
古
代
語
体
系
か
ら
近
代
語
体
系
へ
の
移
行
期
に
お
け
る

和
漢
対
立
語
の
意
味
変
化

｜
｜
「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
を
例
と
し
て
｜
｜

久

保

香

珠

一
章

本
稿
の
目
的

本
稿
で
は
、
語
彙
史
研
究
の
視
点
か
ら
軍
記
物
資
料
を
取
り
上
げ
、
古

代
語
か
ら
近
代
語
へ
と
移
行
す
る
過
渡
期
に
お
け
る
意
味
変
化
と
語
彙
体

系
の
推
移
の
問
題
を
考
察
す
る
。

変
化
途
中
時
期
に
あ
た
る
中
世
（
特
に
和
漢
混
淆
文
な
ど
）
に
お
い
て

は
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
古
代
語
の
意
味
解
釈
の
観
点
だ
け
で
な
く
、
近
代

語
で
の
意
味
分
析
も
比
較
参
照
す
る
よ
う
な
分
析
が
有
効
で
あ
る
こ
と

を
、
具
体
的
事
例
を
提
示
し
な
が
ら
実
績
的
に
論
じ
て
み
た
い
。

さ
て
、
日
本
語
は
、
大
き
く
は
中
世
を
一
つ
の
大
き
な
境
目
と
し
て
、

古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
と
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
語
彙
、
文
体
の
上
で

も
、
そ
の
頃
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
に
つ
い
で
和
漢
混
淆
文
が
現
れ
、
中

古
の
古
代
語
の
姿
か
ら
徐
々
に
脱
皮
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
が
、
中
世
前

半
（
特
に
鎌
倉
の
前
半
）
こ
ろ
ま
で
は
ま
だ
中
古
的
な
特
徴
を
色
濃
く
残

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
過
程
に
あ
る
院
政
鎌
倉
期
の
説
話
集
に
お
け
る

日
本
語
は
、
ま
だ
和
漢
混
淆
や
、
新
た
な
語
彙
体
系
の
構
築
が
十
分
進
行

し
て
は
お
ら
ず
、
中
古
期
の
和
文
体
的
特
徴
と
漢
文
体
的
特
徴
の
い
わ
ば

混
乱
併
用
、
新
旧
混
用
、
混
交
混
在
な
ど
と
で
も
い
う
よ
う
な
状
況
を
呈

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

一
方
、
軍
記
物
で
は
和
漢
の
混
淆
が
よ
り
一
歩
進
行
し
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

注
１

う
に
、
古
い
特
徴
を
一
部
に
残
し
な
が
ら
、
新
た
な

使
い
分
け
の
基
準
、
新
た
な
規
則
性
に
よ
る
語
彙
や
文
体
の
使
い
分
け
の

特
徴
の
芽
生
え
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
和
漢
対
立
語
、
つ
ま
り
和
文
語
・
漢
文
訓
読
語
の

対
立
を
な
す
と
い
わ
れ
る
「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
の
２
語
に
も
、
そ

の
よ
う
な
推
移
が
見
ら
れ
る
。
中
古
や
、
中
世
で
も
説
話
集
な
ど
の
一
部

の
資
料
で
は
、
古
語
辞
典
や
先
行
研
究
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
意
味
的
使
い
分
け
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
一
方
、
軍
記
物
な
ど
、
よ

り
新
し
い
中
世
前
期
の
資
料
で
は
、
古
代
語
で
の
基
準
に
よ
る
使
い
分
け

は
よ
り
混
沌
と
し
て
見
え
る
。
そ
れ
ら
で
は
、
む
し
ろ
近
代
語
現
代
語
の
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意
味
基
準
か
ら
意
味
を
把
握
し
た
方
が
、
よ
り
そ
の
語
彙
的
使
い
分
け
を

整
理
し
や
す
く
、
新
た
な
語
彙
体
系
を
把
握
し
や
す
い
よ
う
に
見
て
と
れ

る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
近
代
語
的
語
彙
体
系
に
推
移
し
て
い
る
比
率
が
高

い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
例
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
今
回

の
よ
う
な
現
代
日
本
語
に
お
け
る
最
新
の
意
味
分
析
（「
国
語
辞
典
」）
で

あ
っ
て
も
そ
の
解
釈
が
有
効
に
は
た
ら
き
、
古
代
語
的
語
彙
体
系
で
把
握

で
き
る
（
説
明
で
き
る
）
割
合
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
近
代
語
体
系
で
の
把

握
が
、
よ
り
高
い
整
合
性
を
も
つ
よ
う
に
見
ら
れ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
和
漢
対
立
の
語
の
使
い
分
け
を
新
た

に
明
ら
か
に
す
る
研
究
手
法
の
一
つ
と
し
て
、
古
代
語
の
観
点
に
よ
る
意

味
把
握
の
分
析
と
、
近
代
語
現
代
語
の
観
点
に
よ
る
意
味
把
握
の
分
析
と

の
両
面
か
ら
語
彙
を
比
較
検
討
す
る
と
い
う
比
較
対
象
的
な
分
析
を
試
み

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
変
化
過
渡
期
に
お
け
る
語
彙
の
意
味
分
析
を
行
う

一
つ
の
手
法
を
提
示
し
つ
つ
、
当
該
時
期
の
語
彙
的
意
味
分
析
の
一
方
法

と
し
て
、
実
践
的
な
事
例
研
究
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
章

先
行
研
究

古
代
語
か
ら
現
代
語
へ
と
移
行
す
る
過
渡
期
に
あ
た
る
中
世
の
特
に
前

半
の
語
彙
で
は
、
和
文
体
的
特
徴
と
漢
文
訓
読
体
的
特
徴
と
が
混
在
し
て

い
る
。
峰
岸
明
氏
は
、
例
え
ば
「
和
漢
混
淆
文
の
語
彙
」（
一
九

注
２

七
四
）

で
、
そ
の
文
体
の
混
在
な
い
し
混
淆
の
様
は
、
特
に
語
彙
の
面
に
お
い
て

顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
和
漢
混
淆

の
顕
著
な
資
料
で
あ
る
軍
記
物
、
特
に
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
は
、
和

漢
混
淆
が
よ
り
進
ん
で
い
る
こ
と
は
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
語
彙
の
一
面
と
し
て
、
木
村
真
紀
に
よ
る
『
平
家
物
語
』
の
語
彙

の
分
析
に
よ

注
３

れ
ば
、
併
用
さ
れ
る
混
淆
し
た
類
義
語
の
中
で
も
、
新
た
な

使
い
分
け
を
生
み
つ
つ
、
類
義
語
で
も
意
味
や
用
法
の
よ
り
広
い
語
が
多

用
さ
れ
生
き
残
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
過
渡
的
様
相
か
ら

現
代
語
へ
の
連
続
性
が
見
て
取
れ
る
と
い
う
。

さ
て
、
院
政
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
、
い
わ
ゆ
る
和
漢
対
立
を
な
す

類
義
語
・
同
義
語
の
文
体
差
や
、
意
味
の
相
違
の
問
題
、
ま
た
、
そ
れ
ら

の
資
料
毎
の
使
い
分
け
や
解
釈
と
い
う
研
究
課
題
は
、
資
料
に
お
け
る
訓

読
や
そ
の
注
釈
書
で
の
解
釈
の
研
究
も
含
み
な
が
ら
、
従
来
か
ら
長
く
展

開
さ
れ
て
き
て
い
る
。

例
え
ば
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
り
、
説
話
集
の
代
表
作
で
も
あ
る

『
今
昔
物
語
集
』
の
訓
読
研
究
は
盛
ん
に
展
開
し
て
き
た
が
、
近
年
で

は
、
そ
の
類
義
語
・
訓
読
解
釈
の
研
究
を
牽
引
し
て
い
る
研
究
と
し
て
、

そ
の
主
導
者
と
も
言
え
る
日
野

注
４

資
純
の
一
連
の
研
究
が
あ
ろ
う
。

日
野

注
４

資
純
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
の
類

義
語
で
あ
る
、「
ニ
グ
」
と
「
ノ
ガ
ル
」
の
訓
読
の
問
題
も
取
り
上
げ
て

い
る
。
そ
の
詳
細
な
分
析
か
ら
、「
ノ
ガ
レ
ル
」
は
「
抽
象
的
な
状
況
か

ら
の
回
避
」
で
、「
ニ
ゲ
ル
」
は
「
具
体
的
状
況
か
ら
の
離
脱
」
で
あ
る

と
い
う
意
味
の
差
を
導
き
出
し
た
。
本
稿
の
「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」

に
お
い
て
の
意
味
・
用
法
の
振
り
分
け
基
準
を
決
め
る
際
も
、
古
語
辞
典

で
の
解
釈
を
併
せ
て
踏
ま
え
つ
つ
、
日
野
の
こ
の
解
釈
を
参
考
に
ま
ず
は

考
察
し
て
み
た
。

同
じ
く
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、『
今
昔
物
語
集
』
を
資
料
に
、

漢
字
の
訓
読
か
ら
類
義
語
の
意
味
差
を
導
き
出
し
た
の
が
田
中
牧
郎
の
論
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が
あ
る
。
田
中
は
、「
今
昔
物
語
集
の
「
迯
」「
遁
」「
免
」「
脱
」
と
「
ニ

グ
」「
ノ
ガ
ル
」「
マ
ヌ
カ
ル
」」﹇
国
語
学
研
究

注
４

二
七
﹈
に
お
い
て
、「
日

本
古
典
文
学
大
系
」
と
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
で
示
さ
れ
た
訓
の
不
一

致
・
不
統
一
を
再
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
大
系
と
全
集
と
で
異
訓

