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行
為
指
示
型
表
現
、
命
令
、
依
頼
、
勧
め
、
平
家
物
語
)

lま

め

じ

話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
、
自
ら
の
要
求
に
沿
っ
た
行
為
の
遂
行
を
働
き
か
け
る
、
い
わ

ゆ
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
研
究
成
果
が
公
に
さ
れ
て
き
た
。
現

代
日
本
語
研
究
の
分
野
で
は
、
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
各

機
能
が
ど
の
よ
う
な
表
現
形
式
で
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
検
討
さ
れ
、
「
行
為
指
示
型

表
現
」
の
内
部
構
造
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
古
典
語
研
究
の
分
野
で
は
、
各
時
代
・

各
作
品
に
お
け
る
「
命
令
・
勧
誘
表
現
」
あ
る
い
は
「
依
頼
表
現
」
に
つ
い
て
の
分
析
が
進
め

ら
れ
、
古
典
語
に
見
ら
れ
る
様
々
な
表
現
形
式
と
待
遇
表
現
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き

た
。
今
後
は
、
両
分
野
で
の
研
究
成
果
を
総
合
し
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
「
行
為
指
示
型

表
現
」
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
の
変
容
を
歴
史
的
に
捉
え
る
こ
と
を
目
指
す
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
内
部
構
造
の
変
容
を
通
時
的
に
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
研
究
の
取
り
掛
か
り
と
し
て
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
(
日
1
)

を
対
象
と
し
て
、
以
下
の
よ
う

な
考
察
を
行
う
。

①
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
(
以
下
『
平
家
物
語
』
と
略
称
す
る
)
の
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に

は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
形
式
が
認
め
ら
れ
る
か
。

②
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
形
式
は
、
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
ど
の
機
能
と
対
応
し
て
い
る
か
。

③
②
の
結
果
か
ら
、
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
内
部
構
造
を
把
握
す
る
。

④
③
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
内
部
構
造
の
変
容
に
つ
い
て
の
通
時
的

な
見
通
し
を
得
る
。

一、

現
代
語
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」

の
内
部
構
造

『
平
家
物
語
』
の
考
察
に
入
る
前
に
、
現
代
語
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
内
部
構
造

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
つ
い
て

に
つ
い
て
、
姫
野
伴
子
氏
の
説
元
日
)
を
取
り
上
げ
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

姫
野
氏
は
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
機
能
を
、
「
そ
の
行
為
に
よ
る
受
益
者
は
、
話
し
手
で
あ

る
か
、
聞
き
手
で
あ
る
か
」
ま
た
、
「
そ
の
行
為
遂
行
を
決
定
す
る
の
は
、
話
し
子
で
あ
る
か
、

聞
き
手
で
あ
る
か
」
と
い
う
、
行
為
遂
行
に
よ
る
「
受
益
者
」
と
、
行
為
遂
行
の
「
決
定
権
者
」

の
二
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
、
〔
表
1
〕
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
た
。
「
誘
い
」
に
つ
い
て
は
、
行
為

者
が
「
話
し
手
十
聞
き
手
」
の
場
合
の
み
と
し
、
受
益
者
は
基
本
的
に
聞
き
手
(
あ
る
場
合
に

は
「
話
し
手
+
聞
き
手
乙
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
勧
め
」
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

〔表
1

〕

き|者

決

定

話

し

手

命
令
的
指
示

恩
恵
的
指
示

勧l依|間l権

め|頼|手

競
合
型

懇
親
型

受
益
者

受
益
者

話
し
手
)

聞
き
手
)

そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
ど
の
よ
う
な
表
現
形
式
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
〔
表
2
〕
の
よ
う
に
、
各
機
能
と
代
表
的
な
表
現
形
式
の
対
応
関
係
を
一
不
さ
れ
た
。

〔表
2

〕

ま
た

てたたまままでてな 1 
もら方が しすせもくさ
いど よかんらだい
l，う t，う かえさ
ででい まい

寸

すすで す

r定権kl ! i かす カ1

よ
等

×ムムム xxooo
話し 命的指A I3 

益受者競

手示
11 合

聞依
話し

xxxxxxOOx き 手型

手頼

Oxムxxxxoo話手し l 恩f示言的日苦

受益者懇聞勧

xOOxOOxoム き 11 親
聞

手;め き

聞誘
手 型

xOxOOOXOx き

子い
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姫
野
氏
は
こ
の
よ
う
な
対
応
関
係
か
ら
、

点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

(tE

川
「
て
く
だ
さ
い
」
は
、
す
べ
て
の
機
能
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
非
常
に
特
殊
な
形
式
で

あ
る
。

凶
丁
寧
な
命
令
形
で
あ
る
「
な
さ
い
」
は
、
指
示
的
な
機
能
を
実
現
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

附
「
な
さ
い
」
「
て
く
だ
さ
い
」
を
除
く
と
、
「
て
も
ら
え
ま
す
か
、
等
」
の
競
合
型
(
受
益
者

が
話
し
手
)
の
形
式
と
、
「
ま
せ
ん
か
」
か
ら
「
て
も
い
い
で
す
」
ま
で
の
懇
親
型
(
受
益

者
が
聞
き
手
)
の
形
式
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。

阿
川
の
特
徴
は
、
日
本
語
の
行
為
指
示
型
表
現
に
お
い
て
、
受
益
者
が
だ
れ
か
と
い
う
点
が

形
式
選
択
上
の
特
に
重
要
な
決
定
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

同
「
依
頼
」
は
、
授
受
動
詞
を
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
る
形
式
で
し
か
実
現
で
き
な
い
。

附
懇
親
型
の
「
勧
め
」
と
「
誘
い
」
は
、
種
々
の
形
式
、
中
で
も
「
勧
め
」
専
用
と
言
え
る

形
式
(
「
ま
せ
ん
か
」
「
ま
す
か
」
「
た
ら
ど
う
で
す
か
」
な
ど
)
を
持
っ
て
い
る
点
が
特
徴

的
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

「
行
為
指
示
型
表
現
」

の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
諸

「
勧
め
」
と
「
依
頼
」
の
表
現
形
式
、
「
誘
い
」
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
二
つ
の
点
を
指
摘
さ
れ
た
。

問
主
と
し
て
競
合
型
の
機
能
を
果
た
す
形
式
と
、
主
と
し
て
懇
親
型
の
機
能
を
果
た
す
形
式

と
は
交
代
で
き
な
い
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
語
が
受
益
者
の
表
出
に
敏
感

で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。

同
話
し
手
・
自
ら
の
利
益
の
た
め
に
聞
き
手
を
共
同
行
為
に
誘
う
場
合
、
「
し
よ
う
」
を
用
い
る

こ
と
は
誤
用
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
「
し
よ
う
」
は
誘
い
専
用
の
形
式
で
あ
り
、
依

頼
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
命
令
的
指
示
」
「
恩
恵
的
指
示
」
「
依
頼
」
「
勧
め
」
の
四
機
能
を
分
類
す
る
上
で
、
分
類
基

準
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
「
行
為
遂
行
の
決
定
権
者
」
と
、
「
行
為
遂
行
に
よ
る
受
益
者
」

は
、
姫
野
氏
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
話
し
手
と
聞
き
手
に
、
二
者
択
一
的
に
決
定
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
聞
に
連
続
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

個
々
の
具
体
的
な
表
現
が
、
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
四
つ
の
機
能
の
う
ち
、
ど
の
機
能
を
実
現

し
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
分
類
す
る
際
に
は
、
判
断
に
迷
う
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

理
論
的
に
導
き
出
さ
れ
た
大
枠
と
し
て
の
機
能
分
類
は
十
分
に
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
枠
組
み
に
つ
い
て
の
修
正
は
、
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
形
式
と
機
能
と
の
対
応

関
係
に
つ
い
て
の
検
討
を
経
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

〔表
2
〕
に
関
し
て
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
に
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
。 「

勧
め
」

の
表
現
形
式
を
比
較

ま
ず
、

「
て
く
だ
さ
い
」

の
形
式
が
す
べ
て
の
機
能
を
実
現
す
る
表
現
形
式
で
あ
る
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、

「
て
く
だ
さ
い
」
が
授
受
動
詞
「
く
だ
さ
る
」
を
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基

本
的
に
は
受
益
者
が
話
し
手
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
表
現
形
式
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
。
少
な
く
と
も
、
受
益
者
が
聞
き
手
で
あ
る
「
勧
め
」
「
誘
い
」
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に

は
、
何
ら
か
の
条
件
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
「
依
頼
」
と
同
様
に
無
条
件
に
「
勧
め
」
「
誘
い
」

に
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
在
三
。

次
に
、
「
て
も
ら
え
ま
す
か
、
等
」
の
形
式
が
「
命
令
的
指
一
空
機
能
を
実
現
す
る
表
現
形
式

と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
が
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
形
式
が
、
「
・
:
か
」
と
い
う
疑
問
表

現
の
形
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
行
為
の
決
定
権
は
聞
き
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
競
合
型
・
懇
親
型
の
ど
ち
ら
か
に
傾
く
表
現
形
式
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
語
で

は
受
益
者
の
表
出
に
敏
感
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
確
か
に
納
得
で
き
る
指
摘
で
あ
る
が
、
一
方

で
は
「
な
さ
い
」
の
よ
う
に
決
定
権
を
話
し
手
に
置
い
た
指
示
的
機
能
を
実
現
す
る
表
現
形
式

が
存
在
す
る
。
ま
た
、
姫
野
氏
が
競
合
型
・
懇
親
型
の
ど
ち
ら
か
に
傾
く
表
現
形
式
で
あ
る
と

さ
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
本
来
、
疑
問
表
現
や
意
志
表
現
・
判
断
表
現
な
ど
と
し
て
用
い
ら
れ

る
「
間
接
的
行
為
指
示
型
表
現
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
直
接
的
行
為

指
示
型
表
現
」
で
あ
る
動
詞
命
令
形
・
補
助
動
詞
命
令
形
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
場
合
は
ど
う
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
表
現
形
式
の
関
係
も
詳
細
に
分
析
・
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

細
か
く
み
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
疑
問
点
も
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、

今
後
歴
史
的
な
検
討
の
上
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
『
平

家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
各
例
を
姫
野
氏
の
四
機
能
分
類
に
従
っ
て
分
類

す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
は
じ
め
た
い
。

、

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」

『
平
家
物
語
』
の
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
形
式
が
見
ら
れ
る
。

【
直
接
的
行
為
指
示
型
表
現
〕

(
一
)
命
令
形
型
表
現
形
式
〈
活
用
語
の
命
令
形
で
文
が
終
止
す
る
も
の
〉

①
動
詞
命
令
形
(
助
動
詞
命
令
形
を
含
む
)

②
補
助
動
詞
命
令
形
(
「
て
」
を
介
さ
な
い
も
の
)

③
て
+
補
助
動
詞
命
令
形
(
て
+
た
べ
/
て
+
た
ば
せ
給
へ
)



④
命
令
形
十
終
助
詞
(
や
・
か
し
・
よ
)

【
間
接
的
行
為
指
示
型
表
現
】

(
二
)
当
為
判
断
型
表
現
形
式
〈
当
為
の
助
動
詞
「
べ
し
」
を
用
い
た
も
の
〉

①

べ

し

②

べ

う

候

③

ぺ

き

な

り

④

べ

き

ぞ

(
三
)
推
量
型
表
現
形
式
〈
推
量
の
助
動
詞
に
よ
っ
て
文
が
終
止
す
る
も
の
〉

①

む

・

う

②

こ

そ

:

め

(
四
)
疑
問
型
表
現
形
式

①
当
為
十
疑
問
(
べ
き
か
/
べ
う
や
候
ら
ん
)
②
推
量
十
疑
問
(
て
む
や
/
な
む
や
)

以
上
の
他
に
、
文
末
の
述
語
部
分
が
省
略
さ
れ
た
三
一
口
い
さ
し
」
の
例
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
で
は
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

(
一
)
命
令
形
型
表
現
形
式

①
動
調
命
令
形
(
助
動
詞
命
令
形
を
含
む
)

こ
こ
で
は
、
動
詞
命
令
形
お
よ
び
助
動
詞
命
令
形
で
文
が
終
止
す
る
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

分
類
に
あ
た
っ
て
は
、
聞
き
手
へ
の
敬
意
を
表
す
尊
敬
語
動
詞
と
尊
敬
の
助
動
詞
を
別
に
取
り

扱
う
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
身
分
的
関
係
を
、
上
位
の
者
か
ら
下
位
の
者

へ
の
発
話
、
対
等
の
者
へ
の
発
話
、
下
位
の
者
か
ら
上
位
の
者
へ
の
発
話
の
三
段
階
に
分
け
た
。

各
機
能
に
お
け
る
用
例
数
を
ま
と
め
る
と
、
〔
表
3
〕
の
よ
う
に
な
る
。

〔表
3

〕

下卜
対 上

等 下

手聞き

立日立

聞手き
普

手聞き
普

計

ノ¥ 通 f¥  通 J¥ 通
I{ λ権K ヒの の の

敬意
圭口五口

敬意
圭ロ五口

敬意
圭口五口

一 一 話し; 命A 的指τ， 
受者益 競

一 九
一t¥- 九 t¥ -・

手不

聞 i依
11 合

話し
一
四

-~ 八 き 手型

手頼

話し; 恩指恵的

手 示

受益者 懇聞 l勧
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聞き

手め

間誘
手 型

き

手 lい

尊
敬
語
動
詞
や
尊
敬
の
助
動
詞
を
除
く
、
普
通
語
(
謙
譲
語
を
含
む
)
の
動
詞
命
令
形
、
お

よ
び
尊
敬
以
外
の
助
動
詞
の
命
令
形
で
文
終
止
す
る
例
の
多
く
は
、
身
分
的
に
上
位
の
者
か
ら

下
位
の
者
に
対
す
る
発
話
に
見
ら
れ
、
「
命
令
的
指
示
」
を
実
現
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
つ
い
て

