
（1）

は
じ
め
に

ひ
ら
が
な
を
用
い
て
書
か
れ
た
中
古
の
物
語
や
随
筆
・
日
記

文
学
、
い
わ
ゆ
る
平
安
仮
名
文
学
作
品
に
使
用
さ
れ
て
い
る
形

容
語
類
の
意
味
に
関
し
て
は
、
従
来
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て

き
た
と
思
う
。
し
か
し
、そ
れ
ら
は
主
と
し
て
「
あ
は
れ
」「
を

か
し
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
プ
ラ
ス
評
価
を
あ
ら
わ
す
語
を

取
り
上
げ
て
お
り
、 

特
に
「
き
よ
し
」「
き
よ
ら
」「
う
る
は
し
」

な
ど
と
い
っ
た
美
に
関
す
る
形
容
語
（「
美
的
語
詞
」
な
ど
と

称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
の
、
細
か
な
使
い
分
け
の
比
較
等
が

中
心
と
な
っ
て
い
る（
１
）。筆

者
は
中
古
の
形
容
語
の
中
で
、「
評
価
」
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本
稿
は
、
主
と
し
て
源
氏
物
語
の
用
例
に
よ
り
、
中
古
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
い
う
語
の
「
核
」
と
な
る
語
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
「
事
が
（
自
分
の
）
思
う
よ
う
で
な
い
（
そ
し
て
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
）」
と
い
う
認

識
を
基
本
的
な
語
義
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、「
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
だ
」
と
悟
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
（
諦
観
）
や
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
嘆
く
ニ
ュ

ア
ン
ス
（
慨
嘆
）、
時
に
後
悔
の
気
持
ち
を
読
み
と
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
他
者
が
原
因
で
あ
る
と
き
は
不
満
・
不
快
、
自
分
が
意
図
し
て
い
な

か
っ
た
・
期
待
外
れ
だ
、
と
い
う
不
本
意
な
気
持
ち
を
あ
ら
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、「
相
手
が
思
っ
て
い
る
こ
と
が
事
実
・
現
実
と
違
っ

て
い
る
」
と
し
て
、
他
者
の
行
為
を
「
見
当
違
い
・
心
得
違
い
で
あ
る
」
と
評
す
る
（
批
判
・
非
難
）、
あ
る
い
は
他
者
の
行
為
を
妥
当
で
な

い
も
の
と
し
て
た
し
な
め
る
（
指
導
・
諫
言
）
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
副
詞
的
に
下
接
す
る
用
言
に
か
か
り
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
く
」
と

い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
以
上
の
点
で
、
同
じ
く
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
あ
い
な
し
」（
正
当
な
理
由
が

な
い
）、「
す
さ
ま
じ
」（
客
観
的
な
基
準
・
前
提
に
照
ら
し
て
合
致
し
な
い
）
と
は
「
不
快
」
の
根
拠
が
異
な
っ
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
あ
ぢ
き
な
し　

源
氏
物
語　

枕
草
子　

マ
イ
ナ
ス
評
価　

あ
い
な
し　

す
さ
ま
じ　

語
義
の
「
核
」　

派
生
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に
関
わ
る
よ
う
な
語
の
グ
ル
ー
プ
を
取
り
出
し
、
平
安
貴
族
社

会
の
価
値
観
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
語
義
や

使
い
分
け
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
が
、
そ

の
た
め
に
は
プ
ラ
ス
評
価
の
語
彙
だ
け
で
な
く
、
マ
イ
ナ
ス
評

価
を
あ
ら
わ
す
語
群
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
イ
ナ
ス
評
価
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
形
容
語
と
し
て

は
、
現
代
語
に
置
き
換
え
る
と
「
悪
い
・
良
く
な
い
」
と
い
っ

た
一
般
的
な
否
定
と
な
る
も
の
か
ら
、「
醜
い
・
汚
い
」
な
ど

の
外
面
的
（
あ
る
い
は
内
面
的
）
な
評
価
、
そ
し
て
「
卑
し

い
・
は
し
た
な
い
」
な
ど
の
内
面
的
評
価
、
さ
ら
に
「
嫌
だ
・

気
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
主
観
的
な
否
定
語
ま
で
、
そ

の
範
囲
は
か
な
り
幅
広
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
管
見
で
は
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
語
彙
を

取
り
上
げ
た
先
行
研
究
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
。
中
で
、
筆

者
と
問
題
の
設
定
は
異
な
る
も
の
の
、
既
に
「
美
的
理
念
語
を

追
求
し
、
検
討
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
醜
を
表
現
す
る
言

葉
、
嫌
悪
表
現
語
に
つ
い
て
も
同
様
の
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い（
２
）」

と
し
て
、
土
屋
博
映
氏
が
「
に
く
し
」「
す
さ
ま
じ
」

の
二
語
に
つ
い
て
、（
特
に
枕
草
子
の
用
例
を
も
と
に
）
論
じ

た
研
究
が
あ
る（
３
）。
氏
に
よ
る
と
、「
す
さ
ま
じ
」
は
「
当
然
そ

う
な
る
は
ず
と
い
う
前
提
・
基
準
が
あ
る
」
の
に
、「
対
象
が

基
準
と
な
る
も
の
に
調
和
せ
ず
」
よ
く
な
い
、
と
い
う
客
観
的

否
定
お
よ
び
不
快
感
を
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
。
そ
こ
で
今
回
は
、

現
代
語
訳
で
は
「
す
さ
ま
じ
」
と
同
じ
「
つ
ま
ら
な
い
・
面
白

く
な
い
」
の
語
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
「
あ
ぢ
き
な
し
」

に
つ
い
て
、
別
の
類
義
語
と
思
わ
れ
る
「
あ
い
な
し
」
と
の
比

較
も
交
え
な
が
ら
、
特
に
源
氏
物
語
で
の
用
例
を
手
が
か
り
と

し
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
。

一
、
枕
草
子
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」

枕
草
子
の
い
わ
ゆ
る
「
も
の
づ
く
し
」
章
段
に
は
、
形
容
語

を
冠
し
た
「
〜
も
の
」
の
例
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
た
め
、
形
容

語
の
語
義
を
考
察
す
る
と
き
に
は
よ
く
援
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、

清
少
納
言
の
言
う
「
〜
も
の
」
は
、
世
間
一
般
の
人
が
当
然
の

如
く
そ
の
形
容
語
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
挙
げ
て

い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、「
む
つ
か
し
げ
な
る
も
の
」
の
章
段
で
挙
げ
ら
れ
て
い

る
「
猫
の
耳
の
中
」
や
「
縫
物
（
刺
繍
）
の
裏
」
な
ど
は
、
ふ

だ
ん
意
識
し
て
見
る
こ
と
は
少
な
く
、誰
も
が
「
む
つ
か
し
げ
」

な
も
の
の
代
表
と
す
る
よ
う
な
類
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
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言
わ
れ
て
み
れ
ば
な
る
ほ
ど
「
む
つ
か
し
げ
」
だ
、
と
思
え
る

の
で
は
な
い
か
。
清
少
納
言
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
容
語
の
常
識

的
な
使
い
方
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
で
は
な
く
、
彼
女
の
感
性

を
読
者
に
誇
示
し
て
楽
し
む
か
の
よ
う
に
、
普
通
で
は
考
え
つ

か
な
い
よ
う
な
も
の
を
「
〜
も
の
」
と
表
現
し
て
、
そ
の
意
外

性
か
ら
く
る
驚
き
、
け
れ
ど
も
確
か
に
そ
う
言
え
ば
そ
う
だ
…

と
い
う
納
得
・
共
感
を
引
き
出
し
て
、
感
心
さ
せ
、
賞
賛
を
得

る
こ
と
を
狙
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ふ
し
が
あ
る
。

た
だ
し
、
根
底
に
は
そ
れ
ら
の
形
容
語
の
中
心
的
語
義
が
共
通

し
て
存
在
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
典
型
例
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
「
こ
ん
な
も
の
も
そ
う
形
容
さ
れ
る
」
と
い
う
例
と
し
て

捉
え
れ
ば
、
よ
り
根
本
的
な
語
義
理
解
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と

は
確
か
だ
ろ
う
。

「
あ
ぢ
き
な
き
も
の
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（
４
）。

わ
ざ
と
思
ひ
立
ち
て
、
宮
仕
へ
に
出
で
立
ち
た
る
人
の
、

も
の
憂
が
り
、
う
る
さ
げ
に
思
ひ
た
る
。

養
女
（
と
り
こ
）
の
、
顔
憎
げ
な
る
。

し
ぶ
し
ぶ
に
思
ひ
た
る
人
を
、
強
ひ
て
婿
ど
り
て
、「
思

ふ
さ
ま
な
ら
ず
」
と
、
嘆
く
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
自
分
か
ら
進
ん
で
宮
仕
え

に
出
て
き
た
く
せ
に
、
な
ん
と
な
く
憂
鬱
そ
う
に
し
て
、
あ
れ

こ
れ
面
倒
に
思
っ
て
い
る
。（
不
満
げ
な
態
度
を
見
せ
る
。）
②

わ
ざ
わ
ざ
養
女
に
し
た
の
に
顔
つ
き
が
憎
ら
し
げ
で
あ
る
。（
養

女
な
ら
選
べ
る
は
ず
な
の
に
よ
り
に
よ
っ
て
…
。）
③
し
ぶ
っ

て
い
た
相
手
を
無
理
や
り
婿
に
し
て
お
い
て
、「
思
う
よ
う
で

な
い
（
期
待
は
ず
れ
だ
）」
と
嘆
く
。
と
い
う
三
例
で
あ
る
。

こ
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
を
、
一
般
注
釈
書
の
類
で
は
「
つ
ま
ら

ぬ
も
の
。
面
白
み
の
な
い
も
の
（
岩
波
書
店
・
日
本
古
典
文
学

大
系
）」「
無
意
味
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
（
小
学
館
・
日

本
古
典
文
学
全
集
）」「
困
っ
た
も
の
（
新
潮
社
・
日
本
古
典
集

成
）」
の
よ
う
に
訳
し
て
お
り
、
全
集
の
頭
注
に
は
、「
筋
道
に

沿
っ
て
い
な
く
て
無
益
だ
・
無
意
味
で
つ
ま
ら
な
い
・
ど
う
し

よ
う
も
な
い
、
な
ど
の
意
と
い
う
」
と
あ
る
。
注
釈
書
に
よ
っ

て
バ
ラ
バ
ラ
で
、
ど
れ
も
「
口
語
訳
」
と
い
う
制
約
も
あ
り
、

場
当
た
り
的
解
釈
で
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
辞
書
類

で
も
こ
れ
ら
の
よ
う
な
意
味
が
そ
れ
ぞ
れ
ブ
ラ
ン
チ
と
し
て
立

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ど
う
も
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
語

義
の
「
核
」
の
よ
う
な
も
の
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
そ
れ
が
口
語

訳
の
場
合
に
も
災
い
し
て
、
文
脈
頼
り
、
そ
の
場
限
り
の
も
の

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
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中
古
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」、
特
に
枕
草
子
の
そ
れ
に
つ
い
て

の
ま
と
ま
っ
た
論
考
と
し
て
竹
内
美
智
子
氏
の
著
作（
５
）中

の
言
及

が
あ
る
が
、
氏
は
「
あ
ぢ
き
な
き
も
の
」
章
段
の
三
つ
の
行
為

に
共
通
す
る
点
と
し
て
「
確
か
な
見
通
し
を
持
た
な
い
で
」「
大

事
な
行
為
を
し
た
た
め
に
、
思
う
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
す
る
。
氏
は
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の