が
目
立
ち
、
読
み
決
定
に
至
る
ま
で
の
作
業
過
程
に
お
い
て
興
味
深
い
問

題
が
看
取
で
き
、
最
終
的
に
は
明
確
な
形
に
解
決
で
き
る
事
例
」
と
し

て
、
漢
字
「
迯
」「
遁
」「
免
」「
脱
」
と
訓
「
ニ
グ
」「
ノ
ガ
ル
」「
マ
ヌ

カ
ル
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、「
迯
」
は
「
空
間
的
な
離

脱
を
表
す
」、「
遁
」「
免
」「
脱
」
は
「
状
況
的
な
離
脱
を
表
す
」
と
示
し

て
い
る
。
ま
た
「
遁
」「
免
」「
脱
」
は
、「
置
換
可
能
で
あ
る
ほ
ど
に
近

接
し
た
意
味
・
用
法
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で

も
、「「
遁
」
は
漢
文
訓
読
文
体
・
和
文
体
の
対
立
に
か
か
わ
ら
な
い
今
昔

編
者
の
基
本
的
文
体
に
属
す
要
素
、「
免
」
は
漢
文
訓
読
体
に
属
す
要
素
」

と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
訓
「
ニ
グ
」「
ノ
ガ
ル
」「
マ
ヌ
カ
ル
」
の

平
安
時
代
の
意
味
・
用
法
を
分
析
し
、
両
者
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
る
。

平
安
時
代
に
お
い
て
、「
ニ
グ
」
は
「
不
愉
快
・
不
都
合
か
ら
空
間
的
に

離
脱
す
る
こ
と
」、「
ノ
ガ
ル
」「
マ
ヌ
カ
ル
」
は
「
不
愉
快
・
不
都
合
」

か
ら
状
況
的
に
離
脱
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
し
、
さ
ら
に
「
マ
ヌ
カ

ル
」
は
特
に
訓
読
語
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
結
果
と
し

て
、「
迯
」
｜
「
ニ
グ
」・「
遁
」
｜
「
ノ
ガ
ル
」・「
免
」「
脱
」
｜
「
マ
ヌ

カ
ル
」
と
い
う
一
漢
字
に
一
訓
が
対
応
す
る
よ
う
に
整
理
で
き
た
と
し
て

い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
一
定
の
成
果
に
は
至
っ
て
い
よ
う
が
、
す
べ
て
の

訓
を
確
定
す
る
に
は
至
ら
ず
、
田
中
氏
の
当
初
の
目
的
「「
日
本
古
典
文

学
大
系
」
と
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
で
示
さ
れ
た
訓
の
不
一
致
・
不
統

一
の
漢
字
の
読
み
を
再
検
討
し
よ
う
」
と
い
う
試
み
と
し
て
は
課
題
も
残

し
て
い
る
。
ま
た
漢
文
訓
読
体
に
お
い
て
「
ノ
ガ
ル
」「
マ
ヌ
カ
ル
」
と

も
に
用
例
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
、
何
か
し
ら
の
意
味
・

用
法
に
お
け
る
差
異
が
あ
っ
た
可
能
性
も
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。こ

れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
中
世
軍
記
物
資
料
を
中
心
と

し
た
用
例
を
も
と
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
章

古
語
辞
典
に
お
け
る
「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」

の
解
釈

三

一

各
辞
典
で
の
意
味
解
釈

ま
ず
主
要
古
語
辞
典
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
以
下
『
日
国
』）、『
小

学
館
古
語
大
辞
典
』（
以
下
『
古
語
大
』）、『
岩
波
古
語
辞
典
』（
以
下

『
岩
波
』）、『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
以
下
『
角
川
』）、『
時
代
別
国
語
大

辞
典
（
室
町
時
代
）』（
以
下
『
時
代
別
室
町
』）
か
ら
記
載
事
項
を
引
用

し
、
ま
と
め
る
。
重
要
事
項
に
は
傍
線
を
付
し
な
が
ら
、
各
語
に
つ
い
て

辞
典
ご
と
の
比
較
を
行
う
。

の
が
る
」

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
表
記
「
の
が
れ
る
」

①
つ
か
ま
ら
な
い
よ
う
に
逃
げ
る
。
②
離
れ
遠
ざ
か
る
。
触
れ
な
い

よ
う
に
離
れ
た
位
置
に
身
を
置
く
。
し
な
く
て
す
む
よ
う
に
す
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る
。
③
あ
る
状
態
に
な
ら
な
く
て
す
む
。
ま
ぬ
が
れ
る
。
④
言
い

の
が
れ
る
。
辞
退
す
る
。
⑤
関
係
を
断
つ
。
無
関
係
で
あ
る
。

﹇
語
誌
﹈
古
代
語
で
は
「
難
を
の
が
る
」「
難
を
ま
ぬ
か
る
」
な
ど
、

「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
は
意
味
・
用
法
上
通
う
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
が
、「
ま
ぬ
か
る
」
は
漢
文
訓
読
調
の
文
章
に
の
み
用
い
ら

れ
た
の
に
対
し
て
、「
の
が
る
」
は
文
体
の
別
に
関
わ
り
な
く
用

い
ら
れ
る
日
常
語
で
あ
っ
た
。
現
代
語
で
は
、「
ま
ぬ
が
れ
る
」

は
災
難
に
遭
遇
し
な
い
で
済
む
こ
と
を
い
う
が
、「
の
が
れ
る
」

は
遭
遇
を
回
避
す
る
こ
と
も
不
快
な
状
況
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
も

表
し
、「
ま
ぬ
が
れ
る
」
よ
り
意
味
が
広
い
と
考
え
ら
れ
る
。

『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』

①
つ
か
ま
ら
な
い
よ
う
に
逃
げ
去
る
。
②
あ
る
状
況
か
ら
免
れ
る
。

宿
世
・
運
命
・
縁
・
法
な
ど
か
ら
放
た
れ
る
。
関
係
を
絶
つ
。
③

言
い
逃
れ
を
す
る
。
辞
退
す
る
。

『
岩
波
古
語
辞
典
』
表
記
「
の
が
れ
」

①
宿
世
・
物
の
怪
・
い
や
な
相
手
な
ど
か
ら
逃
げ
き
る
。
ま
ぬ
か
れ

る
。
②
言
い
の
が
れ
を
す
る
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』

に
ぐ
」
が
み
ず
か
ら
の
動
作
に
重
点
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
相
手
、

対
象
か
ら
退
く
の
意
。

①
逃
げ
出
す
。
脱
出
す
る
。
②
宿
世
・
物
怪
・
疫
病
な
ど
離
れ
に
く

い
も
の
や
災
い
か
ら
逃
げ
る
。
免
れ
る
。
③
離
れ
た
立
場
に
身
を

置
く
。
か
か
わ
り
を
持
た
ぬ
よ
う
に
す
る
。
④
現
世
を
避
け
る
。

遁
世
す
る
。
⑤
言
い
逃
れ
を
す
る
。

↓
の
が
れ
ぬ

連
体
修
飾
に
用
い
る
。
①
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
避
け
ら
れ
な
い
。
や
む
を
え
な
い
。
②
特
に
、
血
縁
・
主
従

関
係
・
信
義
な
ど
の
う
え
で
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
間
柄
で
あ

る
。

『
時
代
別
古
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
）』

①
自
ら
を
拘
束
す
る
絆
・
し
が
ら
み
と
な
る
も
の
を
断
ち
切
っ
て
、

そ
の
圏
外
に
身
を
置
く
よ
う
に
す
る
。
②
本
来
な
ら
当
然
そ
の
身

に
及
ぶ
は
ず
の
危
機
的
状
況
を
何
と
か
か
わ
し
て
、
ま
ぬ
が
れ

る
。

「
ま
ぬ
か
る
」

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
表
記
「
ま
ぬ
が
れ
る
」

危
険
な
こ
と
や
不
利
な
こ
と
な
ど
か
ら
、
都
合
よ
く
逃
れ
ら
れ
て
、

そ
の
こ
と
に
関
わ
ら
な
い
で
す
む
。
具
合
よ
く
、
好
ま
し
く
な
い
物

事
に
出
あ
わ
な
い
で
す
む
。
ま
の
が
る
。

﹇
語
誌
﹈
類
義
語
「
の
が
れ
る
」
が
不
快
な
状
況
か
ら
離
れ
去
る
意

で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
ま
ぬ
が
れ
る
」
は
不
快
な
状
況
に
遭
わ

な
い
で
済
む
意
を
表
す
。

『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』

《「
ま
」
は
完
全
・
純
粋
な
ど
の
意
の
接
頭
語
。「
ま
の
か
る
」
と
も
》

関
わ
ら
な
い
で
す
む
。
ま
ぬ
が
れ
る
。

『
岩
波
古
語
辞
典
』
表
記
「
ま
ぬ
か
れ
」

事
に
当
た
ら
ず
に
す
ま
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
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好
ま
し
く
な
い
物
事
・
状
態
か
ら
抜
け
出
す
。
ま
た
、
そ
れ
を
回
避

す
る
。
多
く
打
消
の
語
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
え
ぬ

こ
と
を
表
す
。

『
時
代
別
古
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
）』

そ
の
身
に
当
然
受
け
る
は
ず
で
あ
っ
た
罰
や
試
練
な
ど
を
、
蒙
ら
な

い
で
す
む
こ
と
と
な
る
。

三

二

古
語
辞
典
の
解
釈
の
比
較

の
が
る
」
に
つ
い
て
各
辞
典
を
比
較
し
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。『
日
国
』『
岩
波
』『
角
川
』
に
共
通
す
る
の
が

「（
不
都
合
な
こ
と
か
ら
）
逃
げ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
が
、『
岩
波
』

