
源
氏
物
語
｢
本
文
と
享
受
｣
の
研
究
(
I
I
I
)

玉
鬘
の
巻
疏
注

―
｢
お
も
し
ろ
き
所
ぐ
｣
｢
ふ
る
人
｣
用
語
考
―

一
㌧
｢お
も
し
ろ
き
所

ぐ
｣
用
語
考

二
'
｢
ふ
る
人
｣
用
語
考

三
'
結
語

付
記

岩

下

光

雄

一
'
｢お
も
し
ろ
き
所

ぐ
｣
用
語
考

岩
波

｢新
大
系
｣
第
二
巻
玉
宅
の
巻
の
冒
頭
に
近
い
部
分
を
引
用
す
る
｡
ま
ず
本
文
｡
読
み
仮
名
を
付
さ
な
い
｡



一

二

お
も
し
ろ
き
所
ぐ

を
見
つ
ゝ
､
心
わ
か
う
お
は
せ
し
物
を
t
か
､
る
道
を
も
見
せ
た
て
ま
つ
る
物
に
も
が
な
'
お
は
せ
ま
し
か
ば
わ

三

四

れ
ら
は
下
ら
ざ
ら
ま
L
t
と
京
の
方
を
思
や
ら
る
る
に
'
返
る
波
も
う
ら
や
ま
し
-
心
は
そ
き
に
'
舟

子
ど
も
の
荒
-

し
き
声
に
て
'

五

六

｢
う

ら
が
な
し
-
も
と
を
-
采
に
け
る
か
な
｣
と
う
た
ふ
を
聞
-
ま
ま
に
'
二

人
さ
し
向
か
ひ
て
泣
き
け
-
0

七舟人
も
た
れ
を
恋
ふ
と
か
大
島
の
う
ら
が
な
し
げ
に
声
の
聞
こ
ゆ
る

A来し
か
た
も
行
-
ゑ
も
知
ら
ぬ
沖
に
出
で
て
あ
は
れ
い
づ
く
に
君
を
恋
ふ
ら
ん

九郡

の
別
れ
に
､
を
の
が
じ
し
心
を
や
り
て
言
ひ
け
る
｡

一〇

l一

〓
l

金

の

岬
過
ぎ
て
'
｢
わ

れ
は
忘
れ
ず
｣
な
ど
'
世
と
と
も
の
言
種
に
な
り
て
'
か
し
こ
に
到
り
着
き
て
は
'
ま
い
て
遥
か
な
る
ほ
ど

を
思
ひ
や
り
て
'
恋
ひ
泣
き
て
'
こ
の
君
を
か
し
づ
き
も
の
に
て
明
か
し
暮
ら
す
｡
(334
頁
)

次
に
同
書
の
脚
注
を
引
用
す
る
｡

一
瀬
戸
内
の
興
味
深
い
風
景
を
さ
す
｡
二
次
行

｢下
ら
ざ
ら
ま
し
｣
ま
で
'
乳
母
の
娘
た
ち
の
心
内
｡
(夕
顔
は
)
気
が
お
若
か
っ
た

の
で
'
こ
う
し
た
道
中

(の
景
色
)
を
も
お
見
せ
申
し
た
か
っ
た
'
(し
か
し
)
も
し
ご
存
命
だ
っ
た
ら
'
自
分
た
ち
も
下
向
す
る
こ

と
も
あ
る
ま
い
に
｡
三

｢
い
と
ど
し
-
過
ぎ
ゆ
-
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
-
も
か
へ
る
波
か
な
｣

(伊
勢
七
投
)
に
よ
る
｡
四

｢舟
子
｣
は
水
夫
､
船
を
操
る
者
｡
五
当
時
の
舟
歌
か
｡
前
の
引
歌
と
と
も
に
'
旅
路
に
あ
っ
て
望
郷
と
懐
旧
の
念
を
強
め
る
趣
で
あ

る
｡
六
乳
母
の
娘
は
二
人
｡
次
の
歌
も
そ
の
二
人
の
詠
作
｡
七
船
人
も
誰
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
'
大
島
の
浦
を
過
ぎ
つ

つ
心
悲
し
げ
に
舟
歌
の
声
が
聞
こ
え
る
t
の
意
｡
｢大
島
｣
は
筑
前
国
宗
像
那

(現
福
岡
県
)
の
大
島
'
三
行
後
の

｢金
の
岬
｣
の
沖

に
あ
る
｡
｢浦
｣
｢心

(..pr.)｣
の
掛
詞
｡
夕
顔
を
恋
し
-
追
慕
す
る
気
持
ち
を
こ
め
た
歌
.
八
来
た
方
角
も
行
-
方
角
も
わ
か
ら
ぬ
沖

に
漕
ぎ
出
し
て
来
て
'
あ
あ
ど
こ
に
向
か
っ
て
あ
な
た
を
恋
い
求
め
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
t
の
意
｡
こ
れ
も
夕
顔
追
慕
の
歌
｡
九
都
と

別
れ
'
郡
へ
の
旅
路
で
｡
｢思
ひ
き
や
郡
の
別
れ
に
裏
へ
て
海
人
の
縄
た
き
漁
せ
む
と
は
｣
(古
今
集

･
雑
下

･
小
野
豊
)
に
よ
る
｡



一〇宗
像
郡
玄
海
町
鐘
崎
の
岬
｡
沖
の
大
島
と
の
間
を
航
行
｡
航
海
上
'
難
所
で
あ
っ
た
｡

〓
夕
顔
の
こ
と
を
｡
｢世
と
と
も
の
言
種
｣
は
日
常
の
口
癖
｡
｢ち
は
や
ぶ
る
金
の
岬
を
過
ぎ
ぬ
と
も
我
は
忘
れ
じ
志
賀
の
皇
神
｣
(万

葉
集
七

･
二

二
二
〇
)
に
よ
る
｡

従
来
'

1
般
的
に
は
こ
う
い
う
類
の
注
釈
が
つ
け
ら
れ
て
き
た
｡
そ
し
て
'
こ
の
部
分
に
は
'

1
見
'
さ
し
て
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
て
も
き
た
｡
た
だ
'
小
山
利
彦
氏

(r影
印
校
注
古
典
叢
書

･
玉
蔓

･
初
音
｣
新
典
社

昭
61
年
5
月
15
日
初
版
)
だ
け
は
'

｢道
す
が
ら
の
海
上
の
さ
ま
な
-
｣
(眠
江
入
楚
)
｡
歌
枕
と
呼
ば
れ
る
名
所
な
ど
｡
(18
頁
)

と
注
記
す
る
O
筆
者
も
t
r首
書
源
氏
物
語

玉
撃
｣
(影
印
本

和
泉
書
院

初
版
第
三
刷

1
九
九
四
年
四
月
二
五
日
)
補
注
で
次
の
よ

う
に
注
記
し
た
｡
初
版
の
補
注
も
同
じ
｡

8

(3
)
｢お
も
し
ろ
き
所
々
｣
諸
注

｢景
色
の
よ
い
｣
の
類
o
た
だ
新
典
社

r影
印
校
注
｣
(小
山
)
は
'
｢
歌
枕
と
呼
ば
れ
る
名
所

な
ど
｣
と
す
る
｡
和
歌
の
唱
和
へ
と
展
開
す
る
旅
の
文
学
の
な
か
に
'
単
な
る
自
然
の
景
色
だ
け
を
重
ね
る
の
は
ど
う
か
｡
｢評
釈
｣

が

｢古
歌
を
か
り
て
か
た
づ
け
た
｣
と
す
る
の
も
如
何
か
｡
(112
頁
)

こ
の
前
後
の
本
文
や
'
玉
等
の
巻
の
冒
頭
'
末
尾
の
本
文
を
ど
う
読
む
か
は
'
疏
注
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
に
'
｢源
氏
読
み
｣
と
し
て
'

か
な
り
重
要
な
意
味
'
問
題
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
従
来
'
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
'
あ
ま
-
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡

r伊
勢
｣
八
十
二
段
t
r土
佐
日
記
L
t
『源
氏
｣
若
紫
の
巻
の

｢
に
し
の
-
に
の
お
も
し
ろ
き
浦
う
ら
｣
な
ど
に
関
わ
る
'
対
応
す
る
歌
枕
の

用
語
意
識
に
注
意
し
て
'
読
ん
で
い
く
と
'
今
ま
で
読
み
解
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
'
種
々
の
問
題
が
'
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
よ
う

に
思
う
｡

｢お
も
し
ろ
し
｣
の
辞
書
的
な
意
味
は
'
従
来
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
'
分
類
さ
れ
て
き
た
か
'
窓
意
的
で
は
あ
る
が
'
手
も
と
に
あ
る

も
の
を
'
比
較
分
類
し
て
1
覧
に
ま
と
め
る
と
'
お
よ
そ
'
次
の
ご
と
く
で
あ
る
｡

3



(9 ④ ③ ③ ① 小国 叢書五買 .

変 こ で 望 ぜ 趣 輿 い 見
わ つあ ま い が 一味一0て
つけ る し ) あ が 楽
て い､0い が る あ し
い で 状 あ o る い
る あ 怒 る 風 O o
oる で o流 興 愉

o あ で 昧 快 秤輿お る あ 探 だ
か o る い 0

し 思 o o 気
い つ 風 持
O と 情 ち

- お が
風 り ふ い

㊨ (参 ② ① 角舌 尖語 店大

常 持 心 他 が 心 な 外
識 つ を と あ ひ る 界
と て ひ - る か さ の
外 い く風 さ れ ま状
れ る さ変 ま る ○況
て さ ま わ Oと愉 か
い ま ○つ こ快 ら

て ○輿 て ろ だ 心 秤輿滑 味 い が o楽
槽 を て あ し
で そ ' る い
あ そ そ さ 気
る る れ ま 持
o 点 が o ち

を 関 趣 に

㊨ (参 ② (ら LL一
消 思 し- あ.心 る 気
の う い 風 _る を o持

語 と O変 oひ楽 ち 石広 誓辞 店

を お わ ま か しが
伴 り つた れ い 晴
つで て 趣 る oれ
て 好 い 向 さ る 苑

使 ま る が ま よ 第四版

4

｢国
語
大
辞
典
｣
の

｢③
｣
'
そ
の
他
の
辞
典
で
は

｢②
｣
の
意
味
が
当
て
ら
れ
'
解
さ
れ
て
き
た
｡
だ
が
'
そ
の
事
自
体
に
誤
り
が
あ
っ

た
'
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
'
個
有
の
用
語
意
識
が
存
在
し
'
そ
れ
が
は
た
ら
い
て
い
た
t
と
い
う
事
実
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
折
口
信
夫
博
士
は
'
日
本
文
学
の
発
生
と
そ
の
発
想
の
基
層
の
な
か
に
'
常
に

｢民
俗
信
仰
｣
を
見
よ
う
と
さ
れ
た
｡

現
代
の

｢話
型
｣
研
究
の
'

1
つ
の
源
流
を
成
し
て
い
た
｡
だ
が
'
｢折
口
語
嚢
｣
が
'
折
口

｢用
語
｣
の
言
い
換
え
で
あ
る
と
い
う
よ
う

に
考
え
て
い
る
と
す
れ
ば
'
や
は
-
'
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
t
と
思
う
｡
折
口
学
が
'
国
語
学
の
語
誌

(史
)
的
研
究
を
深
-
取
り
込
ん
で

い
た
こ
と
の
意
味
は
'
も
っ
と
正
面
に
据
え
'
捉
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
う
い
う
視
座
か
ら

｢折
口
語
嚢
｣
は
考
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る
｡
折
口
学
に
'
語
史
に
迫
る
気
迫
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
'
お
そ
れ
る
の
は
'
門
外
漢
の
お
お
け
な
い
気
負
い
の
よ
う
な
も
の
か
も



知
れ
ぬ
｡

｢源
氏
｣
の
作
者
が
見
た

｢伊
勢
｣
や

r業
平
集
｣
が
'
如
何
な
る
形
態
'
組
織
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
'
不
明
な
点
も

多
い
｡
複
雑
な
伝
来
諸
本
の
問
題
も
存
す
る
が
'
新
編

｢全
集
本
｣
(学
習
院
大
学
蔵
三
条
西
家
旧
蔵
伝
定
家
筆

r伊
勢
物
語
｣
を
底
本
)

｢八
十
二

渚
の
院
｣
の
前
半
部
を
引
用
す
る
｡
読
み
仮
名
は
付
さ
な
い
｡

む
か
L
t
惟
喬
の
親
王
と
申
す
み
こ
お
は
し
ま
し
け
り
｡
山
崎
の
あ
な
た
に
'
水
無
瀬
と
い
ふ
所
に
'
官
あ
り
け
り
｡
年
ご
と
の
桜

の
花
さ
か
り
に
は
'
そ
の
官
へ
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
｡
そ
の
時
'
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
人
を
'
常
に
率
て
お
は
し
ま
し
け
り
｡
時

世
経
て
久
し
く
な
り
に
け
れ
ば
'
そ
の
人
の
名
忘
れ
に
け
り
｡
狩
り
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
'
酒
を
の
み
飲
み
つ
つ
t
や
ま
と
歌
に
か

･
か
り
け
り
｡
い
ま
狩
す
る
交
野
の
渚
の
家
'
そ
の
院
の
桜
'
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
｡
そ
の
木
の
も
と
に
お
り
ゐ
て
'
枝
を
折
り
て
'
か

ざ
し
に
さ
し
て
へ
か
み
'
な
か
t
L
i
)'
み
な
歌
よ
み
け
り
.
馬
の
頭
な
り
け
る
人
の
よ
め
る
.

世
の
中
に
た
え
て
さ
-
ら
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

と
な
む
よ
み
た
り
け
る
｡
ま
た
人
の
歌

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
憂
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き

と
て
'
そ
の
木
の
も
と
は
立
ち
て
か
へ
る
に
日
暮
れ
に
な
-
ぬ
｡
(185
貢
)

頭
注
に
'
｢
r古
今
集
｣
春
上

･
業
平
'
詞
書

｢渚
の
院
に
て
桜
を
見
て
よ
め
る
｣
｡
r古
今
和
歌
六
帖
｣
第
六

(桜
)

･
業
平
'
第
三
句

｢さ

か
ざ
も
華

.｣
(以
下
省
略
)
(184
頁
)
と
あ
る
｡
｢交
野
の
渚
の
院
｣
は
歌
枕
で
あ
っ
た
.
だ
が
'
岩
波

r新
大
系

八
代
集
総
索
引
J
の

｢地
名
索
引
｣
に
.よ
れ
ば
'
歌
に
も
詞
書
'
左
往
に
も
'
｢渚
の
院
｣
と
あ
る
の
は
こ
の
歌
だ
け
で
'
歌
枕
と
し
て
他
に
は
見
え
な
い
o
た
だ
'

｢交
野
｣
｢水
無
瀬
川
｣
を
歌
枕
と
し
て
詠
ん
だ
歌
は
多
い
｡
r総
索
引
｣
の
記
号
等
を
'
そ
の
ま
ま
付
し
て
示
す
と
'
次
の
ご
と
-
で
あ
る
｡

記
号
に
つ
い
て
は
'
同
書

｢地
名
索
引
｣
の
凡
例
を
参
照
｡



交
野

古
今

川4
<

462

>
･
後
撰

川=
･

金
葉

川

3
'
川

5
･
2
詞
花

川

E
i
･

新
古

刷

=
.
川

E
3
'

㈲

甲

州

3

'

㈹

3

'

仙

1

･

｢交
野
｣
の
用

例
は
'

右

の
十

一
例
で
あ

る
｡

川は
'
巻
第
十

｢物
名
｣
歌
｡
詞
書

｢交
野
｣
｡
｢夏
草
の
う
へ
は
繁
れ
る
ぬ
ま
水
の
ゆ
-
方
の
な
き
わ
が
心
哉
｣
｡

川は
'
巻
第
十
三

｢恋
五
｣
の
歌
｡
詞
書

｢え
が
と
う
侍
け
る
女
の
'
家
の
前
よ
り
ま
か
り
け
る
を
見
て
'
｢
い
づ
こ
へ
行
-
ぞ
｣
と
言

ひ
出
だ
し
て
侍
り
け
れ
ば
｣
｡
｢通
事
の
交
野
へ
と
て
ぞ
我
は
ゆ
-
身
を
同
じ
名
に
思
ひ
な
し
つ
こ
｡
脚
注
に
河
内
の
歌
枕

｢交
野
｣
｢狩
り

場
と
し
て
有
名
｣
と
あ
る
｡
今
の
枚
方
市
の
辺
り
｡

川
は
'
巻
第
四

｢冬
部
｣
の
歌
｡
詞
書
は

282番
歌
と
同
じ

｢鷹
狩
り
の
心
を
よ
め
る
｣
｡
｢
こ
と
は

(わ
)
り
や
交
野
の
小
野
に
鳴
-
き
ゞ

す
さ
こ
そ
は
狩
の
人
は
つ
ら
け
れ
｣
｡

川は
'
巻
第
八

｢恋
部
下
｣
の
歌
｡
｢題
読
人
不
知
｣
｡
｢逢
ふ
事
の
か
た
の
に
今
は
な
り
ぬ
れ
ば
思
ふ
が
り
の
み
行
-
に
や
あ
る
ら
ん
｡｣

川
は
'
巻
第
四

｢冬
｣
の
歌
｡
詞
書

｢鷹
狩
り
を
よ
め
る
｣
｡
｢あ
ら
れ
ふ
る
交
野
の
御
野
の
狩
こ
ろ
も
ぬ
れ
ぬ
宿
か
す
人
し
な
け
れ
ば
｣
｡

脚
注
に

｢
一
年
に
ひ
と
た
び
来
ま
す
君
待
て
ば
｣
(伊
勢
物
語
八
十
二
段
)
の
歌
に
拠
る
こ
と
を
注
記
｡

州
は
'
巻
第
二

｢春
歌
下
｣
の
歌
｡
詞
書

｢掻
政
太
政
大
臣
家
に
五
十
首
歌
よ
み
侍
け
る
に
｣
｡
｢ま
た
や
見
ん
交
野
の
み
野
の
桜
が
り
花

の
雪
ち
る
春
の
あ
け
ぼ
の
｣
｡
脚
注
に

｢以
下

一
一
人
ま
で
山
里
の
落
花
｡｣
と
注
記
｡

はじ

川
は
'
巻
第
五

｢秋
歌
下
｣
の
歌
｡
詞
書

｢法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
家
歌
合
に
｣
｡
｢う
づ
ら
な
-
交
野
に
た
て
る
櫨
も
み
ぢ
散
り

ぬ
ば
か
り
に
秋
風
ぞ
吹
-
｣
｡
脚
注
に

｢交
野
｣
は

｢河
内
国
の
歌
枕
｣
と
あ
る
｡



州
は
'
巻
第
六

｢冬
歌
｣
の
歌
｡
詞
書

｢百
首
歌
め
し
け
る
時
｣
｡
｢
み
か
り
す
る
交
野
の
御
野
に
ふ
る
霞
あ
な
か
ま
ま
だ
き
鳥
も
こ
そ
た
て
｣｡

桝
は
'
刷
と
同
じ
歌
｡
詞
書

｢内
大
臣
に
侍
け
る
時
'
家
歌
合
に
｣
｡
｢
み
か
り
す
と
鳥
立
ち
の
原
を
あ
さ
り
つ
,
交
野
の
野
辺
に
け
ふ
も

暮
ら
し
つ
｣
｡

州
も
'
川
と
同
じ
歌
｡
詞
書

｢鷹
狩
り
の
心
を
よ
み
侍
け
る
｣
.
｢か
り
-
ら
し
交
野
の
ま
し
ぼ
お

(を
)
り
し
き
て
淀
の
河
瀬
の
月
を
み

る
か
な
｣
｡
脚
注
に

｢参
考

｢か
り
-
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
わ
れ
は
采
に
け
り
｣
(古
今

･
蒔
旅
'
在
原
業
平
｡
伊

勢
物
語
八
十
二
段
)
｡｣
と
注
記
す
る
｡

仙
は
'
巻
第
十
二

｢恋
歌
二
｣
の
歌
｡
詞
書

｢百
首
歌
た
て
ま
つ
り
し
時
｣
｡
｢あ
ふ
こ
と
は
交
野
の
里
の
さ
ゝ
の
庵
し
の
に
露
ち
る
よ
は

の
床
か
な
｣
｡
脚
注
に

｢参
考
｣
歌
と
し
て
資
料
侶

r後
挟
｣
の
藤
原
烏
世
の
歌
を
注
記
.

以
上
の
資
料
か
ら
も
明
か
の
よ
う
に
'
歌
枕

｢交
野
｣
を
詠
ん
だ
歌
は
'
資
料
的
㈹
歌
を
除
-
と
'
比
較
的
み
た
さ
れ
な
い
想
い
'
寂
し

い
心
情
を
詠
出
し
た
歌
が
多
い
｡
そ
れ
は
t
r伊
勢
｣
の
世
界
が
'

一
見
'
は
な
や
か
な
'
み
や
び
の
世
界
を
見
せ
な
が
ら
'
実
は
そ
の
奥

に
無
限
の
哀
愁
と
哀
調
と
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
の
に
照
応
す
る
｡
そ
れ
は
'
｢わ
び
｣
の
世
界
で
も
あ
っ
た
｡
r伊
勢
｣
は
'
｢
そ
の
院
の

桜
'
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
｣
と
い
い
な
が
ら
'
そ
れ
を
逆
説
的
に
'
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
裏
返
し
'
惟
喬
親
王
身
辺
の
政
治
的
暗
雲
'
切
迫
し

た
時
の
流
れ
を
語
っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
t
r伊
勢
J
を
貫
-
か
と
見
ら
れ
る

｢反
藤
氏
｣
の
精
神
と
文
学
と
の
挫
折
を
も
意
味
す
る
｡
｢
み
や

び
｣
の
奥
に
ひ
そ
む
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
批
評
の
精
神
こ
そ
'
｢
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
｣
と
い
う
美
意
識
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
.
そ
れ
に
し
て
も

｢渚
の
院
｣
は
'
｢交
野
｣
と
い
う
歌
枕
の
世
界
か
ら
消
え
て
い
-
｡
r伊
勢
l
の
世
界
を
揺
曳
し
た
わ
ず
か
の
歌
の
な

か
だ
け
に
'
そ
の
基
層
と
な
っ
て
'
細
々
と
残
存
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡
｢資
料
｣

川の
｢世
の
中
に
｣
の
歌
が
'
第
三
句
が

｢
さ
か
ざ

ら
ば
｣
と
な
っ
て
t
r古
今
和
歌
六
帖
｣
第
六

｢さ
-
ら
｣
の
歌
に
重
出
し
て
い
る
こ
と
は
'
や
は
り
'
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
r舌

今
和
歌
六
帖
｣
に
は
'
｢花
さ
-
ら
｣
｢山
さ
-
ら
｣
な
ど
に
類
別
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
'
｢さ
-
ら
｣
の
歌
は
四

1
六
九
番
歌
か
ら
四

7



ニ
ー
五
番
歌
ま
で
の
四
十
六
首
の

｢さ
-
ら
｣
の
歌
が
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
四
一
七

一
番
歌
に

｢
こ
れ
よ
り
十
五
首
つ
ら
ゆ
き
｣
と
あ
り
'
紀

貫
之
e
.歌
は
十
六
首
'
3-
･
8
%
に
も
達
す
る
.
し
か
も
'
そ
の
最
後
の
歌
四
1
八
五
番
歌
に
は
'
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
｡

さ
く
ら
に
は
心
の
み
こ
そ
-
る
し
け
れ
あ
き
て
ち
ら
せ
る
は
る
し
な
け
れ
ば

業
平
の

｢世
の
中
に
｣
の
歌
は
四
二
二
二
番
歌
｡
貫
之
の
こ
の
歌
は
業
平
の
四
二
二
二
番
歌
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
'
あ
る
い
は
t
r伊
勢
｣

八
十
二
段
の
享
受
に
関
わ
っ
て
作
ら
れ
た
t
と
見
る
の
は
牽
強
付
会
の
説
だ
と
言
わ
れ
よ
う
か
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
'
別
に
述
べ
る
｡

だ
が
t
r土
佐
日
記
｣
に
は
'
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
｡
仮
名
遣
い
な
ど
は
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
が
'
読
み
仮
名
な
ど
は
省
略
し
た
｡

か
-
て
'
船
曳
き
上
る
に
'
渚
の
院
と
い
ふ
所
を
見
つ
､
行
-
｡
そ
の
院
'
昔
を
思
ひ
や
-
て
見
れ
ば
'
お
も
し
ろ
か
-
け
る
所
な

=
｡
後
方
な
る
岡
に
は
'
松
の
木
ど
も
あ
へ

中
の
庭
に
は
'
梅
の
花
咲
け
り
｡
こ
､
に
'
人

ぐ

の
言
は
く
,
｢
こ
れ
,
昔
'
名
高

-
聞
こ
へ
た
る
所
な
り
｡
故
惟
喬
の
親
王
の
御
供
に
故
在
原
業
平
の
中
将
の
'

世
の
中
に
絶
へ
て
桜
の
咲
か
ざ
ら
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
L

と
い
ぶ
歌
詠
み
た
る
所
な
り
け
り
｡
今
'
今
日
あ
る
人
'
所
に
似
た
る
歌
詠
め
-
0
(岩
波

｢新
大
系
｣
29
貫
)

『新
大
系
｣
の
校
注
者
長
谷
川
政
春
氏
は
'
｢咲
か
ざ
ら
ば
｣
を

｢当
意
即
妙
の
改
変
｣
と
注
記
す
る
が
'
萩
谷
朴
氏

(角
川

r全
注
釈
｣)

も
同
じ
｡
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

｢古
今
和
歌
六
帖
｣
｢伊
勢
｣
伝
本
の
本
文
上
の
問
題
も
あ
っ
て
t
r土
佐
｣
の
改
変
と
は
'
に
わ
か
に

論
断
し
難
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢お
も
し
ろ
か
り
け
る
所
｣
に
つ
い
て
へ
岩
波

『新
大
系
L
t
r旧
大
系
L
t

｢新
潮
古
典
集
成
｣
に
は
と
も
に
注
記
は
な
い
｡
小
学
館

r全
集
｣
も
同
じ
で
あ
る
が
'
現
代
語
訳
に
'

そ
の
院
.は
'
昔
を
し
の
び
な
が
ら
な
が
め
る
と
'
い
か
に
も
趣
の
深
い
所
で
あ
る
｡
(r全
集

土
佐
日
記

輯
蛤
日
記
｣
62
頁
)

と
あ
る
｡
こ
の
現
代
語
訳
は
t
r源
氏
｣
玉
蔓
の
巻
の

｢お
も
し
ろ
き
所
ぐ

｣
に
つ
い
て
の
従
来
の
諸
注
と
全
-
変
わ
ら
な
い
｡
だ
が
'

そ
う
い
う
文
学
作
品
の
享
受
の
方
法
は
'
や
は
り
'
誤
り
だ
と
思
う
｡
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｢昔
を
思
ひ
や
り
て
｣
'
｢昔
'
名
高
-
聞
こ
へ
た
る
所
｣
と
は
言
っ
て
も

｢故
惟
喬
の
親
王
｣
'
｢故
在
原
業
平
｣
と
い
う
な
か
に
は
'
時
の

流
れ
'
そ
の
時
代
の
隔
て
を
超
え
て
'
歴
史
的
現
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
歌
人
貫
之
の
回
想
の
念
が
奥
深
-
秘
め
ら
れ
て
も
い
た
｡
だ
か
ら

｢今
'
今
日
あ
る
人
'
所
に
似
た
る
歌
詠
め
り
｡｣
と
表
現
し
て
い
る
｡
｢古
今
和
歌
六
帖
｣
四
一
八
五
番
歌
の

｢桜
に
は
｣
の
歌
は
t
r新
潮

古
典
集
成

土
佐
日
記

貫
之
集
二

木
村
正
中
校
注
)
に
'
貫

之
集
｣
の
歌
番
号
で
796
の
歌
'
｢興
風
が
歌
の
返
し
｣
と
詞
書
に
見
え
る
｡

木
村
正
中
氏
は
'

｢興
風
集
｣
に

｢見
て
か
へ
る
心
あ
か
ね
ば
桜
花
咲
け
る
あ
た
り
は
宿
や
か
ら
ま
し
｣
と
い
う

一
首
が
あ
る
｡
あ
る
い
は
貫
之
が
返

歌
し
た
も
と
の
輿
風
の
歌
に
該
当
す
る
か
も
知
れ
な
い
｡

(276頁
)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
｢宿
や
か
ら
ま
し
｣
に

｢伊
勢
｣
八
十
二
段
後
半
部
の
物
語
に
あ
る

｢狩
り
-
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
｣

｢宿
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
｣
の
贈
答
歌
を
引
-
'
そ
れ
に
依
拠
L
t
そ
れ
を
意
識
に
置
い
て
の
物
語
享
受
の
1
面
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
'
ほ
ほ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
'
｢土
佐
｣
の
記
述
は
'
従
来
の
見
方
の

ほ
か
に
'
ま
た
新
し
い
意
味
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
｡
貫
之
が
惟
喬
の
親
王
と
業
平
の
物
語
を
'

歴
史
的
現
実
の
場
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
意
識
の
な
か
に
t
r伊
勢
J
を
貫
-
作
品
の
理
念
と
し
て
存
在
し
た
反
藤
氏
の
思
想
が
存
在
し
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
貫
之
の
社
会
批
評
'
政
治
批
判
'
そ
の
戯
画
化
と
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
ま
な
ざ
し
の
な
か
に
は
'
そ
う
い
う
反
俗
の

精
神
が
愁
い
輝
い
て
い
た
｡
そ
れ
は
t
r伊
勢
｣
八
十
二
段
の
文
学
的
世
界
'
｢
み
や
び
｣
の
世
界
の
背
骨
と
し
て
'
し
た
た
か
に
存
在
す
る

も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
｡

｢昔
を
思
ひ
や
り
て
見
れ
ば
｣
と
い
う
の
は
'
｢全
集
｣
の
現
代
語
訳
に
と
ど
ま
ら
ず
､
そ
う
い
う
意
識
の
な
か
で
捉
え
直
さ
れ
た

