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枕
冊
子
の
国
語
学
的
研
究
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
語
彙
、
語
法
、

文
体
、
文
章
や
解
釈
文
法
さ
ら
に
は
本
文
批
判
や
注
釈
等
に
及
ぶ
種
々
の
研

究
が
包
含
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
今
日
、
よ
り
深
く
考
究
が
な

さ
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
総
じ
て
源
氏
物
語
の
よ

う
な
研
究
史
の
領
域
と
そ
の
厚
さ
に
比
す
れ
ば
、
枕
冊
子
の
そ
れ
ら
は
「
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

量
と
も
に
は
な
は
だ
さ
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
本

稿
で
は
そ
の
う
ち
、
語
彙
・
語
句
を
中
心
と
し
た
研
究
の
萌
芽
的
状
況
を
示

す
資
料
の
う
ち
、
「
枕
冊
子
類
標
」
「
枕
草
子
類
語
」
な
ど
を
取
り
あ
げ
て
検

討
し
て
み
た
い
。
本
書
が
枕
冊
子
研
究
史
上
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
、
索
引
を
形
成
す
る
過
程
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
、

い
か
な
る
語
句
が
注
目
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
等
が
本
稿
執
筆
の
動
機

中
　
西
　
健
　
治

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と
、
枕
冊
子
の
索
引
に
属
す
る
も

の
と
し
て
次
の
書
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
枕
草
子
類
語
被
仙
圏
　
総
索
引
　
⑤
東
大
（
蜻
蛉
日
記
類
語
・
撰
集
抄

　
　
類
語
と
合
二
冊
）

　
　
枕
冊
子
類
標
は
驚
ひ
の
誘
㊧
索
引
㊨
池
田
市
万
庶
編
㊧
宮
書
（
類

　
　
標
四
四
）

　
　
枕
草
子
類
標
は
薦
ひ
の
誘
　
愚
索
引
　
⑤
宮
書
（
「
異
本
枕
草
子
類
標
」
、

　
　
類
標
二
七
）
（
類
標
二
七
）
・
無
窮
薯
（
「
枕
草
紙
異
本
類
標
」
、
栄
花

　
　
物
語
類
標
と
合
一
冊
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
春
曙
抄
を
用
い
て
編
ま
れ
た
索
引
で
あ
る
。
季
吟
の
す

ぐ
れ
た
注
解
を
参
酌
し
つ
つ
、
編
者
た
ち
は
そ
の
中
か
ら
自
ら
の
読
解
の
触

手
を
語
彙
の
面
に
及
ぼ
し
な
が
ら
採
集
し
編
纂
し
た
の
が
、
こ
の
三
種
の
索
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r枕草子春曙抄』索引の形態

引
で
あ
り
、
互
い
の
交
渉
も
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
っ
た
い
に
江

戸
時
代
の
枕
冊
子
研
究
は
、
例
え
ば
岩
崎
美
隆
の
枕
草
子
拙
悪
抄
、
前
田
夏

蔭
、
賀
茂
真
淵
、
橘
千
蔭
、
清
水
浜
臣
、
本
居
宣
長
ら
の
春
曙
抄
へ
の
書
入

れ
、
孫
福
弘
孚
の
枕
草
紙
抄
録
等
々
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
春
曙
抄
が

ほ
ぼ
絶
体
的
な
基
礎
文
献
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
語
彙
等
の
検
討
に
も

諸
本
を
勘
案
し
つ
つ
慎
重
に
作
業
を
す
す
め
る
と
い
う
、
今
日
で
あ
れ
ば
最

も
基
本
的
か
つ
学
問
的
方
法
も
、
そ
の
よ
う
な
情
況
下
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

方
法
を
凌
ぐ
優
位
性
が
春
曙
抄
に
は
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
春
曙
抄
本
文
に
つ
い
て
、
田
中
重
太
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ

る
。　

　
北
村
季
吟
の
著
、
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
は
、
注
釈
書
と
し
て
は
、
『
枕
草

　
　
子
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
か
ぎ
り
、
不
朽
の
名
著
と
し
て
い
つ
ま
で
も

　
　
後
人
を
益
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
採
用
本
文
に
お
い
て
は
、

　
　
現
代
に
お
い
て
、
語
彙
語
法
研
究
の
デ
ー
タ
と
し
て
採
用
し
て
は
な
ら

　
　
な
い
こ
と
を
説
き
、
い
わ
ゆ
る
『
春
曙
抄
』
本
文
は
、
一
注
釈
書
の
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
訂
本
文
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
お
く
。

「
現
代
に
お
い
て
、
語
彙
語
法
研
究
の
デ
ー
タ
」
と
し
て
春
曙
抄
本
文
を
用

い
て
は
な
ら
な
い
と
断
定
さ
れ
る
背
景
に
は
、
枕
冊
子
本
文
研
究
に
生
涯
を

賭
け
ら
れ
た
田
中
氏
の
学
問
的
結
晶
が
滲
み
出
て
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
は
逆

に
言
え
ば
、
文
献
学
が
駆
使
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
近
世
期
に
お
い
て
は
、
春

曙
抄
本
文
の
栓
楷
は
い
か
に
免
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
意
味
し
て
い
よ

う
。
春
曙
抄
を
も
と
に
編
ま
れ
た
索
引
三
種
の
検
討
は
あ
く
ま
で
、
史
的
考

察
の
範
囲
内
で
あ
る
。
以
下
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
「
枕
冊
子
類
標
」
を
中
心

に
論
述
し
、
併
せ
て
他
の
二
書
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
「
枕
草
子
類
標
、
」
東

京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
「
枕
草
子
類
語
」
に
も
触
れ
て
お
く
。

H
　
書
陵
部
本
「
枕
冊
子
目
標
」
に
つ
い
て

　
本
書
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
類
標
」
写
本
一
七
六
巻
一

七
九
冊
の
う
ち
の
一
で
、
土
佐
日
記
と
合
冊
さ
れ
、
前
半
に
土
佐
日
記
、
後

半
に
枕
冊
子
を
対
象
に
し
た
語
句
が
巻
・
丁
数
と
共
に
五
十
音
順
に
整
理
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
枕
冊
子
類
標
」
の
奥
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
女
皇
の
さ
う
し
類
標
は
池
田
市
万
侶
か
物
せ
る
な
り
た
エ
し
春
曙
抄
を

　
　
土
代
と
せ
り
こ
は
捜
索
の
た
よ
り
よ
ろ
し
け
れ
ば
な
る
へ
し

　
　
　
天
保
十
一
年
六
月
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

こ
の
こ
と
か
ら
、
池
田
市
万
世
編
、
底
本
は
春
曙
抄
、
天
保
十
一
年
六
月
以

前
成
立
の
三
点
は
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
池
田
市
万
侶
な
る
人
物
は
未
詳
、

加
え
て
本
書
の
原
本
の
成
立
年
代
も
確
認
で
き
な
い
現
状
か
ら
、
本
書
の
全

体
像
の
把
握
は
い
さ
x
か
鮮
明
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
唯
一
、
春
曙
抄
を

