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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
︑
別
稿
⑴

を
受
け
︑
源
氏
物
語
を
研
究
資
料
と
し
て
︑
そ
れ
に
お
け
る
希
望
表
現
⑵

の

実
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

源
氏
物
語
に
つ
い
て
は
︑
特
に
書
誌
的
な
記
述
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
︒
常
識
的
な
と
こ
ろ

で
︑
平
安
時
代
中
期
の
一
〇
〇
七
︵
寛
弘
四
︶
年
頃
︑
藤
原
為
時
の
娘
紫
式
部
と
呼
ば
れ
る
女

性
の
手
に
よ
り
作
ら
れ
た
︑
長
編
の
物
語
で
あ
る
︑
と
す
る
︒
築
島
裕
に
よ
り
和
文
の
典
型
と

し
て
︑
ほ
ぼ
同
時
代
の
漢
文
訓
読
資
料
と
の
比
較
に
よ
り
用
語
・
語
法
の
異
な
り
の
あ
る
こ
と

か
ら
︑﹁
和
文
特
有
語
﹂﹁
漢
文
訓
読
特
有
語
﹂
の
位
相
的
な
区
別
が
見
ら
れ
る
事
が
知
ら
れ
⑶

︑

文
中
に
漢
語
の
引
用
や
僧
侶
の
発
話
な
ど
に
和
文
で
は
な
い
表
現
も
見
ら
れ
る
が
︑
全
体
と
し

て
和
文
で
書
か
れ
た
資
料
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　

テ
キ
ス
ト
に
は
︑
柳
井
茂
他
校
注
﹃
源
氏
物
語
﹄︵
岩
波
書
店　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
19

~
23　

一
九
九
三
年
一
月
~
一
九
九
七
年
三
月
第
一
刷
発
行
︶
を
用
い
る
︒
そ
の
底
本
は
︑
古

代
学
協
会
蔵
︑
飛
鳥
井
雅
康
等
筆
本
五
十
三
冊
︵
大
島
雅
太
郎
氏
旧
蔵
︒
通
称
大
島
本
︶︑
そ

れ
の
欠
く
浮
舟
巻
の
底
本
に
︑
東
海
大
学
付
属
図
書
館
蔵
明
融
本
を
用
い
て
い
る
︒
本
文
作
成

に
︑
仮
名
に
必
要
に
応
じ
て
漢
字
を
当
て
︑
も
と
の
仮
名
は
振
り
仮
名
の
形
で
残
す
︒
漢
字
に

必
要
に
応
じ
て
振
り
仮
名
を
︵	

︶
に
入
れ
て
付
す
︒
仮
名
遣
い
は
底
本
の
ま
ま
と
し
︑
本
文
が

歴
史
的
仮
名
遣
い
に
一
致
し
な
い
場
合
に︵	

︶で
そ
れ
を
傍
記
し
た
︒

源
氏
物
語
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

柴
　
田
　
昭
　
二
　
　

連
　
　
　
仲
　
友
　
　

　

二
、
希
望
表
現
の
構
成
形
式

　

源
氏
物
語
︵
以
下
︑﹁
本
書
﹂
と
略
す
︶
に
お
け
る
希
望
表
現
と
認
め
ら
れ
る
構
成
形
式
と
そ

れ
ぞ
れ
の
用
例
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

　
　
﹁
ま
ほ
し
﹂　　
　
　
　
　
︵
二
六
四
例
︶

　
　
﹁
ま
う
し
﹂　　
　
　
　
　
　
　
︵
七
例
︶

　
　
﹁
ば
や
﹂　　
　
　
　
　
　
　
︵
七
〇
例
︶

　
　
﹁
も
が
な
﹂　　
　
　
　
　
　
︵
二
八
例
︶

　
　
﹁
に
し
か
な
﹂　　
　
　
　
　
︵
一
一
例
︶

　
　
﹁
て
し
か
な
﹂　　
　
　
　
　
︵
二
六
例
︶

　
　
﹁
な
む
﹂　　
　
　
　
　
　
　
︵
三
二
例
︶

　
　
﹁
ほ
し
﹂　　
　
　

	　
　
　

	　
︵
一
例
︶

　
　
﹁
ね
が
は
し
﹂　　
　
　
　
　
　
︵
三
例
︶

　
　
﹁
願
﹂　　
　
　
　
　
　
　
　
︵
三
八
例
︶

　
　
﹁
ね
が
ふ
﹂　　
　
　
　
　
　
︵
三
四
例
︶

　
　
﹁
の
ぞ
む
﹂　　
　
　
　
　
　
︵
一
一
例
︶

　
　
﹁
い
の
る
﹂　　
　
　
　
　
　
︵
五
八
例
︶

　

右
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
本
書
に
お
け
る
希
望
表
現
の
構
成
は
多
様
に
亘
る
︒
付
属
語
と

し
て
助
動
詞
の
﹁
ま
ほ
し
﹂﹁
ま
う
し
﹂︑
終
助
詞
の
﹁
ば
や
﹂﹁
も
が
な
﹂﹁
に
し
か
な
﹂﹁﹁
て

し
か
な
﹂﹁
な
む
﹂
が
見
ら
れ
︑
自
立
語
と
し
て
︑
形
容
詞
の
﹁
ほ
し
﹂︑﹁
ね
が
は
し
﹂︑
名
詞

の﹁
願
﹂︑
動
詞
の﹁
ね
が
ふ
﹂﹁
の
ぞ
む
﹂﹁
い
の
る
﹂が
見
ら
れ
る
︒

源
氏
物
語
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

一
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三
、
各
形
式
の
用
法

　

１
、「
ま
ほ
し
」の
用
法

　

ま
ず
︑﹁
ま
ほ
し
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
ま
ほ
し
﹂
は
二
六
四
例
見
ら
れ
︑
量
的
に
最

も
多
く
︑
希
望
表
現
の
中
核
と
い
え
る
︒

︵
１
︶限か

ぎ

り
と
て
わ
か
る
ゝ
道み

ち

の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命い

の
ちな

り
け
り︵
桐
壺　

①
八
頁
︶

︵
２
︶﹁
た
し
か
に
な
む
う
け
給
は
ら
ま
ほ
し
き
︒﹂︵
蓬
生　

②
一
四
七
頁
︶

︵
３
︶﹁
か
の
人
の
あ
た
り
に
こ
そ
は
触ふ

れ
ば
は
せ
ま
ほ
し
け
れ
︒﹂︵
若
菜
上　

③
二
一
四
頁
︶

　

