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上
代
中
古
に
お
け
る
「
～
見
る
」 

  

百 

留 

康 

晴 

 

は
じ
め
に 

 

現
代
語
に
お
い
て
「
見
る
」
を
後
項
と
す
る
複
合
動
詞
は
「
仰

ぎ
見
る
」
「
返
り
見
る
」
「
覗
き
見
る
」
「
盗
み
見
る
」
な
ど
、

わ
ず
か
で
あ
る
１

。
し
か
し
、
古
語
で
は
多
く
の
表
現
が
形
成
さ

れ
、
現
在
よ
り
も
生
産
性
が
高
い
。
ま
た
、
古
語
の
「
動
詞
＋
見

る
」
に
は
現
代
語
の
「
動
詞
＋
て
み
る
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

「
見
る
」
に
お
け
る
意
味
の
抽
象
化
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
語
構

成
の
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
文
法
化
の
観
点
か
ら
も
興
味
深
い

問
題
を
孕
ん
で
い
る
。 

 

そ
こ
で
本
論
で
は
上
代
中
古
に
お
け
る
「
動
詞
＋
見
る
」
（
以

下
「
～
見
る
」
と
表
記
す
る
）
を
分
析
し
、
そ
の
意
味
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

一 

先
行
研
究 

 

古
語
に
お
け
る
「
～
見
る
」
全
体
の
語
構
成
や
意
味
構
造
に
関

す
る
先
行
論
文
は
管
見
の
限
り
な
い
。
し
か
し
、
「
見
る
」
の
文

法
化
と
の
関
わ
り
か
ら
嶋
田
紀
之
（
二
〇
〇
九
）
、
菊
田
千
春

（
二
〇
一
一
）
で
は
古
語
の
「
～
見
る
」
の
一
部
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
語
に
見
ら
れ
る
「
て
形
」
の
意
味
用
法

を
詳
述
し
た
梶
井
恵
子
（
一
九
九
七
）
に
お
い
て
も
古
語
の
「
～

見
る
」
に
お
け
る
抽
象
化
し
た
意
味
用
法
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

嶋
田
（
二
〇
〇
九
）
で
は
以
下
の
万
葉
集
、
古
今
集
の
例
を
挙

げ
、
こ
れ
ら
の
「
み
る
」
が
文
法
化
に
よ
っ
て
現
代
日
本
語
に
お

け
る
「
て
み
る
」
の
よ
う
に
「
試
す
」
の
意
味
に
変
化
し
て
い
る

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
文
法
化
前
の
読
み
、

つ
ま
り
「
見
る
」
の
意
味
で
の
読
み
、
も
絶
対
に
不
可
能
で
は
な

く
判
然
と
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。 

  
１
梓
弓 

引
見
緩
見 

思
見
而 

既
心
歯 

因
余
思
物
平

（
万
葉
集 

二
九
八
六
） 

 
 

梓
弓
引
き
み 

緩
へ
み 

思
ひ
見
て
す
で
に
心
は 

寄
り

に
し
も
の
を
（
梓
弓
を
引
い
て
み
た
り
緩
く
し
て
み
た
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り
す
る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
て
、
も
は
や
心

は
あ
な
た
に
寄
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
） 

 
２
時
守
之 

打
鳴
鼓 

数
見
者 

辰
余
波
成 

不
相
毛
怪

（
万
葉
集 

二
六
四
一
） 

 
 

時
守
の
打
ち
鳴
ら
す
鼓
数
（
よ
）
み
見
れ
ば 

時
に
は
な

り
ぬ
逢
は
な
く
も
怪
し
（
時
守
の
打
ち
鳴
ら
す
鼓
を
数

え
て
み
れ
ば
、
逢
う
べ
き
時
に
な
っ
た
な
あ
） 

 

３
折
り
て
み
ば
落
ち
ぞ
し
ぬ
べ
き
秋
は
ぎ
の
枝
も
た
わ
わ
に

お
け
る
白
雪
（
詠
み
人
し
ら
ず
：
古
今
和
歌
集
） 

  

菊
田
（
二
〇
一
一
）
も
１
・
２
の
例
を
挙
げ
、
試
行
の
テ
ミ
ル

の
出
現
は
非
常
に
早
く
、
上
代
に
す
で
に
そ
う
と
解
釈
で
き
る
例

が
見
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
現
代
の
テ
ミ
ル
の
直

接
の
元
と
考
え
て
よ
い
か
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
と
も
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
古
語
に
お
け
る
「
～
見
る
」
と
「
て

み
る
」
と
を
等
し
並
み
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
動
詞
連

用
形
に
直
接
接
続
す
る
も
の
と
接
続
助
詞
「
て
」
を
介
す
る
も
の

と
は
文
法
的
な
成
り
立
ち
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
来
区
別
し

て
扱
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
点
、
菊
田
が
「
こ
れ
ら
を
現
代
の
テ

ミ
ル
の
直
接
の
元
と
考
え
て
よ
い
か
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
穏
当
で
あ
る
。
間
接
的
に

「
～
見
る
」
が
「
て
み
る
」
の
成
立
に
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能

性
は
あ
る
も
の
の
、
な
ぜ
「
～
見
る
」
で
は
な
く
、
「
て
」
を
介

す
る
「
て
み
る
」
が
文
法
化
形
式
と
し
て
発
達
し
た
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
別
の
問
題
と
し
て
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。 

