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「
を
」
の
気
脈

―
―

『
源
氏
物
語
』
の
句
読
と
異
同
―
―

『
源
氏
物
語
』
の
或
る

一
本
に
拠
り
そ
の
忠
実
な
現
代
語
訳
を
試
み
て
い
る

と
、
ど
こ
で
句
読
を
切
り
ど
こ
に
鉤
括
弧
を
付
す
べ
き
か
、
い
わ
ば
そ
の
文
構

造
を
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
、
判
断
に
窮
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
汗
牛
充

棟
の
研
究
書
を
経
い
て
も
そ
う
し
た
疑
間
が
氷
解
す
る
こ
と
は
稀
な
の
で
、
な

お
さ
ら
そ
の
違
和
に
眩
惑
さ
れ
魅
了
さ
れ
、
平
安
和
文
の
気
脈
を
何
と
か
理
会

し
た
い
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
萩
原
広
道
が

「語
の
詠
」

「三
年
乎
波
の
首
尾
」
を
視
覚
化
す
る
こ
と
に
努
め
、
佐
伯
梅
友
が

「ど
こ
に

か
か
る
か
」
と
問
い
続
け
て
い
た
の
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
『源
氏
物
語
』
を

読
む
と
は
、
そ
う
い
う
営
為
で
あ
っ
た
の
だ
と
改
め
て
感
得
さ
れ
も
す
る
。

一

「
思
つ
き
せ
ぬ
事
ど
も
を
」

例
え
ば
、
次
の
文
章
は
、
如
何
な
る
気
脈
を
成
し
て
あ
る
か
。

【
Ａ
】
中
宮
の
御
方
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
人
々
め
づ
ら
し
が
り
見
た
て
ま
つ

る
。
命
婦
の
君
し
て
、
「思
ひ
尽
き
せ
ぬ
こ
と
ど
も
を
、
ほ
ど
経
る
に
つ

け
て
も
い
か
に
」
と
御
消
息
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。

（新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

「葵
」
巻
　
エハ
七
頁
）

葵
上
を
喪
い
忌
に
籠
っ
て
い
た
光
源
氏
は
、
久
々
に
父
桐
壺
院
の
御
前
に
参

加
　
藤
　
日日
　
嘉

り
、
続
い
て
藤
壺
中
宮
の
も
と
を
訪
れ
る
。
傍
線
部
は
、
王
命
婦
を
介
し
て
光

源
氏
に
伝
え
ら
れ
た
藤
壺
の
言
で
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、
「
こ
の
私

も
悲
し
み
の
尽
き
ぬ
思
い
の
数
々
で
す
が
、
時
が
た
つ
に
つ
け
て
も
ど
れ
ほ
ど

に
か
お
寂
し
く
」
と
訳
出
し
て
い
る
。
な
ぜ
、
「を
」
が

「
で
す
が
、」
に
変
換

さ
れ
る
の
か
、
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
こ
と
ど
も
」
と
い
う
体
言
に
接

続
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
ず
は
格
助
詞
と
認
め
、
「
い
か
に
」
以
下
に

「
か

な
し
う
お
ぼ
す
ら
む
」
「
さ
び
し
か
ら
ま
し
」
「わ
び
し
か
ら
む
」
と
い
っ
た
述

語
用
言
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
「物
思
い
の
尽
き
な
い
諸
々
の
悲
傷
事
を
、

月
日
を
経
る
に
つ
け
、
ど
ん
な
に
か
辛
く
お
感
じ
に
な
っ
て
お
い
で
で
し
ょ

う
」
と
訳
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
直
前
で
も
、
朝
顔
斎
院
が

「秋
霧
に

立
ち
お
く
れ
ぬ
と
聞
き
し
よ
り
し
ぐ
る
る
空
も
い
か
が
と
ぞ
思
ふ
」
と
い
う
歌

を
贈
り
、
女
房
が

「言
ふ
か
ひ
な
き
御
事
は
、
た
だ
か
き
く
ら
す
心
地
し
は
ベ

る
は
」
と
述
べ
て
い
た
の
と
同
様
、
藤
壺
も
、
葵
上
を
亡
く
し
た
光
源
氏
に
、

弔
慰
の
言
葉
を
か
け
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

実
は
こ
の
く
だ
り
は
、
昭
和
の
或
る
時
期
ま
で
は
、
「尽
き
せ
ぬ
御
愁
傷
の

御
事
、
日
が
隔
た
る
に
つ
け
て
も
如
何
ば
か
り
」
と
、
正
確
に
訳
さ
れ
て
い
た
。

し
か
る
に
、
《青
表
紙
本
》
諸
本
で
は

「事
ど
も
」
に

「御
」
が
付
い
て
い
な



い
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
古
典
文
学
大
系
や

『全
釈
源
氏
物
語
』
あ
た
り
か
ら
、

「思
ひ
尽
き
せ
ぬ
こ
と
ど
も
」
は
光
源
氏
で
な
く
藤
壺
自
身
の
愁
嘆
を
指
す
と

解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
文
脈
が
捻
れ
る
が
、
例
え
ば
日
本

古
典
文
学
大
系
は

「事
ど
も
を
。
」
と
句
点
を
打
ち
、
角
川
文
庫
は

「今
も
悲

し
く
存
じ
ま
す
こ
と
で
す
も
の
。」
と
訳
す
な
ど
、
「を
」
を
詠
嘆
の
終
助
詞
の

ご
と
く
に
処
理
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
藤
壺
が
そ
こ
ま
で
葵
上
の
死
を
悲

じ
む
の
か
、
や
は
り
判
然
と
し
な
い
。
或
い
は
、
「
ど
も
」
に
、
密
通
を
め
ぐ

る
苦
悶
ま
で
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
「御
」
が
な
い
こ
と
を

重
視
す
る
あ
ま
り
、
こ
こ
が
浮
き
上
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
次
の
よ
う
な
本
文
で
あ
っ
た
ら
、
ど
う
か
。

【
Ｂ
】
中
宮
の
御
か
た
に
も
ま
い
り
給
へ
れ
ば
、
人
ゝ
め
づ
ら
し
が
り
み
た
て

ま
つ
る
。
み
や
う
ぶ
の
き
み
し
て
、
「お
も
ひ
つ
き
せ
ぬ
御
事
を
、
ほ
ど

ふ
る
に
つ
け
て
も
、
い
か
に
」
と
、
御
し
よ
う
そ
く
き
こ
へ
給
へ
り
。

（各
筆
本

「葵
」
巻
　
五
四
ウ
）

【
Ｃ
】
中
宮
の
御
か
た
に
も
ま
い
り
給
へ
れ
ば
、
人
／
ヽ
め
づ
ら
し
が
り
み
た

て
ま
つ
る
。
命
婦
の
君
し
て
、
「
お
も
ひ
つ
き
せ
ぬ
御
事
、
ほ
ど
の
ふ
る

に
つ
け
て
も
、
い
か
に
」
と
、
御
せ
う
そ
こ
き
こ
へ
給
へ
り
。

（陽
明
本

「葵
」
巻
　
五
七
ウ
）

【
Ｂ
】
各
筆
本

（御
物
本
）
は

「御
事
を
」
と
し
て
い
る
の
で
問
題
は
解
消

す
る
。
ま
た
、
【
Ｃ
】
陽
明
本
に
は

「御
」
が
あ
り

「を
」
が
な
い
の
で
、
「御

事
」
は
体
言
止
め
、
も
し
く
は
無
助
詞
の
目
的
語
と
し
て

「
い
か
に
」
以
下
に

掛
か
る
こ
と
と
な
り
、
や
は
り
問
題
は
解
消
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
注

釈
書
が
こ
れ
ら
を
参
照
し
て

「御
」
を
補
わ
な
い
の
は
、
各
筆
本

・
陽
明
本
の

「葵
」
巻
は

《別
本
》
で
あ
り
、
他
に
か
よ
う
な
本
文
を
持

つ
も
の
が
見
出
せ

な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
と
新
日
本
古
典
文
学

大
系
は
、
《青
表
紙
本
》
以
外
の
諸
本
を
用
い
て
は
底
本
を
改
訂
し
な
い
と
い

う
方
針
を
貫
い
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
な
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
、
次
の
よ

