
凡
例本

稿
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
紫
式
部
日
記
』（
黒
川
家
旧
蔵
「
紫
日

記
」）
を
底
本
と
す
る
注
釈
で
、
本
誌
前
号
所
載
（
五
）
に
続
く
も
の
で
あ

る
。凡

例
の
詳
細
は
、
前
号
に
従
う
。

寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
月
十
六
日
、
一
条
天
皇
は
土
御
門
殿
に
行
幸

し
た
。
御
前
で
の
女
房
の
衣
裳
や
、
帝
の
初
め
て
の
若
宮
と
の
対
面
場
面
な

ど
が
、
紫
式
部
の
目
を
通
し
て
記
さ
れ
る
。
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�
�

れ
い

み
す
の
中
を
見
わ
た
せ
ば
、
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々
は
、
例
の
、を

あ
を
色
、
あ
か
色
の
か
ら
ぎ
ぬ
に
、
地
ず
り
の
裳
。
う
は
ぎ
は
、
お

す
は
う

を

ゞ

ゑ

し
わ
た
し
て
蘇
芳
の
お
り
物
な
り
。
た
だ
、
む
ま
の
中
将
ぞ
、
え
び

ぞ
め
を
き
て
侍
し
。
う
ち
も
の
ど
も
は
、
こ
き
う
す
き
紅
葉
を
こ
き

れ
い

ま
ぜ
た
る
や
う
に
て
、
中
な
る
き
ぬ
ど
も
、
例
の
、
く
ち
な
し
の
こ

し
を
ん

え

き
う
す
き
（
」
上

）、
紫
苑
色
、
う
ら
あ
を
き
菊
を
、
も
し
は
三
へ

�
�

な
ど
、
心
々
な
り
。

�
�

【
簡
注
】
○
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々

禁
色
を
許
さ
れ
て
い
る
女
房

た
ち
。『
満
佐
須
計
装
束
抄
』（
群
書
類
従
・
八
輯
）
巻
三
「
女
ば
う
の

さ
う
ぞ
く
の
い
ろ
」
を
論
じ
た
箇
所
に
「
上
ら
う
女
ば
う
の
い
ろ
を

ゆ
る
（
聴
）
と
い
ふ
は
、
あ
を
い
ろ
・
あ
か
い
ろ
の
お
り
物
の
か
ら

ぎ
ぬ
、
地
ず
り
（
摺
）
の
も
（
裳
）
を
き
る
な
り
」（
八
六
頁
）
と
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
色
ゆ
る
さ
る
」
と
は
、
青
色
ま
た
は
赤
色

の
織
物
の
唐
衣
と
地
摺
の
裳
の
着
用
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と

ぢ
す
り

き

ぢ

知
ら
れ
る
。「
地
摺
」
は
、
生
地
に
、
型
紙
や
型
木
な
ど
を
用
い
て

黒
川
本
紫
日
記
簡
注
（
六
）

笹

川

博

司

―３１ ―



ふ
は
く

文
様
を
摺
り
染
め
た
布
帛
（
木
綿
と
絹
）。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
「
ぢ

ず
り
の
裳
、
む
ら
濃
の
腰
さ
し
て
、
唐
の
糸
木
綿
、
赤
色
の
二
藍
重

ね
て
、
か
ら
ぎ
ぬ
着
給
へ
り
」（
楼
の
う
へ
の
下
・
一
八
七
一
）
な
ど
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
も
若
君
御
五
十
日
の
場
面
で
の
色
ゆ
る
さ
れ
た

乳
母
の
衣
装
が
「
あ
か
色
の
か
ら
の
御
ぞ
、
ぢ
ず
り
の
御
裳
、
う
る

は
し
く
さ
う
ぞ
き
た
ま
へ
る
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
、
正
月
の
中
宮
の

御
膳
の
御
給
仕
担
当
と
な
っ
た
大
納
言
の
君
の
衣
装
が
「
か
ら
ぎ
ぬ

は
、
あ
か
色
、
地
ず
り
の
裳
」
な
ど
と
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
晴

れ
の
場
で
は
、「
赤
色
の
唐
衣
に
、
地
摺
の
裳
」
と
い
う
の
が
典
型

か
さ
ね
う
ち
き

的
な
衣
装
だ
っ
た
。
○
う
は
ぎ

女
房
装
束
で
、
重
袿
の
一
番
上

い
つ
つ
ぎ
ぬ

に
着
る
袿
。
普
通
、
五
衣
の
上
、
唐
衣
の
下
に
な
る
。
一
様
に
、

「
す
は
う
」
の
織
物
の
表
着
と
い
う
。「
す
は
う
」
は
、
イ
ン
ド
、
マ

レ
ー
原
産
の
マ
メ
科
の
落
葉
小
高
木
。
蘇
芳
・
蘇
方
・
蘇
枋
な
ど
の

漢
字
を
当
て
、
蘇
芳
の
木
の
樹
皮
や
心
材
に
含
ま
れ
る
色
素
ブ
ラ
ジ

あ

く

レ
イ
ン
が
灰
汁
媒
染
に
よ
っ
て
発
色
す
る
。
紅
の
、
や
や
紫
が
か
っ

た
色
相
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
六
条
院
行
幸
の
折
の
、
舞
の
童
の

し
ら
つ
る
ば
み

衣
装
に
「
青
き
赤
き
白
橡
、
す
は
う
、
葡
萄
染
め
な
ど
、
常
の
ご

と
」（
藤
裏
葉
・
一
〇
一
八
）
な
ど
。
皆
が
蘇
芳
を
着
て
い
る
中
で
、

「
馬
の
中
将
」
だ
け
は
「
葡
萄
染
め
」（
ブ
ド
ウ
の
実
の
色
、
薄
い
紫

色
）
の
織
物
を
着
て
い
た
と
い
う
。「
馬
の
中
将
」
は
、
十
一
月
十

七
日
の
里
内
裏
一
条
院
へ
の
還
御
の
場
面
に
も
見
え
、
大
納
言
君
と

宰
相
君
、
小
少
将
君
と
宮
内
侍
、
が
そ
れ
ぞ
れ
牛
車
に
同
乗
す
る
こ

と
に
な
り
、
馬
中
将
は
紫
式
部
と
同
乗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
馬
中

将
が
「
わ
ろ
き
人
と
の
り
た
り
」
と
不
快
感
を
露
わ
に
し
た
の
で
、

式
部
は
「
む
ま
の
中
将
の
き
み
を
さ
き
に
た
て
」
て
機
嫌
を
と
っ
た

さ
ま
の
か
み

す
け
ま
さ

と
い
う
。
馬
中
将
は
、
左
馬
頭
藤
原
相
尹
女
。
相
尹
の
父
は
兼
家
の

と
お
か
ず

異
母
弟
遠
量
で
あ
り
、
母
は
左
大
臣
源
高
明
四
女
で
あ
り
、
道
長
の

妻
明
子
の
姪
で
あ
っ
た
。
そ
の
家
格
は
紫
式
部
よ
り
上
で
、
中
宮
女

房
と
し
て
の
経
験
年
数
も
式
部
よ
り
長
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

