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キ
ー
ワ
ー
ド
一
　
「
通
ふ
」
、

襲
　
　
旨

類
似
表
現
、
共
通
性
、

意
味
拡
張

　
『
源
氏
物
語
』
中
に
使
わ
れ
て
い
る
「
通
ふ
」
は
、
①
人
間
が
実
際
に

A
地
点
と
B
地
点
を
行
き
来
す
る
こ
と
を
表
す
場
合
、
②
人
物
A
と
人
物

B
の
心
に
共
感
が
生
じ
る
こ
と
を
表
す
場
合
、
③
対
象
A
と
対
象
B
の
共

通
点
を
示
し
て
、
結
果
的
に
A
と
B
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
場
合

が
あ
る
。

　
そ
の
中
で
、
③
の
場
合
の
「
通
ふ
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
用
例
数
は

「
通
ふ
」
の
総
数
8
6
例
申
1
7
例
を
占
め
て
お
り
、
「
似
る
」
の
前
提
と
な
る

場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
晶
中
、
門
源
氏
物
語
』
で

は
「
通
ふ
」
の
意
味
拡
張
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
ら
た
め
て
注
意
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

『
源
氏
物
語
』
の

「
早
蕨
」
の
巻
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

ー
い
と
さ
か
り
に
に
ほ
ひ
多
く
お
は
す
る
人
の
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
も
の
思
ひ

　
に
、
す
こ
し
う
ち
面
痩
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
気
色

　
ま
さ
り
て
、
昔
人
に
も
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
。
並
び
た
ま
へ
り
し
を
り
は
、

　
と
り
ど
り
に
て
一
さ
ら
に
似
た
ま
へ
り
と
も
見
え
ざ
り
し
を
、
う
ち
忘
れ

　
て
は
、
ふ
と
そ
れ
か
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
通
ひ
た
ま
へ
る
を
、
…
（
早
蕨
、

B
§

例
文
ー
は
、
薫
の
視
点
で
中
の
藩
の
様
子
が
亡
き
大
君
に
類
似
し
て
い
る
こ
と

を
表
す
場
面
で
、
傍
線
を
施
し
た
「
お
ぼ
ゆ
」
「
似
る
」
「
通
ふ
」
に
対
し
て
大

部
分
の
注
釈
書
や
辞
典
類
で
は
『
似
る
」
の
意
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、

先
行
研
究
で
も
こ
れ
ら
の
「
お
ぼ
ゆ
」
「
似
る
」
「
通
ふ
」
を
と
も
に
類
似
を
表

す
表
現
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
通
ふ
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
小

論
の
調
査
で
は
苧
、
・
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
の
中
で
『
源
氏
物
語
』
（
η

例
）
、
『
宇
津
保
物
語
』
（
2
例
）
、
『
紫
式
部
目
記
』
（
1
例
）
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
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（
1
例
）
、
『
狭
衣
物
語
』
（
1
例
）
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
5
例
）
、
『
夜
半
の

寝
覚
』
（
2
例
）
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
（
3
例
）
の
よ
う
に
主
と
し
て
『
源

氏
物
語
』
の
以
後
の
作
品
に
ま
れ
で
あ
り
な
が
ら
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
「
通
ふ
」
が
『
源
氏
物
語
』
に
な
っ
て
多
く
使
わ
れ
て
い
る
理
由
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
一
般
的
に
類
似
表
現
と
言
わ
れ
て
い
る
「
似
る
」
や
『
お
ぼ

ゆ
」
と
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
『
源
氏
物
語
』

に
は
「
似
通
ふ
」
の
例
も
あ
る
が
、
門
似
る
」
や
「
お
ぼ
ゆ
」
と
の
関
係
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
小
論
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
の
「
通
ふ
」
を
取
り
上
げ
、
「
通
ふ
」
が
単
に

対
象
閲
の
共
通
性
を
示
す
も
の
で
、
場
合
に
よ
つ
て
は
「
似
る
」
や
「
お
ぼ
ゆ
」

の
前
提
と
な
る
が
、
類
似
を
表
す
語
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
い
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
は
じ
め
て
「
通
ふ
」
が
人
物
を
対
象
と

し
た
表
現
に
ま
で
意
味
を
拡
張
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
提
示
す
る
。

二
　
閉
通
ふ
」
の
用
法

　
『
源
氏
物
語
』
中
に
は
、
総
8
6
例
の
「
通
ふ
」
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
、

例
え
ば
（
以
下
、
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
小
学
館
目
本
古
典
文
学
全
集
（
秋

山
度
校
注
・
訳
、
昭
和
5
7
年
）
に
よ
る
。
傍
線
筆
者
）
、

2
い
と
忍
び
て
通
ひ
た
ま
ふ
所
の
、
道
な
り
け
る
を
思
し
出
で
て
、

　
叩
か
せ
た
ま
へ
ど
、
聞
き
っ
く
る
人
な
し
。
（
若
紫
、
甲
ω
昌
）

門
う
ち

の
よ
う
に
、
源
氏
が
尼
君
を
亡
く
し
た
若
紫
の
と
こ
ろ
へ
弔
い
に
行
っ
た
帰
途

に
常
に
忍
び
通
っ
た
所
を
尋
ね
る
と
い
う
例
が
あ
る
。
ま
た
、

3
い
か
な
れ
ば
、
い
と
か
く
し
も
世
を
思
ひ
離
れ
た
ま
ふ
ら
む
、
聖
だ
ち
た

ま
へ
り
し
あ
た
り
に
て
、
常
な
き
も
の
に
思
ひ
知
り
た
ま
へ
る
に
や
、
と

思
す
に
、
い
と
ど
わ
が
心
通
ひ
て
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
か
し
だ
ち
憎
く
も
お

ぼ
え
ず
。
一
総
角
、
や
冒
－
）

の
よ
う
に
、

る
。
一
方
、

薫
と
大
君
と
の
心
の
状
態
が
通
じ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
例
も
あ

4
「
あ
た
り
を
か
し
う
て
、
海
づ
ら
に
通
ひ
た
る
所
の
さ
ま
に
な
む
は
べ
り

　
け
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
…
（
松
風
、
や
s
－
）

5
言
葉
の
や
う
に
闘
こ
え
た
ま
ふ
。
つ
れ
な
き
人
の
御
け
は
ひ
に
も
通
ひ
て
、

思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
れ
ど
、
答
へ
に
く
く
て
、
弁
し
て
ぞ
闘
こ
え
た
ま
ふ
。

