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□

要

旨

﹃
古
事
記
﹄
上
巻
ヤ
チ
ホ
コ
の
歌
物
語
に
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
と
い
う
文
字
列
が
見
え
︑
宣
長
以
降
の
注
釈
書
や
論
文
で
は
︑﹁
為
﹂
の
字
を
﹁
ス
﹂︵
ま

た
は
﹁
シ
タ
マ
フ
﹂︶
と
訓
ん
で
︑﹁
為
嫉
妬
﹂
の
三
文
字
で
﹁
嫉
妬
ス
﹂︵
ま
た
は
﹁
嫉
妬
シ
タ
マ
フ
﹂︶
と
訓
ん
で
い
る
︒

し
か
し
︑
日
本
上
代
文
献
や
漢
籍
に
お
い
て
︑﹁
為
嫉
妬
﹂
の
用
例
は
他
に
見
え
ず
︑﹁
嫉
妬
ス
﹂
︵
ま
た
は
﹁
嫉
妬
シ
タ
マ
フ
﹂︶
を
漢
字
で
書

き
表
す
と
き
に
︑﹁
嫉
妬
﹂
の
二
文
字
だ
け
が
使
用
さ
れ
︑﹁
為
﹂
の
字
を
見
な
い
︒

一
方
︑
﹁
為
﹂
の
字
は
︑﹁
甚
﹂﹁
極
﹂﹁
最
﹂
な
ど
程
度
を
表
す
副
詞
の
後
に
接
続
し
︑
﹁
甚
為
﹂﹁
極
為
﹂﹁
最
為
﹂
と
い
っ
た
形
で
使
用
さ
れ
る

例
は
︑
日
本
上
代
文
献
や
漢
籍
に
し
ば
し
ば
見
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
と
い
う
文
字
列
の
語
構
成
に
つ
い
て
は
︑
従
来
︑﹁
甚
﹂
＋
﹁
為

嫉
妬
﹂
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
私
見
と
し
て
﹁
甚
為
﹂
＋
﹁
嫉
妬
﹂
と
考
え
た
い
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

古
事
記

甚
為

嫉
妬

ヤ
チ
ホ
コ

接
尾
辞
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一

『古
事
記
﹄
上
巻
ヤ
チ
ホ
コ
の
歌
物
語
に
︑
次
の
よ
う
な
地
の
文
が
見
え
る
︒

故
︑
其
夜
者
不
レ

合
而
︑
明
日
夜
為
二

御
合
一

也
︒
又
︑
其
神
之
適
后
須
勢
理
毘
売
命
︑
甚
為
嫉
妬
︒
故
︑
其
日
子
遅
神
︑
和
備
弖
︑

三
字
以

レ

音
︒

自
二

出
雲
一

将
レ

上
二

坐
倭
国
一

而
︑
束
装
立
時
︑
片
御
手
者
繋
二

御
馬
之
鞍
一︑
片
御
足
蹈
二

入
其
御
鐙
一

而
︑
歌
曰
︵
1
︶

︑

右
の
文
章
は
︑
ヤ
チ
ホ
コ
︵
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
別
名
︶
が
高
志
国
の
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
歌
の
や
り
と
り
を
し
︑
次
の
夜
に
結
婚
し
た
︒
一

方
︑
ヤ
チ
ホ
コ
の
正
妻
で
あ
る
ス
セ
リ
ビ
メ
は
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂︑
ヤ
チ
ホ
コ
は
困
り
は
て
て
大
和
国
に
上
ろ
う
と
す
る
と
き
に
︑
ス
セ
リ

ビ
メ
と
も
歌
の
や
り
と
り
を
し
た
と
い
う
内
容
に
な
る
︒

傍
線
部
の
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
訓
み
を
古
写
本
版
本
で
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
次
に
よ
う
に
訓
ん
で
い
る
︵
2
︶

︒

兼
永
筆
本

甚
ハ
ナ
ハ
タ為

二

嫉
-妬

子

タ

ム

前
田
本

甚
ハ
ナ
ハ
タ為

二

嫉
-妬

子

タ

ム

曼
殊
院
本

甚
ハ
ナ
ハ
タ為
嫉
-妬

子

タ

ム

猪
熊
本

甚
ハ
ナ
ハ
タ為

二

嫉
-妬

ネ

タ

ム

寛
永
版
本

甚
ハ
ナ
ハ
タ為

二

嫉
-妬

子
タ
ム
ヿ
ヲ

一

延
佳
本

甚タ

為
二

嫉
-妬

モ
ノ
子
タ
ミ
ヲ

一

兼
永
筆
本
︑
猪
熊
本
︑
前
田
本
の
返
り
点
を
見
る
と
︑
二
の
返
り
点
は
あ
る
も
の
の
一
の
返
り
点
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
訓
み
を
判
断

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
︒
曼
殊
院
本
は
﹁
ハ
ナ
ハ
ダ
ネ
タ
ム
﹂
と
訓
ん
で
お
り
︑﹁
為
﹂
の
字
は
読
ま
な
い
︒
寛
永
版
本
と
延
佳
本
と
は
︑

﹁
嫉
妬
﹂
を
そ
れ
ぞ
れ
﹁
ネ
タ
ム
コ
ト
ヲ
﹂﹁
モ
ノ
ネ
タ
ミ
ヲ
﹂
と
訓
み
︑﹁
為
﹂
は
お
そ
ら
く
﹁
ス
﹂
と
訓
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

続
い
て
︑
真
淵
・
宣
長
以
降
の
注
釈
書
の
訓
み
を
も
提
示
し
て
お
く
︵
3
︶

︒
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仮
名
書
古
事
記

い
と
ね
た
ま
し

古
事
記
伝

甚

為

嫉

妬

イ
タ
ク
ウ
ハ
ナ
リ
ネ
タ
ミ
シ
タ
マ
ヒ
キ

朝
日
古
典
全
書

甚い
た

く
嫉
妬

し
つ
と

し
ま
た
ふ

古
事
記
全
講

い
た
く
嫉
妬

う
は
な
り
ね
た

み
し
た
ま
ひ
き

古
事
記
全
註
釈

甚い
た

く

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

爲し

た
ま
ひ
き

古
事
記
注
釈

甚い
た

く

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

為し

た
ま
ひ
き

新
潮
日
本
古
典
集
成

い
た
く

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

し
ま
た
ひ
き

岩
波
日
本
思
想
大
系

甚い
と

為
-嫉
-妬

ね

た

み
ま
し
き

小
学
館
新
編
全
集

甚
は
な
は

だ

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

為し

き

角
川
新
版
古
事
記

い
た
く

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

為し

た
ま
ふ

新
校
古
事
記

甚い
た

く
嫉
妬

ね

た

み

し
た
ま
ひ
き

賀
茂
真
淵
﹃
仮
名
書
古
事
記
﹄
を
見
る
と
︑﹁
い
と
﹂
は
﹁
甚
﹂
と
対
応
し
︑﹁
ね
た
ま
し
﹂
は
﹁
嫉
妬
﹂
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
︒

岩
波
日
本
思
想
大
系
は
︑﹁
為
嫉
妬
﹂
の
三
文
字
を
﹁
ね
た
み
ま
し
き
﹂
と
訓
ん
で
い
る
︒
そ
れ
以
外
の
注
釈
書
は
す
べ
て
︑﹁
嫉
妬
﹂
を

名
詞
と
看
做
し
︑﹁
為
﹂
を
﹁
ス
﹂﹁
シ
タ
マ
フ
﹂
と
訓
ん
で
い
る
︒

な
お
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
甚
﹂
の
字
は
﹁
ハ
ナ
ハ
ダ
﹂﹁
イ
ト
﹂﹁
イ
タ
ク
﹂
な
ど
と
訓
ま
れ
︑
ま
た
︑﹁
嫉
妬
﹂
は
﹁
ネ
タ
ム
﹂
﹁
モ

ノ
ネ
タ
ム
﹂﹁
ウ
ハ
ナ
リ
ネ
タ
ム
﹂﹁
シ
ッ
ト
﹂
な
ど
と
訓
ま
れ
て
い
る
が
︑
本
論
文
で
は
︑﹁
甚
﹂
と
﹁
嫉
妬
﹂
の
訓
み
に
つ
い
て
は
言

及
せ
ず
︑
主
に
﹁
為
﹂
の
字
の
在
り
よ
う
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て
い
き
た
い
︒

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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二

当
該
箇
所
の
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
の
字
に
つ
い
て
︑
従
来
の
解
釈
を
見
て
い
く
と
︑
本
居
宣
長
は
﹁
甚
爲
嫉
妬
は
︑
伊イ

多タ

久ク

宇ウ

波ハ

那ナ

理リ

泥ネ

多タ

美ミ

志シ

賜
タ
ハ
ヒ

伎キ

と
訓
べ
し
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑﹁
為
﹂
を
な
ぜ
﹁
ス
︵
シ
タ
マ
フ
︶﹂
と
訓
む
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
の
で

あ
る
︒
そ
の
後
︑﹃
古
事
記
﹄
に
お
け
る
﹁
為
﹂
の
字
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
三
矢
重
松
氏
︵
4
︶

は
﹁
動
詞

の
補
助
語
尾
的
に
用
ゐ
た
も
の
﹂
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
用
例
を
挙
げ
て
い
る
︒

・
須
勢
理
毘
賣
命
甚

爲
シ
タ
マ
ヒ
キ

二

嫉

妬

ウ
ハ
ナ
リ
ネ
タ
ミ

一

︵
又
訓
﹁
モ
ノ
ネ
タ
ミ
シ
玉
ヒ
キ
﹂﹁
ネ
タ
ミ
シ
玉
ヒ
ニ
キ
﹂
︶

・
神
倭
伊
波
禮
毘
古
命
倏
忽
爲マ
シ

二

遠ヲ

延エ

一
遠
延
二

字
以
音

・
枕
二

其
后
之
御
膝
一

爲
御
寝

ミ
ネ
マ
シ
キ

坐
也
︑
爾
其
后
以
二

紐
小
刀
一

爲シ
テ

レ

刺
サ
ム
ト二

其
天
皇
之
御
頸ヲ
一

・
答
曰
旣
爲ツ

二

泥ネ

疑ギ

一

也
︵
又
訓
ネ
ギ
シ
ツ
︶

・
詔
ノ
リ
タ
マ
フレ
セ
ン
ト
タ
チ
カ
ヘ

爲
二

易
刀
一

・
汝
之
子
目
.
王
成
レ

人
之
時
︑
知
三

吾
殺
二

其
父
王
一

者
︑
還
カ
ヘ
シ
テ

爲
二

︱
ア
ラ
ン

有
邪
心
一

乎
︵
還
又
訓
カ
ヘ
リ
テ
︶

三
矢
氏
は
右
の
よ
う
に
用
例
を
挙
げ
︑
さ
ら
に
﹁
此
等
の
﹁
爲
﹂
の
字
は
︑
爲
無
く
て
も
通
ず
べ
き
中
に
︑﹁
遠
延
﹂﹁
泥
疑
﹂
な
ど
假

