
発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

︱
係
り
結
び
の
使
い
分
け

︱

藤

井

俊

博

は
じ
め
に

阪
倉
篤
義
︵
一
九
五
六
︶
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
助
動
詞
﹁
け
り
﹂
は
︑
物

語
の
始
発
部
や
終
局
部
に
用
い
ら
れ
物
語
の
文
章
を
枠
づ
け
る
テ
ク
ス
ト
機
能

を
も
っ
て
い
る
︒
筆
者
は
︑
拙
稿
︵
二
〇
一
一
︶︵
二
〇
一
二
︶︵
二
〇
一
三
︶

で
︑
こ
の
点
に
注
目
し
︑
今
昔
物
語
集
︑
宇
治
拾
遺
物
語
︑
古
本
説
話
集
な
ど

の
説
話
集
の
文
章
を
通
し
て
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
を
検
討
し
て
き
た
︒

こ
れ
に
よ
り
﹁
け
り
﹂
の
枠
づ
け
機
能
は
こ
れ
ら
の
説
話
集
に
広
く
認
め
ら
れ

る
が
︑
具
体
的
に
は
終
止
形
の
﹁
け
り
﹂
と
と
も
に
︑﹁
に
け
り
﹂
や
係
り
結

び
に
よ
る
﹁
け
る
﹂
な
ど
︑﹁
け
り
﹂
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
用
法
を
運

用
し
︑
文
章
に
区
切
り
を
つ
け
る
表
現
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
︒
具
体
的
に
は
︑
終
止
形
の
﹁
け
り
﹂
は
冒
頭
第
一
文
に
用
い
始
発
機

能
を
発
揮
す
る
の
に
対
し
て
︑﹁
に
け
り
﹂
は
段
落
の
末
尾
や
事
件
の
終
局
部

に
多
く
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
︑
ま
た
︑
係
り
結
び
に
よ
る
﹁
け
る
﹂

が
冒
頭
部
や
終
局
部
に
多
く
用
い
ら
れ
︑
枠
づ
け
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
な
ど

が
こ
れ
ら
の
説
話
集
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
傾
向
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
の
成
果
を
受
け
︑
鎌
倉
時
代
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
発

心
集
を
取
り
上
げ
検
討
す
る
︒
発
心
集
は
︑
事
件
の
本
体
と
話
末
評
語
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
る
文
章
構
造
を
持
つ
点
に
特
徴
が
あ
り
︑
全
102
話
の
う
ち
の
92
話

に
長
短
様
々
な
話
末
評
語
が
付
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
文
章
構
造
で
は
︑

説
話
本
体
と
話
末
評
語
の
区
切
り
を
つ
け
る
表
現
が
必
要
と
さ
れ
︑
説
話
の
纏

ま
り
を
作
る
﹁
け
り
﹂
の
用
法
が
重
要
と
な
る
︒
特
に
終
結
機
能
の
形
式
は
︑

筆
者
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
た
今
昔
物
語
集
・
宇
治
拾
遺
物
語
・
古
本
説
話
集
で
は

﹁
に
け
り
﹂
が
主
た
る
表
現
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
発
心
集
で
は
︑
係
り

結
び
の
﹁
ぞ
～
け
る
﹂﹁
な
む
～
け
る
﹂
の
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
る
た
め
︑

係
り
結
び
の
テ
ク
ス
ト
機
能
を
見
る
好
適
の
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
︒
そ
こ
で

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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本
稿
で
は
︑
係
り
結
び
の
使
い
分
け
の
面
を
中
心
に
用
法
を
検
討
し
た
い
︒

方
法
と
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
論
考
と
同
様
に
︑
文
末
の
﹁
け
り
﹂

の
話
中
で
の
使
用
位
置
に
着
目
し
︑
と
り
わ
け
文
章
の
区
切
り
を
つ
け
る
段
落

末
尾
や
終
局
部
に
お
い
て
﹁
な
む
～
け
る
﹂﹁
ぞ
～
け
る
﹂﹁
に
け
り
﹂
な
ど
が

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
︒
な
お
︑
発
心
集
の
成
立
過
程

に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
︑
古
写
本
の
数
も
多
く
な
い
︒
資
料
と
し
て
は
︑

寛
文
十
年
︵
一
六
七
〇
︶
刊
の
平
仮
名
交
じ
り
整
版
本
八
巻①
を
用
い
る
が
︑
鴨

長
明
の
原
テ
キ
ス
ト
︵
一
二
一
六
年
︶
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
後
世
に
改
変
し

た
部
分
も
多
く
含
む
と
思
わ
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
本
資
料
を
鎌
倉
時
代
に
成
立

し
た
文
語
に
よ
る
物
語
の
流
布
本
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
︑
今
昔
物
語
集
な

ど
の
平
安
期
の
作
品
に
見
出
さ
れ
た
用
法
が
︑
鎌
倉
時
代
以
降
の
作
品
に
ど
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
︒

一

｢け
り
﹂
の
分
布

ま
ず
︑
発
心
集
の
﹁
け
り
﹂︵
本
節
で
は
︑
終
止
形
だ
け
で
な
く
全
て
の
活

用
形
を
含
む
︶
が
話
中
の
ど
の
位
置
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
面
か
ら
話

型
の
傾
向
を
見
て
お
く
︒﹁
け
り
﹂
の
分
布
の
記
述
は
こ
れ
ま
で
筆
者
が
用
い

た
次
の
基
準
に
よ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
話
を
説
話
本
体
と
評
語
部
に
大
き
く
分

け
︑
さ
ら
に
説
話
本
体
を
冒
頭
部
と
展
開
部
・
終
局
部
に
分
け
る
︒
具
体
的
な

事
件
の
叙
述
部
分
が
展
開
部
で
あ
り
そ
の
最
終
部
分
が
終
局
部
で
あ
る
︒
冒
頭

部
は
︑
主
人
公
の
出
自
・
性
質
・
事
件
に
至
る
ま
で
の
行
跡
な
ど
を
記
し
た
部

分
で
あ
る
︒
評
語
部
は
︑
展
開
部
終
了
後
の
後
日
談
︑
批
評
︑
教
訓
︑
解
説
︑

伝
承
の
内
容
と
す
る
︒
発
心
集
で
は
︑
評
語
部
が
長
い
話
が
多
く
あ
り
︑
中
に

は
主
題
に
関
連
し
た
挿
話
的
な
説
話
を
紹
介
す
る
場
合
も
あ
る
が
︑
挿
話
的
名

説
話
は
評
語
と
し
て
扱
う
た
め
用
例
に
含
め
な
い
︒
ま
た
︑
冒
頭
部
は
展
開
部

と
明
確
な
区
分
が
な
い
話
も
あ
る
︒
右
の
よ
う
な
冒
頭
部
の
内
容
で
あ
っ
て
も
︑

文
が
切
れ
ず
に
展
開
部
に
続
く
場
合
は
展
開
部
の
例
と
し
て
扱
う
︒

発
心
集
の
全
話
を
対
象
に
︑
文
末
の
﹁
け
り
﹂
が
展
開
部
に
用
い
ら
れ
る
か

い
な
か
に
よ
っ
て
大
き
く
(一
)～
(三
)に
わ
け
︑
右
に
示
し
た
使
用
位
置
に
よ

っ
て
話
型
を
細
分
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

(一
)