甲

」一

こ
れ
ら
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

1
、
(
清
盛
入
道
)
「
是
非
に
及
べ
か
ら
ず
、
高
倉
宮
か
ら
め
と
ッ
て
、
土
佐
の
畑
へ
風
岡
」

と
こ
そ
の
た
ま
ひ
け
れ
。
(
上
・
二
一
四
)
〔
清
盛
↓
配
下
の
者
〕

2
、
(
高
倉
天
皇
)
「
ち
か
う
参
れ
。
仰
下
さ
る
べ
き
事
あ
り
」
。
(
上
・
三
三
二
一
)
〔
高
倉
天

白
玉
↓
宿
直
の
仲
国
〕

対
等
の
者
に
対
す
る
発
話
は
、
次
の
よ
う
に
、
戦
場
や
愈
議
の
場
面
で
大
勢
の
人
々
に
向
か
っ

て
指
示
や
呼
び
か
け
を
行
い
、
ま
た
、
相
手
に
対
し
て
強
力
な
主
張
を
行
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

3
、
(
山
門
の
大
衆
)
上
卿
を
と
ッ
て
ひ
っ
ぱ
り
、
「
し
ゃ
冠
引
引
剤
耐
。
其
身
を
揚
て
湖

に
沈
め
よ
」
な
シ
ど
ぞ
愈
議
し
け
る
。
(
上
・
六

O
)
(大
衆
↓
そ
の
他
の
大
衆
〕

(
お
)

4
、
平
家
の
方
に
は
、
「
よ
し
、
を
と
な
せ
そ
。
敵
に
馬
の
忌
を
叫
州
引
州
剖
剖
判
。
矢
だ

ね
を
射
尽
さ
せ
よ
」
と
て
、
(
下
・
一
五
五
)
〔
平
家
の
侍
同
士
〕

下
位
の
者
か
ら
上
位
の
者
に
対
す
る
発
話
は
、
上
位
の
者
の
威
光
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
上
位
の
者
か
ら
下
位
の
者
に
対
す
る
発
話
に
準
じ
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

5
、
平
家
の
侍
共
、
道
に
て
馳
む
か
ひ
、
「
西
八
条
へ
召
さ
る
、
〉
ぞ
。
き
ッ
と
参
れ
」
と
一
一
一
一
口

ひ
け
れ
ば
、
(
上
・
七
八
)
〔
清
盛
配
下
の
侍
↓
両
光
〕

「
思
恵
的
指
示
」
と
「
勧
め
」
に
関
し
て
は
、
分
類
に
迷
う
例
が
多
い
。
ひ
と
ま
ず
、
次
の
よ
う

に
「
許
し
・
許
可
」
に
あ
た
る
例
を
「
思
恵
的
指
示
」
と
し
、
そ
れ
以
外
を
「
勧
め
」
に
分
類
し
た
。

マ
「
思
恵
的
指
示
」
の
例

6
、
(
前
右
大
将
宗
盛
)
「
さ
ら
ば
奉
公
せ
よ
。
頼
政
法
師
が
し
け
ん
岡
山
に
は
、
ち
ッ
と
も

劣
る
ま
じ
き
ぞ
」
と
て
入
給
ひ
ぬ
。
(
上
・
二
二
四
)
(
宗
盛
↓
滝
口
競
〕

マ
「
勧
め
」
の
例

7
、
(
足
利
又
太
郎
忠
綱
)
「
・
:
手
を
と
り
く
み
、
肩
を
な
ら
べ
て
わ
た
す
べ
し
。
鞍
つ
ぼ

に
よ
く
乗
り
さ
だ
ま
ッ
て
、
あ
ぶ
み
を
つ
よ
う
踏
め
。
馬
の
か
し
ら
沈
ま
ば
削
剖
創
削

よ
。
い
た
う
ひ
い
て
ひ
ッ
か
づ
く
な
。
水
し
と
ま
ば
、
さ
ん
づ
の
う
へ
に
剰
川
州
叶

れ
0

・
:
」
と
お
き
て
て
、
(
上
・
二
四
四
)
〔
足
利
又
太
郎
忠
綱
↓
配
下
の
侍
た
ち
〕

8
、
(
源
蔵
人
仲
兼
)
「
い
で
さ
ら
ば
、
わ
が
馬
に
乗
か
へ
よ
」
と
て
、
(
下
・
一

O
八
)
〔
源

蔵
人
仲
兼
↓
配
下
の
加
賀
房
〕

「
思
志
的
指
示
」
の
例
6
は
、
滝
口
競
が
、
本
心
で
は
源
三
位
頼
政
を
慕
い
つ
つ
、
宗
盛
を

謀
っ
て
、
「
平
家
方
に
奉
公
し
た
い
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
た
こ
と
を
受
け
て
、
宗
盛
が
そ
の

申
し
出
を
許
可
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
盛
の
こ
と
ば
に
お
い
て
、
「
奉
公
す
る
」
と
い
う
行
為

は
、
聞
き
手
で
あ
る
滝

υ競
の
利
益
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
は
、
許
し
を

与
え
た
話
し
手
で
あ
る
宗
盛
に
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
「
勧
め
」
の
例
7
は
、
配
下
の
侍
に
対
し



原

卓

志

て
戦
い
方
を
助
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
戦
い
の
場
面
に
お
け
る
上
位
者
か
ら
の
指
示

で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
、
そ
の
点
で
「
命
令
的
指
示
」
に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
8
は、

上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
し
て
、
そ
の
便
宜
を
は
か
ろ
う
と
す
る
発
言
で
あ
り
、
「
思
恵
的
指
示
」

と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
勧
め
」
の
例
も
「
命
令
的
指
示
」
「
恩
恵
的
指

示
」
に
解
釈
し
得
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
表
現
形
式
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
命
令
的
指
示
」
「
恩
恵
的
指
示
」
で
は
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
は
話
し
手
の
側
に
あ
り
、
聞

き
手
に
は
決
定
権
が
な
い
。
聞
き
手
に
お
け
る
行
為
遂
行
の
意
志
な
ど
を
顧
み
な
い
機
能
で
あ

る
と
言
え
る
元

5
)
O

身
分
的
に
上
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
下
位
の
者
に
行
為
の

遂
行
を
強
制
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
戦
場
や
愈
議
の
場
面
で
大
勢
の
人
々
に
向
か
っ
て
呼
び

か
け
た
り
、
自
分
の
要
求
を
強
く
主
張
す
る
場
合
に
も
、
い
ち
い
ち
聞
き
手
の
意
志
を
尊
重
し

よ
う
な
ど
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
聞
き
手
に
お
け
る
行
為
遂
行
の
意
志
を
顧
み
な

い
表
現
形
式
が
、
普
通
語
動
詞
の
命
令
形
・
尊
敬
以
外
の
助
動
詞
命
令
形
と
い
う
形
式
な
の
で

あ
る
。
聞
き
手
へ
の
配
慮
を
行
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
次
掲
例
の
よ
う
に
、
古
文
献
に
述
べ
ら
れ

た
教
訓
や
諺
な
ど
に
見
ら
れ
る
言
い
回
し
の
よ
う
に
、
特
定
の
聞
き
手
が
い
な
い
よ
う
な
場
合

に
も
用
い
ら
れ
る
注
E
。

9
、
(
内
大
臣
平
重
盛
)
「
・
:
聖
徳
太
子
十
七
ヶ
条
の
御
憲
法
に
、
「
・
:
こ
〉
を
も
ッ
て
設
人

い
か
る
と
云
共
、
か
へ
ッ
て
我
と
が
を
お
そ
れ
よ
」
と
こ
そ
見
え
て
候
へ
。
・
:
」
(
上
・

九
七
)
〔
『
十
七
条
憲
法
』
の
こ
と
ば
〕

(
を
}

印
、
「
太
政
大
臣
は
、
一
人
に
師
範
と
し
て
、
四
海
に
儀
け
い
せ
り
。
国
を
お
さ
め
道
を
論

じ
、
陰
陽
を
や
は
ら
げ
お
さ
む
。
其
人
に
あ
ら
ず
は
則
閥
け
よ
」
と
言
へ
り
。
(
上
・
一

一
)
〔
『
令
義
解
』
の
こ
と
ば
〕

以
上
の
よ
う
に
、
普
通
語
動
詞
の
命
令
形
・
尊
敬
以
外
の
助
動
詞
命
令
形
が
担
っ
て
い
る
機

能
を
捉
え
た
上
で
、
「
依
頼
」
の
表
現
と
し
て
分
類
し
た
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

日
、
荊
詞
こ
れ
を
聞
き
、
泊
予
期
が
も
と
に
ゆ
い
て
、
「
わ
れ
聞
く
、
な
ん
ぢ
が
か
う
べ
五

百
斤
の
金
に
ほ
う
ぜ
ら
る
。
な
ん
ぢ
が
首
わ
れ
に
か
せ
。
取
ッ
て
始
皇
帝
に
た
て
ま
つ

ら
ん

0

・
:
」
(
上
・
二
八
四
)
〔
荊
詞
↓
泊
予
期
〕

ロ
、
僧
都
せ
ん
方
な
さ
に
、
渚
に
あ
が
り
た
ふ
れ
臥
し
、
片
山
)
さ
な
き
者
の
、
乳
母
や
母
な
/
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ど
を
慕
ふ
や
う
に
足
摺
を
し
て
、
「
是
乗
せ
て
ゆ
け
、
具
し
て
ゆ
け
」
と
、
お
め
き
さ
け

べ
共
、
(
上
・
一
四
四
)
〔
俊
寛
↓
成
経
・
康
頼
ら
〕

例
日
は
、
荊
詞
が
泊
予
期
に
、
活
予
期
自
身
の
首
を
貸
し
て
く
れ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
ま
ま
に
解
釈
す
れ
ば
「
依
頼
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
聞
き

手
に
対
す
る
配
慮
を
行
わ
な
い
普
通
語
動
詞
命
令
形
と
い
う
、
聞
き
手
に
お
け
る
行
為
遂
行
の

四

意
士
山
を
無
視
し
た
表
現
形
式
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
聞
き
手
で
あ
る
沼
予
期
に
は
決

定
権
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
決
し
て
否
と
は
言
わ
せ
な
い
、
た
と
え
否
と
言
っ
た
と
し
て
も

首
は
取
る
と
い
う
よ
う
な
、
荊
詞
の
決
意
の
強
さ
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
例

ロ
は
、
何
度
も
頼
み
込
ん
だ
甲
斐
も
な
く
、
つ
い
に
、
自
分
一
人
を
残
し
て
鬼
界
が
島
を
漕
ぎ

出
し
た
舟
に
向
か
っ
て
、
俊
寛
が
最
後
の
願
い
を
叫
ぶ
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
普

通
語
動
詞
命
令
形
は
、
も
は
や
、
成
経
や
康
頼
な
ど
に
配
慮
す
る
余
裕
も
な
く
、
自
分
の
願
い

を
た
だ
ひ
た
す
ら
に
要
求
す
る
だ
け
の
心
情
を
描
き
出
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
普
通
語
動
詞
命
令
形
・
尊
敬
以
外
の
助
動
詞
命
令
形
は
、
基
本
的
に
、
行
為
遂

行
の
決
定
権
が
話
し
手
に
あ
る
「
命
令
的
指
示
」
「
思
忠
的
指
示
」
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
尊
敬
語
動
詞
命
令
形
・
尊
敬
の
助
動
詞
命
令
形

は
、
「
依
頼
」
「
勧
め
」
機
能
を
実
現
す
る
表
現
形
式
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

マ
「
依
頼
」
の
例

目
、
入
道
相
国
も
れ
聞
い
て
、
源
大
夫
判
官
秀
貞
を
も
ッ
て
、
雅
頼
卿
の
も
と
へ
、
「
夢
見

の
青
侍
急
ぎ
是
へ
た
べ
」
と
の
給
ひ
っ
か
は
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
(
上
・
二
七
七
)
〔
清

盛
↓
中
納
言
源
雅
頼
卿
〕

(
ひ
)

目
、
(
平
重
衡
)
ひ
た
い
の
か
み
を
す
こ
し
ひ
き
わ
け
で
、
日
の
及
ぶ
と
こ
ろ
を
く
ひ
き
ツ

て
、
「
こ
れ
を
か
た
み
に
御
ら
ん
ぜ
よ
」
と
て
、
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。
(
下
・
三
三
四
)

〔
平
重
衡
↓
北
の
方
〕

マ
「
勧
め
」
の
例

目
、
(
清
盛
入
道
)
「
・
:
今
は
出
仕
し
給
へ
。
官
途
の
事
も
申
沙
汰
仕
る
べ
し
。
さ
ら
ば
と

う
帰
ら
れ
よ
」
と
て
入
給
ぬ
。
(
上
・
一
八
八
)
〔
清
盛
↓
左
少
弁
行
隆
〕

日
、
(
平
重
衡
の
北
の
方
)
「
あ
ま
り
に
御
す
が
た
の
し
ほ
れ
て
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
た
て
ま
つ

