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中
古
和
文
に
お
け
る
「
見
え
～
」
に
つ
い
て 

  

百 

留 

康 

晴 

 

は
じ
め
に 

 

中
古
の
仮
名
散
文
に
は
「
見
え
あ
ら
は
る
」
「
見
え
あ
り
く
」

な
ど
「
見
え
＋
動
詞
」
の
形
を
と
る
表
現
（
以
下
「
見
え
～
」
と

す
る
）
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
中
世
の
軍
記
や
説
話
、
日
記

な
ど
で
は
「
見
え
～
」
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
る
。
数
の
推
移

は
中
古
異
な
り
数
二
七
、
延
べ
数
一
二
一
に
対
し
、
中
世
異
な
り

数
五
、
延
べ
数
三
二
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
一
か
ら
動
詞
「
見

ゆ
」
自
体
の
使
用
は
中
世
に
お
い
て
著
し
く
減
少
し
て
い
る
よ
う

に
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
、
中
世
に
お
け
る
「
見
え
～
」
の
使
用

数
の
減
少
は
「
見
え
～
」
自
体
に
内
在
す
る
要
因
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

そ
の
要
因
は
中
古
の
言
語
表
現
に
お
い
て
は
「
見
え
～
」
の
表

現
性
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
中
世
に
お
い
て
は
そ
の
必
要
性
が
薄

れ
た
と
い
う
よ
う
な
語
彙
的
側
面
に
関
係
す
る
も
の
、
文
構
成
等

の
変
化
に
よ
り
、
「
見
ゆ
」
と
結
合
で
き
る
動
詞
に
制
限
が
生
ま

れ
た
と
い
う
よ
う
な
統
語
的
側
面
に
関
係
す
る
も
の
な
ど
、
様
々

に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
先
行
研
究
は
な
く
、
実

態
も
い
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
本
論
で
は
中
古
和
文
に
お
け
る
「
見
え
～
」
の
意
味

構
造
を
分
析
し
、
「
見
え
～
」
が
中
古
に
お
い
て
生
産
的
で
あ
っ

た
要
因
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
中
古
語
の
特
徴
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。 

 

表
一 

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
見
ゆ
」
の
用
例
数 

        

竹取 5
伊勢 23
土佐 12
平中 16
落窪 54
蜻蛉 128
宇津保 335
大和 37
枕 181
和泉 14
源氏 889
紫 56
夜寝覚 133
浜松 118
堤 44
更級 45
狭衣 317
栄花 624
計 3031

中古
保元 37
平治 45
平家 237
方丈 4
発心 79
閑居 42
海道 15
東関 22
宇治 143
十訓 57
十六 15
とはず 91
徒然 60
曽我 157
太平 469
義経 83
計 1556

中世
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一 

中
古
に
お
け
る
「
見
ゆ
」
の
意
味 

 

先
行
研
究
や
辞
書
の
記
述
を
も
と
に
中
古
に
お
け
る
「
見
ゆ
」

の
意
味
を
確
認
し
て
お
く
。
ま
ず
辞
書
の
記
述
で
あ
る
。
『
岩
波

古
語
辞
典 

補
訂
版
』
に
は
以
下
の
意
味
が
立
項
さ
れ
て
い
る
。 

 

① 
目
に
う
つ
る
。
目
に
入
る
。 

 

② 

見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

③ 

見
つ
か
る
。
存
在
す
る
。 

 

④ 

他
か
ら
見
ら
れ
る
。 

 

⑤ 

人
か
ら
顧
み
ら
れ
る
。
世
話
を
う
け
る
。 

 

⑥ 

来
る
。
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 

⑦ 

見
た
目
に
…
の
様
子
で
あ
る
。
…
と
感
じ
ら
れ
る
。 

 

⑧ 

他
人
に
見
せ
る
。 

 

⑨ 

姿
を
見
せ
る
。
会
う
。 

 

⑩ 

夫
婦
の
交
わ
り
を
す
る
。 

 

中
古
に
お
け
る
「
見
ゆ
」
の
用
法
は
①
②
③
の
《
視
覚
に
よ
る

把
握
》
の
意
味
を
中
心
に
④
⑤
⑧
⑨
の
よ
う
な
《
受
身
》
《
使

役
》
の
意
味
や
⑥
の
《
移
動
》
、
⑦
の
《
認
識
・
判
断
》
の
意
味

を
含
ん
だ
用
法
に
ま
で
拡
張
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

先
行
研
究
で
は
大
竹
操
（
一
九
六
九
）
が
源
氏
物
語
の
「
見

ゆ
」
を
以
下
の
Ａ
、
Ｂ
に
分
類
し
、 

 

Ａ
、
視
覚
的
、
客
観
的
な
表
現 

 
 
 
 

「
空
見
ゆ
」
「
透
影
あ
ま
た
見
ゆ
」
の
類 

 

Ｂ
、
視
覚
で
と
ら
え
た
事
態
に
、
感
覚
的
評
価
や
思
考
判
断
を

加
え
た
、
主
観
客
観
の
総
合
的
な
表
現 

 
 
 
 

「
美
し
う
見
ゆ
」
「
い
か
に
怖
し
か
ら
む
と
見
ゆ
」
の

類 

Ａ
で
は
、
単
に
事
態
が
現
象
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
見
え
て

い
る
状
態
と
し
て
事
態
を
定
着
さ
せ
る
の
が
、
「
見
ゆ
」
の
働
き

で
あ
っ
た
、
Ｂ
で
は
、
登
場
人
物
あ
る
い
は
作
者
の
、
主
観
的
な

評
価
、
判
断
内
容
を
も
、
単
な
る
主
観
に
終
わ
ら
せ
ず
、
あ
く
ま

で
も
客
観
的
な
も
の
と
し
て
提
出
す
る
働
き
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
た
、
と
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
Ａ
・
Ｂ
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、