 

そ
も
そ
も
動
詞
「
見
る
」
自
体
、
様
々
な
文
脈
に
よ
り
意
味
が

拡
張
し
て
い
る
。
な
お
か
つ
動
詞
連
用
形
に
後
接
す
る
場
合
、
前

接
す
る
動
詞
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
文
脈
が
意
味
の
変
容
に
大
き
く

影
響
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
そ
の
記

述
す
ら
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
古
語
に
お
け
る
「
～
見
る
」
の

意
味
構
造
全
体
を
明
ら
か
に
し
、
後
接
す
る
「
見
る
」
に
お
け
る

意
味
の
変
容
を
実
証
的
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

ほ
か
に
金
水
敏
（
二
〇
〇
五
）
で
は
日
本
語
の
「
て
み
る
」
に

つ
い
て
「
語
源
的
に
は
「
ｐ
、
（
そ
し
て
）
見
る
」
と
考
え
ら
れ

る
。
「
見
る
」
と
は
何
を
見
る
の
か
。
そ
れ
は
Ｓ
ｐ

に
他
な
ら
な

い
。
そ
し
て
「
見
る
」
と
は
、
Ｓ
ｐ

を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
ｐ

と
は
「
初
期
状
態

Ｓ
０

に
お
い
て
、
出
来
事
ｐ
が
完
成
し
た
時
の
結
果
の
状
態
」
と

さ
れ
、
「
ｐ
の
完
成
が
語
彙
的
意
味
と
し
て
必
然
的
に
含
意
す
る

結
果
（
例
え
ば
「
Ａ
が
Ｂ
を
殺
す
」
に
お
け
る
「
Ｂ
の
死
亡
状

態
」
）
で
は
な
い
。
後
者
を
語
彙
的
結
果
状
態
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、

こ
れ
と
は
区
別
し
て
、
Ｓ
ｐ

を
文
脈
的
結
果
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
て
み
る
」
に
関
す
る
金
水
の
分
析
は

古
語
の
「
～
見
る
」
に
お
け
る
意
味
構
造
の
根
幹
に
も
合
致
す
る

と
考
え
る
。 

 

二 

古
語
に
お
け
る
「
見
る
」
の
意
味 

 

考
察
す
る
に
当
た
り
、
「
～
見
る
」
を
形
成
す
る
古
語
の
動
詞
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「
見
る
」
の
意
味
を
辞
書
の
記
述
に
よ
っ
て
確
認
す
る
。
『
岩
波

古
語
辞
典 

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

《
知
覚
》
の
意
味
か
ら
《
理
解
・
判
断
す
る
》
《
経
験
す
る
》
の

意
味
や
《
逢
う
》
《
面
倒
を
見
る
》
の
意
味
に
拡
張
し
て
い
る
こ

と
が
分
る
。
現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
見
る
」
の
多
義
構
造
を
分

析
し
た
田
中
聡
子
（
一
九
九
六
）
の
分
類
と
比
較
対
照
す
る
と
表

一
の
よ
う
に
な
る
。 

  

➊
①
目
を
と
め
る
。
②
眺
め
る
。
望
む
。
③
見
物
す
る
。 

 

➋
①
見
て
思
う
。
判
断
す
る
。
②
知
る
。
分
る
。
③
診
断
す
る
。

④
試
み
る
。
た
め
す
。
⑤
占
う
。
⑥
読
む 

 

➌
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
目
に
す
る
。
経
験
す
る
。
際
会
す

る
。 

 

➍
互
い
に
見
る
。
①
逢
う
。
②
男
女
の
契
り
を
す
る
。
③
夫
婦

と
な
っ
て
暮
す
。 

 

➎
①
面
倒
を
見
る
。
世
話
を
す
る
。
②
観
察
す
る
。
調
べ
る
。

吟
味
す
る
。 

 

田
中
聡
子
（
一
九
九
六
） 

 

①
〈
視
覚
〉
に
よ
っ
て
対
象
を
〈
認
知
〉
す
る 

 

②
〈
視
覚
〉
に
よ
る
〈
認
知
〉
に
基
づ
き
対
象
を
〈
理
解
・
判

断
〉
す
る 

 

③
対
象
を
〈
理
解
・
判
断
〉
す
る 

 

④
〈
視
覚
〉
に
基
づ
き
対
象
を
〈
理
解
・
判
断
〉
し
て
適
切
な

〈
処
置
〉
を
取
る 

 

⑤
〈
視
覚
以
外
の
知
覚
〉
に
よ
る
〈
認
知
〉
に
基
づ
き
対
象
を

〈
理
解
・
判
断
〉
す
る 

 

⑥
あ
る
〈
状
況
を
経
験
〉
す
る
／
あ
る
〈
状
況
が
出
現
〉
す
る 

  

表
一 

現
代
日
本
語
と
古
語
の
「
見
る
」
の
語
義
の
対
照 

       

 

 

古
語
の
「
見
る
」
の
意
味
は
ほ
ぼ
現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
見

る
」
の
意
味
と
一
致
す
る
。
た
だ
し
古
語
の
➍
の
意
味
は
現
代
日

本
語
の
「
見
る
」
に
は
存
在
し
な
い
。 

 

三 

上
代
に
お
け
る
「
～
見
る
」 

 