り
か
へ
よ
」
と
て
、
あ
は
せ
の
小
袖
に
浄
衣
を
出
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
(
下
・
三
三
四
)

〔
平
重
衡
の
北
の
方
↓
平
重
衡
〕

行
為
の
遂
行
者
で
あ
る
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
一
不
す
尊
敬
語
動
詞
・
尊
敬
の
助
動
詞
を
使

用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
話
し
手
に
よ
る
聞
き
手
へ
の
配
慮
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
聞
き
手
に

対
し
て
配
慮
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
聞
き
手
の
意
志
を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
こ

と
が
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
を
聞
き
手
に
委
ね
る
方
向
に
働
き
、
こ
の
表
現
形
式
が
「
依
頼
」

「
勧
め
」
の
機
能
を
担
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
普
通
語
動
詞
命
令
形
・
尊
敬
以
外
の
助
動
詞
命
令
形
と
い
う
一

つ
の
表
現
形
式
が
「
命
令
的
指
示
」
「
恩
恵
的
指
示
」
の
二
つ
の
機
能
を
、
尊
敬
語
動
詞
命
令

形
・
尊
敬
の
助
動
詞
命
令
形
と
い
う
一
つ
の
表
現
形
式
が
「
依
頼
」
「
勧
め
」
の
二
つ
の
機
能
を



「
命
令
的
指
示
」
と
「
思
忠
的
指
示
」
の
ど
ち
ら
か
一
方
、
あ
る
い
は
「
依
頼
」

と
「
勧
め
」
の
ど
ち
ら
か
.
方
の
機
能
の
専
用
形
式
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
聞
き
手
へ
の
配
慮
は
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
を
話
し
手
か
ら
聞
き
手
側
に
移
す
こ
と
に
つ

な
が
り
、
表
現
形
式
に
よ
っ
て
行
為
遂
行
の
決
定
権
の
所
在
を
一
不
す
が
、
受
益
者
が
聞
き
子
で

あ
る
か
、
話
し
子
で
あ
る
か
は
一
不
さ
な
い
の
で
あ
る
。

判
っ
て
お
り
、

②
補
助
動
詞
命
令
形
(
「
て
」
を
介
さ
な
い
も
の
)

補
助
動
詞
命
令
形
に
つ
い
て
は
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
・
丁
寧
の
補
助
動
詞
・
謙
譲
の
補
助
動

詞
の
三
種
に
分
け
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
命
令
形
(
た
ま
へ
・
た
べ
・
お
は
し
ま
せ
)
の
形
式
を
も
っ
用
例

を
分
類
す
る
と
、
(
表
4
)
の
よ
う
に
な
る
。

〔表
4
)

上↓ ト
対 上

計
下等

t柑点kL : 

話し子( 指不命的A T1 

受益者 競

11 合
聞依

日し首
一七 四

I'¥ - 四
き 手型

手頼

話し! 恩恵が指j 

子ノ1'¥

益再主懇間 6勧

/'\~l~・A 

き 11 親
八 間

子;め tき

聞誘

き

手い

こ
の
表
現
形
式
は
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
し
手
に
よ
る
聞
き
手

へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
の
動
詞
命
令
形
を
用
い
た
表
現
形
式
で
考
察
し
た
よ

う
に
、
聞
き
手
へ
の
配
慮
が
、
聞
き
手
の
意
志
の
尊
重
に
つ
な
が
り
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
を

聞
き
手
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
命
令
形
は
、
「
依
頼
」
「
勧
め
」

機
能
を
担
う
表
現
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

マ
「
依
頼
」
の
例

口
、
(
仏
御
前
)
あ
ま
に
な
っ
て
ぞ
出
来
る
。
「
か
や
う
に
様
を
か
へ
て
参
り
た
れ
ば
、
日

比
の
科
を
ば
ゆ
る
し
給
へ
。
・
:
」
と
、
小
雨
小
雨
と
か
き
く
ど
き
け
れ
ば
、
(
上
・
二

八
)
〔
仏
御
前
↓
祇
王
〕

時
、
(
新
大
納
言
成
親
)
「
・
:
今
度
も
同
は
か
ひ
な
き
命
を
た
す
け
さ
せ
お
は
し
ま
せ
。
命

だ
に
い
き
て
候
は
ば
、
出
家
入
道
し
て
、
・
:
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
(
上
・
八
四
)
〔
新

大
納
言
成
親
↓
内
大
臣
重
盛
〕

山
口
、
燕
丹
天
に
あ
ふ
ぎ
地
に
臥
て
、

(
お
)

「
願
は
馬
に
角
を
ひ
、
烏
の
頭
、
し
ろ
く
な
し
た
べ
。
故

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
つ
い
て

人
1
.

度
付
を
見
ん
」

上

八

〔
燕
丹
↓
神
〕

郷
に
帰
ッ
て
、

マ
「
勧
め
」
の
例

加
、
(
九
郎
義
経
)
「
・
:
さ
か
ろ
を
た
て
う
と
も
、
か
へ
さ
ま
櫓
を
た
て
う
と
も
、
殿
原
の

舟
に
は
百
ち
ゃ
う
下
、
ち
ゃ
う
も
た
て
給
へ
。
義
経
は
も
と
の
櫓
で
候
は
ん
」
と
の
給
へ

ば
、
(
下
・
二
六
一
)
〔
義
経
↓
梶
原
な
ど
の
侍
〕

辺
、
(
土
肥
次
郎
実
平
)
「
い
か
に
佐
々
木
殿
、
物
の
つ
い
て
く
る
ひ
給
ふ
か
。
大
将
軍
の

ゆ
る
さ
れ
も
な
き
に
狼
藷
也
。
と
ゾ
ま
り
給
へ
」
と
・
一
一
一
日
ひ
け
れ
共
、
(
下
・
二
五
三
)
(
士

肥
次
郎
実
平
↓
佐
々
木
三
郎
守
綱
〕

辺
、
(
源
三
位
頼
政
)
「
:
・
官
人
共
御
迎
へ
に
参
り
候
。
急
ぎ
御
所
を
い
で
さ
せ
給
て
、
一
二

1
1
l
i
-
-ー
ト
恥
「
I
l
l
l
i
-
-

井
寺
へ
い
ら
せ
を
は
し
ま
せ
。
入
道
も
や
が
て
参
り
候
べ
し
」
と
ぞ
か
い
た
り
け
る
。

(
上
・
二
一
五
)
〔
源
三
位
頼
政
↓
高
倉
の
宮
(
書
状
)
〕

尊
敬
の
補
助
動
詞
命
令
形
「
た
ま
へ
」
が
、
対
等
の
関
係
に
あ
る
者
、
あ
る
い
は
ド
位
の
者

に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
の
は
、
中
世
に
入
っ
て
「
た
ま
へ
」
の
敬
意
が
低
下
し
て
き
た
こ
と

に
よ
る
五
7
E

こ
れ
に
対
し
て
、
「
た
べ
」
「
お
は
し
ま
せ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
さ
れ
る
数
が
て

例
・
七
例
と
少
な
い
が
、
引
用
し
た
例
時
・
凶

-nの
よ
う
に
、
下
位
の
者
か
ら
上
位
の
者
へ

の
発
話
に
だ
け
使
わ
れ
て
お
り
、
普
通
語
動
詞
に
直
接
下
接
し
た
「
た
ま
へ
」
よ
り
も
敬
意
が

高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
い
わ
ゆ
る
丁
寧
の
補
助
動
詞
命
令
形
「
さ
う
ら
へ
(
さ
ぶ
ら
へ
)
」
を
使
用
し
た
表
現

形
式
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
形
式
の
用
例
を
整
理
す
る
と
、
〔
表
5
)
の
よ
う
に
な
る
。

〔
表
ら
〕

と
ぞ
祈
け
る
。

ド 女す 上

下上 等

言十
間き 普 聞き 普 聞き 謙普
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手示
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聞き

聞誘
手型

き
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『
平
家
物
語
』
に
お
け
る

な
御
論
考
(
れ
5

が
あ
る
。

西
田
直
敏
氏
の
詳
細

(
さ
ぶ
ら
へ
)
」

「
さ
う
ら
へ
(
さ
ぶ
ら
へ
ど
に
つ
い
て
は
、

西
田
氏
は
、
『
平
家
物
語
』
の
命
令
表
現
「
さ
う
ら
へ五



原

卓

志

は
、
「
尊
敬
語
十
候
へ
」
の
場
合
は
対
人
敬
語
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
「
普
通
語
十
候
へ
」
「
謙

譲
語
十
候
へ
」
の
場
合
は
聞
き
手
へ
の
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
た
、
「
普
通
語
+
候
へ
」
「
謙
譲
語
+
候
へ
」
と
い
う
表
現
は
、
「
身
分
差
を
背
景
に
し
て
、
話

し
手
の
品
位
を
保
ち
つ
つ
、
相
手
に
う
む
を
言
わ
せ
ず
話
し
手
の
意
図
に
従
う
よ
う
強
制
す
る

威
圧
的
な
荘
重
な
表
現
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。

〔表
5
〕
に
よ
れ
ば
、
「
命
令
的
指
示
」
に
分
類
さ
れ
る
四
例
は
、
す
べ
て
「
普
通
語
+
候
へ
」

「
謙
譲
語
十
候
へ
」
の
形
で
あ
り
、
「
依
頼
」
「
勧
め
」
に
分
類
さ
れ
る
例
は
、
聞
き
手
へ
の
敬
意

を
表
す
「
尊
敬
語
+
候
へ
」
の
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
聞
き
手
に
対
し
て
敬
意
を
払

う
か
、
払
わ
な
い
か
と
い
う
違
い
に
よ
っ
て
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
が
話
し
手
に
あ
る
か
、
聞

き
手
に
委
ね
ら
れ
る
か
と
い
う
違
い
が
現
れ
て
い
る
。

以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
引
用
す
る
。

マ
「
命
令
的
指
示
」
の
例

お
、
御
供
の
人
々
、
「
な
に
者
、
ぞ
、
狼
藷
な
り
。
御
出
の
な
る
に
、
の
り
も
の
よ
り
お
り
候

へ
お
り
候
へ
」
と
い
ら
で
け
れ
共
、
(
上
・
三
九
)
〔
摂
政
藤
原
基
房
の
御
供
の
人
々
↓

平
資
盛
ら
二
付
〕

辺
、
法
皇
仰
な
り
け
る
は
、
「
・
:
た
と
ひ
報
謝
の
心
を
こ
そ
存
ぜ
ず
共
、
山
豆
障
碍
を
な
す
べ

き
や
。
速
に
ま
か
り
退
き
候
へ
」
と
て
、
(
上
・
一
四
七
)
〔
後
白
河
法
皇
↓
物
の
怪
(
も

と
の
大
納
言
ら
)
〕

マ
「
依
頼
」
の
例

お
、
(
内
大
臣
宗
盛
)
「
:
・
山
の
手
は
大
事
に
候
。
お
の
お
の
む
か
は
れ
候
へ
」
と
の
た
ま

ひ
け
れ
ば
、
(
下
・
一
四
九
)
〔
宗
盛
↓
平
家
の
君
達
〕

マ
「
勧
め
」
の
例

加
、
(
今
井
四
郎
)
「
・
:
し
ば
ら
く
ふ
せ
き
矢
仕
ら
ん
。
あ
れ
に
見
え
候
、
粟
津
の
松
原
と

申
。
あ
の
松
の
中
で
御
自
害
候
へ
」
と
て
、
(
下
・
二
一
二
二
)
〔
今
井
四
郎
↓
木
曽
義
仲
〕

謙
譲
の
補
助
動
調
命
令
形
「
た
て
ま
つ
れ
」
「
ま
ゐ
ら
せ
よ
」
「
ま
う
せ
」
を
用
い
た
表
現
は
、

話
し
手
自
身
に
対
す
る
白
敬
表
現
か
、
行
為
の
及
ぶ
第
三
者
へ
の
敬
意
を
表
す
表
現
か
に
な
り
、

聞
き
手
へ
の
敬
意
を
表
さ
な
い
長
9
)

。
し
た
が
っ
て
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
「
命
令
的

指
示
」
を
実
現
す
る
表
現
形
式
と
な
っ
て
い
る
。

幻
、
(
閤
魔
王
)
「
此
御
房
の
作
善
の
ふ
ば
こ
、
南
方
の
宝
蔵
に
あ
り
。
と
り
出
し
て
、
一

生
の
行
、
化
他
の
碑
文
見
せ
奉
れ
」
。
(
上
・
三
五
三
)
〔
閤
魔
王
↓
冥
官
〕

お
、
(
五
条
の
三
位
俊
成
卿
)
「
さ
る
事
あ
る
ら
ん
。
其
人
な
ら
ば
く
る
し
か
る
ま
じ
。
入

れ
申
せ
」
と
て
、
(
下
・
四
九
)
〔
俊
成
↓
配
下
の
者
〕

ムノ、

③
て
+
補
助
動
詞
命
令
形
(
て
+
た
べ
/
て
+
た
ば
せ
給
へ
)

助
詞
「
て
」
に
尊
敬
の
補
助
動
詞
命
令
形
「
た
べ
」
「
た
ば
せ
た
ま
へ
」
が
下
接
し
た
形
式
は
、
.

