
天
草
版
平
家
物
語
の
動
詞
に
つ
い
て

連
体
形
の
終
止
形
化
を
中
心
に

キ
ー
ワ
ー
ド
・
・
天
草
版
平
家
・
動
詞
の
用
法
・
連
体
形
の
終
止
形
化

－
二
段
活
用
の
一
段
化

要

旨

動
詞
の
活
用
が
古
代
語
か
ら
近
代
語
と
な
る
た
め
に
は
連
体
形
の

終
止
形
化
と
二
段
活
用
の
一
段
化
の
現
象
が
あ
る
こ
と
は
、
国
語
史

の
説
く
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
天
草
版
平
家
は
室
町
末
期
の
口
語
資

料
と
し
て
、
右
の
三
現
象
が
ど
う
現
れ
て
い
る
か
は
、
興
味
の
あ
る

問
題
で
あ
る
。

ま
ず
二
段
活
用
の
一
段
化
に
つ
い
て
は
、
一
段
化
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
語
は
「
経
」
一
語
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
連
体
形
の
終
止
形
化

の
現
象
は
、
終
止
法
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
連
体
形
が
終
止
形
と

し
て
の
用
法
を
果
た
し
て
一
つ
の
例
外
も
な
い
。
た
だ
助
動
詞
や
助

詞
に
下
接
す
る
用
法
で
は
、
古
い
形
の
終
止
形
に
つ
い
た
例
も
残
っ

て
い
て
、
そ
の
用
法
で
は
新
旧
両
法
の
形
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の

点
か
ら
連
体
形
の
終
止
形
化
は
、
ま
ず
終
止
法
か
ら
新
し
い
形
へ
の

転
換
が
完
成
し
、
や
が
て
助
詞
や
助
動
詞
を
下
接
す
る
方
向
に
向

江

正

弘

口

か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
天
草
版
平
家
は
、
後
者
の
附
属
語
を
下

接
す
る
用
法
で
は
、
ま
だ
古
い
用
法
を
残
し
て
い
る
と
言
え
る
。

付
は
じ
め
に

小
稿
は
一
九
八
九
年
三
月
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
日
本
文
化
研
究
所

報
に
「
天
草
版
平
家
物
語
の
動
詞
に
つ
い
て
」
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
で
発
表
し
た
論
文
を
、
日
本
語
に
あ
ら
た
め
た
も
の
を
骨
子
と
し

て
い
る
。
原
論
文
は
、

ω
Oゲ
同
巾

O
印
〈
巾
叫

σ。
的
色
白

O
寸
『
同

R
n
oロ
吉
印
仏
巾
司
巾
一
昨
ク
巾
任
前
向
。

〉
ヨ
田
町

5
へ

と
い
う
題
で
、
雑
誌
名
お
よ
び
発
行
所
は
、

同

ω叫，
d
u
o
ω
』〉
H
V
O
Z開
ω開
ω
ロハ

（
リ
同
凶

Z
吋閉山
0

0開
問
ω吋
C
U
O
ω
』
〉
司
O
Z開
ω開
ω
ロ
〉

C
Z
H〈
同
月
ωー

円
。
〉
口
開
口
問

ω〉
O
H】〉
C
F。

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
が
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
に
客
員
教

授
と
し
て
赴
任
中
に
発
表
し
た
論
文
で
あ
る
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で

の
発
表
で
あ
る
た
め
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
な
い
と
思
わ
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れ
る
の
で
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
日
本
語
で
発
表
し
ま
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
現
地
の
方
々
の
理
解
の
た
め
に
「
天
草
版
平
家
物

語
」
に
つ
い
て
の
解
説
や
翻
訳
者
「
不
干
ハ
ピ
ア
ン
」
に
つ
い
て
は
、

先
学
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら

ωや
同
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。
小
稿

に
は
そ
の
部
分
の
省
略
も
考
え
た
が
、
今
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
す

こ
と
に
す
る
。
た
だ
三
段
活
用
の
一
段
化
に
つ
い
て
は
右
の
論
文
で

は
触
れ
な
か
っ
た
が
小
稿
で
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
触
れ
る
こ
と
に
す

る。

同
天
草
版
平
家
物
語
に
つ
い
て

天
草
版
平
家
物
語
は
一
五
九
三
一
年
熊
本
県
天
草
で
出
版
さ
れ
た
キ

リ
シ
タ
ン
版
の
口
語
訳
平
家
物
語
で
あ
る
。
一
般
に
平
家
物
語
と
呼

ば
れ
る
作
品
は
、
鎌
倉
時
代
の
初
期
二
二
世
紀
の
成
立
で
、
語
り
物

と
し
て
流
布
し
た
た
め
、
多
く
の
異
文
を
も
っ
諸
本
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
天
草
版
平
家
物
語
は
そ
れ
ら
の
諸
本
と
は
全
く
別
の

成
立
事
情
を
も
っ
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
ハ
世
紀
後
半
か
ら
キ
リ

シ
タ
ン
布
教
の
た
め
に
来
日
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
外
国
人
宣
教

師
た
ち
が
、
布
教
の
た
め
の
日
本
語
修
得
を
目
的
と
し
て
編
集
し
た

本
の
一
つ
で
あ
る
。

原
本
は
ロ
ン
ド
ン
の
大
英
図
書
館
に
た
だ
一
冊
だ
け
伝
わ
る
と
い

う
本
で
「
日
本
の
こ
と
ば
と
イ
ス
ト
リ
ア
を
習
ひ
知
ら
ん
と
欲
す
る

人
の
た
め
に
世
話
に
や
は
ら
げ
た
る
平
家
の
物
語
」
と
い
う
長
い
書

名
が
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
本
は
書
名
に
い
う
よ
う
に
、
日

本
語
と
日
本
の
歴
史
を
学
習
す
る
た
め
に
口
語
で
書
か
れ
た
平
家
物

語
で
あ
る
。

こ
の
序
文
に
は
「
わ
が
師
が
こ
の
固
に
天
の
御
法
を
説
く
た
め
に

は
、
こ
の
国
の
風
俗
を
知
り
、
言
葉
に
上
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
日
本
の
書
を
わ
が
国
の
文
字
に
し
て
出
版
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
良
い
童
聞
を
選
ん
で
編
集
せ
よ
。
と
い
う
師
の

言
葉
を
う
け
て
そ
の
ご
命
令
に
従
っ
て
こ
の
本
を
作
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
昔
を
述
べ
た
本
が
多
い
な
か
で
平
家
物
語
が
最
高
だ
と
考
え

る
。
そ
し
て
二
人
が
相
対
し
て
雑
談
を
す
る
よ
う
な
形
に
し
て
口
語

で
抜
書
的
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
記
し

「
特
に
御
出
世
、
一
五
九
二
、
一
一
一
月
一

O

不
干
ハ
ビ
ア
ン
謹
ん

で
書
す
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
序
文
に
示
し
て
い
る
る
よ
う
に
、
天
草
版
平
家
物
語
の
編
集