意
味
に
は
「
状
態
を
表
わ
す
意
味
（
客
観
的
意
味
）」
と
「
情

意
を
表
わ
す
意
味
（
主
情
的
意
味
）」
の
二
つ
が
あ
る
と
し
、

枕
草
子
の
他
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
用
例
全
体
を
検
討
し
た
結

果
、
枕
草
子
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
ほ
ぼ
す
べ
て
客
観
的
意
味

で
あ
り
、「
他
人
の
行
為
を
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
批
判

す
る
」
例
だ
と
言
う
。
そ
の
批
判
の
規
準
と
し
て
は
「
物
事
が
、

作
者
に
と
っ
て
納
得
の
い
く
、
筋
の
通
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
」
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
同
著
で
は
、
そ
の
「
客
観

的
意
味
」
を
、

（
イ
）
他
人
の
行
為
を
客
観
的
に
見
て
、
そ
れ
が
、
か
く

あ
る
べ
し
と
い
う
規
範
・
規
準
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
る

と
批
判
す
る
際
に
使
う
。

（
ロ
）（
イ
）
の
意
味
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
が
、
話

し
相
手
の
行
為
に
対
し
て
使
わ
れ
る
も
の
で
、
第
三
者
的

な
批
判
で
は
な
く
、
相
手
の
行
為
が
当
を
得
て
い
な
い
こ

と
を
い
ま
し
め
た
り
、
諭
し
た
り
す
る
際
に
使
う
。

（
ハ
）
会
話
の
受
け
答
え
の
際
に
、
話
し
相
手
の
言
葉
を

た
し
な
め
た
り
す
る
も
の
で
、
一
種
の
間
投
詞
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
す
。
…
「
何
を
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
」
程
度

の
軽
い
意
味
で
使
わ
れ
る
。

（
ニ
）「
あ
ぢ
き
な
く
（
う
）」
の
形
で
副
詞
的
に
使
わ
れ
、 

「
思
い
が
け
ず
・
わ
け
も
な
く
・
む
や
み
と
」
な
ど
の
意

を
表
わ
す
。

以
上
の
四
種
に
分
類
し
て
お
り
、
枕
草
子
で
は
そ
の
う
ち
の

（
イ
）
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
汗
衫
・
唐
衣
・
袴
」
な
ど
と
い
っ
た
衣
服
の
名
へ
の
批
判
を

述
べ
て
い
る
「
な
ど
て
官
得
は
じ
め
た
る
六
位
の
笏
に
…
」
章

段
中
の
、「
袴
、
い
と
あ
ぢ
き
な
し
」
の
よ
う
な
用
例
が
そ
の

典
型
で
あ
り
、「（
命
名
の
）
理
由
が
納
得
で
き
な
い
」
こ
と
を

表
し
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、も
と
も
と
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」

の
語
義
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
自
分
の
納
得
の
い
く
理
由

が
な
い
」
と
い
う
場
合
に
使
わ
れ
る
よ
り
も
、「
道
徳
・
礼
儀
・

仏
道
・
世
間
の
道
理
」
な
ど
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
「
他
人
の
行

為
を
批
判
す
る
」
の
が
基
本
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
何
ら
か
の
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「
規
範
・
規
準
」
に
合
わ
な
い
、
と
い
う
の
が
「
あ
ぢ
き
な
し
」

の
客
観
的
意
味
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
枕
草
子
以
外
の
中
古
女
流
文
学
作
品
の
「
あ

ぢ
き
な
し
」
は
、「
主
情
的
意
味
」
の
方
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
竹
内
氏
の
見
解
で
あ
る
。

源
氏
物
語
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
も
、
そ
の
四
分
の
三
は
「
主
情

的
意
味
」
と
し
て
解
せ
る
と
い
う
。「
男
性
の
抑
え
き
れ
な
い

恋
心
」
や
恋
愛
に
関
わ
る
こ
と
が
ら
に
用
い
て
、「
自
分
で
自

分
の
心
が
ど
う
に
も
な
ら
な
い
嘆
き
」
を
表
し
た
り
、
よ
り
複

雑
な
「
自
分
自
身
の
人
生
が
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
い
」「
ぬ
き

さ
し
な
ら
な
い
、
逃
れ
よ
う
の
な
い
」
痛
切
な
「
深
い
嘆
き
」

を
表
し
、
ま
た
、
源
氏
物
語
の
登
場
人
物
に
と
っ
て
の
世
の
中
、

す
な
わ
ち
宮
廷
社
会
を
対
象
と
す
る
場
合
の
よ
う
に
、「
こ
の

世
が
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
を
嘆
く
の
で
は
な
く
て
、
所
詮
こ
の
世

が
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
意
味
」
で
使
わ
れ
る

場
合
も
あ
る
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
「
情
意
の
客
観

化
」
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
り
、源
氏
物
語
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」

の
用
法
に
は
こ
の
よ
う
な
「
個
々
の
現
実
に
臨
ん
で
そ
れ
に
嘆

き
を
ぶ
つ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
嘆
く
こ
と
を
も
含
め
て
、
事

態
全
般
に
通
じ
る
「
こ
と
わ
り
」
と
し
て
距
離
を
置
い
て
眺
め

る
傾
向
」
が
強
い
、
と
ま
と
め
る
が
、
こ
う
な
る
と
「
客
観
的
」

「
主
情
的
」
と
い
う
線
引
き
が
不
鮮
明
で
あ
る
。

し
か
し
、こ
の
よ
う
に
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
用
法
に
客
観
的
・

主
観
的
の
二
種
類
が
あ
り
、
主
観
的
な
意
味
と
し
て
は
「
嘆

き
」
を
表
す
と
す
る
考
え
は
、
他
に
山
崎
良
幸
氏
も
提
示
し
て

い
る（
６
）。
氏
は
枕
草
子
の
「
あ
ぢ
き
な
き
も
の
」
と
、
先
ほ
ど
の

「
袴
、
い
と
あ
ぢ
き
な
し
」
と
い
う
よ
う
な
用
例
を
分
析
し
、

一
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
、
本
来
筋
の
通
ら
な
い
、
条
理
を

越
え
た
性
質
ま
た
は
さ
ま
を
表
わ
す
。

二
、
転
じ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
わ
り
の
存
在
を
認
め
難
い
対

象
に
対
し
て
、「
何
と
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
こ
と
よ
」
と
思
い
、

ま
た
は
、「
こ
ん
な
筋
の
通
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
の

か
」
と
嘆
く
心
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
て
し
ば

し
ば
批
判
ま
た
は
評
価
の
意
が
こ
め
ら
れ
る
。

三
、
更
に
そ
こ
か
ら
、
そ
う
い
う
対
象
に
対
し
て
、
せ
ん
す

べ
な
し
と
観
ず
る
、
い
わ
ば
諦
観
の
表
現
と
も
な
る
。

と
ま
と
め
る
。
竹
内
氏
の
結
論
と
基
本
的
に
は
一
致
し
て
お
り
、

「
筋
が
通
ら
な
い
」
事
実
の
表
現
か
ら
、
そ
れ
を
「
嘆
く
」
表

現
と
な
る
こ
と
も
認
め
る
点
で
も
、
さ
ら
に
「
諦
観
」
ま
で
を

表
す
と
す
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
筆
者
に
は
「
筋
が
通
ら
な
い
・
妥
当
で
な
い
」
と

い
う
客
観
的
な
批
判
の
語
か
ら
、
そ
れ
を
「
嘆
く
」
と
い
う
用

法
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
も
今
ひ
と
つ
理
解
で
き

な
い
。
条
理
に
合
っ
て
い
な
い
、
お
か
し
い
、
と
い
う
非
難
の

気
持
ち
が
、
た
と
え
ば
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
と
き
、「
全

く
我
な
が
ら
お
か
し
い
こ
と
だ
」
と
い
う
反
省
に
な
る
こ
と
は

あ
る
だ
ろ
う
し
、
筋
の
通
ら
な
い
こ
と
も
事
実
と
し
て
存
在
す

る
の
だ
、
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
き
、
そ
こ
に
は
諦
め
の
気

持
ち
も
含
ま
れ
よ
う
。
し
か
し
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
語
義
の

「
核
」
を
、「
道
理
な
ど
の
規
範
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
置
こ
う
と
す
る
と
、
こ
の
語
の
多
様
な
用
法
、
バ
ラ
バ
ラ
に

見
え
る
辞
書
類
の
語
義
ブ
ラ
ン
チ
の
つ
な
が
り
が
、
説
明
し
に

く
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、注
釈
書
類
で
は
「
あ
ぢ
き
な
し
」
を
「
つ
ま
ら
な
い
・

面
白
く
な
い
」
と
口
語
訳
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
が
、「
あ

ぢ
き
な
し
」
の
、
心
情
表
現
に
関
わ
る
用
法
が
、
両
氏
の
述
べ

る
よ
う
な
「
嘆
き
」「
諦
観
」
で
あ
る
と
し
た
ら
、「
つ
ま
ら
な

い
」
と
い
う
訳
語
は
的
外
れ
か
、
少
な
く
と
も
浅
薄
な
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
客
観
的
な
評
語
と
し
て
の
「
あ

ぢ
き
な
し
」
が
、
直
接
相
手
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
と
き
（
竹

内
氏
の
（
ロ
）
の
場
合
の
よ
う
に
）、「
そ
ん
な
筋
の
通
ら
な

い
こ
と
を
す
る
な
ん
て
（
↓
つ
ま
ら
な
い
か
ら
や
め
な
さ
い
）」

と
い
う
経
緯
で
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
口
語
訳
し
て
も
よ
い
場
合

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
な
ぜ
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
語
義
に
「
つ
ま
ら
な
い
」
意
が

あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
。
単
に
文
脈
に
当
て
は
め
る
と

ス
ム
ー
ズ
な
現
代
文
に
で
き
る
、
と
い
う
理
由
だ
け
に
よ
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
口
語
訳
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
理
由
を
、

も
う
少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

実
は
、
注
釈
書
類
で
「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
同
じ
く
「
つ
ま
ら

な
い
・
面
白
く
な
い
」
と
い
う
現
代
語
訳
が
あ
て
ら
れ
て
い
る

語
に
「
あ
い
な
し
」
が
あ
る
。
両
語
は
連
続
す
る
文
脈
に
現
れ

た
り
、
類
似
し
た
場
面
で
用
い
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、
そ
の
語
義
が
錯
綜
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
問
題

を
重
く
見
た
山
崎
良
幸
氏
は
、
主
と
し
て
源
氏
物
語
の
用
例
を

も
と
に
、
両
語
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た（
７
）。

氏
は
、

「
源
氏
物
語
並
に
ほ
ぼ
同
時
代
の
文
献
に
見
ら
れ
る
「
あ
い
な

し
」は
、何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
心
が
ま
ず
あ
っ

て
、
し
か
も
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ど
う
し
よ
う
に
も
す
べ
が

な
く
て
混
迷
し
、
当
惑
す
る
心
情
の
表
現
で
あ
る
。
…
こ
れ
に
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精
確
に
対
応
す
る
現
代
語
は
見
出
し
難
い
が
、
多
少
の
注
釈
を

補
う
な
ら
ば
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
な
ど
が
や
や
真
意
に

近
い
か
と
思
う
。」
と
述
べ
、結
論
と
し
て
「
あ
い
な
し
」
は
「
諦

観
と
歎
き
の
心
の
表
現
で
、
本
来
評
価
の
意
識
は
な
い
」、「
ど

う
し
よ
う
も
な
い
と
嘆
く
、
困
惑
と
諦
観
の
心
の
表
現
」
で
あ

り
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
、「
本
来
筋
の
通
ら
ぬ
、
条
理
を
越