聞
き
手
へ
の
敬
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
を
聞
き
手
に
委
ね
る

表
現
形
式
と
な
る
。
『
平
家
物
語
』
で
は
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
、
〔
表
6
〕
に
ま
と
め
た
よ

う
に
、
い
ず
れ
も
「
依
頼
」
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

〔表
6

〕

上↓ ト
文ナ 上

計
下等

決ょ権E 
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き 11 親
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29 

(
小
宰
相
)
「
:
・
た
Y

水
の
底
へ
入
ら
ば
や
と
思
ひ
定
め
て
あ
る
ぞ
と
よ
。
そ
こ
に
ひ

と
り
と
ゾ
ま
っ
て
な
げ
か
ん
ず
る
事
こ
そ
心
ぐ
る
し
け
れ
ど
も
、
わ
ら
は
が
装
束
の
あ

る
を
ば
取
ッ
て
、
い
か
な
ら
ん
僧
に
も
と
ら
せ
、
な
き
人
の
御
菩
提
を
も
と
ぶ
ら
ひ
、

(
お
)

わ
ら
は
が
後
生
を
も
た
す
け
た
ま
へ
。
か
き
を
き
た
る
文
を
ば
都
へ
っ
た
へ
て
た
べ
」

な
く
と
、
こ
ま
ご
ま
と
の
た
ま
へ
ば
、
(
下
・
一
八
五
)
〔
小
宰
相
↓
め
の
と
の
女
房
〕

初
、
(
内
大
臣
宗
盛
)
「
あ
ひ
か
ま
へ
て
、
今
度
の
命
を
た
す
け
て
た
べ
」
と
の
給
ひ
け
れ

ば
、
(
下
・
一
三
二
一
)
〔
宗
盛
か
ら
、
九
郎
義
経
に
向
か
っ
て
の
こ
と
ば
〕

泊
、
(
那
須
与
一
宗
高
)
「
南
無
八
幡
大
菩
薩
、
我
国
の
神
明
、
日
光
権
現
・
宇
都
宮
・
那

須
の
ゆ
ぜ
ん
大
明
神
、
願
く
は
あ
の
扇
の
ま
/
な
か
射
さ
せ
て
た
ば
せ
給
へ

0

・
:
」
(
下
・

二
七
六
)
〔
那
須
与
一
宗
高
↓
八
幡
大
菩
薩
な
ど
の
神
々
〕

こ
の
表
現
形
式
は
、
授
受
動
詞
「
た
ぶ
」
「
た
ば
す
」
を
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
聞
き
手
に
よ
る
行
為
(
恩
恵
)
が
話
し
手
に
及
ぶ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

行
為
遂
行
の
決
定
権
は
聞
き
手
に
あ
り
、
受
益
者
は
話
し
手
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
、
「
依
頼
」

の
た
め
の
専
用
表
現
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

時
代
は
降
る
が
、
こ
の
形
式
に
つ
い
て
、
口
ド
リ
ゲ
ス
は
『
日
本
大
文
典
』
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
(
目
玉

O
尊
敬
す
べ
き
人
と
命
令
法
を
用
ゐ
て
話
す
場
合
に
は
、
尊
敬
及
び
丁
寧
さ
を
増
す
為

に
、
司
。
(
て
)
、
又
は
、

U
O
(
で
)
に
終
る
分
調
と
、
与
へ
る
と
い
ふ
意
の
動
詞
、
即



ち
内
E
S
P
E
E
(
下
さ
る
る
)
、

ZEc--C(賜
う
る
)
等
と
を
使
ふ
。
(
中
略
)
こ
の
二
一
一
口
ひ

方
が
命
令
法
と
し
て
使
は
れ
る
事
は
全
く
疑
ひ
無
い
。
例
へ
は
、
内
包
円
。

E
♀
志
向
。
ち

(
書
い
て
下
さ
れ
よ
)
。
冨
包
B
E
E。
5
(参
っ
て
た
ま
う
れ
)
。
書
け
、
行
け
な
ど
の
意
。

O
こ
れ
と
同
じ
言
ひ
方
を
、
身
分
の
低
い
者
に
向
っ
て
も
盛
ん
に
用
ゐ
る
。
又
、
尊
敬

せ
ら
れ
る
べ
き
人
か
ら
卑
し
い
者
へ
も
使
ふ
が
、
そ
れ
は
余
り
尊
大
ぶ
っ
た
と
こ
ろ

が
な
く
て
、
あ
る
優
し
み
を
持
っ
た
言
ひ
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
玄
包
古

25-(参
っ
て
く
れ
い
)
は

E
臼
『
の
(
参
れ
)
の
意
O
V
E
R
g
完
工
し
て
く
れ
い
)
は
、

こ
れ
を
為
る
や
う
に
汝
に
頼
む
と
い
ふ
意
。

(
U
0
5
2
5
(書
い
て
く
れ
い
)
。

口
ド
リ
ゲ
ス
の
記
述
の
中
に
は
「
た
べ
」
「
た
ば
せ
た
ま
へ
」
の
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、
授
受

動
詞
が
補
助
動
詞
と
し
て
「
て
」
に
接
続
し
た
形
が
、
「
依
頼
」
の
表
現
形
式
と
し
て
、
中
世
後

半
期
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
平
家
物
語
』
に
見
ら
れ
る
、
授
受
動
詞
「
た

ぶ
」
「
た
ば
す
」
を
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
た
「
て
十
た
べ
」
「
て
+
た
は
せ
た
ま
へ
」
と
い
う

表
現
形
式
は
、
中
世
後
半
期
の
「
て
+
く
だ
さ
れ
よ
」
「
て
+
た
ま
う
れ
」
な
ど
の
表
現
形
式
の

さ
き
が
け
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

④
命
令
形
+
終
助
詞
(
や
・
か
し
・
よ
)

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
動
詞
(
助
動
詞
を
含
む
)
命
令
形
、
補
助
動
詞
命
令
形
と
い
う

形
式
の
上
に
、
さ
ら
に
終
助
詞
(
や
・
か
し
・
よ
)
の
接
続
し
た
形
式
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

終
助
詞
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
の
和
文
作
品
を
対
象
と

し
た
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
簡
略
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
ず
、
「
命
令
形
+
や
」
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
(
表
7
〕
の
よ
う
に
な
る
。

〔表
7

〕

下 対 上

等 下

計
聞き 普 聞き 普 聞き 普

手 手 手
へ通 へ通 へ通

決定権の の の

d敬二目三乙、 l 三画3百1 ，敬三目笠二、 主品目'" 敬意 l 語

四 話手し l 命A 指的示T1 
受益再競O 一 七一

聞依
11 合

話し

一一 き 手型

手頼

話し 指恵的恩

手示

受益者 懇開勧

き 11 親

手め 聞き

聞誘
手型

き

手い

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
つ
い
て

柴
田
敏
氏
は
、
「
+
ヤ
は
、
直
哉
な
『
要
求
表
現
』
の
形
式
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
『
聞
き
子
』

へ
の
心
情
的
な
配
慮
や
、
周
囲
へ
の
社
交
的
な
配
慮
は
稀
薄
で
、
『
話
し
手
』
の
要
求
を
遠
慮
な

く
、
時
に
高
圧
的
に
、
時
に
大
ら
か
に
呈
示
す
る
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

+
ヤ
に
は
、
声
が
大
き
い
、
あ
る
い
は
口
調
が
き
つ
い
と
解
さ
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
」
と
説
か

れ
て
い
る
(
日

)
O

用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
普
通
語
動
詞
命
令
形
に
下
接
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
命
令
的
指
示
」
に
分

類
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
柴
田
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
聞
き
手
へ
の
配
慮
が
稀
薄
で
あ
り
、
話

し
手
の
要
求
を
遠
慮
な
く
、
時
に
高
圧
的
に
呈
示
す
る
形
式
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

位
、
(
建
礼
門
院
)
「
世
を
い
と
ふ
所
に
、
な
に
も
の
の
と
ひ
く
る
や
ら
ん
。
あ
れ
見
よ
や
。

忍
ぶ
べ
き
も
の
な
ら
ば
、
急
ぎ
し
の
ば
ん
」
と
て
見
せ
ら
る
〉
に
、
(
下
・
三
九
四
)
〔
建

礼
門
院
↓
お
付
き
の
尼
〕

お
、
平
家
是
を
見
て
、
「
か
た
き
は
小
勢
な
り
。
な
か
に
と
り
こ
め
て
討
て
や
」
と
て
、

(
下
・
二
八
一
)
(
平
家
の
侍
同
士
〕

目
、
(
佐
々
木
四
郎
高
綱
)
「
:
・
佐
々
木
四
郎
高
綱
、
宇
治
河
の
先
陣
ぞ
や
。
わ
れ
と
思
は

l

i

l

i

-

-

l

(
を
)

ん
人
々
は
、
高
綱
に
く
め
や
」
と
て
お
め
い
て
か
く
。
(
下
・
一
一
二
二
)
〔
佐
々
木
四
郎

高
綱
↓
木
曽
義
仲
軍
の
侍
た
ち
〕

お
、
(
山
門
の
大
衆
)
「
十
二
神
将
七
千
夜
叉
、
時
刻
を
め
ぐ
ら
さ
ず
、
西
光
父
子
が
命
を

召
し
と
り
給
へ
や
」
と
、
お
め
き
さ
け
ん
で
、
呪
岨
し
け
る
こ
そ
、
聞
も
お
そ
ろ
し
け

れ
。
(
上
・
六
八
)
〔
僧
↓
神
〕

多
く
の
例
は
、
例
お
・
担
の
よ
う
に
戦
場
で
の
命
令
や
号
令
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
即
時
の

(

手

」

)

行
為
遂
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
例
担
で
は
、
「
お
め
い
て
か
く
」
と
、
大
声
で
あ
る
こ
と
が
直

接
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
例
お
他
の
例
も
戦
場
と
い
う
場
面
を
考
え
る
と
、
大
声
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
例
犯
で
は
、
建
礼
門
院
の
こ
と
ば
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
当
時

の
高
貴
な
女
性
も
使
用
す
る
表
現
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
合
は
、
戦
場
の
場

面
の
よ
う
な
大
声
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
周
囲
に
不
審
な
物
音
が
す
る
こ
と
に
気

づ
い
た
と
い
う
、
い
わ
ば
「
緊
急
事
態
」
に
お
い
て
、
強
く
か
っ
即
座
に
行
為
の
遂
行
を
要
求

す
る
場
面
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
尊
敬
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
と
、

例
お
の
よ
う
に
「
依
頼
」
の
表
現
に
な
る
が
、
「
時
刻
を
め
ぐ
ら
さ
ず
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、

こ
の
場
合
も
緊
急
事
態
に
お
け
る
速
や
か
な
行
為
遂
行
の
要
求
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

「
命
令
形
+
か
し
」
に
つ
い
て
、
柴
田
氏
は
「
+
カ
シ
は
、
(
中
略
)
『
聞
き
手
』
に
向
か
っ
て

強
く
要
求
を
突
き
つ
け
る
の
で
な
く
、
『
聞
き
手
』
を
意
識
し
な
が
ら
、
心
理
的
な
距
離
を
保
つ
、

独
自
的
な
ス
タ
イ
ル
の
形
式
な
の
だ
ろ
う
。
先
に
『
修
辞
的
命
令
』
と
分
類
し
た
例
に
つ
い
て

七



原

卓

志

は
、
『
聞
き
手
』
の
存
在
を
考
え
な
い
、
独
自
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
」
と
説
か
れ
る
(
汁
己
。
ま
た
、
「
命
令
形
+
か
し
」
以
外
の
例
を
も
含
め
て
『
源
氏
物

語
』
に
使
用
さ
れ
た
「
か
し
」
の
用
例
を
分
析
さ
れ
、
「
カ
シ
は
〈
待
ち
望
み
〉
〈
判
断
〉
と
い

う
言
表
事
態
め
あ
て
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
弱
め
る
働
き
を
持
ち
、
多
様
な
表
現
性
も
そ
の
弱
め
ら

れ
た
〈
待
ち
望
み
〉
〈
判
断
)
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
」
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
(
注
目
玉

「
命
令
形
+
か
し
」
を
分
類
す
れ
ば
、
〔
表
8
〕
の
よ
う
に
な
る
。

〔表
8

〕

四 1-

五|四

『
平
家
物
語
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
直
接
相
手
に
向
か
っ
て
要
求
す
る
の
で
は
な
い
、
い
わ

ゆ
る
「
願
望
表
現
」
と
し
て
解
釈
で
き
る
文
脈
で
、
「
命
令
形
十
か
し
」
が
用
い
ら
れ
た
例
が
見

ら
れ
る
。部

、
(
滝
口
競
の
心
中
)
「
は
や
日
の
暮
れ
よ
か
し
。
此
馬
に
打
乗
ッ
て
、
三
井
寺
へ
は
せ

参
り
、
三
位
入
道
殿
の
ま
ッ
さ
き
懸
け
て
打
死
せ
ん
」
と
ぞ
申
け
る
。
(
上
・
二
二
五
)

幻
、
(
小
宰
相
の
会
話
に
引
用
さ
れ
た
越
前
三
位
通
盛
の
こ
と
ば
)
「
:
・
な
の
め
な
ら
ず
う

れ
し
げ
に
て
、
通
盛
す
で
に
三
十
に
な
る
ま
で
、
子
と
い
ふ
も
の
の
な
か
り
つ
る
に
。
あ

(
お
)

