
女
子
大
國
文
 
第
百
四
十

一
号
 
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日

古
代
語

の
副
詞

「よ
く
」

の

「十
分
に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法
に
つ
い
て

井

上

博

嗣

は
 
じ
 
め
 
に
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本
稿

は
先
稿

『
中
古

に
お
け

る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

つ
い
て
ー

「
か
な

ら
ず
」
の
場
合
1
』

(女

子
大
國
文
第
百
三
十
人
号
)
に
続
く
も

の

で
あ

る
。
中
古

に
お
け

る
副
詞

「よ
く
」

の
意
味
用
法
を
考
え
る

こ
と
に
よ
り
、
実
現

の
程
度
を
量

る
諸
語

の
意
味

組
織

の
詳
細
を
明
ら
か
に

す

る

一
石
に
し
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

る
。
対
象

と
し
た
用
例
は
前
稿
同
様
中
古

の
和
文
脈

の
物
語

・
日
記

・
随
筆

の
ほ
ぼ
全

て
に
み
ら
れ
る

諸
例

で
あ

る
。

 
『
日
本

文
法
通
論
』
森
重
敏
著

は
、
実
現

の
程
度
を
極
度
と
量
る
対
称
性

の
も

の
と
し
て
、

「か
な
ら
ず
」

「ゆ
め
心
あ
れ
」
の

「ゆ
め
」

「ゆ

め
ゆ

め
留

り
給

ペ
穴
賢
」

の

「ゆ
め
ゆ
め
」
「
よ
く
困
難
に
う
ち
か

っ
た
」

の

「
よ
く
」
「き

っ
と
」
「
て

っ
き
り
」

「さ
だ

め
て
」

「断
然
」
を
あ

げ

る
。

「
ゆ
め
」

「ゆ
め
ゆ
め
」

「き

つ
と
」

「
て

っ
き
り
」
「さ
だ
め

て
」
「断
然
」
は
、

「か
な
ら
ず
」
の
意
味
用
法
を
先

の
拙
稿

の
よ
う
に
、
動

作

・
作
用

の
実

現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え

る
と
全

て

「
か
な
ら
ず
」

の
意
味

用
法
と
同
系
列
の
諸
語
と
言

い
う

る
。

が
、
「よ
く
」
は
そ
れ
ら
と
同
様
の
意
味

用
法

の
も

の
と
は
考

え
に
く

い
。
副
詞

「よ
く
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
実

現
の
程
度



を
量
る
諸
語

の
組
織

の
今

一
つ
の
支
柱

(
「か
な
ら
ず
」

の
示
す
支
柱

に
対
し
て
)
を
示
す

こ
と
に
な
る
か
に
思
う
。

 
と

こ
ろ

で
、

「よ
く
」
は
本
来
形
容
詞

「よ
し
」
の
連
用
形

で
あ

る
が
、
そ

の

「よ
し
」
と
離

し
て
別
語
扱

い
す

る
記
述
が
古
く
か
ら

み
ら
れ

る
。
観
智

院
本
類
象
名
義
抄

は
次

の
よ
う
に
記
す
。

繕 能 剋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ム

ハ
タ

爪

ツ

ト

ム

カ

ツ

ヨ

ク

せ

ム

カ

ナ

フ

キ

サ

爪

カ

ナ

ラ

ス

子

ム

ロ
 

爪

ク

ル

 

タ

シ

カ

ニ
 

手
ω
カ

%

。
ク

ヒ

シ

ハ

ル
。

・。

O
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O
 
 O
 
 
 
 
 
 
 
O
 
O

む
 
 
シ
 
 

 
 
ク
 
 

 
 
 

 
ヘ

ヨ

ク

 

ヨ

ゥ

ス

 

タ

ハ

タ

リ

 

O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O

ム
シ
ル
 

ツ
ク

ル
 

ウ
ツ

ス
 

ツ
ク

ロ
フ
 

ツ
」
ル
 

ト
ル
 

シ
ツ
ラ
フ
 

ツ
タ
フ

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 む
 

む
む

ナ

ラ

ス

 

ヲ

サ

ム

 

ヨ

シ

 

シ

ル

ス

 

ト

」

Σ

フ

 

タ

ス

ク

 

ヨ

ク

ス

 

 

 

 

 

O
 
 O
O 
 
 
 
 
O
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O
 
 O

 

 

 

 

 

 

 

 

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
シ

 

剋

の

訓

み

に

は

「
ヨ

ク

」

だ

け

を

挙

げ

、

能

の

訓

み

に

は

「
ヨ

ク

・

ヨ

シ

」

を

並

置

し

て

「
ヨ

ク

」

と

記

す

。

繕

に

は

「
ヨ

シ

」

と

「
ヨ

ク

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O
 
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

む

ス

」

を

別

記

す

る

。

剋

の

訓

み

は

動

詞

系

と

副

詞

系

「
ヨ

ク

・

カ

ナ

ラ

ス

・
子

ム

コ

ロ

・
タ

シ

カ

ニ

」

と

形

容

詞

「
チ

カ

シ

」

に

分

け

う

る

。

 り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 む
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 む
 
 
 

 

 り
「
ヨ
ク

」

は

「
カ

ナ

ラ

ス

・
子

ム

コ

ロ

・
タ

シ
カ

ニ
」

と
同

一
的

意

味

系

列

の
も

の
と
意

識

さ

れ

て

の

こ
と
と

思

わ
れ

る
。

繕

は

「直

し

て
よ

 
 

O                        O O           Q O

く
す

る

」

と

云

っ
た

意

で
あ

り
、

そ

の
副

詞

化

し

た
意

味

は

「
十
全

な
さ

ま
に

」
的

と
言

え

よ
う

か
。

 

日

本

国

語

大

辞

典

は
そ

の
副

詞

「
よ
く

」

の
意

味

を
次

の
よ
う

に
記

す
。

 
①

十

分

に
。

念

を

入
れ

て
。

ま

た
、

巧

み

に
。

う

ま

く
。

 
②

ひ
ど

く

。

非

常

に
。

は
な

は

だ

し
く

。
大

変

。

 
③

た

び

た

び
。

と

も

す

れ

ば
。

し
ば

し
ば
。

ち

ょ
く
ち

ょ
く
。

 
④

困
難

な

こ
と

を

な

し
遂

げ

た
時

、

あ

た

り
ま

え

で

は
考

え

ら

れ
な

い
よ
う
な

結

果
を

得

た
時
、

喜

ば

し

い

こ
と

に

で
く

わ

し
た
時

な

ど

の

75

 

古
代
語

の
副
詞

「よ
く
」

の

「十
分
に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法

に
つ
い
て



 

 

感

嘆

・
賞

賛

・
喜
悦

あ

る

い
は
羨

望

の
気
持

を

表

わ
す

。

よ

く
も

ま
あ

。
本

当

に

ま
あ
。

よ
く

ぞ
。

 

⑤

(④

を

否
定

的

な
意

味

で

い
う

)
常

識

で
は
考

え

ら

れ
な

い
よ
う

な
言

説

が
行

な
わ

れ

た
時

、

そ
れ

に
対

し

て
非
難

・
軽

蔑

・
憎

悪

な

ど

 

 

の
気

持

を

表

わ

す
。

恥
ず

か

し
く
も

な

く

ま

あ
。

ま

あ
ぬ

け

ぬ
け

と
。

よ

く

も
ま

あ
。

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
ユ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 
 
 

 

以

上

五

っ
の
意

味

の
う

ち

、
②

は

云
わ

ゆ

る
程
度

副

詞

と

し

て

の
も

の
で
、

③

は
時

の
副

詞

と
さ

れ
、

④

・
⑤

は
間

投
副

詞

と

さ

れ

る

に
ふ

さ

わ

し

い
も

の

で
あ

る
。

①

の
意
味

の
う
ち

、

巧

み
に

・
う

ま
く

は
形
容

詞
連

用

形

そ

の
も

の
の
意

味

で
、

日
本

国

語
大

辞
典

も

形

容

詞

「よ

い
」

の
意

味

説

明

の
⑨

に
上

手

で
あ

る

・
巧

み

で
あ

る

・
う

ま

い
を

設
け

て

い
る
。

 

