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『浜松中納言物語』の時間表現

Expressions of time in the “Tale of Hamamatsu Chunagon”

一
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
、「
こ
こ
は
い
と
つ
つ
ま
し
き
か
た
が
た
あ
る
を
、
早

う
」
と
す
す
む
る
も
こ
と
わ
り
と
思
ひ
つ
つ
、
わ
り
な
き
に
、
立
ち
出
づ
べ
き
心
も
せ
ず
。

　

「
わ
が
世
に
も
ま
だ
し
ら
ざ
り
し
あ
か
つ
き
の
か
か
る
別
れ
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な

さ
る
べ
き
人
々
を
置
き
て
、
わ
れ
な
が
ら
あ
や
し
う
夢
の
心
地
し
は
べ
る
を
、
た
だ
ひ
と
と

こ
ろ
の
御
契
り
に
引
か
れ
て
こ
そ
は
べ
り
け
れ
」
と
、
泣
く
泣
く
言
ひ
知
ら
す
る
こ
と
ば
か

り
は
、
わ
が
御
心
に
も
お
ぼ
し
し
ら
る
る
に
、（「
巻
一
」
p70
～
p71
）

　

本
節
で
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
傍
線
部
、「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
」
の
口
語
訳

で
あ
る
。「
全
集（

１
）」
は
「
間
も
な
く
夜
が
明
け
て
し
ま
う
気
持
ち
が
す
る
頃
に
」、「
全
注
釈（
２
）」
は

「
程
な
く
夜
が
明
け
て
し
ま
う
気
持
ち
が
す
る
頃
に
」
と
口
語
訳
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
全
く
同

意
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
両
者
は
「
明
け
ぬ
る
心
地
」
の
助
動
詞
ヌ
ル
を
強
意
と
捉
え
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
で
は
そ
の
解
釈
は
正
し
い
の
か
。
後
接
す
る
中
納
言
の
和
歌
に
は
、「
あ
か
つ
き
の
か
か

る
別
れ
」
と
あ
る
か
ら
、
中
納
言
と
唐
后
と
の
逢
瀬
の
後
朝
の
別
れ
の
時
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
」
の
後
、「
あ
か
つ
き
の
か
か
る
別
れ
」
と
あ
る

の
だ
か
ら
、「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
」
の
段
階
で
は
、「
あ
か
つ
き
」
が
暗
い
時
間
帯

（
午
前
三
時
以
降
）
を
指
す
こ
と
は
、
現
在
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
前
の
時
間
帯

（「
ほ
ど
な
く
…
」
の
時
間
帯
）
は
当
然
暗
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
二
つ
の
口
語
訳
は
、「
夜
が
明
け
て
し
ま
う
」
と
助

動
詞
ヌ
を
強
意
に
訳
す
こ
と
で
解
決
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
反
論
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
点
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
二
人
の
逢
瀬
は
、「
花
い
と
前
近
く
お
も
し
ろ

き
に
」
と
桜
が
満
開
の
季
節
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
行
の
暦
で
は
、
四
月
上
旬
と
い
っ
た
と

こ
ろ
か
。
こ
の
時
期
、
京
都
の
日
の
出
は
、
春
分
過
ぎ
で
あ
り
、
午
前
六
時
頃
と
言
っ
た
と
こ
ろ

か
。
と
す
る
と
、
夜
が
明
け
る
の
は
午
前
五
時
頃
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
午
前
五
時
頃
に
夜
が
明

け
る
事
実
を
捉
え
て
、
午
前
三
時
に
、「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

無
理
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

動
詞
ア
ク
は
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
る
の
が
、
動
詞
ア
ク
の
主
用
法
で

あ
る
こ
と
は
、
自
身
の
論
で
多
く
述
べ
て
き
た（

３
）。「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
」
は
単
純

に
、「
間
も
な
く
明
け
て
し
ま
っ
た
気
持
ち
が
す
る
頃
に
」
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
口
語

訳
す
れ
ば
、
時
間
は
午
前
三
時
に
な
っ
て
お
り
、「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
の
時
間
帯
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
わ
か
る
か
ら
、
以
下
の
整
合
性
に
問
題
は
な
い
。
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そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
に
一
般
的
な
口
語
訳
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

動
詞
ア
ク
が
、「
午
前
三
時
に
な
る
」
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
で
な
い
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
動
詞
ア
ク
に
後
接
す
る
助
動
詞
ヌ
が
強
意
に
訳
さ
れ
る
こ
と
に
は

