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五
五

二
つ
の
活
用
語
の
間
に
助
詞
が
あ
る
表
現

─
─
上
代
語
の
「
語
り
し
継
げ
ば
」
の
類
─
─

佐
佐
木
　
　
隆

一

　『
萬
葉
集
』
の
「
万よ

ろ
づ
よ代

に
可か

多た

利り

都つ

夏げ

と
し
…
」〔
五・
八七三〕
と
「
吾
行
き
て
可か

敝へ

里り

久く

流る

ま
で
…
」〔
十五・
三七〇二〕
に
含
ま
れ
る
「
語
り

継
ぐ
」「
帰
り
来く

」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
二
つ
の
動
詞
が
直
接
に
連
な
っ
た
表
現
で
あ
る
。
一
方
、「
語か

た
り
し之

告つ
げ

ば
古い

に
しへ

思
ほ
ゆ
」〔
三・
三一

三〕
と
「
な
行
き
そ
と
変か

へ
り
も毛

来く

や
と
…
」〔
十二・
三一三二〕
に
含
ま
れ
る
の
は
、
同
じ
二
つ
の
動
詞
の
間
に
助
詞
「
し
」「
も
」
が
位
置
す
る
表

現
で
あ
る）

1
（

。

　
　
語
り
継
げ
と
し 

─
─
─
─ 

語
り
し9

継
げ
ば

　
　
帰
り
来
る
ま
で 

─
─
─
─ 

帰
り
も9

来
や
と

　
同
様
に
、「
梅
の
花
左さ

伎き

知ち

流る

春
の
…
」〔
二十・
四五〇二〕
と
「
い
た
づ
ら
に
開さ

き
か
ち
る
ら
む

香
将
散
」〔
二・
二三一〕、「
今
日
の
間
を
恋こ

ひ

暮く
ら
すか

も
」〔
十二・
二八四
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五
六

一〕
と
「
見
ま
く
欲ほ

り
恋こ

ひ

其そ

晩く
ら

師し

之し

」〔
十一・
二六八二〕、「
大
宮
人
は
去ゆ

き
わ
か
れ
な
む

別
南
」〔
二・
一五五〕
と
「
行
く
雲
の
逝ゆ

き
や
わ
か
れ
む

哉
将
別
」〔
十・
一九二三〕、「
天
の
河

霧
立た

ち

上の
ぼ
る」〔

十・
二〇六三〕
と
「
立た

ち
は
の
ぼ
ら
ず

者
不
上
山
に
た
な
び
く
」〔
七・
一二四六〕
の
ど
の
組
で
も
、
一
方
は
動
詞
が
二
つ
連
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
お

り
、
他
方
は
同
じ
動
詞
の
間
に
助
詞
「
か
」「
そ
」「
や
」「
は
」
が
位
置
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
咲
き
散
る 
─
─
─
─
─
─ 

咲
き
か9

散
る
ら
む

　
　
恋
ひ
暮
ら
す
か
も 
─
─
─ 

恋
ひ
そ9

暮
ら
し
し

　
　
行
き
別
れ
な
む 

─
─
─
─ 

行
き
や9

別
れ
む

　
　
立
ち
上
る 

─
─
─
─
─
─ 
立
ち
は9

上
ら
ず

　
助
詞
の
有
無
と
い
う
か
た
ち
で
対
応
す
る
こ
う
し
た
組
は
、
そ
の
つ
も
り
に
な
れ
ば
、
か
な
り
の
数
の
例
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
右
の
諸
例
の
下
段
に
掲
げ
た
よ
う
な
、
間
に
助
詞
が
あ
る
上
代
語
の
表
現
を
取
り
上
げ
る）

2
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
が
も
つ
用
法
上

の
特
徴
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
異
な
る
視
点
に
立
っ
て
再
検
討
を
加
え
る）

3
（

。

　
た
だ
し
、
実
際
に
検
討
を
行
う
に
先
だ
っ
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
か
つ
て
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
助
詞
が

二
つ
の
動
詞
の
間
に
位
置
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
助
詞
が
な
い
場
合
で
も
ま
た
、
二
つ
の
動
詞
は
意
味
的
に
緊
密
に
結
び
付
い
て
は
い

な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
助
詞
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
動
詞
は
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
意
味
を
独
立
的
に
表
す
も
の

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
二
つ
の
動
詞
が
連
な
っ
た
上
代
の
表
現
は
、
後
世
の
い
わ
ゆ
る
「
複
合
動
詞
」

と
は
異
な
る
の
だ
、
上
代
に
は
ま
だ
「
複
合
動
詞
」
と
呼
び
う
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
見
解
や
主
張
が
生
ま
れ
る
。

　
事
実
、
現
代
の
「
複
合
動
詞
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
多
く
は
意
味
的
に
結
び
付
い
て
お
り
、
間
に
助
詞
が
入
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
許
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五
七

容
し
な
い
（
後
述
）。

　
連
な
っ
た
上
代
語
の
動
詞
の
意
味
的
な
関
係
は
後
世
語
の
そ
れ
よ
り
も
緩
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
推
測
さ
せ
る
表
現
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

そ
れ
は
、
や
は
り
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
禁
止
の
「
な
」
を
含
む
例
で
あ
る
。「
梅
の
花
知ち

利り

麻ま

我が

比ひ

多た

流る

岡を
か

辺び

に
は
…
」

〔
五・
八三八〕
と
「
大ま

す
ら
を夫

の
思

お
も
ひ

和わ

備び

乍つ
つ

…
」〔
四・
六四六〕
に
用
い
ら
れ
た
「
散
り
紛ま

が

ふ
」「
思
ひ
侘わ

ぶ
」
に
対
し
て
、
同
じ
二
つ
の
動
詞
の
間
に

禁
止
の
「
な
」
が
位
置
す
る
、「
し
ま
し
く
は
落ち

り
な
ま
が
ひ
そ

莫
乱
」〔
九・
一七四七〕
と
「
国
遠
み
念お

も

勿ひ
な

和わ

備び

曽そ

」〔
十二・
三一七八〕
な
ど
の
例
が
あ
る
。

「
荒あ

ら
び
な
ゆ
き
そ

備
勿
行
年
変
は
る
ま
で
」〔
二・
一八〇〕
と
「
我
が
故
に
於お

毛も

比ひ

奈な

夜や

勢せ

曽そ

」〔
十五・
三五八六〕
は
、
同
じ
く
「
な
」
を
含
む
例
で
あ
る
。

　「
散
り
な
紛
ひ
そ
」「
思
ひ
な
侘
び
そ
」「
荒
び
な
行
き
そ
」「
思
ひ
な
痩
せ
そ
」
の
「
な
」
は
、
助
詞
で
は
な
く
副
詞
で
あ
る
。
し
か
し
、

間
に
別
の
語
が
位
置
す
る
と
い
う
現
象
的
な
面
か
ら
見
れ
ば
、「
な
」
の
あ
る
こ
れ
ら
の
例
も
ま
た
、
助
詞
の
あ
る
諸
例
と
同
種
の
構
文

と
し
て
扱
っ
て
よ
い
。

　
連
な
っ
た
二
つ
の
動
詞
に
こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
結
合
し
て
い
る
」「
結
び
付
い
て
い
る
」

な
ど
と
言
う
の
は
、
少
な
く
と
も
上
代
語
に
関
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
。
本
稿
の
以
上
の
論
述
で
、
あ
え
て
「
二
つ
の
動
詞
が
連0

な
っ
た

0

0

0

表
現
」
と
述
べ
た
の
は
、
両
動
詞
の
意
味
的
な
関
係
に
配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
両
動
詞
に
つ
い
て
は
「
重
な
っ
た
」

「
連
接
し
た
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
以
上
の
論
述
で
、
二
つ
の
動
詞
の
間
に
「
助
詞
が
位
置
す
る
」「
助
詞
が
あ
る
／
助
詞
が
な
い
」
と
述
べ
た
の
は
、
あ
く
ま
で

も
形
態
面
で
の
現
象
を
客
観
的
に
描
写
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。「
助
詞
を
挿
入
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
か
た
は
、
意
味
的
に

一
体
化
し
た
語
句
の
間
に
助
詞
を
割
り
込
ま
せ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
か
ら
、
そ
れ
を
上
代
語
に
関
し
て
用
い
る
こ
と
に
は

や
は
り
問
題
が
あ
る
。

　
動
詞
が
重
な
っ
た
と
か
連
接
し
た
と
か
と
言
え
る
例
の
な
か
に
は
、
歌
に
「
飛と

び
か
け
り
き
な
き
と
よ
も
し

翻
来
鳴
令
響
（
飛
び
翔
り
来
鳴
き
響
も
し
」〔
九・
一七五五〕
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五
八

や
「
宇う

知ち

嘆な
げ

之き
し

奈な

要え

宇う

良ら

夫ぶ

礼れ

之し

努の

比ひ

都つ

追つ

（
打
ち
嘆
き
萎
え
う
ら
ぶ
れ
偲
ひ
つ
つ
）」〔
十九・
四一六六〕
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、

