
上
代

 
去
る
と
い
う
こ
と

一

 
上
代
に
お
い
て
、
去
る
と
い
う
動
詞
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ

っ
た

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
こ

こ
で
問
題
と
な
る
去
る
と
い
う
語
の
意
味
に
つ
い
て
、

一
般
的
理
解
を

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
』
(以
下
、
時
代
別
と
略
記
)
に
見
て

お
く
。
三

さ

る

[
去
]

(
動

四
)

 
①

進

行
す

る
。

移

動
す

る
。

 
②

や

っ
て
来

る
。

時
間

が

到
来

す

る
。

 
③

去

る
。

離
れ

る

。

 
④

避

け

る
。
辞

退

す

る
。

 

以
上

、
項

目

を
羅
列

し
た
結

果

注
意

し

た

い

の
は
、
②

の
記

述

で

あ

る
。
②

の
よ

う

に

「
去

る

」

が

「
(
こ
ち

ら

に

)
来

る

」

と

い
う
意

味

を
表

す

と

い
う

の
は

、
今

日
的

理
解

に
沿

わ
な

い
と
考

え

る

の
が

自
然

で
あ

ろ

う
。

「
去

る
」
と

「
来

る
」
と

は

、

意
味

上

対

を

な

し
て

い

る

と

思

わ
れ

る

の
に
、

上
代

語

と

し
て
は

何
故

に

こ
れ
ら

の
両

立
が

許

さ

れ

る

の
か

。

こ

の
疑

問
を

念

頭

に

、
「
去

る
」

の
語
意

を

考

察
す

る
。

そ

し

て
、

こ
れ
に

関
わ

る

「
夕

去
れ

ば
」

と

い
う

語
法

に

つ
い
て
触

れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
秦
 

一
浩

る

。

 
用
例
の
検
討
は
萬
葉
集
を
中
心
と
す
る
。
(集
中
の
用
例
は
、
適
宜

稿
末
の
分
類
表
を
参
照
。
)
が
、
本
稿
が
意
味
を
考
察
す
る
目
的
を
掲

げ
る
以
上
、
訓
み
に
疑
義
あ
る
場
合
も
あ
る
も
の
の
、
記
紀
に
お
け
る

「去
る
」
に
つ
い
て
も
対
象
と
す
る
三
)。

 

「
去

る

」

の
語

意

に

、

一
見

認

し

く

思

わ

れ

る

「
去

る

」
と

「
来

る

」
と

の
両

立

を
認

め

た
論

と

し

て

、
徳

田
浮

「
「
夕

さ
れ

ば

」
考

」

三
)
が

あ

る

。

こ
れ

は
、

も

と

も

と

、
種

々

の
説

に
揺

れ

て

い
た

「
夕

さ
れ

ば
」

と

い
う
語

法

に

つ
い
て

(
以

下

「
夕

さ
れ

ば
」

と

し
か

記
さ

な

い
け
れ

ど

も
、

同
類

の

「
[時

季

を
表

す
名

詞

]

+

[
さ
る

]
」

と

い

う

形
式

を

便

宜
的

に

「
夕

さ
れ

ば

」

に
代

表

さ

せ

る

)
「
夕

さ

れ
ば

」

は

「
夕

去

れ

ば

」

で
あ

る

と
す

る
結

論
を

導

く

過

程
に

お

い
て
、

「
去

る

」

の
語
意

が
結

果

と
し

て
来

る
と

い
う
意

に

な

り
う

る

こ
と
を

論
証

し

た

の
で

あ

っ
た
。

翻

つ
て

こ
こ

に

「
し

ざ

る

」
「
ゐ
ざ

る
」

な

ど

い
ふ

語
が

あ

る
。

し
ざ

る
は

郁
行

の
意

で
あ

つ
て
、
言
海

に
よ

れ
ば
後

去

の
略

か

と

し

て
あ

る
。
故

に

さ

る
は
進

行

・
移

動

の
意

で
あ

る
。

ゐ

さ
る

は

一42一



膝
行

の
意
で
あ
つ
て
ゐ
の
意
は

(中
略
)

一
寸
停
立
す
る
こ
と
で

あ
る
。
躇
居
、
座
居
の
貌
で
あ
る
。
故
に
ゐ
さ
る
は
踵
居
の
貌
で

進
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
る
は
進
行

・
移
動
の
意
で
あ
る
。

(中
略
)
秋
去
れ
ば
、
春
去
れ
ば
な
ど
は
現
在
時
は
秋
又
は
春
に

あ
ら
ざ
る
に
時
季
の
遷
り
廻
つ
て
こ
こ
ま
で
秋
又
は
春
が
進
行
す

る
と
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
詳
す
る
と
、
秋
が
来
る
と
、
春
が

来
る
と
と
な
る
。
故
に
さ
る
の
原
意
は
進
行

・
移
動
の
意
な
れ
ど

意
鐸
す
る
と
来
る
、
至
る
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
以

上

の
結

論
部

に

お

い
て

、
去

る
と

い
う

語
は

、

今

日
理
解

さ

れ

る

よ
う

な

方

向

を

本
来

持

た

ず

、
文

脈

に
よ

っ
て

「
(
こ
ち
ら

か

ら

あ
ち

ら

へ
)
去

る
」

や

「
(
あ

ち
ら

か

ら

こ
ち

ら

へ
)

来

る
」
と

い

っ
た
意

味

(
こ

の
よ
う

に
方

向

を
有

し

て

い
る

こ
と

を

今
仮

に

「
方

向
性

」

と

称

す

る

(四
留)

