
一

源
氏
物
語
の
接
頭
語
に
つ
い
て

一

竹

田

キ口

子

源
氏
物
語
中
の
接
頭
垣
間
を
述
べ
よ
う
と
す
る
に
当
つ
て
は
、
ま
、
ず
第
一
に
接
頭

語
自
体
の
一
応
の
規
定
が
必
要
と
な
る
。
今
語
家
の
一
言
を
総
ま
と
め
に
す
る
と
、

既
知
の
通
り
で
あ
っ
て
何
ら
日
新
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
織
な
こ
と
が

一
式
え
る
。

つ
ま
り
接
頭
語
と
は
、
「
誇
詞
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
常
に
誇
基
の
前
に
冠

せ
ら
れ
る
こ
主
に
よ
り
下
語
を
修
飾
し
、
比
較
的
独
立
を
持
た
ぬ
諾
」
と
一
式
う
事
。

私
は
こ
の
結
論
を
立
前
と
し
て
、
以
下
そ
の
一
部
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。

源氏物語接一間話分類の試みは、特に山田孝雄氏のF日本文法論d

p日本文法講義dp平安朝交法史d等の著書に於ける接頭語の種類項

を参照した。接間誌は機能に応じて＝大別出来る。その一つは、単に

音調を加えるに過まぬとするものと、そのこはある種の意義を加える

と見るものである。

前者は、これを叉二分し⑧古来発語といわれ、種々の象徴的音節を

冠することにより、名詞・動詞・形容詞・副詞などの意義を慣用的に

修飾するものと、仮に私がけの中の⑨一として分類したい一群、⑥いづ

れも動詞のみを修飾する。動詞から転じて独立を失い、ほとんど意義

なく、まL語勢を添えると見るものの、⑧⑥に区別する。

源氏物語に於ける付に属するものを揚げてみよう。
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右
表
の
様
に
、
単
に
音
調
を
加
え
る
に
と
ど
ま
る
と
思
わ
れ
る
接
頭
語
中
、
他

に
「
い
」
・
「
し
」
・
「
そ
」
・
「
ひ
」
・
等
の
接
頭
語
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
用
例
は

源
氏
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

次
に
⑥
、
動
詞
転
成
の
接
頭
誇
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
・
「
あ
ひ
」
・
「
う
ち
」

・
「
お
し
」
・
「
か
き
」
・
等
の
種
類
が
揚
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
総
数
を
一
応
示
す

と
左
の
通
り
で
あ
る
。

糊
十

麟
一

63 

1366 

20 

346 

325 

336 

3543 

205 

175 

246 

461 

あv-

もて

うち

おし

〉自ミν、

さし

たち

且ミ告

ひき

とり

計



以
上
が
、
殆
ん
ど
意
義
な
く
ま
L
音
調
を
加
え
る
と
す
る
接
頭
語
で
あ
る
が
、

後
者
に
属
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
同
あ
る
種
の
意
義
を
加
え
る
と
見
る
も
の
は
、

名
詞
数
詞
な
ど
の
実
体
誇
に
冠
せ
ら
れ
、
比
較
的
明
瞭
な
観
念
内
容
を
示
す
と
い

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
数
等
は
、
頻
雑
に
な
る
為
割
愛
す
る
が
、
種
類
を
一