え
た
性
質
ま
た
は
さ
ま
を
表
わ
す
。
転
じ
て
、
こ
と
わ
り
の
存

在
を
認
め
難
い
こ
と
、
ま
た
は
容
認
で
き
な
い
こ
と
に
対
し
て
、

…
嘆
く
心
の
表
現
に
用
い
ら
れ
、
そ
こ
に
主
体
の
批
判
な
い
し

は
評
価
が
表
現
さ
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
「
あ
い
な
し
」
も
語
義
の
規
定
が
難
し
い
形
容
語

で
あ
る
が
、
山
崎
氏
の
結
論
だ
と
「
嘆
き
・
困
惑
・
諦
観
」
が

根
幹
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
竹
内
氏
の
指
摘
通
り
、

源
氏
物
語
な
ど
の「
あ
ぢ
き
な
し
」の
用
例
の
半
数
以
上
が「
主

情
的
意
味
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
表
現
さ

れ
る
「
嘆
き
」
や
「
諦
観
」
は
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
語
義
に
お

い
て
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
両
語

の
違
い
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
主
に
源
氏
物
語
の
「
あ
い
な
し
」
の
全
用
例
を
検
討

す
る
こ
と
で
、
そ
の
「
根
本
的
な
語
義
」
を
抽
出
し
よ
う
と
し

た
辻
本
裕
成
氏
の
論
考（
８
）に

よ
る
と
、「
あ
い
な
し
」
は
「
行
動

や
存
在
に
、
客
観
的
、
理
性
的
に
見
て
、
適
正
な
根
拠
、
理
由

が
見
出
せ
な
い
こ
と
を
い
う
」
語
で
あ
る
と
い
う
。
こ
ち
ら
の

解
釈
だ
と
、
先
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
語
義
と
し
て
示
さ
れ
て

い
た
、「
妥
当
で
な
い
・
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
」
と
重
な
っ
て

く
る
。
枕
草
子
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
「
自
分
か
ら
見
て
」
妥

当
で
な
い
、
と
い
う
点
で
、「
客
観
的
・
理
性
的
」
な
根
拠
が

な
い
、
と
い
う
の
と
は
少
し
ず
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
基
本

的
に
は
「
何
ら
か
の
規
範
・
規
準
に
合
わ
な
い
」
の
が
「
あ
ぢ

き
な
し
」だ
と
す
れ
ば
、や
は
り
両
語
の
相
異
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、「
あ
い
な
し
」
の
詳
細
な
用
例
検
討
の
余
裕
が

な
い
が
、
二
語
の
口
語
訳
が
（
結
果
的
に
）
類
似
し
て
し
ま
う

と
し
て
も
、
根
本
的
な
語
義
の
「
核
」
に
は
違
い
が
あ
る
は
ず

で
あ
る
と
い
う
確
信
の
も
と
に
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
源
氏
物

語
の
用
例
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
枕

草
子
の
用
語
選
択
に
は
他
の
中
古
仮
名
文
学
と
は
や
や
異
な
る

意
志
が
働
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
ら
、
や
は
り
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
か
な
り
一
貫
性
を
持
っ
た
表
現
手
法
が
感
じ
ら

れ
る
（
ま
た
、
紫
式
部
と
い
う
表
現
者
の
言
語
に
対
す
る
セ

ン
ス
に
信
頼
を
置
く
と
し
て
）
源
氏
物
語
に
お
け
る
用
例
か
ら
、
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も
う
一
度
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
語
義
を
考
え
直
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
源
氏
物
語
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」

源
氏
物
語
に
は
全
部
で
六
五
例
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
場
面
・
文
脈
で
、
ど
の
よ
う
な
対

象
に
対
し
て
こ
の
語
に
よ
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
整
理

し
て
み
た
い
。（
以
下
、
用
例
本
文
は
岩
波
書
店
『
日
本
古
典

文
学
大
系
』
に
よ
る
。（　

）
は
原
典
補
入
、〈　

〉
内
は
原
典

を
参
考
に
し
た
筆
者
の
注
記
で
あ
る
。）

二―

一
、
あ
ぢ
き
な
き
「
世
」

ま
ず
、「
あ
ぢ
き
な
き
〜
」
と
、
連
体
形
で
直
接
修
飾
す
る

語
句
と
し
て
は
、「
こ
と
」
が
八
例
、「
も
の
」
が
四
例
、「
世
」

が
二
例
、
そ
れ
以
外
が
五
例
あ
る
が
、
じ
つ
は
「
も
の
」
の

四
例
も
す
べ
て
「
世
（
の
中
）」
を
指
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、

文
脈
上
「
世
」
を
「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
例
を
合
わ
せ
る
と
、
一
一
例
に
の
ぼ
る
。
山
崎
氏
も
指
摘
し

て
い
る
が
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
形
容
さ
れ
る
対
象
と
し
て
最

も
多
い
の
が
「
世
・
世
の
中
」
で
あ
り
、
対
し
て
「
あ
い
な
し
」

に
は
そ
の
用
例
が
一
つ
も
な
い
。
つ
ま
り
、「
あ
ぢ
き
な
し
」

の
語
義
を
検
討
す
る
上
で
、
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
の

用
例
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
京
を
去
る
決
意
を
し
た
源
氏
の
も
と
を
（
我
が
身

を
捨
て
て
ま
で
は
）
訪
ね
る
人
も
な
い
状
況
に
、
源
氏
が
慨
嘆

す
る
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

①
…
さ
し
あ
た
り
て
、
い
ち
は
や
き
世
を
、
思
ひ
は
ゞ
か
り

て
、〈
源
邸
に
〉
ま
ゐ
り
寄
る
人
も
な
し
。
…
か
ゝ
る
折
は
、

人
わ
ろ
く
、
う
ら
め
し
き
人
お
ほ
く
、
世
の
中
は
、
あ
ぢ

き
な
き
も
の
か
な
、
と
の
み
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
お
ぼ
す
。

【
須
磨
】

こ
の
場
合
、
自
分
の
身
の
回
り
の
人
々
が
、
世
間
が
、（
状
況

の
変
化
に
よ
っ
て
）
手
の
ひ
ら
を
返
し
た
よ
う
に
よ
そ
よ
そ
し

く
な
っ
た
こ
と
が
、
世
の
中
と
は
「
あ
ぢ
き
な
い
も
の
だ
」
と

評
さ
せ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
類
例
は
、
連
体
形
以
外
で
も
、

源
氏
が
明
石
入
道
に
語
る
中
で
「
世
の
常
な
き
」
を
「
あ
ぢ
き

な
く
」
思
う
、
と
い
う
よ
う
に
現
れ
る
。

②
「
…
み
や
こ
離
れ
し
時
よ
り
、
世
の
常
な
き
も
あ
ぢ
き
な

う
、
行
ひ
よ
り
ほ
か
の
事
な
く
て
、
月
日
を
経
る
に
、
心

も
、
皆
く
づ
ほ
れ
に
け
り
。
…
」　　
　
　
　
　

  【
明
石
】
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こ
れ
ら
の
例
を
、
注
釈
書
で
は
「
面
白
く
な
く
」
な
ど
と
訳
す

が
、
仏
道
に
向
か
う
と
い
う
心
の
動
き
に
つ
な
が
る
契
機
と
し

て
は
、
や
や
軽
い
印
象
を
与
え
る
。
先
行
研
究
の
言
う
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
っ
た
「
嘆
き
」
の
響

き
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
「
条
理
に

合
わ
な
い
」
故
の
嘆
き
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
例
だ
け
を
見
る
と
、
変
わ
り
や
す
い
人
の
心
は
筋
が
通
ら

な
い
、
と
解
し
て
も
い
い
よ
う
だ
が
、
次
の
よ
う
な
例
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。

③
去
年
今
年
、
う
ち
つ
ゞ
き
、
か
ゝ
る
事
を
見
給
ふ
に
、
世

も
、
い
と
あ
ぢ
き
な
う
、
思
さ
る
れ
ば
、
か
ゝ
る
つ
い
で

に
も
、
ま
づ
、
お
ぼ
し
立
た
る
ゝ
事
は
あ
れ
ど
、
ま
た
、

さ
ま

ぐ
の
御
ほ
だ
し
多
か
り
。　
　
　
　
　
　
【
賢
木
】

④
み
や〈
藤
壺
〉も
、春
宮
の
御
た
め
を
思
す
に
は
、〈
源
氏
が
〉

御
心
お
き
給
は
ん
事
、
い
と
ほ
し
く
、
世
を
、
あ
ぢ
き
な

き
も
の
に
思
ひ
な
り
給
は
ゞ
、
ひ
た
み
ち
に
お
ぼ
し
立
つ

事
も
や
と
、
さ
す
が
に
、
苦
し
う
思
さ
る
べ
し
。【
賢
木
】

③
は
葵
の
上
と
桐
壺
院
を
た
て
つ
づ
け
に
亡
く
し
た
源
氏
に

と
っ
て
、
世
の
中
が
「
あ
ぢ
き
な
く
」
思
え
る
、
と
い
う
こ

と
、
④
は
、
藤
壺
中
宮
が
、
あ
ま
り
源
氏
を
突
き
放
し
て
も
春

宮
の
後
見
で
あ
る
源
氏
が
世
の
中
を
「
あ
ぢ
き
な
く
」
思
う
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
出
家
を
思
い
立
つ
よ
う
な
こ
と
に
で

も
な
っ
て
は
困
る
、
と
悩
む
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、

「
道
理
」
と
か
「
規
範
」
に
照
ら
し
て
「
お
か
し
い
」「
わ
け
が

わ
か
ら
な
い
」
と
嘆
く
状
況
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ

「
自
分
の
思
う
よ
う
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
に
解
し
た
方

が
ぴ
っ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
①
・
②
も
含
め
て
、「
自
分
の

想
定
外
・
期
待
外
れ
」、「
思
い
通
り
で
な
い
」
あ
る
い
は
「
思

う
ま
ま
に
な
ら
な
い
」
状
況
を
「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
表
現
し
て

お
り
、「
嘆
き
」
も
そ
こ
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
例
（
⑤
結
婚
話
に
そ
れ
な
り
に
対

応
し
て
い
る
匂
宮
に
対
し
、
恋
愛
に
興
味
を
持
て
な
い
薫
の
描

写
、
⑥
高
僧
の
説
教
と
し
て
の
「
こ
の
世
は
か
り
そ
め
の
あ
ぢ

き
な
い
も
の
」）
に
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
「
規
範
に
合
わ
な
い
」

と
い
う
表
現
と
は
離
れ
る
。
⑤
に
「
思
ひ
す
ま
し
た
」
と
あ
る

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
「
所
詮
こ
の
世
は
ま

ま
な
ら
ぬ
も
の
…
」
と
い
う
悟
り
に
つ
な
が
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

⑤
中
将
〈
薫
〉
は
、
世
（
の
）
中
を
、
深
く
、
あ
ぢ
き
な
き

物
に
、
思
ひ
す
ま
し
た
る
心
な
れ
ば
、「
中

く
、〈
女
に
〉

― 92 ―



「あぢきなし」の基本的語義

（10）

心
と
ゞ
め
て
、〈
俗
界
を
〉
行
（
き
）
離
れ
が
た
き
思
ひ
や
、

残
ら
む
」
な
ど
思
ふ
に
、
…
思
ひ
捨
て
給
ふ
。　
【
匂
宮
】

⑥
年
ご
ろ
、〈
八
宮
の
〉
学
び
知
り
給
へ
る
こ
と
ゞ
も
の
、

深
き
心
を
、〈
聖
は
〉
説
き
聞
か
せ
た
て
ま
つ
り
、
い
よ

い
よ
、
こ
の
世
の
、
か
り
そ
め
に
、
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
を
、