を

獲

得

す

る

も

の
と
解

釈

さ

れ

て

お

り
、

そ
れ

ま

で

定

説
を

見

な

か

っ
た

「
夕

さ
れ

ば

」
と

い
う
語

法

は

「
去

る
」

の
語

意

か

ら

統

一
的

に
説

明

さ
れ

て

い
る

。
「
原

意

」

が
無

方

向

性

で
あ

る

が

ゆ

え

に

、
相

反
す

る

方
向

を
示

す

場
合

に
も

用

い
う

る
、

と

い
う

こ

の
説

明
は

合

理
的

で
も

あ

る
。
が

、

合
理
的

で
あ

る
だ

け
に

相
応

の
根

拠

が

必
要

で
あ

ろ
う
。

 
根

拠

の

一
つ
と

し

て

「
し

さ

る
」
「
ゐ
ざ

る
」

と

い
う

語

か

ら
原

意

が
知

ら

れ

る
と

す

る

の
は
、

こ
れ

ら
が
複

合
語

で
あ

る
と

い
う

点

に
闇

題
が

あ

ろ
う

。
複

合

語

の
性
質

を
、

具
体

例

「
わ

た

る
」

に

つ
い
て
ま

と

め
た

記
述

(五
)
を

見

て
お
く

。

動
詞
の
接
合
す
る
前
後
関
係
で
み
る
と
、
「
わ
た
る
」
は
後
項
の

要
素
に
な
る
場
合
は

「
一
方
か
ら
他
方
に
移
動
す
る
」
と
い
う
具

体
的
な
動
作
を
表
す
場
合
も
あ
る
が
、

聞
き
つ
や
と
君
が
問
は
せ
る
ほ
と
と
き
す
し
の
の
に
濡
れ
て
こ

ゆ
鳴
き
渡
る

(従
此
鳴
綿
類
)
(万

―
九
七
七
)

動
作

性

の
具

象
的

意

味
が

薄

れ
、

補
助

動

詞
と

し

て

「
ず

っ
と
…

す

る

」

「
一
様

に

…
す

る

」

の
意

に

用

い

ら
れ

て
、
次

の

「
思

ひ

渡

る

」

の
ほ
か

、
「
恋

ひ
渡

る
」

「
咲

き

渡

る
」
「
冴

え
渡

る
」

「
凍
り

渡

る

」
な

ど
数
多

く

の

例
が

見
え

る
。

す

な

わ

ち

「
し

さ

る

」

「
ゐ

ざ

る

」

に

お

い

て
認

め
ら

れ

る

「
さ

る
」
語
意
は
、
本
来
の

「動
作
性
の
旦
ハ象
的
意
味
が
薄
れ
」
た
複
合
語

と
し
て
の
意
味
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
原
意
の

無
方
向
性
が
複
合
語
の
中
に
残
存
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
複
合
語

で
あ
る
た
め
に
方
向
性
が
不
在
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
こ
れ
に
よ
り
、
複
合
語
の
形
の
中
に
原
意
が
後
世
ま
で
保
た
れ

た
と
い
う
考
え
方
を
全
く
否
め
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
無
方
向

性
を
支
持
す
る
根
拠
と
し
て
は
慎
重
を
要
す
る
。
ま
た
、
「
し
さ
る
」

「ゐ
ざ
る
」
と
い
う
形
が
」⊥
代
語
の
用
例
を
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
の

は
や
は
り
不
安
を
残
す
。

或
い
は
ま
た
、
「去
る
」
の
無
方
向
性
の
意
味
を
確
認
す
る
上
で
、

 
…
こ
の
蟹
や
何
処
の
蟹
百
伝
ふ
角
鹿
の
蟹
横
さ
ら

(佐
良
)
ふ
何

 
処
に
到
る
…

(応
神
記
)

と

い
う

例
を

引

い
て

説
か

れ

る

こ
と

も
多

い
が

、

「
去

る
」

と

い
う

動

作

の
主

体

に
は

「
こ

の
蟹

」

と
近

称
指

示

語
が

付

さ

れ

て
お
り

、
詠

者

43



の
近

辺

に

い
る

「
こ
の
蟹

」
が

移

動

し

て
ゆ
く
様

が

表

現
さ

れ

て

い
る

か
ら

、

文

脈
上

、

時

代

別
③

の
よ

う

に

「
去

る
」
「
離

れ

る
」

と
解

し

て
支

障

は
な

く
、

無
方

向

性

を
示

す

根
拠

と

し
て
明

ら

か

で
は
な

い
だ

ろ

う
。

 
こ
こ
で
、
「
去
る
」
と
い
う
語
の
表
記
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た

い
。
表
意
を
目
的
と
し
た
用
字
は
、
同

一
の
訓
み
を
も
ち
な
が
ら
多
様

な
あ
り
方
を
示
す
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
れ
は
或
る
和
語
意
の
性
質
が

用
字
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
和
語
の
意
味
範

疇
を
知
る
上
で
参
考
と
な
る
。

 
上

代

に
お

い
て

「
さ

る
」

と

い
う

訓
み

が
妥
当

す

る
表

意

文
字

と

し

て
は

、
「
去

」

以
外

に

、
「
離

」

「
避

」

「
僻
」

「
退

」

「
謙

」

「
辞

」

と

い

っ
た

用
字

が

あ

る

(
萬

葉

集

中

に
確

認

で
き

る
の
は

、

前

三

例

)
。

こ

れ

ら

を

}
眸

し

て

み

る
と

、

「
さ

る
」

に
方

向
性

が

な

い
と

は

考

え

が

た

い
。

重

要

だ
と
思

わ

れ
る

の
は
、

こ
う

い

っ
た

用
字

が
全

く
恣

意

に

よ
る

の

で
な

く

て
漢

文

脈
に

お

け

る

「
去

」
字

の
用
法

か
ら

裏
付

け

ら

れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

漢

文

脈
上

の
用
法

の
あ
り

方
を

概
観

し
て

お
く

の
に

通
用

の
辞

典

か
ら

項

目

だ
け

拾

っ
て
み

る

ニ
ハ)。

(
漢
籍

用
例

本
文

の
注

釈

中
、

別
字

に
置

き

換
え

る
形

で
の
説

明
が

あ

る
も

の
は

そ

の
字

を

挙
げ

る

七̂
)。
)