に
は
「
不
干
ハ
ピ
ア
ン
」
が
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
ハ
ビ
ア
ン
は
日

本
人
の
イ
ル
マ
ン
で
、
天
草
コ
レ
ジ
ォ
で
日
本
語
の
教
師
を
つ
と
め

て
い
た
ら
し
い
。
ハ
ピ
ア
ン
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
び
ら
か
に

〈
注

l
〉

し
な
い
点
が
多
い
が
、
新
村
出
博
士
や
土
井
忠
生
博
土
と
い
う
方
々

に
よ
り
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

大
英
図
書
館
蔵
の
日
本
耶
蘇
会
関
係
古
文
書
集
（

E
宮
3

5
E
E
∞
S
F巾
』
巾

E
X
冨

5
－EY
E
D）
の
中
の
一
冊
に
、
「
一
五

九
三
年
一
一
月
に
本
会
が
日
本
副
管
区
に
お
い
て
有
す
る
教
舎
お
よ

び
駐
在
所
の
目
録
、
並
び
に
其
処
に
居
住
せ
る
パ
ア
テ
レ
及
び
イ
ル

マ
ン
の
名
簿
」
と
い
う
文
書
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
土
井
博
士
が

（
住

2
〉

「
吉
利
支
丹
文
献
考
」
に
示
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
天
草

コ
レ
ジ
ォ
の
名
簿
の
一
部
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

天
草
コ
レ
ジ
ォ
と
ノ
ピ
シ
ァ
ド

日

目
ν－

F
E
n－

印
円

O
B
E
2
5
D
ス
ペ
イ
ン
人
、
学
林
長

つん

顧
問
、



日
本
語
を
普
通
に
解
し
、
日
本
語
の
俄
悔
を
聴
く
。

m
H
M－
E
o∞O

門

F
E
E

－s
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
日
本
語
を
甚
だ

よ
く
解
し
、
日
本
語
に
て
説
教
す
。

（
中
略
）

倒
』
『
・
〈
ロ
∞
z
－op
σ
S
B
日
本
人
、
ラ
テ
ン
語
を
少
し
く
解
す
。

田
守
－
H
，
R
同
国
。
。
凶
ヨ
巾
日
本
人
、
日
本
語
以
外
解
せ
ず
。

こ
の
二
名
は
日
本
語
の
教
師
に
て
、
日
本
語
を
教
授
せ
り
。

こ
の
資
料
の
〈
a
E
o
p
E自
己
が
天
草
版
平
家
を
編
集
し
た
「
不

干
ハ
ピ
ア
ン
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
禅
僧
の
出
身
で
あ
る
が
、

当
時
天
草
学
林
で
日
本
語
の
教
師
を
つ
と
め
て
い
た
。
ま
た
ハ
ビ
ア

ン
は
一
六

O
五
年
「
妙
貞
問
答
」
と
い
う
本
を
著
し
た
こ
と
で
も
知

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
年
松
永
貞
徳
の
案
内
で
や
っ
て
き
た
林
道

春
と
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
論
争
し
、
ま
た
そ
の
翌
年
に
は

副
管
区
長
が
家
康
や
江
戸
の
将
軍
秀
忠
を
訪
れ
た
折
に
も
ロ
ド
リ
ゲ

ス
ら
と
と
も
に
同
行
し
て
活
躍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

後
ま
も
な
く
彼
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
を
捨
て
て
、
大
和
に
身
を
か

く
し
、
一
六
二

O
年
「
破
提
字
子
」
一
巻
を
著
し
、
過
去
を
清
算
し

た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
ハ
ピ
ア
ン
が
長
老
に
委
嘱
さ
れ
て
平
家
物
語

を
口
語
に
訳
し
、
こ
の
天
草
版
平
家
物
語
を
編
集
し
た
の
は
、
彼
が

二
七
才
の
時
で
あ
っ
た
と
い
う
。

同
国
語
学
研
究
資
料
の
視
点

一
五
四
九
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
ザ
ピ
エ
ル
（

p
g
nぽ
g
M
S一一冊。

が
鹿
児
島
に
上
陸
し
、
領
主
、
島
津
貴
久
の
許
可
を
得
て
、
伝
道
を

開
始
し
た
こ
と
は
日
本
史
上
有
名
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後
カ
ト

リ
ッ
ク
、
特
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
が
日
本
で
の
布
教
の
た

め
に
多
く
の
文
献
を
編
述
し
残
し
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
キ
リ
シ

タ
ン
資
料
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
イ
エ
ズ
ス
会
の
巡
察
使

と
い
う
重
職
に
あ
っ
た
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
l
ノ
（
〉
ぽ

M
g－色

8
〈
巴
∞
口
同

ロO
）
が
一
五
九
O
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
活
字
印
刷
機
を
日
本
に
輸
入

し
、
そ
れ
で
印
刷
刊
行
し
た
も
の
が
キ
リ
シ
タ
ン
版
と
呼
ば
れ
て
い

る。
そ
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
は
、
現
在
一
五
九
一
年
頃
に
加
津
佐
学
林
で

刊
行
さ
れ
た
「
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
」
か
ら
、
そ
の
二

O
年
後

に
長
崎
で
刊
行
さ
れ
た
「
太
平
記
抜
書
」
ま
で
の
こ
九
種
が
知
ら
れ

ハ
世

S
〉

て
い
る
。
こ
の
二
九
種
の
作
品
を
、
日
本
文
字
か
、
ロ
ー
マ
字
か
、

日
本
語
か
、
あ
る
い
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
か
、
ま
た
は
ラ
テ
ン
語
か
、

日
本
語
は
さ
ら
に
文
語
か
口
語
か
、
と
い
う
用
語
用
字
の
点
か
ら
分

類
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ω
日

本

字

・

文

語

の

も

の

一

一

種

倒

ロ

ー

マ

字

・

ラ

テ

ン

語

の

も

の

五

種

例
ロ
ー
マ
字
・
日
本
語
お
よ
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
も
の
二
種

倒
ロ
ー
マ
字
・
ラ
テ
ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
・

日

本

語

の

も

の

二

種

岡

ロ

ー

マ

字

・

文

語

の

も

の

六

種

伺

ロ

ー

マ

字

・

文

語

お

よ

び

口

語

の

も

の

一

種

帥

ロ

ー

マ

字

・

口

語

の

も

の

二

種

こ
れ
ら
は
と
も
に
高
い
資
料
的
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
国
語
資
料
、
と
く
に
音
韻
資
料
ま
た
は
文
法
史
の
資
料
と
い
う

視
点
か
ら
み
る
と
、
帥
の
ロ
ー
マ
字
・
口
語
の
作
品
は
特
に
注
目
さ
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れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
作
品
は
天
草
版
平
家
物
語
と
伊
曽
保
物

