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胡

鴻

洋

問
題
の
所
在

古
代
副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
興
福
寺
本
﹃
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
﹄
に
二
例
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
二
四
例
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
築
島
裕
︵
一
九
六
三
︶
に
よ
っ

て
情
態
副
詞
の
﹁
Ｃ
源
氏
物
語
に
も
見
え
る
﹂
と
い
う
項
目
に
分
類
さ
れ
て
い

る
︒﹁
Ａ
源
氏
物
語
に
見
え
な
い
﹂﹁
Ｂ
源
氏
物
語
に
見
え
る
が
︑
用
法
が
限
定

さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
訓
点
特
有
語
と
さ
れ
る
項
目
に
分
類
さ
れ
て
い
な
い
点

か
ら
︑
築
島
裕
が
こ
の
語
を
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
基
礎
語
彙
の
一
つ
と
し
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
に

見
ら
れ
る
一
方
︑
上
代
の
和
歌
︑
宣
命
︑
祝
詞
に
見
え
ず
︑
平
安
時
代
に
入
っ

て
も
︑
初
期
の
物
語
・
日
記
類
に
見
ら
れ
ず
︑
中
後
期
の
作
品
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄

に
二
例
︑﹃
落
窪
物
語
﹄
に
四
例
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
二
四
例
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
︒
八
代
集
に
お
い
て
も
︑
平
安
中
期
以
降
の
作
品
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄

に
二
例
︑﹃
金
葉
和
歌
集
﹄
に
一
例
︑
計
三
例
し
か
見
ら
れ
な
い①
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
平
安
中
期
以
降
の
物
語
・
日
記
に
定
着
し

た
語
の
よ
う
で
あ
る
︒
菊
池
由
紀
子
︵
一
九
八
三
︶
は
﹁
モ
ッ
パ
ラ
﹂
の
類
語

と
し
て
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
を
取
り
上
げ
て
︑
平
安
和
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
﹁
モ

ッ
パ
ラ
﹂
と
同
様
︑
男
性
を
中
心
に
︑
特
殊
な
状
況
に
あ
る
一
部
の
女
性
に
用

い
ら
れ
た
語
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑﹁
ヒ
ト

ヘ
ニ
﹂
の
例
は
平
安
中
期
ま
で
の
物
語
・
日
記
類
に
見
ら
れ
な
い
の
は
単
な
る

偶
然
で
な
く
︑
こ
の
語
は
漢
文
訓
読
に
よ
っ
て
成
立
し
︑
和
文
に
も
影
響
を
与

え
た
語
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
本
稿
で
は
︑
訓
点
資
料
︑
和
文
︑
和
漢
混
淆

文
に
お
け
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
を
考
察
し
︑
そ
の
意
味
用
法
や
文
体
的
性

格
を
明
ら
か
に
す
る②
︒

副
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﹁
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﹂
の
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法
と
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一

訓
点
資
料
に
お
け
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂

﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
が
漢
文
訓
読
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
語
で
あ
れ
ば
︑
漢
文
か

ら
用
法
を
継
承
す
る
可
能
性
が
高
い
︒
そ
の
た
め
に
︑
本
節
で
は
︑
訓
点
資
料

に
お
い
て
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
が
ど
の
よ
う
な
用
法
で
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
用
い
ら

れ
た
の
か
を
確
認
す
る
︒
な
お
︑
本
稿
で
は
︑﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
意
味
用
法
の

分
類
は
︑﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
に
従
い
︑
そ
の
用
法
を
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行

為
に
徹
す
る
様
﹂﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も

っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
三
つ
に
分
け
る
︒

︻
表
�
︼
は
﹃
訓
点
語
彙
集
成
﹄
よ
り
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
訓
の
付
さ
れ
た
漢
字

を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
訓
点
資
料
に
お
い
て
︑﹁
ヒ
ト

ヘ
ニ
﹂
訓
の
付
さ
れ
た
漢
字
と
し
て
︑﹁
偏
﹂
計
二
四
例
︑﹁
徧
﹂
計
一
三
例
︑

﹁
単
﹂
計
四
例
︑﹁
片
﹂
計
一
例
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
徧
﹂
の
全
一
三

例
は
︑
石
山
寺
蔵
本
﹃
法
華
経
義
疏
﹄
長
保
四
年
点
に
集
中
し
て
い
る
︒
大
正

新
脩
大
藏
経
本
に
よ
る
と
︑
該
当
箇
所
は
全
部
﹁
偏
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

﹁
徧
﹂
の
例
は
仏
典
書
写
の
個
性
に
よ
る
特
別
の
も
の
と
見
な
し
︑﹁
偏
﹂
と
合

わ
せ
て
扱
う
こ
と
に
す
る
︒
次
に
先
に
挙
げ
た
三
用
法
に
つ
い
て
訓
点
資
料
の

訓
読
文
と
の
関
わ
り
を
確
認
し
て
お
く
︒

一
︱
一

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
用
法

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
計
二
一
例
で
あ

り
︑
付
訓
さ
れ
た
漢
字
と
し
て
︑﹁
偏
︵
徧
九
例
を
含
む
︶
﹂
一
六
例
︑﹁
単
﹂

四
例
︑﹁
片
﹂
一
例
が
見
ら
れ
る
︒﹁
片
﹂﹁
単
﹂
の
例
は
そ
れ
ぞ
れ
平
安
中
期
︑

平
安
後
期
の
訓
点
資
料
の
み
に
現
れ
る
の
に
対
し
て
︑
﹁
偏
﹂
の
例
は
︑
平
安

初
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
訓
点
資
料
に
幅
広
く
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
四
字

の
本
来
の
用
法
は
︑﹃
説
文
﹄
に
よ
る
と
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒﹁
偏
﹂
に
つ
い

て
︑﹃
説
文
﹄
に
﹁
偏
︑
頗
也
﹂
と
あ
り
︑
段
玉
裁
は
﹁
頗
︑
頭
偏
也
﹂
と
注

を
施
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
偏
﹂
は
本
来
︑
物
が
真
ん
中
か
ら
片
方
に
偏
る

こ
と
を
表
す
字
で
あ
る
︒
﹁
単
﹂
は
﹁
引
伸
㆔

爲
㆓

双
之
反
対
㆒

﹂
と
い
う
段
玉
裁

の
注
の
よ
う
に
︑
本
来
︑﹁
双
﹂
に
対
す
る
一
つ
の
意
を
表
し
て
い
る
︒﹁
徧
﹂

は
﹃
説
文
﹄
に
﹁
徧
︑
帀
也
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
周
囲
の
意
で
あ
る
が
︑
本
稿

の
訓
読
例
で
は
全
て
﹁
偏
﹂
の
異
体
字
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
片
﹂
は
︑

﹁
謂
㆓

一
分
為
㆑

二
之
木
片
㆒

﹂
と
い
う
段
玉
裁
の
注
の
よ
う
に
︑
両
物
の
な
か
の

一
つ
を
指
す
も
の
で
あ
る
︒

①
倶
時
に
歎
︵
き
︶
て
曰
︵
は
︶
ク
︑
我
が
弟
は
貌
端
厳
に
し
て
︑
父
母
に

偏
に
愛
念
︵
せ
ら
︶
レ
ツ
︵
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
巻
一
〇
平
安
初

期
点
︶

②
彼
︵
の
︶
時
に
︵
し
︶
て
︑
専
求
︵
し
︶
普
習
︵
し
︶
て
行
を
行
ジ
果
を

證
す
る
こ
と
能
︵
は
︶
未
︒
但
︑
総
相
を
の
み
知
︵
り
︶︑
片 ヒ

ト
ヘ

〔に
〕
少

副
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用
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【表�】訓点資料における「ヒトヘニ｣

資
料
名

用
法

石
山
寺
蔵
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪
経
元
慶
七
年
点

西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
平
安
初
期
点

石
山
寺
蔵
法
華
経
玄
賛
淳
祐
古
点

石
山
寺
蔵
法
華
経
義
疏
長
保
四
年
点

高
野
山
光
明
院
蔵
蘇
悉
地
羯
羅
経
寛
弘
五
年
点

西
大
寺
本
不
空
羂
索
神
呪
心
経
寛
徳
二
年
点

高
山
寺
蔵
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
永
保
点

龍
光
院
蔵
妙
法
蓮
華
経
平
安
後
期
点

南
海
寄
帰
内
法
伝
平
安
後
期
点

天
理
大
学
図
書
館
・
京
都
国
立
博
物
館
蔵

東
大
寺
図
書
館
蔵
本
法
華
文
句
平
安
後
期
点

興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
承
徳
三
年
点

高
山
寺
蔵
本
大
毘
盧
遮
那
経
疏
巻
第
二
康
和
点

高
山
寺
蔵
荘
子
乙
巻
南
北
朝
期
点

計

もっぱらその行為
に徹する様

0
1

(偏1)