　
（
総
角
、
勺
1
ω
嵩
）

と
、
惟
光
に
と
っ
て
大
堰
の
家
の
周
辺
の
お
も
む
き
が
明
石
の
家
の
周
り
の
風

景
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
（
4
）
や
、
中
の
君
に
と
っ
て
薫
の
。

も
の
を
言
う
様
子
が
夫
の
匂
宮
と
共
通
し
て
い
る
点
が
あ
る
と
感
じ
る
こ
と

（
5
）
を
表
す
例
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
通
ふ
」
に
は
、
①
人
間
が
実
際
に
A
地

点
と
B
地
点
を
行
き
来
す
る
こ
と
を
表
す
場
合
、
②
人
物
A
と
人
物
B
の
心
に

共
感
が
生
じ
る
こ
と
を
表
す
場
合
、
③
対
象
A
と
対
象
B
の
共
通
点
を
示
し
て
、

結
果
的
に
A
と
B
が
類
似
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
表
す
場
合
が
あ
る
。
筆
者

の
調
査
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
①
と
②
の
場
合
が
6
9
例
あ
り
、
③
の
場
合

が
1
7
例
あ
る
。
そ
の
中
で
、
小
論
で
の
考
察
対
象
と
す
る
③
の
場
合
に
注
目
し

て
み
る
と
、
先
行
研
究
で
あ
る
藤
川
（
畠
s
）
で
は
、
「
お
ぼ
ゆ
」
「
似
る
」
「
通
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ふ
」
を
一
括
し
て

対
し
て
は
、

「
似
テ
イ
ル
」
と
い
う
表
現
と
し
て
捉
え
て
、

「
通
ふ
」

に

「
何
ば
か
り
の
親
族
に
か
は
あ
ら
む
。
い
と
よ
く
も
似
通
ひ
た
る
壌

か
な
」
と
思
ひ
く
ら
ぶ
る
に
、
、
（
浮
舟
、
三
貫
）

の
よ
う
な
「
似
通
ふ
」
の
場
合
も
含
め
て
総
2
6
例
を
あ
げ
て
い
る
雪
。

ら
を
人
の
類
似
性
と
そ
の
他
に
分
類
し
て
、

方と

　
人
と
人
の
類
似
性
の
場
合
、
「
似
通
ツ
テ
イ
ル
」
所
は
、

「
つ
ら
つ
き
」
「
ま
み
」
等
で
、
そ
の
辺
は
門
お
ぼ
ゆ
」

面
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
（
唄
さ
）

「
通
ふ
」
と
「
お
ぼ
ゆ
」

人
物
以
外
の
例
で
は
、

そ
れ

「
御
け
は
ひ
」

の
特
徴
の
一
側

と
の
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
一

　
似
通
っ
て
い
る
点
を
、
具
体
的
に
指
摘
で
き
る
も
の
が
十
二
例
で
、

体
の
半
分
に
近
い
数
で
あ
る
の
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
勺
．
ω
〇
一

全

と
、
「
似
通
っ
て
い
る
点
を
、
具
体
的
に
指
摘
で
き
る
も
の
」
が
「
通
ふ
」
に

多
い
こ
と
を
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
似
る
」
の
特
徴
と
し

て
も
挙
げ
ら
れ
て
お
り
注
3
、
「
通
ふ
」
の
位
置
づ
け
が
は
つ
き
り
し
な
い
。
ま

た
、
例
1
の
よ
う
に
「
通
ふ
」
が
「
お
ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
の
言
い
換
え
の
よ

う
に
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
語
の
関
係
に
つ
い
て
具
体

的
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
例
6
の
よ
う
な
「
似
通
ふ
」
も
「
通

ふ
」
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
「
似
通
ふ
」
は
、

小
論
で
の
調
査
に
よ
る
と
穿
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
献
中
で
『
源
氏
物
語
』

に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
「
似
通
ふ
」
と
い
う
複
合
語
の
存
在
も
考
察
の
余
地

が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
藤
川
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
の
「
お
ぼ
ゆ
」
「
似
る
」
「
通

ふ
」
を
類
似
表
現
と
い
う
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
「
通
う
」

を
検
討
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
用
例
分
析
に
よ
る
数
宇
上
の
縞
果
だ
け
を
並
べ

る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
い
、
「
通
ふ
」
と
言
い
替
え
が
で
き
そ
う
な
「
お
ぼ

ゆ
」
や
門
似
る
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
門
似
通
ふ
」
の
存
在
に

関
し
て
は
説
明
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
「
通

ふ
」
の
用
法
を
検
討
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品

か
ら
の
幅
広
い
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
、
改
め
て
『
源

氏
物
語
』
中
で
い
わ
ゆ
る
「
似
る
」
の
意
と
解
さ
れ
る
「
通
ふ
」
を
取
り
上
げ
、

平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
晶
と
の
比
較
を
行
い
、
そ
の
用
法
に
つ
い
て
具
体
的

に
解
明
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
次
節
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
出
現
す
る
「
通

ふ
」
の
用
例
を
整
理
す
る
。

三
　
い
わ
ゆ
る

『
似
る
」
と
解
さ
れ
る
『
通
ふ
」

　
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
と
の
比
較
を
行
う
前
に
『
源
氏
物
語
』
中
で
い

わ
ゆ
る
「
似
る
」
の
意
と
解
さ
れ
る
「
通
ふ
」
の
例
を
整
理
し
て
み
る
。

「
通
ふ
」
が
人
物
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
（
9
例
）

a
）
藤
壼
の
中
宮
ガ
桐
壼
更
衣
二
通
フ
一
以
下
、
藤
壷
の
中
宮
↓
桐
壷
更
衣
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「通ふ」の用法（20）