は
な

れ

る

(
離

)
。
う

つ
る

(
移
)
。
た

ち

の
く

。

行

く

(
行

)
。

お
ち

る

(
落

)
。

さ
け

る

(
避

)
。

見
す

て
る
、

放
棄

す

る

。
う

し
な

う

(
亡

)
。

そ

な

く

(
乖

)
。

の
ぞ

く

(
徹

・
除

)
。
と

く

(
繹

)
。
す

て

る

(棄

)
。

へ
ら

す

、

の
け
る

(減

)
。

こ
ろ
す

(
殺

)
。

と
が

め

し
り

ぞ

け
る

(
罪
退

)
。
お
う

、

か

り
た

て

る

(
駆

逐

)
。

 

以
上

の
記
述

か
ら

、

「
去

」
字

は

、

こ

こ
か

ら
離

れ

る
、

な

く

な

る

と

い
う
意
味

合

い
で
統

一
的

に
把
握

さ

れ

る
も

の
で
あ

る

と

い
え

る
。

(
た
だ

し

、
前

に
上

代

の
例
と

し

て
挙

げ

た

「
謙

」

「
辞

」

は

確

認

で

き
ず

、
現

時
点

で

こ
れ
ら

は

和
文

脈
上

の
理

解

に
よ

る
訓

み

で
あ

る
と

い
う
に
と

ど

ま

る
。

が
、

既

に
時

代

別

の
記
述

に
見

た

よ
う

に
、

辞
退

の
意
は

、
離

れ

る

・
避
け

る
意
か

ら
導

か

れ
た

も

の
と
考

え

て

一
応

の

説

明
は

つ
き

、

そ

の
意
味

で
漢
文

脈

に
お

け

る

「
去

」
字

の
あ

り
方
を

捉
え

る

こ
と

は

必
要

で
あ

る

。
)

 

そ
も

そ
も

「
去
」
字

は

、

空

っ
ぽ

の
器

か
ら

ふ
た

を

は
な

し

た
さ

ま

に
よ
り

、

の
け

る
、

ひ

い

て

「
さ
る

」
意

を
表

す
よ

う

に
な

っ
た
も

の

と

説

か
れ

る

(八
}。

と
す

る
な

ら

、

本

来

「
去

」
字

の
語

性

は

離

れ

る

方

向
性

に
基

づ

く
も

の
と

考

え
ら

れ

、
そ

の

「
原
意

」

か
ら

実
体

的

な

行

動
が

表

現
さ

れ
た

も

の
と

推
察

さ

れ

る
。
結

果
と

し
て
、

と

も
か

く

「
来

る
」

と

い
う
意

味

を
表

す

こ
と

が
な

い
の
は
確

認

で
き
、

こ
の
よ

う
な
意

味

を

も

つ

「
去

」
字

を

用

い
て

「
さ

る
」

と

い
う

語
が

表

現
さ

れ

て

い
る

こ
と

を

思

え
ば

、

「
去

る
」

が
無

方
向

性

で
あ

っ
た

と

い
う

の
は
考

え

に
く

い
。

次
に

「
去
」
と
い
う
用
字
に
よ
り
表
現
さ
れ
た
訓
み
の
あ
り
方
に
つ
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い

て
見

て
お

く

。
「
去

」
字

に
対

す

る
複

数

の
訓

み

か
た

は

、

和
文

脈

で

の

「
去

」
字

の

理
解

が

反
映

さ
れ

た
結

果

で

あ
り

、

「
去

」
字

に
対

す

る

和

文

脈

で

の
意

味

を
知

る

上

で
参

考

に

な

る

。

動

詞

と

し

て

の

「
去
」
字

は

、
「
さ
る

」
以

外

に
、

「
ゆ
く

」
「
ま
か

る
」

「
い
ぬ
」

と

い

う

訓

み

に
大

別
さ

れ

る

。

(
「
さ

る

」

以
外

に
、

と

記

し
た

が

、
「
去

」

字

に

よ

る
最

も
多

い
訓

み
は

「
ゆ

く

」

で
あ

る
。
)

「
去

」

一
字

に

こ
れ

ら
複
数

の
訓

み
が

あ

り
得

る

こ
と
は

、

そ

れ

ぞ
れ

の
訓

み

に
よ

っ
て
表

現
さ

れ

る
そ

れ

ぞ
れ

の
動

作

に
共

通
す

る
性
質

の
あ

る

こ
と

を

示
す

。

全
く

の
同
義

で
は
な

い
が
、
動

作

と

し

て
、

い
ず

れ

も
移

動
を

表

し

て

い
る

こ
れ
ら

の
語

が
、

そ

の

一
面

に

注
意

さ

れ
た

結

果
同

一
の
表
記

を

と

る

こ
と

は
自

然

で
あ

る
。

そ

し

て
、
移

動

を
表

す

こ
れ
ら

の
語

は
、

必

ず
方

向

性

を
有

し

て

い
る
。

こ
れ

ら

の
語

に
差

異

の
認
め

ら
れ

る

こ

と
は
自

明

で

あ

る
が
、

そ

れ
は
、

そ

れ

ぞ
れ

の
方

向

性

の
差
異

に

よ
り

達

成

さ
れ

る

も

の
だ
ろ

う
。

逆

に
考

え

る

と
、
方

向

性

な
く

し

て
は
語

間

の
差
異

は

あ
り

え
ず

、
方

向
性

は

持

た
れ

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
も

の

と

い
え

よ
う

。四

 
で
は
、
具
体
的
に

「
去
る
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
動
詞
で
あ

る
の
か
、
形
式
上
の
二
類
を
取
り
上
げ
て
文
脈
上
の
意
味
を
検
討
す
る
。

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
「夕
去
れ
ば
」
の
よ
う
に
時
間
の
到
来
を
表
す