2
(偏1
片1)

9
(徧9)

1
(単1)

0
3
(偏2
単1)

0
1
(単1)

1
(単1)

2
(偏2)

1
(偏1)

0 21

もっぱらその
状態である様

動
詞

1
(偏1)

5
(偏5)

0
2

(徧2)
0

1
(偏1)

0
5

(偏5)
1
(偏1)

0 0 0
1
(偏1)

16

20
形
容 0

1
(偏1)

0
1

(徧1)
0 0

1
(偏1)

0 0 0 0 0 0 3

形
動 0 0 0 0 0 0

1
(偏1)

0 0 0 0 0 0 1

事の原因や目的は
もっぱらそれに拠
っている様

0 0 0
1

(徧1)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 1 7 2 13 1 1 5 5 2 1 2 1 1 42

注：「もっぱらその状態である様」列では，「動詞」「形容」「形動」はそれぞれ「偏」の共起語が「動詞」

「形容詞」「形容動詞」であることを示している。括弧内は「ヒトヘニ」と訓まれる漢字及びその用

例数を示している。

︵
し
︶
の
教
を
聴
︵
き
︶
て
微
少
の
因
を
修
す
︵
石
山

寺
蔵
法
華
経
玄
賛
巻
第
六
淳
祐
古
点
︶

③
問
︑
何
︵
が
︶
故
か
二
の
光
を
牒
す
る
︹
耶
︺
⁝
⁝
問
︑

何
故
︵
か
︶
此
の
文
は
徧
︵
へ
︶
に
一
光
を
の
み
嘆
ず

る
︵
石
山
寺
蔵
法
華
経
義
疏
序
品
末
長
保
四
年
点
︶

④
⁝
⁝
色
の
浅
︱

深
︵
を
︶
量
︵
り
︶
て
︑
要
す
而
も
事

を
省
け
︒
或
︵
る
い
︶
は
復
︵
た
︶
単
に

（
ひ
と
）
へ

棘
心
を
用

︵
ゐ
︶
る
︒
或
︵
る
い
は
︶
赤
土
・
赤
石
︑
或
︵
る
い

は
︶
棠
梨
・
土
紫
を
も
て
︑
一
︵
た
︶
ひ
染
︵
め
︶
ツ

レ
ハ
破
ル
ゝ
マ
テ
に
至
る
︵
天
理
大
学
図
書
館
・
京
都

国
立
博
物
館
蔵
南
海
寄
帰
内
法
伝
卷
二
平
安
後
期
点
︶

①
は
﹁
偏
﹂
の
字
を
訓
読
し
た
例
で
あ
り
︑﹁︵
兄
弟
の
う

ち
︑
︶
父
母
に
弟
の
み
が
愛
さ
れ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

②
は
﹁
片
﹂
を
訓
読
し
た
例
で
あ
り
︑﹁
あ
の
時
︑
す
べ
て

の
仏
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
そ
の
う
ち
の
﹁
少

教
﹂
の
み
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

③
は
﹁
徧
﹂
の
字
を
訓
読
し
た
例
で
あ
り
︑
﹁︵
二
光
の
う

ち
︑
︶
な
ぜ
こ
の
文
は
一
光
の
み
を
嘆
く
﹂
と
い
う
意
味
で

あ
る
︒
④
は
﹁
単
﹂
の
字
を
訓
読
し
た
例
で
あ
り
︑
出
家
の

衣
服
の
色
の
染
料
を
﹁
棘
心
﹂
﹁
赤
土
・
赤
石
﹂
﹁
棠
梨
・
土

副
詞
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紫
﹂
の
よ
う
な
複
数
の
も
の
を
用
い
る
わ
け
で
な
く
︑﹁
棘
心
﹂
の
み
を
用
い

る
べ
き
で
あ
る
文
脈
で
あ
る
︒
こ
の
例
は
﹁︵
三
種
類
の
染
料
の
中
か
ら
︶
棘

心
の
み
を
用
い
る
︵
べ
き
で
あ
る
︶﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

以
上
︑﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
訓
の
付
さ
れ
た
漢
字
﹁
偏
︵
徧
︶﹂﹁
単
﹂﹁
片
﹂
は
本

来
の
用
法
が
異
な
る
が
︑
訓
点
資
料
に
お
い
て
︑﹁
複
数
の
対
象
の
中
か
ら
あ

る
対
象
に
限
定
し
て
動
作
を
実
施
す
る
﹂
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
点
で
共
通
し
て

い
る
︒
そ
の
内
︑﹁
偏
﹂
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
物
が
真
ん
中
か
ら
片
方
に

偏
る
﹂
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
︒﹁
物
が
真
ん
中
か
ら
完
全
に
片
方
に
偏
る
過

程
﹂
は
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
用
法
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ

る
︒﹁
偏
﹂
の
付
訓
例
は
時
代
幅
が
最
も
広
く
︑
用
例
数
が
最
も
多
い
と
い
う

事
実
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
﹁
ヒ

ト
ヘ
ニ
﹂
の
成
立
は
﹁
偏
﹂
と
最
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
︱
二

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
用
法

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
︑︻
表
�
︼
に
示
し

た
よ
う
に
︑﹁
偏
︵
徧
︶﹂
字
に
付
訓
さ
れ
た
二
〇
例
で
あ
る
︒
こ
の
用
法
の

﹁
偏
︵
徧
︶﹂
の
例
は
平
安
初
期
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
訓
点
資
料
に
幅
広
く
見

ら
れ
る
︒﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
と
共
起
す
る
語
と
し
て
︑
動
詞
一
六
例
︑
形
容
詞
三

例
︑
形
容
動
詞
一
例
が
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
偏
﹂
は
﹁
物
が
真
ん
中
か
ら
片

方
に
偏
る
こ
と
を
表
す
﹂
と
い
う
本
来
の
用
法
の
ほ
か
︑﹃
古
代
漢
語
虚
詞
詞

典
﹄︵
一
九
九
九
︶
に
﹁
用
在
動
詞
︑
形
容
詞
謂
語
前
︑
表
示
状
態
比
通
常
突

出
︵
動
詞
︑
形
容
詞
と
い
う
述
語
の
前
に
用
い
ら
れ
︑
物
事
の
状
態
が
通
常
よ

り
目
立
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
︶
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
状
態
の
強
さ
を
表
す
こ

と
に
も
用
い
ら
れ
る
︒

⑤
偏
に
一
の
肩
を
袒
︵
に
︶
セ
︵
り
︶
︵
石
山
寺
蔵
本
大
乗
大
集
地
蔵
十
輪

経
序
品
第
一
元
慶
七
年
点
︶

⑥
放
光
︑
徧
︵
へ
︶
に
広
︵
し
︶
︵
石
山
寺
蔵
本
法
華
経
義
疏
序
品
末
長
保

四
年
点
︶

⑤
は
状
態
を
表
す
動
詞
﹁
袒
に
す
る
﹂
と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
例
で

あ
り
︑﹁
片
方
の
肩
を
全
く
露
わ
に
す
る
﹂
と
い
う
意
で
あ
る
︒
⑥
は
形
容
詞

﹁
広
シ
﹂
と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
例
で
あ
り
︑﹁
放
し
た
光
は
非
常
に
広

い
﹂
と
い
う
意
で
あ
る
︒

以
上
︑﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
全
二
〇
例
は
す
べ
て
﹁
偏
︵
徧
︶﹂
の
訓
読
に
見
ら
れ

る
︒
そ
の
用
例
の
時
代
は
幅
広
く
見
ら
れ
る
︒
﹁
偏
﹂
に
状
態
の
強
さ
を
表
現

す
る
用
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の

﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
成
立
は
﹁
偏
﹂
と
最
も
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
︱
三

﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
用
法

﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂

は
︻
表
�
︼
に
示
し
た
よ
う
に
︑﹁
偏
︵
実
例
﹁
徧
﹂
の
み
︶﹂
一
例
の
み
で
あ

副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
と
文
体

七
〇



る
︒
和
漢
混
淆
文
に
お
い
て
仏
教
的
用
法
と
し
て
多
く
見
ら
れ
る
た
め
に
︑
一

類
と
し
て
立
て
て
お
く
︒

⑦
十
方
の
法
会
に
多
︵
く
︶
開
発
の
︹
之
︺
端
為
︵
た
︶
り
︒
故
に
徧
に
文

殊
に
因
す
る
な
り
︹
也
︺︵
石
山
寺
蔵
本
法
華
経
義
疏
序
品
初
長
保
四
年

点
︶

⑦
は
﹁
十
方
の
法
会
の
多
く
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
仏
法
を
広
げ
る
も
の
で
あ
る

た
め
に
︑
も
っ
ぱ
ら
︵
遊
方
菩
薩
で
あ
る
︶
文
殊
に
依
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
意

で
あ
り
︑
事
の
原
因
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒

﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
用
法
は
﹁
も

っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
用
法
の
下
位
分
類
と
も
言
え
る
︒
こ
の
よ
う

に
︑﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ

ニ
﹂
の
成
立
は
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
そ
れ
と
同
じ
く
︑﹁
偏
﹂

と
最
も
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
︱
四

訓
点
資
料
の
用
例
の
ま
と
め

以
上
︑﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
に
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
と
し
て
指
摘
し
て

い
る
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂

﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
い
ず
れ
の
用
法

も
仏
典
を
主
と
す
る
訓
点
資
料
に
見
ら
れ
︑
か
つ
﹁
偏
﹂
と
最
も
関
わ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
︒

こ
の
﹁
偏
﹂
の
用
法
は
日
本
人
の
漢
文
に
も
直
接
的
に
影
響
を
し
て
い
る
こ

と
が
窺
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
漢
文
資
料
で
は
︑
最
明
寺
本
﹃
往
生
要
集
﹄

平
安
後
期
点
に
お
け
る
﹁
偏
﹂
全
一
四
例
の
う
ち
︑
送
仮
名
﹁
ニ
﹂
の
付
さ
れ

て
い
る
一
三
例
は
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
を
表
現
し
た
例
と
思
わ
れ
る
︒
高
野
山
西
南

院
藏
本
﹃
和
泉
往
來
﹄
文
治
二
年
点
に
お
い
て
︑
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
訓
の
付
さ
れ

て
い
る
﹁
偏
﹂
が
一
例
見
ら
れ
る
︒
東
寺
観
智
院
旧
蔵
本
﹃
作
文
大
躰
﹄
鎌
倉

中
期
点
︑
身
延
山
久
遠
寺
蔵
﹃
本
朝
文
粋
﹄
建
治
二
年
点
に
お
い
て
︑
送
仮
名

﹁
ニ
﹂
の
付
さ
れ
た
﹁
偏
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
一
例
確
認
で
き
る
︒
そ
の
一
方
︑
日

本
漢
文
資
料
に
お
い
て
は
︑
﹁
偏
﹂
の
字
以
外
に
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
と
訓
読
す
る

漢
字
の
例
は
見
ら
れ
な
い
︒
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
︑
日
本
人
の
漢
文
に
お
い

て
も
﹁
偏
︵
ヒ
ト
ヘ
ニ
︶
﹂
が
定
着
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
︒

二

平
安
和
文
に
お
け
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂

上
代
の
資
料
に
お
い
て
︑
﹃
萬
葉
集
﹄︑
﹃
延
喜
式
﹄
祝
詞
︑﹃
台
記
﹄
別
記

﹁
中
臣
寿
詞
﹂
な
ど
に
副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
例
は
見
ら
れ
な
い
︒
名
詞
﹁
ヒ

ト
ヘ
﹂
は
﹃
萬
葉
集
﹄
一
〇
例
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
歌
謡
一
例
が
見
ら
れ
る
が
︑

そ
の
意
味
用
法
は
い
ず
れ
も
平
安
和
文
に
用
い
ら
れ
る
副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の

意
味
用
法
と
異
な
っ
て
い
る
た
め
︑
副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
が
日
本
語
内
部
で
で

き
た
も
の
と
考
え
に
く
い
︒
︻
表
�
︼
に
示
し
た
よ
う
に
︑
平
安
和
文
で
は
︑

﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
な
ど
中
期
以
後
の
作
品
に
現
れ
る
よ
う
に
な

副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
と
文
体

七
一



【表�】平安和文における「ヒトヘニ｣

作
品
名

用
法

竹
取
物
語

土
佐
日
記

大
和
物
語

伊
勢
物
語

平
中
物
語

蜻
蛉
日
記

落
窪
物
語

う
つ
ほ
物
語

枕
草
子

和
泉
式
部
日
記

源
氏
物
語

もっぱらそ
の行為に徹
する様

会 0 0 0 0 0
1
(A1)

2
(A1C1)

0 0 0
11

(A9C2)

地 0 0 0 0 0
1
(B1)

2
(A1C1)

0 0 0
9
(A9)

もっぱらそ
の状態であ
る様

会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3

(動1形1
形動1)

地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
(形1)

計 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 24

作
品
名

用
法

紫
式
部
日
記

堤
中
納
言
物
語

夜
の
寝
覚

更
級
日
記

浜
松
中
納
言
物
語

狭
衣
物
語

栄
花
物
語

讃
岐
典
侍
日
記

大
鏡

と
り
か
へ
ば
や
物
語

小
計
(％
)

もっぱらそ
の行為に徹
する様

会 0 0
2

(A1B1)
0

4
(A1B2C1)

6
(A6)

0 0 0
5

(A3B2)
31 82(83)
(A66B9
C7)地 0

1
(A1)

11
(A10C1)

1
(A1)

15
(A12B3)

5
(A4C1)

3
(A3)

0 0
3
(A3)

51

もっぱらそ
の状態であ
る様

会 0 0
1

(形1)
0

2
(形1
形動1)

2
(動1
形11)

0 0 0 0 8 17(17)
(動3形9
形動5)

地 0 0
2

(動1形1)
1

(形動1)
2

(形2)
2

(形動2)
0 0 0

1
(形1)

9

計 0 1 16 2 23 15 3 0 0 9 99

注：会，地はそれぞれ和歌・心和文を含む会話文，地の文を表している。「もっぱらその行為に徹する様」の列で

は，A，B，Cはそれぞれ「ヒトヘニ」の共起語が「心理・感情に関する動詞」「心理・感情以外の動詞（神仏

に関する）」「心理・感情以外の動詞（神仏に関しない）」であることを表している。「もっぱらその状態である

様」の列では，動，形，形動はそれぞれ「ヒトヘニ」と共起する語が動詞，形容詞，形容動詞であることを表

している。括弧内の数字はすべて「ヒトヘニ」の共起語の用例数を示している。

り
︑
特
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹃
夜
の
寝

覚
﹄﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
そ
れ

ぞ
れ
二
四
例
︑
一
六
例
︑
二
三
例
と

比
較
的
に
多
く
見
ら
れ
る
︒﹁
ヒ
ト

ヘ
ニ
﹂
は
︑
平
安
中
期
以
降
︑
漢
文

の
影
響
に
よ
っ
て
和
文
に
定
着
す
る

よ
う
に
な
っ
た
語
と
推
測
さ
れ
る
︒

ま
た
︑︻
表
�
︼
に
示
し
た
よ
う

に
︑
平
安
和
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は

調
査
全
体
で
は
会
話
文
に
三
九
例
︑

地
の
文
に
六
〇
例
︑
計
九
九
例
見
ら

れ
る
︒
そ
の
用
法
に
つ
い
て
︑
﹁
事

の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に

拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
用
法
は
見
当
た

ら
ず
︑﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ

る
様
﹂
の
用
法
は
計
一
七
例
で
あ
り
︑

全
用
例
数
の
一
七
％
に
止
ま
る
の
に

対
し
て
︑﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に

徹
す
る
様
﹂
の
用
法
は
計
八
二
例
と

多
く
見
ら
れ
︑
全
用
例
数
の
八
三
％

副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
と
文
体

七
二



に
上
っ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
平
安
和
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
主
に
﹁
も
っ
ぱ

ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
用
法
で
用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