　
　
の
よ
う
に
示
す
）

　
「
な
疎
み
た
ま
ひ
そ
。
あ
や
し
く
よ
そ
へ
聞
こ
え
つ
べ
き
心
地
な
ん
す
る
。

　
な
め
し
と
思
さ
で
、
ら
う
た
く
し
た
ま
へ
。
頬
つ
き
ま
み
な
ど
は
、
い

　
と
よ
う
似
た
り
し
ゆ
ゑ
、
か
よ
ひ
て
見
え
た
ま
ふ
も
、
似
げ
な
か
ら
ず

　
な
む
」
な
ど
聞
こ
え
つ
け
た
ま
へ
れ
ば
、
（
桐
壼
、
三
8
）

b
）
小
君
↓
空
蝉

　
手
さ
ぐ
り
の
、
細
く
小
さ
き
ほ
ど
、
髪
の
い
と
長
か
ら
ざ
り
し
壌

　
の
さ
ま
通
ひ
た
る
も
、
思
ひ
な
し
に
や
あ
は
れ
な
り
。
（
空
蝉
、
や
竈
｝
）

C
）
若
紫
↓
藤
壼
の
申
宮

　
親
王
の
御
筋
に
て
、
か
の
人
に
も
通
ひ
き
こ
え
た
る
に
や
と
、
い
と
ど

　
あ
は
れ
に
、
見
ま
ほ
し
。
（
若
紫
、
甲
〕
o
。
一
）

d
）
若
宮
（
冷
泉
帝
）
↓
源
氏
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
葦

　
あ
さ
ま
し
き
ま
で
、
紛
れ
ど
こ
ろ
な
き
御
顔
っ
き
を
、
思
し
よ
ら
ぬ
こ

　
と
に
し
あ
れ
ば
、
ま
た
並
な
き
ど
ち
は
、
げ
に
通
ひ
た
ま
へ
る
に
こ
そ

　
は
、
と
思
ほ
し
け
り
。
（
紅
葉
賀
、
や
さ
o
）

e
）
春
宮
（
女
三
宮
の
弟
）
↓
女
三
宮

　
春
宮
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
論
な
う
通
ひ
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
あ
ら
む
か
し
、

　
と
目
と
ど
め
て
見
た
て
ま
つ
る
に
、
に
ほ
ひ
や
か
に
な
ど
は
あ
ら
ぬ
御

　
容
貌
な
れ
ど
、
さ
ば
か
り
の
御
あ
り
さ
ま
、
は
た
、
い
と
こ
と
に
て
、

　
あ
て
に
な
ま
め
か
し
く
お
は
し
ま
す
。
（
若
菜
下
、
旦
お
）

f
）
薫
↓
匂
宮

　
言
葉
の
や
う
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
つ
れ
な
き
人
の
御
壌
に
も
通
ひ

　
て
、
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
れ
ど
、
答
へ
に
く
く
て
、
弁
し
て
ぞ
聞
こ
え
た

　
ま
ふ
。
　
　
（
総
角
、
や
ω
s
）

g
）
中
の
君
↓
大
君

　
：
・
う
ち
忘
れ
て
は
、
ふ
と
そ
れ
か
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
通
ひ
た
ま
へ
る
を
、

　
　
（
早
蕨
、
や
ω
暑
）

h
）
浮
舟
↓
大
君

　
「
…
と
思
ひ
は
べ
り
し
を
、
先
つ
こ
ろ
来
た
り
し
こ
そ
、
あ
や
し
き
ま
で

　
昔
人
の
御
壌
に
通
ひ
た
り
し
か
ば
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
な
り
に
し

　
か
。
」
（
宿
木
、
甲
お
o
。
）

i
）
身
分
が
卑
し
い
人
↓
大
溝

　
…
こ
れ
よ
り
口
借
し
か
ら
ん
際
の
晶
な
ら
ん
ゆ
か
り
な
ど
に
て
だ
に
、

　
か
ば
か
り
通
ひ
き
こ
え
た
ら
ん
人
を
え
て
は
お
ろ
か
に
思
ふ
ま
じ
き
心

　
地
す
る
に
、
（
宿
木
、
や
嵩
o
）

n
、
「
通
ふ
」
が
物
事
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
（
8
例
）

　
j
）
太
液
の
芙
蓉
、
未
央
の
柳
↓
楊
貴
妃
の
容
貌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻

　
　
太
液
の
芙
蓉
、
未
央
の
柳
も
、
げ
に
、
か
よ
ひ
た
り
し
容
貌
を
、
唐
め

　
　
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
（
桐
壷
、
旦
ご
）

　
k
）
葦
の
生
え
ぐ
あ
い
↓
難
波
の
浦
の
葦

　
　
宰
相
中
将
の
は
、
水
の
勢
ゆ
た
か
に
書
き
な
し
、
そ
そ
け
た
る
葦
の
生

　
　
姜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
ひ
ざ
ま
な
ど
、
難
波
の
浦
に
通
ひ
て
、
こ
な
た
か
な
た
い
き
ま
じ
り
て
、

　
　
い
た
う
澄
み
た
る
と
こ
ろ
あ
り
。
（
梅
枝
、
甲
牡
5
）

　
1
）
大
堰
の
家
の
ま
わ
り
↓
明
石
の
家
の
周
辺

　
　
「
あ
た
り
を
か
し
う
て
、
海
づ
ら
に
割
た
る
嚢
に
な
む
は
べ
り

　
　
け
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
（
松
風
、
や
u
ヨ
）

　
n
）
音

　
　
一
箇
一
な
に
が
し
、
延
喜
の
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
こ
と
三
代
に
な
ん
な

　
　
り
は
べ
り
ぬ
る
を
、
か
う
つ
た
な
き
身
に
て
、
こ
の
世
の
こ
と
は
棄
て
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忘
れ
は
べ
り
ぬ
る
を
、
も
の
の
切
に
い
ぶ
せ
き
を
り
を
り
は
、
掻
き
鳴

　
ら
し
は
べ
り
し
を
、
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
者
の
は
べ
る
こ
そ
、
自
然
に
か

　
の
前
大
王
の
御
手
に
通
ひ
て
は
べ
れ
。
（
明
石
、
軍
〕
s
）

一
b
一
「
故
致
仕
の
大
臣
の
御
爪
音
に
な
む
通
ひ
た
ま
へ
る
と
聞
き
わ
た
る

　
を
、
ま
め
や
か
に
ゆ
か
し
く
な
ん
。
」
（
竹
河
、
甲
a
）

0
）
む
ら
さ
き
の
色
↓
藤
の
花
の
色

　
む
ら
さ
き
の
色
は
か
よ
へ
ど
藤
の
花
心
に
え
こ
そ
か
か
ら
ざ
り
け
れ
（
竹

　
河
、
忌
α
一

P
）
か
ほ
鳥
の
声

　
か
ほ
鳥
の
声
も
き
き
し
に
か
よ
ふ
や
と
し
げ
み
を
分
け
て
け
ふ
ぞ
尋
ぬ

　
る
（
宿
木
、
甲
嵩
ω
）

　
以
上
、
人
物
（
1
）
に
使
わ
れ
て
い
る
例
が
9
例
、
物
事
（
n
）
に
用
い
ら

れ
て
い
る
例
が
8
例
で
藤
川
氏
が
挙
げ
て
い
る
例
と
は
多
少
差
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
「
お
ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
の
用
例
数
と
比
較
し
て
み
る
と
、
〈
表
I
1
V