〈
八
宮
に
〉
申
し
知
ら
す
れ
ば
、…　
　
　
　
　
　
【
橋
姫
】

要
す
る
に
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
「
合
わ
な
さ
・
わ
か
ら
な
さ
」

は
世
間
一
般
の
道
理
や
規
範
に
照
ら
し
て
み
て
感
ぜ
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、も
う
少
し
単
純
に
「
自
分
の
思
う
と
こ
ろ
（
想
定
・

期
待
・
意
図
）
と
合
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
始
ま
り
、「
思

う
よ
う
で
な
い
」
事
態
に
落
胆
し
た
り
、
そ
れ
を
慨
嘆
す
る
気

持
ち
が
生
ま
れ
た
り
す
る
が
、
そ
の
事
態
そ
の
も
の
を
ど
う
に

も
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
状
態
で
用
い
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
だ
、

と
事
態
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
諦
観
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

「
世
」
以
外
に
「
あ
ぢ
き
な
し
」
が
修
飾
す
る
体
言
に
、「
す

き
心
」「
身
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
源
氏
が
自
分
自
身

の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
り
人
に
述
べ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑦
「
か
う

く
の
こ
と
〈
斎
宮
入
内
〉
を
な
ん
、
思
う
給
へ

わ
づ
ら
ふ
に
。
母
御
息
所
、
い
と

く
、
お
も

く
し
く
、

心
深
き
さ
ま
に
も
の
し
侍
り
し
を
、
あ
ぢ
き
な
き
す
き
心

に
ま
か
せ
て
、
さ
る
ま
じ
き
名
を
も
な
が
し
、
憂
き
も
の

に
〈
私
は
〉
思
ひ
お
か
れ
侍
り
に
し
を
な
む
、
世
に
い
と

ほ
し
く
思
ひ
給
ふ
る
。
…
」　　
　
　
　
　
　
　

  【
澪
標
】

注
釈
書
で
は
「
面
白
く
も
な
い
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
こ
の
例
は
、

源
氏
が
藤
壺
に
六
条
御
息
所
の
娘
で
あ
る
斎
宮
の
処
遇
を
相
談

す
る
場
面
に
現
れ
る
。
御
息
所
へ
の
自
分
の
気
持
ち
・
態
度
を
、

今
自
分
の
も
っ
と
も
思
う
人
で
あ
る
藤
壺
に
「
あ
ぢ
き
な
き
す

き
心
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、「（
好
き
で
好
き
で
）
ど

う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
意
で
は
な
く
、
む
し
ろ
客
観
的
に
、

「
自
分
と
し
て
は
思
い
も
よ
ら
な
い
、
我
な
が
ら
ど
う
に
も
し

よ
う
が
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
好
色
心
に
よ
っ
て
…
」
と
自

省
の
ポ
ー
ズ
を
前
面
に
出
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

⑧
〈
雲
林
院
は
〉
所
が
ら
に
、
い
と
ゞ
、
世
の
中
の
常
な

さ
を
お
ぼ
し
あ
か
し
て
も
、
猶
、
憂
き
人
し
も
ぞ
と
、
思

し
出
で
ら
る
ゝ
。
…
こ
の
方
の
営
み
は
、
こ
の
世
も
、
つ

れ

ぐ
な
ら
ず
、
後
の
世
は
、
頼
も
し
げ
な
り
。「
さ
も
、

あ
ぢ
き
な
き
身
を
、
も
て
悩
む
か
な
」
と
、
お
ぼ
し
続
け
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給
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
賢
木
】

一
方
、
源
氏
の
心
に
は
、
寺
院
に
参
籠
し
て
い
て
も
、
世
の
無

常
を
思
う
気
持
ち
と
と
も
に
藤
壺
へ
の
思
い
が
消
え
な
い
。
こ

の
自
分
の
心
中
に
思
う
「
あ
ぢ
き
な
し
」
に
は
、
仏
道
に
憧
れ

な
が
ら
も
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
自
分
自
身
を
、
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
や
嘆
き
が
う
か
が
え
る
。
同
じ

く
藤
壺
へ
の
思
慕
に
つ
い
て
「
あ
ぢ
き
な
き
事
」
と
表
現
す
る

例
が
二
例
あ
り
、
一
例
は
や
は
り
源
氏
自
身
が
自
分
に
つ
い
て

思
う
と
こ
ろ
（
⑨
）、
も
う
一
例
は
二
人
の
間
柄
に
つ
い
て
責

任
の
一
端
を
感
じ
る
王
命
婦
の
心
中
で
あ
る
（
⑩
）。

⑨
僧
都
、
世
の
、
常
な
き
御
物
語
、
後
の
世
の
事
な
ど
、
き

こ
え
知
ら
せ
給
ふ
。
わ
が
罪
の
ほ
ど
恐
ろ
し
う
、
あ
ぢ
き

な
き
事
に
、
心
を
し
め
て
、
生
け
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
思

ひ
悩
む
べ
き
な
め
り
。
ま
し
て
後
の
世
の
、
い
み
じ
か
る

べ
き
こ
と
、
お
ぼ
し
続
け
て
…　
　
　
　
　
　
　
【
若
紫
】

⑩
あ
ぢ
き
な
き
事
に
、
御
心
を
砕
き
給
ひ
し
昔
の
事
、
を
り

を
り
の
御
有
様
、
思
ひ
続
け
ら
る
ゝ
に
も
、
物
思
ひ
な

く
て
我
も
人
も
過
ぐ
し
給
ひ
ぬ
べ
か
り
け
る
世
を
、
心
と
、

思
し
嘆
き
け
る
を
、
く
や
し
う
、
我
（
が
）
心
ひ
と
つ
に

か
ゝ
ら
ん
事
の
や
う
に
ぞ
、
お
ぼ
ゆ
る
。　
　
　
【
須
磨
】

⑩
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
に
、
注
釈
で
は
「
王
命
婦
か
ら
源
氏
へ

の
批
判
」
を
読
み
と
る
も
の
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
筆
者
と
し
て

は
、
事
に
加
担
し
た
当
事
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、「
思
う
と

こ
ろ
と
は
違
っ
て
し
ま
っ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
思
う

王
命
婦
の
気
持
ち
が
「
あ
ぢ
き
な
き
事
に
…
」
と
い
う
表
現
と

な
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
い
。

ま
た
、「
あ
か
ず
悲
し
と
思
ふ
こ
と
多
く
、
あ
ぢ
き
な
く
、

さ
る
ま
じ
き
こ
と
に
つ
け
て
も
、
あ
や
し
く
物
思
は
し
く
、
心

に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
添
ひ
た
る
身
」
だ
と
紫
上
に
語
る
例

（
若
菜
下
）
も
一
例
あ
り
、
源
氏
が
心
を
許
す
相
手
で
あ
る
藤

壺
や
紫
上
に
は
、
自
分
の
「
あ
ぢ
き
な
さ
」
を
口
に
し
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
自
分
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る

「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
、
思
わ
ず
口
を
つ
い
て
出
る
「
我
な
が
ら

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
弱
気
な
反
省
、
諦
念
に

至
る
前
の
や
や
自
虐
的
な
自
己
批
判
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。

二―
二
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
基
本
的
語
義

次
に
、前
段
以
外
の
対
象
に
用
い
ら
れ
た
「
あ
ぢ
き
な
し
」
が
、

同
じ
よ
う
に
「（
自
分
の
）
思
う
よ
う
で
な
く
、
ど
う
に
も
な

― 90 ―



「あぢきなし」の基本的語義

（12）

ら
な
い
」
と
解
せ
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
挙

げ
て
み
る
。
こ
れ
ら
も
注
釈
書
で
は
「
つ
ま
ら
な
い
・
面
白
く

な
い
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
。

⑪
「
か
く
、
世
の
た
と
ひ
に
言
ひ
集
め
た
る
昔
語
り
ど
も
に

も
、
あ
だ
な
る
男
、
色
好
み
、
…
か
や
う
な
る
こ
と
を
、

い
ひ
集
め
た
る
に
も
、〈
そ
の
よ
う
な
昔
語
り
中
の
人
は
〉

つ
ひ
に
、〈
誰
に
か
〉よ
る
か
た
あ
り
て
こ
そ
あ
め
れ
。〈
対

し
て
私
は
〉
あ
や
し
く
、
浮
き
て
も
過
ぐ
し
つ
る
有
様
か

な
。
げ
に
、
の
た
ま
ひ
つ
る
や
う
に
、
人
よ
り
異
な
る
宿

世
も
、
あ
り
け
る
身
な
が
ら
、
人
の
、
忍
び
が
た
く
、
飽

か
ぬ
こ
と
に
す
る
物
思
ひ
、
離
れ
ぬ
身
に
て
、
や
み
な
ん

と
す
ら
ん
。
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
か
な
」
な
ど
、
思
ひ
続

け
て
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
若
菜
下
】

紫
上
が
、
源
氏
が
訪
れ
な
い
夜
に
、
女
房
た
ち
に
物
語
な
ど
を

読
ま
せ
て
聞
き
な
が
ら
、
あ
れ
こ
れ
と
思
い
め
ぐ
ら
す
場
面
で

あ
る
。
自
分
の
こ
れ
ま
で
を
し
み
じ
み
と
振
り
返
っ
て
、
結
局
、

ま
ま
な
ら
ぬ
人
生
を
ど
う
す
る
こ
と
も
か
な
わ
な
い
の
だ
と
い

う
嘆
き
、
そ
し
て
諦
観
。（
こ
の
物
思
い
の
夜
半
よ
り
紫
上
は

病
に
倒
れ
る
。）
こ
の
よ
う
な
「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
、
先
の
例

も
含
め
、

過
去
か
ら
現
在
ま
で
を
振
り
返
っ
て
、
事
が
自
分
の
思
う

よ
う
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

（
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。）

と
い
う
事
態
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
は
次
の
、
病
床
の
柏
木
が
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
む
例
の
、「
う

ち
か
へ
し
」
と
い
う
語
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。

⑫
「
…
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
今
は
の
と
ぢ
め
に
は
、
み
な
、
消

え
ぬ
べ
き
わ
ざ
な
り
。
…
」
な
ど
、
つ
れ
づ
れ
に
、
思
ひ

続
く
る
も
、
う
ち
か
へ
し
、
い
と
、
あ
ぢ
き
な
し
。「
な
ど
、

か
く
、〈
自
分
は
〉
程
も
な
く
し
な
し
つ
る
身
な
ら
む
」
と
、

か
き
く
ら
し
、
思
ひ
乱
れ
て
、
…
。　
　
　
　
　
【
柏
木
】

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
後
悔
の
思
い
が
同
時
に
表
現
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
。
大
君
が
亡
く
な
っ
て
女
房
と
語
り
合
う
薫
の
心

中
が
描
写
さ
れ
る
次
の
例
で
は
、「
と
り
返
さ
ま
ほ
し
く
」
の

語
が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

⑬
…
誰
も
た
れ
も
、
泣
き
惑
ふ
こ
と
尽
き
せ
ず
。〈
薫
は
〉  

「
わ
が
心
か
ら
、〈
匂
宮
を
中
君
に
仲
介
し
て
〉
あ
ぢ
き
な

き
こ
と
を
、〈
大
君
に
〉
思
は
せ
た
て
ま
つ
り
け
ん
こ
と
」

と
、
と
り
返
さ
ま
ほ
し
く
、
な
べ
て
の
世
も
つ
ら
き
に
、

…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
総
角
】
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⑭
〈
落
葉
宮
へ
の
思
慕
が
募
る
夕
霧
。
し
か
し
、
宮
は
塗
籠