『
角
川
』
は
「
宿
世
、
物
の
怪
、
い
や
な
相
手
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
例

を
挙
げ
て
い
る
。
今
回
調
査
し
た
中
で
も
、
特
に
「
宿
世
、
世
」
は
「
の

が
る
」
に
特
有
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
ま
ぬ
か
る
」
に
つ
い

て
は
、『
角
川
』
の
「
回
避
」
と
い
う
用
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

「（
不
都
合
な
こ
と
に
）
出
あ
わ
ず
に
す
む
」
と
い
う
意
味
が
共
通
す
る

よ
う
だ
。
し
か
し
、『
日
国
』
の
語
誌
欄
に
も
「「
難
を
の
が
る
」「
難
を

ま
ぬ
か
る
」
な
ど
、「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
は
意
味
・
用
法
上
通
う
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
の
が
る
」
と
「
ま
ぬ
か
る
」
で
表

現
が
似
通
っ
て
い
た
り
（『
角
川
』「
の
が
る
」
の
「
逃
げ
出
す
、
脱
出
す

る
」
と
、「
ま
ぬ
か
る
」
の
「
抜
け
出
す
」）、「
の
が
る
」
の
記
載
に
「
ま

ぬ
が
れ
る
」
と
出
て
き
た
り
と
、「
の
が
る
」
と
「
ま
ぬ
か
る
」
を
は
っ

き
り
と
は
区
別
し
難
い
よ
う
だ
。

と
は
い
え
、「
の
が
る
」
と
「
ま
ぬ
か
る
」
で
確
実
に
言
え
る
違
い
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
文
体
と
い
う
点
で
明
ら
か
な
傾
向
が
見
ら
れ
、

『
日
国
』
に
あ
る
よ
う
に
、「
ま
ぬ
か
る
」
は
漢
文
訓
読
調
の
文
章
で
用

い
ら
れ
、「
の
が
る
」
は
文
体
に
関
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま

た
、
特
徴
的
な
記
述
と
し
て
、『
角
川
』
に
注
目
す
る
と
、「
に
ぐ
」
と
比

較
し
て
、「「
に
ぐ
」
が
み
ず
か
ら
の
動
作
に
重
点
が
あ
る
の
に
対
し
て
、

相
手
、
対
象
か
ら
退
く
の
意
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、『
角
川
』
に
し
か
な

い
、
独
自
の
視
点
で
あ
る
。
五
章
以
降
の
章
段
に
お
い
て
、
実
際
に
用
例

を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
傾
向
を
検
証
し
て
い
く
。

四
章

用
例
の
分
析
｜
｜
中
世
軍
記
物
を
中
心
に
｜
｜

ま
ぬ
か
る
」
が
漢
文
訓
読
調
の
文
章
に
出
現
す
る
と
い
う
傾
向
に
沿

い
、
中
世
軍
記
物
資
料
を
中
心
と
し
、
そ
の
前
段
階
の
平
安
後
期
の
和
文

作
品
、
及
び
説
話
を
対
象
に
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
意
味
・
用
法
を
調
査
し

た
。（
分
析
の
対
象
作
品
は
『
夜
の
寝
覚
』（
以
下
『
寝
覚
』）、『
狭
衣
物

語
』（
以
下
『
狭
衣
』）、『
平
家
物
語
』（
以
下
『
平
家
』）、『
保
元
物
語
』

（
以
下
『
保
元
』）、『
平
治
物
語
』（
以
下
『
平
治
』）、『
義
経
記
』、『
曽

我
物
語
』（
以
下
『
曽
我
』）、『
太
平
記
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
下

『
宇
治
』）、『
古
本
説
話
集
』（
以
下
『
古
本
』））
以
下
、
抜
粋
し
た
典
型

例
と
と
も
に
記
述
し
て
い
く
。

四

一

用
例
数
か
ら
見
た
傾
向

表
１
に
表
し
た
用
例
数
か
ら
見
え
る
、
作
品
ご
と
の
「
の
が
る
」「
ま

ぬ
か
る
」
の
傾
向
と
し
て
は
、
や
は
り
和
文
昨
品
で
は
「
ま
ぬ
か
る
」
の

出
現
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。『
狭
衣
』
に
１
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例
あ
る
が
、
対
象
が
「
五
濁
悪

世
」
で
仏
教
的
な
表
現
と
い
う
こ

と
で
、
漢
文
の
要
素
を
含
ん
で
い

る
。
そ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、「
ま

ぬ
か
る
」
が
和
文
体
で
は
用
い
ら

れ
な
い
と
い
う
傾
向
は
、
平
安
語

彙
で
も
明
瞭
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
よ
う
。

四

二

意
味
分
析

今
回
の
調
査
対
象
に
な
っ
た
作

品
の
中
で
も
、「
の
が
る
」
と

「
ま
ぬ
か
る
」
が
共
に
用
例
の
あ

る
『
狭
衣
』
『
平
家
』
『
平
治
』

『
曽
我
』『
太
平
記
』『
宇
治
』

が
、「
の
が
る
」
と
「
ま
ぬ
か
る
」

の
比
較
、
分
析
の
中
心
と
な
る
。

意
味
・
用
法
の
振
り
分
け
の
基
準
は
、
日
野
（
二
〇

注
２

〇
二
）
の
「
ニ

グ
」「
ノ
ガ
ル
」
の
区
別
の
際
の
基
準
「
ノ
ガ
ル
は
、
基
本
的
に
は
目
に

見
え
な
い
、
抽
象
的
状
況
の
回
避
が
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ニ
グ

は
、
目
に
見
え
る
具
体
的
状
況
か
ら
離
脱
、
し
か
も
特
に
そ
の
場
で
離
れ

る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
」
を
参
考
に
、

ａ
）「
脱
出
」（
す
で
に
危
機
的
状
況
や
不
都
合
な
状
況
に
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
抜
け
出
す
）

ｂ
）「
回
避
」（
目
前
に
迫
っ
た
危
機
的
状
況
や
不
都
合
な
状
況
か
ら

事
前
に
回
避
す
る
）

と
す
る
。

四

二

一

「
の
が
る
」
と
「
ま
ぬ
か
る
」
の
使
い
分
け

こ
れ
よ
り
、
軍
記
物
を
中
心
に
、「
の
が
る
」
と
「
ま
ぬ
か
る
」
の
意

味
・
用
法
ご
と
に
典
型
例
を
挙
げ
、
分
析
し
て
い
く
。
な
お
、「
の
が
る
」

「
ま
ぬ
か
る
」
に
は
傍
線
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
と
な
る
語
は
波
線
を
付

し
て
い
る
。
ま
ず
、『
平
治
物
語
』
に
出
現
す
る
、
明
ら
か
に
「
の
が
る
」

と
「
ま
ぬ
か
る
」
を
使
い
分
け
て
い
る
例
を
二
例
挙
げ
る
。

一
）
兵
四
面
に
打
立
て
、
御
所
に
火
を
か
け
た
れ
ば
、
上
下
の
女
房

達
あ
は
て
さ
は
ぎ
出
ら
れ
け
る
を
、
散
々
に
射
け
れ
ば
、
火
を
の

が
る
る
も
の
は
矢
を
の
が
れ
ず
、
矢
を
の
が
る
る
者
は
火
を
の
が

れ
ず
。（『
平
治
物
語
』
上
巻
「
三
条
殿
〜
」）

二
）
矢
を
ま
ぬ
か
れ
ん
と
す
る
者
は
ゐ
に
こ
そ
お
ほ
く
入
け
れ
、
下

は
水
に
溺
、
中
は
人
に
押
れ
、
上
は
猛
火
も
え
か
か
り
け
れ
ば
、

命
の
た
す
か
る
べ
き
事
を
得
ず
。（『
平
治
』
上
巻
「
三
条
殿
〜
」）

一
）
は
敵
兵
に
囲
わ
れ
た
御
所
が
火
に
覆
わ
れ
、
そ
の
火
の
中
か
ら

「
脱
出
」
し
て
も
、
敵
の
矢
の
攻
撃
か
ら
「
脱
出
」
で
き
ず
、
矢
の
攻
撃

か
ら
「
脱
出
」
し
て
も
、
御
所
を
覆
う
火
か
ら
「
脱
出
」
で
き
な
い
、
と

い
う
文
脈
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
の
が
る
」
は
、
自
分
に
と
っ
て
不
利
な

状
況
か
ら
「
脱
出
」
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。（
一
）
の
一
文
の
直
後

に
（
二
）
が
続
く
。（
二
）
は
（
一
）
と
同
じ
よ
う
に
矢
を
対
象
に
し
て

い
る
が
、「
ま
ぬ
か
る
」
を
使
っ
て
い
る
。（
た
だ
し
、
新
全
集
で
は
異
な

表１：10作品の用例数一覧

寝覚 狭衣 平家 保元 平治

のがる 31 7 46 15 11

まぬかる 0 1 9 0 1

義経記 曽我 太平記 宇治 古本

のがる 逃（11）、

遁（14)

39 91 5 2

(－まうす)

まぬかる 0 2 7 4 0

― ―8



る
表
現
で
あ
る
。（
一
）「
火
を
の
が
る
る
も
の
は
…
（
中
略
）
…
の
が
れ

ず
。」
の
部
分
は
「
火
に
焼
け
じ
と
出
づ
れ
ば
矢
に
中
り
、
矢
に
中
ら
じ

と
す
れ
ば
火
に
焼
け
け
り
。」、（
二
）
の
冒
頭
は
「
矢
に
恐
れ
、
火
を
悲

し
む
る
は
、
…
」
で
あ
る
。）
旧
大
系
の
本
文
で
は
、
矢
の
攻
撃
を
目
前

で
「
回
避
」
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
井
戸
に
た
く
さ
ん
居
る
、
と
い
う
文