語
で
あ
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
版
の
ロ
ー
マ
字
に
よ
る
表
記
が
、
当
時
の
音
韻
資
料

と
し
て
貴
重
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
ロ
ー
マ
字

の
写
音
法
に
つ
い
て
は
、
橋
本
進
吉
博
士
の
「
キ
リ
シ
タ
ン
教
義
の

研
究
」
を
は
じ
め
、
先
学
の
研
究
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、

天
草
版
平
家
物
語
の
口
語
資
料
と
し
て
の
価
値
は
、
一
般
に
中
世
が

言
文
二
途
の
時
代
で
、
し
か
も
口
語
資
料
が
少
な
い
な
か
で
、
特
に

貴
重
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
時
代
は
文
法
史
で
は
古
代
語
か
ら
近

代
語
へ
移
ろ
う
と
す
る
時
代
で
あ
る
た
め
、
特
に
興
味
が
も
た
れ
る

作
品
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
動
調
の
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
推
移
の
原
理
は
、

ω
連
体
形
の
終
止
形
化
倒
二
段
活
用
の
一
段
化

の
二
つ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
受
く
」
と
い

う
動
詞
の
活
用
の
変
遷
は
、
左
表
の
よ
う
に
な
る
。

A
は
平
安
時
代

A 

ううう｜未
けけけ｜然

形

命
令
形

う
け
よ

う
け
よ

う
け
ろ

連
用
形

う
け

う
け

う
け

終
止
形

己
然
形

う
く
れ

う
く
れ

う
か
れ

ううう
け0 く：く
るる：

B c 
の
活
用
で
あ
り
、

C
は
現
代
語
の
活
用
で
あ
る
。

A
が
C
に
な
る
過
程

に
B
が
あ
る
。

B
は
A
の
連
体
形
「
う
く
る
」
が
、

B
の
終
止
形
と
な

り、

A
の
終
止
形
「
う
く
」
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
A
か
ら
B

へ
の
変
化
が
い
わ
ゆ
る
「
連
体
形
の
終
止
形
化
」
と
い
う
現
象
で
あ
る
。

一方、

B
か
ら
C
へ
の
変
化
は
B
の
「
う
く
る
・
う
く
れ
」
が
「
う
け
る

－
う
け
れ
」
と
変
化
し
て
、
母
音
U
が

e
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は

「
う
け
・
う
く
」
（
C
関
ゐ

C国
内
1

己
）
の
二
段
活
用
が
「
う
け
」
（

dm叩

〉

だ

け
の
一
段
活
用
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
が
「
二
段
活
用
の
一
段
化
」

で
あ
る
。
動
詞
の
活
用
の
変
化
は
巨
視
的
に
み
れ
ば
上
記
の
連
体
形
の

終
止
形
化
や
二
段
活
用
の
一
段
化
に
よ
っ
て
、
近
代
語
に
移
っ
て
ゆ
く

わ
け
で
あ
る
が
、
微
視
的
に
は
当
時
の
作
品
を
細
か
に
調
査
し
、
連
体

形
の
終
止
形
化
、
二
段
活
用
の
一
般
化
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を

調
査
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
資
料
と
し
て
は
、
こ
の
天
草
版
平
家
物

語
は
最
上
の
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。

伺
連
体
形
と
終
止
形
の
用
法

日
本
語
に
お
け
る
用
言
や
助
動
調
の
語
形
変
化
は
ど
の
よ
う
な
語
に

続
く
か
、
ど
ん
な
切
れ
方
を
す
る
か
に
よ
っ
て
語
形
を
変
え
る
。
こ
れ

を
活
用
と
呼
ん
で
い
る
。
橋
本
進
士
口
博
士
は
「
語
の
意
味
の
切
れ
続
き

を
示
し
、
又
種
々
の
語
に
続
く
た
め
に
、
同
じ
語
の
形
の
変
化
す
る
の

ハ
注

4
u

を
活
用
と
い
ふ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
活
用
す
る
語
が
活
用

し
て
と
る
種
々
の
違
っ
た
形
、
す
な
わ
ち
未
然
形
・
連
用
形
：
：
：
命
令

形
の
六
つ
を
活
用
形
と
い
う
。
ま
た
同
じ
活
用
形
に
お
い
て
も
、
例
え

ば
、
「
を
か
し
き
歌
」
で
の
「
を
か
し
き
こ
は
連
体
形
で
、
文
字
ど
お
り

「
歌
」
に
連
な
り
体
言
を
修
飾
し
て
い
る
。
ま
た
「
歌
ぞ
を
か
し
き
。
」

と
い
う
場
合
の
「
を
か
し
き
」
も
体
言
に
は
続
か
な
い
形
で
あ
る
が
連

体
形
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
連
体
形
と
い
う
も
の
に
は
、
単
一
な
用
法
で

は
な
く
、
幾
種
類
か
の
用
法
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
他
の
活
用
形
で
も
同
じ
で
、
各
活
用
形
は
い
く
つ
か
の
用
法
を
も
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
活
用
形
の
用
法
と
呼
ん
で
い
る
。
小
稿
の
テ
l
マ
の
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天
草
版
平
家
物
語
の
連
体
形
の
終
止
形
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
平
安

時
代
の
語
法
に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
作
品
の
活
用
語
の
終
止
形
と
連

体
形
の
用
法
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
て
お
こ
う
。

A

終
止
形
の
用
法

（A
I）
終
止
法
｜
述
語
と
し
て
文
を
終
止
す
る
用
法

O
都
へ
た
よ
り
も
と
め
て
文
や
る
。
（
徒
然
草
）

O
雨
な
ど
降
る
も
を
か
し
。
（
枕
草
子
）

（A
Z〉
助
動
調
「
ベ
し
・
ぺ
ら
な
り
・
め
り
・
ら
む
・
ら
し
・
ま
じ

・
な
り
」
な
ど
に
続
く
。

O
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
（
土
佐
日
記
）

O
閉
じ
深
さ
に
流
る
ぺ
ら
な
り
。
（
土
佐
日
記
）

（A
S）
助
調
「
と
も
・
な
（
禁
止
）
・
や
（
疑
問
）
」
な
ど
に
続
く
。

O
散
り
ぬ
と
も
香
を
だ
に
残
せ
〈
古
今
集
〉

O
あ
や
ま
ち
す
な
。
心
し
て
下
り
よ
。
（
徒
然
草
）

終
止
形
は
（
A
1〉
の
よ
う
な
終
止
法
の
ほ
か
に
（
A
2
）
・
（
A
S）
の
よ

う
に
助
動
調
や
助
詞
に
続
く
用
法
が
あ
る
。
ま
た
連
体
形
の
用
法
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

