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論
文
要
旨

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
一
人
称
的
な
固
定
化
し
た
視
点
と
い
う
も
の
で
は
捉
え

き
れ
ず
、
語
り
の
位
置
が
不
安
定
で
流
動
的
に
な
っ
て
い
る
場
面
が
し
ば
し
ば
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
章
の
特
徴
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
さ
ま
ざ
ま
に

論
じ
ら
れ
、
議
論
が
深
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
語
り
が
生
じ
る

機
構
に
つ
い
て
日
本
語
の
特
徴
を
捉
え
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

本
論
で
は
、
現
代
の
学
校
文
法
で
い
う
形
容
詞
、
形
容
動
詞
が
主
客
未
分
化
な

特
徴
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
語
り
の
中
に
登
場
す
る
と
そ
の
語
り
の
位
置
が
不

安
定
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【
源
氏
物
語
、
語
り
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
、
時
枝
誠
記
】

は
じ
め
に

　

次
に
挙
げ
る
の
は
、
朱
雀
院
の
行
幸
の
試
楽
に
お
い
て
光
源
氏
が
青
海
波
を

舞
う
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
有
名
な
場
面
で
あ
る
。

源
氏
の
中
将
は
、
青
海
波
を
ぞ
舞
ひ
た
ま
ひ
け
る
。
片
手
に
は
大
殿
の
頭

中
将
、
容
貌
用
意
人
に
は
こ
と
な
る
を
、
立
ち
並
び
て
は
、
な
ほ
花
の
か

た
は
ら
の
深
山
木
な
り
。
入
り
方
の
日
影
さ
や
か
に
さ
し
た
る
に
、
楽
の

声
ま
さ
り
、
①
も
の
の
お
も
し
ろ
き
ほ
ど
に
、
同
じ
舞
の
足
踏
面
持
、

（
1
）
世
に
見
え
ぬ
さ
ま
な
り
。
詠
な
ど
し
た
ま
へ
る
は
、
こ
れ
や
仏
の

御
迦
陵
頻
伽
の
声
な
ら
む
と
（
2
）
聞
こ
ゆ
。
②
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な

る
に
、
帝
涙
を
の
ご
ひ
た
ま
ひ
、
上
達
部
親
王
た
ち
も
み
な
泣
き
た
ま
ひ

ぬ
。
詠
は
て
て
袖
う
ち
な
ほ
し
た
ま
へ
る
に
、
待
ち
と
り
た
る
楽
の
に
ぎ

は
は
し
き
に
、
顔
の
色
あ
ひ
ま
さ
り
て
、
常
よ
り
も
光
る
と
（
3
）
見
え

た
ま
ふ
。
春
宮
の
女
御
、
か
く
③
め
で
た
き
に
つ
け
て
も
、
た
だ
な
ら
ず

思
し
て
、「
神
な
ど
空
に
め
で
つ
べ
き
容
貌
か
な
。
う
た
て
④
ゆ
ゆ
し
」

と
の
た
ま
ふ
を
、
若
き
女
房
な
ど
は
、
心
憂
し
と
耳
と
ど
め
け
り
。
藤
壺

は
、
⑤
お
ほ
け
な
き
心
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
ま
し
て
め
で
た
く
見
え
ま

し
と
思
す
に
、
夢
の
心
地
な
む
し
た
ま
ひ
け
る
。

も
の
の
お
も
し
ろ
き

世世
に
見
え
ぬ

見

ぬ

お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な

る

見見
え

た
ま
ふ

め
で
た
き

形
容
詞
か
ら
考
え
る
『
源
氏
物
語
』
の
語
り

富　

澤　

萌　

未
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（
紅
葉
賀
①
三
一
一
〜
三
一
二）1
（

）

こ
の
場
面
は
、
太
字
で
示
し
た
「
楽
の
声
」
や
「
日
影
」
と
源
氏
の
様
子
が
重

な
り
、
傍
線
部
②
の
よ
う
に
「
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
る
」
様
子
を
語
る
。
こ

の
「
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
る
」
は
地
の
文
で
あ
り
語
り
手
の
評
言
で
あ
る
が
、

同
時
に
、
そ
の
場
に
い
た
人
々
も
「
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
る
」
と
感
じ
て
い

る
と
解
釈
で
き
る
。
同
様
に
、
傍
線
部
①
③
も
、
語
り
手
だ
け
で
な
く
そ
の
場

の
人
々
が
感
じ
た
こ
と
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
語
り
手
を
含
む
そ
の
場
に
い
た

人
々
に
と
っ
て
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
も
含
ん
だ
源
氏
の
姿
が
「
も
の
の
お
も

し
ろ
き
」、「
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
る
」、「
め
で
た
き
」
様
子
だ
っ
た
の
だ
と

い
え
よ
う
。

　

波
線
部
を
確
認
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
波
線
部
（
1
）
で
は
、
源
氏

の
舞
う
足
拍
子
や
表
情
が
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
波
線
部

（
2
）
の
よ
う
に
、
楽
が
い
っ
た
ん
止
ま
る
際
に
漢
詩
を
吟
詠
す
る
源
氏
の
声

は
「
仏
の
御
迦
陵
頻
伽
の
声
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
波
線
部
（
3
）

の
よ
う
に
、
吟
詠
が
終
わ
り
、
源
氏
が
さ
っ
と
袖
を
直
し
た
と
き
、
そ
れ
を
待

ち
う
け
演
奏
さ
れ
る
楽
の
音
が
大
き
く
な
る
と
、
源
氏
の
顔
は
色
合
い
が
ま
さ

り
い
つ
も
よ
り
光
る
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
。
こ
の
波
線
部
の
前
に
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
、
語
り
手
の
感
じ
た
こ
と
と
そ
の
場
に
い
た
人
々
が
感
じ
た
こ
と

が
重
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
場
に
い
た
人
々
が
感
じ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
地
の
文
で
語
ら
れ
て

い
る
が
、
特
に
帝
や
公
卿
、
親
王
た
ち
は
、
涙
を
流
す
様
子
が
注
目
し
て
語
ら

れ
て
い
る
。
一
方
で
、
そ
の
場
に
い
た
人
々
の
中
で
も
、
先
の
よ
う
に
感
じ
な

か
っ
た
人
々
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
傍
線
部
④
の
よ
う
に
、
弘
徽
殿
の
女
御
は

源
氏
の
姿
を
「
ゆ
ゆ
し
」
と
捉
え
て
い
る
。
弘
徽
殿
の
女
御
は
、
そ
の
場
に
い

た
人
々
の
よ
う
に
、
源
氏
の
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
い
超
常
的
な
姿
を
感

じ
取
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
姿
を
不
吉
だ
と
評
し
て
い
る
。
藤
壺
も
、
傍

線
部
⑤
の
よ
う
に
、
源
氏
に
大
そ
れ
た
気
持
ち
が
な
か
っ
た
ら
す
ば
ら
し
く
見

え
る
の
に
と
思
っ
て
い
る
。
傍
線
部
③
で
は
、
そ
の
場
に
い
た
人
々
や
語
り
手

は
源
氏
の
姿
を
「
め
で
た
き
」
と
捉
え
て
い
た
が
、
藤
壺
は
本
来
な
ら
ば
め
で

た
く
思
う
源
氏
の
姿
に
対
し
て
複
雑
な
感
情
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
素
直
に
称

賛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
源
氏
の
す
ば
ら
し
さ
は
藤
壺
も
感
じ
て
お

り
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
に
反
実
仮
想
の
形
で
源
氏
を
「
め
で
た
く
見
え
ま

し
」
と
評
し
て
い
る
。

　

先
の
傍
線
部
①
〜
③
、
波
線
部
（
1
）（
2
）（
3
）
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
誰

も
が
感
じ
取
っ
て
い
た
。
帝
や
公
卿
、
親
王
た
ち
は
、
そ
の
様
子
に
感
動
し
て

涙
を
流
す
。
一
方
で
、
他
の
人
々
の
よ
う
に
光
源
氏
の
超
越
的
な
姿
を
感
じ
取

り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
複
雑
な
心
境
に
よ
っ
て
異
な
る
評
価
を
与
え
る
弘

徽
殿
の
女
御
や
藤
壺
の
よ
う
な
者
も
い
る
。

　