「
見
ゆ
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
を
全
体
者
の
視

点
か
ら
、
眺
め
、
評
価
し
、
判
断
す
る
立
場
が
表
出
さ
れ
る
こ
と

を
確
か
め
た
、
と
す
る
。 

 

瀬
戸
屋
里
江
（
一
九
九
三
）
は
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
見
ゆ
」

を
大
竹
の
論
を
基
に
先
の
Ａ
、
Ｂ
に
分
類
し
、
「
主
観
」
「
客

観
」
と
い
う
観
点
を
持
ち
込
み
、
ま
た
、
主
体
と
対
象
と
の
関
係

を
知
覚
主
体
、
知
覚
対
象
、
表
現
主
体
の
三
つ
に
分
け
、
考
察
し

た
。
九
〇
〇
例
程
度
の
「
見
ゆ
」
の
全
用
例
中
Ａ
対
Ｂ
の
比
率
は

３
対
５
で
、
Ｂ
の
用
例
の
方
が
数
と
し
て
は
多
い
と
い
う
興
味
深

い
指
摘
も
あ
る
が
、
「
見
ゆ
」
の
意
味
分
析
に
お
い
て
本
論
に
関

係
す
る
重
要
な
点
は
Ａ
の
用
法
に
お
け
る
「
見
ら
れ
る
」
や
「
見

せ
る
」
と
捉
え
ら
れ
る
用
例
の
存
在
で
あ
る
。 

 

瀬
戸
屋
は
１
の
例
を
示
し
、
１
は
「
自
殺
を
試
み
た
浮
船
が
僧

都
達
に
助
け
ら
れ
、
看
病
さ
れ
て
意
識
を
回
復
す
る
場
面
で
あ
る
。

情
け
な
い
姿

□を
、
知
ら
な
い
人

□に
、
介
抱
さ

□れ
て
、
見
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
恥
じ
る
心
理
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
か
ら
、

こ
の
「
見
ゆ
」
は
受
け
身
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
知
覚

主
体
は
「
知
ら
ぬ
人
」
、
知
覚
対
象
は
浮
舟
の
「
う
き
さ
ま
」
で
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あ
る
が
、
表
現
主
体
は
浮
舟
自
身
で
あ
り
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
意

識
し
て
い
る
の
も
浮
舟
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
ま
た
『
源
氏
物

語
』
中
に
「
見
る
」
の
受
身
形
と
し
て
予
測
さ
れ
る
「
見
ら
る
」

と
い
う
語
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
役
割
を
「
見
ゆ
」
が

担
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
。 

 

１ 

い
か
に
う
き
さ
ま

□を
知
ら
ぬ
人

□に
あ
つ
か
は

□れ
、
見
え

つ
ら
ん
と
恥
づ
か
し
う
、
つ
ひ
に
か
く
て
生
き
か
へ
り
ぬ
る

か
、
と
思
ふ
も
口
惜
し
け
れ
ば
～ 

 
 
 
 
 
 

手
習 

  

さ
ら
に
「
受
身
と
考
え
て
よ
い
例
の
中
で
も
、
そ
の
意
が
「
見

ら
れ
る
」
よ
り
も
「
見
せ
る
」
に
近
い
も
の
も
多
く
み
ら
れ
る
」

と
し
、
２
の
例
を
「
こ
れ
は
落
葉
の
宮
に
、
夕
霧
が
様
々
に
親
切

な
気
持
（
落
葉
の
宮
へ
の
想
い
）
を
お
見
せ
申
し
上
げ
た
の
に
、

そ
の
反
応
が
冷
た
い
た
め
、
情
け
な
く
思
う
心
理
描
写
の
例
で
あ

り
、
知
覚
主
体
は
落
葉
の
宮
で
、
知
覚
対
象
は
夕
霧
の
情
と
な
っ

て
い
る
」
と
す
る
。 

 

２ 

年
ご
ろ
人
に
違
へ
る
心
ば
せ
人
に
な
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
情

を
見
え
た
て
ま
つ
る
な
ご
り
な
く
、
～
心
恥
づ
か
し
げ
な
れ

ば 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鈴
虫 

  

瀬
戸
屋
は
２
の
例
の
「
見
ゆ
」
を
「
「
見
ら
れ
る
」
と
解
す
る

と
、
あ
ま
り
に
も
消
極
的
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
見
せ

る
」
と
い
う
意
が
強
く
、
動
作
的
で
あ
り
、
主
観
的
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
例
が
心
理
描
写
の
場
面
に
み
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
謙
譲
表
現

が
付
加
さ
れ
て
い
る
例
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
場
合
の
「
見
せ

る
も
の
」
は
、
そ
の
人
の
心
で
あ
っ
た
り
、
本
人
自
身
で
あ
っ
た

り
す
る
こ
と
が
多
い
。
」
と
し
て
い
る
。 

 

「
見
せ
る
」
と
解
さ
れ
る
「
見
ゆ
」
と
「
見
せ
る
」
と
い
う
意

を
表
す
「
見
す
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
犬
塚
旦
（
一
九
七
三
）
の

「
Ｂ
が
Ｃ
に
Ａ
を
見
せ
る
」
と
い
っ
た
形
に
お
い
て
、
「
見
ゆ
」

の
場
合
、
Ｂ
に
と
っ
て
Ｃ
は
敬
意
を
示
す
べ
き
人
の
場
合
に
用
い

ら
れ
て
い
る
が
、
「
見
す
」
の
場
合
は
敬
語
的
性
格
を
全
く
帯
び

な
い
、
「
見
ゆ
」
は
、
Ａ
は
常
に
Ｂ
自
身
の
も
の
と
い
う
感
じ
が

強
い
が
、
「
見
す
」
は
Ａ
は
Ｂ
と
離
れ
た
客
観
的
事
物
の
場
合
が

多
い
、
と
い
う
指
摘
を
引
き
つ
つ
、
「
「
見
す
」
は
こ
ち
ら
が
相

手
に
一
方
的
に
「
見
せ
る
」
と
い
う
行
為
を
表
し
て
い
る
が
、

「
見
ゆ
」
は
見
せ
ら
れ
る
側
（
見
せ
る
相
手
）
を
意
識
し
た
、
見

せ
る
側
と
見
せ
ら
れ
る
側
と
の
間
に
位
置
す
る
語
で
あ
る
」
と
し

て
い
る
。 

 

