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一　

は
じ
め
に

　

現
代
日
本
語
に
お
い
て
類
義
語
と
さ
れ
て
い
る
名
詞
「
う
ち
」
と
「
な

か
」
は
、
古
代
日
本
語
に
お
い
て
も
「
内
」「
中
」
と
い
っ
た
表
記
が
あ

て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
中
」
と
い
う
表
記
に
関
し
て
は
、
古
く
か

ら
「
う
ち
」「
な
か
」
両
様
に
訓
ま
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

鎌
倉
時
代
中
期
に
書
写
さ
れ
た
『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
に
は
次
の
記

述
が
見
ら
れ
る
。

中　

音 

忠　

ウ
チ
・
又
去
声
、ナ
カ
・
ア
タ
ル
・
ヤ
ブ
ル
・
ナ
カ
コ
・

ナ
カ
ゴ
ロ
・
ア
フ
・
ア
ヒ
ダ
・
ソ
コ
ナ
フ
…
和 

チ
ウ注
注

 

（
仏
上
）

上
代
の
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
も
「
う
ち
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
「
中
」
は

確
認
で
き
る
。

Ａ
世
の
中
は
（
世
中
）　

常
か
く
の
み
と　

思
へ
ど
も　

か
た
て
忘

れ
ず
な
ほ
恋
ひ
に
け
り 

（
巻
十
一
・
二
三
八
三
）

Ｂ
沖
つ
波　

寄
す
る
荒
磯
の　

な
の
り
そ
は　

心
の
中
に
（
心
中

尓
）　

疾
と
な
れ
り 

（
巻
七
・
一
三
九
五
）

Ｃ
や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

敷
き
ま
せ
る　

国
の
中
に
は
（
国

中
者
）　

都
し
思
ほ
ゆ 

（
巻
三
・
三
二
九　

大
伴
四
綱
）

右
に
あ
げ
た
例
の
う
ち
、
Ａ
と
Ｂ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
よ
の
な
か
」「
こ
こ
ろ

の
う
ち
」
と
訓
ま
れ
て
お
り
、
諸
注
釈
に
お
い
て
も
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
Ｃ
の
例
に
つ
い
て
は
、
本
文
を
引
用
し
た
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
（
以
下
、『
新
編
全
集
』）
で
は
「
く
に
の
う
ち
」
と
な
っ
て
い
る
一

方
で
、
近
世
以
前
の
注
釈
書
や
諸
本
の
訓
は
「
く
に
の
な
か
」
と
な
っ
て

い
る
。
こ
う
い
っ
た
異
同
は
一
見
些
細
な
も
の
に
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
二

語
が
基
礎
的
な
語
彙
に
含
ま
れ
る
だ
け
に
検
討
し
て
み
る
価
値
は
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
津
之
地
直
一注
注

（
一
九

七
二
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
津
之
地
（
一
九
七
二
）
は
『
萬
葉
集
』
に
お
け

る
「
な
か
」
の
用
例
を
概
観
し
、
一
部
「
中
」
表
記
の
訓
み
分
け
に
も
言

及
し
て
い
る
点
で
本
稿
に
関
す
る
直
接
的
な
先
行
研
究
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
だ
が
、
他
の
空
間
語
彙
「
上
」「
下
」
に
関
し
て
も
扱
っ
て
い
る
都

合
上
、
扱
わ
れ
て
い
な
い
用
例
も
多
く
、「
う
ち
」
と
の
訓
み
分
け
の
基

準
に
つ
い
て
も
明
確
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
通

上
代
の
「
う
ち
」
と
「
な
か
」

│
│ 

範
囲
と
位
置 

│
│

小

澤

颯

太
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時
的
な
観
点
か
ら
「
う
ち
」「
な
か
」
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
た
の
が
日

野
資
純
で
あ
る
。
日
野
の
一
連
の
研
究注
注

は
語
彙
史
の
側
面
か
ら
二
語
の
意

味
記
述
を
格
段
に
進
歩
さ
せ
た
。
ま
た
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
研
究
と
し
て
、

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
二
語
の
使
い
分
け
を
考
察
し
た
斎
藤
達
哉注
注

（
一

九
九
五
）
も
注
目
さ
れ
る
。
以
上
の
二
つ
の
論
で
は
、「
中
」
字
に
お
け

る
「
う
ち
」「
な
か
」
の
訓
み
分
け
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
二
語
の
意

味
の
相
違
と
い
う
点
か
ら
一
定
の
基
準
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
語

の
意
味
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
津
之
地
（
一
九
七
二
）
以
来
の
、『
萬

葉
集
』
の
訓
み
と
表
記
に
関
す
る
研
究
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
示
さ
れ
た
意
味
定
義
が
時
代
の
遡
る
『
萬

葉
集
』
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
の
か
、「
中
」
の
完
全
な
訓
み
分
け
が

可
能
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二　

問
題
の
所
在
と
意
味
記
述
史

　

こ
こ
で
は
「
う
ち
」「
な
か
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ

う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
い
く
つ
か
の
辞
典
類
を
中
心
に
確
認

し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
二
語
に
お
け
る
基
本
的
な
意
味
の
違
い
を
簡
潔

に
述
べ
た
も
の
と
し
て
『
岩
波
古
語
辞
典
』（
一
九
七
四
）（
以
下
、『
岩

波
』）
を
見
て
み
た
い注
注

。

古
形
ウ
ツ
（
内
）
の
転
。
自
分
を
中
心
に
し
て
、
自
分
に
親
近
な
区

域
と
し
て
、
自
分
か
ら
或
る
距
離
の
と
こ
ろ
を
心
理
的
に
仕
切
っ
た

線
の
手
前
。
ま
た
、
囲
っ
て
覆
い
を
し
た
部
分
。（
中
略
）
ウ
チ
は
、

中
心
と
な
る
人
の
力
で
包
み
込
ん
で
い
る
範
囲
、
と
い
う
気
持
ち
強

く
、
類
義
語
ナ
カ
（
中
）
が
、
単
に
上
中
下
の
中
を
意
味
し
て
、
物

と
物
と
に
挟
ま
れ
て
い
る
間
の
と
こ
ろ
を
指
し
て
い
た
の
と
相
違
し

て
い
た
。
古
く
は
「
と
（
外
）」
と
対
し
て
使
い
、
中
世
以
後
「
そ
と
」

ま
た
「
ほ
か
」
と
対
す
る 

（「
う
ち
」
の
項
）

　

一
方
で
、「
な
か
」
に
つ
い
て
は
「
中
心
」
を
意
味
す
る
一
音
節
語

「
な
」
に
「
在
処
、
住
処
」
な
ど
の
接
尾
辞
「
か
（
処
）」
が
つ
い
た
も
の

と
し
て
お
り
、
二
音
節
目
の
母
音
変
化
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
う
ち
」
と

は
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
語
源
に
も
と
づ
い
て
導
き
出
さ
れ
る
二

語
の
原
義
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

二
語
の
意
味
分
類
に
関
し
て
、
最
も
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の

は
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
二
〇
一
一
）（
以
下
、『
古
典
』）
で
あ
る
。
以

下
、
本
稿
の
考
察
に
関
連
す
る
語
釈
を
引
用
す
る注
注

。

【
う
ち
】

①
空
間
的
用
法

㋐
自
分
の
世
界
と
す
る
空
間
領
域
。
㋑
周
囲
を
囲
ま
れ
た
り
覆
わ

れ
た
り
し
て
い
る
空
間
。
簾
や
屏
風
な
ど
で
区
切
ら
れ
た
内
部
。

邸
内
。
室
内
。
ま
た
、
人
の
体
、
器
物
、
霞
の
中
な
ど
。

②
時
間
的
用
法

㋐
一
定
期
間
の
範
囲
内
。
㋑
《「
う
ち
に
」
の
形
で
》
あ
る
動
作

や
状
態
が
続
い
て
い
る
時
間
の
範
囲
内
に
。
あ
い
だ
に
。

④
心
・
言
葉
・
夢
な
ど
、
抽
象
的
、
心
理
的
な
も
の
の
内
部
。

⑤
同
類
の
人
や
も
の
ご
と
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
。
枠
内
。

【
な
か
】

①
空
間
的
用
法
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㋐
二
つ
の
も
の
に
挟
ま
れ
て
い
て
端
で
な
い
所
。
ま
た
挟
ま
れ
て

い
る
物
や
人
。
㋑
一
つ
の
も
の
を
三
つ
に
区
分
し
た
と
き
の
中
間

の
位
置
や
部
分
。
㋒
多
く
の
も
の
が
密
集
し
て
い
る
所
の
、
外
縁

で
は
な
い
所
。
㋓
同
類
の
も
の
が
い
く
つ
も
並
ん
で
い
る
、
そ
の

中
間
に
あ
る
も
の
。
ま
た
、
何
段
階
も
あ
る
も
の
の
中
位
。
㋔
外

側
、
表
側
を
囲
ま
れ
、
覆
わ
れ
て
い
る
内
部
。
ウ
チ
に
近
い
用
法
。

㋕
一
面
に
広
が
り
続
い
て
い
る
所
の
端
で
な
い
所
。

③
時
間
的
用
法
。

㋐
一
定
の
時
間
帯
の
中
で
端
で
な
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
時
間
。

「
夜
中
」「
半
ば
」
な
ど
複
合
語
の
形
の
ほ
う
が
意
味
が
わ
か
り
や

す
い
。
㋑
一
つ
の
期
間
を
三
分
し
た
、
中
間
の
時
期
。
㋒
言
葉
・

感
情
・
夢
・
経
・
楽
・
香
り
・
占
い
な
ど
、
長
さ
や
広
が
り
を
も

つ
抽
象
的
な
も
の
の
内
部
。
途
中
。

④ 

《「
な
か
に
」「
な
か
の
」
の
形
で
》
同
類
の
も
の
が
多
く
存
在
す

る
場
を
示
し
、
そ
の
あ
と
で
あ
る
特
徴
を
も
つ
も
の
を
特
に
と
り

あ
げ
て
い
う
。
…
の
う
ち
の
一
。
…
の
う
ち
で
、
と
り
わ
け
。

以
上
の
意
味
用
法
の
中
に
は
、
上
代
に
用
例
が
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る

が
、
原
義
に
近
い
と
思
わ
れ
る
二
語
の
空
間
的
用
法
に
つ
い
て
も
様
々
な

小
分
類
が
確
認
で
き
る
。
以
上
に
紹
介
し
た
二
つ
の
辞
典
で
は
、「
う
ち
」

と
の
境
界
が
曖
昧
な
「
な
か
」
の
用
法
（『
古
典
』
の
①
㋔
）
が
示
さ
れ

て
い
る
。

　