『
続
日
本
紀
』
所
載
の
宣
命
や
『
延
喜
式
』
所
載
の
祝
詞
な
ど
の
散
文
に
も
、「
聞き

こ
し
め
し
お
ど
ろ
き
よ
ろ
こ
び
た
ふ
と
び
お
も
ほ
さ
く

食
驚
伎
悦
備
貴
備
念
久
（
聞
こ
し
食
し
驚
き
喜
び
貴

び
思
ほ
さ
く
）」〔
十二詔
〕
や
「
待ま

ち
ふ
せ
ぎ
は
ら
ひ
や
り

防
掃
却
言い

ひ

排そ
け

坐ま
し
て弖

（
待
ち
防
ぎ
掃
ひ
却
り
言
ひ
排
け
坐
し
て
）」〔
御
門
祭
〕
の
よ
う
な
も
の
が
見
え

る
。
よ
く
読
め
ば
、
ど
れ
に
も
、
複
数
の
語
が
意
味
的
に
結
び
付
い
た
部
分
と
、
そ
れ
ら
が
重
な
っ
た
だ
け
の
部
分
と
が
混
在
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
形
態
面
で
は
多
く
の
語
が
単
に
直
列
的
に
連
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る）

4
（

。

　
こ
の
よ
う
に
、
数
種
の
活
用
語
の
連
用
形
が
、
そ
れ
も
無
助
詞
の
ま
ま
で
連
接
し
た
表
現
は
、
歌
・
散
文
と
も
に
例
が
少
な
く
な
い
。

だ
か
ら
、
現
代
語
の
よ
う
に
意
味
的
に
緊
密
に
結
び
付
い
た
「
複
合
動
詞
」
は
上
代
に
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
見
解
・
主

張
が
生
ま
れ
る
の
も
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
。

二

　
本
稿
の
表
題
を
、「
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
助
詞
が
あ
る
表
現
」
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
表
題
に
合
致
す
る
用
例
の
実
態
は
な
か
な

か
複
雑
で
あ
り
、
前
提
的
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
、
右
に
述
べ
た
こ
と
以
外
に
も
三
点
あ
る
。
論
述
が
や
や
錯
綜
す
る
こ
と
に
は

な
る
が
、
三
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
す
る
。

　
そ
の
第
一
点
は
、
活
用
語
の
間
に
位
置
す
る
助
詞
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
「
語
り
し
継
げ
ば
」「
帰
り
も
来
や
と
」
に
含
ま
れ
る
「
し
」

「
も
」
や
、
既
出
の
諸
例
に
含
ま
れ
る
「
か
」「
そ
」「
や
」「
は
」
な
ど
の
よ
う
な
単
純
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、「
笠
も
着
ず
出い

で

乍つ
つ

曽そ

見み

之し

」〔
十一・
二六八一〕、「
波
高
み
過す

ぎ

而て

夜や

将ゆ
か
む行

」〔
七・
一一七四〕、「
長
き
日
を
麻ま

知ち

可か

母も

恋こ
ひ

牟む

」〔
二十・
四三三

一〕
は
、
二
つ
の
動
詞
の
間
に
複
数
の
助
詞
か
ら
成
る
「
つ
つ
そ
」「
て
や
」「
か
も
」
が
位
置
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
咲
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五
九

く
花
を
移い

弖で

見み

流る

ご
と
に
…
」〔
十八・
四一一三〕、「
露
霜
寒さ

む

み
盛

さ
か
り

須す

疑ぎ

由ゆ

君く

」〔
八・
一六〇〇〕、「
昼
は
咲
き
夜
は
恋こ

ひ

宿ぬ
る

合ね

ぶ
歡
木
の
花
」〔
八・
一四六一〕

と
い
う
、
同
じ
動
詞
の
間
に
助
詞
の
な
い
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
組
の
例
が
、
実
際
に
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
、

1
　
大
和
に
は
　
鳴な

き

而て

歟か

来く

良ら

武む

　
呼よ

ぶ

子こ

鳥ど
り

　
象き

さ

の
中
山
　
呼よ

び

曽そ

越こ
ゆ

奈な

流る 

〔
一・
七〇〕

と
い
う
歌
で
は
、「
鳴
き
て
か
来
ら
む
」
に
複
数
の
助
詞
「
て
か
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
呼
び
そ
越
ゆ
な
る
」
に
は
単
独
の
助
詞

「
そ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
複
数
の
助
詞
を
含
む
例
の
う
ち
、
接
続
助
詞
の
「
て
」「
つ
つ
」
を
そ
の
一
つ
と
し
て
含
む
も
の
が
き
わ
め
て
多
い
。
や
は
り
、
一
口

に
「
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
助
詞
が
あ
る
表
現
」
と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
に
該
当
す
る
用
例
の
実
態
は
複
雑
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
接
続
助
詞
の
「
て
」「
つ
つ
」
が
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
は
現
代
語
に
も
よ
く
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
上
代
語

を
特
徴
づ
け
る
表
現
だ
と
は
言
え
な
い
。
よ
っ
て
、
単
独
の
接
続
助
詞
が
活
用
語
間
に
位
置
す
る
例
も
、
ほ
か
の
助
詞
と
重
な
っ
た
接
続

助
詞
が
活
用
語
間
に
位
置
す
る
例
も
、
と
も
に
今
回
の
調
査
の
対
象
か
ら
除
外
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
の
第
二
点
は
、「
麻ま

里り

布ふ

の
浦
に
也や

杼ど

里り

可か

世せ

ま
し
」〔
十五・
三六三二〕
や
「
今
は
吾
は
和わ

備び

曽そ

四し

に
け
る
」〔
四・

六四四〕
の
よ
う
な
表
現
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
は
「
宿
り
（
を
）
か
為せ

ま
し
」「
侘
び
（
を
）
そ
為し

に
け

る
」
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
。「
宿
り
」「
侘
び
」
は
動
詞
の
連
用
形
が
名
詞
に
転
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
助
詞
「
か
」「
そ
」

が
付
き
、
あ
と
に
サ
変
動
詞
の
未
然
形
の
「
せ
」、
連
用
形
の
「
し
」
が
続
い
て
い
る
。
連
用
形
に
由
来
す
る
名
詞
を
含
む
表
現
は
も
と

も
と
構
文
が
異
な
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
例
も
調
査
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

　
確
認
し
て
お
く
べ
き
第
三
点
は
、
本
稿
の
表
題
を
あ
え
て
「
二
つ
の
活
用
語

0

0

0

の
間
に
助
詞
が
あ
る
表
現
」
と
し
た
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
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〇

は
、「
二
つ
の
動
詞

0

0

の
間
に
…
」
と
い
う
条
件
に
合
致
す
る
例
を
集
め
て
い
け
ば
、
あ
る
一
群
が
調
査
か
ら
漏
れ
る
結
果
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
調
査
の
範
囲
を
動
詞
に
限
定
す
れ
ば
、「
花
は
過
ぐ
と
も
可か

礼れ

受ず

加か

奈な

可か

む
」〔
十七・
三九一七〕、「
君
待
つ
夜
ら
は
不あ

け
ず明

毛も

有あ
ら

ぬ
か
」〔
十・
二〇七〇〕
な
ど
、
動
詞
で
は
な
く
助
動
詞
「
ず
」
と
動
詞
と
の
間
に
助
詞
が
位
置
す
る
例
を
、
当
初
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
間
に
「
か
」「
も
」
が
あ
る
こ
れ
ら
の
例
は
、
二
つ
の
動
詞
が
構
成
し
た
既
出
の
諸
例
と
、
構
文
面
で
は
本
質
的
な
差

異
が
認
め
ら
れ
な
い
。
助
詞
が
な
く
、「
ず
」
に
続
い
て
動
詞
を
用
い
た
、「
網
捕と

り
に
捕
り
て
な
つ
け
な
可か

礼れ

受ず

鳴な
く

が
ね
」〔
十九・
四一八二〕、

「
春
雨
の
心
を
人
の
不し

ら
ず
あ
ら

知
有
な
く
に
」〔
十・
一九一六〕
な
ど
の
例
も
実
際
に
あ
る
。
連
な
っ
た
二
つ
の
動
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
独
立
的
に

表
す
も
の
だ
っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
動
詞
の
連
用
形
に
別
の
動
詞
が
続
く
例
と
同
様
に
、「
ず
」
の
連
用
形
に
動
詞
が
続
く
例
も

ま
た
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
稿
の
表
題
を
あ
え
て
「
二
つ
の
活
用
語

0

0

0

の
間
に
…
」
と
し
た
理
由
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
用
例
を
調
査
す
る
場
合
、
そ
の
対
象
と
な
る
助
詞
は
、
狭
義
の
係
助
詞
で
あ
る
、

　
　
Ａ 

か
　
　
Ｂ 

や
　
　
Ｃ 

そ
／
ぞ

　
　
Ｄ 
こ
そ

の
四
種
と
、
広
義
の
そ
れ
で
あ
る
、

　
　
Ｅ 

し
　
　
Ｆ 

も
　
　
Ｇ 

は

な
ど
の
三
種
で
あ
り
、
計
七
種
に
及
ぶ
単
独
の
助
詞
で
あ
る
。

　
狭
義
の
係
助
詞
に
は
、
一
般
に
「
な
も
」
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
歌
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。
散
文
に
は
百
ほ
ど
の
用
例
が
見
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え
る
が
、
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
「
な
も
」
が
位
置
す
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
、
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
助
詞
が
あ
る
表
現
の
、
用
例
上
・
用
法
上
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
助
詞
ご
と