別
の
問
題
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
点
で
、
中
納
言
（
あ
る
い
は
、
唐
后
と
二
人
）
は
、
ア
カ
ツ
キ
の
到
来
を
知
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。「
心
地
（
気
持
ち
）」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
私
に
は
「
心
地
」
は
「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
」
全
体
を
受
け
て
い
る
と

考
え
る
。

　

暁
の
鐘
、
鶏
の
鳴
き
声
な
ど
で
、
中
納
言
等
は
暁
の
到
来
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

し
て
、
そ
の
時
間
の
到
来
が
、
素
晴
ら
し
い
夢
の
よ
う
な
一
夜
だ
っ
た
か
ら
、「
ほ
ど
な
く
明

け
」
た
「
心
地
」
が
し
た
の
で
は
な
い
か
。

二

　

「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
」
の
用
例
を
上
げ
て
、
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　

い
か
で
あ
は
ん
と
お
も
ひ
つ
ゝ
、
と
し
こ
ろ
か
ら
う
し

　
　
　
　
　

て
四
月
よ
ひ
の
ほ
と
に
き
て
、
ほ
と
な
く
明
け
ぬ
れ
は

　

⑴
182
と
し
月
も
あ
り
つ
る
物
を
時
鳥　

か
た
ら
ひ
あ
へ
ぬ
夏
の
夜
に
し
も
（『
和
泉
式
部
続
』）

　

⑵
人
の
ほ
ど
、
さ
さ
や
か
に
あ
え
か
に
な
ど
は
あ
ら
で
、
よ
き
ほ
ど
に
な
り
あ
ひ
た
る
心
地
し

た
ま
へ
る
う
、
い
か
な
ら
む
、
も
の
も
の
し
く
あ
ざ
や
ぎ
て
、
心
ば
へ
も
た
を
や
か
な
る
方

は
な
く
、
も
の
誇
り
か
に
な
ど
や
あ
ら
む
、
さ
ら
ば
こ
そ
、
う
た
て
あ
る
べ
け
れ
な
ど
思
せ

ど
、
さ
や
な
る
御
け
は
ひ
に
は
あ
ら
ぬ
に
や
、
御
心
ざ
し
お
ろ
か
な
る
べ
く
も
思
さ
れ
ざ
り

け
り
。
秋
の
夜
な
れ
ど
、
更
け
に
し
か
ば
に
や
、
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
。（「
宿
木
」）

　

⑶
例
の
言
多
く
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
更
け
に
け
る
夜
の
名
残
、
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
れ
ば
、

出
で
た
ま
ふ
も
（『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』）

　

以
上
、
用
例
は
三
つ
上
げ
て
お
く
が
、「
ほ
ど
な
く
明
く
」
と
い
う
表
現
は
、
当
然
、
明
け
る

ま
で
の
時
間
が
短
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
好
ま
し
い
出
会
い
や
よ
い
出
来
事
に

よ
っ
て
、
時
間
を
短
く
感
じ
る
場
合
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

一
節
で
問
題
と
し
た
、「
ほ
ど
な
く
明
け
ぬ
る
心
地
す
る
に
」
も
中
納
言
と
唐
后
の
逢
瀬
の
一

夜
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
表
面
上
の
口
語
訳
は
、「
間
も
な
く
明
け
て
し
ま
っ
た
気
持
ち

が
す
る
頃
に
」
で
い
い
の
だ
が
、「
明
け
て
み
る
と
、
本
当
に
そ
の
時
間
は
短
く
感
じ
ら
れ
て
」

と
で
も
訳
す
と
こ
こ
の
部
分
の
口
語
訳
は
文
の
背
後
の
意
味
も
含
め
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

三

　

も
う
一
つ
、
動
詞
ア
ク
の
用
例
。

山
か
た
か
け
池
に
造
り
か
け
て
、
え
も
言
は
ぬ
堂だ
う

の
め
で
た
き
、
別べ
ち

に
立
て
添
へ
て
、
た
て

ま
つ
り
給
は
む
こ
と
を
お
ぼ
し
急
ぎ
て
、
あ
る
時
に
は
、
有
明
の
月
の
い
と
明
か
き
に
、
も

ろ
と
も
に
仏
の
御
前ま

へ

に
わ
た
り
給
ひ
て
、
後ご

夜や

起お

き
し
て
お
こ
な
ひ
給
ふ
折
り
は
、
明
く
る

も
知
ら
で
過
ぐ
べ
き
な
か
ら
ひ
を
、
わ
れ
も
人
も
、
い
く
ほ
ど
の
年
も
積
も
ら
ぬ
に
、
こ
な

た
の
い
と
な
み
に
、
い
み
じ
き
こ
と
を
思
ひ
契
り
過
ぐ
す
も
、
あ
さ
ま
し
う
あ
は
れ
に
か
な

し
う
の
み
、
見
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。（「
巻
二
」

p182
～

p183
）

　