た
め
、
馬
中
将
は
式
部
を
自
分
よ
り
下
位
の
者
と
見
て
い
た
ら
し

い
。
福
家
俊
幸
『
紫
式
部
日
記
の
表
現
世
界
と
方
法
』（
武
蔵
野
書
院

・
平
成
十
八
年
九
月
）
所
収
「
む
ま
の
中
将
」
は
、「
二
人
の
反
目
」

に
つ
い
て
「
む
ま
の
中
将
が
明
子
に
縁
故
を
持
つ
女
房
で
あ
り
、
作

者
が
倫
子
に
近
い
女
房
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
」

き
ぬ
た

う
ち
ぎ
ぬ

と
い
う
。
○
う
ち
も
の

砧
で
打
っ
た
衣
。
打
衣
に
同
じ
。
よ
く
打

っ
て
練
り
、
糊
を
落
と
し
て
柔
ら
か
く
す
る
の
で
「
か
い
ね
り
」
と

も
。
地
質
は
綾
、
平
絹
。
地
文
は
菱
が
普
通
。
色
は
紅
で
、「
く
れ

な
ゐ
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。「
濃
き
薄
き
紅
葉
を
こ
き
混
ぜ
た
る

よ
う
」
だ
と
い
う
。
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
表
着
と
五
衣
と
の

ひ
と
え

間
に
着
る
。
○
中
な
る
き
ぬ

打
衣
と
単
衣
の
間
に
重
ね
て
着
る

― ３２ ―



袿
。
い
つ
も
の
よ
う
に
、「
く
ち
な
し
」
の
濃
き
薄
き
、
紫
苑
色
、

裏
の
青
い
菊
襲
を
、
五
枚
も
し
く
は
三
枚
重
ね
る
な
ど
、
思
い
思
い

く
ち
な
し

だ
と
い
う
。「
梔
子
色
」
の
襲
の
色
目
は
、
表
裏
と
も
に
黄
色
と
さ

れ
る
。『
古
今
集
』
に
「
山
吹
の
花
色
衣
ぬ
し
や
た
れ
問
へ
ど
答
へ

ず
く
ち
な
し
に
し
て
」（
誹
諧
歌
・
一
〇
一
二
、
素
性
）
と
あ
る
よ
う

に
、
ク
チ
ナ
シ
の
実
で
染
め
た
梔
子
色
は
、
山
吹
色
に
近
い
。『
延

ク
チ
ナ
シ

喜
式
』
巻
四
十
一
に
「
凡
ソ
、
支
子
染
ノ
色
ノ
、
黄
丹
（
赤
み
の
多

い
黄
色
）
ヲ
濫
ズ
ベ
キ
者
ハ
、
服
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
あ
る
通

り
で
あ
る
。
色
目
と
し
て
の
「
梔
子
色
」
も
、
山
吹
襲
（
表
朽
葉
、

裏
黄
）
と
同
様
の
色
調
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
全
注

釈
（
上
・
三
九
九
頁
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
梔
子
襲
を
記
載
し
た

文
献
は
確
認
で
き
な
い
。
ク
チ
ナ
シ
の
実
は
秋
の
も
の
だ
が
、
ク
チ

ナ
シ
の
花
は
夏
に
咲
く
も
の
な
の
で
、
あ
る
い
は
、「
紫
苑
」（
表
薄

色
、
裏
青
）「
菊
」（
表
白
、
裏
青
）
と
並
ぶ
、
秋
に
ふ
さ
わ
し
い
襲
の

色
目
と
し
て
「
く
ち
ば
（
朽
葉
）
ゝ
じ
（
櫨
）
の
こ
き
う
す
き
」
と

い
う
の
が
、
も
と
の
本
文
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
早
い
時
期
に

「
ゝ
」
が
欠
脱
し
て
「
は
（
字
母
者
）」
を
「
な
（
字
母
名
）」
と
誤
写

さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、「
朽
葉
」「
櫨
」

の
襲
の
色
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
表
朽
葉
・
裏
黄
、
表
赤
・
裏
黄
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
一
条
天
皇
の
土
御
門
殿
行
幸
の
あ
っ
た
寛
弘
五
年

は
、
湯
浅
𠮷
美
編
『
増
補
日
本
暦
日
便
覧
』（
汲
古
書
院
・
平
成
二

年
）
に
よ
る
と
、
九
月
三
十
日
が
立
冬
で
、
十
月
十
六
日
は
小
雪
に

当
た
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
冬
で
あ
る
。
衣
装
は
季
節
を
先
取
り
す

る
の
が
よ
い
と
さ
れ
る
が
、
初
冬
に
ふ
さ
わ
し
い
衣
装
で
は
雪
の
白

さ
が
目
立
っ
て
寂
し
い
の
で
、
晩
秋
の
紅
葉
を
基
調
と
し
た
襲
の
色

目
が
選
ば
れ
た
ら
し
い
。

【
参
考
】『
栄
花
物
語
』
に
「
み
す
の
う
ち
を
み
わ
た
せ
ば
、
れ
い
の

い
ろ
ゆ
る
さ
れ
た
る
は
、
あ
を
い
ろ
、
あ
か
い
ろ
の
か
ら
ぎ
ぬ
に
、

地
ず
り
の
も
、
う
は
ぎ
は
、
お
（
を
）
し
わ
た
し
て
す
は
う
の
お

（
を
）
り
物
な
り
。
う
ち
物
ど
も
、
こ
き
う
す
き
も
み
ぢ
を
こ
き
ま

ぜ
た
る
や
う
な
り
。
又
れ
い
の
、
あ
を
う
き
な
る
な
ど
ま
じ
り
た

り
」（
は
つ
は
な
、
二
・
四
六
二
）
な
ど
。

47

れ
い

む
も
ん

あ
や
ゆ
る
さ
れ
ぬ
は
、
例
の
、
お
と
な
お
と
な
し
き
は
、
無
文

す
わ
う

え

の
、
あ
を
色
も
し
は
蘇
芳
な
ど
、
み
な
五
へ
に
て
、
か
さ
ね
ど
も
は

物

み
な
あ
や
な
り
。
お
ほ
う
み
の
す
り
裳
の
、
水
の
色
、
は
な
や
か

も
ん

に
、
あ
ざ
あ
ざ
と
し
て
、
こ
し
ど
も
は
か
た
文
を
ぞ
、
お
ほ
く
は
し

き
く

え

え

た
る
。
う
ち
き
は
菊
の
三
へ
五
へ
に
て
、
お
り
物
は
せ
ず
。
わ
か
き

え

�
�

人
は
、
菊
の
五
へ
の
か
ら
衣
を
心
々
に
し
た
り
。
う
へ
は
し
ろ
く
、

― ３３ ―



す
は
う

あ
を
き
が
う
へ
を
ば
蘇
芳
、
一
え
は
あ
を
き
も
あ
り
。
う
へ
う
す

ゝ
は
う

�
�

す
は
う

蘇
芳
（
」
上

）、
つ
ぎ
つ
ぎ
こ
き
蘇
芳
、
中
に
し
ろ
き
ま
ぜ
た
る

�
�

も
、
す
べ
て
、
し
ざ
ま
、
を
か
し
き
の
み
ぞ
、
か
ど
か
ど
し
く
見
ゆ

る
。

�
�

い
ひ
し
ら
ず
め
づ
ら
し
く
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
あ
ふ
ぎ
ど
も
見