に
こ
も
り
、
声
を
上
げ
て
泣
く
〉

…
年
ご
ろ
、「
い
ま
は
〈
安
心
〉」
と
、
う
ら
な
き
さ
ま
に

う
ち
た
の
み
、
解
け
給
へ
る
〈
雲
井
雁
の
〉
さ
ま
を
、
思

ひ
出
（
づ
）
る
も
、
わ
が
心
も
て
、
い
と
、
あ
ぢ
き
な
う

思
ひ
続
け
ら
る
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
も
、
こ
し
ら
へ
聞
え

給
は
ず
、
嘆
き
明
か
し
給
う
つ
。　
　
　
　
　
　
【
夕
霧
】

⑬
⑭
で
は
「
わ
が
心
か
ら
」「
わ
が
心
も
て
」
の
語
に
よ
っ
て
、 

「
現
在
の
、
あ
る
い
は
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
事
態
が
自
分
の
思

う
よ
う
で
な
い
」
も
の
の
、
そ
れ
は
実
は
自
分
が
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
も
い
る
。
源
氏
の
藤

壺
へ
の
思
い
も
、
自
ら
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
、「
自
分
は
そ
ん
な
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
の
に
…
」
と
い

う
「
不
本
意
」
の
気
持
ち
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
次
の

例
は
、
源
氏
の
不
興
を
買
う
の
は
「
本
意
で
は
な
か
っ
た
…
」

と
思
い
な
が
ら
も
、
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
大
き
さ
、
取
り
返

し
が
つ
か
な
い
と
い
う
思
い
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
っ
た
柏
木
の
、

夕
霧
に
対
す
る
臨
終
間
近
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

⑮
「
六
条
院
に
、
い
さ
ゝ
か
な
る
違
い
目
あ
り
て
、
月
頃
、

心
の
う
ち
に
、
か
し
こ
ま
り
申
す
事
な
ん
、
侍
り
し
を
。

…
猶
、〈
私
を
〉
ゆ
る
さ
れ
ぬ
御
心
ば
へ
あ
る
さ
ま
に
、〈
源

氏
の
〉
御
目
じ
り
を
見
た
て
ま
つ
り
給
へ
て
、
い
と
ゞ
、

世
に
な
が
ら
へ
ん
事
も
、
は
ゞ
か
り
多
う
思
え
な
り
侍
り

て
、
あ
ぢ
き
な
う
思
ひ
給
へ
し
に
、
心
の
、
騒
ぎ
そ
め
て
、

か
く
、
静
ま
ら
ず
な
り
ぬ
る
に
な
ん
。
…
」　　

  【
柏
木
】

特
に
次
の
⑯
〜
⑲
の
よ
う
に
、未
来
の
こ
と
に
「
あ
ぢ
き
な
し
」

が
用
い
ら
れ
る
と
、「
自
分
が
思
う
よ
う
で
な
い
」
こ
と
に
な

る
と
い
や
だ
、
と
い
う
よ
う
な
、
こ
れ
か
ら
の
事
態
が
自
分
の

意
図
と
は
異
な
る
も
の
に
な
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
読
み
と
れ
る
。

⑯
女
〈
空
蝉
〉
も
、
さ
る
御
消
息
あ
り
け
る
に
、〈
源
氏
が
〉

お
ぼ
し
た
ば
か
り
つ
ら
ん
程
は
、
浅
く
し
も
思
ひ
な
さ
れ

ね
ど
、
さ
り
と
て
、
う
ち
と
け
、
人
げ
な
き
有
様
を
、
み

え
た
て
ま
つ
り
て
も
、
あ
ぢ
き
な
く
、
夢
の
や
う
に
て
過

ぎ
に
し
嘆
き
を
、
又
や
加
へ
ん
、
と
、
思
ひ
乱
れ
て
…

【
帚
木
】

⑰
〈
内
大
臣
は
、
玉
鬘
が
実
は
自
分
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
を

源
氏
か
ら
知
ら
さ
れ
て
、
養
育
し
て
い
た
源
氏
と
玉
鬘
の

関
係
を
疑
う
〉

「
そ
れ
〈
源
氏
が
玉
鬘
を
愛
人
に
し
て
い
た
こ
と
〉
を
、

疵
と
す
べ
き
こ
と
か
は
。
殊
更
に
も
、
か
の
〈
源
氏
の
〉
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御
あ
た
り
に
ふ
れ
ば
ゝ
せ
む
に
、
な
ど
か
、
お
ぼ
え
の
劣

ら
む
。
宮
仕
へ
ざ
ま
に
お
も
む
き
給
へ
ら
ば
、〈
弘
徽
殿
〉

女
御
な
ど
の
お
ぼ
さ
む
事
も
、
あ
ぢ
き
な
し
」
と
お
ぼ
せ

ど
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
行
幸
】

⑱
〈
源
氏
は
、
紫
上
の
希
望
に
よ
り
女
三
宮
と
対
面
さ
せ
る

こ
と
に
す
る
が
、
女
三
宮
の
幼
さ
が
気
に
な
る
〉

〈
源
氏
は
〉「
御
な
か
う
る
は
し
く
て
、
過
ぐ
し
給
へ
」
と

お
ぼ
す
あ
ま
り
に
、〈
女
三
宮
の
〉
何
心
も
な
き
御
あ
り

さ
ま
を
、〈
紫
上
に
〉
見
あ
ら
は
さ
れ
ん
も
、
恥
づ
か
し
く
、

あ
ぢ
き
な
け
れ
ど
、〈
紫
上
が
〉
さ
の
た
ま
は
ん
を
、「
心

隔
て
ん
も
、
あ
い
な
し
」
と
、
お
ぼ
す
な
り
け
り
。

【
若
菜
上
】

⑲
〈
浮
舟
の
母
は
匂
宮
が
浮
舟
の
部
屋
に
侵
入
し
た
件
に
驚

い
て
、
浮
舟
を
二
条
院
か
ら
連
れ
出
す
〉

「
あ
は
れ
、
こ
の
御
身
〈
浮
舟
〉
ひ
と
つ
を
、
よ
ろ
づ
に
、

も
て
悩
み
聞
ゆ
る
か
な
。
心
に
か
な
は
ぬ
世
に
は
、
あ
り

経
ま
じ
き
物
に
こ
そ
、
あ
り
け
れ
。
…
こ
の
御
ゆ
か
り
は
、

〈
八
宮
が
浮
舟
を
娘
と
認
め
な
か
っ
た
た
め
〉「
心
憂
し
」

と
、
思
ひ
聞
え
し
あ
た
り
を
、
む
つ
び
聞
ゆ
る
に
、
便
な

き
事
も
出
で
来
な
ば
、
い
と
、
人
笑
へ
な
る
べ
し
。
あ
ぢ

き
な
し
や
。
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
東
屋
】

以
上
の
よ
う
に
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
が
「
自
分
の
思
う
よ
う

で
な
い
」
こ
と
を
表
す
用
法
は
、二―

一
で
取
り
上
げ
た
「
世
」

な
ど
に
対
し
て
用
い
る
例
も
含
め
て
、
そ
れ
が
「
ど
う
に
も
な

ら
な
い
」
こ
と
で
あ
る
と
か
、「
不
本
意
な
」
こ
と
で
あ
る
と

か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
場
合
も
あ
る
が
、
源
氏
物
語
の
全
用

例
の
半
数
以
上
に
の
ぼ
る
。
枕
草
子
の
例
も
、
竹
内
氏
も
述
べ

る
よ
う
に
「
作
者
に
と
っ
て
納
得
が
い
か
な
い
」
事
柄
を
言
っ

て
い
る
と
解
釈
で
き
る
か
ら
、「
自
分
の
思
う
の
と
違
う
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
、「
事
が
自
分
の
思

う
よ
う
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
基
本

的
語
義
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
。

二―

三
、
不
満
・
批
判
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」

さ
て
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

な
用
例
以
外
に
、
他
者
（
時
に
自
分
自
身
）
へ
の
不
満
や
批
判

と
と
れ
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。

⑳
お
と
ゞ
〈
左
大
臣
〉
の
、〈
右
大
臣
と
の
〉
御
な
か
も
、

も
と
よ
り
そ
ば

く
し
う
お
は
す
る
、
故
院
の
御
世
に

は
、〈
左
大
臣
が
〉
わ
が
ま
ゝ
に
お
は
せ
し
を
、
時
う
つ
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り
て
、〈
右
大
臣
が
〉
し
た
り
顔
に
お
は
す
る
を
、〈
左
大

臣
は
〉
あ
ぢ
き
な
し
と
お
ぼ
し
た
る
、
こ
と
わ
り
な
り
。

【
賢
木
】

混
乱
し
そ
う
な
文
だ
が
、
要
す
る
に
左
大
臣
に
と
っ
て
、「
事

が
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
」、
想
定
外
・
期
待
外

れ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
て
良
い
か
と
思
う
。

た
だ
し
、
現
状
を
受
け
入
れ
て
諦
め
に
つ
な
が
る
「
あ
ぢ
き
な

し
」
も
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
思
う
よ
う
で
な
い
こ
と
に
不
満

を
抱
く
例
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
、
相
手
が
「
思
う
よ
う
で
な

い
」と
不
満
に
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、と
推
察
す
る
例
も
あ
っ
た
。


〈
源
氏
が
紫
上
に
〉「〈
朱
雀
〉
院
の
、
た
の
も
し
げ
な
く

な
り
給
ひ
に
た
る
、
御
と
ぶ
ら
ひ
に
参
り
て
。
…
女
三
宮

の
御
こ
と
を
、
い
と
、
捨
て
が
た
げ
に
お
ぼ
し
て
、
し
か

じ
か
な
む
、の
た
ま
ひ
つ
け
し
か
ば
、心
ぐ
る
し
く
て
、〈
女

三
宮
降
嫁
を
〉
え
聞
え
い
な
び
ず
な
り
に
し
を
、
…
〈
御

身
は
〉
あ
ぢ
き
な
く
や
お
ぼ
さ
る
べ
き
。
い
み
じ
き
こ
と

あ
り
と
も
、
御
た
め
、
あ
る
よ
り
か
は
る
事
は
、
さ
ら
に

あ
る
ま
じ
き
を
、
心
な
お
き
給
ひ
そ
よ
。
…
」【
若
菜
上
】


や
、
次
に
挙
げ
る


の
よ
う
な
例
に
、「
つ
ま
ら
な
い
」

の
訳
語
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
。基
本
的
に
は「
思

い
通
り
で
な
い
・
期
待
外
れ
だ
」
と
い
う
場
面
で
用
い
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
「
不
満