｢歌
枕
｣

へ
の
想
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
o
｢お
も
し
ろ
き
所
｣
は
'
歌
枕
と
し
て
t
r伊
勢
j
八
十
二
段
の
歌
物
語
と
を
重
ね
'
そ
れ
を
借
景
に
現
実

の
風
景
を
観
照
し
て
い
た
｡
た
だ
'
｢眺
め
｣
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
｡
｢伊
勢
｣
八
十
二
投
の

｢
そ
の
院
の
桜
'
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
｣
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に
は
'
桜
の
名
所
と
し
て
の
歌
枕
'
貫
之
を

｢桜
の
花
｣
の
歌
人
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
-
基
層
が
'
既
に
用
意
さ
れ
て
い
た
｡
｢古
今
和

歌
六
帖
｣
の
時
代
に
至
っ
て
'
よ
う
や
-
遅
れ
て
開
花
し
て
い
-
伝
承
的
契
枚
が
'
や
は
り
そ
こ
に
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
｢今
'

今
日
あ
る
人
'
所
に
似
た
る
歌
詠
め
り
｡｣
と
い
う
最
後
の
一
節
に
見
え
る

｢所
｣
の
語
は
'
｢歌
枕
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
論
理

の
筋
を
た
ど
り
'
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
必
然
性
を
精
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
｢渚
の
院
｣
は
'
単
な
る

自
然
の

｢風
物
｣
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
『源
氏
l
の
作
者
は
t
r伊
勢
｣
八
十
二
段
か
ら

r土
佐
｣
へ
と
続
-
日
本
文
学
の
構
成
の
あ

り
よ
う
-

｢旅
の
文
学
｣
が

｢歌
枕
｣
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
-
と
い
う
日
本
文
学
の
型
'
構
造
を
'
明
確
に
読
み
解
い
て
い
た
'
す

ぐ
れ
た

｢文
学
史
家
｣
で
も
あ
っ
た
｡

単
な
る

｢自
然
の
風
物
｣
で
は
な
-
'
和
歌
の
世
界
'
文
学
の
世
界
を
通
し
て
'
そ
れ
を
借
景
と
し
て
'
自
然
の
風
物
を

｢眺
め
｣
｢観

照
す
る
｣
と
い
う
'
歌
枕
に
対
す
る
方
法
は
'
ま
た
'
新
し
い

｢歌
枕
｣
を
つ
-
り
出
す
'
歌
枕
の
も
つ
新
た
な
美
を
創
造
し
'
つ
け
加
え

て
い
-
t
と
い
う
営
み
を
も
と
も
な
っ
て
い
た
｡
貫
之
の

｢土
佐
｣
に
見
え
る
歌
詠
む
営
み
も
そ
う
で
あ
っ
た
｡
若
紫
の
巻
に
'

後
の
山
に
立
ち
出
で
て
'
京
の
方
を
見
た
ま
ふ
｡
は
る
か
に
霞
わ
た
り
て
'
四
方
の
梢
そ
こ
は
か
と
な
う
け
ぶ
り
わ
た
れ
る
ほ
ど
'

｢絵
に
い
と
よ
-
も
似
た
る
か
な
｡
か
か
る
所
に
住
む
人
'
心
に
思
ひ
残
す
こ
と
は
あ
ら
じ
か
し
｣
と
の
た
ま
へ
ば
'
｢
こ
れ
は
い
と
浅

-
は
べ
り
｡
外
の
国
な
ど
に
は
べ
る
海
山
の
あ
-
さ
ま
な
ど
を
御
覧
ぜ
さ
せ
て
は
べ
ら
ば
'
い
か
に
御
絵
い
み
じ
う
ま
さ
ら
せ
た
ま
は

10

む
｣
｢富
士
の
山
､
な
に
が
し
の
放
｣
な
ど
語
り
き
こ
ゆ
る
も
あ
り
｡
ま
た
西
国
の
お
も
し
ろ
き
浦
々
'
磯
の
う
へ
を
言
ひ
っ
づ
-
る

も
あ
り
で
'
よ
ろ
づ
に
紛
ら
は
し
き
こ
ゆ
｡

｢近
き
所
に
は
'
播
磨
の
明
石
の
浦
こ
そ
な
ほ
こ
と
に
は
べ
れ
｡
何
の
い
た
り
深
さ
隈
は
な
け
れ
ど
'
た
だ
海
の
お
も
て
を
み
わ
た
し

た
る
ほ
ど
な
ん
'
あ
や
し
-
他
所
に
似
ず
'
ゆ
ほ
び
か
な
る
所
に
は
べ
る
｡
(｢全
集
｣

川
276頁
)

と
あ
る
｡
春
の
北
山
か
ら
眺
望
さ
れ
る
春
霞
に
け
ぶ
る
京
都
の
風
景
'
そ
れ
は
絵
に
よ
-
似
て
い
る
と
い
う
｡
話
は
'
｢
ひ
と
の
国
｣
へ



と
及
び
東
国
の
山
々
'
西
国
の
浦
々
と
'
や
は
り
歌
枕
を
め
ぐ
っ
て
語
ら
れ
て
い
-
｡
｢お
も
し
ろ
き
浦
々
｣
も
'
｢全
集
｣
は

｢風
情
あ
る

浦
々
｣
と
現
代
語
訳
｡
岩
波

｢新
大
系
｣
の
脚
注
も
'
｢浦
と
い
う
浦
や
石
浜
の
ほ
と
り
｡
海
の
実
例
と
し
て
は
西
国
の
風
景
が
挙
げ
ら
れ

る
｡｣
(
一

154
貫
)
と
注
記
す
る
｡
従
来
の
解
釈
と
し
て
'
定
説
化
し
て
き
た
'
こ
う
い
う
考
え
方
に
'
や
は
り
に
わ
か
に
従
う
こ
と
は
出

来
な
い
よ
う
に
思
う
｡
風
情
や
趣
の
あ
る
浦
と
い
う
浦
'
磯
と
い
う
磯
と
い
う
自
然
そ
の
も
の
の
風
景
'
風
物
を
さ
す
の
が

｢お
も
し
ろ
き

所
｣
で
は
な
か
っ
た
｡
歌
枕
と
し
て
の
浦
や
磯
を
'
歌
を
ま
じ
え
て

｢歌
語
り
｣
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
｢-
-
の
う
へ
を
言
ひ
っ
づ
く
る
｣

そ
れ
は
'
た
だ
語
っ
た
と
い
う
'
日
常
会
話
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
｡
歌
が
詠
む
も
の
で
あ
り
t
l亨
っ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
'

既
に
別
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
｡
｢歌
語
り
｣
と
し
て
'
｢言
っ
た
｣
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
｢う
ち
ほ
ほ
ゆ
が
め
て
｣
語
-
'
言
う
こ
と
'

｢歌
語
り
｣
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
同
時
代
の
当
時
の
作
者
も
読
者
も
わ
か
り
切
っ
て
い
た
｡
知
-
尽
-
L
t
使
い
慣
れ
て
い
た
こ
と
だ
か
ら
'

｢･-
‥
の
う
へ
を
言
ひ
っ
づ
-
る
｣
と
だ
け
表
現
す
れ
ば
'
そ
れ
で
十
分
事
足
り
た
の
で
あ
る
｡
｢歌
語
-
｣
の
経
験
'
そ
う
い
う
体
験
を
持

つ
こ
と
が
'
ほ
と
ん
ど
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
代
人
が
'
物
語
を
読
む
時
'
自
分
達
の
生
活
経
験
を
通
し
た
'
そ
う
い
う
読
み
方
が
な
さ

れ
て
来
る
こ
と
は
'
ま
た
'
避
け
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
わ
た
し
に
は
'
そ
う
は
読
め
な
い
'
そ
う
読
む
べ
き
で
は
な
い
t
と

い
う
窓
意
的
と
も
見
え
る
確
信
の
よ
う
な
も
の
が
t
や
は
へ

は
っ
き
り
と
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢伊
勢
L
r土
佐
｣
｢源
氏
｣
へ

と

そ
の
基
層
に
貫
通
す
る

｢歌
枕
｣
を
耽
れ
て
'
物
語
を
読
み
解
い
て
い
-
こ
と
は
出
来
な
い
｡
玉
蔓
の
巻
が
'
西
の
国
へ
の
流
従
'
旅
の

物

語
を
語
っ
て
い
-
時
､
民
俗
学
的
発
想
'
信
仰
を
基
層
と
す
る

｢
つ
る
草
｣
に
ま
つ
わ
る
話
型
と
と
も
に
'
｢歌
｣
の
技
と
心
の
論
理
'
そ

の
伝
統
の
な
か
で
'
み
が
き
抜
か
れ
て
来
た
'
｢歌
枕
｣
へ
の
'
深
い
そ
し
て
､
熱
い
想
い
が
'
限
り
な
-
秘
め
ら
れ
て
も
い
た
｡

岩
波

｢新
大
系
八
代
集
総
索
引
l
｢地
名
索
引
｣
に
よ
れ
ば

｢水
無
瀬
｣
の
地
名
を
詞
書
に
も
つ
歌
は
十

一
例
で
'
｢新
古
今
｣
の
歌
に
限

ら
れ
る
｡川378

｢武
蔵
野
や
ゆ
け
ど
も
秋
の
｣
t

は543
｢も
み
ぢ
葉
を
さ
こ
そ
嵐
の
｣
'

川801
｢思
ひ
い
づ
る
お

(杏
)
り
た
-
柴
の
｣
'

川
1

ll



｢思
つ
,
経
に
け
る
年
の
｣
t

は11-1
｢草
ふ
か
き
夏
野
分
け
ゆ
-
｣
'

州11-8
｢山
が
つ
の
麻
の
さ
衣
｣
'
川
1136

｢水
無
瀬
恋
十
五
首
歌
合
に
'

春
恋
の
恋
を
皇
太
后
官
大
夫
俊
成
女

面
影
の
か
す
め
る
月
ぞ
や
ど
り
け
る
春
や
む
か
し
の
袖
の
涙
に
｣
･
囲
11-8

｢
な
に
ゆ
へ

(ゑ
)

と
息
も
入
れ
ぬ
｣
'
㈱
1-13

｢里
は
荒
れ
ぬ
お

(を
)
の
へ
の
宮
の
｣
'
㈹
1--3

｢見
し
人
の
お
も
か
げ
と
め
よ
｣
'

仙1-36
｢
し
ろ
た
へ
の
袖

の
わ
か
れ
に
｣
｡

こ
れ
ら
の
歌
は
'
後
鳥
羽
上
皇
の
離
宮
が
置
か
れ
た
所
と
し
て
'
多
-
の
歌
が
そ
れ
に
関
わ
る
｡
｢伊
勢
J
八
十
二
段
と
関
わ
る
歌
は
'

全
-
存
在
し
な
い
｡
た
だ
､
｢資
料
の
｣
だ
け
は
'
脚
注
に

｢本
歌

｢月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身

一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
｣

(古
今

･恋
五
･
在
原
業
平
｡
伊
勢
物
語
四
段
)
｡｣
と
注
記
す
る
よ
う
に

｢古
今
L
r伊
勢
｣
の
歌
を
本
歌
と
す
る
俊
成
女
の
歌
で
あ
る
こ
と

が
注
意
さ
れ
る
｡

こ
れ
に
対
し
て

｢水
無
瀬
川
｣
は
'
｢万
葉
｣
以
来
の
歌
語
と
し
て
詠
ま
れ
'
掻
津
の
国
の
歌
枕
と
し
て
詠
ま
れ
た
の
は
い
つ
頃
と
解
す

べ
き
か
に
は
'
や
や
問
題
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
岩
波

r新
大
系
八
代
集
総
索
引
｣
｢地
名
索
引
｣
は
'
｢水
無
瀬
川
｣
と
い
う
地
名

は

｢古
今
｣
以
下

｢新
古
今
J
ま
で
八
首
の
歌
を
あ
げ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
｢古
今
｣
三
首

｢後
撰
｣

一
首
は
'
校
注
者
に
よ
れ
ば
'
歌

語
と
解
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
'
脚
注
が
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
歌
枕
の
脚
注
は

｢後
拾
遺
｣
か
ら
で
'
0-2
番
歌

｢絶
え
や
せ
ん

1

い
の
ち
ぞ
知
ら
ぬ
水
無
瀬
川
よ
し
流
れ
て
も
こ
こ
ろ
み
よ
君
｣
が
最
初
で
'
以
下

r千
載
｣
轡

915
番
歌
t
T新
古
含

36
番
歌
と
な
っ
て
'

語
例
は
八
首
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
｢歌
語
か
ら
歌
枕
へ
｣
と
い
う
問
題
は
'
川
の
名
が
付
さ
れ
た
時
と
い
う
地
誌
的
事
実
に
よ
る
と
し
て

も
'
画
然
と

一
線
を
画
す
る
こ
と
に
は
'
ま
た
困
難
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
｡
た
だ
'
｢八
代
集
｣
の
歌
に
は
'
｢伊
勢
｣
八
十
二
段
を

意
識
に
置
い
て
詠
ん
だ
歌
は
皆
無
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
け
は
確
か
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
'
｢土
佐
｣
と

r業
平
集
｣
と
に
見
ら
れ
る

r伊
勢
｣
八
十
二
段
と
の
深
い
関
わ
り
は
'
そ
こ
に
何
を
読
み
と

る
か
t
と
い
う
問
題
を
捨
象
す
る
に
し
て
も
'
や
は
り
､
重
要
な
問
題
で
あ
る
｡
r源
氏
｣
の
作
者
は
'
歌
語
を
操
る
こ
と
に
し
た
た
か
で

12



あ
り
'
歌
人
と
し
て
の
し
た
た
か
な
誇
り
を
持
っ
て
い
た
｡
そ
の
こ
と
が
'
超

一
流
と
い
わ
れ
る
歌
人
'
和
泉
式
部
に
対
す
る

『紫
式
部
日

記
｣
,e
評
語
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
'
歌
合
の
席
に
出
席
で
き
頂
か
っ
た
恨
み
と
か
'
負
け
犬
的
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
紫
式
部
の
晦
嘩
と
か
'

遠
吠
え
と
か
'
負
け
戦
を
仕
組
ん
だ
'
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
か
'
そ
う
し
た
従
来
の
考
え
に
従
い
難
い
こ
と
は
'
別
稿
で
-
り
返

し
述
べ
て
来
た
ご
と
-
で
あ
る
.
r源
氏
l
の
作
者
は
'
和
泉
式
部
の
歌
と
は
あ
い
い
れ
な
い
'
歌
論
を
明
確
に
持
っ
て
い
た
｡
玉
宅
の
巻

末
尾
の
歌
論
は
'
そ
う
い
う
論
点
に
立
っ
て
再
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
指
摘
し
た
｡
｢お
も
し
ろ
き
所

ぐ

｣
の
語
は
t

r伊
勢
｣
『土
佐
｣
を
貫
流
す
る
歌
論
に
'
し
た
た
か
に
裏
う
ち
さ
れ
た
歌
語
へ
の
意
識
に
探
-
関
わ
る
用
語
意
識
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
｡

r伊
勢
｣
も

『土
佐
｣
も

r源
氏
｣
玉
宅
の
巻
も
'
歌
枕
の
世
界
か
ら
古
歌
を
借
景
に
'
歌
を
詠
む
と
い
う
必
然
的
な
場
面
を
構
成
し
て
い

く
｡
若
紫
の
巻
も
'
そ
う
い
う
視
座
か
ら
読
ん
で
い
く
と
'
ま
た
新
し
い
物
語
世
界
が
措
か
れ
て
い
-
｡
玉
蔓
の
巻
の
物
語
は
'
乳
母
の
女

達
に
よ
る
和
歌
の
唱
和
か
ら
'
｢金
の
岬
過
ぎ
て
'
｢我
は
忘
れ
ず
｣
な
ど
'｣
と
'
歌
枕
を
め
ぐ
っ
て
'
古
歌
を
思
い
浮
べ
'
そ
れ
を
借
景

に
'
自
然
の
風
景
'
風
物
を
観
照
L
t
眺
望
し
て
い
-
｡
そ
れ
は
'
｢お
も
し
ろ
き
所
ぐ

｣
の
も
つ
語
誌
を
'
用
語
意
識
の
基
層
に
自
餐

的
に
持
っ
て
い
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
'
日
本
文
学
に
お
け
る

｢旅
｣
の
文
学
が
'
伝
承
的
'
伝
統
的
に
持
ち
続
け
'
創
り

続
け
て
き
た

｢型
｣
を
'
は
っ
き
り
と
物
語
作
り
の
場
に
構
造
的
に
据
え
直
す
こ
と
が
出
来
る
才
知
'
漠
才
を
も
持
っ
て
い
た
｡

13

二､
｢ふ
る
人
｣
用
語
考

Ⅰ

ふる

｢右
近
｣
は
'
玉
宅
の
巻
で

｢古
人
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
玉
蔓
の
巻
で
は
'
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
o



な

に

か
す

(ほ
)

か
た

み

み
(た
ま
ひ
)

ふ
る

つ
か
(う
)

川

右
近
は
'
何

の

人

数

な

ら
ね
ど
'
な

を

そ

の

形

見

と

見

給

て

'
ら
う
た
き
も
の
に
お
ぼ
し
た
れ
ば
'
古

人

の
数
に

仕

ふ

ま

つ
り

帥

れ
た
り
｡

(岩
波

覇

大
系
｣
二

332頁
)

上
のなか

(ご
と
)

(た
ま
ひ
)

(を
)

(i
'ま
ふ
)

出

世

中

の

ど
や
か
に
お
ぼ
さ
る
､
ま
､
に
'
た
.,,
は
か
な
き
御
た
は
ぶ
れ

事

を

の

給

'

お

か

し
-
人
の
心
を
見

給

あ

ま
り
に
t
か
､

る

胡

人

を
さ
へ
ぞ
た
は
ぶ

れ

喝

(同
,
管

)

r新
大
系
｣
脚
注
は
t
H
t
｢
(源
氏
に
仕
え
る
)
古
参
の
女
房
の
1
人
と
し
て
.｣
'

佃'
｢右
近
の
よ
う
な
年
寄
の
女
房
に
ま
で
｡｣
と
注

記
す
る
｡

｢

川｣
に
つ
い
て
'
岩
波

『旧
大
系
｣
'
新
潮

｢古
典
集
成
｣
な
ど
は

『新
大
系
｣
と
同
じ
で
'
｢古
参
の
女
房
｣
｡
小
学
館

r全
集
｣
は
'

｢右
近
は
'
夕
顔
の
死
後
'
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
て
以
来
'
長
年
源
氏
の
侍
女
と
し
て
勤
め
て
い
る
｡｣

(川

81
頁
)
と
注
記
し
て
い

る
｡
｢

侶｣
に
つ
い
て
'
新
潮

冒

典
集
成
｣
は
岩
波

覇

大
塁

に
同
じ
｡
『旧
大
系
J
は
'
｢年
を
取
っ
た
者
｣
(二

357
頁
)
と
す
る
.

岩
波

r旧
大
系
｣
｢新
大
系
｣
と
も
に

｢人
｣
に
読
み
仮
名
は
付
し
て
い
な
い
が
､
吉
沢

『新
釈
｣
小
学
館

｢全
集
｣
な
ど
は
濁
音
'
新
潮

r集
成
｣
は
清
音
で
読
み
仮
名
を
付
し
て
い
る
o
r新
大
系
｣
は
諸
注
を
参
照
し
た
苦
心
の
述
作
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
｡
r河
海
抄
J

｢紫
明
抄
J
な
ど
に
は
'
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
の
注
記
は
見
え
な
い
｡
｢花
鳥
余
情
｣
に
も
'
直
接
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
の
注
記
は
な
い

が
'
直
前
の

｢わ
か
き
人
は
-
る
L
と
て
｣
に
'
｢わ
か
き
人
は
つ
か
ふ
を
は
ら
た
つ
ほ
と
に
年
お
い
た
る
と
ち
は
む
つ
ひ
よ
き
と
た
は
ふ

れ
給
ふ
詞
な
り
｣
(源
氏
物
語
古
住
集
成

雇

永
本
花
鳥
余
情
｣

伊
井
春
樹
編

桜
楓
社

155
頁
)
と
あ
り
'
従
来
か
ら

｢年
経
ぬ
る

(ど
ち
)｣
と
同
意
の
語
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
r孟
津
抄
｣
に
至
っ
て
､
｢
ふ
る
人
の
数
に
と
は
砥
侯
す
る
人
の
中
に
て
め
し
っ
か
ひ
給
也
｣

(源
氏
物
語
古
注
集
成

『孟
津
抄

中
巻
｣
野
村
精

一
編

桜
楓
社

48
頁
)
と
注
記
し
て
い
る
｡

岩
波

｢広
辞
苑

第
四
版
｣
は
'
見
出
し
語

｢
ふ
る
･
ひ
と
｣
｢
(フ
ル
ビ
ト
と
も
)｣
と
す
る
｡

小
学
館

｢日
本
国
語
大
辞
典
｣
(17
巻
)
は
'
見
出
し
語

｢
ふ
る
-
び
と
｣
｢
(古
-
は

｢
ふ
る
ひ
と
｣)
と
す
る
｡
｢日
葡
辞
書
｣
を
あ
げ

14



｢
(フ
ル
ヒ
ト
)
<
訳
>
長
い
年
月
を
経
た
年
老
い
た
人
ま
た
は
昔
の
人
｡
歌
語
｣
と
注
記
す
る
｡
r広
辞
苑
｣
は
'
｢①
昔
の
人
｡
こ
じ
ん
｣

万
葉
集
の
用
例
'
｢②
老
人
.｣
源
氏

葛
紫

｢古
人
ど
も
｣
の
用
例
'
｢③
古
参
の
人
｡
ふ
る
-
か
ら
い
た
人
｡｣
源
氏

玉
聾
の
用
例
'

｢④
昔
な
じ
み
の
人
｡｣
古
今
集
の
用
例
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
げ
る
｡
r大
辞
塁

は
,
｢①
昔
の
人
｡
す
で
に
死
ん
だ
人
｡
こ
.じ
ん
｡｣
万
葉
集
の

用
例
ほ
か
'
｢②
年
を
と
っ
た
人
｡
老
い
た
人
｡
老
人
｡｣
青
表
紙
本
の
一
本
'
源
氏

明
石
の
用
例
ほ
か
'
｢③
古
-
か
ら
い
る
人
｡
以
前

か
ら
そ
こ
に
い
る
人
｡
古
参
の
人
｡｣
宇
津
保

藤
原
の
君
の
用
例
ほ
か
'
｢④
古
-
か
ら
交
際
し
て
い
る
人
｡
昔
な
じ
み
の
人
｡
ま
た
'
か

っ
て
交
わ
-
の
あ
っ
た
人
｡｣
万
葉
集
の
用
例
ほ
か
､
｢⑤
昔
か
た
ぎ
の
人
｡
古
風
な
考
え
の
人
｡｣
源
氏

行
幸
の
用
例
な
ど
を
引
用
す
る
｡

｢八
代
集
総
索
引
J
(岩
波

『新
大
系
J)
に
よ
れ
ば
'
｢古
人
｣
を
句
の
は
じ
め
に
も
つ

｢八
代
集
｣
の
用
例
は
t
r広
辞
苑
｣
が
'
｢①
｣

の
用
例
と
し
て
あ
げ
る
一
例
に
と
ど
ま
る
｡
た
だ
'
｢新
大
系
｣
は
'
小
島
憲
之
'
新
井
栄
蔵
校
注
で
'

731

馴

欝

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か

春

雨

の

ふ
る
日
と
な
れ
ば
袖
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る

は
るをめ

と
表
記
す
る
｡
『旧
大
系
｣
は
佐
伯
梅
友
校
注
で
'
｢
ふ
る
日
｣
の
表
記
は
変
わ
ら
な
い
｡
小
学
館

r全
集
｣
は
小
沢
正
夫
'
新
潮

r古

典
集
成
｣
は
奥
村
恒
哉
校
注
で
'
｢
ふ
る
ひ
と
な
れ
ば
｣
と
仮
名
書
き
に
な
っ
て
い
る
｡
掛
詞
に
よ
る
表
現
の
合
理
性
は

｢
ふ
る
日
｣
に
は

遠
い
な
い
が
'
恋
の
歌
と
し
て
の
主
題
か
ら
す
れ
ば
'
や
は
-
仮
名
書
き
に
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
r日
葡
辞
書
｣
が

歌
語
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
の
語
が
t
r古
今
j
の
歌
の
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と
の
事
実
は
'
｢源
氏
読
み
｣
の
な
か
で
'
い
ま
少
し
注
意
深
く

て
い
ね
い
に
考
え
て
い
-
必
要
が
あ
る
｡
角
川

『新
編
国
歌
大
観

古
今
｣
は

｢
ふ
る
日
｣
と
す
る
.
r古
今
L
の
異
文

｢
み
れ
ば
｣
は

'

や
は
り

｢古
人
｣
を
意
識
す
る
本
文
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
同
書
第
二
巻

r私
撰
集
編
J
の

r古
今
和
歌
六
帖

第

二

｢
か
げ
ろ
ふ
｣

821番
歌
に
は
'
｢
ふ
る
人
み
れ
ば
｣
と
し
て
出
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
同
書
第
五
巻
の

r奥
儀
抄
｣
536
番
歌
t
r和
歌
色
葉
｣
269
番
歌
に
も

｢
ふ

る
人
み
れ
ば
袖
ぞ
ひ
ち
ぬ
る
｣
と
な
っ
て
重
出
す
る
｡
第
二
巻
の

r索
引
編
｣
に
よ
れ
ば
'
｢
ふ
る
ひ
と
に
｣
(万

･
望

｢
ふ
る
ひ
と
の
｣

(万

･
Ei)
｢
ふ
る
ひ
と
み
け
む
｣
(万

･17
)｢
ふ
る
ひ
と
も
｣
(新
六
帖
S
)
な
ど
の
形
で
歌
が
見
え
る
｡
こ
れ
ら
の
事
実
は
､
｢
ふ
る
人
｣
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の
語
が
'
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
'
冒

今
｣

731
番
歌
が
'
｢恋
｣
の
歌
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
長
い

歴
史
的
基
層
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
ば
か
り
か
'
『古
今

和
歌
六
帖
｣
｢か
げ
ろ
ふ
｣
の
歌
は
'
820
番
歌
か
ら
828
番
歌
に
及
ぶ
九
首
で
あ
る
が
'
す
べ
て
恋
の
歌
'
恋
の
心
を
揺
曳
す
る
歌
で
あ
る
｡

｢あ
る
か
な
き
か
の
よ
｣
(響

｢恋
し
｣
(S
)
｢
い
も
｣
(53)
｢
こ
ぬ
よ
あ
ま
た
に
｣
(a
)
｢た
の
む
ぞ
か
た
き
｣
(響

｢恋
も
す
る
｣
(響

｢人
は
恋
し
き
｣
(&
3
tt
)
｢う
つ
ろ
ひ
や
す
き
君
が
心
｣

(轡
な
ど
の
語
句
に
よ
っ
て
'
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
同
書
第
三
巻

蚕

家

集
編
ユ

索
引
に
よ
れ
ば

r公
任
集
｣
392
番
歌
も

｢雨
な
ら
で
は
か
な
ま

ェ
に
ふ
る
人
も
露
に
も
ぬ
る
る
物
と
こ
そ
き
け
｣
と
あ
牡

や
は

り
同
じ
発
想
を
揺
曳
し
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
t
r広
辞
苑
第
四
版
｣
(岩
波
)
が
t
r源
氏
｣
玉
宅
の
巻

｢川
｣
の
用
例
を

｢③
古
参
の
人
｡

ふ
る
-
か
ら
い
た
人
｣
と
す
る
と
'
『万
葉
J
以
来
'
こ
の
語
の｣ 壬五

fLl' i

ろ
う
｡
｢広
辞
苑
｣
が

｢②
老
人
｣
の
用
例
と
し
て
あ
げ
る

｢古
人
ど

味
を
思
量
す
る
こ
と
な
ど
は
1
徒
労
に
過
ぎ
な
い
'
笑
止
な
こ
と

真 紅 茸
････､一一え

同
ヨt日

｢④
昔
な
じ
み
の
人
｣
に
探
-
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
の
意

り
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
は
'
け
だ
し
当
然
の
こ
と
で
あ

r大
辞
典
｣
が
や
は
り

｢②
年
を
と
っ
た
人
｡
老
い
た
人
｡
老

16

人
｣
の
用
例
と
し
て
あ
げ
る
青
表
紙
本
の
云

r源
氏
｣
明
石
巻
の

｢ふ
る
1<
J
は
'
｢お
い
人
｣
の
語
意
に
重
な
る
｡
rLJ
辞
苑
J
は
'

｢お
い
ひ
と
｣
の
見
出
し
語
で
'
｢年
を
と
っ
た
人
｡
と
し
よ
り
.
ろ
う
じ
ん
｣
と
し
て

F万
葉
｣
の
用
例
を
あ
げ
る
.
角
川

コ
口
語
天
辞
塁

も

｢年
寄
り
｣
と
し
て
t
r万
葉
J
r徒
妖
｣

の
用
例
を
あ
げ
る
に
過
ぎ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
｢お
い
ひ
と
｣
の
語
を

r新
大
系
J
｢八
代
集
総

索
引
｣
で
調
べ
る
と
'
句
の
は
じ
め
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
角
川

｢新
編
国
歌
大
観

第

一
巻

勅
撰
集
編
J
の

｢索

引
｣
に
よ
っ
て
も
'
こ
の
語
を
句
の
は
じ
め
に
も
つ
歌
は
存
在
し
な
い
｡
同
書

『第
二
巻

私
撰
集
編
｣
の

｢索
引
｣
に
よ
れ
ば
'
｢万
葉
｣

に

｢お
い
ひ
と
に
し
て
三

竿

｢お
い
ひ
と
の
｣
(讐

｢お
い
ひ
と
も
｣
㊥

'
｢お
い
ひ
と
を
〓

撃

の
形
で
四
首
t
rR
代
和
歌
塁

‖山】1

r夫
木
和
歌
抄
｣
に

｢お
い
ひ
と
の
｣
(325
お
よ
び
ES
)
の
形
で
そ
れ
ぞ
れ

一
首
見
え
る
｡
r万
代
和
歌
J
は
中
納
言
兼
輔
の
歌
･
r夫
木
｣
は

｢万
葉
｣
大
伴
東
人
の
歌
と
の
重
出
歌
で
あ
る
｡
同
書

｢第
三
巻

私
家
集
編
I
L
の

｢索
引
｣
に
よ
れ
ば
'
｢お
い
人
の
｣
の
歌
は

｢兼
輔



集
j
(18
)
｢安
法
法
師
集
J
(52
)
に
そ
れ
ぞ
れ
一
首
見
え
て
い
る
｡
r万
代
和
歌
集
｣
兼
輔
の
歌
は

｢兼
輔
集
｣
と
の
重
出
歌
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
に
見
て
-
る
と
t
r万
葉
｣
時
代
に
歌
語
と
し
て
比
較
的
よ
-
用
い
ら
れ
た