日
野
資
純
（
一
九
九
一
・
一
九
九
七
）
は
『
岩
波
』（
一
九
七
四
）
に

お
け
る
上
記
の
特
徴
を
さ
し
て
、
自
身
の
調
査
を
も
と
に
、「
ナ
カ
に
つ

い
て
は
、
な
お
重
要
な
意
味
特
徴
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
」（
日
野
（
一
九
九
一
））
と
し
て
両
語
に
お
け
る
独
自
の
意
味
定
義
を

示
し
て
い
る
。

ナ
カ
＝ 

明
る
く
て
広
い
空
間
中
の
一
点
を
明
瞭
に
さ
し
示
す
の
が
中

心
的
意
味

ウ
チ
＝ 

周
囲
を
囲
み
お
お
わ
れ
た
、
閉
鎖
的
な
内
部
を
さ
し
示
す
の

が
中
心
的
意
味 

（
日
野
一
九
九
七
・
二
頁
）

そ
し
て
、
そ
の
「
重
要
な
意
味
特
徴
」
が
「
う
ち
」
の
「
閉
鎖
性
」
に
対

す
る
「
な
か
」
の
「
開
放
性
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
開
放
性
」

と
い
う
タ
ー
ム
は
、「
一
点
を
明
瞭
に
」
と
い
う
「
な
か
」
の
意
味
特
徴
が
、

同
時
に
「
そ
の
周
辺
部
や
背
景
ま
で
も
対
照
的
に
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
閉
鎖
性
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
は
日

本
人
の
心
理
の
底
流
に
あ
る
「「
暗
」
だ
と
い
う
意
識
」
が
あ
る
と
す
る
。

　

し
か
し
、
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
日
野
の
定
義
は
、
後
の
斎

藤
（
一
九
九
五
）
に
よ
っ
て
、「
閉
鎖
性
と
開
放
性
の
対
応
関
係
に
無
理

が
感
じ
ら
れ
、「
う
ち
」
の
閉
鎖
性
が
何
に
基
づ
く
の
か
が
明
確
で
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
九
八
頁
）
と
し
て
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

斎
藤
は
前
接
す
る
名
詞
（「
Ｎ
の
う
ち
／
な
か
」
ま
た
は
「
Ｎ
内
、
Ｎ
中
」

に
お
け
る
名
詞
Ｎ
）
や
下
接
す
る
助
詞
に
関
す
る
傾
向
か
ら
、「
う
ち
」

が
「
範
囲
」
に
関
係
す
る
語
で
、「
な
か
」
が
「
数
」
に
関
係
す
る
語
で

あ
る
と
し
て
い
る
。そ
の
上
で
二
語
の
境
界
が
曖
昧
な
部
分
に
つ
い
て
は
、

「
な
か
」
が
「
中
間
」
の
意
味
で
は
な
く
、
場
所
に
関
係
し
て
い
る

場
合
に
は
、「
う
ち
」
に
類
似
す
る
。「
う
ち
」
と
の
違
い
を
言
う
な

ら
ば
、
そ
の
文
脈
に
お
い
て
「
巌
」「
池
」「
海
」「
山
懐
」
に
「
と

（
外
）」
が
対
置
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
で
あ
ろ
う
。
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（
斎
藤
一
九
九
五
・
二
八
頁
）

と
慎
重
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
斎
藤
は
「
場
所
に
関

係
し
て
い
る
」
場
合
の
「
な
か
」
に
つ
い
て
は
「
数
」
と
の
関
係
を
見
出

せ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

本
稿
が
調
査
の
対
象
と
す
る
『
萬
葉
集
』
に
お
い
て
も
、
日
野
の
定
義

で
は
説
明
で
き
な
い
例
が
見
ら
れ
る
。

１

庭
中
の
（
尓
波
奈
加
能
）　

阿
須
波
の
神
に　

小
柴
さ
し　

我
れ

は
斎
は
む　

帰
り
来
ま
で
に

 
（
巻
二
十
・
四
三
五
〇　

若
麻
續
部
諸
人
）

２

桃
の
花　

紅
色
に　

に
ほ
ひ
た
る　

面
輪
の
う
ち
に
（
面
輪
乃
宇

知
尓
）　

青
柳
の　

細
き
眉
根
を　

笑
み
曲
が
り
…

 

（
巻
十
九
・
四
一
九
二　

大
伴
宿
祢
家
持
）

こ
の
二
例
は
「
う
ち
」「
な
か
」
の
間
で
揺
れ
が
起
こ
ら
な
い
、
一
字
一

音
表
記
の
確
定
例
だ
が
、
指
向
す
る
空
間
「
庭
」「
面
輪
」
は
、「
開
放
的
」

「
閉
鎖
性
」
の
観
点
で
は
解
し
に
く
い
。
１

は
一
点
を
指
し
て
い
る
と
も

解
せ
る
が
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
２

の
「
面

輪
」（
顔
）
は
輪
郭
で
描
か
れ
た
内
部
と
い
う
意
味
で
は
「
う
ち
」
と
す

る
の
が
妥
当
に
思
え
る
が
、
日
野
が
「
閉
鎖
性
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
込
め

た
よ
う
な
「
暗
」
の
意
識
は
見
出
し
難
い
。
ま
た
、
後
で
確
認
す
る
よ
う

に
「
夜
中
（
よ
な
か
）」「
春
裏
（
は
る
の
う
ち
）」
な
ど
時
間
的
な
意
味

を
あ
ら
わ
す
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
定
義
は
十
分
に
対
応
し
て
い
な
い

と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
よ
り
多
く
の
用
例
に
当
て
は
ま
る
よ

う
な
新
し
い
定
義
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

三　

目
的
と
方
法

　

本
稿
は
、
和
語
と
し
て
の
「
う
ち
」「
な
か
」
の
意
味
用
法
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
分
野
の
重
要
な
研
究
で
あ

る
日
野
（
一
九
九
一
・
一
九
九
七
）
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
氏
が
あ

ま
り
言
及
し
て
い
な
い
上
代
の
用
例
か
ら
そ
の
代
案
を
示
し
た
い
。
手
順

と
し
て
は
ま
ず
、
上
代
か
ら
中
世
ま
で
の
古
典
語
の
用
例
を
確
認
し
、
先

行
研
究
の
結
果
を
再
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
そ
の
後
、
そ
こ

で
確
認
し
た
点
を
も
と
に
し
て
上
代
の
用
例
を
概
観
す
る
。
検
討
す
る
上

代
の
用
例
に
つ
い
て
は
確
定
例
の
多
い
『
萬
葉
集
』
を
中
心
と
し
て
、
適

宜
記
紀
歌
謡
や
続
日
本
紀
宣
命
な
ど
他
の
上
代
語
文
献
も
対
象
と
す
る
。

　

用
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
該
当
語
と
共
起
す
る
語
と
の
結
合
関
係
に

着
目
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
こ
の
方
法
は
日
野
（
一
九
九
一
・
一
九

九
七
）
や
斎
藤
（
一
九
九
五
）
で
も
行
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
従
来
の

研
究
で
は
前
接
の
名
詞
の
み
に
注
目
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

本
稿
で
は
そ
う
し
た
句
単
位
で
の
考
察
だ
け
で
は
な
く
、
共
起
す
る
助
詞

や
動
詞
と
い
っ
た
よ
り
統
語
的
な
側
面
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
ま
た
、

本
稿
は
中
古
の
仮
名
表
記
資
料
を
扱
っ
た
二
つ
の
先
行
論
と
は
異
な
り
、

漢
字
表
記
資
料
の
『
萬
葉
集
』
を
主
と
し
て
扱
う
た
め
、
訓
み
が
確
定
す

る
例
と
確
定
し
な
い
例
の
線
引
き
に
も
注
意
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

検
討
の
前
に
確
定
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
用
例
の
範
囲
を
定
め
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
そ
の
後
に
、
確
定
例
か
ら
見
出
さ
れ
る
二
語
の
意
味
を
も
と

に
し
て
、
訓
み
が
確
定
し
な
い
「
中
」
表
記
例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と

す
る
。
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な
お
、
用
例
の
調
査
に
つ
い
て
は
主
に
国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
語
歴

史
コ
ー
パ
ス
（CH

J

）』
を
用
い
た
。
そ
の
た
め
、
引
用
本
文
に
つ
い
て

は
基
本
的
にCH

J

が
依
拠
す
る
も
の
を
用
い
た
。
す
な
わ
ち
、『
萬
葉
集
』

な
ど
の
文
学
作
品
は
『
新
編
全
集
』
の
も
の
を
、
続
日
本
紀
宣
命
に
つ
い

て
は
北
川
和
秀
（
一
九
八
二
）『
続
日
本
紀
宣
命
│
校
本
・
総
索
引
』
の

本
文
を
も
と
に
校
訂
さ
れ
たCH

J

の
も
の
を
用
い
た
。
ま
た
、CH

J

に

収
録
さ
れ
て
い
な
い
記
紀
歌
謡
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
新
編
全
集
『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
の
読
み
下
し
を
使
用
し
た
。

四　
『
萬
葉
集
』、
宣
命
等
に
お
け
る
「
う
ち
」「
な
か
」
の
表
記

　

CH
J

を
用
い
て
、
語
彙
素
「
内
」「
中
」
を
条
件
に
指
定
し
て
検
索
を

し
た
結
果
、『
萬
葉
集
』
中
で
「
な
か
」
は
六
十
八
例
、「
う
ち
」
は
三
十

九
例
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
他
に
、
熟
語
単
位
で
単
一
の
語
彙
素
と
見
な
さ

れ
て
い
る
「
夜
中
」（
七
例
）、「
海
中
」（
二
例
）、「
山
中
」（
二
例
）、「
野

中
」（
一
例
）、「
里
中
」（
一
例
）（
以
上
、「
な
か
」
の
例
）、「
国
内
」（
二

例
）、「
垣
内
」（
五
例
）、「
垣
内
田
」（
一
例
）、「
垣
内
柳
」（
一
例
）、「
屋

内
」（
一
例
）（
以
上
、「
う
ち
」
の
例
）
も
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、

「
河
内
」
な
ど
の
純
粋
な
固
有
名
詞
と
見
な
せ
る
も
の
や
「
中
言
」
な
ど

熟
語
と
し
て
特
殊
な
意
味
を
持
つ
も
の
は
、「
う
ち
」「
な
か
」
の
意
味
も

見
出
せ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
今
回
の
考
察
で
は
除
外
し
た
。
ま
た
、「
な