こ
の
「
明
く
る
も
知
ら
で
過
ぐ
べ
き
な
か
ら
ひ
を
」
を
「
全
集
」
は
、「
夜
の
明
け
る
の
も
知

ら
な
い
で
」
む
つ
び
合
い
、
時
を
過
ご
す
夫
婦
の
中
で
は
あ
る
が
」
と
口
語
訳
し
、「
全
注
釈
」

は
「
夜
の
明
け
る
の
も
知
ら
な
い
で
共
寝
を
し
て
過
ご
す
に
ち
が
い
な
い
仲
な
の
に
」
と
口
語
訳

し
て
い
る
。
両
注
の
口
語
訳
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
両
注
と
も
、
動
詞
ア
ク
を
夜
明

け
と
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
明
く
る
も
知
ら
で
」
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
使
用
さ
れ
て

い
る
か
を
考
察
し
よ
う
。「
あ
る
時
に
は
、
有
明
の
月
の
い
と
明
か
き
に
、
も
ろ
と
も
に
仏
の
御

前ま
へ

に
わ
た
り
給
ひ
て
、
後ご

夜や

起お

き
し
て
お
こ
な
ひ
給
ふ
折
り
は
」
が
「
明
く
る
も
知
ら
で
」
に
関

わ
る
時
間
表
現
で
あ
る
。
そ
の
「
後
夜
」
に
つ
い
て
、
全
集
は
、「
読
経
・
礼
拝
な
ど
の
勤
行

（
仏
道
修
行
）
を
、
一
日
を
「
六
時
」
に
分
け
て
す
る
場
合
の
最
後
の
時
間
帯
の
勤
め
。
寅
の
刻

（
午
前
四
時
頃
）。
晨
朝
卯刻
・
日
中
・
日
没
･
初
夜
・
中
夜
・
後
夜
の
六
つ
。『
源
氏
』
松
風
「
入

道
、
例
の
後
夜
よ
り
も
深
う
起
き
て
、
鼻
す
す
り
う
ち
し
て
行
ひ
い
ま
し
た
り
」」
と
注
釈
が
行

わ
れ
て
い
る
。
後
夜
に
つ
い
て
の
注
釈
は
正
し
い
。
二
人
は
後
夜
の
勤
め
を
す
る
時
間
、
午
前
三

時
か
ら
起
き
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、「
有
明
の
月
の
い
と
明
か
き
に
」
か
ら
も
了
解

さ
れ
る
。
午
前
三
時
以
降
出
て
い
る
月
が
「
有
明
の
月
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

４
）。

　

と
な
る
と
、
こ
こ
で
の
文
章
の
つ
な
が
り
具
合
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。

①
二
人
は
午
前
三
時
か
ら
お
参
り
を
し
て
い
た
。

②
「
夜
の
明
け
る
の
も
知
ら
な
い
で
」
む
つ
び
合
い
、
時
を
過
ご
す
夫
婦
の
仲
で
は
あ
る
が

と
い
う
珍
妙
な
続
き
方
に
な
る
。
そ
の
珍
妙
な
理
由
は
ど
の
辺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
第
一
・
二
節

で
検
討
し
た
こ
と
と
同
じ
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
本
来
な
ら
、
後
に
二
、
三
時
間
先
ま
で
も
同
衾
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し
て
い
て
も
不
思
議
で
な
い
夫
婦
が
、
午
前
三
時
か
ら
お
参
り
し
て
い
た
と
い
う
の
は
や
は
り
解

せ
な
い
。

　