脈
で
、
こ
の
「
ま
ぬ
か
る
」
は
「
回
避
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
二
例
で

は
、「
の
が
る
」
は
（
ａ
）
の
意
味
、「
ま
ぬ
か
る
」
は
（
ｂ
）
の
意
味
、

と
い
う
よ
う
に
使
い
分
け
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
他
の
作
品
で
は
ど

う
か
、「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、『
平
家
物
語
』

を
中
心
に
見
て
い
く
。

四

二

二

「
の
が
る
」

ま
ず
は
、（
一
）
の
よ
う
に
（
ａ
）「
脱
出
」
の
意
味
を
表
す
「
の
が

る
」
の
例
と
し
て
、『
平
家
物
語
』
か
ら
典
型
的
な
も
の
を
２
例
挙
げ
る
。

三
）
先
帝
に
を
く
れ
ま
い
ら
せ
に
し
久
壽
の
秋
の
は
じ
め
、
同
じ
野

の
露
と
も
き
え
、
家
を
も
い
で
世
を
も
の
が
れ
た
り
せ
ば
、
か
か

る
う
き
耳
を
ば
き
か
ざ
ら
ま
し
と
ぞ
、
御
歎
あ
り
け
る
。

『
平
家
』
巻
一
「
二
代
后
」）

↓
〔
現
代
語
訳
〕
先
帝
に
先
立
た
れ
申
し
た
久
寿
の
秋
の
初
め
、
先

帝
と
一
緒
に
死
に
、
あ
る
い
は
出
家
・
遁
世
で
も
し
て
い
た
ら
、

今
こ
ん
な
い
や
な
事
を
聞
か
な
か
っ
た
ろ
う
に
と
、
お
嘆
き
に
な

っ
た
。

三
）
の
「
の
が
る
」
は
、「
世
」
を
逃
れ
る
と
い
う
遁
世
の
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
世
」
と
い
う
不
都
合
な
環
境
、
状
況
の
中

か
ら
抜
け
出
す
と
い
う
こ
と
で
、（
ａ
）「
脱
出
」
の
意
味
と
判
断
し
た
。

「
世
を
の
が
る
」
と
い
う
用
法
は
中
世
に
限
ら
ず
、
今
回
の
調
査
で
、
和

文
作
品
の
対
象
と
な
っ
た
『
狭
衣
物
語
』
に
も
例
が
あ
り
、
慣
用
的
な
表

現
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
）
か
く
し
て
十
郎
蔵
人
、
五
百
余
騎
が
纔
に
卅
騎
ば
か
り
に
う
ち

な
さ
れ
、
四
方
は
み
な
敵
な
り
、
御
方
は
無
勢
な
り
、
い
か
に
し

て
の
が
る
べ
し
と
は
覚
え
ね
ど
、
お
も
ひ
き
（
ッ
）
て
雲
霞
の
如

な
る
敵
の
な
か
を
わ
（
ッ
）
て
と
を
る
。（『
平
家
』
巻
八
「
室

山
」）

↓
〔
現
代
語
訳
〕
こ
う
し
て
十
郎
蔵
人
の
兵
五
百
余
騎
が
わ
ず
か
三
十

騎
ほ
ど
に
討
ち
な
さ
れ
て
、
四
万
は
み
な
敵
だ
し
、
味
方
は
無
勢

だ
、
ど
う
し
て
逃
げ
た
ら
い
い
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
思
い
切
っ

て
雲
霞
の
よ
う
な
敵
の
中
を
割
っ
て
通
る
。

四
）
は
四
方
を
敵
に
囲
わ
れ
た
中
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
場

面
で
、（
ａ
）「
脱
出
」
の
意
味
と
判
断
し
た
。

次
に
、（
ｂ
）「
回
避
」
の
意
味
を
表
す
「
の
が
る
」
の
例
を
、
同
じ
く

『
平
家
物
語
』
か
ら
典
型
的
な
も
の
を
二
例
挙
げ
る
。

五
）
奉
加
を
こ
そ
し
給
は
ざ
ら
め
、
こ
れ
程
文
覚
に
か
ら
い
目
を
見

せ
給
ひ
つ
れ
ば
、
お
も
ひ
し
ら
せ
申
さ
ん
ず
る
物
を
。
三
界
は
皆

火
宅
な
り
。
王
宮
と
い
ふ
も
、
其
難
を
の
が
る
べ
か
ら
ず
。（『
平

家
』
巻
五
「
文
覚
被
流
」）

↓
〔
現
代
語
訳
〕「
寄
付
を
な
さ
ら
な
い
の
は
と
も
か
く
も
、
こ
れ
ほ

ど
文
覚
に
ひ
ど
い
目
を
お
見
せ
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
今
に
思
い

知
ら
せ
て
さ
し
あ
げ
ま
す
ぞ
。
三
界
は
皆
火
宅
だ
。
王
宮
で
あ
っ

て
も
、
滅
亡
の
難
は
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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五
）
は
「
滅
亡
の
難
」
が
対
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
目
前
に
迫
っ
て

い
る
危
機
で
、
そ
れ
を
事
前
に
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
文
脈

で
あ
る
。
従
っ
て
、（
五
）
の
「
の
が
る
」
は
（
ｂ
）「
回
避
」
の
意
味
で

あ
る
と
判
断
し
た
。
た
だ
し
、

危
機
的
状
況
の
中
に
あ
る

と
捉
え
た

場
合
、（
ａ
）「
脱
出
」
と
な
り
得
る
の
で
、
意
味
を
判
別
し
難
い
例
で
あ

る
。六

）
中
将
「
心
の
う
ち
を
ば
た
だ
を
し
は
か
り
給
べ
し
。
さ
れ
ど
も

つ
ゐ
に
の
が
れ
は
つ
べ
き
身
に
も
あ
ら
ず
。
又
こ
ん
世
に
て
こ
そ

見
た
て
ま
つ
ら
め
」（『
平
家
』
巻
十
一
「
重
衡
被
斬
」）

↓
〔
現
代
語
訳
〕
中
将
は
「
私
の
心
中
を
た
だ
ご
推
量
く
だ
さ
い
。
け

れ
ど
も
、
結
局
死
か
ら
の
が
れ
き
る
こ
と
の
で
き
る
身
で
も
な

い
。
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
次
の
世
で
お
目
に
か
か
ろ
う
。」

六
）
は
「
死
」
が
対
象
で
あ
る
。
目
前
に
迫
っ
て
い
る
「
死
」
と
捉

え
る
と
、「
の
が
る
」
は
（
ｂ
）「
回
避
」
の
意
味
で
あ
る
と
言
え
る
。
た

だ
し
、「
新
全
集
」
の
現
代
語
訳
は
「
の
が
れ
」
と
な
っ
て
い
て
、
や
は

り
、「
回
避
」
か
「
脱
出
」
か
の
判
別
が
難
し
い
用
法
で
あ
る
。

四

二

三

「
ま
ぬ
か
る
」

ま
ぬ
か
る
」
に
お
い
て
も
、（
ａ
）（
ｂ
）
の
両
方
の
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
ま
ず
は
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
挙

げ
て
い
く
。

七
）
い
た
づ
ら
に
人
を
謗
じ
法
を
謗
ず
、
あ
に
閻
羅
獄
卒
の
責
を
ま

ぬ
か
れ
ん
や
。（『
平
家
』
巻
五
「
勧
進
帳
」）

↓
〔
現
代
語
訳
〕
む
や
み
に
人
を
そ
し
り
法
を
そ
し
る
だ
け
で
あ
る
。

ど
う
し
て
閻
魔
庁
の
獄
卒
の
責
め
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。

七
）
は
「
閻
羅
獄
卒
の
責
」
が
対
象
で
あ
る
。
悪
行
に
対
す
る
責
め

を
、
事
前
に
「
回
避
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
文
脈
で
、（
ｂ
）

「
回
避
」
の
意
味
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

八
）
昔
秦
の
昭
王
の
と
き
、
孟
嘗
君
め
し
い
ま
し
め
ら
れ
た
り
し
に
、

き
さ
き
の
御
た
す
け
に
よ
（
ッ
）
て
、
兵
物
三
千
人
を
ひ
き
ぐ
し

て
、
に
げ
ま
ぬ
か
れ
け
る
に
、
凾
谷
関
に
い
た
れ
り
。（『
平
家
』

巻
四
「
大
衆
揃
」）

↓
〔
現
代
語
訳
〕
昔
、
秦
の
昭
王
の
時
、
孟
嘗
君
が
囚
わ
れ
縛
ら
れ
た

が
、
后
の
お
助
け
に
よ
っ
て
、
兵
三
千
人
を
引
き
連
れ
て
逃
げ
の

が
れ
て
、
函
谷
関
に
至
っ
た
。

八
）
で
は
、
孟
嘗
君
が
敵
に
囚
わ
れ
た
状
況
か
ら
抜
け
出
す
と
い
う

文
脈
で
、（
ａ
）「
脱
出
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
。

四

二

四

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
の
例

『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
全
用
例
を
分
析
し
、
意
味
を
判
別
し
た
と
こ

ろ
、
表
２
の
よ
う
な
傾
向
が
表
れ
た
。
今
回
の
調
査
に
お
け
る
（
ａ
）

「
脱
出
」
と
（
ｂ
）「
回
避
」
の
判
別
基
準
で
も
判
断
し
難
い
例
は
、
明

確
に
判
別
し
た
も
の
と
区
別
す
る
た
め
、「
不
明
」
と
し
た
。「
の
が
る
」

「
ま
ぬ
か
る
」
と
も
に
、
約
九
割
の
用
例
を
、（
ａ
）「
脱
出
」
か
（
ｂ
）

「
回
避
」
の
ど
ち
ら
か
に
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
の
が
る
」
の
全