か
」
の
例
六
十
八
例
の
う
ち
四
十
五
例
は
「
世
の
中
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
よ
の
な
か
」
に
つ
い
て
は
そ
の
出
自
が
定
か
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
漢

語
「
世
間
」
の
訳
語
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
和
語
と
し
て
の
「
な
か
」
を

追
究
す
る
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
例
も
除
外
す
る注
注

。

　

以
上
の
操
作
か
ら
、
今
回
の
考
察
で
対
象
と
す
る
例
は
「
う
ち
」
四
十

九
例
、「
な
か
」
三
十
六
例
と
な
る
。
こ
れ
を
表
記
別
に
分
け
て
示
す
と

次
の
表
１

、
２

の
よ
う
に
な
る注
注

。

　
『
続
日
本
紀
』
の
宣
命
に
お
い
て
は
、「
内
大
臣
」「
中
衛
」
な
ど
官
職

や
固
有
名
詞
に
含
ま
れ
る
例
が
多
い
た
め
、
同
様
の
基
準
か
ら
考
察
対
象

と
見
な
せ
る
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。結
果
だ
け
を
示
す
と
、今
回
は
「
う

ち
」
十
例
（「
中
」
表
記
六
例
、「
内
」
表
記
四
例
）
と
「
な
か
」
十
二
例

（
す
べ
て
「
中
」
表
記
）
を
対
象
と
し
た
。
加
え
て
、
記
紀
歌
謡
に
お
い

て
は
、
古
事
記
歌
謡
に
「
な
か
」
が
七
例
、
日
本
書
紀
歌
謡
に
お
い
て
は

「
う
ち
」「
な
か
」
各
二
例
を
考
察
対
象
と
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
例
の
う
ち
、
一
字
一
音
表
記
例
や
「
内
」「
裏
」「
仲
」
表
記

の
例
は
、
い
く
つ
か
の
注
釈
書
を
確
認
し
て
も
そ
の
訓
み
に
揺
れ
が
見
ら

れ
ず
、「
中
」
表
記
の
よ
う
に
「
う
ち
」「
な
か
」
の
間
で
誤
読
が
起
き
る

可
能
性
が
少
な
い注
注

。
ま
た
、「
三
更
」
と
い
う
義
訓
表
記
も
後
述
す
る
よ

表
１
：「
う
ち
」
の
表
記
別
用
例
数

表
２
：「
な
か
」
の
表
記
別
用
例
数

表記 用例数

内 21

中 13

裏 4

一字一音 11

計 49

表記 用例数

中 26

仲 1

三更（義訓） 1

一字一音 8

計 36
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う
に
、
意
味
の
面
か
ら
「
な
か
」
と
い
う
訓
み
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
と

言
え
る
。
結
果
、
こ
れ
ら
「
中
」
表
記
を
除
い
た
三
十
六
例
の
「
う
ち
」

と
十
例
の
「
な
か
」
は
訓
み
が
確
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
確
定
例
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

次
に
、
二
語
に
関
し
て
通
時
的
に
見
出
せ
る
傾
向
を
確
認
し
て
み
た

い
。
本
稿
で
は
二
語
の
文
法
的
な
機
能
を
確
認
す
る
た
め
に
、
奈
良
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
用
例
を
対
象
と
し
て
、
二
語
の
直
後
に
く
る
格
助

詞
の
種
類
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
を
示
し
た
も
の
が
次
頁
の
表
３

、
表

４注1
注

で
あ
る
。（
な
お
、
％
は
小
数
第
二
位
を
四
捨
五
入
し
た
数
値
で
あ
る

た
め
、
合
計
は
100
％
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。）

　
『
源
氏
物
語
』
を
調
査
し
た
斎
藤
（
一
九
九
五
）
で
は
、
格
助
詞
「
の
」

が
「
な
か
」
よ
り
「
う
ち
」
に
付
き
や
す
い
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

平
安
期
の
用
例
数
を
見
て
み
る
と
用
例
数
・
割
合
共
に
「
な
か
」
の
方
が

多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
微
差
の
範
囲
内
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
二
語
に

付
き
や
す
い
格
助
詞
に
有

意
な
違
い
は
見
出
し
難

い
。
そ
の
た
め
、
二
つ
の

表
は
二
語
の
文
法
的
性
質

の
近
似
性
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る

が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は

も
う
少
し
慎
重
に
見
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
両
者
に
最

も
付
き
や
す
い
格
助
詞

「
に
」
に
注
目
し
て
み
た

い
。「
に
」
に
は
空
間
名

詞
や
時
間
名
詞
に
付
い
て

場
所
や
時
を
表
す
用
法
が

あ
り
、「
う
ち
」「
な
か
」

と
親
和
性
が
見
出
せ
る
。

表
３
：「
う
ち
」
と
格
助
詞

格助詞/
用例数

時　代
総計

奈良 平安 鎌倉
に 26（53.1％） 605（62.8％） 390（53.1％） 1021
の 17（34.7％） 172（17.9％） 127（17.3％） 316
より 0（0.0％） 84（8.7％） 59（8.0％） 143
へ 1（2.0％） 37（3.8％） 78（10.6％） 116
を 3（6.1％） 35（3.6％） 50（6.8％） 88
にて 0（0.0％） 23（2.4％） 23（3.1％） 46
をば 0（0.0％） 4（0.4％） 4（0.5％） 8
と 0（0.0％） 3（0.3％） 1（0.1％） 4
で 0（0.0％） 0（0.0％） 3（0.4％） 3
つ 1（2.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1
ゆ 1（2.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1
総計 49 963 735 1747

表
４
：「
な
か
」
と
格
助
詞

格助詞/
用例数

時　代
総計

奈良 平安 鎌倉
に 27（45.8％） 718（63.5％） 649（70.9％） 1394
の 23（40.0％） 230（20.3％） 86（9.4％） 339
を 6（10.2％） 132（11.7％） 62（6.8％） 200
より 0（0.0％） 28（2.5％） 47（5.1％） 75
へ 0（0.0％） 1（0.1％） 50（5.5％） 51
にて 0（0.0％） 13（1.1％） 12（1.3％） 25
と 0（0.0％） 7（0.6％） 3（0.3％） 10
つ 2（3.4％） 0（0.0％） 3（0.3％） 5
をば 0（0.0％） 2（0.2％） 1（0.1％） 3
で 0（0.0％） 0（0.0％） 2（0.2％） 2
ゆ 1（1.7％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1
総計 59 1131 915 2105
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そ
の
た
め
、
格
助
詞
「
に
」
の
意
味
や
そ
れ
と
共
起
す
る
動
詞
な
ど
は
、

二
語
の
意
味
を
考
え
る
上
で
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、
用
例
を
上
代
の
も
の
に
限
定
し
て
「
う
ち
に
」「
な
か

に
」
と
共
起
す
る
動
詞
を
調
査
し
た
。
表
１

、
２

か
ら
抽
出
し
た
確
定
例

の
う
ち
、
確
実
に
「
に
」
格
を
と
る
（
補
読
を
含
ま
な
い
一
字
一
音
表
記

例
）
例
を
対
象
と
し
て
共
起
す
る
動
詞
を
見
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

表
５

か
ら
は
、
二
つ
の
形
式
と
共
起
す
る
動
詞
は
一
つ
も
一
致
し
な

い
、
つ
ま
り
両
者
は
相
補
的
な
分
布
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
違
い
を
見
て
み
る
と
、「
な
か
」
に
「
立
つ
」「
隔
つ
」「
あ
り
」
な
ど

の
存
在
や
静
的
な
意
味
を
持
つ
動
詞
（
動
作
主
の
移
動
が
少
な
い
状
態
的

な
動
作
な
ど
）
が
多
い
の
に
対
し
て
、「
う
ち
」
は
「
隠
る
」「
遊
ぶ
」
な

ど
動
的
な
意
味
を
持
つ
動
詞
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
後
者
の
動
詞
を
含

む
構
文
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
で
は
格
助
詞
「
で
」
が
選
択
さ
れ
る
こ
と

が
多
い注1注
。
こ
の
特
徴
は
、
こ
の
分
布
が
格
助
詞
「
に
」
の
意
味
と
何
ら
か

の
形
で
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
次
の

よ
う
な
仮
説
が
想
定
さ
れ
る
。

・ 「
う
ち
」
と
「
な
か
」
に
付
く
場
所
を
あ
ら
わ
す
格
助
詞
「
に
」
は
、

現
代
語
の
「
に
」
と
「
で
」
の
よ
う
に
、
存
在
、
出
現
の
場
所
を

あ
ら
わ
す
も
の
と
動
き
の
場
所
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
分
け
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
こ
と
に
基
づ
い
て
個
々
の
用
例
を
見
て
い
き
た
い
。

五　

確
定
例
の
検
討

　

こ
こ
か
ら
は
、
前
章
で
あ
げ
た
仮
説
を
確
か
め
る
べ
く
、「
う
ち
」「
な

か
」
の
訓
み
が
確
定
し
て
い
る
確
定
例
の
詳
細
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

五
│
一
「
に
」
格
動
詞
と
共
起
す
る
「
う
ち
」「
な
か
」

　

は
じ
め
に
、
表
５

で
確
認
し
た
訓
み
に
揺
れ
が
な
い
例
を
も
と
に
し

て
、
先
に
あ
げ
た
仮
説
を
検
証
し
て
み
た
い
。

３ 

さ
ね
さ
し　

相
模
の
小
野
に　

燃
ゆ
る
火
の　

火
中
に
立
ち
て

（
本
那
迦
邇
多
知
弖
）　

問
ひ
し
君
は
も 

（
古
事
記
歌
謡
二
十
四
）

４ 

山
川
を　

中
に
へ
な
り
て
（
奈
可
尓
敝
奈
里
弖
）　

遠
く
と
も　

心
を
近
く　

思
ほ
せ
我
妹

 

（
巻
十
五
・
三
七
六
四　

中
臣
朝
臣
宅
守
）

５ 
母
刀
自
も　

玉
に
も
が
も
や　

戴
き
て　

み
づ
ら
の
中
に
（
美
都

良
乃
奈
可
尓
）　

合
へ
巻
か
ま
く
も

 

（
巻
二
十
・
四
三
七
七　

津
守
小
黒
栖
）

表
５
「
う
ち
に
」「
な
か
に
」
と
共
起
す
る
動注注
注

詞注1注（
う
ち
／
な
か
に
＋
動
詞
）

動詞/用例数 うち なか
暮らす 2 0
恋ふ 2 0
解き敷く 1 0
遊ぶ 1 0
隠る 1 0
結ひ据ゆ 1 0
鳴く 1 0
笑み曲がる 1 0
にほふ 1 0
隔る 0 2
隔つ 0 1
合へ巻く 0 1
逢ふ 0 1
立つ 0 1
あり（縮約形） 0 1
総計 11 7
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６ 