そ
れ
に
、
仲
の
よ
い
夫
婦
は
夜
明
け
ま
で
同
衾
す
る
の
が
普
通
の
こ
と
か
と
い
う
問
題
が
そ
の

根
本
に
あ
る
。
夫
は
暁
の
鐘
と
と
も
に
女
の
許
を
さ
る
の
が
当
時
の
常
識
で
は
な
い
の
か
。
だ
か

ら
こ
そ
、『
枕
草
子
』
で
は
、
女
の
家
に
泊
ま
っ
た
男
が
暁
に
す
る
行
為
を
「
暁
に
か
へ
ら
ん
人

は
」（
六
○
段
）
と
描
写
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

時
代
は
少
し
下
る
が
、「
あ
く
る
も
し
ら
で
」
に
は
、
こ
ん
な
歌
も
あ
る
。

　
　
　
　

秋
月

　

380
天
津
空
み
ち
も
や
ど
り
も
し
ら
雲
の　

あ
く
る
も
し
ら
て
月
を
み
る
哉
（『
順
徳
院
Ⅰ
』）

　

こ
の
歌
は
、「
あ
く
る
も
し
ら
て
」
月
を
見
て
い
る
の
だ
か
ら
、
明
け
た
後
ま
だ
暗
い
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
で
の
動
詞
ア
ク
は
平
安
時
代
に
広
く
使
用
さ
れ
た
午
前
三
時
に

な
る
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。

　

振
り
返
っ
て
、
本
節
の
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
用
例
も
、
そ
の
意
味
で
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
普
通
な
ら
、
午
前
三
時
と
言
え
ば
、
ま
だ
起
き
て
も
こ
な
い
お
二
人
な
の
に
」
が
私
解
で
あ
る
。

四

　

次
も
「
後
夜
」
で
あ
る
。

心
深
う
あ
は
れ
な
る
御
物
語
り
に
、
あ
か
つ
き
方
に
も
な
り
ぬ
。

　

後ご

夜や

の
お
こ
な
ひ
も
御み

堂だ
う

に
入い

り
給
ひ
て
、
姫
君
に
も
、「
か
か
る
住
ま
ひ
な
る
人
の
、

む
げ
に
引
き
入
り
、
あ
ま
り
も
の
遠
き
や
う
な
る
も
、
す
さ
ま
じ
き
も
の
ぞ
。
人
に
よ
り
て

ぞ
心
も
つ
か
ふ
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
、
お
し
な
べ
て
、
い
か
に
な
ど
、
す
ず
ろ
は
し
う
思
ひ

聞
こ
ゆ
べ
き
に
も
も
の
し
給
は
ざ
ん
め
り
。
も
の
の
た
ま
は
ば
、
御
答こ

た

へ
な
ど
聞
こ
え
給

へ
」
と
教
へ
お
い
給
ふ
。

　

明
け
ゆ
く
ま
ま
に
、
月
い
よ
い
よ
澄
み
ま
さ
り
て
、
滝た

き

の
音お
と

も
松
風
の
ひ
び
き
も
、

 

（「
巻
三
」

p282
）

　

本
節
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
明
け
ゆ
く
ま
ま
に
、
月
い
よ
い
よ
澄
み
ま
さ
り
て
」
の
部
分
で

あ
る
。
夜
が
明
け
て
ゆ
く
と
、「
月
が
い
っ
そ
う
澄
み
き
っ
て
」（「
全
集
」）
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
、
実
際
問
題
と
し
て
お
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
は
こ
の
複
合
動
詞
ア
ケ
ユ
ク
を
問
題
に
す
る

が
、
ま
ず
こ
こ
で
の
時
間
関
係
を
述
べ
て
お
く
。
中
納
言
が
尼
君
と
語
ら
っ
て
い
る
う
ち
に
、

「
あ
か
つ
き
方
に
も
な
り
ぬ
」
と
あ
る
。
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
は
午
前
三
時
過
ぎ
の
意
味
な
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た（

５
）。

　

そ
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
、
次
の
「
後ご

夜や

の
お
こ
な
ひ
も
御み

堂だ
う

に
入い

り
給
ひ
て
」
も
理
解
で

き
る
。「
後
夜
」
の
行
は
午
前
三
時
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
は
既
に
前
節
ま
で
に
説
明
し
た
。

　

「
あ
か
つ
き
方
に
も
な
り
ぬ
。」
を
「
明
け
方
に
も
な
っ
て
し
ま
う
」（「
全
集
」）
や
、「
夜
明

け
方
に
な
っ
て
し
ま
う
。」（「
全
注
釈
」）
と
口
語
訳
す
る
の
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
指
摘