に
実
例
を
見
な
が
ら
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三

　
Ａ
～
Ｇ
の
係
助
詞
が
間
に
位
置
す
る
表
現
に
は
、
個
々
の
助
詞
の
機
能
に
応
じ
た
意
味
上
・
構
文
上
の
特
徴
が
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。

　
初
め
に
、
Ａ
の
「
か
」
が
間
に
位
置
す
る
例
を
見
て
み
る
。「
か
」
が
明
記
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
対
象
と
す
れ
ば
、「
散ち

り

香か

過す
ぎ

奈な

牟む

」

〔
八・
一五五四〕
と
同
じ
句
が
ほ
か
に
三
例
、「
待ま

ち
か
こ
ふ
ら
む

可
将
恋
」〔
二・
一五二〕
と
同
じ
句
が
ほ
か
に
一
例
あ
る
の
を
初
め
と
し
て
、
計
二
十
二
の
例
が

あ
る
。
全
例
が
、「
…
か
」
を
「
…
む
」
ま
た
は
「
…
ら
む
」
が
承
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
な
か
に
、「
奈
良
の
都
を
不み

見ず

歟か

将な
り
な
む成

」

〔
三・
三三一〕
や
「
我
が
恋
ふ
ら
く
を
不し

ら
ず知

香か

安あ

類る

良ら

武む

」〔
四・
七二〇〕
の
よ
う
な
、「
…
ず
か
…
…
む
／
…
ず
か
…
…
ら
む
」
が
計
六
例
あ
る
。

　
特
に
興
味
深
い
の
は
、「
弓
の
共み

た

佐さ

尼ね

加か

和わ

多た

良ら

牟む

」〔
二十・
四三九四〕
つ
ま
り
「
さ
寝
か
わ
た
ら
む
」
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
例
の
場

合
、「
さ
寝
」
と
「
わ
た
る
」
は
意
味
的
に
対
等
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
前
項
の
「
さ
寝
」
は
「
と
も
に
寝
る
」
と
い
う
根
幹
的

な
意
味
を
表
す
動
詞
だ
が
、
後
項
の
「
…
わ
た
る
」
は
「
ず
っ
と
…
…
し
続
け
る
」
と
い
う
意
味
を
添
え
る
補
助
動
詞
的
な
語
で
あ
る
。

し
か
し
、
根
幹
的
な
意
味
を
表
す
動
詞
と
補
助
的
な
機
能
を
も
つ
語
と
の
間
に
、「
か
」
が
位
置
し
て
い
る
の
は
意
外
で
あ
る
。
補
助
的

な
語
は
、
根
幹
的
な
動
詞
に
付
随
す
る
か
た
ち
で
初
め
て
そ
の
機
能
を
果
た
し
う
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
者
の
間
に
助
詞
の
あ

る
こ
と
が
、「
…
わ
た
る
」
が
補
助
的
な
機
能
を
果
た
す
の
を
妨
げ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
…
わ
た
る
」
は
、
本
来
の
意
味
を

ま
だ
濃
厚
に
保
持
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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逆
の
面
で
興
味
を
引
く
の
は
、「
萩
の
花
と
も
に
か
ざ
さ
ず
安あ

比ひ

加か

和わ

可か

礼れ

牟む

」〔
二十・
四五一五〕
に
見
え
る
「
相あ

ひ
か
別
れ
む
」
と
い
う

例
で
あ
る
。
こ
れ
の
「
相
ひ
…
」
は
、
辞
書
の
類
で
は
「
と
も
に
…
…
す
る
」
と
い
う
意
味
を
添
え
る
接
頭
辞
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、

『
萬
葉
集
』
だ
け
で
も
二
十
種
を
越
え
る
動
詞
に
付
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
接
頭
辞
と
根
幹
的
な
動
詞
「
別
る
」
と
の
間
に
助
詞
が
位
置

す
る
の
は
、
や
は
り
意
外
で
あ
る
。
上
代
で
は
、
接
頭
辞
の
「
相
ひ
」
に
本
来
の
「
合
ひ
」
と
い
う
意
味
が
ま
だ
濃
厚
に
残
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
今
回
の
調
査
の
対
象
と
す
る
の
は
、
単
独
の
係
助
詞
が
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
位
置
す
る
例
だ
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
さ
き
に
述
べ

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
例
外
的
に
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
既
出
の
「
長
き
日
を
待
ち
か
も
恋
ひ
む
」〔
二十・
四三三一〕
と
同
様
の
、
二
種

の
係
助
詞
か
ら
成
る
「
か
も
」
が
間
に
位
置
す
る
例
で
あ
る）

5
（

。
そ
れ
は
、「
梅
の
花
落ち

り

鴨か
も

来く
る

と
…
」〔
十・
一八四一〕
や
「
寄
そ
り
し
君
は

不あ
は
ず
か
も
あ
ら
む

相
鴨
将
有
」〔
十一・
二七三一〕
を
初
め
と
し
て
、
十
三
例
あ
る
。「
か
も
」
が
間
に
位
置
す
る
例
は
、
単
独
の
「
か
」
が
位
置
す
る
例
と
本

質
的
に
差
異
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
例
示
し
た
「
散
り
か
も
来
る
と
…
」
と
、
そ
れ
に
別
伝
と
し
て
添
え
ら
れ
た

「
開さ

き
か
も
ち
る

香
裳
落
と
…
」
と
、「
桜
花
開さ

き
か
も
ち
る

哉
散
と
…
」〔
十一・
三一二九〕
の
三
例
は
、
ほ
か
の
十
例
と
は
異
な
っ
て
、「
…
む
」「
…
ら
む
」
に
続
か
な

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
単
独
の
「
か
」
の
場
合
と
は
、
若
干
の
構
文
上
の
差
異
が
あ
っ
た
も
の
か
。

　「
か
」
の
次
に
見
る
の
は
、
Ｂ
の
「
や
」
で
あ
る
。「
や
」
の
訓
み
添
え
例
を
除
い
て
、
そ
れ
が
明
記
さ
れ
た
例
は
二
十
一
あ
る
。
う
ち

九
例
に
、「
片
思
ひ
に
思お

も
ひ
や
ゆ
か
む

哉
将
去
」〔
四・
五三六〕
や
「
水み

隠ご
も

り
に
恋こ

ひ
や
わ
た
ら
む

哉
将
度
」〔
十一・
二七〇七〕
の
よ
う
に
「
哉
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ど
れ

も
一
般
に
「
や
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
と
、「
や
」
に
「
八
」「
也
」「
屋
」「
夜
」
を
あ
て
た
ほ
か
の
表
現
と
の
対
応
関

係
か
ら
見
て
、
九
例
の
「
哉
」
を
「
や
」
と
訓
じ
る
こ
と
に
特
に
問
題
は
な
い
。「
我
が
た
め
は
照て

り

哉や

多た

麻ま

波は

奴ぬ

」〔
五・
八九二〕
と
「
荒
し

男を

も
多た

志し

夜や

波は

婆ば

可か

流る

」〔
二十・
四三七二〕
つ
ま
り
「
立
し
や
は
ば
か
る
」
の
ほ
か
は
、「
…
や
」
に
「
…
む
」
が
応
じ
て
い
る
。

　
助
動
詞
「
ず
」
と
動
詞
と
の
間
に
「
や
」
が
位
置
す
る
も
の
に
、「
人
の
寝
る
味う

ま
い眠

は
不ね

寐ず

哉や

恋こ
ひ

将わ
た
り
な
む

渡
」〔
十二・
二九六三〕
と
「
か
の
子
ろ
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と
宿ね

受ず

夜や

奈な

里り

奈な

牟む

」〔
十四・
三五六五〕
と
「
初は

つ

鷹と

狩が

り
だ
に
不せ

為ず

哉や

将わ
か
れ
む別

」〔
十九・
四二四九〕
の
三
例
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
初
の
例
は
、「
ず

や
」
と
そ
れ
に
続
く
動
詞
が
別
の
句
に
分
属
し
て
い
る
点
で
、
や
や
特
異
な
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、「
寝
ず
」
と
「
恋
ひ
」
と
の
関

係
よ
り
も
「
恋
ひ
」
と
「
わ
た
る
」
と
の
関
係
の
ほ
う
が
意
味
的
に
密
接
だ
と
思
わ
れ
る
。

　「
か
」
の
場
合
と
同
様
の
例
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
右
に
あ
げ
た
「
照
り
や
た
ま
は
ぬ
」〔
五・
八九二〕
や
「
君
が
使
を
待ま

ち

也や

金か
ね

手て

武む

」

〔
十一・
二五四八〕
や
「
恋こ

ひ
や
わ
た
ら
む

也
将
渡
片
思
ひ
に
し
て
」〔
十・
一九八九〕
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
、「
…
た
ま
ふ
」「
…
か
ぬ
」「
…
わ
た
る
」
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
語
の
意
味
・
機
能
は
や
は
り
補
助
的
な
も
の
だ
が
、
根
幹
的
な
意
味
を
表
す
動
詞
と
の
間
に
「
や
」
が
あ
る
。
機
能
は
補

助
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
本
来
の
意
味
を
濃
厚
に
保
っ
て
い
た
も
の
か
。

　
さ
き
に
は
、「
か
」
に
関
連
し
て
、「
か
も
」
の
用
法
・
用
例
に
も
例
外
的
に
言
及
し
た
。
同
様
に
、「
や
」
が
「
も
」
と
結
合
し
た