覧
し
て
み
よ
う
。

二
、
①
敬
意
を
添
え
る
も
の
。
す
べ
て
「
御
」
の
字
音
を
用
い
る
。

お
・
お
ほ
・
お
ほ
み
・
お
ほ
ん
・
お
ん
・
み
・
ぎ
よ
・
ご

①
真
正
叉
は
純
粋
な
意
を
添
え
る
も
の
。

す
・
飾
り
な
い
意
を
添
え
る
。

き
・
生
来
の
ま
ま
の
意
を
添
え
る
。

ま
・
真
正
の
意
を
添
え
る
。

①
初
め
て
、
叉
は
新
な
意
を
添
え
る
も
の
。

う
ひ
・
緑
験
上
初
め
て
の
意
を
添
え
る
o

に
ひ
・
新
し
い
意
を
添
え
る
。

は
っ
・
時
間
的
の
初
め
を
あ
ら
わ
す
。
最
初

の
意
を
添
え
る
。

②
小
さ
い
意
或
は
些
少
な
意
を
添
え
る
も
の
。

」
・
を

⑦
仰
而
非
な
る
意
を
添
え
る
も
の
。

え
せ

⑦
不
正
叉
は
非
理
な
意
を
添
え
る
も
の
。

ひ
が
・
体
言
特
に
用
言
よ
り
出
た
も
の
に
多

く
捺
す
。

まoき。す。
心すな

ぐほ
な
り

にoう。
ひ。ひ。
手ご
枕と

。

。

。

。

は
つ
雁
・
は
つ
時
雨

こ
栓
・
を
櫛

。。
え
せ
受
領

一
安
定
事

⑦
打
消
又
は
無
き
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
。

ふ
－
一
不
」
の
字
品
目
を
用
い
る
。

ぶ
・
「
無
」
の
字
音
を
用
い
る
。

む
：
｛
無
」
の
字
音
を
用
い
る
。

①
性
を
あ
ら
わ
す
も
の
。

めを
①
不
完
全
な
い
L
か
げ
ん
な
等
の
意
を
表
す
。

な
ま
・
動
詞
・
形
容
詞
・
副
詞
な
ど
に
附
加

さ
れ
る

⑮
な
ん
と
な
く
の
窓
を
あ
ら
わ
す
も
の
。

も
の

⑬
多
く
を
あ
ら
わ
す
意
を
添
え
る
も
の
。

L、も
くろ

＠
こ
と
な
る
意
を
そ
え
る
も
の
。

と

一
ふ
孝
・
ふ
用

一
ぷ
道

一
む
才
・
む
徳

めoを。
おし
ゃか

。。
な
ま
は
し
た
な
し

。。
も
の
哀
れ

一（ 17)ー

b、。も。
くoろ。
世心

。。
こ
と
人
等

吉
沢
義
則
著
P
源
氏
物
語
d

索
引
及
び
佐
成
謙
太
郎
著
H
H

対
訳
源
氏
物
語
d

を

参
照
に
、
一
応
接
頭
語
と
し
て
摘
出
し
た
の
は
右
の
通
り
で
あ
る
o

さ
て
、
源
氏
の
中
に
於
け
る
こ
れ
ら
接
頭
語
の
一
項
一
項
に
付
き
詳
細
に
す
る

必
要
も
あ
ろ
う
が
、
今
は
二
・
一
二
項
の
み
に
と
ど
め
置
く



的
接
頭
諮
「
み
」

一
般
に
接
頭
語
「
み
」
は
、
「
か
よ
わ
し
」
・
「
け
ざ
や
か
な
り
」
・
「
さ
を
し
か
｝

・
「
た
や
す
し
」
等
に
於
け
る
「
か
で
「
け
」
・
－
さ
？
？
た
」
等
と
同
類
の
も
の

、
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
表
に
示
し
た
事
に
よ
っ
て
も
朗
ら
か
で

あ
る
が
、
更
に
実
例
に
当
っ
て
み
た
結
呆
に
よ
る
一
考
を
述
べ
た
い
。

山
田
孝
雄
氏
の
「
み
」
に
関
す
る
説
を
特
に
揚
げ
て
み
よ
う
。

O
意
義
漠
然
と
し
て
音
調
を
よ
く
す
る
為
に
添
ふ
と
見
ゆ
る
も
の
の
例
次
の
如
し
。

「
み
」
名
調
に
接
す
。

み
空
・
み
雪
・
み
山
・
み
谷
へ
日
本
文
法
講
義
）

O
音
調
を
添
ふ
る
も
の
は
其
の
意
殆
ど
認
め
難
く
、
唯
英
の
下
の
語
意
を
強
く
す

る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
な
り
。

コ
み
」
名
詞
に
つ
〈
例
あ
り
。

み
吉
野
・
み
熊
野
・
み
山
・
み
空
・
み
雪
・
み
坂
・
み
仰

唯
誇
意
を
強
め
問
時
に
幾
分
か
感
情
的
に
形
容
す
る
意
あ
る
な
り
。
（
日
本
文
法

論）O
単
に
声
調
を
整
へ
む
が
為
の
「
：
・
み
・
：
」
等
は
前
期
に
は
栄
え
し
が
こ
の
期
よ

り
は
慣
用
語
に
固
定
す
る
に
至
り
ぬ
。
「
み
」
は
前
期
に
盛
な
り
し
が
、
こ
の
期
に

は
前
期
の
残
存
物
を
み
る
の
み
o
（
平
安
朝
文
法
史
）

と
こ
ろ
で
、
源
氏
中
の
「
み
」
に
関
す
る
接
頭
語
も
、
尊
敬
の
意
を
表
す
る

「み
F

御
」
を
除
い
て
・
み
雪
コ
一
倒
・
み
山
コ
一
例
・
そ
の
他
み
山
お
ろ
し
（
2
）・

み
や
ま
が
く
れ
（
3
）
・
み
山
木
へ
3
）
・
み
山
鐘
り
（
2
）
・
み
山
住
（
4
）
等
が
あ
る
。

用
例
を
示
そ
う
。

み
山

仙
枕
ゆ
ふ
今
容
ば
か
り
の
露
け
さ
を
恥
山
の
苔
に
く
ら
べ
ざ
ら
な
む
（
若
紫
）

同
雪
深
き
お
山
の
道
は
晴
れ
ず
と
も
な
ほ
ふ
み
か
よ
へ
跡
絶
‘
え
ず
し
て
（
薄
雲
）

倒
薮
降
る
み
山
の
皇
は
朝
夕
に
眺
む
る
空
も
か
き
く
ら
し
つ
つ
（
総
角
）

発
語
的
「
み
」
を
冠
し
た
山
の
倒
は
こ
の
一
一
一
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
歌
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
・
「
み
山
」
の
「
み
」
を
、
慣
用
化