し
て
お
く
。
こ
の
時
点
で
重
要
な
こ
と
は
、
午
前
三
時
な
の
だ
か
ら
、
ま
だ
真
っ
暗
だ
と
い
う
こ

と
だ
。「
明
け
方
」
や
「
夜
明
け
方
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

複
合
動
詞
ア
ケ
ユ
ク
の
意
味
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た（

６
）。
暁
（
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
の

間
）
を
時
が
経
過
す
る
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。
こ
の
日
は
、
先
に
、「
今
宵
は
十
五
夜
ぞ
か
し
。」

と
あ
る
か
ら
、
八
月
十
五
日
で
あ
っ
た
。
旧
暦
の
八
月
だ
か
ら
、
一
般
的
に
は
午
前
六
時
頃
日
の

出
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ア
ケ
ユ
ク
時
間
帯
に
予
想
さ
れ
る
事
態
は
、
夜
の
ま
ま
と
言

え
る
状
態
か
そ
の
最
後
の
時
間
帯
に
は
、
夜
の
底
が
少
し
動
く
程
度
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
状

態
で
は
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
こ
で
の
ア
ケ
ユ
ク
時
間
帯
は
暗
い
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
時
間
的
背
景
を
考
慮
し
な
い
と
、「
月
い
よ
い
よ
澄
み
ま
さ
り
て
」
と
い
う
事
態
は
起

こ
ら
な
い
こ
と
を
こ
の
節
で
は
述
べ
て
お
く
。

五

　

次
は
、「
明あ
け

方が
た

」
で
あ
る
。

長
き
夜
す
が
ら
聞
こ
え
明
か
し
給
ふ
に
、
明あ

け

方が
た

の
月
心
細
き
に
、
空
は
浅あ
さ
み
ど
り緑に
さ
え
わ
た
り

て
、（「
巻
四
」

p337
）

　

短
い
用
例
な
の
で
全
文
の
口
語
訳
を
上
げ
る
。

長
い
夜
通
し
お
話
申
し
上
げ
、
夜
を
お
明
か
し
に
な
る
。
明
け
方
の
月
が
心
細
く
光
る
上
に
、

空
は
浅
緑
色
に
冴
え
渡
っ
て
、（「
全
集
」）

長
い
夜
の
間
中
、
お
話
し
申
し
上
げ
な
さ
る
と
、
夜
明
け
方
の
月
が
心
細
く
見
え
る
様
子
で
、

空
は
浅
緑
に
冴
え
渡
っ
て
（「
全
注
釈
」）

　

両
口
語
訳
に
大
き
な
差
異
は
な
い
。「
夜
す
が
ら
」
は
「
全
注
釈
」
に
指
摘
が
あ
る
が
、
用
例
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の
限
定
さ
れ
る
語
だ
が
、
意
味
は
「
夜
も
す
が
ら
」
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
。
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
は
一

晩
中
の
意
味
だ
が
、
現
在
の
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
と
違
う
の
は
、
そ
の
終
了
時
点
が
午
前
三
時
で
あ
る
こ

と
だ
っ
た（

７
）。「

聞
こ
え
明
か
し
給
ふ
に
」
の
動
詞
ア
カ
ス
は
午
前
三
時
ま
で
の
時
間
を
経
過
す
る

意
味
で
あ
っ
た（

８
）。
た
だ
、
こ
こ
で
の
用
例
の
よ
う
に
、
複
合
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
き
は
、

上
接
す
る
動
詞
の
行
為
を
午
前
三
時
ま
で
続
け
る
意
味
に
な
る
（
単
独
用
法
で
も
、
複
合
語
と
し

て
の
用
法
で
も
、
本
質
的
意
味
は
変
わ
ら
な
い
）。

　

こ
の
箇
所
を
く
ど
く
口
語
訳
す
る
な
ら
、「
午
前
三
時
ま
で
の
長
い
夜
の
時
間
を
、
お
話
を
な

さ
っ
て
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。」
と
な
る
。

　

時
間
は
午
前
三
時
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
間
が
「
明
方
」
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
ア
ケ
ガ
タ
と
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
と
は
同
じ
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
同
じ
時
間
帯
で
あ
る

こ
と
は
、
次
の
用
例
で
わ
か
る
。

　
　
　
　

わ
か
る
ゝ
恋

　

⑴
193
い
で
て
行
く
あ
か
つ
き
が
た
の
ま
き
の
戸
を
お
し
あ
け
が
た
の
わ
か
れ
か
な
し
も

 