問

題

は
残

る

「十

分

に

・
念

を

入

れ

て
」

と
さ

れ

る
意

味

で
あ

る
。

こ
れ
ら

も

「十
分

に
」

は

「十

分
だ

」
、

「念

を

入
れ

て
」

は

「念

を

入

れ

て
だ

」
と

し

て

の
終

止

形

や
或

い
は

「十

分

な

」
「念

を

入
れ

て

の
」
と

云
え

る
意
味

用
法

が
現

代

語

か
ら

は
考

え

ら

れ

る
が

、
そ

の
意

味

用

法

を

「よ

し

」

「よ

き

」
と

し

て
も

た
な

い
。

そ
れ

は
、
そ

れ
ら

の
状
態
性

を

表

わ
す

現

代
語

の
意

味

と

し

て
ほ
ぼ

あ

る

こ
と

で
、
結

果

と

し

て

は

ヒ

ト

・
モ
ノ

・
コ
ト

の
動

作

・
作

用

の
実

現
が

そ

の
充

実

さ

の
程
度

が

極
度

で
あ

る

こ
と

を

示
し

て

い
る
と

考

え

る
。

 

以

下
、

そ

の

こ
と

に

つ
い

て
、

説

明

を
試

み
る
。

 

説

明

は

原

則
と

し

て
、
『
対

校

源

氏
物

語
新

釈

』

の
本

文

の
用
例

で
も

っ
て
す

る
。
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e
動
作
を

示
す
語
句
を
修
飾
す

る
場
合

・
春

宮
に
も
斯

か
る
事
ど
も
聞
召
し
て
、
「さ

し
あ
た
り
た
る
唯
今

の
事
よ
り
も
後

の
世

の
た
め
し
と
も
な

る
べ
き
事
な
る
を
、
よ
く
思
召
し
め

ぐ
ら
す

べ
き
事
な

り
。
人
が
ら

よ
ろ
し
と
も
、
た
だ
人
は
限
り
あ
る
を
、
な

ほ
し
が
お
ぼ
し
立

つ
事
な
ら
ば
、

か
の
六
條
院
に

こ
そ
親
ざ
ま

に
譲
り
聞
え
さ

せ
給

は
め
」
と
な
む
、
わ
ざ
と

の
御

せ
う
そ
こ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
御
気
色
あ
る
を
、 

 

 

 

 

 

 

(若
菜
上
二
九
三

(二
))

女

三
宮

の
婿
選
び
に
悩

む
朱
雀
院
に
、
春
宮
が
自

ら

の
考
え
を
伝
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。



 

「よ

く

」
は

、

「思

召

し

め

ぐ
ら

す

」
を
修

飾

し

て
い
る
。

女

三
宮

の
婿

の
選

定

に

は
よ

く

お
考

え

め

ぐ
ら

す

と

の

こ
と

で
、

「よ

く
」

の
意

味

は

「
十
分

に

」
と

ま
ず

は

言
え

る
。

そ

の

「十
分

に
」

は
、

「
お
考

え

め
ぐ

ら
す

」
と

云
う
内

的
動

作

が

「余

す

と

こ

ろ
な

く

し

っ
か

り
」

と
な

さ

れ

る

と

云

っ
た

意

味

で
あ

り
、
「思

召

し

め
ぐ

ら

す
」
な

る

動
作

の
充
実

さ

の
程

度

が
極

度

な

る
あ

り

よ
う

で
実

現

す

る

こ
と

を

示

し

て

い
る

と

言

え

よ

う

。

・
例

の
惟

光

は

斯

か

る
御

忍

び
あ

り
き

に
お

く

れ
ね
ば

、
さ

ぶ

ら

ひ
け

り
。

召
寄

せ

て
、
「
こ

こ
は
故
常

陸

の
宮

ぞ

か

し
な
」
。

「
し

か
侍

り
」
と

 

き

こ
ゆ

。

「此

処

に
あ

り

し

人

は
、
ま
だ

や

な

が

む
ら

む
。

と

ぶ
ら

ふ

べ
き
を
、
わ
ざ

と

物

せ
む

も
所

せ

し
。

斯

か

る

つ
い
で

に
入

り

て
消

息

 

せ

よ
。

よ

く

尋

ね

寄

り

て
を
打

出

で

よ
。

人
た

が

へ
し

て
は
を

こ
な

ら
む

」
と
宣

ふ
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(蓬
生
一
六
五

 
 
(
一
〇
))

 

源

氏

が
花

散

里

の

こ
と

を

思

い
出

し

て
訪

ね

て

い
く
途

中
、

常

陸
宮

邸

を

通

り

か
か

っ
た
時

の

こ
と

で
あ

る
。

 

「よ

く
」

は

「尋

ね
寄

り
」

を
修

飾

し

て

い
る
。

「人
た
が

へ
し

て
は
を

こ
な

ら

む
」
と

し

て

の

「尋

ね
寄

り
」

は
、

「十
分

に

」
な

る
あ

り
よ

う

で
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

「十

分

に
」

と

云

っ
た
意

味

を

「よ

く
」

は
意

味

し

て

い
る
。

そ

の

「十
分

に
」

は

「余

す

と

こ

ろ
な

く

し

つ
か

り
」

と

云

っ
た
意

味

で
、

そ

れ

は

「尋

ね
寄

り
」

な

る
動
作

が
そ

の
充

実

さ

の
程

度

が
極
度

な

る
程

度

で
実

現
す

る

こ
と
を

示

し

て

い
る
。

・
筑

紫

人

は
、

三

日

こ
も

ら

む
と

心
ざ

し
給

へ
り

。
右

近

は
さ

し

も

思

は
ざ

り
け

れ

ど
、

斯

か

る

つ
い

で
に

、

の
ど

か

に
聞

え

む

と

て
、

こ
も

 

る
べ
き
由
大
徳

呼
び
て

い
ふ
。
御
あ
か
し
文
な
ど
書
き
た
る
心
ば

へ
な
ど
、
さ
や
う
の
人
は
く
だ
く

し
う
わ
き
ま

へ
け
れ
ば
、
常

の
事
に

 

て
、

「例

の
藤

原

の
瑠
璃

君
と

い
ふ
が
御
た
め
に
奉

る
。
H
報

給

へ
。
そ

の
人
此
頃
な
む
見
奉
り
出

で
た
る
。
そ

の
願
も
果
た
し

 
奉

る
べ
し
」
と

い
ふ
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(玉
髭
三
八
〇

 
 
(十
一
)
)

 

筑
紫
よ

り
上
京

し
た

玉
婁

一
行
は
頼

れ
る
人
も
な
く
落
ち

つ
く
所
も
定
め
か
ね
初
瀬

に
詣

で
て
行
先
に
思

い
悩
み
同
じ
く
詣

で
き
た
右
近

一

行

に
偶

々
会
う
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

「よ

く
」

は

「祈

り
申

し
」
を
修
飾

し
て
い
る
。
僧
侶
に
玉
髪

の
為

に
よ
く
祈

る
こ
と
を
希
求

し
て

い
る
。

「よ
く
」
は

「
十
分
に
」

は
今

一

古
代
語

の
副
詞

「よ
く
」

の

「十
分
に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法
に

っ
い
て
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つ
な
じ
ま
な
い
。
祈
る
べ
き
思
い
を

「余
す
と
こ
ろ
な
く
し
つ
か
り
と
」
と
云
っ
た
よ
う
に
祈
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
こ
と

に
お
い
て
、
「よ
く
」
は

「祈
る
」
と
云
う
動
作
が
そ
の
充
実
さ
の
程
度
が
極
度
で
あ
る
こ
と
で
実
現
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
以
下
の
例
も
同
類
例
と
言
え
る
。

・
ま
こ
と
や
、
か
の
惟
光
が
あ
つ
か
り
の
垣
見
は
、
い
と
よ
く
案
内
見
と
り
て
中
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(夕
顔
一
二
〇

 

(四
)
)

・
さ
る
べ
き
事
は
い
ら

へ
聞
え
な
ど
し
て
、
恥
か
し
げ
に
し
づ
ま
り
た
れ
ば
、
う
ち
い
で
に
く
し
。
さ
れ
ど
、
い
と
よ
く
し
 
 
ら

給

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
箒木
八
五

 
 