と
さ
れ
る
例
を
除
く
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
本
稿
が
今

日
的

理
解

に
沿

わ
な

い

「
去

る
」

の
意

味

を
問

題
と

し

て

い
る
た

め

で

あ
り

、

こ

の
よ

う
な

意
味

は

、
時

間

の
到

来

を
表
す

場
合

以
外

に
は
見

ら

れ
な

い
こ
と

が
確

認

で
き

る

(九
)。

①

「
(
主
体

が

)
…

を
去

る
」

形

式

【̂9

夕
さ
れ
ば
 
み
山
を
去
ら
ぬ

(美
夜
麻
乎
左
良
奴
) 

布
雲
の

あ
ぜ
か
絶
え
な
と
 
言
ひ
し
児
ろ
は
も

(三
五

二
二
)

任
那
は
筑
紫
国
を
去
る
こ
と
二
千
余
里

(崇
神
紀
六
五
年
)

是
に
、
避
城
、
賊
を
去
る
こ
と
近
し

(天
智
紀
二
年
)

国
を
去
る
心
を
知
ら
し
む

(
天
智
紀
二
年
)

其
国
の
京
を
去
る
こ
と
、
五
千
余
里

(天
武
紀
十
年
)

こ
の
形
式
で
は
、
「
…
を
」
に
お
い
て
動
作
の
起
点
を
示
し
、
そ
こ
 
 
鋲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

か

ら
離

れ

る
方

向

性

を
表

現
す

る
。

(
他

に
起

点

を

示
す

形

式

と

し

て

「
…
よ

り
」

の

用

い
ら
れ

る
場

合

も
あ

る
が

、

表
現

さ
れ

た

内
容

は

同

様

で
あ

る
と
考

え

て

こ
の
形
式

の
中

に
含
め

、

こ

こ
で
は

ひ
と
ま

ず

お

く

。
)
「
…
を

」
形

式

は
助

詞

「
を

」
が

省
略

さ

れ

る
例

の
方

が
多

い
。

直
に
逢
は
ず
 
あ
ら
く
も
多
く
 
し
き
た

へ
の
 
枕
去
ら
ず

(佐

良
受
)
て
 
夢
に
し
見
え
む

(八
〇
九
)

万
代
に
 

い
ま
し
た
ま
ひ
て
 
天
の
下
 
奏
し
た
ま
は
ね
 
朝
廷

去
ら
ず

(佐
良
受
)
て

(八
七
九
)

…
白
玉
の
 
我
が
子
古
日
は
 
明
星
の
 
明
く
る
朝
は
 
し
き
た

へ
の
 
床
の
辺
去
ら
ず
…

(九
〇
四
)



②

「
(
主
体

が

)

…
に

去

る
」

形
式

(
≡

 

 

吾
が

兄

王
、

何

処

に
か
去

り

ま

し
け

む

(
履
中

紀

六
年

)

 

こ
の
形

式

で
は

、
「
…

に
」

が

動
作

の
帰

着

点

を

示

し

て
お

り
、

そ

こ
に
向

か
う

方

向
性

を
表

現

す

る
。

こ
の
場
合

、

帰
着

点

の
位

置

に
よ

っ
て
方

向

が

定

ま

る

の

で
、

「
去

る
」

の
原

意

の
無
方

向

性

を

支
持

す

る
か

に
思
わ

れ

る

。
前

に
挙

げ

た
応

神

記

「
横
さ

ら
ふ

」

の
例

に

つ
い

て

も
、

お

そ
ら

く

こ
れ

と
同

様

に

把
握

し
た

結

果
、

「
横

に
す

す

む

」

と
説

か
れ

た

の

で
あ

ろ
う

。

し
か

し
、

伊

勢

物

語

「
修

行

者

あ

ひ

た

り

」

の

一
節

に
議

論

の
あ

る

こ
と

か

ら

も
知

ら

れ

る

通
り

、

「
に
」

は

一
般

的

に
省

略

し
難

い
と

考
え

ら

れ

る
助

詞

だ
か

ら
、

こ
の
解

釈
は

慎

重

を

要

す

る

。

動

作
主

体

「
蟹

」

の
性

質

を

考

慮

し

「
横

向

き

に
去

る
」
と

捉
え

る

べ
き

で
は

な

い
だ
ろ

う
か

(三
)。

 
以

上

の
よ

う

に

、
「
去

る

」
が

助

詞

「
に

」
「
を

」
と

と

も

に
用

い
ら

れ

る
場
合

、
動

作

の
方

向
性

は
容

易

に
知

ら

れ

る
。

が
、

そ

の
方

向
性

は
助

詞

に
よ

っ
て
導
か

れ

た
も

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

。
助

詞

の
あ

る

た

め

に
方
向

性

が
表

現

さ
れ

る

の

で
な

く

、
本

来
方

向
性

を
有

す

る

「
去

る
」
だ

か
ら

こ
そ
動
作

の
起
点

や
帰

着

点

を
示
す

助

詞

の
存

在
が

許

さ

れ
る

の
で
あ

る

。

「
去

る

」

の
備

え

る
方

向

性

が
助

詞

に

よ

っ
て
顕

在

化

し

た
と

い

っ
て

も
よ

い
。
試

み
に

三
節

で
触

れ

た

「
去
」

字

の
訓

み

の
う

ち
、

例
え

ば

最
多

例

「
ゆ
く

」

を

「
さ

る
」

に
代

替

さ

せ
て

み
る

と
考

え
や

す

い
。

同

一
の
用
字

に
よ

る

こ
と
か

ら

意
味

上
共

通

す

る
範

疇

を

も

つ
と

思
わ

れ

る

「
ゆ
く

」

で
あ

る
が

、
「
さ

る
」

の
用

を
な

さ

な

い
。
方

向
性

の
差
異

ゆ
え

で
あ

る
。
②

形

式

「
…

に
」

の
場

合
差

異

が

微
妙

だ

が

、
「
さ

る

」
が

多

く

「
を

」

を
伴

い
離

れ

る
起

点

を

示

し

て

移

動
す

る
性
質

を

主

と

す

る

の
に
対

し
、

「
ゆ
く

」

が
帰

着

点

に
向

か

っ
て
移
動

す

る
性

質

を
主

と
す

る

こ
と

を
考

え
れ

ば
首

肯

し
う

る
。

「
去

る

」

の
原
意

に

つ
い

て
は

又
、

是

の
時

に

、

天
地

、
相

去

る

こ
と
未

だ
遠

か

ら
ず

(神

代
紀

)