「
や
も
」
の
場
合
は
、「
あ
ぶ
り
干
す
人
も
在あ

れ

八や

方も

」〔
九・
一六九八〕
や
「
相
思
は
ぬ
君
に
安あ

礼れ

也や

母も

」〔
十五・
三六九一〕
の
よ
う
に
、
已
然
形
に

付
い
て
反
語
を
構
成
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
連
用
形
に
は
下
接
し
な
い
。「
玉
は
乱
れ
て
あ
り
と
不い

は
ず言

八や

方も

」〔
三・
四二四〕
の
「
や

も
」
は
「
ず
」
の
終
止
形
に
付
い
て
強
い
語
気
を
表
し
て
お
り
、「
鼻
ひ
紐
解
け
待

ま
て
り

八や

方も

」〔
十一・
二八〇八〕
の
「
や
も
」
は
「
り
」
の
終
止

形
に
付
い
て
疑
問
を
表
し
て
い
る
。

　
Ｃ
の
「
そ
／
ぞ
」
が
間
に
あ
る
表
現
は
ど
う
か
。
さ
き
に
あ
げ
た
「
見
ま
く
欲ほ

り
恋
ひ
そ
暮
ら
し
し
」〔
十一・
二六八二〕
や
、
既
出
1
の
歌

の
「
象き

さ

の
中
山
呼
び
そ
越
ゆ
な
る
」
を
初
め
、「
そ
／
ぞ
」
に
は
十
一
の
例
が
あ
る
。「
ず
」
と
動
詞
と
の
間
に
「
そ
／
ぞ
」
が
位
置
す
る

も
の
に
、

2
　
お
し
て
る
　
難
波
の
崎
に
　
引
き
登
る
　
赤
の
そ
ほ
舟
　
そ
ほ
舟
に
　
綱
取
り
懸
け
　
引
こ
づ
ら
ひ
　
あ
り
な
み
す
れ
ど
　
言
ひ

づ
ら
ひ
　
あ
り
な
み
す
れ
ど
　
有あ

り

双な
み

不え

得ず

序ぞ

　
所い

は
れ言

に
し
我
が
身 

〔
十三・
三三〇〇〕
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3
　
か
く
ば
か
り
　
恋
ひ
む
と
か
ね
て
　
知
ら
ま
せ
ば
　
妹
を
ば
美み

受ず

曽そ

　
安あ

流る

倍べ

久く

安あ

里り

家け

留る 

〔
十五・
三七三九〕

の
二
例
が
あ
る）

6
（

。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
次
の
歌
の
「
告
げ
に
ぞ
来
つ
る
」
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

4
　
彦
星
は
　
嘆
か
す
妻
に
　
言こ

と

だ
に
も
　
告つ

げ

尓に

叙ぞ

来き

鶴つ
る

　
見
れ
ば
苦
し
み 

〔
十・
二〇〇六〕

　「
告
げ
に
ぞ
来
つ
る
」
は
、
一
般
に
「
告
げ
る
た
め
に
来
た
こ
と
だ
」
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
に
」
は
「
ず
」
の
古
い
連

用
形
の
「
に
」
だ
と
見
れ
ば
、「
告
げ
ず
に
来
た
こ
と
だ
」
の
意
に
も
解
し
う
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
同
じ
「
に
」
は
、
4
の
歌
の

三
首
あ
と
に
も
「
飽
き
足だ

ら
尓に

袖
振
る
見
え
つ
」〔
十・
二〇〇九〕
と
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、『
萬
葉
集
』
に
は
「
行
き
過
ぎ
か
て
尓に

思
へ
れ

ば
」〔
三・
二五三〕
や
「
た
ど
き
を
知
ら
尓に

音ね

の
み
し
そ
泣
く
」〔
十五・
三七七七〕
な
ど
、
二
十
余
の
「
に
」
の
例
が
あ
る
。
4
の
歌
で
は
、「
ず

ぞ
」
で
は
な
く
古
い
「
に
ぞ
」
を
用
い
た
と
理
解
し
て
も
、
構
文
上
は
特
に
問
題
が
な
い
。
実
際
に
、「
な
ど
か
も
妹
に
不の

ら
ず
き

告
来
に
け
む
」

〔
四・
五〇九〕
と
い
う
類
似
し
た
表
現
の
例
が
あ
る
。

　
2
と
3
の
ど
ち
ら
で
も
、「
そ
／
ぞ
」
ま
で
の
部
分
と
そ
れ
を
承
け
る
部
分
と
が
別
の
句
に
分
属
し
て
い
る
。
そ
の
つ
も
り
で
見
れ
ば
、

「
ず
」
の
例
で
は
な
い
が
、
長
歌
の
後
半
部
で
あ
る
、

5
　
天す

め
ら
わ
れ

皇
朕
　
う
づ
の
御
手
も
ち
　
掻か

き

撫な
で

曽そ

　
袮ね

宜ぎ

賜た
ま
ふ　

打う
ち

撫な
で

曽そ

　
袮ね

宜ぎ

賜た
ま
ふ　

帰
り
来
む
日
に
　
相
飲
ま
む
酒き

そ
　
こ
の
豊と

よ

御み

酒き

は 

 

〔
六・
九七三〕
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と
い
う
表
現
に
も
、
同
種
の
分
属
が
見
ら
れ
る
。「
そ
」
の
前
後
に
あ
る
「
掻か

き
撫な

で
」「
打
ち
撫
で
」
と
「
労ね

ぎ
た
ま
ふ
」
と
は
、
意
味

的
に
緊
密
に
結
び
付
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
ま
た
、「
そ
／
ぞ
」
の
場
合
に
も
、「
流
る
る
涙
止と

め

曽そ

金か
ね

鶴つ
る

」〔
二・
一七八〕
や
「
在あ

り

曽そ

金か
ね

津つ

流る

」〔
四・
六一三〕
の
よ
う
に
、
動
詞
と
補
助
的
な

「
…
か
ぬ
」
と
の
間
に
「
そ
／
ぞ
」
が
位
置
す
る
例
が
あ
る
。

　
狭
義
の
係
助
詞
の
う
ち
、
残
る
の
は
Ｄ
の
「
こ
そ
」
で
あ
る
。
表
記
面
で
は
「
ず
」
に
動
詞
が
続
く
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
「
瀬
を
速

み
不あ

は
ず
こ
そ
あ
れ

相
有
の
ち
も
我
が
妻
」〔
十一・
二四二八〕
と
い
う
例
が
あ
り
、
一
般
に
「
こ
そ
」
が
訓
み
添
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
不
相
有
」
に

は
別
訓
を
与
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
さ
そ
う
だ
か
ら
、
確
か
な
例
だ
と
は
言
え
な
い）

7
（

。

四

　
Ｅ
の
「
し
」
の
例
は
、
本
稿
の
副
題
に
あ
げ
た
「
語
り
し
継
げ
ば
」
と
「
不し

ら
ず知

師し

有あ
ら

者ば

」〔
十・
二二九三〕
の
二
例
、
そ
し
て
「
思
ふ
」
が

反
復
さ
れ
た
「
念お

も
ひ
し
お
も
へ
ば

四
念
者
」〔
七・
一一三二〕
と
「
念お

も
ひ
し
お
も
は
ば

四
念
婆
」〔
十九・
四一九一〕
の
二
例
を
含
め
て
、
計
十
七
例
あ
る
。
す
べ
て
の
例
が
、「
…
し

…
…
ば
」
と
い
う
呼
応
関
係
を
構
成
し
て
い
る
。

　
補
助
的
な
機
能
の
「
…
わ
た
る
」
に
、「
年
長
く
夜や

美み

志し

渡わ
た

礼れ

ば
…
」〔
五・
八九七〕、「
か
く
の
み
し
恋こ

ひ
し
わ
た
れ

思
度
ば
」〔
九・
一七六九〕、「
ほ
と
と
ぎ

す
奈な

枳き

之し

和わ

多た

良ら

ば
…
」〔
十八・
四〇九〇〕
の
三
例
が
あ
る
。
ほ
か
に
、
や
は
り
補
助
的
な
「
…
え
ず
」
を
含
む
「
世よ

の
な
か間

を
背そ

む
き
し之

不え

得ね

ば
…
」

〔
二・
二一〇〕
と
い
う
例
も
あ
る
。

　
こ
れ
と
は
正
反
対
に
、
接
頭
辞
と
さ
れ
る
「
相
ひ
…
」
を
も
つ
も
の
に
、「
不あ

ひ
し
お
も
は
ね

相
志
思
ば
う
べ
見
え
ざ
ら
む
」〔
四・
七七二〕
と
「
か
く
し

つ
つ
安あ

比ひ

之し

恵ゑ

美み

て
ば
…
」〔
十八・
四一三七〕
の
二
例
が
あ
る
。
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右
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
動
詞
の
連
用
形
と
そ
れ
に
続
く
動
詞
と
の
間
に
「
し
」
が
あ
る
例
で
は
、
十
七
例
の
す
べ
て
が
「
…
し
…
…

ば
」
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
一
般
に
「
し
」
を
含
む
か
た
ち
で
訓
じ
ら
れ
、
そ
の
訓
に
添
っ
た
解
釈

が
行
わ
れ
て
い
る
歌
句
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
三
首
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
で
あ
る
。