｢お
い
ひ
と
｣
の
語
は
'
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
'

歌
語
と
し
て
や
ゝ
衰
退
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
そ
う
し
た
用
語
の
推
移
の
過
程
に
は
'
や
は
り

｢お
い
ひ
と
｣

に
対
す
る
民
俗
信
仰
の
基
層
に
対
す
る
変
容
が
探
-
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
か
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢お
い
ひ
と
｣
の

r源
氏
し
の
用

例
に
つ
い
て
は
'
｢
ふ
る
人
｣
の
検
討
以
後
'
そ
れ
と
対
比
さ
せ
て
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
｡
た
だ

｢
ふ
る
人
｣
の
意
味
を
考
え
る
用
例
と

し
て
'
｢
ふ
る
人
ど
も
｣
の
語
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
'
や
は
り
複
数
表
現
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
視
点
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡

r源
氏
｣
に
は

｢
ふ
る
人
｣
の
語
例
が

r湖
月
抄
｣
を
底
本
と
し
た

｢新
釈
本
｣
(吉
沢
義
則

平
凡
社
)
｢索
引
｣
で
は
十
四
例
'
『大

島
本
J
を
底
本
と
し
た

r大
成
｣
｢索
引
｣
で
は
十
三
例
'
同
じ
大
島
本
を
底
本
と
す
る
勉
誠
社

r源
氏
物
語
語
嚢
用
例
総
索
引
J
で
は
十

三
例
と
な
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
t
r大
成
j
｢索
引
｣
勉
誠
社

r総
索
引
j
な
ど
に
は
見
え
ず
､
r新
釈
｣
｢索
引
｣
に
見
え
る
明
石
の
巻
の

用
例
は
'
小
学
館

｢全
集
｣
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

〓

心
す
ご
-
聞
こ
ゆ
｡
ふ
る
人
は
涙
も
と
ど
め
あ
へ
ず
'
岡
辺
に
珪
琶
t
等
の
琴
取
り
に
や
り
て

(川
65
頁
)

r全
集
｣
に
は
本
文
に
つ
い
て
の
注
記
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が

｢大
成
｣
底
本
の
大
島
本
に
は

｢心
す
ご
-
き
こ
ゆ
る
人
は
｣
と
あ
る
｡
岩
波

r新
大
系
l
は
'
大
島
本
に
よ
っ
て
'
本
文
そ
の
も
の
に
手
を
加
え
た
校
訂
は
し
て
い
な
い
.
r新
大
系
l
脚
注
に
'
｢底
本

｢き
こ
ゆ
る
人
｣

の
本
文
不
審
｡
青
表
紙
他
の
本
多
-

｢聞
こ
ゆ
｡
ふ
る
人
｣
｡
河
内
本

｢き
こ
え

(ゆ
)
と
し
ふ
る
人
は
さ
ら
に
｡｣
｢
ふ
る
人
｣
は
老
人
の

意
で
'
｢入
道
｡｣
と
注
記
す
る
｡
苦
心
さ
れ
て
の
注
記
で
あ
る
｡
大
島
本
と
同
じ
本
文
は
池
田
本
だ
け
で
'
背
表
紙
本
の
横
山
本
'
肖
柏
本
､

三
条
西
家
本
は

｢き
こ
ゆ
ふ
る
人
は
｣
陽
明
文
庫
本
は

｢き
こ
ゆ
ふ
る
に
人
は
｣
の

｢
に
｣
が

｢見
七
消
チ
｣
に
な
っ
て
い
る
｡
河
内
本
系

統
で
は
'
｢き
こ
ゆ
｣
が
'
御
物
本
'
七
竜
源
氏
'
大
島
本
'
平
瀬
本
｡
｢き
こ
え
｣
が
高
松
宮
家
本
'
尾
州
家
本
｡
｢人
は
｣
が
河
内
本
で
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は
す
べ
て

｢と
し
ふ
る
人
は
さ
ら
に
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
大
島
本
を
底
本
と
す
る
か
ぎ
り
'
明
石
の
巻
に

｢
ふ
る
人
｣
の
語
例
が
存
在
す
る

こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
諸
本
の
異
文
は
'
や
は
り
伝
来
の
間
に
本
文
の
解
釈
的
意
識
が
は
た
ら
い
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
動
か

し
稚
い
事
実
で
あ
る
｡
r新
大
系
｣
の
校
注
者
は
'
｢不
審
｣
と
し
て
'
他
の
多
-
の
青
表
紙
本
本
文
の

｢
ふ
る
人
｣
を
優
位
と
す
る
配
慮
が

存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
｡
さ
ら
に
勉
誠
社

露

索
引
｣
で
は
'
完

成
J
若
菜
上
巻
0-7
頁
6
行
目

｢わ
ら
は
に
て
京
よ
り
-
た
り
け
る

･･-▲

ふ
る
人
の
老
法
L
に
な
り
て
｣
と
あ
る
の
は
'
大
島
本
を
底
本
と
し
た
小
学
館

｢全
集
｣
本
で
は

｢人
の
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
青
表
紙
本
系

統
の
陽
明
文
庫
本
'
池
田
本
'
国
冬
本
'
肖
柏
本
'
三
条
西
家
本
は

｢人
の
｣
で
あ
り
'
同
系
等
の
横
山
本
で
は

｢
ふ
る
｣
が
補
入
さ
れ
て

い
る
｡
別
本
系
の
阿
里
美
本
で
は

｢わ
か
人
｣
と
対
立
す
る
異
文
に
な
っ
て
い
る
｡
三
条
西
家
本
を
底
本
と
し
た
岩
波

｢旧
大
系
本
｣
は

｢人
の
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
r全
集
本
｣
は
'
昭
和
50
年
5
月
刊
の
第
二
版
に
よ
っ
た
が
'
明
石
の
巻
の
語
例
に
も
'
校
訂
の
注
記
は
付
さ
れ

て
い
な
い
｡
誤
り
と
思
わ
れ
る
｡
勉
誠
社

r総
索
引
｣
は

｢旧
大
系
｣
r全
集
J
の
対
応
す
る
頁
数
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
'
と
も
に

｢
ふ

る
人
｣
の
語
例
は
存
在
し
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
の
事
実
が
重
ね
ら
れ
て
い
-
と
す
れ
ば
'
勉
誠
社
の

｢総

索
引
J
な
ど
も

一
考
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｡

明
石
の
巻
の
用
例
は
'
資
料
番
号
を
付
さ
ず
に
参
考

資
料
と
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
が
'
大
島
本
'
池
田
本
の
本
文
が
'
青
表
紙
本
系
統

本
来
の
姿
-

｢原
形
｣
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
'
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
｡
三
条
西
家
本
'
河
内
本
い
ず
れ
か
の
側
に

｢原
本
｣
の
本
文
が

存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
'
三
条
西
家
本
な
ど
'
他
の
多
-
の
青
表
紙
本
の
本
文
が

｢原
本
｣
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
河
内
本
は
'

大
島
本
'
池
田
本
に
対
す
る
解
釈
的
本
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
強
い
と
推
定
さ
れ
る
が
'
｢
ふ
る
人
｣
に
対
す
る
用
語
意
識
の
問

題
か
ら
'
本
文
の
類
推
批
判
が
'
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
｡

r大
成
｣
｢索
引
｣
'
勉
誠
社

｢総
索
引
｣
に
は
見
え
な
い
初
音
の
巻
の
明
石
の
御
方
の
歌
'

〓

年
月
を
ま
つ
に
ひ
か
れ
て
経
る
人
に
け
ふ
う
ぐ
ひ
す
の
初
音
き
か
せ
よ

(r全
集
｣
刷
140
貢
)
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を
t
r新
釈
本
｣
｢索
引
｣
で
は

｢
ふ
る
ひ
と
｣
の
語
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
｡
｢経
る
人
｣
が

｢古
人
｣
の
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
諸

注
の
説
-
と
こ
ろ
で
注
を
要
し
な
い
｡
歌
に
続
い
て

｢｢音
せ
ぬ
里
の
｣
と
聞
こ
え
た
ま
へ
る
を
'
げ
に
あ
は
れ
と
思
し
知
る
｡｣
と
あ
る
｡

明
石
の
姫
君
が
母
の
も
と
を
離
れ
て
'
紫
上
の
も
と
で
養
育
さ
れ
て
い
る
'
そ
の
寂
し
さ
'
つ
ら
さ
を
'
源
氏
も
思
い
や
っ
て
い
る
｡
五
葉

の
松
に
添
え
る
明
石
の
御
方
の
心
情
を
'
表
現
の
表
と
裏
と
い
う
修
辞
的
技
法
で
処
理
す
る
こ
と
が

｢源
氏
読
み
｣
に
な
る
の
か
'
な
ら
ぬ

の
か
の
問
題
は
'
あ
え
て
論
議
し
な
い
が
へ
『新
釈
本
L
t
岩
波

『新
大
系
｣
な
ど
の
よ
う
に

｢
ふ
る
人
｣
の
表
記
が
適
切
で
あ
る
｡
明
石
の

御
方
は

｢経
る
人
｣
で
は
な
-
､
以
下
論
証
す
る
よ
う
に
'
自
か
ら
を

｢古
人
｣
と
し
て
訴
え
て
い
る
の
で
あ
り
'
そ
の
心
情
が

｢北
の
殿

よ
り
わ
ざ
と
が
ま
し
-
集
め
た
る

(139
頁
)
と
い
う
表
現
の
な
か
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
｡
明
石
の
御
方
の
こ
の
歌
も
'
や
は

り
資
料
番
号
を
付
さ
な
い
で

｢参
考
資
料
｣
と
し
て
あ
げ
て
お
-
が
'
以
下
述
べ
る
よ
う
に
'
｢
ふ
る
人
｣
の
用
語
意
識
を
考
え
て
い
-
上

で
'
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
示
唆
と
を
与
え
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
0

川

殿
御
覧
じ
っ
け
て
'
い
と
あ
さ
ま
し
う
'
例
の
と
思
す
に
'
御
顔
赤
み
ぬ
｡
｢あ
や
し
き
古
人
に
こ
そ
あ
れ
｡
か
-
も
の
づ
つ

み
し
た
る
人
は
'
ひ
き
入
り
沈
み
入
り
た
る
こ
そ
よ
け
れ
｡
さ
す
が
に
恥
ぢ
が
ま
し
や
｣
と
て
'
(｢全
集
｣
川

行
幸

306
頁
)

玉
蔓
の
裳
着
の
祝
い
の
装
束
が
末
摘
花
か
ら
と
ど
け
ら
れ
る
｡
そ
れ
を
見
て
の
源
氏
の
詞
｡
物
語
に
は
'
装
束
の
様
を
描
-
直
前
の
部
分
に
'

常
陸
の
宮
の
御
方
'
あ
や
し
う
も
の
う
る
は
し
う
'
さ
る
べ
き
こ
と
の
を
り
過
ぐ
さ
ぬ
古
代
の
御
心
に
て
'
い
か
で
か
こ
の
御
い
そ

19

ぎ
を
よ
そ
の
事
と
は
開
き
過
ぐ
さ
む
t
と
思
し
て
'
型
の
ご
と
な
む
し
出
で
た
ま
う
け
る
｡
あ
は
れ
な
る
御
心
ざ
し
な
り
か
し
｡

と
あ
る
｡
そ
れ
は

｢昔
の
人
の
め
で
た
う
し
け
る
｣
を
'
｢よ
き
衣
箱
に
入
れ
て
'
つ
つ
み
い
と
う
る
は
し
う
て
奉
れ
た
ま
へ
り
｣
と
い
う

代
物
だ
っ
た
｡
傍
線
部
草
子
地
の

r全
集
J
現
代
語
訳
は
'
｢殊
勝
な
お
心
が
け
で
は
あ
る
｣
と
す
る
o
頭
注
に
は

『湖
月
抄
l
を
引
き

｢草
子
地
也
｡
さ
し
過
た
る
無
用
の
事
を
噸
弄
し
て
か
け
る
也
｣
と
注
記
す
る
O
源
氏
は
､
玉
壁
に
返
事
だ
け
は
出
す
よ
う
に
勧
め
る
O
｢父

親
王
の
い
と
か
な
し
う
し
た
ま
ひ
け
る
思
ひ
出
づ
れ
ば
'
人
に
お
と
さ
む
は
い
と
心
苦
し
き
人
な
り
｣
と
い
う
｡
し
か
し
御
科
の
小
社
の
挟



に
へ
例
の
同
じ
筋
の
恋
い
歌
が
添
え
て
あ
っ
た
｡

わ
が
身
こ
そ
う
ら
み
ら
れ
け
れ
唐
こ
ろ
も
君
が
た
も
と
に
な
れ
ず
と
思
へ
ば

源
氏
は

｢
い
で
'
こ
の
返
り
事
'
騒
が
し
う
と
も
我
せ
ん
｣
と
'

唐
こ
ろ
も
ま
た
か
ら
こ
ろ
も
か
ら
こ
ろ
も
か
へ
す
が
へ
す
も
か
ら
こ
ろ
も
な
る

と
詠
ん
で
返
す
O
王
室
は
'
｢君
い
と
に
は
ひ
や
か
に
笑
ひ
た
ま
ひ
て
'
｢あ
な
い
と
ほ
L
o
弄
じ
た
る
や
う
に
も
は
べ
る
か
な
｣
と
'
苦
し

が
り
た
ま
ふ
.｣
と
思
う
｡
｢
よ
う
な
し
ご
と
'
い
と
多
か
り
や
｡｣
(308
頁
)
と
い
う
草
子
地
で
物
語
は
終
る
O
r全
集
｣
は

｢古
人
｣
を

｢妙
に
昔
気
質
の
人
｣
と
す
る
｡
確
か
に
'
そ
う
い
う

一
面
を
も
つ
｡
｢古
代
の
御
心
｣
(306
頁
)
な
の
で
あ
る
｡
だ
が
'
源
氏
が
如
何
に
弁

解
L
t
避
け
よ
う
と
し
て
も
'
末
摘
花
は
'
光
源
氏
の
想
い
人
の
一
人
で
あ
っ
た
｡
源
氏
の
思
惑
'
本
音
と
建
て
前
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
'

未
摘
花
は
'
源
氏
の
想
い
人
の
一
人
と
し
て
'
常
陸
の
親
王
の
鐘
愛
し
た
女
と
し
て
の
出
自
に
'
誇
り
を
も
っ
て
生
き
て
い
た
｡
源
氏
の

｢親
王
の
い
と
か
な
し
う
し
た
ま
ひ
け
る
｣
と
い
う
詞
は
'
そ
れ
と
無
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
｡
末
摘
花
物
語
は
'
ほ
ほ
こ
の
巻
で

終
る
｡
若
菜
上
巻
の
病
床
に
あ
っ
て
長
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
物
語
が
つ
け
添
え
ら
れ
て
い
る
｡
｢を
こ
｣
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
-
末
摘

花
譜
は
'
そ
の
見
事
な
造
形
の
影
に
隠
れ
て
'
主
題
性
を
読
み
と
-
に
-
-
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
末
摘
花
詩
を
'
主
題
の
表
現

と
関
わ
り
な
が
ら
'
人
物
造
形
が
変
容
し
て
い
-
位
相
を
重
視
し
て
捉
え
る
と
と
も
に
'
親
王
の
晩
年
の
鍾
愛
の
女
と
し
て
'
｢
を
こ
｣
物

語
の
な
か
に
振
幅
の
差
違
を
大
き
-
表
現
し
な
が
ら
愚
弄
さ
れ
'
な
お
そ
の
誇
り
を
捨
て
去
る
こ
と
な
く
'
や
は
-
'
持
ち
続
け
よ
う
と
し

て
い
る
｡
い
わ
ば

｢通
時
的
原
型
構
造
｣
｢普
遍
的
｣
造
形
の
よ
う
な
も
の
を
'
主
題
論
と
し
て
そ
の
基
層
に
読
み
解
い
て
い
-
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
う
｡

坂
本
共
展
氏
は
'
未
摘
花
に
つ
い
て

｢人
物
紹
介
｣
｢研
究
史
の
展
望
｣
を
試
み
'
｢今
後
の
課
題
｣
の
項
で
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

当
時
の
読
者
は
社
会
的
実
情
に
合
わ
せ
て
各
々
の
登
場
人
物
を
把
握
し
て
い
た
｡
親
王
の
女
と
言
っ
て
も
'
父
親
王
の
血
筋
や
社
会
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的
地
位
'
ま
た
母
親
の
家
柄
な
ど
に
よ
っ
て
の
異
な
-
の
幅
は
大
き
い
｡
末
摘
花
に
も
現
実
社
会
の
反
映
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
(｢国

文
学
｣
平
成
3
年
5
月
号

学
燈
社

｢源
氏
物
語
の
人
び
と
｣
89
頁
)

坂
本
氏
の
こ
の
論
は
'
｢今
後
の
課
題
｣
と
い
う
新
し
い
提
言
で
は
な
い
｡
諸
説
を
ふ
ま
え
た
ほ
ぼ
平
均
的
な
見
方
と
し
て
'
通
説
の
よ
う

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
'
い
わ
ば
'
人
物
論
の
基
層
を
な
す
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
氏
は
'
さ
ら
に
'
｢源
氏
と
未
摘
花
｣
(森

一
郎
編

r源
氏
物
語
作
中
人
物
論
｣
勉
誠
社
平
成
5
年
1
月
5
日
)
の
な
か
で
'
｢主
人
公
の
愛
情
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
取
る
に
足
り
な
い
未
摘
花

に

(215
頁
)
｢妾
｣
と
し
て
高
い
地
位
を
与
え
待
遇
す
る
｡｣
そ
れ
に
よ
っ
て

｢物
語
社
会
の
人
々
に
主
人
公
の
如
何
な
る
面
を
見
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
･
読
者
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
｣
(215
頁
)
t
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
'
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
そ

し
て
'
｢
一
院
｣
と

｢女
御
｣
｢更
衣
｣
の
系
図
の
な
か
に
'
末
摘
花
'
空
蝉
の
関
係
を
想
定
さ
れ
'
二
人
の
女
人
で
な
け
れ
ば
語
り
得
な
い

｢物
語
の
中
の
役
割
｣
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
指
摘
さ
れ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
島
内
景
二
氏
は
'
｢嫉
妬
す
る
末
摘
花
｣
(｢国

文
学
｣
学
燈
社
平
成
5
年
10
月
号
)
で

『伊
勢
｣

一
四
四
段
と
末
摘
花
と
の
造
型
的
関
わ
り
を
指
摘
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
さ
ら
に
室
町
時
代

の
物
語

r花
鳥
風
月
｣
で
未
摘
花
が
冥
途
で

｢執
心
の
鬼
｣
に
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
六
条
御
息
所
以
上
の
恐
ろ
し
い
妄
執
に
と
り
つ
か
れ
た

女
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
'
｢黒
箱
の
皮
衣
｣
に
'
美
女
を
醜
女
に
変
え
る

｢姥
皮
｣
を
重
ね
て
'
『花
鳥
風
月
｣
か
ら
の
逆
照
射
に
よ
る
嫉

妬
す
る
女
人
像
の
造
型
を
見
よ
う
と
す
る
｡
こ
れ
と
は
逆
に
'
末
摘
花
を

｢山
の
女
｣
と
し
て
'
醜
女
の
話
型
を
見
よ
う
と
す
る
論
な
ど
も

あ
る
｡
民
俗
学
的
研
究
に
端
を
発
し
た
か
に
見
え
る

｢話
型
｣
論
は
'
現
代
の

｢源
氏
読
み
｣
の
大
き
な

1
つ
の
流
れ
と
も
な
っ
て
い
る
.

島
内
氏
は
'
未
摘
花
の
変
容
を

｢立
体
化
す
る
表
現
｣
と
し
て
捉
え
'
心
の
表
層
と
深
層
と
の
表
現
と
見
ら
れ
て
い
る
｡
だ
が
'
｢末
摘
花

の
造
型
方
法
の
二
面
性
は
'
光
源
氏
の
相
対
化
に
直
結
す
る
｣
(97
頁
)
と
し
て
'
｢末
摘
花
の
物
語
は
'
霊
験
講
の
構
造
を
有
し
て
い
る
｡｣'

｢光
源
氏
は
困
窮
す
る
末
摘
花
を
超
法
現
的
に
救
済
す
る
神
仏
で
あ
る
｡｣
'
｢故
常
陸
の
宮
の
霊
魂
が
娘
に
幸
福
を
も
た
ら
す
べ
-
'
人
間
の

光
源
氏
を
動
か
し
て
い
る
｡｣
と
指
摘
さ
れ
る
立
論
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
｢話
型
｣
を
強
引
に
押
し
っ
け
て
い
-
方
法
に
は
'
従
い
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難
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
末
摘
花
の
人
物
論
に
及
ぶ
用
意
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
源
氏
の
思
惑
'
本
音
と
建
て

前
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
を
物
語
の
作
者
が
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
t
と
い
う
問
題
は
と
も
か
-
と
し
て
も
'
未
摘
花
が
'
源
氏

(

の
想
い
人
'
｢妻
妾
｣
の
一
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
ち
続
け
て
い
た
心
意
気
'
意
識
を
離
れ
て
､
未
摘
花
を
論
じ
る
こ
と
は
'
や
は
り
'
正

鵠
を
射
た
も
の
で
は
な
い
t
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
坂
本
氏
の
発
言
は
'
や
は
り
'
未
摘
花
論
の
原
点
'
始
発
点
と
な
っ
て
い
る
t
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
｡
そ
し
て
'
こ
う
い
う
視
座
か
ら
'
源
氏
が
未
摘
花
を

｢あ
や
し
き
古
人
｣
と
呼
ん
で
い
る
と
考
え
る
と
'
そ
れ
は
'
源
氏
の

過
去
の

｢想
い
人
｣
に
対
す
る
ほ
ろ
に
が
い
思
い
'
照
れ
隠
し
'
源
氏
自
身
に
対
す
る
物
語
作
者
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
戯
画
化
t
と
い
う
よ

う
な
用
語
意
識
か
ら
用
い
ら
れ
た
き
わ
め
て
意
図
的
な
用
語
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
｡
｢川
｣
行
幸
の
巻
に
見
え
る
未

摘
花
の
唐
衣
の
歌

｢な
れ
ず
と
思
へ
ば
｣
が

r古
今
L
r伊
勢
J
の

｢な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
｣
の

｢な
れ
｣
と
関
わ
り
な
が
ら
'
玉
墨

)

の
巻
の

｢古
人
の
数
に
仕
う
ま
つ
-
馴
れ
た
り
｣
の

｢馴
れ
｣
に
続
-
用
語
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
以
下
'
別
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る

が
'
用
語
意
識
の
連
続
す
る
謎
を
読
み
解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡

川

老
の
波
か
ひ
あ
る
浦
に
立
ち
い
で
て
し
ほ
た
る
あ
ま
を
誰
か
と
が
め
む

ふるぴと

昔
の
世
に
も
'
か
や
う
な
る

古

人

は

'
罪
ゆ
る
さ
れ
て
な
ん
は
べ
り
け
る
｣
と
聞
こ
ゆ
o
(冨

集
｣

糾

若
菜
上

100
頁
)

明
石
の
尼
君
の
'
歌
に
続
-
詞
｡
｢昔
の
世
に
も
｣
の
頭
注
に

｢明
石
の
君
か
ら
女
御
へ
の
非
礼
を
答
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
応
酬
す
る
｡

｢お
き
な
さ
び
人
な
と
が
め
そ
か
り
ご
ろ
も
今
日
ば
か
り
と
ぞ
鶴
も
鳴
-
な
る
｣
(伊
勢
物
語
百
十
四
段
'
後
撰

･
雑

1

在
原
行
平
)
に
よ

る
か
｡｣
と
あ
る
O
現
代
語
訳
に

｢私
の
よ
う
な
老
人
｣
｡
r伊
勢
｣
と
の
関
わ
-
を
指
摘
す
る

r全
集
｣
の
頭
注
に
は
'
岩
波

r新
大
系
L

(三

272頁
)
に
も
そ
の
ま
ま
引
か
れ
'
｢関
係
す
る
か
.｣
と
注
記
さ
れ
て
い
る
｡
小
学
館

r全
集
｣
の

r伊
勢
｣
は
'
旧
'
新
編
と
も
に
福

井
貞
助
氏
の
校
注
｡
百
十
四
段
の
頭
注
に
は
変
わ
り
は
な
い
｡
｢お
き
な
さ
び
｣
の
歌
に
つ
い
て
t
r全
集
｣
新
編
頭
注
に
'
｢
｢後
撰
集
｣
巻

十
五

(雑

こ

在
原
行
平
'
芹
河
行
幸
の
日
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
由
の
詞
書
が
あ
る
｡
『古
今
六
帖
｣
第
二

(翁
)

･
行
平
｡
同
第
五

(か
-
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衣
)｣
(210
貢
)
と
注
記
L
t
｢芹
河
行
幸
は
業
平
没
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
t
r伊
勢
物
語
｣
を
業
平
物
語
と
見
る
と
'
史
実
に
照
ら
し
て
不

審
｣
と
さ
れ
た
｡
｢戎
本
不
可
有
之
云
々
多
本
管
載
之
不
可
止
｣
(底
本
勘
物
)
の
評
語
を
付
す
｡
r源
氏
｣
諸
注
が
引
く
よ
う
に
'
｢後
撰
｣

は
と
も
か
-
と
し
て
も

｢伊
勢
｣
か
ら
直
接
来
た
も
の
'
そ
れ
が
直
接
の
出
典
と
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
-
い
｡
｢源
氏
｣
須
磨
の
巻
に
t

O

お
は
す
べ
き
所
は
'
行
平
の
中
納
言
の
'
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
ゐ
近
さ
わ
た
り
な
り
け
り

(召

集
l

川
179頁
)

○

須
磨
に
は
'
い
と
ど
心
づ
-
し
の
秋
風
に
'
海
は
す
こ
し
遠
け
れ
ど
'
行
平
の
中
納
言
の
'
関
吹
き
越
ゆ
る
と
言
ひ
け
ん
浦
波
'

夜
々
は
げ
に
い
と
近
-
聞
こ
え
て
'
ま
た
な
-
あ
は
れ
な
る
も
の
は
'
か
か
る
所
の
秋
な
-
け
-
O
(同
'
190
頁
)

と
見
え
'
源
氏
と
行
平
の
境
涯
を
重
ね
て
'
重
層
的
に
表
現
し
て
い
-
｡
行
平
像
を
揺
曳
し
な
が
ら
'
光
源
氏
像
を
造
形
し
ょ
う
と
す
る
｡

諸
注
は
'
｢古
今
｣
雑
下
'
事
に
当
っ
て
須
磨
に
絶
っ
て
い
た
時
の
行
平
の

｢わ
-
ら
ば
に
閉
ふ
人
あ
ら
ば
｣
の
歌

｢続
古
今
｣
(碍
旅

｢旅

人
は
枚
涼
し
-
な
り
に
け
-
｣
の
歌
を
'
そ
れ
ぞ
れ
出
典
'
引
歌
と
し
て
あ
げ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
も

r古
今
｣
は
と
も
か
-
と
し
て
も
'
直

接
の
出
典
は
別
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
｡
r行
平
集
｣
と
い
う
よ
う
な
私
家
集
へ
｢古
今
六
帖
｣
の
歌
に
関
わ
る

｢歌
語
り
｣
の
よ
う
な
も
の

が
出
典
と
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
｡
し
か
し
'
明
石
の
尼
君
が
行
平
譜
'
そ
の
歌
を
ふ
ま
え
た

｢歌
語
り
｣
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
､

自
ら
も

｢
ふ
る
人
｣
と
表
現
す
る
時
'
そ
れ
は
'
た
だ
の

｢老
人
｣
と
い
う
用
語
意
識
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
t
と
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
｢翁
さ
び
｣
｢姥
さ
び
｣
と
踊
り
出
る

｢あ
る
舞
台
｣
に
踊
り
出
る
も
の
の
姿
が
あ
っ
た
｡
あ
る
種
の
芸

能
に
つ
な
が
り
関
わ
っ
て
い
-
も
の
の
1
つ
の
姿
が
そ
こ
に
あ
っ
た
｡
や
は
-
そ
こ
に
は
'
照
れ
隠
し
'
照
れ
笑
い
'
自
ら
を
戯
画
化
す
る

用
語
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
た
'
そ
ん
な
風
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
t
と
思
う
｡
そ
れ
は
'
明
石
の
尼
君
を
'
た
だ

｢老
人
｣

と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
歌
語
を
通
し
て

｢伊
勢
｣
の
世
界
に
重
ね
な
が
ら
'
｢翁
さ
び
｣
｢姥
さ
び
｣
､の
新
し
い
物
語
的
世
界
を

造
型
し
よ
う
と
す
る
用
語
意
識
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
反
権
力
像
な
る
も
の
が
演
技
し
仮
装
す
る
老
い
人
'
舞
台
に
踊

り
出
る

｢も
の
の
姿
｣
が
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
'
後
に
述
べ
る
｡
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㈲

我
も
う
ち
泣
き
た
ま
ひ
て
'
｢人
の
上
に
て
も
も
ど
か
し
-
聞
き
思
ひ
し
古
人
の
さ
か
し
ら
よ
'
身
に
か
は
る
こ
と
に
こ
そ
｡