…
我
妹
子
と　

二
人
我
が
寝
し　

枕
づ
く　

つ
ま
屋
の
内
に
（
嬬

屋
之
内
尓
）　

昼
は
も　

う
ら
さ
び
暮
ら
し

 

（
巻
二
・
二
一
〇　

柿
本
人
麻
呂
）

７ 
梅
柳　

過
ぐ
ら
く
惜
し
み　

佐
保
の
内
に
（
佐
保
乃
内
尓
）　

遊

び
し
こ
と
を　

宮
も
と
ど
ろ
に 

（
巻
六
・
九
四
九
）

８ 

桃
の
花　

紅
色
に　

に
ほ
ひ
た
る　

面
輪
の
う
ち
に
（
面
輪
乃
宇

知
尓
）　

青
柳
の　

細
き
眉
根
を　

笑
み
曲
が
り
…

 
（
巻
十
九
・
四
一
九
二　

大
伴
宿
祢
家
持
）

　

こ
れ
ら
の
「
う
ち
」「
な
か
」
は
『
古
典
』
の
分
類
に
お
い
て
は
空
間

的
用
法
に
該
当
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
に
」
格
の
意
味
に
関
連
さ
せ
る
と
、

「
う
ち
」「
な
か
」
が
示
す
空
間
が
文
法
的
に
見
て
ど
の
よ
う
な
性
質
の
空

間
で
あ
る
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
３

を
見
て
み
た
い
。
こ
の
歌

は
倭
建
命
の
東
征
に
お
け
る
一
場
面
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
倭
建
命
が
相

模
の
国
造
に
騙
さ
れ
て
野
に
火
を
放
た
れ
た
時
の
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
静
的
な
「
立
つ
」
と
い
う
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、「
火
中
」
は
「
立
つ
」
と
い
う
状
態
が
成
立
し
て
い
る
固
定
さ

れ
た
地
点
、
倭
建
命
が
今
現
在
存
在
し
て
い
る
場
所
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
う
ち
」
を
含
む
６

の
例
は
「
暮
ら
す
」
と
い
う

動
き
が
行
わ
れ
る
幅
の
あ
る
場
所
と
し
て
「
つ
ま
屋
の
内
」
を
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
例
は
新
編
全
集
の
現
代
語
訳
に
お
い
て
、
前

者
が
「
炎
の
中
に
立
っ
て
」
と
「
に
」
格
を
と
る
一
方
で
、
後
者
は
「
離

れ
家
の
中
で
昼
は
し
ょ
ん
ぼ
り
暮
し
」
と
「
で
」
格
を
と
る
と
い
う
違
い

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
玉
」
を
「
合
へ
巻
く
」
固
定
さ
れ
た
場
所
と
し

て
「
み
づ
ら
の
中
」
が
あ
る
５

や
、
動
作
主
や
「
細
き
眉
根
」（
状
態
変

化
の
主
体
）
が
「
遊
ぶ
」「
笑
み
曲
が
る
」
と
い
う
動
き
を
行
う
場
所
と

し
て
「
佐
保
の
内
」「
面
輪
の
う
ち
」
が
あ
る
７

、
８

に
お
い
て
も
同
じ

説
明
が
で
き
る
。

　

以
上
の
五
例
は
「
Ｎ
の
う
ち
／
な
か
・
Ｎ
う
ち
／
な
か
」
と
い
う
形
式

に
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
名
詞
Ｎ
を
上
に
置
か
な
い
４

に
つ
い
て
は
現

代
で
は
あ
ま
り
耳
馴
染
み
の
な
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
〜
を
中
に
＋
動
詞
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
漢
詩
の
表
現
を
受
け

た
和
文
的
な
表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘注1注
が
あ
る
。
４

は
二
人
の
男
女
の

間
に
山
や
川
が
存
在
す
る
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
が
、
こ
の
「
な
か
」
は

「
間
（
あ
い
だ
）」
や
「
ま
ん
中
」
と
い
っ
た
言
葉
で
訳
す
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
例
に
つ
い
て
も
男
女
を
「
へ
な
る
」
状
態
を
作

る
「
山
川
」
の
固
定
さ
れ
た
場
所
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

９ 

ま
遠
く
の　

野
に
も
逢
は
な
む　

心
な
く　

里
の
み
中
に
（
佐
刀

乃
美
奈
加
尓
）　

逢
へ
る
背
な
か
も 

（
巻
十
四
・
三
四
六
三
）

10 

う
ぐ
ひ
す
の　

鳴
き
し
垣
内
に
（
鳴
之
可
伎
都
尓
）　

に
ほ
へ
り

し　

梅
こ
の
雪
に　

う
つ
ろ
ふ
ら
む
か

 

（
巻
十
九
・
四
二
八
七　

大
伴
家
持
）

９

は
「
背
な
」
に
「
逢
ふ
」
と
い
う
動
き
を
行
う
場
所
と
し
て
「
里
の
み

中
」
を
、
10
は
「
梅
」
が
「
に
ほ
ふ
」
固
定
さ
れ
た
場
所
と
し
て
「
垣
内
」

を
位
置
づ
け
る
こ
と
も
一
見
し
て
可
能
で
あ
る
。
特
に
９

に
つ
い
て
は
、

「
人
里
の
中
で　

逢
う
な
ん
て
あ
な
た
」（
新
編
全
集
訳
）
と
「
で
」
格
で

訳
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
古
典
語
の
「
逢
ふ
」
の
性
質
を
見
て
み
る
と
、

「（
相
手
を
主
語
に
し
て
）
や
っ
て
来
て
偶
然
出
会
う
。
来
合
わ
せ
る注1注
。」
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と
い
っ
た
意
味
が
あ
り
、
現
代
語
に
比
べ
て
無
意
志
的
か
つ
受
動
性
が
強

い
と
い
う
側
面
が
う
か
が
え
る
。
９

の
歌
も
「
里
の
み
中
」
で
「
逢
ふ
」

こ
と
の
意
志
は
、
作
者
で
は
な
く
「
背
な
」
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、「
逢
ふ
」
た
め
に
動
き
を
起
こ
し
た
の
は
「
背
な
」
で
あ
り
、

作
者
に
と
っ
て
は
「
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
結
果注1注
」
が
「
逢
ふ
」

こ
と
だ
と
解
せ
る
。
そ
う
な
る
と
、「
逢
ふ
」
も
静
的
な
意
味
を
持
つ
動

詞
で
あ
り
、
出
現
を
含
意
す
る
意
味
で
「
に
」
格
を
と
れ
る
動
詞
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
10
の
「
に
ほ
ふ
」
は
視
覚
的
な
美
し
さ
を
あ
ら
わ
す

た
め
静
的
な
意
味
の
動
詞
に
分
類
で
き
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
咲
い
て

い
た
梅
」（『
新
編
全
集
』
訳
）
と
変
化
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
。
連
体
修
飾

成
分
の
「
鳴
く
」
も
動
き
を
あ
ら
わ
す
こ
と
か
ら
も
、「
垣
内
」
は
動
き

や
変
化
が
行
わ
れ
る
場
所
と
言
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
例
に
つ
い
て
は
、「
に
」
格
が
静
的
な
意
味
を
持

つ
動
詞
と
共
起
す
る
と
き
に
は
「
な
か
」、
動
的
な
意
味
を
持
つ
動
詞
と

共
起
す
る
と
き
に
は
「
う
ち
」
が
出
現
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は

現
代
語
に
お
け
る
場
所
を
あ
ら
わ
す
格
助
詞
「
に
」
と
「
で
」
の
使
い
分

け
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。
９

、
10
の
訳
し
方
の
問
題
な
ど
か

ら
、
全
て
の
例
が
「
に
」
と
「
で
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
の
傾
向
は
二
語
に
お
け
る
文
法
的
な
機
能
の
違
い
を
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
こ
の
文
法
的
な
機
能
の
差
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
言
い
あ
ら
わ

せ
る
だ
ろ
う
か
。
森
田
良
行
（
一
九
八
九注1注
）
で
は
、「
に
」
と
「
で
」
両

方
が
使
え
る
自
動
詞
文
の
表
現
性
の
違
い
な
ど
に
基
づ
い
て
、
場
所
を
あ

ら
わ
す
「
で
」
格
は
「〝
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
場
所
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら

あ
ち
こ
ち
に
ま
た
が
ら
ず
、
該
当
地
点
、
地
域
は
こ
こ
〞
と
場
面
的
範
囲

を
限
定
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
場
所
を
あ
ら
わ
す
「
に
」
格
に
は

「
そ
の
場
所
に
定
位
す
る
、
も
し
く
は
存
在
す
る
と
い
う
状
態
性
の
表
現
」

と
い
う
意
味
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
二
つ
の
格
助
詞
の
違
い
に
つ

い
て
は
、「
行
為
の
場
所
の
限
定
意
識
」
の
有
無
に
求
め
ら
れ
る
と
し
て

い
る
。

　

こ
の
指
摘
を
参
考
に
し
て
み
る
と
、
こ
の
違
い
が
先
行
研
究
な
ど
で
指

摘
さ
れ
て
き
た
「
う
ち
」「
な
か
」
の
意
味
特
徴
の
一
部
と
よ
く
共
通
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
う
ち
」
が
あ
ら
わ
す
空
間
は
そ
れ
以
外
の
空

間
（
そ
と
）
を
前
提
に
相
対
的
な
関
係
か
ら
限
定
し
て
い
く
形
で
決
定
し

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
な
か
」
は
「
か
み
」「
し
も
」
と
の
関
係
の

上
で
は
相
対
的
と
言
え
る
が
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
に
つ
れ
て
他
を
前
提

と
し
な
い
、
独
立
し
た
絶
対
的
な
空
間
を
あ
ら
わ
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

は
「
う
ち
」
や
現
代
語
で
「
で
」
格
を
と
る
空
間
名
詞
が
「
限
定
的
な
場

所
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
、「
な
か
」
や
「
に
」
格
を
と
る
空
間

名
詞
は
「
排
他
的
な
場
所
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、「
う
ち
」
に
は
「
周
囲
を
囲
ま
れ
た
り
覆
わ
れ
た
り
」