用
い
て
語
句
採
集
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を

手
が
か
り
と
し
て
究
明
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
本
書
が
掲
げ
る
約
二
八
七
〇
項
目
の
五
十
音
別
の
内
訳
を
項
目
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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中西健治

わらやまはなたさかあ
38　17　60　57　115　88　80　98　213　193

みひにちしきい
122　115　30　23　106　62　132

ゐ　り

13　10

レ
つるゆむふぬつすく

1 29　40　80　14　81　69　80　129

めへねてせけえ
16　19　31　39　33　28　25

ゑ　れ

23　23

をろよもほのとそこお
39　O　46　63　54　12　80　32　112　100

　
い
ま
、
ど
の
よ
う
に
語
句
を
採
集
し
て
い
る
か
を
み
て
お
こ
う
。

春
曙
抄
本
文
、
下
段
に
「
山
巡
」
の
項
目
を
示
す
。

　
い
や
し
け
な
る
物

し
き
ぶ
の
ぞ
う
の
し
や
く
　
黒
き

か
み
の
す
ぢ
ふ
と
き
ぬ
の
び
や
う

ぶ
の
あ
た
ら
し
き
。
ふ
り
く
ろ
み

た
る
は
さ
る
い
ふ
か
ひ
な
き
物
に

て
導
く
何
と
も
見
え
ず
。
あ
た

ら
し
く
し
た
て
て
。
桜
の
花
お
ほ

く
さ
か
せ
て
。
ご
ふ
ん
す
さ
な
ど
い

い
や
し
け
な
る
物

式
部
の
そ
う
の
爵

黒
き
髪
の
す
ち
の
ふ
と
き

布
屏
風
の
ふ
り
く
ろ
み
た
る

桜
の
花
多
く
さ
か
せ
て

　
　
ス
　
　
サ

ご
ふ
ん
朱
砂

色
と
り
ゑ
か
き
た
る
云
々

や
り
戸

上
段
に

う
と
り
た
る
ゑ
か
き
た
る
　
や
り

戸
ず
し
。
何
も
み
な
か
も
の
は
い

や
し
き
な
り
む
し
ろ
ば
り
の
車
の

お
そ
ひ
　
け
び
い
し
の
は
か
ま

い
よ
す
の
す
ぢ
ふ
と
き
　
人
の
子

に
ほ
う
し
子
の
ふ
と
り
た
る
　
ま

こ
と
の
い
つ
も
む
し
ろ
の
た
エ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
［
巻
八
ニ
ォ
］

づ
し

み
な
か
も
の
は
い
や
し
け
な
り

錘
は
り
の
車
の
お
ほ
ひ

け
い
し
の
袴

い
よ
す
の
す
ぢ
ふ
と
き

法
師
の
ふ
と
り
た
る

出
雲
む
し
ろ
の
た
エ
み

「
類
標
」
は
語
句
索
引
が
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
に
み
る
よ
う
な
類
聚

的
章
段
は
全
般
的
に
多
く
採
ら
れ
、
し
か
も
特
異
な
も
の
の
み
を
対
象
と
は

し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
枕
冊
子
を
読
む
際
の
心
覚
え
的
な
語
句
を
中

心
に
採
集
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
、
右
の
例
で
は
む
し
ろ
、
心
覚
え
的
と

み
る
よ
り
も
、
よ
り
網
羅
的
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
類
聚
的
章
段
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
類
標
」
の
編
集
方

法
と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
も
春

曙
抄
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
注
目
さ
れ
る
語
句
に
つ
い
て
貧
寒
に
採
集
し
て

い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
、
必
ず
し
も
一
定
の
原
則
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

掲
出
の
方
法
は
種
々
で
、
例
え
ば
長
々
し
い
語
句
を
引
く
例
（
「
笏
に
し
き

の
み
さ
う
し
の
す
み
の
つ
い
ち
の
板
を
せ
し
そ
」
、
「
鶏
の
ひ
な
の
あ
し
た
か

に
白
う
を
か
し
け
に
衣
短
か
な
る
さ
ま
し
て
云
々
」
）
、
同
一
箇
所
を
重
複
し

て
掲
出
す
る
場
合
（
「
か
ま
ど
に
ま
め
や
く
べ
た
る
」
を
「
か
」
の
項
で
出
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し
、
「
ま
」
の
項
で
「
豆
や
く
へ
た
る
」
、
「
く
」
の
項
で
「
く
へ
た
る
」
と

示
す
）
、
春
曙
抄
本
文
を
縮
約
し
た
か
た
ち
で
掲
出
す
る
例
（
「
か
れ
は
み
た

る
も
の
玉
こ
ゑ
」
を
「
か
れ
は
み
た
る
声
」
）
、
事
典
的
な
項
目
と
し
て
掲
出

す
る
例
（
「
義
懐
卿
出
家
の
事
」
「
雪
の
山
」
）
、
さ
ら
に
は
春
曙
抄
の
本
文
以

外
の
頭
注
や
傍
注
を
採
っ
て
示
す
例
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
特
に

後
の
二
つ
の
例
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

　　　　　　　　　　　　　　　　『枕草子春曙抄』索引の形態

⑨⑧⑦⑥⑤④③②①　的目を1 　
語
句
を
中
心
に
採
集
し
て
い
る
「
類
標
」
の
中
に
あ
っ
て
、
や
や
特
異
な

印
象
を
与
え
る
の
は
事
典
的
項
目
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
春
曙
抄
の
記
述

を
そ
の
ま
ま
掲
げ
る
の
で
は
な
く
、
関
連
す
る
記
述
を
総
括
し
て
特
別
な
項

目
を
掲
げ
る
も
の
で
、
十
例
が
見
出
さ
れ
る
。
編
者
の
本
文
に
対
す
る
積
極

的
な
読
み
取
り
作
業
が
な
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
示
せ
ば
次
の
と
お
り
。

義
懐
卿
出
家
の
事

雪
の
山

ひ
は
の
名
物
五
種

琴
の
名

笛
の
名
物
四
種

和
琴
器

連
歌

屏
風
の
名

舟
人
の
さ
ま

ニ
ノ
ニ
十
五
ウ

四
ノ
ニ
十
三
ウ
ヨ
リ

五
ノ
十
一
オ

五
ノ
十
一
オ

五
ノ
十
一
ウ

五
ノ
十
一
ウ

五
ノ
ニ
十
四
オ
　
六
ノ
八
ウ

十
一
ノ
ニ
十
ニ
オ

十
ニ
ノ
ニ
ウ

⑩
海
士
の
し
わ
ざ

十
ニ
ノ
三
ウ
ヨ
リ

①
「
坦
懐
卿
出
家
の
事
」
と
は
、
春
曙
抄
本
文
に
「
さ
て
そ
の
二
十
日
あ
ま

り
に
中
納
言
の
ほ
う
し
に
な
り
給
ひ
に
し
こ
そ
あ
は
れ
な
り
し
か
」
と
あ
る

箇
所
で
、
花
山
院
出
家
に
伴
う
義
懐
卿
の
出
家
を
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
②