う
な
処
理
を
す
れ
ば
よ
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

【
Ｄ
】
中
宮
の
御
か
た
に
ま
い
り
給

へ
れ
ば
、
人
／
ヽ
め
づ
ら
し
が
り
見
た
て

ま

つ
る
。
命
婦
の
君
し
て
、
思

つ
き
せ
ぬ
事
ど
も
を
、
「
ほ
ど
ふ
る
に
つ

け
て
も
、
い
か
に
」
と
、
御
せ
う
そ
こ
き
こ
え
給

へ
り
。

（大
島
本

「葵
」
巻
　
四
八
ウ
）

右
の
ご
と
く
、
「思

つ
き
せ
ぬ
事
ど
も
を
」
を
鉤
括
弧
の
外
に
出
し
、
「
ほ
ど

ふ
る
」
か
ら

「
い
か
に
」
ま
で
を
藤
壺
の
言
と
す
れ
ば
、
「
を
」
は

「
き
こ
え

給

へ
り
」
に
掛
か

っ
て
ゆ
く
格
助
詞
と
な
り
、
「御
」
の
有
無
を
云
々
す
る
必

要
が
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
、
「事
ど
も
を
」
の
後
に
も
う

一
つ

「御
せ
う
そ

こ
」
と
い
う
目
的
語
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
を
」
は

「～
に
つ
い
て

。

～
に
対
し
て
」
と
い
う
掛
か
り
方
を
す
る
も
の
と
見
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
「古
典

の
本
文
は
、
そ
の
誤
謬
が
明
証
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
異
文
に
よ
っ
て
改
変
す
べ

き
で
は
な
」
く
、
「所
与
の
本
文
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
徹
底
的
に
考
究
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二

「
所
せ
き
身
の
ほ
ど
を
」
「
み
す
て
が
た
き
は
ま
の
さ
ま
を
」

近
藤
泰
弘

「上
代
語
に
お
け
る
助
詞

「
を
」
の
分
類
」
お
よ
び

「接
続
助
詞

「
を
」
の
発
生
時
期
」
は
、
意
味

・
解
釈
の
問
題
を
ひ
と
ま
ず
括
弧
に
入
れ
、

形
態

。
構
文
の
面
か
ら

「
を
」
を
分
類
す
る
点
、
周
到
に
し
て
明
瞭
で
あ
り
、

こ
の
助
詞
を
考
え
る
際
の
指
標
と
な
る
べ
き
論
稿
と
目
さ
れ
る
。
そ
の
論
旨
を
、

以
下
に
要
約
し
て
お
く
。

◆
上
代
文
献
に
お
け
る

「
を
」

【
１
】
格
助
詞

［対
応
す
る
述
語
用
言
が
あ
り
、
目
的
語
と
な

っ
て
い
る
体
言



（準
体
等
を
含
む
）
を
承
け
て
い
る
も
の
。
］

【
２
】
終
助
詞

［対
応
す
る
述
語
用
言
が
存
在
せ
ず
、
単
独
で
体
言

・
連
体
形

等
を
承
け
て
い
る
も
の
。］

【
３
】
間
投
助
詞

［広
義
の
連
用
に
続
き
、
文
末
が
意
志

・
命
令

・
願
望
な
ど

特
殊
な
ム
ー
ド
に
な
る
も
の
。
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
。
］

◆
中
古
文
献
に
お
け
る

「
を
」

【
１
】
格
助
詞

【
２
】
接
続
助
詞

［上
代
で
終
助
詞
と
呼
ん
だ
も
の
。
体
言
十
を
、
連
体
形
＋

を
、
連
体
形
＋
も
の
＋
を
、
と
い
う
環
境
に
現
れ
る
。
］

【
３
】
間
投
助
詞

特
徴
的
な
の
は
、
間
投
助
詞
を
連
用
成
分
の
直
後
に
現
れ
る
も
の
だ
け
に
限

定
し
た
点
、
お
よ
び
、
上
代
で
終
助
詞
と
呼
ん
だ
も
の
と
中
古
に
現
れ
る
新
し

い
形
の
も
の
を
併
せ
て
接
続
助
詞
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
区
分
を
笙
蹄
と
す

る
と
、
論
点
は
、
格
助
詞
な
の
か
接
続
助
詞
な
の
か
、
す
な
わ
ち
、
「を
」
に

対
応
す
る
述
語
用
言
が
あ
る
か
否
か
の
識
別
に
絞
ら
れ
て
来
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
の
判
断
こ
そ
が
最
も
難
し
い
。

例
え
ば
、
次
の

「を
」
は
、
ど
う
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

【
Ｅ
】
た
と
し
へ
な
く
の
ど
か
に
お
ぼ
し
を
き
て
ゝ
、
「ま
ち
ど
を
な
り
と
思
ら

む
」
と
心
ぐ
る
し
う
の
み
思
や
り
た
ま
ひ
な
が
ら
、
所
せ
き
身
の
ほ
ど
を
、

さ
る
べ
き
つ
い
で
な
く
て
、
か
や
し
く
か
よ
ひ
給
べ
き
み
ち
な
ら
ね
ば
、

神
の
い
さ
む
る
よ
り
も
、
わ
り
な
し
。

（明
融
本

「浮
舟
」
巻
　
一
一ウ
～
三
オ
）

浮
舟
を
宇
治
の
邸
に
囲
い
な
が
ら
も
、
思
う
よ
う
に
逢
え
ぬ
薫
の
心
情
を
表

し
た
く
だ
り
。
傍
線
部
の

「を
」
を
、
諸
注
釈
書
は

「～
の
で
」
「～
か
ら
」

「～
こ
と
と
て
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
疑
間
で
あ
る
。
「所
せ
き
身
の
ほ
ど
を
」

は
、
末
の

「
わ
り
な
し
」
と
対
応
し
て
い
よ
う
。
「を
」
は
、
格
助
詞
と
認
む

べ
き
も
の
で
あ
る
。
形
容
詞

・
形
容
動
詞
が
格
助
詞

「を
」
を
承
け
る
述
語
用

言
た
り
得
る
こ
と
は
認
知
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
こ
で
い
え
ば
、

窮
屈
な
身
分
を

「
わ
り
な
し
と
思
す
」
「わ
り
な
く
思
す
」
と
取
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば

『角
川
古
語
大
辞
典
』
の

「を
」
の
項
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
平
安

和
文
に
あ

っ
て
は
、
「
い
は
け
な
く
お
ぼ
ゆ
」
で
は
な
く

「
い
は
け
な
し
」、

「
さ
が
な
く
お
は
し
て
」
で
は
な
く

「
さ
が
な
く
て
」、
「惜
し
げ
に
見
え
給
ふ
」

で
は
な
く

「惜
し
げ
な
り
」
と
表
現
さ
れ
る
、
と
説
い
て
い
た
今
泉
忠
義
の
論

稿
が
想
起
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

或
い
は
ま
た
、
次
の

「を
」
は
、
ど
う
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

【
Ｆ
】
わ
か
き
人
ノ
ヽ
の
、
い
ぶ
せ
う
思
ひ
し
づ
み
つ
る
は
、
う
れ
し
き
も
の

か
ら
、
み
す
て
が
た
き
は
ま
の
さ
ま
を
、
ま
た
は
え
し
も
か
へ
ら
じ
か
し

と
、
よ
す
る
な
み
に
そ
へ
て
、
そ
で
ぬ
れ
が
ち
な
り
。

（大
島
本

「松
風
」
巻
　
七
オ
～
七
ウ
）

明
石
御
方
と
姫
君
が
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
る
仕
儀
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ

て
明
石
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
若
い
女
房
た
ち
が
、
悲
喜
交
々
の
思
い
を
抱
く