い
か
に
'
う
た
て
の
翁
や
と
'
む
つ
か
し
-
う
る
さ
き
御
心
添
ふ
ら
ん
｣
と
'
恥
ぢ
た
ま
ひ
つ
つ
'
御
硯
ひ
き
寄
せ
た
ま
ひ
て
'
手
づ

か
ら
お
し
磨
り
'
紙
と
り
ま
か
な
ひ
'
書
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ど
'
御
手
も
わ
な
な
き
て
'
え
書
き
た
ま
は
ず
｡
(｢全
集
｣

川

若
菜
下

261
貫
)

｢源
氏
女
三
の
宮
を
訓
戒

相
木
源
氏
に
近
づ
か
ず
｣
と
あ
る
物
語
｡
源
氏
は
'
自
ら
を
賢
そ
う
に
出
し
ゃ
ば
る
老
人
だ
と
す
る
｡
『全

集
｣
頭
注
は

｢眠
江
入
楚
｣
三
光
院
美
枝
説

｢老
い
た
る
人
な
ど
の
さ
か
し
ら
め
-
を
無
用
の
事
を
い
ふ
と
昔
は
源
の
思
ひ
給
ひ
し
が
､

い

つ
し
か
身
の
上
に
な
り
た
る
と
な
り
｣
を
引
-
｡
｢う
た
て
の
翁
や
｣
は
'
現
代
語
訳
は

｢年
寄
-
の
お
せ
っ
か
い
｡｣
｢｢古
人
の
さ
か
し
ら

よ
｣
と
と
も
に
'
自
問
に
よ
っ
て
相
手
を
恨
む
い
や
み
で
あ
る
｡｣
と
注
記
す
る
｡
現
代
語
訳
は
'
｢
い
や
な
老
人
よ
｡｣
こ
の
部
分
に
は
'

｢
こ
よ
な
-
さ
だ
す
ぎ
に
た
る
｣
(260
貢
)
'
｢さ
だ
す
ぎ
人
｣
(260
貢
)
と
も
あ
る
｡
｢す
っ
か
り
年
寄
-
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｣
｢老
人
を
も
｣

と
現
代
語
訳
す
る
｡
確
か
に
'
｢年
寄
｣
｢老
人
｣
な
ど
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
語
に
は
遠
い
な
い
が
'
｢さ
だ
す
ぎ
人
｣
｢古
人
｣
｢翁
｣
に
は
'

微
妙
に
異
な
る
用
語
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
｡
女
三
宮
に
対
す
る

｢夫
｣
'
女
三
富
と
い
う

｢奏
｣
に
対
す
る
源
氏
の
立
場
が
'
白
岡
的

に
'
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
表
現
さ
れ
て
い
る
'
こ
の
微
妙
な
表
現
の
位
相
を
読
み
と
る
こ
と
な
く

『源
氏
｣
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
'
絶
対

に
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
｡

㈹

｢
い
で
'
あ
な
こ
と
ご
と
し
｡
例
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
聖
詞
見
は
て
て
し
が
な
｣
と
て
笑
ひ
た
ま
ふ
｡
心
の
中
に
は
t
か
の

古
人
の
ほ
の
め
か
し
し
筋
な
ど
の
'
い
と
ど
う
ち
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
も
の
あ
は
れ
な
る
に
t
を
か
し
と
見
る
こ
と
も
'
め
や
す
L
と
問

-
あ
た
-
も
'
何
ぼ
か
-
心
に
も
と
ま
ら
ざ
-
け
-
0
(r全
集
j

川

橋
姫

147
貢
)

｢薫
帰
京
の
後
宇
治
と
文
通

匂
宮
に
告
げ
語
る
｣
物
語
｡
と
こ
ろ
が
'
少
し
前
に

｢老
人
の
物
語
'
心
に
か
か
-
て
思
し
出
で
ら
る
｡｣

(142
貫
)
と
あ
る
.
｢古
人
｣
は

｢老
人
｣
の
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
t
と
い
う
論
理
が

1
見
通
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
o
r全
集
｣
現
代
語
訳

24



は
'
｢古
人
｣
を

｢あ
の
老
人
の
ほ
の
め
か
し
た
こ
と
｣
｡
だ
が
'
や
は
り
そ
れ
は
誤
-
で
あ
る
｡
以
下
'
宇
治
十
帖
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢
ふ
る
人
｣
の
全
用
例
を
あ
げ
る
｡

川

っ
れ
な
-
て
'
こ
れ
は
隠
い
た
ま
ひ
っ
O
か
や
う
の
古
人
は
'
間
は
ず
語
-
に
や
'
あ
や
し
き
こ
と
の
例
に
言
ひ
出
づ
ら
む
t

と
苦
し
-
思
せ
ど
'
か
へ
す
が
へ
す
も
散
ら
さ
ぬ
よ
し
を
誓
ひ
つ
る
'
さ
も
や
t
と
ま
た
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
｡
'(r全
集
｣

刷

橋
姫

155
頁
)

･
｢薫
'
弁
に
対
面
.
柏
木
の
遺
書
を
手
渡
さ
れ
る
｣
物
語
｡
薫
出
生
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
t
の
意
｡
以
下

r全
集
｣
は
い
ず
れ
も

｢老

人
｣
(ま
た
は

｢
お
い
び
と
｣)
な
ど
と
現
代
語
訳
す
る
｡

㈲

こ
な
た
に
て
t
か
の
間
は
ず
語
り
の
古
人
召
し
出
で
て
'
残
り
多
か
る
物
語
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
｡
入
り
方
の
月
隈
な
-
さ
し

入
り
て
'
透
影
な
ま
め
か
し
き
に
'
君
た
ち
も
奥
ま
り
て
お
は
す
｡
(同

州
椎
本

174
頁
)

｢薫
'
姫
君
た
ち
と
語
り
内
省
す

匂
官
の
懸
想
｣
の
物
語
｡
や
は
-
'
茄
出
生
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
の
意
｡

川

東
の
廟
の
下
り
た
る
方
に
や
つ
れ
て
お
は
す
る
に
'
近
う
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
て
'
古
人
召
し
出
で
た
り
｡
間
に
ま
ど
ひ
た
ま
へ

る
御
あ
た
り
に
'
い
と
ま
ば
ゆ
-
に
ほ
ひ
満
ち
て
入
り
お
は
し
た
れ
ば
'
か
た
は
ら
い
た
う
て
'
御
答
へ
な
ど
を
だ
に
え
し
た
ま
は
ね

ば
'
｢
か
や
う
に
は
も
て
な
い
た
ま
は
で
'
昔
の
御
心
む
け
に
従
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ん
さ
ま
な
ら
む
こ
そ
'
聞
こ
え
承
る
か
ひ
あ
る
ぺ

け
れ
｡
な
よ
び
気
色
ば
み
た
る
ふ
る
ま
ひ
を
な
ら
ひ
は
べ
ら
ね
ば
'
人
づ
て
に
聞
こ
え
は
べ
る
は
'
言
の
葉
も
つ
づ
き
は
べ
ら
ず
｣

(同
州

椎
本

188
頁
)

｢桑
'
宇
治
を
訪
問
し
'
大
君
と
歌
を
詠
み
交
す
｣
物
語
｡
薫
出
生
の
秘
密
を
知
る
弁
を
t
の
意
｡

㈹

中
納
言
の
君
は
'
古
人
の
問
わ
ず
語
り
'
み
な
'
例
の
こ
と
な
れ
ば
'
お
し
な
べ
て
あ
は
あ
は
し
う
な
ど
は
言
ひ
ひ
ろ
げ
ず
と

も
'
い
と
恥
づ
か
し
げ
な
め
る
御
心
ど
も
に
は
聞
き
お
き
た
ま
へ
ら
む
か
L
t
と
推
し
は
か
ら
る
る
が
'
ね
た
-
も
い
と
ほ
し
-
も
お
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ぽ
ゆ
る
に
ぞ
'
ま
た
も
て
維
れ
で
は
や
ま
じ
t
と
思
ひ
寄
ら
る
る
つ
ま
に
も
な
り
ぬ
べ
き
｡
(同

州

椎
本

192
貢
)

｢薫
'
弁
と
対
面
し
て
'
尽
き
ぬ
感
概
に
沈
む
｣
物
語
｡
や
は
り
'
薫
出
生
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
t
の
意
｡

仙

け
ざ
や
か
に
お
と
な
び
て
も
い
か
で
か
は
さ
か
し
が
り
た
ま
は
む
'
と
こ
と
わ
り
に
て
'
例
の
'
古
人
召
し
出
で
て
ぞ
語
ら
ひ

た
ま
ふ
｡
(同

州

総
角

217
貢
)

｢薫
'
弁
を
呼
び
'
姫
君
た
ち
の
こ
と
を
話
し
合
う
｣
物
語
｡
や
は
り
'
薫
出
生
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
t
の
意
｡
『全
集
｣
現
代
語
訳

お
いぴと

｢
い
つ
も
の
よ
う
に

老

人

を

お
呼
び
出
し
に
な
っ
て
'｣
｡

㈹

｢北
面
な
ど
や
う
の
隠
れ
ぞ
か
し
'
か
か
る
古
人
な
ど
の
さ
ぶ
ら
は
ん
に
こ
と
わ
り
な
る
休
み
所
は
｡
そ
れ
も
'
ま
た
'
た
だ

御
心
な
れ
ば
'
慾
へ
き
こ
ゆ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
｣
と
て
'
長
押
に
寄
-
か
か
り
て
お
は
す
れ
ば
'
例
の
'
人
々
'
｢
な
ほ
'
あ
し
こ
も

と
に
｣
な
ど
そ
そ
の
か
し
き
こ
ゆ
｡
(同

㈲

宿
木

382
貫
)

｢薫
へ
中
の
君
を
訪
れ
'
互
い
に
胸
中
を
訴
え
あ
う
｣
物
語
｡
｢全
集
｣
現
代
語
訳

｢
こ
う
い
う
古
馴
染
の
｣
｡
｢古
人
｣
最
後
の
物
語
中

の
こ
の
用
例
は
'
｢資
料
｣

川の
'
源
氏
の
詞
に
見
ら
れ
る
用
語
意
識
に
対
応
'
照
応
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
柏
木
の
乳
母
子

｢弁
の

尼
｣
は
'
浮
舟
の
登
場
に
よ
っ
て
'
女
三
宮
と
相
木
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
語
る

｢問
わ
ず
語
-
｣
の

｢例
の
｣
老
人
か
ら
'
浮
舟
を
と
り

も
つ
新
し
い
役
割
を
負
っ
て
再
び
物
語
に
登
場
し
て
-
る
｡
橋
姫
の
巻
か
ら

｢古
人
｣
と
七
て
'
薫
出
生
の
秘
密
の
物
語
に
探
-
関
わ
っ
て

き
た
弁
は
'
宿
木
の
巻
で
は
既
に
そ
の
役
割
り
を
終
っ
て
い
た
｡
弁
は
'
秘
密
の
物
語
に
探
-
関
わ
る
と
と
も
に
'
宇
治
の
人
言
の
姫
君
達

と
薫
と
の
恋
の
物
語
に
も
関
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
'
宿
木
の
巻
を
境
に
'
薫
と
浮
舟
と
の
恋
物
語
に
関
わ
る
と
い
う
'
新
し
い
役

割
を
演
じ
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
｢例
の
'
人
々
｣
と
い
う
表
現
に
'
そ
う
い
う
役
が
ら
の
転
換
が
'
最
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し

て

｢古
人
｣
が
薫
自
身
を
指
す
詞
と
し
て
'
中
君
の

｢過
去
の
想
い
人
｣
｢古
馴
染
｣
と
い
う
意
味
を
i
っ
て
'
新
し
い
用
語
意
識
に
よ
っ

て
そ
の
語
意
が
据
え
直
さ
れ
て
来
る
｡
だ
が
'
薫
は
'
中
君
に
対
し
て

｢過
去
の
想
い
人
｣
と
し
て
満
足
L
t
そ
の
役
が
ら
だ
け
で
終
り
得
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る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
口
説
き
の
詞
で
あ
り
'
薫
の
自
噺
'
真
に
対
す
る
物
語
作
者
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
戯
画
化
'
演
技
と
も
い
う
べ

き
も
の
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
'
ま
た
'
隠
さ
れ
た
荒
像
の
真
実
の
姿
で
も
あ
っ
た
｡

｢資
料
｣
州
か
ら
州
ま
で
の
六
つ
の
語
例
は
'
す
べ
て

｢弁
の
尼
｣
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
弁
は
'
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
'
女

三
宮
と
柏
木
と
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
'
薫
出
生
の
秘
密
の
物
語
に
探
-
関
わ
り
な
が
ら
'
ま
た
'
宇
治
の
八
宮
の
姫
君
と
薫
と
の
恋
物
語
に

も
深
-
関
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
宿
木
の
巻
以
後
は
'
薫
と
姫
君
た
ち
と
の
恋
物
語
に
も
関
わ
っ
て
い
-

｢老
い
人
｣
で
も
あ
っ

た
｡
弁
を

｢問
わ
ず
語
り
す
る
老
い
人
｣
像
と
し
て
捉
え
る
従
来
の
見
方
は
'
確
か
に
'
そ
れ
は
'
そ
れ
と
し
て
一
面
の
安
当
性
を
も
っ
て

い
る
｡
だ
が
へ
弁
を
単
に

｢老
人
｣
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
｡
女
三
宮
の
秘
め
ら
れ
た
過
去
'
薫
の
出
生
に
関
わ
る
秘
密
の
恋

の
手
引
き
に
関
わ
っ
た
女
人
'
そ
う
い
う

｢想
い
人
｣
達
の
過
去
に
関
わ
っ
た
女
人
と
し
て
の

｢生
｣
が
'
や
は
り
へ
宿
木
の
巻
以
後
の
姫

君
達
と
の
物
語
と
必
然
的
に
関
わ
っ
て
い
-
｡
弁
が
'
そ
う
い
う
過
去
を
背
負
い
な
が
ら
'
反
照
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
だ
が
'
そ
う
い
う
役
が
ら
に
転
じ
る
弁
は
'
も
は
や

｢古
人
｣
で
は
な
-
な
っ
て
し
ま
う
｡
そ
れ
は
'

相
木
'
女
三
宮
と
い
う

｢想
い
人
｣
の
遠
い
過
去
を
背
負
い
'
｢想
い
人
｣
の
再
来
を
現
世
に
示
現
す
る

｢も
の
｣
の
姿
を
'
そ
の
背
後
に

揺
曳
し
続
け
て
い
る
女
人
像
と
し
て
の

｢古
人
｣
で
も
あ
っ
た
｡
そ
し
て
'
そ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
｢古
人
｣
は
'
弁
自
身
に
対
す

る
呼
称
で
は
な
-
'
弁
の
果
す
役
割
と
か
'
役
が
ら
の
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
呼
び
方
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢源
氏
物

語
事
典
｣
(三
谷
栄

1
編

有
精
堂
)
｢作
中
人
物
索
引
｣
に
よ
れ
ば
'
弁
は
'
｢老
い
人
｣
｢古
者
｣
｢弁
｣
｢古
人
｣
｢弁
の
君
｣
｢御
乳
母
子
｣

｢弁
御
許
｣
｢尼
君
｣
｢朽
木
｣
｢弁
尼
君
｣
｢尼
｣
な
ど
と
呼
称
さ
れ
る
｡
そ
う
い
う
多
様
な
呼
称
の
な
か
で
'
弁
に
対
す
る

｢古
人
｣
の
全

用
例
が
､
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
同

一
の
場
面
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
'
き
わ
め
て
重
要
な

問
題
と
し
て
'
や
は
り
'
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

さ
ら
に
t
r源
氏
J
の
中
で
'
｢弁
｣
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
登
場
人
物
は
何
人
か
あ
り
'
そ
の
区
別
'
分
類
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
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が
'
｢作
中
人
物
索
引
｣
に
Ai
れ
ば
'
｢弁
｣
二
人
'
｢
べ
ん
の
あ
ま
｣
｢
べ
ん
の
お
も
と
｣
二
人
で
'
合
計
人
数
は
五
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
｡
そ
れ
は
'
紫
上
の
乳
母
子
'
藤
壷
の
乳
母
子
'
柏
木
の
乳
母
子
'
玉
蔓
の
女
房
'
女

一
宮
の
女
房
と
見
ら
れ
る
女
人
達
で
あ
る
｡

藤
壷
と
源
氏
と
の
密
通
を
手
引
き
し
た
り
'
女
三
宮
と
相
木
と
の
密
通
を
'
粕
木
方
か
ら
は
た
ら
き
か
け
た
り
'
玉
墨
と
額
黒
と
の
逢
う
瀬

を
手
引
き
し
た
り
す
TQ
.
と
い
う
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
て
'
当
時
の
乳
母
子
連
が
'
女
主
人
公
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
絶
大
な
影
響
力

や
'
男
主
人
公
に
尽
-
し
き
る
女
人

｢侍
い
人
｣
の
姿
を
示
す
物
語
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
ば
か
り
か
'
こ
れ
ら
の
女
人
達
は
'
男
主
人
公

達
の
愛
妾

｢召
し
人
｣
と
し
て
'
複
雑
な
男
女
関
係
を
形
成
す
る
場
合
も
あ
っ
た
｡
弁
は
柏
木
の
乳
母
子
と
し
て
'
柏
木
と
女
三
宮
の
密
通

に
'
言
方
の
女
房
に
わ
た
り
を
つ
け
る
と
か
'
何
か
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
L
t
相
木
の
愛
妾
の
一
人
'
召
し
人
的

な
存
在
で
あ
っ
た
と
も
憶
測
さ
れ
る
｡
相
木
の
遺
言
を
托
さ
れ
て
い
た
の
は
'
や
は
り
'
そ
う
し
た
深
い
事
情
を
持
つ
女
人
で
あ
っ
た
か
ら

で
も
あ
っ
た
ろ
う
｡
弁
が
'
そ
う
い
う
立
場
に
生
き
る
人
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
柏
木
と
女
三
宮
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
'
薫
出
生
の
秘
密
の

物
語
に
関
わ
っ
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡
問
わ
ず
語
り
す
る
老
い
人
像
を
背
負
っ
て
い
-
弁
が
'
｢古
人
｣
と
呼
ば
れ
る
理
由
が
'
も
っ
と
明

確
な
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
弁
が
'
｢古
人
｣
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
の
必
然
性
は
'
明
確
な
用
語
意

識
に
よ
る
も
の
と
し
て
'
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

以
上
'
検
討
を
加
え
て
き
た

｢
ふ
る
人
｣
の
用
例
に
つ
い
て
'
こ
れ
を

一
覧
に
ま
と
め
て
表
示
す
る
と
'
お
よ
そ
'
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
｡
既
に
一
覧
に
よ
っ
て
表
示
し
た
よ
う
に
'
｢古
人
｣
の
辞
書
的
意
味
は
'
岩
波

｢広
辞
苑
｣
と
小
学
館

r国
語
大
辞
典
J

の
語
意
表
記
で

｢①
｣
か
ら

｢④
｣
ま
で
は
'
順
序
が
同
じ
で
t
r大
辞
典
｣
だ
け
が

｢⑤
｣
の
意
味
を
加
え
t
r源
氏
j
行
幸
の
巻
の
語
例

を
あ
げ
て
い
る
o
r辞
血
C

の
意
味
分
類
と
私
案
の
意
味
分
類
の
番
号
は
､
r国
語
大
辞
典
｣
に
よ
っ
て
示
し
た
｡
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(12)(ll)(10).(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)番資号料

宿 総 椎 椎 椎 橋 橋 若 苦 行 玉 玉 巻
木 角 本 本 本 姫 姫 下菜 上菜 幸 甚 聾 名

薫 物 物 物 物 物 物 源 明 源 物 物 誰から

語 語 語 語 語 語 氏 石 氏 語 語

作 作 作 作 作 作 尼 作 作

者 著 者 著 者 著 者 者

自 弁 弁 弁 弁 弁 弁 女 自 末 右 右 誰
分 三 分 摘 近 近
自 首 白 花

身 . に 身

港 に氏自
伝

古 老 老 老 老 老 老 老 老 昔 年 昔 一~1全塗

別 人 人 人 人 人 人 人 人 気 寄 か
染 質 り ら

の女 現代号五和訳
戻

④ ② ② ②.② ② ② ② ② ⑤ ② ③ 蚕盟普咲分類

) ､J 〉 ) ) ) ､J ､ノ ④ ) ) )
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物
語
作
者

明
石
御
方

明
石
入
道

自

分

自

身

老
人

過
ご
し
て
い

る
人

参
考
資
料



｢
ふ
る
人
｣
の

r源
氏
】
全
用
例

1
覧
の

｢参
考
資
料
｣
と
し
て
あ
げ
た
語
例
の
う
ち
'
明
石
巻
の
用
例
に
は
本
文
上
の
問
題
が
あ
る
o

r全
集
｣
旧

･
新
編
と
も
に
同
じ
で
'
本
文
校
訂
に
問
題
が
あ
る
｡
大
島
本
を
底
本
と
す
れ
ば
'
｢
ふ
る
人
｣
の
語
例
は
存
在
し
な
い
は
ず
で

あ
る
｡
池
田
本
だ
け
が
大
島
本
と
同
じ
で
'
そ
の
他
の
青
表
紙
本
は

｢
ふ
る
人
｣
の
語
を
も
つ
｡
し
か
し
'
河
内
本
は
'
す
べ
て

｢と
し
ふ

る
人
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
桜
楓
社

｢源
氏
物
語
別
本
集
成
｣
に
よ
れ
ば
'
底
本
の

｢麦
生
本
L
t
校
異
に
採
択
さ
れ
た

『阿
里
美
本
｣
も

｢
ふ
る
人
｣
(第
四
巻

86
頁
)
と
な
っ
て
い
て
'
対
校
さ
れ
た
大
島
本
と
は
や
は
り
'
異
文
を
形
成
し
て
い
る
｡
｢別
本
集
成
｣
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
本
文
系
統
論
に
は
疑
問
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
こ
れ
も
参
考
資
料
と
し
て
注
記
し
て
お
-
｡
｢初
夏
の
月
夜
'
源
氏

琴
を
弾
き
'
入
道
と
語
る
｣
'
こ
の
物
語
は
'
明
石
の
人
道
を

｢老
人
｣
と
解
し
た
だ
け
で
は
'
や
は
り
片
手
落
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
入

道
が
'
な
か
な
か
の
風
流
人
の
一
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
'
別
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
源
氏
と
女
明
石
の
御
方
と
の
恋
の
手
引
き
も

辞
さ
な
い
'
そ
こ
に
は
'
柏
木
と
女
三
宮
と
の
逢
う
瀬
に
'
お
そ
ら
-
手
を
借
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

｢弁
｣
の
尼
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
も

の
が
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
は
'
お
そ
ら
く
柏
木
に
愛
さ
れ
た
若
き
日
の
弁
で
あ
り
'
入
道
の
老
い
の
姿
に
反
照
し
な
が
ら
'
そ
れ
と
対
応

す
る
対
偶
の
世
界
で
も
あ
っ
た
｡
明
石
入
道
を

｢古
人
｣
と
す
る
こ
と
は
､
大
島
本
'
池
田
本
を
除
-
諸
伝
本
に
共
通
す
る
異
文
で
あ
る
｡

そ
れ
が
'
入
道
の
長
年
に
亘
っ
て
の
'
ど
う
い
う
目
的
意
識
'
霊
験
に
支
え
ら
れ
､
導
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
恋
の
手
引
き
に

探
-
関
わ
る
す
き
人
の
面
影
は
'
や
は
り
背
負
い
続
け
て
い
る
｡
｢古
人
｣
明
石
入
道
の
人
物
像
の
造
型
は
'
そ
う
い
う
物
語
の
場
面
性
に

探
-
関
わ
る
呼
称
で
あ
っ
た
｡
だ
が
'
入
道
の
姿
に
は
'
弁
の
持
つ
も
う

一
つ
の
側
面
'
問
わ
ず
語
り
す
る
姥
'
翁
の
姿
が
見
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
'
老
い
の
-
-
ご
と
を
語
る
入
道
の
姿
に
は
'
や
は
-
'
｢問
わ
ず
語
り
｣
す
る

｢翁
｣
が
存
在
す
る
｡
若
菜
上
の
巻
で
'

明
石
の
尼
が
'
自
分
自
身
を

｢古
人
｣
と
呼
称
す
る
姿
の
な
か
に
､
弁
の
尼
が
問
わ
ず
語
-
に
薫
出
生
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
､
柏
木
と
女
三

宮
の
秘
密
の
物
語
を
語
る

｢姥
｣
の
姿
の
反
照
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'
宇
治
十
帖
の
な
か
で
'
謎
解
か
れ
る
よ
う
に
'
明
石
の
尼
の

｢語
り
｣

が
'
物
語
本
文
の
書
か
れ
た
内
容
と
と
も
に
'
書
か
れ
ざ
る
物
語
の
内
容
が
何
で
あ
っ
た
か
を
読
み
と
ら
せ
て
い
-
｡
r源
氏
J
は
'
そ
の
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物
語
享
受
の
様
態
か
ら
'
そ
う
い
う
'
仲
間
う
ち
だ
け
に
理
解
で
き
る
黙
契
の
よ
う
な
も
の
が
'
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
｡
弁
の
造

型
は
'
明
石
入
道
と
明
石
の
尼
君
の
二
人
の
人
物
を
投
影
L
t
そ
の
反
照
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
'
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
0

1
寛
の
な
か
で
'
｢④
｣
の
意
味
を
隠
さ
れ
た
も
の
と
指
摘
し
'
｢①
｣
の
意
味
の
並
列
を
指
摘
し
た
の
は
'
つ後
撰
】
r伊
勢
J

な
ど
に
見
ら
れ
る
行
平
像
を
重
ね
て
'
問
わ
ず
語
り
す
る

｢姥
｣
の
何
か
舞
台
に
登
場
し
て
演
じ
る
よ
う
な
語
り
の
場
を
連
想
し
て
の
こ
と

で
あ
っ
た
｡
r後
撰
｣
雄

一
t
r伊
勢
｣
百
十
四
段
な
ど
に
見
え
る
在
原
行
平
譜
'
そ
う
い
う
類
の
物
語
が
存
在
し
な
け
れ
ば
'
尼
君
が
'

｢老
の
波
｣
に
続
-

｢昔
の
世
に
も
､
か
や
う
な
る
古
人
は
'
罪
ゆ
る
さ
れ
て
な
ん
は
べ
り
け
る
｣
(r全
集
｣

川

若
菜
上
100
頁
)
と
い

う
詞
は
出
て
来
な
い
よ
う
に
思
う
｡
｢昔
の
世
に
も
｣
｢は
べ
り
け
る
｣
と
い
う
表
現
は
'
そ
う
い
う
事
実
の
存
在
を
明
確
に
伝
え
て
い
る
｡

明
石

一
族
'
そ
の

｢幸
い
人
｣
の
素
姓
や
'
そ
れ
を
支
え
る
神
仏
の
加
護
'
霊
験
譜
が
'
ど
う
関
わ
っ
て
い
よ
う
と
'
源
氏
の
想
い
人
'
懸

想
人
と
し
て
の

｢古
人
｣
の
語
は
'
｢物
語
読
み
｣
の
な
か
で
'
ず
っ
し
-
と
重
い
意
味
を
背
負
い
な
が
ら
迫
っ
て
-
る
｡
初
音
の
巻
で
'

明
石
の
御
方
が
自
分
自
身
の
こ
と
を

｢経
る
人
｣
｢古
人
｣
と
掛
詞
的
に
呼
称
し
た
意
味
は
､
｢資
料
川
｣
で
末
摘
花
を

｢古
人
｣
と
言
っ
た

源
氏
の
詞
が
'
如
何
な
る
意
味
を
表
わ
し
て
い
た
の
か
'
既
に
指
摘
し
た
こ
と
と
'
や
は
り
'
そ
れ
は
'
同

一
の
用
語
意
識
に
も
と
づ
い
て

い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
こ
に
は
'
明
石
の
御
方
の
誇
り
'
自
意
識
の
高
揚
す
る
心
情
を
源
氏
に
訴
え
よ
う
と
す
る
意
味
が
あ
っ

た
｡
明
石
の
御
方
は
'
姫
君
の
生
母
と
し
て
の
誇
り
'
源
氏
の
過
去
の
想
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
正
面
に
捉
え
'
控
え
め
で
遠
慮
が
ち
で
は

あ
る
が
'
は
っ
き
り
と
言
い
切
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
歌
語

｢古
人
｣
を
物
語
の

｢
こ
と
ば
｣
と
し
て
'
表
現
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
き
た
物
語
作
者
の
用
語
意

識
を

｢源
氏
読
み
｣
と
し
て
､
読
み
解
い
て
い
-
こ
と
は
'
き
わ
め
て
大
切
で
'
重
要
な
こ
と
が
ら
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
容
易

に
'
辞
書
的
な
意
味
を
言
い
換
え
る
現
代
語
訳
は
誤
り
で
あ
る
｡
だ
が
'
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
'
｢弁
｣
に
対
し
て
'
｢老
い
人
｣
な
ど
'

い
-
つ
か
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
｡
｢作
中
人
物
索
引
｣
(r源
氏
物
語
事
典
｣
)
に
よ
れ
ば
､
｢右
近
｣
と
呼
称
さ
れ
る
人
物
は
三
人
で
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あ
る
｡
夕
顔
の
乳
母
子
で
'
母
が
死
ん
で
か
ら
夕
顔
の
父
三
位
中
将
に
育
て
ら
れ
た
右
近
は
'
｢右
近
の
君
｣
｢女
｣
｢古
人
｣
｢夕
顔
の
君
の

右
近
｣
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡
｢
ふ
る
人
｣
の
語
は
'
や
は
り

｢古
人
ど
も
｣
｢老
い
人
｣
｢老
い
人
ど
も
｣
な
ど
の
語
を
視
座
に
入
れ
て

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
ふ
る
人
ど
も
｣
の
語
例
は
'
勉
誠
社