は
れ
な
ん
し
に
て
あ
れ
か
し
。
う
き
ょ
の
わ
す
れ
が
た
み
に
も
思
ひ
を
く
ば
か
り
。
・
:
」

(
下
・
一
八
四
)

柴
田
氏
の
説
に
従
う
な
ら
ば
、
「
行
為
指
示
型
表
現
」
と
し
て
「
命
令
形
+
か
し
」
が
用
い
ら

れ
る
と
、
〈
待
ち
望
み
〉
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
が
弱
め
ら
れ
て
、
椀
曲
的
な
要
求
と
し
て
行
為
遂
行
の

決
定
権
を
聞
き
手
の
側
に
委
ね
る
よ
う
な
表
現
形
式
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
「
命
令
的
指
示
」
よ

り
や
わ
ら
か
な
「
依
頼
」
「
勧
め
」
の
機
能
を
実
現
す
る
表
現
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ

れ
る
。

八

マ
「
依
頼
」
の
例

沼
、
(
維
盛
)
「
・
:
急
ぎ
都
へ
の
ぼ
り
、
お
の
お
の
が
身
を
も
た
す
け
、
且
は
妻
子
を
も
は

、
ぐ
〉
み
、
且
は
又
維
盛
が
後
生
を
も
訪
へ
か
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
(
下
・
二
二
一
一
)
〔
平

維
盛
↓
与
三
兵
衛
・
石
童
丸
〕

治
、
(
内
大
臣
宗
盛
)
「
い
か
に
、
重
能
は
心
が
ば
り
し
た
る
か
。
け
ふ
こ
そ
わ
る
う
見
ゆ

れ
。
四
国
の
物
共
に
い
く
さ
よ
う
せ
よ
と
下
知
せ
よ
か
し
。
お
く
し
た
る
な
」
と
の
給

へ
ば
、
(
下
・
一
一
八
八
)
〔
内
大
臣
宗
盛
↓
阿
波
民
部
重
能
〕

川
旬
、
(
九
郎
義
経
)
「
い
か
に
宗
高
、
あ
の
扇
の
ま
ン
な
か
射
て
、
平
家
に
見
物
せ
さ
せ
よ
か

し
」
(
下
・
二
七
五
)
〔
九
郎
義
経
↓
那
須
与
一
宗
高
〕

マ
「
勧
め
」
の
例

(

を

)

(

ゐ

)

4
、
(
め
の
と
の
女
房
)
「
・
:
お
さ
な
き
人
を
も
そ
だ
て
ま
い
ら
せ
、
い
か
な
ら
ん
岩
木
の
は

ざ
ま
に
で
も
、
御
さ
ま
を
か
へ
、
仏
の
御
名
を
も
唱
へ
て
、
な
き
人
の
御
菩
提
を
も
と

刻
引
制
出
川
引
刈
剖
剖
制
ぺ
州
ハ
M
o
-
-
・
」
(
下
・
一
八
六
)
〔
め
の
と
の
女
房
↓
小
宰
相
〕

位
、
(
藤
蔵
人
大
夫
重
兼
)
「
:
・
何
か
は
く
る
し
う
候
べ
き
。
彼
社
へ
御
参
り
あ
ッ
て
、
御

祈
誓
候
へ
か
し
。
・
:
」
(
上
・
一
一
六
)
〔
藤
蔵
人
大
夫
重
兼
↓
徳
大
寺
大
納
言
実
定
〕

こ
の
表
現
形
式
を
、
上
位
の
者
か
ら
下
位
の
者
に
対
し
て
用
い
る
と
、
か
な
り
聞
き
手
に
配

慮
し
て
下
手
に
出
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
な
る
反
面
、
逆
に
挑
発
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
皮
肉

め
い
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
例
沼
は
、
維
盛
が
自
身
の
出
家
・

入
水
後
の
こ
と
を
配
下
の
与
三
兵
衛
・
石
童
丸
に
依
頼
す
る
場
面
で
あ
り
、
話
し
手
で
あ
る
維

盛
は
下
手
に
出
て
、
腕
曲
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
死
ぬ
も
生
き
る
も
、
主
人
で
あ
る
維
盛
と

と
も
に
と
考
え
て
い
る
忠
義
の
二
人
を
前
に
し
て
、
な
ん
と
か
生
き
な
が
ら
え
て
、
自
分
の
後

世
を
弔
っ
て
も
ら
お
う
と
依
頼
し
て
い
る
。
例
却
は
、
心
変
わ
り
し
た
と
見
ら
れ
る
阿
波
民
部

重
能
を
斬
ろ
う
と
い
う
新
中
納
言
知
盛
の
意
見
を
却
下
し
た
宗
盛
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
下
手
に

出
た
要
求
に
よ
っ
て
、
例
お
と
は
違
っ
て
、
阿
波
民
部
重
能
を
挑
発
・
鼓
舞
し
よ
う
と
し
た
と

解
釈
さ
れ
る
。
同
様
に
挑
発
・
鼓
舞
と
解
釈
さ
れ
る
の
が
例
川
切
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
命
令
形
+
か
し
」
は
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
を
聞
き
手
に
委
ね
る
「
依
頼
」

「
勧
め
」
の
機
能
を
実
現
す
る
表
現
形
式
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

「
命
令
形
十
よ
」
の
例
は
、
『
平
家
物
語
』
に
1
例
、
だ
け
が
使
用
さ
れ
る
。
次
の
例
で
あ
る
。

川
旬
、
(
少
将
成
経
)
「
・
:
も
し
命
い
き
て
、
お
ひ
た
ち
た
ら
ば
、
法
師
に
な
り
、
我
後
の
世

剖
刈
引
ぺ
剖
」
と
の
給
へ
ば
、
(
上
・
一

O
八
)
〔
父
成
経
↓
三
才
の
子
ど
も
〕

「
命
令
形
+
よ
」
は
、
柴
田
氏
に
よ
れ
ば
「
『
話
し
手
』
が
『
聞
き
手
』
に
対
し
て
、
好
意
や

期
待
を
持
っ
て
い
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
形
式
で
、
『
話
し
手
』
と
『
聞
き
手
』
と
の
上
下
の
隔



た
り
は
小
さ
く
、
特
に
親
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
公
的
な
『
場
面
』
よ
り
も
私
的
な

『
場
面
』
で
使
用
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
(
河
川
)
。
例
必
は
、
鹿
谷
事
件
に
巻

き
込
ま
れ
、
清
盛
に
呼
び
出
さ
れ
た
少
将
成
経
と
我
が
子
と
の
別
れ
を
描
い
た
場
面
で
あ
り
、

親
密
で
私
的
な
場
面
で
の
使
用
例
で
あ
る
。
幼
い
我
が
子
に
将
来
の
生
き
方
を
教
え
指
示
す
る

上
で
、
親
密
さ
優
し
さ
が
込
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
を
聞
き
手
に
委
ね
た

も
の
と
は
考
え
に
く
く
、
「
命
令
的
指
示
」
の
例
と
し
て
解
釈
す
る
。

(
二
)
当
為
判
断
型
表
現
形
式

当
為
の
助
動
詞
「
べ
し
」
を
用
い
た
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
は
、
①
「
べ
し
」
で
文
が
終

止
す
る
も
の
の
他
に
、
②
「
べ
う
候
」
、
③
「
ぺ
き
な
り
」
、
④
「
べ
き
ぞ
」
が
あ
る
が
、
②
③

④
は
用
例
が
少
な
く
、
そ
の
表
現
が
担
う
機
能
も
①
と
差
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

で
は
①
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

『
平
家
物
語
』
で
、
「
行
為
指
示
型
表
現
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
、

終
止
す
る
表
現
は
、
〔
表
9
〕
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

(表
9

〕

」ア」

文
が

「
べ
し
」

に
よ
っ
て

上↓ F 
対 上

等 下

聞普
間き手 千年 間手き 持計 手き

へ通 へ通 へ通

権決定の の の

敬意 語 意敬 語 敬意 語

話し; 命的JA 旨
受益昌競一一f.¥a 一

手不

聞:依
11 合

話し
一五 一 ー」 き 手 型一

手頼

ILE再"桁恵的凶l
一
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(
例
必
)

普
通
語
に
「
べ
し
」
が
下
接
す
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
「
命
令
的
指
示
」

い
は
「
思
恵
的
指
示
」
(
例
必
)
と
な
っ
て
い
る
。

必
、
入
道
相
国
大
に
い
か
ッ
て
、
「
大
将
軍
権
亮
少
将
維
盛
を
ば
、
鬼
界
が
島
へ
流
す
べ
し
。

侍
大
将
上
総
守
忠
清
を
ば
死
罪
に
お
こ
な
へ
」
と
ぞ
の
給
ひ
け
る
。
(
上
・
三
一
一
)
〔
清

盛
↓
配
下
の
侍
た
ち
〕

缶
、
(
兵
衛
佐
頼
朝
)
「
け
ふ
ば
か
り
は
逗
留
あ
る
べ
し
」

八
)
〔
兵
衛
佐
頼
朝
↓
院
宣
の
使
、
中
原
泰
定
〕

あ
る

と
て
と
ゾ
め
ら
る
。

(
下
・
八

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
つ
い
て

こ
れ
に
対
し
て
、
尊
敬
語
(
尊
敬
の
補
助
動
詞
・
助
動
詞
を
合
む
)
に
ド
接
し
た
場
合
に
は
、

「
依
頼
」
(
例
必
)
あ
る
い
は
「
勧
め
」
(
例
訂
)
と
な
る
。

必
、
(
弥
平
兵
衛
宗
清
)
「
・
:
兵
衛
佐
た
づ
ね
申
さ
れ
候
は
ば
、
「
あ
ひ
労
る
事
あ
ッ
て
」
と

仰
候
べ
し
」
と
申
け
れ
ば
、
(
ド
・
二
四
六
)
〔
宗
清
↓
池
大
納
言
頼
盛
〕

円
旬
、
(
滝
口
入
道
)
「
・
:
た
と
ひ
又
百
年
の
齢
を
た
も
ち
給
ふ
共
、
此
御
恨
は
た
ジ
お
な
じ

事
と
思
食
さ
る
べ
し
。
:
・
」

(
a
l
l
-

二
四

O
)
〔
滝
口
入
道
↓
平
維
盛
〕

こ
の
よ
う
に
、
普
通
語
に
「
べ
し
」
が
下
接
し
た
も
の
は
、
普
通
語
動
詞
命
令
形
の
形
式
と

同
様
に
、
聞
き
手
へ
の
配
慮
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
「
命
令
的
指
示
」
「
恩
恵
的
指
示
」
機
能
を
担

う
表
現
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
尊
敬
語
(
尊
敬
の
補
助
動
詞
・
助
動
詞
)
に

下
接
す
る
「
べ
し
」
は
、
尊
敬
語
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
へ
の
配
慮
を
一
不
す
こ
と
に
な
り
、
行
為

遂
行
の
決
定
権
を
聞
き
手
に
委
ね
る
「
勧
め
」
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

「
依
頼
」

(
三
)
推
量
型
表
現
形
式

①
む
・
う

こ
こ
で
は
推
量
型
表
現
形
式
と
し
た
が
、
『
平
家
物
語
』
の
「
行
為
指
示
型
表
現
」
で
助
動
詞

「
む
」
に
よ
っ
て
文
が
終
止
す
る
(
「
こ
そ
:
・
め
」
形
式
を
除
く
)
例
は
五
例
で
、
す
べ
て
一
人

称
主
語
の
述
語
に
使
用
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
意
志
」
の
意
味
の
「
む
」
で
あ
る
。

錦
、
能
登
殿
、
「
奴
原
は
こ
わ
)
い
御
敵
で
候
。
か
さ
ね
て
勢
を
紺
刷
出
川
」
と
申
さ
れ
け
れ

ば
、
(
下
・
一
四
一
一
)
〔
能
登
守
教
経
↓
平
宗
盛
〕

却
、
仏
御
前
、
「
・
:
を
の
づ
か
ら
後
迄
忘
れ
ぬ
御
事
な
ら
ば
、
召
さ
れ
て
又
は
参
る
と
も
、

け
ふ
は
暇
を
た
ま
は
ら
む
」
と
ぞ
申
け
る
。
(
上
・
二

O
)
〔
仏
御
前
↓
清
盛
〕

い
ず
れ
も
謙
譲
語
に
下
接
し
た
「
た
ま
は
ら
む
」
の
形
で
あ
り
、
「
依
頼
」
機
能
を
実
現
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
一
見
「
依
頼
」
機
能
専
用
の
表
現
形
式
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
「
む
」

を
用
い
た
表
現
形
式
は
、
平
安
時
代
の
和
文
作
品
で
は
「
依
頼
」
の
ほ
か
に
、
以
下
の
よ
う
な

「
勧
め
」
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
依
頼
」
専
用
の
表
現
形
式
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
て
む
や
・
な
む
や
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
、
再
度
考

え
て
み
た
い
。

O
(大
内
記
は
、
浮
舟
の
隠
れ
て
い
る
宇
治
の
屋
敷
に
匂
宮
を
案
内
し
)
「
ま
だ
人
は
起
き

て
は
べ
る
べ
し
。
た
だ
こ
れ
よ
り
お
は
し
ま
さ
む
」
と
し
る
べ
し
て
、
入
れ
た
て
ま
つ

る
。
(
源
氏
物
語
⑥
一
一
一
)

