
も
漏
ら
さ
じ
と
思
う
た
ま
ふ
れ

ば
、
惟
光
下
り
立
ち
て
よ
ろ
づ
は
も
の
し
は
べ
る
」 

(

『
源
氏
物
語
』
夕
顔
①
一
七
六
頁) 

⑱
紫
の
上(

大
人)

「
か
く
こ
れ
か
れ
あ
ま
た
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
ど
、
御
心

に
か
な
ひ
て
い
ま
め
か
し
く
す
ぐ
れ
た
る
際
に
も
あ
ら
ず
と
、
目
馴
れ
て

さ
う
ざ
う
し
く
思
し
た
り
つ
る
に
、
こ
の
宮
の
か
く
渡
り
た
ま
へ
る
こ
そ

め
や
す
け
れ
。
な
ほ
童
心
の
失
せ
ぬ
に
や
あ
ら
む
、
我
も
睦
び
き
こ
え
て

あ
ら
ま
ほ
し
き
を
、
あ
い
な
く
隔
て
あ
る
さ
ま
に
人
々
や
と
り
な
さ
む
と

す
ら
む
。
等
し
き
ほ
ど
、
劣
り
ざ
ま
な
ど
思
ふ
人
に
こ
そ
、
た
だ
な
ら
ず

耳
た
つ
こ
と
も
お
の
づ
か
ら
出
で
来
る
わ
ざ
な
れ
、
か
た
じ
け
な
く
心
苦

し
き
御
事
な
め
れ
ば
、
い
か
で
心
お
か
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
と
な
む
思
ふ
」 

(

『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
④
六
六
頁) 

 

「
七
～
十
三
歳
」
で
は
、「
一
～
六
歳
」
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
最
高
敬
語
の
「
お

は
し
ま
す
」
や
「
侍
り
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
侍
り
」
に
つ
い
て
は
も
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っ
と
も
使
用
率
が
高
か
っ
た
。「
侍
り
」
は
、「
小
君
」
が
身
分
の
高
い
「
源
氏
」

に
対
し
て
用
い
て
い
る
場
面
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』
と
同
様
に

「
七
～
十
三
歳
」
に
な
る
と
、
目
上
の
者
に
対
し
て
か
し
こ
ま
っ
た
話
し
方
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

⑲
小
君(
十
二
、
三
歳)

「
も
の
け
た
ま
は
る
。
い
づ
く
に
お
は
し
ま
す
ぞ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

『
源
氏
物
語
』
帚
木
①
九
七
頁) 

⑳
小
君(

十
二
、
三
歳)
「
な
ど
て
か
。
あ
な
た
に
帰
り
は
べ
り
な
ば
、
た
ば

か
り
は
べ
り
な
ん
」 

 
 

 
 

 
 

(

『
源
氏
物
語
』
空
蝉
①
一
二
二
頁) 

 

先
述
し
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
「
七
～
十
三
歳
」
で
主
に
「
侍
り
」
を

用
い
て
い
る
の
は
、
「
空
蝉
」
の
弟
で
あ
る
「
小
君
」
で
あ
る
。 

し
か
し
、
十
歳
の
「
紫
の
上
」
に
も
一
例
の
み
「
侍
り
」
を
用
い
て
い
る
例

が
見
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
場
面
を
引
用
す
る
。「
紫
の
上
」
の
発
言
に
は
傍
線

を
富
士
、
「
侍
り
」
に
は
二
重
線
を
付
す
。 

 

男
を
と
こ

君 ぎ

み

は
、
朝
拝

て

う

は

い

に
参
り
た
ま
ふ
と
て
、
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
。
源
氏

「
今

日
よ
り
は
、
お
と
な
し
く
な
り
た
ま
へ
り
や
」
と
て
う
ち
笑 ゑ

み
た
ま
へ
る
、

い
と
め
で
た
う
愛
敬

あ
い
ぎ

や
う

づ
き
た
ま
へ
り
。
い
つ
し
か
雛

ひ
ひ
な

を
し
す
ゑ
て
そ
そ
き

ゐ
た
ま
へ
る
、
三
尺
の
御
厨
子

み

づ

し

一 ひ

と

具
よ
ろ
ひ

に
品
々

し

な

じ

な

し
つ
ら
ひ
す
ゑ
て
、
ま
た
、

小
さ
き
屋 や

ど
も
作
り
集
め
て
奉
り
た
ま
へ
る
を
、
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
遊
び