展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
な
い
も
の

総
計

29
話

Ａ

冒
頭
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話

Ｂ

冒
頭
部
と
終
局
部
に
用
い
る
も
の

19
話

Ｃ

冒
頭
部
と
終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話

Ｄ

冒
頭
部
に
の
み
用
い
る
も
の

�
話

Ｅ

終
局
部
に
の
み
用
い
る
も
の

�
話

Ｆ

評
語
部
に
の
み
用
い
る
も
の

	
話

Ｇ

終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

	
話

(二
)

展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
る
も
の

総
計

70
話

Ｈ

冒
頭
部
と
展
開
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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Ｉ

冒
頭
部
と
展
開
部
と
終
局
部
に
用
い
る
も
の

43
話

Ｊ

冒
頭
部
と
展
開
部
と
終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

18
話

Ｋ

冒
頭
部
と
展
開
部
に
用
い
る
も
の

�
話

Ｌ

展
開
部
と
終
局
部
に
用
い
る
も
の

�
話

Ｍ

展
開
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話

Ｎ

展
開
部
と
終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話

Ｏ

展
開
部
に
の
み
用
い
る
も
の

�
話

(三
)

一
話
の
う
ち
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
な
い
も
の

総
計

�
話

展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
な
い
(一
)の
タ
イ
プ
は
約
三
割
で
あ
る
が
︑
そ

の
中
で
も
冒
頭
部
と
終
局
部
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
る
典
型
的
な
枠
構
造
を
作
る

Ｂ
に
集
中
し
て
い
る
の
は
︑
今
昔
物
語
集
や
宇
治
拾
遺
物
語
な
ど
と
異
な
る
傾

向
で
あ
る②
︒
次
に
典
型
例
と
し
て
Ｂ
の
例
を
挙
げ
て
お
く
︒

︵
冒
頭
部
︶
近
き
比
︑
近
江
の
池
田
と
云
ふ
所
に
︑
賤
き
男
あ
り
け
り
︒
お
の

が
身
は
年
た
け
て
若
き
子
を
な
む
も
ち
た
り
け
る
︒

︵
展
開
部
︶
二
人
相
具
し
て
な
す
べ
き
事
あ
り
て
︑
奥
山
に
入
り
た
り
け
る
に
︑

谷
深
く
道
嶮
し
く
て
い
と
苦
し
か
り
け
れ
ば
︑
本
の
陰
に
や
や
久
し
く
休
み
居

た
り
︒
比
は
十
月
の
末
に
や
あ
り
け
ん
︑
木
枯
す
さ
ま
じ
く
吹
き
て
︑
木
々
の

本
の
葉
︑
雨
の
如
く
乱
れ
た
り
︒

父
︑
こ
れ
を
見
て
云
ふ
や
う
︑﹁
汝
︑
此
の
本
の
葉
の
散
る
を
見
る
や
︒
是

を
静
か
に
思
ひ
つ
づ
く
れ
ば
︑
我
が
身
の
あ
り
さ
ま
に
い
さ
さ
か
も
か
は
ら
ぬ

な
り
︒
其
の
故
は
︑
春
は
み
る
み
る
と
若
葉
さ
し
そ
め
た
り
と
見
し
程
に
︑
や

う
や
う
し
げ
り
て
︑
夏
は
皆
盛
に
成
り
に
き
︒
八
月
ば
か
り
よ
り
青
き
色
︑
黄

に
改
め
て
︑
後
に
は
紅
深
く
こ
が
れ
つ
つ
今
は
少
し
風
吹
け
ば
も
ろ
く
散
る
︒

落
ち
て
は
つ
ひ
に
朽
ち
な
ん
と
す
︒
我
が
身
も
又
是
に
お
な
じ
︒
十
歳
ば
か
り

の
時
︑
譬
へ
ば
春
の
若
葉
な
り
︒
二
三
十
に
て
盛
な
り
し
時
は
︑
夏
の
木
ず
ゑ
︑

か
け
し
け
り
て
心
地
よ
げ
な
り
し
比
に
似
た
り
︒
今
六
十
に
あ
ま
り
︑
黒
髪
や

や
白
く
︑
皺
た
た
み
︑
は
だ
へ
変
り
行
く
︒
即
ち
︑
秋
の
色
づ
く
に
異
な
ら
ず
︒

未
だ
嵐
に
散
ら
ず
と
云
ふ
ば
か
り
也
︒
そ
れ
︑
又
今
日
明
日
の
事
な
る
べ
し
︒

か
く
あ
だ
な
る
身
を
知
ら
ず
︑
世
を
過
ぐ
さ
ん
と
て
︑
朝
夕
と
云
ふ
ば
か
り
苦

し
き
目
を
見
て
︑
走
り
い
と
な
む
事
こ
そ
︑
思
へ
ば
よ
し
な
け
れ
︒
我
は
︑
今

は
家
へ
も
帰
る
ま
じ
︒
法
師
に
な
り
て
こ
こ
に
居
て
︑
此
の
木
の
葉
の
有
様
な

ど
思
ひ
つ
づ
け
つ
つ
︑
の
ど
か
に
念
仏
し
て
を
ら
ん
と
思
ふ
︒
わ
主
は
︑
年
も

未
だ
わ
か
し
︒
末
は
る
か
な
れ
ば
︑
と
く
帰
り
ね
﹂
と
云
ふ
︒

此
の
男
の
云
ふ
や
う
︑﹁
誠
に
た
が
は
ず
︑
云
は
れ
た
る
所
は
の
た
ま
ふ
や

う
な
れ
ど
︑
庵
一
つ
も
な
し
︒
田
畠
つ
く
る
べ
き
便
も
な
し
︒
す
べ
て
雨
風
の

苦
し
み
︑
け
だ
物
の
怖
れ
︑
一
つ
と
し
て
た
へ
忍
ぶ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ず
︑
い

か
に
し
て
か
︑
独
は
住
み
給
は
ん
︒
さ
ら
ば
︑
我
も
具
し
奉
り
て
本
の
実
を
も

拾
ひ
︑
水
を
も
汲
み
て
︑
い
か
に
も
な
り
給
は
む
様
に
こ
そ
は
な
ら
め
︑
今
齢

盛
な
り
と
云
へ
ど
も
︑
た
と
へ
ば
︑
夏
の
木
の
葉
に
こ
そ
侍
る
な
れ
︒
つ
ひ
に

紅
葉
し
て
散
ら
ん
事
︑
疑
ひ
な
し
︒
い
か
に
況
や
︑
木
の
葉
は
色
づ
き
て
こ
そ

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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散
る
な
れ
︒
人
は
若
く
て
死
ぬ
る
た
め
し
多
か
り
︒
や
や
木
の
葉
よ
り
も
あ
だ

な
り
と
云
ひ
つ
べ
し
︒
さ
ら
に
古
郷
へ
帰
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
云
ひ
け
れ
ば
︑
哀

に
思
ひ
た
り
︒﹁
さ
ら
ば
︑
い
と
う
れ
し
き
事
﹂
と
て
︑
人
も
か
よ
は
ぬ
深
山

の
中
に
︑
ち
ひ
さ
き
庵
二
つ
結
び
て
︑
そ
れ
に
ひ
と
り
つ
つ
朝
夕
念
仏
し
て
ぞ

過
ぐ
し
け
る
︒

︵
評
語
部
︶
む
げ
に
近
き
世
の
事
な
れ
ば
︑
皆
人
知
り
て
侍
り
と
な
ん
︒
或
人

の
云
は
く
︑﹁
父
已
に
往
生
し
を
は
り
ぬ
︒
息
今
に
現
存
﹂
と
云
々
︒(巻

三
ノ
八
)