字
が
き
な
る
は
︑
語
尾
を
書
か
ざ
る
よ
り
︑
其
の
動
詞
な
る
を
明
に
す
る
爲
に
は
﹁
爲
﹂
の
字
を
添
ふ
る
必
要
あ
り
︒﹁
爲
嫉
妬
﹂
は
﹁
性

甚
嫉
妬
﹂
な
ど
書
け
ば
可
な
る
も
︑
國
語
に
は
﹁
モ
ノ
ネ
タ
ミ
﹂
な
ど
名
詞
に
云
へ
ば
︑
其
の
語
法
よ
り
﹁
爲
﹂
を
獨
立
動
詞
に
用
ゐ
た

る
な
る
べ
く
︑
云
云
﹂
と
の
説
明
を
付
け
加
え
て
い
る
︒

ま
た
︑
福
田
良
輔
氏
︵
5
︶

は
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
と
同
じ
用
法
の
例
を
︑
以
下
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
︒
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・
然
者
吾
與
レ

汝
行
二

廻
︱
逢
是
天
之
御
柱
一

而
︑
爲
二

美
斗
能
麻
具
波
比
一

・
如
レ

此
歌
︑
卽
爲
二

宇
伎
由
比
一
四
字

以
音

而
︑
至
今
鎭
坐
也

・
亦
山
河
之
物
悉
備
設
︑
爲
二

宇
禮
豆
玖
一

云

・
須
勢
理
毘
賣
命
︑
甚
爲
二

嫉
妬
一

・
香
坂
王
︑
忍
熊
王
聞
而
︑
思
レ

將
二

待
取
一︑
進
二

出
斗
賀
野
一︑
爲
二

宇
氣
比
獦
一

也

福
田
氏
は
こ
れ
ら
の
用
例
を
挙
げ
︑
さ
ら
に
﹁﹁
爲
﹂
は
︑
い
づ
れ
も
﹁
爲
﹂
に
つ
づ
く
體
言
を
動
詞
化
す
る
た
め
︑
動
詞
で
あ
る
事

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
用
ひ
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
﹁
ス
﹂

と
訓
む
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

最
近
︑﹁
為
﹂
の
字
の
用
法
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
山
口
佳
紀
氏
︵
6
︶

で
あ
る
︒
氏
は
︑﹃
古
事
記
﹄
中
巻
景
行
天
皇
条
に
見
え
る
﹁
既
為
泥

疑
也
﹂
の
﹁
為
﹂
の
訓
み
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
に
際
し
︑﹃
古
事
記
﹄
に
お
け
る
﹁
為
﹂
の
字
の
用
法
を
一
通
り
整
理
し
た
の
で
あ
る
︒

氏
の
分
類
法
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
く
︒

第
一
︑
広
く
︑
何
ら
か
の
行
為
・
動
作
を
お
こ
な
う
意
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
︒
ス
と
訓
む
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

第
二
︑
変
化
を
表
す
﹁
為
﹂
が
あ
る
︒︿
為
レ

Ｎ
﹀
の
形
を
取
る
が
︑﹁
Ｎ
ト
︵
ニ
︶
為ス

﹂
と
訓
読
で
き
る
︒

第
三
︑
あ
る
も
の
が
︑
何
ら
か
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
す
﹁
為
﹂
が
あ
る
︒︿
為
レ

Ｎ
﹀
の
形
を
取
り
︑﹁
Ｎ
ト
為ア

り
﹂
と
訓
読
す

べ
き
も
の
で
あ
る
︒

第
四
︑
思
惟
行
為
を
表
す
﹁
為
﹂
が
あ
る
︒
大
抵
は
︑︿
以
為
～
﹀
の
形
を
取
り
︑﹁
～
ト
以
為
オ

モ

フ
﹂
と
訓
め
も
の
で
あ
る
︒

第
五
︑
動
詞
︵
Ｖ
︶
に
上
置
さ
れ
て
︑
あ
る
動
作
・
作
用
が
起
こ
ろ
う
と
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
﹁
為
﹂
が
あ
る
︒
︿
為
レ

Ｖ
﹀

の
形
を
取
る
が
︑﹁
Ｖ
セ
ム
ト
為ス

﹂
と
訓
む
も
の
で
あ
る
︒

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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第
六
︑
何
ら
か
の
行
為
の
受
益
対
象
あ
る
い
は
目
標
と
な
る
も
の
を
表
す
用
法
が
あ
る
︒
︿
為
レ

Ｎ
﹀
の
形
を
取
り
︑﹁
Ｎ
ノ
︵
ガ
︶

為タ
メ

ニ
﹂
と
訓
ま
れ
る
︒

第
七
︑
受
身
の
意
を
表
し
︑︿
為
レ

Ｖ
﹀
の
形
を
取
っ
て
︑﹁
Ｖ
セ

為
ラ
ユ
・
ラ
ル

﹂
と
訓
む
べ
き
も
の
が
あ
る
︒

氏
は
︑
右
の
よ
う
に
﹁
為
﹂
の
字
の
用
法
を
整
理
し
︑
さ
ら
に
︑
中
巻
景
行
天
皇
条
の
﹁
既
為
泥
疑
也
﹂
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
る
際
に
︑

﹁
古
事
記
に
お
い
て
は
︑
名
詞
を
動
詞
化
す
る
場
合
︑︿
為
＋
名
詞
﹀
の
形
を
取
ら
せ
る
こ
と
が
多
い
﹂
と
述
べ
︑
そ
れ
と
関
連
す
る
用
例

を
以
下
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
︒

①
其
女
須
勢
理
毗
売
出
見
︑
為シ
テ

二

目
合

マ
グ
ハ
ヒ

一

而
︑
相
婚
︑

②
須
勢
理
毗
売
命
︑
甚
為シ
キ

二

嫉
妬

ネ

タ

ミ
一︒

③
故
︑
吾
先
為セ
ム

二

名ナ

告ノ
リ

一︒

④
吾
与
汝
︑
行
二

廻
逢
是
天
之
御
柱
一

而
︑
為セ
ム

二

美ミ

斗ト

能ノ

麻マ

具グ

波ハ

比ヒ

一︒

⑤
今
聞
二

高
往
鵠
之
音
一︑
始
為セ
キ

二

阿ア

藝ギ

登ト

比ヒ

一︒

⑥
亦
山
河
之
物
︑
悉
備
設
︑
為セ
ム

二

宇ウ

礼レ

豆ヅ

玖ク

一︒

山
口
氏
は
︑
右
の
用
例
を
提
示
し
︑﹁
こ
れ
ら
の
﹁
為
﹂
は
︑
ス
と
訓
ま
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑﹁
為
﹂

の
字
に
訓
を
あ
て
よ
う
と
す
れ
ば
︑
右
の
六
例
の
場
合
︑﹁
ス
﹂
以
外
の
訓
み
は
無
理
で
あ
ろ
う
︒
氏
の
考
え
で
は
︑
当
該
箇
所
の
②
﹁
甚

為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
嫉
妬
﹂
は
﹁
ね
た
み
し
き
﹂
と
訓
む
わ
け
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
︑
三
矢
氏
︑
福
田
氏
︑
山
口
氏
が
挙
げ
た
用
例
を
見
る
と
︑﹁
為
﹂
と
接
続
す
る
文
字
列
は
︑
た
と

え
ば
﹁
遠ヲ

延エ

﹂﹁
泥ネ

疑ギ

﹂﹁
宇
伎
由
比

ウ

キ

ユ

ヒ

﹂﹁
目
合

マ
グ
ハ
ヒ

﹂﹁
名ナ

告ノ
リ

﹂﹁
美ミ

斗ト

能ノ

麻マ

具グ

波ハ

比ヒ

﹂
﹁
阿ア

藝ギ

登ト

比ヒ

﹂
﹁
宇ウ

礼レ

豆ヅ

玖ク

﹂
な
ど
の
よ
う
な
和
語
︵
特

に
音
仮
名
表
記
の
も
の
が
多
い
︶
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
漢
籍
に
存
在
し
な
い
表
記
で
あ
る
︒
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一
方
︑﹁
嫉
妬
﹂
と
い
う
文
字
列
だ
け
は
︑
も
と
も
と
漢
籍
に
使
用
さ
れ
る
漢
語
な
の
で
あ
る
︒
小
島
憲
之
氏
は
特
に
﹃
古
事
記
﹄
と

漢
訳
仏
典
と
の
関
係
に
注
目
し
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︵
7
︶

︒

な
ほ
古
事
記
と
漢
譯
佛
典
と
の
關
係
に
於
て
︑
語
彙
の
一
致
が
頗
る
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
︒
法
華
經
語
と
比
較
し
て
同
一
の
例