6
　
人
の
寝
る
　
味う

ま
い眠

は
寝
ず
て
　
は
し
き
や
し
　
君
が
目
す
ら
を
　
欲
嘆
　
或
る
本
の
歌
に
曰
は
く
「
君
を
思
ふ
に

　
明
け
に
け
る
か
も
」 

 

〔
十一・
二三六九〕

7
　
可か

之し

布ふ

江え

に
　
鶴た

づ

鳴
き
渡
る

　
志
賀
の
浦
に

　
沖
つ
白
波

　
多
知
之
久
良
思
毛

　
一
に
云
は
く
「
美
知
之
伎
奴
良
思
」 

〔
十五・
三六五四〕

8
　
我
妹
子
に

　
恋
度

　
剣つ

る
ぎ
た
ち

刀
　
名
の
惜
し
け
く
も

　
思
ひ
か
ね
つ
も 

〔
十一・
二四九九〕

　
6
の
第
五
句
「
欲
嘆
」
に
は
、「
欲ほ

り
し
嘆
か
ふ
」「
欲
り
し
嘆
く
も
」「
欲
り
て
嘆
く
も
」「
欲
り
て
嘆
か
む
」
な
ど
の
訓
が
あ
る
。
前

の
二
訓
で
は
動
詞
の
間
に
「
し
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
構
文
的
に
ま
っ
た
く
不
可
能
な
訓
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ほ
か
の

全
例
が
「
…
し
…
…
ば
」
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
前
の
二
訓
は
例
外
的
な
も
の
に
な
る
。「
し
」
を
含
ま
な
い
、

あ
と
の
二
訓
の
ど
ち
ら
か
を
採
用
す
る
の
が
、
構
文
面
で
妥
当
で
あ
る
。

　
7
の
第
五
句
で
あ
る
「
多た

知ち

之し

久く

良ら

思し

毛も

」
と
、
そ
の
別
伝
で
あ
る
「
美み

知ち

之し

伎き

奴ぬ

良ら

思し

」
に
は
、
古
く
は
「
立
ち
重し

く
ら
し
も
」

「
満
ち
重し

き
ぬ
ら
し
」
と
解
す
る
説
が
あ
っ
た
。「
重
く
」「
重
き
」
は
「
頻し

く
」「
頻
き
」
の
意
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
こ
れ
ら
を
「
立
ち

し
来
ら
し
も
」「
満
ち
し
来
ぬ
ら
し
」
の
意
に
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
、
本
伝
と
別
伝
の
「
之
」
を
助
詞
に

あ
て
た
も
の
だ
と
見
れ
ば
、
6
の
場
合
と
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
、
用
法
が
例
外
的
な
も
の
に
な
る
。
本
伝
の
「
之
久
」
と
異
伝
の
「
之

伎
」
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
「
頻
く
」「
頻
き
」
の
意
だ
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る）

8
（

。
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8
の
第
二
句
「
恋
度
」
は
、
古
く
か
ら
「
恋
ひ
し
わ
た
れ
ば
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
「
か
く
の
み
し
恋
ひ
し
わ
た

れ
ば
」
は
、

9
　
か
く
の
み
し
　
恋こ

ひ
し
わ
た
れ
ば

思
度
者
　
た
ま
き
は
る
　
命
も
吾
は
　
惜
し
け
く
も
な
し 

〔
九・
一七六九〕

と
い
う
、
8
に
類
似
す
る
歌
の
第
二
句
だ
か
ら
、
8
の
「
恋

こ
ひ
し
わ
た
れ
ば

度
」
と
い
う
訓
に
は
問
題
が
な
い
。

　
Ｆ
の
「
は
」
が
用
い
ら
れ
た
も
の
に
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
立
ち
は
上の

ぼ

ら
ず
」
を
含
む
十
四
例
が
あ
る
。「
は
」
の
用
法
・
機
能
か
ら

見
て
、「
人
に
は
着
せ
そ
濡ぬ

れ

者は

漬ひ
つ

跡と

裳も

」〔
三・
三七四〕
や
「
あ
ぢ
む
ら
の
去か

よ
ひ
は
ゆ
け
ど

来
者
行
跡
…
」〔
四・
四八五〕
や
「
延は

ふ
つ
た
の
由ゆ

き

は

わ

か

れ

ず

伎
波
和
可
礼
受

…
」〔
十七・
三九九一〕
な
ど
、「
…
は
」
に
仮
定
・
逆
接
・
打
消
し
の
表
現
が
応
じ
て
い
る
の
は
納
得
で
き
る
。「
…
は
…
…
と
も
」
が
七
例
、

「
…
は
…
…
ず
」「
…
は
…
…
ず
て
」
が
計
六
例
あ
る
。
例
外
と
な
る
も
の
に
、「
…
は
…
…
が
に
」
と
い
う
呼
応
関
係
を
構
成
す
る
か
と

見
え
る
、

10
　
お
も
し
ろ
き

　
野
を
ば
な
焼
き
そ

　
古
草
に

　
新に

ひ

草く
さ

交
じ
り

　
於お

非ひ

波は

於お

布ふ

流る

我が

尓に 

〔
十四・
三四五二〕

と
い
う
東
国
の
歌
が
あ
る
。
第
五
句
の
「
於
非
波
」
の
「
波
」
は
、「
は
」
と
も
「
ば
」
と
も
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。「
は
」
だ
と
そ
の
機
能

に
不
明
な
点
が
残
る
か
ら
、
別
の
面
で
問
題
が
生
じ
る
。「
は
」「
ば
」
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
に
も
類
例
が
な
く
て
判
断
不
能
で

あ
る
。

　
補
助
的
な
意
味
・
機
能
を
も
つ
動
詞
の
前
に
「
は
」
が
位
置
す
る
も
の
と
し
て
は
、「
奈な

礼れ

波は

不ま
さ
ら
ず益

恋
こ
そ
ま
さ
れ
」〔
十二・
三〇四八〕
と
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「
い
や
初
花
に
佐さ

伎き

波は

麻ま

須す

と
も
」〔
二十・
四四五〇〕
の
二
例
が
見
え
る
程
度
で
あ
る
。
二
例
に
用
い
ら
れ
た
「
…
ま
さ
る
」「
…
ま
す
」
は
、

「
程
度
・
状
態
が
は
な
は
だ
し
く
な
る
」
と
い
う
意
味
を
添
え
る
語
で
あ
る
。「
は
」
の
直
前
に
あ
る
「
馴
れ
」「
咲
き
」
は
動
詞
の
連
用

形
で
あ
り
、
名
詞
に
転
成
し
た
も
の
だ
と
は
理
解
し
に
く
い
。
こ
れ
ら
の
「
…
ま
さ
る
」「
…
ま
す
」
も
ま
た
、
本
来
の
意
味
を
濃
厚
に

保
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
Ｇ
の
「
も
」
が
間
に
位
置
す
る
例
は
、「
髪く

し
ら梳

の
小を

ぐ
し櫛

取と
り
も毛

不み
な
く見

に
」〔
三・
二七八〕
や
「
な
行
き
そ
と
変か

へ
り
も
く

　や

毛
来
哉
と
…
」〔
十二・
三一三二〕
な

ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
明
記
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
四
十
例
ほ
ど
あ
る
。
ほ
か
に
、
一
般
に
「
も
」
の
訓
み
添
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、

「
沾ぬ

れ
も
あ
へ
む

将
堪
香か

聞も

」〔
六・
九九九〕
や
「
白
浜
波
の
不よ

り
も
あ
へ
ず

肯
縁
…
」〔
十一・
二八二二〕
な
ど
十
例
ほ
ど
あ
る
。「
も
」
の
用
法
・
機
能
が
多
様
で
あ
る
こ
と

を
反
映
し
て
、「
…
も
」
を
承
け
る
表
現
の
意
味
も
ま
た
詠
嘆
・
願
望
・
推
量
・
打
消
し
・
疑
問
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
打
消
し
が
最
も

多
く
て
十
余
例
に
及
ぶ
。

　「
今
日
の
日
は
不く

れ
ず晩

毛も

荒あ
ら

粳ぬ
か

」〔
十・
一八八二〕
や
既
出
の
「
明
け
ず
も
有
ら
ぬ
か
」〔
十・
二〇七〇〕
な
ど
は
、「
ず
」
の
連
用
形
に
助
詞
が
続
い

た
例
で
あ
る
。
一
般
に
「
も
」
が
訓
み
添
え
ら
れ
て
い
る
「
縫ぬ

ひ

将も
あ
へ
む堪

可か

聞も

」〔
十・
二〇六五〕
や
「
不も

り
も
あ
へ
ず

肯
盛
」〔
十一・
二八三二〕
は
、「
縫
ひ
あ
ふ
」

「
守も

り
あ
ふ
」
の
間
に
そ
れ
が
訓
み
添
え
ら
れ
た
例
で
あ
り
、
補
助
的
な
「
…
あ
ふ
」
を
含
む
例
で
あ
る
。

　
補
助
的
な
活
用
語
の
前
に
、
明
記
さ
れ
た
「
も
」
が
位
置
す
る
も
の
に
、「
冬
の
夜
の
明

あ
か
し

毛も

不え

得ぬ

を
…
」〔
九・
一七八七〕
や
「
思
へ
ど
も

念お
も
ひ
も
か
ね

毛
金
つ
」〔
十一・
二八〇二〕
や
「
我
が
寝
る
夜
ら
は
数よ

み
も
あ
へ
ぬ

物
不
敢
か
も
」〔
十三・
三三二九〕
な
ど
が
あ
る
。「
…
も
え
ず
」「
…
も
か
ぬ
」「
…
も
あ

ふ
」
の
例
で
あ
る
。「
花
橘
に
安あ

倍へ

母も

奴ぬ

久く

が
ね
」〔
十八・
四一〇二〕
の
「
…
合
へ
」
は
、「
一
緒
に
…
…
す
る
」
の
意
を
表
す
接
頭
辞
的
な
意

味
の
も
の
だ
ろ
う
。
本
来
の
「
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
が
濃
厚
に
残
り
、
ま
だ
接
頭
辞
的
な
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