ひ
ろ
げ
た
ま
へ
り
。
紫

「
儺 な

や
ら
ふ
と
て
、
犬 い

ぬ

君 き

が
こ
れ
を
こ
ぼ
ち
は
べ

り
に
け
れ
ば
、
つ
く
ろ
ひ
は
べ
る
ぞ
」
と
て
、
い
と
大
事
と
思 お

ぼ

い
た
り
。

源
氏

「
げ
に
、
い
と
心
な
き
人
の
し
わ
ざ
に
も
は
べ
る
な
る
か
な
。
い
ま
つ

く
ろ
は
せ
は
べ
ら
む
。
今
日
は
言
忌

こ

と

い

み

し
て
、
な
泣
い
た
ま
ひ
そ
」
と
て
、

出
で
た
ま
ふ
気
色

け

し

き

と
こ
ろ
せ
き
を
、
人
々
端 は

し

に
出
で
て
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、

姫
君
も
立
ち
出
で
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
雛

ひ
ひ
な

の
中
の
源
氏
の
君
つ

く
ろ
ひ
た
て
て
、
内
裏

う

ち

に
参
ら
せ
な
ど
し
た
ま
ふ
。 

 

 
(

『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
①
三
二
〇-

三
二
一
頁) 

 こ
の
場
面
で
は
、
元
旦
に
人
形
遊
び
を
し
て
い
た
十
歳
の
「
紫
の
上
」
が
、

「
紫
の
上
」
の
部
屋
に
や
っ
て
き
た
「
源
氏
」
に
対
し
て
発
し
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
二
人
の
会
話
で
は
「
侍
り
」
を
用
い
た
こ
と
が
な
く
、
場
所
も
「
紫

の
上
」
の
部
屋
で
あ
る
た
め
、
公
的
な
場
で
も
な
い
。 

「
源
氏
」
と
「
紫
の
上
」
の
や
り
取
り
を
見
て
み
る
と
、「
源
氏
」
は
「
今
日

よ
り
は
、
お
と
な
し
く
な
り
た
ま
へ
り
や
」
と
話
し
か
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、

「
大
人
ら
し
く
な
っ
た
か
」
と
い
う
意
味
の
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
「
紫

の
上
」
が
傍
線
部
の
発
言
を
し
た
と
考
え
る
と
、「
紫
の
上
」
は
大
人
っ
ぽ
く
話

そ
う
と
し
た
結
果
、
大
人
が
よ
く
用
い
る
「
侍
り
」
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
傍
線
部
の
「
紫
の
上
」
の
発
言
は
、

「
侍
り
」
が
「
大
人
」
が
使
う
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か

る
例
で
あ
る
。 

ま
た
、「
七
～
十
三
歳
」
で
は
、「
内
的
情
態
動
詞
」
が
二
例
見
ら
れ
、「
一
～

六
歳
」
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
用
法
で
あ
る
思
考
内
容
を
受
け
て
「
～
と
思
す
」

と
続
く
「
思
す
」
が
見
ら
れ
た
。 

㉑
男
君
た
ち(

十
歳
と
八
歳)

「
ま
ろ
ら
を
も
、
ら
う
た
く
な
つ
か
し
う
な
ん

し
た
ま
ふ
。
明
け
暮
れ
を
か
し
き
こ
と
を
好
み
て
も
の
し
た
ま
ふ
」 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

『
源
氏
物
語
』
真
木
柱
③
三
九
六
頁) 