（『
古
典
』）
と
い
う
立
体
的
な
空
間
把
握
が
認
め
ら
れ
、「
な
か
」
に
は
「
同

類
の
も
の
が
い
く
つ
も
並
ん
で
い
る
、
そ
の
中
間
」（『
古
典
』）
と
い
っ

た
点
的
な
空
間
把
握
が
認
め
ら
れ
る
。
場
所
の
「
に
」
は
存
在
・
出
現
と

い
う
静
的
な
動
作
を
あ
ら
わ
す
点
で
こ
う
し
た
「
な
か
」
の
点
的
把
握
と

の
親
和
性
が
見
出
せ
る
。
こ
の
点
も
、
動
的
な
動
作
を
あ
ら
わ
す
場
所
の

「
で
」
が
立
体
的
な
「
う
ち
」
と
親
和
す
る
の
と
丁
度
対
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
を
語
釈
に
見
ら
れ
る
具
体
的
な
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
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次
の
よ
う
な
一
般
化
が
可
能
と
な
る
。

範
囲
… 

「
う
ち
」
の
空
間
的
用
法
。
他
の
空
間
と
の
関
係
か
ら
限
定

し
て
定
め
ら
れ
る
立
体
的
な
空
間
。

位
置
… 
「
な
か
」
の
空
間
的
用
法
。
他
の
空
間
か
ら
は
独
立
し
た
点

的
な
空
間
。

五
│
二　

範
囲
と
位
置

　

次
に
、
二
語
の
確
定
例
の
中
で
、
格
助
詞
「
に
」
が
直
接
は
下
接
し
な

い
例
や
別
の
格
助
詞
を
と
る
例
に
つ
い
て
も
「
範
囲
」
と
「
位
置
」
の
定

義
が
あ
て
は
ま
る
か
確
認
し
て
い
き
た
い
。

11 

枯
野
を　

塩
に
焼
き　

其
が
余
り　

琴
に
作
り　

搔
き
弾
く
や　

由
良
の
門
の　

門
中
の
海
石
に
（
斗
那
訶
能
異
句
離
珥
）　

振
れ

立
つ　

な
づ
の
木
の　

さ
や
さ
や 
（
日
本
書
紀
歌
謡
四
十
一
）

12 

庭
中
の
（
尓
波
奈
加
能
）　

阿
須
波
の
神
に　

小
柴
さ
し　

我
れ

は
斎
は
む　

帰
り
来
ま
で
に

 

（
巻
二
十
・
四
三
五
〇　

若
麻
續
部
諸
人
）

こ
の
二
例
は
「
の
」
を
と
る
例
だ
が
、
直
後
に
「
に
」
格
を
と
る
名
詞
が

現
れ
て
い
る
。「
の
」
は
連
体
助
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
庭
中
」「
門
中
」

は
直
後
の
名
詞
と
合
わ
せ
て
「
門
中
に
あ
る

0

0

0

海
石
」「
庭
中
に
あ
る

0

0

0

阿
須

波
の
神
（
の
祭
壇
）」
な
ど
と
訳
せ
る
。
つ
ま
り
、「
に
」
格
動
詞
と
共
起

す
る
「
な
か
」
同
様
、
存
在
す
る
場
所
を
表
し
て
い
る
例
に
当
た
る
。

13 

…
下
土
は　

丹
黒
き
故　

三
つ
栗
の　

そ
の
中
つ
土
を
（
曾
能
那

迦
都
邇
袁
）　

か
ぶ
つ
く　

真
火
に
は
当
て
ず　

眉
画
き　

此
に

画
き
垂
れ　

遇
は
し
し
女
… 

（
古
事
記
歌
謡
四
十
二
）

14 

待
ち
か
ね
て　

内
に
は
入
ら
じ
（
内
者
不
入
）　

白
た
へ
の　

我

が
衣
手
に　

露
は
置
き
ぬ
と 

（
巻
十
一
・
二
六
八
八
）

　

以
上
の
二
例
は
二
語
の
原
義
に
近
い
と
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
最
初

に
見
た
『
岩
波
』
に
あ
る
よ
う
に
、「
な
か
」
の
原
義
は
「
上
中
下
の
中
」

で
あ
り
、「
と
（
外
）」
と
対
に
な
る
「
う
ち
」
と
は
意
味
が
重
な
ら
な
い
。

こ
の
13
の
例
も
、「
か
み
（
上
）」「
し
も
（
下
）」
に
対
す
る
対
象
の
「
位

置
」
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
14
は
移
動
動
詞
「
入
る
」

が
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
の
「
に
」
は
動
き
や
存
在
の
場
所
で
は

な
く
、着
点
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
解
せ
る
。「
入
る
」
は
外
か
ら
内
、「
範

囲
」
か
ら
「
範
囲
」
へ
の
移
動
を
あ
ら
わ
す
動
き
と
解
せ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
に
」
格
と
「
で
」
格
に
お
け
る
述
語
動
詞
の
違
い
か
ら

空
間
把
握
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
本
稿
の
方
法
は
中
右
実
（
一
九
九
八注1注
）

に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
の
中
で
注
目
す
べ
き
点
は
、「
物

理
的
空
間
」
に
見
ら
れ
る
「
に
」「
で
」
の
相
違
が
「
時
間
的
空
間
」「
心

理
的
空
間
」
に
も
通
じ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
則
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
例
も
「
範
囲
」
と
「
位
置
」
で
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

15 

旅
な
れ
ば　

夜
中
に
わ
き
て
（
三
更
判
而
）　

照
る
月
の　

高
島

山
に　

隠
ら
く
惜
し
も 

（
巻
九
・
一
六
九
一
）

16 

人
言
を　

繁
み
と
妹
に　

逢
は
ず
し
て　

心
の
う
ち
に
（
情
裏
）　

恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ 

（
巻
十
二
・
二
九
四
四
）

17 
春
の
う
ち
の
（
春
裏
之
）　

楽
し
き
終
へ
は　

梅
の
花　

手
折
り

招
き
つ
つ　

遊
ぶ
に
あ
る
べ
し

 

（
巻
十
九
・
四
一
七
四　

大
伴
家
持
）

　

15
、
17
は
「
時
間
的
空
間
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
15
は
義
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訓
表
記
の
例
だ
が
、「
三
更
」
は
「
五
更
の
一
つ
。
一
夜
を
五
等
分
し
た

第
三
の
時
刻
。注1
注

」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
何
段
階
も
あ
る
も
の
の
中
位
」

（『
古
典
』）
と
い
う
意
識
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
表
記
か
ら
は
、「
よ
な
か
」

が
「
夜
と
い
う
期
間
の
範
囲
内
」
で
は
な
く
、「
夜
と
い
う
期
間
に
お
け

る
特
定
の
位
置
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
17
は
「
位
置
」
の
解
釈
だ
と
文
意
が
通
ら
な
い
。
こ
ち
ら
は
、「
春

の
間
で
」
と
訳
さ
れ
る
よ
う
な
「
範
囲
」
の
意
味
が
妥
当
だ
ろ
う
。
ま
た
、

16
、
17
の
「
う
ち
」
と
訓
ま
れ
る
「
裏
」
表
記
に
つ
い
て
は
中
国
六
朝
以

来
の
俗
語
的
表
現
と
さ
れ
て
い
る11注
。「
心
理
的
空
間
」
の
例
で
あ
る
16
も
、

「
恋
ふ
る
」
と
い
う
心
的
動
作
が
行
わ
れ
る
場
と
い
う
意
味
で
の
「
範
囲
」

と
し
て
「
心
の
う
ち
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
語
の
意
味
特
徴
と
し
て
見
出
せ
る
「
範
囲
」
と
「
位

置
」
は
従
来
の
定
義
で
は
不
明
確
で
あ
っ
た
時
間
的
用
法
、
心
理
的
用
法

に
関
す
る
例
に
つ
い
て
も
説
明
が
可
能
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、
残
り
の
確
定
例
も
「
範
囲
」
と
「
位
置
」
の

観
点
か
ら
解
し
て
困
難
な
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

18 

近
江
の
海　

泊
ま
り
八
十
あ
り　

八
十
島
の　

島
の
崎
　々

あ
り

立
て
る　

花
橘
を　

上
枝
に　

も
ち
引
き
掛
け　

中
つ
枝
に
（
仲

枝
尓
）　

い
か
る
が
掛
け　

下
枝
に　

ひ
め
を
掛
け
…

 

（
巻
十
三
・
三
二
三
九
）

19 

水
門
の　

葦
が
中
な
る
（
安
之
我
奈
可
那
流
）　

玉
小
菅　

刈
り

来
我
が
背
子　

床
の
隔
し
に 

（
巻
十
四
・
三
四
四
五
）

20 

山
越
え
て　

海
渡
る
と
も　

お
も
し
ろ
き　

今
城
の
内
は
（
伊
麻

紀
能
禹
知
播
）　

忘
ら
ゆ
ま
し
じ 

（
日
本
書
紀
歌
謡
一
一
九
）

21 

悔
し
か
も　

か
く
知
ら
ま
せ
ば　

あ
を
に
よ
し　

国
内
こ
と
ご
と

（
久
奴
知
許
等
其
等
）　

見
せ
ま
し
も
の
を

 

（
巻
五
・
七
九
七　

山
上
憶
良
）

22 

天
の
下
の
事
を
や
た
や
す
く
行
は
む
と
所
念
し
坐
し
て
、
此
の
六

年
の
内
を
（
六
年
乃
内
乎
）
択
ひ
賜
ひ
試
み
賜
ひ
て
、

 

（
第
七
詔　

聖
武
天
皇
）

　

18
の
「
仲
」
字
は
、
現
代
語
で
は
人
間
関
係
に
関
す
る
意
味
で
使
わ
れ

る
が
、『
萬
葉
集
』
で
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
例
は
13
と
同
様

に
、
原
義
に
近
い
と
さ
れ
る
「
な
か
」
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
21
の
「
国

内
こ
と
ご
と
」
は
後
に
大
伴
家
持
も
使
用
し
て
い
る
表
現
で
、「
こ
と
ご

と
」
は
「
ど
こ
も
か
し
こ
も1注注
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。「
国
」
は
立
体
的
な

空
間
で
は
な
い
が
、
他
（
他
国
、
外
国
）
と
の
関
係
か
ら
限
定
的
に
設
定

さ
れ
た
空
間
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、「
見
せ
る
」
と
い

う
動
き
の
対
象
と
な
る
「
範
囲
」
と
し
て
、「
国
内
こ
と
ご
と
」
を
位
置

づ
け
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
前
接
名
詞
「
Ｎ
の
う
ち
／
な
か
・
Ｎ
う
ち
／
な
か
」