上
代
で
は
万
葉
集
に
お
い
て
異
な
り
数
二
六
、
延
べ
数
一
五
五

の
「
～
見
る
」
の
使
用
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
全
例
を
表
二
に
示

す
。
表
二
か
ら
は
「
逢
ひ
見
る
」
「
出
で
見
る
」
「
返
り
見
る
」

「
振
り
放
け
見
る
」
と
い
う
特
定
の
表
現
の
使
用
頻
度
が
高
い
こ

と
が
分
る
。
「
～
見
る
」
に
は
三
語
以
上
の
動
詞
か
ら
成
る
も
の

も
あ
り
、
そ
れ
ら
も
用
例
に
加
え
、
表
二
の
下
の
方
に
ま
と
め
て

載
せ
た
。
こ
れ
ら
は
「
有
り
通
ひ
見
る
」
が
「
有
り
通
う
＋
見

田中 岩波古語

① ➊

②③ ➋

⑥ ➌

⑥ ➍

④ ➎
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る
」
の
よ
う
に
全
体
を
二
語
＋
一
語
な
い
し
一
語
＋
二
語
の
ま
と

ま
り
に
分
解
で
き
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
形
成
す
る
意

味
構
造
自
体
は
二
語
か
ら
成
る
「
～
見
る
」
と
同
様
に
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

「
見
る
」
が
そ
の
本
来
の
意
味
を
保
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
前
接
す
る
動
作
と
継
起
的
に
「
見
る
」
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

る
《
継
起
》
と
、
前
接
す
る
動
作
と
同
時
に
「
見
る
」
こ
と
が
行

わ
れ
て
い
る
《
同
時
》
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
後
者
に
は
前
接

す
る
動
作
が
「
見
る
」
際
の
付
帯
状
況
を
表
す
《
付
帯
状
況
》
と

前
接
す
る
動
作
が
「
見
る
」
と
並
列
的
に
表
現
さ
れ
る
《
並
列
》

と
が
あ
る
。
ま
た
、
後
接
す
る
「
見
る
」
の
意
味
が
希
薄
化
し
、

現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
て
み
る
」
の
よ
う
な
《
試
行
》
の
意
味

に
取
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
法
に
応
じ
て
「
～
見
る
」

を
分
類
し
、
表
二
の
左
に
《
継
》
《
付
》
《
並
》
《
試
》
と
し
て

示
し
た
。
な
お
「
う
ち
見
る
」
「
取
り
見
る
」
に
つ
い
て
は
接
頭

辞
化
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
ラ
ベ
ル
は
貼
ら
な
い
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

《
継
起
》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《
付
帯
状
況
》 

 
 

「
～
見
る
」 

 

《
同
時
》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《
並
列
》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

《
試
行
》 

   

 

表
二 

万
葉
集
に
お
け
る
「
～
見
る
」 

         

次
に
意
味
構
造
の
記
述
を
行
う
。
１
、
２
の
例
は
《
継
起
》
と

捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
あ
る
行
為
を
行
っ
た
後
、

眼
前
の
光
景
を
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
る
」
と
い
う
意
味
構
造
を
形

成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
構
造
を
形
成
す
る
「
～
見
る
」

は
非
常
に
多
い
。
他
に
、
３
の
「
数よ

み
見
る
」
よ
う
に
聴
覚
で
捉

え
る
刺
激
を
知
覚
す
る
用
法
に
拡
張
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
た
。

３
の
例
は
「
時
守
が
打
ち
鳴
ら
す
鼓
の
音
を
声
に
出
し
て
数
え
て

み
る
と
約
束
の
時
刻
に
な
っ
た
の
に
会
い
に
来
な
い
の
は
お
か
し

い
」
と
い
う
意
味
の
歌
で
、
「
見
る
」
が
捉
え
る
も
の
は
「
鼓
の

音
」
で
あ
る
。
視
覚
は
他
の
感
覚
に
比
し
て
優
位
性
が
あ
り
、

「
味
を
見
る
」
「
手
触
り
を
見
る
」
「
音
色
を
見
る
」
の
よ
う
に

他
の
五
感
で
捉
え
る
刺
激
に
対
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。 

  

１
ひ
さ
か
た
の 

天
見
る
ご
と
く 

仰
ぎ
見
し
（
仰
見
之
） 

皇
子
の
御
門
の 

荒
れ
ま
く
惜
し
も
（
万
葉
集 

二 

一
六

八
） 

並 逢ひ見る 71

継 仰ぎ見る 1

付 怒り見る 1

継 出で見る 11

打ち見る 1

継 負ひ見る 1

並 思ひ見る 1

継 返らひ見る 1

継 返り見る 17

継 立ち見る 3

継 解き見る 1

取り見る 5

継 為し見る 1

継 引き見る 2

継 巻き見る 1

継 抱き見る 1

継 ゆるへ見る 2

継 数み見る 1

付 笑み見る 2

継 有り通ひ見る 1

継 打ち越え見る 1

継 掻き撫で見る 1

継 偲ぶらひ返らひ見る 1

継 携はり出で立ち見る 1

継 解き開け見る 1

継 振り放け見る 22
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２
わ
が
背
子
を 

今
か
今
か
と 

出
で
見
れ
ば
（
出
見
者
） 

沫
雪
降
れ
り 

庭
も
ほ
ど
ろ
に
（
万
葉
集 

十 

二
三
二

三
） 

 