B

連
体
形
の
用
法

（B
1）
連
体
法
｜
｜
連
体
修
飾
語
と
な
る
用
法

O
人
げ
な
き
所
な
れ
ば
、
こ
こ
か
し
こ
の
ぞ
け
ど
と
が
む
る
人
な

し
。
（
堤
中
納
言
物
語
〉

（B
2）
準
体
法
｜
｜
体
言
に
準
じ
て
用
い
る
用
法

O
冬
は
つ
と
め
て
。
冬
の
降
り
た
る
は
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
、
霜
の

い
と
白
き
も
、
ま
た
さ
ら
で
も
い
と
寒
き
に
、
（
枕
草
子
）

（B
S）
係
助
詞
「
ぞ
・
な
む
・
ゃ
・
か
」
を
受
け
て
終
止
す
る
用
法

O
女
子
の
な
き
の
み
ぞ
悲
し
び
恋
ふ
る
。
（
土
佐
日
記
）

（B
J
疑
問
・
不
定
な
ど
を
表
す
副
調
や
名
詞
な
ど
を
受
け
て
終
止

す
る
用
法

O
な
ど
、
ま
た
真
人
た
ち
の
か
う
す
る
。
（
落
窪
物
語
）

（B
5
）
余
情
を
含
ん
で
終
止
す
る
用
法

O
雀
の
子
を
い
ぬ
き
が
逃
が
し
つ
る
。
（
源
氏
物
語
）

O
我
な
が
ら
心
の
果
て
を
知
ら
ぬ
か
な
捨
て
ら
れ
ぬ
世
の
ま
た
い
と

は
し
き
（
新
古
今
集
）

こ
の
余
情
終
止
の
用
法
は
平
安
時
代
ご
ろ
ま
で
は
会
話
文
か
和
歌
に

用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

伺
天
草
版
平
家
の
連
体
形
の
終
止
形
化

連
体
形
の
終
止
形
化
と
は
連
体
形
の
用
法
の
う
ち
の
（
B
S）
の
用
法

が
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
余
情
や
感
情
を
特
に
含
ま
な
く
て

も
、
こ
の
形
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
A
の
用
法
に
と
っ
て
代

わ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
現
象
が
天
草
版
平
家
物
語
で
は
ど
う
用
い
ら

れ
て
い
る
か
が
、
小
稿
の
テ
1
7
で
あ
る
。

天
草
版
平
家
を
口
語
資
料
と
し
て
そ
の
用
法
を
検
討
す
る
の
に
、
ま

ず
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
中
に
は
文
語
的
表
現

が
混
ざ
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
作

品
に
は
三
頁
分
の
序
文
と
、
数
首
の
和
歌
及
び
引
用
句
な
ど
文
語
で
書

か
れ
た
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
代
語
（
文
語
）
か
ら
近
代

語
の
口
語
へ
の
推
移
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
部
分
は

他
と
区
別
し
て
取
り
扱
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
連
体
形
が
終
止
形
化
す
る
と
、
ラ
行
変
格
活
用
は
変
格
活
用
で
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な
く
四
段
活
用
と
な
る
が
、
天
草
版
平
家
で
は
ど
う
用
い
ら
れ
て
い
る

か
、
「
あ
り
」
の
活
用
と
使
用
度
数
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

未
然
形

あ
ら
四

終
止
形

あ
り
7

あ
る
日

連
用
形

あ
り
弘

あ
っ
制

連
体
形

あ
る
悶

巳
然
形

あ
れ
回

命
令
形

あ
れ
日

「
あ
り
」
は
一

O
一
八
回
用
い
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
活
用
形
別
に
示
す

と
右
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
終
止
形
に
「
あ
り
」
が
七
回
、
「
あ
る
」

が
四
三
回
で
あ
る
か
ら
大
勢
は
四
段
活
用
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
し
古
い
形
の
「
あ
り
」
が
七
回
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
、
そ
の
用
例
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
七
例
の
う
ち
一
例
は
序
文

中
の
例
で
あ
り
、
四
例
は
和
歌
の
中
の
例
で
あ
る
。
序
文
と
和
歌
は
文

語
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
五
例
を
除
く
と

あ
と
二
例
だ
け
は
口
語
文
と
思
わ
れ
る
中
に
終
止
形
「
あ
り
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
そ
の
「
あ
り
」
は
ど
う
使
わ
れ
て
い

る
か
を
み
る
と
、
下
記
の
よ
う
で
あ
る
。

川
た
と
ひ
さ
あ
り
と
も
重
盛
か
う
で
ま
か
り
い
れ
、
ば
、
お
ん
命
に
も

か
は
り
奉
ら
う
ず
る
と
（
剖
l
ロ〉

ωさ
う
あ
り
と
も
何
ご
と
の
お
使
い
と
か
聞
い
た
？
（
湖
！
日
）

二
例
と
も
「
あ
り
と
も
」
と
接
続
劫
調
「
と
も
」
を
下
接
す
る
用
法
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
（
A
S）
の
用
法
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
ラ
変
と
し
て

は
そ
の
終
止
形
「
あ
り
」
は
（
A
J
の
用
法
が
二
例
だ
け
あ
り
、
（
A
l〉

の
終
止
法
に
は
一
例
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
（
A
1〉
の

用
法
に
は
新
し
い
形
の
「
あ
る
」
の
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
あ
る
」

の
終
止
形
四
三
例
中
四
二
例
は
次
の
例
の
よ
う
な
終
止
法
で
あ
る
。

同
異
国
に
さ
る
例
が
あ
る
。
（
日
1
3）

こ
の
よ
う
に
「
あ
り
」
の
形
の
終
止
法
は
す
べ
て
姿
を
消
し
「
あ
る
」
の

形
に
代
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
「
あ
る
」
の
終
止
形
に
接
続
助
調
「
と
も
」

が
つ
い
た
「
あ
る
と
も
」
の
形
が
一
例
だ
け
あ
る
。

同
楽
し
み
栄
え
世
に
あ
る
と
も
、
千
年
の
齢
を
延
べ
う
か
？
（
制
l

幻）

「
あ
る
」
の
形
の
終
止
形
は
終
止
法
だ
け
で
な
く
、
下
に
助
詞
を
接
続
す

る
（
A
J
の
用
法
に
も
一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、

「
と
も
」
に
続
く
形
は
「
あ
り
と
も
」
が
二
例
、
「
あ
る
と
も
」
が
一
例
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
ラ
変
に
限
っ
て
み
て
も
、
平
安
時
代
に
は
連
体
形
で
あ
っ
た

「
あ
る
」
の
形
が
、
こ
の
天
草
版
平
家
で
は
終
止
形
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
連
体
形
の
終
止
形
化
は
、
上
記
の
用
法
で
み
る
と
、