(四
)
)

・中
納
言
の
君
は
い
と
よ
く
 
し
 
り
贋
え
給
 
ば
、
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(宿
木
二
七
九
（
三

)

・中
納
言
の
朝
臣
、
ま
め
や
か
な
る
方
は
、
い
と
よ
く
 
う
ま
つ
り
 
べ
く
侍
る
を
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(若
菜
上
三
〇
二
（
一
〇
）

)

・猶
又
々
よ
く
気
色
見
給

へ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(橋
姫
三
四

 
(
=
二))

 
源
氏
物
語
以
外
の
作
品
の
例
と
し
て
、

・童

ハ
さ
る
べ
き
人
に
仰
せ
給
ヒ
て

「よ
く
い
た
は
り
物
せ
よ
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
宇
津
保
物
語
楼
上
下
四
八
九

(五
))

・
「…
。
道
雅
を
猶
よ
く
言
ひ
教

へ
給
へ
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
栄
花
物
語
巻
第
八
・

二
九
〇
(
一
五))

・
こ
の
さ
ぶ
ら
ひ
そ
、
H
裂

と
あ
ど
う

つ
め
り
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(大
鏡
・第
一巻
三

八
(一
四
)

)

・
と
し
ご
ろ
よ
く
く
ら
べ
つ
る
ひ
と
ぐ

な
ん
、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(土
佐
日
記

二
七
(六
)
)

・屏

風

の
た

か
き
を
、

い
と
よ
く
進
退
し

て
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(枕
草
子

一
二
〇
段
・
一
七
五

(
一
)
)

 
先

に
挙
げ

た
説
明

の
三
例
は

「よ
く
十
動
作
を
示
す
語
句
」
で
あ
る
が
、
同
類
例

の
十
例

に
み
ら
れ

る
ご

と
く
、
こ
の
意
味
に
用

い
ら
れ
る

「よ

く
」

に
は

「
い
と
」
を
修
飾
語
と

し
て
用

い
ら
れ
や
す

い
。

「十
分
に
」

に
せ
よ
、

「余
す
と

こ
ろ
な
く
」

に
せ
よ
そ
れ
ら
が
高
度

の
程
度

を
示

す

「大
変

・
非
常
に
」
を
修
飾
語
と
し
て
用

い
ら
れ
る
必
要
性
は
な

い
。
中
古

の
程
度
副
詞

の

「
い
と
」

は
、

「非
常

に

・
大
変
」
と

云

っ
た
モ
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ノ
ゴ

ト

の
状

態

の
程

度

が
高

度

で
あ

る

こ
と

を

示

す
外

に
、

上
代

よ
り

の
意
味

と

し

て

「全

く

」
と

も

云
え

る
意

味

を

も

っ
。

前

出
例

の

「
い

と

よ

く

」

の

「
い
と
」

は

そ

の
意

味

に

お

い

て

「よ
く
」
を

修

飾

し
、

「よ

く
」

の

「余

す

と

こ
ろ

な

く

し

っ
か

り
と

」
を
全

く

そ

の
通

り

で
あ

る
と

し

て

い
る
と

考

え

て

い
る
。

度

外

的

極
度

を

示
す
と

さ

れ

る

「あ

ま

り
」

を

も

「
い
と

」

が
修
飾

す

る
例

が

み
ら

れ

る

の
も

同
様

の
意
味

と

し

て

で
あ

ろ

う

。

・
ま
み
の
U
と
あ
ま
り
わ
ら
ら
か
な
る
ぞ
い
と
し
も
品
高
く
見
え
ざ
り
け
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(野
分
一
一
五
(四
))

・
い
と
あ
ま
り
物
の
栄
な
き
御
さ
ま
か
な
と
見
奉
り
給
ふ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(若
菜
上

三
一五
(八
)
)

・な
さ
け
な
か
る
ま
じ
き
人
の
い
と
あ
ま
り
思
ひ
知
ら
ぬ
人
よ
り
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
手
習
三
七

五
(七
)
)

 
「い
と
よ
く
」
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
言
わ
ば

「よ
く
」
を
強
め
て
の
も
の
で
、
程
度
と
し
て
の
極
度
の
意
味
が
変
る
も
の
で
は
な

い

。

 
 

口
作

用
を
示
す

語
句
を
修
飾
す
る
場
合

・
か
ん

の
君
も
、

い
と
よ
く
ね
び
ま
さ
り
、

物

々
し
き
け
さ

へ
添

ひ
て
、
見
る
か
ひ
あ
る
さ
ま
し
給

へ
り
。 
 

 
 

 
 

 

(若
菜
上

三
〇
九

(十
一
)
)

 

正
月

の
子

の
日
に
、

玉
婁
が

二
人

の
子
供
を
連
れ
て
六
條
院

の
源
氏

に
挨
拶

に
来
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

 

「
い
と
よ
く
」
は

「ね

び
ま
さ

り
」
を
修
飾

し
て

い
る
。

「ね
び
ま
さ
り
」
は
お
の
ず
か
ら

の
こ
と

で
作
用
を

示
す
。

「
い
と
よ
く
」
は

「ね
び

ま
さ
り

(美

し
く
成
長

し
て
)
」
と

云

っ
た
作

用
が

「
十
分
に
」

つ
ま
り
は

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し
か
と
」
と
云

っ
た
あ
り
よ
う

で
そ

の
充
実
さ

の
程
度

が
極
度

に
お

い
て
実

現
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

・
遂

に

こ
れ
を
尋
ね
取
り

て
、
夜

も
あ
た

り
近
く
臥
せ
給

ふ
。
明
け
た

て
ば
、
猫

の
か
し
づ
き
を
し
て
、
撫

で
養

ひ
給
ふ
。
人
げ
遠

か
り
し
心

 
も

い
と
よ
く
馴
れ

て
、
と
も
す

れ
ば
衣

の
裾
に
ま

つ
は
れ
、
寄

り
臥

し
む

つ
る
を
、
ま
め
や
か
に
う

つ
く
し
と
思
ふ
。 

 
 

 
 
(若
菜
下

五

(九
))

古

代
語

の
副
詞

「よ
く
」
の

「十
分
に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法
に

つ
い
て
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女

三
宮
が
飼

っ
て
い
た
猫
を
譲

り
う
け
た
春
宮
か
ら
、
柏

木
が
当
分
お
借
り
す
る
と
言

っ
て
持
ち
帰

り
、
自
邸

で
あ
や

し
て
い
る
と

こ
ろ
で

あ

る
。

 

「
い
と
よ
く
」
は

「馴
れ

て
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

「
い
と
よ
く
」
は

「馴
れ
て
」
と
云
う
お

の
ず
か
ら

の
作
用
が

「十
分
に
」
で
あ
る

こ
と
、

っ
ま

り
は

「馴
れ
る
」
と
云
う
作
用

の
実
現
が
、
「余
す
と

こ
ろ
な
く
し

つ
か
り
」
な
さ
れ

て
い
る
と
云
う
、
そ

の
充
実
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る

こ
と
に
お

い
て
実
現

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

・
い
と
よ
く
肥
え

て
、

つ
ぶ

っ
ぶ
と
を
か
し
げ
な
る
胸
を
あ
け
て
、
乳
な
ど
く
く
め
給
ふ
。
ち
こ
も

い
と
う

つ
く
し
う
お
は
す
る
君
な
れ
ば
、

 
白

く
を

か
し
げ
な

る
に
、
御
乳

は
い
と
か
は
ら
か
な

る
を
、
心
や

り
て
慰
め
給
ふ
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(横
苗
一
人
四

(七
))

 
夜

泣
き
し
た
若
君
を
雲
居
雁
が
乳
を
飲
ま
せ
て
あ
や

し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

 

「
い
と
よ
く
」

は

「肥
え

て
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

「
い
と
よ
く
」

は

「
肥
え
た
」
よ
う
す
が
十
分

で
あ
る
こ
と
、

っ
ま
り
は

「肥
え
る
」
と

云
う

お

の
ず

か
ら
な

る
作

用

の
実
現
が
、
「余
す
と
こ
ろ
な

く
し

っ
か
り
」
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う
、
そ

の
充
実
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ
る

こ
と

に
お

い
て
実
現

し
て
い
る

こ
と
を

示
し
て
い
る
。

 