冒
頭
段
落
で
﹁
あ
り
け
り
﹂﹁
な
む
も
ち
た
り
け
る
﹂︑
終
局
部
で
﹁
ぞ
過
ぐ

し
け
る
﹂
を
枠
に
用
い
て
い
る
︒
後
述
す
る
冒
頭
部
の
﹁
あ
り
け
り
﹂﹁
な
む

～
け
る
﹂︑
終
局
部
の
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
で
枠
づ
け
た
典
型
例
で
あ
る
︒
こ
の
始

め
と
終
わ
り
の
枠
の
内
側
に
は
︑
文
中
に
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
を
と
る
文
が
あ

る
が
︑
い
ず
れ
も
文
末
は
﹁
た
り
﹂
を
と
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
そ
の
内
側
に
は

終
止
形
の
﹁
云
ふ
﹂
が
あ
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
︒
文
中
用
法
よ
り
も
終
止
形

や
係
り
結
び
・
連
体
形
終
止
法
な
ど
の
文
末
用
法
が
文
章
の
枠
づ
け
に
と
っ
て

は
重
要
で
あ
る
︒
単
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
係
り
結

び
な
ど
の
強
く
切
る
文
末
表
現
が
枠
づ
け
に
関
与
す
る
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
展
開
部
に
文
末
の
﹁
け
り
﹂
を
用
い
る
(二
)の
構
造
の
話
が
多
く
を

占
め
る
が
︑
こ
の
場
合
で
も
︑
展
開
部
で
は
段
落
末
に
の
み
﹁
け
り
﹂
が
用
い

ら
れ
て
お
り
︑
実
質
的
に
(一
)
の
構
造
に
近
い
例
が
多
い
︒
筆
者
の
調
査
で

(二
)Ｉ
・
Ｊ
と
し
た
中
で
︑
右
の
例
の
よ
う
に
展
開
部
の
﹁
け
り
﹂
が
段
落
末

尾
の
み
に
あ
り
︑
実
質
的
に
(一
)の
よ
う
な
枠
構
造
の
例
に
近
い
話
は
︑
Ｉ
の

総
数
43
話
中
27
話
︑
Ｊ
の
総
数
18
話
中


話
が
見
ら
れ
た
︒
次
に
︑
例
の
多
い

Ｉ
か
ら
典
型
例
を
挙
げ
て
お
く
︒

︵
冒
頭
部
︶
薬
師
寺
に
証
空
律
師
と
云
ふ
僧
あ
り
け
り
︒

︵
展
開
部
︶
齢
た
け
て
後
︑
司
な
ん
ど
辞
し
て
久
し
く
成
り
に
け
る
を
︑
彼
の

寺
の
別
当
重
く
煩
ひ
け
る
時
︑
律
師
弟
子
共
に
言
ひ
け
る
様
︑﹁
今
度
一
別
当

の
闕
に
望
み
申
さ
ん
と
思
ふ
は
い
か
が
あ
る
べ
き
﹂
と
︑
弟
子
ど
も
に
か
た
る

に
︑
同
じ
さ
ま
に
︑﹁
あ
る
ま
じ
き
事
也
︒
御
年
た
け
給
ひ
た
り
︒
つ
か
さ
を

辞
し
給
へ
る
に
付
け
て
も
︑
必
ず
覚
す
所
あ
ら
ん
か
し
と
︑
人
も
心
に
く
く
思

ひ
申
し
た
る
を
︑
今
更
さ
や
う
に
望
み
申
し
給
は
ば
︑
思
は
ず
な
る
事
に
て
︑

人
も
心
お
と
り
つ
か
ま
つ
る
べ
し
﹂
と
︑
理
を
尽
く
し
て
い
み
じ
う
い
さ
め
け

れ
ど
︑
更
に
﹁
げ
に
も
﹂
と
思
へ
る
気
色
な
し
︒
い
か
に
も
そ
の
心
ざ
し
深
き

事
と
見
え
け
れ
ば
︑
す
べ
て
力
及
ば
ず
︒
弟
子
︑
寄
り
合
ひ
て
此
の
事
を
歎
き

つ
つ
云
ふ
様
︑﹁
此
の
上
に
は
︑
い
か
に
聞
こ
ゆ
と
も
聞
き
入
ら
る
ま
じ
︒
い

ざ
︑
空
夢
を
見
て
︑
身
も
だ
え
給
ふ
ば
か
り
語
り
申
さ
ん
﹂
と
ぞ
定
め
け
る
︒

日
比
へ
て
後
︑
静
な
る
時
︑
一
人
の
弟
子
云
ふ
や
う
﹁
過
ぎ
ぬ
る
夜
︑
い
と

心
得
ぬ
夢
な
ん
見
え
侍
り
つ
る
︒
此
の
庭
に
︑
色
々
な
る
鬼
の
お
そ
ろ
し
げ
な

る
あ
ま
た
出
来
て
︑
大
き
な
る
釜
を
ぬ
り
侍
り
つ
る
を
︑
あ
や
し
く
覚
え
て
問

ひ
つ
れ
ば
︑
鬼
の
云
は
く
︑﹃
此
の
坊
主
の
律
師
の
料
也
﹄
と
答
ふ
る
と
な
ん

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

四
〇
一



（表	） 冒頭第一文

ありけり 62

動詞けり 10

あり 9

名詞なり 7

動詞終止形 5

にけり 2

き 2

たりけり 1

なむ〜ける 1

ぞ〜ける 1

ぬ 1

形動終止形 1

合 計 102

見
え
つ
る
︒
何
事
に
か
は
︑
深
き
罪
も
お
は
し
ま
さ
む
︒
此
の
事
心
得
ず
侍
る

也
﹂
と
語
る
︒
即
ち
驚
き
恐
れ
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
︑
耳
も
と
ま
で
ゑ
み
ま
げ
て
︑

﹁
此
の
所
望
の
叶
ふ
べ
き
に
こ
そ
︒
披
露
な
せ
ら
れ
そ
﹂
と
て
︑
拝
み
け
れ
ば
︑

す
べ
て
云
ふ
は
か
り
な
く
て
や
み
に
け
り
︒

︵
評
語
部
︶
智
者
な
れ
ば
こ
そ
此
の
律
師
ま
で
も
の
ぼ
り
け
め
︒
年
七
十
に
て

此
の
夢
を
悦
び
け
ん
︑
い
と
心
う
き
貪
欲
の
深
さ
な
り
か
し
︒
か
の
無
智
の
翁

が
独
覚
の
さ
と
り
を
得
た
り
け
ん
に
は
︑
た
と
へ
も
な
く
こ
そ
︒
(巻
三
ノ
九
)

こ
の
例
で
は
︑
段
落
の
途
中
に
は
﹁
気
色
な
し
﹂﹁
及
ば
ず
﹂﹁
語
る
﹂
な
ど

の
形
容
詞
や
動
詞
の
終
止
形
が
用
い
ら
れ
︑
ま
た
︑
文
中
に
は
﹁
け
る
﹂﹁
け

れ
﹂
が
用
い
ら
れ
る
が
︑
文
末
に
お
い
て
は
﹁
け
り
﹂﹁
ぞ
～
け
る
﹂﹁
に
け

り
﹂
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
文
章
の
切
れ
目
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

右
の
よ
う
な
典
型
例
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
発
心
集
は
︑﹁
け
り
﹂