二
︱
一

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
用
法

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
︑
会
話
文
に
三

一
例
︑
地
の
文
に
五
一
例
︑
計
八
二
例
あ
る
︒
会
話
文
の
う
ち
︑
話
し
手
が
女

性
の
例
は
四
例
︵﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
道
綱
母
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
命
婦
︑
女
房
︑﹃
夜

の
寝
覚
﹄
寝
覚
の
上
各
一
例
︶︑
話
し
手
が
男
性
の
例
は
二
七
例
で
あ
る
︵﹃
落

窪
物
語
﹄
中
将
︑
中
納
言
各
一
例
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
馬
頭
三
例
︑
源
氏
二
例
︑

朱
雀
院
︑
夕
霧
︑
薫
︑
中
納
言
各
一
例
︑﹃
夜
の
寝
覚
﹄
宮
の
中
将
一
例
︑﹃
浜

松
中
納
言
物
語
﹄
中
納
言
三
例
︑
大
将
殿
一
例
︑﹃
狭
衣
物
語
﹄
狭
衣
の
君
五

例
︑
嵯
峨
院
一
例
︑﹃
と
り
か
へ
ば
や
物
語
﹄
中
納
言
二
例
︑
大
将
︑
宮
︑
大

納
言
各
一
例
︶︒﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
全
八
二
例
の
う
ち
︑
⑧
⑨
の
よ
う
に
心
理
・

感
情
に
関
す
る
動
詞
(
Ａ
)と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
へ
ニ
﹂
は
計
六
六
例
と
多
く
見

ら
れ
る
が
︑
⑩
の
よ
う
に
心
理
・
感
情
以
外
の
動
詞
︵
神
仏
に
関
す
る
︶
(
Ｂ
)

と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
へ
ニ
﹂
は
計
九
例
︑
⑪
の
よ
う
に
心
理
・
感
情
以
外
の
動

詞
︵
神
仏
に
関
し
な
い
︶
(
Ｃ
)と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
へ
ニ
﹂
は
計
七
例
し
か
な

い
︒⑧

上
に
参
り
た
ま
ふ
を
見
る
に
︑
い
と
腹
立
た
し
う
安
か
ら
ず
︑
若
き
心
地

に
は
ひ
と
へ
に
も
の
ぞ
お
ぼ
え
け
る
︒

︵
地
︶﹃
源
氏
物
語
﹄
竹
河

⑨
︵
寝
覚
の
上
︶
我
は
立
ち
離
れ
︑
ひ
と
へ
に
忍
び
︑
言
の
葉
ば
か
り
を
か

は
し
し
ほ
ど
の
あ
は
れ
︑
浅
く
お
ぼ
え
給
し
人
か
は
︒

︵
会
︶
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
巻
五

⑩
︵
道
綱
母
︶
⁝
⁝
神
を
ひ
と
へ
に
頼
む
身
な
れ
ば

︵
和
歌
︶
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
下
巻

⑪
三
の
君
の
御
許
に
︑
ひ
と
へ
に
う
ち
頼
み
た
て
ま
つ
る
︒

︵
地
︶﹃
落
窪
物
語
﹄
巻
之
一

⑧
﹁︵
侍
従
の
君
は
︶
腹
立
た
し
く
気
持
ち
が
収
ま
ら
ず
︑
若
気
の
一
途
に

物
事
を
ひ
た
す
ら
思
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
意
味
(
Ａ
)で
あ
る
︒
⑨

は
寝
覚
の
上
の
心
話
文
で
あ
り
︑
出
家
す
れ
ば
︑
内
大
臣
と
の
煩
わ
し
い
男
女

関
係
か
ら
離
す
こ
と
が
で
き
る
が
︑﹁︵
老
関
白
の
妻
の
時
︑︶
自
分
が
遠
ざ
か

り
︑︵
内
大
臣
へ
の
思
い
を
︶
ひ
た
す
ら
忍
び
︑
言
葉
だ
け
を
交
わ
し
た
頃
の

し
み
じ
み
と
し
た
恋
の
情
趣
は
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
﹂
と
い
う
内
大
臣
に
対

す
る
寝
覚
の
上
の
矛
盾
し
て
い
る
心
理
を
描
写
す
る
文
脈
(
Ａ
)で
あ
る
︒
老
関

白
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑
漢
文
訓
読
調
の
強
い
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
で

あ
る
︒
寝
覚
の
上
は
老
関
白
の
妻
と
し
て
訓
読
語
を
使
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
︒
⑩
は
着
物
に
書
か
れ
る
和
歌
で
あ
り
︑﹁
神
様
を
ひ
た
す
ら
お
頼
り
申
し

て
い
る
身
⁝
⁝
﹂
と
い
う
意
(
Ｂ
)で
あ
る
︒
こ
の
歌
は
︑
女
性
に
よ
っ
て
詠
み

上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
も
の
な
の
で
︑
訓
読
語
の

用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
⑪
は
﹁︵
侍
女
が
︶
三
の
君
の
御
元
へ
行
っ
て
︑

副
詞
﹁
ヒ
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ニ
﹂
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ひ
た
す
ら
お
邸
に
い
ら
れ
る
よ
う
に
お
頼
み
申
し
上
げ
る
﹂
と
い
う
意
味
(
Ｃ
)

で
あ
る
︒

ま
た
︑
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
次
の
⑫
の
よ
う
に
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
男
性

は
女
性
の
い
る
場
面
で
︑﹁
偏
﹂
を
含
む
漢
詩
を
詠
み
上
げ
る
描
写
が
見
ら
れ

る
点
で
あ
る
︒

⑫
い
と
見
ど
こ
ろ
あ
り
て
う
つ
ろ
ひ
た
る
を
︑
と
り
わ
き
て
折
ら
せ
た
ま
ひ

て
︑︵
匂
宮
︶﹁
花
の
中
に
偏
に
﹂
と
誦
じ
た
ま
ひ
て
⁝
⁝

︵
会
︶﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木

こ
の
例
は
︑
中
の
君
の
前
で
匂
宮
が
元
稹
の
漢
詩
﹁
不
㆓

是
花
中
偏
愛
㆒㆑

菊
︑

此
花
開
後
更
無
㆑

花
﹂
を
詠
み
上
げ
る
場
面
で
あ
る
︒﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
は
︑

元
稹
の
右
の
漢
詩
の
ほ
か
に
︑
白
居
易
の
漢
詩
﹁
竹
亭
陰
合
偏
宜
㆑

夏
︑
水
襴

風
涼
不
㆑

待
㆑

秋
﹂
も
収
録
し
て
い
る③
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
作
者
で
あ
る
紫
式
部

は
︑
父
が
兄
に
史
記
を
教
授
し
て
い
る
の
を
傍
ら
で
聞
い
て
漢
文
知
識
を
身
に

つ
け
た
と
い
う
事
実
に
踏
ま
え
て
︑
女
性
の
い
る
場
で
男
性
が
漢
詩
を
詠
み
上

げ
る
こ
と
で
︑
そ
の
女
性
も
そ
の
漢
詩
に
親
し
く
な
り
︑
漢
詩
に
含
ま
れ
る
訓

読
語
を
使
う
可
能
性
が
あ
る
︒

以
上
︑﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
平
安
和

文
に
お
い
て
︑
心
理
・
感
情
に
関
す
る
動
詞
と
共
起
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が

分
か
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
平
安
和
文
で
心
理
・
感
情
に
偏
る
傾
向
は
︑
訓
点
資

料
の
同
用
法
が
﹁
複
数
の
対
象
の
な
か
の
あ
る
対
象
に
限
定
し
て
動
作
を
実
施

す
る
﹂
文
脈
で
用
い
て
い
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
要
因
は
︑
後
述
す

る
よ
う
に
︑
平
安
和
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
漢
詩
文
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
︱
二

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
用
法

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
会
話
文
に
八
例
︑

地
の
文
に
九
例
︑
計
一
七
例
で
あ
る
︒
会
話
文
の
う
ち
︑
女
性
が
話
し
手
で
あ

る
例
は
計
一
例
︵﹃
源
氏
物
語
﹄
中
の
君
一
例
︶︑
男
性
が
話
し
手
で
あ
る
例
は

計
七
例
で
あ
る
︵﹃
源
氏
物
語
﹄
馬
頭
一
例
︑
左
大
臣
一
例
︑
﹃
狭
衣
物
語
﹄
狭

衣
二
例
︑﹃
夜
の
寝
覚
﹄
中
納
言
一
例
︑
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
大
将
殿
一
例
︑