「
雪
の
山
」
と
は
、
長
徳
四
年
十
二
月
十
余
日
の
記
事
の
こ
と
、
③
～
⑥
は

「
御
ま
へ
に
候
も
の
ど
も
は
琴
も
笛
も
み
な
め
づ
ら
し
き
名
づ
き
て
こ
そ
あ

れ
」
と
し
て
楽
器
の
名
称
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ

れ
た
多
く
の
名
称
を
「
類
標
」
は
ま
っ
た
く
採
り
あ
げ
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
「
警
標
」
が
対
象
と
し
て
い
る
語
句
は
特
殊
な
名
称
や
難
解
な
語
句

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
ご
く
一
般
的
に
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
読
解
に
注
意
さ

れ
る
も
の
に
こ
そ
関
心
を
向
け
て
採
集
し
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
推
測
を
導

く
も
の
で
あ
る
。
⑦
は
中
宮
定
子
の
「
し
た
わ
ら
び
こ
そ
こ
ひ
し
か
り
け
れ
」

に
対
し
て
清
女
が
上
句
「
ほ
と
x
ぎ
す
た
つ
ね
て
聞
し
声
よ
り
も
」
と
応
じ

た
条
、
及
び
、
公
任
の
「
す
こ
し
春
あ
る
こ
x
ち
こ
そ
す
れ
」
に
対
し
、
「
そ

ら
さ
む
み
花
に
ま
が
へ
て
散
雪
に
」
と
応
じ
た
条
を
指
し
て
い
る
。
「
連
歌
」

と
い
う
こ
と
ば
で
は
な
く
、
和
歌
の
本
来
の
や
り
と
り
を
描
く
箇
所
を
一
括

し
て
掲
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑧
は
先
の
楽
器
名
と
同
様
、
特
殊
な
屏
風

に
つ
い
て
記
す
条
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
⑨
・
⑩
は
「
う

ち
と
く
ま
じ
き
も
の
」
に
記
さ
れ
る
具
体
的
な
様
子
を
総
括
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
次
に
春
曙
抄
の
頭
注
を
採
っ
て
い
る
例
を
み
る
。
そ
も
そ
も
春
曙
抄
に
は
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本
文
を
は
る
か
に
超
え
る
量
の
頭
注
と
読
解
の
手
引
き
と
し
て
の
多
く
の
傍

注
が
あ
り
、
意
識
的
に
こ
れ
ら
を
排
除
し
つ
つ
作
業
を
す
る
こ
と
は
知
的
好

奇
心
が
あ
れ
ば
あ
る
程
、
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
「
類
標
」
編
者
は
禁
欲
的

な
ま
で
に
語
句
に
の
み
目
を
注
い
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
ご
く
稀
に
頭
注
が

対
象
と
な
っ
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
単
な
る
錯
誤
と
し
て
扱
う
の
で
は
な

く
、
「
類
音
」
編
者
が
春
曙
抄
全
体
に
深
く
親
睨
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
本
書
が
枕
冊
子
読
解
の
た
め
の
語
句
採
集
を
基
本
に
し
て
い
る

証
左
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
段
に
春
曙
抄
頭
注
、
下
段
に
「
類
標
」
項

目
を
示
し
た
。

①②③④⑤⑥

　
　
　
ニ
　
　
ク
　
　
ソ
　
　
　
　
へ

菰
原
抄
云
凡
国
司
，
者
相
当
五

位
巳
下
也
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ノ
蘭
鋳
）

荒
海
及
障
子
と
い
ふ
是
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
ノ
十
九
ウ
）

　
　
　
　
　
　
む
か
し

へ
せ
り
つ
み
し
昔
の
人
も
わ

が
ご
と
や
…
…
　
　
　
　
　
　
（
ニ
ノ
＋
ウ
）

纏
群
車
桃
華
藻
花
二
云
ク
藝
之

野
芒
ス
之
二
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
ノ
＋
六
道
）

　
　
レ

　
　
　
　
　
　
ニ

夘
槌
夘
杖
皆
前
注
江
次
第
ニ

　
　
ニ
　
　
ク

小
書
日
…
…
　
　
　
　
　
（
四
ノ
ニ
＋
六
ウ
）

朗
詠
。
云
ク
鳶
縛
無
電
モ
古
塵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
ノ
十
六
ウ
）

国
司

あ
ら
海
の
さ
う
し

芹
つ
み
し
昔
の
人

網
代
車

夘
槌
夘
杖

薫
会
稽
之
過
古
訓

⑦⑧⑨

イ
本
身
を
か
へ
て
天
人
な
ど

は
か
う
や
あ
ら
ん
と
見
ゆ
る

も
の
は
と
あ
り
　
　
　
　
　
　
（
＋
ノ
九
ウ
）

イ
本
む
ね
の
け
と
は
か
り
有

て
物
の
け
と
は
な
し
　
　
　
（
＋
ニ
ノ
＋
ニ
ウ
）

そ
れ
よ
り
あ
り
き
そ
め
た
る

也
と
そ
と
あ
り
　
　
　
　
（
＋
ニ
ノ
ニ
＋
四
民
）

身
を
か
へ
て
天
人
な
と

は
か
う
や
あ
ら
ん
云
々

む
ね
の
け

あ
り
き
そ
め
た
る

①
～
⑤
は
有
職
故
実
や
古
歌
に
関
す
る
頭
注
で
あ
る
た
め
に
、
知
識
欲
旺
盛

な
「
類
標
」
編
者
が
読
解
の
便
を
計
り
採
り
あ
げ
た
も
の
と
思
し
い
。
⑥
は

春
曙
抄
本
文
が
「
せ
う
く
わ
い
け
い
の
こ
び
や
う
を
も
過
に
し
」
と
平
仮
名

書
き
が
主
で
あ
る
た
め
に
ハ
和
漢
朗
詠
集
を
引
く
頭
注
を
採
っ
た
方
が
、
か

え
っ
て
「
捜
索
の
た
よ
り
」
に
か
な
う
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、

⑦
の
「
イ
本
」
本
文
は
三
巻
本
、
前
田
家
本
に
近
く
、
よ
り
鮮
明
な
文
意
と

な
り
、
⑧
の
「
イ
本
」
本
文
は
現
存
の
主
要
諸
本
は
「
む
ね
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
春
曙
抄
頭
注
を
も
っ
て
初
め
て
理
解
可
能
と
な
る
、
と
い
う
そ
れ
ぞ

れ
の
理
由
で
「
イ
本
」
採
用
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
「
類
標
」

の
採
集
方
法
の
恣
意
性
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
春
曙
抄
そ
の
も
の

を
吟
味
し
つ
つ
読
み
進
め
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
し
得
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
⑨
は
語
句
自
体
は
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

語
句
は
い
わ
ゆ
る
践
文
で
、
春
曙
抄
頭
注
に
「
装
本
二
此
を
は
り
の
詞
の
跡

に
」
と
し
て
、
枕
冊
子
流
布
の
端
緒
に
言
及
す
る
一
文
中
に
用
い
ら
れ
て
い
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る
の
で
あ
る
。
こ
の
例
は
「
類
標
」
編
者
が
春
曙
抄
本
文
へ
の
関
心
よ
り
も
、