終
止
法
で
あ
る
（
A
l）
の
用
法
か
ら
完
成
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
を
さ
ら
に
カ
変
と
サ
変
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
よ
う
。
説
明
の
都
合
上
、
平
安
時
代
と
同
じ
終
止
形
の
形
を
「
終
止

形

α
」
と
し
、
連
体
形
が
終
止
形
化
し
た
形
の
終
止
形
を
「
終
止
形

S
」

と
し
て
、
以
下
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

天
草
版
平
家
の
カ
変
・
サ
変
の
活
用
と
、
そ
の
度
数
を
一
示
す
と
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
但
し
複
合
語
の
カ
変
・
サ
変
に
つ
い
て
は
、
後
述
す

る
こ
と
に
し
て
今
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
こ
の
表
に
示
す
と
お
り
、
カ

変
で
は
終
止
形

α
の
「
く
」
は
例
が
な
く
、
終
止
形

seの
「
く
る
」
が
四

例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
終
止
形

F
の
「
く
る
」
も
す
べ
て
次
の
例
の

よ
う
に
終
止
法
（
A
l）
で
あ
る
。
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同
東
国
の
武
士
と
お
ぼ
し
う
て
三
十
騎
ば
か
り
く
る
。
（
却
1
5）

同
武
者
一
騎
沖
な
ふ
ね
に
目
を
か
け
て
五
段
ば
か
り
泳
が
せ
て
来

る
。
（
m
l
7）

一
方
、
サ
変
で
は
終
止
形

α
の
「
す
」
が
四
回
、
終
止
形
8
’
の
「
す

る
」
が
二
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
終
止
形

α
の
四
回
の
う
ち
こ
回
は
序

文
の
中
で
使
用
で
あ
る
。
そ
れ
を
除
外
し
て
あ
と
の
二
例
は
次
の
例
で

あ
る
。的

ま
こ
と
に
人
は
世
に
あ
る
と
て
も
す
ま
じ
い
こ
と
を
し
、
言
ふ
ま

じ
い
事
を
言
は
ぼ
、
（
旧
！
日
）

同
こ
れ
は
院
方
の
者
ぞ
、
過
ち
を
す
な
と
、
言
う
た
れ
ど
も
、
～
（
m
l

却）

こ
の
終
止
形

α
の
「
す
」
は
仰
の
文
で
は
助
動
詞
「
ま
じ
い
」
に
、
同
の

文
で
は
禁
止
の
助
調
「
な
」
に
続
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
上
記
終
止
形

用
法
の
（
A
2〉
と
（
A
S）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
終
止
法
（
A
l）
に

は
、
終
止
形

9
の
「
す
る
」
の
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
二
例
を
示

す。
倒
木
曽
は
京
に
居
て
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
す
る
。
（
m
l
l）

帥
や
が
て
そ
の
日
西
国
へ
の
門
出
を
す
る
と
聞
こ
え
た
ほ
ど
に
、

（

m
l
m）

 

以
上
ラ
変
・
カ
変
・
サ
変
の
終
止
形
の
用
法
を
検
討
し
て
み
る
と
、

ラ
変
「
あ
り
」
が
「
あ
り
と
も
」
と
助
調
「
と
も
」
を
伴
っ
て
だ
け
用
い

ら
れ
、
サ
変
の
終
止
形

α
の
「
す
」
が
「
す
ま
じ
い
・
す
な
」
と
付
属
語

を
下
接
し
て
だ
け
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
終
止
形

α
の
方

は
終
止
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
は
な
い
。
一
方
終
止
形

9
の
「
あ

る
・
く
る
・
す
る
」
の
形
は
、
終
止
法
は
す
べ
て
こ
の
形
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

－
終
止
形

α
は
下
に
助
調
・
助
動
調
が
つ
く
場
合
に
だ
け
用
い
ら

れ
、
終
止
法
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

E
終
止
形
a
H
は
、
終
止
法
は
す
べ
て
こ
の
形
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
他

付
属
語
が
つ
い
た
も
の
も
あ
る
。

と
い
う
よ
う
な
用
法
の
差
異
が
み
え
る
。
た
だ
こ
の
傾
向
は
他
の
下
二

段
活
用
や
上
二
段
活
用
あ
る
い
は
複
合
語
の
カ
変
・
サ
変
に
も
あ
る
の

か
ど
う
か
、
さ
ら
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

天
草
版
平
家
に
下
二
段
活
用
は
異
な
り
語
数
語
八
二
語
、
延
べ
語
数

一
一
一
一
九
四
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
一
一
一
九
四
語
を
各
活
用
形
別

に
示
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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未
然
形
一
連
用
形
一
終
止
形

a

終
止
形
月
一
連
体
形
一
巳
然
形
一
命
令
形
一
合
計

868 

1923 

186 

110 

64 

3194 

12 

31 

終
止
形

α
の
一
二
固
と
終
止
形

9
の
一
一
一
一
回
が
解
明
の
鍵
で
あ
る
か

ら
、
ま
ず
終
止
形

α
の
一
二
回
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
一
二

回
の
う
ち
和
歌
で
の
使
用
が
四
回
、
古
い
語
句
の
引
用
で
の
使
用
が

三
回
、
序
文
の
中
で
の
使
用
が
一
回
ほ
ど
あ
る
。
こ
の
入
例
を
除
い



て
あ
と
四
例
が
当
時
の
口
語
文
の
な
か
に
、
古
い
形
の
下
二
段
終
止

形
が
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
四
例
は
次
の
と
お
り
で
あ

る。

ωつ
ひ
に
隠
れ
あ
る
ま
じ
い
こ
と
な
れ
ば
、
し
ば
ら
く
は
知
ら
す

ま
じ
い
と
思
ふ
。
（
悶
l
M）

ω敵
に
首
を
取
ら
す
ま
い
と
思
う
た
か
。
（
捌
l
U）

ωう
と
う
も
あ
れ
、
親
し
う
も
あ
れ
、
え
こ
そ
刷
U
剖
矧
剖
ま
じ

け
れ
。
（
却

1
3）

ω女
房
た
ち
い
づ
れ
も
遅
れ
参
ら
す
ま
じ
い
と
も
だ
え
ら
れ
た
。

（拙

I
M）

こ
の
四
例
は
す
べ
て
、
「
ま
じ
い
」
か
「
ま
い
」
が
下
接
し
た
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
助
動
調
「
ま
い
・
ま
じ
い
」
が
下
接
す
る
形
だ
け

が
古
い
形
の
終
止
形

α
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
「
ま
い
」
は

現
代
語
で
は
「
知
ら
せ
ま
い
・
受
け
ま
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
下
一

段
活
用
な
ど
で
は
終
止
形
で
は
な
く
、
未
然
形
に
つ
く
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
「
ま
い
・
ま
じ
い
」
の
未
然
形
接
続
へ
の
変
化
は
、