の
よ
う
に
、
全
体
数
で
は
「
似
る
」
↓
「
お
ぼ
ゆ
」
↓
「
通
ふ
」
の
順
で
使
わ

れ
て
お
り
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
人
物
に
集
中
し
て
い
る
一
方
、
「
似
る
」
は
人
物
が

物
事
よ
り
倍
に
あ
た
り
、
「
通
ふ
」
は
人
物
と
物
事
が
ほ
ぼ
同
じ
く
用
い
ら
れ

て
い
る
。
人
物
の
場
合
は
、
血
縁
関
係
に
あ
る
者
同
士
に
つ
い
て
「
通
ふ
」
を

〈
表
1
1
V
『
源
氏
物
語
』
中
の
「
通
ふ
」

「
似
る
」
「
お
ぼ
ゆ
」

の
出
現
状
況

人
物
／
物
事

人
物
　
　
血
縁
関
係
で
あ
る
場
合

血
縁
関
係
で
は
な
い
場
合

物
事

総
数

通
ふ1

7
似
る2

0

1
＾
33

9
お
ぼ
ゆ1

6
2
5

使
っ
た
例
が
a
，
f
，
i
以
外
の
6
例
あ
り
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
2
2
例
中
焔
例
、
「
似

る
」
は
2
6
例
中
2
0
例
で
三
語
と
も
に
血
縁
関
係
に
使
用
さ
れ
た
場
合
が
多
い
（
藤

川
氏
も
指
摘
し
て
い
る
）
。
ま
た
「
通
ふ
」
に
は
萎
藷
線
を
施
し
た
b
，
f
，

h
の
よ
う
に
人
物
の
「
け
は
ひ
」
に
使
用
さ
れ
た
例
が
あ
り
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が

主
に
人
物
の
「
け
は
ひ
」
や
「
あ
り
さ
ま
」
に
使
わ
れ
る
と
い
っ
た
特
徴
と
重

な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
方
、
妻
線
を
付
し
た
a
，
d
，
j
，
k
，
1
、
㎜

の
よ
う
に
共
通
す
る
点
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
「
似
る
」
の

特
徴
と
も
重
な
り
あ
う
と
こ
ろ
も
あ
る
菅
。
具
体
的
な
人
物
に
つ
い
て
は
、
「
お

ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
と
同
じ
く
、
藤
壷
の
中
宮
↓
桐
壷
更
衣
（
a
）
、
若
紫
↓
藤

壼
の
中
宮
（
C
）
、
冷
泉
帝
↓
源
氏
（
d
）
、
中
の
君
↓
大
溝
（
9
）
、
浮
舟
↓
大

君
（
h
）
の
よ
う
に
物
語
中
で
中
心
人
物
と
な
る
人
物
に
使
わ
れ
て
い
る
例
が

あ
る
一
方
、
小
惹
↓
空
蝉
（
b
）
、
女
三
の
宮
↓
女
三
宮
の
兄
（
e
）
、
身
分
が

卑
し
い
人
↓
大
君
（
i
）
の
よ
う
に
物
語
中
で
周
辺
人
物
と
な
る
人
物
の
例
も

あ
る
。
「
お
ぼ
ゆ
」
の
よ
う
に
特
に
物
語
中
で
中
心
人
物
と
な
る
人
物
に
集
中

す
る
と
い
う
特
徴
は
見
え
な
い
。

　
物
事
の
場
合
で
も
絵
、
場
所
、
作
法
、
音
、
声
な
ど
8
例
が
あ
り
、
ー
の
例

と
同
じ
よ
う
な
「
お
ぼ
ゆ
」
の
例
が
あ
る
。

7
家
の
さ
ま
も
お
も
し
ろ
う
て
、
年
ご
ろ
経
っ
る
海
づ
ら
に
お
ぼ
え
た
れ
ば
、

所
か
へ
た
る
心
地
も
せ
ず
。
（
松
風
、
勺
、
ω
3
）

7
は
、
明
石
の
家
の
趣
と
大
堰
の
家
の
周
辺
が
対
象
と
な
る
例
で
1
の
例
と
い

い
替
え
が
で
き
そ
う
な
例
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
例
も
絵
や
音
な
ど
「
お
ぼ
ゆ
」

「
似
る
」
と
共
通
す
る
物
事
が
あ
る
。
そ
の
他
、
「
通
ふ
」
は
、
「
げ
に
」
（
1
α
）
、

「
論
な
う
」
（
e
）
、
「
ふ
と
そ
れ
か
と
お
ぼ
ゆ
る
ま
で
」
（
g
）
、
「
あ
や
し
き
ま
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樋ふ」の用法（22）

で
」
（
h
）
な
ど
「
通
ふ
」
の
程
度
を
強
調
し
た
表
現
が
あ
る
点
で
も
「
お
ぼ

ゆ
」
や
「
似
る
」
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
「
通
ふ
」
だ
け
の
用
法
を
見
る
と
、
謙
譲
語
「
奉
る
」
や
「
聞
こ

ゆ
」
の
接
続
と
関
連
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
「
お
ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
に

は
η
奉
る
」
と
緒
び
つ
く
例
し
か
な
い
一
方
、
「
通
ふ
」
に
は
『
聞
こ
ゆ
」
と

結
び
つ
く
例
し
か
な
い
。
特
に
、
「
似
る
」
の
意
と
解
さ
れ
る
「
通
ふ
」
に
2

例
が
現
れ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
注
6
。
ま
た
、
和
歌
の
例
が
o
，
P
の
2
例

あ
る
が
、
O
は
紫
が
藤
の
花
と
色
は
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
藤
の

花
の
心
に
は
手
が
と
ど
か
な
い
と
、
表
面
的
に
は
「
む
ら
さ
き
」
と
「
藤
の
花
」

の
色
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
歌
だ
が
、
内
面
的
に
は
薫
が
関
心
を
持
つ