O
(雨
の
中
少
将
と
帯
刀
は
落
窪
の
も
と
に
向
か
う
が
、
途
中
で
ひ
ど
い
目
に
会
い
、
少

将
は
自
宅
に
引
き
返
そ
う
と
言
い
出
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
帯
刀
は
)
「
:
・
殿
は
い
と
遠

九



原

志

卓

行
く
先
は
い
と
近
し
。

く
な
り
は
べ
り
ぬ
。

窪
物
語
・
一
二
五
)

O
(東
山
に
て
夕
顔
の
亡
骸
の
様
子
を
見
て
い
る
源
氏
に
、
惟
光
は
帰
宅
を
v

つ
な
が
す
)
「
夜

は
明
け
方
に
な
り
は
べ
り
ぬ
ら
ん
。
は
や
帰
ら
せ
た
ま
ひ
な
ん
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
(
源

氏
物
語
①
二
五
四
)

な
ほ
お
は
し
ま
し
な
む
」
と
言
へ
ば
、
(
落

②
こ
そ
・
・
・
め

「
む
」
を
用
い
た
表
現
形
式
が
、
「
依
頼
」

詞
「
こ
そ
」
に
よ
る
強
調
表
現
で
あ
る
「
こ
そ
・
:
め
」

「
勧
め
」
に
用
い
ら
れ
る
。
「
依
頼
」
一
一
例
、
「
勧
め
」

マ
「
依
頼
」
の
例

回
、
(
め
の
と
の
女
房
)
「
相
か
ま
へ
て
思
召
立
つ
な
ら
ば
、
ち
い
ろ
の
底
ま
で
も
、
制
剖

こ
そ
具
せ
さ
せ
給
は
め
。
:
・
」
な
ん
ど
申
て
、
(
下
・
一
八
六
)
〔
め
の
と
の
女
房
↓
小

宰
相
〕

マ
「
勧
め
」
の
例

目
、
小
松
殿
、
父
の
禅
門
の
御
ま
へ
に
お
は
し
て
、
「
:
・
大
納
言
が
死
霊
を
な
だ
め
ん
と
お

ぼ
し
め
さ
ん
に
つ
け
て
も
、
生
て
候
少
将
を
こ
そ
召
し
か
へ
さ
れ
候
は
め
。
:
・
」
な
〆
ど

申
さ
れ
け
れ
ば
、
(
上
・
一
四

O
)
〔
重
盛
↓
清
盛
〕

い
ず
れ
も
二
人
称
主
語
の
述
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
遠
ま
わ
し
に
話
し

手
の
要
求
を
伝
え
よ
う
と
す
る
一
種
の
腕
曲
表
現
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
、
行
為
遂
行
の
決
定
権

は
聞
き
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

「
勧
め
」

の
機
能
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

の
表
現
形
式
も
、
基
本
的
に

=
一
例
が
見
出
さ
れ
る
。

係
助

「
依
頼
」

(
4
)
疑
問
型
表
現
形
式

疑
問
型
表
現
形
式
は
、
当
為
判
断
型
表
現
形
式
に
疑
問
表
現
が
加
わ
っ
た
形
式
と
、

表
現
形
式
に
疑
問
表
現
が
加
わ
っ
た
形
式
の
二
種
類
が
あ
る
。

推
量
型

①
当
為
+
疑
問
(
べ
き
か
/
べ
う
や
候
ら
ん
)

こ
の
形
式
は
「
べ
う
や
候
ら
ん
」
の
形
で
十
一
例
見
ら
れ
、
下
位
の
者
か
ら
上
位
の
者
に
対

す
る
要
求
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
十
例
が
例
臼
・
臼
の
よ
う
に
、
尊
敬
語
と
と
も
に

用
い
ら
れ
て
、
「
依
頼
」
「
勧
め
」
機
能
を
実
現
し
て
い
る
。
「
べ
し
」
を
用
い
た
当
為
判
断
型
表

現
に
疑
問
表
現
を
加
え
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
丁
寧
な
物
言
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
い
ず

れ
も
二
人
称
主
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
例
日
は
一
人
称
主
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
人
称

O 

主
語
の
場
合
に
は
、
普
通
語
と
と
も
に
用
い
て
「
依
頼
」
を
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

回
、
(
那
須
与
一
宗
高
)
「
射
お
ほ
せ
候
は
む
事
不
定
に
候
。
射
損
じ
候
な
ば
、
な
が
き
み

か
た
の
御
き
ず
に
て
候
べ
し
。
一
定
つ
か
ま
つ
ら
ん
ず
る
仁
に
仰
付
ら
る
べ
う
や
候
ら

ん
」
と
申
。
(
下
・
二
七
五
)
〔
那
須
与
一
↓
九
郎
義
経
〕

日
、
(
讃
岐
中
将
時
実
)
「
・
:
な
に
か
く
る
し
う
候
べ
き
、
ひ
め
君
達
あ
ま
た
ま
し
ま
し
候

へ
ば
、
一
人
見
せ
さ
せ
給
ひ
、
し
た
し
う
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
後
、
仰
ら
る
べ
う
や

候
ら
ん
」
(
下
・
二
二
五
)
〔
讃
岐
中
将
時
実
↓
平
時
忠
〕

弘
、
(
滝
口
競
)
「
・
:
乗
ツ
て
事
に
あ
ふ
べ
き
馬
の
候
つ
る
、
し
た
し
い
や
つ
め
に
ぬ
す
ま

れ
て
候
。
御
馬
一
疋
く
だ
し
あ
づ
か
る
べ
う
や
候
ら
ん
」
と
申
け
れ
ば
、
(
上
・
一
一
二

五
)
〔
滝
口
競
↓
宗
盛
〕

②
推
量
+
疑
問
(
て
む
や
/
な
む
や
)

推
量
型
表
現
形
式
に
疑
問
表
現
が
加
え
ら
れ
た
形
式
は
、
文
末
が
「
て
む
や
」
「
な
む
や
」
と

な
る
も
の
で
、
「
て
む
や
」
が
一
例
、
「
な
む
や
」
が
五
例
見
ら
れ
る
。
こ
の
形
式
に
つ
い
て
、

森
野
宗
明
氏
は
、
行
為
の
遂
行
を
求
め
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
た
め
ら
い
や
気
配
り
を
集
約
的

に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
旨
説
か
れ
て
い
る
克
巳
。

(
お
)

回
、
(
平
重
衡
)
「
:
・
西
国
へ
下
し
時
、
文
を
も
や
ら
ず
、
ニ
一
一
口
ひ
を
く
事
だ
に
な
か
り
し
を
、

世
々
の
ち
ぎ
り
は
み
な
偽
に
て
あ
り
け
り
と
思
ふ
ら
ん
こ
そ
は
づ
か
し
け
れ
。
文
を
や

ら
ば
や
と
思
ふ
は
。
尋
て
行
て
ん
や
」
と
の
給
へ
ば
、
(
下
・
二

O
三
)
〔
平
重
衡
↓
右

馬
允
知
時
〕

局
、
(
内
大
臣
宗
盛
)
能
登
殿
の
も
と
へ
、
「
た
び
た
び
の
事
で
候
へ
ど
も
、
御
へ
ん
む
か

は
れ
候
な
ん
や
」
と
の
た
ま
ひ
っ
か
ほ
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
(
下
・
一
四
九
)
〔
宗
盛
↓

能
登
守
教
経
〕

例
目
は
、
源
氏
に
よ
っ
て
、
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
い
る
重
衡
に
し
て
み
れ
ば
、
か
つ
て
女

性
と
の
仲
を
取
り
持
っ
て
も
ら
っ
た
右
馬
允
知
時
に
、
再
び
同
じ
女
性
へ
の
連
絡
役
を
引
き
受

け
て
も
ら
う
の
に
は
気
が
ひ
け
る
。
ま
た
、
源
氏
の
侍
達
の
監
視
の
目
が
厳
し
い
中
で
、
使
い

を
さ
せ
る
こ
と
に
践
陪
も
す
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
重
衡
の
た
め
ら
い
の
気
持
が
「
て
む
や
」

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
部
は
、
一
の
谷
で
、
平
家
の
君
達
か
ら
山
の
手
へ
の
出
撃
を
拒
否
さ

れ
た
宗
盛
が
、
最
後
に
頼
み
に
行
け
る
の
は
、
結
局
能
登
守
の
と
こ
ろ
し
か
な
か
っ
た
。
最
も

危
険
な
最
前
線
に
、
毎
度
の
よ
う
に
出
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
思
い
、
他
の
君

達
に
対
し
て
不
甲
斐
な
さ
を
感
じ
つ
つ
、
た
め
ら
い
が
ち
に
依
頼
す
る
の
で
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
で
は
、
い
ず
れ
も
「
依
頼
」
で
あ
る
が
、
こ
の
形
式
が
「
依
頼
」

機
能
の
専
用



形
式
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
単
純
に
結
論
を
下
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
て
む
や
」
の
「
勧
め
」
の
例
を
確
認
し
て
い
な
い
が
、
「
な
む
や
」
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代

の
和
文
作
品
に
次
の
よ
う
な
「
勧
め
」
と
解
釈
で
き
る
例
が
見
出
さ
れ
る
。

O
(落
窪
の
私
室
で
、
少
将
は
自
分
の
尾
敷
に
移
り
住
む
こ
と
を
勧
め
る
)
「
こ
こ
は
い
み

じ
う
参
り
来
る
も
人
げ
な
き
心
地
す
る
を
。
渡
し
た
て
ま
つ
ら
む
所
に
お
は
し
な
む
や
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
(
落
窪
物
語
・
一
四
二
)

O
(近
江
の
君
の
行
儀
の
悪
さ
に
閉
口
し
た
内
大
臣
は
、
行
儀
見
習
い
の
た
め
に
、
弘
徽

殿
女
御
の
も
と
に
出
仕
す
る
こ
と
を
勧
め
る
)
「
女
御
、
里
に
も
の
し
た
ま
ふ
。
時
々
渡

り
参
り
て
、
人
の
あ
り
さ
ま
な
ど
も
見
な
ら
ひ
た
ま
へ
か
し
。
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人

も
、
お
の
づ
か
ら
、
人
に
ま
じ
ら
ひ
、
さ
る
方
に
な
れ
ば
、
さ
で
も
あ
り
ぬ
か
し
。
さ

る
心
し
て
見
え
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
な
ん
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
(
源
氏
物
語
③
二
三
七
)

ま
た
、
「
て
む
」
に
は
「
誘
い
」
に
用
い
ら
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
例
が
あ
る
。

O
(中
秋
の
宴
で
夜
を
明
か
そ
う
と
い
う
源
氏
の
誘
い
)
「
今
宵
は
鈴
虫
の
宴
に
て
明
か
し

て
ん
」
と
思
し
の
た
ま
ふ
。
(
源
氏
物
語
④
三
七
二
)

岡
崎
正
継
氏
の
説
を
参
考
に
す
れ
ば
(
注
想
、
「
な
む
や
」
は
「
依
頼
」
「
勧
め
」
の
二
つ
の
機
能

を
実
現
す
る
が
、
「
て
む
や
」
は
「
依
頼
」
専
用
の
形
式
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
推
量
型
表
現
形
式
の
「
む
」
に
は
、
平
安
時
代
の

和
文
作
品
の
中
で
、
受
益
者
が
話
し
手
で
あ
る
「
依
頼
」
と
、
聞
き
手
で
あ
る
「
勧
め
」
の
両

方
の
例
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
「
む
」
と
疑
問
の
係
助
詞
「
や
」
と
が
接
続
し
た
「
む
や
」
は
、

岡
崎
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
「
勧
め
」
に
用
い
ら
れ
た
例
が
多
い
が
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
は
、

次
の
よ
う
な
「
依
頼
」
と
解
釈
で
き
る
例
も
見
ら
れ
る
。

O
(兼
雅
は
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
に
、
昔
の
よ
う
に
食
事
を
出
し
て
く
れ
る
よ
う
に
依

頼
す
る
)
お
と
ど
、
「
こ
と
に
や
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
「
右
近
や
、
む
か
し
思
ほ
え
て
賄

ひ
せ
む
や
。
湯
づ
け
せ
よ
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、
(
宇
津
保
物
語
②
五
五
五
)

ま
た
、
強
意
・
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
「
つ
」
の
命
令
形
も
、
平
安
時
代
の
和
文
作
品
に
は
次

の
よ
う
に
「
依
頼
」
「
勧
め
」
に
用
い
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
例
が
見
ら
れ
る
。

マ
「
依
頼
」
と
解
釈
で
き
る
例

O
(中
納
言
家
の
四
の
君
を
替
え
玉
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
い
う
少
将
に
対
し
て
、
女
君
は
、

復
讐
の
件
は
忘
れ
て
ほ
し
い
と
依
頼
す
る
)
女
君
、
「
こ
れ
は
や
忘
れ
た
ま
ひ
ね
。
か
の

君
や
憎
か
り
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
(
落
窪
物
語
・
二

O
五
)

O
(父
朱
雀
院
に
出
家
さ
せ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
女
三
の
宮
)
宮
も
、
い
と
弱
、
げ
に
泣