天
草
版
平
家
に
も
見
ら
れ
る
。

帥
北
の
方
こ
の
人
に
離
れ
ま
じ
い
も
の
を
と
泣
か
る
る
に
、

（加

l
m）

こ
の
よ
う
に
、
「
ま
じ
い
」
は
上
二
段
や
下
二
段
活
用
で
は
未
然
形

に
接
続
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
下
二
段
の
「
終
止
形

α
＋
ま

じ
」
の
形
は
、
当
時
ゆ
れ
て
い
る
語
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。一

方
、
終
止
形

P
の
一
一
一
一
例
は
ど
う
で
あ
る
か
を
み
る
と
、

と
も
多
い
例
は
終
止
法
で
あ
る
。

も
つ

仰
心
の
底
に
意
趣
を
残
さ
う
ず
る
儀
で
ご
ざ
な
け
れ
ば
、
申
し
上

ぐ
る
。
（
羽
！
日
〉

間
熊
谷
こ
れ
を
見
て
、
平
山
を
討
た
す
ま
い
と
て
、
続
い
て
駆
く

る
。
（
捌

l
M）

こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
な
ら
ば
連
体
形
で
あ
っ
た
形
が
こ
の
頃
に
は

終
止
形
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
右
の
M
W
・
仰
の
よ
う
な
終
止
法

が
三
一
例
中
、
二
六
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
残
り
の
五
例
は
助
動
詞

「
ら
ん
」
と
助
調
「
と
も
・
な
」
に
続
く
例
で
あ
る
。

側
ほ
と
と
ぎ
す
雲
居
に
名
を
や
あ
ぐ
る
ら
ん
と
仰
せ
か
け
ら
れ
た

れ
ぼ
、
（
m
l
l）

側
そ
の
の
ち
は
し
か
る
べ
い
人
た
ち
を
ぽ
乗
す
る
と
も
、
雑
人
ど

も
を
ば
乗
す
る
な
と
言
う
て
、
（
m
1
2）

こ
の
付
属
語
に
続
く
例
は
「
ら
ん
」
に
こ
の
一
例
、
接
続
助
調
「
と

も
」
に
続
く
例
二
例
、
禁
止
の
助
詞
「
な
」
に
続
く
例
二
例
の
計
五

例
で
あ
る
。

以
上
下
二
段
活
用
の
調
査
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
（
但
し
、
序
文
や
和
歌
の
用
例
は
含
め
な
い
〉

E
終
止
形

α
は
下
に
助
動
詞
「
ま
じ
い
」
な
ど
を
下
接
し
て
だ
け

用
い
ら
れ
て
い
て
、
終
止
法
の
例
は
な
い
。

N
終
止
形
A
H
は
多
く
終
止
法
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か

助
動
調
「
ら
ん
」
、
助
調
「
と
も
」
や
「
な
」
が
下
接
し
て
の
用

法
も
あ
る
。

連
体
形
の
終
止
形
化
と
は
、
終
止
形
。
μ
の
用
法
が
終
止
形

α
に
と
っ

て
代
わ
る
現
象
で
あ
る
。

wに
示
す
よ
う
に
、
終
止
形
9
が
終
止
法

の
ほ
か
に
助
動
調
や
助
詞
が
下
接
し
た
例
が
み
え
る
点
に
、
終
止
形
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P
の
用
法
の
拡
大
、
が
う
か
が
え
る
。

次
に
そ
の
他
で
連
体
形
の
終
止
形
化
が
わ
か
る
上
二
段
活
用
と
、

複
合
語
を
含
め
た
カ
変
や
サ
変
は
ど
う
で
あ
る
か
に
つ
い
て
調
べ
て

み
よ
う
。
各
活
用
形
別
の
語
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

菱｜基｜主
未

504 I 10 I 91 I然

32 

終
止

a

終
止
a
H

連
6701281国｜用

国 ｜ 凶 201震
己

61然

命
21令

メL
<=I 

l銅 I6813071言十

2 

1 7 

361 3 

。

2 

24 

52 

上
二
段
活
用
は
延
べ
三

O
七
語
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
活

用
形
別
に
す
る
と
右
の
と
お
り
で
、
終
止
形

α
が
二
回
、

β
・
が
一
回

用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
例
を
示
す
。

側
僻
事
し
て
わ
れ
を
恨
む
な
と
一
一
田
は
れ
た
れ
ば
、
〈
お
1
2〉

ω僻
怠
に
し
て
頼
朝
恨
む
な
と
、
（

m
l
m）

上
二
段
の
終
止
形

α
は
右
の
二
例
で
、
と
も
に
「
恨
む
な
」
と
い
う

形
で
禁
止
の
「
な
」
に
続
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
恨

む
」
は
本
作
品
で
も
「
l
み・

l
み・

l
む
・

l
む
る
」
と
用
い
ら

れ
て
い
て
上
二
段
活
用
で
あ
る
。
一
方
、
上
二
段
の
終
止
形
β
’は、

ω朝
敵
と
な
っ
て
は
、
い
か
に
悔
ゆ
る
と
も
、
益
あ
る
ま
じ
い
。

（必

i
l〉

こ
の
よ
う
に
「
悔
ゆ
る
と
も
」
と
接
続
助
調
「
と
も
」
に
続
い
て
用

い
た
一
例
だ
け
で
あ
る
。

カ
行
変
格
活
用
は
「
来
る
」
の
ほ
か
複
合
語
を
加
え
て
異
な
り
語

数
一
五
語
、
延
ベ
語
数
で
六
人
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
六
八
回
の

な
か
で
「
来
る
」
が
四
九
回
用
い
ら
れ
て
い
て
、
他
は
「
出
で
来

る
」
な
ど
の
複
合
語
で
あ
る
。
そ
の
中
で
終
止
形

α
は
一
回
も
用
い

ら
れ
て
い
な
い
。
終
止
形
8
’
の
方
が
七
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

七
回
は
終
止
法
が
六
回
で
、
接
続
助
調
「
と
も
」
に
続
く
も
の
が
一

回
で
あ
る
。
終
止
法
六
回
の
う
ち
「
来
る
」
が
四
回
、
「
攻
め
来
る
」

「
馳
せ
来
る
」
が
各
一
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
終
止
法
の
例
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

M
W
さ
う
す
る
ほ
ど
に
成
田
の
五
郎
も
来
る
。
（
加
1
7）

帥
文
袋
を
首
に
か
け
た
僧
の
蓑
毛
の
馬
に
乗
っ
て
馳
せ
く
る
。

（制

l
m）

接
続
助
詞
「
と
も
」
に
続
く
も
の
は
次
の
一
例
で
あ
る
。

M
W
た
と
ひ
い
か
な
る
僻
事
い
で
く
る
と
も
、
君
を
ぼ
何
と
さ
せ
ら

れ
う
か
と
、
（
却
l
6
）

-9-

と
こ
ろ
で
、
サ
変
は
和
語
や
漢
語
と
の
複
合
語
が
あ
っ
て
、
異
な

り
語
数
二

O
四
語
、
延
べ
語
数
一
四
五
九
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
な
か
で
終
止
形