て
い
た
大
君
（
玉
蟹
の
娘
）
は
参
院
し
て
し
ま
う
、
だ
が
、
薫
の
心
に
は
未
だ

に
大
君
に
対
す
る
未
練
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
を
汲
み
取
つ
た
藤
侍
従
（
大
碧

の
弟
）
は
自
分
と
大
君
と
は
兄
弟
で
は
あ
る
が
、
大
君
は
私
が
思
う
と
お
り
に

は
な
ら
な
い
と
薫
の
心
を
か
わ
い
そ
う
に
思
う
心
情
を
表
し
て
い
る
例
で
あ

る
。
P
は
か
ほ
鳥
の
声
も
昔
聞
い
た
音
に
共
通
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
茂
み
を

分
け
て
今
目
こ
こ
へ
尋
ね
て
き
た
と
い
う
歌
で
、
表
面
的
に
は
か
ほ
鳥
の
声
を

取
り
上
げ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
と
し
て
は
亡
き
大
君
に
共

通
し
て
い
る
人
（
浮
舟
）
を
尋
ね
て
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
と
い
う
薫
の
気
持
ち

を
表
す
例
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
通
ふ
」
は
、
表
面
的
に
は
「
色
」
「
声
」
な

ど
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
内
容
的
に
は
人
物
の
様
子
が
共
通
し

て
い
る
こ
と
を
含
意
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
「
お
ぼ
ゆ
」
の
場
合

は
和
歌
に
使
わ
れ
た
例
が
な
い
。
ま
た
、
「
似
る
」
に
は

．
8
露
け
さ
の
む
か
し
に
似
た
る
旅
ご
ろ
も
田
蓑
の
島
の
名
に
は
か
く
れ
ず

（
溝
標
、
や
s
↓
）

の
よ
う
に
昔
と
今
の
旅
衣
が
似
て
い
る
こ
と
表
現
す
る
1
例
が
あ
る
が
、
「
通

ふ
」
の
よ
う
な
内
面
的
な
意
味
を
込
め
た
用
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
通
ふ
」
は
、
「
お
ぼ
ゆ
」
の
よ
う
に
物
語
中
の
主
要
人
物
と

関
係
す
る
独
特
な
用
法
は
持
つ
て
お
ら
ず
、
「
お
ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
と
場
面

的
な
違
い
も
さ
ほ
ど
具
体
的
に
提
示
で
き
な
い
ほ
ど
重
な
る
点
が
あ
る
一
方
、

「
お
ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
に
な
い
謙
譲
語
「
闘
こ
ゆ
」
と
縞
び
つ
い
た
例
が
あ

る
こ
と
や
、
和
歌
で
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
類
似
表
現
で
あ
る
「
お

ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
た
方
が
よ

い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
通
ふ
」
の
用
法
を
具
体
的
に
解

明
す
る
た
め
に
、
次
節
で
は
平
安
時
代
の
他
の
仮
名
文
学
作
品
と
の
比
較
を

行
っ
て
み
る
。四

　
他
作
晶
に
見
ら
れ
る

『
通
ふ
」
と
の
比
較

　
三
節
で
挙
げ
た
と
お
り
「
通
ふ
」
は
「
お
ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
と
重
な
る
と

こ
ろ
も
あ
れ
ば
「
通
ふ
」
だ
け
の
用
法
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
和
歌
に
用
い
ら
れ

て
い
る
例
が
2
例
も
あ
る
一
方
、
散
文
で
も
人
物
に
も
物
事
に
も
偏
り
な
し
に

使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
通
ふ
」
の
使
い
方
を
解
明
す
る
た
め
に
こ
の

節
で
は
他
の
作
晶
（
和
歌
集
や
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
）
に
現
れ
る
用
例

を
比
較
し
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
中
で
の
用
法
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
四
・
一
　
和
歌
に
使
わ
れ
た
場
合

　
ま
ず
、
「
通
ふ
」
が
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
用
例
を
八
代
集
か
ら
み
て
み
る
と
、

『
拾
遺
和
歌
集
』
の
ー
例
と
『
金
葉
和
歌
集
』
の
2
例
が
見
え
る
程
度
で
あ
り
、
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そ
の
他
の
和
歌
集
で
は
用
例
が
な
い
。
そ
れ
ら
を
み
る
と
、

9
野
宮
に
斎
宮
の
庚
申
し
侍
け
る
に
、
松
風
入
夜
琴
と
い
ふ
題
を
詠
み
侍
け

　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
宮
女
御

　
四
五
一
　
琴
の
音
に
峰
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
お
よ
り
調
べ
そ
め
け

　
　
　
　
　
ん
（
第
八
、
雑
上
）

τ
o
源
仲
正
が
む
す
め
皇
后
宮
に
初
め
て
参
り
た
り
け
る
に
、
琴
弾
く
と
闘
か

　
せ
給
て
弾
か
せ
さ
せ
給
け
れ
ば
、
つ
㌧
ま
し
な
が
ら
弾
き
鳴
ら
し
け
る
を

　
闘
き
て
、
口
遊
の
や
う
に
て
言
ひ
か
け
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
摂
津

　
五
四
一
　
琴
の
音
や
松
ふ
く
風
に
か
よ
ふ
ら
ん
千
代
の
た
め
し
に
引
き
つ

　
　
　
　
　
べ
き
か
な
（
第
九
、
雑
部
上
）

　
返
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
濃

　
五
四
二
　
う
れ
し
く
も
秋
の
み
山
の
秋
風
に
う
ゐ
琴
の
音
の
か
よ
ひ
け
る

　
　
　
　
　
か
な
（
第
九
、
雑
部
上
）

例
9
は
、
斎
宮
が
松
風
を
琴
の
奏
楽
と
聞
き
な
し
た
歌
で
、
琴
の
音
と
峰
の
松

風
の
音
が
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

例
τ
o
は
、
琴
の
音
の
す
ば
ら
し
さ
か
ら
松
風
を
連
想
し
、
そ
の
松
に
よ
つ
て
皇

后
宮
の
長
寿
を
予
祝
す
る
歌
（
五
四
一
）
、
そ
の
返
し
と
し
て
皇
后
の
も
と
で

初
め
て
弾
い
た
琴
の
音
が
秋
の
深
山
の
松
風
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

て
う
れ
し
い
気
持
ち
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
歌
（
五
四
二
）
で
、
例
9
と
同