に
よ
る
枠
づ
け
が
多
く
用
い
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

二

冒
頭
部
の
様
相

ま
ず
︑
冒
頭
部
の
様
相
を
︑
冒
頭
第
一
文
と
冒
頭
段
落
末
尾
文
の
傾
向
を
中

心
に
述
べ
る
︒
適
宜
︑
宇
治
拾
遺
物
語
・
古
本
説
話
集
と
比
較
す
る
︒
な
お
表

に
あ
げ
る
項
目
は
︑
種
類
が
多
い
場
合
︑﹁
け
り
﹂
を
含
む
表
現
と
︑
そ
の
他

の
使
用
率
上
位
の
表
現
の
み
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
︒

冒
頭
第
一
文
で
は
︑
発
心
集
で
は
︑
第
一
節
で
典
型
例
に
挙
げ
た
よ
う
な
人

物
の
存
在
提
示
文
の
﹁
あ
り
け
り
﹂
62
例
だ
け
で


割
を
し
め
て
お
り
︑
冒
頭

文
の
類
型
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
他
﹁
動
詞
け
り
﹂
が
10
例
あ
り
︑
合
わ
せ
て

72
話
︵
70
・
�
％
︶
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
古
本
説
話
集
28
話
で
総
話
数
70

話
の
40
％
︑
宇
治
拾
遺
物
語
116
話
で
総
話
数
197
話
の
59
％
に
比
べ
て
も
︑
例
が

多
い
︒
そ
の
他
︑
冒
頭
第
一
文
で
は
﹁
あ
り
﹂﹁
名
詞
な
り
﹂﹁
動
詞
終
止
形
﹂

を
始
め
終
止
形
の
文
末
が
一
般
的
で
︑
係
り
結
び
の
﹁
な
む
～
け
る
﹂﹁
ぞ
～

け
る
﹂
は
例
外
的
で
あ
る
︒
典
型
例
に
﹁
あ
り
け
り
﹂
を
用
い
た
例
を
挙
げ
た

の
で
︑
次
に
﹁
動
詞
け
り
﹂
の
例
を
挙
げ
て
お
く
︒

︵
例
	
︶

或
る
聖
︑
船
に
乗
り
て
近
江
の
水
う
み
を
過
け
る
程
に
︑
網
船
に
大

き
な
る
鯉
を
と
り
て
︑
も
て
行
き
け
る
が
︑
い
ま
だ
生
き
て
ふ
た
め
き

け
る
を
哀
れ
み
て
︑
著
た
り
け
る
小
袖
を
ぬ
ぎ
て
︑
買
ひ
と
り
て
放
ち

け
り
︒

(巻
八
ノ
一
三
)

冒
頭
段
落
末
尾
と
は
︑
冒
頭
段
落
が
二
文
以
上
に
わ
た
り
︑
展
開
部
と
境
目

を
作
る
場
合
で
あ
る
︒
今
昔
物
語
集
の
な
ど
で
は
冒
頭
段
落
を
区
切
る
意
識
が

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

四
〇
二



（表�） 冒頭段落末尾

動詞けり 10

なむ〜ける 9

ぞ〜ける 4

ず 4

なむ〜たりける 3

名詞なり 3

にけり 3

その他 10

合 計 46

強
い
が
︑
発
心
集
で
は
展
開
部
と
融
合
す
る
場
合
も
多
い
た
め
か
︑
筆
者
の
観

察
で
は
46
話
に
と
ど
ま
っ
た
︒
そ
の
中
で
︑﹁
け
り
︵
終
止
形
︶﹂
が
10
例
で
最

も
多
く
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の
他
︑
典
型
例
に
示
し
た
﹁
な
む
～
け
る
﹂
の
�
例

の
他
︑﹁
な
む
～
た
り
け
る
﹂
�
例
な
ど
﹁
な
む
﹂
の
係
り
結
び
が
多
く
見
ら

れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
ぞ
﹂
は
︑﹁
ぞ
～
け
る
﹂

例
に
止
ま
り
︑
終
局
部

に
多
い
﹁
に
け
り
﹂
も
�
例
に
止
ま
る
︒

後
述
の
よ
う
に
︑
展
開
部
の
段
落
末
尾
や
終
局
部
に
お
い
て
は
少
な
い
﹁
な

む
～
け
る
﹂
が
冒
頭
部
の
段
落
末
尾
に
は
比
較
的
多
い
こ
と
は
︑﹁
ぞ
～
け
る
﹂

に
比
べ
て
文
章
を
断
止
す
る
力
が
相
対
的
に
弱
く
︑
文
章
の
途
中
で
軽
く
纏
ま

り
を
つ
け
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
次
の
例
は
︑﹁
ぞ
～
け
る
﹂

を
冒
頭
段
落
末
尾
に
用
い
た
例
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
に
は
﹁
な
む
～
け
る
﹂
が

用
い
ら
れ
て
お
り
︑
相
対
的
に
小
さ
い
切
れ
目
で
使
用
し
て
い
る
点
が
窺
え
る
︒

︵
例
�
︶

永
観
律
師
と
云
ふ
人
あ
り
け
り
︒
年
比
念
仏
の
心
ざ
し
深
く
︑
名
利

を
思
は
ず
世
を
捨
て
た
る
が
如
く
な
り
け
れ
ど
︑
さ
す
が
に
君
に
も
つ

か
ま
つ
り
︑
知
れ
る
人
を
わ
す
れ
ざ
り
け
れ
ば
︑
殊
更
ふ
か
き
山
を
求

む
る
事
も
な
か
り
け
り
︒
東
山
禅
林
寺
と
云
ふ
処
に
籠
居
し
つ
つ
︑
人

に
物
を
貸
し
て
な
む
日
を
送
る
は
か
り
事
に
し
け
る
︒
借
る
時
も
返
す

時
も
︑
唯
来
る
人
の
心
に
ま
か
せ
て
沙
汰
し
け
れ
ば
︑
中
々
仏
の
物
を

と
て
い
さ
さ
か
も
不
法
の
事
は
せ
ざ
り
け
り
︒
い
た
く
ま
づ
し
き
も
の

の
返
さ
ぬ
を
ば
︑
前
に
よ
び
よ
せ
て
物
の
程
に
従
ひ
て
︑
念
仏
を
申
さ

せ
て
ぞ
あ
が
は
せ
け
る
︒

東
大
寺
別
当
の
あ
き
た
り
け
る
に
︑
白
河
院
此
の
人
を
成
し
給
ふ
︒

⁝
⁝

(巻
二
ノ
二
)

三

展
開
部
の
様
相

次
に
︑
展
開
部
の
﹁
け
り
﹂
使
用
の
実
態
に
つ
い
て
︑
段
落
冒
頭
︑
途
中
︑

段
落
末
尾
︑
終
局
部
の
順
に
特
徴
を
述
べ
て
い
く
︒

展
開
部
の
段
落
冒
頭
は
︑
前
節
で
見
た
冒
頭
段
落
に
続
く
展
開
部
の
冒
頭
段

落
の
場
合
と
︑
展
開
部
途
中
に
切
れ
目
が
あ
り
︑
そ
れ
に
続
く
新
た
な
段
落
の

冒
頭
の
場
合
が
あ
る
︒
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
総
計
214
例
で
あ
る
︒
動
詞
終
止