を
示
せ
ば
︵
△
印
は
法
華
經
に
例
の
多
い
も
の
を
示
し
︑
卷
名
は
最
初
の
卷
に
み
え
る
も
の
を
示
す
︶︑

惡△

人︵
方
便

品

︶

安
置︵
譬
諭

品

︶

一△

時
(序
品

︶

威△

儀
(序
品

︶

異
心︵
譬
諭

品

︶

歡△

喜
(序
品

︶

驚
懼︵
化
城

諭
品

︶

恭△

敬
(序
品

︶

國△

土
(序
品

︶

思△

惟
(序
品

︶

嫉△

妬︵
方
便

品

︶

邪
心︵
妙
莊
嚴
王

本

事

品

︶

退
坐
(序
品

︶

他△

國︵
信
解

品

︶

輾△

轉
（
展
）︵
譬
諭

品

︶

童
男︵
妙
音
菩

薩

品

︶

童△

女︵
法
師

功
德

︶

女△

人︵
五
百
弟
子

受

記

品

︶

罵△

詈︵
安
樂

行
品

︶

貧△

窮︵
方
便

品

︶

趺△

座
(序
品

︶

豐
樂︵
譬
諭

品

︶

本△

土︵
提
婆
達

多

品

︶

本△

國︵
信
解

品

︶

遊
行︵
譬
諭

品

︶

戀△

慕︵
如
来
壽

量

品

︶

と
な
る
︒
こ
れ
ら
の
諸
例
は
勿
論
他
の
漢
籍
に
も
み
え
る
が
︑
旣
に
古
事
記
と
の
關
係
を
否
定
し
た
﹁
論
語
﹂
以
上
の
深
い
一
致
の

あ
る
こ
と
は
︑
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒﹁
趺
坐
﹂・﹁
遊
行
﹂
な
ど
特
異
な
語
を
始
め
と
し
て
︑
法
華
經
語
が
古
事
記
に
頗
る
多
い
こ

と
は
︑
兩
者
間
の
關
係
が
認
め
ら
れ
︑
更
に
他
の
佛
典
語
と
も
關
係
の
深
い
こ
と
を
示
す
︒

小
島
氏
は
右
の
よ
う
に
︑﹃
古
事
記
﹄
に
出
て
く
る
漢
訳
仏
典
語
を
挙
げ
た
上
で
︑﹃
古
事
記
﹄
と
漢
訳
仏
典
と
の
関
連
性
を
論
じ
て
い
る
︒

そ
の
う
ち
︑﹁
嫉
妬
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹁
法
華
經
に
例
の
多
い
も
の
﹂
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
西
宮
一
民
氏
﹃
古
事
記

修
訂
版
﹄

︵
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
の
頭
注
に
﹁﹁
嫉
妬
﹂
は
漢
訳
仏
典
語
﹂
と
あ
り
︑
西
宮
氏
は
小
島
氏
と
同
じ
考
え
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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そ
も
そ
も
︑
漢
訳
仏
典
に
見
え
る
﹁
嫉
妬
﹂
は
﹃
広
説
佛
教
語
大
辞
典
﹄
に
よ
る
と
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
﹁
m
ātsary
a
﹂
の
訳

語
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
漢
訳
対
象
梵
和
大
辞
典
﹄
で
調
べ
る
と
︑﹁
m
ātsary
a﹂
は
漢
訳
仏
典
に
お
い
て
﹁
嫉
妬
﹂
の
ほ
か
に
﹁
慳
︑

慳
貪
︑
慳
悋
︑
慳
吝
︑
慳
嫉
︑
慳
行
︑
慳
著
︑
慳
惜
︑
悋
︑
悋
著
︑
恡
︑
貪
妬
﹂
と
も
訳
さ
れ
て
お
り
︑
日
本
語
で
言
う
と
﹁
し
っ
と
︑

悪
意
︑
不
満
﹂
な
ど
の
意
味
に
な
る
︒

実
際
︑
小
島
氏
が
取
り
上
げ
た
﹃
法
華
経
﹄
で
﹁
嫉
妬
﹂
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
︑
次
の
五
例
が
確
認
で
き
る
︒

①
劫
濁
乱
時
衆
生
垢
重
︒
慳
貪
嫉
妬
成
二

就
諸
不
善
根
一

故
︒
諸
仏
以
二

方
便
力
一︒
於
二

一
仏
乗
一

分
別
説
レ

三
︒
︵
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
巻
第

一

方
便
品
第
二
︶

②
又
文
殊
師
利
︒
菩
薩
摩
訶
薩
︒
於
二

後
末
世
法
欲
レ

滅
時
一︒
受
二

持
読
三

誦
斯
経
典
一

者
︒
無
レ

懐
二

嫉
妬
謟
誑
之
心
一︒︵
﹃
妙
法
蓮
華

経
﹄
巻
第
五

安
楽
行
品
第
十
四
︶

③
不
下

復
為
二

貪
欲
一

所
挨

悩
︒
亦
復
不
下

為
二

瞋
恚
愚
癡
一

所
挨

悩
︒
亦
復
不
下

為
二

憍
慢
嫉
妬
諸
垢
一

所
挨

悩
︒
︵
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
巻
第
六

薬
王
菩
薩
本
事
品
第
二
十
三
︶

④
世
事
可
レ

忍
不
︒
衆
生
易
レ

度
不
︒
無
レ

多
二

貪
欲
瞋
恚
愚
癡
嫉
妬
慳
慢
一

不
︒︵
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
巻
第
七

妙
音
菩
薩
品
第
二
十
四
︶

⑤
是
人
不
下

為
二

三
毒
一

所
挨

悩
︒
亦
復
不
下

為
二

嫉
妬
我
慢
邪
慢
増
上
慢
一

所
挨

悩
︒︵
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
巻
第
七

普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
︶

右
の
五
例
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
︑﹃
法
華
経
﹄
に
見
え
る
﹁
嫉
妬
﹂
と
い
う
言
葉
は
す
べ
て
名
詞
で
あ
り
︑﹁
慳
貪
﹂﹁
謟
誑
﹂﹁
憍

慢
﹂
な
ど
と
い
っ
た
名
詞
と
並
列
す
る
形
で
用
い
ら
れ
る
抽
象
的
な
語
で
あ
る
︒

一
方
︑
小
島
氏
の
指
摘
の
と
お
り
︑
漢
訳
仏
典
以
外
の
漢
籍
に
お
い
て
も
︑﹁
嫉
妬
﹂
の
用
例
が
確
認
で
き
る
︒
以
下
︑
漢
訳
仏
典
よ

り
古
く
成
立
し
た
﹃
史
記
﹄﹃
漢
書
﹄
に
見
え
る
﹁
嫉
妬
﹂
の
用
例
を
挙
げ
て
お
く
︵
8
︶

︒

①
子
回
妻
宜
君
︑
故
成
王
孫
︑
嫉
妬
︑
絞
二

殺
侍
婢
四
十
余
人
一︒︵
﹃
史
記
﹄
巻
二
十

建
元
以
来
侯
者
年
表
第
八
︶
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②
劉
向
以
三

為
是
時
呂
氏
女
為
二

趙
王
后
一︑
嫉
妬
︑
将
レ

為
二

讒
口
一

以
害
二

趙
王
一︒︵
﹃
漢
書
﹄
巻
二
十
七
上

五
行
志
第
七
上
︶

③
群
下
凶
凶
︑
更
相
嫉
妬
︑
其
咎
安
在
︒︵
﹃
漢
書
﹄
巻
八
十
四

翟
方
進
伝
第
五
十
四
︶

右
の
三
例
は
︑
①
﹁
宜
君
と
い
う
人
が
嫉
妬
し
て
侍
従
を
四
十
余
人
殺
し
た
﹂︑
②
﹁
劉
向
と
い
う
人
が
嫉
妬
し
て
趙
の
王
を
殺
そ
う

と
す
る
﹂︑
③
﹁
臣
下
た
ち
は
互
い
に
嫉
妬
し
合
う
﹂
の
よ
う
に
︑
誰
か
が
嫉
妬
す
る
と
い
う
ふ
う
に
具
体
的
な
話
の
中
で
﹁
嫉
妬
﹂
が

用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
︑﹃
古
事
記
﹄
当
該
箇
所
の
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
も
︑
具
体
的
な
話
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹁
嫉
妬
﹂
を
漢
訳
仏
典
語
と
看
做
す
よ
り
︑
漢
籍
全
般
で
よ
く
使
用
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
た
方
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
︒

三

次
は
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
甚
﹂
の
字
に
注
目
し
た
い
︒﹃
古
事
記
﹄
に
お
け
る
﹁
甚
﹂
の
用
例
を
次
の
よ
う
に
提
示
し
て
お
く
︒

①
如
此
白
而
︑
還
二

入
其
殿
内
之
間
一︑
甚
久
︑
難
レ

待
︒︵
上
巻

黄
泉
国
︶

②
還
入
︑
白
二

其
父
一

言
︑
甚
麗
神
︑
来
︒︵
上
巻

根
堅
州
国
︶

③
又
︑
其
神
之
適
后
須
勢
理
毘
売
命
︑
甚
為
嫉
妬
︒︵
上
巻

ヤ
チ
ホ
コ
︶

④
此
鳥
者
︑
其
鳴
音
甚
悪
︒︵
上
巻

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
︶

⑤
此
二
柱
神
之
容
姿
︑
甚
能
相
似
︒︵
上
巻

ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
︶

⑥
朝
日
之
直
刺
国
︑
夕
日
之
日
照
国
也
︒
故
︑
此
地
︑
甚
吉
地
︑︵
上
巻

天
孫
降
臨
︶

⑦
其
姉
者
︑
因
二

甚
凶
醜
一︑
見
畏
而
返
送
︑︵
上
巻

ニ
ニ
ギ
の
結
婚
︶

⑧
仰
見
者
︑
有
二

麗
壮
夫
一︒
以
二

為
甚
異
奇
一︒︵
上
巻

ヤ
マ
サ
チ
ヒ
コ
︶

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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⑨
有
レ