で
は
、
次
に
行
幸
本
番
の
光
源
氏
の
舞
を
み
て
み
る
。

木
高
き
紅
葉
の
蔭
に
、
四
十
人
の
垣
代
い
ひ
知
ら
ず
吹
き
た
て
た
る
物
の

音
ど
も
に
あ
ひ
た
る
松
風
、
ま
こ
と
の
深
山
お
ろ
し
と
聞
こ
え
て
吹
き
ま

よ
ひ
、
色
々
に
散
り
か
ふ
木
の
葉
の
中
よ
り
、
青
海
波
の
か
か
や
き
出
で
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た
る
さ
ま
、
い
と
①
恐
ろ
し
き
ま
で
見
ゆ
。
か
ざ
し
の
紅
葉
い
た
う
散
り

す
き
て
、
顔
の
に
ほ
ひ
に
け
お
さ
れ
た
る
心
地
す
れ
ば
、
御
前
な
る
菊
を

折
り
て
左
大
将
さ
し
か
へ
た
ま
ふ
。
日
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
、
け
し
き
ば

か
り
う
ち
し
ぐ
れ
て
、
空
の
け
し
き
さ
へ
見
知
り
顔
な
る
に
、
さ
る
い
み

じ
き
姿
に
、
菊
の
色
々
う
つ
ろ
ひ
え
な
ら
ぬ
を
か
ざ
し
て
、
今
日
は
ま
た

な
き
手
を
尽
く
し
た
る
入
綾
の
ほ
ど
、
②
そ
ぞ
ろ
寒
く
こ
の
世
の
こ
と
と

も
お
ぼ
え
ず
。
も
の
見
知
る
ま
じ
き
下
人
な
ど
の
、
木
の
も
と
岩
が
く
れ
、

山
の
木
の
葉
に
埋
も
れ
た
る
さ
へ
、
す
こ
し
も
の
の
心
知
る
は
涙
落
と
し

け
り
。（
紅
葉
賀
①
三
一
五
）

　

傍
線
部
①
の
よ
う
に
「
恐
ろ
し
き
」
ま
で
に
見
え
る
の
は
、
源
氏
一
人
を
指

す
の
で
は
な
く
「
木
高
き
紅
葉
の
蔭
」
や
「
物
の
音
」、「
松
風
」
の
響
き
合
い
、

「
色
々
に
散
り
か
ふ
木
の
葉
」
の
中
で
舞
い
出
る
源
氏
と
い
う
そ
の
場
面
そ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
物
の
価
値
が
わ
か
ら

な
い
下
人
ま
で
も
が
少
し
だ
け
で
も
わ
か
る
者
は
涙
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
下
人
も
こ
の
場
の
「
恐
ろ
し
」
く
、「
そ
ぞ
ろ
寒
」
い
雰
囲
気

を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
恐
ろ
し
き
」
と
感
じ
て
い
る
人

物
や
傍
線
部
②
の
よ
う
に
「
そ
ぞ
ろ
寒
く
」
感
じ
て
い
る
人
物
は
、
そ
の
場
に

い
た
人
物
た
ち
だ
け
の
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
や
は
り
語
り
手
自
身
も
「
木

高
き
紅
葉
の
蔭
」
や
「
物
の
音
」、「
松
風
」
の
響
き
合
い
、「
色
々
に
散
り
か

ふ
木
の
葉
」
の
中
で
舞
い
出
る
源
氏
の
様
子
と
い
っ
た
場
面
全
体
を
、
こ
の
よ

う
に
「
恐
ろ
し
き
」「
そ
ぞ
ろ
寒
く
」
と
感
じ
取
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
文
を
読
ん
だ
読
者
も
、
同
じ
よ
う
に
こ
の
場
面
の
光
源
氏
を
「
恐
ろ

し
き
」「
そ
ぞ
ろ
寒
く
」
感
じ
る
よ
う
な
語
り
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
一
人
称
的
な
固
定
化
し
た
視
点
と
い
う
も
の
で
は
捉
え
き
れ

ず
、
語
り
の
位
置
が
不
安
定
で
流
動
的
に
な
っ
て
い
る
場
面
は
『
源
氏
物
語
』

の
他
の
場
面
に
も
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
語
り
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
三
谷

邦
明
に
よ
る
「
自
由
直
接
言
説
」、「
自
由
間
接
言
説）2
（

」、
藤
井
貞
和
に
よ
る

「
四
人
称
（
物
語
人
称
）」、「
ゼ
ロ
人
称
（
語
り
手
人
称
））

3
（

」、
高
橋
享
に
よ
る

「
も
の
の
け
の
よ
う
な
作
者）4
（

」、「
心
的
遠
近
法）5
（

」、
陣
野
英
則
に
よ
る
「
ヘ
テ
ロ

フ
ォ
ニ
ー
的
な
複
数
の
話
声
の
重
な
り）6
（

」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
語
り
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を

摑
む
こ
と
が
で
き
、
深
め
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
語
り
が
生
じ
る

機
構
に
つ
い
て
日
本
語
の
特
徴
を
捉
え
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。

　

登
場
人
物
と
語
り
手
の
心
情
が
重
な
っ
て
い
る
文
を
み
る
と
、
学
校
文
法
で

い
う
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
知
覚
動
詞）7
（

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
先
の
文
で
も
網
掛
け
に
し
た
部
分
の
よ
う
に
、「
も
の
の
お
も
し
ろ
き
」

「
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
る
」「
め
で
た
き
」「
見
え
ぬ
」「
見
え
た
ま
ふ
」、
ま

た
次
の
文
で
も
「
聞
こ
え
て
」「
恐
ろ
し
き
」「
見
ゆ
」「
い
み
じ
き
」「
そ
ぞ
ろ

寒
く
」「
お
ぼ
え
ず
」
な
ど
を
感
じ
る
主
体
の
位
置
が
不
安
定
だ
っ
た
。
本
論

で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
語
り
の
位
置
が
不
安
定
で
あ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

現
代
の
学
校
文
法
で
い
う
形
容
詞
、
形
容
動
詞
が
効
果
的
に
働
い
て
い
る
か
ら

だ
と
考
え
、
考
察
を
進
め
る
。

恐
ろ
し
き

そ
ぞ
ろ
寒
く
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語
り
と
形
容
詞
や
知
覚
動
詞
の
関
係
に
注
目
し
た
も
の
に
は
、
す
で
に
中
山

眞
彦
の
研
究）8
（

が
あ
る
。
中
山
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
か
ら
の
比
較
を
す
る
こ
と
で
、

『
源
氏
物
語
』
の
特
に
感
覚
動
詞
、
思
考
動
詞
、
主
観
（
感
情
）
形
容
詞
に
こ

の
よ
う
な
語
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
中
山
の
論
は
大
変
重
要

で
あ
る
が
、
基
本
的
に
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
た
め
、

形
容
詞
や
形
容
動
詞
の
把
握
の
仕
方
が
や
や
定
ま
っ
て
い
な
い
点
が
あ
る
。
中

山
の
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
二
節
に
て
後
述
す
る
。
本
論
で
は
、
中
山
の

指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
改
め
て
形
容
詞
が
ど
の
よ
う
な
品
詞
で
あ
る
の
か
確

か
め
、
形
容
詞
が
語
り
に
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
機
構
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
時
枝
誠
記
の
「
詞
」・「
辞
」

　

登
場
人
物
と
語
り
手
の
位
置
が
一
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
語
り
に
な
っ
て
い

る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
語
文
の
特
性
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
時

枝
誠
記
の
い
う
「
詞
」
と
「
辞
」
の
分
類
が
参
考
に
な
る）9
（

。
で
は
、
時
枝
の
研

究
を
概
観
し
て
、
こ
の
問
題
を
捉
え
て
ゆ
く
。

　

時
枝
は
、
日
本
語
の
文
法
論
に
お
い
て
、
単
語
を
（
一
）
概
念
過
程
を
含
む

形
式
、（
二
）
概
念
過
程
を
含
ま
ぬ
形
式
の
二
つ
に
分
け
、
古
来
か
ら
用
い
ら

れ
た
名
称
の
「
詞
」
と
「
辞
」
を
当
て
は
め
た
。（
一
）
概
念
過
程
を
含
む
形

式
と
は
、
表
し
た
い
こ
と
を
い
っ
た
ん
客
体
化
、
概
念
化
し
て
音
声
に
よ
っ
て

表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、「
山
」「
走
る
」
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
一
方
、