じ
く
琴
の
音
と
松
風
や
秋
風
の
音
が
か
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
和
歌
集
に
見
ら
れ
る
「
通
ふ
」
は
、
「
琴
の
音
」
と
「
松
風
や
秋
風

の
音
」
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
歌
に
限
っ
て
使
わ
れ
、
人
物
間
が
共
通

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
例
は
万
葉
集
を
は
じ
め
、
古
今
集
な
ど
の
八
代
集
に
は

見
ら
れ
な
い
苧
。

　
さ
ら
に
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
の
作
品
中
に
見
ら
れ
る
和
歌
で
は
『
源
氏

物
語
』
の
ほ
か
に
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
、

1
ー
む
ら
さ
き
の
色
に
通
は
ぬ
草
な
れ
ど
な
を
一
本
の
な
つ
か
し
き
哉

（
呂
呈

の
よ
う
に
、
紫
草
の
色
の
似
る
と
こ
ろ
の
な
い
草
で
あ
る
が
や
は
り
親
し
み
も

て
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
表
面
的
に
紫
草
の
色
に
つ
い
て
歌
っ
て
い
る
が
、
内

面
的
に
は
北
の
方
（
師
宮
の
娘
）
は
吉
野
姫
と
姉
妹
で
あ
る
が
、
共
通
し
て
い

る
点
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
で
も
、
や
は
り
、
吉
野
姫
の
一
族
と
し
て
親
し

み
を
感
じ
ま
す
よ
と
衛
門
督
の
心
情
を
込
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
1
ー
は
、

「
通
ふ
」
が
否
定
型
で
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
お
そ
ら
く
、
『
源
氏
物
語
』
の

○
を
ふ
ま
え
た
歌
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
和
歌
に
見
ら
れ
る
「
通
ふ
」
は
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
『
金
葉
和

歌
集
』
で
は
「
琴
の
音
」
と
「
松
風
や
秋
風
の
音
」
の
よ
う
に
「
音
」
が
共
通

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
、
物
事
間
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な

い
。
『
源
氏
物
語
』
で
も
鳥
の
声
に
「
通
ふ
」
が
用
い
ら
れ
た
例
P
も
あ
っ
た

が
、
o
や
P
の
例
の
よ
う
に
歌
の
含
意
に
人
物
関
係
を
込
め
た
「
通
ふ
」
の
例

は
調
査
し
た
和
歌
集
に
は
見
あ
た
ら
な
か
つ
た
。

　
　
四
・
二
　
散
文
に
使
わ
れ
た
場
合

　
次
に
、
散
文
の
場
合
を
み
て
み
る
と
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
中
で
「
似

る
」
は
他
文
献
に
も
よ
く
見
え
る
の
だ
が
、
「
お
ぼ
ゆ
」
は
『
源
氏
物
語
』
『
狭

衣
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
し
か
見
え
な
い
。
一
方
、
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樋ふ」の用法（24）

「
通
ふ
」
は
「
似
る
」
よ
り
は
少
な
い
が
「
お
ぼ
ゆ
」
よ
り
は
や
や
多
く
の
文

献
に
現
れ
る
。
そ
こ
で
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
に
使
わ
れ
て
い
る
い
わ

ゆ
る
「
似
る
」
の
意
と
見
え
る
「
通
ふ
」
の
出
現
状
況
を
み
る
と
、
〈
表
1
2
V

の
よ
う
に
整
理
で
き
る
（
（
）
内
の
数
字
は
人
物
間
の
「
け
は
ひ
」
や
「
あ
り

さ
ま
」
が
「
通
ふ
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
）
。

〈
表
1
2
V
仮
名
文
学
作
品
で
の
「
通
ふ
」
の
出
現
作
晶

と
り
か
へ
ば
や
物
語

浜
松
中
納
言
物
語

堤
中
納
且
竃
物
語

夜
半
の
寝
覚

狭
衣
物
語

紫
式
部
目
記

牢
津
保
物
語

作
晶
／
人
物
物
事

3
（
1
）

4
（
3
）

1
（
1
）

2
（
2
）

1
（
1
）

1
（
1
）

王
（
＝
I
一
）

人
物

0 1 0 O 0 O 1 物
事

3 5 1 2 1 1 2 総
数

〈
表
1
2
V
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
散
文
に
使
わ
れ
て
い
る
「
通
ふ
」
は
、
『
源

氏
物
語
』
以
前
の
散
文
作
品
で
は
用
例
が
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
と
同
じ
時
期

か
以
後
の
作
品
中
に
は
ま
れ
で
あ
り
な
が
ら
出
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
源
氏

物
語
』
の
ほ
か
に
は
大
部
分
が
人
物
の
場
合
に
集
中
し
て
お
り
、
特
に
人
物
の

「
け
は
ひ
」
や
「
あ
り
さ
ま
」
が
「
通
ふ
」
と
い
う
表
現
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

例
え
ぱ
、

〃
こ
の
ご
ろ
の
君
達
は
、
た
だ
五
節
所
の
を
か
し
き
こ
と
を
語
る
。
「
簾
の

は
し
、
帽
額
さ
へ
、
心
々
に
か
は
り
て
、
い
で
ゐ
た
る
頭
つ
き
、
も
て
な

す
蟄
さ
へ
、
さ
ら
に
か
よ
は
ず
、
さ
ま
ざ
ま
に
な
む
あ
る
」
と
、

聞
き
に
く
く
語
る
。
（
『
紫
式
部
目
記
』
、
や
昌
紅
）

螂
「
顔
は
、
た
父
内
の
大
臣
に
た
が
ふ
所
な
か
ら
む
め
り
。
頚
・
欄
桐

　
こ
そ
母
君
に
か
よ
ひ
け
れ
」
と
御
覧
じ
て
、
（
『
夜
半
の
寝
覚
』
、
巻
四
、

思
邑

μ
御
声
け
わ
ひ
な
ん
、
も
と
こ
れ
は
男
の
女
ま
ね
び
給
し
な
れ
ば
、
女
の
す

　
く
よ
か
に
つ
か
ひ
馴
ら
し
給
へ
り
し
な
れ
ば
、
も
と
よ
く
か
よ
へ
る
御
閉

窒
い
づ
く
か
は
た
が
は
ん
。
（
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
、
巻
三
、
甲
旨
ω
）