人
︑
坐
二

我
井
上
香
木
之
上
一︒
甚
麗
壮
夫
也
︒︵
上
巻

ヤ
マ
サ
チ
ヒ
コ
︶

⑩
伺
二

見
吾
形
一︑
是
甚
怍
之
︒︵
上
巻

ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
︶

⑪
自
レ

此
於
二

奥
方
一

莫
二

便
入
幸
一︒
荒
神
︑
甚
多
︒︵
中
巻

神
武
天
皇
条
︶

⑫
其
弟
王
二
柱
者
︑
因
二

甚
凶
醜
一︑
返
二

送
本
主
一︒︵
中
巻

垂
仁
天
皇
条
︶

⑬
以
二

姿
醜
一

被
レ

還
之
事
︑
聞
二

於
隣
里
一︑
是
甚
慚
而
︑︵
中
巻

垂
仁
天
皇
条
︶

⑭
住
二

是
沼
中
之
神
一︑
甚
道
速
振
神
也
︒︵
中
巻

景
行
天
皇
条
︶

⑮
自
二

其
地
一

差
少
幸
行
︑
因
二

甚
疲
一︑
衝
二

御
杖
一︑
稍
歩
︒︵
中
巻

景
行
天
皇
条
︶

⑯
吾
足
︑
如
二

三
重
勾
一

而
︑
甚
疲
︒︵
中
巻

景
行
天
皇
条
︶

⑰
此
時
︑
御
病
︑
甚
急
︒︵
中
巻

景
行
天
皇
条
︶

⑱
其
大
后
石
之
日
売
命
︑
甚
多
嫉
妬
︒︵
下
巻

仁
徳
天
皇
条
︶

⑲
切
二

是
樹
一

以
作
船
︑
甚
捷
行
之
船
也
︒︵
下
巻

仁
徳
天
皇
条
︶

⑳
背
レ

日
幸
行
之
事
︑
甚
恐
︒︵
下
巻

雄
略
天
皇
条
︶

㉑
河
辺
有
二

洗
レ

衣
童
女
一︒
其
容
姿
︑
甚
麗
︒︵
下
巻

雄
略
天
皇
条
︶

㉒
汝
守
レ

志
︑
待
レ

命
︑
徒
過
二

盛
年
一︑
是
甚
愛
悲
︑︵
下
巻

雄
略
天
皇
条
︶

㉓
置
目
老
媼
白
︑
僕
︑
甚
耆
老
︒
欲
レ

退
二

本
国
一︒︵
下
巻

顕
宗
天
皇
条
︶

右
の
用
例
は
︑﹃
古
事
記
﹄
に
見
え
る
す
べ
て
の
﹁
甚
﹂
の
用
例
で
あ
る
︒﹁
甚
﹂
の
字
の
下
に
は
︑
①
﹁
久
︵
ひ
さ
し
︶﹂︑
②
⑨
㉑
﹁
麗

︵
う
る
は
し
︶﹂︑
④
﹁
惡
︵
あ
し
︶﹂︑
⑥
﹁
吉
︵
よ
し
︶﹂︑
⑦
⑫
﹁
凶
醜
︵
み
に
く
し
︶
﹂︑
⑧
﹁
異
奇
︵
あ
や
し
︶﹂
︑
⑩
﹁
怍
︵
は
づ
か
し
︶﹂
︑

⑪
﹁
多
︵
お
ほ
し
︶﹂︑
⑬
﹁
慚
︵
は
づ
か
し
︶﹂︑
⑲
﹁
捷
︵
は
や
し
︶﹂︑
⑳
﹁
恐
︵
か
し
こ
し
︶﹂︑
㉒
﹁
愛
︵
う
つ
く
し
︶
悲
︵
か
な
し
︶
﹂
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の
よ
う
に
︑
形
容
詞
が
接
続
す
る
例
が
多
い
︒

ほ
か
に
︑
⑤
﹁
相
似
︵
あ
ひ
に
る
︶﹂︑
⑭
﹁
道
速
振
︵
ち
は
や
ぶ
る
︶﹂︑
⑮
⑯
﹁
疲
︵
つ
か
る
︶﹂︑
㉓
﹁
耆
老
︵
お
ゆ
︶﹂
な
ど
の
よ
う
に
︑

動
詞
が
接
続
す
る
例
や
︑
⑰
﹁
急
︵
に
は
か
︶﹂
の
よ
う
に
︑
形
容
動
詞
が
接
続
す
る
例
も
見
ら
れ
る
︒
留
意
し
た
い
の
は
︑﹁
行
︵
ゆ
く
︶
﹂

﹁
走
︵
は
し
る
︶﹂﹁
書
︵
か
く
︶﹂
の
よ
う
な
動
作
を
表
す
動
詞
と
は
異
な
り
︑﹁
甚
﹂
の
下
に
接
続
す
る
﹁
似
﹂﹁
疲
﹂﹁
老
﹂
な
ど
の
動
詞
は
︑

動
作
で
は
な
く
状
態
を
表
す
も
の
で
あ
る
︒

⑱
﹁
甚
多
嫉
妬
﹂
は
︑
当
該
箇
所
の
③
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
と
よ
く
似
た
よ
う
な
文
字
列
に
な
っ
て
い
る
が
︑
古
写
本
版
本
に
お
け
る
文
字

の
異
同
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

鈴
鹿
登
本

其
多
二

嫉
-妬
一

前
田
本

其
多
二

嫉
-妬
一

曼
殊
院
本

其
多
二

嫉
-妬
一

猪
熊
本

其
多
二

嫉
-妬
一

寛
永
版
本

其
多
一

嫉
妬
一

延
佳
本

甚
多シ
二

嫉
-妬

子

タ

ミ

一

延
佳
本
以
前
の
写
本
は
︑
す
べ
て
﹁
其﹅

多
嫉
妬
﹂
に
な
っ
て
い
る
︒
延
佳
本
は
﹁
甚﹅

多
嫉
妬
﹂
に
改
め
て
お
り
︑
﹁
甚
ハ
ナ
ハ

ダ
嫉
妬

ネ

タ

ミ

多
シ
﹂

と
訓
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
注
釈
書
類
の
訓
み
も
参
考
に
提
示
し
て
お
く
︒

古
事
記
伝

甚

多

嫉

妬

ハ
ナ
ハ
ダ
ウ
ハ
ナ
リ
ネ
タ
ミ
シ
タ
マ
ヒ
キ

朝
日
古
典
全
書

甚い
た

く
嫉
妬

し
っ
と

し
た
ま
ふ
こ
と
多
か
り
き

古
事
記
新
講

い
た
く
嫉
妬
み
し
た
ま
ひ
き

古
事
記
全
註
釈

甚い
と

多ま
ね

く
嫉
妬

ね

た

み
た
ま
ひ
き

古
事
記
注
釈

甚
多

は
な
は
だ

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

し
た
ま
ひ
き

新
潮
日
本
古
典
集
成

い
た
く

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

し
た
ま
ひ
き

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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岩
波
日
本
思
想
大
系

甚
多

は
な
は
だ

嫉
妬

ね

た

み
ま
す

小
学
館
新
編
全
集

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

す
る
こ
と
甚い
と

多お
ほ

し

角
川
新
版
古
事
記

い
た
く
多さ
は

に

嫉

妬

う
は
な
り
ね
た
み

し
た
ま
ふ

新
校
古
事
記

甚い
と

多お
ほ

く
嫉
妬

ね

た

み
た
ま
ひ
き

右
の
注
釈
書
類
は
︑
す
べ
て
延
佳
本
の
﹁
甚
多
嫉
妬
﹂
の
文
字
列
を
採
用
し
て
い
る
︒﹃
古
事
記
全
註
釈
﹄﹃
思
想
大
系
﹄﹃
新
校
古
事
記
﹄

以
外
は
す
べ
て
﹁
嫉
妬
﹂
の
連
用
形
＋
﹁
ス
﹂
の
形
を
取
る
︒
し
か
し
︑
注
意
し
た
い
の
は
︑﹁
甚
多
嫉
妬
﹂
の
文
字
列
に
﹁
ス
﹂
を
表

す
漢
字
が
書
か
れ
て
い
な
い
︒
換
言
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
注
釈
書
は
︑﹁
為
﹂
の
字
が
な
い
の
に
も
拘
わ
ら
ず
︑﹁
嫉
妬
﹂
の
二
文
字
を
﹁
嫉

妬
ス
﹂
と
訓
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑﹃
古
事
記
全
註
釈
﹄﹃
思
想
大
系
﹄
﹃
新
校
古
事
記
﹄
な
ど
は
こ
の
点
に
気
づ

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︑﹁
ス
﹂
を
訓
み
添
え
て
い
な
い
︒
ち
な
み
に
︑
⑱
﹁
其
大
后
石
之
日
売
命
︑
甚
多
嫉
妬
﹂
の
直
後
に
︑
﹁
天
皇

所
レ

使
之
妾
者
︑
不
レ

得
レ

臨
二

宮
中
一︒
言
立
者
︑
足
母
阿
賀
迦
邇
嫉
妬
﹂
と
あ
り
︵
9
︶

︑
こ
の
一
文
に
も
﹁
嫉
妬
﹂
が
見
え
る
︒
大
后
で
あ
る

イ
ハ
ノ
ヒ
メ
は
大
変
嫉
妬
深
い
人
が
故
に
︑
天
皇
の
妃
た
ち
は
宮
中
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
し
て
︑
妃
た
ち
は
︑
何
か
特
別
な

こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
と
︑
イ
ハ
ノ
ヒ
メ
は
足
を
ば
た
ば
た
さ
せ
る
ほ
ど
に
嫉
妬
す
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
足
母
阿
賀

迦
邇
嫉
妬
﹂
の
﹁
嫉
妬
﹂
は
動
詞
で
﹁
足
モ
ア
ガ
カ
ニ
嫉
妬
ス
﹂
と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑﹁
嫉
妬
ス
﹂
の
﹁
ス
﹂
に
あ
た
る
表

記
は
見
当
た
ら
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
嫉
妬
﹂
の
二
文
字
だ
け
で
も
﹁
嫉
妬
ス
﹂
と
訓
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
こ
れ
と
関
連
し
て
︑
さ

ら
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
用
例
で
検
証
し
て
い
き
た
い
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
に
見
え
る
﹁
嫉
妬
﹂
の
用
例
を
以
下
の
よ
う
に
提
示
し
て
お
く
︵
10
︶

︒

①
十
四
曰
︑
群
臣
百
寮
︑
無
レ

有
二

嫉
妬
一︒
我
既
嫉
レ

人
︑
人
亦
嫉
レ

我
︒
嫉
妬
之
患
︑
不
レ

知
二

其
極
一︒
所
以
︑
智
勝
二

於
己
一

則
不
レ

悦
︑

才
優
二

於
己
一

則
嫉
妬
︒︵
巻
第
二
十
二

推
古
天
皇
十
二
年
四
月
条
︶

②
唯
兄
子
毛
津
︑
逃
二

匿
于
尼
寺
瓦
舎
一︑
即
姧
二

一
二
尼
一︒
於
レ

是
一
尼
嫉
妬
令
レ

顕
︒︵
巻
第
二
十
三

舒
明
天
皇
即
位
前
紀
条
︶
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右
の
二
例
を
見
る
と
︑
①
﹁
無
有
嫉
妬
﹂﹁
嫉
妬
之
患
﹂
の
﹁
嫉
妬
﹂
は
名
詞
で
あ
る
が
︑﹁
才
優
於
己
則
嫉
妬
﹂
の
﹁
嫉
妬
﹂
は
動
詞