（
二
）
概
念
過
程
を
含
ま
ぬ
形
式
と
は
、
表
し
た
い
こ
と
を
客
体
化
せ
ず
、
直

接
表
し
た
も
の
で
、「
ず
」「
む
」
な
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
（
一
）
は
「
詞
」、

（
二
）
は
「
辞
」
に
な
る
。
た
と
え
ば
、「
詞
」
に
分
類
で
き
る
「
行
く
」
と
い

う
単
語
は
、
概
念
過
程
を
経
た
形
式
の
た
め
「
彼
は
行
く
」
と
第
三
者
に
対
し

て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
辞
」
に
分
類
で
き
る
推
量
の
助
動

詞
「
む
」
は
、「
彼
行
か
む
」
と
す
る
な
ら
ば
、
推
量
す
る
の
は
「
彼
」
で
は

な
く
、
発
話
主
体
で
あ
る
。

　

日
本
語
の
文
は
、「
詞
」
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
主
体
を
そ
の
ま
ま
示
す
「
辞
」
が
客
体
化
し
た
も
の
を
示
す
「
詞
」

を
包
む
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
時
枝
は
「
詞
」
と
「
辞
」
の
結
語
に
よ
っ

て
文
が
成
立
す
る
と
し
た
。
こ
れ
は
、「
辞
」
が
な
い
文
で
も
同
様
で
あ
る
。

　
　

雨 

が

右
の
図
が
示
す
様
に
、
辞
（
が
）
は
、
詞
（
雨
）
を
包
む
関
係
に
立
っ
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
主
体
が
客
体
界
を
包
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。（
中

略
）
従
っ
て
判
断
的
陳
述
を
表
す
処
の
文
と
し
て
の
「
降
る
。」「
寒
い
。」

と
い
う
表
現
も
、
陳
述
が
「
降
る
」「
寒
い
」
に
累
加
し
て
い
る
と
考
え

る
よ
り
も
、
或
は
又
こ
れ
ら
の
語
が
本
来
陳
述
作
用
を
も
同
時
的
に
表
す

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
よ
り
も
、
次
の
図
の
如
く
、

　
　

降
る
■

　
　

寒
い
■

零
記
号
の
陳
述
■
が
、「
降
る
」「
寒
い
」
と
い
う
語
を
包
ん
で
い
る
と
考
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え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う）10
（

。

つ
ま
り
、「
辞
」
が
一
見
す
る
と
な
い
文
で
も
、
話
し
手
の
主
体
が
日
本
語
の

文
に
は
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
日
本
語
文
は
、
た
だ
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
客
観
的

に
示
し
た
文
と
い
う
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
詞
」
の
み
で
あ
っ

た
ら
客
体
化
し
た
も
の
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
が
、「
辞
」
あ
る
い
は
零
記
号

が
そ
れ
を
包
む
た
め
、
話
し
手
（
書
き
手
）
の
主
観
が
ど
う
し
て
も
、
日
本
語

の
文
に
は
あ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

『
源
氏
物
語
』
の
文
で
も
、
登
場
人
物
だ
け
で
な
く
、
語
り
手
の
主
観
が
あ
ら

わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う）11
（

。

　

し
か
し
、
先
に
確
認
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
例
で
は
、
ど
の
文
に
も
登
場
人

物
と
語
り
手
の
心
情
の
重
な
り
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
形
容

詞
・
形
容
動
詞
・
知
覚
動
詞
が
あ
る
際
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
次
節
に
て
、
日

本
語
文
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
形
容
詞
・
形
容
動
詞
が
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き

を
持
つ
の
か
確
認
し
た
い
。

二
、
い
わ
ゆ
る
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
は
た
ら
き

　

時
枝
は
単
語
の
中
に
は
、「
流
れ
る
」「
赤
い
」
の
よ
う
な
「
客
観
的
な
事
実

の
表
現
す
る
語
」
と
、「
悲
し
い
」「
ほ
し
い
」
の
よ
う
な
「
主
観
的
な
情
意
の

表
現
に
関
す
る
語
」
の
二
つ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
に
「
主

観
的
な
情
意
の
表
現
に
関
す
る
語
」
に
つ
い
て
は
、
情
意
の
主
体
で
あ
る
主
語

を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
形
式
的
に
は
主
語
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
実

は
対
象
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
た
と
え
ば
、「
水
が

ほ
し
い
」
と
い
う
場
合
、
主
体
に
は
「
私
」
が
想
定
で
き
、「
水
が
」
は
対
象

語
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
区
分
け
が
で
き
な
い
語
が
あ
る
と

い
う
。あ

る
語
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

　
　

山
が
見
え
る
。

　
　

金
が
い
る
。

　
　

犬
が
こ
は
い
。

　
　

今
日
は
暑
い
。

に
お
い
て
、「
見
え
る
」「
こ
は
い
」
は
、「
山
」「
犬
」
に
つ
い
て
の
客
観

的
事
実
の
表
現
と
し
て
、「
山
が
聳
え
る
」「
犬
が
吠
え
る
」
に
お
け
る

「
聳
え
る
」「
吠
え
る
」
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
一
面
、
こ
れ
ら
の
語
は
、

そ
の
よ
う
な
知
覚
、
感
情
の
主
体
を
主
語
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
山
」「
犬
」
を
、
対
象
語
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
即

ち
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
客
観
的
な
事
実
と
主
観
的
な
事
実
と
を
、
同
時
に

表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）12
（

。

こ
れ
は
、
先
の
『
源
氏
物
語
』
の
文
に
も
当
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
、
先
の
例

に
お
い
て
「
い
と
恐
ろ
し
き
ま
で
見
ゆ
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、「
木
高
き
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紅
葉
の
蔭
」
や
「
物
の
音
」、「
松
風
」、「
色
々
に
散
り
か
ふ
木
の
葉
」
の
中
で

源
氏
が
舞
い
出
る
姿
を
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
を
見
て
い

た
人
々
や
語
り
手
に
と
っ
て
源
氏
の
様
子
が
そ
の
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
意
味

も
含
ん
で
い
る
。

　

時
枝
は
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
や
し
」「
は
づ
か
し
」「
ゆ
か
し
」「
つ
れ
な
し
」

「
見
ゆ
」
を
挙
げ
る
。
特
に
、
形
容
詞
と
断
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
れ
ら
は
、
現
在
学
校
文
法
に
て
形
容
詞
や
知
覚
動
詞
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。「
あ
や
し
」
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

「
あ
や
し
」
の
語
義
は
、
大
日
本
国
語
辞
典
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
解

説
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一　

思
ひ
が
け
ず
、
不
思
議
な
り
、
く
す
し

　
　

二　

常
に
異
な
り
、
例
な
ら
ず
、
め
づ
ら
し

　
　

三　

疑
は
し
、
い
ぶ
か
し

　
　

四　

賤
し
、
見
苦
し

以
上
の
語
義
を
、
客
観
的
意
味
と
、
主
観
的
意
味
と
に
分
つ
な
ら
ば
、
二

及
び
四
は
前
者
に
属
し
、
一
及
び
三
は
後
者
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
大

体
に
お
い
て
云
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、「
あ
や
し
」

と
云
う
語
は
、
一
般
に
は
こ
の
両
者
の
総
合
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
、

或
る
場
合
に
は
客
観
的
意
味
に
傾
き
、
或
る
場
合
に
は
主
観
的
意
味
に
傾

く
と
い
う
こ
と
に
な
る）13
（

。

こ
の
よ
う
に
、
時
枝
は
形
容
詞
（
特
に
感
情
形
容
詞
と
呼
ば
れ
る
も
の
）
や
知

覚
動
詞
を
例
に
と
り
、
情
意
を
表
す
語
は
、
客
観
的
な
意
味
と
主
観
的
意
味
の

二
つ
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
対
象
化
を
す
る
「
詞
」
と
対
象
化
し
な
い

「
辞
」
の
両
者
を
併
せ
持
つ
語
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。
そ

の
例
と
し
て
、
形
容
詞
・
知
覚
動
詞
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

先
に
指
摘
し
た
と
お
り
、『
源
氏
物
語
』
で
も
い
わ
ゆ
る
形
容
詞
・
形
容
動

詞
・
知
覚
動
詞
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、
語
り
の
位
置
が
不
安