ゆ
。

【
簡
注
】
○
あ
や
ゆ
る
さ
れ
ぬ
は

禁
色
の
綾
織
物
の
着
用
を
許
さ

れ
な
い
女
房
た
ち
は
。「
許
さ
れ
な
い
」
の
は
、
唐
衣
で
言
え
ば
、

色
と
綾
（
織
物
）
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
方
の

要
素
に
注
目
す
る
と
、「
色
ゆ
る
さ
れ
ぬ
」
と
も
「
綾
ゆ
る
さ
れ
ぬ
」

と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
前
段
の
「
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
人
々
は
」

に
対
応
し
て
、
漢
詩
文
の
互
文
の
よ
う
な
修
辞
で
「
綾
ゆ
る
さ
れ
ぬ

は
」
と
い
う
。「
綾
ゆ
る
さ
れ
ぬ
人
々
は
」
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
「
例
の
」（
い
つ
も
の
よ
う
に
）
と
い
う
語
句
を
置
い
て
対
句
的
に

述
べ
る
。
○
お
と
な
お
と
な
し
き
は

年
配
者
は
。
後
の
「
わ
か
き

人
は
」
に
対
応
。「
お
と
な
お
と
な
し
」
は
、
い
か
に
も
お
と
な
び

て
い
る
さ
ま
。
お
と
な
ら
し
く
落
ち
着
い
て
い
る
さ
ま
。『
源
氏
物

語
』
に
「
女
房
な
ど
も
、
お
と
な
�
�
し
き
は
す
く
な
く
、
わ
か
や

か
な
る
か
た
ち
人
の
、
ひ
た
ぶ
る
に
う
ち
は
な
や
ぎ
、
さ
れ
ば
め
る

は
い
と
お
ほ
く
、
か
ず
し
ら
ぬ
ま
で
つ
ど
ひ
さ
ぶ
ら
ひ
つ
ゝ
」（
若

む
も
ん

菜
上
・
一
一
〇
九
）
な
ど
。
○
無
文

文
様
が
な
い
こ
と
。
あ
や
、

飾
り
の
な
い
こ
と
で
、
綾
織
り
の
地
文
の
な
い
絹
、
す
な
わ
ち
平
絹

の
唐
衣
で
あ
る
。「
む
も
ん
の
唐
衣
」「
あ
を
色
の
む
も
ん
の
か
ら

衣
」
と
既
出
。
し
っ
か
り
し
た
年
配
の
女
房
た
ち
は
、
綾
（
織
物
）

で
な
く
平
絹
の
、
青
色
や
赤
色
（
蘇
芳
）
の
唐
衣
を
着
用
す
る
の
で

え

あ
る
。
○
み
な
五
へ
に
て
、
か
さ
ね
ど
も
は
み
な
あ
や
な
り

み
な

五
重
で
あ
っ
て
、
下
四
枚
の
重
ね
は
す
べ
て
綾
で
あ
る
。
次
の
文
が

「
裳
」
に
つ
い
て
の
記
事
な
の
で
、
こ
こ
ま
で
は
「
唐
衣
」
に
つ
い

て
の
説
明
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
重
の
唐
衣
で
、
下
の
四

枚
は
綾
織
物
と
い
う
。
青
色
ま
た
は
蘇
芳
色
の
濃
淡
五
枚
を
重
ね
た

唐
衣
を
着
て
い
た
と
す
る
説
と
、
袖
口
や
裾
の
部
分
の
裏
地
を
、
表

に
折
り
返
し
て
縁
の
よ
う
に
縫
い
付
け
た
、
所
謂
「
ふ
き
（
袘
）」

え

が
五
重
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
後
の
「
菊
の
五
へ
の
か
ら

物

衣
」
の
注
を
参
照
の
こ
と
。
○
お
ほ
う
み
の
す
り
裳
の

大
海
の
摺

裳
の
、
水
の
色
は
、
華
や
か
で
、
鮮
や
か
な
感
じ
が
し
て
、
裳
の
腰

や
腰
紐
な
ど
は
固
文
を
、
多
く
の
人
は
し
て
い
る
。「
か
た
も
ん

よ
こ
い
と

（
固
紋
・
固
文
）」
は
、
綾
の
織
物
の
文
様
の
緯
を
浮
か
さ
な
い
で
固

た
て
い
と

く
織
っ
た
も
の
。
緯
に
経
を
か
ら
め
て
織
っ
た
も
の
。「
う
き
も
ん

う
へ
の

（
浮
紋
・
浮
文
）」
に
対
す
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
に
「
か
た
文
の
表

― ３４ ―



は
か
ま

き
く

え

え

袴
つ
や
つ
や
と
し
て
」
な
ど
。
○
う
ち
き
は
菊
の
三
へ
五
へ
に
て

袿
は
菊
襲
の
三
重
や
五
重
で
あ
っ
て
、
織
物
は
使
用
し
て
い
な
い
。

か
さ
ね
う
ち
き

女
房
装
束
の
重
袿
の
菊
の
色
目
は
、
蘇
芳
の
濃
い
色
か
ら
薄
い
色
へ

配
色
す
る
「
蘇
芳
の
匂
ひ
」
を
五
枚
、
そ
の
下
に
白
を
三
枚
重
ね
る

う
わ
ぎ

い
つ
つ
ぎ
ぬ

と
い
う
も
の
、
ま
た
、
表
着
は
白
、
五
衣
は
、
白
、
白
、
薄
紫
、

ひ
と
え

薄
紫
、
紫
、
単
衣
は
朱
と
重
ね
て
着
る
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
、

上
が
白
、
中
が
薄
紫
と
少
し
濃
い
紫
、
下
が
緑
と
い
う
も
の
な
ど

様
々
で
、
秋
に
着
用
し
た
。
○
わ
か
き
人
は
「
お
と
な
お
と
な
し

え

き
」
に
対
応
。
若
い
女
房
は
。
○
菊
の
五
へ
の
か
ら
衣

菊
襲
の
五

重
の
唐
衣
を
思
い
思
い
に
着
用
し
て
い
る
。「
菊
の
五
重
の
唐
衣
」

を
「
菊
ノ
五
重
ノ
五
ツ
衣
ニ
、
唐
衣
ヲ
着
タ
ル
ヲ
イ
フ
。
五
ツ
衣
ニ

唐
衣
具
シ
タ
ル
ヲ
い
つ
へ
の
か
ら
衣
ト
云
ヘ
ル
ナ
ル
ベ
シ
」
と
い
う

黒
川
真
頼
の
説
を
紹
介
し
た
亀
鑑
（
五
〇
三
頁
）
以
来
、
新
全
集

（
一
五
五
頁
）
ま
で
重
袿
の
上
に
唐
衣
を
着
て
い
る
と
解
釈
し
、
ま

た
、
全
注
釈
（
上
・
四
〇
一
頁
）
以
来
、
全
訳
注
（
上
・
一
六
二
頁
）

笠
間
文
庫
（
六
五
頁
）
ま
で
「
袖
口
や
裾
に
菊
重
ね
の
五
重
の
袘
を

ふ
き

ほ
ど
こ
し
た
唐
衣
」「
袘
の
重
ね
」
と
す
る
。
し
か
し
、
中
嶋
朋
恵

「
紫
式
部
日
記
の
服
飾
描
写
私
見
」（「
国
文
学
言
語
と
文
芸
」
第
八
十
七

号
）
を
引
用
し
、
攷
（
一
五
四
頁
）
は
「
五
重
に
仕
立
て
ら
れ
た
」

唐
衣
で
あ
っ
た
と
し
、
角
川
文
庫
（
五
七
頁
）
も
「
唐
衣
を
五
枚
重

ね
て
い
た
」
と
す
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
み
へ
が
さ
ね
の
か
ら
ぎ