３
時
守
が 

打
ち
鳴
す
鼓 

数
み
み
れ
ば
（
数
見
者
） 

時
に

は
な
り
ぬ 

逢
は
な
く
も
怪
し
（
万
葉
集 

十
一 

二
六
四

一
） 

  

４
、
５
の
例
で
は
「
見
る
」
が
眼
前
の
光
景
を
視
覚
に
よ
っ
て

捉
え
る
意
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
の
展
開
に
も
視
野
を
広
げ
る

用
法
に
ま
で
拡
張
し
て
い
る
。 

 

４
の
例
は
《
継
起
》
の
例
で
あ
る
が
、
「
二
人
で
結
ん
だ
紐
を

一
人
で
は
解
か
な
い
」
と
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
男
女
が
別

れ
る
際
に
互
い
の
衣
の
紐
を
結
び
、
再
び
逢
う
ま
で
解
か
な
い
と

誓
う
と
い
う
習
俗
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
「
見
る
」
は
「
紐
を
解
い
て
生
じ
る
眼
前
の
光

景
」
だ
け
で
な
く
、
「
そ
の
後
の
二
人
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起

る
か
」
ま
で
も
把
握
す
る
、
体
験
す
る
と
い
う
こ
と
に
ま
で
表
現

内
容
が
及
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
解
か
じ
」
で
も
意

味
は
伝
わ
る
も
の
の
「
見
る
」
を
加
え
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
将

来
へ
の
眼
差
し
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

《
並
列
》
と
捉
え
ら
れ
る
５
の
例
の
「
思
ひ
見
て
」
も
「
二
人

の
間
の
関
係
を
い
ろ
い
ろ
考
え
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
状
を

捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
時
間
の
推
移
に
よ
っ
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う

出
来
事
に
も
知
覚
対
象
が
移
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ら
「
解
き
見
る
」
「
思
ひ
見
る
」
の
「
見
る
」
で
は
空
間
か

ら
時
間
へ
と
い
う
視
野
の
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。 

  

４
二
人
し
て 

結
び
し
紐
を 

ひ
と
り
し
て 

我
れ
は
解
き
見

じ
（
吾
者
解
不
見
）
直
に
逢
ふ
ま
で
は 

（
万
葉
集 

十
二 

二
九
一
九
） 

 

５
梓
弓 

引
き
み
緩
へ
み
（
引
見
弛
見
） 

思
ひ
見
て
（
思
見

而
）
す
で
に
心
は 

寄
り
に
し
も
の
を
（
万
葉
集 

十
二 

二
九
八
六
） 

  

他
に
５
の
「
引
き
み
緩
へ
み
」
、
６
の
「
負
ひ
み
抱
き
み
」
、

７
の
「
笑
み
み
怒
り
み
」
の
よ
う
に
二
つ
の
「
～
見
る
」
が
対
句

的
に
並
べ
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
～
見
る
」
は
「
…
し

た
り
…
し
た
り
」
の
意
を
表
す
と
さ
れ
、
現
代
日
本
語
の
「
て
み

る
」
同
様
「
試
し
に
～
す
る
」
の
意
に
転
じ
て
い
る
と
い
う
見
方

も
あ
る
。
し
か
し
、
歌
の
内
容
か
ら
こ
れ
ら
の
表
現
が
眼
前
の
光

景
を
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
で

あ
ろ
う
こ
と
は
事
実
で
、
「
見
る
」
本
来
の
意
味
を
完
全
に
失
っ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
こ
と
は
漢
字
表
記
に
「
見
」
と
い

う
字
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
思
え
る
。 

 

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
は
完
全
に
「
見
る
」
本
来
の
意
味
を
失
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
視
覚
に
よ
っ
て
現
状
を
把
握
す
る
」
と

い
う
意
味
を
中
核
と
し
つ
つ
、
知
覚
対
象
が
「
行
為
を
行
っ
た
後

の
結
果
」
に
移
り
、
か
つ
、
形
式
化
し
、
修
辞
的
に
用
い
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
用
法
に
は
８
の
例

の
よ
う
に
二
つ
の
「
～
見
る
」
の
間
に
他
の
語
句
が
入
る
こ
と
も
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あ
る
。 

  
６
男
じ
も
の 

負
ひ
み
抱
き
み
（
負
見
抱
見
） 

朝
鳥
の 

音

の
み
鳴
き
つ
つ
（
万
葉
集 

三
・
四
八
一
） 

 

７
は
ね
縵 

今
す
る
妹
が 

う
ら
若
み 

笑
み
み
怒
り
み
（
咲

見
慍
見
） 

付
け
し
紐
解
く
（
万
葉
集 

十
一 

二
六
二

七
） 

 

８
に
ほ
ひ
よ
る 
児
ら
が
よ
ち
に
は 

蜷
の
腸 

か
黒
し
髪
を

ま
櫛
も
ち 

こ
こ
に
か
き
垂
れ 

取
り
束
ね 

上
げ
て
も
巻

き
み
（
挙
而
裳
纏
見
） 
解
き
乱
り 

童
に
な
し
み
（
童
児

丹
成
見
）
（
万
葉
集 

十
六 
三
七
九
一
） 

 

四 

中
古
に
お
け
る
「
～
見
る
」 

 