さ
れ
も
は
や
そ
の
意
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
の
、
単
な
る
語
調
を
整
へ
る
接
頭
語

「
み
」
と
解
す
る
以
外
に
考
え
よ
う
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
成
程
こ
の
月
例
だ
け
か

ら
は
－
み
・
山
」
（
名
）
〔
深
山
〕
（
み
ハ
発
諾
）
（
一
）
山
ト
云
プ
ユ
同
ジ
（
大
一
一

海
）
解
釈
を
し
て
も
、
一
向
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
歌
が
、

源
氏
物
語
中
の
前
後
の
文
章
か
ら
推
し
考
え
る
と
、
積
極
的
で
は
な
く
と
も
、

｛
み
」
に
P
深
い
4

意
が
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

倒
え
ば

ωの
歌
は
、
源
氏
が
わ
ら
は
や
み
祈
祷
に
北
山
を
訪
れ
た
際
の
、
若
紫

の
祖
母
の
源
氏
へ
の
返
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
北
山
に
つ
い
て
は
「
や
L
深
う
入
る

所
な
り
け
り
：
ム
一
一
月
の
晦
日
な
れ
ば
京
の
花
盛
り
は
皆
過

F
に
け
り
。
山
の
桜
は

ま
だ
盛
り
に
て
入
り
も
て
お
は
す
る
ま
ま
に
震
の
た
た
ず
ま
ひ
も
を
か
し
う
」
見

ゆ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
し
て
「
岩
隠
れ
の
苔
の
上
に
な
み
ゐ
て
土
器
参
る
」
と

い
っ
た
奥
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

凶
の
歌
も
、
「
か
か
る
深
山
隠
れ
に
て
は
何
の
栄
か
あ
ら
む
」
と
、
母
尼
君
が
嘆

く
「
大
根
川
の
わ
た
り
」
｛
都
の
北
効
の
大
根
川
の
近
く
）
の
、
「
川
面
に
、
え
も

い
は
ぬ
松
陰
に
、
何
の
い
た
は
り
も
な
く
建
て
た
る
寝
殿
の
こ
と
そ
ぎ
た
る
様
も

お
の
づ
か
ら
山
里
の
あ
は
れ
を
み
せ
」
て
い
る
明
石
の
邸
で
、
明
石
姫
君
と
乳
母

に
別
れ
る
明
石
上
の
、
乳
母
に
お
く
る
歌
で
あ
る
。

更
に
最
後
の
引
用
歌
は
、
宇
治
の
中
君
か
ら
匂
宮
へ
の
返
歌
で
あ
る
。
「
譲
散
る

み
山
の
旦
」
は
、
一
式
う
ま
で
も
な
く
宇
治
の
山
里
で
あ
っ
て
、
「
か
く
絶
え
龍
り
ぬ

る
野
山
の
末
」
と
し
て
「
い
と
ど
山
重
な
れ
る
御
住
処
に
尋
ね
参
る
人
も
な
」

く
、
「
あ
や
し
き
下
衆
な
ど
、
田
舎
び
た
る
山
時
間
ど
も
の
み
、
稀
に
馴
れ
参
り
仕
う

ま
つ
る
」
宇
治
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
歌
に
よ
ま
れ
た
こ
れ
ら
み
山
は
場
所
柄
、
突
に
人
里
離
れ
た

奥
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一（ 18）ー



で
は
、
「
み
」
自
体
に
そ
う
い
う
表
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
辞
書
に
よ
る
と
〔
み

は
発
誇
〕
奥
深
キ
山
・
奥
山
・
深
山
・
（
大
言
海
）
み
・
や
ま
（
名
）
奥
深
い

山
。
（
古
語
辞
典
）
と
あ
っ
て
、
「
み
」
に
F
深
い
H
H

意
の
あ
る
こ
と
朗
ら
か
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
単
な
る
語
調
を
整
へ
る
発
諮
と
し
て
の
接
頭
語
で
は
な
い
。
「
み

し
」
と
い
う
形
容
詞
が
容
在
し
て
そ
の
語
幹
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
或
は
「
深
し
」

と
関
連
し
た
語
根
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
源
氏
の
中
だ
け
で
云
々
す