ぬ
、
も
の
こ
し
も
み
な
け
ぢ
め
あ
る
べ
し
」（
宿
木
・
一
七
三
〇
）
な

ど
と
、
三
重
襲
の
唐
衣
と
い
う
も
の
が
見
え
る
の
で
、
五
重
の
唐
衣

と
い
う
も
の
の
存
在
を
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
○
う
へ
は
し
ろ
く

上
は
白
く
、
青
い
色
の
上
を
蘇
芳
、
一
重
は
青
い
色
も
あ
る
。
上
が

薄
蘇
芳
、
次
々
に
濃
い
蘇
芳
で
、
中
に
白
い
色
を
混
ぜ
て
い
る
の

も
、
す
べ
て
、
仕
立
て
方
の
、
趣
の
あ
る
も
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
才

気
が
あ
る
と
見
え
る
。「
菊
の
五
重
の
唐
衣
」
を
思
い
思
い
に
着
用

し
て
い
る
様
相
を
説
明
す
る
。「
か
ど
か
ど
し
」
は
、
才
能
が
あ
る
。

才
気
に
満
ち
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
心
ば
へ
も
か
ど
�
�
し

う
、
か
た
ち
も
を
か
し
く
て
」（
賢
木
・
三
七
三
）
な
ど
。
○
い
ひ
し

ら
ず

言
い
よ
う
も
な
く
素
晴
ら
し
く
、
た
い
そ
う
派
手
な
扇
が
い

く
つ
も
見
え
る
。「
い
ひ
し
ら
ず
」
は
、
言
い
よ
う
も
な
い
、
何
と

も
形
容
で
き
な
い
、
と
い
う
意
の
慣
用
句
。
善
悪
、
好
悪
、
貴
賤
な

ど
の
両
極
に
い
う
。『
源
氏
物
語
』
に
「
し
ろ
き
き
ぬ
の
、
い
ひ
し

ら
ず
す
ゝ
け
た
る
に
」（
末
摘
花
・
二
一
八
）
な
ど
。

【
参
考
】『
栄
花
物
語
』
に
「
い
ろ
ゆ
る
さ
れ
ぬ
は
、
む
も
ん
、
ひ
ら

ぎ
ぬ
な
ど
さ
ま
�
�
な
り
。
し
た
ぎ
み
な
お
な
じ
さ
ま
な
り
。
お
ほ

う
み
の
す
り
も
、
み
づ
の
い
ろ
、
あ
ざ
や
か
に
な
ど
し
て
、
こ
れ

も
、
い
と
を
か
し
う
み
ゆ
」（
は
つ
は
な
、
二
・
四
六
二
）
な
ど
。
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48
う
ち
と
け
た
る
を
り
こ
そ
、
ま
ほ
な
ら
ぬ
か
た
ち
も
う
ち
ま
じ
り

け
さ
う

て
み
え
わ
か
れ
け
れ
、
心
を
つ
く
し
て
つ
く
ろ
ひ
化
粧
じ
、
お
と
ら

じ
と
し
た
て
た
る
、
女
ゑ
の
を
か
し
き
に
、
い
と
よ
う
に
て
、
と
し

を

を

の
程
の
、
お
と
な
び
、
い
と
わ
か
き
け
ぢ
め
、
か
み
の
、
す
こ
し
お

と
ろ
へ
た
る
け
し
き
、
ま
だ
さ
か
り
の
こ
ち
た
き
が
わ
き
ま
へ
ば
か

り
見
わ
た
さ
る
。

い

さ
て
は
、
あ
ふ
ぎ
よ
り
か
み
の
ひ
た
ひ
（
」
上

）
つ
き
ぞ
、
あ

�
�

や
し
く
、
人
の
か
た
ち
を
し
な
じ
な
し
く
も
く
だ
り
て
も
も
て
な
す

ゝ

と
こ
ろ
な
ん
め
る
。
か
か
る
中
に
す
ぐ
れ
た
り
と
見
ゆ
る
こ
そ
、
か

ぎ
り
な
き
な
ら
め
。

【
簡
注
】
○
う
ち
と
け
た
る
を
り
こ
そ

寛
い
で
い
る
折
は
そ
れ
こ

そ
、
整
わ
な
い
容
貌
も
混
ざ
っ
て
自
然
と
区
別
が
つ
く
け
れ
ど
、
心

を
尽
く
し
て
飾
り
た
て
化
粧
し
、
劣
る
ま
い
と
着
飾
っ
て
い
る
今

は
、
女
絵
の
美
し
い
も
の
に
、
た
い
そ
う
よ
く
似
て
、
年
齢
の
、
年

配
か
、
若
年
か
の
区
別
、
髪
の
、
少
し
薄
く
な
っ
て
い
る
か
、
ま
だ

盛
り
で
豊
か
か
の
相
違
だ
け
が
見
渡
さ
れ
る
。「
ま
ほ
な
り
」
は
、

物
事
が
完
全
で
あ
る
こ
と
。
そ
な
え
る
べ
き
条
件
が
よ
く
整
い
備
わ

っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。「
か
た
ほ
（
偏
）」
に
対
す

る
。
中
古
以
降
、「
ま
ほ
な
ら
ず
」
の
形
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
「
か
う
や
う
な
る
折
の
ま
ほ
な
ら
ぬ
事
か
ず
�
�

に
か
き
つ
く
る
」（
賢
木
・
三
七
四
）
な
ど
。
ラ
行
四
段
動
詞
「
う
ち

ま
じ
る
」
は
、
混
じ
っ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
う
ち
と
け
た

る
御
有
さ
ま
…
ゐ
中
び
た
る
こ
と
も
う
ち
ま
じ
り
て
ぞ
」（
東
屋
・
一

八
五
〇
）
な
ど
。
ラ
行
下
二
段
動
詞
「
み
え
わ
か
る
」
は
、
自
然
と

区
別
が
つ
く
。『
源
氏
物
語
』
に
「
ま
こ
と
の
も
の
ゝ
上
手
は
、
さ

ま
こ
と
に
み
え
わ
か
れ
侍
」（
帚
木
・
四
七
）
な
ど
。「
う
ち
と
け
た

る
を
り
こ
そ
」
を
受
け
て
「
み
え
わ
か
れ
け
れ
」
は
、
強
調
逆
接
。

「
…
つ
く
ろ
ひ
化
粧
じ
…
し
た
て
た
る
」
現
状
に
対
す
る
。
タ
行
下

二
段
動
詞
「
し
た
つ
」
は
、
目
的
に
合
っ
た
、
望
ま
し
い
状
態
に
つ

く
り
あ
げ
る
、
仕
上
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
、
衣
服
や
化
粧
に
つ

い
て
い
う
。『
源
氏
物
語
』
に
「
も
の
き
よ
げ
に
、
い
ま
め
き
て
、

そ
の
も
の
と
も
み
ゆ
ま
じ
う
、
し
た
て
た
る
や
う
だ
い
な
ど
の
、
あ

り
が
た
う
、
を
か
し
げ
な
る
を
」（
少
女
・
六
九
七
）
な
ど
。「
わ
き

ま
へ
」
は
、
弁
別
。
物
事
の
違
い
を
識
別
す
る
こ
と
。「
け
じ
め
」

（
区
別
）
に
対
応
す
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
き
ゝ
し
る
ば
か
り
の
わ