場
面
。
文
脈
を
見
や
す
く
す
る
た
め
に
、
鉤
括
弧
を
付
し
て
み
た
い
。
「
う
れ

し
き
も
の
か
ら
」
は
、
「
そ
で
ぬ
れ
が
ち
な
り
」
と
逆
接
の
関
係
に
な
る
の
で

地
の
文
と
判
断
で
き
る
。
が
、
「
み
す
て
が
た
き
は
ま
の
さ
ま
を
」
は
ど
う
処

理
す
べ
き
か
。
佐
伯
梅
友
は
、
「
み
す
て
が
た
き
」
か
ら

「
か
へ
ら
じ
か
し
」

ま
で
を
鉤
括
弧
に
入
れ
、
「
さ
ま
を
。
」
と
句
点
を
打

っ
て
、
「
こ
の
場
合
の

「を
」
は
詠
嘆
の
終
助
詞
で
あ
っ
て
、
格
助
詞
で
は
な
い
」
と
」
犯
。
し
か
し
ヽ

先
の

【
Ｄ
】
の
ご
と
く
、
こ
の

「を
」
は
、
「～
に
対
し
て
・
～
を
見
て
」
と

い
う
形
で
末
句
に
掛
か
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
そ
で
ぬ

れ
が
ち
な
り
」
は
、　
一
種
の
形
容
動
詞
の
ご
と
く
、
述
語
用
言
に
相
当
す
る
役



割
を
担
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
「ま
た
は
え
し
も
か

へ
ら
じ
か
し
」
の
み
を
鈎
括
弧
に
入
れ
る
の
が
穏
当
と
思
わ
れ
る
。

体
言
接
続
の

「を
」
が
、
心
内
文
や
会
話
文
を
跨
い
で
、
述
語
用
言
ら
し
き

句
に
掛
か
る
文
型
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

【
Ｇ
】
と
も
か
く
も
い
は
れ
ず
、
よ
は
り
た
る
け
し
き
を
、
「今
は
、
ま
た
、
い

な
と
の
た
ま
ふ
と
も
、
御
心
に
ま
か
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
、
た
ゞ
い

そ
が
し
に
い
そ
が
し
て
、
き
ぬ
と
り
出
て
き
せ
て
、
そ
ゝ
の
か
し
給
へ
ば
、

あ
れ
に
も
あ
ら
ず
な
が
ら
、
出
た
つ
。

「
俊
景
本
宇
津
保
物
語
の
研
究
１
』
「俊
蔭
」
巻
　
九
四
オ
～
九
四
ウ
）

う
つ
ほ
に
暮
す
俊
蔭
の
娘
と
仲
忠
を
見
つ
け
出
し
た
兼
雅
が
、
二
人
を
京
に

引
き
取
る
べ
く
促
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
よ
は
り
た
る
け
し
き
を
」
と
は

俊
蔭
の
娘
が
遺
巡
す
る
様
を
い
う
が
、
そ
の

「を
」
は
、
決
し
て
接
続
助
詞
で

も
終
助
詞
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
れ
も
、
「～
に
対
し
て
」
と
で
も
い
い
換
え
得

る
よ
う
な
格
助
詞
で
あ
り
、
「
い
そ
が
し
て
」
「
そ
ゝ
の
か
し
給
」
に
掛
か
っ
て

い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
「～
け
し
き
を

（見
て
と

と
か

「～
け
し
き

（
の
俊
蔭

の
娘
）
を
」
と
か
い
う
補
い
を
し
て
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
か
よ
う
な
語
法

も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
記
憶
に
留
め
て
お
き
た
い
。

〓
一

「
を
」
の
揺
動

。
明
滅

そ
れ
に
し
て
も
、
【
Ｅ
】
が
も
し

「身
の
ほ
ど
な
る
を
」
「身
の
ほ
ど
の
所
せ

き
を
」
と
あ
っ
た
ら
、
【
Ｆ
】
が
も
し

「
は
ま
の
さ
ま
な
る
を
」
「
は
ま
の
さ
ま

の
み
す
て
が
た
き
を
」
と
あ

っ
た
ら
、
「を
」
は
、
さ
し
た
る
考
慮
も
な
く

「～
だ
が
」
「～
の
で
」
と
訳
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
異
文
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

山
口
明
穂
は
接
続
助
詞

「を
」
を
解
説
す
る
中
で
、
『万
葉
集
』

一
五
五
五

番
の

「
い
く
か
も
あ
ら
ね
ば
」
が
、
『拾
遺
集
』

一
四

一
番
に
は

「
い
く
か
も

あ
ら
ね
ど
」
と
載
り
、
そ
れ
が

『詠
歌
大
概
』
で
は

「
い
く
か
も
あ
ら
ぬ
を
」

と
引
か
れ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
。
「
は

（盤
と

と

「と

（登
と

は
誤
写
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
通
行
の

『詠
歌
大
概
』
本
文
で
は

「あ
ら
ね
ど
」

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
再
調
査
を
要
す
る
指
摘
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
助

詞
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
得
る
か
と
い
う
視
点
そ
の
も
の
は
興
味
深
い
。
『源

氏
物
語
』
諸
本
の
場
合
、
本
文
の
先
後
関
係
が
不
明
で
あ
る
分
、
「を
」
の
異

同
は
、
同

一
平
面
上
の
揺
れ
動
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

諸
注
釈
書
の
底
本
た
る
大
島
本

。
明
融
本
と
、
《河
内
本
》
《別
本
》
と
呼
ば

れ
る
尾
州
本

・
高
松
宮
本

・
保
坂
本

・
陽
明
本
な
ど
を
校
合
し
て
み
る
と
、
助

詞

「を
」
と
交
替
し
得
る
主
な
も
の
は
、
接
続
助
詞
の

「
に
」
「ば
」
「
ど
」、

格
助
詞
の

「と
」
「
の
」、
係
助
詞
の

「
は
」
「も
」、
お
よ
び
、
「を
ば
」
「も
の

を
」
「
×

（無
助
詞
と

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
文
意

が
変
ら
な
い
場
合
も
あ
れ
ば
文
意
が
逆
に
な
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
文
脈
そ

の
も
の
が
別
物
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
文
意
不

明
と
な
る
も
の
は
砂
く
、
各
々
、
解
釈
可
能
な
本
文
を
伝
え
て
い
る
と
思
し
い
。

そ
れ
だ
け
に
、
中
世
期
の

『
源
氏
物
語
』
諸
本
を
横
断
す
る
よ
う
な
国
語
学
的

考
察
が
侯
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
捨
て
石
と
し
て
、
注
意
す
べ

き

「を
」
の
異
同
を
取
り
挙
げ
て
み
た
い
。

【
Ｈ
】
な
み
ノ
ヽ
の
人
に
も
も
の
し
給
は
ね
ば
、
か
た
じ
け
な
う
心
ぐ
る
し
う

て
、
か
う
思
た
ち
に
た
る
を
、
お
や
な
ど
物
し
給
は
ぬ
人
な
れ
ば
、

（大
島
本

「東
屋
」
巻
　
六
オ
）

浮
舟
の
母
君
の
発
話
で
あ
る
。
大
島
本
な
ど
諸
本
が

「給
は
ね
ば
」
と
す
る

箇
所
を
、
陽
明
本
は

「給
は
ぬ
を
」
（五
ウ
）
と
す
る
。
男
君
が

「な
み
／
ヽ

の
人
」
で
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
母
君
が

「か
た
じ
け
な
う



心
ぐ
る
し
う
」
思
う
こ
と
と
は
因
果
の
関
係
に
な
る
た
め
、
「
ね
ば
」
も

「
ぬ

を
」
も
共
に

「～
の
で
」
と
い
う
順
接
と
し
て
働
い
て
い
る
、
と
見
る
向
き
も

あ
ろ
う
が
、
「給
は
ぬ
を
」
は

「か
た
じ
け
な
し
う
心
ぐ
る
し
う
」
と
い
う
形

容
詞
に
掛
か
っ
て
ゆ
く
の
で
、
「を
」
は
格
助
詞
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