（「
為
忠
」）

　

⑵
311
ま
ど
ろ
ま
で
な
が
む
る
月
の
明
方
に
ね
覚
や
す
ら
ん
衣
う
つ
也

　
　
　
　
　

   

こ
な
た
は
月
を
夜
も
す
が
ら
な
が
め
明
し
ぬ
る
に
、
暁
が
た
、
き
ぬ
た
の
を
と
す
る

は
、
い
ま
ね
覚
め
し
て
衣
を
う
つ
か
と
也
。（『
拾
遺
愚
草
抄
出
聞
書（

９
）』）

　

⑴
の
用
例
は
、「
あ
か
つ
き
が
た
」
に
「
ま
き
の
戸
を
お
し
あ
け
」「
あ
け
が
た
」
に
別
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
朝
の
別
れ
で
あ
り
、
詞
書
の
「
わ
か
る
ゝ
恋
」
で
あ
る
。「
あ
か
つ
き
が

た
」
は
「
あ
け
が
た
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

　

⑵
の
用
例
は
時
代
が
や
や
下
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
本
歌
と
加
注
の
関
係
は
、
和
歌

と
口
語
訳
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
歌
の
「
明
方
」
を
、
注
で
は
「
暁
が
た
」
と
い
っ
て
い
る
の
が

わ
か
る
。

　

従
来
、
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
は
「
暁
の
頃
」
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
先

に
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
は
暁
の
始
ま
り
部
分
を
い
う
と
い
う
私
見
は
示
し
て
お
い
た
。

　

そ
の
一
理
由
は
、
⑵
の
用
例
の
加
注
部
分
の
よ
う
に
、「
夜
も
す
が
ら
な
が
め
明
し
ぬ
る
に
、

暁
が
た
」
の
よ
う
に
、「
よ
も
す
が
ら
」「
明
か
す
」
と
「
あ
か
つ
き
が
た
」
に
な
る
よ
う
な
例
や
、

動
詞
ア
ク
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
使
用
さ
れ
る
例
な
ど
が
多
い
こ
と
。
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
に
鐘
が
な
っ

て
い
る
例
が
少
な
い
が
あ
る
こ
と
。
な
ど
だ
っ
た
。
従
来
、
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
な
ど
の
カ
タ
は
お
お

む
ね
の
時
間
を
指
す
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
私
見
は
、
時
間
帯
を
表
す
語
に
後
接
す
る
カ
タ

は
そ
の
時
間
帯
の
開
始
時
間
帯
を
示
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
に
比
べ
る
と
ア
ケ
ガ
タ
の
用
例
は
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
に

対
応
し
た
用
例
が
あ
る
こ
と
や
、
本
来
、
動
詞
ア
ク
は
午
前
三
時
に
な
る
意
味
だ
っ
た
が
、
ア
ケ

ガ
タ
に
は
そ
の
動
詞
ア
ク
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、「
散
り
方
」
な
ど
と
同

様
に
、
そ
の
動
詞
の
行
為
の
開
始
時
点
を
い
う
と
い
う
の
が
私
見
だ
っ
た
。

　

口
語
訳
部
分
の
「
明
け
方
」、「
夜
明
け
方
」
は
ま
ず
間
違
い
で
あ
る
。

　

次
の
、「
空
は
浅あ

さ
み
ど
り緑
に
さ
え
わ
た
り
て
」
の
部
分
の
口
語
訳
で
あ
る
。
緑
色
は
広
く
青
も
含
む

こ
と
は
近
年
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
視
点
を
変
え
て
、
現
代
書
道
の
墨
の
種
類
に
、
茶
墨
、
青
墨
な
ど
が
あ
る
こ
と
は
、
こ

ん
に
ち
わ
れ
わ
れ
の
常
識
で
あ
る
。
た
だ
、
茶
墨
や
青
墨
と
言
っ
て
も
、
墨
な
の
だ
か
ら
原
則
は

黒
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
わ
ず
か
に
、
赤
味
を
帯
び
た
り
、
青
味
を
帯
び
た
り
発
色
す
る
墨
を

茶
墨
、
青
墨
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
「
浅
緑
」
も
そ
れ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
午
前
三
時
の
空

で
あ
る
か
ら
原
則
黒
い
。
わ
ず
か
に
、
月
に
照
ら
さ
れ
て
か
青
味
を
帯
び
て
い
た
、
そ
れ
を
、

「
浅
緑
」
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六

　