㉒
小
君(
十
二
、
十
三
歳)

「
い
か
に
か
ひ
な
し
と
思
さ
む
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

『
源
氏
物
語
』
帚
木
①
一
一
〇
頁) 

「
大
人
」
で
は
、「
七
～
十
三
歳
」
と
同
様
に
「
侍
り
」
が
も
っ
と
も
多
く
見
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ら
れ
る
。
「
侍
り
」
の
ほ
か
に
も
、
「
か
し
こ
ま
り
の
語
法
」
の
動
詞
で
あ
る
下

二
段
活
用
の
「
給
ふ
」「
ま
か
る
」「
ま
か
づ
」「
申
す
」
が
見
ら
れ
る
。
最
高
敬

語
の
種
類
も
さ
ら
に
増
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
語
は
成
長
す
る
に
つ
れ
て
習
得

し
て
い
く
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

㉓
惟
光(
大
人)
「
私
の
懸
想
も
い
と
よ
く
し
お
き
て
、
案
内
も
残
る
所
な
く

見
た
ま
へ
お
き
な
が
ら
、
た
だ
我
ど
ち
と
知
ら
せ
て
も
の
な
ど
言
ふ
若
き

お
も
と
の
は
べ
る
を
、
そ
ら
お
ぼ
れ
し
て
な
む
隠
れ
ま
か
り
歩
く
。
い
と

よ
く
隠
し
た
り
と
思
ひ
て
、
小
さ
き
子
ど
も
な
ど
の
は
べ
る
が
、
言
あ
や

ま
り
し
つ
べ
き
も
、
言
ひ
ま
ぎ
ら
は
し
て
、
ま
た
人
な
き
さ
ま
を
強
ひ
て

作
り
は
べ
り
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

『
源
氏
物
語
』
夕
顔
①
一
五
〇
頁) 

㉔
惟
光(

大
人)

「
げ
に
、
愛
敬
の
は
じ
め
は
日
選
り
し
て
聞
こ
し
め
す
べ
き

こ
と
に
こ
そ
。
さ
て
も
子
の
子
は
い
く
つ
か
仕
う
ま
つ
ら
す
べ
う
は
べ
ら

む
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
『
源
氏
物
語
』
葵
②
七
三
頁) 

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、『
源
氏
物
語
』
の
「
子
ど
も
」
の
動
詞
の
使
用
率
の

特
徴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

⑴
「
一
～
六
歳
」
は
、
基
本
的
に
謙
譲
語
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に

つ
れ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

⑵
「
一
～
六
歳
」
は
、
最
高
敬
語
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て

用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

 

⑶
「
一
～
六
歳
」
は
、「
侍
り
」
な
ど
の
か
し
こ
ま
っ
た
場
面
な
ど
で
用
い
ら

れ
る
動
詞
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
。 

 

⑷
「
一
～
六
歳
」
は
、
基
本
的
に
「
内
的
情
態
動
詞
」
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢

が
上
が
る
に
つ
れ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

 

五 

二
作
品
の
比
較 

 

二
作
品
の
共
通
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

⑴
「
一
～
六
歳
」
は
、
基
本
的
に
謙
譲
語
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に

つ
れ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

⑵
「
一
～
六
歳
」
は
、
最
高
敬
語
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て

用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

 

⑶
「
一
～
六
歳
」
は
、「
侍
り
」
な
ど
の
か
し
こ
ま
っ
た
場
面
な
ど
で
用
い
ら

れ
る
動
詞
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
。 

 

⑷
「
一
～
六
歳
」
は
、
基
本
的
に
「
内
的
情
態
動
詞
」
が
見
ら
れ
ず
、
年
齢

が
上
が
る
に
つ
れ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
二
作
品
の
「
子
ど
も
」
の
動
詞
の
使
用
率
の
特
徴
は
お
お
よ