以
上
の
中
古
の
「
見
ゆ
」
に
関
す
る
辞
書
、
先
行
研
究
の
記
述

を
踏
ま
え
、
以
下
で
「
見
え
～
」
の
記
述
を
行
っ
て
い
く
。 

 
二 

中
古
に
お
け
る
「
見
え
～
」
の
意
味
構
造 

 
前
述
の
よ
う
に
中
古
に
お
い
て
異
な
り
数
二
七
、
延
べ
数
一
二

一
の
「
見
え
～
」
が
確
認
で
き
た
。
確
認
さ
れ
た
「
見
え
～
」
の

例
は
表
二
に
示
し
た
。
そ
こ
で
、
動
詞
に
前
接
す
る
「
見
ゆ
」
が

ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
か
ら
意
味
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構
造
の
分
析
を
進
め
た
い
。
さ
て
、
分
析
の
結
果
、
「
見
ゆ
」
の

意
味
は
次
の
①
～
④
に
分
類
さ
れ
る
。 

 
① 

《
知
覚
》
対
象
の
存
在
を
表
現
主
体
が
視
覚
に
よ
っ
て
把

握
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
用
法
。 

 

② 
《
移
動
》
対
象
が
人
で
あ
る
場
合
に
そ
の
人
物
が
本
来
い

た
と
こ
ろ
か
ら
知
覚
さ
れ
た
場
所
に
移
動
し
て
く
る
と
い

う
知
覚
前
の
段
階
に
お
け
る
移
動
の
部
分
に
焦
点
が
当
た

っ
て
い
る
用
法
。 

 

③ 

《
受
身
》
知
覚
さ
れ
る
対
象
が
表
現
主
体
自
身
も
し
く
は

そ
の
一
部
で
、
対
象
側
か
ら
知
覚
主
体
の
知
覚
が
表
現
さ

れ
て
い
る
用
法
。 

 

④ 

《
使
役
》
知
覚
さ
れ
る
対
象
が
表
現
主
体
自
身
も
し
く
は

そ
の
一
部
で
、
知
覚
さ
れ
る
こ
と
を
主
体
的
に
行
っ
て
い

る
と
判
断
さ
れ
る
用
法
。 

 

表
二 

中
古
に
お
け
る
「
見
え
～
」 

         

 

次
に
前
接
す
る
「
見
ゆ
」
の
意
味
別
に
「
見
え
～
」
の
使
用
例

を
分
類
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
か
ら
「
見
ゆ
」
が

《
知
覚
》
を
意
味
す
る
「
見
え
～
」
よ
り
も
《
受
身
》
を
意
味
す

る
「
見
え
～
」
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
が
分
る
。
こ
の
こ
と
は
古
代

に
お
け
る
「
見
え
～
」
の
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。 

 

《
知
覚
》 

（
７
） 

 
 

見
え
あ
ら
は
る
・
見
え
お
ぼ
ゆ
・
見
え
聞
こ
ゆ
・
見
え
さ

す
・
見
え
ま
が
ふ
・
見
え
ま
さ
る
・
見
え
わ
た
る 

 

《
移
動
》 

（
７
） 

 
 

見
え
お
こ
た
る
・
見
え
お
は
し
ま
す
・
見
え
か
よ
ふ
・
見
え

来
・
見
え
過
ぐ
す
・
見
え
と
ふ
・
見
え
ま
じ
る 

 

《
受
身
》 

（
11
） 

 
 

見
え
お
く
・
見
え
か
は
す
・
見
え
聞
く
・
見
え
さ
わ
ぐ
・
見

え
知
る
・
見
え
な
す
・
見
え
な
ほ
す
・
見
え
果
つ
・
見
え
む

か
ふ
・
見
え
分
く
・
見
え
わ
た
す 

 

《
使
役
》 

（
２
） 

 
 

見
え
あ
り
く
・
見
え
し
ら
が
ふ 

 

続
い
て
右
の
分
類
ご
と
に
「
見
え
～
」
の
意
味
構
造
に
つ
い
て

記
述
し
て
い
く
。 

 

３
の
例
は
作
者
で
あ
る
紫
式
部
が
賀
茂
の
斎
院
に
出
仕
し
て
い

る
人
た
ち
と
自
分
が
出
仕
す
る
中
宮
御
所
の
人
た
ち
と
を
比
較
し

て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
斎
院
の
人
た
ち
が
自
分
達
を
軽
く
見

る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
他
人
を
非
難
す
る
の
は

簡
単
で
、
自
分
達
の
あ
り
方
に
心
を
配
る
の
は
難
し
い
は
ず
な
の

に
、
そ
う
は
思
わ
ず
に
自
分
達
は
賢
い
と
思
い
、
他
人
を
無
視
し

 見えあらはる　　紫１
見えありく　　　竹取１
見えおく　　　　源氏２
見えおこたる　　蜻蛉２
見えおはします　源氏１
見えおぼゆ　　　浜松１
見えかはす　　　源氏２　栄花１
見えかよふ　　　宇津保１　
見えきく　　　　浜松２
見えきこゆ　　　宇津保２　枕３　紫１　栄花13
見えく　　　　　宇津保１　源氏１
見えさす　　　　大和１
見えさわぐ　　　宇津保１
見えしらがふ　　源氏２
見えしる　　　　宇津保１　源氏３　浜松11　狭衣１　
見えすぐす　　　狭衣１
見えとふ　　　　蜻蛉１　
見えなす　　　　紫１
見えなほす　　　源氏１
見えはつ　　　　源氏１　夜１　狭衣１
見えまがふ　　　源氏５　栄花１
見えまさる　　　源氏１
見えまじる　　　宇津保１
見えむかふ　　　浜松２
見えわく　　　　枕１　源氏３　紫３　栄花３
見えわたす　　　枕１　源氏３　浜松１　狭衣１　栄花１
見えわたる　　　蜻蛉３　宇津保１　枕２　源氏11　紫１
　　　　　　　　夜１　浜松１　更級３　狭衣６　栄花２
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た
り
、
世
間
を
批
判
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
は
斎
院
の
人
た
ち
の