例︵
１
︶は
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
り
︑﹁
生
き
た
い
の
は
命
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
︒﹂の
意
と

取
れ
︑
和
歌
は
軽
い
贈
答
歌
に
お
い
て
も
︑
歌
語
あ
る
い
は
雅
語
を
用
い
る
の
が
定
式
で
あ

り
︑
歌
中
の
用
例
は
意
味
の
あ
る
用
例
と
な
る
︒
例
︵
２
︶︵
３
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で

あ
り
︑﹁
た
し
か
に
お
受
け
し
た
い
︒﹂︑﹁
あ
の
方
の
お
側
に
慣
れ
添
わ
せ
た
い
も
の
で
す
︒﹂

の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
希
望
表
現
の
下
位
分
類
の
﹁
願
望
⑷

﹂
を
﹁
表
出
⑸

﹂
す
る
用
法
で
あ

る
︒

︵
４
︶	親み

こ王
の
御
筋す

ぢ

に
て
か
の
人
に
も
通か

よ

ひ
き
こ
え
た
る
に
や
︑
と
い
と
ゞ
あ
は
れ
に
見み

ま
ほ

し
︒︵
若
紫　

①
一
六
二
頁
︶

︵
５
︶経
に
心
を
入い

れ
ひ
て
読よ

み
給
へ
る
さ
ま
︑
絵ゑ

に
も
か
ゝ
ま
ほ
し
︒︵
手
習　

⑤
三
七
四
頁
︶

　

例
︵
４
︶︵
５
︶
は
地
の
文
に
お
い
て
︑
文
末
に
終
止
形
で
結
ぶ
用
例
で
あ
る
︒﹁
た
い
そ
う

お
逢
い
し
た
い
も
の
で
す
︒﹂︑﹁
お
経
を
読
む
美
し
い
様
子
を
絵
に
も
か
き
た
い
︒﹂
の
意
と
解

さ
れ
︑
作
者
が
地
の
文
の
中
に
自
ら
の
思
い
を
述
べ
た
部
分
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
解

釈
を
取
れ
ば
︑
書
き
手
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

︵
６
︶	筑つ

く

波ば

山や
ま

を
分わ

け
見み

ま
ほ
し
き
御
心
は
あ
り
な
が
ら
︑
端は

山
の
繁し

げ

り
ま
で
あ
な
が
ち
に
思

︵
お
も
ひ
︶

入い

ら
む
も
︑︵
東
屋　

⑤
一
二
四
頁
︶

︵
７
︶入い

り
て
見み

る
に
︑
こ
と
さ
ら
人
に
も
見み

せ
ま
ほ
し
き
さ
ま
し
て
ぞ
お
は
す
る
︒

	

︵
手
習　

⑤
三
七
四
頁
︶

　

例
︵
６
︶︵
７
︶
は
地
の
文
に
お
け
る
﹁
ま
ほ
し
﹂
の
連
体
修
飾
法
の
用
例
で
︑﹁
筑
波
の
山
に

分
け
て
入
っ
て
︑
よ
く
見
た
い
お
気
持
ち
は
あ
る
が
︑﹂︑﹁︵
浮
舟
の
︶
格
別
に
人
に
見
せ
て
や

り
た
い
ほ
ど
の
美
貌
で
︑﹂の
意
と
解
さ
れ
︑
一
般
的
な﹁
願
望
﹂を﹁
説
明
⑹

﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
８
︶	大
将
は
︑
御
あ
り
さ
ま
ゆ
か
し
う
て
内う

ち

に
も
ま
い︵

ゐ
︶ら

ま
ほ
し
く
お
ぼ
せ
ど
︑
う
ち
捨す

て
ら

れ
て
見み

を︵
お
︶く

ら
む
も
人
わ
ろ
き
心

︵
こ
こ
︶ち

し
給
へ
ば
︑
お
ぼ
し
と
ま
り
て
︑

	

︵
賢
木　

①
三
四
九
頁
︶

︵
９
︶石い

し

山
の
仏ほ

と
けを

も
︑
弁
の
お
も
と
を
も
︑
並な

ら

べ
て
戴い

た
ゞか

ま
ほ
し
う
思お

も

へ
ど
︑

	

︵
真
木
柱　

③
一
一
〇
頁
︶

　

例
︵
８
︶︵
９
︶
は
﹁
ま
ほ
し
﹂
の
連
用
修
飾
法
の
用
例
で
あ
る
︒﹁
大
将
は
斎
宮
一
行
の
出
発

の
ご
様
子
が
見
た
く
て
︑
内
に
も
参
上
し
た
く
お
思
い
に
な
る
が
︑﹂︑﹁︵
髭
黒
は
︶
両
方
と
も

拝
み
た
い
と
思
う
が
︑﹂の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
地
の
文
で
作
中
人
物
の
一
般
的
な﹁
願
望
﹂

を﹁
説
明
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

以
上
の
よ
う
に﹁
ま
ほ
し
﹂は
︑
文
末
で
は﹁
表
出
﹂の
用
法
︑
修
飾
節
で
は﹁
説
明
﹂の
用
法

で﹁
願
望
﹂を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

︵
10
︶﹁
か
の
御
言こ

と

あ
や
ま
た
ず
︑
聞き

こ
え
う
け
た
ま
は
ら
ま
ほ
し
さ
に
な
ん
︒﹂

	

︵
椎
本　

④
三
六
二
頁
︶

︵
11
︶こ
の
君
を
尋

︵
た
づ
ね
︶ま

ほ
し
げ
に
の
給

︵
た
ま
ひ
︶し

か
ば
︑
か
ゝ
る
つ
い
で
に
も
の
言い

ひ
ふ
れ
ん
と
思お

も

ほ
す

に
よ
り
て
︑︵
宿
木　

⑤
一
一
三
頁
︶

︵
12
︶御
供と

も

に
︑
わ
れ
も
〳
〵
と
物
ゆ
か
し
が
り
て
︑
ま
う
上の

ぼ

ら
ま
ほ
し
が
れ
ど
︑
こ
な
た
に
と

を︵
ほ
︶き

を
ば
選え

り
と
ゞ
め
さ
せ
給

︵
た
ま
ひ
︶て

︑︵
若
菜
下　

③
三
三
四
頁
︶

　

例︵
10
︶︵
11
︶︵
12
︶は﹁
ま
ほ
し
﹂に
接
尾
語﹁
さ
﹂﹁
げ
﹂﹁
が
る
﹂が
付
い
た
派
生
語
の
用

例
で
あ
る
︒
例︵
10
︶は﹁
隔
て
な
く
お
付
き
合
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒﹂の
意
で
名
詞
を
作
る