そ
一
致
し
て
お
り
、
二
作
品
の
間
で
「
子
ど
も
」
が
用
い
る
動
詞
の
語
彙
の
イ

メ
ー
ジ
は
一
致
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

た
だ
、
す
べ
て
の
「
子
ど
も
」
が
⑴
～
⑷
に
当
て
は
ま
っ
た
動
詞
を
用
い
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
五
歳
や
六
歳
の
よ
う
な
年
齢
区
分
の
境
界
に
い
る
「
子

ど
も
」
の
な
か
に
は
、
一
つ
上
の
年
齢
区
分
に
近
い
言
葉
遣
い
を
す
る
「
子
ど

も
」
が
見
ら
れ
た
。
先
述
し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
い
ぬ
宮
」(

六
歳)

や
『
源

氏
物
語
』
の
「
匂
宮
」(

五
歳)

が
こ
れ
に
当
た
る
。 

た
だ
し
、
境
界
に
い
る
「
子
ど
も
」
の
す
べ
て
が
一
つ
上
の
年
齢
区
分
に
近

い
言
葉
遣
い
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
「
子
ど
も
」
よ
り
も
聡
明
で
大
人

び
た
「
子
ど
も
」
で
あ
っ
た
り
、
真
面
目
な
場
面
で
き
り
り
と
し
た
表
情
で
い

る
場
合
で
あ
っ
た
り
す
る
時
に
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
用
い
る
の
で
あ
ろ

う
。 

 

六 

研
究
の
成
果 

 

研
究
の
成
果
と
し
て
三
点
挙
げ
ら
れ
る
。 
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一
点
目
は
、
平
安
時
代
の
物
語
作
品
に
登
場
す
る
「
子
ど
も
」
と
「
大
人
」

の
言
葉
遣
い
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
動
詞
の
語
彙
の
観
点
か
ら
明
ら

か
に
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

実
際
に
、
当
時
の
「
子
ど
も
」
が
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
話
し
て
い
た
か
は
分

か
ら
ず
、
現
在
の
役
割
語
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
誇
張
的
な
表
現
が
あ
る
と
も
言

い
難
い
。
そ
の
た
め
、
本
研
究
で
見
ら
れ
た
「
子
ど
も
」
の
言
葉
遣
い
の
特
徴

が
金
水
の
定
義
す
る
役
割
語
に
当
て
は
ま
る
の
か
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
物
語
作
品
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
作
品
の
中
で
見
ら
れ
る
「
子

ど
も
」
の
言
葉
は
、
現
実
で
「
子
ど
も
」
が
話
し
て
い
る
言
葉
を
そ
の
ま
ま
写

し
取
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
作
者
が
思
い
描
く
「
子
ど
も
」
の
言
葉
が
描
か
れ

て
い
る
。 

 

こ
こ
か
ら
、
平
安
時
代
に
お
い
て
現
代
の
役
割
語
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
誇
張

的
な
表
現
は
な
い
も
の
の
、
子
ど
も
ら
し
い
言
葉
遣
い
と
い
う
も
の
が
存
在
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

二
点
目
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
物
語
作
品
に
登
場
す
る
「
子
ど
も
」
の
言

葉
遣
い
の
特
徴
を
動
詞
の
語
彙
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

今
回
の
成
果
と
待
遇
表
現
の
分
析
を
し
た
石
田(

二
〇
二
一)

を
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
作
品
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
一
つ
の
視
点
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

例
え
ば
、
あ
る
場
面
に
お
い
て
、
普
段
は
子
ど
も
ら
し
い
言
葉
遣
い
を
用
い

て
い
る
子
ど
も
が
大
人
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
し
た
場
合
、
そ
こ
に
作
者
の
表

現
意
識
が
読
み
取
れ
る
。
子
ど
も
が
大
人
ぶ
っ
て
い
た
り
、
き
り
り
と
し
た
顔

つ
き
で
答
え
て
い
た
り
し
て
い
る
様
子
を
、
発
言
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