｢総
索
引
｣
も
'
平
凡
社

『新
釈
本
｣
｢索
引
｣
も
と
も
に
七
例
で
'
本
文
上
の
問
題
は
な
い
｡

r大
島
本
｣
も

r湖
月
抄
本
J
も
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
小
学
館

r全
集
｣
の
頁
数
'
現
代
語
訳
な
ど
を

1
覧
に
示
す
｡

川
若
紫

川

328頁
｡
少
聖

口
の
源
氏
に
対
す
る
詞
｡
現
代
語
訳

｢古
女
房
達
｣
｡
頭
注

｢老
女
房
｣
｡

川
藤
裏
乗

用
448
頁
｡
物
語
作
者
が
左
大
臣
邸
の
様
子
を
｡
現
代
語
訳

｢古
-
か
ら
い
る
女
房
た
ち
｣
｡

川
藤
裏
菓

川
449貫
｡
川
と
同
じ
'
現
代
語
訳

｢古
参
の
女
房
ど
も
｣
｡

川
鈴
虫

川
367頁
｡
物
語
作
者
が
女
三
宮
出
家
に
当
っ
て
乳
母
'
侍
女
な
ど
人
々
を
O
現
代
語
訳

｢御
乳
母
や
古
-
か
ら
お

仕
え
し
て
い
る
女
房
は
｣
｡

糊
椎
本

川
167
頁
｡
物
語
作
者
が
中
君
に
仕
え
る
女
房
達
に
｡
現
代
語
訳

｢老
人
ど
も
が
｣
｡
匂
宮
に
返
歌
を
す
す
め
る
｡

頭
注
に

｢
rBBtI江
入
楚
｣
は

｢弁
の
尼
な
ど
の
こ
と
な
る
べ
し
｣
と
す
る
が
'
｢古
人
ど
も
｣
と
あ
る
か
ら
､
そ
う
限
定
す
る
必

要
は
な
い
｣
｡
と
注
記
｡
こ
の
注
記
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡

㈹
早
蕨

刷
343
頁
｡
物
語
作
者
が
宇
治
八
宮
邸
の
女
房
達
を
｡
現
代
語
訳

｢
(地
道
な
)
老
人
た
ち
｣
｡
348
頁
に

｢弁
ぞ

｢か

や
う
な
御
供
に
も
'
思
ひ
か
け
ず
長
さ
命
い
と
つ
ら
-
お
ぼ
え
は
べ
る
を
'
人
も
ゆ
ゆ
し
く
見
思
ふ
ぺ
け
れ
ば
'
今
は
'
世
に

あ
る
も
の
と
も
人
に
知
ら
れ
は
べ
ら
じ
｣
と
て
t
か
た
ち
も
変
へ
て
け
る
を
｣
t
と
あ
り
'
｢古
人
ど
も
｣
の
な
か
に
弁
は
入
っ

て
い
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

川
東
屋

㈲
67
頁
｡
浮
舟
の
容
貌
を
女
房
達
が
｡
現
代
語
訳

｢老
人
た
ち
｡｣
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｢
ふ
る
r<
ど
も
｣
の
語
例
に
は
'
｢
ふ
る
人
｣
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
用
語
意
識
は
見
ら
れ
な
い
｡
し
か
し
'
｢資
料
｣
明

刷
に
は
'
や
は
り

｢弁
｣
は
入
ら
ず
'
｢
ふ
る
人
｣
弁
と
は
'
や
は
り
区
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
r源
氏
｣
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢
ふ
る

人
｣
と

｢
ふ
る
人
ど
も
｣
と
は
'
そ
れ
が
単
数
'
複
数
表
現
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
-
'
そ
の
用
語
意
識
が
異
な
る
こ
と
'
そ
う
い

う
位
相
性
を
読
み
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢老
い
人
｣
｢老
い
人
ど
も
｣
の
語
例
も
'
勉
誠
社
､
平
凡
社

｢索
引
｣
に
異
同
は
な
-
'
そ
れ
ぞ
れ
'
二
十
八
例
'
十

一
例
と
な
っ
て

い
る
｡
大
島
本
'
湖
月
抄
本
に
よ
る
本
文
上
の
問
題
は
存
在
し
な
い
｡
｢
ふ
る
人
｣
に
は
'
諸
伝
本
に
よ
る
本
文
の
異
同
が
あ
-
'
い
-
つ

か
の
問
題
点
が
存
在
し
た
｡
こ
の
こ
と
は
'
既
に
指
摘
し
た
ご
と
-
で
あ
る
が
'
こ
の
事
実
は
'
や
は
り

｢
ふ
る
人
｣
の
語
が
､
作
者
や
読

者
に
よ
っ
て
注
意
深
く
使
わ
れ
'
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
'
操
ら
れ
た
語
と
し
て
'
用
語
意
識
の
問
題
と
探
-
関
わ
っ
て
創
作
'
享
受
さ
れ
て

き
た
こ
と
の
'

一
つ
の
傍
証
と
な
る
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
語
意
の
重
な
る
部
分
を
持
つ
'
｢
ふ
る
人
ど
も
｣
｢老
い
人
｣

｢老
い
人
ど
も
｣
な
ど
の
語
が
'
あ
る
も
の
は
巻
に
よ
る
片
寄
り
を
示
し
な
が
ら
も
､
｢
ふ
る
人
｣
と
こ
う
い
う
対
応
す
る
表
現
を
な
し
て
い

る
こ
と
は
'
従
来
の

｢源
氏
読
み
｣
の
な
か
で
は
'
あ
ま
-
注
意
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
｡
そ
う
い
う
長
い
享
受
の
伝
統
の
よ
う

な
も
の
の
な
か
で
､
か
つ
て

｢中
古
文
学
会
｣
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
で
の
筆
者
の
研
究
発
表
以
来
'
あ
る
一
つ
の
馴
染
み
に
-
さ
'

異
端
性
を
持
ち
続
け
て
き
た
よ
う
に
思
う
｡
だ
が
'

一
応
の
成
果
は

r源
氏
物
語

｢本
文
と
享
受
｣
の
方
法
｣
(和
泉
書
院

平
成
四
年
十

二
月
)
と
し
て
世
に
問
う
た
｡
そ
し
て
'
そ
の

｢解
題
｣
は
'
｢信
州
豊
南
女
子
短
期
大
学
紀
要

第
十
号
｣
に
発
表
し
た
｡
本
稿
も
'
ま

た
'
そ
れ
ら
の
研
究
と

1
連
す
る
成
果
で
あ
る
｡
｢異
論
も
多
い
｣
よ
う
に
思
う
が
'
｢特
殊
な
用
語
｣
'
｢歌
語
｣
を
通
し
て
'
そ
の
用
語
意

識
を
読
み
解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢老
い
人
｣
の
語
例
二
十
八
例
は
'
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
小
学
館

r全
集
｣
に
よ
っ
て
一
覧
に
示
す
｡
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川
空
蝉

川
201
貢
｡
物
語
作
者
が
空
蝉
の
女
房
を
｡
現
代
語
訳

｢老
女
房
｣
｡

川末
摘
花

川
355
頁
｡
末
摘
花
の
乳
母
だ
っ
た
老
女
房
を
｡
現
代
語
訳

｢乳
母
め
い
た
老
女
｣
｡

川
蓬
生

脚332頁
｡

た
ぬ
老
女
房
｣
｡

川
蓬
生

用
336
頁
.

囲
蓬
生

酢
337
頁
｡

㈹
玉
等

川102頁
｡

川
玉
専

用
108頁
｡

糾
橋
姫

川

135頁
.

柳
橋
姫

㈲

136頁
｡

末
摘
花
邸
の
女
房
を
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡
頭
注

｢
こ
の
邸
以
外
に
は
行
き
ど
こ
ろ
の
な
い
'
役
立

川
と
同
じ
｡
現
代
語
訳

｢老
女
｣
｡

惟
光
の
詞
で
｡
川
と
同
じ
人
物
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡

夕
顔
の
乳
母
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢年
寄
-
｣
｡

州
と
同
じ
で
'
乳
母
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣｡

八
宮
邸
の
女
房
を
｡
現
代
語
訳

｢老
女
｣
｡

本
文
を
引
用
す
る
0

こ
の
老
人
は
う
ち
泣
き
ぬ
｡
｢さ
し
過
ぎ
た
る
罪
も
や
t
と
思
う
た
ま
へ
忍
ぶ
れ
ど
'
あ
は
れ
な
る
昔
の
御
物
語
の
'

い
か
な

ら
む
つ
い
で
に
う
ち
出
で
き
こ
え
さ
せ
'
片
は
し
を
も
ほ
の
め
か
し
知
ろ
し
め
さ
せ
む
と
'
年
ご
ろ
念
請
の
つ
い
で
に
も
う
ち

ま
ぜ
思
う
た
ま
へ
わ
た
る
験
に
や
'
う
れ
し
き
を
り
に
は
べ
る
を
'
ま
だ
き
に
お
ぼ
ほ
れ
は
べ
る
涙
に
-
れ
て
'
え
こ
そ
聞
こ

え
さ
せ
ず
は
べ
り
け
れ
｣
｡

｢弁
｣
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡
薫
に
出
生
の
秘
密
を
昔
語
り
に
ほ
の
め
か
す
最
初
の
場
面
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ

き
で
あ
る
｡
､

佃
橋
姫

㈲
142
頁
｡
本
文

｢老
人
の
物
語
｣
｡
桝
と
同

一
人
物
を
指
す
｡
物
語
は
具
体
的
に
は
語
ら
れ
な
い
｡
プ
ロ
ロ
ー
グ

と
し
て
奏
で
ら
れ
る
｡

仙
橋
姫

㈲143
頁
｡
薫
が
左
近
将
監
を
使
者
に
弁
に
手
紙
を
託
す
時
の
詞
｡
佃
と
同

1
人
物
を
指
す
.
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㈹
橋
姫

㈹
椎
本

仙
椎
本

場
椎
本

㈹
総
角

㈹
総
角

物
語
｡

㈹

総
角

川
151
頁
｡

刷

170頁
｡

㈲
190貢
｡

糊204
貢
｡

川
221頁
｡

川
237頁
｡

川
248頁
｡

㈹
総
角

川
260頁
｡

州
と
同

一
人
物
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡
薫
に
遺
書
が
手
渡
さ
れ
る
物
語
0

㈹
と
同

一
人
物
を
指
す
｡
頭
注
に

｢わ
が
出
生
の
秘
密
を
残
り
な
-
教
え
て
-
れ
た
老
女
房
'
弁
｣
｡

州
と
同
一
人
物
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡

棚
と
同

一
人
物
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡

州
と
同
一
人
物
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣｡

州
と
同

一
人
物
を
指
す
｡
小
見
出
し
に

｢喪
明
け
'
薫
宇
治
を
訪
問
'
女
房
手
引
き
の
用
意
｣
と
あ
る

州
と
同
一
人
物
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
o

匂
宮
の
後
朝
の
文
を
め
ぐ
る
宇
治
官
邸
の
女
房
に
対
す
る
旬
の
心
｡
｢弁
｣
と
特
定
す
べ
き
確
証
を
欠

く
か
'
旬
の
一
般
的
推
測
と
も
｡
現
代
語
訳

｢老
人

(の
し
わ
ざ
)｣
｡

㈲
給
角

川264
頁
｡
刷
と
同

一
人
物
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡

伽総
角

川305
貫
｡
州
と
同
1
人
物
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡

㈹
宿
木

川
442
頁
｡
㈹
と
同

一
人
物
を
指
す
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡

伽
宿
木

川478
頁
｡
浮
舟

1
行
の
な
か
の
女
房
･
現
代
語
訳

｢年
配
の
人
｣
.

㈲
宿
木

川
480
貢
｡
伽
と
同

一
人
物
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡

㈲手習
㈹

278貢
｡
横
川
僧
都
の
母
尼
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
｡

㈲
手
習

州
310頁
｡
個
と
同
一
人
物
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣

佃
手
習

州
316
頁
｡
個
と
同

1
人
物
.
現
代
語
訳

｢老
人
｣

㈱
手
習

州
317
頁
｡
個
と
同
一
人
物
｡
現
代
語
訳

｢老
人
｣
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｢老
人
｣
の
語
例
に
も

｢
ふ
る
人
｣
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
'
用
語
意
識
に
よ
る
片
寄
り
が
'
や
は
り
あ
る
程
度
存
在
す
る
｡
そ
れ
は
'
こ

の
語
が
'
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に

｢万
葉
J
以
来
の
歌
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
探
-
関
わ
る
｡
だ
が
､
歌
語
を
操
る
と
い
う
表
現
技
法
か
ら
見

る
と
'
｢
ふ
る
人
｣
ほ
ど
に
意
識
的
'
意
図
的
で
は
な
か
っ
た
｡
片
寄
り
な
が
ら
も
､
拡
散
し
て
い
-
用
語
上
の
意
識
が
'
そ
う
い
う
事
実

を
如
実
に
示
し
て
い
る
｡
た
だ
'
歌
語
へ
の
片
寄
り
'
意
識
と
い
う
点
で
は
'
や
は
り
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
ら
の
事
実
は
'

次
の
よ
う
な

一
覧
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
｡

空
蝉
の
女
房
｡

川
空
蝉

･

未
摘
花
の
女
房
｡

似末
摘
花

･

川蓬
生
･
川
蓬
生

･
糊
蓬
生
･

夕
顔
の
乳
母
O

脚
玉
等

･
川
玉
等

･

八
宮
邸
の
女
房
｡

柳
橋
姫

･
(㈹
総
角
)

弁
｡

柳
橋
姫

･
棚
橋
姫

･
仙
橋
姫

･

㈹橋
姫

･
仙
椎
本

･
仙
椎
本

･
仙
椎
本

･
㈹
総
角

･
㈹
給
角

･
㈹
稔
角

･

㈲
総
角

･
伽
総
角

･
㈲
宿
木

浮
舟

一
行
の
女
房
｡
㈲
宿
木

･
㈲
宿
木

横
川
僧
都
の
母
｡

㈲
手
習
･
㈱
手
習
･
約
手
習
･
㈱
手
習
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｢
ふ
る
人
｣
に
対
す
る

｢
ふ
る
人
ど
も
｣
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
､
｢老
い
人
｣
に
対
す
る

｢老
い
人
ど
も
｣
十

一
例
の
語
例
に
つ
い

て
も
'
そ
の
用
語
意
識
が
明
確
で
な
い
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
｡
｢老
い
人
ど
も
｣
に
つ
い
て
'

一
覧
に
よ
っ
て
示
す
と
'
お
よ
そ
'
次
の
ご

と
-
で
あ
る
｡
小
学
館

｢全
集
｣
に
よ
っ
た
｡
巻
名
下
の
算
用
数
字
は
貢
数
を
示
す
｡



未
摘
花
邸
の
女
房
達

三
条
殿
の
女
房
達

人
宮
邸
の
女
房
達

京
の
邸
で
の
中
宮
の
女
房
達

小
野
僧
庵
の
人
々

〓
末
摘
花

3
･
5

桝
末
摘
花

3
･

戒

藤
裏
葉

禦

仙
椎
本

望

川
総
角
S
･
州
総
角

2
･
0

川
総
角

3
･

州
宿
木

S
･
桝
宿
木
cqS
･

㈹
手
習

別
･
仙
夢
浮
橋

3
･

※
同

一
貢
に

｢古
人
ど
も
｣
の
語
が
あ
り
'
頭
注
は

｢同
じ
か
｣
と
す
る
0

｢
ふ
る
人
ど
も
｣
｢老
い
人
ど
も
｣
の
語
例
は
'
こ
の
よ
う
に
'
そ
れ
ぞ
れ

｢
ふ
る
人
｣
｢老
い
人
｣
に
対
し
て
'
そ
の
用
語
意
識
が
明
確

で
あ
り
'
意
図
的
に
操
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
-
い
｡
従
来
'
単
数
と
複
数
表
現
と
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
｡
本
質
的
に
語
意

に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
し
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
.
だ
か
ら
岩
波

r広
辞
苑
J
な
ど
も
'
無
造
作
に
'
異
な
る
語
例

と
は
し
て
来
た
の
だ
と
思
う
｡
し
か
し
'
｢源
氏
J
の
作
者
に
は
'
そ
う
い
う
単
数
'
複
数
表
現
の
違
い
と
し
て
で
は
な
-
'
｢
歌
語
｣
と

｢歌
語
で
な
い
も
の
｣
と
す
る
t
よ
り
本
質
的
な
語
意
の
捉
え
方
の
相
違
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
｡
｢
お
も
し
ろ
き
所

ぐ

｣
で
示
さ
れ
た
小
山
利
彦
氏
の

｢歌
枕
｣
と
い
う
論
理
は
'
や
は
り
へ
も
っ
と
正
面
に
据
え
直
し
て
'
読
み
解
か
れ
て
も
よ
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
｡

.
｢
ふ
る
人
｣
の
語
が

｢古
今
集
｣
r古
今
和
歌
六
帖
｣

へ
'
さ
ら
に

｢奥
儀
抄
L
r和
歌
色
葉
J
の
歌
へ
と
流
伝
'
伝
承
さ
れ
'
さ
ら
に
ま

た
t
r公
任
集
｣
に
見
え
る
語
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
'
既
に
指
摘
し
た
ご
と
-
で
あ
る
｡
物
語
の
作
者
は
'
そ
う
い
う
歌
語
を
操
る
歌
人
意

識
を
誇
る
作
家
で
も
あ
っ
た
｡
そ
れ
を
謎
解
き
の
よ
う
に
読
み
解
い
て
い
-
こ
と
に
'
物
語
の
作
者
も
読
者
も
'
あ
る

一
つ
の
よ
ろ
こ
び
を

感
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
物
語
の
作
者
は
'
｢古
今
L
r古
今
和
歌
六
帖
｣
は
'
か
な
り
探
-
読
み
込
ん
で
い
た
よ
う
に
見
え
る
｡
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｢古
今
和
歌
六
帖
J
と
空
蝉
'
帝
木
の
巻
の
物
語
と
の
関
わ
り
は
､
既
に
別
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
｢古
今
｣
か
ら

｢古
今
和
歌
六
帖
｣

｢か
げ
ろ
ふ
｣
の
歌
へ
と
続
-

｢万
葉
｣
以
来
の
歌
語

｢
ふ
る
人

(降
る
日
と

｢経
る
人
｣)
に
対
す
る
物
語
作
者
の
想
い
入
れ
は
'
並
々
の

も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
｡
r公
任
集
｣
の
本
文
'
成
立
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
部
分
も
多
い
｡
岩
波
書
店

r日
本
古
典
文
学
大

辞
典
｣
に
よ
れ
ば
'
次
の
ご
と
-
で
あ
る
.
摘
記
す
る
｡
冒
頭
に
春
の
歌
が
置
か
れ
'
ほ
は
四
季
の
歌
が
季
節
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
部
分

を
は
じ
め
に
'
種
々
の
歌
が
集
め
ら
れ
て
い
る
｡
公
任
を
三
人
称
で
表
記
し
て
い
る
の
で
他
按
の
家
集
だ
ろ
う
と
さ
れ
'
贈
答
歌
に
は
恋
の

歌
が
少
な
い
t
と
い
う
｡

r公
任
集
全
釈
｣
(風
間
重
厚
'
平
成
六
年
五
月
三
十

1
日
)
の
井
伊
春
樹
氏
の

｢解
説
｣
に
よ
れ
ば
'
｢
r公
任
集
J
が
ま
と
め
ら
れ
た

の
は
'
す
-
な
-
と
も
道
長
が
没
し
た
万
寿
四
年
十
二
月
四
日
以
降
｣
で
あ
る
が
'
既
に

｢原
資
科
｣
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
｡
(31
頁
)
や
は
り
'
｢解
説
｣
の
な
か
で
'
津
本
信
博
氏
は
'
公
任
が
烏
頬
と
も
親
し
-
'
｢為
頬
の
弟
は
紫
式
部
の
父
烏
時
で
あ
る
｡

公
任
が
紫
式
部
の

｢源
氏
物
語
｣
執
筆
の
事
情
に
通
じ
て
い
た
こ
と
も
予
測
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
｣
｡
(46
貫
)
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
｡
道
に
い
う
と
'
紫
式
部
も
'
ま
た
'
r公
任
集
｣
の

｢原
資
科
｣
と
な
っ
た

｢私
歌
集
｣
の
類
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
'
そ
の
影
響
を
受
け
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
r紫
式
部
日
記
｣
の
公
任
に
対
す
る
記
事
か
ら
す
れ
ば
'
そ
の
摂
取

は
も
っ
と
積
極
的
'
意
識
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
ば
か
り
か
'
三
八
六
番
歌
か
ら
四
九
四
番
歌
前
後
の
歌
に
つ
い
て
は
'
検

討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
｡
三
八
七
番
歌
か
ら
三
九
四
番
歌
'
あ
る
い
は
三
九
六
番
歌
あ
た
り
ま
で
は
'

一
連
の
歌
と
考

え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
r全
釈
｣
で
'
津
本
信
博
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
三
九
三
番
歌
の

｢参
考
｣
を
引
用
す
る
｡

r新
後
拾
遺
集
｣
(巻

1
二
･
恋
二
二

〇
111
1
)
に
'
殿
上
の
人
人

1
品
宮
に
ま
ゐ
り
て
も
の
い
ひ
け
る
人
に
'
雨
の
ふ
り
け
れ

ば
い
そ
ぎ
か
へ
り
て
'
つ
と
め
て
つ
か
は
し
け
る
｡
前
大
納
言
公
任

あ
か
で
こ
し
空
の
し
づ
-
は
秋
の
よ
の
月
さ
へ
-
も
る
物
に
ぞ
有
り
け
る

(319
貢
)
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三
九
四
番
歌
の

｢参
考
｣

r和
泉
式
部
集
｣
に
'

九
月
ば
か
り
'
鶏
の
昔
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
'
人
の
出
で
ぬ
る
に

人
は
ゆ
き
霧
は
ま
が
さ
に
立
ち
と
ま
り
さ
も
中
空
に
眺
め
つ
る
か
な

二

八
二
)

と
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
'
『風
雅
集
｣
(巻

二

･
恋
二
･
二

三
三
)
に
も

｢九
月
ば
か
り
'
あ
か
つ
き
か
へ
-
け
る
人
の
も
と
に

和
泉
式
部
｣
と
し
て
入
集
す
る
｡
す
る
と

言
m
宮
邸
で
公
任
の
相
手
を
し
て
い
た
女
房
は
和
泉
式
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
彼
女

は
'
少
女
時
代
に
す
で
に
昌
子
内
親
王

(冷
泉
后
)
に
出
仕
L
t
道
貞
と
結
婚
し
た
頃
も
そ
の
も
と
に
宮
仕
え
中
で
あ
っ
た
｡
こ
の
場

面
は
'
何
か
の
事
情
で
言
m
宮
邸
に
滞
在
し
て
い
た
頃
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
な
お
'
和
泉
式
部
は
'
天
元
元
年

(九
七
八
)
の
出
生
と

す
る
説
が
有
力
だ
が
'
こ
の
一
連
の
歌
を

言
m
宮
の
出
家
し
た
寛
和
二
年

(九
八
六
)
の
詠
と
す
る
と
'
彼
女
は
わ
ず
か
に
九
歳
に
し

か
す
ぎ
な
く
な
る
｡
こ
れ
で
は
'
と
て
も
こ
の
よ
う
な
恋
の
歌
は
詠
め
る
は
ず
が
な
い
の
で
'
も
う
す
こ
し
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
｡

後
考
に
ゆ
だ
ね
た
い
が
'
た
だ
公
任
と
和
泉
式
部
と
は
か
な
り
早
-
か
ら
交
渉
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
｡
(320
頁
)

と
､
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
｢後
考
に
ゆ
だ
ね
た
い
｣
と
す
る
津
本
氏
の
'
こ
れ
ら
の
指
摘
は
'
ま
た
'
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'

第

一
の
問
題
と
し
て

r新
後
拾
遺
集
j
r風
雅
集
｣
の
詞
蕃
き
に
よ
る
と
い
う
前
提
の
問
題
で
あ
る
.
r新
後
拾
遺
集
｣
は
'
後
円
融
天
皇
の

下
命
に
よ
り
'
二
条
為
遠
'
没
後
為
重
撰
｡
成
立
は
至
徳
元
年

(
二
二
八
四
年
)
｡
足
利
義
満
の
執
奏
'
二
条
良
基
の
仮
名
序
を
持
つ
'
二

条
派
優
位
の
歌
集
｡
十
四
世
紀
'
中
世
の
成
立
に
成
る
第
二
十
番
目
の
勅
撰
集
で
あ
る
｡
｢風
雅
集
｣
は
'
第
十
七
番
目
の
勅
撰
集
で
花
園

院
監
修
'
光
厳
院
撰
｡
貞
和
五
年

(
二
二
四
九
年
)
成
立
｡
巻
頭
に
花
園
院
の
真
名
序
と
仮
名
序
を
置
-
｡
京
極
派
の
総
決
算
の
歌
集
｡
い

ず
れ
も
十
四
世
紀
中
頃
以
後
'
中
世
の
成
立
に
成
る
勅
撰
集
で
'
そ
の
詞
書
き
を
そ
の
ま
ま
信
じ
得
る
か
t
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡
第
二
の

問
題
と
し
て
'
和
泉
式
部
の
出
生
に
つ
い
て
の
有
力
な
説
と
少
し
合
わ
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
｡
｢伊
勢
｣
の
注
釈
史
へ
揺
曲
の
登
場
人
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物
の
相
関
図
に
は
'
中
世
的
伝
承
の
世
界
が
'
そ
の
基
層
に
存
在
す
る
こ
と
が
'
片
桐
洋

一
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
う
い

う
伝
承
の
世
界
と
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
問
題
も
あ
る
｡
津
本
氏
の
指
摘
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
の
論
述
は
'
ま
だ
管
見
に
入
っ

て
い
な
い
｡
し
か
し
'
｢風
雅
集
J
の
詞
書
き
な
ど
に
よ
る
か
ぎ
り
'
公
任
と
和
泉
式
部
と
の
間
に
は
'
か
な
-
早
い
時
期
か
ら
の
交
渉
が

あ
-
'
紫
式
部
も
そ
の
こ
と
を
知
悉
L
t
心
を
動
か
す
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
こ
う
い
う
視
点
か
ら
'
｢紫
式
部
日
記
｣
の
公
任
'

和
泉
式
部
に
つ
い
て
の
記
事
を
読
み
解
い
て
み
る
と
'
ま
た
'
新
し
い
論
点
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
来
る
の
で
あ
る
｡
r公
任
集
｣
に
は
恋
の

歌
が
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
ら

一
連
の
歌
は
'
や
は
り
恋
歌
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
｡

和
泉
式
部
の
返
歌
だ
と
言
わ
れ
る
三
九
二
番
歌
､

雨
な
ら
で
は
か
な
き
空
に
ふ
る
人
も
露
に
も
滞
る
る
も
の
と
こ
そ
開
け

と
い
う
歌
の

｢仝
釈
｣
津
本
氏
の
現
代
語
訳
｡

雨
で
な
-
と
も
'
は
か
な
い
こ
の
世
に
す
ご
す
人
は
'
露
に
さ
え
も
濡
れ
て
し
ま
う
と
聞
い
て
い
ま
す
よ
｡

｢空

｢雨
｣
の
縁
語
｡
世
の
中
の
意
に
用
い
る
｡
ふ
る
ひ
と
も

｢雨
｣
の
縁
語
で

｢降
る
｣
と

｢経
る
｣
を
か
け
る
｡｣
(318
頁
)
と
'
｢語

釈
｣
す
る
｡
和
歌
と
い
う
短
詩
形
の
文
学
作
品
の
意
味
'
主
題
を
捉
え
る
こ
と
は
'
け
だ
し
'
至
難
の
業
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
三
九

一
番
歌
と

三
九
二
番
歌
と
の

｢会
話
｣
の
こ
と
ば
は
'
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
'
そ
う
い
う
問
題
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

公
任
の
歌
は
'
｢秋
の
夜
長
を
'
あ
な
た
と
過
ご
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
に
'
あ
な
た
の
心
は
さ
め
て
し
ま
っ
た
の
か
'
お
会
い
し
な
い

で
過
ぎ
て
い
-
日
か
ず
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
｡
い
-
ら
こ
の
季
節
に
降
る
雨
で
も
帰
ら
な
い
と
心
に
決
め
て
い
ま
す
｡｣
と
い
う
歌
意
で
あ

ろ
う
｡
和
泉
式
部
の
歌
｡
｢お
会
い
出
来
な
い
で
'
空
し
-
過
ぎ
て
い
-
こ
と
を
嘆
-
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
'
私
も
秋
の
季
節
の
も
の
で

あ
る
雨
ど
こ
ろ
で
は
な
く
'
露
に
さ
え
濡
れ
て
嘆
い
て
い
る
の
で
す
｡
ほ
か
の
お
方
の
薄
い
情
け
に
あ
な
た
が
濡
れ
て
い
る
と
開
い
て
も
い

ま
す
｡｣
と
い
う
よ
う
な
歌
意
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
｡
恋
の
想
い
を
揺
曳
L
t
季
節
の
も
の
に
託
し
て
詠
ん
だ
贈
答
歌
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
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和
泉
式
部
の
歌
は
'
｢
ふ
る
人
｣
の
歌
語
が
'
し
っ
か
り
と
座
っ
て
い
な
い
｡
｢降
る
人
｣
｢経
る
人
｣
で
'
｢
ふ
る
人
｣
と
い
う
歌
語
が
'
直

接
響
き
あ
わ
な
い
｡
ロ
ぼ
や
で
は
あ
る
が
'
修
辞
的
技
法
と
し
て
す
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
｡
紫
式
部
は
'
そ
う
い
う
和
泉
式
部
の
手
薄
さ
'

表
現
力
の
未
成
熟
さ
に
つ
け
込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
こ
に
は
t
r公
任
集
｣
か
ら
'
か
え
っ
て
和
泉
式
部
へ
と
逆
照
射
し
反
転

す
る
歌
語
の
世
界
が
'
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
t
r古
今
和
歌
六
帖
｣
t
r公
任
集
｣
t
r源
氏
｣
の
歌
語

｢
ふ
る
人
｣
を
め
ぐ
る
用
語
意
識
の
関
わ
り
は
'
き
わ
め
て
大
切
で
'
重
要
な
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