き
ま
へ
は
、
な
に
ご
と
に
も
、
い
と
つ
き
な
う
は
、
は
べ
ら
ざ
り
し

を
」（
紅
梅
・
一
四
五
一
）
な
ど
。
○
さ
て
は
、
あ
ふ
ぎ
よ
り
か
み
の

い

ひ
た
ひ
つ
き
ぞ

そ
し
て
、
扇
よ
り
上
の
額
の
格
好
が
、
不
思
議
な
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こ
と
に
、
見
た
と
こ
ろ
、
人
の
容
貌
を
上
品
に
も
下
品
に
も
見
せ
る

所
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
中
で
優
れ
て
い
る
と
見
え
る
人
こ

そ
、
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
い
人
な
の
で
あ
ろ
う
。「
し
な
じ
な
し
」

は
、
素
性
が
よ
い
、
上
品
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
れ
い
の
、

し
な
�
�
し
か
ら
ぬ
け
は
ひ
、
さ
へ
づ
り
つ
ゝ
い
り
き
た
れ
ば
」

（
浮
舟
・
一
八
七
七
）
な
ど
。「
下
る
」
は
、
高
い
所
か
ら
低
い
所
へ

移
り
動
く
。「
品
々
し
」
に
対
し
て
、
品
格
の
低
い
こ
と
を
い
う
。

『
源
氏
物
語
』
に
「
た
か
き
も
く
だ
れ
る
も
、
お
し
み
あ
た
ら
し
か

ら
ぬ
は
な
き
も
」（
柏
木
・
一
二
六
四
）
な
ど
。「
も
て
な
す
」
は
、
こ

こ
で
は
、「
も
て
」
が
接
頭
語
に
近
く
、
ほ
ぼ
「
な
す
」
に
同
じ
。

『
源
氏
物
語
』
に
「
心
に
く
ゝ
も
て
な
し
て
や
み
な
む
と
お
も
へ
り

し
事
を
」（
末
摘
花
・
二
一
七
）
な
ど
。「
な
ん
め
る
」
は
、
断
定
の
助

動
詞
の
連
体
形
「
な
る
」
に
、
視
覚
に
よ
る
推
量
の
助
動
詞
の
連
体

形
「
め
る
」
が
付
き
、
撥
音
便
化
し
た
も
の
。

49
か
ね
て
よ
り
、
う
へ
の
女
房
、
宮
に
か
け
て
さ
ぶ
ら
ふ
五
人
は
、

い

な
い
し

ぶ

ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
て
さ
ぶ
ら
ふ
、
内
侍
二
人
、
命
婦
ふ
た
り
、
御
ま
か

な
ひ
の
ひ
と
ひ
と
り
。

い

ち
く
ぜ
ん

お
も
の
ま
ゐ
る
と
て
、
筑
前
、
左
京
、
ひ
と
も
と
の
か
み
あ
げ

て
、
内
侍
の
い
で
入
す
み
の
は
し
ら
も
と
よ
り
い
づ
。
こ
れ
は
、
よ

む
も
ん

ろ
し
き
天
女
な
り
。
左
京
は
、
あ
を
色
に
、
や
な
ぎ
の
無
文
の
か
ら

ち
く
ぜ
ん

き
く

え

れ
い

衣
、
筑
前
は
、
菊
の
（
」
上

）
五
へ
の
か
ら
ぎ
ぬ
、
裳
は
例
の
す

り
も
な
り
。

御
ま
か
な
ひ
、
橘
三
位
。
あ
を
色
の
か
ら
衣
、
か
ら
あ
や
の
き
な

る
菊
の
う
ち
き
ぞ
、
う
は
ぎ
な
ん
め
る
。
一
も
と
あ
げ
た
り
。
は
し

ら
が
く
れ
に
て
、
ま
ほ
に
も
み
え
ず
。

【
簡
注
】
○
か
ね
て
よ
り
、
う
へ
の
女
房
、
宮
に
か
け
て
さ
ぶ
ら
ふ

五
人

以
前
か
ら
、
内
裏
女
房
で
、
中
宮
女
房
を
兼
任
し
て
伺
候
す

る
五
人
は
、
参
集
し
て
お
仕
え
す
る
、
内
侍
二
人
、
命
婦
二
人
、
若

宮
の
身
辺
な
ど
を
整
え
て
世
話
す
る
女
房
一
人
。「
か
け
て
」
は
、

兼
ね
て
。
ひ
と
り
で
二
つ
以
上
の
働
き
や
役
目
を
す
る
。『
伊
勢
物

語
』
六
九
段
に
「
国
の
か
み
、
い
つ
き
の
宮
の
か
み
、
か
け
た
る
」

な
ど
。「
五
人
」
は
、
既
出
の
左
衛
門
内
侍
、
弁
内
侍
と
い
う
「
内

侍
二
人
」
に
、
こ
れ
か
ら
記
述
す
る
筑
前
、
左
京
と
い
う
「
命
婦
ふ

た
り
」、
そ
し
て
「
御
ま
か
な
ひ
の
ひ
と
ひ
と
り
」
で
あ
る
。
こ
の

最
後
に
一
人
に
つ
い
て
、
評
伝
（
二
一
六
頁
）
は
「
す
ぐ
後
に
「
御

ま
か
な
ひ
橘
の
三
位
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
諸
注
は
橘
徳
子
と
し
て
い

る
が
、
身
分
の
高
い
橘
三
位
を
最
初
に
挙
げ
ず
、
末
尾
に
「
御
ま
か
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な
ひ
の
人
一
人
」
と
名
も
示
さ
ず
に
記
し
て
い
る
こ
と
は
不
審
で
あ

る
。
こ
れ
は
徳
子
で
は
な
く
若
宮
の
御
ま
か
な
い
役
と
し
て
派
遣
さ

れ
て
い
た
内
裏
女
房
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
全
注
釈
（
上
・
四
〇
六

頁
）
は
「
奥
歯
に
物
の
は
さ
ま
っ
た
迂
遠
な
表
現
を
し
た
と
こ
ろ

に
、
橘
三
位
に
対
す
る
紫
式
部
の
疎
外
的
な
感
情
が
微
妙
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
が
、
近
代
的
な
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い

い
で
あ
ろ
う
。
○
お
も
の
ま
ゐ
る
と
て

帝
に
御
膳
を
差
し
上
げ
る

と
い
う
の
で
、
筑
前
、
左
京
は
、
一
本
の
髻
を
結
い
上
げ
て
、
内
侍

が
出
て
き
た
隅
の
柱
の
も
と
か
ら
出
る
。「
お
も
の
ま
ゐ
る
」
は
、

史
料
二
ノ
六
（
二
二
三
頁
）『
不
知
記
』
に
「
左
大
臣
、
皇
子
ヲ
抱

キ
、
御
前
ニ
進
候
ス
。
暫
ク
懐
ス
ト
云
々
。
大
臣
退
出
ノ
後
、
朝
干

飯
ノ
膳
ヲ
供
ス
〈
乳
母
従
三
位
橘
朝
臣
徳
子
、
勅
シ
テ
陪
膳
ス
。
供
奉
ノ

内
侍
以
下
、
御
盤
ヲ
取
リ
テ
之
ヲ
役
ス
〉」、『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年