中
古
で
は
和
文
資
料
に
お
い
て
異
な
り
数
五
〇
、
延
べ
数
三
四

一
の
「
～
見
る
」
の
使
用
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
用
例
お
よ
び
延

べ
数
を
表
三
に
示
す
。 

 

上
代
同
様
「
逢
ひ
見
る
」
「
う
ち
見
る
」
「
思
し
見
る
」
「
返

り
見
る
」
「
聞
き
見
る
」
「
踏
み
見
る
」
「
待
ち
見
る
」
な
ど
特

定
の
表
現
の
使
用
頻
度
が
高
い
事
傾
向
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ

の
う
ち
「
う
ち
見
る
」
は
接
頭
辞
化
、
「
思
し
見
る
」
は
敬
語
化
、

「
踏
み
見
る
」
は
「
文
見
る
」
と
の
掛
詞
、
と
い
う
点
か
ら
そ
の

使
用
頻
度
の
高
さ
の
背
景
が
推
測
で
き
る
。
そ
の
他
は
こ
の
時
代

に
比
較
的
慣
用
化
さ
れ
て
い
た
表
現
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
特

に
「
返
り
見
る
」
は
上
代
で
も
中
世
で
も
根
強
く
使
用
さ
れ
続
け
、

現
在
で
は
「
顧
み
る
」
「
省
み
る
」
な
ど
と
表
記
の
面
で
も
そ
の 

語
源
意
識
が
薄
れ
る
ほ
ど
定
着
し
て
い
る
。 

  

表
三 

中
古
和
文
に
お
け
る
「
～
見
る
」 

                

次
に
「
～
見
る
」
を
《
継
起
》
《
付
帯
状
況
》
《
並
列
》
《
試

行
》
に
分
類
し
、
そ
の
意
味
構
造
を
記
述
し
て
い
く
。
「
う
ち
見

る
」
に
つ
い
て
は
接
頭
辞
化
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
ラ
ベ
ル

は
貼
ら
な
い
。 

 

ま
ず
「
見
る
」
が
そ
の
本
来
の
意
味
を
保
っ
て
お
り
、
前
接
す

る
動
作
と
継
起
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
９
は
藤
原
道
長
が
高
野
山
に
詣
で
、
弘
法
大
師
の
入
滅

並 眺め見る 2 試 遊ばし見る 1

試 濡れ見る 1 並 逢ひ見る 89

継 覗き見る 1 付 急ぎ見る 2

試 弾き見る 1 並 うけたまはり見る 1

継 伏し見る 2 うち見る 61

継 踏み見る 16 付 驚き見る 1

継 まかり見る 1 継 おはしまし見る 1

継 待ち見る 19 並 思し見る 15

継 参り見る 6 試 おほせ見る 1

並 睦び見る 1 並 思ひ見る 1

継 漏り見る 1 並 思ほし見る 2

継 分け見る 1 継 帰り見る 1

継 渡り見る 1 継 返り見る 65

継 折り見る 1 継 構へ見る 1

継 うち返り見る 2 継 通はし見る 1

継 うちとけ見る 1 並 聞き見る 15

継 思し返り見る 2 並 比べ見る 1

継 思し召し返り見る 1 試 誘ひ見る 2

継 さし覗き見る 2 継 たづね見る 4

継 立ち寄り見る 1 試 たばかり見る 1

継 たづね返り見る 1 継 伝へ見る 1

継 育み返り見る 1 継 ととのへ見る 1

継 振り放け見る 1 継 とどめ見る 1

継 待ち迎へ見る 2 試 問ひ見る 1

継 見返り見る 1 継 とぶらひ見る 2
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さ
れ
た
様
子
を
見
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
前
接
す
る
「
覗
く
」
は

「
見
る
」
と
い
う
動
作
の
実
現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
動
作
と
な

っ
て
い
る
。 

 

10
は
狭
衣
が
伊
勢
物
語
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
自
分
が
恋
す

る
源
氏
宮
に
対
す
る
感
情
が
い
っ
そ
う
募
り
、
告
げ
よ
う
と
し
た

が
言
い
出
せ
な
か
っ
た
歌
の
例
で
あ
る
。
「
昔
の
跡
」
は
「
伊
勢

物
語
」
を
さ
し
、
そ
の
「
昔
の
跡
」
を
目
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
10
の
例
で
も
「
見
る
」
は
そ
の

本
来
の
意
味
を
保
っ
て
お
り
、
前
接
す
る
動
作
は
「
見
る
」
と
い

う
動
作
の
実
現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
動
作
と
な
っ
て
い
る
。 

 

11
は
三
条
院
が
亡
く
な
り
、
そ
の
姫
宮
禎
子
内
親
王
が
書
い

た
書
を
見
て
中
宮･

子
（
道
長
の
次
女
）
は
涙
を
抑
え
が
た
く
お

思
い
に
な
り
、
皇
子
た
ち
も
御
無
沙
汰
す
る
こ
と
な
く
お
越
し
に

な
っ
て
、
姫
宮
に
お
会
い
に
な
り
、
東
宮
か
ら
も
ち
ょ
っ
と
し
た

玩
具
の
様
々
を
お
差
し
上
げ
に
な
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の

「
渡
り
見
る
」
で
は
前
接
す
る
動
作
が
「
見
る
」
と
い
う
動
作
の

実
現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
動
作
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
同
じ
で