で
﹁
才
能
が
自
分
よ
り
優
れ
て
い
れ
ば
嫉
妬
す
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
②
﹁
一
尼
嫉
妬
令
顕
﹂
は
︑
尼
寺
に
逃
げ
込
ん
だ
毛
津
と
い

う
人
は
︑
一
︑
二
人
の
尼
を
奸
し
て
し
ま
い
︑
そ
こ
で
﹁
一
人
の
尼
が
恨
ん
で
︵
嫉
妬
︶
表
沙
汰
に
し
た
﹂
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒
こ
の

二
例
も
や
は
り
︑﹁
嫉
妬
ス
﹂
を
書
く
と
き
に
﹁
為
嫉
妬
﹂
で
は
な
く
﹁
嫉
妬
﹂
の
二
文
字
だ
け
で
あ
る
︒

四

こ
こ
ま
で
︑
漢
籍
や
日
本
の
上
代
文
献
資
料
に
お
い
て
︑﹁
嫉
妬
ス
﹂
を
漢
字
で
書
く
と
き
に
﹁
為
﹂
を
書
き
添
え
る
例
が
な
い
こ
と

が
分
か
っ
た
︒
当
該
箇
所
の
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
に
戻
る
と
︑
こ
の
文
字
列
を
従
来
の
よ
う
に
﹁
甚
ダ
嫉
妬
ス
﹂
と
訓
む
と
す
れ
ば
︑
や
は
り

﹁
為
﹂
の
字
に
違
和
感
を
覚
え
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑﹃
漢
語
大
字
典
﹄
の
﹁
為
﹂
の
項
目
に
︑﹁
㉒
助
詞
︒
４
．
附
于
表
示
程
度
的
単
音
副
詞
後
︑
加
強
語
意
︒

如
︑
甚
為
重
要
︑
極
為
不
満
﹂
と
書
い
て
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
為
﹂
の
字
に
助
詞
と
し
て
の
用
法
が
あ
り
︑﹁
程
度
を
表
す
単
音
︵
一
字
︶

副
詞
の
後
に
接
続
し
︑
語
意
を
強
め
る
﹂
と
い
う
役
割
を
担
い
︑
用
例
と
し
て
﹁
甚
為
重
要
﹂
﹁
極
為
不
満
﹂
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
︒﹁
甚
だ
重
要
で
あ
る
﹂﹁
極
め
て
不
満
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑﹁
甚
﹂﹁
極
﹂
と
い
っ
た
単
音
副
詞
の
後
に
﹁
為
﹂

が
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
語
意
が
強
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
漢
語
大
詞
典
﹄
の
﹁
為
﹂
の
項
目
に
も
﹁
㉝
助
詞
︒
３
．
附
于
某
些
表
示
程
度
的
単
音
副
詞
後
︑
加
強
語
気
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

﹁
一
部
の
程
度
を
表
す
単
音
︵
一
字
︶
の
副
詞
の
後
に
接
続
し
︑
語
気
を
強
め
る
﹂
と
い
う
語
釈
が
書
い
て
あ
る
︒
用
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
の
は
次
の
一
文
で
あ
る
︒

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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皆
好
二

車
馬
衣
服
一︑
其
自
奉
養
極
為
鮮
明
︑
而
亡
二

金
銀
錦
繍
之
物
一︒︵
﹃
漢
書
﹄
巻
七
十
二

王
貢
両
龔
鮑
伝
第
四
十
二
︶

傍
線
部
の
﹁
極
為
鮮
明
﹂
と
い
う
文
字
列
は
︑
程
度
を
表
す
副
詞
﹁
極
｣＋
助
詞
﹁
為
｣＋
形
容
詞
﹁
鮮
明
﹂
と
い
う
構
成
に
な
る
︒﹁
極

め
て
鮮
明
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑﹁
極
﹂
と
﹁
鮮
明
﹂
と
の
間
に
助
詞
﹁
為
﹂
の
字
を
付
け
加
え
ら
れ
︑
語
気
が
強
め
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

ほ
か
に
︑
太
田
辰
夫
氏
︵
11
︶

は
︑﹁
最
為
﹂﹁
尤
為
﹂﹁
稍
為
﹂﹁
較
為
﹂
と
い
っ
た
言
葉
に
あ
る
﹁
為
﹂
を
副
詞
の
接
尾
辞
と
看
做
し
︑
特
に

﹁
最
為
﹂
に
つ
い
て
︑﹁﹁
最
爲
﹂
は
﹁
一
ば
ん
⁝
⁝
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑﹁
爲
﹂
が
接
尾
辭
化
す
る
傾
向
は
古
く
か
ら
み
ら

れ
る
﹂
と
述
べ
︑
用
例
と
し
て
﹁
慶
於
諸
子
中
︑
最 ●

為 ●

簡
易
矣
︒︵
﹃
史
記
﹄
巻
一
百
三

万
石
張
叔
列
伝
︶﹂
︑﹁
七
十
子
之
徒
︑
賜
最 ●

為 ●

饒
益
︒

︵
﹃
史
記
﹄
巻
一
百
二
十
九

貨
殖
列
伝
︶﹂
を
挙
げ
︑
こ
れ
ら
の
用
例
に
つ
い
て
﹁
こ
の
よ
う
な
﹁
最
﹂
は
直
接
に
は
﹁
爲
﹂
を
修
飾
す
る
も

の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
事
實
上
︑
そ
の
重
點
は
あ
と
に
く
る
︵
﹁
簡
易
﹂﹁
饒
﹂
︶
に
あ
っ
て
︑
﹁
爲
﹂
は
さ
し
て
重
要
な
も
の
で
は
な
い
︒

そ
の
た
め
︑﹁
最
爲
﹂
で
一
つ
の
語
と
な
り
︑﹁
爲
﹂
が
接
尾
辭
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

右
に
挙
げ
た
辞
書
の
語
釈
や
太
田
氏
の
論
な
ど
を
踏
ま
え
て
︑
実
際
︑
漢
籍
で
﹁
︵
副
詞
)
＋
為
﹂
の
用
例
を
拾
っ
て
︑
検
証
し
て
い
き

た
い
︵
12
︶

︒❶
﹁
甚
為
﹂

①
迫
二

劫
万
民
一︑
夭
二

殺
無
罪
一︑
焼
二

残
民
家
一︑
掘
二

其
丘
冢
一︑
甚
為
暴
虐
︒︵
﹃
史
記
﹄
巻
一
百
六

呉
王
濞
列
伝
︶

②
迫
二

劫
万
民
一︑
伐
二

殺
無
罪
一︑
焼
二

残
民
家
一︑
掘
二

其
丘
壟
一︑
甚
為
虐
暴
︒︵
﹃
漢
書
﹄
巻
三
十
五

荊
燕
呉
伝
︶

③
臣
譚
伏
聞
三

陛
下
窮
二

折
方
士
黄
白
之
術
一︑
甚
為
明
矣
︒︵
﹃
後
漢
書
﹄
巻
二
十
八
上

桓
譚
馮
衍
列
伝
︶

④
台
有
二

三
峰
一︑
甚
為
崇
峻
︑
騰
雲
冠
レ

峰
︑
高
霞
翼
レ

嶺
︑
岫
壑
沖
レ

深
︑
含
レ

煙
罩
レ

霧
︒
︵
﹃
水
経
注
﹄
巻
十
一
︶

⑤
時
有
二

一
児
一︒
字
須
闍
提
︒
晋
言
二

善
生
一︒
至
二

年
七
歲
一︒
端
正
聡
黠
︒
甚
為
可
愛
︒︵
﹃
賢
愚
経
﹄
巻
第
一

須
闍
提
品
第
七
︶
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❷
﹁
極
為
﹂

①
斉
性
奢
綺
︑
尤
好
二

軍
事
一︑
兵
甲
器
械
極
為
精
好
︒︵
﹃
三
国
志
﹄
巻
六
十

賀
全
呂
周
鍾
離
伝
第
十
五
︶

②
海
神
復
更
化
二

作
一
人
︵
13
︶

一︒
極
為
端
政
︒︵
﹃
賢
愚
経
﹄
巻
第
一

海
神
難
問
船
人
品
第
五
︶

❸
﹁
最
為
﹂

①
燕
外
迫
二

蛮
貉
一︑
内
措
二

斉
晋
一︑
崎
嶇
強
国
之
間
︑
最
為
弱
小
︑
幾
レ

滅
者
数
矣
︒︵
﹃
史
記
﹄
巻
三
十
四

燕
召
公
世
家
第
四
︶

②
諸
子
白
レ

母
︒
射
猟
之
事
︒
最
為
快
楽
︒︵
﹃
賢
愚
経
﹄
巻
第
一

蘇
曼
女
十
子
品
第
五
十
八
︶

右
の
用
例
を
見
る
と
︑
❶
﹁
甚
為
﹂
の
下
に
﹁
暴
虐
﹂﹁
虐
暴
﹂﹁
明
﹂﹁
崇
峻
﹂
﹁
可
愛
﹂︑
❷
﹁
極
為
﹂
の
下
に
﹁
精
好
﹂﹁
端
政
﹂︑

❸
﹁
最
為
﹂
の
下
に
﹁
弱
小
﹂﹁
快
楽
﹂
と
い
っ
た
形
容
詞
が
接
続
す
る
︵
14
︶

︒
こ
れ
ら
の
﹁
為
﹂
は
﹁
ス
﹂
と
訓
む
の
で
は
な
く
︑
太
田
氏

の
指
摘
の
と
お
り
︑﹁
為
﹂
は
接
尾
辞
と
し
て
﹁
甚
﹂﹁
極
﹂﹁
最
﹂
と
い
っ
た
副
詞
の
後
に
接
続
し
︑﹁
甚
為
﹂﹁
極
為
﹂﹁
最
為
﹂
な
ど
は