心
の
程
度
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

 
３ 
す
べ
て
人
を
も
ど
く
か
た
は
易
く
、
わ
が
心
を
用
ゐ
む
こ
と

は
難
か
べ
い
わ
ざ
を
、
さ
は
思
は
で
、
ま
づ
わ
れ
さ
か
し
に
、

人
を
な
き
に
な
し
、
世
を
そ
し
る
ほ
ど
に
、
心
の
き
は
の
み

こ
そ
見
え
あ
ら
は
る
め
れ
。 

紫
式
部
日
記 

４
９
５
① 

  

こ
の
例
で
「
見
ゆ
」
は
知
覚
対
象
「
（
斎
院
の
人
た
ち
の
）
心

の
き
は
」
の
存
在
を
知
覚
主
体
か
つ
表
現
主
体
で
あ
る
作
者
が
知

覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
対
象
が
「
あ
ら
わ
れ

る
」
の
は
知
覚
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
に
関
す

る
《
知
覚
―
出
現
》
と
い
う
因
果
関
係
に
よ
る
連
鎖
が
容
易
に
読

み
取
れ
る
。
《
知
覚
》
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
見
ゆ
」
と

結
び
つ
い
た
動
詞
は
い
ず
れ
も
無
意
志
的
な
変
化
を
表
し
、
全
体

が
無
意
志
的
な
変
化
と
な
る
。
ま
た
「
見
ゆ
」
に
後
接
す
る
動
詞

は
《
思
考
・
知
覚
》
に
関
わ
る
「
お
ぼ
ゆ
」
「
き
こ
ゆ
」
、
他
の

動
詞
に
後
接
す
る
と
抽
象
的
な
意
味
に
な
る
「
さ
す
」
「
ま
さ

る
」
「
わ
た
る
」
な
ど
で
あ
る
。 

 

４
の
例
は
夫
で
あ
る
狭
衣
の
心
が
離
れ
、
疎
遠
で
あ
っ
た
一
品

宮
が
狭
衣
の
思
い
が
残
っ
て
い
る
故
飛
鳥
井
女
君
の
子
を
引
き
取

っ
て
育
て
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
狭
衣
が
自
分
の

と
こ
ろ
を
訪
れ
、
時
間
を
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
体
裁
が

悪
く
つ
ら
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。 

 

こ
の
場
合
、
「
見
ゆ
」
は
《
知
覚
主
体
が
対
象
を
知
覚
し
て
い

る
》
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
《
対
象
が
そ
の
場
に
来
る
》
と
い

う
《
移
動
》
の
意
味
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
表

現
主
体
が
知
覚
対
象
の
人
物
が
本
来
い
た
と
こ
ろ
か
ら
知
覚
さ
れ

た
場
所
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
、
そ
の
知
覚
以
前
の
移

動
の
部
分
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

「
過
ぐ
す
」
は
《
そ
の
場
で
時
間
を
過
ご
す
》
と
い
う
移
動
後
の

行
為
を
表
し
て
い
る
。 

 

４ 

「
た
ゞ
、
う
つ
く
し
か
り
つ
る
に
よ
り
て
、
つ
れ

ぐ
な

る
に
、
お
か
し
き
様
に
、
生
し
出
て
持
た
ら
ん
」
と
、
（
一

品
宮
は
）
思
し
つ
れ
ど
、
「
か
ば
か
り
に
見
え
ま
憂
く
、
つ

ら
き
人
（
狭
衣
）
を
」
と
思
し
た
る
に
、
「
い
と
、
こ
れ

（
飛
鳥
井
女
君
の
子
）
が
ゆ
か
り
ば
か
り
に
、
（
狭
衣
は
）

心
は
空
な
が
ら
、
見
え
過
さ
せ
給
は
ん
」
と
、
人
悪
く
物
憂

く
思
し
な
り
に
け
り
。 

 
 
 

狭
衣
物
語 

２
８
７
⑤ 

  

《
移
動
》
の
意
味
に
分
類
し
た
「
見
ゆ
」
に
は
「
見
え
お
こ
た

る
」
の
よ
う
に
《
～
す
る
こ
と
を
怠
る
》
の
よ
う
な
補
文
関
係
の

意
味
構
造
を
と
る
も
の
も
あ
る
が
、
概
ね
意
志
的
な
動
作
を
表
す

動
詞
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
全
体
は
意
志
的
な
行
為
の
連
鎖
に
な

る
。
ま
た
後
接
す
る
動
詞
に
は
「
か
よ
ふ
」
「
来
（
く
）
」
「
と

ふ
」
（
訪
問
す
る
）
な
ど
《
移
動
》
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
動
詞

も
存
在
す
る
。 

 

５
の
例
は
思
い
を
寄
せ
る
雲
井
雁
と
の
仲
を
裂
か
れ
た
夕
霧
が
、

雲
井
雁
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
他
の
女
性
に
心
が
向
か
ず
、
早
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く
高
位
に
昇
進
し
て
、
昔
の
緑
の
袖
の
、
六
位
の
姿
を
見
直
し
て

も
ら
い
た
い
と
思
う
場
面
で
あ
る
。
現
代
語
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば

「
見
直
す
」
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
異
本
に
も
そ

の
よ
う
な
例
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語

大
成
』
に
よ
れ
ば
、
別
本
系
の
本
文
で
「
見
え
な
ほ
さ
れ
に
し
が

な
」
と
な
っ
て
い
る
本
文
が
あ
る
。
こ
の
「
見
ゆ
」
は
表
現
主
体

で
あ
る
夕
霧
が
自
ら
を
視
覚
対
象
と
し
て
な
さ
れ
た
表
現
で
《
受

身
》
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

５ 

「
さ
る
か
た
に
、
な
ど
か
は
見
ざ
ら
む
」
と
、
（
夕
霧
の
）

心
と
ま
り
ぬ
べ
き
（
女
）
を
も
、
し
ひ
て
、
な
ほ
ざ
り
事
に

し
な
し
て
、
な
ほ
、
「
か
の
緑
の
袖
を
、
見
え
な
ほ
し
て
し

が
な
」
と
思
ふ
心
の
み
ぞ
、
や
む
ご
と
な
き
ふ
し
に
は
、
と

ま
り
け
る
。 

 
 
 
 

源
氏
物
語 
蛍 

二
４
３
７
④ 

  

こ
の
よ
う
な
「
見
え
～
」
で
は
意
志
的
な
動
作
を
表
す
動
詞
が

「
見
ゆ
」
に
後
接
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、

６
、
７
に
示
し
た
例
の
よ
う
に
後
接
す
る
動
詞
に
助
動
詞
「
る
」

を
伴
っ
た
も
の
も
多
い
。
《
受
身
》
に
分
類
し
た
「
見
え
～
」
で

は
「
見
え
お
く
」
「
見
え
聞
く
」
「
見
え
さ
わ
ぐ
」
「
見
え
知

る
」
「
見
え
な
す
」
「
見
え
分
く
」
「
見
え
わ
た
す
」
の
７
つ
が

そ
う
で
あ
る
。
５
の
例
に
示
し
た
「
見
え
な
ほ
す
」
も
「
見
え
な

ほ
さ
れ
に
し
が
な
」
と
な
っ
て
い
る
本
文
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
併
せ
考
え
る
と
後
接
す
る
動
詞
が
受
身
形
で
あ
る
ほ
う
が
動
作

主
体
お
よ
び
対
象
が
統
一
さ
れ
、
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。 

６ 

「
（
紫
上
は
）
今
は
の
と
ぢ
め
に
も
こ
そ
あ
れ
。
い
ま
更
に
、

（
源
氏
は
自
分
の
）
お
ろ
か
な
る
さ
ま
を
、
（
紫
上
に
）
見

え
お
か
れ
じ
と
て
な
む
。
い
は
け
な
か
り
し
程
よ
り
、
あ
つ

か
ひ
そ
め
て
、
見
放
ち
が
た
け
れ
ば
、
か
う
、
月
頃
、
よ
ろ

づ
を
知
ら
ぬ
さ
ま
に
、
過
ぐ
し
侍
る
ぞ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
氏
物
語 

若
菜
下 

三
・
３
７
７
⑭ 

７ 

こ
の
国
（
播
磨
）
の
奥
の
郡
に
、
人
も
通
ひ
が
た
く
、
深
き

山
あ
る
を
、
と
し
ご
ろ
も
占
め
お
き
な
が
ら
、
（
明
石
入
道

は
）
「
あ
し
こ
に
籠
り
な
む
後
、
又
、
人
に
は
見
え
知
ら
る

べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
思
ひ
て
、
源
氏
物
語 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
氏
物
語 

若
菜
上 

三
・
２
８
４
⑫ 

  

８
の
例
は
か
ぐ
や
姫
へ
の
求
婚
に
失
敗
し
た
貴
公
子
た
ち
が
、

な
ん
と
か
か
ぐ
や
姫
と
結
婚
し
よ
う
と
自
分
達
の
気
持
ち
を
見
て

も
ら
お
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
貴
公
子
た
ち
の
側
か

ら
事
態
が
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
知
覚
対
象
は
貴
公
子
た
ち
の
心
ざ

し
、
知
覚
主
体
は
か
ぐ
や
姫
、
竹
取
の
翁
で
あ
る
。
こ
の
場
合

《
受
身
》
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
知
覚
対
象
側
に
は
見
ら
れ

よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
志
と
理
由
が
あ
る
。
そ
の
た
め
《
使

役
》
と
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
。 

 

８ 

か
ゝ
れ
ば
こ
の
人
々
、
家
に
帰
り
て
物
を
思
ひ
、
祈
を
し
、

願
を
立
つ
。
思
や
む
べ
く
も
あ
ら
ず
、
「
さ
り
と
も
つ
ゐ
に

男
あ
は
せ
ざ
ら
む
や
は
」
と
思
ひ
て
、
頼
み
を
か
け
た
り
。
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あ
な
が
ち
に
心
ざ
し
見
え
あ
り
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

竹
取
物
語 

３
１
⑫ 

 
三 
中
古
に
お
け
る
「
見
え
～
」
使
用
の
背
景 

 

こ
こ
ま
で
中
古
和
文
に
見
ら
れ
る
「
見
え
～
」
の
意
味
構
造
に

関
し
て
記
述
を
行
っ
て
き
た
。
前
述
の
通
り
、
中
世
以
降
こ
れ
ら

の
表
現
は
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
「
見
え
あ
ふ
」
「
見
え
来
」

「
見
え
そ
む
」
「
見
え
分
く
」
「
見
え
渡
る
」
を
見
出
す
の
み
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
「
見
え
あ
ふ
」
「
見
え
そ
む
」
は
後
接
し
た
動

詞
の
意
味
が
《
互
い
に
～
を
す
る
》
《
～
を
し
始
め
る
》
の
よ
う

に
抽
象
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
生
産
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
残
り
の
「
見
え
来
」
「
見
え
分
く
」
「
見
え
渡
る
」

は
中
古
か
ら
引
き
続
き
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
は
「
見
え
～
」
の
中
世
に
お
け
る
生
産
性
が
中
古
に
お
け

る
そ
れ
と
比
較
し
て
著
し
く
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

中
古
で
は
中
世
以
降
と
比
べ
、
「
見
え
～
」
は
生
産
的
で
あ
っ

た
が
、
以
下
で
「
「
見
ら
る
」
の
未
発
達
」
「
「
見
～
」
と
の
関

係
」
「
敬
意
表
現
」
と
い
う
三
点
か
ら
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
説