永
井
和
子
氏
の

｢物
語
と
老
い
｣
-

源
氏
物
語
を
ひ
ら
-
も
の
-

｣
(｢国
語
と
国
文
学
｣
平
成
六
年

一
月
号

東
京
大
学
国
語
国
文

学
会
)
は
'
若
菜
上
巻
の

｢老
い
し
ら
へ
る
｣
と
い
う
用
語
を
捉
え
'
女
三
宮
の
降
嫁
を
め
ぐ
り
'

朱
雀
院
の
錯
綜
し
迷
い
続
け
る
深
い
心
中
に
潜
在
L
t
慎
重
に
考
え
て
決
し
て
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
引
き
出
し
'
光
源
氏
を

言
葉
の
上
で
顕
在
化
さ
せ
た
の
は
'
｢老
い
し
ら
へ
る
｣
女
房
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
の
場
面
で
は
'
過
去
を
知
る
昔
人
と
い
う
ば
か
-
で

は
な
-
'
中
心
的
な
人
物
の
心
内
状
況
と
は
関
係
な
-
表
現
し
た
と
い
う
そ
の
こ
と
が
'
状
況
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
る
役
割
を
負
う

て
い
る
｡
こ
こ
で
着
目
す
る
の
こ
う
し
た
物
語
の
叙
述
'
語
り
口
に
於
け
る

｢老
い
し
ら
へ
る
｣
女
房
の
表
現
者
と
し
て
の
機
能
で
あ

る
｡
(5
頁
)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て

r源
氏
｣
の
用
例
に
七
例
存
在
す
る
こ
れ
ら
の
語
が
'
い
ず
れ
も

｢
こ
れ
に
似
た
状
況
｣
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
｡

一
方

｢翁
｣
は
'
｢身
分
の
更
に
低
い
男
性
老
齢
者
｣
を
指
し
'
｢老
い
人
｣
以
上
に
異
質
性
が
加
わ
り
t
よ
り
お
ど
け
'
も
ど
き
'
と

ぼ

け

'

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
別
棟
の

｢語
-
｣
を
担
当
す
る
｣
t
と
指
摘
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
｢老
者
は
静
的
な
沈
黙
者
｣
で
は
な
-
'

｢声
を
あ
げ
る
表
現
者
｣
と
し
て
存
在
し
て
い
る
t
と
言
わ
れ
る
｡
永
井
氏
は

｢老
い
人
｣
｢老
い
人
ど
も
｣
を
集
計
さ
れ
'
三
十
九
例
と
し

て
二
語
を
同
じ
次
元
に
立
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
が
'
既
に
指
摘
し
た
ご
と
く
'
そ
れ
は
単
な
る
単
数
'
複
数
表
現
の
違
い
と
い
う
問
題
で

は
な
か
っ
た
｡
や
は
り
'
表
現
の
位
相
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
'
そ
れ
は
'
誤
り
で
あ
る
｡
そ
の
結
論
に
も
ま
た
'
従
い
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稚
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
氏
は
'
更
に
'
｢物
語
史
と
老
い
｣
の
項
で
'

物
語
史
に
お
い
て
語
り
手
の
仮
託
を
最
も
有
効
に
用
い
た
の
は
源
氏
物
語
で
あ
-
'
沈
黙
か
ら
表
現
へ
の
飛
躍
の
手
段
の
ひ
と
つ
と

し
て
'
老
い
の
要
素
を
内
部
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
(11
貢
)

と
'
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
｢源
氏
｣
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢物
語
｣
の
語
例
を
通
し
て
'
物
語
の

｢始
原
｣
を
考
え
へ
｢物
語
文
学
成
立
史
｣

(東
京
大
学
出
版
会

9-9
年
12
月
20
日
)
で
'
折
口
学
'
三
谷
学
に
お
け
る

｢物
語
史
｣
の
発
生
と
展
開
と
は
異
な
る
異
質
の
史
論
を
示
さ

●.-▲

れ
た
藤
井
貞
和
氏
の
論
理
も
'
や
は
り
'
本
質
と
末
流
と
を
取
り
違
え
た
矛
盾
し
た
論
理
の
道
筋
を
遡
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
｢堰
｣

や
'
｢翁
｣
の
物
語
は
'
｢も
の
｣
が
語
る
物
語
の
伝
承
を
基
層
に
し
て
い
る
L
t
幼
児
や
童
の
語
る
物
語
は
'
物
快
調
伏
の
場
で

｢依
り
ま

し
｣
に
移
さ
れ
た

｢も
の
｣
の
語
-
の
残
照
で
あ
る
L
t
巷
間
の
物
語
は
'
辻
占
の
対
象
と
な
る
話
や

｢歌
語
-
｣
の
断
片
化
'
通
俗
化
の

｢語
り
｣
で
も
あ
っ
て
'
そ
の
本
貫
に
根
ざ
す
い
わ
ば
根
生
い
の

｢始
原
｣
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
折
口
学
の
末
流
の
徒

か
ら
も
'
藤
井
氏
の
論
理
に
疑
問
が
さ
し
挟
ま
れ
な
い
の
は
'
い
か
が
な
も
の
だ
あ
ろ
う
｡
本
質
と
末
流
と
を
な
い
合
わ
せ
る
矛
盾
が
末
流

の
徒
に
も
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
記
紀
景
行
天
皇
の
物
語
'
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
崩
御
を
め
ぐ
る
説
話

の
分
析
を
通
し
て
'
別
に
論
述
し
た
が
'
更
に
再
論
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
た
だ
'
永
井
氏
が
眉
摘
さ
れ
る
よ
う
に
'
確
か
に
物
語

を
ひ
ら
-
も
の
と
し
て

｢老
い
｣
が
存
在
す
る
こ
と
は
'
確
か
な
こ
と
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
は
'
｢も
の
｣
が
語
っ
た

｢物
語
｣
｢も
の
｣
を

語
っ
た

｢物
語
｣
と
い
う
長
い
伝
承
'
民
俗
信
仰
を
そ
の
背
後
に
負
い
続
け
て
い
る
伝
承
の
基
層
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
そ
こ
に
は
'
さ
ら
に
'
｢歌
語
｣
を
操
る
'
物
語
作
者
の
歌
学
に
対
す
る
深
い
学
識
'
和
泉
式
部
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
時
代

の
風
潮
'
時
流
の
歌
風
を
超
え
て
輝
い
て
い
る
歌
人
と
し
て
の
学
才
'
誇
り
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
｡
そ
し
て
'
ま
た
'
そ
こ
に

は
'
｢
ふ
る
人
｣
の
い
る
風
景
と

｢老
い
人
｣
の
い
る
風
景
と
が
'
重
な
る
部
分
を
持
ち
な
が
ら
も
'
そ
れ
と
は
'
ま
っ
た
-
違
う
表
現
の

位
相

･
異
質
の
世
界
を
措
い
て
い
た
｡
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
以
下
項
を
改
め
て
別
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡
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Ⅱ

ふ
る
人

｢右
近
｣
の
'
再
登
場
を
語
る
玉
峯
の
巻
の
冒
頭
は

｢河
海
抄
｣
以
来
'
末
摘
花
の
巻
の
書
き
出
し
に
よ
-
似
て
い
る
こ
と
が
注

記
さ
れ
て
き
た
｡

此
巻
の
始
末
摘
花
巻
と
同
様
な
り
何
も
其
説
あ
る
也
末
摘
花
巻
は
若
紫
の
次
な
れ
と
も
横
の
並
な
る
故
に
夕
顔
の
巻
に
つ
､
け
ん
為
め

に
か
け
り
此
巻
又
玉
峯
の
君
の
こ
と
を
出
来
へ
き
た
め
に
よ
り
て
先
夕
顔
の
上
の
事
を
思
出
せ
り

共
以
有
探
致
央

又
露
わ
す
ら
れ
す
は
夕
顔
の
巻
に
夕
露
に
ひ
も
と
-
花
或
は
光
あ
り
と
み
し
夕
顔
の
う
は
露
な
と
あ
り
し
心
欺

(｢河
梅
抄

･
花
鳥
余

情
｣
古
注
釈
大
成

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

223頁
)

末
摘
花
の
巻
の
冒
頭
は
､
｢恩
へ
ど
も
な
は
あ
か
ぎ
り
し
夕
顔
の
｣
と
'
五
音
七
音
の
リ
ズ
ム
を
-
-
回
し
'
あ
る
い
は

一
首
の
和
歌
に

仕
立
て
ら
れ
た
り
t
r古
今
l
の
歌
を
原
拠
と
す
る
修
辞
な
ど
'
和
歌
と
の
深
い
関
わ
り
を
連
想
さ
せ
る
｡
未
摘
花
の
巻
が
'
そ
う
い
う
書

き
方
を
し
て
い
る
こ
と
の
根
底
に
は
'
常
陸
の
親
王
の
歌
学
へ
教
養
を
深
-
身
に
つ
け
た
末
摘
花
の
生
き
方
を
語
る
物
語
の
主
題
と
の
関
わ

り
が
見
ら
れ
る
｡
｢か
ら
衣
｣
の
歌
を
詠
む

｢
ふ
る
人
｣
未
摘
花
と
い
う
人
物
像
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
'
和
歌
的
世
界
か
ら
の
物
語
の
造
型

を
意
味
し
て
い
た
｡
玉
等
巻
が
'
未
摘
花
の
冒
頭
と
似
た
書
き
出
し
を
し
て
い
る
の
は
'
並
の
巻
'
物
語
の
構
成
'
構
造
と
い
う
問
題
に
か

ら
ん
で
い
る
こ
と
は
'
古
注
の
注
記
す
る
ご
と
-
で
あ
る
｡
だ
が
'
や
は
り
'
和
歌
の
世
界
と
深
く
関
わ
る
物
語
的
世
界
を
措
き
'
語
ろ
う

と
し
た
物
語
の
主
題
に
関
わ
る
一
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
旅
の
文
学

-
貴
種
流
離
譜
の
話
型
を
ふ
ま
え
る
西
国
へ
の
さ

す
ら
い
が
'
歌
枕
を
ぬ
っ
て
旅
を
続
け
物
語
が
展
開
し
て
い
-
'
そ
う
い
う
語
ら
れ
方
を
す
る
｡
(そ
の
よ
う
に
)
物
語
の
伝
承
的
世
界
を

基
層
と
し
て
'
そ
れ
を
物
語
の
背
後
に
背
負
い
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
物
語
の
骨
組
み
が
'
｢歌
語
｣
を
物
語
の

｢
こ
と
ば
｣

43



と
し
て
'
取
り
込
ん
で
-
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
ふ
る
人
｣
は
､
そ
う
い
う

｢
こ
と
ば
｣
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡

｢万
葉
｣
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢古
人
｣
｢老
い
人
｣
の
語
例
を
'
角
川

｢新
編

国
歌
大
観
｣
で
拾
っ
て
い
-
と
'
次
の
ご
と
-
で
あ

る

｡

32

フ
ル
ヒ
ト
ニ

ワ
レ
ア
ル
ラ
メ
ヤ

高
市
古
人
感
傷
近
江
旧
堵
作
歌
｡

577

ふ
る
ひ
と
の

た
ま
へ
し
め
た
る

丹
生
女
王
贈
太
宰
帥
大
伴
卿
歌
二
首
｡

Ⅴ且りH
79

つ
ま
ま
つ
の
さ
は

ふ
る
ひ
と
み
け
む

1
挽
歌

宇
治
若
郎
子
宮
所
歌

一
首
｡

44

∵〟l58

わ
ら
は
ご
と
す
る

お
い
ひ
と
に
し
て

EiAl

正
述
心
緒
｡

038

い
に
L
へ
ゆ

ひ
と
の
い
ひ
け
る

お
い
ひ
と
の

を
つ
と
い
ふ
み
づ
ぞ

1
美
濃
国
多
芸
行
宮
大
伴
宿
祢
東
人
作
歌

一
首
｡

Vn上11

オ
イ
ヒ
ト
モ

メ
ヌ
ワ
ラ
ハ
ゴ
モ

シ
ガ
ネ
ガ
ヒ

コ
コ
ロ
タ
ラ
ヒ
こ

4
賀
陸
奥
国
出
金
詔
書
歌

1
首
井
楚
歌
.

>n-ユ
81

オ
イ
ヒ
ー
ヲ

オ
ク
リ
シ
ク
ル
マ

モ
チ
カ
ヘ
リ
コ
ネ

MUn

竹
取
翁
歌
｡

.

な
に
お
ふ
た
き
の
せ



｢万
葉
｣
の
歌
に
は
'
｢古
人
｣
三
例
'
｢老
い
人
｣
四
例
の
語
例
が
見
ら
れ
る
が
'
こ
れ
ら
の
歌
語
の
用
例
や
題
詞
か
ら
推
測
さ
れ
る
こ
と

は
'
｢老
い
人
｣
が
身
分
関
係
の
上
下
に
は
関
係
し
な
い
の
に
対
し
て
'
｢古
人
｣
は
'
そ
う
い
う
位
相
性
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
た
よ
う
に
見

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
う
い
う
身
分
関
係
の
上
下
に
関
わ
る
位
相
表
現
は
'
や
は
り
'
｢源
氏
｣
の
な
か
に
も
'
か
な
り
明
確
な
形
で
残
っ

て
い
る
｡
｢誰
に
｣
使
わ
れ
る
語
で
あ
っ
た
か
'
そ
の
一
覧
に
よ
っ
て
'
源
氏
や
茄
が
用
い
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
'
そ
う
し
た
位
相

性
を
表
現
す
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
｢古
人
｣
の
用
語
意
識
を
形
成
す
る
基
層
が
'
そ
う
し
た
言
語
位
相
に
関
わ
る
こ
と
は
'
歌

語
を
物
語
の

｢
こ
と
ば
｣
と
し
て
取
り
込
み
操
る
紫
式
部
の
方
法
に
､
や
は
り
探
-
関
わ
っ
て
い
た
t
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

玉
蔓
の
巻
の
は
じ
め
の
本
文
'
｢資
料
川
｣
に
'
岩
波

r新
大
系
｣
を
引
用
し
た
が
'
そ
の
前
後
の
部
分
を
注
意
探
-
読
み
解
い
て
い
-

必
要
が
あ
る
｡
｢新
大
系
｣
の
小
見
出
し
は

｢源
氏
と
右
近
の
夕
顔
回
想
｣
'
小
学
館

r全
集
｣
の
そ
れ
は
'
｢源
氏
と
右
近
亡
き
夕
顔
を
追

(を)

慕
す
る
｣
と
な
っ
て
い
て
'
同
じ
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
｡
｢あ
ら
ま
し
か
ば
と
'
あ
は
れ
に
-
ち

お

し

-
の
み
お
ぼ
し
出
づ
｡｣
と
'
源
氏

(たNひ)

は
夕
顔
を
回
想
'
追
慕
す
る
｡
｢
そ
の
形
見
と
見

給

て

'｣
｢新
大
系
｣
脚
注

｢源
氏
に
と
っ
て
夕
顔
回
想
の
種
と
な
っ
て
い
る
｡｣
r全
集
｣

頭
注

｢夕
顔
の
こ
と
を
思
い
出
す
種
｡｣
現
代
語
訳

｢あ
の
人
の
形
見
と
ご
ら
ん
に
な
っ
て
｣
｡
諸
注

｢見
る
｣
意
に
解
す
る
の
は
誤
り
｡
亡

き
夕
顔
の
忘
れ
形
見
と
し
て
お
世
話
な
さ
っ
て
t
の
意
｡
夕
顔
の
死
に
あ
っ
た
右
近
は
'
行
き
所
が
な
-
な
っ
た
の
で
'
源
氏
が
邸
に
引
き

取
っ
た
｡
｢細
流
抄
｣
の
注
記

｢む
か
へ
取
る
｣
は
'
｢広
辞
苑
｣
に
は
'
｢迎
え
て
家
に
入
れ
る
｡
迎
え
る
｡｣
と
し
て
'
若
紫
の
巻
の
語
例

を
あ
げ
る
｡
小
学
館

｢日
本
国
語
大
辞
典
｣
は
'
｢①
自
分
の
も
と
に
迎
え
る
｡
迎
え
て
家
に
入
れ
る
｡｣
と
し
て
'
宇
津
保
'
吹
上

･
上
'

源
氏

･
若
紫
の
語
例
を
あ
げ
る
｡
『大
辞
典
｣
の
語
意
は
'
こ
の
語
の
持
つ
微
妙
な
意
味
の
揺
れ
を
捉
え
て
い
る
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い

か
｡
た
だ
'
引
き
取
る
'
迎
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
'
意
味
の
揺
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
へ
こ
の
直
前
に
あ
る

｢
心

ぐ

な
る
人
の
あ
り
さ
ま
ど
も
を
見
給
ひ
重
ぬ
る
に
つ
け
て
も
｣
t
の

｢見
給
ひ
重
ぬ
る
｣
と
同
じ
意
味
で
あ
る
.
r新
大
系
｣
は

｢そ
れ
ぞ

れ
に
気
質
の
異
な
る
女
君
た
ち
の
あ
り
よ
う
を

(源
氏
が
)
次
々
と
お
知
り
に
な
っ
た
に
つ
け
て
も
｣
と
脚
注
｡
こ
の

｢知
る
｣
は
'
知
識
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と
し
て
知
る
の
で
は
な
-
'
男
女
関
係
の
深
い
仲
の
経
験
を
通
し
て
の
意
｡
｢全
集
｣
が

｢
そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
の
違
う
人
々
の
有
様
を
数
多

-
ご
ら
ん
に
な
る
に
つ
け
て
も
'｣
と
い
う
現
代
語
訳
す
る
の
は
'
や
は
り
間
が
抜
け
て
い
る
｡
男
が
女
を

｢お
世
話
を
す
る
｣
と
い
う
'

現
代
の
人
々
か
ら
は
'
面
白
-
な
い
'
い
け
な
い
言
い
方
が
残
っ
て
い
る
'
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
｡
右
近
自
身
は

｢何
の
人
数
な
ら
ね
ど
｣

{う)

だ
が
'
夕
顔
は

｢
こ
の
御
殿
移
り
の
数
の
う
ち
｣
に
入
る
だ
ろ
う
に
と
'
右
近
は
思
っ
て
い
る
｡
｢仕
ふ
ま
つ
り
馴
れ
た
り
｣
へ
｢全
集
｣
現

代
語
訳
｡
｢昔
か
ら
女
房
並
み
に
長
-
源
氏
の
君
の
お
そ
ば
に
お
仕
え
し
て
い
る
｣
｡
だ
が
'
｢古
人
｣
は
'
古
参
の
女
房
と
い
う
意
味
で
は

な
か
っ
た
｡
r全
集
l
の
現
代
語
訳
は

｢馴
れ
｣
が
抜
け
落
ち
て
'
そ
れ
と
な
-

｢親
し
い
｣
感
じ
を
出
し
て
い
る
｡
苦
心
し
た
の
だ
ろ
う

か
｡
間
が
抜
け
た
の
だ
ろ
う
か
｡
だ
が
'
こ
の
語
は
'
末
摘
花
の
冒
頭
に
似
て
書
き
出
さ
れ
る
こ
の
巻
の
こ
と
ば
と
し
て
'
か
な
り
重
要
な

｢
こ
と
ば
｣
で
あ
り
'
｢唐
こ
ろ
も
｣
の
歌
か
ら
取
-
込
ん
で
来
た

｢語
｣
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
よ
う
に
'
読
み
解
い
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

｢
こ
と
ば
｣
だ
と
思
う
｡
｢資
料
川
｣
の
行
幸
の
巻
'
｢全
集
J
に

｢方
々
よ
り
寄
せ
ら
れ
る
祝
儀

未
摘
花
と
の
贈
答
｣

と
あ
る
物
語
で
､
源
氏
は
末
摘
花
を

｢あ
や
し
き
古
人
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡
贈
り
物
に
添
え
た
末
摘
花
の
歌
'
｢わ
が
身
こ
そ
う
ら
み
ら
れ

け
れ
唐
ご
ろ
も
君
が
た
も
を
に
な
れ
ず
と
思
へ
ば
｣
と
い
う
歌
に
も
'
や
は
り
'
｢な
れ
｣
の
語
が
見
え
'
業
平
の
原
歌
以
来

｢唐
こ
ろ
も
｣

の
歌
は
'
｢な
れ
｣
を
重
要
な

｢語
｣
と
し
て
読
み
込
ん
で
き
た
｡
や
は
り
右
近
は
'
源
氏
に
と
っ
て
想
い
人
で
あ
っ
た
過
去
を
背
負
い
続

け
て
生
き
て
い
る
女
人
で
あ
っ
た
｡
｢
ら
う
た
き
も
の
｣
は
'
夕
顔
の
死
に
近
い
部
分

･
夕
顔
の
巻
に
'
｢白
き
袷
'
薄
色
の
な
よ
､
か
な
る
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を
重
ね
て
'
は
な
や
か
な
ら
ぬ
姿
'
い
と
ら
う
た
げ
に
'
あ
え
か
な
る
心
ち
し
て
'
そ
こ
と
取
-
立
て
て
す
ぐ
れ
た
る
事
は
な
け
れ
ど
'
細

や
か
に
た
を
-

と
し
て
'
物
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
'
あ
な
心
苦
し
t
と
た
ゞ
い
と
ら
う
た
-
見
ゆ
｡｣
(r新
大
系
｣
117
頁
)
と
あ
る
｡

こ
の
部
分
'
河
内
本
､
別
本
な
ど
は
'
青
表
紙
本
と
は
か
な
り
顕
著
な
本
文
の
異
同
が
見
え
る
｡
異
文
の
存
在
は
夕
顔
の
人
物
像
を
造
型
し

ょ
う
と
す
る
解
釈
的
異
文
の
混
入
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
｢ら
う
た
し
｣
は
'
源
氏
や
紫
の
姫
君
の
幼
さ
に
対
し
て
用
い

ら
れ
て
き
た
語
で
も
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
夕
顔
の
死
に
近
い
部
分
に
'
重
ね
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡



夕
顔
は
'
｢ら
う
た
き
｣
女
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
｡
源
氏
の
夕
顔
へ
の
追
慕
の
情
は
'
右
近
が
そ
の
形
代
と
な
っ
て
い
る
｡
た
だ
'
｢形

見
｣
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
｡
源
氏
が
右
近
を
愛
す
る
心
は
'
｢
ら
う
た
き
｣
も
の
と
し
て
'
そ
の
形
代
と
し
て
の
意
味
を
負
う
て
い
た
｡

須
磨
諭
居
の
間
'
右
近
は
紫
上
方
の
女
房
と
し
て
仕
え
て
い
た
｡
紫
の
上
は
'
｢心
よ
-
か
い
ひ
そ
め
た
る
｣
女
だ
と
思
っ
て
い
た
が
'
亡
き

夕
顔
の
侍
女
と
し
て
'
や
は
り
'
対
抗
意
識
と
も
い
う
べ
き
も
の
'
侍
女
の
誇
り
を
心
の
奥
底
に
秘
め
､
持
ち
続
け
て
い
た
｡
こ
の
短
い
章
段

は
'
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
来
る
と
'
｢源
氏
と
右
近
の
夕
顔
回
想
｣
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
-
'
も
っ
と
'
ど
ろ
っ
と
濁
っ
た
男
女
関
係

の
も
つ
れ
'
相
関
図
が
な
ま
な
ま
し
-
も
つ
れ
合
っ
て
い
る
世
界
が
あ
る
｡
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
｡
｢須
磨
へ
御
移
ろ
ひ
｣
の
背
後
に
は
'

藤
壷
と
臆
月
夜
と
を
め
ぐ
る
愛
の
葛
藤
の
世
界
が
'
二
重
'
三
重
に
'
ど
ろ
っ
と
渇
-
込
ん
で
-
る
｡
｢回
想
｣
と
か
'
｢追
慕
｣
と
か
い
う

よ
う
な
'
浪
漫
的
'
拝
情
的
な
澄
み
き
っ
た
だ
け
の
心
情
で
は
な
い
｡
｢そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
｣
な
の
で
あ
る
｡
六
条
院
の
愛
の
秩
序
が
崩
壊
し

て
い
-
序
曲
が
'
遠
-
の
方
で
聴
こ
え
て
く
る
よ
う
な
'
愛
の
葛
藤
の
絵
巻
が
'
い
か
に
も
拝
情
的
な
静
寂
な
世
界
の
な
か
に
装
わ
れ
て
い
る
｡

(ゐ)

覇

大
系
｣
356

頁

'
｢右
近
を
御
足
ま

い

り

に
召
す
｡｣
｢若
き
人
は
苦
し
と
て
む
つ
か
る
め
り
｡｣
と
あ
る
本
文
の
脚
注
に
'
｢貴
人
の
足

を
も
ん
だ
り
さ
す
っ
た
り
す
る
こ
と
｡
右
近
が
前
に
言
い
さ
し
た
話
題
を
'
源
氏
が
聞
き
出
せ
る
よ
う
な
場
面
が
設
定
さ
れ
る
｡｣
｢若
い
女

房
達
は
'
(御
足
さ
す
り
は
)
疲
れ
る
と
い
っ
て
い
や
が
る
よ
う
だ
｡｣
と
注
記
す
る
｡
r古
典
集
成
｣
は

｢｢御
足
参
-
｣
で
一
語
｡｣
と
す

る
｡
角
川

r古
典
大
辞
典
J
に
は
見
出
し
語
に
こ
の
語
は
な
い
｡
小
学
館

r国
語
大
辞
典
｣
は
見
出
し
語
に
こ
の
語
が
あ
り
'
｢新
大
系
｣

の
脚
注
と
同
じ
語
意
｡
玉
輩
の
巻
の
語
例
を
あ
げ
る
｡
諸
注
異
説
は
な
い
が
'
召
人
の
よ
う
な
存
在
の
女
人
が
す
る
こ
と
だ
t
と
い
う
よ
う

な
説
が
あ
っ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
｡
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
が
'
誤
り
が
な
け
れ
ば
'
私
も
そ
の
通
り
だ
と
考
え
る
｡
こ
の
物
語
の
場
面

の
描
写
は
'
た
だ
の
関
係
に
あ
る
年
寄
り
達
の
会
話
だ
と
は
解
し
稚
い
｡
｢苦
し
と
む
つ
か
る
｣
の
も

｢疲
れ
る
と
い
っ
て
い
や
が
る
｣
の

で
は
な
-
'
や
は
り
'
男
女
関
係
の
親
密
さ
に
対
す
る
照
れ
隠
し
が
あ
る
｡
こ
の
場
面
t
r紫
式
部
日
記
｣
に
措
か
れ
て
い
る
道
長
と
正
室
'

紫
式
部
の
間
が
ら
'
関
係
を
連
想
さ
せ
て
'
ほ
ほ
笑
ま
し
-
も
あ
る
｡
｢戯
れ
ご
と
｣
の
な
か
に

｢す
き
人
源
氏
｣
の
姿
が
'
よ
-
描
か
れ
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て
い
る
｡
あ
ま
り
に
も
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
で
'
開
放
的
で
､
開
か
れ
た
場
面
な
の
で
'
｢
ひ
め
ご
と
｣
と
し
て
慎
ん
で
き
た
古
風
な
人
々
に
は
'

そ
う
い
う
面
を
読
み
に
く
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
｡
こ
の
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る

｢
ふ
る
人
｣
右
近
の
造
型
に
は
'
｢侍
女
｣
右
近
と
と

も
に

｢召
人
｣
で
も
あ
っ
た
女
人
の
姿
が
'
夕
顔
の
形
代
と
し
て
'
そ
の
主
人
公
に
対
し
て
'
背
負
い
続
け
て
き
た
侍
女
の
誇
-
が
'
や

は

り
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
｡
右
近
を

｢古
参
の
女
房
｣
と
だ
け
し
か
読
ん
で
来
な
か
っ
た
従
来
の

｢源
氏
読
み
｣
は
'
最
も
大
切
な
物

語
の

｢核
｣
を
'
欠
落
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
｡

｢弁
の
尼
｣
に
は
'
｢
ふ
る
人
｣
六
例
'
｢老
い
人
｣
十
三
例
が
'
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
'
｢源
氏
｣
仝
用

例
の
50
%

(問
題
の
あ
る
参
考
資
料
を
含
め
る
と
4-
･
9
%
)
4-
･
4
%
を
召
め
て
い
る
｡
従
来
'
そ
れ
ら
′の
語
例
の
位
相
性
に
つ
い
て
は
'
全
-
注

意
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
｡
す
く
な

-
と
も

'

管
見
に
入
っ
た
研
究
文
献
は
存
在
し
な
い
｡
だ
が
'
こ
の
二
つ
の

｢語
｣
が

『万
葉
｣
以
来
'
｢歌
語
｣
と
し
て
の
語
史
を
も
ち
な
が
ら
'
表
現
の
位
相
を
異
に
し
て
い
る
事
実
は
や
は
-
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

巻
別
に
'
二
つ
の
語
例
を

一
覧
に
よ
っ
て
示
す
と
'
次
の
ご
と
-
で
あ
る
｡
｢資
料
｣
番
号
は
前
表
に
か
か
げ
た
も
の
頁
数
は

｢全
集
｣

の

頁
数
で
示
す
｡
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○
椿
姫｢老

い
人
｣

四
例

2
.
136
貫
｡

i
.
142
貫
｡

叫

143
頁
｡

5.
151
頁
O

薫
出
生
の
秘
密
を
昔
語
り
に
ほ
の
め
か
す
最
初
の
場
面
｡

そ
の
物
語
は
具
体
的
に
は
ま
だ
語
ら
れ
な
い
｡

薫
が
左
近
将
監
を
使
者
に
弁
に
手
紙
を
託
す
時
の
詞
｡

薫
'
弁
に
対
面
'
柏
木
の
遺
書
が
手
渡
さ
れ
る
物
語
の
冒
頭
部
分
｡



｢
ふ
る
人
｣

二
例

州
'
147
頁
.
｢薫
帰
京
の
後
宇
治
と
文
通
'
匂
宮
に
告
げ
語
る
｣
物
語
の
末
尾
の
部
分
｡
142
頁
に

｢老
い
人
の
物
語
'
心
に
か

か
-
て
｣
と
あ
る
｡
物
語
の
表
面
的
な
場
面
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
と
'
論
理
的
に
は

｢老
い
人
｣
の
言
い
換
え
の
語
に
な
っ

て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
薫
は
宇
治
の
人
言
の
物
語
を
匂
宮
に
告
げ
る
が
'
姫
君
へ
の
想
い
は
隠
し
て
語
ら
な
い
｡
匂
宮
は