以

下
の
例
も
同
類
例

で
あ
る
。

・
若
き
人
は
、
何
心
な
く
、

い
と
よ
く
ま
ど
ろ
み
た
る

べ
し
。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(空
蝉
一
〇
〇

(三
))

・
い
と
よ
く
す

き
給

ひ
ぬ

べ
き
心
惑
は
さ
む
と
構

へ
あ
り
き
給
ふ
な

り
け
り
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(
螢
四
八

(
一
三
))

・
御

心
ざ

ま
も
、

い
と
よ
く
大

人
び
給

ひ
て
、

母
女
御
も
今
少
し
し
つ
や

か
に
、

お
も
り
か
な
る
と

こ
ろ
は
ま
さ
り
給

へ
る
を
、
う

し
ろ
や
す

 

く

は
見
奉
ら
せ
給

へ
ど
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(宿
木
一
二
九

(二
))

・
「昔

も
、
怪

し
う
人
に
似
ぬ
有
様

に
て
、
か
や
う

の
折

は
侍

り
し
か
ど
、
お
の
つ
か
ら

い
と
よ
く
怠
る
も

の
を
」
と
宣

へ
ば
、 

 

(
宿
木
二
四

八

(七
))

 

(今

は
も
う
)
自
然

に
す

っ
か
り
し
か
と
治

っ
た
も

の
で
す

か
ら

の
意
。

so



:
:
と

(薫
が
)
宣

へ
ば
、
(浮
舟
は
)
い
と
恥
か
し
く
て
、
白
き
扇
を
ま
さ
ぐ
り
つ
つ
添
ひ
臥
し
た
る
か
た
は
ら
目
、
い
と
隈
な
う
白
う
て
、

 
な
ま
め
い
た
る
額
髪
の
ひ
ま
な
ど
、
い
と
よ
く
思
ひ
い
で
ら
 
て
あ
は
れ
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
東
屋
七
六

(一四
)))

 
源
氏
物
語
以
外
の
作
品
の
例
と
し
て
、

・
一
ノ
宮
い
と
よ
く
御
殿
籠
り
た
る
に
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(宇
津
保
物
語
国
譲
中

一一〇
六
 
(一一二)

)

.
:
・ば
、
い
と
よ
く
笑
は
せ
給
ヒ
て
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(宇
津
保
物
語
楼
上
下

 
 
五
一人
(三
)
)

・
几
帳
、
屏
風
殊
に
な
け
れ
ば
、
よ
く
み
ゆ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(落
窪
物
語

五
六
(七
))

・
い

へ
に

い
た
り

て
、
か
ど

に
い
る
に
、
つ
き
あ
か
け
れ
ば
、
い
と
よ
く
あ
り
さ
ま
議

。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(土
佐
日
記

五
八

(三
))

.
大

殿
油
も
消
ち

た
る
に
、
長
炭
櫃

の
火
に
、
も

の
の
あ
や
め
も
H
裂

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(枕
草
子
二
〇
一
段

二
四
五

(
=
二)
)

 
右

の
五
例
が

み
ら
れ
る
全
用
例
で
あ

る
。

 
以
上

よ
り

し
て
、

「よ
く
」
は
し
ば

し
ば

「
い
と
よ
く
」
と
し

て
、
動
作

・
作
用
を
示
す
語
句
を
修
飾

し
て
、

そ

の
実
現

の
充
実
さ

の
程
度

が
、

余
す
と

こ
ろ
な

く
し

つ
か
り
と
と

云

っ
た
意
味

に
お

い
て
極
度

で
あ
る
こ
と
を
示
す

の
に
用

い
ら
れ
て

い
る
と
言
え

る
。
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㊨

状
態
を
示
す
語
句

を
修
飾
す

る
場
合

「よ
く
」
が
状
態
を
示
す
語
句
を
修
飾

し
て

い
る
諸
例

の
中

で
、
際
立

っ
て
多

い
の
は

「似
る
」
を
修
飾
し
て

い
る
場
合

で
あ

る
。

・
「御

手

は
い
と
を

か
し
う

の
み
な

り
ま
さ

る
も

の
か
な
」
と
独
り
こ
ち

て
、
う

つ
く
し
と
ほ
ほ
ゑ

み
給
ふ
。
常
に
書
き

か
は
し
給

へ
ば
、
わ
が

御
手

に

い
と
よ
く
似

て
、

い
ま
す

こ
し
な
ま
め

か
し
う
、
女

し
き
所
書
き
添

へ
給

へ
り
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(賢
木
四
一
五

(
一
四
))

二
三

日
雲
林
院

に
籠

り
行

い
を
し
よ
う
と
す

る
源
氏
が
早

々
に
紫
上
を
思

い
、
消
息
を
交

し
て

い
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

「
い
と
よ
く
」
は

「似

て
」
を
修
飾

し
て
い
る
。

こ
の
文
脈
に
お

い
て
、

「わ
が
御
手

に

(紫
上

の
手
が
)
似

て
」

の

「似

て
」
は
、

「似

て

い

 

古
代
語
の
副
詞

「よ
く
」
の

「十
分
に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法
に
つ
い
て



て
」
と
紫

上

の
手
蹟

の
あ

り
さ
ま

(状
態
〉
を
意
味

し
て
い
る
。

「似

る
よ
う
に
な

っ
て
」
と
云

っ
た
作
用
を
意
味
す

る
も

の
で
は
な

い
。

「
い

と
よ
く
」

は
、

そ

の
状
態

の
程
度
が
余
す
と
こ
ろ
な

く
し
か
と
と
云

っ
た
意
味

で
極
度

で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

「似

て

(
い
て
)
」
な
る

状
態
は
現
実
に
目
に
す

る

「あ

り
さ
ま
」

で
あ
る
。

・
「
い
と
清
ら

に
ね
び
ま
さ
り
給
ひ
に
け
る
か
な
。
わ
ら
は
に
物

し
給

へ
り
し
を
見
奉
り
そ
め
し
時
、
世
に
斯

る
光

の
出
で
お
は
し
た

る
事
と
、

 

お
ど

ろ
か
れ
侍

り
し
を
、
時

々
見
る
だ

に
ゆ
ゆ
し
く
覚
え
侍

り
て
な
む
。
『
内

の
う

へ
な

む
い
と
よ
く
似
奉

ら
せ
給

へ
る
』

と
人

々
聞

ゆ
る

 

を
、
さ
り
と
も
劣

り
給

へ
ら
む
と

こ
そ
推
し
量
り
侍
れ
」
と
、 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(謹
七
=

三
)
)

 

明
石
よ
り
帰
京

し
た
源
氏
が
女

五
の
宮
を
訪
ね
挨
拶
を
交
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
、
女
五

の
宮

の
源
氏

へ
の
挨
拶

の

一
節

で
あ
る
。

 

「
い
と
よ
く
」
は

「似
奉

ら
せ
給

へ
る
」
を
修
飾

し
て
い
る
。

「似
奉
ら
せ
給

へ
る
」
は

「似
申
し
上
げ
な
さ

っ
て
い
る
」

の
意

で
、

「～

つ
て

い
る
」
と

云
う
内

の
う

へ

(冷
泉
院

)

の
よ
う
す

(状
態
)
を
示

し
て
い
る
。

「
い
と
よ
く
」
は
、

「余
す

と

こ
ろ
な

く
し
か
と
」

の
意
味

で

「似
奉
ら
せ
給

へ
る
」
な

る
状
態

の
程
度
が
極
度

で
あ

る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

 

次
例
も
同
類
例

で
あ

る
。

・
「御

け

は

ひ
な

ど

の
な

ま

め

か

し
さ

は
、

い
と
よ

く

お

と
ど

の
君

に
似
奉

り
給

へ
り
」
と
、
人

々
も

め

で
聞

え

け

り
。

、螢「五

一

(
六

)

・
…
と

、

い
と

忍

び

て
言

も
続

け

ず

、

つ
つ
ま

し
げ

に
言

ひ
消
ち

給

へ
る
程
、

な

ほ

い
と

よ

く
似

給

へ
る
か

な

、
と

思

ふ

に
も

、

ま

つ

ぞ
悲

し

き

。

宿
木

二
三
七

(
二
)