明
を
試
み
た
い
。 

 

中
古
和
文
に
お
け
る
「
見
え
～
」
に
は
６
、
７
に
示
し
た
よ
う

な
後
接
す
る
動
詞
が
受
身
の
助
動
詞
「
る
」
を
伴
っ
て
い
る
用
例

が
目
に
付
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
見
ゆ
」
が
「
見
ら
れ
る
」

の
よ
う
な
《
受
身
》
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
見
え
～
」
に

集
中
し
て
い
る
。
「
見
ゆ
」
の
「
ゆ
」
は
従
来
、
上
代
の
受
身
・

自
発
の
助
動
詞
「
ゆ
」
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ

と
と
瀬
戸
屋
の
「
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
「
見
る
」
の
受
身
形

「
見
ら
る
」
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
役
割
を
「
見
ゆ
」
が
担
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
６
・
７
に

お
け
る
「
見
え
お
か
れ
じ
」
「
見
え
知
ら
る
べ
き
」
の
よ
う
な
用

例
は
「
見
ら
れ
お
か
れ
じ
」
「
見
ら
れ
知
ら
る
べ
き
」
と
同
様
の

も
の
と
思
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
で
は
「
見
え
～
」
と
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
当
時
「
見
ら
る
」
が
未
発
達
で
あ
っ

た
た
め
で
、
実
質
的
に
は
動
詞
の
受
身
形
の
連
接
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
背
景
に
は
現
代
と
は
異
な
り
、

動
詞
間
の
結
び
付
き
が
緊
密
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
「
見
ゆ
」
が
《
受
身
》
と
取
れ
る
「
見
え
～
」
に
は

「
見
え
む
か
ふ
」
以
外
、
「
見
え
お
く
」
に
対
し
て
「
見
お
く
」
、

「
見
え
か
は
す
」
に
対
し
て
「
見
か
は
す
」
の
よ
う
に
同
じ
動
詞

を
後
接
す
る
「
見
～
」
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
見
え

～
る
」
と
い
う
受
身
表
現
が
「
見
～
」
に
対
応
し
た
こ
と
を
示
す

傍
証
と
な
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
「
見
ゆ
」
が
《
受
身
》
と
取
れ
る
「
見
え
～
」
に
は

後
接
す
る
動
詞
が
受
身
形
で
は
な
い
「
見
え
～
」
も
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
対
象
を
「
見
る
」
こ
と
を
避
け
、
「
視
覚
主

体
に
見
え
る
」
す
な
わ
ち
「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
婉
曲
的

に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
「
見
る
」
を

「
見
ゆ
」
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
視
覚
主
体
側
へ
の
心
理
的
距

離
、
ま
た
は
敬
意
を
含
ん
だ
、
一
種
の
婉
曲
表
現
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。 
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例
え
ば
「
見
え
か
は
す
」
は
源
氏
物
語
に
お
い
て
二
例
使
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
接
す
る
「
か
は
す
」
は
受
身
形
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
こ
の
「
見
え
か
は
す
」
は
９
、
10
に
示
し
た
よ

う
に
二
例
と
も
紫
上
と
明
石
上
と
の
行
為
を
表
し
て
い
る
。
紫
上

か
ら
見
た
明
石
上
は
光
源
氏
を
め
ぐ
っ
て
心
理
的
な
距
離
、
対
立

な
ど
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
。
一
方
、
「
見
か
は
す
」
は
同
じ
く

源
氏
物
語
に
お
い
て
二
例
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
11
、
12
に
示

し
た
よ
う
に
い
ず
れ
も
源
氏
と
夕
顔
、
薫
と
浮
舟
と
い
う
親
密
な

間
柄
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
心
理
的
距
離
は
近
い
と
言
え

る
。 

 

９ 

対
の
う
へ
（
紫
上
）
は
、
ま
ほ
な
ら
ね
ど
、
（
明
石
上
と
）

見
え
か
は
し
給
ひ
て
、
（
明
石
上
を
）
さ
ば
か
り
許
し
な
く

お
ぼ
し
た
り
し
か
ど
、
今
は
、
宮
（
若
宮
）
の
御
徳
に
、

（
明
石
上
と
）
い
と
、
睦
ま
し
く
、
（
明
石
上
を
）
や
む
ご

と
な
く
思
し
な
り
に
た
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
氏
物
語 

若
菜
上 

三
２
８
３
⑯ 

10 

（
紫
上
が
）
さ
ば
か
り
「
目
ざ
ま
し
」
と
、
心
お
き
給
へ

り
し
人
（
明
石
上
）
を
、
今
は
、
か
く
許
し
て
、
（
互
い

に
）
見
え
か
は
し
な
ど
し
給
ふ
も
、
「
女
御
（
明
石
女
御
）

の
御
た
め
の
眞
心
な
る
あ
ま
り
ぞ
か
し
」
と
（
源
氏
は
）
お

ぼ
す
に
、
い
と
、
あ
り
が
た
け
れ
ば
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
氏
物
語 

若
菜
下 

三
３
６
１
⑩ 

11 

（
源
氏
は
）
た
と
し
へ
な
く
、
し
づ
か
な
る
夕
の
空
を
眺

め
給
ひ
て
、
「
奧
の
方
は
、
暗
う
、
も
の
む
つ
か
し
」
と
、

女
は
思
ひ
た
れ
ば
、
（
源
氏
は
）
端
の
簾
垂
を
上
げ
て
、

（
源
氏
と
夕
顔
と
は
物
に
）
そ
ひ
臥
し
給
へ
り
。
夕
ば
え
を

見
か
は
し
て
、
女
も
、
か
ゝ
る
有
樣
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
怪