枕
冊
子
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
へ
興
味
を
抱
い
て
頭
注
を
採
集
の
対
象
と
し

た
好
例
で
あ
ろ
う
。

ち
こ
く
ゑ
の
御
屏
風

山
を
つ
く
ら
せ
侍
ら
ん

侍
従
殿
や
お
は
し
ま
す

ち
こ
く
ゑ
の
屏
風

山
を
つ
く
ら
せ
た
ま
は
ん

侍
従
殿
や
お
は
す
る

深

目1」

304

能能
　　　　目lj

240　213

197
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と
こ
ろ
で
、
「
類
標
」
の
各
項
と
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
春
曙
抄
の
本
文
、

巻
・
丁
数
と
を
照
合
さ
せ
て
み
る
と
、
転
写
の
際
に
生
じ
た
か
と
思
わ
れ
る

誤
り
を
も
含
ん
で
実
に
多
く
の
齪
酷
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
を
大
別
す
る

と
、
㈲
　
敬
語
法
の
相
異
　
㈲
　
助
詞
・
助
動
詞
の
相
異
　
ω
　
用
言
の
活

用
形
の
相
異
　
㈹
　
　
「
類
標
」
の
語
句
省
略
　
㈲
　
　
「
類
標
」
の
語
句
添
加

　
ω
　
そ
の
他
、
と
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
春
曙

抄
本
文
を
採
録
す
る
際
に
生
じ
た
異
同
ば
か
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
語
句

を
採
集
す
る
と
き
に
生
じ
得
る
変
化
、
あ
る
い
は
語
句
の
改
変
の
あ
り
方
を

通
し
て
、
「
類
標
」
の
性
格
が
、
別
の
面
か
ら
窺
い
得
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

以
下
に
各
項
の
実
例
を
あ
げ
な
が
ら
若
干
の
考
察
を
付
し
て
お
く
。

ω
　
敬
語
法
に
異
同
の
あ
る
例

　
上
段
に
春
曙
抄
本
文
、
中
段
に
「
類
標
」
項
目
、
下
段
に
春
曙
抄
本
文
と

同
じ
本
文
を
も
つ
系
統
の
本
文
を
『
校
本
枕
冊
子
』
に
よ
っ
て
調
べ
、
そ
の

略
号
（
能
1
1
伝
能
因
所
持
本
系
統
、
三
⊥
二
巻
本
系
統
、
前
1
1
前
田
家
本
、

堺
1
1
堺
本
系
統
）
を
記
し
、
そ
の
頁
数
も
併
記
し
た
。

古
今
の
さ
う
し

古
今
の
御
さ
う
し

能
三
前
　
　
4
9

こ
の
よ
う
な
相
異
箇
所
は
全
体
で
約
十
例
あ
り
、
春
曙
抄
に
「
御
屏
風
」
と

あ
る
の
を
「
類
標
」
が
「
屏
風
」
と
す
る
よ
う
な
例
が
七
例
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
ら
は
「
類
標
」
の
不
注
意
に
よ
る
「
御
」
の
脱
落
あ
る
い
は
敬
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
視
の
所
為
で
あ
ろ
う
。
た
ゴ
、
語
自
体
が
改
変
さ
れ
て
い
る
も
の
、
と
く

に
「
つ
く
ら
せ
侍
ら
ん
」
と
あ
る
も
の
を
「
つ
く
ら
せ
給
は
ん
」
と
改
め
て

い
る
こ
と
は
敬
語
法
の
相
異
、
ひ
い
て
は
解
釈
も
変
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で

あ
る
た
め
に
、
稀
な
例
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
類
標
」
編
者
の
思
い
込
み

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
、
一
応
考
え
て
お
き
た
い
。

（b）

助
詞
・
助
動
詞
に
異
同
の
あ
る
例

表
示
法
は
ω
に
同
じ

木
の
は
し
な
ど
の
や
う
に
　
木
の
は
し
の
や
う
に
　
　
　
能
三
前
堺

う
め
き
ず
ん
じ
つ
る
寄
も
　
う
め
き
す
ん
し
た
る
う
た
も
云
々
　
能
三

ゆ
る
ふ
ば
か
り
を
　
　
　
　
ゆ
る
ふ
は
か
り
そ
　
　
　
　
　
能
三

例
の
思
ふ
人
と
　
　
　
　
　
例
の
思
ふ
人
に
云
々
　
　
　
　
能
三
前

花
の
衣
に
な
ど
い
ひ
け
む
　
花
の
衣
に
な
と
い
ひ
に
し
云
々
能
前

か
ね
の
音
も
れ
い
に
は
似
ず
　
鐘
の
音
は
例
に
も
恕
す
　
　
能
三

485　417　399　271　249　20
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中西健治
助
詞
・
助
動
詞
の
異
同
は
実
に
多
く
、
枕
冊
子
の
諸
本
に
も
見
当
ら
な
い
も

の
も
多
い
こ
と
か
ら
、
「
類
標
」
編
者
が
春
曙
抄
本
文
そ
の
も
の
に
あ
ま
り

厳
密
な
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
加
え
て
、
右
の
対
照
表

か
ら
共
通
箇
所
に
の
み
注
目
す
る
と
、
付
属
語
よ
り
も
自
立
語
へ
の
関
心
が

強
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
春
曙
抄
本
文
を
忠
実
に
取
り

出
す
こ
と
よ
り
も
、
春
曙
抄
を
用
い
な
が
ら
注
目
す
べ
き
語
句
、
し
か
も
細

か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
助
詞
・
助
動
詞
に
比
べ
、
名
詞
・
副
詞
や
動
詞
な

ど
の
方
に
語
句
と
し
て
の
印
象
を
強
く
持
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

ω
　
用
言
の
活
用
形
に
異
同
の
あ
る
例

　
動
詞
に
つ
い
て
は
春
曙
抄
の
活
用
形
の
ま
ま
、
つ
ま
り
文
中
の
用
法
ど
お

り
に
出
す
例
が
多
い
も
の
の
、
終
止
形
に
改
め
て
い
る
例
が
約
二
十
例
あ
る
。

事
例
を
示
す
。
上
段
に
春
曙
抄
本
文
、
下
段
に
「
類
標
」
項
目
と
巻
・
丁
数

を
示
す
。
㈲
ま
で
同
じ
。

ゆ
る
ぎ
あ
り
き
つ
る

ひ
ろ
め
き
て

か
た
き
に
え
り
て

手
よ
く
か
き

居
あ
か
せ
ば

ゆ
る
き
あ
り
く

ひ
ろ
め
く

か
た
き
に
え
る

手
よ
く
か
く

ゐ
あ
か
す

一
ノ
十
ニ
ウ

ニ
ノ
六
ウ

五
ノ
ニ
十
八
オ

八
ノ
九
オ

八
ノ
ニ
十
三
ウ

一
見
し
て
辞
書
の
項
目
を
並
べ
ら
れ
た
感
が
あ
り
、
先
の
㈲
㈲
と
同
様
に
、

文
の
流
れ
の
中
か
ら
い
か
な
る
語
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し

て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
全
体
と
し
て
は
ご
く
僅
か
な
用
例
数
で
は