形
58
例
が
多
く
︑﹁
ぬ
﹂
20
例
﹁
ず
﹂
16
例
﹁
動
詞
け
り
﹂
16
例
﹁
あ
り
﹂
13

例
﹁
あ
り
け
り
﹂
12
例
な
ど
が
終
止
形
に
よ
る
表
現
が
多
い
︒
一
方
︑
係
り
結

び
は
︑﹁
ぞ
～
け
る
﹂

例
﹁
ぞ
～
た
り
け
る
﹂
�
例
︑﹁
な
む
～
け
る
﹂
�
例

な
ど
少
数
で
あ
る
︒
次
に
﹁
な
む
～
け
る
﹂
の
例
を
挙
げ
て
お
く
︒

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

四
〇
三



（表�） 展開部段落冒頭

動詞終止形 58

ぬ 20

ず 16

動詞けり 16

あり 13

ありけり 12

なし 9

つ 7

にけり 7

り 7

たりけり 6

なむ〜ける 5

ぞ〜ける 4

ぞ〜たりける 3

たりける 1

その他 30

合 計 214

（表） 展開部途中

動詞 188

なし 46

ぬ 44

動詞けり 31

にけり 29

り 22

なむ〜ける 18

名詞なり 15

ぞ〜ける 14

つ 13

たりけり 10

たり 10

その他 157

合 計 597

︵
例
�
︶

中
務
の
宮
の
文
習
ひ
け
る
時
も
︑
少
し
教
へ
奉
り
て
は
︑
ひ
ま
ひ
ま

に
目
を
ひ
さ
ぎ
つ
つ
︑
常
に
仏
を
ぞ
念
じ
奉
り
け
る
︒

有
る
時
︑
彼
の
宮
よ
り
馬
を
た
ま
は
ら
せ
た
り
け
れ
ば
︑
乗
り
て
参

り
け
る
道
の
あ
ひ
だ
︑
堂
塔
の
類
ひ
は
い
は
ず
︑
い
さ
さ
か
卒
都
婆
一

本
あ
る
処
に
は
︑
必
ず
馬
よ
り
下
り
て
恭
敬
礼
拝
し
︑
又
︑
草
の
見
ゆ

る
処
ご
と
に
︑
馬
の
食
み
と
ま
る
に
心
に
任
せ
つ
つ
︑
こ
な
た
か
な
た

へ
行
く
程
に
︑
日
た
け
て
︑
朝
に
家
を
出
る
人
︑
未
申
の
時
ま
で
に
な

む
成
り
に
け
る
︒
⁝
⁝

(巻
二
ノ
三
)

右
の
例
は
︑
段
落
末
尾
で
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
を
用
い
︑
次
段
落
の
冒
頭
文
を

﹁
な
む
～
け
る
﹂
で
始
め
た
場
合
で
あ
る
︒

展
開
部
の
途
中
は
総
計
597
例
で
あ
る
が
︑
典
型
例
に
示
し
た
動
詞
終
止
形
が

188
例
と
多
く
見
ら
れ
︑﹁
け
り
﹂
の
枠
で
囲
ま
れ
た
展
開
部
分
に
は
動
詞
終
止

形
が
基
本
的
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
以
下
︑﹁
な
し
﹂﹁
ぬ
﹂﹁
動
詞
け

り
﹂﹁
に
け
り
﹂﹁
り
﹂
な
ど
終
止
形
の
用
法
が
上
位
を
占
め
て
い
る
︒

係
り
結
び
で
は
﹁
な
む
～
け
る
﹂
18
例
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
14
例
で
︑
や
や
﹁
な

む
﹂
が
多
い
が
︑
次
の
よ
う
に
終
局
部
に
近
い
位
置
で
用
い
て
い
る
︒

︵
例

︶
﹁
そ
の
て
い
の
事
に
あ
ら
ず
﹂
と
て
︑
事
の
い
は
れ
を
よ
く
よ
く
云

ひ
き
か
せ
け
れ
ば
︑﹁
し
か
ら
ば
畏
ま
り
侍
り
﹂
と
て
︑
此
田
を
︑
二

人
も
ち
た
り
け
る
子
に
分
け
と
ら
せ
て
な
ん
︑
食
物
を
ば
沙
汰
せ
さ
せ

け
る
︒

か
く
て
猿
沢
の
池
の
か
た
は
ら
に
一
肌
な
る
庵
結
び
て
︑
い
と
ど
他

念
な
く
念
仏
し
て
居
た
り
け
れ
ば
︑
本
意
の
如
く
臨
終
正
念
に
し
て
︑

西
に
向
ひ
て
︑
掌
を
今
わ
せ
て
終
り
に
け
り
︒

︵
巻
三
ノ
一
)

︵
例
�
︶

妻
子
あ
り
け
れ
ど
︑
か
程
に
思
ひ
立
ち
た
る
事
な
れ
ば
︑
留
む
る
に

か
ひ
な
し
︒
空
し
く
行
き
か
く
れ
ぬ
る
方
を
見
や
り
て
な
ん
︑
な
き
悲

し
み
け
る
︒
是
を
︑
時
の
人
︑﹁
心
ざ
し
の
至
り
あ
さ
か
ら
ず
︑
必
ず

ま
ゐ
り
ぬ
ら
ん
﹂
と
ぞ
お
し
は
か
り
け
る
︒

︵
巻
三
ノ
四
)

右
の
例
で
は
︑﹁
な
む
～
け
る
﹂
が
終
局
部
の
﹁
に
け
り
﹂
や
﹁
ぞ
～
け
る
﹂

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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（表�） 展開部段落末尾

動詞終止形 23

にけり 18

ぞ〜ける 16

ぬ 14

なし 14

なむ〜ける 8

ず 7

たり 4

り 4

つ 4

ぞ〜たりける 3

その他 41

合 計 156

に
近
接
す
る
位
置
で
用
い
て
い
る
︒
同
様
の
例
が
︑
巻
四
ノ
一
二
・
巻
八
ノ
八

に
あ
り
︑﹁
な
む
～
け
る
﹂
↓
﹁
ぞ
～
け
る
﹂﹁
に
け
り
﹂
の
順
序
が
窺
え
る
︒

展
開
部
の
段
落
末
尾
の
総
計
156
例
中
︑
係
り
結
び
は
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
16
例

﹁
な
む
～
け
る
﹂
�
例
な
ど
を
併
せ
る
と
総
数
24
例
で
最
も
多
い
︒
次
い
で
動

詞
終
止
形
23
例
︑﹁
に
け
り
﹂
18
例
が
続
く
︒﹁
に
け
り
﹂
の
系
統
で
は
︑
そ
の

他
に
﹁
な
む
～
に
け
る
﹂
�
例
﹁
ぞ
～
に
け
る
﹂
	
例
﹁
に
け
る
﹂
	
例
﹁
に

け
り
と
ぞ
﹂
	
例
な
ど
︑
係
り
結
び
・
連
体
形
終
止
文
が
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

完
了
の
﹁
ぬ
﹂
が
い
わ
ゆ
る
場
面
閉
じ
と
言
わ
れ
る
用
法
で
見
ら
れ
︑
完
了
の

助
動
詞
﹁
り
﹂﹁
つ
﹂
な
ど
に
も
そ
れ
に
準
じ
る
用
例
が
あ
る
︒﹁
な
し
﹂﹁
ず
﹂

な
ど
打
ち
消
し
系
統
の
表
現
に
も
︑
場
面
の
切
れ
目
の
例
が
見
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
段
落
末
尾
の
表
現
は
多
様
で
あ
る
が
︑﹁
な
む
～
け
る
﹂﹁
ぞ
～