ま
た
、
諸
本
が

「
た
る
を
」
と
す
る
箇
所
は
、
陽
明
本
で
は

「た
る
」
と
あ
る
。

た
だ
、
直
後
に

「を
や

（親
と

が
あ
る
の
で
、
連
体
中
止
か
連
体
修
飾
か
と

い
う
以
前
に
、
「を
」
か

「
ゝ
」
が
脱
落
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

【
Ｉ
】
今
は
か
ぎ
り
と
思
し
程
は
、
懸
し
き
人
お
ほ
か
り
し
か
ど
、
こ
と
人
ゝ

は
さ
し
も
お
も
ひ
い
で
ら
れ
ず
、
　
　
（大
島
本

「手
習
」
巻
　
一
〓
一一オ
）

蘇
生
後
の
浮
舟
の
心
境
を
表
し
た
く
だ
り
で
あ
る
。
大
島
本
な
ど
諸
本
が

「
し
か
ど
」
と
す
る
箇
所
を
、
歴
博
本
は

「
し
を
」
公
一六
ウ
）、
保
坂
本
は

「
し
を
い
ま
は
」
公
一六
オ
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
「
ど
」
と

「を
」
が
同
意

で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
前
句
で
は
入
水
を
決
意
し
た
時
分
の
こ
と
を
、

後
句
で
は
再
び
生
を
得
た
現
在
の
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、
「を
」
が
掛

か
る
述
語
用
言
は
、
こ
れ
以
降
に
も
見
当
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の

「を
」
は

「
ど
」
と
等
し
く
逆
接
の
接
続
助
詞
と
し
て
働
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
保
坂

本
で
は

「
い
ま
は
」
と
あ
っ
て
、
対
比
が
よ
り
顕
著
に
な
ろ
う
。

【
Ｊ
】
ま
し
て
、
ひ
る
よ
な
う
お
も
ひ
給
へ
ま
ど
は
れ
侍
心
を
、
え
の
ど
め
侍

ら
ね
ば
、
人
め
も
い
と
み
だ
り
が
は
じ
う
、（大

島
本

「葵
」
巻
　
四
四
ウ
）

葵
上
を
亡
く
し
た
父
左
大
臣
の
心
内
で
あ
る
。
大
島
本
な
ど
諸
本
が

「心
を

え
の
ど
め
」
と
す
る
箇
所
を
、
陽
明
本
は

「心
を
ば
の
ど
め
」
（五
二
ウ
）
と

す
る
。
こ
れ
は
、
「を
」
と

「を
ば
」
の
交
替
と
い
う
よ
り
も
、
或
る
段
階
で

「
え

（衣

・
盈
と

と

「
は

（者
と

と
の
誤
写
が
起

っ
た
と
考
え
る
べ
き
も
の

だ
ろ
う
。
た
だ
、
双
方
、
文
脈
は
通
っ
て
い
る
。

四

「
い
と
う
れ
し
き
事
に
も
は
べ
る
を
」

以
上
は
、
異
同
が
あ
っ
て
も
文
意
が
変
ら
な
い
諸
例
で
あ
っ
た
が
、　
一
方
、

「を
」
の
揺
動
に
よ
っ
て
、
論
理
が
微
妙
に
異
な
っ
て
来
る
場
合
も
あ
る
。

【
Ｋ
】
宮
も
、
か
の
人
ち
か
く
わ
た
し
き
こ
え
て
ん
と
す
る
程
の
こ
と
ど
も
、

か
た
ら
ひ
き
こ
え
給
を
、
「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
に
も
侍
か
な
。
あ
い
な

く
、
み
づ
か
ら
の
あ
や
ま
ち
と
な
ん
思
ふ
た
ま
へ
ら
る
ゝ
。
あ
か
ぬ
む
か

し
の
な
ご
り
を
、
ま
た
た
づ
ぬ
べ
き
か
た
も
侍
ら
ね
ば
、
お
ほ
か
た
に
は
、

な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
、
心
よ
せ
き
こ
ゆ
べ
き
人
と
な
ん
思
ふ
た
ま
ふ
る

を
、
も
し
び
な
く
や
お
ぼ
し
め
さ
る
べ
き
」
と
て
、

（大
島
本

「早
蕨
」
巻
　
五
ウ
～
六
オ
）

大
君
を
喪

っ
た
鬱
懐
を
吐
露
す
る
薫
を
前
に
し
、
「宮
」
＝
匂
宮
も
、
中
君

を
京
に
移
す
べ
き
用
意
の
こ
と
な
ど
を
口
に
す
る
と
、
薫
が

「
い
と
う
れ
し
き

こ
と
」
と
、
中
君
に
対
す
る
心
情
を
語
り
は
じ
め
る
、
と
い
う
場
面
。
諸
本
が

「給
を
」
と
す
る
箇
所
を
、
陽
明
本
は

「給
に
」
（六
オ
）
と
す
る
。
接
続
助
詞

「を
」
と

「
に
」
の
交
替
比
率
は
高
く
、
ま
た
、
こ
こ
を

「～
の
で
」
と
訳
す

か

「～
と
」
と
訳
す
か
は
注
釈
者
の
匙
加
減
に
よ
ろ
う
か
ら
、
「給
を
」
と

「給
に
」
の
相
違
に
つ
い
て
は
今
は
考
え
な
い
。
「
い
と
う
れ
し
き
」
以
降
か
ら

薫
の
発
話
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
「給
」
と
い
う
終
止
形
で
は
な
く
、
「を
」
「
に
」

と
い
う
主
語
転
換
を
示
す
記
号
が
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
鉤
括
弧
内
の
文
脈
で
あ
る
。
「
い
と
う
れ
し
き
～
」
は
、
中
君
が

京
の
匂
宮
邸
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
う
気
持
ち
、
「
あ
い
な
く

～
」
は
、
匂
宮
を
手
引
き
し
た
結
果
、
中
君
が
空
間
を
託
つ
こ
と
に
な
っ
て
い

る
責
任
を
感
じ
る
気
持
ち
、
と
解
せ
よ
う
が
、
し
か
し
、
「あ
い
な
く
～
ら

る
ゝ
」
の
処
理
が
難
し
い
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
や
角
川
文
庫
は
、
こ
れ
を
後



句
に
続
け
、
「あ
か
ぬ
む
か
し

（故
大
君
）
の
な
ご
り
」
を
修
飾
す
る
も
の
と

解
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
係
り
結
び
が
あ
る
の
で
、
「
ら

る
ゝ
。」
と
句
点
で
切
る
の
が
よ
い
。
「あ
い
な
く
～
」
は
、
沢
あ
な
た
を
前
に

し
て
）
具
合
が
悪
く
も
、
（中
君
の
現
在
の
心
労
は
、
あ
な
た
を
紹
介
し
た
）

己
の
失
敗
ゆ
え
だ
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
。」
と
い
う
よ
う
な
意
で
、
前
文

「
い

と
う
れ
し
き
こ
と
に
も
侍
か
な
」
を
倒
置
的
に
理
由
説
明
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
保
坂
本
が

「
ら
れ
つ
る
」
（五
ウ
）
と
し
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
が
、

薫
は
己
の
所
為
を

「あ
や
ま
ち
」
と
感
じ
て
い
る

（た
）
が
ゆ
え
に
、
今
、
中

君
が
京
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
嬉
し
い
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

一
方
、
陽
明
本
で
は
、
本
文
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

【
Ｌ
】
み
や
も
、
か
の
人
ち
か
く
わ
た
し
き
こ
え
て
ん
と
す
る
ほ
ど
の
こ
と
ゞ

も
か
た
ら
ひ
き
こ
へ
給
に
、
「
い
と
う
れ
し
き
事
に
も
は
べ
る
を
、
あ
い

な
く
み
づ
か
ら
の
あ
や
ま
ち
と
の
み
思
給
へ
ら
る
ゝ
。
お
ほ
か
た
も
、
あ

か
ぬ
む
か
し
の
な
ご
り
も
、
又
た
づ
ぬ
べ
き
か
た
も
は
べ
ら
ね
ば
、
な
に

ご
と
に
つ
け
て
も
心
よ
せ
き
こ
ゆ
べ
き
人
と
な
ん
思
給
ふ
る
を
、
も
し
び

ん
な
く
や
お
ぼ
し
め
さ
る
べ
き
」
と
て
、

（陽
明
本

「早
蕨
」
巻
　
五
ウ
～
六
オ
）

こ
の
場
合
、
「
は
べ
る
を
」
は

「思
給
へ
ら
る
ゝ
」
と
い
う
述
語
用
言
に
掛

か
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
ま
た
、
意
味
上
、
「
ら
る
ゝ
」
と