あ
る
が
、
本
文
そ
の
ま
ま
を
採
り
出
す
意
識
よ
り
も
、
語
自
体
へ
の
関
心
の

方
が
強
く
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
形
容
詞
に
つ
い
て

の
例
は
な
く
、
形
容
動
詞
の
例
は
一
例
あ
る
が
、
こ
れ
は
連
体
形
に
変
え
て

い
る
（
「
枝
さ
し
な
と
も
む
つ
か
し
げ
な
れ
ど
」
　
　
「
枝
さ
し
な
と
も
む

つ
か
し
げ
な
る
」
）
。

㈹
　
　
「
類
標
」
が
語
句
を
省
略
し
て
い
る
例

　
「
類
標
」
編
者
が
語
句
を
採
集
す
る
際
に
、
つ
ね
に
受
け
身
の
態
度
で
臨

む
の
で
は
な
く
、
理
解
し
易
い
か
た
ち
に
変
え
て
掲
出
す
る
と
い
う
、
い
わ

ば
積
極
的
な
採
集
方
法
も
あ
る
。
㈲
の
項
は
そ
の
例
に
該
当
す
る
け
れ
ど
も
、

以
下
に
示
す
例
は
や
や
長
い
文
を
一
項
目
と
し
て
心
え
、
そ
れ
を
縮
約
し
て

掲
出
す
る
点
で
、
「
類
標
」
編
者
が
よ
り
強
い
意
識
で
春
曙
抄
に
臨
ん
で
い

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。

か
れ
ば
み
た
る
も
の
エ
こ
ゑ

扇
ひ
ろ
う
ひ
ろ
げ
て
口
に
あ
て
Σ
笑
ひ

は
な
た
る
ま
も
な
く
か
み
て
も
の
い
ふ
こ
ゑ

日
ひ
と
ひ
こ
と
ふ
え
ふ
き
あ
そ
び
く
ら
し
て

か
れ
は
み
た
る
声

あ
ふ
き
を
く
ち
に

あ
て
」
わ
ら
ひ

は
な
か
み
て

も
の
い
ふ

日
ひ
と
ひ

あ
そ
び
く
ら
し

一
ノ
九
ウ

ニ
ノ
十
八
オ

四
ノ
十
九
オ

五
ノ
十
↓
ウ
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同
様
な
例
は
他
に
十
一
例
ほ
ど
見
出
せ
る
。
上
下
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
「
類

標
」
編
者
が
語
句
そ
の
も
の
よ
り
も
描
か
れ
て
い
る
動
作
に
関
心
が
集
中
し
、

不
要
と
判
断
さ
れ
た
語
を
除
外
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
少
な
い
例

で
は
あ
る
が
、
春
曙
抄
を
読
み
進
め
て
興
味
を
ひ
い
た
事
項
を
い
っ
た
ん
咀

囎
こ
た
う
え
で
、
採
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
編
者
が
春
曙
抄
に
親
し

ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

㈲
　
別
の
語
を
付
加
し
た
り
異
な
る
語
と
な
っ
て
い
る
例

　
前
項
で
は
長
い
語
句
を
縮
約
し
て
掲
出
し
て
い
る
例
で
あ
っ
た
が
、
次
に

示
す
例
は
春
曙
抄
本
文
に
「
類
標
」
編
者
の
解
釈
を
加
え
て
示
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

物
が
た
り

や
す
き
そ
く
さ
い
の
い
の
り

松
の
四

声
め
い
王
の
ね
ふ
り
を
お
ど
ろ
か
す

昔
も
の
か
た
り

安
く
そ
く
さ
い
の
ね
か
ひ

松
尾
の
神

声
め
い
王
の

ね
ふ
り
を
さ
ま
す

ニ
ノ
八
ウ

十
ノ
十
九
オ

十
一
ノ
十
三
オ

十
ニ
ノ
六
ウ

こ
れ
ら
は
「
三
三
」
が
春
曙
抄
本
文
へ
の
理
解
か
ら
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
で
注

釈
的
言
辞
を
混
じ
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
な
例
は
こ
の
他
に
十

二
例
が
拾
い
出
せ
る
が
、
こ
れ
ら
も
春
曙
抄
本
文
に
親
し
み
、
自
ら
の
解
釈

を
裏
打
ち
し
つ
つ
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

ω
　
そ
の
他

　
「
類
標
」
本
文
は
奥
書
に
示
す
と
お
り
春
曙
抄
に
依
拠
し
て
い
る
は
ず
で

あ
り
、
用
例
の
多
く
は
示
さ
れ
た
本
文
、
巻
・
丁
数
と
重
な
る
の
で
は
あ
る

が
、
ご
く
稀
に
春
曙
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
本
文
を
掲
げ
て
い
る
項
目
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
こ

　
「
か
ん
だ
ち
め
大
臣
ま
て
　
九
ノ
四
ウ
」
は
、
『
校
本
枕
冊
子
』
（
以
下

『
校
本
』
と
略
称
）
二
百
二
十
五
段
「
社
は
」
で
次
の
よ
う
に
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
だ
ち
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
ろ
こ
ふ
旧
い
み
し
か
り
け
り
中
将
は
：
：
・
大
臣
に
な
さ
せ
給
ひ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
三
二
頁
）

つ
ま
り
「
か
ん
だ
ち
め
は
」
能
因
本
系
統
に
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
春
曙
抄
に

も
「
中
将
は
大
臣
ま
で
」
と
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
三
巻
本
系
統
を
見

な
い
か
ぎ
り
こ
の
項
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
な
例
と
し
て
、
「
ま

つ
　
は
　
イ

う
か
れ
つ
き
て
　
十
ノ
ニ
十
五
オ
」
が
あ
る
。
傍
に
記
さ
れ
た
異
文
は
三
巻

本
系
統
に
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
校
本
』
二
百
五
十
六
段
「
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
　
　
く
る
ま
　
　
　
そ

白
殿
二
月
十
日
の
ほ
と
に
法
三
三
の
」
の
う
ち
、
「
み
っ
し
・
か
車
・
・
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
ま
　
　
　
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ら
　
　
イ

（
六
九
三
頁
）
と
あ
る
箇
所
に
該
当
す
る
項
目
「
み
っ
し
か
車
　
十
ノ
ニ
十

七
ウ
」
は
三
巻
本
を
参
照
し
て
異
文
を
示
し
て
い
る
は
ず
で
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
な
と
　
　

か
し
ら
つ
き
の
あ
を
く
う
つ
く
し
け
に
ち
さ
う

　
さ
し
ぬ
き
・
・
き
給
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
．
．

　
　
　
　
　
な
と
　
　
　
か
し
ら
つ
き
の
あ
を
く
　
　
　
　
　
　
地
蔵

　
ほ
さ
つ
　
　
　
　
　
　

　
井
・
・
の
御
や
う
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
一
四
頁
）

　
　
　
　
　
●
　
さ
　
　
ま
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中西健治
と
あ
る
と
こ
ろ
に
該
当
す
る
項
目
「
か
し
ら
つ
き
の
青
く
云
．
　
十
「
ノ
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
し
げ