中
納
言
一
例
︶
︒
ま
た
︑
︻
表
�
︼
に
示
し
た
よ
う
に
︑
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態

で
あ
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
と
共
起
す
る
語
は
動
詞
︵
否
定
語
を
伴
う
動
詞

も
含
む
︶
計
三
例
︑
形
容
詞
計
九
例
︑
形
容
動
詞
計
五
例
で
あ
る
︒

⑬
︵
中
の
君
︶
ひ
と
へ
に
知
ら
ぬ
人
な
ら
ば
︑
あ
な
も
の
ぐ
る
ほ
し
と
は
し

た
な
め
さ
し
放
た
ん
に
も
や
す
か
る
べ
き
を
⁝
⁝

︵
会
︶﹃
源
氏
物
語
﹄
宿
木

⑭
︵
内
大
臣
︶
げ
に
わ
れ
は
い
み
じ
く
わ
か
く
て
︑
ひ
と
へ
に
も
の
愼
し
く
︑

は
づ
か
し
か
り
け
ん
に
⁝
⁝

︵
会
︶
﹃
夜
の
寝
覚
﹄
巻
三

⑮
さ
し
遣
り
給
へ
る
を
︑
ね
た
が
り
腹
立
つ
さ
ま
も
︑
ひ
と
へ
に
花
や
か
な

る
人
ざ
ま
に
て
︑
憎
か
ら
ず
︒

︵
地
︶
﹃
狭
衣
物
語
﹄
巻
四

副
詞
﹁
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ト
ヘ
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法
と
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体
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⑬
は
動
詞
未
然
形
﹁
知
ら
ぬ
﹂
と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
例
で
あ
り
︑

話
し
手
は
⑫
で
挙
げ
た
よ
う
に
︑﹁
偏
﹂
を
含
む
漢
詩
が
詠
み
上
げ
ら
れ
る
の

を
聞
い
た
中
の
君
で
あ
る
︒
こ
の
例
は
︑
昔
か
ら
厚
く
世
話
を
し
て
く
れ
て
き

た
薫
に
対
す
る
態
度
を
変
え
る
と
︑
周
囲
の
疑
惑
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
を
心

配
し
て
い
る
と
い
う
︑
薫
に
対
す
る
中
の
君
の
矛
盾
し
て
い
る
心
理
を
描
写
す

る
文
脈
で
あ
り
︑﹁
ま
っ
た
く
親
し
く
な
い
相
手
で
し
た
ら
︑
な
ん
と
非
常
識

だ
と
突
き
放
し
や
す
い
が
⁝
⁝
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
⑭
は
形
容
詞
﹁
慎
ま

し
い
﹂
と
共
起
す
る
例
で
あ
り
︑
話
し
手
が
貴
族
の
内
大
臣
で
あ
り
︑﹁︵
寝
覚

の
上
︶
ご
自
身
も
と
て
も
若
く
て
︑︵
何
に
つ
け
て
も
︶
非
常
に
遠
慮
深
く
て
︑

恥
ず
か
し
か
っ
た
⁝
⁝
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
⑮
は
形
容
動
詞
﹁
華
や
か
な

る
﹂
と
共
起
す
る
例
で
あ
り
︑﹁
権
大
納
言
が
悔
し
が
っ
て
怒
っ
て
い
る
様
子

も
︑
非
常
に
華
や
か
な
性
格
だ
か
ら
憎
め
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
平
安
和
文
に
見
ら
れ
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の

行
為
に
徹
す
る
様
﹂﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
と
い
う
二
つ
の
用
法

は
い
ず
れ
も
仏
典
を
主
と
す
る
訓
点
資
料
に
も
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
も
っ

ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
︑
仏
典
に
お
い
て
︑﹁
複

数
の
対
象
の
中
か
ら
あ
る
対
象
に
限
定
し
て
動
作
を
実
施
す
る
﹂
文
脈
で
用
い

ら
れ
る
一
方
︑
平
安
和
文
に
お
い
て
は
︑
主
に
感
情
・
心
理
に
関
す
る
動
詞

(
Ａ
)を
含
む
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
相
違
点
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ

う
な
相
違
点
は
ど
こ
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
平
安
和
文
に
漢
籍
の
影
響
が

強
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
漢
籍
の
﹁
偏
﹂
の
影
響
を
受
け

て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
文
淵
閣
﹃
四
庫
全
書
﹄
電
子
版
か
ら
﹃
白
氏
長
慶

集
﹄
の
﹁
偏
﹂
を
含
む
詩
句
を
調
べ
る
と
︑
﹁
偏
﹂
が
副
詞
で
用
い
ら
れ
る
詩

句
全
二
九
例
の
う
ち
︑
心
理
・
感
情
に
関
す
る
動
詞
を
後
接
す
る
例
は
計
一
六

例
あ
る
︵﹁
偏
知
﹂
三
例
︑
﹁
偏
愛
﹂
二
例
︑﹁
偏
好
﹂
二
例
︑﹁
偏
怜
﹂
二
例
︑

﹁
偏
惊
﹂﹁
偏
驚
﹂﹁
偏
覚
﹂﹁
偏
相
憶
﹂﹁
偏
慚
﹂﹁
偏
憶
﹂﹁
偏
惆
悵
﹂
各
一
例
︶︒

そ
の
他
︑
状
態
を
表
す
動
詞
︑
あ
る
い
は
︑
形
容
詞
を
後
接
す
る
﹁
偏
﹂
が
計

四
例
︵﹁
偏
宜
﹂
二
例
︑
﹁
偏
相
似
﹂﹁︵
夜
︶
偏
長
﹂
各
一
例
︶
見
ら
れ
る
︒
こ

れ
ら
の
例
の
な
か
で
︑﹁
偏
覚
﹂
﹁
偏
知
﹂
は
お
そ
ら
く
⑧
の
よ
う
に
﹁
お
ぼ

ゆ
﹂
と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂︑
⑬
の
よ
う
に
﹁
知
ら
ぬ
﹂
と
共
起
す
る

﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
使
用
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う

に
︑
平
安
和
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
は
漢
籍
か
ら
影
響
を
深
く
受
け
て
い

る
と
推
測
さ
れ
る
︒

三

和
漢
混
淆
文
に
お
け
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂

一
で
述
べ
た
よ
う
に
漢
文
訓
読
に
お
い
て
は
︑﹁
偏
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
複

数
の
漢
字
を
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
に
よ
っ
て
訓
読
し
て
い
た
︒
日
本
語
表
現
の
世
界

で
は
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
が
ど
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
︒
和
漢
混

淆
文
で
は
︑
観
智
院
本
﹃
三
宝
絵
﹄
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
全
五
例
中
︑
漢
字
表
記

例
︵﹁
偏
ヘ
ニ
﹂︶
は
一
例
見
ら
れ
る
︒
延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
の
﹁
ヒ
ト
ヘ

副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
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用
法
と
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体

七
五



【表�】和漢混交文における「ヒトヘニ｣

小
計
(％
)

144(44)
(A26
B103
C15)

136(42)
(動30
形11
名95)

45(14)
(動原20
名原16
名目9)

325

注：会，地はそれぞれ心和文を含む会話文，地の文を表している。「もっぱらその行為に徹する様」の列では，A，

B，Cはそれぞれ「ヒトヘニ」の共起語が「心理・感情に関する動詞」「心理・感情以外の動詞（神仏に関す

る）」「心理・感情以外の動詞（神仏に関しない）」であることを表している。「もっぱらその状態である様」の

列では，動，形，名はそれぞれ「ヒトヘニ」と共起する語が動詞，形容詞，名詞であることを表している。「事

の原因や目的がもっぱらそれに拠っている様」の列では，動，名はそれぞれ「ヒトヘニ」と共起する語が動詞，

名詞であることを示し，原，目はそれぞれ「ヒトヘニ」が事の原因，事の目的の用法で用いられていることを

示している。括弧内の数字はすべて「ヒトヘニ」の共起語の用例数を示している。

42

102

58

78

26

19

今昔

小
計

23

56

30

36

20

12

177

本
朝
世
俗

5
(A1
B3
C1)

8
(A3
B4
C1)

1
(名1)