し
き
心
地
は
し
な
が
ら
、
よ
ろ
づ
の
嘆
き
忘
れ
て
、
（
源
氏

に
）
少
し
、
う
ち
と
け
行
く
氣
色
、
い
と
ら
う
た
し
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
氏
物
語 

夕
顔 

一
１
４
５
⑨ 

12 

宇
治
橋
の
、
は
る

ぐ
と
見
渡
さ
る
ゝ
に
、
柴
積
み
舟
の
、

所

く
に
行
き
ち
が
ひ
た
る
な
ど
、
ほ
か
に
て
目
馴
れ
ぬ

事
ど
も
、
取
り
集
め
た
る
所
が
ら
な
れ
ば
、
（
薫
は
）
見
給

ふ
度
ご
と
に
、
猶
、
（
大
君
の
）
そ
の
か
み
の
事
の
、
た
ゞ

今
の
心
地
し
て
、
い
と
、
か
ゝ
ら
ぬ
人
（
浮
舟
の
こ
と
）
を
、

見
か
は
し
た
ら
む
だ
に
、
珍
し
き
、
な
か
の
あ
は
れ
、
多
か

る
べ
き
程
な
り
。 

 

源
氏
物
語 

浮
舟 

五
２
３
３
③ 

  

「
見
え
か
は
す
」
「
見
か
は
す
」
は
い
ず
れ
も
《
互
い
に
見

る
》
と
い
う
行
為
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
動
作
主
体
二
人
の

間
柄
や
そ
こ
に
あ
る
心
理
的
距
離
の
遠
近
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
「
見
え
か
は
す
」
は
相
手
に
対
す
る
心
理
的
な
距
離
や
儀

礼
的
な
敬
意
を
含
ん
だ
「
見
か
は
す
」
の
婉
曲
的
な
表
現
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
中
古
に
お
い
て
「
見
え

～
」
が
使
用
さ
れ
た
背
景
に
は
《
受
身
》
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
、

一
種
の
婉
曲
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ

ろ
う
。 

 

し
た
が
っ
て
《
受
身
》
と
分
類
し
た
「
見
え
～
」
は
動
詞
の
受

身
形
が
連
続
し
た
「
見
ら
れ
～
ら
れ
」
と
な
る
べ
き
「
見
え
～
」
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と
受
身
的
、
か
つ
知
覚
主
体
と
心
理
的
な
距
離
を
置
い
た
、
「
見

～
」
の
婉
曲
表
現
と
し
て
の
「
見
え
～
」
を
含
ん
で
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
中
古
に
お
い
て
受
身
の
「
見
ら
る
」

が
未
発
達
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

《
使
役
》
と
分
類
し
た
も
の
も
主
体
の
意
志
性
が
強
い
こ
と
を

除
け
ば
視
覚
対
象
側
か
ら
受
身
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
《
受
身
》
と
共
通
す
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
視

覚
主
体
に
対
す
る
敬
意
を
含
ん
だ
婉
曲
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
は

《
受
身
》
と
分
類
し
た
「
見
え
～
」
と
共
通
し
て
い
る
。 

 

同
じ
く
《
移
動
》
と
分
類
し
た
「
見
ゆ
」
も
相
手
の
移
動
を
、

知
覚
主
体
の
知
覚
と
し
て
表
現
し
た
も
の
と
し
て
敬
意
表
現
の
一

種
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
語
に
お
い
て
も
「
先
生
が
見

え
た
」
や
「
先
生
が
お
見
え
に
な
っ
た
」
な
ど
と
「
見
え
る
」
を

「
来
る
」
の
尊
敬
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る
の
と
同
様
の
こ
と
で

あ
る
。 

 

13
の
例
は
生
活
に
困
窮
す
る
母
子
の
生
活
を
打
開
す
る
た
め
、

子
の
仲
忠
が
山
奥
へ
分
け
入
り
、
生
活
の
糧
と
住
む
場
所
を
得
、

そ
の
後
母
に
屋
敷
を
出
て
山
奥
で
と
も
に
生
活
す
る
こ
と
を
勧
め

た
こ
と
を
受
け
、
母
が
子
に
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
わ
が
子
の
行

く
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
へ
で
も
行
か
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
里
に

住
ん
で
い
て
も
あ
な
た
よ
り
他
に
訪
ね
て
く
る
人
が
い
る
の
な
ら

と
も
か
く
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
仲
忠
の
「
行
く
」
と
い
う
行

為
に
は
「
い
ま
す
」
と
い
う
尊
敬
語
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
場
合
、

「
見
え
通
ふ
」
も
敬
意
を
含
ん
だ
《
移
動
》
の
表
現
で
は
な
い
か

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

13 

「
何
に
か
は
。
わ
が
子
の
い
ま
せ
む
方
に
は
、
い
づ
ち
も

い
づ
ち
も
行
か
ざ
ら
む
。
里
に
住
め
ど
も
、
吾
子
よ
り
ほ
か

に
見
え
通
ふ
人
の
あ
ら
ば
こ
そ
」
と
て
出
で
立
つ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇
津
保
物
語 

俊
蔭 

  

ま
た
、
14
の
例
は
中
納
言
実
忠
は
今
は
人
に
会
っ
た
り
、
交

際
し
た
り
な
さ
ら
な
い
の
だ
が
、
仲
忠
が
琴
を
演
奏
す
る
こ
と
を

聞
き
、
ぜ
ひ
そ
の
演
奏
を
聞
き
た
い
と
思
い
、
仲
忠
に
聞
き
た
い

旨
を
告
げ
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
尊
敬
語
「
た
ま
ふ
」
が
共
起
し

て
い
る
こ
と
か
ら
中
納
言
は
尊
敬
語
を
使
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、

「
見
ゆ
」
を
《
移
動
》
を
表
す
敬
意
表
現
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と

は
自
然
で
あ
る
。 

 

14 

新
中
納
言
、
今
は
人
に
も
殊
に
見
え
交
じ
り
た
ま
は
ぬ
を
、

か
く
な
ど
聞
き
た
ま
ひ
て
、 

 
 