接
尾
語
の
つ
い
た
例
で
あ
り
︑
例︵
11
︶は﹁
浮
舟
に
会
い
た
そ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ら
し
た

の
で
︑﹂
の
意
︑
例
︵
12
︶
は
﹁
わ
れ
も
わ
れ
も
と
心
引
か
れ
て
︑
参
上
し
た
が
る
け
れ
ど
︑﹂
の

意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
作
中
人
物
の
心
中
を
外
か
ら
見
た
﹁
願
望
﹂
を
﹁
説
明
﹂
す
る
用
法
で

二
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あ
る
︒

　

２
、「
ま
う
し
」の
用
法

	　

次
に
︑﹁
ま
う
し
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に﹁
ま
う
し
﹂は
七
例
見
ら
れ
る
︒﹁
ま
う
し
﹂は

﹁
ま
ほ
し
﹂
に
対
す
る
﹁
憂
し
﹂
の
類
推
か
ら
発
想
さ
れ
た
︑
打
消
し
の
希
望
表
現
と
し
て
作
ら

れ
た
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

︵
13
︶か
ね
つ
き
て
と
ぢ
め
む
こ
と
は
さ
す
が
に
て
こ
た
え︵

へ
︶ま

う
き
ぞ
か
つ
は
あ
や
な
き

	

︵
末
摘
花　

①
二
一
七
頁
︶

︵
14
︶こ
の
君
の
御
童わ

ら
は

姿す
が
たい

と
変か

へ
ま
う
く
お
ぼ
せ
ど
︑
十
二
に
て
御
元げ

ん

服ぷ
く

し
給
ふ
︒

	

︵
桐
壺　

①
二
四
頁
︶

︵
15
︶﹁
数か

ず

な
ら
ぬ
身
を
見み

ま
う
く
お
ぼ
し
捨す

て
む
も
こ
と
は︵

わ
︶り

な
れ
ど
︑﹂︵
葵　

①
三
〇
〇
頁
︶

　

例
︵
13
︶
は
和
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
ご
返
事
し
た
く
な
い
こ
と
は
や
は
り
一
方
で
理

屈
が
立
た
な
い
の
で
す
が
︑﹂の
意
︑
例︵
14
︶は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
り
︑﹁
こ
の
若
宮

の
御
童
子
姿
を
本
当
に
替
え
た
く
な
い
と
お
思
い
に
な
る
が
︑
十
二
歳
で
ご
元
服
な
さ
る
︒﹂

の
意
︑
例
︵
15
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
り
︑﹁
わ
た
し
の
よ
う
な
人
数
に
も
入
ら
ぬ

者
を
︑
見
た
く
な
く
て
お
見
捨
て
に
な
る
と
い
う
の
も
も
っ
と
も
で
す
が
︑﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑

い
ず
れ
も
否
定
的
な﹁
願
望
﹂を﹁
説
明
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

３
、「
ば
や
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
ば
や
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に﹁
ば
や
﹂は
七
〇
例
見
ら
れ
る
︒

︵
16
︶須す

磨ま

の
浦
に
心
を
よ
せ
し
舟ふ

な

人
の
や
が
て
朽く

た
せ
る
袖
を
み
せ
ば
や︵
明
石　

②
九
〇
頁
︶

︵
17
︶お
な
じ
枝え

を
分わ

き
て
染そ

め
け
る
山
姫ひ

め

に
い
づ
れ
か
深ふ

か

き
色
と
とゝ
は
ばゝ
や

	

︵
総
角　

④
四
〇
八
頁
︶

　

例︵
16
︶︵
17
︶は
和
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
須
磨
の
浦
で
同
情
申
し
上
げ
た
船
人︵
私
︶

が
︑
そ
の
時
以
来
絶
え
ぬ
涙
で
朽
ち
さ
せ
て
し
ま
っ
た
袖
を
あ
な
た
に
見
せ
た
い
も
の
だ
︒﹂︑

﹁
同
じ
枝
を
片
方
だ
け
を
特
別
染
め
分
け
た
山
姫
に
︑
ど
ち
ら
が
深
い
色
か
尋
ね
た
い
︒﹂
の
意

と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
詠
み
手
自
身
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
18
︶﹁
と
き
〴
〵
は
世
の
常つ

ね

な
る
御
け
し
き
を
見み

ば
や
︒﹂︵
若
紫　

①
一
七
二
頁
︶

︵
19
︶﹁
ま
ろ
は
︑
い
か
で
死し

な
ば
や
︒﹂︵
浮
舟　

⑤
二
四
六
頁
︶

　

例
︵
18
︶︵
19
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
時
に
世
間
の
夫
婦
と
同
じ
ご
様
子
を

見
た
い
も
の
だ
︒﹂︑﹁
私
は
︑
ど
う
し
て
も
死
に
た
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
文
末
に

お
い
て
話
者
自
身
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
20
︶君
う
ち
笑ゑ

み
給

︵
た
ま
ひ
︶て

︑
知し

ら
ば
や
と
思お

も

ほ
し
た
り
︒︵
夕
顔　

①
一
〇
六
頁
︶

︵
21
︶さ
は
れ
︑
こ
の
つ
い
で
に
も
死し

な
ば
や
︑
と
お
ぼ
す
︒︵
柏
木　

④
一
二
頁
︶

　

例
︵
20
︶︵
21
︶
は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
是
非
そ
の
女
の
素
性
を
知
り
た
い
と

お
思
い
に
な
っ
た
︒﹂︑﹁
こ
の
つ
い
で
に
死
に
た
い
︑
と
お
思
い
に
な
る
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑

作
中
人
物
の
内
心
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
と
見
ら
れ
る
︒

　

４
、「
も
が
な
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
も
が
な
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に﹁
も
が
な
﹂は
二
八
例
見
ら
れ
る
︒

︵
22
︶尋た

づ

ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
玉

︵
た
ま
︶の

あ
り
か
を
そ
こ
と
知し

る
べ
く

	

︵
桐
壺　

①
一
六
頁
︶

︵
23
︶む
つ
ご
と
を
語か

た

り
あ
は
せ
む
人
も
が
な
う
き
世
の
夢
も
な
か
ば
さ
む
や
と

	

︵
明
石　

②
七
七
頁
︶

　

例
︵
22
︶︵
23
︶
は
和
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
魂
を
捜
し
て
ゆ
く
幻
術
士
が
い
て
欲
し

い
︒﹂︑﹁
む
つ
ま
じ
く
言
葉
を
交
わ
す
相
手
が
ほ
し
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
詠
み
手