る
の
は
危
険
だ
が
、
私
は
一
ま
ず
こ
の
深
山
の
場
合
の
「
み
」
を
、

F
奥
深
い
uu

と
い
う
意
義
を
表
す
接
頭
語
と
と
り
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
で
は
「
み
｝
（
深
）
が

独
立
語
と
し
て
存
在
し
た
か
を
見
る
に
源
氏
中
に
は
そ
の
用
例
が
全
く
な
く
、
こ

の
深
山
の
如
く
、
山
に
先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
飾
語
と
な
り
、
下
語
を
M
H

奥

深
い
4

と
い
う
意
で
形
容
修
飾
す
る
非
独
立
誇
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
山
田
氏

の
分
類
で
は
、
既
知
の
よ
う
に
、
「
み
山
」
は
「
み
空
」
等
と
同
群
に
入
れ
て
麗
ら

れ
る
が
、
私
は
接
頭
語
分
類
第
＝
F
意
義
U
H

を
添
え
る
と
み
る
も
の
」
の
中
の
、

P
奥
深
い
4

と
い
う
具
体
的
な
表
意
接
頭
語
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
が
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。

「
み
雪
」
に
つ
い
て
の
三
倒
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

O
小
塩
山
み
ゆ
き
一
れ
る
松
原
に
今
日
ば
か
り
な
る
跡
ゃ
な
か
ら
む
（
行
幸
）

O
う
ち
き
ら
し
朝
曇
せ
し
み
ゆ
き
に
は
さ
や
か
に
空
の
光
や
は
見
し
（
行
幸
）

。

O
茜
さ
す
光
は
空
に
曇
ら
ぬ
を
な
ど
て
み
ゆ
き
に
自
を
き
ら
し
け
む
（
行
幸
｝

右
の
諸
例
は
、
い
づ
れ
も
「
行
豊
中
」
の
巻
に
あ
っ
て
、
「
み
ゆ
き
」
に
行
幸
を
か
け

て
あ
る
の
だ
が
、
「
み
雪
」
と
い
う
の
は
歌
語
と
も
い
え
よ
う
か
。
こ
の
こ
と
は

「
み
」
を
P
深
い
4

と
い
う
意
義
保
持
の
接
頭
語
、
と
す
る
か
の
詮
索
は
一
ま
ず
預

け
置
く
「
み
山
L

に
於
て
も
、
更
に
は
「
み
空
｝
・
「
み
谷
」
に
し
て
も
、
下
諮
問
を

美
化
す
る
為
の
誇
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
同
じ
語
調
を
整
へ
る
接
顕
諮
で
は
あ
っ

て
も
、
前
記
の
様
に
用
い
た
「
み
」
は
特
に
「
親
シ
‘
、
：
叉
美
ム
ル
意
」
（
大
言

海
）
の
、
美
称
に
用
い
る
缶
四
で
あ
ろ
う
。

「
み
」
を
附
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
美
的
ニ
ユ
ア
Y
ス
を
醸
し
出
す
と
い
っ
た
、

古
代
人
の
造
語
へ
の
関
心
が
う
か
が
え
る
よ
う
で
あ
る
。

万
葉
時
代
に
あ
っ
て
は
「
擾
昧
性
を
帯
び
た
暗
示
的
表
現
こ
そ
誇
の
用
語
と
し

て
特
に
要
求
」
さ
れ
（
註
1
）
、
「
即
ち
万
葉
の
語
棄
に
あ
っ
て
は
、
近
代
文
明
語
の

如
く
相
互
に
個
別
化
し
、
一
諮
一
一
語
の
概
念
の
明
確
化
す
る
こ
と
よ
り
は
、
む
し

ろ
互
に
価
値
的
な
連
絡
を
保
ち
合
ひ
、
に
ほ
ひ
合
ふ
含
み
を
持
っ
た
表
現
こ
そ
、

要
求
せ
ら
れ
」
（
註
2
）
た
と
い
う
事
を
思
い
合
は
す
れ
ば
、
今
述
べ
て
き
た
「
み

雲
・
み
山
・
み
空
に
於
け
る
「
み
」
に
も
、
そ
う
い
っ
た
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る

と
恩
わ
れ
る
。
以
上
，
「
み
」
に
つ
い
て
補
足
し
た
。

伸
、
ほ
の

源
氏
物
語
の
接
頭
語
分
類
の
中
に
は
入
れ
な
か
っ
た
が
、
接
頭
語
と
す
ぺ
き

で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
も
の
が
ご
・
一
一
一
あ
る
。
「
う
ら
」
・
「
そ
ら
」
・
「
ほ
の
で

「
故
」
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
接
頭
語
に
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
い
づ
れ
も
分
類