吾

は

此

の
国

に
留

ま
り

て
、
共

に
去

る

べ
か

ら
ず

(神

代
紀

)

と

い
う

二
例

に
お

い
て

、
「
に
」

や

「
を
」

な

ど

の
助

詞

に

よ

っ
て
方

向

陛

が
示

さ
れ

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
こ
と

に

留
意
す

る
。

起

点

も
帰

着

点

も

示
さ

れ
な

い
が
、

そ

の
方
向

性

は
自

明

で
あ

る
。

そ

し

て
、
そ

こ
で
示

さ
れ

て

い
る

の
は

、
離

れ

る
方

向
性

で
あ

る
。
特

に
後

者

の
場

合

、
「
去

留

」
と

い
う
漢

文

脈

上

の
熟

語

に

し

め
さ

れ
た

意

味

を

ふ

ま
 

 
ひ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4

え
る
用
法
が
示
さ
れ
て
お
り
、
表
記
に
つ
い
て
触
れ
た
三
節
の
記
述
と

考
え
あ
わ
せ
て
参
考
と
な
る
。

 
以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
原
意
が
無
方
向
性
の
動
作
を
示
す
と

考
え
る
必
要
は
な
く
、
「去
る
」
は
本
来
的
に
方
向
性
を
持

つ
動
詞
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
の
問
題
に
立

ち
返
る
が
、
「
さ
る
」
の
原
意
が
無
方
向
性
動
作
だ
か
ら

「
去
る

(離

れ
る
)
」
で
も

「来
る
」
で
も
表
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言

え
ば
、
単
に

「さ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
動
作
の
方
向
が
わ
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
の
①
形
式
に
述
べ
た
よ
う
に
、
起
点
を
示
す

助
詞
の
省
略
例
は
多
い
の
だ
が
、
そ
の
場
合
も
方
向
性
は
明
ら
か
で
あ



ろ

う

。

 

結
句

、
本

稿

で

は

、
「
去

る
」

と

い
う
語

の
意

味

は
、

上

代

に

お

け

る

用
法

に
お

い
て

も
今

日

の
理
解

か

ら
逸

脱

す

る
も

の

で
な

い
と

考
え

る
。

五

 
以
上
の
よ
う
に
考
え
来
て

「夕
去
れ
ば
」
が
問
題
と
な
る
。
「夕
去

れ
ば
」
語
法
は
既
に

さ
れ
ば
と
は
、
く
れ
ば
と
い
ふ
、
春
さ
れ
ば
な
ど
よ
め
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『能
因
歌
枕
』
広
本

春

さ

れ
ば

 

く
れ

ば

と

い
ふ
な

り

。
『
綺

語
抄

』

春

さ
れ
と

は
春

く

れ
ば

と

い
ふ

也

。
『
奥

儀
抄

』

ゆ
ふ

さ

れ
は

、
夕

さ

り
也

。
萬

葉

に
は

暮
去

と
書

り

。

さ
れ

は
き

た

る
心

也

。
『
顕

注
密

勘
抄

』

な

ど
と

、
諸
注

釈

〔
「三
)
に

述

べ
ら
れ

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

り

、

こ

の
理

解

は
動

か

し
が
た

い
。
が

、
前

節

ま

で
に

述

べ
た
よ

う

な

「
去

る
」

語

意

の
用
法

か

ら
す

れ
ば

、

「
夕

を

去

る
」

ま

た

は

「
夕

が
去

る
」

と

い

う
形

式
を

導
か

ざ

る
を

え
ず

、
辻

褄

が
合

わ
な

い
。
(
意

味

上
、

「
夕

」

を
帰

着
点

と

み
な

し

て

「
夕

に
去

る
」

と

い
う

形
式

で
理
解

す

る
と

、

ほ
ぼ

無
理

な

く
筋

が
通

る
け

れ

ど
も

、

こ
れ

は
前
節

に

既
述

し

た
よ

う

に

、
「
に

」
格

の
問

題

か
ら

採
れ

な

い
。
)

ま
た

、
「
夕

を
去

る
」
「
夕
が

去

る
」

で
は
意

味

不
明

で
あ

る
。
時

季

を
示
す
主
な
名
詞
に

「
さ
る
」
が
下
接
す
る
用
例
を
挙
げ
る
。

夕
さ
れ
ば

(佐
礼
婆
) 

秋
風
寒
し
 
我
妹
子
が
 
解
き
洗
ひ
衣

行
き
て
は
や
着
む

(三
六
六
六
)

夕
さ
ら
ば

(去
者
) 

潮
満
ち
来
な
む
 
住
吉
の
 
浅
香
の
浦
に

玉
藻
刈
り
て
な

(
一
二

一
)

…
明
け
さ
れ
ば

(左
礼
婆
) 

榛
の
さ
枝
に
 
夕
さ
れ
ば

(左
礼

婆
) 

藤
の
繁
み
に
 
は
ろ
は
う
に
 
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四
二
〇
七
)

相
見
ら
く
 
飽
き
足
ら
ね
ど
も
 
い
な
の
め
の
 
明
け
さ
り

(去
)
に
け
り
 
舟
出
せ
む
妻

(二
〇
二
二
)

春
さ
れ
ば

(佐
礼
婆
) 

ま
つ
咲
く
や
ど
の
 
梅
の
花
 
ひ
と
り

見
つ
つ
や
 
春
日
暮
ら
さ
む

(八

一
八
)

君
が
た
め
 
手
力
疲
れ
 
織
り
た
る
衣
ぞ
 
春
さ
ら
ば

(去
)

い
か
な
る
色
に
 
摺
り
て
ば
良
け
む

(
=

↓八

↓
)