い
た
ま
ひ
て
、
「
生
く
べ
う
も
お
ぼ
え
は
べ
ら
ぬ
を
、
か
く
お
は
し
ま
い
た
る
つ
い
で
に
、

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
つ
い
て

尼
に
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
よ
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

マ
「
勧
め
」
と
解
釈
で
き
る
例

O
(深
夜
ま
で
縫
い
物
を
す
る
姫
君
に
寝
る
こ
と
を
勧
め
る
少
将
。
ま
た
、
少
将
に
先
に

寝
る
こ
と
を
勧
め
る
女
君
)
「
夜
い
た
う
更
け
ぬ
。
お
ほ
し
寝
た
ま
ひ
ね
」
と
責
む
れ
ば
、

「
い
ま
少
し
な
め
り
。
は
や
う
寝
た
ま
ひ
ね
。
縫
ひ
果
て
て
む
よ
」
と
言
へ
ば
、
(
落
窪

物
語
・
一
五
五
)

O
(宇
治
の
八
の
宮
の
屋
敷
を
寺
に
す
る
こ
と
を
中
の
君
に
勧
め
る
薫
)
「
・
:
か
し
こ
は
、

な
ほ
、
尊
き
方
に
思
し
譲
り
て
よ
。
:
・
」
(
源
氏
物
語
⑤
三
八
七
)

今
後
、
な
お
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
に
、
「
む
や
」
「
ぬ
」
「
つ
」

に
「
依
頼
」
「
勧
め
」
の
用
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
、
り
す
れ
ば
、
「
て
む
や
」
だ
け
に
限
っ
て
「
依

頼
」
専
用
の
表
現
形
式
で
あ
る
と
考
え
る
の
に
は
跨
賭
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
源
氏
物
語
④
二
九
五

、

『
平
家
物
語
』
か
ら
見
た
「
行
為
指
示
型
表
現
」
史

前
節
の
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
を
考
察
す
る
と
、
平
家
物

語
の
「
行
為
指
示
型
表
現
」
は
、
聞
き
手
へ
の
配
慮
を
行
わ
な
い
表
現
形
式
と
、
聞
き
手
へ
の

配
慮
を
行
う
表
現
形
式
の
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
。
前
者
の
表
現
形
式
は
、
行
為
遂
行
の

決
定
権
が
話
し
手
に
あ
る
も
の
で
、
「
命
令
的
指
示
」
「
恩
恵
的
指
示
」
の
二
つ
の
機
能
を
担
い
、
後

者
の
表
現
形
式
は
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
を
聞
き
手
に
委
ね
る
「
依
頼
」
「
勧
め
」
の
二
つ
の
機

能
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
つ
の
機
能
だ
け
を
担
っ
て
い
る
専
用
表
現
形
式
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
の
は
、
な
お
検
討
の
余
地
の
あ
る
「
て
む
や
」
を
除
け
ば
、
「
依
頼
」
機
能
の
専
用
表
現

形
式
で
あ
る
「
て
+
補
助
動
詞
命
令
形
」
形
式
の
「
て
+
た
べ
」
「
て
+
た
ば
せ
給
へ
」
の
み
で

あ
っ
た
。

「
て
十
補
助
動
詞
命
令
形
」
と
い
う
表
現
形
式
は
、
川
上
徳
明
氏
に
よ
る
平
安
時
代
の
「
命

令
・
勧
誘
表
現
体
系
」
定
立
の
中
に
も
見
ら
れ
な
い
形
式
で
あ
り
、
中
世
に
な
っ
て
新
た
に
出
現

し
た
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
平
安
時
代
ま
で
の
「
行
為
指
示
型
表
現
」
は
、

行
為
遂
行
の
決
定
権
が
話
し
手
に
あ
る
か
、
聞
き
手
に
あ
る
か
と
い
う
一
つ
の
基
準
を
、
聞
き

手
に
対
す
る
配
慮
H

待
遇
表
現
に
よ
っ
て
表
す
だ
け
で
あ
り
、
現
代
語
に
見
ら
れ
る
、
行
為
遂

行
に
よ
る
受
益
者
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
も
う
一
つ
の
基
準
を
、
表
現
形
式
の
上
で
は
区
別

し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
命
令
的
指
示
」
と
「
恩
恵
的
指

示
」
、
「
依
頼
」
と
「
勧
め
」
は
、
表
現
形
式
上
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未
分
化
の
状
態
で
あ
っ

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
簡
単
に
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。



原

卓

志

平
安
時
代
の
待
遇
表
現
は
、
様
々
な
人
間
関
係
や
場
面
の
中
で
、
か
な
り
複
雑
に
表
現
し
分

け
ら
れ
て
お
り
、
各
表
現
形
式
の
複
合
形
式
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
図
の
よ
う
な
単
純

な
も
の
で
は
な
く
、
実
際
の
運
用
に
関
し
て
は
も
っ
と
複
雑
な
重
層
構
造
と
し
て
捉
え
る
必
要

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
各
表
現
形
式
の
位
置
が
裁
然
と
定
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
重

な
り
合
い
な
が
ら
重
層
的
に
待
遇
(
低
)
か
ら
待
遇
(
高
)
へ
と
漸
層
的
に
つ
な
が
っ
て
い
く

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
行
為
遂
行
に
よ
る
受
益
者
が
誰
で
あ
る
の
か
と
い
う
基

準
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

待
遇
一
低

待
遇
二
口
同

命
令
的
指
示
d

思
恵
的
指
示
」

(
尊
)
セ
ヨ

ム

「
勧
め

-
a
L
i
 

d
t
w却
特

:
・
タ
マ
へ

:
・
テ
ム
・
ナ
ム

:
テ
ム
ヤ
・
ナ
ム
ヤ

-
:
セ
ヨ

(
尊
)
侯
へ

コ
ソ
・
:
メ

話
し
手
決
定

聞
き
手
決
定

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
授
受
動
詞
を
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
た
「
て
+
た
べ
/
た
ば
せ
給
へ
」

と
い
う
新
し
い
表
現
形
式
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
て
+
た
べ
」
と
い
う
表
現
形
式

は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
文
献
に
見
え
始
め
、
「
て
+
た
べ
」
以
外
の
「
て
+
補
助
動
詞
命
令
形
」
と

い
う
表
現
形
式
は
、
口
ド
リ
ゲ
ス
の
記
述
し
た
よ
う
に
、
室
町
時
代
に
い
た
っ
て
か
な
り
広
く

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
が
す
べ
て
「
依
頼
」
の
表
現
形
式
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
今

後
文
献
に
よ
っ
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
『
沙
石
集
』
『
延
慶
本
平

家
物
語
』
『
義
経
記
』
『
太
平
記
』
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
「
て
+
た
べ
」
は
、
い
ず
れ
も
「
依
頼
」

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

O
(紀
友
則
の
夢
の
な
か
で
、
敏
行
朝
臣
が
依
頼
し
た
こ
と
ば
)
「
四
巻
経
書
奉
ら
ん
と
い

(
を
)

ふ
願
に
よ
り
て
、
し
ば
ら
く
の
命
を
た
す
け
て
返
さ
れ
た
り
し
か
ど
も
、
猶
心
の
お
ろ

か
(
に
〕
お
こ
た
り
て
、
其
経
を
書
か
ず
し
て
、
遂
に
う
せ
に
し
罪
に
よ
り
て
、
た
と

ふ
べ
き
か
た
も
な
き
苦
を
受
け
て
な
ん
あ
る
を
、
も
し
哀
と
思
ひ
給
は
ば
、
そ
の
紙
尋

と
り
て
、
三
井
寺
に
そ
れ
が
し
と
い
ふ
僧
に
あ
つ
ら
へ
て
、
か
き
供
養
せ
さ
せ
て
た
べ
」

と
い
ひ
て
、
大
な
る
声
を
あ
げ
て
泣
き
さ
け
ぶ
と
み
て
、
(
宇
治
拾
遺
物
語
巻
八
④
二
五

O
)
 

O
寺
近
キ
在
家
人
ニ
神
付
テ
、
ヤ
ウ
ヤ
ウ
ニ
申
ケ
ル
ハ
、
「
我
等
ハ
、
此
木
ヲ
コ
ソ
家
ト
モ

ナ
ニ
ト
モ
窓
ン
デ
栖
ツ
ル
ニ
、
情
ナ
ク
僧
〔
ノ
〕
切
給
ヘ
ル
、
浅
猿
キ
事
ナ
リ
。
制
シ

ート件「
i
I
l
l
i
-
-

マ
イ
ラ
セ
テ
タ
ベ
」
ト
云
フ
。
(
沙
石
集
巻
六
・
二
九

O
)

O
与
一
ガ
郎
等
佐
奈
多
文
三
家
安
ヲ
招
寄
テ
、
「
佐
奈
多
ヘ
行
テ
、
母
ニ
モ
女
房
ニ
モ
申
セ
。

『
・
:
若
兵
衛
佐
世
ヲ
打
取
給
ハ
ピ
、
二
人
ノ
子
共
、
佐
殿
ニ
参
テ
、
岡
崎
ト
佐
奈
多
ト
ヲ

継
セ
テ
、
子
共
ノ
後
見
シ
テ
、
義
忠
ガ
後
世
ヲ
訪
テ
タ
ベ
』
ト
可
云
」
卜
申
ケ
レ
パ
、

(
延
慶
本
平
家
物
語
第
二
末
・
五
八
ウ
)

「
て
+
た
べ
/
た
ば
せ
給
へ
」
が
「
依
頼
」
専
用
の
表
現
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
受
益
者
は

誰
か
と
い
う
、
平
安
時
代
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
基
準
が
、
中
世
に
な
っ
て
生
じ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
依
頼
」
専
用
の
表
現
形
式
が
鎌
倉
時
代
か
ら
生
じ
て
き
た
の
に
対
し

て
、
「
勧
め
」
専
用
の
表
現
形
式
が
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
〉
り
す
れ
ば
、
行
為
遂
行
の

決
定
権
が
聞
き
手
に
あ
る
行
為
指
示
型
表
現
か
ら
、
特
に
「
依
頼
」
機
能
が
専
用
の
表
現
形
式

を
と
も
な
っ
て
分
化
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

「
た
べ
」
は
「
与
ふ
」
の
尊
敬
語
「
た
ぶ
」
の
命
令
形
で
あ
る
。
本
動
詞
「
た
ぶ
」
は
、
上
位

者
が
物
を
下
位
の
者
に
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
受
け
手
が
話
し
手
自
身
の
場
合
に

は
、
自
己
を
卑
下
し
た
「
(
自
分
に
)
く
れ
る
。
与
え
て
く
れ
る
」
の
よ
う
な
意
味
と
な
る
。
こ

の
よ
う
な
用
法
が
存
し
た
こ
と
が
、
恩
恵
(
利
益
)
が
話
し
手
に
及
ぶ
こ
と
を
あ
ら
わ
す
「
て

+
た
べ
」
の
成
立
に
関
係
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
「
与
ふ
」
の
尊
敬
語
と
し
て

「
給
ふ
」
が
あ
っ
た
が
、
山
田
孝
雄
氏
が
夙
に
指
摘
さ
れ
た
(
行
時
)
よ
う
に
、
中
世
に
は
尊
敬
の

意
を
加
え
る
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
与
え
る
」
意
味
は
「
た
ぶ
」
が
担
っ
て
い

た
。
そ
れ
故
に
、
「
て
+
た
ま
へ
」
で
は
な
く
「
て
+
た
べ
」
が
新
た
な
表
現
形
式
と
し
て
生
じ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
動
詞
連
用
形
に
直
接
「
た
ぶ
」
が
付
く
よ
う
な
形
式
が

採
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
「
動
詞
連
用
形
十
た
べ
」
が
既
に
平
安
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
お
り
、

同
じ
形
式
を
用
い
た
の
で
は
、
受
益
者
が
話
し
手
で
あ
る
こ
と
を
表
現
形
式
の
上
か
ら
明
確
に

一
不
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

O
(風
や
浪
が
荒
れ
た
の
で
、
幣
を
奉
っ
た
が
一
向
に
お
さ
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
輯
取
り

が
勧
め
て
三
守
つ
)
「
幣
に
は
御
心
の
い
か
ね
ば
、
御
船
も
ゆ
か
ぬ
な
り
。
な
ほ
、
う
れ
し

と
思
ひ
た
ぶ
べ
き
物
奉
り
た
べ
」
と
い
ふ
。
(
土
佐
日
記
・
五
九
)

こ
の
よ
う
な
「
依
頼
」
専
用
の
表
現
形
式
が
、
こ
の
時
期
に
何
故
出
現
し
た
の
か
と
い
う
問

題
は
、
「
や
る
」
「
く
れ
る
」
「
も
ら
う
」
な
ど
の
授
受
動
詞
の
意
味
的
な
変
化
と
、
絶
対
敬
語
か

ら
相
対
敬
語
へ
と
い
う
敬
語
法
の
変
化
と
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
平
安

時
代
ま
で
の
、
「
内
」
の
者
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
事
足
り
て
い
た
時
代
か
ら
、
中
世

に
入
っ
て
、
「
外
」
の
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
と
も

関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
ま
で
は
、
巧
み
な
待
遇
表
現
に
よ
っ
て
、
要
求
さ
れ
た
行