・
い
か

に
ぞ

、

故

君

に

い
と

よ

く
似

給

へ
ら

む
時

に
、
嬉

し

か
ら

む

か
し
、

と

思

ひ
寄

ら

る

る
は
、

さ
す

が

に
之

も

て
離

る

ま

じ
き

心
な

め
り

か

し
。

・
尼

君

の

い
ら

へ
う

ち

す

る
声

け

は

ひ

の
、
ほ

の
か
な

れ
ど

、
宮

の
御
方

に
も
、
い
と
よ

く
似

た

り

と
聞

ゆ
。

宿
木

二
五
七

(三
)

宿
木

三
二
六

(五
V

門似

る
」

は
助

詞

「
て
」

に
続

く
以

外

は
、

助

動
詞

「
り
」

に
続

く

の
を

一
般

と
し

て

い
る
。

「
～

て

い
る
」

と
状
態

を
示

し

て

い
る
。

＄2



 

源
氏
物
語
以
外

の
作
品

の
例
と
し
て

・
「
…
。

い
と
よ
く
似
奉
り
給

へ
り
け

り
な
。

…
」 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(宇
津
保
物
語
国
譲
上

 
 

一
一
九

(六
)
)

・
上

の
御
児
生

に
ぞ
、
い
と
よ
く
似
奉
ら
せ
給

へ
る
。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(栄
花
物
語
・
巻
第
六
・

二
〇
五

(八
)

)

・
「
こ

の
わ

た
り
に
見
え

し
色
紙
に

こ
そ
い
と
よ
く
似
た
れ
」
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
枕
草
子
・
一
三
八
段
一
九
四
（
一
0
）

)

 

「よ

く
」
が

「似

る
」
以
外

の
状
態

の
語
句
を
修

飾
し
て
そ
の
程
度
を

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し
か
と
」
と
云

っ
た
意
味

に
お

い
て
極
度

で
あ
る

こ
と
を
示
す

も

の
に
次

の
よ
う
な
用
例
が
み
ら
れ
る
。

・
「よ
う
つ

の
冊

子
歌
枕
、
よ
く
案
内
知
り
見

つ
く
し
て
、
そ

の
う
ち

の
言
葉

を
取
り

い
つ
る
に
、
読
み

つ
ぎ
た

る
す
ち

こ
そ
は
、
強
う

は
変
ら

 

ざ

る

べ
け
れ
。

…
」
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(玉
婁
四
〇
四

(九
))

 

年

の
暮

れ
に
、

源
氏
が
正
月

の
衣
装
を
関
係
す

る
女
性
に
贈

っ
た
時

に
、
末
摘
花

の
お
礼

の
消
息

の
筆
跡

・
文
字

に

っ
い
て
紫
上

に
語

っ
て

い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

 

「
よ
く
」
は

「案
内
知
り
見

つ
く
し
て
」
を
修
飾

し
て
い
る
。

「案
内
知
り
見

つ
く
す
」
は
動
作

で
あ

る
が
、

「～
し
て
」

は

「～
し

て
い
て
」

の
意

で
、
「案
内
知

り
見

つ
く

し
」
た
結
果
生

じ
て
い
る
。

「精
通
し
て
い
る
」
と
も
言
え
る
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。

「よ
く
」
は
そ
の
状
態

の

程
度

が
、

「余
す

と

こ
ろ
な
く
し
か
と
」

の
意
味

に
お

い
て
、
極
度

で
あ

る
こ
と
を
意
味

し
て

い
る
。

・
「
人
柄

は
、
宮

の
御

人
に
て
、
い
と
よ
か
る

べ
し
。
今

め
か
し
う
、
い
と
な
ま
め
き
た
る
さ
ま

し
て
、
さ
す
が
に
賢
く
、
あ
や
ま
ち
す

ま
じ
く

 
な

ど
し

て
、
あ

は
ひ
は
目
や
す

か
ら
む
。
さ

て
又
宮
仕

に
も
、

い
と
よ
く
足
ら
ひ
た
ら
む
か
し
。
…
」
な
ど
宣

ふ
気
色

の
見
ま
く
ほ
し
け
れ

ば
、
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
藤
袴
一
六
五
（
一
）

)

 

玉
婁

の
宮

仕

え

に

つ
い

て
、

源

氏

が

夕
霧

と

話

し
て

い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

「
い
と

よ
く

」

は

「足

ら

ひ
た

ら

(り
)
」
を

修

飾

し

て

い
る
。

 

古
代
語

の
副
詞

「よ
く
」

の

「十
分
に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法
に

っ
い
て
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一
足

ら

れ

た
ら

(り

)
」

は
、
宮

仕
え

に

つ
い
て

の
玉
髪

の
資

質

に

つ
い
て

「
充
実

し

て

い
る
」

と

云

っ
た
意

味

で
、

そ

の
状
態

を

述

べ

て

い

る
。

「
い
と

よ

く
」

は
、

そ

の
状
態

の
程
度

が

「余
す

と

こ
ろ
な

く

し

か
と
」

と

云

っ
た
意

味

で
、

極
度

で
あ

る

こ
と
を

示

し

て

い
る
。

・
春

秋

よ

う

つ

の
も

の
に
通

へ
る

調

べ

に

て
、

通

は
し
わ

た

し

つ
つ
弾

き

給

ふ
。

心

し
ら

ひ
教

へ
聞
え

給

ふ
さ

ま

た

が

へ
ず

、

い
と

よ
く

わ
き

 

ま

へ
給

へ
る
を

、
い
と
う

つ
く

し
く

お

も
だ

た

し
く
思

ひ
聞
え

給

ふ
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(若
菜
下

四
五

(二
)
)

 

源

氏

が

夕

霧

と

音
楽

に

つ
い
て
語

り
合

い
、

女

御

の
君
を

始

め

居
合

わ

せ
た

人

々

の
合

奏

に
な

っ
た
と

こ
ろ

で
女

三
宮

の
演

奏

ぶ

り

に

つ
い

て
述

べ

ら
れ

て

い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

「
い
と

よ

く
」

は

「わ

き

ま

へ
給

へ
る
」
を

修

飾

し

て

い
る
。

「わ

き

ま

へ
給

へ
る
」
は
、

「今

そ

の
こ
と
を

わ

き

ま
え

る
に

至

っ
た

」
と

の
意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘヘ 
ヘヘ 
ヘへ

で

は

な

い
。

源

氏

に
教

え

ら

れ
た

よ
う

に
気

配

り
方

を

そ

の
よ

う
す

を

間
違

え

ず

に

「わ
き

ま
え

て

い
る
」

の

で
あ

る
。

女

三
宮

の
琴

を
弾

く

に

つ
い
て

の
心

構

え

の
あ

り

よ
う

(状
態

)

で
あ

る
。

「
い
と

よ
く

」

は
、

そ

の
状

態

の
程
度

が

、

「余
す

と

こ
ろ

な

く

し
か

と
」

と

云

っ
た

意

味

に

お

い

て
極

度

で
あ

る

こ
と

を
意

味

し

て

い
る
。

 

次

例

も

同
類

例

で
あ

る

。

・
「…

。

な

に
が

し

の
教

へ
も

よ
く

お
ぼ

し
知

る
ら

む

と
思

ひ
給

ふ

る
を
、
…

」

・
「
…
。

さ

る

は

か

し

こ
き
御

教

へ
な

ら

で
も

、

い
と
よ

く
を
さ

め

て
侍

る
心

を
」

・
二

十

に
も

ま

だ

僅

か
な

る
程

な

れ
ど

、
い
と
よ

く
整

ひ
過
ぐ

し

て
、
か
た

ち

も
さ

か

り

に
匂

ひ

て

い
み
じ

く
清

ら

な

る
を

、

・
内

記
、
あ

な

い
、

よ
く

知

れ

る

か

の
殿

の
人

に
、

問

ひ
聞

き
た

り

け
れ

ば
、

・
心

と

ど

め

て
必

ず

弾
き

給

ふ

べ
き

五
六

の
は
ち

を

、

い
と

面
白

く
す

ま

し

て
弾

き
給

ふ
。

源

氏

物

語

以

外

の
作
品

の
用

例

と

し

て
、

・
「
…
。

犬

宮

は

い
と

よ

く

は
な

れ

奉

り
給

ヒ

て
あ
ら

ん
」

藤
裏
葉

二
五

一

(七
〕

夕
霧

二
七
九

(八
V

 
若
菜
上

 