に
け
る
﹂
の
例
を
︑
Ｉ
の
話
か
ら
補
っ
て
お
く
︒

︵
例


︶

主
も
い
さ
さ
か
道
心
あ
る
者
に
て
︑﹁
事
が
ら
を
心
え
ず
覚
ゆ
れ
ば

申
す
ば
か
り
ぞ
︒
云
は
る
る
処
も
又
理
也
︒
さ
ら
ば
静
に
居
給
へ
﹂
と

て
︑
事
の
心
を
問
ひ
︑
我
が
心
ざ
し
あ
る
様
な
ど
云
ひ
け
る
程
に
︑
や

が
て
此
の
僧
得
意
に
成
り
て
︑
山
の
中
の
大
離
れ
た
る
所
を
き
り
は
ら

ひ
て
︑
形
の
如
く
い
ほ
を
結
び
住
み
そ
め
た
る
に
な
む
あ
り
け
る
︒

︵
段
落
末
尾
︶

か
く
て
貴
く
お
こ
な
ひ
て
年
比
に
成
り
け
れ
ば
︑
近
き
程
に
て
︑
福

原
入
道
此
の
聖
の
事
を
聞
き
給
ひ
て
﹁
実
に
貴
き
人
哉
︒
事
ざ
ま
見

よ
﹂
と
て
︑
盛
俊
を
使
ひ
に
て
消
息
し
給
ひ
た
り
け
り
︒
⁝
⁝

(巻
二
ノ
六
)

︵
例
�
︶

か
く
て
︑
帰
り
な
ん
と
す
る
時
云
ふ
や
う
﹁
三
月
十
八
日
に
竹
生
嶋

と
云
ふ
処
に
て
︑
仙
人
集
ま
り
て
楽
を
す
る
事
侍
る
に
︑
琵
琶
を
引
く

べ
き
事
の
侍
る
が
︑
え
尋
ね
出
し
侍
ら
ぬ
な
り
︒
貸
し
給
ひ
な
ん
や
﹂

と
云
ふ
︒﹁
安
き
事
也
︒
い
づ
く
へ
か
奉
る
べ
き
﹂
と
云
へ
ば
︑﹁
こ
こ

に
て
給
は
ら
ん
﹂
と
云
ひ
て
︑
と
も
に
去
り
ぬ
︒
琵
琶
を
送
り
た
り
け

れ
ど
︑
そ
の
時
は
人
も
な
し
︒
た
だ
木
の
本
に
置
き
て
ぞ
帰
り
に
け
る
︒

︵
段
落
末
尾
︶

さ
て
︑
此
の
法
師
は
三
月
十
七
日
に
竹
生
嶋
へ
詣
で
た
り
け
る
に
︑

十
八
日
暁
の
寝
覚
に
︑
遥
に
え
も
い
は
れ
ぬ
楽
の
声
き
こ
ゆ
︒
雲
に
ひ

び
き
風
に
随
ひ
て
︑
よ
の
つ
ね
の
楽
に
も
似
ず
覚
え
て
目
出
た
か
り
け

れ
ば
︑
涙
こ
ぼ
し
つ
つ
聞
き
居
た
る
程
に
︑
や
う
や
う
ち
か
く
な
り
て
︑

楽
の
声
と
ど
ま
り
ぬ
︒
⁝
⁝

(巻
三
ノ
一
一
)
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（表
） 終局部

ぞ〜ける 26

にけり 25

なむ〜ける 9

けり 6

けるとぞ 4

たりけり 3

なむ〜たりける 3

ぞ〜たりける 2

その他 24

合 計 102

終
局
部
で
は
︑
係
り
結
び
が
多
く
︑﹁
ぞ
﹂
の
例
が
︑
典
型
例
に
あ
げ
た

﹁
ぞ
～
け
る
﹂
の
26
例
と
︑﹁
ぞ
～
た
り
け
る
﹂
�
例
﹁
ぞ
～
に
け
る
﹂
	
例
を

合
わ
せ
た
29
例
が
最
も
多
い
︒﹁
な
む
﹂
の
例
は
︑﹁
な
む
～
け
る
﹂
�
例
﹁
な

む
～
た
り
け
る
﹂
�
例
﹁
な
む
～
に
け
る
﹂
	
例
な
ど
の
13
例
が
あ
る
︒
こ
の

よ
う
に
終
局
部
で
は
段
落
末
尾
の
場
合
と
同
様
に
﹁
な
む
﹂
よ
り
﹁
ぞ
﹂
が
優

勢
で
あ
る
︒﹁
に
け
り
﹂
も
25
例
と
多
く
︑
こ
れ
ら
の
﹁
ぞ
～
け
る
﹂﹁
な
む
～

け
る
﹂﹁
に
け
り
﹂
の
総
計
67
例
は
全
話
の
六
割
以
上
を
し
め
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
終
局
部
で
は
係
り
結
び
の
例
が
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒

宇
治
拾
遺
物
語
で
は
終
局
部
の
係
り
結
び
の
例
︵﹁
ぞ
﹂
19
例
﹁
な
む
﹂
�
例
︑

総
計
27
例
︶
は
﹁
に
け
り
﹂
43
例
の
�
・
62
倍
で
あ
る
が
︑
発
心
集
の
総
計
42

例
は
︑﹁
に
け
り
﹂
の
総
数
25
例
の
	
・
68
倍
に
も
上
る
︒

そ
の
他
︑﹁
に
け
り
と
ぞ
﹂

例
︑﹁
け
る
と
ぞ
﹂

例
︑﹁
と
な
む
﹂
�
例
︑

﹁
け
る
と
か
や
﹂
	
例
︑﹁
け
る
と
な
む
﹂
	
例
︑﹁
け
り
と
な
む
﹂
	
例
な
ど

﹁
と
﹂
を
含
む
形
式
が
多
い
の
も
特
徴
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
と
﹂
が
続
く
場

合
の
﹁
け
る
﹂
は
す
べ
て
係
助
詞
が
な
い
連
体
終
止
の
用
法
で
あ
り
︑
あ
た
か

も
﹁
と
﹂
の
あ
と
の
﹁
な
む
﹂﹁
ぞ
﹂
が
そ
の
表
現
性
を
補
完
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
︑﹁
と
﹂
を
含
む
表
現
や
﹁
ぞ
﹂﹁
な

む
﹂
な
ど
が
終
局
部
の
目
印
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る③
︒

四

終
局
部
に
お
け
る
﹁
ぞ
﹂﹁
な
む
﹂
の
選
択

以
上
の
結
果
を
も
と
に
︑
文
末
表
現
を
話
の
位
置
に
よ
っ
て
分
類
し
︑
使
用

頻
度
順
に
掲
出
す
る
と
︑
次
の
よ
う
で
な
る
︒

冒
頭
部

(第
一
文
︶
け
り
︵
あ
り
け
り
︶

(段
落
末
︶
な
む
～
け
る
・
ぞ
～
け
る
・
に
け
り

展
開
部

(冒
頭
︶
動
詞
終
止
形
・
ぬ
・
け
り
・
な
む
～
け
る
・
ぞ
～
け
る

(途
中
︶
動
詞
終
止
形
・
な
む
～
け
る
・
ぞ
～
け
る

(段
落
末
尾
︶
動
詞
終
止
形
・
に
け
り
・
ぞ
～
け
る
・
ぬ
・
な
む

～
け
る

︵
終
局
部
︶
ぞ
～
け
る
・
に
け
り
・
な
む
～
け
る

﹁
け
り
﹂
に
よ
る
文
末
表
現
に
絞
る
と
︑
冒
頭
部
で
は
︑

｢け
り
﹂︵
第
一
文
︶
↓
﹁
な
む
～
け
る
﹂︵
冒
頭
段
落
末
尾
︶

展
開
部
で
は
︑

｢け
り
﹂︵
冒
頭
の
書
き
出
し
︶
↓
﹁
な
む
～
け
る
﹂︵
段
落
の
途
中
︶

↓
﹁
ぞ
～
け
る
﹂﹁
に
け
り
﹂︵
段
落
の
末
尾
・
終
結
部
︶

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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と
い
う
傾
向
が
窺
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
終
止
形
の
﹁
け
り
﹂
は
説
話
の
冒
頭