十
月
十
六
日
条
に
「
御
前
ニ
参
ル
。
若
宮
ヲ
見
奉
リ
給
フ
。
余
、
抱

キ
奉
ル
。
上
又
抱
キ
奉
リ
給
フ
。
其
ノ
後
、
上
卿
ノ
座
ニ
着
ス
。
盃

酌
数
献
。
此
ノ
間
御
装
束
ヲ
脱
シ
給
フ
。
朝
干
飯
ノ
如
ク
、
御
膳
ヲ

供
奉
ス
。
陪
膳
三
位
徳
子
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
、
一
条
天

皇
は
若
宮
と
の
対
面
の
後
に
食
事
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
式
部
は

順
序
を
入
れ
替
え
て
記
述
し
て
い
る
。「
筑
前
」
は
既
出
。「
左
京
」

は
「
左
京
の
命
婦
」
と
も
。「
左
京
命
婦
」
は
、『
権
記
』
長
保
元
年

（
九
九
九
）
七
月
廿
一
日
「
交
易
ノ
絹
ヲ
以
テ
、
女
房
ニ
支
配
ス
…
左

京
」、『
左
経
記
』
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
五
月
十
七
日
「
素
服
ヲ

給
フ
可
キ
ノ
男
女
…
女
房
十
八
人
」
の
割
注
に
「
左
京
命
婦
」
と
見

え
、
一
条
天
皇
や
後
一
条
天
皇
に
奉
仕
し
た
内
裏
女
房
だ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。『
赤
染
衛
門
集
』
に
「
一
条
院
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
左
京

の
命
婦
、
い
づ
み
の
か
み
の
め
に
て
く
だ
る
が
い
ひ
た
る
／
都
路
の

心
も
し
る
く
し
を
り
し
て
君
だ
に
あ
る
と
お
も
ふ
み
ち
か
な
／
返
し

／
し
を
る
と
も
た
れ
か
お
も
ひ
し
山
み
ち
に
君
し
も
跡
を
た
づ
ね
け

る
か
な
／
又
こ
れ
よ
り
、
い
か
で
み
づ
か
ら
な
ど
い
ひ
て
／
あ
は
じ

て
ふ
み
ち
に
だ
に
こ
そ
あ
ふ
と
聞
け
た
だ
に
て
す
ぎ
む
人
の
つ
ら
さ

よ
／
か
へ
し
、
命
婦
／
山
を
だ
に
思
ひ
へ
だ
て
ぬ
み
ち
な
れ
ば
こ
れ

よ
り
す
ぎ
む
心
ち
や
は
す
る
」（
一
八
七
〜
一
九
〇
）「
あ
ま
り
（
イ

に
）
な
る
べ
し
と
き
く
人
に
す
（
イ
ず
ゞ
）
を
お
こ
せ
て
、
一
条
院

左
京
命
婦
／
浦
山
し
い
か
な
る
人
か
わ
が
さ
め
ぬ
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
よ

を
そ
む
く
ら
ん
／
え
た
る
人
に
か
は
り
て
／
つ
ら
ぬ
け
る
玉
の
ひ
か

り
を
頼
む
と
も
く
ら
く
ま
ど
は
む
道
ぞ
か
な
し
き
」（
二
一
三
・
二
一

四
）
な
ど
と
見
え
、
赤
染
衛
門
と
和
歌
を
贈
答
す
る
歌
人
で
あ
っ
た

こ
と
、
和
泉
守
の
妻
と
し
て
和
泉
国
に
下
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
、

出
家
願
望
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。『
赤
染
衛
門
集
全
釈
』

は
、
こ
の
「
和
泉
守
」
を
「
前
和
泉
守
橘
道
貞
か
」
と
す
る
が
、
直

― ３８ ―



前
の
一
八
一
〜
六
番
歌
に
は
、
道
貞
と
の
関
係
や
道
貞
の
動
向
に
関

連
す
る
和
泉
式
部
と
赤
染
衛
門
集
の
贈
答
歌
が
配
列
さ
れ
、
そ
こ
で

は
「
道
貞
」
と
い
う
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
続
く
詞
書
で
何

の
説
明
も
な
く
道
貞
を
「
和
泉
守
」
と
官
職
で
呼
ぶ
の
は
不
自
然
で

あ
る
。『
権
記
』
に
は
長
保
六
年
（
寛
弘
元
年
）
正
月
五
日
「
和
泉
前

守
道
貞
朝
臣
」、
同
年
三
月
十
八
日
「
今
日
左
相
府
（
道
長
）
陸
奥

守
道
貞
朝
臣
ヲ
餞
ス
」
と
見
え
、『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
十
一

月
九
日
に
「
奉
幣
使
ヲ
立
ツ
。
和
泉
守
脩
政
」
と
あ
る
の
で
、
和
泉

守
の
、
橘
道
貞
の
後
任
に
は
藤
原
脩
政
が
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
寛
弘
元
年
に
よ
っ
て
、
一
八
三
番
歌
の
詞
書
に
「「
道
貞
み

ち
の
く
に
に
な
り
ぬ
」
と
聞
き
て
、
和
泉
式
部
に
や
り
し
」、
一
八

五
番
歌
の
詞
書
に
「
道
貞
く
だ
る
と
て
…
」
と
あ
る
の
で
、
一
八
七

番
歌
の
詞
書
に
み
え
る
「
い
づ
み
の
か
み
」
は
、
後
任
の
藤
原
脩
政

と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
脩
政
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
為

頼
男
で
、
為
時
女
の
紫
式
部
に
と
っ
て
従
兄
弟
に
な
る
（
岩
野
祐
吉

「
紫
式
部
日
記
人
物
考
」）。「
内
侍
の
い
で
入
」
は
、「
内
侍
の
い
で
つ

る
」
が
「
内
侍
の
い
で
い
る
」
と
誤
写
さ
れ
、
漢
字
表
記
と
な
っ
た

も
の
か
。『
栄
花
物
語
』
巻
八
に
は
「
お
も
の
ま
ゐ
る
と
て
、
み
な
、

か
み
あ
げ
て
、
内
侍
の
い
で
つ
る
み
す
ぎ
は
よ
り
、
い
で
い
り
ま
ゐ

り
」（
は
つ
は
な
、
二
・
四
六
二
）
と
あ
る
。
○
こ
れ
は
、
よ
ろ
し
き

天
女
な
り
（
内
侍
に
比
べ
て
）
こ
の
命
婦
二
人
は
、
相
当
な
天
女
で

あ
る
。
皮
肉
が
こ
も
る
。
左
京
は
、
青
色
の
表
着
に
、
柳
襲
で
文
様

の
な
い
唐
衣
、
筑
前
は
、
菊
襲
の
五
重
の
唐
衣
で
、
裳
は
例
の
如
く

摺
裳
で
あ
る
。「
青
色
」
は
、
本
来
は
、
黒
と
白
と
の
中
間
の
範
囲

を
示
す
広
い
色
で
、
主
に
青
、
緑
、
藍
な
ど
を
い
う
。『
枕
草
子
』

に
「
あ
を
色
の
淵
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
蔵
人
な
ど
の
具
に
し
つ
べ
く

て
」（
淵
は
）
な
ど
。『
源
氏
物
語
』
に
も
「
六
位
の
中
に
も
蔵
人
は

あ
を
い
ろ
し
る
く
見
え
て
」（
澪
標
・
五
〇
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
六きく