「お
ほ
か
た
に
も
」

の
間
に
句
点
を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
「洵
に
嬉
し
い
事
で

も
あ
り
ま
す

（中
君
が
京
に
引
き
取
ら
れ
る
）
件
を
、
嫌
な
こ
と
に
、
自
分
の

失
策
だ
と
ば
か
り
感
じ
て
し
ま
う
。
」
と
訳
せ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
「を
」
は
格

助
詞
と
目
さ
れ
る
。
陽
明
本
に
お
け
る
薫
は
、
中
君
が
匂
宮
邸
に
入
居
す
る
と

い
う
、
そ
の
こ
と
を
、
「あ
や
ま
ち
と
の
み
」
感
じ
る
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
匂
宮
に
中
君
の
世
話
を
託
す
こ
と
を
恭
な
く
思
う
と
い
う
弁
で
あ
る

と
と
も
に
、
中
君
が
確
実
に
匂
宮
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
悔
や
む
よ

う
な
気
持
ち
が
滲
ん
で
も
い
よ
う
か
。

五

「
う
し
ろ
め
た
げ
な
る
御
け
し
き
を
」

或
い
は
ま
た
、
「を
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
前
後
に
も
大
き
な
異
同
が
あ
っ

て
、
通
行
の
解
釈
と
は
異
な
る
文
脈
を
成
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

【
Ｍ
】
憂
き
世
に
は
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
ゆ
か
し
く
て
背
く
山
路
に
思
ひ
こ
そ
入

れ

「
う
し
ろ
め
た
げ
な
る
御
け
し
き
な
る
に
、
こ
の
あ
ら
ぬ
所
求
め
給
ヘ

る
、
い
と
う
た
て
心
う
し
」
と
聞
こ
え
給
。

（新
日
本
古
典
文
学
大
系

「横
笛
」
巻
　
五
〇
頁
）

朱
雀
院
か
ら
春
の
山
菜
を
添
え
て
文
が
贈
ら
れ
て
来
た
の
に
対
し
、
六
条
院

で
出
家
生
活
を
送
る
女
三
宮
が
、
返
歌
を
し
た
た
め
る
く
だ
り
。
新
日
本
古
典

文
学
大
系
は
、
「
う
し
ろ
め
た
げ
な
る
」
か
ら

「心
う
し
」
ま
で
を
光
源
氏
の

発
言
と
取
り
、
「気
が
か
り
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
院
の
ご
様
子
な
の
に
、

こ
う
し
て

「ち
が
う
所
」
を
お
求
め
に
な
っ
て
い
る
と
は
、
え
ら
く
嘆
か
わ
し

い
」
と
い
う
訳
を
付
し
て
い
る
。
「御
け
し
き
」
は
朱
雀
院
の
御
様
子
、
「
に
」

は
接
続
助
詞
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
さ
て
、
傍
線
部
は
、
保
坂
本
で
は

「御
け
し
き
を
」
と
な
っ
て
お
り
、
『源
氏
物
語
別
本
集
成
』
に
よ
る
と
、
麦
生

本

・
阿
里
莫
本
に
は

「御
け
し
き
に
」
と
あ
る
由
で
あ
る
。
た
だ
、
保
坂
本
に

あ
っ
て
は
、
異
同
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。

【
Ｎ
】
「
う
き
よ
に
は
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
ゆ
か
し
く
て
そ
む
く
や
ま
ぢ
に
お
も
ひ

こ
そ
い
れ
」。
「
い
と
ゞ
世
を
い
か
に
お
ぼ
す
な
り
に
け
る
に
か
」
と
う
し

ろ
め
た
げ
な
る
御
け
し
き
を
、
フ
」
の
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
も
と
め
た
ま
へ
る
、

い
と
う
た
て
、
こ
ゝ
ろ
う
し
」
と
き
こ
え
給
。

（保
坂
本

「横
笛
」
巻
　
一一一ウ
～
四
オ
）



保
坂
本
に
は
、
波
線
部
の
ご
と
く
、　
一
九
字
に
も
及
ぶ

一
節
が
存
在
す
る
。

語
順
が
落
ち
着
か
な
い
が
、
ヨ

入
、
こ
の
世
を
、
ど
ん
な
に
か

（辛
く
）
お

思
い
な
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
」
と
訳
し
て
み
る
。
こ
れ
は
、
女
三
宮
が

歌
の
末
尾
に
書
き
添
え
た
朱
雀
院
へ
の
一
言
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
、
女
三
宮

の
歌
を
見
た
光
源
氏
の
感
想
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
と
う
し
ろ
め

た
げ
な
る
御
け
し
き
を
」
は
地
の
文
と
な
り
、
「御
け
し
き
」
は
女
三
宮
の
様

子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
「を
」
は
、
先
に
見
た

『
う
つ
ほ
物
語
』

の
例

【
Ｇ
】
と
同
じ
く
、
「～
に
対
し
て

。
～
に
向
か

っ
て
」
と
い
う
形
で

「き
こ
え
給
」
に
掛
か
る
格
助
詞
と
判
断
で
き
よ
う
。
「と
案
じ
ら
れ
る
御
様
子

（
の
女
三
宮
）
に
対
し
、」
と
い
う
意
で
あ
る
。

し
か
し
、
顧
み
れ
ば
、
角
川
文
庫
は
、
【
Ｍ
】
の
本
文
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、

他
の
注
釈
書
と
は
異
な
り
、
「出
家
に
は
む
か
な
い
御
様
子
な
の
に
」
と
訳
出

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
大
島
本
に
あ
っ
て
も
、
「御
け
し
き
」
は
女
三
宮
の

様
子
と
解
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
く
は
、
「
う
し
ろ
め
た
げ
な
る

御
け
し
き
な
る
に
」
を
地
の
文
と
取
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
保
坂
本