　
例
外
的
な
の
は
、
二
つ
の
動
詞
の
間
に
「
も
」
の
あ
る
、
次
の
歌
の
表
現
で
あ
る
。
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11
　
こ
の
頃
は
　
千
歳
や
往ゆ

き

裳も

　
過

す
ぎ
ぬ
ると

　
吾
や
然し

か

思
ふ
　
見
ま
く
欲ほ

り
か
も 

〔
四・
六八六〕

　
助
詞
の
な
い
「
行
き
過
ぐ
」
は
十
一
例
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ご
く
普
通
の
表
現
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
歌
で

は
そ
れ
が
第
二
句
と
第
三
句
と
に
分
属
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
間
に
は
「
も
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
十
一
例
の
「
行
き
過
ぐ
」
の
用
法

を
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
す
べ
て
が
場
所
を
通
過
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
右
の
「
行
き
も
過
ぎ
ぬ
る
」
だ
け
が
時
間
を
経
過
す
る

の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
場
所
つ
ま
り
空
間
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
が
新
た
に
時
間
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

ろ
う
が
、
空
間
的
な
用
法
と
時
間
的
な
用
法
と
の
間
に
相
違
が
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。

　「
も
」
の
用
例
の
な
か
に
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
判
断
が
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

12
　
天
雲
の

　
そ
く
へ
の
極
み

　
天
地
の

　
至
れ
る
ま
で
に

　
杖つ

ゑ

策つ
き

毛も

　
不つ

か
ず
も
ゆ
き

衝
毛
去
て

　
夕ゆ

ふ
け占

問
ひ

　
石い

し

占う
ら

も
ち
て
… 

〔
三・
四二〇〕

13
　
時
ご
と
に

　
い
や
め
づ
ら
し
く

　
咲
く
花
を

　
折を

り
も
を
ら
ず
も

毛
不
折
毛

　
見
ら
く
し
良
し
も 

〔
十九・
四一六七〕

な
ど
の
「
も
」
で
あ
る
。
12
の
「
杖
突
き
も
突
か
ず
も
」
は
「
杖
を
突
い
て
で
も
、
杖
を
突
か
な
い
で
で
も
」
の
意
で
、
結
局
は
「
な
ん

と
し
て
で
も
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
13
の
「
折
り
も
折
ら
ず
も
」
は
「
折
っ
て
も
折
ら
な
く
て
も
」
の
意
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、「
…

も
…
…
も
」
と
い
う
形
式
で
正
反
対
の
二
つ
の
事
態
を
描
写
し
た
表
現
で
あ
り
、「
去
き
て
」「
見
ら
く
」
の
前
に
あ
る
「
も
」
の
用
法
に

は
並
列
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
る
。

　
12
の
「
杖
突
き
も
突
か
ず
も
行
き
て
」
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、「
杖
突
き
も
行
き
、
杖
突
か
ず
も
行
き
て
」
を
縮
約
し
た
表
現
だ
と
い
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七
〇

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
、
13
の
「
折
り
も
折
ら
ず
も
見
ら
く
し
良
し
も
」
は
、「
梅
の
花
折を

り
も
を
ら
ず
も

毛
不
折
毛
見
つ
れ
ど
も
…
」

〔
八・
一六五二〕
の
例
か
ら
判
断
し
て
、「
折
り
も
見
ら
く
し
良
く
、
折
ら
ず
も
見
ら
く
し
良
し
も
」
を
縮
約
し
た
表
現
だ
ろ
う
。
12
の
「
杖
突

き
も
行
き
」「
杖
突
か
ず
も
行
き
て
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
も
、
13
の
「
折
り
も
見
ら
く
し
良
く
」「
折
ら
ず
も
見
ら
く
し
良
し
も
」
の

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
も
、
単
独
で
は
「
も
」
は
以
上
で
見
た
諸
例
と
同
じ
用
法
・
機
能
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
…
も
…
…
も
」
と
い
う
反
復
形
式
に
な
っ
た
た
め
に
並
列
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
恵ゑ

美み

々み

恵ゑ

末ま

須ず

毛も

」

〔
十八・
四一〇六〕
つ
ま
り
「
笑
み
み
笑
ま
ず
も
」
は
こ
れ
ら
の
類
例
だ
が
、
い
さ
さ
か
異
な
る
点
が
あ
る）

9
（

。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
、
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
Ａ
～
Ｇ
の
助
詞
が
位
置
す
る
実
例
は
、
確
例
の
な
い
Ｄ
の
「
こ
そ
」
を
除
い
て
、『
萬

葉
集
』
だ
け
で
も
百
を
超
え
る
。
こ
の
種
の
表
現
は
、
上
代
で
は
き
わ
め
て
一
般
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

　
Ａ
～
Ｇ
の
助
詞
を
含
む
諸
例
を
見
て
気
に
な
る
の
は
、「
相
ひ
…
」「
合
へ
…
」
や
、「
…
た
ま
ふ
」「
…
か
ぬ
」「
…
わ
た
る
」「
…
え

ず
」「
…
あ
ふ
」「
…
ま
さ
る
」「
…
ま
す
」
な
ど
の
、
補
助
的
な
機
能
を
も
つ
語
の
用
法
で
あ
る
。
根
幹
的
な
意
味
を
表
す
動
詞
と
こ
れ

ら
の
補
助
的
な
機
能
を
も
つ
語
と
の
間
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
助
詞
が
位
置
し
え
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
上

代
で
は
文
の
な
か
に
現
れ
る
語
と
語
と
の
意
味
的
な
関
係
が
緩
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
ま
た
現
代
人
に
は
補
助
的
な
語
だ
と
見
え
て
も
そ

れ
ら
は
本
来
の
意
味
を
か
な
り
保
持
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
、
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
文
中
に
現
れ
る
語
と
語
と
の
関
係
が
い
か
に
緩
い
も
の
だ
っ
た
に
し
て
も
、
動
詞
と
そ
れ
に
付
く
助
動
詞
と
の
間
に
助
詞
が

位
置
す
る
例
は
な
い
。
助
詞
が
間
に
位
置
し
う
る
の
は
、
既
出
の
「
照
り
や
給
は
ぬ
」〔
五・
八九二〕
の
よ
う
な
本
動
詞
と
補
助
動
詞
と
の
関
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七
一

係
が
限
界
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
二
語
の
場
合
は
、
間
に
助
詞
が
位
置
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
か
っ
た
。「
有
り

そ9

か
ね
つ
る
」〔
四・
六一三〕
に
含
ま
れ
る
「
そ
」
が
、
補
助
動
詞
的
な
語
と
助
動
詞
と
の
間
に
位
置
す
る
「
有
り
か
ね
そ9

つ
る
」
と
い
う
よ

う
な
表
現
は
、
実
際
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
有
り
」
と
「
か
ね
つ
る
」
と
の
関
係
は
緩
か
っ
た
が
、「
か
ね
」
と
「
つ
る
」

と
の
関
係
は
既
に
緊
密
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
る
。

　「
吾
は
言
ひ
手て

寸き

」〔
十二・
二九四七〕
や
「
さ
夜
更ふ

け
去に

家け

里り

」〔
十一・
二八二一〕
や
「
霞
み
多た

流る

良ら

牟む

」〔
二十・
四四八九〕
な
ど
の
よ
う
に
、
実
際

の
表
現
で
は
複
数
の
助
動
詞
を
重
ね
て
用
い
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
つ
の
助
動
詞
の
間
に
助
詞
が
位
置
す
る
例
は
見
あ
た
ら

な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
以
上
で
見
た
補
助
的
な
語
と
助
動
詞
と
の
関
係
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
助
動
詞
ど
う
し
の
関
係
が

緊
密
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
上
代
語
の
文
で
は
語
と
語
と
の
関
係
や
、
文
節
と
文
節
と
の
関
係
が
現
代
語
よ
り
も
緩
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

想
定）

（（
（

を
支
持
す
る
構
文
上
の
現
象
は
ほ
か
に
も
ま
だ
あ
る
。

　「
喚よ

ぶ
こ
ど
り
な
き
や
な
が
く
る

子
鳥
吟
八
汝
来
」〔
十・
一九四一〕
の
「
鳴
き
や
汝な

が
来
る
」
で
は
、「
汝な

が
」
と
い
う
主
語
が
「
鳴
き
や
来
る
」
の
間
に
位
置
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
伊
勢
の
海
ゆ
鳴な

き

来く
る

鶴た
づ

の
…
」〔
十一・
二八〇五〕
の
よ
う
に
、「
鳴
き
来く

」
と
い
う
無
助
詞
の
例
が
あ
る
。
そ
の
「
鳴
き

来
」
の
間
に
「
や
」
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
「
汝
が
」
の
続
い
た
も
の
が
、「
鳴
き
や
汝
が
来
る
」
で
あ
る
。「
手た