の
気
持
ち
」
を
そ
う
訳
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。


〈
方
違
え
で
紀
守
邸
に
泊
っ
た
源
氏
は
、空
蝉
と
そ
の
弟
・

小
君
と
の
会
話
を
立
ち
聞
き
す
る
〉

　
〈
小
君
〉「
…
音
に
聞
き
つ
る
〈
源
氏
の
〉
御
有
様
を
見

た
て
ま
つ
り
つ
る
。
げ
に
こ
そ
、
め
で
た
か
り
け
れ
」

　
〈
空
蝉
〉「
昼
な
ら
ま
し
か
ば
、
覗
き
て
見
た
て
ま
つ
り

て
ま
し
」
と
、
ね
ぶ
た
げ
に
い
ひ
て
、
顔
ひ
き
入
れ
つ
る

声
す
。「
ね
た
く
。
心
と
ゞ
め
て
、問
ひ
聞
け
か
し
」と
、〈
源

氏
は
〉
あ
ぢ
き
な
く
思
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
【
帚
木
】


〈
夕
霧
邸
で
六
の
君
と
匂
宮
の
三
日
夜
の
宴
が
盛
大
に
行

わ
れ
た
が
、
薫
の
前
駆
の
男
た
ち
で
、
宴
に
ま
じ
れ
な

か
っ
た
ら
し
い
者
が
薫
の
三
条
宮
に
戻
っ
て
嘆
き
あ
っ
て

い
る
〉

「
わ
が
殿
の
、
な
ど
か
お
い
ら
か
に
、
こ
の
殿
〈
夕
霧
〉

の
御
婿
に
、
う
ち
な
ら
せ
給
ふ
ま
じ
き
」「
あ
ぢ
き
な
き

御
独
り
住
み
な
り
や
」
と
、
中
門
の
も
と
に
て
、
つ
ぶ
や

き
け
る
を
、〈
薫
は
〉
聞
き
つ
け
給
ひ
て
、〈
其
不
平
を
〉「
を

か
し
」
と
な
ん
、
思
し
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
【
宿
木
】
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た
だ
し
、

の
よ
う
な
場
面
だ
と
も
う
少
し
不
快
感
が
強
い
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。


〈
霰
降
る
嵐
の
夜
、
源
氏
は
祖
母
尼
君
が
亡
く
な
っ
て
心

細
い
様
子
の
紫
上
邸
に
泊
る
。
翌
日
、
源
氏
は
惟
光
を
使

い
に
寄
越
す
〉

　
〈
源
氏
伝
言
〉「
ま
ゐ
り
来
べ
き
を
、
内
裏
よ
り
召
し
あ

れ
ば
な
む
。
心
苦
し
う
見
た
て
ま
つ
り
し
も
、
し
づ
心
な

く
」
と
て
、
と
の
ゐ
人
た
て
ま
つ
れ
り
。〈
少
納
言
〉「
あ

ぢ
き
な
う
も
あ
る
か
な
。
た
は
ぶ
れ
に
て
も
、
も
の
ゝ
は

じ
め
に
、
こ
の
御
事
よ
」　　
　
　
　
　
　
　
　

  【
若
紫
】

「
共
寝
」
は
な
か
っ
た
（
た
は
ぶ
れ
）
と
し
て
も
、
最
初
か
ら

こ
の
状
態
な
ん
て
「
あ
ぢ
き
な
い
こ
と
で
す
よ
」
と
、
紫
上

の
乳
母
で
あ
る
少
納
言
が
不
満
が
る
発
話
で
あ
る
。
結
婚
な
ら

三
日
通
う
の
が
当
然
で
あ
る
し
、
二
条
院
に
引
き
取
り
た
い
と

ま
で
言
う
の
な
ら
、
源
氏
本
人
が
来
な
い
と
は
思
っ
て
も
見
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
一
夜
を
過
ご
し

た
と
い
っ
て
も
真
実
の
結
婚
と
は
違
う
こ
と
を
少
納
言
も
承
知

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
源
氏
を
強
く
非
難
す
る
、
と
い
う
ま
で

に
は
至
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
源
氏
の
真
意
を
は
か
り
か

ね
、
思
わ
ず
口
に
し
た
「
期
待
外
れ
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」

と
い
う
気
持
ち―

不
快
感
が
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
語
に
表
れ

た
と
見
た
い
。
こ
の
場
合
、
意
訳
と
し
て
も
「
つ
ま
ら
な
い
」

で
は
す
ま
な
い
は
ず
で
、「
い
や
に
な
っ
ち
ゃ
う
わ
ね
！
」
と

で
も
な
ろ
う
か
。

次
の
例
は
、
髭
黒
大
将
の
娘
大
君
が
院
参
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
を
不
満
に
思
う
帝
か
ら
問
い
た
だ
さ
れ
た
左
近
中
将
（
大

君
の
兄
）
が
、
玉
鬘
に
詰
め
寄
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


「〈
主
上
の
〉
御
気
色
、
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
…
〈
私
と
〉

お
ぼ
し
と
る
か
た
異
に
て
、か
う
〈
大
君
の
院
参
を
〉、〈
母

君
は
〉
お
ぼ
し
立
ち
に
し
か
ば
、〈
私
は
〉
と
も
か
く
も
、

聞
え
が
た
く
て
侍
る
に
、
か
ゝ
る
〈
主
上
の
〉
仰
言
の
侍

れ
ば
、
な
に
が
し
ら
が
身
の
あ
ぢ
き
な
く
な
ん
侍
る
」
と
、

「
い
と
物
し
」
と
思
ひ
て
、
か
ん
の
君
〈
玉
鬘
〉
を
申
し

給
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
竹
河
】

こ
こ
で
も
、「
自
分
た
ち
の
身
の
上
が
あ
ぢ
き
な
い
」
＝
「
い

と
物
し
と
思
う
」
と
い
う
構
図
だ
か
ら
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
の

語
自
体
に
非
難
の
意
を
汲
む
べ
き
は
で
な
く
、「
思
う
よ
う
に

い
か
な
い
、
不
本
意
な
状
況
に
な
り
そ
う
で
い
や
だ
」
と
い
う
、

不
快
感
を
表
し
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。

二―
二
で
見
た
よ
う
な
「
事
が
自
分
の
思
う
よ
う
で
な
い
↓
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不
本
意
↓
後
悔
」
は
自
分
自
身
に
原
因
が
あ
っ
た
場
合
だ
っ
た

が
、


の
よ
う
な
「
思
う
よ
う
で
な
い
↓
不
本
意
↓
不
満
・

不
快
」
は
、
他
者
に
原
因
が
あ
る
場
合
だ
と
整
理
で
き
る
。

し
か
し
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
が
、
確
か
に
何
ら
か
の
行
為
に

対
す
る
批
判
の
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例

が
あ
る
。

〈
春
宮
に
も
と
思
っ
て
い
た
雲
井
雁
が
、夕
霧
と
思
い
合
っ

て
い
る
こ
と
を
老
女
房
の
陰
口
で
知
っ
た
内
大
臣
は
、
大

宮
に
苦
言
を
申
し
入
れ
る
が
…
〉

〈
大
宮
が
内
大
臣
に
〉「
…
さ
て
も
、
誰
か
は
、
か
ゝ
る
事

は
聞
え
け
ん
。
よ
か
ら
ぬ
人
の
言
に
つ
き
て
、
き
は
だ
け

く
思
し
の
た
ま
ふ
も
、
あ
ぢ
き
な
く
、
む
な
し
き
事
に
て
、

人
〈
雲
井
雁
〉
の
御
名
や
け
が
れ
ん
」　　
　
　

  【
乙
女
】


〈
柏
木
は
、
源
氏
が
紫
上
を
寵
愛
し
、
女
三
宮
を
疎
か
に

扱
っ
て
い
る
と
し
て
、
女
三
宮
を
気
の
毒
が
る
〉

「
い
か
な
れ
ば
花
に
木
伝
う
う
ぐ
ひ
す
〈
源
氏
〉
の
さ
く

ら
〈
女
三
宮
〉
を
わ
き
て
ね
ぐ
ら
と
は
せ
ぬ

春
の
鳥
の
、
桜
ひ
と
つ
に
と
ま
ら
ぬ
心
よ
。「
あ
や
し
」

と
お
ぼ
ゆ
る
事
ぞ
か
し
」
と
、
口
ず
さ
び
に
い
へ
ば
、〈
夕

霧
は
〉「
い
で
、
あ
な
、
あ
ぢ
き
な
の
も
の
あ
つ
か
ひ
や
。

さ
れ
ば
よ
」
と
お
も
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
【
若
菜
上
】


〈
紫
上
死
後
、
源
氏
は
念
仏
や
読
経
を
し
、
後
世
の
安
楽

を
願
っ
て
過
ご
す
〉

さ
れ
ど
、
人
聞
き
を
は
ゞ
か
り
給
ふ
〈
出
家
を
憚
っ
て
い

る
〉
な
む
、
あ
ぢ
き
な
か
り
け
る
。　
　
　
　
　
【
御
法
】

そ
れ
ぞ
れ
、
相
手
に
面
と
向
か
っ
て
・
心
の
中
で
・
地
の
文
で
、

「
〜
す
る
な
ん
て
あ
ぢ
き
な
い
」
と
い
う
評
言
を
ぶ
つ
け
て
い

る
。
先
の


は
「
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
か
な
」「
身
の
あ
ぢ
き

な
く
侍
る
」
と
、
直
接
は
相
手
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
「
あ
ぢ

き
な
し
」
だ
が
、
こ
の
三
例
は
相
手
の
行
為
そ
の
も
の
を
「
あ

ぢ
き
な
し
」
と
形
容
し
て
い
る
違
い
が
あ
る
。

注
釈
書
類
の
訳
は
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
「
つ
ま
ら
な
い
」
だ

が
、「
自
分
の
思
う
よ
う
で
な
い
」
を
第
一
義
と
す
る
と
、
批

評
の
言
葉
と
し
て
は
切
っ
先
が
鈍
い
。
そ
れ
で
、
先
行
研
究
で

は
「
条
理
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
語
義
を
根
本
と
し
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
が
、
道
理
に
合
わ
な
い
こ
と
へ
の
批
評
の
語
と
し

て
は
「
わ
り
な
し
」
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る

な
ら
、
や
は
り
「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
「
条
理
に
合
わ
な
い
」
で

は
す
ま
せ
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば

で
は
、事
実
を
知
ら
ぬ（
と

大
宮
は
思
っ
て
い
る
）
内
大
臣
の
言
、

で
も
柏
木
の
い
わ
れ
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の
な
い
源
氏
へ
の
非
難
に
対
し
て
、
大
宮
や
夕
霧
が
発
し
た
り

抱
い
た
り
す
る
批
判
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
と
す
る
と
、「（
人
が
）

思
う
と
こ
ろ
は
（
事
実
・
現
実
と
）
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
か
。
ひ
い
て
は
、「
見
当
違
い
」
と
か
、

の
よ

う
な
例
は
「
心
得
違
い
」
と
訳
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
、「
思
う
よ
う
で
な
い
」
と
い
う
中
心
的
な
語