の
存
在
に
よ
っ
て
、
通
行
の
解
釈
が
再
考
を
追
ら
れ
て
い
る
。

一ハ

「さ
ら
ば
こ
の
わ
か
君
を
」

或
い
は
ま
た
、
「を
」
そ
の
も
の
は
不
変
で
あ
り
な
が
ら
、
後
旬
に
小
さ
な

異
同
が
あ
る
た
め
、
対
応
す
る
述
語
用
言
が
変
る
場
合
も
あ
る
。

【
０
】
君
も
、
「猶
か
く
て
は
え
す
ぐ
さ
じ
。
か
の
ち
か
き
所
に
思
た
ち
ね
」
と

す
ゝ
め
給
へ
ど
、
？
り
き
所
お
ほ
く
、
心
見
は
て
む
も
の
こ
り
な
き
心
ち

す
べ
き
を
、
「
い
か
に
い
ひ
て
か
」
な
ど
い
ふ
や
う
に
思
ひ
み
だ
れ
た
り
。

「
さ
ら
ば
、
こ
の
わ
か
君
を
か
く
て
の
み
は
び
な
き
事
な
り
。
思
心
あ
れ

ば
か
た
じ
け
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
島
本

「薄
雲
」
巻
　
一
オ
）

大
堰
の
山
荘
で
寂
蓼
た
る
日
々
を
過
す
明
石
御
方
は
、
「君
」
＝
光
源
氏
か

ら
二
条
院
東
院
に
移
る
よ
う
勧
め
ら
れ
る
も
の
の
、
な
お
も
躊
躇
し
て
い
る
、

す
る
と
光
源
氏
は
、
せ
め
て

「
わ
か
君
」
＝
明
石
姫
君
だ
け
で
も
京
に
呼
び
寄

せ
紫
上
の
養
女
に
迎
え
た
い
と
、
次
な
る
提
案
を
し
は
じ
め
る
、
と
い
う
場
面
。

傍
線
部
に
対
し
、
諸
注
釈
書
は
揃
っ
て
、
「
こ
の
若
君
を
。」
と
句
点
を
打
っ
て

い
る
。
『全
釈
源
氏
物
語
』
が
、
「
若
君
を
」
の
下
に

「移
し
給
へ
」
な
ど
の

省
略
が
あ
る
も
の
と
し
て
解
し
た
」
と
説
く
よ
う
に
、
「
さ
ら
ば
、
こ
の
若
君

を
…
ど

と
で
も
書
記
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
「
さ
ら
ば
」
が
あ
る

の
で
、
「
を
」
は
、
「～
だ
な
あ
」
「～
の
に
」
と
い
っ
た
詠
嘆
で
は
な
く
、
格

助
詞
と
認
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
次
の
よ
う
に
あ
る
と
、
文
の
関
係
を
別
様
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

【
Ｐ
】
「
な
を
、
か
く
て
は
え
あ
る
ま
じ
。
京
の
ち
か
き
と
こ
ろ
え
」
な
ど
す
ゝ

め
給
へ
ど
、
？
り
き
と
こ
ろ
お
ほ
く
み
は
て
ん
も
、
の
こ
り
な
き
こ
ゝ
ち

す
べ
き
を
、
「
い
か
に
い
ひ
て
か
」
な
ど
い
ふ
や
う
に
お
も
ひ
み
だ
る
。

「
さ
る
は
こ
の
わ
か
き
み
を
か
く
て
も
み
は
い
と
ひ
な
い
事
な
り
。
お
も

ふ
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
し
。
（天
理
本

「薄
雲
」
巻
　
一
一オ
）

天
理
本

（跡
雲
本
）
の
本
文
で
あ
る
。
傍
線
部
は
、
「
さ
る
は
、
こ
の
若
君

を
、
か
く
て
も
見
ば
、
い
と
便
な
い
事
な
り
。
」
と
漢
字
を
宛
て
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
「
そ
う
は
い
っ
て
も
、
姫
君
を
こ
ん
な
状
態
で
世
話
し
て
い
た
ら
、

洵
に
宜
し
く
な
い
事
に
な
る
。
」
と
訳
せ
ば
よ
ろ
し
い
か
。
わ
ず
か
に

「
の
」

と

「も
」
の
違
い
だ
け
で

「見
ば
」
と
い
う
述
語
用
言
が
出
現
し
、　
一
続
き
の

文
と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
も
格
助
詞
と
い
う
こ
と
に
変
り

は
な
い
も
の
の
、
対
応
す
る
述
語
用
言
が
秘
さ
れ
て
い
る
か
顕
在
し
て
い
る
か

に
よ
っ
て
、
句
読
法
が
異
な
っ
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
他
の

『源
氏
物
語
』
諸
本
は
皆
、
「
か
く
て
の
み
は
」
と
い
う



本
文
を
改
変
す
る
こ
と
な
く
伝
え
て
い
る
。
し
か
も
、
大
島
本
や
尾
州
本
な
ど

句
読
を
施
す
写
本
で
は

「わ
か
君
を
」
の
下
に
は
何
の
点
も
な
く
、
古
注
釈
で

も

「を
」
の
下
に
省
略
が
あ
る
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
と
な
る
と
、
「
わ
か

君
を
」
を
後
句
に
続
け
、
「か
く
て
の
み
」
と

「
は
」
の
間
に

「置
く
」
「見

る
」
な
ど
の
述
語
用
言
を
補
っ
て
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

七
　
「
い
と
ら
う
た
か
り
し
人
を
」

こ
こ
ま
で
、
「を
」
が
体
言
に
付
い
て
い
よ
う
と
連
体
形
に
付
い
て
い
よ
う

と
、
ま
ず
は
ど
こ
か
に
掛
か
る
格
助
詞
と
捉
え
、
そ
れ
が
認
め
難
い
時
に
限
っ

て

「～
の
に
」
と
い
う
接
続
助
詞
と
判
断
す
る
、
と
い
う
基
本
的
立
場
を
崩
さ

ず
読
解
を
行
っ
て
来
た
。
従
来
、
体
言
に
接
続
し
て
い
な
が
ら

「～
だ
が
」
と

訳
さ
れ
て
来
た

「を
」
も
、
概
ね
格
助
詞
と
し
て
解
し
得
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

わ
け
だ
が
、
た
だ
、
や
は
り
読
解
に
窮
す
る
文
脈
も
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
本
文

異
同
が
な
く
、
古
注
釈
も
問
題
視
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
洪
手
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
平
安
和
文
と
現
代
人
と
の
如
何
と
も
し
難
い
懸
隔
を
痛
感
す
る
。

【
Ｑ
】
重
り
か
な
る
方
な
ら
で
、
た
だ
心
や
す
く
ら
う
た
き
語
ら
ひ
人
に
て
あ

ら
せ
む
と
思
ひ
し
に
は
、
い
と
ら
う
た
か
り
し
人
を
。
思
ひ
も
て
い
け
ば
、

宮
を
も
思
ひ
き
こ
え
じ
、
女
を
も
う
し
と
思
は
じ
、
た
だ
わ
が
あ
り
さ
ま

の
世
づ
か
ぬ
怠
り
ぞ
な
ど
、
な
が
め
入
り
た
ま
ふ
時
々
多
か
り
。

（新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

「蜻
蛉
」
巻
　
一
エ
ハ
一
頁
）

浮
舟
を
匂
宮
に
奪
わ
れ
、
果
て
は
そ
の
浮
舟
に
先
立
た
れ
た
薫
が
、
過
往
を

振
り
返
り
つ
つ
、
己
の
至
ら
な
さ
を
噛
み
締
め
て
い
る
く
だ
り
。
傍
線
部

「
ら

う
た
か
り
し
人
」
と
は
浮
舟
の
こ
と
だ
が
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、

「人
を
。」
と
句
点
を
付
し
、
「
ま
っ
た
く
い
と
し
い
女
だ
っ
た
も
の
を
、」
と
訳

出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
直
前
の

「～
と
思
ひ
し
に
は
」
が
掛
か
っ
て
お
り
、

ま
た
、
直
後
の

「
思
ひ
も
て
い
け
ば
」
は

「宮
を
も
～
」
に
繋
が

っ
て
ゆ
く
の

で
、
や
は
り

「
を
。
」
と
切
ら
な
け
れ
ば
文
脈
が
捻
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
右