部
や
展
開
部
の
冒
頭
に
用
い
ら
れ
や
す
く
︑
係
り
結
び
の
﹁
な
む
～
け
る
﹂
は

説
話
の
冒
頭
部
や
︑
展
開
部
の
途
中
の
叙
述
に
多
く
用
い
ら
れ
︑﹁
ぞ
～
け
る
﹂

は
︑
展
開
部
の
段
落
末
尾
や
終
局
部
に
偏
る
傾
向
が
あ
る
︒
叙
述
内
容
と
の
対

応
か
ら
言
う
と
︑﹁
な
む
～
け
る
﹂
は
展
開
部
を
説
明
的
に
進
め
る
叙
述
に
使

用
さ
れ
や
す
い
の
に
対
し
て
︑﹁
ぞ
～
け
る
﹂
は
事
件
の
終
結
部
分
に
用
い
ら

れ
や
す
い
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

発
心
集
で
も
︑
今
昔
物
語
集
・
宇
治
拾
遺
物
語
・
古
本
説
話
集
な
ど
と
同
様

に
︑﹁
に
け
り
﹂
が
冒
頭
部
や
展
開
部
の
段
落
末
や
終
局
部
に
用
い
ら
れ
や
す

い
傾
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
︒
さ
ら
に
発
心
集
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
た
の
は
︑

﹁
に
け
り
﹂
以
上
に
︑
係
り
結
び
の
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
が
終
結
機
能
を
担
う
表
現

と
し
て
用
い
ら
れ
︑
係
り
結
び
の
﹁
な
む
～
け
る
﹂
よ
り
も
よ
り
強
い
テ
ク
ス

ト
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
傾
向
で
あ
る
︒

そ
こ
で
次
に
︑
発
心
集
の
﹁
ぞ
﹂﹁
な
む
﹂
の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
︑
宇
治

拾
遺
物
語
・
古
本
説
話
集
と
比
較
し
て
み
る
︒

総
話
数
は
宇
治
拾
遺
物
語
197
話
︑
古
本
説
話
集
70
話
︑
発
心
集
102
話
で
あ
る

が
︑﹁
ぞ
﹂﹁
な
む
﹂
に
よ
る
係
り
結
び
の
総
数
を
見
る
と
︑
宇
治
拾
遺
物
語
164

例
︵﹁
ぞ
﹂
124
例
﹁
な
む
﹂
40
例
︶︑
古
本
説
話
集
47
例
︵﹁
ぞ
﹂
33
例
﹁
な
む
﹂

14
例
︶︑
発
心
集
170
例
︵﹁
ぞ
﹂
90
例
︑﹁
な
む
﹂
80
例
︶
で
︑
宇
治
拾
遺
物
語

と
古
本
説
話
集
で
は
	
話
に
	
例
以
下
で
あ
る
の
に
対
し
︑
発
心
集
で
は
係
り

結
び
が
一
話
に
つ
き
	
・
�
例
で
︑
飛
び
抜
け
て
使
用
が
多
い
事
が
窺
え
る
︒

た
だ
︑
発
心
集
の
例
数
は
︑
話
末
評
語
に
多
く
含
ま
れ
る
挿
話
的
内
容
の
例
数

を
も
含
む
数
で
あ
る
の
で
︑
次
に
評
語
部
の
例
数
を
除
い
た
﹁
ぞ
﹂﹁
な
む
﹂

の
使
用
数
を
比
較
し
て
み
る
︒

宇
治
拾
遺
物
語
で
は
説
話
本
体
の
﹁
ぞ
﹂﹁
な
む
﹂
の
総
数
は
123
例
で
︑
各

語
の
使
用
比
率
は
﹁
ぞ
﹂
89
例
︵
72
・

％
︶﹁
な
む
﹂
34
例
︵
27
・


％
︶

で
︑﹁
ぞ
﹂
が
三
倍
近
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
古
本
説
話
集
で
も
︑
総
数
31
例

で
﹁
ぞ
﹂
22
例
︵
71
・
�
％
︶﹁
な
む
﹂
�

例
︵
29
・
�
％
︶
が
見
ら
れ
︑
宇

治
拾
遺
物
語
と
ほ
ぼ
同
じ
比
率
の
差
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
発
心
集
で
は
︑

総
数
144
例
で
﹁
ぞ
﹂
78
例
︵
54
・
�
％
︶﹁
な
む
﹂
66
例
︵
45
・
�
％
︶
と
︑

﹁
ぞ
﹂
と
﹁
な
む
﹂
の
比
率
の
差
が
小
さ
い
こ
と
が
窺
え
る
︒

さ
ら
に
終
局
部
に
用
い
ら
れ
た
例
を
見
る
と
︑
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
︑
全
197

話
中
﹁
ぞ
﹂
19
例
︵
話
数
の
�
・


％
︶︑﹁
な
む
﹂
�
例
︵
同

・
�
％
︶
が

用
い
ら
れ
る
︒
古
本
説
話
集
で
も
︑
終
局
部
で
は
﹁
ぞ
﹂
�

例
︵
同
�
・
	

％
︶︑﹁
な
む
﹂
�
例
︵
同
�
・
�
％
︶
で
︑
各
語
が
終
局
部
に
用
い
ら
れ
る
比

率
は
少
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
︑
発
心
集
で
は
︑
終
局
部
の
用
例
は
﹁
ぞ
﹂
29
例

︵
同
28
・

％
︶︑﹁
な
む
﹂
13
例
︵
同
12
・
�
％
︶
で
︑
比
率
の
少
な
い
﹁
な

む
﹂
で
も
宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
ぞ
﹂
よ
り
は
多
く
︑﹁
ぞ
﹂
に
い
た
っ
て
は
三

分
の
一
近
く
の
説
話
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
宇
治
拾
遺
物
語
・
古
本
説
話
集
で
は
︑﹁
な
む
﹂
よ
り
﹁
ぞ
﹂

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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を
多
用
し
て
い
る
が
︑
終
局
部
に
は
﹁
な
む
﹂﹁
ぞ
﹂
と
も
に
例
が
少
な
い
︒

一
方
︑
発
心
集
で
は
係
り
結
び
の
使
用
量
が
多
く
﹁
な
む
﹂
と
﹁
ぞ
﹂
の
使
用

数
に
大
差
が
な
い
が
︑
終
局
部
に
は
﹁
ぞ
﹂
を
中
心
に
多
く
用
い
て
い
る
︒

三
作
品
の
い
ず
れ
で
も
﹁
ぞ
﹂
が
終
局
部
で
多
く
用
い
ら
れ
る
の
は
︑
文
章

構
成
の
面
か
ら
見
る
と
興
味
深
い
︒
鎌
倉
時
代
の
口
語
で
は
︑
す
で
に
係
り
結

び
が
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
口
語
的
と
さ
れ
る
﹁
な
む
﹂

は
平
安
後
期
の
物
語
の
地
の
文
で
は
す
で
に
使
用
が
後
退
し
て
い
る
︒
宇
治
拾

遺
物
語
・
古
本
説
話
集
で
は
︑
全
体
に
﹁
ぞ
﹂
の
比
率
が
か
な
り
高
い
の
は
︑

そ
の
よ
う
な
新
し
い
傾
向
の
反
映
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
な
む
﹂
の
係
り