第
二
「
意
義
を
加
ふ
る
」
と
見
る
群
に
属
す
る
。
そ
の
基
準
に
は
再
一
一
一
繰
り
返
す

が
、
誇
詞
構
成
要
素
と
し
て
分
解
す
る
と
非
独
立
誇
で
あ
り
、
他
の
一
割
一
聞
に
先
行

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
職
能
を
あ
ら
わ
し
て
、
下
の
語
を
修
飾
す
る
と
い
う

事
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
ほ
の
」
に
つ
い
て
は
大
日
本
国
語
辞
典
に

O
ほ
の
（
灰
）
副
付
ほ
の
か
に
・
か
す
か
に
・
ち
ら
と
伺
は
か
な
く
・
ち
ょ
っ
と

．
の
意
を
解
し
て
あ
る
。
大
言
海
古
語
辞
典
共
に
「
ほ
の
」
は
接
頭
語
と
認
め
て

い
る
。
し
か
し
全
ゆ
る
国
語
学
参
考
文
献
中
接
頭
語
「
ほ
の
」
を
傷
げ
て
い
る
の

は
見
当
ら
な
い
。

源
氏
物
語
で
は
、
「
ほ
の
」
の
総
数
印
有
ほ
の
聞
く
・
ほ
の
陪
し
・
ほ
の
見
ゆ
・

ほ
の
見
る
」
等
が
あ
る
。

今
、
接
頭
器
開
と
し
て
ご
辞
典
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
比
較
的
強
み
で
は
あ
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る
が
、
橋
本
進
古
口
氏
は
こ
の
「
ほ
の
」
に
つ
い
て
次
の
様
に
い
っ
て
居
ら
れ
る
。

「
こ
の
『
ほ
の
』
は
、
ま
た
『
ほ
の
か
に
』
『
ほ
の
ぐ
ら
い
』
『
ほ
の
ぼ
の
』
の
や
う

に
、
或
は
他
の
接
尾
辞
（
か
に
）
を
附
け
或
は
他
の
語
（
ぐ
ら
い
）
と
合
し
、
或

は
自
身
で
重
な
っ
て
誇
を
作
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
す
る
意
味
は
接
頭
の
や

う
な
附
属
的
の
意
味
で
は
な
く
、
こ
れ
等
の
諮
語
の
中
心
と
な
る
意
味
を
あ
ら
わ

し
て
ゐ
る
。
か
や
う
な
も
の
を
一
諮
根
と
い
ふ
。
語
根
は
そ
れ
自
身
決
し
て
独
立
す

る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
独
立
し
な
い
接
辞
や
他
の
語
根
と
合
し
、

叉
は
独
立
し
得
る
諾
と
合
し
て
、
全
体
と
し
て
一
定
の
形
を
と
り
、
独
立
し
得
ぺ

き
言
語
単
位
を
作
る
の
で
あ
る
」
（
註
3
）
と
。
橋
本
氏
は
誇
根
と
接
頭
語
の
相
違

を
、
「
語
根
の
有
す
る
意
味
は
、
接
頭
の
や
う
な
附
属
的
の
意
味
で
は
な
く
、
こ
れ

ら
の
諸
誇
の
中
心
と
な
る
意
味
を
あ
ら
わ
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
め
て
お
ら
れ

る
。
今
問
題
と
な
る
の
は
、
「
そ
れ
自
身
決
し
て
独
立
す
る
こ
と
の
な
い
」
接
頭
語

と
全
く
同
じ
語
根
が
、
他
の
独
立
し
得
る
語
と
合
し
た
場
合
で
あ
る
。
倒
に
揚
げ

て
あ
る
「
ほ
の
ぐ
ら
い
」
は
、
源
氏
の
中
に
は
三
倒
見
ら
れ
る
。

O
寝
殿
の
南
お
も
て
に
ぞ
火
ほ
の
暗
う
見
え
て

O
九
帳
を
障
子
口
に
立
て
て
火
は
伽
伽
ぐ
ら
き
に
見
給
へ
ば

O
ま
だ
恥
か
暗
け
れ
ど
雪
の
光
に
い
と
ど
清
ら
に
若
う
見
与
え
給
ふ

右
の
実
例
或
は
「
ほ
の
聞
く
」
「
ほ
の
知
る
」
「
ほ
の
好
く
」
等
の
「
ほ
の
」
は
、
は

っ
き
り
と
し
な
い
、
か
す
か
に
の
意
を
持
っ
て
、
下
の
動
詞
な
り
形
容
詞
な
り
を

修
飾
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ご
語
の
結
合
の
場
合
そ
の
意
味
の
軽
重
を
云
々
す

れ
ば
、
接
頭
語
の
そ
れ
は
、
確
か
に
附
属
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
事