と
、
1
2
の
よ
う
に
こ
の
ご
ろ
の
惹
達
が
五
節
の
所
の
趣
深
い
こ
と
に
関
し
て
話

し
て
い
る
場
面
で
、
簾
の
は
し
・
帽
額
・
部
屋
の
趣
・
出
仕
し
て
い
る
女
達
の

髪
恰
好
・
立
ち
居
の
物
腰
な
ど
の
様
子
が
共
通
し
て
い
る
点
が
な
い
ほ
ど
そ
れ

ぞ
れ
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
例
、
1
3
の
よ
う
に
ま
さ
こ
の
君
（
寝
覚
の
上
の

娘
）
が
顔
は
内
大
臣
と
そ
っ
く
り
で
あ
り
、
そ
の
様
子
は
母
窟
（
寝
覚
の
上
）

と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
描
写
す
み
例
、
糾
の
よ
う
に
大
将
と
尚
侍

が
入
れ
替
わ
る
と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
二
人
の
雰
囲
気
が
共
通
し
て
い
る
こ
と

を
表
現
す
る
例
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
散
文
作
晶
に
見
ら
れ
る
「
通

ふ
」
は
、
「
け
は
ひ
」
「
あ
り
さ
ま
」
と
と
も
に
用
い
た
場
合
に
人
物
間
の
共
通

性
を
示
す
例
ば
か
り
で
、
物
事
間
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
『
源
氏
物
語
』

で
は
「
け
は
ひ
」
「
あ
り
さ
ま
」
に
用
い
ら
れ
た
例
は
3
例
で
あ
っ
た
が
、
他

作
品
に
な
る
と
用
例
の
絶
対
数
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
通
ふ
」
が
主
に
人
物
の
「
け
は
ひ
」
や
「
あ
り
さ
ま
」

に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
二
飾
で
も
言
及
し
た

よ
う
に
「
通
ふ
」
は
も
と
も
と
タ
イ
プ
①
と
②
で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

が
タ
イ
プ
③
の
意
に
ま
で
拡
大
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

タ
イ
プ
②
の
例
で
あ
る
音
が
「
通
ふ
」
こ
と
を
契
機
に
し
て
、
『
源
氏
物
語
』

中
で
は
人
物
の
「
け
は
ひ
」
「
あ
り
さ
ま
」
だ
け
で
な
く
、
人
物
の
「
顔
つ
き
」
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（25）『筑波目本語研究』創刊号筑波大学文芸・言語研究科目本語学研究室1996

「
容
貌
」
な
ど
の
よ
う
な
対
象
の
具
体
的
な
点
が
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
や
、
漠
然

と
し
た
類
似
に
ま
で
使
わ
れ
た
の
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
通
ふ
」

は
『
源
氏
物
語
』
で
の
紫
式
部
の
表
現
方
法
で
あ
っ
て
、
「
似
る
」
の
意
味
範

囲
を
お
び
や
か
す
ま
で
に
は
発
展
し
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
人

物
の
「
け
は
ひ
」
「
あ
り
さ
ま
」
が
「
通
ふ
」
と
い
う
表
現
だ
け
が
く
表
－
2
V

の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
以
降
の
作
品
に
固
定
し
た
表
現
と
し
て
残
つ
た
も
の

と
解
釈
し
た
い
皆
。

五
　
『
通
ふ
」

と
『
似
通
ふ
」

　
四
節
で
見
た
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
「
通
ふ
」
は
、
同
時
期
の
文
献

で
の
「
通
ふ
」
の
調
査
か
ら
み
て
も
意
味
の
広
さ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ

た
。
さ
ら
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
意
味
上
類
似
し
て
い
る
「
似
通
ふ
」
と
い

う
複
合
語
も
使
わ
れ
て
い
る
。
「
似
通
ふ
」
は
、
小
論
で
の
調
査
に
よ
る
と
平

安
時
代
文
献
中
で
『
源
氏
物
語
』
だ
け
に
出
現
す
る
。
そ
の
例
は
3
例
が
挙
げ

ら
れ
、
■
例
6
の
ほ
か
に
次
の
2
例
が
あ
る
。

1
5
寝
た
り
け
る
声
の
し
ど
け
な
き
、
い
と
よ
く
似
通
ひ
た
れ
ば
、
妹
と
聞
き

　
た
ま
ひ
つ
。
（
帯
木
、
ヱ
ミ
）

1
6
い
と
何
心
な
う
物
語
し
て
笑
ひ
た
ま
へ
る
、
ま
み
口
つ
き
の
う
つ
く
し
き

　
も
、
「
心
知
ら
ざ
ら
む
人
は
い
か
が
あ
ら
ん
。
な
ほ
、
い
と
よ
く
似
通
ひ

　
た
り
け
り
」
と
見
た
ま
ふ
に
、
≡
」
（
柏
木
、
や
ω
量
）

　
例
1
5
は
、
源
氏
が
方
違
え
な
の
で
紀
伊
守
邸
に
お
も
む
く
よ
う
に
な
つ
た
時
、

す
ぐ
そ
ば
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
し
ま
り
の
な
い
寝
ぼ
け
の
声
が
さ
っ
き
み
た
衛

門
督
の
末
っ
子
の
声
に
似
て
い
る
の
で
そ
の
子
の
姉
で
あ
ろ
う
と
思
う
例
、
例

1
6
は
、
若
宮
（
薫
）
の
五
十
目
祝
い
の
時
、
源
氏
が
薫
の
な
に
げ
な
く
何
か
お

し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
笑
つ
て
い
る
胃
も
と
や
口
つ
き
の
か
わ
い
ら
し
さ
も
柏
木

に
類
似
し
て
い
る
と
感
じ
る
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
似
通
ふ
」
は
す
べ

て
血
縁
関
係
に
あ
る
人
物
に
使
わ
れ
て
お
り
、
人
物
間
の
具
体
的
な
共
通
点
を

認
め
、
比
較
判
断
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
「
類
似
」
を
示
す
表
現
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
似
通
ふ
」
は
、
単
に
対
象
間
が
共
通
し
て
い
る
こ
と

だ
け
を
表
す
「
通
ふ
」
と
対
象
間
の
比
較
判
断
に
よ
る
類
似
を
表
す
「
似
る
」

の
レ
ベ
ル
の
違
い
を
示
す
例
と
し
て
、
又
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
「
通
ふ
」

と
「
似
る
」
の
意
を
と
も
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
一
歩
踏
み
込
ん
だ
表
現
と
し