為
を
遂
行
す
る
か
、
し
な
い
か
を
決
定
す
る
の
は
誰
で
あ
る
の
か
が
一
不
さ
れ
る
だ
け
で
、
行
為



遂
行
に
よ
る
受
益
者
が
誰
で
あ
る
か
な
ど
に
関
し
て
は
、
場
面
や
文
脈
で
十
分
理
解
し
得
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
場
面
や
文
脈
に
依
ト
付
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
在
い
の
意
思
疎
通
が
図
り

に
く
い
「
外
」
の
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
と
な
っ
た
時
、
受
益
H
r
H

が
話
し
子
で

あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
「
依
頼
」
専
用
の
表
現
形
式
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
他
の
人
々
と
良
好
な
人
間
関
係
を
保
ち
な
が
ら
自
ら
の
要
求
を
満
た
し
て
い
く
こ
と

は
、
非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
に
は
、
「
勧
め
」
よ
り
も
「
依
頼
」

表
現
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
「
依
頼
」
機
能
を
担

う
専
用
の
表
現
形
式
「
て
+
補
助
動
詞
命
令
形
L

が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

む

す

び

本
稿
で
は
、
『
平
家
物
語
』
の
「
行
為
指
示
型
表
現
」
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
行
為

指
示
型
表
現
」
の
通
時
的
な
考
察
の
糸
口
と
見
通
し
を
得
る
よ
う
に
つ
と
め
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
平
安
時
代
ま
で
の
「
行
為
指
示
型
表
現
」
で
は
、
受
益
者
が
話
し
手
で
あ
る
の
か
、
聞
き

手
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
表
現
形
式
は
存
在
せ
ず
、
行
為
遂
行
の
決
定
権
が
話

し
手
に
あ
る
の
か
、
聞
き
手
に
あ
る
の
か
を
一
不
す
だ
け
の
表
現
形
式
だ
け
が
存
し
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
た
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
、
「
依
頼
」
専
用
の
「
て
十
た
べ
/
た
ば
せ
給
へ
」
と

い
う
注
目
す
べ
き
表
現
形
式
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
れ
は
、
平
安
時
代
に
受
給
表
現

補
助
動
詞
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
受
給
表
現
の
発
達
と
極
め
て
密
接
な
関

係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

残
念
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
受
給
表
現
に
関
す
る
授
受
動
詞
の
意
味
変
化
な
ど
に
つ
い
て
の

先
学
に
よ
る
研
究
成
果
(
注
与
を
十
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
受
給
表
現
の

発
達
は
、
絶
対
敬
語
か
ら
相
対
敬
語
へ
と
い
う
待
遇
表
現
法
の
変
化
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
お

り
、
そ
の
点
か
ら
も
行
為
指
示
型
表
現
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
の
結
論
は
、
い
ま
だ
仮
説
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
仮
説
を
検

証
し
実
証
し
て
い
く
た
め
に
、
今
後
、
各
時
代
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
の
実
態
を
調

査
す
る
と
と
も
に
、
受
給
表
現
・
待
遇
表
現
法
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

;主

(
1
)
引
用
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
本
に
よ
る
が
、
印
刷
の
都
合
上
、
漢
字
に
付
さ

覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
行
為
指
示
型
表
現
」
に
つ
い
て

れ
た
ル
ビ
は
一
切
宵
略
し
た
。
ま
た
、
繰
り
返
し
符
号
に
つ
い
て
は
、
二
子
の
繰
り
返
し
符

号
を
ご
」
(
仮
名
)
・
「
々
」
(
漢
字
)
で
表
記
し
、
.
一
字
以
上
の
繰
り
返
し
符
号
は
当
該
の

仮
名
・
漢
字
に
置
き
換
え
た
。

(
2
)
姫
野
伴
子
「
行
為
指
示
型
発
話
行
為
の
機
能
と
形
式
」
(
「
埼
玉
大
学
紀
要
〔
教
養
学
部
〕
」

第
三
十
三
巻
第
一
号
、
平
成
九
年
十
一
月
)
。
引
用
し
た
表
は
、
そ
の
体
裁
の
一
部
分
に
予
を

加
え
た
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
ほ
ぼ
姫
野
氏
の
術
語
に
従
う
が
、
「
行
為
指
示
型
発
話
行
為
」

「
勧
誘
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
行
為
指
示
型
表
現
」
「
誘
い
」
と
言
い
換
え
た
。

(
3
)
こ
こ
に
ま
と
め
た
も
の
は
、
原
に
よ
る
要
約
で
あ
る
。

(
4
)
「
て
く
だ
さ
い
」
の
実
現
す
る
機
能
に
つ
い
て
は
、
前
田
広
幸
「
「
1
て
下
さ
い
」
と
「
お

1
下
さ
い
と
(
「
日
本
語
学
」
平
成
二
年
五
月
号
)
、
柏
崎
雅
世
「
「
(
て
)
下
さ
い
」
に
つ
い

て
ー
行
動
要
求
表
現
に
お
け
る
機
能
分
析
」
(
東
京
外
国
語
大
学
「
日
本
語
学
科
年
報
」
十

三
号
、
平
成
三
年
十
月
)
、
同
『
日
本
語
に
お
け
る
行
為
指
示
型
表
現
の
機
能
|
「
お

1
/
1

て
く
だ
さ
い
」
「

1
て
く
れ
」
「
1
て
」
お
よ
び
そ
の
疑
問
・
否
定
疑
問
形
に
つ
い
て
』
(
く

ろ
し
お
出
版
、
平
成
五
年
二
月
)
な
ど
に
詳
し
い
。

(
5
)
吉
井
健
氏
は
、
「
「
1
し
て
く
だ
さ
い
」
の
用
法
l

「
命
令
・
依
頼
・
勧
め
」
の
関
係
」

(
「
文
林
」
三
十
四
号
、
平
成
十
二
年
三
月
)
に
お
い
て
、
「
「
命
令
」
(
本
稿
に
お
け
る
「
指

示
」
)
は
、
聞
き
手
の
存
在
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ば
、
聞
き
手
の
意
志
の
如
何
を
視
野
の
外
に
置

い
て
事
態
の
実
現
を
要
求
す
る
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
」
と
説
か
れ
る
。

(
6
)
古
文
献
の
引
用
な
ど
の
四
例
は
(
表
3
)
の
用
例
数
か
ら
除
外
し
た
。

(
7
)
西
田
直
敏
「
中
世
田
語
の
命
令
表
現
l

『
平
家
物
語
』
を
中
心
に
|
」
(
「
国
語
と
国
文

学
」
第
四
十
七
巻
十
号
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
)
で
は
、
『
平
家
物
語
』
の
「
た
ま
へ
」
に
つ

い
て
、
「
単
な
る
「
:
・
給
へ
」
は
上
位
者
か
ら
下
位
者
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
程
度
の
、
ご

く
軽
い
敬
意
を
表
わ
す
語
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
」
と
説
か
れ
る
。

(
8
)
注

(
7
)
文
献
。

(
9
)
各
用
例
数
は
、
「
た
て
ま
つ
れ
」
十
八
例
、
「
ま
ゐ
ら
せ
よ
」
六
例
、
「
ま
う
せ
」
四
例
で

あ
る
。

(
問
)
土
井
忠
生
訳
『
口
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
』
(
三
省
堂
、
昭
和
三
十
年
三
月
)
。
引
用
は
平

成
四
年
十
一
月
、
復
刊
第
一
刷
に
よ
る
。

(
日
)
柴
田
敏
「
古
典
作
品
に
お
け
る
要
求
表
現
の
諸
形
式
l

命
令
形
+
終
助
詞
の
各
形
式
に
つ

い
て
l

」
(
「
日
本
語
と
日
本
文
学
」
第
八
号
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
)
。

(
ロ
)
注
(
日
)
文
献
。

(
日
)
柴
田
敏
「
終
助
詞
カ
シ
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
」

(
『
小
松
英
雄
博
土
退
官
記
念
日
本
語
学
論
集
』



原

卓

志

三
省
堂
、
平
成
五
年
一
一
月
)
。
た
だ
し
、
終
助
詞
「
か
し
」
の
働
き
を
「
念
押
し
」
と
す
る
従

来
の
説
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
森
野
崇
「
終
助
詞
「
か
し
」
の
機
能
」
(
『
辻
村
敏
樹
教
授

古
稀
記
念
日
本
語
史
の
諸
問
題
』
明
治
書
院
、
平
成
四
年
三
月
)
な
ど
を
参
考
に
再
検
討
し

て
み
た
い
。

(
日
)
注
(
日
)
文
献
。

(
日
)
森
野
宗
明
「
依
頼
・
懇
請
と
助

427
忠
告
の
発
話
描
写
に
つ
い
て
」
(
「
円
本
語
学
」
第
六

巻
七
号
、
昭
和
六
十
一
一
年
七
月
)
。

(
時
)
岡
崎
正
継
『
国
語
助
詞
論
孜
』
(
お
う
ふ
う
、
平
成
八
年
十
二
月
)
。

(
口
)
川
上
徳
明
「
中
古
仮
名
文
に
お
け
る
命
令
・
勧
誘
表
現
体
系
」
(
国
語
国
文
第
四
十
四
巻

第
三
号
、
昭
和
五
十
年
三
月
)
。

(
時
)
山
田
孝
雄
『
平
家
物
語
の
語
法
』
(
宝
文
館
、
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
、
昭
和
四
十
五
年

七
月
復
刻
)
。

(
ぬ
)
受
給
表
現
に
つ
い
て
の
研
究
に
、
宮
地
裕
「
受
給
表
現
補
助
動
詞
「
や
る
・
く
れ
る
・
も

ら
う
」
発
達
の
意
味
に
つ
い
て
」
(
『
鈴
木
知
太
郎
博
士
古
稀
記
念
国
文
学
論
孜
』
桜
楓
社
、

昭
和
五
十
年
)
、
占
川
俊
雄
「
授
受
動
詞
「
く
れ
る
」
「
や
る
」
の
史
的
変
遷
」
(
「
広
島
大
学

教
育
学
部
紀
要
」
第
二
部
第
四
十
四
号
、
平
成
八
年
三
月
)
、
同
「
日
本
語
の
授
受
動
詞
「
下

の
歴
史
的
変
遷
」
(
「
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
第
二
部
第
四
十
五
号
、
平
成
九
年

さ
る
」

四

三
月
)
、
米
津
昌
子
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」
(
「
同
志
社
国
文
学
」
第
四
十
五
号
、
平
成
八

年
十
二
月
)
な
ど
が
あ
る
が
、
「
て
十
た
べ
」
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
な
い
。

〔
引
用
文
献
】
本
論
中
に
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
以
外
の
作
品
で
引
用
し
た
も
の
は
、
次
の
文

献
に
依
っ
た
。
『
土
佐
日
記
』
:
・
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
宇
津
保
物
語
』
・
:
小
学
館

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
落
窪
物
語
』
・
:
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
源
氏
物
語
』
・
:

小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
:
・
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
、
『
沙
石
集
』
・
:

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
・
:
北
原
保
雄
他
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
』

勉
誠
社

〔
参
考
文
献
】
注
に
引
用
し
た
も
の
以
外
に
も
数
多
く
の
文
献
を
参
考
に
し
た
が
、
紙
幅
の
都
合

上
、
一
切
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

【
附
記
〕
本
稿
は
、
「
日
・
英
語
の
文
法
に
つ
い
て
の
対
照
研
究
」
と
い
う
課
題
で
、
平
成
十
五

年
度
教
育
研
究
基
盤
校
費
「
教
育
研
究
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
経
費
」
の
配
分
を
受
け
て
実
践

し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
研
究
発
表
会
の
席
上
、
共
同
研
究
を
行
っ
て
き
た
小
野
米

一
・
太
田
垣
正
義
・
薮
下
克
彦
・
夫
明
美
の
各
先
生
か
ら
有
益
な
御
教
示
・
御
助
言
を
賜
っ

た
。
ま
た
、
折
々
の
機
会
に
、
田
中
雅
和
・
山
本
真
吾
・
佐
々
木
勇
・
青
木
毅
の
各
氏
か
ら

示
唆
に
富
む
御
意
見
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
筆

者
の
力
不
足
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
教
示
を
本
稿
に
は
十
分
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
今
後
研
究
を
進
め
て
い
く
中
で
生
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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On Act-directive-Expressions observed 

in Kakuichi-bon Text of“Heike Monogatari" 

Takuji HARA 

This article is a part of the larger research on the diachronic transformation of internal structure of act叩 directive

expressions in Japanese language. In this discussion， the author focused on Kakuichi-bon Text of Heike-Monogatari and pursued 

the following research questions. 

1) As act-directive-expressions in Heike Monogatari， what kind of forms are observed? 

2) Which functions of act-directive expressions does each form correspond with? 

3) To comprehend the internal structure of act-directive expressions appear吋 inHeike-Monogatari. 

4) Based on the above comprehension， to obtain the diachronic perspective of the transformation of the internal structure of act-

directive expressions 

From the analysis of the text， it is found out that act-directive expressions did not have forms of expression until the 

Heian Period that clearly specified who was the recipient of benefits， the speaker or the hearer. Rather， the forms of expressions 

specified which of the speaker or the hearer had the decision of implementation of an act. It is also revealed that a noteworthy 

form of request，“te+tabe/tabasetamae" was being used during the Kamakura period. ln relation to the absence of subsidiary 

verbs to express receiving benefits in the Heian period， beginning of the use of request form may have a close relationship with 

the development of expressions of benefit-receiving. 