は
接
頭
語
分
類
付
の
場
合
に
の
み
特
に
云
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
意
義
を

冠
す
る
接
頭
語
の
あ
る
こ
と
が
、
「
ほ
の
」
を
接
頭
語
と
す
る
手
掛
り
で
あ
る
。
意

義
を
加
え
る
と
み
る
接
頭
語
は
、
そ
れ
ら
自
身
独
立
語
で
は
な
い
が
、
下
話
聞
に
先

行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
飾
語
と
な
り
、
共
に
明
瞭
な
意
義
を
提
供
し
て
い
る
。

「
ほ
の
」
に
つ
い
て
、
或
は
語
根
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
接
顕
語
と
し
て

の
作
用
が
充
分
認
め
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
「
ほ
の
ぐ
ら
し
」
の
様
に
他
の
独

立
誌
と
結
合
し
て
い
る
場
合
の
「
ほ
の
」
は
、
接
頭
語
と
解
し
て
よ
さ
そ
う
だ
が

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

付
、
動
詞
転
成
の
接
頭
語

「
あ
ひ
・
う
ち
・
か
い
・
か
き
・
お
し
・
さ
し
・
た
ち
・
と
り
・
ひ
き
・
も
て
」

の
一
群
に
付
い
て
諸
説
が
あ
る
が
少
し
揚
げ
て
み
よ
う
。

O
「
う
ち
見
る
」
「
か
き
曇
る
」
「
と
り
扱
ふ
」
等
の
う
ち
・
か
き
・
と
り
等
の
如

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
動
詞
で
あ
り
一
語
で
み
の
る
と
見
ら
れ
ぬ
で
は
な
い
が
、
上
記
の

や
う
に
用
ゐ
ら
れ
た
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
す
で
に
そ
の
本
来
の
資
絡
を
失

っ
て
い
る
」
安
藤
正
次
F
国
語
学
通
考
d

O
「
『
う
ち
明
け
る
・
さ
し
出
す
等
』
の
類
は
、
も
と
動
詞
の
連
用
形
か
ら
出
た

も
の
で
、
複
合
構
成
要
素
と
の
区
別
の
困
難
な
も
の
も
あ
る
が
、
も
は
や
具
体
的

な
意
味
内
容
を
も
た
ず
、
た
N
A

下
の
動
詞
の
意
味
を
強
調
す
る
だ
け
の
も
の
と
な

っ
て
い
る
点
で
、
接
頭
垣
間
と
認
め
ら
れ
る
o
」
P
国
語
学
辞
典
d

O
「
接
頭
語
も
い
ろ
い
ろ
用
ゐ
ら
れ
て
い
る
中
に
、
動
詞
の
詩
気
を
強
め
る
た
め

う
ち
・
ひ
き
・
か
き
・
も
て
等
の
語
を
冠
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
語
は
皆
本
来
の
意

義
を
離
れ
、
撰
胡
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
い
る
」
（
註
4
）

次
に
こ
れ
ら
の
各
々
に
つ
い
て
辞
典
類
参
考
文
献
類
を
調
査
の
結
果
、
異
説
の

あ
る
も
の
を
揚
げ
る
と

伯
、
「
あ
ひ
」
に
つ
い
て
大
言
海
は
副
詞
転
成
の
語
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

今
は
触
れ
な
い
。

倒
、
「
お
し
」
は
一
般
に
下
の
動
詞
に
押
ス
・
カ
ヲ
コ
メ
テ
・
：
ス
ル
等
の
意
味
を

付
け
加
え
、
叉
単
に
意
味
を
強
め
る
接
顕
醤
聞
と
さ
れ
て
い
る
が
、
大
雪
一
口
海
は

接
頭
語
と
し
て
い
な
い
。

刷
、
「
さ
し
」
は
、
大
一
言
海
動
詞
と
し
て
は
い
る
が
、
接
頭
語
化
を
認
め
て
い
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る
。
『
「
差
し
懸
カ
ル
」
差
し
当
ル
」
差
し
急
グ
」
・
慣
用
シ
滋
用
シ
テ
意
味
ナ

グ
用
キ
ラ
ル
』

仙
問
、
大
日
本
国
語
辞
典
古
語
辞
典
は
「
と
り
」
・
「
ひ
き
」
共
に
接
頭
語
化
す
る
一

歩
手
前
の
も
の
と
し
て
い
る
が
接
頭
語
と
は
認
め
て
い
な
い
。

以
上
の
通
り
で
あ
る
。
極
く
些
細
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
異
説
が