用
例
の
八
割
近
く
が
（
ａ
）「
脱
出
」、「
ま
ぬ
か
る
」
の
全
用
例
八
割
近

く
が
（
ｂ
）「
回
避
」
と
い
う
結
果
が
出
た
。『
平
家
物
語
』
に
お
い
て

は
、「
の
が
る
」
は
「
脱
出
」
の
意
味
に
、「
ま
ぬ
か
る
」
は
「
回
避
」
の

意
味
に
そ
れ
ぞ
れ
偏
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
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う
。し

か
し
、
こ
の
結
果
は
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
の
み
言
え
る
こ
と
で

あ
る
。
他
の
作
品
で
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、
中
世

作
品
で
は
、
あ
る
程
度
の
傾
向
に
沿
っ
て
、「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
の

使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
中
世
は
、
和
文
体

と
漢
文
訓
読
体
の
比
が
作
品
に
よ
っ
て
異
な
り
、「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か

る
」、
特
に
「
ま
ぬ
か
る
」
の
出
現
率
に
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。「
ま
ぬ
か

る
」
に
つ
い
て
は
、
漢
文
訓
読
体
特
有
の
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た

め
、「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
と
も
に
用
例
が
あ
る
作
品
で
も
、
文
体
比

が
異
な
る
と
同
じ
土
俵
で
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
『
平
家

物
語
』
と
同
じ
、
和
文：

漢
文
訓
読
が
八：

二
と
い
う
文
体
傾
向
で
あ
る

も
の
で
、
説
話
の
『
十
訓
抄
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
こ
の
『
十
訓

抄
』
の
用
例
を
分
析
す
る
。

四

二

五

『
十
訓
抄
』
に
お
け
る
「
の
が
る
」

「
ま
ぬ
か
る
」
の
使
い
分
け

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
十
訓
抄
』
の
文
体
傾
向

は
、『
平
家
物
語
』
の
そ
れ
に
近
く
、
和
文
体：

漢

文
訓
読
体
の
比
率
が
八：

二
で
あ
る
。
そ
し
て
「
の

が
る
」
と
漢
文
訓
読
特
有
語
「
ま
ぬ
か
る
」
の
比
率

は
十
七：

四
で
あ
り
、
文
体
と
語
彙
が
ほ
ぼ
比
例
し

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
（
ａ
）「
脱
出
」
と
（
ｂ
）「
回

避
」
ど
ち
ら
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
、
典
型
例

を
挙
げ
て
考
え
る
。

ま
ず
は
「
の
が
る
」
の
例
で
あ
る
。

九
）
夫
、
世
を
遁
れ
て
、
覇
陵
山
に
入
り
け
る
時
、
…
（『
十
訓
抄
』）

↓
〔
現
代
語
訳
〕
夫
が
世
を
遁
れ
て
、
覇
陵
山
に
入
っ
た
時
も
、
…

一
〇
）
貞
任
ら
に
囲
ま
れ
て
、
み
な
の
が
れ
が
た
し
。（『
十
訓
抄
』）

↓
〔
現
代
語
訳
〕「
貞
任
ら
に
囲
ま
れ
て
、
誰
一
人
と
し
て
逃
れ
出

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。」

九
）
は
（
三
）
と
同
じ
用
法
で
、
遁
世
の
意
味
で
あ
る
。「
の
が
る
」

に
よ
く
出
て
く
る
、（
ａ
）「
脱
出
」
の
典
型
例
で
あ
る
。（
一
〇
）
は
敵

の
貞
任
ら
に
囲
ま
れ
て
、
逃
げ
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
も

の
で
、（
ａ
）「
脱
出
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

十
一
）
こ
の
千
が
一
の
徳
を
な
ら
ひ
て
、
か
の
万
が
一
の
失
を
の
が

る
べ
し
。（『
十
訓
抄
』）

↓
〔
現
代
語
訳
〕
こ
の
千
に
一
つ
の
徳
に
あ
や
か
り
、
か
の
万
に
一

つ
の
失
敗
か
ら
離
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

十
一
）
は
「
万
に
一
つ
の
失
敗
」
を
事
前
に
避
け
る
と
い
う
こ
と
で
、

（
ｂ
）「
回
避
」
の
意
味
で
あ
る
。

次
に
「
ま
ぬ
か
る
」
の
例
で
あ
る
。

十
二
）
仏
法
を
軽
し
め
、
退
け
し
わ
が
朝
の
逆
臣
、
天
の

を
ま
ぬ

が
れ
ず
、
い
は
む
や
庶
人
の
身
に
お
い
て
を
や
。（『
十
訓
抄
』）

↓
〔
現
代
語
訳
〕
法
を
軽
ん
じ
、
退
け
た
我
が
朝
の
逆
臣
た
ち
は
、

天
の
罰
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

十
二
）
は
「
天
の
罰
を
免
れ
な
い
」
と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
受
け
る
だ

ろ
う
天
の
罰
を
、
事
前
に
さ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
（
ｂ
）「
回
避
」
の
意

味
で
あ
る
。『
十
訓
抄
』
に
お
け
る
「
ま
ぬ
か
る
」
の
（
ｂ
）「
回
避
」
の

例
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

表２：『平家物語』の意味傾向

平家 回避 脱出 不明

のがる 5（11％) 35（76％) 6（13％)

まぬかる 7（78％) 1（11％) 1（11％)
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十
三
）
履
中
天
皇
、
い
ま
だ
太
子
の
御
時
、
御
弟
の
住
吉
仲
皇
子
の

た
め
に
武
を
お
こ
し
て
、
太
子
の
難
波
の
宮
を
か
こ
め
り
し
に
、
太

子
…
お
ど
ろ
き
給
は
ず
。
す
で
に
ま
ぬ
が
れ
が
た
く
お
は
し
け
る

を
、
…
（『
十
訓
抄
』）

〔
現
代
語
訳
〕
…
御
弟
君
の
住
吉
仲
皇
子
が
も
と
で
軍
兵
が
う
ご
か

さ
れ
て
、
皇
太
子
の
難
波
の
宮
殿
が
囲
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

皇
太
子
は
…
も
う
逃
げ
お
お
せ
そ
う
も
な
く
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
の
だ
が
、
…

十
三
）
は
皇
太
子
が
、
住
吉
仲
皇
子
の
軍
兵
に
囲
ま
れ
、
そ
こ
か
ら

逃
げ
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
（
ａ
）「
脱
出
」
の
意
味
で
あ
る
。

『
十
訓
抄
』
に
お
い
て
は
、（
ａ
）「
脱
出
」
の
例
が
こ
の
他
に
三
例
あ

る
。の

が
る
」
も
「
ま
ぬ
か
る
」
も
（
ａ
）（
ｂ
）
両
者
の
意
味
の
例
が
あ

る
。「
の
が
る
」
は
（
ａ
）「
脱
出
」
の
傾
向
が
強
く
、『
平
家
物
語
』
と

同
じ
よ
う
な
結
果
と
言
え
る
が
、「
ま
ぬ
か
る
」
に
つ
い
て
は
（
ｂ
）「
回

避
」
が
一
例
、（
ａ
）「
脱
出
」
が
三
例
と
（
ａ
）「
脱
出
」
の
ほ
う
に
偏

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
平
家
物
語
』
の
用
例
分
析
の
結
果
と
違
っ
て
く

る
。
用
例
数
の
差
が
明
ら
か
に
あ
る
が
、
や
は
り
（
ａ
）「
脱
出
」（
ｂ
）

「
回
避
」
を
基
準
に
す
る
と
、
作
品
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
、「
の
が
る
」

と
「
ま
ぬ
か
る
」
の
使
い
分
け
の
基
準
を
定
め
る
に
至
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。

五
章

現
代
語
の
語
義
解
釈
（「
日
本
語
辞
典
」）
に
よ
る

再
分
析
と
考
察

こ
こ
で
視
点
を
変
え
、
中
世
語
彙
が
、
近
現
代
語
の
意
味
・
用
法
に
近

づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
、
現
代
日
本
語
の
辞
典
『
日
本
語

新
辞
典
』
に
あ
る
、
類
語
の
異
同
の
解
説
を
参
考
に
、
使
い
分
け
の
基
準

を
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
は
「
の
が
れ
る
」
と
「
ま
ぬ
が
れ