反
対
に
、
大
人
が
子
ど
も
ら
し
い
言
葉
遣
い
を
し
た
場
合
は
、
甘
え
た
様
子

や
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
印
象
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
改
め
て
、
研
究
対
象
か
ら
除
い
て
い
た
幼
少
時
代
の
「
仲
忠
」
の
発

言
を
紹
介
す
る
。 

 

〇
仲
忠(

六
歳)

「
し
ば
し
待
ち
た
ま
へ
。
ま
ろ
が
命
断
ち
た
ま
ふ
な
。
ま
ろ
は

孝
の
子
な
り
。
親
、
は
ら
か
ら
も
な
く
、
使
ふ
人
も
な
く
て
、
荒
れ
た
る
家

に
、
た
だ
一
人
住
み
て
、
ま
ろ
が
ま
ゐ
る
も
の
に
か
か
り
た
ま
へ
る
母
待
ち

て
た
て
ま
つ
れ
り
。
里
に
は
す
べ
き
方
も
な
け
れ
ば
、
か
か
る
山
の
木
の
実
、

葛
の
根
を
取
り
て
、
親
に
ま
ゐ
る
な
り
。
高
き
山
、
深
き
谷
を
下
り
上
り
、

ま
か
り
歩
き
て
、
朝
に
ま
か
り
出
で
て
、
暗
う
ま
か
り
帰
る
ほ
ど
だ
に
、
う

し
ろ
め
た
う
悲
し
く
は
べ
れ
ば
、
か
か
る
山
の
王
住
み
た
ま
ふ
と
も
知
ら
で
、

こ
の
木
の
う
つ
ほ
に
母
を
据
ゑ
た
て
ま
つ
り
て
、
芋
一
筋
を
堀
り
出
で
て
も

ま
ず
ま
ゐ
ら
む
。
ま
た
遠
き
道
を
も
、
親
の
た
め
に
と
ま
か
り
歩
け
ば
、
苦

し
う
も
覚
え
ね
ど
、
つ
れ
づ
れ
と
待
ち
た
ま
ふ
ら
む
も
悲
し
う
は
べ
れ
ば
、

近
く
、
と
思
ひ
た
ま
へ
て
、
見
は
べ
り
つ
る
な
り
。
さ
れ
ど
、
か
く
領
じ
た

ま
ひ
け
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
ま
か
り
去
り
ぬ
。
空
し
く
な
り
な
ば
、
親
も
い

た
づ
ら
に
な
り
た
ま
ひ
な
む
。
お
の
が
身
の
中
に
、
親
を
養
は
む
に
用
な
き

と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
施
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
足
な
く
は
、
い
づ
く
に
て
か
歩

か
む
。
手
な
く
は
、
何
に
て
か
木
の
実
、
葛
の
根
を
も
掘
ら
む
。
口
な
く
は
、

い
づ
こ
よ
り
か
魂
通
は
む
。
腹
、
胸
な
く
は
、
い
づ
く
に
か
心
の
あ
ら
む
。

こ
の
中
に
い
た
づ
ら
な
る
と
こ
ろ
は
、
耳
の
端
、
鼻
の
峰
な
り
け
り
。
こ
れ

を
山
の
王
に
施
し
た
て
ま
つ
る
」 

 
 

(

『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
①
七
六
頁) 

 

こ
の
発
言
は
、
普
通
の
「
子
ど
も
」
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
発
言
量
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
見
ら
れ
た
「
一
～
六
歳
」
の
発
言
と
比
べ

る
と
か
な
り
異
質
で
あ
る
。
一
人
称
代
名
詞
「
ま
ろ
」
で
子
ど
も
ら
し
さ
を
残

し
つ
つ
も
、
他
の
「
子
ど
も
」
が
用
い
に
く
い
「
侍
り
」
な
ど
の
「
か
し
こ
ま

り
の
語
法
」
の
語
群
、
「
内
的
情
態
動
詞
」
な
ど
を
使
い
こ
な
し
て
お
り
、
『
う
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つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
幼
少
時
代
の
「
仲
忠
」
が
い
か
に
他
の
「
子
ど
も
」
と