位
の
蔵
人
に
許
さ
れ
た
禁
色
で
、
天
皇
の
褻
の
袍
の
色
で
あ
っ
た
麹

じ
ん

か
り
や
す

塵
。
古
く
は
刈
安
、
紫
草
の
根
に
灰
を
加
え
て
染
め
た
が
、
後
世
は

よ
こ
い
と

た
て
い
と

わ
さ
び

緯
は
黄
、
経
は
青
を
用
い
て
織
る
。
灰
黄
緑
で
、
山
葵
色
や
オ
リ

ー
ブ
グ
リ
ー
ン
に
近
い
。
こ
こ
は
、
袍
で
は
な
く
、「
わ
ら
は
、
あ

を
色
に
や
な
ぎ
の
か
ざ
み
、
山
ぶ
き
が
さ
ね
の
あ
こ
め
、
き
た
り
」

（
絵
合
・
五
六
九
）
の
よ
う
に
、
青
色
（
麹
塵
）
の
表
着
に
、
左
京
命

婦
は
柳
襲
（
表
白
、
裏
青
）、
筑
前
命
婦
は
菊
襲
（
表
白
、
裏
蘇
芳
）
の

唐
衣
を
着
用
す
る
。
底
本
「
か
ら
衣
は
」。
諸
本
に
従
う
。
○
御
ま

か
な
ひ
、
橘
三
位
。
御
食
事
の
陪
膳
は
、
橘
三
位
。
青
色
の
唐
衣

で
、
唐
綾
の
黄
菊
襲
（
表
黄
、
裏
青
）
の
袿
が
、
表
着
で
あ
る
よ
う

だ
。
髻
を
一
本
上
げ
て
い
る
。
柱
の
陰
に
隠
れ
て
、
完
全
に
は
見
え

な
い
。「
か
ら
あ
や
」
は
舶
来
の
綾
織
物
。
橘
三
位
徳
子
は
、
藤
原
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有
国
の
妻
。
有
国
は
、『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
と
、
長
徳
元
年
（
九

九
五
）
十
月
十
八
日
か
ら
長
保
元
年
（
九
九
九
）
閏
三
月
五
日
ま
で

大
宰
大
弐
の
官
職
に
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
、
全
注
釈
（
上
・
四

〇
九
頁
）
は
、
そ
の
妻
徳
子
は
「
舶
載
の
唐
物
を
豊
富
に
所
有
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
」
と
す
る
。『
源
氏
物
語
』
で

は
六
条
院
の
女
楽
に
お
け
る
明
石
女
御
の
童
女
の
装
い
を
「
青
色
に

か
ざ
み

あ
こ
め

蘇
芳
の
汗
衫
、
か
ら
あ
や
の
う
へ
の
は
か
ま
、
衵
は
山
吹
な
る
唐
の

き綺
」（
若
菜
下
・
一
一
四
八
）
と
す
る
。「
表
着
な
ん
め
る
」
の
「
な

ん
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
「
な
る
」
の
撥
音
便

化
し
た
も
の
。「
め
る
」
は
、
視
覚
に
よ
る
推
量
の
助
動
詞
「
め
り
」

が
、「
黄
な
る
菊
の
袿
ぞ
」
を
受
け
て
連
体
形
で
結
ん
だ
も
の
。
続

く
「
柱
隠
れ
に
て
、
ま
ほ
に
も
見
え
ず
」
と
連
関
す
る
。「
は
し
ら

が
く
れ
」
は
、
名
詞
で
、
柱
の
陰
に
隠
れ
る
こ
と
。『
源
氏
物
語
』

に
「
は
し
ら
が
く
れ
に
少
し
そ
ば
み
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
引
き
寄
せ

給
へ
る
に
」（
野
分
・
八
七
四
）
な
ど
。「
ま
ほ
」
は
、
形
容
動
詞
で
、

完
全
、
正
式
な
さ
ま
。
直
接
、
ま
と
も
な
さ
ま
。『
源
氏
物
語
』
に

「
今
は
、
ま
ほ
に
も
見
え
た
て
ま
つ
り
給
は
ず
」（
横
笛
・
一
二
七
一
）

な
ど
。「
ま
ほ
な
ら
ず
」
の
用
例
も
多
い
。

【
参
考
】『
栄
花
物
語
』
に
「
内
の
女
房
も
、
み
や
か
け
た
る
は
、
四

い

五
人
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
た
り
。
内
侍
二
人
、
命
婦
ふ
た
り
、
御
ま
か
な

い

ひ
の
人
ひ
と
り
。
お
も
の
ま
ゐ
る
と
て
、
み
な
か
み
あ
げ
て
、
内
侍

い

の
い
で
つ
る
み
す
ぎ
は
よ
り
み
す
ぎ
は
よ
り
い
で
い
り
ま
ゐ
る
。
御

ま
か
な
ひ
、
藤
三
位
。
あ
か
い
ろ
の
か
ら
ぎ
ぬ
に
、
き
な
る
か
ら
の

あ
や
の
き
ぬ
、
き
く
の
う
ち
ぎ
、「
う
は
ぎ
な
り
。
筑
前
・
左
京
な

ど
も
、
さ
ま
�
�
み
な
し
た
り
。
は
し
ら
が
く
れ
に
て
、
ま
ほ
に
も

み
え
ず
」（
は
つ
は
な
、
二
・
四
六
二
）
な
ど
。

50
殿
、
わ
か
宮
い
だ
き
た
て
ま
つ
り
給
て
、
お
ま
へ
に
ゐ
て
た
て
ま

ゑ

ゝ

つ
り
給
。
う
へ
、
い
だ
き
、
う
つ
し
た
て
ま
つ
ら
せ
給
程
、
い
さ
さ

か
、
な
か
せ
た
ま
ふ
御
こ
ゑ
、
い
と
わ
か
し
。
弁
宰
相
の
君
、
御
は

い

か
し
と
り
て
ま
ゐ
り
た
ま
へ
り
。
も
や
の
中
ど
よ
り
に
し
に
、
と
の

ゝの
う
へ
お
は
す
る
か
た
に
ぞ
、
わ
か
宮
は
お
は
し
ま
さ
せ
た
ま
ふ
。

と

う
へ
、
外
に
い
で
さ
せ
（
」
上

）
給
て
ぞ
、
宰
相
の
君
は
こ
な

た
に
か
へ
り
て
、

け
さ
う

「
い
と
顕
証
に
、
は
し
た
な
き
心
ち
し
つ
る
」

と
、
げ
に
、
お
も
て
う
ち
あ
か
み
て
ゐ
た
ま
へ
る
か
ほ
、
こ
ま
か

に
、
を
か
し
げ
な
り
。
衣
の
色
も
、
人
よ
り
け
に
、
き
は
や
し
給
へ

り
。
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【
簡
注
】
○
殿
、
わ
か
宮
い
だ
き
た
て
ま
つ
り
給
て

道
長
殿
は
、

若
宮
を
抱
き
申
し
上
げ
な
さ
っ
て
、
御
前
に
若
宮
を
お
連
れ
申
し
上

げ
な
さ
る
。「
ゐ
て
」
は
、
諸
本
「
い
て
」。
大
秀
解
（
二
五
五
頁
）

ヰ

に
「
い
て
は
若
率
て
に
も
あ
ら
ん
か
」
と
見
え
る
が
、
新
釈
（
一
五

六
頁
）
以
前
は
「
御
前
に
出
で
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

名
古
屋
市
立
図
書
館
本
を
底
本
と
し
た
岩
波
文
庫
（
三
五
頁
）
に
よ

っ
て
初
め
て
「
ゐ
て
」
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
発
見
さ
れ
た
黒
川
本