定
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
た
考
え
は
現
代
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
日
本
語
学

キ
ー
ワ
ー
ド
事
典
（
新
装
版）14
（

）』
を
見
る
と
、
形
容
詞
が
主
観
的
な
意
味
と
客

観
的
な
意
味
の
両
者
を
併
せ
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
項
目
を
書

い
て
い
る
細
川
英
雄
は
、
こ
の
よ
う
な
形
容
詞
の
特
性
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る）15
（

。

　

と
は
い
え
、
時
枝
の
客
観
的
な
事
実
と
主
観
的
な
感
情
を
同
時
に
表
現
し
て

い
る
と
い
う
考
え
を
、
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、

主
観
と
客
観
と
分
け
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
時
枝
は
、
認
識
す
る
主
体
（
主

観
）
と
い
う
も
の
を
前
提
と
し
て
、
認
識
の
対
象
を
客
体
（
客
観
）
と
し
て
捉

え
て
い
る）16
（

。
そ
の
た
め
、「
あ
や
し
」
と
い
う
語
を
「
或
る
場
合
に
は
客
観
的

意
味
に
傾
き
、
或
る
場
合
に
は
主
観
的
意
味
に
傾
く
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し

か
し
、「
あ
や
し
」
は
、
二
や
四
の
意
味
も
主
観
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
一
、
三
も
客
観
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
客
観
、
主
観
と
い
う
限
定
は

「
あ
や
し
」
と
い
う
語
に
は
な
く
、
ど
の
場
面
に
お
い
て
も
「
あ
や
し
」
と
い

う
語
が
一
〜
四
の
意
味
を
同
時
に
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
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つ
ま
り
、「
あ
や
し
」
と
い
う
語
は
、
主
観
と
客
観
が
表
裏
一
体
に
な
っ
て
お

り
、
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
語
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

　

こ
れ
は
「
詞
」
と
「
辞
」
の
分
類
に
も
い
え
る
。「
詞
」
と
「
辞
」
の
分
類

に
し
て
も
、
認
識
す
る
主
体
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
主
体
の
概
念
過

程
が
含
む
の
か
含
ま
な
い
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
固
定
さ
れ
た

主
体
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
区
分
は
必
要
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
一
方
で
、
時
枝
の
区
分
が
全
く
必
要
で
は
な
い
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
先

に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
詞
」
と
「
辞
」
は
二
つ
が
結
合
し
て
は
じ
め
て
文
に

な
る
が
、
客
体
化
す
る
「
詞
」
と
主
観
を
表
す
「
辞
」
に
分
け
る
こ
と
で
、
日

本
語
の
主
客
が
分
離
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
が
「
あ

や
し
」
や
「
見
ゆ
」
な
ど
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
重
要
で

あ
る
。
日
本
語
は
、
も
と
も
と
主
客
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
主
体
の
位

置
が
固
定
で
き
な
い
言
語
だ
が
、
そ
れ
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
形
容

詞
や
知
覚
動
詞
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
時
枝
が
指
摘
し
て
い
な
か
っ
た
形
容
動
詞
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
時
枝

は
形
容
動
詞
と
い
う
品
詞
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
静
か
だ
」

と
い
う
形
容
動
詞
は
、「
静
か
」
を
「
詞
」
に
、「
だ
」
を
「
辞
」
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
形
容
動
詞
を
認
定
し
な
い

時
枝
の
考
え
方
は
、
現
在
で
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
動
詞
的
性
質
、
他
方
で
形
容
詞
的
性
質
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
い

ず
れ
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
形
容
動
詞
」
と
呼
ば
れ
る
。（
中
略
）

平
安
時
代
に
な
る
と
、
形
容
詞
の
語
彙
的
不
足
を
補
充
す
る
よ
う
な
意
味

も
あ
っ
て
、
著
し
く
発
達
し
た
。（
中
略
）
状
態
や
情
意
を
表
現
す
る
語

と
し
て
他
に
形
容
詞
が
あ
る
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
形
容
詞
の
語

種
が
比
較
的
少
な
く
、
語
彙
的
に
不
足
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
補
う
よ

う
な
形
で
形
容
動
詞
が
発
達
し
た
。「
暖
か
い
│
暖
か
だ
」
の
よ
う
に
、

同
一
語
幹
が
形
容
詞
と
形
容
動
詞
と
の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
い
る
場
合
も

少
な
く
な
い
。（
中
略
）
そ
う
な
る
と
形
容
詞
と
形
容
動
詞
と
の
差
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
塚
原
鉄
雄
（「『
暖
か
い
』
と
『
暖

か
だ
』」（『
口
語
文
法
講
座
』
三
）
に
よ
れ
ば
前
者
は
「
属
性
の
抽
出
」

で
あ
り
、
後
者
は
「
状
態
の
判
定
」
で
あ
る
と
い
う
。（
中
略
）
時
枝
の

考
え
の
根
本
に
は
、
語
に
は
客
体
的
世
界
を
表
わ
す
「
詞
」
と
、
そ
れ
に

対
す
る
主
体
的
な
把
握
の
態
度
を
表
わ
す
「
辞
」
と
が
あ
る
が
、
そ
の
両

方
の
性
質
を
同
時
に
も
っ
た
よ
う
な
語
は
存
在
し
な
い
と
い
う
前
提
が
あ

り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、「
静
か
（
詞
）
だ
（
辞
）」
も
二
語
と
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
近
来
、
詞
的
性
質
と
辞
的
性

質
と
が
一
語
の
中
に
共
存
し
得
る
と
す
る
見
方
が
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
か

ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
再
考
を
要
す
る）17
（

。

傍
線
部
の
よ
う
に
、
形
容
動
詞
も
、
形
容
詞
と
同
様
に
、
客
体
的
世
界
を
表
わ

す
「
詞
」
と
主
体
的
な
把
握
の
態
度
を
表
す
「
辞
」
と
い
う
概
念
か
ら
外
れ
る

も
の
だ
と
理
解
で
き
る）18
（

。
そ
も
そ
も
形
容
動
詞
は
、
形
容
詞
と
似
た
性
質
を
持

っ
て
い
る
こ
と
が
研
究
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
形
容
動
詞
を
名
詞
的
形
容
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詞
あ
る
い
は
ナ
形
容
詞
、
第
一
形
容
詞
と
呼
び
、
形
容
詞
を
動
詞
的
形
容
詞
ま

た
は
イ
形
容
詞
、
第
二
形
容
詞
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る）19
（

。
こ
こ
で
は
、
そ
の
違
い

に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
が
、
形
容
動
詞
も
形
容
詞
と
同
じ
よ
う
に
主
客
が
自

立
し
て
い
な
い
面
が
強
い
語
だ
と
捉
え
た
い）20
（

。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
中
山
眞
彦
が

「
主
観
（
感
情
・
感
覚
）
形
容
詞
と
「〈
思
フ
〉
に
代
表
さ
れ
る
主
観
的
な
思
考

の
動
詞
」
な
ど
の
情
意
語
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
日
本
語
の
物
語
文

が
心
情
を
語
る
と
き
に
「
心
情
の
主
で
あ
り
か
つ
そ
の
言
表
行
為
の
主
体
で
あ

る
「
私
」
の
声
を
と
お
し
て
、
そ
の
響
き
を
増
幅
さ
せ
」
る
と
論
じ
て
い
る）21
（

。

中
山
は
形
容
詞
を
主
観
（
感
情
・
感
覚
）
形
容
詞
に
限
っ
て
論
じ
て
い
る
。
日

本
語
の
形
容
詞
は
、
古
語
で
い
う
シ
ク
活
用
の
も
の
は
主
観
的
な
表
現
で
あ
り
、

そ
う
で
な
い
も
の
は
客
観
的
な
表
現
と
感
情
形
容
詞
と
状
態
形
容
詞
の
二
つ
を

区
分
し
て
お
り
、
一
方
で
フ
ラ
ン
ス
語
は
「
構
文
上
の
位
置
に
し
た
が
い
客
観

的
状
態
を
も
主
観
的
状
態
を
も
指
し
得
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
語