一
つ
の
語
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
漢
語
大
詞
典
﹄
の
語
釈
を
借
り
て
言
え
ば
︑﹁
為
﹂
の
字
は
﹁
程
度
を
表
す
単
音
副

詞
︵
甚
な
ど
︶
の
後
に
接
続
し
︑
語
気
を
強
め
る
﹂
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
甚
為
暴
虐
﹂
は
﹁
甚
だ
暴
虐
で
あ
る
﹂
︑

﹁
極
為
精
好
﹂
は
﹁
極
め
て
精
好
で
あ
る
﹂︑﹁
最
為
弱
小
﹂
は
﹁
最
も
弱
小
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵
15
︶

︒

漢
籍
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
の
古
い
文
献
に
も
﹁︵
程
度
を
表
す
単
音
副
詞
︶
＋
為
﹂
の
用
例
が
確
認
で
き
る
︒

①
別
表
︑
讃
二

流
通
・
礼
拝
功
徳
一

云
︑
是
法
於
二

諸
法
中
一︑
最
為
殊
勝
︒
難
レ

解
難
レ

入
︒
周
公
・
孔
子
︑
尚
不
レ

能
レ

知
︒︵
﹃
日
本
書

紀
﹄
巻
第
十
九

欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
︶

②
王
去
不
レ

遠
︑
於
二

其
路
中
一︑
儵
受
二

重
病
一︑
高
声
叫
呻
︑
踴
二

離
于
地
二
三
尺
許
一︒
従
者
知
レ

状
︑
勧
二

請
法
師
一︑
師
否
不
レ

受
︒

三
遍
請
之
︑
猶
終
不
レ

受
︒
問
曰
︑﹁
病
﹂︒
答
︑﹁
甚
為
痛
﹂︒︵
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻

打
法
師
以
現
得
悪
病
而
死
縁
第
卅
五
︶

右
の
二
例
に
関
し
て
︑
従
来
の
訓
み
を
確
認
す
る
と
︑
①
﹁
㝡
モ
ト
モ

為
_殊
_勝

ス
ク
レ
テ
イ
マ
ス

﹂︵
北
野
本
︶︑
﹁
㝡

為
イ
マ
ス

二

殊
_勝
ス
ク
レ
テ一

﹂
︵
兼
右
本
︶︑﹁
最も
と

も
殊し
ゆ

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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勝し
よ
うに

ま
す
﹂︵
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

日
本
書
紀
﹄
︶︑
②
﹁
は
な
は
だ
痛
し
と
す
﹂︵
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

日
本
霊
異
記
﹄
︶︑﹁
甚
は
な
は

だ
痛

し
と
す
﹂︵
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

日
本
霊
異
記
﹄
︶︑﹁
は
な
は
だ
痛い
た

し
と
す
﹂︵
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

日
本
霊
異
記
﹄
︶
と
あ
る
が
︑﹃
漢

語
大
詞
典
﹄
な
ど
の
﹁
為
﹂
の
語
釈
や
︑
漢
籍
に
お
け
る
﹁︵
副
詞
)＋
為
﹂
の
用
例
を
参
考
に
︑
①
の
﹁
最
為
﹂
と
②
の
﹁
甚
為
﹂
を
一

つ
の
語
と
看
做
し
︑
①
﹁
最
為
殊
勝
﹂
は
﹁
最
も
殊
勝
で
あ
る
﹂︑
②
﹁
甚
為
痛
﹂
は
﹁
甚
だ
痛
で
あ
る
﹂
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ

ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
こ
の
二
例
に
あ
る
﹁
為
﹂
の
字
も
︑
や
は
り
︑﹁
ス
﹂
と
訓
む
の
で
は
な
く
︑
﹁
最
﹂﹁
甚
﹂
と
い
っ
た
副
詞
に
接

続
す
る
接
尾
辞
と
看
做
す
べ
く
︑
い
わ
ゆ
る
不
読
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

実
際
︑﹁
為
﹂
の
字
が
不
読
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
と
し
て
︑
ほ
か
に
﹁
以
為
﹂﹁
謂
為
﹂
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
古

事
記
﹄
上
巻
に
﹁
此
時
︑
箸
︑
従
二

其
河
一

流
下
︒
於
是
︑
須
佐
之
男
命
︑
以
三

為
人
有
二

其
河
上
一

而
﹂︵
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
︶
に
﹁
以
為
﹂

が
見
え
る
が
︑
こ
の
二
文
字
を
﹁
オ
モ
フ
﹂
と
訓
む
︒

﹁
以
﹂
の
字
を
調
べ
る
と
︑﹃
玉
篇
﹄
に
﹁
意
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
オ
モ
フ
﹂
の
意
味
が
確
認
で
き
︑
ま
た
︑﹃
類
聚
名
義
抄
﹄﹁
以
﹂

の
項
目
に
﹁
ヲ
モ
フ
﹂﹁
オ
モ
ヘ
ラ
ク
﹂
な
ど
も
書
か
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
以
﹂
の
一
文
字
だ
け
で
も
﹁
オ
モ
フ
﹂
の
意
味
が
あ
る
︒

一
方
︑﹁
以
﹂
の
下
に
﹁
為
﹂
の
字
が
接
続
し
︑﹁
以
為
﹂
と
い
う
文
字
列
で
用
い
ら
れ
る
例
も
し
ば
し
ば
見
え
る
︒﹃
類
聚
名
義
抄
﹄
の
﹁
以

為
﹂
の
項
目
に
﹁
オ
モ
ヘ
ラ
ク
﹂﹁
オ
モ
ヒ
テ
﹂
な
ど
の
訓
が
書
か
れ
て
お
り
︑
す
な
わ
ち
︑
﹁
以
﹂
と
﹁
以
為
﹂
と
は
︑﹁
為
﹂
の
字
が

あ
る
に
せ
よ
︑
な
い
に
せ
よ
︑﹁
オ
モ
フ
﹂﹁
オ
モ
ヘ
ラ
ク
﹂
と
訓
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
も
︑﹁
為
﹂
の
字
を
接
尾
辞

と
看
做
し
︑
訓
を
付
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

﹁
謂
為
﹂
は
﹃
古
事
記
﹄
中
巻
仲
哀
天
皇
条
﹁
天
皇
答
白
︑
登
二

高
地
一

見
二

西
方
一

者
︑
不
レ

見
二

国
土
一︑
唯
有
二

大
海
一︑
謂
為
詐
神
而
︑

押
二

退
御
琴
一︑
不
レ

控
︑
黙
坐
﹂
の
一
文
に
見
え
る
︒
注
釈
書
を
見
る
と
︑﹁
謂
為
詐
神
而
﹂
を
﹁
詐
い
つ
は
りを

為す

る
神
と
謂お
も

ひ
て
﹂︵
﹃
新
編
全
集
﹄
︶

の
よ
う
に
︑﹁
為
﹂
を
﹁
ス
﹂︵
ま
た
は
﹁
ナ
ス
﹂
︶
と
訓
む
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
漢
籍
や
漢
訳
仏
典
に
お
け
る
﹁
謂
為
﹂
の

― 16 ―



用
例
を
拾
っ
て
み
る
と
︑﹁
謂
為
﹂
の
二
文
字
で
﹁
オ
モ
フ
﹂
と
訓
む
の
が
一
般
的
で
あ
る
︵
16
︶

︒﹃
類
聚
名
義
抄
﹄
の
﹁
謂
﹂
の
項
目
に
﹁
オ

モ
フ
﹂
の
訓
が
確
認
で
き
︑
つ
ま
り
︑﹁
謂
﹂
の
一
文
字
だ
け
で
﹁
オ
モ
フ
﹂
の
意
味
が
あ
る
が
︑
下
に
﹁
為
﹂
が
接
続
し
て
﹁
謂
為
﹂

の
文
字
列
に
な
っ
て
も
﹁
オ
モ
フ
﹂
と
訓
む
︒﹁
謂
為
﹂
の
﹁
為
﹂
は
﹁
以
為
﹂
の
﹁
為
﹂
は
同
じ
く
接
尾
辞
で
あ
り
︑﹁
為
﹂
を
﹁
ス
﹂

︵
ま
た
は
﹁
ナ
ス
﹂
︶
と
訓
む
必
要
は
な
い
︒

五

こ
こ
ま
で
︑﹁
為
﹂
の
字
の
在
り
よ
う
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
行
い
︑
接
尾
辞
と
し
て
の
﹁
為
﹂
の
用
法
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
﹃
古

事
記
﹄
当
該
箇
所
の
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
に
も
ど
る
と
︑
こ
の
四
文
字
は
﹁
甚
だ
嫉
妬
で
あ
る
︵
非
常
に
嫉
妬
深
い
︶
﹂
と
い
う
意
味
で
考
え
ら

れ
る
︒
あ
と
は
︑
前
後
の
文
脈
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
な
る
︒

あ
ら
た
め
て
原
文
を
見
る
と
︑
ま
ず
﹁
又
︑
其
神
之
適
后
須
勢
理
毘
売
命
︑
甚
為
嫉
妬
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
又
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ

て
い
る
︒﹁
又
﹂
の
字
は
﹃
古
事
記
﹄
本
文
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
お
お
む
ね
二
つ
の
用
法
が
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑

一
つ
目
は
︑
事
物
・
事
件
を
並
列
す
る
と
き
︑
あ
る
い
は
さ
ら
に
付
加
す
る
と
き
に
﹁
又
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

①
故
︑
其
大
年
神
︑
娶
二

神
活
須
毘
神
之
女
︑
伊
怒
比
売
一︑
⁝
又﹅

︑
娶
二

香
用
比
売
一︑
⁝
又﹅

︑
娶
二

天
知
迦
流
美
豆
比
売
一︑︵
上
巻

大
年
神
の
系
譜
︶

②
自
レ

其
幸
行
而
︑
到
二

能
煩
野
一

之
時
︑
思
レ

国
以
︑
歌
曰
︑
⁝
又﹅

︑
歌
曰
︑
⁝
此
歌
者
︑
思
国
歌
也
︒
又﹅

︑
歌
曰
︑
︵
中
巻

景
行

天
皇
条
︶

右
の
二
例
を
見
る
と
︑
①
は
大
年
神
の
妻
が
記
さ
れ
る
た
び
に
︑﹁
又
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
②
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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の
歌
が
付
加
さ
れ
る
た
び
に
︑﹁
又
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
文
脈
は
一
貫
し
て
お
り
︑
主
語
は
変
わ
ら
な