 
-

(
 
二
七
九

(九
ど

(
浮
舟
九

一

(七
)
 

(
若
菜
下

四
四

(
一
四
)
)

宇
津
保
物
語

・
国
譲
下

二
九
四

(
}
五
)
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・
と

し

こ
を

い
と

よ

く
知

れ

る
人
な

り
け

る

ほ
ど

に
、

・
よ

く

調

じ

た

る
火

桶

の
、

灰

の
際

き

よ
げ

に

て
、
お

こ
し
た

る
火

に
、

内

に
か
き
た
る
絵
な
ど

の
見
え
た
る
、

・
髪

は

い
と

長

く
、

ひ

た

い

い
と

よ

く

か

㌧
り

て
、

色
白

く
き

た
な

げ

な

く

て
、

・
「
…
。

い
と

よ

く

カ

く

れ

た

る

と

こ
ろ

っ
く

り
出

で
て
聞

え

ん
」
な

ど
た

の
も

し
う

の
給

は
せ

て
、

 

 

 
 

(大
和
物
語
十
三
段
・

 

二
三
八

(五
)
)

い
と
を

か

し
。

 

 

 
 

(枕
草
子
二
〇
一
段
・

 

二
四
五

(
一)
)

 

 

 
 

 

(更
級
日
記

四
八
五

(
=
二))

 

 

 
 

 

(和
泉
式
部
日
記

四
二
五

(十
一
))

 

と

こ

ろ

で
、

「似

る
」

に

よ

く
似

た
意

味

を

示
す

も

の
と

し

て

「覚

ゆ
」
が

あ

る
。

そ

の

「覚

ゆ

」

が

「～

が

～

に
覚

ゆ
」

と

用

い
ら

れ

る

と
、

通

釈

書

の
類

は

「似

て

い
る
」

と

現

代

語

訳

し
が
ち

で
あ

る
。

・
「足

立

た
ず

沈

み

そ

め
侍

り
け

る

の
ち

、
何
事

も
あ

る

か
な

き

か

に
な

む
」
と

ほ

の
か

に
聞
え

給

ふ
声

ぞ
、
昔

人

に

い
と
よ

く
覚

え

て
若

び

た

り
け
り
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(講
七
(九
))

 

玉
糞

を
自

邸

に

引

取

っ
た

源
氏

が

、

早

々
訪

ね

話

し
合

っ
て

い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

「
い
と

よ
く

」

は

「覚

え

」
を

修
飾

し

て

い
る

。

そ

の

「覚

ゆ
」

は

「似

る
」

で
な

く

「思

わ

れ

る
」
と

云
う

、

お

の
ず

か
ら

の
作

用

を

意

味

し

て

い
る

と

思

え

て
な

ら
な

い
。

 

「似

る
」

と

「覚

ゆ
」

の
意
味

が
異

な

る
も

の
だ

と
す

る
例

に
、

次

の
よ
う

な

も

の
が
あ

る
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

・
似

る

と

は
な

け

れ

ど
、
な

ほ
母

君

の
け

は

ひ

に

い
と
ど

よ
く
覚

え

て
、
こ
れ

は
か

ど
め

い
た

る
と

こ
ろ

添

ひ
た

る
。
 

 

 

 

 

(胡
蝶
二
八

(四
))

 

源

氏

に
引

き
取

ら

れ

た

玉
婁

の
よ

う

す
を

母

の
夕
顔

と

比

べ

て
述

べ

て
い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

「似

る

」

は
容
姿

が

で
あ

ろ
う

と

思

わ

れ

る
。

容
姿

は

似

て

い
る

と

い
う

こ
と

は
な

い
け
れ

ど

、
や

は
り

母
君

の
気

配

に
玉
髪

の
気

配

が
思

わ

れ

て
と

の

こ
と

で
あ

る
。

「覚

ゆ

」
は
、
あ

く

ま

で
お

の
ず

か

ら

の

心
情

作

用

を

意
味

す

る
も

の
と

し

て
用

い
ら

れ

て

い
る

の
で
あ

ろ
う
。

従

っ
て
、

そ

の

「覚

ゆ
」

を
修

飾

す

る

「よ

く

」

は

 

古
代
語

の
副
詞

「よ
く
」

の

「十
分
に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法
に

つ
い
て
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そ

の
作
用

の
実

現
の
充
実
さ

の
程
度
が
、

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し
か
と
」

の
意
味

に
お
い
て
、
極
度

で
あ
る
こ
と
示
し
て
い
る
と
考
え

る
。

・
な

ま
目
と
ま

る
心
も
添

ひ
て
見
れ
ば

に
や
、
眼
居
な
ど
、

こ
れ
は
今
す

こ
し
強
う
か
ど
あ

る
さ
ま
ま
さ
り
た
れ
ど
、
砒

の
と
ち
め
を
か
し
う

か

を

れ

る
気

色

な

ど

、
い
と

よ

く
覚

え

給

へ
り
。

横

苗
一
八

八

(
八
)

 
女

三
宮

の
若

君

(薫
)
を
見
た
夕
霧

の
感
想
を
述

べ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

 

「
い
と

よ
く
」

は

「覚

え
給

へ
り
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

「砒

の
と
ち

め
を
か
し
う
か
を
れ
る
気
色
な
ど
が
、
柏
木

の
そ

の
気
色

に
思
わ
れ
る

の
意

で
あ

る
。

「
い
と
よ
く
」
は
、
「覚
え
給
ふ
」
作
用

の
実
現

の
充
実
さ

の
程
度
が
、
「余
す
と

こ
ろ
な
く
し
か
と
」
と
云

っ
た
意
味

で
極
度

で

あ
る

こ
と
を
示
し

て
い
る
。

・
源
中
納
言
、
兵
部
郷

の
宮
、
何
事
に
も
昔

の
人
に
劣

る
ま
じ
う
、

い
と
契
り
殊

に
物
し
給
ふ
人

々
に
て
、
遊
び

の
方
は
取
り
分
き

て
心
と
ど

 
め
給

へ
る
を
、
手
つ

か
ひ
す

こ
し
な
よ
び
た
る
溌
音

な
む
、
お
と
ど
に
は
及
び
給
は
ず
と
思
ひ
給
ふ
る
を
、

こ
の
御

こ
と

の
ね

こ
そ
、

い
と

よ

く

覚

・え
給

へ
れ

σ

紅
梅

三
七
三

(六
)

 
桜
察
大
納

言
が
北
方

の
真

木
柱

の
連

れ
子

で
あ
る
宮

の
御
方
を
見
た

い
と
思

い
、
色

々
話
し
か
け

て
い
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

 

「
い
と
よ
く
」
は

「覚
え
給

へ
れ
」
を
修
飾

し
て
い
る
。

「あ
な
た

の
御
琴

の
音

こ
そ
左
大
臣

の
夕
霧

の
御
琴

の
音
に
全

く
そ

っ
く
り
に
思
わ

れ

る
」
と

云

っ
た
意

で
あ
る
。

「
い
と
よ
く
」
は
、
「余
す
と

こ
ろ
な

く
し
か
と
」
と
云

っ
た
意
味

に
お

い
て
、
「宮

の
御
方

の
御
琴

の
音
が
左
大

臣
夕
霧

の
そ
れ
に
お

の
ず
か
ら
思
わ
れ
る
と

云
う
作
用
が
そ

の
充
実
さ

の
程
度

が
極
度

に
お
い
て
実
現
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て

い
る
。

 
次
例

も
同
類
例

で
あ

る
。

・
「
み

こ
た
ち
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
そ
こ
を

の
み
な
む
か
か
る
程
よ
り
あ
け
く
れ
見
し
。
さ
れ
ば
思

ひ
渡
さ
る
る
に
や
あ
ら
む
、
い
と
よ
く

こ
そ
覚

え

た

れ

。

ち

ひ
さ

き

ほ

ど

は
、
皆

か
く

の
み
あ

る

わ
ざ

に
や
あ

ら

む
」
と

て
、

「よ

く
」

の
修

飾

を

も

た

な

い
が
、

次
例

は

「ふ
と

覚

え

て
」

と

「覚
え

」

が
作

用

で
あ

る

こ
と
を

明
確

に

語

っ
て

い

る
。

紅
葉
賀

二
九
〇

(
二
)

ss



.
外
を
見
出
だ
し
て
、
す
こ
し
か
た
ぶ
き
給

へ
る
ほ
ど

(紫
上
の
様
子
は
)
、
似
る
も
の
な
く
う

つ
く
し
げ
な
り
。
か
ん
ざ
し
お
も
や
う
の
、
恋

聞
ゆ
る
人

(藤
壺
)
の
面
影
に
ふ
と
覚
え
て
め
で
た
け
れ
ば
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(謹
九
=
五
))