α
は
、
異
な
り
語
数
一
一
一
一
語
、
延
べ
語
数

で
二
四
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
そ
の
中
で
「
書
す
（
3
）
・
千

辞
万
退
す
（
1
）
・
達
す
（
1
）
・
免
ず
（
l
）
」
お
よ
び
「
す
」
の

う
ち
の
二
聞
は
、
序
文
や
引
用
文
で
の
使
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
の
文
語
表
現
で
の
用
例
を
除
く
と
、
口
語
文
中
で
の
終
止
形

α
は

九
語
一
六
回
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
語
を
下
接
語
に

よ
っ
て
分
類
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ハ
例
助
詞
「
な
」
に
続
く
も
の

あ
ひ
び
き
す
（
1
）
・
あ
や
ま
ち
す
（
5
）

か
く
す
（
l
）

す
（
1
）
・
ふ

計
八
回



制
助
動
詞
「
ま
い
・
ま
じ
い
」
に
続
く
も
の

け
っ
す
（
l
）
・
す
（
1
）
・
そ
ん
す
（

1
）

（l
）
・
ま
ら
す
（
2
）

ω助
動
調
「
ら
う
」
に
続
く
も
の

お
は
す
（
2
）

二

回

サ
変
の
終
止
形

α
の
用
法
は
、
右
の

ω1ω
の
よ
う
に
助
調
・
助
動

詞
に
下
接
す
る
（
A
2）
・
（
A
3）
の
用
法
だ
け
で
、
終
止
法
（
A

l

）
の
例
は
な
い
。

一
方
、
終
止
形

3
の
五
三
例
は
ど
う
か
を
み
る
と
、
こ
の
用
法
を

も
っ
語
と
回
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

う
ち
じ
に
す
る
（
1
）
・
け
ん
ぶ
つ
す
る
（
l
）
・
す
る
（
2
）

・
す
い
び
す
る
（
1
）
・
ぞ
ん
ず
る
（
お
）
・
ま
ら
す
る
（
剖
）

こ
の
五
二
例
の
う
ち
、
五

O
例
は
終
止
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
終
止
法
の
例
を
一
示
す
。

側
能
登
殿
に
寄
り
つ
く
者
が
な
い
が
、
本
意
な
う
ご
ざ
れ
ば
、
組

み
奉
ら
う
と
存
ず
る
。
（
揃

l
n）

間
そ
の
日
西
国
へ
の
門
出
を
す
る
と
聞
こ
え
た
ほ
ど
に
、
（
加
！

日）

サ
変
の
終
止
形
β
’
は
、
こ
の
よ
う
な
終
止
法
が
五

O
回
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
残
り
の
二
例
は
、
助
詞
「
と
も
」
と
助
動
詞
「
ま

い
」
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
例
を
示
す
。

側
母
御
前
に
は
別
れ
ま
ら
す
る
と
も
、
父
御
前
に
は
必
ず
同
じ
所

に
と
こ
そ
大
人
し
や
か
に
仰
せ
ら
れ
た
。
（
揃
！
日
）

側
三
町
に
は
す
ぎ
ま
ら
す
る
ま
い
。
（
加

l
H
）

こ
の
よ
う
に
サ
変
の
終
止
形

9
の
用
法
で
も
五
二
例
中
五

O
例
が
終

ぞ
ん
ず

計
六
回

止
法
で
あ
る
よ
う
に
、
多
く
が
終
止
法
で
、

詞
に
続
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

次
に
二
段
活
用
の
一
段
化
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
天
草
版
平
家
に

お
い
て
は
、
一
段
化
し
た
語
は
「
経
」
の
一
語
だ
け
で
あ
る
。
「
経
」

の
活
用
形
別
語
数
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

未
然
形
「
へ
」
一
回
、
連
用
形
「
へ
」
一
二
回
、
己
然
形
「
ふ

れ
」
二
回
・
己
然
形
「
へ
れ
」
二
回

己
然
形
の
「
ふ
れ
」
は
下
一
一
段
で
あ
る
が
「
へ
れ
」
は
下
一
段
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
一
段
化
し
た
例
が
二
回
だ
け
混
じ
て
い
る
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
己
然
形
の
「
ふ
れ
」
と
「
へ
れ
」
の
例
を
一
亦
す
。

側
平
家
は
日
数
を
ふ
れ
ば
、
（
『
日
早
田
）
都
を
ば
山
、
川
、
海
に
へ

だ
て
ら
れ
て
、
（
瑚

1
6）

倒
日
数
を
ふ
れ
ぼ
、
（
同
日
各
国
）
能
登
の
国
に
着
か
せ
ら
れ
た
。

（

m
l
H）

 

右
の
例
は
下
二
段
に
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

倒
日
数
へ
れ
ば
、
（
『
2
0
E）
駿
河
国
浮
島
に
か
か
ら
せ
ら
る
る

に
、
（
制

l
n）

倒
日
数
へ
れ
ば
、
（
『

2
S同
）
六
月
三
十
日
に
は
近
江
国
篠
原
に
着

か
せ
ら
れ
、
（
拙
l
げ）

問
・
闘
は
「
経
れ
ば
」
が
一
段
に
活
用
し
て
い
る
。
天
草
版
平
家
で

一
段
化
し
た
例
は
右
の
二
例
だ
け
で
あ
る
。

ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
動
詞
の
一
段
化
は
話
し
こ

と
ば
で
稀
に
使
わ
れ
て
い
た
。
特
に
関
東
で
用
い
ら
れ
、
都
で
は
一

部
の
者
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
段
活

用
が
一
段
化
す
る
の
が
普
遍
化
す
る
の
は
次
の
時
代
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
助
調
や
助
動

n
H
U
 



的
ま
と
め

中
世
は
言
葉
の
変
動
期
で
あ
っ
た
。
文
法
史
上
で
も
大
き
な
変
化

（
注

5
〉

が
あ
っ
た
。
そ
の
事
情
を
「
国
語
史
要
説
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。動

詞
は
こ
の
期
に
大
き
く
変
動
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
連

体
形
が
終
止
形
の
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前

代
で
も
会
話
の
文
中
で
は
、
上
に
係
助
詞
が
な
い
の
に
、
文
末
を

連
体
形
で
結
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
院
政
期
に
な
る
と
、
会
話
文