あ
る
が
、
「
見
る
」
が
「
視
覚
に
よ
っ
て
対
象
を
捉
え
る
」
意
か

ら
「
会
う
」
の
意
味
に
拡
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
見
る
」

は
男
女
の
間
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
「
夫
婦
と
し
て

暮
ら
す
」
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
。 

 

12
は
帝
に
な
っ
た
狭
衣
を
自
分
の
娘
の
と
こ
ろ
へ
通
わ
せ
、

世
話
を
す
る
方
法
は
な
い
か
と
上
達
部
や
皇
子
た
ち
が
望
ん
で
い

た
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
「
見
る
」
は
「
視
覚
に
よ
っ

て
対
象
を
捉
え
る
」
意
か
ら
「
世
話
を
す
る
」
と
い
う
意
味
に
拡

張
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
「
見
る
」
の
意
味
に
様
々
な
広
が
り

が
あ
る
こ
と
に
応
じ
て
、
動
詞
に
後
接
す
る
「
見
る
」
に
も
意
味

の
広
が
り
が
見
ら
れ
る
。 

  

９
高
野
に
参
ら
せ
給
ひ
て
は
、
大
師
の
御
入
定
の
様
を
覗
き
見

奉
ら
せ
給
へ
ば
、
御
髪
青
や
か
に
て
、
奉
り
た
る
御
衣
い
さ

さ
か
塵
ば
み
煤
け
ず
、
鮮
や
か
に
見
え
た
り
。
御
色
の
あ
は

ひ
な
ど
ぞ
、
珍
か
な
る
や
。
た
だ
眠
り
給
へ
る
と
見
ゆ
。 

（
栄
花
物
語 

巻
十
五
） 

 

10
よ
し
さ
ら
ば
昔
の
跡
を
尋
ね
見
よ
我
の
み
迷
ふ
恋
の
道
か

は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
狭
衣
物
語 

巻
一
） 

 

11
（
禎
子
内
親
王
が
）
「
あ
て
（
故
三
条
院
）
は
麿
を
ば
恋

し
と
は
思
ひ
給
は
ぬ
か
。
な
ど
い
と
久
し
く
渡
ら
せ
給
は

ぬ
」
な
ど
、
書
き
続
け
さ
せ
給
も
、
涙
止
め
が
た
く
御
前

（
中
宮･

子
）
も
お
ぼ
し
め
し
、
候
ふ
人

く
も
思
へ
り
。

宮
達
な
ど
も
、
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
渡
り
見
奉
ら
せ
給
ひ
、

東
宮
よ
り
も
は
か
な
き
御
遊
物
ど
も
奉
ら
せ
給
。 

（
栄
花
物
語 

巻
十
三
） 

 

12
年
比
、
「
い
か
さ
ま
に
し
て
、
（
狭
衣
を
）
た
ま
さ
か
に

も
、
（
我
が
娘
の
と
こ
ろ
に
）
か
よ
は
し
見
た
て
ま
つ
る
わ

ざ
も
が
な
」
と
思
願
ひ
給
へ
る
上
達
部
・
親
王
た
ち
な
ど 

（
狭
衣
物
語 

巻
四
） 

  

前
接
す
る
動
作
と
同
時
に
「
見
る
」
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
も

の
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
13
は
帝
が
勅
使
と
し
て
蔵
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人
を
左
大
将
の
と
こ
ろ
へ
遣
わ
し
、
同
時
に
左
大
臣
と
中
納
言
の

二
人
も
遣
わ
し
た
が
、
二
人
が
入
っ
て
き
た
こ
と
に
左
大
将
は
気

付
か
ず
、
松
明
を
灯
し
た
兵
衛
尉
が
急
に
入
っ
て
来
た
の
で
驚
い

て
ご
覧
に
な
っ
た
と
い
う
例
で
あ
る
。
前
接
す
る
動
詞
「
驚
く
」

は
後
接
す
る
「
見
る
」
が
表
す
動
作
を
す
る
際
の
左
大
将
の
心
の

変
化
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
見
る
」
際
の
主
体
の
付
帯
状
況

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
14
は
源
氏
が
女
性
た
ち
に
合

奏
を
さ
せ
、
そ
の
ご
様
子
を
夕
霧
が
御
簾
の
外
か
ら
聞
い
た
り
見

た
り
し
て
い
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
前
接
す
る
動
詞
「
聞
く
」
と

「
見
る
」
と
は
対
等
な
関
係
で
結
び
付
い
て
お
り
、
並
列
と
し
た
。 

  

13
蔵
人
参
り
て
、
左
の
お
と
ど
、
平
中
納
言
連
ね
て
入
り
た

ま
ふ
を
、
（
左
大
将
は
）
え
知
り
た
ま
は
ず
、
御
前
の
御
前

松
と
も
し
た
る
兵
衛
尉
ど
も
、
に
は
か
に
入
る
に
お
ど
ろ
き

見
た
ま
ふ
。 

 
 
 
 
 
 

（
う
つ
ほ
物
語 

祭
の
使
） 

 

14
こ
れ
も
か
れ
も
、
う
ち
と
け
ぬ
御
け
は
ひ
ど
も
を
、
聞
き

見
給
ふ
に
、
大
将
（
夕
霧
）
も
、
い
と
内
ゆ
か
し
く
お
ぼ
え

給
ふ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
源
氏
物
語 

若
菜
下
） 

  