ウ
」
、
「
地
蔵
ほ
さ
ち
の
御
や
う
に
て
　
九
ノ
［
］
」
は
春
曙
抄
本
文
か
ら

は
ま
ず
採
集
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
三
巻
本
系
統
の
異
本
を
採

用
あ
る
い
は
参
照
し
た
数
少
な
い
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
三
三
」
が
春
曙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

抄
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
各
項
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

○
　
枕
冊
子
の
表
現
内
容
自
体
へ
の
関
心
が
強
く
、
し
た
が
っ
て
、
春
曙
抄

　
　
本
文
に
は
あ
ま
り
厳
密
に
は
対
応
し
て
い
な
い
。

○ooooo
自
立
語
へ
の
関
心
も
強
く
、
一
た
ん
咀
回
し
た
後
に
表
記
す
る
こ
と
が

多
い
。

編
者
に
よ
る
思
い
込
み
で
の
改
変
が
ま
ま
あ
る
。

動
詞
を
掲
出
す
る
際
、
終
止
形
に
改
め
る
こ
と
が
あ
る
。

長
々
し
い
語
句
を
解
釈
し
、
縮
約
し
て
掲
出
す
る
こ
と
が
あ
る
。

注
釈
的
な
表
現
に
改
め
る
こ
と
も
あ
る
。

他
本
、
と
く
に
三
巻
本
系
統
の
本
を
参
照
す
る
、
い
わ
ば
学
問
的
姿
勢

が
窺
わ
れ
る
。

（
二
）
　
書
陵
部
本
「
枕
草
子
類
標
」
に
つ
い
て

　
本
書
の
題
籏
は
、
「
紫
和
讃
一
中
枕
異
枕
蜻
徒
類

標
」
と
あ
っ
て
、
多
く
の
日
記
の
類
標
な
ど
と
合
冊
、
整
理
さ
れ
て
い
る
。

一
丁
表
に
凡
例
と
し
て
各
作
品
の
依
拠
し
た
本
を
記
す
。
枕
冊
子
に
つ
い
て

み
れ
ば
春
曙
抄
本
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
、
「
異
本
枕
草
子
類
標
」
は
堺
本
系

統
の
「
後
光
厳
三
三
翰
枕
草
子
　
類
従
本
四
四
百
七
十
九
上
下
」
に
依
っ
て

い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
章
の
「
類
標
」
（
以
下
、
こ
れ
を
「
類
標
（
甲
）
」
、

本
章
の
「
類
標
」
を
「
三
三
（
乙
）
」
と
称
す
る
）
と
比
べ
る
と
、
表
記
面

は
多
く
は
平
仮
名
、
掲
出
方
法
は
主
に
一
単
語
と
い
う
点
が
本
書
の
形
式
的

特
徴
で
あ
る
こ
と
に
、
ま
ず
気
付
く
。
ま
た
、
五
十
音
順
の
各
項
目
に
つ
い

て
多
く
の
作
品
の
中
か
ら
採
集
さ
れ
た
語
句
が
作
品
単
位
に
並
べ
ら
れ
て
い

る
の
で
、
若
干
の
不
便
さ
が
あ
る
。
採
集
語
句
は
約
一
二
五
〇
で
、
「
類
標

（
甲
）
」
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
。
五
十
音
別
の
採
集
項
目
数
は
次
の
表
の

と
お
り
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
括
弧
内
に
「
類
標
（
甲
）
」
が
掲
げ
た
項
目

と
一
致
し
て
い
る
も
の
の
数
を
示
し
て
お
い
た
。

らやまはなたさかあ
4　26　25　56　38　31　40　108　80

（1）　（9）　（11）　an　（15）　（iO）　（iD　（4i）　e6）

り　みひにちしきい
3　36　54　6　13　62　21　49
（O）　（iO　20）　（i）　（7）　（iO　（3）　（19）

るゆむふぬつすくう
1　18　14　28　7　29　44　47　45

（i）　（6）　（2）　（9）　（3）　（i8）　（iO）　（i3）　（i2）

れ　めへねてせけえ
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『枕草子春曙抄』索引の形態

わ
　
1
3
㈹
　
ゐ
　
4
②

ゑ
　
1
1
②
を
　
1
2
㈹

右
の
表
か
ら
も
「
類
標
（
甲
）
」
と
「
類
標
（
乙
）
」
と
は
各
々
独
自
に
編
ま

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
語
句
採
集
の
傾
向
と
し
て
は
ほ
ぼ
同
様
な
趣
が
あ

る
。
た
だ
、
掲
出
さ
れ
た
項
目
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
「
類
標
（
甲
）
」
と

は
相
異
す
る
、
あ
る
い
は
共
通
す
る
注
意
す
べ
き
点
が
見
出
せ
る
の
で
、
以

下
に
略
記
す
る
。

ω
　
形
容
詞
を
採
る
例

　
「
類
標
（
甲
）
」
は
動
詞
を
と
り
あ
げ
る
際
に
終
止
形
に
改
め
る
例
が
あ

っ
た
が
、
「
類
標
（
乙
）
」
に
と
ら
れ
て
い
る
数
少
な
い
動
詞
に
つ
い
て
み
る

と
、
同
様
な
傾
向
が
窺
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
形
容
詞
に
つ
い
て
は
両
書
は
対

照
的
な
扱
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
類
標
（
甲
）
」
で
も
も
ち
ろ
ん
、
形

容
詞
に
注
目
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
単
独
で
掲
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
「
類
標
（
乙
）
」
で
は
形
容
詞
の
み
を
単
独
で
、
し
か

も
終
止
形
に
改
め
て
掲
げ
て
い
る
点
に
大
き
な
相
違
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
掲
出
さ
れ
た
形
容
詞
は
三
十
三
語
。
そ
の
う
ち
春
曙
抄
で
も
終
止
形

で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
僅
か
に
三
語
で
、
他
は
別
の
活
用
形
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
「
あ
っ
か
は
し
げ
な
る
」
「
も
ど
か
し
さ
」
「
物
し
げ
に
」

「
や
さ
し
が
り
て
」
と
い
う
形
容
詞
の
派
生
語
を
採
集
す
る
際
に
も
、
各
々
、

「
あ
っ
か
は
し
」
「
も
ど
か
し
」
「
も
の
し
」
「
や
さ
し
」
と
い
う
も
と
の
形

容
詞
に
戻
し
て
掲
げ
て
い
る
。
「
類
標
（
乙
）
」
は
「
類
標
（
甲
）
」
に
比
べ
、

よ
り
強
い
関
心
を
形
容
詞
に
抱
い
て
い
る
と
判
断
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ

る
。②

　
注
を
付
記
す
る
例

　
「
丁
度
（
甲
）
」
に
は
語
句
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
漢
字
を
宛
て

た
り
、
直
前
の
語
句
を
小
書
し
て
付
記
す
る
例
は
あ
る
も
の
の
、
明
ら
か
な

注
記
を
示
す
例
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
類
型
（
乙
）
」
に
は
注
記
の
あ