だ
け
で
な
く
、
地
の
文
に
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
中

略
）
室
町
期
に
は
、
す
べ
て
の
活
用
を
通
じ
て
、
終
止
形
と
連
体

形
が
同
形
に
な
り
、
こ
の
点
で
は
今
日
と
同
じ
に
な
っ
た
。
（

m

頁）

巨
視
的
に
み
れ
ば
確
か
に
こ
の
と
お
り
で
あ
る
。
室
町
時
代
に
は
連

体
形
の
終
止
形
化
は
完
成
し
、
終
止
形
と
連
体
形
は
同
形
に
な
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
し
た
天
草
版
平
家
物
語

は
、
そ
の
中
世
の
最
末
期
一
五
九
二
年
に
、
口
語
で
書
か
れ
た
作
品

で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
終
止
形
を
細
か
に
調
査
す
る
こ
と
は
、
連
体

形
の
終
止
形
化
の
現
象
を
微
視
的
に
、
そ
の
過
程
を
も
含
め
て
考
察

す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
平
安
時
代
か
ら

の
古
い
形
の
終
止
形
を
「
終
止
形

α
」
と
し
、
か
つ
て
の
連
体
形
が

と
っ
て
代
わ
っ
て
終
止
形
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
「
終
止
形

S
」
と

仮
に
名
づ
け
て
、
そ
の
用
法
を
各
活
用
の
種
類
別
に
考
祭
し
て
き
た
。

い
ま
、
終
止
形

α
の
用
例
数
を
と
り
ま
と
め
て
一
不
す
と
表
1
の
と
お

り
で
あ
る
。
古
い
形
の
終
止
形
で
あ
る
終
止
形

α
は
全
部
で
四
五
回

終止形αの活用の種類別使用度数

A1の用法 A2の用法 A，の用法 小計 文語文中の例 合計

終止法 まじい まい らう とも な 序文 和歌 引用

ラ変 2 2 4 7 

下二段 2 2 4 4 3 12 

上二段 2 2 2 

カ変 。
サ変 4 2 2 8 16 7 24 

ナ変 。
全体 。 6 4 2 2 10 24 9 8 4 45 

11 
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用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
但
し
、
四
段
活
用
や
一
段
活
用
は
も
と
も
と

連
体
形
と
終
止
形
が
同
形
で
あ
る
の
で
考
察
の
対
象
か
ら
除
く
）
そ

の
四
五
例
の
う
ち
序
文
・
和
歌
・
引
用
句
な
ど
、
も
と
も
と
文
語
文

の
な
か
で
の
使
用
が
一
一
一
例
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
除
く
と
口
語
文
の

な
か
で
の
終
止
形

α
は
二
四
例
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
る
と
古
い

形
が
完
全
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
消
滅
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い

く
ら
か
は
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
残
っ
た
二
四
例

を
検
討
す
る
と
、
終
止
法
の
用
例
は
皆
無
で
、
助
動
調
「
ま
じ
い
・

ま
い
・
ら
う
」
に
続
く
例
が
二
一
例
、
助
調
「
と
も
・
な
」
に
続
く

例
が
一
二
例
で
あ
る
こ
と
は
表
1
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

連
体
形
の
終
止
形
化
に
よ
る
用
法
の
推
移
は
、
表
2
と
対
照
す
る

と
明
確
に
な
る
。
表
2
の
終
止
形
8
・
の
用
法
を
み
る
と
、
ま
ず
一
二

四
回
使
用
の
終
止
法
が
注
目
さ
れ
る
。
表
ー
と
表
2
の
終
止
法
の
項

目
を
比
較
す
る
と
、
表
l
の
終
止
法
は

O
で
あ
る
の
に
対
し
、
表
2

は
一
二
四
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
終
止
法
に
関
し
て
は
、
「
あ
り
・
上

ぐ
・
く
・
す
」
と
い
う
よ
う
な
古
い
形
は
一
例
も
な
く
、
す
べ
て

「
あ
る
・
上
ぐ
る
・
く
る
・
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
以
前
の
連
体

形
が
終
止
形
に
な
っ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
終
止
法
に
関
し
て

は
連
体
形
の
終
止
形
化
は
完
全
に
完
了
し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
方
、
（
A
2）
の
助
動
調
を
下
接
す
る
用
法
で
は
、
表
1
の
方
が

一
一
一
例
、
表
2
の
方
が
二
例
で
、
数
の
上
で
は
表
l
の
方
の
、
終
止

形

α
に
つ
く
例
の
方
が
多
い
。
た
だ
「
ま
い
・
ま
じ
い
」
は
常
に
終

止
形
接
続
で
は
な
く
、
一
段
活
用
や
二
段
活
用
で
は
未
然
形
に
つ
く

よ
う
に
も
な
る
か
ら
、
そ
の
点
は
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
（
A
J
の
助
詞
を
下
接
す
る
用
法
で
は
、
終
止
形

α
で
は

終止形9の活用の種類別使用度数

A1の用法 A2の用法 Aaの用法 合計

終止法 まい らん とも な

ラ変 42 ／ ／ 1 43 

下二段 26 1 2 2 31 

上二段 1 1 

カ 変 6 6 

サ変 50 1 1 52 

ナ変 。
全体 124 1 1 5 2 133 

内ノ“
噌
・

i

表2

「
と
も
」
に
二
例
、
「
な
」
に
一

O
例
が
あ
り
ー
終
止
形

F
で
は
「
と

も
」
に
五
例
、
「
な
」
に
続
く
も
の
二
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
照

し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
見
方
が
で
き
る
。
助
調
「
と
も
」
を
下

接
す
る
用
法
で
は
「
あ
り
と
も
」
と
い
う
形
が
二
回
用
い
ら
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
「
終
止
形

3
＋
と
も
」
の
方
は
五
回
用
い
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
こ
の
仮
定
法
は
ほ
ぼ
新
し
い
形
へ
移
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
「
な
」
を
下
接
す
る
用
法
は
終
止
形

α
が一

O
例
、
終
止

形
。
が
二
例
で
あ
る
だ
け
に
、
ま
た
古
い
形
の
方
が
優
勢
で
あ
っ
た



と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
表
1
・
表
2
の
デ
ー
タ
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
は
、
次
の

よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
草
版
平
家
の
連
体
形
の
終
止

形
化
の
現
象
は
、
終
止
法
に
お
い
て
は
完
全
に
完
了
し
、
一
つ
の
例

外
も
な
い
。
た
だ
助
動
調
や
助
調
を
下
接
す
る
用
法
で
は
、
古
い
形

の
終
止
形
に
つ
い
た
例
が
あ
る
程
度
残
っ
て
い
て
、
こ
の
用
法
で
は

新
旧
両
方
の
形
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
連
体
形
の
終

止
形
化
は
、
ま
ず
終
止
法
か
ら
新
し
い
形
へ
の
転
換
が
完
成
し
、
や

が
て
助
詞
・
助
動
詞
を
下
接
す
る
用
法
へ
向
か
っ
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
二
段
活
用
の
一
段
化
は
本
作
品
で
は
、
ご
く
一
部
に
そ
の
現

象
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
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