る
」
の
記
載
事
項
を
、
一
部
引
用
す
る
。

「
の
が
れ
る
」

①
あ
ぶ
な
い
、
ま
た
、
い
や
な
場
所
や
状
態
か
ら
離
れ
て
遠
く
へ
行

く
。

②
自
分
の
負
担
や
責
任
を
身
に
受
け
る
状
態
か
ら
離
れ
る
。

類
語
「
逃
れ
る
」「
免
れ
る
」
の
異
同

１

好
ま
し
く
な
い
物
事
に
関
係
し
な
い
で
済
む
と
い
う
意
で
は
共

通
す
る
が
、「
逃
れ
る
」
は
意
志
的
行
為
の
結
果
と
い
う
感
じ
が

強
い
の
に
対
し
、「
免
れ
る
」
は
偶
然
な
ど
運
命
的
な
も
の
が
感

じ
ら
れ
る
場
合
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

２

従
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
事
柄
に
つ
い
て
「
免
れ
る
」
は

「
免
れ
な
い
こ
と
」
と
打
消
し
を
つ
け
る
だ
け
で
す
む
が
、「
逃

れ
る
」
は
人
の
力
で
は
で
き
な
い
の
意
で
「
逃
れ
ら
れ
な
い
こ

と
」
と
い
う
よ
う
に
打
消
し
以
外
に
可
能
も
付
け
な
い
と
使
え
な

い
。
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「
ま
ぬ
が
れ
る
」

好
ま
し
く
な
い
物
事
に
か
か
わ
ら
な
い
で
済
む
。

『
日
本
語
新
辞
典
』
の
類
語
欄
の
１
に
あ
る
、「
逃
れ
る
」
は
意
志
的
行

為
の
結
果
、「
免
れ
る
」
は
偶
然
な
ど
運
命
的
な
も
の
（
無
意
志
）、
と
い

う
異
同
の
基
準
に
注
目
し
て
、（
Ａ
）「
意
志
」（
Ｂ
）「
無
意
志
」
で
意

味
・
用
法
の
振
り
分
け
を
試
み
る
。
ま
ず
、
先
に
挙
げ
た
『
平
家
』
の
例

（（
三
）
〜
（
八
））
で
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

三
）
先
帝
に
を
く
れ
ま
い
ら
せ
に
し
久
壽
の
秋
の
は
じ
め
、
同
じ
野

の
露
と
も
き
え
、
家
を
も
い
で
世
を
も
の
が
れ
た
り
せ
ば
、
か
か

る
う
き
耳
を
ば
き
か
ざ
ら
ま
し
と
ぞ
、
御
歎
あ
り
け
る
。（『
平

家
』
巻
一
「
二
代
后
」）

の
が
る
」
の
例
で
よ
く
出
現
す
る
「
遁
世
」
の
例
で
あ
る
が
、「
遁

世
」
は
自
ら
の
意
志
で
俗
世
を
離
れ
る
の
で
、（
Ａ
）「
意
志
」
に
振
り
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
）
か
く
し
て
十
郎
蔵
人
、
五
百
余
騎
が
纔
に
卅
騎
ば
か
り
に
う
ち

な
さ
れ
、
四
方
は
み
な
敵
な
り
、
御
方
は
無
勢
な
り
、
い
か
に
し

て
の
が
る
べ
し
と
は
覚
え
ね
ど
、
お
も
ひ
き
（
ッ
）
て
雲
霞
の
如

な
る
敵
の
な
か
を
わ
（
ッ
）
て
と
を
る
。（『
平
家
』
巻
八
「
室

山
」）

こ
の
例
で
注
目
す
る
の
は
「
い
か
に
し
て
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

「
ど
の
よ
う
に
し
て
敵
か
ら
逃
れ
よ
う
か
」
と
い
う
文
脈
で
あ
る
た
め
、

「
い
か
に
し
て
」
か
ら
自
分
の
意
志
で
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
こ
の
「
の
が
る
」
も
（
Ａ
）「
意
志
」
で
あ

る
。五

）
奉
加
を
こ
そ
し
給
は
ざ
ら
め
、
こ
れ
程
文
覚
に
か
ら
い
目
を
見

せ
給
ひ
つ
れ
ば
、
お
も
ひ
し
ら
せ
申
さ
ん
ず
る
物
を
。
三
界
は
皆

火
宅
な
り
。
王
宮
と
い
ふ
も
、
其
難
を
の
が
る
べ
か
ら
ず
。（『
平

家
』
巻
五
「
文
覚
被
流
」）

四
章
に
お
い
て
は
、「
回
避
」
か
「
脱
出
」
か
を
判
断
し
難
い
例
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
「
の
が
る
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。『
日
本

語
新
辞
典
』
の
類
語
欄
の
２
に
あ
る
「「
逃
れ
る
」
は
人
の
力
で
は
で
き

な
い
の
意
で
「
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
打
消
し
以
外
に
可

能
も
付
け
な
い
と
使
え
な
い
。」
と
い
う
現
代
語
の
「
の
が
れ
る
」
の
特

徴
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
は
や
は
り
、「
自
分
の
意
志
で
は
逃
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
て
、
文
脈
と
し
て
は

「
の
が
る
べ
か
ら
ず
」
で
「
無
意
志
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、「
の
が

る
」
自
体
は
（
Ａ
）「
意
志
」
で
あ
る
。

六
）
中
将
「
心
の
う
ち
を
ば
た
だ
を
し
は
か
り
給
べ
し
。
さ
れ
ど
も

つ
ゐ
に
の
が
れ
は
つ
べ
き
身
に
も
あ
ら
ず
。
又
こ
ん
世
に
て
こ
そ

見
た
て
ま
つ
ら
め
」（『
平
家
』
巻
十
一
「
重
衡
被
斬
」）

こ
の
例
も
（
五
）
の
例
と
同
じ
く
「
の
が
れ
は
つ
べ
き
身
に
も
あ
ら

ず
」
の
可
能
の
助
動
詞
「
べ
し
」
に
注
目
す
る
と
、「
自
分
の
意
志
で
は

逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
（
Ａ
）「
意
志
」
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
の
が
る
」
の
例
の
一
部
を
見
て

き
た
が
、
四
章
で
「
回
避
」
と
「
脱
出
」
で
分
け
ら
れ
た
例
が
、
全
て

（
Ａ
）「
意
志
」
で
共
通
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
『
日
本
語
新
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辞
典
』
の
「
逃
れ
る
」
の
基
準
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
「
ま
ぬ
か

る
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

七
）
い
た
づ
ら
に
人
を
謗
じ
法
を
謗
ず
、
あ
に
閻
羅
獄
卒
の
責
を
ま

ぬ
か
れ
ん
や
。（『
平
家
』
巻
五
「
勧
進
帳
」）

七
）
の
対
象
は
「
閻
羅
獄
卒
の
責
」
で
、
悪
行
に
対
す
る
責
め
で
あ

る
。
こ
れ
は
『
日
本
語
新
辞
典
』
の
類
語
欄
（
２
）
に
お
け
る
「
ど
う
し

よ
う
も
な
い
事
柄
」
で
あ
り
、
自
分
の
意
志
か
ら
外
れ
た
運
命
的
な
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
（
七
）
の
「
ま
ぬ
か
る
」
は
（
Ｂ
）「
無
意
志
」
で
あ

る
。八

）
昔
秦
の
昭
王
の
と
き
、
孟
嘗
君
め
し
い
ま
し
め
ら
れ
た
り
し
に
、

き
さ
き
の
御
た
す
け
に
よ
（
ッ
）
て
、
兵
物
三
千
人
を
ひ
き
ぐ
し

て
、
に
げ
ま
ぬ
か
れ
け
る
に
、
凾
谷
関
に
い
た
れ
り
。（『
平
家
』

巻
四
「
大
衆
揃
」）

八
）
は
「
き
さ
き
の
御
た
す
け
に
よ
（
ッ
）
て
」
と
い
う
部
分
に
注

目
す
る
と
、「
き
さ
き
」
つ
ま
り
他
者
の
助
け
で
逃
げ
出
す
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
意
志
的
行
為
の
結
果
で
な
い
た
め
、
ま

さ
に
（
Ｂ
）「
無
意
志
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
ま
ぬ
か
る
」
の
例
は
（
Ｂ
）「
無
意
志
」
に
振
り
分
け

る
こ
と
が
で
き
た
。

続
い
て
、『
十
訓
抄
』
の
例
を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま

ず
は
「
の
が
る
」
の
例
を
抜
粋
す
る
。

九
）
夫
、
世
を
遁
れ
て
、
覇
陵
山
に
入
り
け
る
時
、
…
（『
十
訓
抄
』）

一
〇
）
貞
任
ら
に
囲
ま
れ
て
、
み
な
の
が
れ
が
た
し
。（『
十
訓
抄
』）

九
）
は
『
平
家
物
語
』
の
（
三
）
の
例
に
な
ら
っ
て
（
Ａ
）「
意
志
」

で
あ
る
。（
一
〇
）
は
、「
の
が
れ
が
た
し
」
で
「
自
分
の
意
志
で
逃
れ
る

こ
と
は
難
し
い
」
と
な
り
、「
の
が
る
」
は
意
志
的
行
為
と
し
て
逃
れ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
よ
っ
て
（
Ａ
）「
意
志
」
で
あ
る
。

次
に
「
ま
ぬ
か
る
」
の
例
を
見
て
い
く
。

十
二
）
仏
法
を
軽
し
め
、
退
け
し
わ
が
朝
の
逆
臣
、
天
の

を
ま
ぬ

が
れ
ず
、
い
は
む
や
庶
人
の
身
に
お
い
て
を
や
。（『
十
訓
抄
』）

こ
の
例
の
「
ま
ぬ
か
る
（
ま
ぬ
が
る
）」
の
対
象
は
「
天
の

」
つ
ま

り
「
天
の
罰
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
平
家
物
語
』
の
（
七
）
の
例
と
同
様

で
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
事
柄
」
で
「
天
の
罰
」
を
受
け
る
と
い
う
運

命
で
あ
る
。
従
っ
て
（
Ｂ
）「
無
意
志
」
で
あ
る
。

十
三
）
履
中
天
皇
、
い
ま
だ
太
子
の
御
時
、
御
弟
の
住
吉
仲
皇
子
の

た
め
に
武
を
お
こ
し
て
、
太
子
の
難
波
の
宮
を
か
こ
め
り
し
に
、

太
子
…
お
ど
ろ
き
給
は
ず
。
す
で
に
ま
ぬ
が
れ
が
た
く
お
は
し
け

る
を
、
…

十
三
）
は
四
章
に
お
い
て
は
（
十
二
）
と
異
な
り
「
脱
出
」
の
意
味

に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
意
志
」
か
「
無
意
志
」
か
、
と
い
う
観
点
で
考