の
「
主
観
形
容
詞
は
あ
く
ま
で
も
純
粋
主
観
を
表
そ
う
と
す
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
し
か
し
、
属
性
形
容
詞
と
呼
ば
れ
る
形
容
詞
も
必
ず
し
も
客
観
的
状
態

だ
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
も
の
の
性
質
を
表
わ
す
形
容
詞
の
中
に
は
、
同
時
に
感
覚
を
表

わ
す
と
み
ら
れ
る
語
も
あ
る
。
た
と
え
ば
温
度
に
関
係
の
あ
る
形
容
詞
の

う
ち
の
「
あ
つ
い
」「
さ
む
い
」
は
、
次
の
よ
う
な
例
で
は
、
し
い
て
求

め
れ
ば
大
気
が
そ
の
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
、
そ
の
温
度
が
高
い
・
低
い

と
い
う
こ
と
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。（
中
略
：
用
例
を
挙
げ

る
）
人
間
の
感
覚
器
官
は
、
環
境
の
状
態
を
認
知
し
て
、
そ
れ
に
適
応
し

た
適
切
な
行
動
を
と
っ
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
の
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
覚
は
外
界
の
物
の
状
態
と
密
接
な
関
係
に
あ

り
、
こ
の
両
面
が
同
一
の
形
容
詞
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
）
22
（

。

時
枝
が
表
現
主
体
の
存
在
を
前
提
と
し
た
よ
う
に
、
中
山
が
感
情
形
容
詞
を

「
純
粋
主
観
」
を
表
す
も
の
と
す
る
の
も
、
表
現
主
体
と
い
う
も
の
が
あ
る
と

い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
形
容
詞
は
、
対
象
と
そ
れ
を
見
て
い
る
主
体
の

二
つ
に
は
分
割
さ
れ
な
い
。
両
者
が
独
立
せ
ず
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
大

き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
日
本
語
文
自
体
、
主
観
と

客
観
は
独
立
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
二
つ
の
区
分
け
は
で
き
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
中
で
形
容
詞
は
特
に
そ
の
性
質
を
強
く
持
っ
て
い
る
。

　

第
四
節
で
は
、
こ
う
し
た
形
容
詞
、
形
容
動
詞
の
『
源
氏
物
語
』
の
語
り
に

お
け
る
は
た
ら
き
を
具
体
的
に
検
証
す
る
が
、
そ
の
前
に
形
容
詞
や
形
容
動
詞

の
特
徴
を
も
う
一
つ
だ
け
確
認
す
る
。

三
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
と
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト

　

形
容
詞
や
形
容
動
詞
は
、
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
が
つ
き
に
く
い
と
い
う
特

徴
が
あ
り
、
知
覚
動
詞
と
は
異
な
っ
た
面
も
あ
る
。
次
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
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け
る
「
う
つ
く
し
」「
う
つ
く
し
げ
な
り
」
に
ど
の
程
度
テ
ン
ス
や
ア
ス
ペ
ク

ト
が
つ
い
て
い
る
か
調
査
し
た
も
の
を
示
す
。

　
「
う
つ
く
し
」
に
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
が
つ
く
も
の
…
五
例

・
い
と
う
つ
く
し
か
り
つ
る
児
か
な
（
若
紫
①
二
〇
九
）

・
い
と
う
つ
く
し
か
り
け
れ
ば
（
宿
木
⑤
四
八
五
）

・
い
と
う
つ
く
し
か
り
け
れ
ば
（
浮
舟
⑥
一
一
三
）　

※
河
内
本
（
大
島

本
）「
う
つ
く
し
け
れ
は
」

・
あ
て
に
う
つ
く
し
か
り
し
こ
と
な
ど
思
ひ
出
づ
る
に
（
蜻
蛉
⑥
二
二

五
）

・
六
尺
ば
か
り
な
る
末
な
ど
ぞ
う
つ
く
し
か
り
け
る
。（
手
習
⑥
三
三
四
）

　
「
う
つ
く
し
げ
な
り
」
に
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
が
つ
い
た
も
の
…
○
例）

23
（

形
容
詞
「
う
つ
く
し
」
に
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
が
つ
く
も
の
は
、『
源
氏
物

語
』
中
五
例
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
形
容
動
詞
「
う
つ
く
し
げ
な
り
」

に
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
が
つ
い
た
も
の
は
、『
源
氏
物
語
』
中
に
は
一
例
も

み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
動
詞
と
違
っ
て
形
容
詞
に
テ
ン
ス
や
ア
ス

ペ
ク
ト
が
つ
か
な
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
形
容
詞
や
形
容
動
詞
の
性
質
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

動
詞
と
形
容
詞
と
の
違
い
は
、
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
事
物

の
属
性
を
運
動
・
生
成
変
化
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
の
が
動
詞
で
あ

り
、
事
物
の
属
性
を
静
止
・
固
定
・
無
変
化
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
の

が
形
容
詞
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い）24
（

。

形
容
詞
や
形
容
動
詞
は
、
事
物
の
属
性
を
静
止
・
固
定
・
無
変
化
な
も
の
と
し

て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
そ
の
発
話
時
の
状
態
を
表
し
て
い
る
た
め
、

基
本
的
に
時
の
動
き
と
結
び
つ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
つ
」「
ぬ
」「
た
り
」

「
り
」
と
い
っ
た
完
成
相
・
継
続
相
・
結
果
相
な
ど
の
ア
ス
ペ
ク
ト
も
、「
む
」

や
「
け
り
」
と
い
っ
た
時
間
の
推
移
を
表
す
テ
ン
ス
も
共
起
し
な
い
こ
と
が
多

い
。
漢
文
訓
読
を
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
き
の
み
、
形
容

詞
や
形
容
動
詞
に
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
が
つ
く
よ
う
に
な
る
。

　

現
代
語
で
は
、
形
容
詞
に
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
が
つ
く
こ
と
も
多
い
。
し

か
し
、
平
安
時
代
で
は
、
形
容
詞
に
関
す
る
考
え
方
が
、
異
な
っ
て
い
た
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
平
安
時
代
で
は
、
形
容
詞
が
、
過
去
↓
現
在
↓
未
来
と
い
う

直
線
的
な
時
間
概
念
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
と
え
ば
、「
を

か
し
」
と
あ
る
場
合
、
昔
も
未
来
も
関
係
な
く
、
今
「
を
か
し
」
で
あ
る
状
態
、

「
を
か
し
」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
形
容
詞
は
、
今
こ
こ

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
表
す
語
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
語
に
「
テ
ン
ス
」
や
「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
い
う
概
念
を
用

い
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
現
在
形
（
非
過
去
形
）
は
現
在
の
こ
と

で
は
な
く
、
未
来
の
こ
と
を
表
す
場
合
も
あ
れ
ば
、
過
去
か
ら
今
ま
で
の
状
態

を
示
す
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、「
け
り
」
は
過
去
の
一
時
点
を
示
す
の
で
は
な

く
、
現
在
に
流
れ
込
ん
で
く
る
過
去
を
示
す
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）25
（

。
藤
井
貞
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和
は
動
詞
の
活
用
に
よ
っ
て
時
制
を
表
す
西
洋
語
と
比
べ
、
日
本
語
は
「
テ
ン

ス
／
ア
ス
ペ
ク
ト
語
と
し
て
の
性
格
を
、
文
法
上
、
十
分
に
発
揮
し
て
い
る
と

言
い
が
た
い
」
と
し
、「
助
動
辞
の
存
在
を
待
っ
て
、
テ
ン
ス
な
ら
テ
ン
ス
、

ア
ス
ペ
ク
ト
な
ら
ア
ス
ペ
ク
ト
」
を
表
す
の
だ
と
し
て
い
る
。
時
枝
の
「
詞
」

と
「
辞
」
の
議
論
を
考
察
し
た
際
、
時
枝
は
認
識
す
る
主
体
を
前
提
と
し
て
い

る
た
め
、「
詞
」
と
「
辞
」
を
分
類
し
た
の
だ
と
指
摘
し
た
。
こ
の
「
テ
ン
ス
」

「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
を
援
用
す
る
こ
と
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
認

識
す
る
主
体
を
前
提
に
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
認
識
し
て
い
る
時
点
が
固
定
化

さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
特
に
物
語
の
文
で
は
、
登
場
人
物
た
ち
な
の
か
語
り

手
な
の
か
、
そ
の
語
り
の
位
置
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
固
定
化
さ
れ
て
い
な
い
。