折を
り

来き

而て

」〔
八・
一五八六〕

に
対
す
る
「
手た

折を
り

曽そ

我あ
が

来こ

師し

」〔
八・
一五八二〕
そ
の
他
、
類
似
す
る
例
は
ほ
か
に
い
く
つ
か
あ
る
。

　
文
を
構
成
す
る
語
と
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

14
　
惶

か
し
こ
き

八や

　
神
の
渡
り
は
　
吹
く
風
も
　
和の

ど

に
は
吹
か
ず
　
立
つ
波
も
　
お
ほ
に
は
立
た
ず
… 

〔
十三・
三三三五〕

15
　
大
坂
に
　
阿あ

ふ

や

を

と

め

を

布
夜
袁
登
売
袁
　
道
問
へ
ば
　
直た

だ

に
は
告の

ら
ず
　
当た

岐ぎ

麻ま

道ち

を
告
る 

〔
記
七七〕
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七
二

16
　
枚ひ

ら

方か
た

ゆ
　
笛
吹
き
上の

ぼ

る
　
阿あ

符ふ

美み

能の

野や

　
毛け

野な

の
若わ

く

子ご

い
　
笛
吹
き
上
る 

〔
紀
九八〕

　
14
の
「
恐か

し
こき

や9

神
の
渡
り
は
…
」
と
15
の
「
逢
ふ
や9

を
と
め
を
…
」
の
ど
ち
ら
も
、
活
用
語
の
連
体
形
と
そ
れ
に
続
く
名
詞
と
の
間
に

助
詞
の
「
や
」
が
位
置
す
る
例
で
あ
る
。
16
の
「
近あ

ふ
み江

の
や9

毛け

野な

の
若わ

く

子ご

い
…
」
も
そ
れ
に
酷
似
す
る
も
の
で
、
直
接
に
「
近
江
の
毛

野
」
と
続
く
は
ず
の
と
こ
ろ
だ
が
、「
の
」
の
あ
と
に
「
や
」
が
あ
る
。
こ
の
用
法
の
助
詞
は
「
間
投
助
詞
」
と
呼
ば
れ
、
語
調
を
整
え

る
機
能
や
詠
嘆
を
表
す
機
能
を
表
す
も
の
だ
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
よ
」「
を
」
な
ど
が
そ
の
類
例
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
。

　
上
代
語
で
は
間
投
助
詞
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
15
と
16
の
よ
う
に
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
も
少
な
か
ら
ず
例
が
見
え
る
。
間

投
助
詞
が
多
く
使
わ
れ
た
の
は
、
や
は
り
文
を
構
成
す
る
成
分
と
成
分
と
の
関
係
が
緩
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
、
と
い
う
指
摘
は
古
く
か
ら

あ
る
。

　
15
と
16
の
歌
謡
が
収
め
ら
れ
た
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
だ
が
、
両
書
に
も
活
用
語
の
間
に
係
助
詞
が
位
置
す
る
例
は
あ
る
。
ま
ず
、

「
か
」
を
含
む
表
現
が
『
古
事
記
』
に
見
え
る
。

17
　
八や

田た

の
　
一ひ

と
も
と
す
げ

本
菅
は
　
子
持
た
ず
　
多た

知ち

迦か

阿あ

例れ

那な

牟む

　
あ
た
ら
菅す

が

原は
ら

… 

〔
記
六四〕

　
仁
徳
天
皇
が
八
田
若
郎
女
に
贈
っ
た
歌
で
あ
り
、「
子
持
た
ず
立
ち
か
荒
れ
な
む
」
は
彼
女
が
子
を
持
た
な
い
ま
ま
に
一
生
を
終
え
る

こ
と
を
喩
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
、「
そ
」
を
含
む
「
い
伐き

ら
ず
そ
来
る
梓

あ
づ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み

弓
檀
」
と
い
う
例
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
伊
岐
良
受
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七
三

曽
久
流
…
」〔
記
五一〕、「
伊
枳
羅
儒
層
区
屢
…
」〔
紀
四三〕
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
萬
葉
集
』
に
二
例
あ
っ
た
「
思
ひ
し
思
へ

ば
」
に
類
す
る
「
佐さ

泥ね

斯し

佐さ

泥ね

弖て

婆ば

」〔
記
八〇〕
つ
ま
り
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
が
、『
古
事
記
』
に
二
例
あ
る
。「
は
」
を
含
む
も
の
に

「
い
く
み
竹
伊い

く

み

は

ね

ず

久
美
波
泥
受
」〔
記
九一〕
の
「
い
隠く

み
は
寝
ず
」
と
い
う
例
が
見
え
、「
か
も
」
を
含
む
も
の
に
「
美み

延え

受ず

加か

母も

阿あ

良ら

牟む

」

〔
記
一一二〕
と
「
弥
曳
孺
哿
謨
阿
羅
牟
」〔
紀
八六〕、
つ
ま
り
「
見
え
ず
か
も
あ
ら
む
」
と
い
う
例
が
あ
る
。

　
上
代
の
散
文
で
は
ど
う
か
。
宣
命
に
は
、「
ず
や
」
と
い
う
助
動
詞
と
係
助
詞
を
含
む
文
が
見
え
る
。

18
　
明
日
よ
り
は
、
大

お
ほ
ま
つ
へ
つ
き
み

臣
の
奏

ま
を
し
た
まひ

し
政

ま
つ
り
ご
とは

不き
こ
し
め
さ
ず

聞
看
夜や

成な
ら

牟む

。
明
日
よ
り
は
、
大
臣
の
仕つ

か
へ
ま
つ

奉
り
し
儀す

が
たは

不み
そ
な
は
さ
ず

看
行
夜や

成な
ら

牟む

。 

〔
五一詔
〕

　
同
じ
詔
に
は
、「
か
も
」
を
含
む
「
誰
に
任よ

さ
し
か
も
ま
か
り
い
ま
す

之
加
母
罷
伊
麻
須
、
孰た

れ

に
授さ

づ
け
か
も
ま
か
り
い
ま
す

加
母
罷
伊
麻
須
」
と
い
う
例
も
あ
る
。
こ
の
詔
は
、
大
臣
で
あ
る

藤
原
永
手
の
死
を
悼
ん
で
光
仁
天
皇
が
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
天
皇
の
当
惑
と
哀
惜
と
を
直
截
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ず
や
」

「
か
も
」
の
ど
ち
ら
も
、
ほ
か
の
詔
に
例
は
見
え
な
い
。

　
祝
詞
の
例
と
し
て
は
、「
恐か

し
こ
み
も
か
し
こ
み
も
ま
を
し
た
ま

美
毛
恐
美
毛
申
賜
は
く
…
」〔
出
雲
国
造
神
賀
詞
〕
の
「
恐
み
も
恐
み
も
申
す
」
と
同
じ
表
現
が
ほ
か
に
一

例
と
、
類
似
す
る
表
現
が
一
例
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
祝
詞
に
は
、「
か
け
ま
く
も
恐か

し
こ
き
あ
き
つ
み
か
み
と

支
明
御
神
と
…
」〔
同
〕
と
い
う
形
容
詞
「
恐
し
」
の

例
も
あ
る
が
、「
恐
み
も
恐
み
も
申
す
」
の
「
恐
み
」
は
動
詞
「
恐
む
」
の
連
用
形
で
あ
る）

（（
（

。

　
数
が
き
わ
め
て
少
い
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
の
例
が
散
文
の
な
か
に
見
え
る
事
実
は
、
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
助
詞
が
あ
る
表
現
は
、
韻

文
だ
け
で
は
な
く
散
文
に
も
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
実
際
に
例
が
僅
少
な
の
は
、
現
存
す
る
宣
命
や
祝
詞
に

は
そ
れ
を
用
い
る
べ
き
場
面
や
文
脈
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う）

（（
（

。
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六

　
二
つ
の
活
用
語
の
間
に
助
詞
が
あ
る
構
文
は
、
中
古
に
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
調
査
し
て
み
る
と
、
中
古
だ
け
で
な
く
そ
れ
以
後
も
、

こ
の
構
文
の
例
は
文
献
に
多
く
出
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
を
細
か
く
見
て
み
る
と
、
上
代
の
文
献
に
は
例
の
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
組
み

合
わ
せ
が
新
た
に
工
夫
さ
れ
て
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
現
代
語
で
は
、
複
合
動
詞
の
間
に
助
詞
が
位
置
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
さ
き
に
引
用
し
た
「
相
ひ
か
別

れ
む
」「
相
ひ
し
思
は
ね
ば
」
の
「
相
ひ
…
」
に
近
い
も
の
と
し
て
、「
あ
い
変
わ
ら
ず
」
と
同
義
の
「
あ
い
も9

変
わ
ら
ず
」
と
い
う
言
い

か
た
が
あ
る
。
似
た
表
現
に
、「
引
き
も9

切
ら
ず
」
と
い
う
言
い
か
た
も
あ
る
。「
あ
い
も
変
わ
ら
ず
」
と
「
引
き
も
切
ら
ず
」
は
、「
…

も
…
…
ず
」
と
い
う
同
じ
形
式
の
否
定
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
似
た
言
い
か
た
を
ほ
か
に
探
せ
ば
、「
見
も
せ
ず
」「
あ
り
は
し
な
い
」
の