最
後
は
二
つ
の
「
入
相
の
鐘
」
で
あ
る
。

　

夕
暮
れ
の
空
、
い
と
深
く
霞か
す

み
わ
た
り
て
、
内
も
外と

も
人
の
音お
と

も
せ
ず
、
か
す
か
に
い
み

じ
き
に
、
聖ひ

じ
りの
、
入い

り

相あ
ひ

の
鐘
の
声
ば
か
り
ぞ
聞
こ
ゆ
る
。

　
　

奥
山
の
夕
暮
れ
が
た
の
さ
び
し
き
に
い
と
ど
も
よ
ほ
す
鐘
の
音お

と

か
な

　

う
ち
な
が
め
わ
た
い
給
ふ
夕ゆ

ふ

映ば

え
は
、
い
と
ど
し
き
ま
で
め
で
た
く
見
え
給
ふ
。「
今
日

も
暮
れ
ぬ
と
ば
か
り
は
、
こ
の
鐘
の
音お

と

に
聞
き
過
ご
し
侍
る
ほ
ど
を
、
推お

し
量は
か

ら
せ
給
ふ
こ

と
」
う
ち
泣
き
給
ひ
て
、

　
　

明
け
暮
れ
も
山
の
か
げ
に
は
分
か
れ
ぬ
を
入
相
の
鐘
に
こ
そ
知
れ

な
ど
う
ち
泣
き
交か

は

し
給
ふ
ほ
ど
に
、（「
巻
三
」

p216
～

p217
）

　

ま
ず
、「
入
相
の
鐘
」
で
あ
る
。「
日
没
に
つ
く
て
ら
の
鐘
。
晩
鐘
・『
類
従
名
義
抄
』「
日
没　

イ
リ
ア
ヒ
」」
と
「
全
集
」
の
方
は
ご
く
一
般
的
な
注
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
全
注
釈
」
は
「「
入
相
」
と
は
た
そ
が
れ
時
。」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
。

　

結
論
か
ら
述
べ
る
。「
入
相
の
鐘
」
は
午
後
五
時
に
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
だ
っ
た
。「
全
集
」
に
も
引
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用
さ
れ
て
い
る
『
類
従
名
義
抄
』
の
「
日
没　

イ
リ
ア
ヒ
」
の
記
述
に
つ
い
て
述
べ
る
。
当
時
、

鐘
は
原
則
、
六
時
の
鐘
と
し
て
鳴
ら
さ
れ
た
。
六
時
は
晨
朝
、
日
中
、
日
入
、
初
夜
、
中
夜
、
後

夜
の
、
日
に
六
回
行
わ
れ
る
礼
拝
･
勤
行
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、「
日
入
」
は
日
没
と

も
言
わ
れ
て
い
た
。『
類
従
名
義
抄
』
の
「
日
没　

イ
リ
ア
ヒ
」
の
記
述
は
ま
さ
に
こ
の
「
日

没
」
だ
っ
た
。
イ
リ
ア
ヒ
の
鐘
が
太
陽
の
日
没
時
に
な
る
鐘
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
六
時
の

鐘
の
一
の
名
称
を
普
通
名
詞
の
日
没
と
捉
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
珍
解
釈
だ
っ
た
。

　

こ
の
段
で
も
、「
夕
暮
れ
の
空
、
い
と
深
く
霞か

す

み
わ
た
り
て
」
と
あ
っ
て
、
霞
が
深
く
か
か
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、「
う
ち
な
が
め
わ
た
い
給
ふ
夕ゆ

ふ

映ば

え
は
、
い
と
ど
し
き
ま
で

め
で
た
く
見
え
給
ふ
」
と
、
霞
が
オ
レ
ン
ジ
色
に
染
ま
っ
て
、
夕
ば
え
の
光
を
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
あ
く
ま
で
、
日
没
の
状
態
か
は
不
明
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
入
相
の
鐘
日
没
説
の
背
景
に
は
、

当
時
の
時
刻
法
は
不
定
時
法
だ
っ
た
と
い
う
考
え
が
背
後
に
あ
っ
て
、
入
相
の
鐘
日
没
説
が
生
じ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
は
太
陽
の
沈
む
姿
は
見
え
な
く
て
も
、
実
際
に
は
霞
の
向
こ
う
に
太
陽

が
沈
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
反
論
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
段
で
も
そ
う
だ
が
、