る
例
が
十
一
例
見
出
せ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
春
曙
抄
の
注
記
や
傍

注
を
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
中
に
例
え
ば
、
「
う
か
べ
る

そ
ら
に
う
か
へ
る
也
」
「
か
ら
め
き
　
や
せ
た
る
さ
ま
也
」
「
ほ
ら
　
洞
」
な
ど
は
該
当
記
事
が

な
い
。
「
類
標
（
乙
）
」
編
者
の
使
用
し
た
春
曙
抄
に
書
き
込
み
が
あ
っ
た
も

の
か
、
あ
る
い
は
編
者
の
読
み
を
併
記
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

㈹
　
春
曙
抄
本
文
を
縮
約
す
る
例

　
「
類
標
（
乙
）
」
の
編
者
が
春
曙
抄
本
文
を
縮
約
把
握
し
て
採
集
す
る
例

で
、
「
黒
黒
（
甲
）
」
に
も
通
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
「
か
ひ
を
い
と

た
か
く
俄
に
ふ
き
出
し
た
る
こ
そ
」
と
あ
る
の
を
「
か
い
ふ
く
」
と
し
て
示

し
た
り
、
「
ま
つ
を
高
く
と
も
し
」
を
「
ま
つ
を
と
も
す
」
と
す
る
も
の
の

他
に
は
二
一
二
し
か
見
出
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
類
標
（
乙
）
」
が
春
曙
抄

に
密
着
し
な
が
ら
最
初
か
ら
単
語
を
採
集
の
基
本
と
し
て
臨
ん
で
い
た
こ
と

を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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中西健治
ω
　
畳
語
を
採
る
例

　
「
類
標
（
乙
）
」
に
は
畳
語
が
二
十
三
例
採
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
類

標
（
甲
）
」
に
も
採
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
「
類
標
（
乙
）
」
で
は
単
独

で
の
例
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。
い
ま
、
共
通
し
て
い
る
語
に
つ
い
て
両
者

が
ど
の
よ
う
に
相
異
し
て
い
る
か
、
例
を
い
く
つ
か
示
し
て
お
こ
う
。
上
段

に
「
類
標
（
甲
）
」
、
下
段
に
「
類
標
（
乙
）
」
を
示
す
。

あ
は
く
し
き
甘

く
る
く
と
や
す
ら
か
に

し
れ
く
と
う
ち
ゑ
み

は
え
く
し
う
思
ふ
な
る
へ
し

ひ
よ
く
と
か
し
ま
し
く

あ
は
く
し

く
る
く
と

し
れ
く

は
え
く
し

ひ
よ
く

相
異
し
て
い
る
例
の
み
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
「
類
標
（
甲
）
」

は
語
を
含
む
事
柄
、
状
況
そ
の
も
の
を
採
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
類

標
（
乙
）
」
は
あ
く
ま
で
も
語
そ
の
も
の
を
採
ろ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
の
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
単
語
採
集
を
基
本
方
針
と
す
る
所
為
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
三
）
　
東
大
本
「
枕
草
子
類
語
」
に
つ
い
て

東
大
本
「
枕
草
子
類
語
」
（
以
下
、
「
類
語
」
と
記
す
）
は
、
「
蜻
蛉
日
記

類
語
」
「
撰
集
抄
類
語
」
と
合
冊
に
な
っ
て
い
る
。
蔵
書
印
は
「
東
淵
文
庫
」

「
陽
春
国
記
」
「
南
葵
文
庫
」
「
東
京
帝
国
大
学
図
書
印
」
で
あ
り
、
東
淵
文

庫
主
か
ら
小
中
村
清
矩
（
号
、
陽
春
盧
）
、
南
葵
文
庫
を
経
て
大
正
十
三
年

七
月
に
東
京
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
本
の
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
書
は

書
写
の
乱
雑
さ
、
形
態
の
不
統
一
、
書
入
れ
、
不
完
全
項
目
等
か
ら
、
一
見

し
て
完
成
稿
で
は
な
い
と
思
わ
れ
、
虫
損
も
多
い
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
研

究
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
よ
う
な
書
物
で
あ
る
。
本
書
も
前
二

書
と
同
じ
く
春
曙
抄
に
依
っ
て
は
い
る
が
、
項
目
立
て
は
い
ろ
は
順
に
な
っ

て
い
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
「
類
語
」
の
概
要
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
O
で
と
り
あ

げ
た
「
い
や
し
げ
な
る
物
」
の
段
を
対
象
に
比
較
し
て
み
よ
う
。
上
段
に
「
類

標
（
甲
）
」
、
中
段
に
「
類
標
（
乙
）
」
、
下
段
に
「
類
語
」
の
項
目
を
示
す
。

い
や
し
け
な
る
物

式
部
の
そ
う
の
爵

黒
き
髪
の
す
ち
の
ふ
と
き

布
屏
風
の
ふ
り
く
ろ
み
た
る

桜
の
花
多
く
さ
か
せ
て

　
　
ス
　
サ

ご
ふ
ん
朱
砂

色
と
り
ゑ
か
き
た
る
云
々

や
り
戸

づ
し

●●

ご

ふ
ん

す
さ

ぬ

の
屏
風

●

い
や
し
け
な
る
物

黒
き
髪
の
筋
ふ
と
き

ぬ
の
屏
風

　
　
　
　
●

ご
ふ
ん
胡
粉

●
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『枕草子春曙抄』索引の形態

み
な
か
も
の
は
い
や
し
け
な
り

莚
は
り
の
車
の
お
ほ
ひ

け
い
し
の
袴

い
よ
す
の
す
ぢ
ふ
と
き

法
師
の
ふ
と
り
た
る

出
雲
む
し
ろ
の
た
た
み

み
な
か
も
の

●●

む
し
ろ
は
り
の
車
の
お
そ
ひ

検
非
違
使
の
袴

い
よ
す
の
筋
ふ
と
き

ほ
う
し
子

い
つ
も
む
し
ろ
　
　
　
い
つ
も
む
し
ろ
の
た
Σ
み

　
　
　
　
　
（
「
む
し
ろ
い
つ
も
む
し
ろ
の
た
、
み
」
ト
モ
）

い
か
に
も
「
類
語
」
は
網
羅
的
に
採
集
し
て
い
る
「
類
例
（
甲
）
」
に
近
い

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
「
な
」
の
項
は
巻
三
以
下
、
「
ほ
」
は

巻
六
以
下
、
「
に
」
の
項
は
巻
九
以
下
が
な
く
、
「
し
」
に
至
っ
て
は
脱
落
し

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
存
本
で
の
総
項
目
数
は
約
一
九
三
〇

で
あ
る
が
、
本
来
は
も
っ
と
多
く
の
語
句
を
対
象
と
し
て
い
た
も
の
か
と
推

　
　
　
　
り
　

測
さ
れ
る
。
採
集
方
法
も
基
本
的
に
は
↓
単
語
を
掲
げ
る
形
式
が
主
で
あ
る

も
の
の
、
文
の
か
た
ち
で
示
す
と
こ
ろ
も
ま
ま
見
ら
れ
、
「
類
標
（
甲
）
」
に

等
し
い
。
た
だ
、
中
に
は
「
織
物
は
」
の
一
段
全
文
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い