自
身
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
24
︶﹁
さ
ら
ぬ
別わ

か

れ
は
な
く
も
が
な
﹂と
な
ん
こ
ま
や
か
に
語か

た

ら
ひ
給

︵
た
ま
ひ
︶て

︑

源
氏
物
語
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

三
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︵
夕
顔　

①
一
〇
三
頁
︶

︵
25
︶﹁
こ
の
宮
を
あ
づ
か
り
て
は
ぐ
く
ま
ん
人
も
が
な
︒﹂︵
若
菜
上　

③
二
一
三
頁
︶

　

例
︵
24
︶︵
25
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
避
け
ら
れ
な
い
死
別
は
あ
ら
ず
に
い

た
い
﹂︑﹁
こ
の
宮
を
あ
ず
か
る
後
見
役
が
い
て
ほ
し
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
文
末

に
お
か
れ
話
者
自
身
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
26
︶い
か
で
お︵

を
︶か

し
か
ら
む
兒ち

ご

も
が
な
と
︑
宮
ぞ
時と

き

〴
〵
お
ぼ
し
の
た
ま
ひ
け
る
に
︑

	

︵
橋
姫　

④
二
九
八
頁
︶

︵
27
︶姫ひ

め

君
た
ち
の
御
有︵

あ
り
︶さ

ま
あ
た
ら
し
く
︑
か
ゝ
る
山
懐ぶ

と
こ
ろに

ひ
き
籠こ

め
て
は
や
ま
ず
も
が
な
︑

と
お
ぼ
し
つ
ゞ
け
ら
る
︒︵
椎
本　

④
三
四
二
頁
︶

　

例︵
26
︶︵
27
︶は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
何
と
か
可
愛
い
児
が
い
て
ほ
し
い
と
︑﹂︑

﹁
こ
ん
な
山
ふ
も
と
に
埋
も
れ
た
ま
ま
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
作

中
人
物
の
内
心
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

５
、「
に
し
か
な
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
に
し
か
な
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に﹁
に
し
か
な
﹂は
一
一
例
見
ら
れ
る
︒

︵
28
︶﹁
空
の
け
し
き
に
つ
け
て
も
︑
心
の
ゆ
く
こ
と
も
し
侍
り
に
し
か
な
︒﹂

	

︵
薄
雲　

②
二
四
二
頁
︶

︵
29
︶﹁
と
も
か
く
も
お
ぼ
し
分わ

く
ら
む
さ
ま
な
ど
を
︑
さ
は
や
か
に
う
け
た
ま
は
り
に
し
か
な
﹂

と
︑︵
総
角　

④
三
八
五
頁
︶

　

例
︵
28
︶︵
29
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
そ
の
風
情
を
心
ゆ
く
ま
で
し
た
い
も

の
だ
︒﹂︑﹁
そ
ち
ら
の
真
意
を
は
っ
き
り
承
り
た
い
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
話
者
自
身
の
﹁
願
望
﹂

を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
30
︶さ
ら
む
世
を
見み

は
て
ぬ
さ
き
に
︑
心
と
背そ

む

き
に
し
か
な
︑
と
た
ゆ
み
な
く
お
ぼ
し
わ
た
れ

ど
︑︵
若
菜
下　

③
三
二
八
頁
︶

︵
31
︶わ
れ
も
人
も
見み

お
と
さ
ず
︑
心
違た

が

は
で
や
み
に
し
か
な
︑
と
思お

も

ふ
心
づ
か
ひ
深ふ

か

く
し
給
へ

り
︒︵
総
角　

④
四
三
〇
頁
︶

　

例︵
30
︶︵
31
︶は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
夫
婦
の
仲
の
行
く
先
を
見
届
け
る
前
に
︑

自
分
か
ら
世
を
捨
て
た
い
も
の
だ
︒﹂︑﹁
精
神
的
な
共
感
を
保
っ
て
い
た
い
︑﹂の
意
と
解
さ
れ
︑

作
中
人
物
の
内
心
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

６
、「
て
し
か
な
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
て
し
か
な
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に﹁
て
し
か
な
﹂が
二
六
例
見
ら
れ
る
︒

︵
32
︶お
し
か
ら
ぬ
命い

の
ちに

か
へ
て
目め

の
前ま

へ

の
別わ

か

れ
を
し
ば
し
と
ゞ
め
て
し
か
な

	

︵
須
磨　

②
二
二
頁
︶

　

例
︵
32
︶
は
和
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
ど
う
な
っ
て
も
構
わ
な
い
私
の
命
と
引
き
換
え

に
︑
今
の
こ
の
別
れ
を
し
ば
ら
く
の
間
で
も
引
き
留
め
た
い
も
の
だ
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
詠

み
手
自
身
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
33
︶﹁
い
た
う
も
て
な
し
て
し
か
な
︒
猶

︵
な
ほ
︶う

ち
あ
は
ぬ
人
の
気
色
見み

集あ
つ

め
む
﹂と
の
給
へ
ば
︑

	

︵
玉
鬘　

②
三
六
五
頁
︶

︵
34
︶﹁
れ
ひ︵

い
︶の

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
聖

ひ
じ
り

言こ
と

葉ば

︑
見み

は
て
てゝ
し
か
な
﹂と
て
笑わ

ら

ひ
給
ふ
︒

	

︵
橋
姫　

④
三
二
六
頁
︶

　

例
︵
33
︶︵
34
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
大
事
に
世
話
し
て
み
た
い
も
の
だ
︒﹂︑

﹁
例
に
よ
っ
て
大
げ
さ
な
聖
人
ぶ
っ
た
物
言
い
︑
そ
れ
が
し
ま
い
に
ど
う
な
る
か
見
届
け
た

い
︒﹂の
意
と
解
さ
れ
︑
話
者
自
身
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
35
︶あ
や
し
う
心
得え

ぬ
事
も
あ
る
に
や
︑
見み

て
し
が
な
︑
と
思お

も

ほ
せ
ど
︑

	

︵
末
摘
花　

①
二
二
二
頁
︶

︵
36
︶か
の
あ
り
し
猫ね

こ

を
だ
に
得え

て
し
か
な
︑
思

︵
お
も
ふ
︶

事
語か

た

ら
ふ
べ
く
は
あ
ら
ね
ど
︑
か
た
は
ら
さ
び

し
き
慰な

ぐ
さめ

に
も
な
つ
け
む
︑
と
思お

も

ふ
に
︑︵
若
菜
下　

③
三
一
一
頁
︶

四
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例︵
35
︶︵
36
︶は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
妙
に
納
得
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
の
か
︑