い
の
で
あ
る
︒
一
方
︑﹁
又
﹂
の
字
の
二
つ
目
の
用
法
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

①
故
︑
因
二

其
麻
之
三
勾
遺
一

而
︑
名
二

其
地
一

謂
二

美
和
一

也
︒
又﹅

︑
此
之
御
世
︑
大
毘
古
命
者
︑
遣
二

高
志
道
一︑︵
中
巻

崇
神
天
皇
条
︶

②
然
︑
宇
遅
能
和
紀
郎
子
者
︑
早
崩
︒
故
︑
大
雀
命
︑
治
二

天
下
一

也
︒
又﹅

︑
昔
︑
有
二

新
羅
国
王
之
子
一︒
名
︑
謂
二

天
之
日
矛
一︒
是
人
︑

参
渡
来
也
︒︵
中
巻

応
神
天
皇
条
︶

③
故
︑
是
一
言
主
之
大
神
者
︑
彼
時
所
レ

顕
也
︒
又﹅

︑
天
皇
︑
婚
二

丸
邇
之
佐
都
紀
臣
之
女
︑
袁
杼
比
売
一︑
幸
二

行
于
春
日
一

之
時
︑

媛
女
︑
逢
レ

道
︒︵
下
巻

雄
略
天
皇
条
︶

右
の
三
例
に
も
﹁
又
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
と
︑
①
﹁
又
﹂
の
前
は
三
輪
山
伝
説
の
話
で
︑

﹁
又
﹂
の
後
は
大
毘
古
命
の
話
に
な
っ
て
い
る
︒
②
﹁
又
﹂
の
前
は
仁
徳
天
皇
即
位
に
関
し
て
の
話
で
︑﹁
又
﹂
の
後
は
天
之
日
矛
の
話
に

な
っ
て
い
る
︒
③
﹁
又
﹂
の
前
は
一
言
主
神
の
話
で
︑﹁
又
﹂
の
後
は
雄
略
天
皇
の
求
婚
の
話
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
又
﹂
の
字

は
事
物
の
並
列
や
付
加
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
一
つ
の
話
か
ら
︑
も
う
一
つ
別
の
話
へ
の
転
換
の
と
き
に
用
い
ら
れ
て

お
り
︑
主
語
も
変
わ
る
の
で
あ
る
︒

当
該
箇
所
の
本
文
を
見
る
と
︑﹁
又
﹂
の
前
は
﹁
故
︑
其
夜
者
不
レ

合
而
︑
明
日
夜
為
二

御
合
一

也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
ヤ
チ
ホ
コ
と
ヌ

ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
の
結
婚
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑﹁
又
﹂
の
後
は
﹁
其
神
之
適
后
須
勢
理
毘
売
命
︑
甚
為
嫉
妬
︒
故
︑
其
日
子
遅
神
︑

和
備
弖
︑
自
二

出
雲
一

将
レ

上
二

坐
倭
国
一

而
︑
⁝
歌
曰
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
ヤ
チ
ホ
コ
の
正
妻
ス
セ
リ
ビ
メ
は
大
変
嫉
妬
深
い
女
性
で
あ

る
た
め
︑
ヤ
チ
ホ
コ
は
困
惑
し
て
し
ま
い
︑
出
雲
国
よ
り
倭
国
に
上
ろ
う
と
す
る
と
き
に
︑
ス
セ
リ
ビ
メ
に
歌
を
歌
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
従
来
の
解
釈
は
︑
た
と
え
ば
﹁
須
勢
理
毘
売
命
は
ひ
ど
く
嫉
妬
し
た
﹂︵
﹃
新
編
全
集
﹄
︶
の
よ
う
に
訳
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
︑
宣
長
は
﹁
さ
て
此コ
コ

は
︑
必
し
も
上
の
沼
河
比
賣
の
み
に
は
係カ
ケ

て
見
べ
か
ら
ず
︑
彼レ

と
は
別コ
ト

段
ク
ダ
リ

な
れ
ば
︑
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惣ス
ベ

て
の
上ウ
ヘ

を
云
な
り
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
云
々
の
文
脈
は
︑
前
に
見
え
る
ヤ
チ
ホ
コ
と
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
の
結
婚

の
話
と
は
必
ず
し
も
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
は
言
え
な
い
︑
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
本
文
に
あ
る
﹁
自
二

出
雲
一

将
レ

上
二

坐
倭
国
一

而
﹂
の
一
文
に
注
目
し
た
い
︒
ヤ
チ
ホ
コ
は
︑
こ
の
時
点
で
は
︑
出

雲
国
よ
り
倭
国
に
上
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ヤ
チ
ホ
コ
と
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
の
結
婚
の
話
の
最
初
に
︑
本
文
に
は
﹁
此

八
千
矛
神
︑
将
レ

婚
二

高
志
国
之
沼
河
比
売
一

幸
行
之
時
︑
到
二

其
沼
河
比
売
之
家
一︑
歌
曰
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
ヤ
チ
ホ
コ
と

ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
の
結
婚
の
舞
台
は
高
志
国
︵
今
の
北
陸
地
方
︶
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
を
﹁
ひ
ど
く
嫉
妬
し
た
﹂
と
訳

し
て
し
ま
え
ば
︑
正
妻
の
ス
セ
リ
ビ
メ
は
︑
ヤ
チ
ホ
コ
と
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
の
結
婚
を
受
け
て
の
嫉
妬
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
こ
れ
は
地

理
的
要
素
か
ら
考
え
れ
ば
辻
褄
が
合
わ
な
い
の
で
あ
る
︒

﹁
甚
為
﹂
や
﹁
又
﹂
な
ど
の
用
法
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
︑
ス
セ
リ
ビ
メ
の
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
は
︑
ヤ
チ
ホ
コ
と
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
の
結

婚
を
受
け
て
﹁
ひ
ど
く
嫉
妬
し
た
﹂
と
解
釈
す
る
よ
り
︑
ス
セ
リ
ビ
メ
は
﹁
大
変
嫉
妬
深
い
人
で
あ
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
ス
セ
リ
ビ
メ

の
普
段
の
性
格
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

傍
証
と
し
て
︑
ヤ
チ
ホ
コ
と
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
の
話
の
直
前
に
︑
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
︵
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
別
名
︶
と
稲
羽
の
ヤ
カ
ミ
ヒ
メ
と

の
結
婚
す
る
話
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
の
兄
弟
た
ち
は
︑
め
い
め
い
稲
羽
の
ヤ
カ
ミ
ヒ
メ
と
結
婚
し
た
い
と
思
っ
て
稲
羽
へ
と

出
発
す
る
︒
そ
の
と
き
︑
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
に
袋
を
背
負
わ
せ
て
︑
従
者
と
し
て
連
れ
て
行
っ
た
︒
し
か
し
︑
ヤ
カ
ミ
ヒ
メ
は
最
終
的
に
オ

ホ
ア
ナ
ム
ヂ
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
ヤ
カ
ミ
ヒ
メ
は
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
と
結
婚
し
た
と
は
い
え
ど
も
︑﹁
其
八
上
比
売
者
︑

雖
二

率
来
一︑
畏
二

其
嫡
妻
須
世
理
毘
売
一

而
︑
其
所
レ

生
子
者
︑
刺
二

挟
木
俣
一

而
返
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
ヤ
カ
ミ
ヒ
メ
を
連
れ
て
来
た
け
れ

ど
も
︑
正
妻
の
ス
セ
リ
ビ
メ
を
恐
れ
て
︑
生
ん
だ
子
ど
も
を
木
の
俣
に
刺
し
挟
ん
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
話
は
︑
間
接
的

に
ス
セ
リ
ビ
メ
の
嫉
妬
深
い
性
格
を
反
映
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
︒

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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当
該
箇
所
の
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
に
戻
る
と
︑
す
な
わ
ち
︑
ヤ
チ
ホ
コ
は
高
志
国
に
行
っ
て
︑
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
歌
の
や
り
と
り
を
し
た
後

に
結
婚
し
た
︒
一
方
︑
正
妻
の
ス
セ
リ
ビ
メ
は
大
変
嫉
妬
深
い
人
で
あ
る
か
ら
︑
ヤ
チ
ホ
コ
は
困
惑
し
て
︑
出
雲
国
よ
り
倭
国
に
上
ろ
う

と
す
る
と
き
に
︑
ス
セ
リ
ビ
メ
と
歌
の
や
り
と
り
を
し
て
︑
正
妻
と
の
関
係
を
も
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
文
脈
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒六

本
論
文
は
︑﹃
古
事
記
﹄
上
巻
ヤ
チ
ホ
コ
の
歌
物
語
に
見
え
る
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
文
字
列
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
︒
従
来
は
︑﹃
古
事

記
﹄
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
中
で
﹁
為
﹂
の
字
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
︑
﹃
古
事
記
﹄
周
辺
の
上
代
文
献
資
料
︑
お
よ
び

漢
訳
仏
典
を
含
め
て
の
漢
籍
文
献
資
料
な
ど
に
お
い
て
も
用
例
を
調
べ
︑
広
い
範
囲
で
﹁
為
﹂
の
字
を
眺
め
て
み
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑

﹁
為
﹂
は
﹁
ス
﹂
と
訓
ま
ず
︑﹁
甚
為
﹂
の
二
字
を
一
つ
の
語
と
看
做
し
︑﹁
甚
為
﹂
の
下
に
あ
る
﹁
嫉
妬
﹂
は
形
容
詞
で
あ
り
︑﹁
甚
為
嫉

妬
﹂
は
﹁
非
常
に
嫉
妬
深
い
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
︒﹄

注

︵
１
︶
﹃
古
事
記
﹄
本
文
は
山
口
佳
紀

神
野
志
隆
光
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

古
事
記
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
︶
よ
り
引
用
し
た
︒
傍
点
と
傍