量
の
文
を
掲
げ
る
項
目
が
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
整
理
さ
れ
る
前
段
階
の
感
を

免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
類
語
」
は
「
馬
標
（
甲
）
」
と
同
様
、
事
典
的
項
目
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
「
類
語
」
の
十
三
例
の
う
ち
一
例
（
「
稲
斜
辺
の
事
　
八
ノ
八
オ
ウ
」
）

を
除
い
て
す
べ
て
巻
三
の
四
～
十
二
丁
に
集
中
し
て
い
る
。
い
さ
さ
か
奇
異

の
感
が
あ
る
。

　
「
類
語
」
も
春
曙
抄
に
依
拠
し
て
は
い
る
が
、
表
記
に
つ
い
て
は
必
ず
し

も
忠
実
で
は
な
く
、
一
旦
理
解
し
た
後
に
記
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
類

標
（
甲
）
」
に
比
べ
、
付
記
さ
れ
た
巻
・
定
数
は
大
旨
正
確
で
、
こ
の
点
か

ら
み
れ
ば
良
好
で
あ
る
。

　
春
曙
抄
頭
注
や
傍
注
が
語
句
の
下
に
付
記
さ
れ
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
「
類
標
（
乙
）
」
に
通
う
採
集
態
度
で
あ
る
。
た
だ
し
、
次
の
二
語
を
採

っ
て
い
る
の
は
「
類
語
」
だ
け
で
あ
る
の
で
注
目
さ
れ
る
。

　
を
助
辞
一
ノ
ニ
十
四
ウ

　
は
　
助
辞
　
児
と
も
そ
は
　
十
ノ
十
ニ
オ

「
助
辞
」
で
あ
る
旨
を
添
え
て
掲
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
編
者
が
読
解
上

注
意
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
語
法
に
触

れ
て
い
る
数
少
な
い
例
で
あ
る
。

結

　
枕
冊
子
の
語
彙
数
は
宮
島
達
夫
氏
の
『
古
典
対
照
語
い
表
』
に
よ
る
と
、

異
な
り
語
数
で
五
二
四
六
、
の
べ
語
数
三
二
九
〇
八
で
あ
る
。
春
曙
抄
を
も

と
に
し
た
三
種
の
索
引
は
、
現
行
の
索
引
類
と
形
態
も
違
っ
て
は
い
る
も
の

の
、
遠
く
及
ば
な
い
成
果
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
春
曙
抄
を

読
み
進
め
な
が
ら
関
心
を
ひ
い
た
語
彙
・
語
句
を
積
極
的
に
採
集
し
、
後
日

の
た
め
に
作
製
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
は
注
目
に
価
し
よ
う
。

　
近
世
国
学
者
で
あ
る
小
山
田
与
清
が
類
字
函
を
考
案
し
、
語
彙
採
集
・
索

引
編
集
に
い
か
に
情
熱
を
注
い
だ
か
は
、
彼
の
日
記
「
謹
書
楼
日
記
」
を
垣
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中西健治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
U
）

間
見
る
だ
け
で
も
十
分
に
窺
い
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
周
辺
に
こ
の

三
種
の
索
引
を
置
い
て
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
枕
冊
子
研
究
史
の
う
ち

の
国
語
学
的
研
究
の
初
期
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注

（
1
）
　
石
田
穣
二
氏
「
研
究
史
と
研
究
の
現
状
」
（
『
枕
草
子
必
携
』
所
収
）

（
2
）
　
田
中
重
太
郎
氏
「
『
枕
草
子
』
伝
本
研
究
の
現
段
階
」
（
「
月
刊
文
法
」
昭
和

　
四
十
六
年
二
月
号
）

（
3
）
　
こ
の
数
字
は
掲
出
さ
れ
て
い
る
項
目
を
単
純
に
数
え
た
も
の
で
、
仔
細
に

　
み
る
と
重
複
し
て
い
る
語
句
（
「
え
せ
草
」
「
年
の
か
ぎ
り
」
等
）
や
、
二
語
以

　
上
の
語
句
を
一
項
目
と
し
て
い
る
も
の
を
別
の
項
で
そ
の
中
の
一
部
を
掲
出
し

　
て
い
る
例
な
ど
が
あ
り
、
多
少
の
変
更
は
あ
る
。

（
4
）
　
『
北
村
季
吟
古
註
繹
集
成
　
枕
草
子
春
曙
抄
』
の
影
印
本
に
依
る
。
以
下
、

　
春
曙
抄
本
文
は
本
書
を
使
用
し
、
巻
数
、
丁
数
も
こ
れ
に
依
っ
て
記
す
。

（
5
）
　
頭
注
の
み
で
な
く
、
傍
注
が
一
例
（
「
朝
座
　
ニ
ノ
ニ
十
四
ウ
」
）
あ
る
。

（
6
）
　
敬
語
表
現
が
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
　
「
や
う
き
に
も
ら
せ
給
ひ
て
」
一
「
や
う
き
に
も
り
て
」
、
「
時
の
ほ
ど
に
も

　
な
り
侍
ぬ
ぺ
け
れ
」
一
十
「
時
の
程
に
も
な
り
ぬ
」

（
7
）
　
正
し
く
は
、
「
十
ノ
四
ウ
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。

（
8
）
　
田
中
重
太
郎
氏
編
著
『
校
本
枕
冊
子
』
の
頁
数
。
以
下
、
二
例
も
同
じ
。

（
9
）
　
「
類
標
」
奥
書
に
い
う
「
春
曙
抄
を
土
代
と
せ
り
」
の
「
土
代
（
台
）
」
と

　
い
う
の
は
、
ま
ず
は
春
曙
抄
を
語
句
採
集
の
基
本
本
文
と
し
て
、
な
お
か
つ
他

　
の
本
を
見
た
と
い
う
こ
と
を
も
含
む
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
捜
索
の
た
よ
り
ょ

　
う
し
け
れ
は
」
と
い
う
の
も
、
そ
う
考
え
る
と
、
含
み
の
あ
る
文
言
で
は
あ
る
。

（
1
0
）
　
欠
け
て
い
る
箇
所
を
巻
数
に
よ
っ
て
一
覧
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
に
（
九
以
下
）
・
ほ
（
六
以
下
）
・
よ
（
七
以
下
）
・
た
（
九
以
下
）
・
な
（
三

　
以
下
）
・
ら
（
九
以
下
）
・
ま
（
四
以
下
）
・
け
（
十
一
以
下
）
・
あ
（
一
・

　
十
ニ
ノ
ミ
ア
リ
）
・
さ
（
七
以
下
）
・
み
（
四
以
下
）
・
し
（
ナ
シ
）
・
す
（
三

　
以
下
）

（
1
1
）
　
拙
稿
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
研
究
　
　
「
目
録
」
「
類
標
」
を
め
ぐ
っ

　
て
　
　
」
（
財
団
法
人
　
古
代
学
協
会
編
『
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
所
収
）
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