異
質
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
か
が
よ
く
分
か
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
ら
し
い
言
葉
遣
い
を
把
握
し
て
お
け
ば
、
異
質
な
描

か
れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

三
点
目
は
、
石
田(

二
〇
二
一)

の
記
述
に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ

と
で
あ
る
。
石
田(
二
〇
二
一)

は
、
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
よ
り
も
『
源
氏
物
語
』

の
方
が
、
大
人
と
子
ど
も
の
言
葉
を
書
き
分
け
る
表
現
意
識
が
強
い
と
考
え
ら

れ
る
」
12

と
述
べ
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
は
待
遇
表
現
だ
け
を
見
て
出
し
た
結
論
で
あ
る
。
今
回
の
動

詞
の
語
彙
の
観
点
で
は
、
二
作
品
と
も
同
じ
よ
う
に
「
子
ど
も
」
の
動
詞
の
語

彙
を
用
い
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
意
識
が
特
に
強
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。 

そ
の
た
め
、
石
田(

二
〇
二
一)

の
記
述
に
つ
い
て
は
、
待
遇
表
現
や
動
詞
の

語
彙
の
観
点
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
幅
広
い
観
点
を
分
析
し
た
う
え
で
全
体
的

な
視
点
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。 

 

注 ⑴ 

金
水(

二
〇
〇
三)

二
〇
五
頁 

⑵ 

西
田(

二
〇
一
六)

五
九
頁 

⑶ 

西
田(

二
〇
一
六)

六
一
頁 

⑷ 

森
野(

一
九
六
八)

二
頁 

⑸ 

森
野(

一
九
六
八)

七
頁 

⑹ 

石
田(

二
〇
二
一)

十
一
頁 

⑺ 

服
藤(

二
〇
〇
四)

に
よ
る
と
、
皇
子
や
皇
女
が
天
皇
と
初
め
て
対
面
す
る
対
面
儀
が

行
わ
れ
る
年
齢
は
七
歳
で
あ
り
、
当
時
は
七
歳
か
ら
童
殿
上
が
許
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
年
齢
区
分
を
七
歳
で
区
切
り
と
し
、
「
一
～
六
歳
」
「
七

～
十
三
歳
」
と
設
定
し
た
。 

⑻ 

作
品
内
に
お
い
て
「
仲
忠
」
は
、
兜
率
天
の
内
院
の
衆
生
七
人
の
内
の
生
れ
代
り

で
あ
る
「
変
化
の
者
」(

『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
①
七
四
頁)

で
あ
る
た
め
、
と
て
も

成
長
が
は
や
く
、
三
歳
で
母
の
乳
を
拒
否
し
、
五
歳
で
母
を
養
お
う
と
奮
闘
す
る

聡
明
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
父
親
で
あ
る
「
兼
雅
」
と
対
面
し
た
際
に
は
、
当
時

十
二
歳
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ほ
ど
十
五
、
六
ば
か
り
と
見
え
て
」(

『
う

つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
①
九
十
二
頁)

と
、
実
際
の
年
齢
よ
り
も
言
動
が
大
人
び
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
描
写
も
さ
れ
て
い
る
。 

⑼ 

工
藤(

一
九
九
五)

に
よ
る
動
詞
の
分
類
の
一
つ
。
工
藤
は
、
動
詞
を
ア
ス
ペ
ク
ト
対

立
の
有
無
の
観
点
か
ら
、
「
外
的
運
動
動
詞
」
「
内
的
情
態
動
詞
」
「
静
態
動
詞
」
の

三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。(

四
十
五
頁)

こ
の
中
の
「
内
的
情
態
動
詞
」
と
は
、「
「
思

う
、
考
え
る
、
信
じ
る
、
心
配
す
る
、
驚
く
、
感
じ
る
、
見
え
る
、
疲
れ
る
」
の

よ
う
な
，
思
考
・
感
情
・
知
覚
・
感
覚
を
表
す
一
群
の
動
詞
」(

四
十
四
頁)