の
訳
は
、
格
助
詞
と
も
接
続
助
詞
と
も
詠
嘆
終
止
と
も

つ
か
ぬ
形
で
、
「
を
」

の
風
合
を
う
ま
く
表
し
て
い
る
。
が
、
「重
り
か
」
か
ら

「怠
り
ぞ
」
ま
で
を

鈎
括
弧
に
入
れ
て
訳
し
て
い
る
点
は
、
頷
け
な
い
。
こ
の
段
全
体
は
、
次
の
よ

う
な
陰
陽
周
期
で
紡
が
れ
て
い
る
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

①

【
Ｒ
】
「
荻
の
葉
に
露
ふ
き
む
す
ぶ
秋
風
も
ゆ
ふ
べ
ぞ
わ
き
て
身
に
は
し
み
け

る
』
と
か
き
て
も
そ
へ
ま
ほ
し
く
」
お
ぼ
せ
ど
、
「́
や
う
な
る
露
ば
か

り
の
気
し
き
に
て
も
も
り
た
ら
ば
、
い
と
わ
づ
ら
は
じ
げ
な
る
よ
な
れ
ば
、

は
か
な
き
こ
と
も
、
え
ほ
の
め
か
し
い
づ
ま
じ
。
」
か
く
よ
ろ
づ
に

「
な

④

に
や
か
や
」
と
も
の
思
の
は
て
は
、
「
む
か
し
の
人
の
も
の
し
給
は
ま
し

か
ば
、
い
か
に
も
／
ヽ
ほ
か
ざ
ま
に
心
わ
け
ま
し
や
。
と
き
の
み
か
ど
の

御
む
す
め
を
給
と
も
、
え
た
て
ま

つ
ら
ざ
ら
ま
し
。
」
さ
た
、
「
さ
思
人

あ
り
』
と
き
こ
じ
め
し
な
か
ら
ば
、
か
ゝ
る
こ
と
も
な
か
ら
ま
し
を
、
な

ほ
心
う
く
、
わ
が
心
み
だ
り
給
け
る
は
し
ひ
め
か
な
」
と
思
ひ
あ
ま
り
て

⑥

は
、
又
、
宮
の
う
へ
に
と
り
か
ヽ
り
て
、
コ
こ
ひ
し
う
も

つ
ら
く
も
わ
り

な
き
こ
と
も
、
お
こ
が
ま
し
き
ま
で
』
劇
刊
ｄ
割
。
」
こ
れ
に
思
わ
び
て

⑦

さ
し
つ
ぎ
に
は
、
「
あ
さ
ま
し
く
て
う
せ
に
し
人
の
、
い
と
を
さ
な
く
、

と
ゞ
こ
ほ
る
と
こ
ろ
な
か
り
け
る
か
ろ
ハ
ヽ
し
さ
」
を
ば
お
も
ひ
な
が
ら
、

⑧「
さ
す
が
に
い
み
じ
と
も
の
を
お
も
ひ
い
り
け
ん
ほ
ど
、
わ
が
け
し
き
れ

い
な
ら
ず
と
心
の
お
に
ゝ
な
げ
き
じ
づ
み
て
ゐ
た
り
け
ん
あ
り
さ
ま
」
を

⑨

き
ヽ
給
し
も
お
も
ひ
い
て
ら
れ
つ
ゝ
、
「
を
も
り
か
な
る
か
た
な
ら
で
、

た
ゞ
心
や
す
く
ら
う
た
き
か
た
ら
ひ
人
に
て
あ
ら
せ
む
と
思
ひ
し
に
は
、

劇
ｄ
引
引
ｄ
力ゝ―
引
Ы
測
Ｊ
ＴＩ
「
」

お
も
ひ
も
て
い
け
ば
、
「Ｔ
を
も
お
も

ひ
き
こ
え
じ
。
女
を
も
う
し
と
お
も
は
じ
。
た
ゞ
わ
が
あ
り
さ
ま
の
よ
づ



か
ぬ
を
こ
た
り
ぞ
」
な
ど
な
が
め
い
り
給
と
き
′
ヽ
お
ほ
か
り
。

（大
島
本

「蜻
蛤
」
巻
　
五
五
オ
～
五
六
オ
）

暴
挙
で
あ
る
と
承
知
の
上
で
、
心
内
文
は
全
て
鉤
括
弧
に
入
れ

（①
～
⑩
）、

地
の
文
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
し
た
。
二
重
傍
線
部
は
い
わ
ゆ
る

「主
観
直
叙
」
も

し
く
は

「
う
つ
り
詞
」
の
類
で
、
「～
と
思
す
」
と
言
い
換
え
得
る
も
の
。
こ

の
段
全
体
の
連
綴
法
を
見
や
す
く
す
る
た
め
、
甚
だ
奇
矯
な
体
裁
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
現
代
語
訳
は
、
④

「
む
か
し
の
～
は
し
ひ
め
か

な
」
と
、
⑨

「を
も
り
か
～
」
か
ら
⑩

「を
こ
た
り
ぞ
」
ま
で
と
を
鉤
括
弧
に

入
れ
、
他
は
、
地
の
文

（と
薫
の
心
内
が
半
ば

一
体
化
し
た
も
の
）
と
し
て
処

理
し
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
色
分
け
す
る
と
、
こ
の
段
全
体
が
、
薫

の
心
内
文

（鉤
括
弧
内
）
と
、
「思
ふ
」
「思
す
」
を
く
り
返
す
地
の
文

（ゴ

シ
ッ
ク
体
）
と
の
交
互
反
復
に
よ
っ
て
彩
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る

に
違
い
な
い
。
実
は
こ
の
前
に
も

「と
い
み
じ
う
お
ぼ
い
た
り
」
（五
四
オ
）

と
あ
り
、
こ
の
後
に
も

「ま
た
、
お
ぼ
す
ま
ヽ
に
」
（五
六
ウ
）
と
あ
っ
て
、

つ
ま
り
、
と
め
ど
な
い
薫
の
煩
間
が
、
「
ａ
と
思
い
、
ｂ
と
思
っ
て
は
ま
た
、

ｃ
と
思
い
…
」
と
い
う
形
で
婉
挺
と
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
薫

ら
し
い
、
執
拗
に
練
続
す
る
思
考
が
よ
く
表
さ
れ
た
文
体
と
思
わ
れ
る
わ
け
だ

が
、
問
題
の
傍
線
部
に
つ
い
て
い
う
と
、
「～
人
を
…
ピ

は
、
心
内
文
の
末
尾
、

「お
も
ひ
も
て
い
け
ば
」
は
、
「と
思
ひ
あ
ま
り
て
は
」
「
」
れ
に
思
わ
び
て
さ

し
つ
ぎ
に
は
」
な
ど
と
同
じ
く
、
心
内
文
の
狭
間
に
表
出
す
る
地
の
文
、
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

「ら
う
た
か
り
し
人
を
…
ど

と
い

う
思
念
を
打
ち
消
す
も
の
と
し
て
、
⑩

「女

（浮
舟
）
を
も
う
し
と
お
も
は

じ
」
と
い
う
言
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
「人
を
」
の
下
に
は

「
う
し
」
に
相

当
す
る
よ
う
な
述
語
用
言
が
想
定
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
「を
」
は
、
先
の

【
０
】
の
ご
と
く
、
い
い
差
し
の
格
助
詞
と
認
め
得
る
だ
ろ
う
か
。
な
お
判
然

と
し
な
い
。
さ
ら
な
る
検
藪
を
要
す
る
。

以
上
、
平
安
和
文
の
気
脈
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
課
題
の
も
と
、

『
源
氏
物
語
』
の
会
話
文

・
心
内
文
を
取
り
挙
げ
、
そ
の
内
外
に
現
れ
る
助
詞

「
を
」
に
留
意
し

つ
つ
、
新
た
な
本
文
読
解
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。
考
慮
の

足
り
ぬ
点
に
つ
い
て
、
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
う
。

注（１
）

萩
原
広
道

『源
氏
物
語
評
釈
』
２

八
五
四
年
～
）

佐
伯
梅
友

『源
氏
物
語
講
読
』
上
～
下

（武
蔵
野
書
院

。
一
九
九

一
～
九
二
年
）

（２
）

島
津
久
基

『対
訳
源
氏
物
語
講
話
６
』
（矢
島
萱
房
・
一
九
五
〇
年
）

（３
）

体
言
接
続
の

「を
」
を
詠
嘆
と
し
て
訳
す
諸
例
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
稿
を