秋
さ
れ
ば

(左
礼
婆
) 

置
く
露
霜
に
 
あ

へ
ず
し
て
 
都
の
山

は
 
色
付
き
ぬ
ら
む

(=
エ
ハ
九
九
)

秋
さ
ら
ば

(左
良
婆
) 

我
が
舟
泊
て
む
 
忘
れ
貝
 
寄
せ
来
て

置
け
れ
 
沖

つ
白
波

(三
⊥ハ
ニ
九
)

 
以
上
の
例
は
前
に
引
い
た
諸
注
釈
の
理
解
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
く
、

こ
の
こ
と
は
用
例
全
て
同
じ
で
あ
る
。
本
稿
の

「去
る
」
語
意
の
理
解

で
は
矛
盾
を
来
す
こ
と
は
、

冬
ご
も
り
 
春
さ
り
来
れ
ば

(去
来
者
) 

鳴
か
ざ
り
し
 
鳥
も

来
鳴
き
ぬ
 
咲
か
ざ
り
し
 
花
も
咲
け
れ
ど
 
…

(
=
ハ
)

一47一



と

い
う

例
、

「
去

り
来

る

」
と

い
う

表

現

か
ら

も

知
ら

れ

る
。

 

以
上

か

ら
本
稿

で
は

、
「
夕

さ

れ
ば

」
語

法

を

、
「
去

る
」

に
よ

っ
て

解

す

る

こ
と

に
慎

重

で
あ

り

た

い
と

考

え

る

。

そ

も
そ

も

、
「
さ

る
」

の
原
意

を
、

無

方

向
性

動

作

と
規

定

し
た

の
は

、
「
夕

さ
れ

ば

」
語

法

を

「
去

る
」

の
語
意

か

ら
統

一
的

に

説

明

し
よ

う
と

し
た

た

め

で
は
な

か

ろ

う

か

と
考

え

れ
ば

憶

測

に

過
ぎ

る
だ

ろ

う

か

。
「
去

る
」

に
来

る

と

い
う

意

が

認
め

ら

れ

る

の
は

、

「
夕

去

れ

ば

」
語

法

の
場
合

に

限

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

例

え

ば

「
夕

去

れ

ば
」

と

同

様

に

「
[
時
季

を

表

す

名

詞

]

+

[
さ

る
]
」

と

い
う

形
式

を

と

る
用

例

、

…
落
ち
激
つ
 
清
き
河
内
に
 
朝
去
ら
ず

(安
佐
左
良
受
) 

霧

立
ち
渡
り
 
夕
さ
れ
ば
 
雲
居
た
な
び
き
…

(四
〇
〇
三
)

に

つ
い

て
、
「
朝

去

ら
ず

」

は
本

稿

の

「
去

る
」

語
意

で
理

解

さ
れ

る
。

一
つ
の

文
脈

に

お

い
て
、

同
様

の
形

式

で
、

「
さ

る
」

が

「
去

る
」

と

「
来

る
」

の
両
義

で
使

い
分

け
ら

れ

て

い

る
。

こ

の
よ

う
な

事
態

は

、

実

際

に
語

を
運

用
す

る
視

座

に
立

て
ぱ
認

め

に

く

い

(―四
)。

 
と

も

あ
れ

、
そ

の
よ

う

に

「
夕

さ

れ
ば

」

を

「
去

る
」

か
ら

切

り
離

し
た

結

果
、

勢

い

「
夕

さ

れ
ば

」
語

法
は

ど

の
よ

う
に
扱

わ
れ

る

べ
き

で
あ

る
か
、

触
れ

ね
ば

な

ら
な

い
仕

儀
と

な

る
。

y
ノ、

 

 

「
夕
さ

れ
ば

」
語

法

に

つ
い

て
、
古
来

す

で
に
提

示

さ
れ

た
説

と

し

て
、

「
さ
り

」

は

「
し
あ

り
」

の
縮

約

形

で
あ

る
と

す

る
も

の

二
五
)
が

あ
り

、

こ
の
根
拠

は
、

春
さ
れ
ば

(之
在
者
)
も
ず
の
か
や
ぐ
さ
見
え
ず
と
も
我
は
見
遣

ら
な
君
が
あ
た
り
を
ば

(
 
八
九
七
)

 

と

い
う

例

に

見

え

る

よ

う

に

、
表

記

の
上

で

確

認

で
き

る

。

が

、

「
「
夕

さ
れ

ば

」
考

」
中

に
お

い
て
指

摘

さ
れ

た
通

り

、
「
し

あ
り

」

は

単

に

「
存

在

言
」

で
あ

る
か

ら
、

時

の
到

来
は

示

せ
な

い
。

 

こ
こ

で
、
本

稿
な

り

の

一
案

を
提

示

し

て
稿

を
結

び
た

い
。

以

下
仮

設

的

な
論

に
な

ら
ざ

る

を
え

な

い

の
だ

が
、

そ

れ
は

「
夕

さ
れ
ば

」

と

い
う

表
現

中

の

「
さ

り

」
を

「
然

有

」

の
縮

約

形
と

し

て
理

解
す

る
も

の

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

な

「
夕
然

れ

ば

」
を

想
定

す

る
場
合

、

文
法

的

に

は

、

主
語

「
夕

」

が

時

季

と

い
う

対

象

を

示

し

、

そ

の
述

語

「
然

 

 
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

り
」
は
主
語
を
う
け
て
そ
の
様
態
を
示
し
、
結
果

、
「夕
暮
れ
」
と
い

う

一
つ
の
状
態
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
説
明
で
き
る
。
こ
の
語
法
は
、

「雨
が
降
る
」
「風
が
吹
く
」
「
雷
が
鳴
る
」
な
ど
の
自
然
現
象
を
表
す

文
の
あ
り
方
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

 