｢
い
で
'

あ
な
こ
と
ご
と
し
｡
例
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
聖
詞
見
は
て
て
し
が
な
｣
と
か
ら
か
う
｡
そ
れ
は
'
薫
の
秘
め
ら
れ
た
心
の
内

を
つ
い
た
詞
で
あ
っ
た
｡
薫
は

｢心
の
中
に
は
t
か
の
古
人
の
ほ
の
め
か
し
し
筋
な
ど
の
'
い
と
ど
う
ち
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
あ

は
れ
な
る
に
｣
と
あ
る
｡
柏
木
と
女
三
宮
の
恋
の
物
語
に
探
-
関
わ
り
な
が
ら
'
同
時
に
姫
君
の
恋
の
物
語
に
探
-
関
わ
っ
て

い
-
弁
の
尼
を
表
現
す
る
語
と
し
て
､
や
は
り
'
こ
の
場
面
は

｢老
い
人
｣
弁
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
｢
ふ
る
人
｣
弁
な
の

で
あ
る
｡
同

一
人
物
に
対
す
る
呼
称
の
揺
れ
が
'
こ
の
二
語
の
持
つ
語
史
'
語
意
を
'
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
使
い
分
け
て
い
る
語

例
は
な
い
｡
物
語
の
'
こ
う
い
う
用
語
意
識
の
位
相
は
'
従
来
の

｢源
氏
｣
読
み
'
｢物
語
読
み
｣
の
な
か
で
は
､
あ
ま
り
考

え
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
｡
だ
が
､
そ
う
し
た
読
み
方
は
'
物
語
の
も
っ
と
も
大
切
な
部
分
を
読
み
落
と
し
'
欠
落
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

川
'
155
頁
.
｢老
い
人
｣
の

｢資
料

SJ
と
同

1
物
語
で
'
｢薫
'
弁
に
対
面
'
相
木
の
遺
書
を
手
渡
さ
れ
る
｣
末
尾
に
近
い
部

分
｡
物
語
は
'
｢薫
､
柏
木
の
遺
書
を
読
み
'
母
宮
を
訪
れ
る
｣
物
語
へ
と
続
い
て
い
-
｡
こ
の
同

一
場
面
の
物
語
の
中
で
も
'

｢老
い
人
｣
｢
ふ
る
人
｣
の
二
語
が
'
や
は
り
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
物
語
の
冒
頭
は
'
｢さ
て
'
暁
方
の
宮
の
御
行
ひ
し
た

ま
ふ
ほ
ど
に
t
か
の
老
人
召
し
出
で
て
あ
ひ
た
ま
へ
り
｡｣
と
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
末
尾
近
-
の
部
分
に
は
'
｢
つ
れ
な
-

て
'
こ
れ
は
隠
い
た
ま
ひ
っ
｡
か
や
う
の
古
人
は
'
問
わ
ず
語
り
に
や
'
あ
や
し
き
こ
と
の
例
に
言
ひ
出
づ
ら
む
t
と
苦
し
-
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思
せ
ど
t
か
へ
す
が
へ
す
も
散
ら
さ
ぬ
よ
し
を
誓
ひ
つ
る
'
さ
も
や
t
と
ま
た
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
｡｣
と
あ
る
｡
冒
頭
の
部
分

は
'
秘
密
を
知
る
老
い
人

｢弁
｣
で
よ
-
'
末
尾
に
近
い
部
分
は
'
秘
密
の
恋
'
出
生
の
秘
密
の
物
語
に
探
-
関
わ
っ
て
い
た

弁
の
尼
へ
の
薫
の
恥
じ
ら
い
,
お
そ
れ
の
心
情
を
大
写
し
に
,
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
ナ
し
て
い
く
の
は
,
や
は
り

｢
ふ
る
人
｣
の
語

し
か
な
い
｡
物
語
の
作
者
は
､
同
じ
よ
う
な
語
意
を
表
わ
す
用
語
を
重
ね
な
が
ら
'
し
か
も

｢
こ
と
ば
｣
を
使
い
分
け
'
呼
称

を
通
し
て
異
な
る
場
面
を
構
成
し
て
い
る
｡
そ
の
位
相
表
現
は
'
実
に
巧
み
で
あ
り
'
適
切
な
用
語
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
｡

○
椎
本｢老

い
人
｣

3'
170貢
.
｢薫
'
八
の
宮
か
ら
姫
君
た
ち
の
後
見
を
託
さ
れ
る
｣
物
語
の
冒
頭
.
｢宰
相
中
将
'
そ
の
秋
中
納
言
に
な
-
た
ま

ひ
ぬ
｡
い
と
ど
に
ほ
ひ
ま
き
り
た
ま
ふ
｡
世
の
営
み
に
そ
へ
て
も
'
思
す
こ
と
多
か
-
｡
い
か
な
る
事
t
と
い
ぶ
せ
く
思
ひ
わ

た
り
し
年
ご
ろ
よ
-
も
'
心
苦
し
う
て
過
ぎ
た
ま
ひ
に
け
む
い
に
L
へ
ざ
ま
の
思
ひ
や
ら
る
る
に
'
罪
軽
-
な
り
た
ま
ふ
ば
か

り
'
行
ひ
も
せ
ま
ほ
し
-
な
む
｡
か
の
老
人
を
ば
あ
は
れ
な
る
も
の
に
思
ひ
お
き
て
'
い
ち
じ
る
き
さ
ま
な
ら
ず
'
と
か
く
紛

ら
は
し
つ
つ
､
心
寄
せ
と
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
｡｣
と
あ
る
｡
父
相
木
が
死
ん
だ
当
時
の
事
を
思
う
に
つ
け
て
も
'
父
の
罪
障
を
軽

め
る
た
め
勤
行
を
し
た
い
と
思
う
｡
弁
の
尼
を
'
し
み
じ
み
と
探
い
え
に
L
に
つ
な
が
る
者
と
思
い
'
目
立
た
ぬ
よ
う
に
い
た

わ
っ
て
訪
ね
て
行
-
と
い
う
の
で
あ
る
｡
罪
障
を
軽
め
る
べ
き
勤
行
へ
の
思
い
'
何
か
探
い
え
に
L
を
思
う
人
'
そ
れ
が

｢
ふ

る
人
｣
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
｡
父
の
想
い
人
と
し
て
の
過
去
を
背
負
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
t
と
い
う
弁
の
尼

へ
の
思
い
は
'
も
は
や
'
中
納
言
薫
の
心
情
に
は
存
在
し
な
い
｡
父
相
木
へ
の
汚
れ
な
き
聖
な
る
思
い
に
沈
む
薫
と
い
う
人
物

50



像
に
必
要
な
も
の
は
'
｢老
い
人
｣
弁
の
尼
な
の
で
あ
る
｡

5
.
190
貢
｡
｢薫
'
弁
と
対
面
し
て
'
尽
き
ぬ
感
慨
に
沈
む
｣
物
語
の
冒
頭
｡
｢ひ
き
と
ど
め
な
ど
す
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ね
ば
'

飽
か
ず
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
｡
老
人
ぞ
'
こ
よ
な
き
御
か
は
り
に
出
で
来
て
'
昔
今
を
か
き
集
め
'
悲
し
き
御
物
語
ど
も
聞
こ
ゆ

る
｡
あ
り
牡
-
あ
さ
ま
し
き
事
ど
も
を
も
見
た
る
人
な
り
け
れ
ば
t
か
う
あ
や
し
-
衰
へ
た
る
人
と
も
思
し
棄
て
ら
れ
ず
'
い

と
な
つ
か
し
う
語
ら
ひ
た
ま
ふ
｡｣
と
あ
る
｡
入
官
亡
き
後
の
宇
治
の
邸
へ
大
君
に
代
っ
て
'
弁
の
尼
が
応
対
に
出
る
｡
亡
き

父
の
喪
に
服
す
る
大
君
の
勤
行
の
姿
｡
｢資
料
㈹
｣
の
世
界
に
探
-
関
わ
る
｡
遠
い
過
去
の
想
い
人
'
恋
の
物
語
に
関
わ
る

｢
ふ
る
人
｣
の
語
意
と
は
全
-
か
け
離
れ
て
い
る
弁
の
尼
の
姿
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
｡
｢老
い
人
｣
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
必
然
性
が
'
や
は
り
'
そ
こ
に
は
あ
る
｡

㈹
'
204
頁
｡
｢薫
'
大
君
の
迎
え
入
れ
を
申
し
出
る

薫
の
威
徳
｣
の
物
語
の
末
尾
の
部
分
｡
｢あ
や
し
う
は
し
た
な
き
わ
ざ
か

な
t
と
御
覧
ず
れ
ど
'
老
人
に
紛
ら
は
し
た
ま
ひ
っ
｡
お
は
か
た
か
や
う
に
仕
う
ま
つ
る
べ
-
'
仰
せ
お
き
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
｡｣

と
あ
る
｡
蕪
は
お
忍
び
で
あ
る
の
に
'
御
庄
の
人
々
は
そ
う
は
い
か
な
い
｡
弁
の
尼
へ
の
所
用
と
取
り
つ
-
ろ
っ
て
'
人
々
に

お
邸
へ
の
奉
仕
を
指
示
す
る
｡
こ
の
場
面
の
弁
も

｢
ふ
る
人
｣
で
は
な
い
｡
八
宮
亡
き
後
の
お
邸
に
仕
え
る
主
要
な
老
い
女
房

で
あ
る
｡

51

｢
ふ
る
人
｣

明

174
頁
｡
｢薫
'
姫
君
た
ち
と
語
り
内
省
す

匂
宮
の
懸
想
｡｣
の
物
語
｡
す
で
に
本
文
を
引
い
て
述
べ
た
が
'
物
語
冒
頭
の

部
分
｡
薫
出
生
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
t
の
意
で
あ
る
が
'
引
用
本
文
に
続
い
て

｢世
の
常
の
懸
想
び
て
は
あ
ら
ず
'
心
探
う



物
語
の
ど
や
か
に
聞
こ
え
つ
つ
も
の
し
た
ま
へ
ば
'
さ
る
べ
き
御
答
へ
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
｡｣
と
あ
る
｡
弁
と
の
物
語
は
そ

れ
と
な
く
終
っ
て
'
世
の
常
の
懸
想
び
た
物
語
で
は
な
い
が
'
入
-
方
の
月
隈
な
-
さ
し
入
り
た
る
な
か
で
'
忍
ぶ
る
恋
の
想

い
を
秘
め
て
'
薫
の
姫
君
た
ち
と
の
物
語
が
展
開
し
て
い
-
｡
弁
は
'
や
は
り
'
｢老
い
人
｣
で
は
な
-

｢
ふ
る
人
｣
と
呼
称

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
を
構
成
す
る
｡

5
'
188
頁
o
｢薫
'
宇
治
を
訪
問
し
'
大
君
と
歌
を
詠
み
交
す
｡｣
物
語
の
冒
頭
部
分
｡
す
で
に
本
文
を
引
い
て
述
べ
た
｡
薫
出

生
の
秘
密
を
知
る
弁
を
t
の
意
で
は
あ
る
が
'
弁
が
柏
木
の
思
い
人
と
し
て
女
三
宮
と
の
恋
に
探
-
関
わ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
'

さ
ら
に
宇
治
八
官
の
姫
君
達
と
の
恋
物
語
に
関
わ
っ
て
い
-
｡
物
語
構
成
上
の
立
場
を
描
い
て
い
る
の
が

｢
ふ
る
人
｣
弁
で
あ

る

｡
5
'
192
頁
.
｢薫
'
弁
と
対
面
し
て
'
尽
き
ぬ
感
慨
に
沈
む
｡｣
物
語
の
な
か
程
の
部
分
.
す
で
に
本
文
を
引
い
て
述
べ
た
よ
う

に
'
｢薫
出
生
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
知
悉
し
て
い
る
弁
｣
の
意
で
あ
る
が
'
そ
の
事
を
姫
君
達
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
'

恥
じ
る
薫
の
心
情
が
か
ら
み
あ
い
'
薫
の
恋
物
語
に
探
-
関
わ
っ
て
も
い
-
弁
の
姿
が
措
か
れ
る
｡
や
は
り

｢
ふ
る
人
｣
で
あ

り

｢老
い
人
｣
で
は
な
い
弁
が
造
型
さ
れ
て
い
る
｡
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○
総
角｢老

い
人
｣

明

221
貫
.
｢薫
'
弁
を
呼
び
'
姫
君
た
ち
の
こ
と
を
話
し
あ
う
｣
物
語
の
末
尾
の
部
分

r全
集
l
頭
注
に

｢大
君
と
の
直
接

の
話
で
は
将
が
あ
か
ぬ
と
み
て
'
薫
は
弁
を
味
方
に
引
き
入
れ
て
事
を
進
め
る
つ
も
り
で
あ
る
｡
薫
の
言
葉
に
よ
れ
ば
両
者
矛



盾
す
べ
き
道
心
と
恋
心
が

一
貫
性
あ
る
も
の
と
し
て
論
理
化
さ
れ
る
｡
そ
れ
だ
け
に
大
君
へ
の
思
い
は
世
の
懸
想
心
と
は
異
質

の
誠
実
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

1
万
'
弁
の
応
答
は
'
薫
と
大
君
と
そ
れ
ぞ
れ
の
心
を
汲
み
'
情
理
を
尽
く
し
'
聡
明
'

慎
重
な
人
柄
を
印
象
づ
け
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
も
年
の
功
ゆ
え
の
駆
引
き
で
あ
ろ
う
か
｡
後
の
弁
の
変
わ
-
ざ
ま
に
注
意
｡｣

(222頁
)
と
あ
る
｡
物
語
は
'
｢薫
'
大
君
の
も
と
に
押
し
入
り
事
な
-
朝
を
迎
う
｣
物
語
へ
と
続
-
｡
弁
が
手
引
を
し
た
の
で

は
な
い
｡
墨
染
め
に
'
｢
や
つ
れ
｣
た
大
君
の
も
と
に
'
薫
は
押
し
入
っ
た
の
だ
っ
た
｡
人
々
が
二
人
の
契
り
を
想
像
し
た
の

と
は
違
っ
て
'
情
事
は
な
-
'
朝
を
迎
え
る
｡
弁
は

｢
ふ
る
人
｣
で
は
な
か
っ
た
｡
二
人
の
心
情
を
組
み
'
情
理
を
尽
-
L
t

聡
明

･
憤
重
な
人
柄
と
し
て
'
事
に
対
処
し
た
と
は
'
物
語
は
書
い
て
い
な
い
｡
｢老
人
'
は
た
t
か
ば
か
り
心
細
さ
に
'
あ

ら
ま
は
し
げ
な
る
御
あ
-
さ
ま
を
'
い
と
切
に
'
さ
も
あ
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ば
や
t
と
恩
へ
ど
'
い
づ
方
も
恥
づ
か
し
げ
な
る

御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
れ
ば
'
思
ひ
の
ま
ま
に
は
え
聞
こ
え
ず
｡｣
と
あ
る
｡
r全
集
l
頭
注
は
'
｢薫
も
大
君
も
心
深
さ
さ
ま
な

る
故
に
'｣
と
い
う

『眠
江
入
楚
｣
の
注
記
を
引
-
｡
現
代
語
訳
に

｢ど
ち
ら
の
お
方
も
気
が
ひ
け
る
ほ
ど
ご
り
っ
ぱ
な
お
相

手
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
｣
と
あ
る
.
弁
は
､
人
言
亡
き
後
の
大
君
の
寂
し
小
'
不
如
意
で
も
あ
る
大
君
の
身
の
上
を
思
い
'

二
人
の
仲
を
t
と
思
う
｡
し
か
し

｢
い
づ
方
も
恥
づ
か
し
げ
な
る
御
あ
-
さ
ま
ど
も
｣
な
の
で
､
た
め
ら
っ
て
い
る
｡
｢
ふ
る

人
｣
に
は
な
れ
な
い
で
い
る
と
い
う
｡
｢は
づ
か
し
げ
な
る
｣
は
'
｢
こ
ち
ら
が
気
お
-
れ
を
感
じ
る
ほ
ど
立
派
な
さ
ま
｡
奥
床

し
-
見
え
る
さ
ま
｡｣
(小
学
館

r国
語
大
辞
典
J
)
ご
立
派
さ
'
奥
床
し
さ
に
'
弁
は
気
お
-
れ
し
て
し
ま
っ
て
'
手
引
き
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
｢老
い
人
｣
と
し
て
た
め
ら
っ
て
い
る
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡
弁
は

｢老
い
人
｣
と
し
て
戯
画
化
さ
れ
､

薫
も
ま
た
'
道
心
と
恋
心
に
迷
う

｢を
こ
｣
な
る
男
と
し
て
戯
画
化
さ
れ
て
い
-
｡
｢老
い
人
｣
弁
な
の
で
あ
る
｡

5
'
237
貫
.
｢喪
明
け
'
薫
宇
治
を
訪
問
'
女
房
手
引
き
の
用
意
｣
と
あ
る
物
語
な
か
程
o
｢客
人
は
t
か
-
顕
証
に
こ
れ
か
れ

に
も
口
入
れ
さ
せ
ず
'
忍
び
や
か
に
'
い
つ
あ
り
け
む
事
と
も
な
-
も
て
な
し
て
こ
そ
t
と
思
ひ
そ
め
た
ま
ひ
け
る
こ
と
な
れ
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ば
'
｢御
心
ゆ
る
し
た
ま
は
ず
は
'
い
つ
も
い
つ
も
か
-
て
過
ぐ
さ
む
｣
と
思
し
の
た
ま
ふ
を
'
こ
の
老
人
の
'
お
の
が
じ
し

語
ら
ひ
て
'
顕
証
に
さ
さ
め
き
'
さ
は
言
へ
ど
'
深
か
ら
ぬ
け
に
'
老
い
ひ
が
め
る
に
や
､
い
と
ほ
し
-
ぞ
見
ゆ
る
｡｣
と
本

文
に
あ
る
｡
｢弁
の
尼
｣
は
'
総
角
の
巻
で
は

｢
ふ
る
人
｣
と
呼
称
さ
れ
る
の
は
'
以
下
述
べ
る
よ
う
に
'

一
回
だ
け
で
あ
る
｡

｢老
い
人
｣
弁
で
あ
る
｡
柏
木
と
女
三
富
の
恋
の
秘
密
'
お
そ
ら
ぐ
乳
母
子
と
し
て
柏
木
の
思
い
人
と
し
て
の
一
時
を
も
っ
た

で
あ
ろ
う
｡
そ
う
い
う
過
去
を
背
負
い
な
が
ら
'
薫
と
姫
君
と
を
手
引
き
し
よ
う
と
傾
斜
し
て
い
-
生
き
方
の
な
か
で
'
弁
は

や
は
り
'
｢老
い
人
｣
と
い
う
存
在
に
化
し
て
い
-
｡
そ
こ
に
は
'
既
に
過
去
を
背
負
い
な
が
ら
'
思
い
人
と
し
て
生
き
る
姿

は
捨
象
さ
れ
て
い
る
｡
｢老
い
ひ
が
め
る
｣
｢古
人
ど
も
｣
で
あ
り
'
｢老
い
人
｣
で
あ
り
'
｢老
い
人
ど
も
｣
で
も
あ
っ
た
｡
そ

れ
に
'
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

｢顕
証
｣
の
語
が
重
複
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
語
に
つ
い
て
は
t

r源
氏
物
語

｢本
文
と
享
受
｣
の
方
法
｣
(和
泉
書
院
)
の
な
か
で
'
別
に
論
述
し
た
｡
薫
は
大
君
と
の
仲
を
目
立
た
ぬ
よ
う
に
'

人
目
を
は
ば
か
っ
て
い
る
の
に
'
弁
な
ど
の
侍
女
達
は
'
そ
れ
と
は
逆
の
心
情
で
い
る
｡
｢薫
の
心
情
と
侍
女
達
の
心
情
と
の

相
対
す
る
違
い
を

｢顕
証
に
｣
の
語
に
よ
っ
て
き
わ
立
た
せ
'
戯
画
化
し
て
い
-
作
者
の
用
語
意
識
が
'
実
に
見
事
に
浮
彫
り

に
さ
れ
て
い
る
｡
や
は
り
､
し
た
た
か
に
操
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
こ
と
を
読
ん
で
い
-
必
要
が
あ
る
｡｣
(196
頁
)
と
述
べ
た
｡

同
じ
語
を
重
複
さ
せ
'一心
情
の
対
立
'
相
違
を
'
戯
画
化
L
t
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
見
事
に
描
い
て
い
る
｡
薫
の
配
慮
'
思
い
や

-
と
は
無
関
係
に
'
老
い
人
達
に
よ
っ
て
事
が
計
ら
れ
'
進
め
ら
れ
て
い
-
こ
と
が
'
｢
い
と
ほ
し
-
ぞ
見
ゆ
｣
と
い
う
の
だ
｡

㈹
'
248
貫
｡
｢薫
'
大
君
と
片
枝
の
紅
葉
に
つ
け
て
歌
を
交
す
｣
物
語
の
後
半
部
分
｡
本
文
に
'
｢
い
よ
い
よ
は
じ
め
の
思
ひ
か

な
ひ
が
た
く
や
あ
ら
ん
｡
と
か
く
言
ひ
伝
へ
な
ど
す
め
る
老
人
の
思
は
む
と
こ
ろ
も
軽
軽
し
-
t
と
に
か
-
に
心
を
染
め
け
む

だ
に
悔
し
-
'
か
ば
か
-
の
世
の
中
を
思
ひ
棄
て
む
の
心
に
'
み
づ
か
ら
も
か
な
は
ざ
り
け
-

と
'
人
わ
ろ
-
思
ひ
知
ら
る

る
を
'｣
と
あ
る
｡
薫
の
出
家
へ
の
思
い
は
'
語
ら
れ
て
は
い
な
い
が
'
弁
に
対
す
る
思
わ
-
が
か
ら
ん
で
い
る
｡
き
わ
め
て
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俗
っ
ぽ
い
'
通
俗
的
な
心
情
で
も
あ
る
｡
弁
の
尼
は
'
｢老
い
人
｣
と
呼
称
す
る
よ
-
他
に
'
言
い
よ
う
が
な
い
｡

5
.
260
頁
の

｢老
人
｣
は

｢匂
官
の
後
朝
の
文

大
君
中
の
君
に
返
事
さ
せ
る
｣
物
語
の
末
尾
の
部
分
｡
本
文
に
'
｢
こ
と
ご

と
し
き
御
使
に
も
あ
ら
ず
'
例
奉
れ
た
ま
ふ
上
重
な
り
｡
こ
と
さ
ら
に
'
人
に
け
し
き
漏
ら
さ
じ
と
思
し
け
れ
ば
'
昨
夜
の
さ

か
し
が
り
し
老
人
の
し
わ
ざ
な
り
け
り
と
､
も
の
し
-
な
む
聞
こ
し
め
し
け
る
｡｣
と
あ
る
｡
匂
宮
の
一
般
的
な
推
測
と
も
'

弁
と
も
解
し
得
る
が
'
特
定
す
る
に
は
確
証
を
欠
-
点
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
'
｢参
考
資
料
｣
と
し
て
'
｢弁
｣
に
対

す
る
呼
称
の
資
料
か
ら
は
'
ひ
と
ま
ず
除
外
す
る
｡

㈲
'
264
頁
｡
｢三
日
夜
婚
儀
の
用
意

薫
来
た
ら
ず
贈
物
あ
-
｣
と
あ
る
物
語
の
前
半
部
｡
本
文
に
'
｢御
衣
穂
あ
ま
た
懸
寵
入

れ
て
'
老
人
の
も
と
に
'
｢人
々
の
料
に
｣
と
て
贈
へ
り
｡｣
と
あ
る
｡
弁
は
'
も
は
や
'
柏
木
'
女
三
宮
の
秘
め
ら
れ
た
悲
恋

の
物
語
'
乳
母
子
と
し
て
'
柏
木
の
思
い
人
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
過
去
を
背
負
う
老
い
女
房
で
は
な
い
｡
薫
の
指
示
を
忠

実
に
守
り
'
か
い
が
い
し
-
働
-

｢老
い
人
｣
で
あ
る
｡

As
'
305
頁
｡
｢薫

重
体
の
大
君
を
看
護
す
る

大
君
薫
を
拒
ま
ず
｣
と
あ
る
物
語
の
冒
頭
｡
本
文
に

｢修
法
は
､
お
こ
た
り

は
で
た
ま
ふ
ま
で
t
と
の
た
ま
ひ
お
き
け
る
を
'
よ
ろ
し
く
な
り
に
け
り
と
て
'
阿
閣
梨
を
も
帰
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
'
い
と
人

少
な
に
て
'
例
の
'
老
人
出
で
来
て
御
あ
り
さ
ま
聞
こ
ゆ
｡｣
と
あ
る
｡
薫
の
指
示
を
守
り
'
か
い
が
い
し
-
大
君
の
臨
終
を

看
取
る
'
｢老
い
人
｣
弁
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
｡
｢資
料
㈲
｣
と
全
-
同
じ
'
相
似
す
る
場
面
が
'
同
語

｢老
い
人
｣
の
呼
称

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
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｢
ふ
る
人
｣

叫

217
貫
.
｢薫
'
弁
を

呼
び
'
姫
君
た
ち
の
こ

と
を
話

し
あ
う
｣
物
語
の
冒
頭
｡
既
に
本
文
を
引
い
て
述
べ
た
よ
う

に
'
｢薫

出
生
の
秘
め
ら
れ
た
物
語
を
'｣
の
意
で
あ
る
｡
弁
は
'

柏
木
の
乳
母
子
と
し
て

､
や
は
り
柏
木
の
思
い
人
と
し
て
の

過
去
を

持
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

だ
が
'
そ
う
い

うある
程

度
の
思
慮
分
別
の
つ
く

｢老
い
人
｣
と
し
て
'
八
宮
邸
に

住
ん
で
'

姫
君
達
の
将
来
に
探
-
関
わ
る
採
配
を
ふ
る
い
得
る
侍
女
で
も
あ

っ
た
｡
そ
う
い
う
二
重
'
三
重
の
役
割
を
演
じ
る
弁
は
'
や

は
り

｢古
人
｣
と
呼
称
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
で
あ

っ
た
｡
弁
は
以
後
｢

古
人
｣

と
呼
ば
れ
ず
'
｢老

い
人
｣
と
し
て
'

後
の
役
割
を
演
じ
る
人
に
な
る
｡

○
宿
木｢老

い
人
｣

㈲
'
442
貫
｡
｢薫
'
宇
治
を
訪
れ
て
弁
の
尼
に
対
面
す
る
｣
物
語
の
な
か
程
｡
本
文
に
'
｢｢
い
と
か
し
こ
け
れ
ど
'
ま
し
て
い

と
恐
ろ
し
げ
に
は
べ
れ
ば
'
つ
つ
ま
し
-
て
な
む
｣
と
'
ま
ほ
に
は
出
で
来
ず
｡
｢
い
か
に
な
が
め
た
ま
ふ
ら
ん
t
と
思
ひ
や

る
に
'
同
じ
心
な
る
人
も
な
き
物
語
も
聞
こ
え
ん
と
て
な
ん
｡
は
か
な
-
も
つ
も
る
年
月
か
な
｣
と
て
'
涙
を
ひ
と
日
浮
け
て

お
は
す
る
に
､
老
人
は
い
と
ど
さ
ら
に
せ
き
あ
へ
ず
｡
｢人
の
上
に
て
'
あ
い
な
-
も
の
を
思
す
め
り
し
こ
ろ
の
空
ぞ
か
し
t

と
思
ひ
た
ま
へ
出
づ
る
に
｣
と
あ
る
｡
｢弁
｣
は
'
以
後

｢老
い
人
｣
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
な
-
な
る
｡

｢老
い
人
｣
と
い
わ
れ
る
人
達
は
'
ま
た
別
の
物
語
を
構
成
し
て
い
-
人
々
で
あ
る
｡
宇
治
人
言
の
死
'
大
君
が
'
旬
の
訪
れ



が
途
絶
え
が
ち
な
の
を
苦
悩
し
て
い
た
こ
と
'
大
君
へ
の
思
い
'
そ
う
し
た
物
語
を
煎
と
と
も
に
共
有
し
て
い
る
の
は
'
弁
以

外
に
は
い
な
い
｡
薫
に
と
っ
て
'
｢老
い
人
｣
弁
は
'
そ
の
心
の
奥
深
-
を
理
解
し
得
る
唯

一
の
存
在
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は

｢老
い
人
｣
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い

｢弁
｣
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
1
覧
し
て
-
る
と
t
.r弁
の
尼
｣
を
'
｢老
い
人
｣
'
｢
ふ
る
人
｣
と
呼
称
し
て
'
そ
れ
を
使
い
分
け
て
来
た
こ
と
は
明
確
で
あ

り
'
語
意
の
重
な
り
を
超
え
た
歌
語
に
対
す
る
用
語
意
識
が
探
-
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
は
'
｢右
近
｣
'

｢弁
｣
が

｢
ふ
る
人
｣
と
呼
ば
れ
る
表
現
の
位
相
が
'
物
語
作
者
の
用
語
意
識
に
操
ら
れ
た
'
し
た
た
か
な
用
語
'
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
が

｢歌
語
｣
を
操
る
歌
人
'
物
語
作
者
と
し
て
の
高
い
自
意
識
に
根
ざ
す
も
の
だ
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
解
い

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｢万
葉
｣
以
来
の

｢歌
語
｣
の
語
史
'
｢古
今
｣
r古
今
和
歌
六
帖
J
さ
ら
に

r公
任
集
｣
に
お
け
る
用
語
を

も
ふ
ま
え
て
'
｢も
の
よ
み
｣
と
し
て
'
和
泉
式
部
の
和
歌
の
世
界
を
冷
や
か
に
'
批
判
し
'
見
つ
め
る
物
語
作
者
の
誇
-
'
お
ご
り
と
も

い
う
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
｡
玉
蔓
の
巻
が
'
そ
の
冒
頭
を
末
摘
花
の
巻
に
似
せ
'
和
歌
的
な
韻
律
美
の
な
か
に
語
り
出
そ
う
と
し
た
の
は
'