線
は
筆
者
に
よ
る
︒
な
お
︑﹁
御
馬
之
鞍
﹂
の
﹁
鞍
﹂
の
字
は
︑
底
本
で
は
﹁
雲
﹂
と
作
る
︒

︵
２
︶
兼
永
筆
本
は
﹃
卜
部
兼
永
筆
本
古
事
記
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
八
一
年
︶︑
前
田
本
は
﹃
前
田
本
古
事
記
﹄
︵
尊
經
閣
叢
刊
︑
一
九
三
八
年
︶︑
猪
熊
本

は
﹃
猪
熊
本
古
事
記
﹄︵
古
典
保
存
會
︑
一
九
三
六
年
︶︑
寛
永
版
本
は
﹃
古
事
記
﹄
︵
觀
音
町
風
月
宗
智
刊
行
︑
一
六
四
四
年
︶︑
延
佳
本
は
﹃
延
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佳
神
主
校
正

鼇
頭
古
事
記
﹄︵
皇
都
書
林
文
昌
堂
︑
一
六
八
七
年
︶
に
拠
る
が
︑
曼
殊
院
本
は
﹃
諸
本
集
成
古
事
記
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
八
一
年
︶

を
参
考
に
し
た
︒

︵
３
︶
﹃
古
事
記
﹄
の
注
釈
書
は
以
下
の
も
の
を
参
考
に
し
た
︒

賀
茂
真
淵
﹃
仮
名
書
古
事
記
﹄︵﹃
賀
茂
真
淵
全
集

第
十
七
巻
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
八
二
年
︶

本
居
宣
長
﹃
古
事
記
伝
﹄︵﹃
本
居
宣
長
全
集

第
九
巻
﹄
筑
摩
書
房
︑
一
九
六
八
年
︶

神
田
秀
夫

太
田
善
麿
﹃
日
本
古
典
全
書

古
事
記
﹄︵
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
六
二
年
︶

尾
崎
暢
殃
﹃
古
事
記
全
講
﹄︵
加
藤
中
道
館
︑
一
九
六
六
年
︶

倉
野
憲
司
﹃
古
事
記
全
註
釈
﹄︵
三
省
堂
︑
一
九
七
三
年
︶

西
郷
信
綱
﹃
古
事
記
注
釈
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
七
五
年
︶

西
宮
一
民
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

古
事
記
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
七
九
年
︶

青
木
和
夫

石
母
田
正

小
林
芳
規

佐
伯
有
清
﹃
日
本
思
想
大
系

古
事
記
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
二
年
︶

山
口
佳
紀

神
野
志
隆
光
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

古
事
記
﹄︵
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
︶

中
村
啓
信
﹃
新
版
古
事
記

現
代
語
訳
付
き
﹄︵
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
︑
二
〇
〇
九
年
︶

沖
森
卓
也

佐
藤
信

矢
嶋
泉
﹃
新
校
古
事
記
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
二
〇
一
五
年
︶

︵
４
︶
三
矢
重
松
﹁
古
事
記
に
於
け
る
特
殊
な
る
訓
法
の
研
究
﹂︵
三
浦
佑
之
﹃
古
事
記
へ
の
眼
差
し
﹄
ク
レ
ス
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶

︵
５
︶
福
田
良
輔
﹁
古
事
記
の
﹁
爲
﹂
字

特
に
所
謂
完
了
の
助
動
詞
を
表
記
す
る
も
の
に
つ
い
て

﹂
︵﹁
國
語
・
國
文
﹂
第
十
六
巻
第
三
號
︑

一
九
七
四
年
四
月
︶

︵
６
︶
山
口
佳
紀
﹃
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
﹄
第
六
章
﹁
形
式
字
の
訓
読
と
読
添
え
﹂
第
一
節
﹁
﹁
為
﹂
字
の
用
法
と
訓
読
﹂
︵
有
精
堂
︑
一
九
九
五
年
︶
︒

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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︵
７
︶
小
島
憲
之
﹃
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學

上
﹄
第
四
章
﹁
古
事
記
の
文
學
性
﹂
第
二
篇
﹁
古
事
記
の
述
作
﹂︵
塙
書
房
︑
一
九
六
二
年
︶︒

︵
８
︶﹃
史
記
﹄﹃
漢
書
﹄
の
本
文
は
中
華
書
局
版
よ
り
引
用
し
た
も
の
︒﹃
新
釈
漢
文
大
系

史
記
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
七
三
年
︶
︑﹃
漢
書
﹄︵
筑
摩
書
房
︑

一
九
七
七
年
︶
等
を
参
考
に
し
て
︑
適
宜
に
句
読
点
と
返
り
点
を
付
け
た
︒
な
お
︑
﹁
嫉
妬
﹂
の
﹁
妬
﹂
の
字
形
に
関
し
て
は
︑﹃
説
文
解
字
﹄︵
臺

灣
中
華
書
局
︑
一
九
七
五
年
︶
に
﹁

︑
婦
妒
夫
也
︑
从
女
︑
戸
声
︑
當
故
切
﹂︑﹃
玉
篇
﹄︵
臺
灣
中
華
書
局
︑
一
九
七
七
年
︶
に
﹁
妒
︑
丹
故
切
︑

爭
色
也
︑
妬
︑
同
上
﹂︑﹃
広
韻
﹄︵
臺
灣
中
華
書
局
︑
一
九
六
六
年
︶
に
﹁
妒
︑
妒
忌
︑
當
故
切
︑
妬
︑
上
同
﹂
︑﹃
集
韻
﹄︵
臺
灣
中
華
書
局
︑

一
九
六
六
年
︶
に
﹁
妒
妬
︑
都
故
切
︑
説
文
︑
婦
妬
夫
也
︑
或
作
妒
﹂
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
︑
﹁
妬
﹂
と
﹁
妒
﹂
は
同
字
︒
漢
籍
に
お
い
て
﹁
妒
﹂

﹁
妬
﹂
の
両
方
が
用
い
ら
れ
る
が
︑
本
論
文
は
便
宜
上
︑﹁
妬
﹂
の
字
形
で
統
一
す
る
︒

︵
９
︶
﹁
足
母
阿
賀
迦
邇
嫉
妬
﹂
は
真
福
寺
本
に
﹁
足
母
阿
賀
迩
嫉
﹂
と
作
る
︒

︵
10
︶
﹃
日
本
書
紀
﹄
本
文
は
︑
毛
利
正
守

小
島
憲
之

直
木
孝
次
郎

西
宮
一
民

蔵
中
進
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

日
本
書
紀
﹄
︵
小
学
館
︑

一
九
九
四
年
︶
よ
り
引
用
し
た
︒
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︒

︵
11
︶
太
田
辰
夫
﹃
中
国
語
歴
史
文
法
﹄︵
朋
友
書
店
︑
二
〇
一
三
年
︶︒

︵
12
︶﹃
後
漢
書
﹄﹃
三
国
志
﹄
本
文
は
中
華
書
局
版
︑﹃
水
経
注
﹄
本
文
は
﹃
水
經
注

大
唐
西
域
記

史
通
﹄︵
臺
灣
商
務
印
書
館
︑
一
九
七
九
年
︶︑﹃
賢

愚
経
﹄
は
﹃
大
正
新
脩
大
藏
經

第
四
巻

本
緣
部
下
﹄︵
大
正
新
脩
大
藏
經
刊
行
會
︑
一
九
二
四
年
︶
よ
り
引
用
し
︑
適
宜
に
句
読
点
と
返
り
点

を
付
け
た
︒

︵
13
︶
底
本
﹃
高
麗
八
萬
大
蔵
経
﹄
は
﹁
海
神
復
化﹅

更﹅

作
一
人
﹂
と
あ
る
が
︑
宋
版
本
︑
元
版
本
︑
明
版
本
に
拠
り
﹁
海
神
復
更﹅

化﹅

作
一
人
﹂
に
改
め
た
︒

︵
14
︶
補
足
と
し
て
︑﹁
甚
為
可
愛
﹂
を
﹁
甚
ダ
可
愛
ス
﹂︑﹁
極
為
端
政
﹂
を
﹁
極
メ
テ
端
政
ス
﹂︑
﹁
最
為
快
楽
﹂
を
﹁
最
モ
快
楽
ス
﹂
と
訓
む
こ
と
が
で

き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
を
﹁
甚
ダ
嫉
妬
ス
﹂
と
訓
む
こ
と
も
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
15
︶
﹁
︵
副
詞
)
＋
為
﹂
の
用
例
は
︑
ほ
か
に
﹁
而
今
貴
戚
近
親
︑
奢
縦
無
レ

度
︑
嫁
聚
送
レ

終
︑
尤
為
僭
侈
︒︵﹃
後
漢
書
﹄
巻
三

粛
宗
孝
章
帝
︶﹂
︑﹁
波
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斯
匿
王
︒
白
二

世
尊
一

言
︒
如
来
出
世
︒
実
為
奇
特
︒︵﹃
賢
愚
経
﹄
巻
第
七

尼
提
度
縁
品
第
三
十
︶﹂
︑﹁
漢
世
方
二

之
匈
奴
一

︑
頗
為
衰
寡
︑
而
中

興
以
後
︑
辺
難
漸
大
︒︵﹃
後
漢
書
﹄
巻
八
十
七

西
羌
伝
︶﹂
な
ど
も
確
認
で
き
る
︒

︵
16
︶
﹁
既
見
二

金
革
稍
寧
︑
方
隅
漸
泰
一︑
不
レ

推
二

天
功
一︑
謂
二

為
己
力
一︒﹂︵﹃
芸
文
類
聚
﹄
第
五
十
二
巻

治
政
部
上
︶
︑﹁
見
二

王
送
レ

函
一︒
謂
二

為
致
供
一︒﹂

︵
﹃
賢
愚
経
﹄
梨
耆
弥
七
子
品
第
三
十
二
︶︒

︹
付
記
︺
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
︑
毛
利
正
守
先
生
よ
り
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
︒
こ
こ
に
︑
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
か
ん

こ
う
ぜ
ん
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
生
︶

﹃
古
事
記
﹄
﹁
甚
為
嫉
妬
﹂
の
﹁
為
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵
管
︶
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