見
届
け
た
い
も
の
だ
︒﹂︑﹁
せ
め
て
あ
の
猫
を
だ
け
で
も
手
に
入
れ
た
い
も
の
だ
︒﹂
の
意
と
解

さ
れ
︑
作
中
人
物
の﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

７
、「
な
む
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
な
む
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
な
む
﹂
は
三
二
例
見
ら
れ
る
︒﹁
ま
ほ
し
﹂﹁
ま

う
し
﹂﹁
ば
や
﹂﹁
も
が
な
﹂﹁
に
し
か
な
﹂﹁
て
し
か
な
﹂
が
話
者
自
身
に
向
け
ら
れ
る
﹁
願
望
﹂

を
表
す
の
と
異
な
り
︑﹁
な
む
﹂は
話
者
が
他
者
に
向
け
ら
れ
る﹁
希
求
⑺

﹂を
表
す
語
で
あ
る
︒

︵
37
︶山
が
つ
の
い
ほ
り
に
焚た

け
る
し
ば
〳
〵
も
こ
と
問ゝ
ひ
来こ

な
ん
恋こ

ふ
る
さ
と
人

	

︵
須
磨　

②
三
八
頁
︶

︵
38
︶ほ
と
ゝ
ぎ
す
君
に
つ
て
な
ん
ふ
る
さ
と
の
花は

な

た
ち
花
は
い
ま
ぞ
盛さ

か

り
と

	

︵
幻　

④
二
〇
一
頁
︶

　

例
︵
37
︶︵
38
︶
は
和
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
し
ば
し
ば
私
に
便
り
を
寄
こ
し
て
ほ
し

い
︒﹂︑﹁
ほ
と
と
ぎ
す
よ
︑
亡
き
君︵
紫
上
︶に
言
伝
え
て
ほ
し
い
︒﹂の
意
と
解
さ
れ
︑
詠
み
手

自
身
の﹁
希
求
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
39
︶﹁
い
と
か
う
も
の
を︵

お
︶そ

ろ
し
か
ら
ぬ
御
住す

ま
ひ
に
︑
お
ぼ
し
移う

つ

ろ
は
な
む
︒﹂

	

︵
蓬
生　

②
一
三
四
頁
︶

︵
40
︶﹁
お
な
じ
う
は
︑
こ
の
御み

簾す

の
も
と
に
ゆ
る
さ
れ
あ
ら
な
む
︒
阿あ

ざ

り
闍
梨
の
下お

る
ゝ
ほ
ど
ま

で
﹂な
ど
つ
れ
な
く
の
給

︵
た
ま
ふ
︶︒︵

夕
霧　

④
九
六
頁
︶

　

例
︵
39
︶︵
40
︶
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
ま
っ
た
く
こ
の
よ
う
に
恐
ろ
し
い
思

い
を
し
な
い
で
す
む
お
邸
に
移
っ
て
ほ
し
い
︒﹂︑﹁
こ
ち
ら
の
御
簾
近
く
で
許
し
て
ほ
し
い
︒﹂

の
意
と
解
さ
れ
︑
話
者
自
身
か
ら
相
手
へ
の﹁
希
求
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

︵
41
︶人
〻
あ
り
し
ま
ゝ
に
聞き

こ
え
漏も

ら
さ
な
む
︑
う
し
と
お
ぼ
す
と
も
い
か
ゞ
は
せ
む
と
お
ぼ

す
︒︵
夕
霧　

④
一
〇
二
頁
︶

︵
42
︶身
に
は
こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
︑
長な

が

き
御
世よ

に
も
あ
ら
な
ん
︑
と
ぞ
思

︵
お
も
ひ
︶は

べ
る
︒

	

︵
若
菜
上　

③
二
八
三
頁
︶

　

例︵
41
︶︵
42
︶は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
事
実
通
り
に
報
告
し
て
ほ
し
い
︒﹂︑﹁
私

よ
り
は
る
か
に
ご
長
命
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
相
手
へ

の﹁
希
求
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

８
、「
ほ
し
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
ほ
し
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
で
は
単
独
の﹁
ほ
し
﹂の﹁
用
例
は
な
い
が
︑
派
生
語

の﹁
欲
し
げ
な
り
﹂が
一
例
見
ら
れ
る
︒

︵
43
︶お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖そ

で

は
︑
秋
の
空
に
し
も
こ
そ
欲ほ

し
げ
な
り
け
れ
︒︵
野
分　

③
三
六
頁
︶

　

例
︵
43
︶
は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
大
空
を
覆
っ
て
風
を
防
ぐ
こ
と
の
で
き
る
よ

う
な
大
き
な
袖
が
欲
し
い
よ
う
だ
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
外
か
ら
見
た
作
中
人
物
の
﹁
願
望
﹂
を

﹁
説
明
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒

　

９
、「
ね
が
は
し
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
ね
が
は
し
﹂の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に﹁
ね
が
は
し
﹂は
三
例
見
ら
れ
る
︒

︵
44
︶願ね

が

は
し
き
さ
ま
に
も
な
り
な
ま
し
と
お
ぼ
す
に
は
︑
ま
づ
対た

い

の
姫ひ

め

君
の
さ
う
〴
〵
し
く
て

も
の
し
給

︵
た
ま
ふ
︶ら

む
あ
り
さ
ま
ぞ
︑
ふ
と
お
ぼ
し
や
ら
る
ゝ
︒︵
葵　

①
三
一
四
頁
︶

︵
45
︶い
か
め
し
き
御
よ
そ
ひ
を
待ま

ち
う
け
た
て
ま
つ
り
給
は
む
こ
と
︑
願ね

が

は
し
く
も
お
ぼ
す
ま

じ
く
見み

た
て
ま
つ
り
侍

︵
は
べ
︶し

を
︑
こ
と
どゝ
も
を
ば
そ
が
せ
給

︵
た
ま
ひ
︶て

︑

	

︵
若
菜
下　

③
四
〇
二
頁
︶

　

例
︵
44
︶︵
45
︶
は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
︒﹁
念
願
す
る
出
家
姿
に
も
な
っ
て
し
ま

お
う
︑﹂︑﹁
荘
厳
な
御
儀
を
お
待
ち
受
け
な
さ
る
よ
う
な
こ
と
は
︑
お
望
み
で
も
な
い
よ
う
に

見
受
け
申
し
ま
し
た
の
で
︑﹂の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も﹁
願
望
﹂を﹁
説
明
﹂す
る
用
法
で
あ

る
︒

源
氏
物
語
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

五
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10
、「
願
」の
用
法

　