と
い
う
形
式
の
Ｎ
が
ど
う
い
う
意
味
か
（「
開
放
」
的
か
「
閉
鎖
」
的
な
ど
）

と
い
う
観
点
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。だ
が
、述
語
動
詞
の
意
味
と
「
範

囲
」「
位
置
」
の
定
義
を
用
い
る
と
一
貫
し
た
判
断
が
可
能
と
な
る
。

六　
「
中
」
表
記
の
検
討

　

最
後
に
二
語
に
共
通
す
る
表
記
と
な
る
「
中
」
表
記
の
例
を
見
て
み
る
。

四
、
で
示
し
た
表
１

、
表
２

に
よ
れ
ば
、『
萬
葉
集
』
の
「
中
」
表
記
に
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お
い
て
「
う
ち
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
も
の
は
十
三
例
、「
な
か
」
と
訓
ま

れ
て
い
る
例
は
二
十
六
例
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
な
か
」
は
「
う
ち
」
に

対
し
て
二
倍
の
用
例
が
確
認
で
き
る
。
対
し
て
、
続
日
本
紀
宣
命
は
「
う

ち
」
六
例
、「
な
か
」
十
二
例
と
こ
ち
ら
も
二
倍
の
開
き
が
あ
る
。
い
ず

れ
の
資
料
に
お
い
て
も
、「
な
か
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
「
中
」
表
記
の
方

が
多
い
。

　

こ
こ
で
も
「
に
」
格
と
共
起
す
る
動
詞
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
み
る
と
、

表
６

の
結
果
か
ら
殆
ど
の
動
詞
が
相
補
的
に
分
布
し
て
い
る
傾
向
が
う
か

が
え
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
続
日
本
紀
宣
命
に
は
「
に
」
格
と
共
起
す
る

動
詞
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
例
も
見
ら
れ
た
。
こ
の
表
で
得
ら
れ
た
結
果

か
ら
、
い
く
つ
か
の
例
を
取
り
出
す
と
以
下
の
例
が
確
認
で
き
る
。

23 

あ
り
ね
よ
し　

対
馬
の
渡
り　

海
中
に
（
渡
中
尓
）　

幣
取
り
向

け
て　

は
や
帰
り
来
ね 

（
巻
一
・
六
二　

春
日
蔵
首
老
）

24 

岩
代
の　

野
中
に
立
て
る
（
野
中
尓
立
有
）　

結
び
松　

心
も
解

け
ず　

古
思
ほ
ゆ 

（
巻
二
・
一
四
四　

長
忌
寸
奥
麻
呂
）

25 

海
神
は　

奇
し
き
も
の
か　

淡
路
島　

中
に
立
て
置
き
て
（
中
尓

立
置
而
）　

白
波
を　

伊
予
に
廻
ほ
し
… 

（
巻
三
・
三
八
八
）

26 

…
沓
を
だ
に　

は
か
ず
行
け
ど
も　

錦
綾
の　

中
に
包
め
る
（
中

丹
𮖐
有
）　

斎
ひ
児
も　

妹
に
及
か
め
や　

望
月
の　

足
れ
る
面

わ
に
… 

（
巻
九
・
一
八
〇
七
）

27 

石
上　

布
留
の
早
稲
田
の　

穂
に
は
出
で
ず　

心
の
中
に
（
心
中

尓
）　

恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ 

（
巻
九
・
一
七
六
八　

抜
気
大
首
）

23
の
「
海
中
に
」
は
「
向
け
る
」
と
い
う
動
き
の
方
向
を
示
し
て
お
り
、

こ
れ
も
点
的
な
「
位
置
」
を
表
し
て
い
る
。
24
、
25
の
「
立
て
る
」
や
27

の
「
恋
ふ
る
」
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
例
の
中
に
も
見
ら
れ
た
（
３

、

16
）
動
詞
で
あ
る
た
め
、
訓
の
判
定
も
そ
れ
に
従
っ
て
良
い
。
こ
の
四
例

に
対
し
て
、
26
の
「
包
め
る
」
は
「
位
置
」
と
「
範
囲
」
の
ど
ち
ら
も
志

向
で
き
る
動
詞
で
あ
る
。し
か
し
、「
範
囲
」
の
解
釈
を
と
っ
た
場
合
、「
包

む
」
と
い
う
動
き
が
「
錦
綾
の
中
」
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
理
解
に

な
っ
て
し
ま
う
た
め
文
意
が
通
ら
な
い
。
該
当
部
に
つ
い
て
は
「
斎
ひ
児
」

の
「
位
置
」
を
問
題
と
す
る
「
錦
綾
の
な
か
」
と
訓
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
傾
向
は
「
に
」
以
外
の
格

助
詞
を
と
る
例
に
お
い
て
も
共
通
す
る
。

28 
な
ま
よ
み
の　

甲
斐
の
国　

う
ち
寄
す
る　

駿
河
の
国
と　

こ
ち

ご
ち
の　

国
の
み
中
ゆ
（
国
之
三
中
従
）　

出
で
立
て
る　

富
士

の
高
嶺
は
… 

（
巻
三
・
三
一
九　

高
橋
虫
麻
呂
）

29 

い
ざ
寝
よ
と　

手
を
携
は
り　

父
母
も　

う
へ
は
な
さ
が
り　

さ

表
６
：「
中
に
」
と
共
起
す
る
動
詞
（
テ
キ
ス
ト
の
訓
み
に
基
づ
い
て11注
）

動詞/用例数 うち なか
思ふ 3 0
あり 1 3
なる 1 0
燃ゆ 1 0
恋ふ 1 0
倦み怠る 1 0
簡（えら）ぶ 1 0
鳴く 0 4
包む 0 2
あり（縮約形） 0 1
立つ 0 1
立て置く 0 1
置く 0 1
送り置く 0 1
造り置く 0 1
取り向ける 0 1
なす 0 1
呼ぶ 0 1
生まる 0 1
護持す 0 1
定む 0 1
総計 9 21
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き
く
さ
の　

中
に
を
寝
む
と
（
中
尓
乎
祢
牟
登
）
…

 

（
巻
五
・
九
〇
四　

山
上
憶
良
）

30 
現
つ
神　

我
が
大
君
の　

天
の
下　

八
島
の
中
に
（
八
嶋
之
中

尓
）　

国
は
し
も
多
く
あ
れ
ど
も　

里
は
し
も　

さ
は
に
あ
れ
ど

も　

山
並
の　

宜
し
き
国
と
… 

（
巻
六
・
一
〇
五
〇
）

31 

櫛
も
見
じ　

屋
内
も
掃
か
じ
（
屋
中
毛
波
可
自
）　

草
枕　

旅
行

く
君
を　

斎
ふ
と
思
ひ
て 

（
巻
十
九
・
四
二
六
三
）

『
新
編
全
集
』
で
は
、
28
、
29
が
「
な
か
」、
30
、
31
が
「
う
ち
」
と
訓

ま
れ
て
い
る
。
前
の
二
例
に
つ
い
て
は
、
28
が
「
富
士
の
高
嶺
」
が
そ
び

え
立
つ
起
点
と
な
る
「
位
置
」
を
、
29
が
「
父
母
」
に
挟
ま
れ
た
「
位
置
」

で
寝
る
子
ど
も
の
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
点
か
ら
「
な
か
」
と
訓
ん
で

問
題
が
な
い
。
後
の
二
例
に
つ
い
て
は
、
31
は
「
掃
く
」
と
い
う
動
き
の

「
範
囲
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
た
め
「
う
ち
」
と
訓
ん
で
問
題
な
い
が
、

30
は
「
あ
り
」
と
い
う
状
態
的
な
動
詞
が
「
位
置
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

た
め
「
な
か
」
の
方
が
適
当
だ
ろ
う
。
30
を
「
な
か
」
と
改
訓
す
れ
ば
、

表
６

の
「
う
ち
」
と
共
起
す
る
「
あ
り
」
の
用
例
数
が
０

に
な
る
た
め
、

「
中
」
表
記
例
に
関
し
て
も
両
語
と
共
起
す
る
動
詞
は
完
全
に
相
補
的
な

分
布
と
な
る
。

　

一
方
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
『
萬
葉
集
』・
記
紀
歌
謡
と
比
べ
て
、
続

日
本
紀
宣
命
に
は
「
④
同
類
の
も
の
が
多
く
存
在
す
る
場
を
示
し
、
そ
の

あ
と
で
あ
る
特
徴
を
も
つ
も
の
を
特
に
と
り
あ
げ
て
い
う
」（『
古
典
』）

と
い
う
用
法
の
「
中
」
が
多
く
確
認
で
き
る
。

32
四
の
王
の
中
に
（
四
王
之
中
尓
）
簡
ひ
て
君
と
為
さ
む
と
謀
り
て
、

 

（
第
十
九
詔　

孝
謙
天
皇
）

33 

又
仲
麻
呂
が
家
の
物
計
ふ
る
に
、
書
の
中
に
（
書
中
尓
）
仲
麻
呂

と
通
は
し
け
る
謀
の
文
有
り
。 

（
第
三
十
詔　

称
徳
天
皇
）

34 

又
仕
へ
奉
る
人
等
の
中
に
（
人
等
中
尓
）、
自
が
仕
へ
奉
る
状
に

随
ひ
て
一
二
人
等
冠
位
上
げ
賜
ひ
治
め
賜
ふ
。

 

（
第
六
十
一
詔　

桓
武
天
皇
）

32
は
「
う
ち
」、
33
、
34
は
「
な
か
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

例
は
全
て
複
数
の
集
合
か
ら
一
つ
を
選
択
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
集
合
内
に
お
け
る
特
定
物
の
「
位
置
」
に
言
及
し
て
い
る
と

も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
34
は
「
中
に
」
と
共
起
す
る
動
詞
が
な
い
た
め
解

し
に
く
い
が
、「
仕
へ
奉
る
人
等
」
と
い
う
集
合
か
ら
「
一
二
人
等
」
を

選
び
、
そ
の
対
象
の
「
冠
位
」
を
上
げ
た
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
述

語
の
「
上
げ
賜
ひ
治
め
賜
ふ
」
の
前
に
「
選
ぶ
」
と
い
っ
た
動
き
を
補
う

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
「
選
ぶ
」
が
「
中
に
」
と
共
起
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
例
は
32
の
よ
う
に
「
う
ち
」
と

訓
ま
れ
て
い
る
も
の
も
含
め
て
、
全
て
の
例
を
「
な
か
」
と
訓
む
の
が
自

然
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
「
な
か
」
は
『
萬
葉
集
』
に
も
わ
ず
か
な
が
ら