て
『
源
氏
物
語
』
中
で
独
白
の
用
法
で
現
れ
た
こ
と
に
注
貿
し
た
い
。
さ
ら
に
、

こ
の
よ
う
な
「
似
通
ふ
」
が
現
代
語
に
も
残
つ
て
い
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
に

見
え
る
用
法
か
ら
現
代
語
ま
で
っ
な
が
る
「
似
通
ふ
」
の
用
法
に
っ
い
て
は
稿

を
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

穴
　
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

　
こ
れ
ま
で
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
似
る
」
の
意
と
解
さ
れ
る

「
通
ふ
」
を
中
心
と
し
検
討
し
て
み
た
。
「
通
ふ
」
は
対
象
闘
に
共
通
点
が
あ
る

こ
と
を
示
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
似
る
」
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
中
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
通
ふ
」
の
意

味
拡
張
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
ら
た
め
て
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
今
後
は
、
小
論
で
取
り
上
げ
た
「
通
ふ
」
か
ら
発
展
し
て
、
現
代
語
と
古
典

語
で
の
用
法
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
や
、
補
助
動
詞
「
聞
こ
ゆ
」
と
の
接
続
に
関

わ
る
間
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。
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樋ふ」の用法（26）

注
－
　
今
回
筆
者
の
調
査
し
た
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
は
、
『
土
佐
目
記
』
『
竹
取
物

　
語
』
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
落
窪
物
譲
』
『
宇
津
保
物
語
』
『
蜻
蛉
物
語
』
『
枕

　
草
子
』
『
和
泉
式
部
目
記
』
『
源
氏
物
語
』
『
紫
式
部
周
記
』
『
狭
衣
物
語
』
『
堤
中
納
言

　
物
語
』
『
更
級
圓
記
』
『
夜
半
の
寝
覚
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

　
『
今
昔
物
語
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
あ
る
岨
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
『
宇
津
保
物
語
』

　
『
狭
衣
物
語
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
岩
波
の
員
本
古
典
文
学
大

　
系
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
同
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
周
い
、
他
は
小
学
館
の

　
賃
本
古
典
文
学
全
集
を
用
い
た
。

　
　
ま
た
、
穐
歌
集
は
『
會
今
和
歌
集
』
『
新
古
今
和
歌
集
』
『
後
選
和
歌
集
』
『
拾
遺
和

　
歌
集
』
『
後
捨
遺
和
歌
集
』
『
金
葉
和
歌
集
』
『
詞
花
和
歌
集
』
『
千
載
和
歌
集
』
で
あ

　
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
新
買
本
古
典
文
学
大
系
を
利
用
し
た
。

注
2
　
藤
州
氏
は
「
通
ふ
」
と
「
似
通
ふ
」
を
合
わ
せ
て
2
6
例
を
あ
げ
、
人
の
類
似
性
の

　
場
含
が
μ
例
、
そ
の
他
が
皿
例
と
分
類
し
て
い
る
が
、
小
論
で
は
目
本
古
典
文
学
全

　
集
に
よ
っ
て
「
通
ふ
」
1
7
例
、
「
似
通
ふ
」
3
例
を
挙
げ
る
。

注
3
　
松
尾
（
竈
笛
）
、
椀
（
竜
家
）
に
指
摘
し
て
い
る
。

注
4
　
注
ユ
と
同
一
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

注
5
　
柳
（
6
累
）
で
は
、
『
源
氏
物
謡
』
申
で
「
お
ぼ
ゆ
」
は
表
現
主
体
が
A
と
B
を

　
何
ら
か
の
関
係
で
結
ぴ
つ
け
る
働
き
を
し
、
門
ゆ
か
り
」
の
文
学
と
し
て
『
源
氏
物
語
』

　
の
特
徴
を
反
映
す
る
独
特
な
言
い
方
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
「
似
る
」
は
、
単
に
対

　
象
閻
を
比
較
．
匹
敵
す
る
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一

　
方
、
「
似
る
」
が
具
体
的
な
類
似
対
象
に
多
く
用
い
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
人
物
の
「
け
は

　
ひ
」
や
「
あ
り
さ
ま
」
の
よ
う
な
漢
然
と
し
た
対
象
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
書
及

　
し
て
い
る
。

注
6
　
小
識
で
の
調
査
に
よ
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
中
で
「
お
ぼ
ゆ
」
「
似
る
」
「
通
ふ
」

　
の
敬
藷
表
現
を
み
る
と
、
三
語
と
も
に
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
と
繕
び
つ
く
点
で
は

　
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
お
ぼ
ゆ
」
や
「
似
る
」
に
は
「
奉
る
」
が
縞
び
つ
く
例

　
が
あ
る
反
面
、
「
闘
こ
ゆ
」
が
結
ぴ
つ
く
例
は
な
い
。
一
方
、
「
通
ふ
」
に
は
「
闘
こ

　
ゆ
一
が
結
び
つ
く
例
は
あ
る
が
、
「
奉
る
一
が
結
ぴ
つ
く
例
は
な
い
。
さ
ら
に
、
「
似

　
る
」
と
解
さ
れ
る
「
通
ふ
」
の
努
合
だ
け
に
「
闘
一
」
ゆ
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
（
2

　
例
）
。
こ
の
よ
う
な
僕
い
方
に
関
し
て
は
、
動
詞
の
性
質
に
よ
る
こ
と
か
偶
然
現
れ
た

　
か
現
段
階
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
闇
題
と
し
て
挙
げ
た
い
。

注
7
　
小
論
で
取
り
扱
う
用
例
と
類
似
し
た
も
の
で
『
千
載
和
歌
集
』
に
次
の
よ
う
な
例

　
も
あ
る
。

　
．
后
宮
に
は
じ
め
て
参
れ
り
け
る
女
房
琴
ひ
く
を
き
か
せ
給
て
、
よ
み
て
賜
ひ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
条
院
御
製

　
六
七
六
琴
の
音
の
通
ひ
そ
め
ぬ
る
心
か
な
待
つ
ふ
く
風
の
を
と
な
ら
ね
ど
も

注
8
　
さ
ら
に
、
「
お
ぼ
ゆ
」
が
人
物
闇
の
初
対
面
の
場
面
に
多
く
用
い
ら
れ
る
な
ど
場

　
面
と
の
関
連
憧
の
強
い
性
格
を
持
つ
の
に
対
し
、
「
通
ふ
」
に
は
今
の
と
こ
ろ
そ
う
し

　
た
特
徴
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
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