4
(動3
名1)

0

1
(名原1)

19

本
朝
仏
法

15
(B15)

42
(A1
B40
C1)

16
(動3
名13)

18
(動4
名14)

16
(動原8
名原7
名目1)

5
(動原1
名原3
名目1)

112

天
竺
震
旦

3
(B3)

6
(A1B5)

13
(動3
名10)

14
(動2
名12)

4
(動原2
名目2)

6
(動原4
名原1
名目1)

46

宇
治
拾
遺
物
語

4
(A1
B2
C1)

3
(A1
B2)

0

3
(動2
名1)

0

0

10

沙
石
集

0

11
(A3
B7
C1)

0

6
(動1形1
名4)

0

4
(動原3
名目1)

21

打
聞
集

0

0

0

0

0

0

0

観
智
院
本
三
宝
絵

0

5
(A1
B2
C2)

0

0

0

0

5

法
華
百
座
聞
書
抄

1
(B1)

2
(B2)

0

0

0

0

3

覚
一
本
平
家
物
語

1
(B1)

5
(B4
C1)

8
(動1
名7)

10
(形5
名5)

1
(名原1)

1
(名目1)

26

延
慶
本
平
家
物
語

10
(A3
B6
C1)

19
(A9
B6
C4)

17
(動8
名9)

18
(動3形5
名10)

5
(動原1
名原2
名目2)

2
(動原1
名原1)

71

平
治
物
語

0

0

0

2
(名2)

0

0

2

保
元
物
語

0

0

1
(名1)

1
(名1)

0

0

2

方
丈
記

0

0

0

0

0

0

0

十
訓
抄

3
(A1
C2)

1
(A1)

2
(名2)

2
(名2)

0

0

8

作
品
名

用
法

会

地

会

地

会

地

もっぱら
その行為
に徹する
様

もっぱら
その状態
である様

事の原因
や目的が
もっぱら
それに拠
っている
様

小計

ニ
﹂
全
七
一
例
中
︑
漢
字
表
記
例
︵﹁
偏
ヘ

ニ
・
偏
ニ
﹂
︶
は
六
九
例
見
ら
れ
る
︒
日
本
古

典
文
学
大
系
﹃
今
昔
物
語
集
﹄︵
以
下
︑﹃
今

昔
﹄
と
略
称
︶
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
全
一
七
七
例

は
す
べ
て
﹁
偏
ニ
﹂
で
表
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑
前
田
本
三
巻
本
﹃
色
葉
字
類
抄
﹄
の
﹁
ヒ

ト
ヘ
ニ
﹂
の
掲
出
字
は
﹁
偏
﹂
の
み
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
院
政
鎌
倉
時
代
で
は
︑﹁
偏
﹂

は
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
表
記
と
し
て
定
着
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

︻
表
�
︼
に
示
し
た
よ
う
に
︑
院
政
鎌
倉
時

代
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
調
査
全
体
で
は
会
話
文

に
一
二
六
例
︑
地
の
文
に
一
九
九
例
︑
計
三
二

五
例
で
あ
り
︑
全
用
例
数
が
九
九
例
で
あ
る
平

安
和
文
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
︒﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂

の
用
法
に
つ
い
て
︑
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に

徹
す
る
様
﹂
の
用
法
の
例
は
計
一
四
四
例
と
最

も
多
く
見
ら
れ
る
が
︑
全
用
例
数
に
占
め
る
比

率
は
四
四
％
で
あ
り
︑
平
安
和
文
の
八
三
％
よ

り
低
い
︒﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂

副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
と
文
体

七
六



の
用
法
の
例
は
そ
れ
に
次
ぎ
︑
計
一
三
六
例
で
あ
り
︑
全
用
例
数
に
占
め
る
比

率
は
四
二
％
で
あ
る
︒
平
安
和
文
の
一
七
％
の
二
倍
よ
り
高
い
と
い
う
こ
と
か

ら
︑
こ
の
用
法
は
院
政
鎌
倉
時
代
に
大
き
く
発
展
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き

る
︒
ま
た
︑
平
安
和
文
に
見
ら
れ
な
い
﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ

に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
用
法
は
計
四
五
例
見
ら
れ
︑
全
用
例
数
の
一
四
％
を
占

め
て
い
る
︒
一
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
仏
典
を
主
と
す
る
訓
点
資
料
で
は
︑﹁
事

の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
︑
こ
の
用
法
は
仏
典
の
訓
読
に
よ
っ
て
院
政
鎌
倉
時
代
に
用
い
ら
れ
た
可

能
性
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
︑
和
漢
混
淆
文
の
典
型
で
あ
る
﹃
今

昔
﹄
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
計
一
七
七
例
で
あ
り
︑
和
漢
混
淆
文
全
用
例
三
二
五

例
の
半
分
を
超
え
て
い
る
︒
こ
の
一
七
七
例
の
う
ち
︑
本
朝
世
俗
部
に
計
一
九

例
し
か
な
い
の
に
対
し
て
︑
天
竺
震
旦
部
に
四
六
例
︑
本
朝
仏
法
部
に
一
一
二

例
︑
計
一
五
八
例
と
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
が
漢
文
訓
読
調
の

強
い
語
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒

三
︱
一

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
用
法

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
会
話
文
に
四
二

例
︑
地
の
文
に
一
〇
二
例
︑
計
一
四
四
例
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
次
の
⑯
の
よ

う
に
心
理
・
感
情
に
関
す
る
動
詞
(
Ａ
)と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
へ
ニ
﹂
は
計
二
六

例
︑
⑰
の
よ
う
に
心
理
・
感
情
以
外
の
動
詞
︵
神
仏
に
関
し
な
い
︶
(
Ｃ
)と
共

起
す
る
﹁
ヒ
ト
へ
ニ
﹂
は
計
一
五
し
か
な
い
の
に
対
し
て
︑
⑱
の
よ
う
に
心

理
・
感
情
以
外
の
動
詞
︵
神
仏
に
関
す
る
︶
(
Ｂ
)と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
へ
ニ
﹂

は
計
一
〇
三
例
と
多
く
見
ら
れ
る
︒
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
と
共
起
す
る
動
詞
は
全
体

的
に
Ｂ
に
傾
い
て
い
る
こ
と
は
︑
心
理
・
感
情
に
関
す
る
動
詞
(
Ａ
)と
共
起
し

や
す
い
平
安
和
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
と
の
相
違
点
が
見
ら
れ
る
︒

⑯
偏
ヘ
ニ
聞
キ
ツ
ル
事
ヲ
ノ
ミ
悦
ビ
奇
ブ
事
︑
喩
ヘ
バ
年
シ
経
テ
母
ヲ
別
レ

タ
ル
小
コ
牛
ノ
︑
風
ノ
カ
ニ
母
ノ
音
ヲ
聞
ナ
ラ
ム
ガ
如
シ
︒

︵
地
︶
﹃
三
宝
絵
﹄
上

雪
山
童
子

⑰
︵
孔
子
︶
ひ
と
へ
に
君
に
随
ひ
奉
る
︑
忠
に
あ
ら
ず
︒

︵
会
︶﹃
十
訓
抄
﹄
六
ノ
序

⑱
王
︑
天
ノ
言
ヲ
聞
テ
悲
ビ
喜
テ
云
ク
︑
﹃
我
ガ
国
ニ
ハ
偏
ニ
大
乗
ヲ
流
布

シ
テ
小
乗
ヲ
不
可
留
ズ
﹄
ト
︒

︵
会
︶
﹃
今
昔
﹄
六
ノ
三
一

出
典
：
王
聞
㆓

天
語
㆒

︑
悲
喜
立
㆑

制
︑
我
国
偏
重
㆓

大
乘
㆒

︑
不
㆑

可
㆔

流
通
㆓

小
法
㆒

︒﹃
三
宝
感
応
要
略
録
﹄
巻
中

有
㆑

人
将
読
㆓

華
厳
経
㆒

以
㆑

水
盥
㆑

掌
所
㆑

霑
虫
類
生
㆑

天
感
応
第
一

⑯
は
︑﹁
聞
い
た
声
だ
け
で
ひ
た
す
ら
喜
ぶ
様
子
は
︑
長
年
︑
母
に
別
れ
た

子
牛
が
ほ
の
か
に
母
の
声
を
聞
き
つ
け
た
︵
時
の
喜
び
方
の
︶
よ
う
で
あ
っ

た
﹂
と
い
う
意
味
(
Ａ
)
で
あ
る
︒
⑰
は
﹁
ひ
た
す
ら
主
君
に
従
う
の
は
︑
忠
義

で
は
な
い
﹂
と
い
う
意
味
(
Ｃ
)で
あ
る
︒
⑱
は
﹁
我
が
国
で
は
大
乗
を
ひ
た
す

ら
広
げ
て
︑
小
乗
を
広
げ
て
は
い
け
な
い
﹂
と
い
う
意
味
(
Ｂ
)で
あ
る
︒
こ
の
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﹁
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例
は
﹃
今
昔
﹄
全
一
七
七
例
の
な
か
で
出
典
に
﹁
偏
﹂
が
見
ら
れ
る
唯
一
の
例