あ
る
こ
と
は
複
合
語
自
体
の
問
題
と
関
連
し
て
来
る
と
思
わ
れ
る
。

だ
い
た
い
こ
れ
ら
の
一
群
は
、
動
詞
連
用
の
形
と
さ
れ
て
い
る
し
、
動
詞
十
動

詞
の
複
合
語
で
あ
っ
た
と
考
え
る
に
異
論
は
な
い
。
そ
し
て
複
合
諾
に
つ
い
て
は
、

一
二
つ
の
事
態
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
「
イ
キ
シ
ニ
（
生
死
）
」
の
如
き
並
列
格

に
立
つ
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
問
題
で
な
い
。

と
こ
ろ
で
並
列
格
を
除
い
て
、
複
合
語
前
項
・
後
項
の
関
係
に
は
微
妙
な
作
用

が
あ
る
。
こ
の
関
係
を
諸
著
か
ら
＝
・
三
引
用
し
て
み
よ
う
。

O
「
そ
の
前
項
は
後
項
に
対
し
て
修
飾
的
関
係
に
立
つ
と
一
式
い
得
る
。
修
飾
誇
の

位
置
に
立
つ
前
項
は
、
形
容
的
な
意
味
が
強
く
感
じ
ら
れ
」
る
も
の
で
あ
り
、
「
複

合
語
後
項
は
、
一
般
に
被
修
飾
語
の
位
置
に
」
立
ち
、
前
項
に
よ
っ
て
そ
の
概
念

内
容
を
限
定
さ
れ
」
（
註
5
）
る
の
で
あ
る
。

。
「
分
析
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
分
析
さ
れ

た
も
の
と
、
複
合
し
た
も
の
と
は
概
念
と
し
て
は
全
く
同
じ
で
な
い
。
決
し
て
単

な
る
結
合
で
は
な
く
、
こ
れ
を
構
成
す
る
単
語
が
合
し
て
、
単
一
な
る
概
念
を
現

す
も
の
」
（
註
6
）
と
な
る
。

O
「
意
味
に
於
て
も
複
合
語
の
意
味
は
、
も
と
の
語
の
意
味
が
加
は
っ
た
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
が
結
合
し
て
新
な
意
味
が
加
は
っ
て
全
体
と
し
て
一
つ
の
意
味
を

表
わ
す
」
（
註
7
）

要
す
る
に
そ
の
複
合
語
の
表
意
に
よ
っ
て
前
項
・
後
項
が
並
列
で
あ
っ
た
り
、

料
、
前
項
を
切
り
は
な
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
独
立
語
の
動
調
と
し
て
一
元
来
持
ち

合
は
せ
て
い
た
意
義
を
充
分
に
保
持
し
な
が
ら
も
、
前
項
後
項
と
し
て
結
合
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
新
な
意
味
が
加
わ
り
、
全
体
と
し
て
一

ι

ま
と
ま
り
の
意
味
を
表

す
場
合
が
あ
り
、
そ
し
て
前
項
後
項
の
関
係
は
、
修
飾
語
被
修
飾
誇
の
関
係
で
、

換
言
す
れ
ば
前
項
後
項
に
あ
っ
て
意
味
の
重
き
を
な
す
の
は
被
修
飾
語
と
し
て
の

後
項
で
あ
る
と
み
る
悼
の
場
合
を
考
察
し
得
る
。

こ
の
複
合
語
の
仮
の
分
類
が
、
一
般
に
動
詞
だ
複
合
語
だ
と
い
わ
れ
な
が
ら
も

一
応
接
頭
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
う
ち
」
・
「
お
し
」
等
に
あ
て
は
め
て
み
る
こ

と
が
出
来
な
い
も
の
か
ど
う
か
、
源
氏
中
の
「
う
ち
」
・
「
お
し
」
・
「
あ
ひ
」
・
「
か

い
」
・
「
か
き
」
・
「
さ
し
」
・
「
た
ち
」
・
「
と
り
」
・
「
ひ
き
」
・
「
も
て
」
の
総
例
を
、

そ
の
解
釈
を
頻
り
に
当
っ
て
み
た
結
果
が
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

計
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右
表
悼
の
場
合
の
用
例
の
み
を
少
し
揚
げ
る
と

。。

O
わ
た
く
し
に
い
さ
さ
か
あ
ひ
怨
む
る
事
侍
り
て
（
明
石
）

。

。

。

。

O
う
ち
置
き
う
ち
置
き
押
し
の
ご
ひ
っ
つ
（
朗
石
）

。。

O
す
だ
れ
高
く
お
し
張
り
て
（
常
夏
）

O
か
き
乱
る
る
心
地
し
た
ま
ひ
て
（
夕
顔
）

。。

O
御
か
た
ち
は
さ
し
は
な
れ
て
見
し
よ
り
も
（
若
紫
）

。。

O
あ
け
く
れ
た
ち
馴
れ
給
へ
ば
（
匂
宮
）



。。

O
心
こ
と
に
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
け
さ
う
じ
給
ふ
（
初
音
）