確
認
で
き
る
。

35 

や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

敷
き
ま
せ
る　

国
の
中
に
は
（
国

中
者
）　

都
し
思
ほ
ゆ 

（
巻
三
・
三
二
九　

大
伴
四
綱
）

36 
梅
の
花　

咲
け
る
が
中
に
（
開
有
之
中
尓
）　

含
め
る
は　

恋
ひ

や
隠
れ
る　

雪
を
待
つ
と
か 

（
巻
十
九
・
四
二
八
三　

茨
田
王
）

35
は
、
新
編
全
集
で
は
「
く
に
の
う
ち
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
名
詞
「
国
」

に
つ
い
て
は
「
国
内
こ
と
ご
と
」（
21
）
の
よ
う
な
「
う
ち
」
と
共
起
す
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る
確
定
例
が
あ
る
。
前
接
名
詞
か
ら
分
析
す
る
従
来
の
方
法
で
は
「
う
ち
」

と
推
定
さ
れ
る
の
は
道
理
だ
が
、
本
稿
が
問
題
に
す
る
「
位
置
」
と
「
範

囲
」
の
原
則
で
は
こ
の
よ
う
に
は
解
せ
な
い
。
35
は
33
の
よ
う
に
内
在
す

る
「
選
ぶ
」
と
い
う
動
き
の
結
果
、
選
ば
れ
た
「
都
」
が
偲
ば
れ
る
と
理

解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
先
程
検
討
し
た
28
も
、
歌
全
体
の
解
釈
を
考
え
る

と
、「
八
島
」
に
「
国
」
や
「
里
」
が
多
く
「
あ
る
」
中
で
一
つ
を
選
び

出
し
て
述
べ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。「
国
」
も
「
都
」
も
特
定
の
「
範
囲
」

を
示
す
名
詞
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
集
合
に
対
す
る
そ
の
所
属
物
と
し

て
二
者
の
関
係
が
「
選
ぶ
」
と
い
う
動
き
の
対
象
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
国
」
の
捉
え
方
は
21
と
は
明
確
に
異
な
る11注
。
一
方

で
36
は
特
定
物
の
限
定
を
あ
ら
わ
す
動
詞
は
見
ら
れ
な
い
が
、「
梅
の
花
」

と
い
う
集
合
か
ら
「
含
め
る
（
梅
）」
と
い
う
一
つ
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
三
例
に
関
し
て
も
集
合
の
中
の
一
つ
に
関
す
る

「
位
置
」
を
問
題
と
し
て
い
る
た
め
、「
な
か
」
と
訓
む
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

37 

生
け
る
代
に　

恋
と
い
ふ
も
の
を　

相
見
ね
ば　

恋
の
中
に
も

（
恋
中
尓
毛
）　

我
そ
苦
し
き 

（
巻
十
二
・
二
九
三
〇
）

　

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、『
新
編
全
集
』
で
は
「
こ
ひ
の
う
ち
」、『
新
日

本
古
典
文
学
大
系
』
で
は
「
こ
ふ
る
う
ち
」、
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
』

で
は
「
こ
ひ
の
な
か
」
と
い
う
よ
う
に
最
近
の
注
釈
書
で
も
訓
が
揺
れ
て

お
り
、
一
、
で
紹
介
し
た
津
之
地
（
一
九
七
二
）
で
も
問
題
に
さ
れ
て
い

る
。『
新
編
全
集
』
が
「
世
間
の
恋
の
中
で
も
特
に
わ
た
し
の
恋
は
苦
し

い
」
と
訳
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
一
見
32
〜
36
の
よ
う
に
「
な
か
」
と

見
る
の
が
妥
当
に
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
場
合
に
は
、

五
句
目
の
「
我
」
に
「
私
（
の
恋
）」
と
い
っ
た
含
意
を
読
み
取
る
必
要

が
あ
り
、
訳
し
方
に
不
自
然
な
部
分
が
見
出
せ
る
。

　

こ
の
訳
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
係
助
詞
「
そ
」
が
直
前
の
「
我
」
だ

け
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
だ

が
、「
そ
」
の
焦
点
範
囲
が
直
前
の
「
承
接
成
分
」
だ
け
で
な
く
「
述
語
」

に
ま
で
及
ぶ
例
も
あ
る
と
い
う
指
摘11注
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
強
引
な

解
釈
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
苦
し

き
」
と
い
う
状
態
が
続
い
て
い
る
一
定
の
期
間
と
い
う
意
味
で
「
う
ち
」

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う11注
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
同
一
の
動
詞
が

「
う
ち
」「
な
か
」
両
方
を
取
る
例
の
処
遇
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

38 

川
渚
に
も　

雪
は
降
れ
れ
し　

宮
の
内
に
（
宮
裏
）　

千
鳥
鳴
く

ら
し　

居
む
所
な
み 

（
巻
十
九
・
四
二
八
八　

大
伴
家
持
）

39 

名
児
の
海
を　

朝
漕
ぎ
来
れ
ば　

海
中
に
（
海
中
尓
）　

鹿
子
そ

鳴
く
な
る　

あ
は
れ
そ
の
鹿
子 

（
巻
七
・
一
四
一
七
）

40 

里
中
に
（
里
中
尓
）　

鳴
く
な
る
鶏
の　

呼
び
立
て
て　

い
た
く

は
鳴
か
ぬ　

隠
り
妻
は
も 

（
巻
十
一
・
二
八
〇
三
）

　

こ
の
三
例11注
は
、
先
行
研
究
の
「
開
放
性
」「
閉
鎖
性
」
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
38
は
「
う
ち
」、
39
、
40
は
「
な
か
」
と
訓
み
分
け
ら
れ
る
。
一

方
で
、
動
詞
に
着
目
す
る
こ
れ
ま
で
の
観
点
か
ら
は
、
10
の
よ
う
に
「
鳴

く
」
と
い
う
動
き
が
行
わ
れ
る
「
範
囲
」
と
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

し
か
し
、
38
が
単
に
「
千
鳥
」
の
動
き
に
言
及
す
る
一
方
で
、
39
、
40
で

は
そ
の
動
き
を
行
う
主
体
の
存
在
に
着
目
し
て
い
る
点
は
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
具
体
的
な
形
式
に
則
っ
て
言
え
ば
、
38
は
「
居
む
所
」
が
な
い
と

い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
「
千
鳥
鳴
く
」
と
い
う
事
態
が
「
ら
し
」
と
い
う
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形
式
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
残
る
二
例
は
「
な
り
」
と
い
う
助

動
詞
を
用
い
る
こ
と
で
、「
鳴
く
」
と
い
う
聴
覚
情
報
に
基
づ
き
「
鹿
子
」

「
鶏
」
の
存
在
を
認
識
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
39
、
40

に
つ
い
て
は
動
詞
が
「
鳴
く
」
で
も
、
例
外
的
に
「
位
置
」
を
あ
ら
わ
す

「
な
か
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
説
明
で
き
る
。

　

全
て
の
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
見
た
範

囲
で
は
共
起
す
る
動
詞
の
性
質
な
ど
か
ら
、「
う
ち
」
と
「
な
か
」
に
関

す
る
訓
み
分
け
は
可
能
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
こ
こ
で
、
改
め
て

四
、
で
検
討
し
た
仮
説
に
立
ち
返
る
と
、
二
語
に
付
く
格
助
詞
「
に
」
は

存
在
、
出
現
の
場
所
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
の
場
所
を
あ
ら
わ
す
も
の
、
着

点
を
あ
ら
わ
す
も
の
、
方
向
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
性
質
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
違
い
が
「
位
置
」

と
「
範
囲
」
と
い
う
二
語
の
意
味
の
違
い
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
も
確
認

で
き
た
。

七　

お
わ
り
に

　

以
上
、『
萬
葉
集
』
を
中
心
と
す
る
上
代
文
献
に
お
け
る
「
う
ち
」「
な

か
」
に
つ
い
て
、
共
起
す
る
語
な
ど
に
注
目
し
て
見
て
き
た
。
二
語
と
格

助
詞
「
に
」
と
の
関
係
は
、「
う
ち
に
」「
な
か
に
」
が
後
の
時
代
に
接
続

助
詞
的
な
用
法
を
持
つ
点
な
ど
か
ら
し
て
、
多
分
に
密
接
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
改
め
て
そ
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
四
点
に
集
約
で
き
る
。

（
１

） 『
萬
葉
集
』
に
は
、
日
野
（
一
九
九
七
）
な
ど
の
先
行
研
究
が

示
す
定
義
で
は
説
明
が
難
し
い
「
う
ち
」「
な
か
」
が
あ
る
。

（
２

） 

主
に
「
に
」
格
動
詞
と
共
起
し
た
例
か
ら
、
空
間
を
意
味
す
る

場
合
に
は
、「
う
ち
」
は
「
範
囲
」
を
、「
な
か
」
は
「
位
置
」

を
問
題
と
し
て
い
る
傾
向
が
確
認
で
き
る
。

（
３

） 

こ
の
傾
向
は
、
空
間
的
用
法
以
外
の
意
味
に
も
通
じ
て
お
り
、

先
行
研
究
よ
り
多
く
の
例
に
対
し
て
通
用
す
る
こ
と
か
ら
、
よ

り
一
般
性
を
持
つ
二
語
の
意
味
特
徴
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

（
４

） 

こ
の
傾
向
を
も
と
に
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
定
義
で
は
明
確
に

で
き
な
か
っ
た
「
中
」
表
記
の
訓
み
も
明
ら
か
に
な
る
。

　

今
回
は
「
う
ち
」「
な
か
」
に
お
い
て
そ
の
文
法
的
機
能
を
考
察
し
た

が
、
そ
の
過
程
で
い
く
つ
か
の
課
題
も
見
出
さ
れ
た
。
特
に
、
使
い
分
け

の
根
拠
と
な
っ
た
格
助
詞
「
に
」
が
上
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
用
さ

れ
て
い
た
か
は
、
論
の
妥
当
性
に
大
き
く
関
わ
る
た
め
考
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
。ま
た
、語
彙
史
的
な
課
題
と
し
て
は
、「
上
」
表
記
に
お
け
る
「
か

み
」「
う
へ
」
や
「
下
」
表
記
に
お
け
る
「
し
も
」「
し
た
」
に
つ
い
て
の

関
係
な
ど
の
調
査
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
様
々
な
課
題
が
見
出
せ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た