で
あ
る
が
︑
そ
の
他
の
﹃
今
昔
﹄
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
例
は
撰
者
の
個
性
文
体

を
反
映
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
︒

三
︱
二

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
用
法

﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
会
話
文
に
五
八
例
︑

地
の
文
に
七
八
例
︑
計
一
三
六
例
見
ら
れ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
平
安
和
文
に
見
ら

れ
る
形
容
動
詞
と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
和
漢
混
淆
文
に
見
ら
れ
な
い
︒

平
安
和
文
に
見
ら
れ
る
︑
動
詞
︵
否
定
辞
を
伴
う
動
詞
も
含
む
︶︑
形
容
詞

︵
接
尾
辞
﹁
ゴ
ト
シ
﹂
も
含
む
︶
と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
三

〇
例
︑
一
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
が
︑
平
安
和
文
に
見
ら
れ
な
い
︑
名
詞
と
共

起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
九
五
例
と
多
く
見
ら
れ
る
︒﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
と
共
起

す
る
名
詞
全
九
五
例
の
う
ち
︑﹁
事
﹂﹁
者
﹂﹁
所
﹂
の
よ
う
な
形
式
名
詞
は
計

一
一
例
︑﹁
威
力
﹂﹁
恩
﹂﹁
徳
﹂
の
よ
う
な
抽
象
名
詞
の
例
は
計
八
二
例
︑

﹁
人
﹂﹁
扇
﹂
の
よ
う
な
実
質
名
詞
の
例
は
計
二
例
見
ら
れ
る
︒

⑲
成
順
︑
偏
ニ
此
ノ
世
ノ
事
ヲ
不
思
ズ
シ
テ
︑
只
︑
後
世
菩
提
ヲ
願
︒

︵
地
︶﹃
今
昔
﹄
巻
一
五
ノ
三
五

⑳
偏
ニ
神
慮
穴
倉
シ
︒

︵
地
︶﹃
延
慶
本
平
家
物
語
﹄
第
二
中

㉑
そ
の
罪
を
な
だ
め
︑
軽
め
む
こ
と
︑
ひ
と
へ
に
徳
政
な
る
べ
し
︒

︵
地
︶﹃
十
訓
抄
﹄
十
ノ
七
十
六

⑲
は
動
詞
と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
例
で
あ
り
︑﹁
成
順
は
現
世
の
こ

と
に
ま
っ
た
く
関
心
を
持
た
ず
︑
後
世
の
極
楽
往
生
の
み
を
願
う
﹂
と
い
う
意

味
で
あ
る
︒
⑳
は
形
容
詞
と
共
起
す
る
例
で
あ
り
︑
﹁
天
子
の
御
心
は
非
常
に

ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
㉑
は
名
詞
と
共
起
す
る
例
で
あ

り
︑﹁
そ
の
罪
を
宥
恕
し
︑
軽
減
す
る
こ
と
は
ま
さ
し
く
徳
に
基
づ
く
政
治
で

あ
る
﹂
と
い
う
意
で
あ
る
︒

三
︱
三

﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
用
法

﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂

は
会
話
文
に
二
六
例
︑
地
の
文
に
一
九
例
︑
計
四
五
例
で
あ
る
︒
㉒
の
よ
う
に

動
詞
﹁
依
る
﹂
と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
例
は
計
二
〇
例
あ
り
︑
い
ず
れ

も
﹁
事
の
原
因
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
を
表
し
て
い
る
︒
そ
の

一
方
︑
名
詞
と
共
起
す
る
例
は
計
二
五
例
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
名
詞
﹁
故
﹂
と

共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
計
一
六
例
あ
り
︑
㉓
の
よ
う
に
︑
い
ず
れ
も
﹁
事

の
原
因
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
を
表
し
て
い
る
︒
名
詞
﹁
為
﹂

と
共
起
す
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
計
九
例
あ
り
︑
㉔
の
よ
う
に
︑
い
ず
れ
も
﹁
事

の
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
を
表
し
て
い
る
︒

㉒
此
レ
偏
ニ
︑
観
音
ノ
加
護
ニ
依
テ
︑
此
ノ
難
ヲ
免
レ
ヌ
ル
也
︒

︵
会
︶﹃
今
昔
﹄
一
六
ノ
一
六

㉓
此
レ
︑
偏
ニ
張
良
ト
知
音
ト
有
シ
故
也
︒

︵
地
︶
﹃
今
昔
﹄
一
〇
ノ
三

副
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﹂
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㉔
此
レ
偏
ニ
母
ノ
後
世
ヲ
訪
ハ
ム
ガ
為
也
︒

︵
地
︶﹃
今
昔
﹄
一
九
ノ
二
八

㉒
は
﹁
こ
れ
は
ま
っ
た
く
観
音
の
ご
加
護
に
よ
っ
て
危
難
を
免
れ
た
の
で
あ

る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
㉓
は
﹁︵
鴻
門
の
中
で
は
︑
項
伯
は
今
日
︑
不
祥

事
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
項
羽
に
言
い
聞
か
せ
た
︒︶
こ
れ
は
︑
ま
っ
た

く
︵
項
伯
と
︶
張
良
と
親
友
だ
か
ら
で
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
㉔
は

﹁
こ
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
母
の
後
世
を
弔
お
う
が
た
め
の
こ
と
で
あ
っ
た
﹂
と

い
う
意
味
で
あ
る
︒
一
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
仏
典
を
主
と
す
る
訓
点
資
料
に
お

い
て
︑﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト

ヘ
ニ
﹂
の
例
は
一
例
し
か
な
い
が
︑﹁
偏
依
﹂﹁
偏
～
故
﹂﹁
偏
為
﹂
を
キ
ー
ワ

ー
ド
と
し
て
大
正
新
脩
大
藏
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︵
S
A
T
2
0
1
5︶
か

ら
検
索
し
て
み
る
と
︑
漢
訳
仏
典
そ
れ
ぞ
れ
一
四
︑
三
例
︑
九
二
例
が
見
ら
れ

る④
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
様
﹂

の
用
法
は
す
べ
て
仏
典
の
訓
読
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
和
漢
混
淆
文
の
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂﹁
も
っ
ぱ
ら

そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る

様
﹂
の
い
ず
れ
の
用
法
も
仏
典
を
主
と
す
る
訓
点
資
料
に
見
ら
れ
る
︒
和
漢
混

淆
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
仏
典
か
ら
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
と
め

本
稿
で
は
︑
﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
に
従
い
︑﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
を
﹁
も

っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂﹁
事
の
原

因
や
目
的
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
様
﹂
と
い
う
三
用
法
に
分
け
て
︑

訓
点
資
料
︑
和
文
︑
和
漢
混
淆
文
の
用
法
を
考
察
し
た
︒
以
上
か
ら
︑
次
の
諸

点
を
指
摘
で
き
る
︒

○
訓
点
資
料
で
は
︑﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹
す
る
様
﹂﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の

状
態
で
あ
る
様
﹂
﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る

様
﹂
の
三
用
法
の
い
ず
れ
も
見
ら
れ
︑
和
文
や
和
漢
混
淆
文
の
用
法
と
対

応
し
て
い
る
︒

○
和
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
全
九
九
例
の
う
ち
︑
﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
に
徹

す
る
様
﹂
の
例
は
全
用
例
数
の
八
三
％
を
占
め
て
お
り
︑
特
に
﹁
ヒ
ト
ヘ

ニ
﹂
は
﹁
心
理
・
感
情
に
関
す
る
動
詞
﹂
と
共
起
し
や
す
い
傾
向
が
見
ら

れ
る
︒
そ
の
裏
に
心
理
・
感
情
に
関
す
る
動
詞
を
後
接
し
や
す
い
﹃
白
氏

長
慶
集
﹄
の
﹁
偏
﹂
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
︒﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で