 
四

打
消

し
を
伴
う
語
句
を
修
飾
す

る
場
合

 

以
上

は
い
ず
れ
も
、

「
よ
く
」
が
打
消
し
を
伴
わ
ぬ
語
句
を
修
飾
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
が
、

「よ
く

・
よ
く
し
も

・
よ
く
も
」

と
し
て
打
消

し
を
伴
う
語
句
を
修
飾
し

て
い
る
と
言
え
る
場
合

の
諸
例
が
若

干
み
ら
れ
る
。

 

 

 

i
動
作
を
示
す
語
句

+
打
消
し

の
語
を
修
飾
し
て
い
る
と
言
え

る
も

の

 

(
・
い
か

に
し
て
何

れ
と
知
ら
む
、

父
お
と
ど
な
ど
聞
き
て
、
事

々
し
う
も
て
な
さ
れ
む
も

い
か
に
そ
や
、
ま
だ
人

の
有
様
よ
く
見
さ
だ
め
ぬ
程

 

は
、
煩

は
し
か
る
べ
し
、 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(花
宴
一二
一
六
 
(二
)
)

 
宮
中

の
南
殿

で
の
花

見

の
宴
後
、
弘
徽
殿

の
細
殿
で
会

っ
た
姫
君

の
素
姓
が
分

か
ら
ず
、
源
氏
が
悩

ん
で
い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

「よ
く
」

は

「見
定

め

(
る
)
」
を
修
飾
し
、
そ

の
全
体

を

「ぬ
」
が
打
消
し
て
い
る
。
余
す
と

こ
ろ
な
く
し
か
と
見
定

め
る
こ
と
が
な

い
と

云

っ
た
意
味

で
あ

る
。

「見
定
め
る
」
な

る
動
作

は
そ

の
充
実
さ

の
程
度
が
相
当
度

か
そ
れ
以
下

の
程
度

で
実
現
す

る
こ
と
を

「よ
く
」
は

「ぬ
」

と

の
関
係

に
お

い
て
示
し
て

い
る
。

 
同
類
例
が

「よ
く
も
」
と

し
て

一
例

み
ら
れ
る
。

・
姫
君
、
御
硯
を
や
を
ら
引
寄

せ
て
、
手
習

の
や
う
に
書
き
ま
ぜ
給
ふ
を
、
「
こ
れ
に
書
き
給

へ
。
硯
に
は
書
き

つ
け
ざ

ン
な
り
」
と

て
、
紙
奉

 
り
給

へ
ば

、
恥
ぢ
ら

ひ
て
書
き
給

ふ
。

 
 

い
か
で
斯

く
巣

立
ち

け
る
ぞ
と
思

ふ
に
も

 
 
憂
き
水
鳥

の
契
を

ぞ
知

る
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古
代
語

の
副
詞

「よ
く
」

の

「十
分

に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法
に
つ
い
て



 
よ
か
ら
ね
ど
、
そ

の
折

は
あ

は
れ
な
り
け
り
。
手
は
お
ひ
先

見
え

て
ま
だ
よ
く
も
続
け
給
は
ぬ
程
な

り
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(橋
姫
六
(
一
四
))

 

⑳
作
用
を
示
す

語
句

+
打
消

し
の
語
を
修
飾

し
て
い
る
と
云
え
る
も
の

・
猫

は
ま
だ
よ
く
人
に
も
な

つ
か
ぬ
に
や
、
綱

い
と
長
く
附
き
た
り
け
る
を
、
物
に
引
掛
け
ま

つ
は
れ

に
け
る
を
、
逃
げ
む
と

ひ
こ
し
ろ
ふ
程

 
に
、
御
簾

の
そ
ば
、

い
と
あ
ら

は
に
引
き
あ
げ
ら
れ
た
る
を
、
と

み
に
引
き
な

ほ
す
人
も
な

し
。
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(若
菜
上

三
八
三

(十
一
))

 
六
條
院
を
訪
れ
た
柏
木
が
、

た
ま
く

女
三
宮

の
飼

っ
て
い
た
猫
を
目
に
す

る
と
こ
ろ

で
あ

る
。

 

「
よ
く
」

は

「
な

つ
か
ぬ
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

 

「
よ
く
」

は
、

「な

っ
く
」
と
云
う
作
用
が

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し
か
と
」
と

云

っ
た
意

で
、

そ
の
実
現

の
充
実
さ

の
程
度
が
極
度

に
お

い
て

な
さ
れ

る
こ
と
を

示
す
も

の
の
そ
れ
が
打
消

し
の

「ぬ
」
に
お

い
て
打
消
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
作
用

の
実

現
が
そ

の
充
実
さ

の
程

度
が
相
当
度
以

下

の
程
度

(
こ
の
場
合
は
低
度
)
に
お
い
て
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
同
類
例
が

「よ

く
も
」
と
し

て

一
例
み
ら
れ
る
。

・
菊

の
、
ま
だ
よ
く
も
う

つ
ろ
ひ
果
て
で
、
わ
ざ

と
繕

ひ
立

て
さ

せ
給

へ
る
は
、
な

か
く

遅
き

に
、 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

(宿
木
三
〇
一
(七
)
)

 

 

 

@
状
態
を
示
す

語
句

+
打
消
し

の
語
を
修
飾

し
て
い
る
と
云
え

る
も

の

・
八
月
ば

か
り
と
契

り
て
、

調
度
を
ま
う
け
、

は
か
な
き
遊
び
物
を
せ
さ

せ
て
も
、
さ
ま
殊
に
や
う
を
か
し
う
、
蒔
絵
螺
釦

の
こ
ま
や
か
な

る

 
心
ぱ

へ
ま
さ

り

て
見
ゆ
る
も

の
を
ば
、

こ
の
御
方
に
と
取
隠

し
て
、
劣
り

の
を

「
こ
れ
な
む
よ
き
」
と
て
見
す
れ
ば
、
守

は
よ
く
し
も
見
知

翁

。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(肇
九
))

 
浮
舟

の
母
が
左
近

の
少
将

と
浮
舟
と

の
結
婚
を
決
め
て
お
祝

い
の
調
度
を
設
け
て
、

よ

い
道

具
は
浮
舟

の
為

に
取

り
隠
し
て
夫

に
は
劣

つ
て

い
る
も

の
を
見
せ

て

「そ
れ
が
よ

い
」
と
言

っ
て

い
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

 

「よ

く
し
も
」

は

「
見
知
ら
ず
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

「
見
知
ら
ず
」
は

「
目
が
利
く
」

と
云

っ
た

そ
の
事

に
対
す
る
ヒ
ト

の
あ

り
よ
う
を
意
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味

す

る
。

 

「よ

く
し
も
」
は
、
夫

の
守
が
道

具
類

の
良

し
悪
し

の
判
別
に

っ
い
て
は

「余
す
と

こ
ろ
な
く

し
か
と
」
と
云

っ
た
ふ
う

に

「目
が
利

く
」
こ

と
が
な

い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

「ず
」
と
云
う
打
消

し
の
意
味

に
係
り
結
ば

れ
て
い
る
こ
と
で
、

「見
知

ら
ず
」
な
る
あ
り
よ
う

の
程
度
が

そ
れ
程

で
な

い
と

い
う
相
当
度

以
下
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

 