結
び
は
︑
鎌
倉
時
代
の
口
頭
語
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
消
失
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
︵
北
原
保
雄
︵
一
九
八
二
︶
大
野
晋
︵
一
九
九
三
︶︶
が
︑﹁
ぞ
﹂
の

係
り
結
び
は
﹁
な
む
﹂
よ
り
は
長
く
命
脈
を
保
ち
︑
鎌
倉
期
以
降
も
延
慶
本
平

家
物
語
な
ど
で
は
地
の
文
に
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の

よ
う
に
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
が
物
語
叙
述
の
中
心
で
あ
っ
た
時
代
に
︑
終
局
部
に

﹁
ぞ
﹂
を
用
い
︑
そ
れ
以
前
の
叙
述
に
﹁
な
む
﹂
を
使
用
す
る
と
い
う
使
い
分

け
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
文
語
的
文
体
の
中
で
︑
文
章
構
成
上
の
意
図

を
も
っ
て
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

で
は
︑
発
心
集
で
は
﹁
ぞ
﹂﹁
な
む
﹂
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
︑
文
章

構
成
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
ぞ
﹂
と
﹁
な
む
﹂
の
用
法
の
違
い

に
つ
い
て
︑
大
野
晋
︵
一
九
九
三
︶
は
︑
平
安
時
代
の
﹁
な
む
﹂
は
﹁
礼
儀
の

わ
き
ま
え
﹂
の
気
分
を
伴
っ
て
聞
き
手
に
伝
え
る
語
で
︑﹁
な
む
～
け
る
﹂
は

そ
の
よ
う
な
気
分
を
伴
う
語
り
の
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
ぞ
﹂
は
﹁
新
情

報
・
教
示
・
断
定
と
し
て
報
知
し
強
調
す
る
﹂
語
で
あ
る
と
し
た④
︒
発
心
集
が

こ
の
よ
う
な
平
安
時
代
の
用
法
を
受
け
継
い
で
い
る
と
す
る
と
︑﹁
な
む
～
け

る
﹂
は
へ
り
く
だ
っ
た
姿
勢
で
語
り
出
し
す
部
分
に
用
い
︑
段
落
の
末
尾
や
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
で
は
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
を
使
っ
て
強
調
的
に
話
を
終
了
し
て

い
る
と
言
え
る
︒

テ
ク
ス
ト
機
能
の
面
か
ら
見
る
と
︑
発
心
集
で
は
︑
軽
く
文
章
を
切
る
部
分

に
は
﹁
な
む
～
け
る
﹂
が
︑
大
き
く
文
章
を
切
る
部
分
に
は
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
が

用
い
ら
れ
や
す
い⑤
︒
発
心
集
の
文
章
構
成
で
は
︑
冒
頭
文
を
﹁
あ
り
け
り
﹂
で

始
め
︑
冒
頭
段
落
末
尾
や
展
開
部
冒
頭
・
展
開
部
途
中
を
﹁
な
む
～
け
る
﹂
の

平
静
な
語
り
で
展
開
し
︑
展
開
部
段
落
末
尾
や
終
局
部
で
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
に
よ

っ
て
強
調
的
に
ま
と
め
て
終
了
す
る
話
型
が
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
発
心
集
の
文
章
構
成
で
は
︑﹁
け
り
﹂
を
含
む
係

り
結
び
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒﹁
な
む
﹂
と
﹁
ぞ
﹂
は
テ
キ
ス
ト
機

能
を
異
に
し
︑﹁
な
む
～
け
る
﹂
は
冒
頭
段
落
末
尾
や
段
落
途
中
で
軽
い
切
れ

目
を
作
る
に
過
ぎ
な
い
が
︑﹁
ぞ
～
け
る
﹂
に
は
終
局
部
で
大
き
く
文
章
を
ま

と
め
る
用
法
が
見
ら
れ
た
︒
発
心
集
の
話
型
を
モ
デ
ル
化
す
る
と
︑
典
型
例
に

発
心
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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も
示
し
た
よ
う
に
︑
冒
頭
の
﹁
け
り
﹂
と
終
局
部
の
﹁
ぞ
～
け
る
﹂﹁
に
け
り
﹂

に
よ
っ
て
大
き
な
枠
を
形
成
す
る
話
型
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

け
り

(な
む
～
け
る
・
ぬ
)

ぞ
～
け
る
・
に
け
り

＋
評
語

本
稿
の
指
摘
し
た
類
型
は
︑
流
布
本
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
た
め
︑
原
テ
キ
ス

ト
の
段
階
か
ら
見
ら
れ
た
傾
向
で
あ
る
か
︑
本
文
の
改
変
に
よ
る
面
が
あ
る
か

ま
で
は
十
分
に
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
︑
本
作
が
﹁
ぞ
﹂﹁
な
む
﹂
の
係
り
結

び
を
積
極
的
に
用
い
︑
文
章
構
成
に
積
極
的
に
生
か
し
た
作
品
で
あ
る
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
中
世
の
説
話
・
物
語
の
類
で
ど

の
よ
う
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
の
か
︑
さ
ら
に
検
証
が
必
要
で
あ
る
︒

注①

底
本
と
し
て
︑
高
尾
稔
・
長
嶋
正
久
編
﹃
発
心
集

本
文
・
自
立
語
索
引
﹄︵
清

文
堂
︶
を
用
い
た
︒
た
だ
し
︑
踊
り
字
は
仮
名
に
改
め
た
︒
ま
た
︑
段
落
分
け
に
関

し
て
三
木
紀
人
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

方
丈
記
・
発
心
集
﹄
を
参
考
に
し
た
︒

②

Ｂ
の
類
は
︑
今
昔
物
語
集
で
は
(一
)
520
例
中
87
例
︵
16
・
�
％
︶︑
宇
治
拾
遺
物

語
で
は
(一
)78
話
中
14
話
︵
17
・
�
％
︶
に
過
ぎ
な
い
︒
発
心
集
で
は
(一
)29
話
中

19
話
︵
65
・
�
％
︶
で
枠
構
造
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
︒

③

発
心
集
で
は
﹁
と
﹂
を
評
語
に
先
行
す
る
終
局
部
に
用
い
て
い
る
︒
こ
の
点
︑
評

語
の
後
ろ
に
﹁
と
﹂
を
付
し
て
話
全
体
を
括
る
構
造
の
今
昔
物
語
集
や
宇
治
拾
遺
物

語
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
発
心
集
で
は
︑
評
語
が
説
話
本
体
か
ら
分
離
さ
れ
︑
随

想
・
評
論
・
法
語
と
し
て
独
立
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

④

大
野
晋
︵
一
九
九
三
︶
の
第

章
を
参
照
︒

⑤

小
松
英
雄
︵
二
〇
〇
二
︶
は
︑﹁
係
助
詞
ゾ
が
︑
ヒ
ト
マ
ズ
︑
コ
コ
デ
切
ル
ヨ
︑

と
い
う
予
告
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
係
助
詞
ナ
ム
の
機
能
は
︑
コ
コ
デ
大
キ
ク
キ
ル

ヨ
︑
と
い
う
予
告
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
あ
と
は
︑
話
題
が
転
換
す
る
か
︑

短
い
補
足
が
そ
れ
に
続
く
か
︑
さ
も
な
け
れ
ば
︑
そ
こ
で
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
途
切
れ

て
い
る
︒﹂
と
す
る
︒
本
稿
の
観
察
は
︑
こ
れ
と
逆
の
結
果
で
あ
る
︒
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