義
か
ら
派
生
し
て
く
る
こ
と
は
十
分
説
明
が
つ
く
と
思
わ
れ
る
。

「
見
当
違
い
」
と
訳
し
た
い
例
と
し
て
は
、

な
ど
の
他
に
次

の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。


〈
源
氏
か
ら
女
三
宮
降
嫁
を
聞
か
さ
れ
た
紫
上
は
、
そ
れ

を
懸
命
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
が
…
〉

心
の
う
ち
に
も
、「
か
く
、
空
よ
り
出
で
来
に
た
る
や
う

な
る
事
に
て
〈
源
氏
も
〉
の
が
れ
給
ふ
か
た
な
き
を
、
憎

げ
に
も
聞
え
な
さ
じ
。
…
塞
か
る
べ
き
方
な
か
る
べ
き
も

の
か
ら
、
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ゝ
る
ゝ
さ
ま
、
世

（
の
）
人
に
、
も
り
聞
え
じ
。〈
私
の
継
母
で
あ
る
〉
式
部

卿
（
の
）
大
北
の
方
、
つ
ね
に
う
け
は
し
げ
な
る
事
ど
も

を
、
の
給
ひ
出
で
つ
ゝ
、
あ
ぢ
き
な
き
、〈
髭
黒
〉
大
将

の
御
こ
と
に
て
さ
へ
、
あ
や
し
く
、
恨
み
そ
ね
み
給
ふ
な

る
を
。
か
や
う
に
聞
き
て
、
い
か
に
、
い
ち
じ
る
し
く
お

も
ひ
あ
は
せ
給
は
ん
」
な
ど
、
お
い
ら
か
な
る
、
人
の
御

心
と
い
へ
ど
、い
か
で
か
は
、か
ば
か
り
の
隈
は
な
か
ら
ん
。

【
若
菜
上
】

こ
の
「
大
将
の
御
こ
と
」
と
は
、
大
北
の
方
が
、
紫
上
が
玉
鬘

を
髭
黒
に
取
り
持
っ
た
た
め
に
自
分
の
娘
が
離
縁
す
る
こ
と
に

な
っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
紫
上
に

と
っ
て
は
「
見
当
違
い
」
な
恨
み
で
あ
っ
て
、「
つ
ま
ら
な
い
」

と
か
「
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
評
語
で
は
不
十
分
で
は

な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
強
い
批
判
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
は
、
相
手
の
行

為
を
諫
め
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場

合
も
あ
る
。


〈
夜
明
け
の
空
を
見
よ
う
と
誘
う
源
氏
に
、「
埋
も
れ
す

く
よ
か
」
な
末
摘
花
が
反
応
し
な
い
の
で
、
そ
ば
に
控
え

た
老
女
房
た
ち
が
促
す
〉

「
は
や
、
い
で
さ
せ
給
へ
。
あ
ぢ
き
な
し
。
こ
ゝ
ろ
美
し

き
こ
そ
」
な
ど
、〈
女
房
が
〉
教
へ
聞
ゆ
れ
ば
、
さ
す
が
に
、

人
の
聞
ゆ
る
事
を
、
え
い
な
び
給
は
ぬ
御
心
に
て
、
と
か

う
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
、
ゐ
ざ
り
出
で
給
へ
り
。【
末
摘
花
】


〈
明
石
姫
君
を
紫
上
の
養
女
と
し
て
二
条
院
に
引
き
取
る
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と
い
う
源
氏
の
申
し
出
に
逡
巡
す
る
明
石
上
に
〉

尼
君
、
お
も
ひ
や
り
深
き
人
に
て
、「
あ
ぢ
き
な
し
。〈
姫

君
を
〉
み
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
事
は
、
い
と
、
胸
い
た
か

り
ぬ
べ
け
れ
ど
、
つ
ひ
に
、
こ
の
御
た
め
に
よ
か
る
べ
か

ら
む
こ
と
を
こ
そ
、
お
も
は
め
。
あ
さ
く
お
ぼ
し
て
〈
源

氏
が
〉
の
た
ま
ふ
こ
と
に
は
あ
ら
じ
。
た
だ
、
う
ち
頼
み

聞
え
て
、
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
よ
。
…
」【
薄
雲
】


の
例
に
つ
い
て
、
山
崎
氏
は
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
意
義
を
知

る
た
め
の
も
っ
と
も
良
い
例
で
あ
る
と
し
、「
つ
ま
ら
な
い
」

と
解
す
る
諸
注
を
「
文
章
全
体
の
緊
張
感
が
突
然
弛
緩
し
て
し

ま
っ
て
、
い
わ
ば
拍
子
抜
け
し
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
」
と

退
け
、「「
ほ
ん
と
に
わ
か
ら
な
い
、
し
よ
う
の
な
い
人
で
す
ね
」

と
で
も
い
う
よ
う
な
、
ほ
と
ん
ど
詠
嘆
と
も
云
え
そ
う
な
、
な

げ
き
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
」

と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、

の
よ
う
な
類
例
を
見
る
と
、「
あ

ぢ
き
な
し
」
の
語
義
の
根
幹
に
「
な
げ
き
」
も
含
ま
れ
る
わ
け

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
文
脈
上
、
用
い
ら
れ
る
場
面
に
よ
っ

て
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
」
と
い
う
心
情
ま
で
が
表

現
さ
れ
て
い
る
と
解
せ
る
と
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。

そ
し
て
、
こ
の
二
例
は
、
や
は
り
「
そ
れ
は
心
得
違
い
で
す
よ
」

と
い
う
相
手
へ
の
指
導
・
批
判
の
言
葉
と
考
え
た
方
が
、
一
貫

し
た
説
明
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


〈
柏
木
死
後
の
夕
霧
の
心
中
。
柏
木
と
女
三
宮
と
の
こ
と

に
気
づ
き
、
柏
木
の
選
択
を
残
念
に
思
う
〉

「
…
さ
る
ま
じ
き
事
に
心
を
乱
り
て
、
か
く
し
も
、
身
に

か
ふ
べ
き
こ
と
に
や
は
あ
り
け
る
。
人
〈
女
三
宮
〉
の
た

め
に
も
い
と
ほ
し
う
、
我
（
が
）
身
、
は
た
、
い
た
づ
ら

に
や
な
す
べ
き
。
さ
る
べ
き
、
昔
の
契
（
り
）
と
い
ひ
な

が
ら
、
い
と
軽
か
る
し
う
、
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
な
り
か
し
」

な
ど
、
心
一
つ
に
思
へ
ど
、
…　
　
　
　
　
　
　
【
柏
木
】

こ
の

も
含
め
て
、
批
判
と
解
せ
る
用
法
は
一
六
例
を
数
え
る
。

二―

四
最
後
に
、
連
用
形
の
「
副
詞
的
用
法
」
と
言
わ
れ
る
例
に
つ

い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。「
あ
ぢ
き
な
く
思
ふ
」「
あ
ぢ
き
な

く
あ
り
」
は
、「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
用
法
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
用
言
を
修
飾
す
る
「
あ
ぢ
き
な

し
」
は
、「
思
う
よ
う
で
な
く
」
と
解
せ
る
場
合
ば
か
り
で
は

な
い
。
次
の
例
は
、
野
分
の
日
に
端
近
に
立
つ
紫
上
を
の
ぞ
き

見
た
夕
霧
の
印
象
の
描
写
で
あ
る
。
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…
廂
の
御
座
に
ゐ
給
へ
る
人
、
も
の
に
ま
ぎ
る
べ
く
も
あ

ら
ず
、
気
高
く
、
清
ら
に
、
さ
と
匂
ふ
心
ち
し
て
、
春
の

あ
け
ぼ
の
ゝ
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
か
ば
櫻
の
咲
き

み
だ
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
。
あ
ぢ
き
な
く
、
見
た
て
ま

つ
る
わ
が
顔
に
も
、
う
つ
り
く
る
や
う
に
、
愛
敬
は
匂
ひ

ち
り
て
、
ま
た
な
く
め
づ
ら
し
き
、
人
の
御
さ
ま
な
り
。

【
野
分
】

た
だ
呆
然
と
、
そ
の
「
匂
い
く
る
よ
う
な
」
美
し
さ
に
圧
倒
さ

れ
る
様
子
が
実
に
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
こ
の
「
あ
ぢ
き
な

く
」
は
「
思
う
よ
う
で
な
い
（
し
か
も
そ
れ
は
ど
う
に
も
し
よ

う
が
な
い
）」
と
い
う
基
本
的
語
義
か
ら
派
生
し
た
、「
ど
う
し

よ
う
も
な
く
・
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
」
と
い
う
副
詞
的
な

用
法
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
例
も

同
様
と
考
え
ら
れ
る
。


〈
薫
は
横
川
僧
都
に
浮
舟
入
水
の
事
情
を
聞
き
、
浮
舟
の

兄
弟
で
あ
る
小
君
を
、
浮
舟
の
い
る
小
野
の
尼
君
の
も
と

に
遣
わ
す
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
僧
都
か
ら
妹

尼
に
手
紙
が
届
く
〉

「
昨よ
べ晩

、
大
将
殿
の
御
使
に
て
、
小
君
や
、
ま
う
で
給
へ

り
し
。「
事
の
心
、
う
け
給
は
り
し
に
、〈
授
戒
は
〉
あ
ぢ

き
な
く
、
か
へ
り
て
、
臆
し
侍
り
て
な
ん
」
と
、
ひ
め
君

〈
浮
舟
〉に
聞
え
給
へ
。
…
」と
、書
き
給
へ
り
。【
夢
浮
橋
】

次
の
例
は
、
源
氏
物
語
冒
頭
の
例
で
も
あ
り
、「
あ
い
な
し
」

と
の
相
違
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
用
例
で
あ
る
。


上
達
部
・
上
人
な
ど
も
、
あ
い
な
く
、
目
を
そ
ば
め
つ
ゝ
、

「
い
と
、
ま
ば
ゆ
き
、
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。
唐
土
に
も
、

か
ゝ
る
、
事
の
起
り
に
こ
そ
、
世
も
乱
れ
悪
し
か
り
け
れ
」

と
、
や
う

く
、
天
の
下
に
も
、
あ
ぢ
き
な
う
、
人
の
も

て
悩
み
ぐ
さ
に
な
り
て
、
楊
貴
妃
の
例
も
、
ひ
き
出
で
つ

べ
う
な
り
ゆ
く
に
、
い
と
、
は
し
た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、

か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
、
た
ぐ
ひ
な
き
を
頼
み
に
て
、

ま
じ
ら
ひ
給
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
桐
壺
】

こ
の
文
意
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
注
意
す
べ
き
は
、
語

り
手
は
登
場
人
物
の
だ
れ
の
立
場
に
立
っ
て
、
こ
の
地
の
文
の

「
あ
い
な
く
」
や
「
あ
ぢ
き
な
う
」
を
用
い
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
だ
。先
に
、源
氏
の
行
為
を
地
の
文
で「
あ
ぢ
き
な
し
」

と
批
判
す
る
例
（

）
を
見
た
。
そ
の
時
、
語
り
手
は
、
源
氏

の
心
が
ど
う
し
て
も
自
分
一
人
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
い
う

深
い
悩
み
の
う
ち
に
亡
く
な
り
、
そ
の
悩
み
か
ら
出
家
し
た
い

と
い
う
願
い
も
、
源
氏
に
よ
っ
て
留
め
ら
れ
て
い
た
紫
上
に
、
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読
者
の
気
持
ち
が
同
調
す
る
よ
う
な
一
文
を
入
れ
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
心
か
ら
出
家
を
願
っ
た
紫
上
を
妨
げ
た
当
の
源
氏

が
、
今
度
は
紫
上
を
亡
く
し
た
悲
し
み
に
よ
っ
て
出
家
し
た
と

言
わ
れ
て
は
…
、
と
い
う
よ
う
な
外
聞
を
気
に
し
て
出
家
も
し

な
い
な
ん
て
「
あ
ぢ
き
な
し
！
」
と
い
う
評
言
は
、
紫
上
方
の

立
場
か
ら
の
物
言
い
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て

は
、
ま
だ
物

語
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
は
あ
り
な
が
ら
、
主
人
公
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
の
は
桐
壺
更
衣
そ
の
人
で
あ
る
。
身
分
は
そ
れ
ほ