え
る
と
（
十
二
）
と
同
じ
く
（
Ｂ
）「
無
意
志
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

「
太
子
…
お
ど
ろ
き
給
は
ず
。」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
太
子
が
酒
を
飲

ん
で
眠
っ
て
し
ま
っ
て
起
き
な
い
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
分

の
意
志
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
態
な
の
で
あ
る
。
一
方
で
、「
ま
ぬ

か
る
」
に
続
く
「
〜
が
た
し
」（「
〜
す
る
の
が
難
し
い
、
〜
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
」）
に
注
目
し
て
、『
日
本
語
新
辞
典
』
の
類
語
欄
（
２
）「「
免

れ
る
」
は
「
免
れ
な
い
こ
と
」
と
打
消
し
を
つ
け
る
だ
け
で
す
む
が
、

「
逃
れ
る
」
は
人
の
力
で
は
で
き
な
い
の
意
で
「
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
」
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と
い
う
よ
う
に
打
消
し
以
外
に
可
能
も
付
け
な
い
と
使
え
な
い
。」
と
照

ら
し
合
わ
せ
る
と
、「
〜
が
た
し
」
は
「
の
が
る
」
に
伴
う
語
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、「
〜
が
た
し
」
に
続
け
る
に
は
「
の
が
る
」
を
用
い
る
の
が
妥

当
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
例
に
お
い
て
は
、「
ま
ぬ

が
る
」
は
眠
っ
て
し
ま
っ
た
太
子
の
行
為
に
つ
い
て
い
う
も
の
で
、
と
て

も
「
意
志
的
行
為
」
は
で
き
な
い
と
い
う
状
況
を
表
す
の
に
（
Ｂ
）「
無

意
志
」
の
傾
向
の
強
い
「
ま
ぬ
が
る
」
が
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

こ
の
よ
う
に
（
十
二
）（
十
三
）
の
例
の
他
に
、「
讒
諛
の
は
な
は
だ
し

き
、
弘
墨
の
さ
き
を
も
ま
ぬ
か
れ
が
た
し
。」「
将
軍
す
で
に
せ
ま
り
て
、

ほ
と
ど
ま
ぬ
か
れ
が
た
か
り
け
れ
ば
、
…
」
も
含
め
る
『
十
訓
抄
』
の

「
ま
ぬ
か
る
」
の
例
は
、
み
な
（
Ｂ
）「
無
意
志
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
後
者
は
、
極
め
て
「
の
が
る
」
の
例
に
近
い
用
法
で
、（
Ａ
）「
意

志
」
と
も
言
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
日
本
語
新
辞
典
』
の
「「
免
れ

る
」
は
偶
然
な
ど
運
命
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
場
合
に
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
。」
と
い
う
傾
向
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。

表
３
で
ま
と
め
た
通
り
、
他
の
作
品
で
も
『
日
本
語
新
辞
典
』
の
類
語

欄
に
記
載
さ
れ
た
傾
向
に
沿
う
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。

六
章

ま
と
め

五
章
で
は
、
四
章
で
触
れ
た
古
語
辞
典
の
主
要
四
辞
典
に
記
載
さ
れ
て

い
る
、
和
漢
対
立
「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
の
意
味
・
用
法
の
観
点
で
、

軍
記
物
、
特
に
『
平
家
物
語
』
を
中
心
に
用
例
を
分
析
し
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
の
分
析
観
点
と
し
て
は
「（
ａ
）
脱
出
、（
ｂ
）
回
避
」
と
い
う

二
つ
の
判
断
基
準
で
意
味
・
用
法
を
振
り
分
け
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の

場
合
は
、
全
体
的
に
、
あ
る
程
度
の
使
い
分
け
の
傾
向
は
把
握
で
き
た
も

の
の
、
二
語
そ
れ
ぞ
れ
で
の
使
い
分
け
が
さ
ほ
ど
明
瞭
に
は
な
ら
ず
、
か

つ
、
作
品
に
よ
る
傾
向
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
が
中
世
前
半
に

お
け
る
傾
向
と
も
言
え
る
か
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
が
、
一
方
、
和
漢
対
立

「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
の
使
い
分
け
を
、
十
分
明
確
に
説
明
で
き
る

よ
う
な
結
果
と
も
言
い
難
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
別
の
分
析
観
点
を
模
索
す
る
過
程
で
、
近
代
語
以
降
、
こ
こ

で
は
現
代
の
国
語
辞
典
（
具
体
的
に
は
む
し
ろ
「
日
本
語
辞
典
」
と
言
え

る
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
辞
典
）
に
お
け
る
最
新
の
解
釈
を
用
い
て
分
析

す
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
『
日
本
語
新
辞
典
』
で
あ
る
。

こ
の
辞
典
の
「
の
が
れ
る
」
の
項
目
で
、
類
語
欄
に
記
載
さ
れ
た
「
の

が
れ
る
」「
ま
ぬ
が
れ
る
」
の
異
同
基
準
を
参
考
に
、
中
世
作
品
を
改
め

て
再
分
析
し
、
意
味
・
用
法
の
区
別
を
や
り
直
し
た
。
そ
の
基
準
は

「（
Ａ
）「
意
志
」、（
Ｂ
）「
無
意
志
」」
で
あ
っ
た
。『
平
家
物
語
』
を
は

じ
め
、「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
と
も
に
用
例
の
あ
る
六
作
品
（『
狭
衣
』

『
平
家
』『
平
治
』『
曽
我
』『
太
平
記
』『
宇
治
』）
に
お
い
て
、
い
ず
れ

も
こ
の
新
体
系
と
し
て
の
基
準
に
沿
っ
て
、
意
味
・
用
法
を
振
り
分
け
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
見
て
、
中
世
の
語
彙
、
特
に
和
漢
混
交
文
で
あ

る
軍
記
物
に
お
い
て
は
、
よ
り
現
代
語
に
近
づ
い
て
い
る
状
態
の
も
の
が

一
部
な
が
ら
で
も
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
た
。
中
世
語
の
意
味
把
握

に
は
、
古
代
語
の
観
点
だ
け
で
な
く
、
近
代
語
の
語
彙
体
系
の
観
点
も
伴

わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な
精
密
な
分
析
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
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『宇治拾遺』においての「のがる」「まぬかる」

百十四
大臣ゆるされぬ」と聞けば、罪なきことは遂にのがるるもの
なりけりとなん思ける。

無実の罪 無意志

百十九
ある人の女、生贄にさしあてられけり。…さりとて、のがるべ
からねば、なげきながら月日を過すほどに、…

娘が生贄に
なること

意志

一七四

浅ましく思ひて、ひきのかんとすれば、優婆多、股につよくは
さみて、…はづかしくなりて、はさまれたる

を逃
ノガ
れんと（すれど）も、すべて強くはさみてはづさず。

優婆多 意志

一八六
かくはかりぬることなれば、いま、軍責きたらんずらん。いか
がしてのがれ給べき

軍 意志

五七
昨日おのれがおもしの石をふみ返し給しにたすけられて、石の
その苦をまぬかれて、うれしと思ひ給しかば、…

石の苦 無意志

六七
その年、この村の在家、ことごとく、えやみをして、死ぬる者
おほかりけり。その魚のぬしが家、ただ一宇、そのことをまぬ
かるによりて、僧都のもとへ参りむかひて、此よしを申。

えやみ(疫
病)

無意志

八三
此菩薩につかうまつり候が、地獄の苦をばまぬかるべきにこそ
あめれと思ふ程に、…

地獄の苦 無意志

一〇二
この僧、誠をいたして、てづからみづから、かき供養し奉りて
後、又二人が夢に、この功徳によりて、たへがたき苦すこしま
ぬがれたるよし、…

たへがたき
苦

無意志

『狭衣』においての「のがる」「まぬかる」の使い分け

一
『かく』と知らましかば、参らざらまし」と、わびしけれど、笛逃

ノ

るまじき夜なめれば、うゐうゐしげに取りなして、殊に人に知られ
ぬ手を一二つばかり、吹き出して止みぬるを、…

笛を吹く状
況

意志

二
とてもかくても、今は、いとのがれ難き御仲にこそ。ついに聞か
せ給てん」

狭衣と二の
宮の関係

意志
～難き」
と有

二 いかさまにして、（降嫁を）逃
ノ
るるわざもがな」 降嫁 意志

二 いかさまにして、この事（結婚）逃
ノ
るるわざもがな」 結婚 意志

二
弘法大師の御すみか尋ね見たてまつりて、猶この世をも逃

ノ
れなん。

弥勒の御世にだに、少し思事なくて」
世 意志

三 いかさまにして、逃
ノ
るるわざもがな」 結婚 意志

三
もて離れたりける、御宿世どもかな。心ゆかずながらも、逃

ノ
れ難

かりければこそは、…」
宿世(宿命)意志

三
宮は、賢く、入果てて、たて給へるに、わなわなと震はれて、遠くも

え逃
ノガ
れ給はず、やがてうつ伏せ給へり。

狭衣 意志

四
帝の御心地まことしう重らせ給て、一條院に渡らせ給ぬれば、逃

ノ
れ

給べきやうもなくなりぬるに、…
帝の譲位 意志

三 五濁悪世をまぬがれて、かの、契りし阿私仙に仕へん」 五濁悪世 無意志
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表３：他作品の用例における「意志」「無意志」分析結果一覧