次
に
︑
音
読
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
﹁
願
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
願
﹂
は
三
八
例
見
ら
れ

る
︒

︵
46
︶言い

ふ
か
ぎ
り
な
き
願ぐ

わ
んど

も
立た

て
さ
せ
給

︵
た
ま
ふ
︶け

に
や
︑
た
い︵

ひ
︶ら

か
に
事
な
り
は
て
ぬ
れ
ば
︑

	

︵
葵　

①
三
〇
七
頁
︶

︵
47
︶御
書ふ

み

の
師し

に
て
む
つ
ま
し
く
お
ぼ
す
文も

ん

章ざ
う

博は
か
せ士

召め

し
て
︑
願

︵
ぐ
わ
ん

文も
ん
︶作つ
く

ら
せ
給
ふ
︒

	

︵
夕
顔　

①
一
四
三
頁
︶

︵
48
︶﹁
初は

つ

瀬せ

の
く
わ
ん
を︵

お
︶ん

︑
け
ふ
こ
と
な
く
て
暮く

ら
し
た
ま
へ
﹂と
︑
大
願ぐ

わ
んを

ぞ
立た

て
け
る
︒

	

︵
浮
舟　

⑤
二
〇
七
頁
︶

　

例
︵
46
︶︵
47
︶︵
48
︶
に
お
け
る
﹁
願
﹂﹁
願
文
﹂﹁
大
願
﹂
は
い
ず
れ
も
仏
教
用
語
で
あ
り
︑

名
詞
用
法
で
あ
る
︒

　

11
、「
ね
が
ふ
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
ね
が
ふ
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
ね
が
ふ
﹂
は
三
四
例
見
ら
れ
︑
そ
の
う
ち
動

詞
用
法
は
一
四
例
︑
名
詞
用
法
は
二
〇
例
見
ら
れ
る
︒

︵
49
︶を︵

お
︶は

す
ら
ん
所
に
尋た

づ

ね
行ゆ

か
む
と
願ね

が

ひ
給
ひ
し
し
る
し
に
や
︑
つ
ゐ︵

ひ
︶に

う
せ
給
ひ
ぬ
れ

ば
︑
ま
た
こ
れ
を
悲
し
び
お
ぼ
す
事
限か

ぎ

り
な
し
︒︵
桐
壺　

①
一
九
頁
︶

︵
50
︶な
だ
ら
か
に
て
世
の
中
を
過す

ぐ
さ
む
こ
と
を
願ね

が

ふ
な
り
︒︵
東
屋　

⑤
一
三
〇
頁
︶

　

例
︵
49
︶︵
50
︶
は
﹁
故
更
衣
の
今
お
い
で
に
な
る
所
に
尋
ね
て
行
こ
う
と
願
わ
れ
た
結
果
で

あ
ろ
う
か
︑﹂︑﹁
生
活
に
困
ら
ず
平
穏
無
事
に
過
ご
せ
る
こ
と
を
願
う
の
だ
︒﹂の
意
と
解
さ
れ
︑

い
ず
れ
も
動
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
51
︶入
道
も
極
楽
の
願ね

が

ひ
を
ば
忘

︵
わ
す
れ
︶て

︑
た
ゞ
こ
の
御
け
し
き
を
待ま

つ
こ
と
に
は
す
︒

	

︵
明
石　

②
七
八
頁
︶

︵
52
︶﹁
た
ゞ
し
ば
し
願ね

が

ひ
の
と
こ
ろ
を
隔へ

だ
ゝた

れ
る
を
思お

も

ふ
な
ん
い
と
く
や
し
き
︑﹂

	

︵
総
角　

④
四
五
三
頁
︶

　

例
︵
51
︶︵
52
︶
は
﹁
入
道
も
極
楽
往
生
の
願
い
を
忘
れ
て
︑
源
氏
の
御
出
を
待
つ
こ
と
に
し

た
︒﹂︑﹁
今
し
ば
ら
く
は
本
願
の
淨
土
か
ら
隔
っ
て
い
る
の
を
思
う
と
︑
ま
こ
と
に
悔
し
い
︒﹂

の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
仏
教
的
な
希
望
を
表
す
動
詞
連
用
形
の
名
詞
用
法
で
あ
る
︒

　

12
、「
の
ぞ
む
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
の
ぞ
む
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
の
ぞ
む
﹂
は
一
一
例
見
ら
れ
︑
そ
の
う
ち
動

詞
用
法
は
九
例
︑
名
詞
用
法
は
二
例
見
ら
れ
︑
動
詞
用
法
が
主
で
あ
る
︒

︵
53
︶か
の
内う

ち

の
大

お
ほ
い

殿と
の
ゝの

御
む
す
め
の
︑
尚

な
い
し

侍の
か
み

望の
ぞ

み
し
君き

み

も
︑
さ
る
物
の
癖く

せ

な
れ
ば
︑

	

︵
真
木
柱　

③
一
四
五
頁
︶

︵
54
︶御
後う

し
ろ

見み

望の
ぞ

み
給

︵
た
ま
ふ
︶人

〻
は
︑
あ
ま
た
も
の
し
給

︵
た
ま
ふ
︶め

り
︒︵
若
菜
上　

③
二
一
七
頁
︶

︵
55
︶か
の
家け

い
し司

望の
ぞ

み
給

︵
た
ま
ひ
︶し

大
納
言
も
︑
や
す
か
ら
ず
思

︵
お
も
ひ
︶な

が
ら
さ
ぶ
ら
ひ
給

︵
た
ま
ふ
︶︒

	

︵
若
菜
上　

③
二
三
九
頁
︶

　

例︵
53
︶︵
54
︶︵
55
︶に
お
け
る﹁
の
ぞ
む
﹂は
い
ず
れ
も﹁
尚
侍
﹂﹁
後
見
﹂﹁
家
司
﹂な
ど
官

職
を
志
願
す
る
場
面
に
表
現
さ
れ
る
動
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
56
︶は
か
〴
〵
し
き
方
の
望の

ぞ

み
は
さ
る
も
の
に
て
︑
年と

し

の
う
ち
行ゆ

き
か
は
る
時
〳
〵
の
花

紅も
み
ぢ葉

︑
空
の
け
し
き
に
つ
け
て
も
︑
心
の
ゆ
く
こ
と
も
し
侍
り
に
し
か
な
︒﹂

	

︵
薄
雲　

②
二
四
二
頁
︶

︵
57
︶遙は

る

か
に
西に

し

の
方か

た

︑
十
万
億
の
国
隔へ

だ

て
た
る
九︵

く
ほ
ん
︶品の

上う
へ

の
の›
ぞ
み
疑う

た
が
ひ
な
く
な
り
侍
り
ぬ
れ

ば
︑︵
若
菜
上　

③
二
七
七
頁
︶

　