　

日
本
語
に
「
テ
ン
ス
」
や
「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
い
う
概
念
を
直
接
援
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
テ
ン
ス
」
や
「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
と
い
う
概
念
が
日
本

語
で
は
ど
の
よ
う
に
西
洋
語
と
異
な
る
の
か
、
時
間
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
か
考
え
る
た
め
に
、
本
論
で
は
便
宜
的
に
「
テ
ン
ス
」「
ア
ス
ペ

ク
ト
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
ひ
と
ま
ず
「
テ
ン
ス
」「
ア
ス
ペ
ク
ト
」

と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
で
、
形
容
詞
や
形
容
動
詞
が
用
い
ら
れ
る
と
き

に
は
特
に
、
語
り
が
あ
る
一
時
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
は
想
定
で
き
な

く
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。

　

他
に
も
、
形
容
詞
に
は
敬
語
表
現
が
共
起
し
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
敬

語
表
現
が
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手
が
前
景
化
し
な
い
と
い
う
点
で

重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
深
く
触
れ
な
い
が
、
語
り
手
が

前
面
に
出
な
い
か
ら
こ
そ
語
り
の
位
置
が
ま
す
ま
す
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
け
指
摘
し
た
い）26
（

。

　

以
上
、
一
節
か
ら
三
節
ま
で
論
じ
た
こ
と
を
以
下
に
ま
と
め
た
い
。
日
本
語

文
は
、
主
客
が
未
分
化
で
あ
り
、
両
者
が
同
時
に
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
、
知
覚
動
詞
は
時
枝
誠
記

の
言
う
「
辞
」
と
「
詞
」
の
概
念
で
は
論
じ
き
れ
な
い
語
で
あ
り
、
物
語
で
用

い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
語
り
の
位
置
を
不
安
定
に
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
。
ま

た
、
平
安
時
代
の
形
容
詞
（
形
容
動
詞
）
は
、
現
在
と
は
異
な
る
認
識
が
さ
れ

て
い
た
。
当
時
の
読
者
は
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
が
あ
る
場
面
を
過
去
・
現

在
・
未
来
と
い
う
直
接
的
な
時
間
概
念
で
捉
え
て
お
ら
ず
、
今
こ
こ
に
あ
る
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
形
容
詞
や
形
容
動
詞
は
、
あ
る
一
時
点
か
ら
語
る
と

い
う
、
そ
の
語
り
の
位
置
を
固
定
化
し
な
い
こ
と
で
、
登
場
人
物
や
語
り
手
だ

け
で
な
く
、
読
者
ま
で
も
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
。
次
の
四
節
で
は
、『
源
氏
物
語
』

の
「
賢
木
」
巻
の
本
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
英
訳
を
比
較
し

て
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
の
は
た
ら
き
を
確
認
す
る
。

四
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
形
容
詞
、
形
容
動
詞
の
は
た
ら
き

　

次
に
掲
げ
る
の
は
源
氏
が
六
条
の
御
息
所
の
い
る
野
宮
を
訪
れ
る
場
面
で
あ

る
。

は
る
け
き
野
辺
を
分
け
入
り
た
ま
ふ
よ
り
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
。
秋
の
花
は

み
な
お
と
ろ
へ
つ
つ
、
浅
茅
が
原
も
か
れ
が
れ
な
る
虫
の
音
に
、
松
風
す
ご
く
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吹
き
あ
は
せ
て
、
そ
の
こ
と
と
も
聞
き
わ
か
れ
ぬ
ほ
ど
に
、
物
の
音
ど
も
絶
え

絶
え
聞
こ
え
た
る
、
い
と
艶
な
り
。
睦
ま
し
き
御
前
十
余
人
ば
か
り
、
御
随
身

こ
と
ご
と
し
き
姿
な
ら
で
、
い
た
う
忍
び
た
ま
へ
れ
ど
、
こ
と
に
ひ
き
つ
く
ろ

ひ
た
ま
へ
る
御
用
意
い
と
め
で
た
く
見
え
た
ま
へ
ば
、
御
供
な
る
す
き
者
ど
も
、

所
が
ら
さ
へ
身
に
し
み
て
思
へ
り
。（
賢
木
②
八
五
）

「
は
る
け
き
野
辺
を
分
け
」
入
っ
て
い
る
の
は
、「
た
ま
ふ
」
と
あ
る
た
め
源
氏

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
」
と
感
じ
て
い
る
の
は
、

源
氏
だ
け
で
は
な
く
、「
睦
ま
し
き
御
前
十
余
人
」
や
「
御
随
身
」、「
語
り
手
」

さ
ら
に
は
、
こ
の
空
間
に
い
る
す
べ
て
の
者
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
秋
の

花
や
、
浅
茅
が
原
、
虫
の
音
、
松
風
、
物
の
音
な
ど
が
重
な
り
合
っ
て
、「
い

と
も
の
あ
は
れ
な
り
」
と
な
っ
て
お
り
、「
も
の
あ
は
れ
な
り
」
の
対
象
も
明

確
で
は
な
い
。「
い
と
艶
な
り
」
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
固
定
的
な
視
点
を
持
つ
英
訳
で
は
、「
も
の
あ
は
れ
な
り
」
や
「
艶

な
り
」
の
主
体
を
特
定
し
て
い
る
。
で
は
、
ま
ず
当
該
場
面
の
ア
ー
サ
ー
・
ウ

ェ
イ
リ
ー
の
訳
を
確
認
す
る
。

A
s h

e m
ad

e h
is w

ay th
ro

u
g

h
 th

e o
p

en
 co

u
n

try th
at stretch

ed
 o

u
t 

en
d

lessly o
n

 every sid
e, h

is h
eart w

as stran
g
ely stirred

. T
h

e au
tu

m
u

n
 

flo
w

ers w
ere fad

in
g
; alo

n
g th

e reed
s b

y th
e river th

e sh
rill vo

ices o
f 

m
an

y in
sects b

len
d

ed
 w

ith
 th

e m
o

u
rn

fu
l flu

tin
g o

f th
e w

in
d

 in
 th

e 

p
in

es. S
carcely d

istin
gu

ish
ab

le fro
m

 th
ese so

m
ew

h
ere in

 th
e d

istan
ce 

ro
se an

d
 fell a fain

t, en
ticin

g so
u
n

d
 o

f h
u
m

an
 m

u
sic

）
27
（

.

網
掛
け
で
示
し
た
よ
う
に
「
も
の
あ
は
れ
な
り
」
は
源
氏
の
心
情
の
み
を
表
し

て
お
り
、「
艶
な
り
」
は
「
者
の
音
」
の
状
態
の
み
を
指
し
て
い
る
。

　

次
に
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
を
み
て
み
よ
う
。

It w
as o

ver a reed
 p

lain
 o

f m
elan

ch
o
ly b

eatu
ty th

at h
e m

ad
e h

is w
ay 

to
 th

e sh
rin

e. T
h

e au
tu

m
n

 flo
w

ers w
ere go

n
e an

d
 in

sects h
u

m
m

ed
 in

 

th
e w

in
try tan

g
les. A

 w
in

d
 w

h
istlin

g th
ro

u
g

h
 th

e p
in

es b
ro

u
g

h
t 

sn
atch

es o
f m

u
sic to

 m
o
st w

o
n

d
erfu

l effect, th
o
u

gh
 so

 d
istan

t th
at h

e 

co
u
ld

 n
o
t tell w

h
at w

as b
ein

g p
layed

）
28
（

.

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
で
は
、
網
掛
で
示
し
た
よ
う
に
、「
も
の
あ
は
れ
な

り
」
の
対
象
は
「
は
る
け
き
野
辺
」
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
感
じ
た
人

物
に
関
し
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
艶
な
り
」
も
「
松
風
」
が
運

ん
で
き
た
、
か
す
か
な
「
物
の
音
」
の
み
を
指
し
て
お
り
、
や
は
り
そ
れ
を
感

じ
る
人
物
に
関
し
て
は
言
及
さ
れ
な
い
。

　

ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
訳
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

M
elan

ch
o
ly o

verw
h

elm
ed

 h
im

 as so
o
n

 as h
e set o

u
t acro

ss th
e m

o
o
r’ s 

vast exp
an

se. T
h

e au
tu

m
n

 flo
w

ers w
ere d

yin
g
; am

o
n

g th
e b

rak
es o

f 

w
ith

erin
g sed

g
e, in

sect cries w
ere fain

t an
d

 few
; an

d
 th

ro
u

g
h

 th
e 
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w
in

d
’ s sad

 sig
h

in
g am

o
n

g th
e p

in
es th

ere reach
ed

 h
im

 at tim
es th

e 

so
u

n
d

 o
f in

stru
m

en
ts, alth

o
u

g
h

 so
 fain

tly th
at h

e co
u

ld
 n

o
t say w

h
at 

th
e m

u
sic w

as. T
h

e scen
e h

ad
 an

 in
ten

sely elo
q
u
en

t b
eau

ty

）
29
（

.