よ
う
な
「
…
も
せ
ず
／
…
は
し
な
い
」
と
い
う
形
式
が
あ
る
。
動
詞
の
連
用
形
を
、
助
詞
を
介
し
て
サ
変
動
詞
が
承
け
る
例
で
あ
り
、
こ

れ
ら
も
ま
た
「
…
ず
」
と
い
う
否
定
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
そ
の
辺
り
を
見
て
回
っ
た
」「
汗
を
拭
き
つ
つ
歩
く
」
の
よ
う
に
、

「
て
」「
つ
つ
」
な
ど
の
接
続
助
詞
が
位
置
す
る
表
現
な
ら
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
現
在
で
も
普
通
に
用
い
る
。

　
現
代
語
の
「
複
合
動
詞
」
に
、「
持
ち
去
る
」「
泣
き
叫
ぶ
」「
動
き
出
す
」「
読
み
終
え
る
」
な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

「
持
ち
去
る
」「
泣
き
叫
ぶ
」
な
ど
の
類
を
「
語
彙
的
な
複
合
動
詞
」
と
呼
び
、「
動
き
出
す
」「
読
み
終
え
る
」
な
ど
の
類
を
「
文
法
的
な

複
合
動
詞
」
と
呼
ん
で
、
両
者
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
説
が
あ
る）

（（
（

。
前
者
は
二
つ
の
動
詞
が
意
味
的
に
強
く
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
後
者
は
「
…
出
す
」「
…
終
え
る
」
を
種
々
の
動
詞
に
付
し
て
規
則
的
に
類
例
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点

で
両
者
は
根
本
的
に
異
な
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
上
代
語
で
は
、
根
幹
的
な
意
味
を
表
す
動
詞
と
、
従
属
的
・
補
助
動
詞
的
な
機
能
を
も
つ
活
用
語
と
の
間
に
さ
え
も
、
多
種

の
助
詞
が
位
置
し
え
た
。
現
代
語
の
「
複
合
動
詞
」
と
同
じ
よ
う
な
形
態
を
も
っ
て
は
い
て
も
、
や
は
り
意
味
的
に
は
大
き
く
異
な
る
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、「
語
彙
的
な
複
合
動
詞
」「
文
法
的
な
複
合
動
詞
」
と
い
う
現
代
語
の
複
合

動
詞
に
関
す
る
分
類
は
、
上
代
語
に
と
っ
て
は
有
効
性
の
低
い
分
類
だ
と
言
え
る
。

注（
1
）　「
語
り
つ
げ
と
し
」
と
「
語
り
し
告
げ
ば
」
に
つ
い
て
、
二
つ
の
「
つ
ぐ
」
は
別
の
語
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
わ
か
な
い
で
も
な
い
。

し
か
し
、
表
記
が
異
な
る
か
ら
別
の
語
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
し
ま
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
動
詞
と
し
て
は
一
つ
の
「
つ
ぐ
」
で
あ
る
。『
萬
葉

集
』
で
は
、「
語
り
つ
ぐ
」
を
「
語
継
」「
語
告
」「
語
嗣
」「
語
続
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
表
記
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
意
味
的
に

異
な
る
点
は
な
い
。「
語
り
つ
げ
と
し
」「
語
り
し
告
げ
ば
」
の
ど
ち
ら
も
、
過
去
の
で
き
ご
と
を
「
言
い
伝
え
る
」「
伝
承
す
る
」
と
い
う
、
同
じ

意
味
の
「
語
り
継
ぐ
」
の
用
例
で
あ
る
。

（
2
）　
上
代
語
に
関
し
て
は
、
中
村
幸
広
「
上
代
複
合
動
詞
の
緊
密
度
に
つ
い
て
」〔『
國
學
院
高
等
学
校
紀
要
』
十
三
輯
、
一
九
七
一
年
〕
が
あ
り
、
多

く
の
用
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）　
複
合
動
詞
に
か
か
わ
る
諸
現
象
・
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
関
一
雄
『
国
語
複
合
動
詞
の
研
究
』〔
一
九
七
七
年
、
笠
間
書
院
〕
に
従
来
の
諸
説
が

取
り
あ
げ
ら
れ
、
検
討
・
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）　
歌
の
表
現
の
場
合
は
、
音
数
律
や
句
切
れ
な
ど
が
あ
る
か
ら
、
散
文
の
場
合
よ
り
も
動
詞
間
の
意
味
関
係
が
理
解
し
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）　「
か
も
」
を
「
…
ま
し
」
が
承
け
る
「
消
か
も
し
な
ま
し
」
と
い
う
表
現
が
、
な
か
に
三
例
あ
る
。
こ
れ
は
、
構
文
的
に
は
「
消
か
も
死
な
ま
し
」

の
意
で
は
な
い
。
具
体
的
に
言
う
と
、
た
と
え
ば
「
消け

か
も
し
な
ま
し

鴨
死
益
」〔
十・
二二五六〕
に
用
い
ら
れ
た
「
死
」
は
、
表
記
面
で
歌
意
を
強
調
す
る
た
め
に
サ

変
動
詞
の
連
用
形
「
し
」
に
あ
て
た
借
訓
字
で
あ
る
。「
消
か
も
為し

な
ま
し
」
が
正
し
い
理
解
で
あ
り
、「
消
か
も
死
な
ま
し
」
は
借
訓
字
に
影
響
さ

れ
た
誤
っ
た
理
解
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
上
代
語
構
文
論
』〔
二
〇
〇
三
年
、
武
蔵
野
書
院
〕
の
第
Ⅶ
部
第
一
章
で
私
見
を
述

べ
た
。
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（
6
）　
2
の
歌
の
「
あ
り
な
み
得
ず
そ
言
は
れ
に
し
我
が
身
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
上
代
語
の
表
現
と
構
文
』〔
二
〇

〇
〇
年
、
笠
間
書
院
〕
の
第
Ⅱ
部
第
八
章
で
私
見
を
述
べ
た
。

（
7
）　『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、「
こ
そ
」
が
間
に
あ
る
「
鳴
き
こ
そ
わ
た
れ
」「
燃
え
こ
そ
わ
た
れ
」
な
ど
の
例
が
見
え
る
。

（
8
）　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
萬
葉
集
構
文
論
』〔
二
〇
〇
一
年
、
勉
誠
出
版
〕
の
第
Ⅰ
部
第
六
章
で
私
見
を
述
べ
た
。

（
9
）　
判
断
が
難
し
い
「
も
」
の
例
は
、
ほ
か
に
も
ま
だ
あ
る
。
そ
れ
は
、「
言
不え

ず得
名
不し

ら
ず知

」〔
三・
三一九〕
の
よ
う
な
例
に
含
ま
れ
る
「
も
」
で
あ
る
。

こ
の
例
に
「
も
」
を
訓
み
添
え
る
べ
き
こ
と
は
、「
言
毛9

不え

得ず

名
付
毛9

不し
ら
ず知

」〔
三・
四六六〕
の
例
か
ら
見
て
明
瞭
で
あ
る
。「
速
川
の
往
文も

し
ら
ず
こ
ろ
も
で

不
知
衣
袂
の

反
裳も

し
ら
ず

不
知
」〔
十三・
三二七六〕
の
「
往
」「
反
」
が
、
も
と
も
と
連
体
形
と
し
て
「
ゆ
く
」「
か
へ
る
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
「
も
」
が
以
上
の
諸
例
と
同
様
の
「
も
」
な
の
か
ど
う
か
、
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
時
は
「
言
」「
名
／
名
付
」「
往
」「
反
」

の
ど
れ
も
「
言
ひ
」「
名
づ
け
」「
行
き
」「
か
へ
り
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
妥
当
な
措
置
で
あ
っ
て
も
、「
も
」
は
以
上
の
諸
例
と
同
様
に

連
用
形
に
付
い
た
も
の
か
、
連
用
形
に
由
来
す
る
名
詞
に
付
い
た
も
の
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

（
10
）　
そ
の
視
点
に
立
っ
て
書
か
れ
た
も
の
に
、
馬
淵
和
夫
『
上
代
の
こ
と
ば
』〔
一
九
七
〇
年
、
至
文
堂
〕
が
あ
る
。

（
11
）　
上
代
語
の
動
詞
「
恐
む
」
と
形
容
詞
「
恐
し
」
と
に
つ
い
て
は
、
小
論
「
散
文
と
韻
文
の
ミ
語
法
」〔『
國
語
國
文
』
平
成
二
十
六
年
一
月
号
〕
に

例
を
挙
示
し
、
私
見
を
述
べ
た
。

（
12
）　
歌
つ
ま
り
韻
文
と
宣
命
・
祝
詞
な
ど
の
散
文
と
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
構
文
上
・
語
法
上
の
差
異
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小

著
『
上
代
の
韻
文
と
散
文
』〔
二
〇
〇
九
年
、
お
う
ふ
う
〕
の
第
Ⅰ
部
に
含
ま
れ
る
四
つ
の
章
と
、
注
（
11
）
に
あ
げ
た
小
論
で
私
見
を
述
べ
た
。

（
13
）　
影
山
太
郎
『
文
法
と
語
構
成
』〔
一
九
九
三
年
、
ひ
つ
じ
書
房
〕。
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