例︵
56
︶は﹁
頼
も
し
い
世
間
的
な
望
み
は
と
も
か
く
︑﹂の
意
と
解
さ
れ
︑
動
詞
用
法
と
同
様

に
世
俗
的
な
意
味
を
表
す
が
︑︵
57
︶は﹁
九
品
蓮
台
に
上
る
望
み
﹂の
意
と
解
さ
れ
︑﹁
の
ぞ
み
﹂

の
仏
教
的
な
希
望
に
表
れ
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
︒
二
例
い
ず
れ
も
動
詞
連
用
形
の
名
詞
用
法

で
あ
る
︒

六
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13
、「
い
の
る
」の
用
法

　

次
に
︑﹁
い
の
る
﹂
の
用
法
を
見
る
︒
本
書
に
﹁
い
の
る
﹂
は
五
八
例
見
ら
れ
︑
そ
の
う
ち
動

詞
用
法
は
一
八
例
︑
名
詞
用
法
は
四
〇
例
見
ら
れ
︑
名
詞
用
法
が
主
で
あ
る
︒

︵
58
︶年と

し

を
経へ

て
祈い

の

る
心
の
た
が
ひ
な
ば
鏡か

ゞ
みの

神
を
つ
ら
し
と
や
見み

む︵
玉
鬘　

②
三
四
〇
頁
︶

︵
59
︶﹁
た
ゆ
み
な
く
祈い

の

り
申

︵
ま
う
し
︶侍

る
験し

る
しに

こ
そ
侍
れ
﹂と
言い

ふ
︒︵
玉
鬘　

②
三
五
一
頁
︶

　

例︵
58
︶︵
59
︶は﹁
長
年
姫
君
の
幸
運
を
祈
っ
て
い
る
心
が
叶
わ
な
か
っ
た
ら
︑﹂︑﹁
怠
り
な

く
祈
り
申
し
て
お
り
ま
す
効
験
で
ご
ざ
い
ま
す
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑
い
ず
れ
も
仏
教
的
な
希

望
を
表
す
動
詞
用
法
で
あ
る
︒

︵
60
︶少
納
言
な
ど
も
人
知し

れ
ず
︑
故こ

尼あ
ま

上う
へ

の
御
祈い

の

り
の
し
る
し
と
見み

た
て
ま
つ
る
︒

	

︵
賢
木　

①　

三
五
六
頁
︶

︵
61
︶最さ

い

勝そ

王わ
う

経
︑
金こ

ん

剛が
う

般は
む

若に
や

︑
寿︵

ず

命み
や
う

経き
や
う
︶な

ど
︑
い
と
ゆ
た
け
き
御
祈い

の

り
な
り
︒

	
︵
若
菜
上　

③
二
六
一
頁
︶

　

例︵
60
︶︵
61
︶は﹁
尼
上
の
お
祈
り
の
効
験
ゆ
え
と
お
考
え
申
し
上
げ
た
︒﹂︑﹁
大
変
盛
大
な

ご
祈
祷
で
あ
る
︒﹂
の
意
と
解
さ
れ
︑﹁
祈
り
﹂
は
い
ず
れ
も
﹁
祈
祷
﹂
と
い
う
仏
教
的
な
希
望
を

表
す
名
詞
用
法
で
あ
る
︒

　

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
︑
源
氏
物
語
に
お
け
る
希
望
表
現
の
構
成
と
用
法
を
考
察
し
て
き
た
︒
そ
の
希
望
表

現
の
構
成
形
式
に
つ
い
て
は
︑
付
属
語
形
式
と
し
て
は
助
動
詞
﹁
ま
ほ
し
﹂﹁
ま
う
し
﹂︑
終
助

詞
﹁
ば
や
﹂﹁
も
が
な
﹂﹁
に
し
か
な
﹂﹁
て
し
か
な
﹂﹁
な
む
﹂
が
あ
り
︑
伝
統
的
な
和
文
の
用

法
を
伝
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
自
立
語
形
式
に
は
形
容
詞
﹁
ほ
し
﹂︑﹁
ね
が
は
し
﹂︑
名
詞

﹁
願
﹂︑
動
詞﹁
ね
が
ふ
﹂﹁
の
ぞ
む
﹂﹁
い
の
る
﹂が
見
ら
れ
る
︒

　

各
構
成
形
式
の
用
法
に
つ
い
て
は
︑﹁
ま
ほ
し
﹂
は
用
例
数
が
最
も
多
く
︑
希
望
表
現
の
中

の﹁
願
望
﹂を
表
し
︑﹁
表
出
﹂す
る
用
法
と﹁
説
明
﹂す
る
用
法
と
が
見
ら
れ
る
︒﹁
ま
う
し
﹂は

﹁
ま
ほ
し
﹂
の
否
定
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
︑
用
例
数
は
少
な
い
︒
終
助
詞
の
﹁
ば
や
﹂﹁
も
が

な
﹂﹁
に
し
か
な
﹂﹁
て
し
か
な
﹂
は
﹁
願
望
﹂
を
表
し
︑﹁
な
む
﹂
は
﹁
希
求
﹂
を
表
す
︒
和
歌
に

お
い
て
は
詠
み
手
の
希
望
︑
会
話
文
に
お
い
て
は
話
者
の
希
望
︑
地
の
文
に
お
い
て
は
作
中
人

物
の
内
心
の
希
望
を
表
す
︒
助
動
詞﹁
ま
ほ
し
﹂は﹁
願
望
﹂の﹁
表
出
﹂と﹁
説
明
﹂と
両
方
の
用

法
が
見
ら
れ
る
が
︑﹁
ば
や
﹂
な
ど
の
終
助
詞
は
い
ず
れ
も
﹁
表
出
﹂
の
用
法
の
み
が
認
め
ら
れ

る
︒
ま
た
︑
付
属
語
形
式
は
い
ず
れ
も
仏
教
的
・
宗
教
的
な
希
望
を
表
す
も
の
で
は
な
く
︑
俗

的
・
一
般
的
な
希
望
を
表
す
も
の
で
あ
る
︒

　