で
あ

る
。 

⑽ 

杉
崎(

一
九
七
一)

は
、
「
か
し
こ
ま
り
の
語
法
」
に
つ
い
て
「
身
分
の
下
の
者
が
上

の
者
に
対
し
て
、
か
し
こ
ま
っ
て
も
の
を
言
う
、
ま
た
、
高
い
身
分
の
者
同
志
で

あ
っ
て
も
、
あ
ら
た
ま
っ
た
も
の
の
言
い
方
を
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
特

に
用
い
ら
れ
る
言
い
方
や
用
語
の
あ
る
ま
と
ま
り
、
ぐ
ら
い
の
気
持
で
あ
る
」
と

し
て
い
る
。(

二
二
九
頁)

 

⑾ 

杉
崎(

一
九
七
一)

二
四
九
頁
。 

⑿ 

石
田(

二
〇
二
一)

七
頁
。 

⒀ 
石
田(

二
〇
二
一)

十
一
頁
。 

 

参
考
引
用
文
献 

・
森
野
宗
明(
一
九
六
八)

「
平
安
時
代
の
言
語
作
品
に
見
出
さ
れ
る
子
供
の
こ

と
ば
使
い
に
つ
い
て
」
『
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
二
巻 
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・
杉
崎
一
雄(

一
九
七
一)

「
か
し
こ
ま
り
の
語
法―

源
氏
物
語
を
中
心
に―

」『
金

田
一
博
士
米
寿
記
念
論
集
』
三
省
堂 

・
工
藤
真
由
美(

一
九
九
五)

『
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 

・
金
水
敏(
二
〇
〇
三)

『
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
日
本
語 

役
割
語
の
謎
』
岩
波
書
店 

・
服
藤
早
苗(

二
〇
〇
四)

『
平
安
王
朝
の
子
ど
も
た
ち 

王
権
と
家
・
童
』
吉

川
弘
文
館 

 

・
山
田
忠
雄
ほ
か(

二
〇
一
二)
『
新
明
解
国
語
辞
典 

第
七
版
』
三
省
堂 

・
西
田
隆
政(

二
〇
一
六)

「
役
割
語
史
研
究
の
可
能
性―

平
安
和
文
作
品
で
の

検
証―

」
『
国
語
と
国
文
学
』
九
三
巻 

・
石
田
芽
衣(

二
〇
二
一)

「
平
安
時
代
に
お
け
る
役
割
語
と
し
て
の
子
ど
も
の

言
葉 

―

待
遇
表
現
に
着
目
し
て―

」
『
論
叢
国
語
教
育
学
』
十
七
巻 

 

調
査
テ
ク
ス
ト 

・
中
野
幸
一(

一
九
九
五)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
四 

う
つ
ほ
物
語
①
』

小
学
館 

・
中
野
幸
一(

一
九
九
五)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
五 

う
つ
ほ
物
語
②
』

小
学
館 

・
中
野
幸
一(

一
九
九
五)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
六 

う
つ
ほ
物
語
③
』

小
学
館 

・
阿
部
秋
生
ほ
か(

一
九
九
四)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
〇 

源
氏
物
語

①
』
小
学
館 

・
阿
部
秋
生
ほ
か(

一
九
九
五)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
一 

源
氏
物
語

②
』
小
学
館 

・
阿
部
秋
生
ほ
か(

一
九
九
六)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
二 

源
氏
物
語

③
』
小
学
館 

・
阿
部
秋
生
ほ
か(

一
九
九
六)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
三 

源
氏
物
語

④
』
小
学
館 

・
阿
部
秋
生
ほ
か(

一
九
九
七)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
四 

源
氏
物
語

⑤
』
小
学
館 

・
阿
部
秋
生
ほ
か(

一
九
九
八)

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
五 

源
氏
物
語

⑥
』
小
学
館 

(

広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
修
了) 