参
照
。

松
尾
聡

「格
助
詞

・
間
投
助
詞

・
接
続
助
詞
の

「を
Ｌ

（『古
典
解
釈
の
た
め
の

国
文
法
入
門
　
改
訂
増
補
』
研
究
社
・
一
九
七
三
年
）

遠
藤
和
夫

「白
露
の
色
は
ひ
と
つ
を
―
体
言
接
続
の

「接
続
助
詞
」
の

「を
」
の

用
法
を
検
討
し
、
接
続
助
詞
の
本
質
に
お
よ
ぶ
―
」
令
和
洋
女
子
大
学
紀
要

（第

１
分
冊
　
文
系
編
と

２６
。
一
九
八
六
年
二
月
）

（４
）

次
の
論
稿
は
、
当
該
の
く
だ
り
に
触
れ
な
が
ら
独
自
の
藤
壺
論
を
展
開
し
て
い

Ｚ
つ
。

阿
部
秋
生

「藤
壺
の
宮
と
光
源
氏
」
１
～
２

（『文
学
』

一
九
八
九
年
八
～
九
月
）

（５
）

以
下
の
諸
例
の
う
ち
、
二
重
傍
線
を
付
し
た
方
の

「を
」
は
、
「～
に
対
し

て

。
～
に
つ
い
て
」
と
い
う
意
と
捉
え
ら
れ
よ
う
か
。
い
ず
れ
も
、
佐
伯
梅
友

「
を
Ｌ

（『上
代
国
語
法
研
究
』
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所

。
一
九
六
六
年
）

で
挙
げ
ら
れ
た
例
で
あ
り
、
前
掲
注

（３
）
の
松
尾
論
稿
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

○
こ
の
御
こ
と
に
ふ
れ
た
る
こ
と
日
ば
、
だ
う
り
日
も
う
し
な
は
せ
給
ふ

（大
島
本

「桐
壺
」
巻
　
一
五
オ
）

○
さ
ら
ぬ
は
か
な
き
事
を
だ
に
き
ず
を
も
と
む
る
世
に
、

（大
島
本

「紅
葉
賀
」
巻
　
一
六
オ
）



○
た
ゞ
そ
こ
は
か
と
な
く
て
す
ぐ
し
つ
る
と
し
月
は
、
な
に
ご
と
を
か
心
を
も
な

や
ま
し
け
む
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
島
本

「明
石
」
巻
　
一二
七
オ
）

な
お
、
「～
に
対
し
て
」
と
解
し
得
る

「を
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
稿
も
参

照
。

山
崎
良
幸

「助
詞
」
令
古
典
語
の
文
法
』
武
蔵
野
書
院

。
一
九
六
六
年
）

鎌
田
良
二

「中
古
文
に
お
け
る
助
詞

「を
」
に
つ
い
て
―
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

―
」
∩
甲
南
女
子
大
学
紀
要
』
８

ｏ
一
九
七
二
年
三
月
）

同

「助
詞

「を
」
に
つ
い
て
」
合
田
辺
博
士
古
稀
記
念
　
国
語
助
詞
助
動
詞
論

叢
』
桜
楓
社

・
一
九
七
九
年
）

山
口
明
穂

「客
語
意
識
」
∩
国
語
の
論
理
―
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
―
』
東
京
大

学
出
版
会

・
一
九
八
九
年
）

（６
）

塚
原
鉄
雄

「挿
入
の
修
辞
」
∩
国
語
構
文
の
成
分
機
構
』
新
典
社

・
二
〇
〇
二

年
）

（７
）

い
ず
れ
も
、
近
藤
泰
弘

『
日
本
語
記
述
文
法
の
理
論
』
（
ひ
つ
じ
書
一房
・
二
〇

〇
〇
年
）
に
所
収
。

な
お
、
こ
れ
を
承
け
た
以
下
の
論
稿
も
参
照
。

金
水
敏

「古
典
語
の

「
ヲ
」
に
つ
い
て
」
（仁
田
義
雄
編

『
日
本
語
の
格
を
め

ぐ
っ
て
』
く
ろ
し
お
出
版

。
一
九
九
二
年
）

衣
畑
智
秀

「上
代
語
の
フ
・
モ
ノ
ヲ
ー
そ
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（金
水
敏
代

表

『平
成
１４
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

（Ｃ
）
（２
）
研
究
成
果
報
告
書
　
統

合
化
さ
れ
た
言
語
学

。
国
語
学
用
語
集
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
』
二
〇
〇
三
年
三

月
）

（８
）

今
泉
忠
義

「形
容
詞
性
の
語
の
尊
敬
表
現
―
源
氏
物
語
の
敬
語
法

一
つ
―
」

今
日
本
文
学
論
究
』
１６

・
一
九
五
七
年
六
月
）

（９
）

佐
伯
梅
友

「松
風
の
巻
の
別
離
の
場
面
」
令
古
文
読
解
の
た
め
の
文
法
　
下
』

三
省
堂

・
一
九
八
八
年
）

（１０
）

連
体
句
の
か
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
論
稿
を
参
照
。

今
泉
忠
義

「源
氏
物
語
の
構
文
―
連
体
的
修
飾
語
の
用
法
―
」
令
国
学
院
雑
誌
』

一
九
六
六
年
四
月
）

（Ｉ
）

山
口
明
穂

「を
」
（松
村
明
編

『
日
本
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院

・
一
九
七

一

年
）

（‐２
）

天
理
本

（琲
雲
本
）
の
様
態
と
本
文
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
稿
を
参
照
。

伊
井
春
樹

「耕
雲
本

『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
の
性
格
」
令
源
氏
物
語
論
と
そ
の
研

究
世
界
』
風
間
言
房
・
二
〇
〇
二
年
）

（‐３
）

７
行
日
＊

「
さ
」
は

「
ま

（万
と

の
誤
写
だ
ろ
う
。
８
行
日
＊
＊

「
な
が
ら

は
」
で
は
な
く

「
な
か
ら
ば
」
と
解
し
た
。
９
行
日
＊
＊
＊

「
は
し
ひ
め
」
と

「
は
じ
め
」
と
の
異
同
が
あ
り
注
意
さ
れ
る
。

（‐４
）

以
下
の
論
稿
は
、
島
津
久
基
の
い
う

「主
観
直
叙
」
「客
観
的
移
用
」、
中
島
広

足
の
い
う

「
う
つ
り
詞
」
を
紹
介
し
な
が
ら
、
心
内
文
と
地
の
文
が
分
か
ち
難
く

融
合
す
る
独
自
の
文
体
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

石
田
穣
二

「注
釈
に
つ
い
て
の
二
三
の
提
言
」
∩
源
氏
物
語
致
そ
の
他
』
笠
間
書

院

・
一
九
八
九
年
）

秋
山
虔

「「
う
つ
り
詞
」
と
い
う
こ
と
」
令
む
ら
さ
き
』
２‐

。
一
九
八
四
年
七
月
）

池
田
節
子

「移
り
詞
」
ｅ
別
冊
国
文
学
　
源
氏
物
語
事
典
』

一
九
八
九
年
五
月
）

※

『
源
氏
物
語
』
諸
本
の
本
文
は
、
以
下
の
複
製

・
影
印
に
拠
っ
た
。

▽
各
筆
本

（御
物
本
）
＝

『御
物
各
筆
源
氏
』
（貴
重
本
刊
行
会
）

▽
陽
明
本
＝

『陽
明
叢
書
国
書
篇
　
源
氏
物
語
』
（思
文
閣
出
版
）

▽
大
島
本
＝

『大
島
本
源
氏
物
語
』
（角
川
書
店
）

▽
明
融
本
＝

『東
海
大
学
蔵
桃
園
文
庫
影
印
叢
書
　
源
氏
物
語

（明
融
本
と

（東
海

大
学
出
　
版
会
）

▽
歴
博
本
＝

『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

貴
重
典
籍
叢
書

文
学
篇
　
物
語
』
（臨

川
書
店
）

▽
保
坂
本
＝

『保
坂
本
源
氏
物
語
』
（お
う
ふ
う
）

▽
天
理
本

（畔
雲
本
）
＝

『天
理
図
書
館
善
本
叢
書
　
源
氏
物
語
諸
本
集
』
（八
木

書
店
）

い
ず
れ
も
、
掲
出
に
際
し
て
、
私
に
句
読
点

・
濁
点

・
釣
括
弧
を
施
し
た
。
漢
字

・

仮
名
表
記
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
は
、
見
せ
消
ち

・
補
入

・
注
記

・

句
読
な
ど
、
書
き
入
れ
の

一
切
を
無
視
し
、
本
行
本
文
の
み
を
採
用
し
た
。

―
―
国
文
学
研
究
資
料
館
助
教
授
―
―