あ
る
様
﹂
の
例
は
動
詞
︑
形
容
詞
︑
形
容
動
詞
と
共
起
し
︑
全
用
例
数
の

一
七
％
を
占
め
て
い
る
︒
﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
拠
っ

て
い
る
様
﹂
の
用
法
は
見
ら
れ
な
い
︒

○
和
漢
混
淆
文
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
全
三
二
五
例
の
う
ち
︑﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の

副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
と
文
体

七
九



行
為
に
徹
す
る
様
﹂
の
例
は
全
用
例
数
の
四
四
％
を
占
め
て
お
り
︑
主
に

﹁
複
数
の
対
象
の
中
か
ら
あ
る
対
象
に
限
定
し
て
動
作
を
実
施
す
る
﹂
文

脈
で
用
い
ら
れ
る
︒﹁
も
っ
ぱ
ら
そ
の
状
態
で
あ
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂

は
動
詞
︑
形
容
詞
︑
名
詞
と
共
起
し
︑
平
安
時
代
よ
り
発
達
し
︑
全
用
例

数
の
四
二
％
に
上
っ
て
い
る
︒﹁
事
の
原
因
や
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に

拠
っ
て
い
る
様
﹂
の
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
は
名
詞
と
動
詞
と
共
起
し
︑
全
用
例

数
の
一
四
％
を
占
め
て
い
る
︒
こ
の
用
法
は
仏
典
に
よ
く
見
ら
れ
る
﹁
偏

依
﹂﹁
偏
～
故
﹂﹁
偏
為
﹂
の
よ
う
な
用
語
の
直
訳
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
ヒ
ト
へ
ニ
﹂
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
比
較
的
に
多
く
見
ら
れ

る
が
︑
漢
文
訓
読
に
よ
っ
て
生
じ
て
︑
和
文
や
和
漢
混
淆
文
で
広
く
用
い
ら
れ

た
語
で
あ
る
︒﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
よ
う
に
︑
漢
文
訓
読
か
ら
由
来
し
︑
和
文
に

定
着
し
た
語
は
ほ
か
に
も
あ
る
が
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

注①

﹃
訓
点
語
彙
集
成
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
觀
弥
勒
上
生
兜
率
天
経
賛

巻
下
﹂︵
平
安
初

期

第
一
次
点
︶
に
お
け
る
﹁
偏
﹂
は
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
訓
の
附
さ
れ
た
最
古
の
例
で

あ
る
︒

②

変
体
漢
文
に
お
け
る
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
と
漢
文
訓
読
と
の
関
わ
り
は
︑
別
途
で
検
討

す
る
︒

③

元
稹
︑
白
居
易
の
漢
詩
の
加
点
は
佐
藤
道
生
・
柳
澤
良
一
著
︵
二
〇
一
一
︶﹃
和

歌
文
学
大
系

和
漢
朗
詠
集
／
新
撰
朗
詠
集
﹄
︵
明
治
書
院
︶
に
よ
る
︒

④

漢
訳
仏
典
に
お
け
る
﹁
偏
依
﹂
﹁
偏
～
故
﹂
﹁
偏
為
﹂
の
例
を
挙
げ
て
お
く
︒

宋
人
等
云
︑
偏
依
㆓

聖
教
之
威
力
㆒

也
︒﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄
宋
招
提
寺
釈
慧
紹
宋
廬

山
釈
僧
瑜

偏
崇
重
㆑

佛
︑
故
造
㆓

陟
屺
止
觀
二
寺
㆒︒
﹃
法
華
伝
記
﹄
斉
太
祖
高
帝
十
六

若
偏
爲
㆓

良
福
田
㆒

施
︑
不
㆓

楽
常
施
㆒︒﹃
法
苑
珠
林
﹄
慳
僞
部

調
査
資
料
︵
編
者
名
・
著
者
名
は
省
く
)

○
電
子
テ
キ
ス
ト
：
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス

C
H
J：
﹃
竹
取
物
語
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄﹃
土

佐
日
記
﹄﹃
大
和
物
語
﹄﹃
平
中
物
語
﹄
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄﹃
落
窪
物
語
﹄﹃
枕
草
子
﹄﹃
和
泉

式
部
日
記
﹄﹃
源
氏
物
語
﹄
﹃
紫
式
部
日
記
﹄﹃
更
級
日
記
﹄
﹃
大
鏡
﹄﹃
讃
岐
典
侍
日
記
﹄

﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄﹃
方
丈
記
﹄
﹃
十
訓
抄
﹄
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
』
／
新
編
国
歌
大
観

D
V
D
︱

R
O
M
：
﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
﹃
金
葉
和
歌
集
﹄﹃
和
漢
朗
詠
集
』
／
文
淵
閣
﹃
四
庫

全
書
﹄
電
子
版
：
﹃
白
氏
長
慶
集
』
／
大
正
新
脩
大
藏
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

︵
S
A
T
2
0
1
5︶
○
刊
行
本
文
︑
索
引
︑
影
印
本
等
：
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
総
索
引
﹄﹃
栄

花
物
語
本
文
と
索
引

自
立
語
索
引
篇
﹄﹃
法
華
百
座
聞
書
抄
総
索
引
﹄
﹃
平
治
物
語
総

索
引
﹄﹃
保
元
物
語
総
索
引
﹄
︵
武
蔵
野
書
院
)
／
『夜
の
寝
覚
総
索
引
﹄︵
明
治
書
院
)／

『宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引

索
引
篇
﹄
﹃
狭
衣
物
語
語
彙
索
引
﹄﹃
と
り
か
へ
ば
や
物

語
総
索
引
﹄﹃
今
昔
物
語
自
立
語
索
引
﹄﹃
三
宝
絵
詞
自
立
語
索
引
﹄︵
笠
間
書
院
)
／

『平
家
物
語
総
索
引
﹄
︵
学
習
研
究
社
)
／
『
沙
石
集
総
索
引
：
長
慶
十
年
古
活
字
本
﹄

﹃
延
慶
本
平
家
物
語
索
引
篇
﹄︵
勉
誠
社
)
／
『打
聞
集
の
研
究
と
総
索
引
﹄︵
清
文
堂
)／

『平
家
物
語
総
索
引
﹄
︵
牧
野
出
版
)
／
『
往
生
要
集
：
最
明
寺
本
﹄﹃
高
野
山
西
南
院
蔵

本
和
泉
往
来
総
索
引
﹄
﹃
重
要
文
化
財
本
朝
文
粋
﹄
︵
汲
古
書
院
)／
『平
安
詩
文
残
篇
﹄

︵
八
木
書
店
)
／
『古
点
本
の
国
語
学
的
研
究

訳
文
篇
﹄︵
講
談
社
)
／
『訓
点
資
料
の
研

究
﹄︵
風
間
書
房
)／
『
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究

本
文
篇
﹄

︵
斯
道
文
庫
)
／
『
高
山
寺
古
訓
点
資
料

第
二
﹄﹃
高
山
寺
古
訓
点
資
料

第
三
﹄﹃
興

副
詞
﹁
ヒ
ト
ヘ
ニ
﹂
の
用
法
と
文
体

八
〇



福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究

訳
文
篇
﹄︵
東
京
大
学
出
版

会
)
／
『﹁
法
華
文
句
﹂
古
点
の
国
語
学
的
研
究
：
東
大
寺
図
書
館
蔵
本
﹄︵
桜
楓
社
)
／

｢西
大
寺
本
不
空
羂
索
神
呪
心
経
寛
徳
点
の
研
究

釈
文
と
索
引
﹂︵﹃
国
語
学
﹄
33
号
)

／
｢高
野
山
光
明
院
所
蔵
蘇
悉
地
羯
羅
経
の
ヲ
コ
ト
点
﹂︵﹃
訓
点
語
と
訓
点
資
料
﹄
�

号
)／
｢高
山
寺
藏
本
大
毘
盧
遮
那
経
疏
卷
第
二
康
和
�
年
点
訳
文
(
�
)﹂︵﹃
訓
点
語
と

訓
点
資
料
﹄
104
号
︶
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