タ
イ
ラ
ー
訳
は
「
も
の
あ
は
れ
な
り
」
は
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
源
氏
、「
艶
な

り
」
は
対
象
で
あ
る
情
景
全
体
を
指
し
て
い
る
。
先
の
二
つ
の
訳
と
は
異
な
り
、

「
物
の
音
」
な
ど
一
つ
に
は
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
や
は
り
対
象
の
み
に

言
及
し
て
い
る
点
は
同
じ
と
い
え
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
で
は
、「
も
の
あ
は
れ
な
り
」、「
艶
な
り
」
は
そ
れ
を

誰
が
感
じ
て
い
る
の
か
、
そ
の
対
象
は
何
で
あ
る
の
か
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
、
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
形
容
詞
が
主
体
と
客
体
に
分
け

て
い
な
い
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
う
つ
く
し
」
の
場
合
、
そ
の
対

象
が
「
う
つ
く
し
」
の
状
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
対
象
を
「
う
つ
く
し
」

と
思
う
主
体
の
両
方
が
含
ま
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
主
体
と
客
体
と
の
区
別
が

な
い
。「
も
の
あ
は
れ
な
り
」「
艶
な
り
」
に
主
客
と
い
う
概
念
が
も
と
も
と
な

い
か
ら
こ
そ
、
語
り
の
位
置
が
固
定
さ
れ
て
い
な
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
形
容
詞
や
形
容
動
詞
は
、
固
定
的
な
視
点
と
い

う
も
の
を
前
提
と
し
な
い
語
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
形
容
詞
や
形
容
動

詞
は
、
主
体
の
位
置
が
特
に
定
ま
ら
な
い
語
で
あ
り
、
物
語
で
用
い
ら
れ
て
い

る
場
合
も
、
語
り
の
位
置
を
不
安
定
に
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り

も
、
も
と
も
と
主
体
の
位
置
は
定
ま
っ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
形
容
詞
や
形
容

動
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
何
か
を
感
じ
る
主
体
と
い
う
の
が
た
ち
あ
ら
わ

れ
、
そ
の
主
体
が
み
る
対
象
も
お
ぼ
ろ
げ
に
あ
ら
わ
れ
る）30
（

。
し
か
し
、
形
容
詞

や
形
容
動
詞
は
そ
の
主
体
と
対
象
の
区
別
が
な
い
た
め
に
、
た
と
え
ば
「
う
つ

く
し
」
が
何
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

対
象
と
そ
れ
を
感
知
す
る
主
体
と
い
う
概
念
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
形
容
詞
や

形
容
動
詞
の
意
味
は
読
者
に
ひ
ら
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、
先
の
野
宮
へ
の
訪
問

の
場
面
に
お
け
る
「
も
の
あ
は
れ
な
り
」
や
「
艶
な
り
」
は
そ
の
主
体
や
対
象

が
不
分
明
で
あ
り
、
読
む
側
が
そ
れ
を
意
味
付
け
て
い
た
。

　

同
様
に
、
特
定
の
位
置
を
持
た
な
い
語
り
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
語
の
発
話
が

い
つ
時
点
の
も
の
な
の
か
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
も
の
あ
は
れ

な
り
」
は
作
品
世
界
内
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
読
者
も
そ
の
雰
囲
気
や
心

情
が
感
じ
ら
れ
る
語
彙
と
な
っ
て
い
る
。
形
容
詞
、
形
容
動
詞
ま
た
知
覚
動
詞

は
読
む
た
び
に
、
ま
た
は
読
む
人
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
や
対
象
が
変
わ
る
、
ひ

ら
か
れ
た
語
な
の
だ）31
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
形
容
詞
の
み
の
特
徴
で
は
な
く
、
日
本
語
文
そ
の
も
の

に
い
え
る
。
そ
の
日
本
語
文
の
特
徴
を
最
も
強
く
表
わ
し
て
い
る
の
が
形
容
詞

や
形
容
動
詞
と
い
っ
た
語
彙
な
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
形
容
詞
に
敬
語
表
現
が

つ
か
な
い
問
題
、
ま
た
似
た
特
徴
を
持
つ
引
歌
や
歌
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
考
え

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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註（
1
）　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
適

宜
傍
線
を
付
け
た
。
な
お
、
巻
名
と
頁
数
に
つ
い
て
は
括
弧
内
に
記
し
た
。
異

同
に
つ
い
て
は
、
注
23
の
『
源
氏
物
語
大
成
』
を
参
照
し
た
。

（
2
）　

三
谷
邦
明
『
源
氏
物
語
の
言
説
』（
翰
林
書
房　

二
〇
〇
二
）
な
ど
。

（
3
）　

藤
井
貞
和
『
平
安
物
語
叙
述
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
一
）、
藤
井

貞
和
『
文
法
的
詩
学
』（
笠
間
書
院
二
〇
一
二
）
な
ど
。

（
4
）　

高
橋
享
「
物
語
の
〈
語
り
〉
と
〈
書
く
〉
こ
と
」（『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』

東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
二
）。

（
5
）　

高
橋
享
「
源
氏
物
語
の
心
的
遠
近
法
」（『
物
語
と
絵
の
遠
近
法
』
ぺ
り
か
ん

社　

一
九
九
一
）。

（
6
）　

陣
野
英
則
『
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
』（
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
四
）。

（
7
）　

な
お
、
学
校
文
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
橋
本
進
吉
の
形
容
動
詞
と
い
う
語
を

用
い
て
い
る
が
、
形
容
動
詞
は
後
述
す
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
あ
る
た

め
、
説
明
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
便
宜
的
に
用
い
て
い
る
。

（
8
）　
『
源
氏
物
語
構
造
論
│
│
『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
つ
い
て

│
│
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
五
）。

（
9
）　

藤
井
貞
和
『
文
法
的
詩
学
』（
笠
間
書
院　

二
〇
一
二
）
は
時
枝
の
文
法
論

を
踏
ま
え
て
語
り
の
問
題
を
考
え
て
い
る
。

（
10
）　

時
枝
誠
記
「
文
法
論
」（『
国
語
学
原
論
（
上
）』
岩
波
文
庫　

二
〇
〇
七
）

※
初
出
は
、
一
九
四
一
。

（
11
）　

時
枝
の
「
零
記
号
」
を
踏
ま
え
、
そ
こ
か
ら
物
語
の
語
り
の
問
題
に
つ
い
て

論
じ
た
の
が
、
藤
井
貞
和
で
あ
る
。
藤
井
は
物
語
に
は
、
常
に
「
語
り
手
」
と

い
う
「
物
語
人
称
（
ゼ
ロ
人
称
）」
が
潜
在
し
て
い
る
の
だ
と
指
摘
す
る
。
本

論
も
こ
の
「
物
語
人
称
」
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
が
、
注
8
中
山
前
掲
書
、

陣
野
英
則
「
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
こ
れ
か
ら
と
『
源
氏
物
語
』
│
│
人
称
を
め
ぐ

る
課
題
を
中
心
に
│
│
」（『
架
橋
す
る
〈
文
学
〉
理
論
』〔
新
時
代
へ
の
源
氏

学　

九
〕
竹
林
舎　

二
〇
一
六
）
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
日
本
に
は
も
と
も
と

「
人
称
」
が
対
象
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
あ
え
て
西
洋
語
の
「
人
称
」
を
あ

て
は
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
12
）　

時
枝
誠
記
「
主
観
客
観
の
総
合
的
表
現
」（『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文

法
』
至
文
堂　

一
九
五
〇
）。
表
記
は
現
代
仮
名
遣
、
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