O
儲
け
の
君
主
世
に
い
び
か
し
づ
き
聞
ゆ
れ
ど
（
桐
壷
）

こ
れ
等
を
解
釈
し
て
み
る
時
、
「
あ
ひ
」
「
う
ち
十
「
か
き
」
等
が
、
動
詞
と
し
て
の

意
義
は
全
く
な
く
、
ま
た
語
勢
を
整
へ
る
と
見
る
よ
り
以
外
に
そ
の
術
が
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
形
と
し
て
は
動
詞
の
複
合
語
形
で
あ
る
が
意
義
は
完
全
に
消
さ
れ
、

慣
用
的
に
下
誇
を
修
飾
す
る
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
と
共
に
付
の
並
列
の
相
場
合
や

悼
の
場
合
の
存
在
す
る
こ
と
が
、
異
説
の
生
じ
る
因
で
も
あ
ろ
う
。
勿
論
付
悼
の

場
合
は
決
し
て
接
頭
語
で
は
な
く
、
悼
の
み
が
接
頭
語
と
い
わ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
だ
が
そ
の
数
に
於
て
は
付
と
悼
を
は
る
か
に
し
の
い
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は

「
う
ち
」
や
「
お
し
」
や
「
た
ち
」
等
が
、
普
通
接
頭
語
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
背
定
し
得
る
証
朗
と
も
な
ろ
う
か
。

以
上
源
氏
物
語
に
於
け
る
接
頭
語
或
は
そ
れ
と
お
ぼ
し
き
も
の
を
、
主
に
解
釈

を
中
心
に
考
察
し
、
私
見
を
述
ベ
た
次
第
で
あ
る
。

註

ω削
P

万
葉
集
大
成
（
言
語
篇
）
d

｜
万
葉
集
に
お
け
る
語
詞
の
構
成

（
阪
倉
）
｜

刷
橋
本
選
吉
著
M
H

園
語
法
研
究
（
四
・
語
の
構
成
要
素
左
し
て
の
語
及
び

接
融
附
と
語
根
）

ω西
村
何
俊
著
P
源
氏
物
語
語
法
の
研
究
H
H

間
P

万
葉
集
大
成
（
言
語
篤
）

d
l万
葉
集
に
於
け
る
諾
詞
の
構
成

（
阪
倉
）
｜

刷
日
本
文
事
大
僻
典
M
H

語
構
成
U
H

M
W
橋
本
選
吉
著
M
H

圏
諸
法
研
究
d
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文 土紫文国
字 佐式詩語
1立 日 部 文 文
び 記日法法
言 の記
葉 研の
の 究研
一 究
般 （
知 学

一 識三コ二一四三三二二二三四三三四三一二三二年

四回

一（ 22）ー

昭
和
三
十
二
年
度
講
議
題
目

（
学
科
目
）

国
文
学
作
品
研
究

国
文
学
作
品
研
究

国
文
学
作
品
研
究

国
文
学
作
品
研
究

国
文
学
作
品
研
究

国
文
学
作
品
研
究

国
文
学
特
殊
研
涜

国
文
学
特
殊
研
究

国
文
学
特
殊
研
究

国
文
学
特
殊
研
究

国

文

学

史

国

語

学

史

国

語

学

演

習

国

語

学

演

習

国

文

学

演

習

国

文

学

演

習

国

文

学

概

論

国
語
学
概
論
（
前
期
）

国
語
音
韻
論
（
後
期
）

国
語
科
教
育
法

文

学
中

国

文

学

史

中
国
文
学
作
品
研
究
付

中
国
文
学
作
品
研
究
科 付同仲伺付悼 伺 tコ）幸司｝付付

（
担
当
者
）

村
中
教
授

村
中
教
授

本
国
教
授

本

国

教

授

本

田

教

授

武
藤
講
師

倉
野
講
師

武
藤
講
師

村

中

教

授

倉
野
講
師

武

藤

講

師

鶴

講

師

鶴

講

師

鶴

講

師

本
田
教
授

本
国
教
授

村

中

教

授

石
坂
講
師

石
坂
講
師

村

中

教

授

古
沢
助
教
授

古
沢
助
教
授

古
沢
助
教
授

古
沢
助
教
授

（
講
義
内
容
）

今
昔
物
語
の
研
究

近
松
の
研
究

源
氏
物
誇
講
読

古
典
の
解
釈

入
代
集
の
研
究

現
代
小
説
の
鑑
賞

古
事
記
の
研
究

徳
富
虜
花

西
鶴
の
研
究

万
葉
集
講
読

近
世
文
学
史

上
代
要
説

附
日
本
漢
文
学
史

上
代
作
品
講
読

国
文
典
拠
作
品
の
研
究