巻
末
の
歌
論
と
と
も
に
､
こ
の
巻
が
'
和
歌
の
世
界
と
探
-
関
わ
る
物
語
世
界
の
新
し
い
造
型
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
和
泉
式
部

に
対
す
る
物
語
作
者
の
情
念
を
め
ぐ
つ
て
は
'
既
に
別
に
論
述
し
た
｡
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三
'
結
語

岩
波

『新
大
系
｣
脚
注
に

｢瀬
戸
内
の
'
興
趣
深
い
風
景
を
さ
す
｡｣
と
あ
る
｡
従
来
'
玉
宅
の
巻
の

｢お
も
し
ろ
き
所
ぐ

｣
に
は
'

こ
う
い
う
類
の
注
が
つ
け
ら
れ
て
き
た
｡
た
だ
'
新
典
社

｢影
印
校
注
古
典
叢
書
｣
(小
山
利
彦
校
注
)
だ
け
は

｢道
す
が
ら
の
海
上
の
さ



ま
な
-

(眠
江
入
楚
)
歌
枕
と
呼
ば
れ
る
名
所
な
ど
｡｣
と
注
記
す
る
｡
こ
の
前
後
の
本
文
や
巻
の
冒
東
'
末
尾
の
部
分
を
ど
う
読
む
か
は
'

疏
注
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
に
'
｢源
氏
読
み
｣
と
し
て
'
か
な
り
重
要
な
意
味
'
問
題
を
も
つ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
従
来
'
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
は
'
あ
ま
-
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
若
紫
の
巻
の

｢
に
し
の
-
に
の
お
も
し
ろ
き
浦
う
ら
｣
な
ど
の
用
例
に
対
応
す

る
歌
枕
の
用
語
意
識
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
読
ん
.で
い
-
と
'
今
ま
で
読
み
解
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
種
々
の
問
題
点
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
く
る
｡

既
に

r首
書
源
氏
物
語

玉
等
｣
(影
印
本

和
泉
書
院
)
の
補
注
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
'
和
歌
の
唱
和
へ
と
展
開
し
'
旅
の
文

学
と
し
て

｢か
ね
の
み
崎
｣
以
下
'
歌
枕
を
め
ぐ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
-
'
玉
宅
下
向
の
物
語
を
'
瀬
戸
内
の
単
な
る
自
然
の
景
色
を
眺
め

て
の
叙
述
と
考
え
る
こ
と
は
､
や
は
り
'
誤
-
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
.
r伊
勢
j
八
十
二
段

｢渚
の
院
｣
の
物
語
に

｢
そ
の
院
の
桜
'
こ
と

に
お
も
し
ろ
し
｣
と
あ
る
｡
桜
の
名
所
で
あ
り
'
歌
枕
で
も
あ
っ
た
｡
紀
貫
之
は
土
佐
の
国
守
の
任
果
て
て
上
洛
の
折
'
こ
の
渚
の
院
を
通

る
｡
r土
佐
日
記
l
は
'
｢
そ
の
院
'
昔
を
思
ひ
や
-
て
見
れ
ば
'
お
も
し
ろ
か
り
け
る
所
な
り
｣
と
書
い
て
い
る
.
業
平
の

｢世
の
中
に
絶

え
て
桜
の
｣
の
歌
を
思
い
出
し
'
｢今
'
今
日
あ
る
人
'
所
に
似
た
る
歌
詠
め
り
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
歌
枕
を
め
ぐ
り
'
そ
れ
を
ぬ
っ

て
旅
を
L
t
そ
こ
で
歌
を
詠
み
'
唱
和
す
る
.
r記
紀
l
『万
葉
j
以
来
'
歌
が
作
ら
れ
謡
い
詠
ま
れ
'
族
が
続
け
ら
れ
る
'
歌
枕
を
め
ぐ
る

あ
る

｢感
傷
｣
が
'
や
は
り
'
そ
こ
に
は
措
か
れ
て
い
る
｡
渚
の
院
の
桜
が

｢
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
｣
そ
し
て
'
そ
こ
は

｢お
も
し
ろ
か
り

け
る
所
｣
で
あ
っ
た
｡
歌
枕
を
'
古
歌
を
ふ
ま
え
'
そ
の
物
語
を
通
し
て
眺
め
よ
う
と
す
る
｡
『源
氏
｣
若
紫
の

｢後
方
｣
の
山
に
立
ち
出

で
て
眺
望
L
t
人
々
が
西
国
の

｢お
も
し
ろ
き
浦
々
｣
の
物
語
を
語
る
の
は

r土
佐
｣
の

｢後
方
の
丘
｣
と
い
う
語
に
'
そ
の
世
界
と
重
な

る
あ
る
一
つ
の
幻
影
'
幻
想
の
よ
う
な
も
の
さ
え
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
｢土
佐
｣
は
'
｢後
方
の
岡
｣
に

｢松
｣
が
あ
-
'
｢中
の
庭
｣

に
は

｢梅
の
花
｣
が
咲
い
て
い
た
と
す
る
｡
｢梅
の
花
｣
か
ら

｢桜
｣
の
歌
へ
の
連
想
の
基
層
に
は
'
貫
之
の

｢人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
｣

の
歌
が
介
在
し
て
い
る
よ
､Tlに
も
思
わ
れ
る
が
'
｢梅
の
花
｣
か
ら

｢桜
｣
へ
の
展
開
に
は
'
貫
之
が

｢桜
｣
の
花
の
歌
人
と
し
て
'
そ
の
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特
殊
な
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
か
に
み
え
る

｢古
今
和
歌
六
帖
｣
時
代
の
貫
之
の
歌
人
像
を
既
に
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
憶

測
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
｢古
今
和
歌
六
帖
J
の

｢さ
-
ら
｣
の
歌
は
四
十
六
首
'
う
ち
貫
之
の
歌
は
十
六
首
で
'
3-
･
8
%
に
も
遠
す
る
｡
貫

之
集
｣
796
番
歌

｢桜
に
は
心
の
み
こ
そ
昔
し
け
れ
あ
き
て
暮
ら
せ
る
時
し
な
け
れ
ば
｣
の
歌
は
'
-古
今
和
歌
六
帖
｣
四

一
八
五
番
歌
に
も

見
え
る
歌
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
｢興
風
集
｣
の

｢見
て
か
へ
る
心
あ
か
ね
ば
桜
花
咲
け
る
あ
た
り
は
宿
や
か
ら
ま
し
｣
の
歌
に
対
す
る
返

歌
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
貫
之
と
輿
風
と
の
和
歌
の
贈
答
は

｢伊
勢
｣
八
十
二
段
後
半
の
物
語
を
意
識
し
'
そ
れ
を
下
に
敷
い
て
の
贈
答
で

あ
っ
た
｡
｢貫
之
集
｣
と
興
風
の
歌
と
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
た
木
村
正
中
氏
の
説
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
'
｢伊
勢
｣
の
享
受

に
よ
る
贈
答
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
し
難
い
｡
｢土
佐
｣
の
供
述
と

｢貫
之
集
｣
の
歌
と
の
贈
答
歌
に
見
ら
れ
る
こ
の
事
実
は
'
貫
之
の

｢伊
勢
J
享
受
に
､
あ
る
歴
史
的
現
実
の
方
法
と
も
い
う
べ
き
物
語
享
受
の
方
法
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の

だ
と
思
う
｡
そ
し
て

r土
佐
｣
を
貫
-
批
判
の
精
神
が
t
r伊
勢
J
の
反
藤
氏
'
み
や
び
の
精
神
と
奥
深
く

そ
の
底
で
つ
な
が
っ
て
い
る

世
界
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
｡
こ
の
よ
う
に
紫
式
部
の

｢伊
勢
｣
｢土
佐
｣
｢貫
之
集
｣
に
貫
流
す
る
歌
論
'
そ
の
物
語
享
受
の

方
法
は
実
に
見
事
で
あ
る
｡
巧
み
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
し
た
た
か
さ
が
あ
る
｡
｢旅
の
文
学
｣
日
本
文
学
の
本
質

へ
と
迫
る
歌

論
の
構
築
と
展
開
の
位
相
を
玉
宴
の
巻
に
読
み
説
い
て
い
-
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

｢
ふ
る
人
｣
も

｢右
近
｣
が
源
氏
に
仕
え
る
古
参
の
女
房
と
い
う
意
味
で
は
な
い
｡
r古
今
｣
731
番
歌
'
｢
ふ
る
ひ
と
な
れ
ば
｣
の
歌
は
t

r古
今
和
歌
六
帖
〓

奥
儀
抄
=

和
歌
色
塁

な
ど
に
引
か
れ
る
が
'
そ
れ
ら
の
敬
意
'
配
列
な
ど
を
考
え
'
芸

任
集
｣
392
番
歌
な
ど
の
用

例
を
た
ど
っ
て
い
-
と
'
や
は
り
そ
こ
に
は

r細
流
抄
｣
が
既
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
解
さ
れ
る
源
氏
の
想
い
人

｢右
近
｣
像
が
浮
び
あ

が
っ
て
-
る
｡
物
語
の
作
者
は
'
驚
-
べ
き
文
学
史
家
で
あ
り
'
漢
才
を
も
大
き
-
と
り
込
ん
だ
歌
学
の
豊
か
な
学
識
'
教
養
に
裏
う
ち
さ

れ
た

｢歌
語
｣
を
か
な
り
自
由
に
操
り
得
る
人
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ら
の
用
語
意
識
を
め
ぐ
っ
て
'
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
｡

｢
ふ
る
人
｣
の

r源
氏
｣
全
用
例
は
'
テ
キ
ス
ト
'
本
文
解
釈
'
｢索
引
｣
の
扱
い
な
ど
に
よ
っ
て
'
若
干
語
例
に
出
入
が
あ
る
が
'
本
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文
と

｢索
引
｣
の
扱
い
方
'
解
釈
に
問
題
の
存
す
る
明
石
の
巻
'
初
音
の
巻
の
用
例
を

｢参
考
資
料
｣
と
す
る
｡
ま
た
'
若
菜
上
の
巻
'

｢わ
ら
は
に
て
京
よ
り
-
だ
-
け
る
ふ
る
人
｣
と
あ
る
本
文
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
除
外
す
る
と
'

一
覧
に
示
し
た
ご
と
-
十
二
例
で
あ
る
｡

若
菜
下
巻
で
'
女
三
宮
に
対
し
て
'
源
氏
自
身
が
自
ら
を

｢
ふ
る
人
｣
と
呼
称
す
る
の
は
'
宿
木
の
巻
で
薫
が
中
君
に
対
し
て
'
薫
自
身
が

自
ら
を

｢
ふ
る
人
｣
と
呼
称
す
る
の
と
対
応
1
照
応
す
る
用
例
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
女
人
達
に
'
｢古
馴
染
｣
の
男
と
し
て

自
ら
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
逆
説
的
で
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
響
き
が
あ
る
｡
そ
れ
は
'
源
氏
や
薫
の
自
虐
的
な
心
さ
え
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な

表
現
と
な
っ
て
い
る
｡
物
語
の
作
者
は
'
こ
の
照
応
す
る
対
偶
的
表
現
の
な
か
に
'
実
に
見
事
に
登
場
人
物
の
対
応
す
る
心
情
の
世
界
'
人

間
像
を
造
型
L
t
そ
し
て
'
結
晶
し
て
い
る
｡
し
た
た
か
な
用
語
意
識
に
よ
っ
て
操
ら
れ
た

｢
こ
と
ば
｣
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

ヽ

○
-V

行
幸
の
巻
で
'
源
氏
が
末
摘
花
を

｢
ふ
る
人
｣
と
呼
称
す
る
の
は
'
｢古
馴
染
｣
の
女
人
に
対
す
る
て
れ
隠
し
で
あ
り
'
源
氏
に
対
す
る

物
語
作
者
の
戯
画
化
の
意
識
が
表
現
さ
れ
て
も
い
る
｡
源
氏
が
如
何
に
弁
解
L
t
け
な
し

｢を
こ
｣
者
に
扱
っ
て
も
'
末
摘
花
が
源
氏
を
大

切
な
男
'
夫
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
'
消
去
し
ょ
う
も
な
い
事
実
だ
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
'
そ
こ
に
は
存
在
す
る
｡
｢参
考
資
料
｣
に
あ

げ
た
初
音
の
巻
の
明
石
の
御
方
が
'
自
分
自
身
の
こ
と
を

｢
ふ
る
人
｣
と
呼
称
す
る
の
は
'
や
は
り
'
自
分
が
源
氏
の
古
馴
染
の
女
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
す
る
表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
に
関
わ
っ
て
い
る
｡
ま
た
'
や
は
り

｢参
考
資
料
｣
と
し
て
あ
げ
た
明
石
の
巻
の
'
明
石

入
道
に
対
す
る
物
語
作
者
の

｢
ふ
る
人
｣
の
呼
称
も
'
入
道
が
､
源
氏
と
明
石
の
御
方
と
の
仲
を
取
り
持
つ
風
流
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
探
-

関
わ
る
用
語
意
識
が
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
｡
た
だ
'
本
文
に
問
題
が
あ
っ
て
'
明
石
の
尼
君
'
明
石
の
御
方
の
用
例
か
ら
'
享
受
の

過
程
で
'
可
及
的
に
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
と
の
見
方
も
で
き
よ
う
か
｡
そ
う
い
う
改
変
が
'
ま
た
'
可
能
の
状
況
で
も
あ
っ
た
｡
明
石
の
尼

君
は
'
そ
う
し
た
風
流
人
'
好
き
人
入
道
の
積
極
的
な
は
た
ら
き
か
け
に
'
は
じ
め
は
批
判
的
で
あ
り
'
消
極
的
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い

る
｡
し
か
し
'
明
石

一
族
の
浮
沈
を
か
け
た

一
門
の
家
の
物
語
に
か
ら
ん
で
-
る
と
'
そ
の
立
場
は
違
っ
て
く
る
｡
神
仏
の
導
き
に
深
く
関
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わ
-
な
が
ら

｢幸
い
人
｣
へ
の
道
に
加
担
L
t
そ
れ
を
支
え
る
人
に
な
る
.
そ
し
て
'
若
菜
上
巻
で
､
自
ら
を

｢
ふ
る
人
｣
と
呼
称
す
る
O

そ
こ
に
は
'
諸
注
が
指
摘
す
る
ご
と
-
t
r伊
勢
｣
に
依
拠
し
た
人
物
造
型
が
見
ら
れ
る
｡
｢翁
｣
｢姥
｣
の
物
語
を
反
権
力
的
'
反
権
勢
的

物
語
と
し
て
語
る

｢貴
種
流
耗
詳
｣
を
基
層
と
す
る
物
語
の

｢話
型
｣
が
'
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
折
口
信
雄
氏

が
指
摘
さ
れ
た
明
石

｢
一
門
｣
の
物
語
の
意
味
は
'
ま
た
'
新
た
に
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
｡
ま
た
'
反
権
力
'
反

権
勢
'
反
藤
氏
の

｢物
語
｣
は
'
｢恋
｣
を
そ
の
基
層
に
揺
曳
す
る

｢文
学
｣
で
も
あ
っ
た
｡

｢右
近
｣
は
古
参
の
女
房
と
い
う
解
釈
で
'
従
来
あ
ま
り
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'
夕
顔
の
忘
れ
形
見
'
形
代
的
な
存
在
と

し
て
'
た
だ
'
侍
女
と
し
て
の
役
割
り
を
負
っ
て
き
た
女
人
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
の
諸
相
を
'
や
は
り
物
語
の
叙
述
の
な
か
か
ら
読
み
解
い

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
源
氏
の
想
い
人
'
古
馴
染
の
女
人
と
し
て
の
存
在
を
示
す
語
が

｢
ふ
る
人
｣
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
'
読
み

解
い
て
き
た
.
玉
蔓
の
巻
は
'
や
は
り
'
そ
う
い
う
読
み
方
を
し
て
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
｡

｢弁
の
尼
｣
は

｢古
人
｣
と
し
て
登
場
し

｢老
い
人
｣
に
転
じ
て
い
-
o
｢物
語
を
ひ
ら
-
も
の
｣
と
し
て
の

｢老
い
人
｣
と
い
う
視
座

も
'
確
か
に
必
要
で
あ
-
'
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
柏
木
の
乳
母
子
と
し
て
'
柏
木
の
想
い
人
と
し
て
の
存

在
と
い
う
宿
命
を
負
い
続
け
て
い
た
か
と
も
思
わ
れ
'
女
三
宮
と
の
秘
め
ら
れ
た
恋
物
語
に
探
-
関
わ
-
､
遺
言
を
託
さ
れ
た
弁
が
､
そ
う

い
う
物
語
に
関
わ
る
世
界
で
は

｢
ふ
る
人
｣
で
あ
-
'
宇
治
の
姫
君
の
恋
の
手
引
き
と
い
う
'
現
実
の
恋
物
語
に
深
-
関
わ
っ
て
い
-
物
語

的
世
界
の
中
で
は

｢老
い
人
｣
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
物
語
の
位
相
に
関
わ
り
な
が
ら
'
｢
ふ
る
人
｣
'
｢老
い
人
｣
と
呼
称
を
転
じ

て
い
く
弁
の
尼
の
姿
は
'
や
は
り
注
意
深
く
読
み
解
い
て
い
-
必
要
が
あ
る
｡

岩
波

r広
辞
苑
第
四
版
｣
は
'
｢
ふ
る
人
｣
の
語
意
を
示
す
語
例
に

｢古
人
ど
も
｣
を
あ
げ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
思
う
｡

｢源
氏
｣
で
も
'
｢古
人
ど
も
｣
｢老
い
人
｣
｢老
い
人
ど
も
｣
は
､
手
習
の
巻
の
横
川
の
僧
都
の
母
に
対
す
る

｢老
い
人
｣
の
呼
称
を
除
-
と
'

す
べ
て
の
用
例
は
'
女
房
'
侍
女
達
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
語
例
と
な
っ
て
い
る
｡
｢
ふ
る
人
｣
｢老
い
人
｣
は

r万
葉
j
以
来
の
歌
語
で
も
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あ
っ
た
が
､
｢万
葉
｣
で
も
'
比
較
的
な
言
い
方
と
し
て
'
い
さ
さ
か
で
も
身
分
の
あ
る
者
に
対
し
て
は

｢古
人
｣
が
'
｢老
い
人
｣
は
身
分

と
は
関
係
な
-
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
僅
か
数
例
の
語
例
に
過
ぎ
な
い
が
'
そ
う
い
う

r万
乗
｣
の
用
例
は
'
｢源
氏
｣
で
も
'

同
じ
で
あ
っ
た
｡
こ
の
語
史
的
な
事
実
は
'
も
っ
と
大
切
に
'
注
意
探
-
見
て
い
-
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

歌
語
と
し
て
の

｢
ふ
る
人
｣
の
語
例
は

｢八
代
集
｣
を
通
じ
て

r古
今
｣
の
1
例
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
'
や
は
り
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
が
､
こ
の
点
に
つ
い
て
も
'
管
見
に
入
っ
た
論
故
は
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'
吉

今
｣
第
十
四
㌧
恋
歌
四
'

731替
歌

｢
か
げ
ろ
ふ
の
そ
れ

か
あ
ら
ぬ
か
春
雨
の
ふ
る
ひ
と
な
れ
ば
袖
ぞ
濡
れ
ぬ
る
｣
の
歌
は
t
r古
今
和
歌
六
帖
｣
｢か
げ
ろ
ふ
｣
の
821
番
歌
に
重
出
す
る
｡
さ
ら
に

｢奥
俵
抄
｣
536
番
歌
に
は

｢そ
れ
か
あ
ら
ぬ
と
｣
｢袖
ぞ
ひ
ぢ
ぬ
る
｣
と
な
っ
て
重
出
t
r和
歌
色
葉
｣
269
番
歌
に
は
'
第
五
句
が

r奥
儀
抄
｣

と
同
じ
で
重
出
す
る
｡
｢
ふ
る
人
｣
｢か
け
ろ
ふ
｣
の
歌
と
し
て
'
こ
の
歌
が

r古
今
｣
以
来
尊
重
さ
れ
'
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
事
実
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
L
t
ま
た
'
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
｢源
氏
J
の
作
者
は
こ
の
歌
を
通
し
て
､
｢歌
語
｣
と
し
て
､
こ
の
語
を
物
語
の

中
に
と
り
込
み
'
操
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
推
定
が
'
か
な
り
高
い
可
能
性
'
蓋
然
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
｡
こ

の
歌
が
'

一
貫
し
て

｢恋
｣
の
歌
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
｡
物
語
の
作
者
は
'
｢
ふ
る
人
｣
の
語
の
な
か
に
'
こ
の
歌
の
世

界
を
借
景
と
し
て
'
負
い
続
け
て
い
た
'
そ
う
い
う
歌
人
的
意
識
'
誇
り
の
よ
う
な
も
の
が
'
情
念
と
な
っ
て
燃
え
続
け
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
｡
こ
の
語
は

r藤
原
公
任
集
｣
の
中
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
歌
語
で
あ
っ
た
｡
角
川

｢新
編
国
歌
大
観

第
三
着
】

三
九
二
番
歌
'
｢雨
な
ら
で
は
か
な
き
空
に
ふ
る
人
も
露
に
も
ぬ
る
る
物
と
こ
そ
き
け
｣
は
､
｢御
と
も
の
人
の
雨
降
-
ぬ
べ
し
と
き
こ
え
け

れ
ば
｣

｢秋
の
夜
の
雨
に
も
な
に
か
い
そ
ぐ
べ
き
此
比
ふ
る
と
思
ひ
な
し
つ
つ
｣
と
あ
る
三
九

一
番
歌
の

｢か
へ
し
｣
の
歌
で
'
あ
る
女

房
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が

r新
後
拾
遺
集
J
の
詞
書
き
に
よ
れ
ば
'
こ
の
女
房
は
和
泉
式
部
で
あ
る
｡
r和
泉
式
部
集
J
r風
雅
集
｣

と
の
関
わ
り
か
ら
も
'

言
m
の
宮
に
仕
え
て
い
た
和
泉
式
部
は
'
公
任
と
歌
を
交
わ
し
て
い
て
'
二
人
の
間
に
は
や
は
り
交
渉
が
あ
っ
た
と
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見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
ら
の
勅
撰
集
は
中
世
以
降
の
成
立
に
成
る
も
の
で
'
そ
の
詞
書
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
よ
い
か
に
は
'
疑
問
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
だ
が
'
足
利
幕
府
の
時
代
に
は
'
少
な
-
と
も
'
そ
う
い
う
読
み
方
が
さ
れ
て
い
た
t
と
い
う
こ
と
だ
け
は
事
実
で

あ
る
｡
そ
れ
を
事
実
で
あ
っ
た
と
仮
定
L
t
前
提
に
す
れ
ば
､
紫
式
部
に
と
っ
て
'
そ
れ
は
か
な
-
胸
に
こ
た
え
る
刺
戟
的
な
こ
と
が
ら
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
そ
し
て
'
そ
れ
が
'
あ
る
い
は
和
泉
式
部
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
'
そ
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
知
悉
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
'
｢
ふ
る
人
｣
の
歌
語
に
対
す
る
意
識
の
な
か
に
'
あ
る
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
情
念
が
燃
え
さ
か
っ
て
い
た
t
と
見
る
方
が
自
然
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
｡
公
任
は
'
父
為
時
と
兄
為
頬
と
非
常
に
親
し
い
間
が
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
に
'
数
歩
譲
っ
て
考
え
て
み
て
も
'
や

は

り

｢
ふ
る
人
｣
の
贈
答
歌
に
つ
い
て
は
知
悉
し
て
い
た
に
違
い
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
､
『源
氏
｣
の
作
者
は

r古
今
L
t
r

公

任
集
l
と
の
歌
語
の
用
例
を
意
識
し
な
が
ら
'
そ
れ
を
物
語
の
中
に
取
り
込
み
'
し
た
た
か
に
'
巧
み
に
物
語
の

｢註巴

と
し
て
操
っ
て
い

っ

た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
'
そ
の
意
識
の
根
底
'
基
層
に
は
'
そ
れ
ら
の

｢歌
語
｣
に
対
す
る
語
史
'
｢
こ
と
ば
｣
の
原
意

と
歴
史
に
対
す
る
学
識
'
歌
学
に
対
す
る
深
い
理
解
'
歌
人
と
し
て
の
誇
り
が
'
愁
い
か
が
や
い
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

､つ
0

｢枕
J

の

｢草
の
庵
を
誰
か
た
づ
ね
む
｣
と
い
う
､
清
少
納
言
の
応
答
は
t
r白
氏
文
集
J
の
語
句
を
ふ
ま
え
た
見
事
な
返
答
で

｢草
の

庵
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
語
る

｢吹
き
語
り
｣
で
あ
る
｡
紫
式
部
が

｢源
氏
｣
の
ほ
ま
れ
か
ら

｢日
本
紀
の
局
｣
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
'
対
照
的
'
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
味
'
さ
ら
に

｢源
氏
｣
と

｢史
記
』
と
の
関
わ
り
の
問
題
に
つ
い

て
は
'
既
に
別
に
論
述
し
た
｡
し
か
し
､
紅
葉
賀
の
巻
に

｢か
ら
人
の
袖
ふ
る
こ
と
は
遠
け
れ
ど
立
ち
ゐ
に
つ
け
て
あ
は
れ
と
は
見
き

お

ほ
か
た
に
は
｣
(｢全
集
｣
川
385
貢
)
と
あ
る
藤
壷
の

｢
こ
と
ば
｣
は
'
｢か
や
う
の
方
さ
へ
た
ど
た
ど
し
か
ら
ず
'
他
の
朝
廷
ま
で
恩
は
し

ゃ
れ
る
'
御
后
言
葉
の
か
ね
て
も
｣
と
評
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
ど
う
し
て
か
｡
『全
集
｣
は

｢歌
中
の
こ
と
ば
づ
か
い
か
ら
｣
｢后
言
葉
｣

が
既
に
見
ら
れ
る
と
解
す
る
｡
具
体
的
に
は
何
な
の
か
'
解
し
難
い
が
t
r万
葉
｣
額
田
王
の

｢野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
ふ
る
｣
の
歌
を
'
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｢
こ
と
ば
｣
の
奥
に
隠
し
'
漢
字
を
も
ふ
ま
え
た

｢大
和
魂
｣
と

｢漠
才
｣
と
を
自
在
に
'
奔
放
に
駆
使
し
た
'
｢心
｣
の
奥
底
を
､
当
事
者

以
外
に
は
絶
対
に
伺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
'
秘
め
ら
れ
た

｢心
｣
の
内
奥
を
絶
対
に
の
ぞ
き
得
な
い

｢お
お
や
け
ご
と
｣
と
し
て
取
り

な
す
'
ゆ
る
ぎ
な
い
'
お
お
ら
か
な

｢
こ
と
ば
｣
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
｢大
和
魂
｣
と

｢漢
才
｣
と
を
兼
ね
備
え
た
深
い
学
識
こ
そ

｢后
言
葉
｣
｢后
教
育
｣
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
｡
英
巻
で
'
葵
の
上
が

｢白
氏
文
集
｣
の
詩
句
を
す
さ
び
書
き
し
て
い
た
こ
と
が
見

え
る
｡
そ
の
心
情
を
託
し
た
詩
句
に
'
源
氏
が
和
歌
を
書
き
添
え
る
｡
そ
れ
は
'
挽
歌
的
物
語
の
世
界
で
あ
る
が
'
そ
こ
に
は
､
后
敦
青
を

受
け
て
き
た
葵
の
上
の
'
悲
し
い
終
着
の
世
界
を
偲
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
物
語
の
作
者
は
'
そ
の
よ
う
に
育
て
ら
れ
て
き
た
葵
の
上
が
'

源
氏
と
結
ば
れ
て
い
っ
た
宿
業
の
世
界
を
描
い
て
い
る
.
r古
今
J
以
来
'
特
に
顕
著
に
な
っ
た
漢
詩
文
と
和
歌
と
の
享
受
の
深
い
関
わ
り

と
t
r和
漢
朗
詠
集
｣
に
1
つ
の
結
実
を
見
せ
た
文
学
的
風
土
の
結
晶
し
て
い
-
姿
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
だ
が
'
そ
れ
は
'
そ
の
こ

と
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
｡
そ
こ
に
は
'
｢草
の
庵
｣
の
世
界
を
'
は
る
か
に
見
-
だ
し
て
い
る

『紫
式
部
日
記
｣
の
清
少
納
言

評
が
あ
り
'
和
泉
式
部
と
公
任
と
の
交
渉
に
'
た
だ
な
ら
ぬ
情
念
の
火
群
を
燃
や
し
て
い
た
物
語
作
者
が
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
こ
に

は
'
｢草
の
庵
｣
を
超
克
L
t
『和
漢
朗
詠
集
J
に
一
矢
を
放
つ
'
ど
ろ
っ
と
し
た
'
あ
る
い
は
か
え
っ
て
'
す
か
っ
と
し
た
よ
う
な
'
い

わ

ば

r女
人
和
漢
朗
詠
集
｣
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
作
者
-

物
語
作
者
像
が
'
造
型
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
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付
記

本
稿
は
'
平
成
七
年
十
月
十
四
日
へ
長
野
市
で
開
催
さ
れ
た
中
古
文
学
会
で

｢｢玉
写
｣
の
巻
用
語
考

-
｢お
も
し
ろ
き
所

ぐ

｣
･

｢
ふ
る
人
｣
疏
注

-
｣
と
題
し
て
研
究
発
表
し
た
論
文
を
も
と
に
執
筆
し
た
｡
ご
指
導
を
恭
う
い
た
し
た
こ
と
に
深
謝
す
る
o
文
献
に
つ

い
て
は
'
西
譲
二
先
生
'
浜
美
和
子
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
｡
ま
た
'
原
稿
の
整
理
'
校
正
に
つ
い
て
は
'
｢茅
野
源
氏
の
会
｣
の
岩
波
乃



里
栄
さ
ん
'
｢伊
那
源
氏
の
会
｣
の
花
岡
美
智
子
さ
ん
の
お
世
話
に
な
っ
た
｡
と
も
に
'
厚
-
御
礼
申
し
あ
げ
て
付
記
と
す
る
｡