た
だ

し

、
難

は

「
さ

る
」

表

記

に
お

い
て
多

数
を

占
め

る

「
去

」
字

を
訓

仮

名
と

し

て
処

理

し

て

し
ま
う

こ
と

で
あ

る
。

ま
た

、

こ

の
よ

う

な

「
さ

り
」

の
用
法
は

、
上

代

語

に
お

い
て
認

め
ら

れ

て

い
な

い

の
が

現
状

で
あ

っ
て
、

副
詞

「
然

」

の

用
法

は

「
然

て
」

と

い
う
形

式

の

み

で
あ

っ
た

と

さ
れ

る

三
ハ)。

用
例

の
多

く

は

「
然

」

よ
り

も

「
然

」

で

あ

る
。

だ

か
ら

、

こ
の
考

え
方

は

、
初

め
か

ら

問
題

を

孕
む

の

で
あ

る

が

、
副

詞

「
然

」

の
存

在

に

異
議

は
な

い
。

そ

の

「
然
」

と
対

を

な

す



指

示
副

詞

で
あ

る

「
か

」
「
か

く

」
が

「
有

」

と

の
縮

約

形
を

持

っ
て

お

り

、

こ

こ
に

「
然
有

」

の
可
能
性

は

認
め

ら

れ

る
。

平
安

以
降

そ

も

そ

も

の
指

示
副

詞

か

ら

接

続

詞
ま

で
多

様

に

用

い
ら

れ

て

い

る

「
然

有
」

で
あ

る
。
上

代

に

そ

の
形
式

が
存

在

し

て
不

自
然

で
は

な

い
。

 
以
上
、
本
稿
は

「
去
る
」
語
意
に
つ
い
て
考
察
し
、
今
日
的
理
解
に

沿
わ
な
い
解
釈
を
避
け
、
結
果
、
そ
れ
と
関
わ
る

「夕
さ
れ
ば
」
語
法

に
つ
い
て
も
試
論
し
た
。
今
後
さ
ら
に
語
法
理
解
の
深
化
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

「
さ

る
」

用
例

分
類

1

(表

記

別
)
 

※

題

詞

・
左
注

を

除
く

。

僻7L7避 竃離毫散 さ佐 さ左 さ之さ佐 さ佐 さ左 さ    礼
れ礼 れ礼れ在れ利 り良 ら良 ら

O
 ・ 
・

・ 
● ●

●

・ 
・

・ 
・ O

●
 , 
.

O
 ・
 ●

四
例

十
例

一
例

三
例

五
例

十
五
例

一
例

四
例

一
例

三
例

一
例

「
去

」

さ

ら

さ

り
さ
る

さ
れ

 

…

十
八
例

十
八
例

一
例

四
十
五
例

  X

ま い ゆ 去
か ぬ くL
る  字
 ≡ ≡ に

≡  よ

 二 百 る
一 十 三 動

例 二 十 詞
例 九
 例

「
さ

る
」

用
例

分
類

H

(
用
法

別
)

・
「時
季
の
名
詞
」
+

「
さ
る
」

春
―
 
…
 
四
十
四
例

タ
ー
 
 
 
三
十
八
例

秋
ー
 
 
 
二
十
二
例

朝
i
 
 
 
⊥ハ
例

明
―
 
 
 
四
例

夜
―

 
 
 
二
例

初
夜
―
 
…
 

一
例

年
は
―
 
 
 
一
例

・
そ

の
他

床

の
辺
―

…

 
三
例

み
山

を
i

 
…
 

一
例

枕

1

…

 

一
例

朝

廷
―

 

…
 

一
例

常
―

 
…
 

一
例

寝

処

な
―

 
…
 

一
例

石

本
ー

 

…
 

一
例

川
淀
ー

 

 

 

一
例

枕

片
―

 

 

 
一
例

面

影
ー

 

 

 
一
例

〈
注

〉

(
一
)
こ
こ
で
は
代
表
例
と
し
て

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
』
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
他

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
よ
う
に
大
部

の
も
の
か
ら
簡
便
な
卓
上

用
辞
書
ま
で
、
「去
る
」
の
原
義
に
つ
い
て
同
様
の
既
述
を
掲
載
す
る
。

(
二
)
用
例
検
討

の
た
め
用
い
た

の
は
以
下
の
諸
本
。

『
日
本
古
典
文
学
全
集
萬
葉
集
』
(小
学
館
)

『
日
本
古
典
文
学
大
系
古
代
歌
謡
集
』
(岩
波
書
店
)

『
記
紀
歌
謡
集
』
(岩
波
文
庫
)

.49



『
日
本
古
典
文
学
大
系
古
事
記
祝
詞
』
(岩
波
書
店
)

『
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
書
紀

』
(岩
波
書
店
)

『
古
事
記
大
成
』
(平
凡
社
)

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
日
本
書
紀

』
(吉
川
弘
文
館
)

な
お
、
用
字
に
つ
い
て
は
適
宜
通
用
の
形
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

(三
)
『
國
學
院
雑
誌
』
第
三
十

一
巻
第
九
号

(四
)
「方
向
性
」
と
い
う
用
語
に

つ
い
て
、
「方
向
」
と

い
う
語
か
ら
、
そ
の
帰
着
点
に
注

目
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
こ
こ
で
表
現
し
た
い
の
は
、
「
ど
こ

か
ら
ど

こ
ま
で
」
と
い
う
起
点
帰
着
点
を
内
包
す
る
意
味
合
い
で
あ
る
。
後
に
触
れ
る
如

く
、
例
え
ば

「
行
く
」
と

「去

る
」
は
、
結
果
と
し
て
現
れ
る
動
作

の
向
き
は
同
じ
か
も

し
れ
な
い
が
、
本
稿
は

「
方
向
性
」
を
異
に
す
る
と
す
る
。
意
味
上
、
主
と
し
て
前
者
が

帰
着
点
に
、
後
者
が

「起
点
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
重
き
を
お
く
性
質
を
も
ち
、
そ
の
違

い
が

語
性
の
差
異
に

つ
な
が
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
「
方
向
性
」
に
は
そ
の
よ
う
な
意
味