ど
高
く
な
い
、
け
れ
ど
も
異
例
な
寵
愛
を
受
け
、
そ
の
た
め
に

嫉
ま
れ
、
恨
ま
れ
、
病
気
が
ち
な
彼
女
に
、
帝
の
気
持
ち
は
ま

す
ま
す
傾
く
。
し
か
し
、
更
衣
の
窮
状
に
追
い
打
ち
を
か
け
る

よ
う
に
、
世
間
（
貴
族
社
会
）
の
目
は
冷
た
い
。
更
衣
の
頼
れ

る
の
は
帝
の
気
持
ち
一
つ
で
あ
る
…
。
こ
ん
な
場
面
で
、「「
あ

い
な
く
」
目
を
そ
ば
め
る
」
と
い
う
行
為
を
、
山
崎
氏
の
言
う

よ
う
な
「
何
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
、
し
か
し
ど

う
し
よ
う
に
も
す
べ
が
な
い
」「
困
惑
と
諦
観
の
思
い
」
で
そ

う
し
て
い
る
、と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。ま
た
、「「
あ
ぢ
き
な
う
」

世
の
も
て
悩
み
ぐ
さ
に
な
る
」
の
は
、
帝
の
更
衣
寵
愛
が
「
条

理
に
も
と
り
、
こ
と
わ
り
を
こ
え
て
、
正
に
あ
り
得
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
」
で
あ
っ
て
、「
ま
る
で
帝
王
の
道
を
外
れ
た
、
こ
ん

な
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
の
か
」
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
だ
か
ら
な

の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
こ
の
「
あ
い
な
し
」「
あ
ぢ
き
な
し
」

は
、
語
り
手
が
更
衣
の
立
場
か
ら
用
い
た
こ
と
ば
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、「
あ
い
な
く
」
は
「
目
を
そ
ば
め
る
」

に
か
か
る
の
だ
か
ら
、
辻
本
氏
の
解
釈
す
る
よ
う
に
、
更
衣
に

は
何
の
落
ち
度
も
な
い
（
帝
も
ま
だ
国
政
を
疎
か
に
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
）
の
に
「
正
当
な
理
由
な
く
」
そ
っ
ぽ
を
向
か

れ
る
。（
辻
本
氏
も
紹
介
し
て
い
る
が
「
何
と
い
ふ
わ
き
ま
へ

も
な
し
に
う
ち
つ
け
に
物
す
る
こ
と
也
。
こ
ゝ
も
そ
の
意
に
て
、

お
の
が
身
に
か
ゝ
ら
ぬ
人
ま
で
も
な
ん
と
い
ふ
こ
と
な
し
に
目

を
そ
ば
む
る
也
」
と
い
う
宣
長
の
言
（『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』）

も
参
考
に
で
き
る
。）
そ
し
て
「
あ
ぢ
き
な
う
」
も
、「
も
て
悩

み
ぐ
さ
に
す
る
」
を
修
飾
す
る
用
法
で
あ
る
か
ら
、「
思
う
よ

う
で
な
い
」
か
ら
派
生
し
た
「
ど
う
し
よ
う
も
な
く
」
の
語
と

解
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
更
衣
に
と
っ
て
は
「
は
し
た
な
き
こ

と
」
だ
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
世
の
人
の
い
わ
れ
な

き
非
難
の
目
。
悲
劇
の
更
衣
像
が
、
読
者
の
心
に
刻
ま
れ
て
い

く
。
作
者
紫
式
部
は
、
桐
壺
更
衣
に
と
っ
て
「
目
を
そ
ば
め
」

ら
れ
た
り
、「
も
て
悩
み
ぐ
さ
に
」
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
「
あ

い
な
き
」
こ
と
で
あ
り
「
あ
ぢ
き
な
い
」
こ
と
で
あ
る
、
と
伝
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え
る
意
図
で
こ
れ
ら
の
「
評
価
」
語
を
用
い
た
と
解
し
た
い
。

連
用
形
の
用
法
を
「
あ
ぢ
き
な
く
思
う
」
の
よ
う
な
場
合
と

同
じ
く
「
あ
ぢ
き
な
し
と
思
っ
て
」、「
あ
ぢ
き
な
い
こ
と
と
し

て
」
と
解
釈
し
て
し
ま
う
と
、
文
意
を
誤
る
こ
と
が
あ
る
。
あ

く
ま
で
も
、
後
接
の
動
詞
な
ど
に
表
さ
れ
る
「
行
為
」
を
修
飾

す
る
語
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
混
乱
は
避
け
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

三
、
結
語

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
古
、
特
に
源
氏
物
語
の
「
あ
ぢ

き
な
し
」
の
用
法
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
語
義
は

次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

◎
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
基
本
的
な
語
義
は
、「
事
が
（
自
分
の
）

思
う
よ
う
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

「
思
う
よ
う
で
な
い
」
を
根
幹
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
意

味
が
派
生
す
る
。

一
、「
過
去
や
現
在
の
物
事
が
自
分
の
思
う
よ
う
で
な
い

が
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」、
あ
る

い
は
「
こ
れ
か
ら
の
物
事
が
自
分
の
思
う
よ
う
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
認
識
を
あ
ら
わ
す
。

１
．
そ
の
状
況
を
受
け
入
れ
て
「
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の

だ
」
と
悟
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
と
れ
る
こ
と

が
あ
る
。（
諦
観
）

２
．「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
、
そ
の
状
況
を
嘆

く
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
と
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
慨
嘆
）

３
．
結
果
と
し
て
の
事
態
の
原
因
は
自
分
自
身
に
あ

る
と
い
う
気
持
ち
を
読
み
と
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
後
悔
）

４
．
結
果
と
し
て
の
事
態
の
原
因
が
自
分
以
外
の
他

者
に
あ
る
場
合
、
不
快
感
を
読
み
と
れ
る
こ
と

が
あ
る
。（
不
満
・
不
快
）

５
．
そ
の
状
況
は
自
分
が
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
、

期
待
外
れ
だ
、
と
い
う
気
持
ち
を
読
み
と
れ
る

こ
と
が
あ
る
。（
不
本
意
）

二
、「
物
事
が
相
手
の
思
う
よ
う
で
な
く
ど
う
し
よ
う
も

な
い
」
と
い
う
認
識
を
あ
ら
わ
す
。

１
．
相
手
が
思
っ
て
い
る
こ
と
が
事
実
・
現
実
と

違
っ
て
い
る
と
し
て
、
他
者
の
行
為
を
「
見
当

違
い
・
心
得
違
い
で
あ
る
」
と
評
す
る
こ
と
が
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あ
る
。（
批
判
・
非
難
）

２
．
他
者
の
行
為
を
妥
当
で
な
い
も
の
と
し
て
た
し

な
め
る
言
葉
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。（
指

導
・
諫
言
）

三
、（「
物
事
が
思
う
よ
う
で
な
く
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」

か
ら
）
副
詞
的
に
下
接
す
る
用
言
に
か
か
り
、「
ど

う
し
よ
う
も
な
く
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
」
と

い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
。

枕
草
子
の
「
あ
ぢ
き
な
き
も
の
」
章
段
の
三
つ
の
例
の
う
ち
、

一
つ
め
（
自
分
か
ら
進
ん
で
宮
仕
え
に
出
て
き
た
く
せ
に
不
満

げ
な
態
度
）
と
三
つ
め
（
無
理
や
り
婿
に
し
て
お
い
て
期
待
外

れ
と
嘆
く
）
に
つ
い
て
は
、「
見
当
違
い
」
と
い
う
批
判
と
解

釈
で
き
る
し
、
二
つ
め
（
養
女
の
顔
が
に
く
ら
し
げ
）
は
「
思

う
よ
う
で
な
く
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
い
う
基
本
語
義
で
あ

る
。
ま
た
、
衣
服
の
名
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
疑
問
を
な
げ
か
け

て
い
る
場
合
も
、「
思
う
よ
う
で
な
い
（
不
満
）」
と
解
し
て
問

題
は
な
い
。「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
語
義
の
中
核
を
、
以
上
の
よ

う
に
「
思
う
よ
う
で
な
い
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
先
行
研
究
二

者
の
提
示
す
る
「
あ
い
な
し
」
の
語
義
の
う
ち
、「
ど
う
し
よ

う
も
な
い
、
と
い
う
諦
観
と
嘆
き
」
と
は
区
別
が
は
っ
き
り
し

な
く
な
る
。
ま
た
、
桐
壺
巻
冒
頭
例
の
検
討
な
ど
に
よ
っ
て
も
、

「
あ
い
な
し
」
の
基
本
的
な
語
義
を
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」

と
す
る
の
に
は
抵
抗
が
あ
る
。
結
局
の
所
ど
ち
ら
の
語
も
「
嘆

き
・
諦
観
」
に
つ
な
が
る
基
礎
を
持
っ
て
い
る
し
、文
脈
に
よ
っ

て
は
「
面
白
く
な
い
」
と
訳
し
て
も
よ
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
義
を
派
生
す
る

根
幹
と
し
て
は
、「
あ
い
な
し
」
は
「
正
当
な
理
由
が
な
い
」「
あ

ぢ
き
な
し
」
は
「
思
う
よ
う
で
な
い
」
と
考
え
て
お
く
と
、
両

者
の
違
い
を
す
っ
き
り
と
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
、

同
じ
く
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
訳
せ
て
も
、「
す
さ
ま
じ
」
が
客

観
的
な
基
準
・
前
提
に
照
ら
し
て
合
致
し
な
い
不
快
感
を
あ
ら

わ
す
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
三
語
は
、
そ
れ
ら

の
表
す
「
不
快
」
の
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
点
が

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
現
代
語
訳
」
で

は
語
の
持
つ
基
本
的
な
意
味
か
ら
か
な
り
乖
離
し
た
訳
語
が
選

ば
れ
る
こ
と
も
、
と
き
に
は
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、

根
本
的
に
そ
の
語
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
「
核
」
と
し
て
持
っ

て
い
る
か
は
、
常
に
意
識
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
も

思
う
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
源
氏
物
語
の
「
あ
ぢ
き
な
し
」
の
用
例
を
す
べ
て

掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、「
あ
い
な
し
」
や
「
す
さ

ま
じ
」、
ま
た
「
わ
り
な
し
」
と
い
っ
た
類
義
語
と
の
比
較
も
、

先
行
研
究
に
頼
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
稿
を
改
め
て
、

今
後
順
次
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

注（
１
）
犬
塚
旦
『
王
朝
美
的
語
詞
の
研
究
』（
笠
間
書
院
・
一
九
七
三
）、

梅
野
き
み
子
『
え
ん
と
そ
の
周
辺　
平
安
文
学
の
美
的
語
彙
の
研
究
』

（
笠
間
書
院
・
一
九
七
九
）、
同
『
王
朝
の
美
的
語
詞
』（
新
典
社
・

一
九
九
五
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）「『
枕
草
子
』
の
「
に
く
し
」
の
価
値
」『
小
松
英
雄
博
士
退
官
記

念
日
本
語
学
論
集
』
三
省
堂
、
一
九
九
三

（
３
）「『
枕
草
子
』
の
「
す
さ
ま
じ
」
の
位
置
」『
跡
見
学
園
短
期
大
学

紀
要
』
二
九
、一
九
九
三

（
４
）
以
下
、
本
文
は
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

た
だ
し
、
旧
字
体
・
送
り
が
な
等
を
、
筆
者
の
判
断
で
適
宜
変
更
し

て
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
５
）『
平
安
時
代
和
文
の
研
究
』
明
治
書
院
、
一
九
八
六

（
６
）『
源
氏
物
語
の
語
義
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
七
八

（
７
）（
６
）
に
同

（
８
）「
あ
い
な
き
「
あ
い
な
し
」
考
」『
南
山
国
文
論
集
』
二
三
、
南

山
大
学
国
語
学
国
文
学
会
、
一
九
九
九 
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