ま
た
、
後
接
す
る
「
見
る
」
の
意
味
が
希
薄
化
し
、
現
代
日
本

語
に
お
け
る
「
て
み
る
」
の
よ
う
な
「
試
行
」
の
意
味
に
取
れ
る

も
の
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 

15
は
仲
忠
に
琴
を
弾
か
せ
た
い
帝
の
発
話
で
「
涼
の
朝
臣
が

弾
け
ば
、
仲
忠
の
朝
臣
に
は
『
そ
な
た
の
競
争
者
が
弾
く
の
だ
か

ら
、
そ
れ
に
合
奏
し
て
弾
奏
せ
よ
』
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

辞
退
す
る
は
ず
も
な
い
涼
ま
で
が
辞
退
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
。

ま
し
て
あ
の
意
地
っ
ぱ
り
の
仲
忠
が
、
素
直
に
承
知
す
る
だ
ろ
う

か
。
ま
あ
よ
い
、
試
し
に
弾
く
よ
う
に
い
っ
て
み
よ
う
」
と
仰
せ

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
例
の
「
仰
せ
見
る
」
に

お
け
る
「
見
る
」
は
本
来
の
「
対
象
を
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
る
」

と
い
う
意
味
が
希
薄
化
し
、
「
試
し
に
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。 

 

ま
た
、
16
は
山
の
中
の
う
つ
ほ
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
母

が
子
に
「
今
は
暇
が
で
き
た
よ
う
な
の
で
、
私
の
父
上
が
た
い
せ

つ
な
こ
と
と
思
っ
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
琴
を
あ
な
た
に
教
え
て

さ
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
弾
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る

例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
見
る
」
も
「
弾
く
こ
と
を
試
し
に
す

る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 

し
か
し
、
「
見
る
」
は
「
知
る
・
判
断
す
る
」
と
い
う
意
味
に

も
広
が
っ
て
い
る
た
め
、
「
仰
せ
見
る
」
や
「
弾
き
見
る
」
な
ど

が
形
成
す
る
意
味
構
造
を
「
あ
る
動
作
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
知

る
・
判
断
す
る
」
と
い
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

結
局
、
先
行
研
究
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
時
点
で
「
～
見

る
」
に
お
け
る
「
見
る
」
が
本
来
の
意
味
を
失
い
、
「
試
し
に
～

す
る
」
と
い
う
《
試
行
》
の
意
味
を
添
え
る
働
き
を
し
て
い
る
と

断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
～
見
る
」
に
も

「
見
る
」
本
来
の
意
味
が
拡
張
し
た
形
で
残
っ
て
い
る
と
見
る
方

が
穏
当
で
あ
ろ
う
。 

 

現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
て
み
る
」
が
持
つ
よ
う
な
「
試
し
に

～
す
る
」
と
い
う
《
試
行
》
の
意
味
は
文
意
全
体
に
付
加
さ
れ
る
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も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
つ
い
て
今
後
文
意
全

体
の
意
味
、
前
接
す
る
動
詞
に
対
す
る
制
約
、
と
い
っ
た
観
点
か

ら
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

  

15
「
涼
の
朝
臣
仕
う
ま
つ
ら
ば
こ
そ
は
、
仲
忠
の
朝
臣
は
、

『
き
し
ろ
ひ
た
る
人
仕
う
ま
つ
る
に
、
こ
れ
に
か
き
合
せ
て

仕
う
ま
つ
れ
』
と
も
言
わ
め
。
す
ま
ふ
ま
じ
き
涼
だ
に
か
く

い
ふ
。
ま
し
て
か
の
あ
や
に
く
者
は
、
ま
さ
に
聞
き
て
む
や
。

よ
し
仰
せ
み
む
か
し
」
と
の
た
ま
ひ
て 

（
う
つ
ほ
物
語 

内
侍
の
か
み
） 

 

16
「
今
は
暇
あ
め
る
を
、
お
の
が
親
の
、
か
し
こ
き
こ
と
に

思
ひ
て
教
へ
た
ま
ひ
し
琴
、
習
は
し
き
こ
え
む
。
弾
き
み
た

ま
へ
」
と
い
ひ
て 

 
 
 
 
 

（
う
つ
ほ
物
語 

俊
蔭
） 

  

他
に
《
継
起
》
と
分
類
し
た
も
の
の
中
に
前
接
す
る
動
詞
と

「
見
る
」
の
主
体
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
17

18
に
示
し
た

「
漏
り
見
る
」
「
伝
へ
見
る
」
で
あ
る
。
17
は
藤
壺
女
御
の
姿

が
几
帳
か
扇
な
ど
の
隙
か
ら
漏
れ
て
源
氏
が
そ
れ
を
「
見
る
」
と

い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
前
接
す
る
「
漏
る
」
は
自
動
詞
で
藤

壺
女
御
の
変
化
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
見
る
」
主
体
は
源
氏

で
両
者
は
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

18
は
母
の
尼
君
を
亡
く
し
た
姫
君
が
同
腹
の
姉
が
異
国
に
い

る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
し
て
同
じ
国
に
お
い
で
に
な
ら
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
、
日
本
に
お
い
で
な
ら
ば
、
一
緒
に
、
こ
う
し
た
住
ま

い
や
境
遇
も
格
段
に
、
心
を
慰
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
で
あ
ろ
う
の