（
13
）　

注
12
に
同
じ
。

（
14
）　
「
形
容
詞
」（
細
川
英
雄
執
筆
）（『
日
本
語
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典
（
新
装
版
）』

朝
倉
書
店　

二
〇
〇
七
）。

（
15
）　

細
川
英
雄
「
現
代
日
本
語
の
形
容
詞
分
類
に
つ
い
て
」（『
国
語
学
』
一
五
八　

一
九
八
九
・
九
）。

（
16
）　
「
詞
」
と
「
辞
」
の
区
分
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
導
き
出
さ
れ

て
い
る
。

（
17
）　

山
口
佳
紀
「
形
容
動
詞
」（
松
村
明
編
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院　

一
九
七
〇
）。

（
18
）　

阪
倉
篤
義
「
単
語
の
種
類
│
形
容
動
詞
」（『
改
稿
日
本
文
法
の
話
第
三
版
』

教
育
出
版　

一
九
九
八
）。

　

で
も
形
容
動
詞
は
詞
的
性
質
と
辞
的
性
質
を
併
せ
持
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）　

大
野
清
幸
「
日
本
語
の
形
容
動
詞
に
関
す
る
予
備
的
研
究
：
第
一
言
語
獲
得

過
程
と
動
的
文
法
理
論
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
交
流
文
化
学
部
篇
』
三
二

〇
一
三
・
三
）
の
ま
と
め
を
参
照
。

（
20
）　

永
野
賢
「
言
語
過
程
説
に
お
け
る
形
容
詞
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」（『
国
語

学
』
六　

一
九
五
一
・
六
）
は
、
時
枝
が
「
静
か
だ
」
を
「
静
か
」
と
い
う

「
詞
」
と
「
だ
」
と
い
う
「
辞
」
に
分
け
形
容
動
詞
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に

対
し
て
、
形
容
詞
の
「
し
」「
く
」
な
ど
も
「
辞
」
の
性
質
が
あ
る
た
め
形
容

詞
と
い
う
品
詞
も
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
井
貞

和
「
形
容
、
否
定
、
願
望
」「
時
間
域
、
推
量
域
、
形
容
域
│
│k

rsm

立
体
」

（『
文
法
的
詩
学
』
笠
間
書
院
二
〇
一
二
）
は
、
形
容
辞
「
│
し
」
を
想
定
し
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人文 18号（2019）

て
い
る
。

（
21
）　

注
8
中
山
前
掲
書
。
特
に
第
一
章
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
22
）　

西
尾
寅
弥
「
形
容
詞
の
意
味
・
用
法
の
記
述
的
研
究
」（『
国
立
国
語
研
究
所

報
』
四
四
秀
英
出
版　

一
九
七
二
）。

（
23
）　

池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社
一
九
八
四
〜
一
九
八
五
）
に

よ
り
調
査
し
た
。

（
24
）　

山
口
佳
紀
「
形
容
詞
」（
松
村
明
編
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院　

一

九
七
〇
）。

（
25
）　

佐
竹
昭
広
「
説
話
の
原
則
│
│
歴
史
叙
述
と
物
語
叙
述
」（『
萬
葉
集
再
読
』

平
凡
社
二
〇
〇
三
）、
藤
井
貞
和
「
伝
来
の
助
動
辞
「
け
り
」
│
│
時
間
の
経

過
」（
注
9
の
藤
井
前
掲
書
）
な
ど
。

（
26
）　

一
方
、
知
覚
動
詞
に
は
「
見
え
た
ま
ふ
」「
聞
こ
え
た
ま
ふ
」「
見
え
た
り
」

「
聞
こ
え
け
り
」
な
ど
敬
語
表
現
や
テ
ン
ス
、
ア
ス
ペ
ク
ト
が
共
起
す
る
こ
と

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
形
容
詞
と
知
覚
動
詞
の
大
き
な
違
い
と
捉
え
ら
れ
る
。

（
27
）　

A
rth

u
r W

aley, T
h

e ta
le of G

en
ji  b

y L
ad

y M
u

rasak
i

（L
o

n
d

o
n

: G
eo

rg
e 

A
llen

 &
 U

n
w

in
, 1926

─1933

）
を
も
と
に
適
宜
網
掛
け
を
し
た
。

（
28
）　

E
d

w
ard

 S
eid

en
stick

er, T
h

e T
ale of G

en
ji

（N
ew

 Y
o

rk
; A

lfred
 A

 K
n

o
p

f, 

1976

）
を
も
と
に
適
宜
網
掛
け
を
し
た
。

（
29
）　

R
oyall T

yler, T
he T

ale of G
en

ji

（N
ew

 Y
o
rk

; V
ik

in
g, 2001

）
を
も
と
に
適

宜
網
掛
け
を
し
た
。

（
30
）　

秋
山
虔
「
源
氏
物
語
の
自
然
と
人
間
」（『
新
装
版
王
朝
女
流
文
学
の
世
界
』

東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
二
・
二
〇
一
五
（
新
装
版
））、
兵
藤
裕
己
「
虚
実

皮
膜
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
│
│
物
語
り
の
視
点
・
人
称
・
主
体
│
│
」（『
物

語
研
究
』
一
四
二
〇
〇
四
）。

（
31
）　

読
み
手
に
ひ
ら
か
れ
た
語
り
だ
か
ら
こ
そ
、
書
写
の
際
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
き

変
え
が
加
え
ら
れ
る
。
陣
野
英
則
「『
源
氏
物
語
』
と
書
写
行
為
│
│
書
写
者

の
話
声
│
│
」（『
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
』
勉
誠
出
版
二
〇
〇
四
）

は
物
語
内
部
に
設
定
さ
れ
て
い
た
語
り
手
や
書
き
手
の
言
葉
と
さ
れ
て
き
た
も

の
も
、
書
写
の
過
程
を
経
て
、
現
実
世
界
の
書
写
者
の
言
葉
で
あ
る
可
能
性
を

指
摘
し
、
物
語
世
界
の
言
葉
と
現
実
世
界
の
言
葉
が
弁
別
で
き
ず
重
な
り
合
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
そ

の
議
論
を
進
め
た
も
の
に
『
源
氏
物
語
論
│
女
房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
』

（
勉
誠
出
版
二
〇
一
六
）
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
本
論

で
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
考
え
た
い
問
題
で
あ
る
。

【
付
記
】

本
論
は
、
二
〇
一
三
年
度
物
語
研
究
会
三
六
〇
回
例
会
の
テ
ー
マ
発
表
を
も
と

に
、
二
〇
一
七
年
度
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
若
手
研
究
者
研
究
助
成
を

受
け
て
、
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
際
に
ご
意
見
く
だ
さ
っ
た
方
々
、

研
究
助
成
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
そ
し
て
二
〇

一
二
年
度
か
ら
「
日
本
文
学
演
習
」
に
お
い
て
ご
指
導
く
だ
さ
っ
た
学
習
院
大

学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
の
兵
藤
裕
己
先
生
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

E
N

G
L

IS
H

 S
U

M
M

A
R

Y

A
 stu

d
y o

n
 th

e d
isco

u
rse o

f “The Tale of G
enji”  seen

 fro
m

 th
e ad

jective

T
O

M
IZ

A
W

A
 M

o
em

i

　
In

 th
is p

ap
er I w

o
u

ld
 lik

e to
 co

n
sid

er th
e n

arrative vo
ice in

 “T
h

e T
ale of 

G
en

ji”  in
 term

s o
f ad

jectives. I first lo
o
k
 in

to
 th

e Jap
an

ese ad
jective ch

aracter, 

an
d

 n
ext try to

 an
alyze th

e vo
ice o

f “T
he T

ale of G
en

ji  ”  an
d

, fin
ally, in

 th
e last 

sectio
n

, I state th
e co

n
clu

sio
n

. I can
 su

m
m

arize th
e resu

lts as fo
llo

w
s: th

e 

ad
jective an

d
 th

e n
arrative vo

ice in
 an

cien
t Jap

an
ese n

arratives are clo
sely 

co
n

n
ected

.

183



形容詞から考える『源氏物語』の語り

（65）

　
K

ey W
ords :  “T

h
e T

ale of G
en

ji  ” , n
arrative, ad

jective, ad
jective verb, M

o
to

k
i 

T
O

K
IE

D
A
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