形
容
詞﹁
ほ
し
﹂﹁
ね
が
は
し
﹂は﹁
願
望
﹂を﹁
表
出
﹂す
る
用
法
で
あ
る
︒
名
詞﹁
願
﹂は
す

べ
て
仏
教
用
語
の
用
法
で
あ
り
︑﹁
ね
が
ふ
﹂﹁
の
ぞ
む
﹂﹁
い
の
る
﹂
は
動
詞
用
法
と
連
用
形

名
詞
用
法
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
ね
が
ふ
﹂
は
広
く
思
い
願
う
場
合
に
用
い
ら
れ
︑﹁
の

ぞ
む
﹂
は
特
に
官
職
を
志
願
す
る
場
合
︑﹁
い
の
る
﹂
は
神
仏
に
祈
祷
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て

い
る
︒

　

要
す
る
に
︑
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
︑
和
文
系
付
属
語
形
式
が
希
望
表
現
の
中
核
で
あ
り
︑

自
立
語
形
式
は
周
辺
的
存
在
で
あ
る
︒
希
望
表
現
に
お
い
て
︑
本
書
は
特
別
の
表
現
を
用
い
る

こ
と
な
く
︑
和
文
の
伝
統
的
な
位
置
に
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
︒

【
附
記
】

本
書
に
は
︑
次
の
よ
う
な﹁
~
た
し
﹂の
例
も
見
ら
れ
る
︒

︵
62
︶さ
れ
ば
︑
か
の
さ
が
な
物

︵
も
の
︶も

︑
思お

も

ひ
出い

で
あ
る
方か

た

に
忘わ

す

れ
が
た
け
れ
ど
︑
さ
し
あ
た
り
て
見み

ん

に
は
わ
づ
ら
は
し
く
︑
よ
く
せ
ず
は
あ
き
た
き
事
も
あ
り
な
ん
や
︒︵
帚
木　

①
五
六
頁
︶

︵
63
︶に
く
し
と
は
な
け
れ
ど
︑
御
心
と
ま
る
べ
き
ゆ
へ︵

ゑ
︶も

な
き
心

︵
こ
こ
︶ち

し
て
︑
な
を︵

ほ
︶か

の
う
れ
た
き
人

の
心
を
い
み
じ
く
お
ぼ
す
︒︵
空
蟬　

①
九
一
頁
︶

︵
64
︶い
ま
よ
り
後

︵
の
ち
︶の

栄さ
か

へ︵
え
︶は

︑
猶

︵
な
ほ
︶命い
の
ち

う
し
ろ
め
た
し
︑
静し

づ

か
に
こ
も
り
ゐ
て
︑
後
の
世
の
こ
と
を
つ

と
め
︑
か
つ
は
齢よ

は
ひを

も
延の

べ
ん
︑
と
思お

も

ほ
し
て
︑︵
絵
合　

②
一
八
五
頁
︶

　

こ
の
よ
う
な
﹁
~
た
し
﹂
は
希
望
の
助
動
詞
﹁
た
し
﹂
と
同
形
で
あ
る
が
︑
意
味
上
﹁
厭
ら
し
く
な
る

事
﹂︑﹁
あ
の
恨
め
し
い
気
持
﹂︑﹁
短
命
に
終
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
だ
﹂︑
と
解
さ
れ
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
︒
希
望
と
は
異
な
る
語
構
成
か
ら
な
る
語
で
あ
り
︑
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の

﹁
~
た
し
﹂
を
形
容
詞
﹁
あ
き
た
し
﹂﹁
う
れ
た
し
﹂﹁
う
し
ろ
め
た
し
﹂
の
一
部
と
見
な
し
︑
希
望
表

現
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
に
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
本
書
に
希
望
表
記
の
﹁
た
し
﹂
は
認
め
ら
れ
な

い
︒

源
氏
物
語
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て
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【
注
】

︵
１
︶柴
田
昭
二
︑
連	

仲
友﹁
希
望
表
現
の
通
史
的
研
究	

序
説
﹂﹃
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
Ⅰ

部
第
１
０
９
号
﹄平
成
12
年
３
月

︵
２
︶こ
こ
で
い
う
希
望
表
現
と
は
︑
人
の
願
い
望
み
に
関
す
る
︑
一
種
の
心
情
的
表
現
形
式
で
あ
る
︒

ま
た
︑
そ
の
下
位
分
類
と
し
て
︑
話
者
自
身
の
動
作
・
状
態
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
を
﹁
願

望
表
現
﹂︑
他
者
の
動
作
・
状
態
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
を
﹁
希
求
表
現
﹂
と
称
す
る
︒
さ
ら

に
︑
希
望
を
発
す
る
場
合
を
希
望
の
﹁
表
出
﹂︑
そ
れ
以
外
の
問
い
質
し
や
過
去
な
ど
の
場
合
を
希

望
の﹁
説
明
﹂と
称
す
る
︒
現
代
日
本
語
に
お
い
て
は
︑﹁
願
望
﹂は﹁
~
た
い
﹂の
形
で
︑﹁
希
求
﹂は

﹁
~
て
ほ
し
い
﹂
の
形
で
表
現
す
る
の
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
人
称
現
在
形
形

式﹁
一
人
称
~
た
い
﹂﹁
一
人
称
~
て
ほ
し
い
﹂は
そ
れ
ぞ
れ﹁
願
望
﹂︑﹁
希
求
﹂の﹁
表
出
﹂で
あ
り
︑

一
人
称
の
過
去
形
﹁
一
人
称
~
た
か
っ
た
﹂﹁
一
人
称
~
て
ほ
し
か
っ
た
﹂︑
二
人
称
形
式
﹁
二
人
称

~
た
い
か
﹂﹁
二
人
称
~
て
ほ
し
い
か
﹂︑
三
人
称
形
式
﹁
三
人
称
~
た
が
る
﹂﹁
三
人
称
~
て
ほ
し

が
る
﹂な
ど
の
形
式
は
︑﹁
説
明
﹂に
あ
た
る
︒

︵
３
︶築
島
裕﹃
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
﹄東
京
大
学
出
版
会　

昭
和
三
八
年
三
月

　
　

築
島
裕﹃
平
安
時
代
語
新
論
﹄東
京
大
学
出
版
会　

昭
和
四
四
年
六
月

︵
４
︶注︵
２
︶参
照
︒

︵
５
︶注︵
２
︶参
照
︒

︵
６
︶注︵
２
︶参
照
︒

︵
７
︶注︵
２
︶参
照
︒

	

︵
し
ば
た
し
ょ
う
じ　
　
　
　
　

香
川
大
学
名
誉
教
授
︶

	

︵
れ
ん
ち
ゅ
う
ゆ
う　
　

広
島
市
立
大
学
客
員
研
究
員
︶

	

︵
二
〇
二
一
年
五
月
三
一
日
受
理
︶
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