『平治』においての のがる」 まぬかる」の使い分け

上：三条
殿～

兵四面に打立て、御所に火をかけたれば、上下の女房達あはてさはぎ
出られけるを、散々に射ければ、火をのがるるものは矢をのがれず、矢
をのがるる者は火をのがれず。

火、矢 意志

上：三条
殿～

矢をまぬかれんとする者はゐにこそおほく入けれ、下は水に溺、中は
人に押れ、上は猛火もえかかりければ、命のたすかるべき事を得ず。

矢
意志
意志の助動詞
「む」が有

上：唐僧
来朝

天竺より西へさる事七百里、白楽天の世をのがれし所ぞかし。 世 意志

『太平記』(抜粋)においての「のがる」「まぬかる」の使い分け

巻一
もし他人の口より漏れなば、我らに至るまで、皆誅せらるべきにて候へ
ば、利行、急ぎ御辺の告げ知らせたる由を、六波羅殿に申して、共にそ
の咎を逃れんと思ふはいかが計らひ給ふぞ」

咎 意志

中の間に寝たりける若党どもも、思ひ思ひに打ち死にして、逃るる者一
人も無かりけり。

意志

巻二

さては阿新殿の仕業なり。堀の水深ければ、木戸より他へはよも出で
じ。探し出だして打ち殺せ」とて、手手に松明を点し、木の下、草の陰
まで残るところ無く探しける。阿新、竹原の中に隠れながら、今はいづ
くへか逃るべき。

意志

巻三
正成、必死のやしりに死を逃れ、二十余町落ち延びて後を顧みければ、
約束に違へず、早城の役所どもに火を懸けたり。

死 意志

巻四
越王死を免れて帰り給ひぬと聞えしかば、范 、ならびに王せき与を宮
中へ入れ奉りぬ。

死 無意志

巻四
遂に姓名を替へ、陶朱公と呼ばれて、五湖と言ふところに身を隠し、憂
き世を逃れてぞ居たりける。

憂き世 意志

巻十
賤しくも弓矢の家に生れ、名をこの門葉に懸けながら、武運の傾くを見
て、時の難を逃れんがために、出家の身と成りて、天下の人に指を指さ
れん事、これに過ぎたる恥辱や候ふべき。

時の難
意志
意志の助動
詞「む」有

巻十四 その罪大いにして身を逃るるに寄り所無し。 罪 意志

巻十四
将軍たとひ御出家あつて、法体に成り給ひ候ふとも、勅勘逃るまじきや
うをだに聞こし召し候はば、思し召し直す事などか無くて候ふべき。

勅勘 意志

巻十四
高徳一族等この時わづかに死を免るる者、身を山林に隠し、討手の下向を
相待ち候ふ。

死 意志

巻十五
軍の勝負は時の運に依る事なれば、あながちに恥ならねども、今日の負
けは三井寺の合戦より事始まりつる間、我らが瑕 、人の嘲りを逃れ
ず。

人の嘲
り

意志

巻十九
脇屋右衛門佐、前後の敵に囲まれて、とても逃れぬところなりと思ひ切
ってければ、なかなか心を一つにして、少しも気をたゆまさず。

前後の
敵

意志

巻二十三
誠なるかな、天竺の斑足王は仁王経の功徳に依って、千王を害する事を
止め、我が朝の楠正成は、大般若購読の結縁に依って、三毒を免るる事
を得たりき。

三毒 無意志

巻二十三
その時の人数には無かりける由、証拠分明なりければ、死刑の罪を免れ
て、やがて本国へぞ下だりける。

死刑の
罪

無意志

巻二十四
武蔵国の住人に、香勾新左衛門高遠と言ひける者ただ一人、地蔵菩薩の
命に代はらせ給ひけるに依って、死を逃れけるこそ不思議なれ。

死 無意志

巻二十六
朕、上人と師資の契り浅からず、早く娑婆に帰り給はば、菅丞相の廟を
建てて、化導・利生を専らにし給ふべし。さてぞ朕がこの苦患をば免る
べき。

苦患 無意志

巻三十九
仏種は縁に従ひて起る儀も候ふなれば、今より薪を拾ひ、水を汲む業に
て候ふとも、三年が間、常随給仕申し候ひて、仏神三宝の御咎めをも免
れ候はん」

咎 無意志



が
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
分
析
上
の
一
視
点
と
中
世
語
と
し
て
の

「
の
が
る
」「
ま
ぬ
か
る
」
の
新
解
釈
を
提
示
し
た
。

注１

例
え
ば
、
佐
藤
武
義
（
一
九
六
七
）「
漢
文
訓
読
語
の
国
語
の
文

章
に
対
す
る
影
響
｜
「
ク
シ
テ
」
と
「
ク
テ
」
と
の
比
較
を
中
心

に
｜
」『
国
語
学
』
六
八
号
や
、
峰
岸
明
（
一
九
七
四
）「
和
漢
混

淆
文
の
語
彙
」
な
ど
参
照
。

２

峰
岸
明
（
一
九
七
四
）「
和
漢
混
淆
文
の
語
彙
」『
日
本
の
説
話
７

言
葉
と
表
現
』
東
京
美
術
（
一
九
七
四
）
な
お
、
峰
岸
氏
は
「
平

安
時
代
古
記
録
の
国
語
学
的
研
究
」
を
は
じ
め
、
二
〇
〇
三
「
古

記
録
の
文
章
に
お
け
る
表
記
と
そ
の
言
語
」『
国
語
と
国
文
学
』

（
東
京
大
学
）
な
ど
、
古
記
録
の
研
究
を
さ
れ
て
い
た
。

３

木
村
真
紀
（
一
九
九
九
）「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
和
漢
混
淆
の

文
体
史
的
方
向
性
｜
「
ス
ミ
ヤ
カ
」「
は
や
し
」「
と
し
」
の
「
住

み
分
け
」
と
「
生
き
残
り
」
｜
」『
玉
藻
』

４

日
野
資
純
（
二
〇
〇
二
）「
今
昔
物
語
集
の
ニ
グ
と
ノ
ガ
ル
｜
類

義
語
研
究
と
古
典
解
読
｜
」『
国
語
と
国
文
学
』﹇
東
京
大
学
﹈

な
お
、
日
野
氏
は
他
に
も
、
古
語
の
基
礎
語
研
究
と
し
て
『
基
礎

語
研
究
序
説
』
桜
楓
社
（
一
九
九
一
）
が
あ
り
、（
一
九
九
七
）

「
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
』
や
、（
二
〇
〇
三
）「

短
信

「
廻
リ
行
ク
」「
廻
リ
行
ク
」「
廻
リ
行
ク
」
等
｜
｜
今
昔
物
語
集

の
異
訓
統
一
を
考
え
る
」『
国
語
学
』、
と
い
っ
た
、
語
彙
と
古
典

注
釈
に
関
わ
る
ご
研
究
が
あ
る
。

５

田
中
牧
郎
（
一
九
八
七
）「
今
昔
物
語
集
の
「
迯
」「
遁
」「
免
」

「
脱
」
と
「
ニ
グ
」「
ノ
ガ
ル
」「
マ
ヌ
カ
ル
」」﹇
国
語
学
研
究
二

七
﹈

６

用
例
文
引
用
元

『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
は
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」、『
狭
衣

物
語
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
十
訓
抄
』
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
」、『
太
平
記
』
は
『
土
井
本
太
平
記

本
文
及
び
語
彙
索
引

本
文
編
上
・
下
』（
西
端
幸
雄
﹇
勉
誠
社
﹈
一
九
九
七
年
）
に
よ

る
。

【
参
考
文
献
】

○
辞
典
類

『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
小
学
館

二
〇
〇
一
年

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
角
川
書
店

一
九
四
八
年

『
岩
波
古
語
辞
典
』
岩
波
書
店

﹇
第
１
版
﹈
一
九
七
四
年
﹇
補
訂
﹈

一
九
九
六
年

『
時
代
別
古
語
大
辞
典

室
町
編
』
三
省
堂

二
〇
〇
〇
年

『
日
本
語
新
辞
典
』
小
学
館

二
〇
〇
五
年

○
先
行
論
文

佐
藤
武
義
（
一
九
六
七
）「
漢
文
訓
読
語
の
国
語
の
文
章
に
対
す
る
影

響
｜
「
ク
シ
テ
」
と
「
ク
テ
」
と
の
比
較
を
中
心
に
｜
」『
国
語
学
』

六
八
号

峰
岸
明
（
一
九
七
四
）「
和
漢
混
淆
文
の
語
彙
」『
日
本
の
説
話
７

言
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語
と
表
現
』
東
京
美
術

田
中
牧
郎
（
一
九
八
七
）「
今
昔
物
語
集
の
「
迯
」「
遁
」「
免
」「
脱
」

と
「
ニ
グ
」「
ノ
ガ
ル
」「
マ
ヌ
カ
ル
」」『
国
語
学
研
究
二
七
』

木
村
真
紀
（
一
九
九
九
）「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
和
漢
混
淆
の
文
体

史
的
方
向
性
｜
「
ス
ミ
ヤ
カ
」「
は
や
し
」「
と
し
」
の
「
住
み
分

け
」
と
「
生
き
残
り
」
｜
」『
玉
藻
』

日
野
資
純
（
二
〇
〇
二
）「
今
昔
物
語
集
の
ニ
グ
と
ノ
ガ
ル
｜
類
義
語

研
究
と
古
典
解
読
｜
」『
国
語
と
国
文
学
』﹇
東
京
大
学
﹈

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
学
習
院
大
学
大
学
院
の
次
の
授
業
に
お
け
る
調

査
・
発
表
を
元
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。「
平
成
二
五
年
日
本

語
学
演
習
（
安
部
清
哉
教
授
）」。
な
お
、
各
語
の
語
義
解
釈
に
お
い
て

は
安
部
清
哉
教
授
（
学
習
院
大
学
）
の
ご
助
言
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。
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