い
。注1 

正
宗
敦
夫
編
『
類
聚
名
義
抄
』（
第
一
巻
、
第
二
巻
・
風
間
書
房
・

一
九
五
四
年
）

2 
津
之
地
直
一
「
万
葉
集
の
「
上
」「
中
」「
下
」
音
訓
義
攷
」（『
愛

知
大
学
文
学
論
叢
』
四
十
七
巻
・
一
九
七
二
年
三
月
・
一
頁
〜
二

十
一
頁
）
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3 

日
野
資
純
「「
心
ノ
ウ
チ
」
か
ら
「
心
ノ
ナ
カ
」
へ
│
基
礎
語
研

究
の
一
視
点
」（『
佐
藤
茂
教
授
退
官
記
念　

論
集
国
語
学
』
桜
楓

社
、
一
九
八
〇
年
一
月
・
五
十
九
頁
〜
八
十
四
頁
）、
日
野
資
純

『
基
礎
語
研
究
序
説
』（
桜
楓
社
・
一
九
九
一
年
九
月
・
百
五
十
三

頁
〜
百
九
十
九
頁
）、
日
野
資
純
「
古
典
文
学
の
作
品
に
お
け
る

「
中
」
字
の
訓
│
ナ
カ
と
ウ
チ
の
意
味
分
析
│
」（『
国
語
と
国
文

学
』
七
十
四
巻
二
号
・
一
九
九
七
年
二
月
・
一
頁
〜
十
五
頁
）

4 

斎
藤
達
哉
「『
源
氏
物
語
』
の
「
う
ち
」
と
「
な
か
」」（『
国
学
院

大
学
大
学
院
紀
要
（
文
学
研
究
科
）』
二
十
六
巻
・
一
九
九
五
年

三
月
・
一
一
八
頁
〜
一
一
九
頁
）

5 

大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
『
補
訂
版　

岩
波
古
語
辞

典
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
〇
年
）

6 

大
野
晋
編
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版
・
二
〇
一
一
年
）

7 

こ
の
他
に
、
語
義
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
「
中
弭
」（
三
）「
中
見
刺
」

（
二
八
三
〇
）
や
難
訓
歌
に
含
ま
れ
る
「
奈
可
中
次
下
」（
三
四
一

九
）
な
ど
も
、「
な
か
」
の
意
味
が
ど
れ
ほ
ど
見
ら
れ
る
の
か
定

か
で
な
い
た
め
、
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。

8 

表
１

の
「
一
字
一
音
」
の
用
例
に
は
、「
垣
内
」
を
あ
ら
わ
し
た

「
垣
都
」「
垣
津
田
」
も
含
め
た
。
こ
れ
は
「
か
き
」
は
正
訓
字
表

記
と
な
っ
て
い
る
が
、「
う
ち
」
の
縮
約
形
に
あ
た
る
「
つ
」
が

一
字
一
音
表
記
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
し
た
。

9 

「
裏
」
表
記
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
の
よ
う
に
「
う
ら
」
と
訓
む

可
能
性
も
あ
り
得
る
。
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
場
合
は
、
接
頭
語
「
う

ら
」
に
あ
て
て
い
る
例
や
名
詞
「
浦
」
に
あ
て
て
い
る
例
が
多
い
。

誤
読
の
可
能
性
が
あ
る
「
Ｎ
の
う
ら
」「
Ｎ
う
ら
」
の
例
は
「
磯

の
裏
」（
巻
九
・
一
七
三
五
）
の
み
で
あ
り
、
誤
読
の
可
能
性
が

限
り
な
く
低
い
と
い
う
意
味
で
便
宜
的
に
確
定
例
に
加
え
た
。

10 

調
査
し
た
作
品
と
出
典
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
に

基
づ
い
て
以
下
の
も
の
を
用
い
て
い
る
。
奈
良
（『
萬
葉
集
』
…

新
編
全
集
、『
続
日
本
紀
宣
命
』
…
北
川
（
一
九
八
二
））、
平
安

（『
竹
取
物
語
』『
古
今
和
歌
集
』『
伊
勢
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
大

和
物
語
』『
平
中
物
語
』『
蜻
蛉
日
記
』『
落
窪
物
語
』『
枕
草
子
』

『
源
氏
物
語
』『
和
泉
式
部
日
記
』『
紫
式
部
日
記
』『
堤
中
納
言
物

語
』『
更
級
日
記
』『
大
鏡
』『
讃
岐
典
侍
日
記
』
…
新
編
全
集
、『
後

撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
後
拾
遺
和
歌
集
』『
金
葉
和
歌
集
』

『
詞
花
和
歌
集
』『
千
載
和
歌
集
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の

正
保
版
本
「
二
十
一
代
集
」）、
鎌
倉
（『
今
昔
物
語
集
』『
方
丈
記
』

『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
十
訓
抄
』『
徒
然
草
』『
海
道
記
』『
建
礼
門

院
右
京
大
夫
集
』『
東
関
紀
行
』『
十
六
夜
日
記
』『
と
は
ず
が
た

り
』『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
…
新
編
全
集
、『
新

古
今
和
歌
集
』
…
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
正
保
版
本
「
二
十

一
代
集
」）。
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
の
収
録
作
品
に
は
、
上
代
の

『
延
喜
式
祝
詞
』
や
中
古
の
『
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
平
安

初
期
点
』
も
含
ま
れ
る
が
、
本
稿
の
立
場
か
ら
こ
れ
ら
の
作
品
の

例
は
取
り
除
い
た
。
尚
、
こ
の
数
値
は
訓
み
が
揺
れ
る
「
中
」
表

記
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
全
体
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
旦
許
容
す
る
。

11 

表
の
「
あ
り
（
縮
約
形
）」
は
後
述
の
「
葦
が
中
な
る
玉
小
菅
」
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（
19
の
例
）
に
あ
た
る
。「
な
る
」
は
「
に
＋
あ
り
」
の
縮
約
形
と

分
析
で
き
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
な
か
」
が
「
あ
り
」
と
共
起
す

る
と
見
な
し
た
。
後
の
表
７

の
「
あ
り
（
縮
約
形
）」
も
同
様
で

あ
る
。

12 
CH
J

で
「
キ
ー
」
を
「
品
詞-

動
詞
」
と
し
て
前
方
共
起
１

、
２

を
そ
れ
ぞ
れ
「
語
彙
素
│

「
う
ち
」「
な
か
」」、「
語
彙
素
│

「
に
」」

と
し
た
。
確
定
例
、
非
確
定
例
は
目
視
で
確
認
し
た
。
そ
の
た
め
、

14
「
内
に
は
」
な
ど
は
含
ま
れ
な
い
。

13 

日
本
語
記
述
文
法
研
究
会
『
格
と
構
文　

ヴ
ォ
イ
ス
』（
く
ろ
し

お
出
版
・
二
〇
〇
九
年
十
一
月
）。
尚
、
古
典
語
の
格
助
詞
「
に
」

の
機
能
に
つ
い
て
は
、
小
田
勝
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』（
和

泉
書
院
・
二
〇
一
五
年
四
月
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

14 

田
野
順
也
「『
万
葉
集
』
に
お
け
る
隔
絶
感
の
表
現
│
中
臣
宅
守

歌
の
「
山
川
を
中
に
へ
な
り
て
」
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
同
志
社
国

文
学
』
第
六
十
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
・
十
五
頁
〜
二
十
四
頁
）

15 

『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
小
学
館
・
二
〇
〇
〇
年
〜
二
〇

〇
二
年
）

16 

森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』（
角
川
書
店
・
一
九
八
九
年
五
月
）

17 

注
16
に
同
じ

18 

中
右
実
「
空
間
と
存
在
の
構
造
」（『
日
英
語
比
較
選
書
❺
構
文
と

事
象
構
造
』
研
究
社
出
版
・
一
九
九
八
年
十
一
月
）

19 

注
15
に
同
じ

20 

小
島
憲
之
「
万
葉
題
詞
の
こ
と
ば
│
「
夜
裏
」「
留
女
」
考
│
」

（『
上
代
文
学
』
四
十
四
巻
・
一
九
八
〇
年
四
月
・
一
頁
〜
六
頁
）

21 

澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋　

巻
第
五
』（
中
央
公
論
社
・
一
九
五

九
年
・
二
十
五
頁
）

22 

調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
注
12
と
同
様
で
あ
る
。

23 

こ
の
「
国
」
の
違
い
は
、
語
彙
的
な
意
味
の
面
か
ら
も
説
明
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
澤
瀉
久
孝
は
『
萬
葉
集
注
釋　

巻
第
一
』（
中

央
公
論
社
・
一
九
五
七
年
・
四
十
四
頁
）
で
「
国
は
一
定
の
行
政

区
域
を
さ
す
の
み
な
ら
ず
、
土
地
、
国
土
な
ど
の
意
に
も
用
ゐ
る
」

（
二
番
歌
注
釈
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

24 

勝
又
隆
「
語
順
か
ら
見
た
強
調
構
文
と
し
て
の
上
代
「
│
ソ
│
連

体
形
」
文
に
つ
い
て
」（『
日
本
語
の
研
究
』
第
五
巻
三
号
・
二
〇

〇
九
年
七
月
・
一
頁
〜
）
な
ど

25 

な
お
、「
う
ち
」
に
し
て
も
「
こ
ひ
の
う
ち
」
か
「
こ
ふ
る
う
ち
」

か
と
い
う
問
題
が
残
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
中
」

の
訓
と
関
わ
ら
な
い
た
め
、
今
回
は
問
題
と
し
な
い
。

26 

表
５

と
表
６

の
数
値
か
ら
、「
鳴
く
」
と
共
起
す
る
例
は
合
計
五

例
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
な
い
例
は
「
夜
中
」

（
巻
十
・
一
九
三
七
、
巻
十
九
・
四
一
八
〇
）
と
共
起
す
る
。「
夜

中
」
に
つ
い
て
は
、
用
例
15
に
お
い
て
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
。

使
用
資
料

・
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

萬
葉
集
①
〜
④
』（
小
学
館
・
一
九
九
四
年
〜
一
九
九
六
年
）

・
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
事
記
』

（
小
学
館
・
一
九
九
七
年
五
月
）
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・
小
島
憲
之
・
直
木
考
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集　

日
本
書
紀
①
〜
③
』（
小
学
館
・
一
九
九

四
年
〜
一
九
九
八
年
）

・
北
川
和
秀
編
『
続
日
本
紀
宣
命
│
校
本
・
総
索
引
』（
吉
川
弘
文
館
・

一
九
八
二
年
十
月
）

・
国
立
国
語
研
究
所
（
２

０

２

３

）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』（
バ
ー

ジ
ョ
ン2023.3
、
中
納
言
バ
ー
ジ
ョ
ン2.7.1

）https://clrd.ninjal.
ac.jp/chj/

（
２

０

２

３

年
６

月
11
日
確
認
）