入
相
の
鐘
に
「
今
日
も
暮
れ
ぬ
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
反
論
を
許
さ
な
い
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。七

　

も
う
一
つ
の
「
入
相
の
鐘
」
の
鳴
る
「
夕
暮
れ
」
の
場
面
で
あ
る
。

今こ

宵よ
ひ

は
二
十
一
日
に
て
、
方
か
た
た
が違
ふ
べ
か
り
け
れ
ば
、
夕
つ
方
出
で
給
ふ
ほ
ど
、
山
風
涼
し
う

吹
き
た
る
に
、
入い

り

相あ
ひ

の
鐘か

ね

の
ひ
び
き
添
ひ
た
る
も
、
吉よ
し

野の

の
山
に
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
。
立
ち

か
へ
り
や
す
ら
ひ
て
、
出
で
も
や
り
給
は
ず
。

　
　

思
ひ
出
づ
や
見
し
山
か
げ
の
夕
暮
れ
に
心
細
さ
は
お
と
り
こ
そ
せ
ね

　

い
と
な
や
ま
し
な
が
ら
、
す
こ
し
起
き
上
が
り
て
見
送
り
給
へ
る
も
、
つ
ね
よ
り
こ
と
に

立
ち
離
れ
に
く
う
お
ぼ
さ
る
る
に
、

　
　

住
み
馴な

れ
し
峰み
ね

の
松
風
そ
れ
と
た
だ
聞
き
わ
た
す
に
も
も
の
ぞ
か
な
し
き

　

い
と
か
う
さ
ま
こ
と
に
、
あ
は
れ
に
た
ぐ
ひ
な
き
御
仲
の
思
ひ
を
、
い
と
ほ
し
う
、
暮
る

る
ま
ま
に
は
、
式し

き

部ぶ

卿き
や
うの
宮
、
例
の
、
い
と
あ
な
が
ち
な
る
さ
ま
に
か
へ
て
、
今こ

宵よ
ひ

か
な
ら

ず
率
て
隠
し
て
む
と
お
ぼ
し
て
、
お
は
し
ま
し
ぬ
め
り
。
い
か
な
ら
む
と
ぞ
。

　

「
夕
つ
方
」
に
「
入
相
の
鐘
」
が
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、「
暮
る
る
ま
ま

に
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、「
暮
れ
る
と
す
ぐ
に
」
の
意
味
で
あ
り
、「
夕
つ
方
」
と
ほ
ぼ
同
義
語

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
態
が
、
夕
方
午
後
五
時
な
い
し
、
そ
の
あ
と
少
し
の
時
間
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。「
全
集
」
な
ど
の
注
釈
の
問
題
点
を
い
ち
い
ち
問
題
に
し
な
い
が
、
動
詞
「
暮
る
」
や

「
入
相
の
鐘
」
の
意
味
が
違
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
口
語
訳
は
問
題
が
あ
る
の
だ
っ
た
。

注

（
１
）  

池
田
利
夫
校
注
･
訳
『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
27　

二
○
○
一

年　

小
学
館
）
以
下
「
全
集
」
と
略
称
。
な
お
、
本
論
の
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
本
文

引
用
は
本
「
全
集
」
に
よ
っ
た
。

（
２
）  

中
西
健
治
著
『
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
』（
二
○
○
五
年　

和
泉
書
院
）　

以
下
「
全
注

釈
」
と
略
称
。

（
３
）  

拙
稿
「「
明
く
」
考
」（
一
九
九
五
年　

『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
』
第
46
巻
）

ほ
か

（
４
）  

拙
稿
「
ア
リ
ア
ケ
と
ア
ケ
グ
レ
」（
一
九
九
九
年　

『
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
17
巻
）

（
５
）  

拙
稿
「
ア
ケ
ガ
タ
考
」（
二
○
○
○
年　

『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
』
第
51
巻
）

（
６
）  

拙
稿
「
ア
ケ
ハ
ツ
考
」（
二
○
一
三
年　

『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
』
第
64
巻
）

（
７
）  

拙
稿
「
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
考
」（
一
九
九
九
年　

『
同
志
社
女
子
大
学
学
術
研
究
年
報
』
第
50

巻
）

（
８
）  

同
右

（
９
）  

石
川
常
彦
『
拾
遺
愚
草
古
注
〈
上
〉』（
一
九
八
三
年　

三
弥
井
書
店
）
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