 
 

夜
の
こ
と
な
ら
ば
、
忍
び
て
参
ら
ま
ほ
し
く
な
む
承
る
。 

と
て
、 

 
 
 
 

死
に
か
へ
り
思
ひ
そ
め
に
し
世
の
中
の
飽
か
ぬ
こ
と
こ

そ
あ
は
れ
な
り
け
れ 

と
あ
り
。 

 
 
 
 
 
 

宇
津
保
物
語 

楼
の
上 

下 

  
以
上
の
考
察
で
「
見
ゆ
」
の
用
法
か
ら
《
移
動
》
《
受
身
》

《
使
役
》
と
分
類
し
た
「
見
え
～
」
は
中
古
に
お
け
る
受
身
形

「
見
ら
る
」
の
未
発
達
と
敬
意
表
現
の
発
達
と
を
背
景
と
し
て
生

産
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
中
世
に
な
り
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「
見
え
～
」
が
生
産
的
で
な
く
な
る
の
は
こ
の
よ
う
な
中
古
に
お

け
る
「
見
え
～
」
の
生
産
に
関
わ
る
背
景
が
消
滅
し
た
た
め
で
あ

る
。 

 

四 

ま
と
め 

 

本
論
で
は
中
古
和
文
に
お
け
る
「
見
え
～
」
の
意
味
構
造
を
分

析
し
、
中
古
に
お
い
て
「
見
え
～
」
が
生
産
的
で
あ
っ
た
背
景
を

考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
古
に
お
け
る
「
見
え
～
」
の
多
く
は

受
身
形
「
見
ら
る
」
の
未
発
達
と
敬
意
表
現
の
発
達
と
を
背
景
と

し
て
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
中
世
に
お
い

て
「
見
え
～
」
が
生
産
的
で
な
く
な
る
の
は
右
の
よ
う
な
中
古
に

お
け
る
「
見
え
～
」
の
生
産
を
促
進
さ
せ
る
背
景
が
消
滅
し
た
た

め
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
中
古
に
お
け
る
「
動
詞
＋

動
詞
」
が
現
代
の
複
合
動
詞
よ
り
も
動
詞
間
の
結
合
が
緩
や
か
で

連
語
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

「
見
る
」
に
関
し
て
も
中
古
に
お
い
て
受
身
形
「
見
ら
る
」
が

用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
い
つ
頃
か
ら
用
い
ら

れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
い
く
の
か
、
「
見
ゆ
」
の

《
受
身
》
の
用
法
と
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、
な
ど

明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
全
て
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

付
記 

 

本
論
は
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
Ｂ
）
二
二
七
二
〇
一

八
一
の
助
成
を
受
け
て
な
さ
れ
た
。 

 

参
考
文
献 

犬
塚
旦
（
一
九
七
三
）
「
『
見
ゆ
』
の
用
法
に
つ
い
て
」
『
王
朝

美
的
語
詞
の
研
究
』
笠
間
書
院 

大
竹
操
（
一
九
六
九
）
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
視
覚
的
表
現
の
意

義
―
「
見
ゆ
」
を
通
し
て
」
『
女
子
大
国
文
』
四
二 

瀬
戸
屋
里
江
（
一
九
九
三
）
「
「
見
ゆ
」
考
―
『
源
氏
物
語
』
の

用
例
に
つ
い
て
」
『
山
口
国
文
』
一
六 

田
中
聡
子
（
一
九
九
九
）
「
動
詞
「
見
え
る
」
の
多
義
化
と
レ
ト

リ
ッ
ク
」
『
岡
崎
学
園
国
際
短
期
大
学
論
集
』
六 

田
中
聡
子
（
二
〇
〇
二
）
「
視
覚
表
現
に
見
る
視
覚
か
ら
高
次
認

識
へ
の
連
続
性
―
視
覚
の
文
化
モ
デ
ル
―
」
『
言
語
文
化
論

集
』
二
三
―
二 

 

用
例
収
集
に
使
用
し
た
資
料
一
覧 

【
中
古
】 

 

『
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』
『
平
中
物
語
』
『
落
窪
物
語
』

『
大
和
物
語
』
『
枕
草
子
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
源
氏
物

語
』
『
夜
の
寝
覚
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
堤
中
納
言
物

語
』
『
狭
衣
物
語
』
『
栄
花
物
語
』
（
以
上
日
本
古
典
文
学
大

系
）
『
土
佐
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
更
級

日
記
』
（
以
上
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
『
宇
津
保
物
語
』

（
『
う
つ
ほ
物
語
の
総
合
研
究
１
本
文
編
』
勉
誠
出
版
） 

【
中
世
】 

 

『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
『
方
丈
記
』
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
『
徒
然
草
』
『
曽
我
物
語
』
『
義
経
記
』
（
以
上
日
本
古



－39－ 

典
文
学
大
系
）
『
平
家
物
語
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

『
発
心
集
』
（
『
発
心
集
本
文
・
自
立
語
索
引
』
清
文
堂
）

『
閑
居
友
』
（
『
閑
居
友
本
文
及
び
総
索
引
』
笠
間
書
院
）

『
海
道
記
』
（
『
海
道
記
総
索
引
』
明
治
書
院
）
『
東
関
紀

行
』
（
『
東
関
紀
行
本
文
及
び
総
索
引
』
笠
間
書
院
）
『
十
訓

抄
』
（
『
十
訓
抄
本
文
と
索
引
』
笠
間
書
院
）
『
十
六
夜
日

記
』
（
『
十
六
夜
日
記
校
本
及
び
総
索
引
』
笠
間
書
院
）
『
と

は
ず
が
た
り
』
（
『
と
は
ず
が
た
り
総
索
引
（
本
文
編
）
』
笠

間
書
院
）
『
太
平
記
』
（
『
土
井
本
太
平
記
本
文
及
び
語
彙
索

引
』
勉
誠
社
） 

（
島
根
大
学
教
育
学
部
准
教
授
） 

              

                         