に
と
、
お
の
ず
か
ら
思
い
知
っ
た
の
で
悲
し
く
思
い
、
遠
く
か
ら

来
た
お
手
紙
だ
け
を
辛
う
じ
て
見
た
時
は
、
ま
す
ま
す
、
一
体
ど

う
い
う
世
に
、
夢
で
は
な
く
て
見
聞
き
申
し
上
げ
る
こ
と
が
あ
ろ

う
と
、
悲
し
さ
が
つ
の
る
の
に
、
と
い
う
例
で
あ
る
。
「
見
る
」

主
体
は
姫
君
で
あ
る
が
、
文
を
伝
え
る
の
は
姫
君
で
は
な
い
。 

  

17
（
ど
の
女
御
・
更
衣
達
も
）
と
り
ど
り
に
、
い
と
め
で
た

け
れ
ど
、
う
ち
お
と
な
び
給
へ
る
に
、
（
藤
壺
女
御
は
）
い

と
わ
か
う
美
し
げ
に
て
、
切
に
か
く
れ
給
へ
ど
、
（
源
氏

は
）
お
の
づ
か
ら
漏
り
見
た
て
ま
つ
る
。
（
源
氏
物
語 

桐

壺
） 

 

18
な
ど
お
な
じ
世
に
お
は
せ
け
ん
、
さ
あ
ら
ま
し
か
ば
、
諸

共
に
か
か
る
す
ま
ゐ
あ
り
さ
ま
、
こ
よ
な
く
な
ぐ
さ
め
ど
こ

ろ
も
あ
り
な
ま
し
物
を
と
、
う
ち
思
ひ
知
ら
れ
し
ま
ま
に
悲

し
か
り
し
を
、
は
る
か
に
御
文
ば
か
り
を
、
わ
づ
か
に
伝
へ

見
し
は
、
い
と
ど
、
い
か
な
ら
ん
世
に
は
夢
な
ら
で
は
見
き

き
た
て
ま
つ
ら
ん
と
悲
し
さ
ま
さ
る
に
、 

（
浜
松
中
納
言
物
語 

巻
四
） 

  

現
代
日
本
語
の
複
合
動
詞
に
は
「
主
語
一
致
の
制
約
」
が
あ
る

と
さ
れ
２

、
中
古
の
「
漏
り
見
る
」
「
伝
え
見
る
」
は
こ
の
制
約

に
従
わ
な
い
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
主
語
一
致

の
制
約
」
に
従
わ
な
い
例
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
が
、
現
代
日

本
語
に
も
「
譲
り
受
け
る
」
「
申
し
受
け
る
」
「
死
に
別
れ
る
」

「
伝
え
聞
く
」
「
漏
れ
聞
く
」
「
泣
き
濡
れ
る
」
「
寝
乱
れ
る
」
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「
寝
静
ま
る
」
な
ど
が
あ
り
３

、
「
漏
り
見
る
」
「
伝
え
見
る
」

は
「
漏
れ
聞
く
」
「
伝
え
聞
く
」
と
意
味
構
造
が
類
似
す
る
。
こ

れ
ら
は
主
体
の
異
な
る
動
詞
間
の
例
外
的
な
結
合
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
。 

 

五 

ま
と
め
と
課
題 

 

本
論
で
は
上
代
中
古
に
お
け
る
「
～
見
る
」
の
意
味
構
造
を
記

述
し
た
。
視
覚
は
人
間
の
五
感
の
中
で
も
優
位
性
を
持
ち
、
「
見

る
」
と
い
う
動
詞
は
そ
の
行
為
を
表
す
。
ま
た
「
見
る
」
の
意
味

は
人
間
の
知
覚
や
認
識
を
反
映
し
て
様
々
に
拡
張
し
て
い
る
。
そ

れ
が
日
本
語
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
る
の
か
、

さ
ら
に
は
複
合
動
詞
の
よ
う
に
他
の
動
詞
と
結
び
つ
い
て
表
現
を

形
成
す
る
場
合
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
は
非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
か
つ
こ
れ
ら
の
問

題
は
日
本
語
に
お
け
る
文
法
化
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
を
全
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

注 

 

１
野
村
雅
昭
・
石
井
正
彦
・
林
翠
芳
（
一
九
八
七
）
に
よ
れ
ば
、
「
見
る
」

を
後
項
と
す
る
複
合
動
詞
は
「
仰
ぎ
見
る
」
「
窺
い
見
る
」
「
打
ち
見

る
」
「
返
り
見
る
」
「
透
か
し
見
る
」
「
睨
み
見
る
」
「
盗
み
見
る
」

「
覗
き
見
る
」
「
望
み
見
る
」
の
み
で
あ
る
。 

２
松
本
曜
（
一
九
九
八
） 

３
淺
尾
仁
彦
（
二
〇
〇
七
） 

 

付
記 

 

足
立
悦
男
先
生
と
は
三
年
間
と
少
し
、
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
と
て
も
短
い
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
留
学
生
に

対
す
る
心
配
り
、
教
育
実
習
時
の
学
生
に
対
す
る
指
導
な
ど
の

ご
様
子
を
拝
見
し
な
が
ら
、
専
門
外
の
国
語
教
育
の
こ
と
に
関

し
て
も
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

本
論
は
平
成
二
三
年
度
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
。 
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