同
様

の
類
例
が

「よ
く
も
」
と
し
て
、

二
例
み
ら
れ
る
。

・
ま

だ
さ
や
う
な

る
人

の
有
様
な
ど
、
よ
く
も
見
知
り
給
は
ね
ば
、 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(宿
木
二
二
八

(五
))

・
ま
だ

よ
く
も
見
馴
れ
給
は
ぬ
に
、
を
さ
な
き
人
を
と
ど
め
奉
り
給

は
む
も
う
し
ろ
め
た
か
る
べ
し
。
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(玉
璽
三
五
八

(十
))

 

幼

「
え
よ
く

(も
)

+
動
作

を
示
す
語
句

+
打

消
し

の
語
」
と
云
う
形
を
と
る
も
の

 

(
・
「
猶

只

こ
の
端
書

の
い
と

ほ
し
げ

に
侍

る
そ
や
」
と
て
広
げ
た
れ
ば
、
人

の
参
る
に
苦
し
く
て
、
御
几
帳
引
寄
せ
て
去
り
ぬ
。

い
と
ど
胸

つ
ぶ

 

る
る
に
、
院

入
り
給

へ
ば
、
刻

よ
く
も
隠

し
給

は
で
、
御
し
と
ね

の
下
に
さ
し
は
さ
み
給

ひ

つ
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(若
菜
下

八
七

(三
)
)

 
柏
木

が
女

三
宮

へ
の
消
息
を
寄

こ
し
た

の
を
、
人
間

に
小
侍

従
が
女
三
宮

に
奉

つ
て
い
る
と
折
悪

し
く
源
氏
が
入

っ
て
来

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

「
よ
く
も
」

は

「え
隠
し
給
は
で
」
を
修
飾
し

て
い
る
。

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し
か
と
隠

し
な
さ

る
こ
と
が

で
き
な

い
で
」
と
云

っ
た
意
味

で

あ
る
。

「隠
す
」
と

い
う
動
作
を

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し
か
と
」
と
女
三
宮

は
で
き
な
い
と
云
う

こ
と
は
、

「余
す

と
こ
ろ
な
く
し
か
と
」

で
な

い
実
現

の
充
実
さ

の
程
度

で
な
ら

で
き
る

の
で
あ
る
。
相
当
度

以
下
の
程
度

で
な
ら
動
作

を
実
現
す
る

こ
と
が
出
来

る
の
で
あ

る
。

「え
よ
く

も
～

で
」

は
そ

の
よ
う
な
意
味
を
示
し

て
い
る

こ
と
に
な

る
。

 
今

一
例
、
次
例
が

み
ら
れ

る
。

・
大
将

は
、

こ
の
君
を
ま
だ
え
よ
く
見
ぬ
か
な
、
と
お
ぼ

し
て
、
御
簾

の
ひ
ま
よ
り
さ

し
出

で
給

へ
る
に
、
花

の
枝

の
枯
れ

て
落
ち
た
る
を
取

古
代

語
の
副
詞

「よ
く
」

の

「十
分
に
」
と
さ
れ
る
意
味
用
法
に

つ
い
て
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り

て
見

せ

奉

り

て
、
招

き
給

へ
ば

、
走

り
お

は
し
た

り
。

横

苗
「
八

八

(
二
)

 

「
よ

く

・
よ
く

し
も

・
よ

く

も

」
が

打

消

し
を
含

む
動

作

・
作

用

・
状

態

を

示
す
語

句

を
修

飾
す

る
時

も
、

「よ
く

」
自

体

は

「余

す

と

こ
ろ

な

く

し

か
と

」

と

云

っ
た
意

味

で
あ

る

こ
と

に
は
変

り

は
な

い

こ
と

に
な

る
。

お
 
わ
 
り
 
に

 
と

り
あ
げ
た

「よ
く
」

は
、

「
十
分
に
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

「十
分
に
」
と

の
意
味

は
そ
れ
ら
に
あ

っ
て
多
く
は
よ
く
適

う
も

の
で
あ

る
か

に
思
う
。

そ

の

「
十
分

に
」
を
今
少
し
だ
け

丁
寧

に
言
え
ば

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し

つ
か
り
と
」
に
な

っ
た
ま

で
で
あ
る
。

 
動
作

・
作
用

の
実
現

の
程
度

を
示
す
副
詞

に
あ

つ
て
、
極
度
と
量

る
も

の
に
そ

の
確
か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る
と
す

る

「
か
な
ら
ず
」
系

に
対

し

て
、
今

一
つ
そ

の
充
実
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ

る
と
す

る

「よ
く
」
が
あ
る
こ
と

の
確
認
は
で
き
た
か
に
思
う
。

 

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し

っ
か
り
と
」
と

の
意
味

は
動
作

・
作
用

の
あ

り
よ
う
を
具
体
的

に
示
す
も

の
で
、

「か
な
ら
ず
」

の
よ
う

に
そ

の
意
味

そ

の
も

の
が
実
現

の
確

か
さ

の
程
度

そ

の
も

の
を
示
す
も

の
で
は
な

い
。

そ
の
こ
と
が
状
態
を
示
す

語
句
を
修
飾

し
て
そ

の
程
度
を
示
す

こ
と

に
な

る
の
だ
ろ
う
が
、
ま
さ

に
状
態

そ
の
も

の
を
示
す
形
容
詞

・
形
容
動
詞
を
修
飾
す

る
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
ら

の
例
を
全
く
み
な

い
の
で
あ

る
。

「余
す
と

こ
ろ
な
く
し

っ
か
り
と
」
と
云

っ
た
意
味

は
そ
れ
ら
を
修
飾
す
る
に
な
じ
ま
な

い
よ
う

で
あ
る
。
中
古

の
程
度
副
詞
と

し
て
和
文

脈

の
作

品
に
も

つ
と
も

よ
く
用

い
ら
れ
て
い
る

「
い
と
」
は
形
容
詞

・
形
容
動
詞

の
程
度
が
高
度

で
あ

る
こ
と
を
意
味
す

る
の
に
全
用
例

の
七

～
八
割

程
が
用

い
ら

れ
る

一
方
、
次

の
よ
う
な
場
合
に
も
用

い
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

・
人

の
寝

ぬ

け

は

ひ

し

る
く

て

い
と
忍

び

た
れ

ど
、

・
例

の
い
と

の
ど
け
さ
過
ぎ
た

る
心
か
ら
な
る
べ
し
。

・
を
か

し
き
童

又
い
と
馴

れ
た

る
御
随
身

若

紫
一
八

五

(
五
)

浮

舟
八

一

(
五
)

野
分

二

九

(
一
四
)
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・
寄

り

て

こ
わ

つ

く

れ

ば

い
と
 

 

り

た

る
声

に

て
…

(中

略

)
…

と
問

ふ
。

・
遣

水

の
水

草

も

掻

き

あ

ら

た

め

て

い
と

心
 

き

た

る
気
色

な

り
。

そ

の

「
い
と

」

も

「似

て

・
似

た

り

・
似

た

る
」

を
修

飾

す

る
例

は

中
古

に

み
ら

れ
な

い
。

、蓬

生

「
一
六

六

(九

)

藤

裏

葉

一
工
ハ
六
 
(
一
四
)

 

「よ

く

」

の

「余

す

と

こ
ろ

な

く

し

つ
か
り

と

」
と

云

っ
た
意

味

は
、

「似

て

い
る
」

あ

り

よ
う

を

云
わ
ば

検

証

的

に

そ

の
精

度

を
極

度

と
量

る
意

味

性

に

お

い

て

「似

る

(て

い
る

)
」

の
修

飾

に
よ
く

な

じ

む
も

の

で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

註

(1
) 

『
日
本
文
法
通
論
』
森
重
敏
著

註

(2
)
拙
稿

「古
代
語

の
程
度
副
詞

「
い
と
」

の
二
種

の

「程
度
」

の
意
味
と
そ
の
諸
相
」
女
子
大
國
文
第
八
十
七
号

註

(3
)
拙
稿

「中
古

の
程
度
副
詞
に

っ
い
て
ー

い
と
の
場
合
」
國
語
國
文
第
三
十
六
巻
第
十
号

(本
学
名
誉
教
授
)
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古
代
語

の
副
詞

「よ
く
」

の

「十
分
に
」
と
さ

れ
る
意
味
用
法
に

つ
い
て