を
持
た
せ
て
い
る
が
、
語
義
が
曖
昧
に
な
り
論
旨
の
不
明
瞭
な
箇
所
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
稿
者
も
こ
の
用
語
に
危

う
さ
を
感
じ
る
が
、
現
在
他
に
適
切
な
表
現
を
も
た
な
い
。

仮
称
の
所
以
で
あ
る
。

(
五
)
『古
典
文
法
必
携
』
(學
燈
社
、

↓
九
九
三
年
四
月
)
「
動
詞

の
用
法
④
古
典
語

の
複

合
動
詞
」
沖
森
卓
也

(
六
)
『
大
漢
和
辞
典
』
(大
修
館
書
店
)
の
記
述
に
よ
る
。

こ
の
他
、
「去
」
字
の
あ
り
方

に

つ
い
て

『漢
語
大
辞
典

』
(
四
川
辞
書
出
版
社

・
湖
北
辞
書
出
版
社

)、
『
漢
語
大
詞

典
』
(漢
語
大
詞
典
出
版
社
)
に
お
い
て
も
同
様
の
説
明
が
あ
る
。

(七
)
漢
籍
用
例
は
以
下
の
通
り
。

〔
戦

国

、
斉
策

〕

不
能

相
去

。
〔
注
〕

去
、

離
也

。

〔呂
覧
、
功
名
〕
見
利
之
聚
、
無
之
去
。
〔注
〕
去
、
移
也
。

〔広
雅
、
釈
詰

一
〕
去
、
行
也
。

〔素
問
、
上
古
天
眞
論
〕
八
八
則
歯
髪
去
。
〔
注
〕
去
、
落
也
。

〔左
氏
、
裏
、
二
十
五
〕
武
子
去
所
。
〔
注
〕
去
所
、
避
席
也
。

〔後
漢
書
、
梁
鴻
傳
〕
間
所
去
失
。
〔注
)
去
、
亡
也
。

〔鬼
谷
子
、
埠
閥
〕
益
損
去
就
倍
反
。
〔
注
〕
義
乖
日
去
。

〔集
韻
〕
去
、
徹
也
。

〔左
氏
、
閲
、
二
〕
衛
侯
不
去
其
旗
。
〔
釈
文
〕
去
、
除
也
。

〔
呂
覧
、
審
分
〕
居
無
去
車
。
〔注
〕
去
、
猶
糧
也
。

〔漢
書
、
旬
奴
傳
上
〕
得
漢
食
物
、
皆
去
之
、
〔注
〕
師
古
日
、
去
、
棄
也
。

〔
孟
子
、
公
孫
丑
下
〕
則
去
之
否
乎
。
〔
注
〕
去
之
、
殺
之
也
。 
 

―

〔禮
、
禮
運
〕
在
執
者
去
。
〔
注
〕
去
、
罪
退
之
也
。

〔漢
書
、
五
行
志
下
之
上
〕
夏
帝
卜
殺
之
去
之
止
之
。
〔
注
〕
師
古
日
、
去
、
謂
駆
逐
也
。

(八
)
こ
の
箇
所
、
『
新
字
源
』
(角
川
書
店
)
よ
り
引
用
。

(九
)
但
し
、
「時
間

の
到
来

」、
す
な
わ
ち

「[時
季
を
表
す
名
詞
]
+

[
さ
る
]」
形
式
の

う
ち
、
「
さ
る
」
に
打
消

「
ず
」
が

つ
い
た
も
の
、
例
え
ば

「
朝
去
ら
ず
」
の
よ
う
な
用

例
は
、

こ
れ
に
属
す
も

の
と
し
て
、
つ
ま
り

「
夕
去
れ
ば
」
語
法
と
は
異
な
る
も
の
と
し

て
扱
う

ぺ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

(
一
〇
)
こ
こ
に
挙
げ
た
用
例
中
、
記
紀
に
つ
い
て
は
、
「を
」
格

が
訓
み
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
確
例
と
し
て
の
全
て
で
あ
る
。

こ
の
他

「去
+

[起
点
]」
の
形
式
で
、
「を
」
格

を
理
解

で
き
る
も
の
は
多
数
あ
る
が
、
訓
み
と
し
て
顕
現
し
な
い
た
め
ひ
と
ま
ず
お

い
た
。

(
一
一
)
注
九
と
同
様
に
処
理
し
た
結
果
、
確
例
は
唯

一

(
し
か
も
別
訓
あ
り

)。
に
も
関

わ
ら
ず
形
式
の

一
類
に
挙
げ
た

の
は
、
後
述
す
る
如
く
語
法
把
握
に
関
わ
る
た
め
で
あ
る
。
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(
一
二
)
以
上

の
批
判
的
文
脈
は
、
「
横
に
す
す
む
」
と
い
う
解
釈
に
見
ら
れ
る

一
面
に
対

す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
解
釈
で
は
、
「横

」
を
帰
着
点
を
示
す
名
詞
と
捉
え

か
ね
な
い
点
に
注
意
を
促
し
た
も
の
で
あ
り
、
形
状
言
と
し
て
副
詞
的

に
解
さ
れ
る
な
ら

問
題
は
な
い
。
要
す
る
に
、
現
代
語
訳
す
る
と
解
釈
の
あ
り
方
が
明
瞭
で
な
く
な
る
。

(
=
二
)
い
ず
れ
も

『
日
本
歌
学
大
系
』
(風
間
書
房
)
よ
り
引
用
。

(
一
四
)
同
様
の
例
は
集
中
九
例
。
上
接
語
は
、
朝
、
夕
、
夜
、
初
夜
。

(
一
五
)
契
沖

『
萬
葉
代
匠
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
諸
説
。
詳
細
は
注
三
論
文
を
参
照
。

(
一
六
)
『時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇

』
「さ
て
」
の
項
に
明
言
。
な
お
、
指
示
副
詞

「
さ
」
と

「
か
」
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
本
稿
の
参
考
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(お
お
は
た
 
か
ず
ひ
ろ

・
本
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
)
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