に
「
ゐ
て
」
と
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
降
の
注
釈
は
す
べ
て
「
ゐ

て
」
を
採
用
す
る
。
例
外
は
角
川
文
庫
（
六
〇
頁
）
で
、
本
文
を

ゑ

「
い
で
」
と
し
、「
お
出
ま
し
申
し
上
げ
る
」
と
訳
す
。
○
う
へ
、
い

ゝ

だ
き
、
う
つ
し
た
て
ま
つ
ら
せ
給
程
、
い
さ
さ
か
、
な
か
せ
た
ま
ふ

御
こ
ゑ

帝
が
、
若
宮
を
お
抱
き
に
な
り
、（
そ
の
後
、
再
び
殿
に
）

若
宮
を
お
移
し
申
し
上
げ
あ
そ
ば
す
際
、
少
し
、
若
宮
の
お
泣
き
に

な
る
御
声
は
、
実
に
あ
ど
け
な
い
。「
い
だ
き
う
つ
し
」
と
読
点
を

付
さ
ず
、
全
書
（
一
四
三
頁
）
の
頭
注
が
「
主
上
が
新
皇
子
を
抱
き

と
り
な
さ
る
」
と
解
し
て
以
降
、
諸
注
そ
れ
に
従
い
、「
い
だ
き
と

る
」（
両
手
で
受
け
て
自
分
の
手
に
抱
く
、
抱
き
取
る
）
の
意
に
解
し
て

い
る
。
し
か
し
、「
い
だ
き
う
つ
す
」
と
「
い
だ
き
と
る
」
で
は
明

ら
か
に
意
味
が
異
な
る
だ
ろ
う
。「
い
だ
き
と
る
」
は
、『
源
氏
物

語
』
に
「
む
つ
か
し
げ
に
お
は
す
る
程
を
、
た
え
ず
い
だ
き
と
り
給

へ
ば
」（
若
菜
上
・
一
〇
九
一
）、「
い
だ
き
と
り
給
へ
ば
、
い
と
心
や

す
く
う
ち
ゑ
み
て
」（
柏
木
・
一
二
五
一
）
な
ど
と
見
え
る
よ
う
に
、

当
時
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
る
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

語
を
用
い
な
い
で
「
い
だ
き
う
つ
す
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
の
箇

所
は
、
別
な
内
容
を
意
味
し
て
い
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
こ
こ

の
「
う
つ
す
」
は
、
補
助
動
詞
「
た
て
ま
つ
る
」
が
付
く
こ
と
か
ら

若
宮
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
若
宮
を
抱
い
て
別

の
場
所
に
動
か
す
意
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
に

「
後
涼
殿
に
も
と
よ
り
さ
ぶ
ら
ひ
給
ふ
更
衣
の
曹
司
を
、
ほ
か
に
う

つ
さ
せ
給
て
」（
桐
壺
・
七
）「
東
山
の
辺
に
う
つ
し
た
て
ま
つ
ら
ん
」

（
夕
顔
・
一
二
八
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
若
宮
を
「
う
つ
す
」
の

は
、
帝
の
手
の
中
か
ら
「
ほ
か
に
」
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
。「
い
だ
き
う
つ
す
」
と
い
う
複
合
動
詞
の
用
例
は
な
く
、
諸
本

に
異
同
も
な
い
。
こ
こ
は
「
上
、
抱
き
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ひ
、
移
し

た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
程
」
と
い
う
並
列
す
る
二
つ
の
動
詞
「
抱
く
」

「
移
す
」
を
含
む
文
脈
を
、
連
用
中
止
法
に
よ
っ
て
繋
い
だ
文
が

「
上
、
抱
き
、
移
し
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
程
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
解
釈
し
て
「
い
だ
き
」
と
「
う
つ
し
」
の
間
に
読
点
を
入

れ
て
本
文
を
作
成
し
た
。
若
宮
は
、
初
対
面
の
帝
に
抱
き
取
ら
れ
て

驚
い
て
泣
い
た
の
で
は
な
く
、
安
心
で
き
る
徳
の
高
い
父
宮
で
あ
る
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帝
か
ら
離
れ
た
く
な
い
と
思
っ
て
お
泣
き
に
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う

紫
式
部
の
含
意
を
読
み
取
る
の
が
当
時
の
意
識
か
ら
は
妥
当
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
い
さ
さ
か
」
は
、
漢
語
「
聊
」
あ
る
い
は

「
些
」
の
訓
読
語
で
、
少
し
、
わ
ず
か
に
、
の
意
の
副
詞
。『
源
氏
物

語
』
に
「
君
は
、
い
さ
ゝ
か
ひ
ま
あ
り
て
お
ぼ
さ
る
ゝ
時
は
、
め
し

い
で
ゝ
つ
か
ひ
な
ど
す
れ
ば
」（
夕
顔
・
一
三
六
）
な
ど
。「
わ
か
し
」

は
、
い
か
に
も
、
あ
る
物
が
現
れ
て
か
ら
の
時
間
が
短
い
と
い
う
よ

う
な
さ
ま
。
声
や
様
子
な
ど
が
、
子
ど
も
ら
し
い
。
あ
ど
け
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
に
「
少
納
言
が
も
と
に
寝
む
と
の
た
ま
ふ
こ
ゑ
、
い

と
わ
か
し
」（
若
紫
・
一
九
一
）
な
ど
。
○
弁
宰
相
の
君
、
御
は
か
し

と
り
て

弁
の
宰
相
の
君
は
、
帝
か
ら
賜
っ
た
若
宮
の
守
り
刀
を
手

に
と
っ
て
参
上
な
さ
っ
て
い
る
。
母
屋
の
中
戸
よ
り
西
、
殿
の
北
の

方
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
所
に
、
若
宮
を
お
連
れ
な
さ
る
。「
弁
の
宰
相

の
君
」
は
、
若
宮
の
乳
母
。
道
綱
女
豊
子
。「
母
屋
の
中
戸
よ
り
」

の
「
よ
り
」
を
、
空
間
的
起
点
を
示
す
格
助
詞
と
み
る
か
、
経
由
地

を
示
す
格
助
詞
と
み
る
か
、
両
説
あ
る
。
亀
鑑
（
五
〇
九
頁
）・
岩
波

文
庫
（
三
四
頁
）・
集
成
（
四
四
頁
）
は
後
者
を
採
る
が
、
他
は
前
者
。

「
母
屋
の
中
戸
よ
り
西
に
、
殿
の
上
お
は
す
る
方
に
ぞ
」
は
、『
源
氏

物
語
』
の
「
き
た
山
に
な
む
、
な
に
が
し
寺
と
い
ふ
所
に
、
か
し
こ

き
を
こ
な
ひ
人
侍
る
」（
若
紫
・
一
五
一
）
な
ど
と
同
様
、「（
広
い
場

所
）
に
、（
狭
い
場
所
）
に
」
と
、
格
助
詞
「
に
」
を
重
ね
て
場
所
を

指
示
す
る
用
法
で
、「
よ
り
」
に
つ
い
て
は
前
者
と
み
て
お
い
て
問

題
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
わ
か
宮
は
」
は
「
わ
か
宮
を
ば
」
の

意
で
、「
お
は
し
ま
さ
せ
た
ま
ふ
」
は
、
四
段
動
詞
「
お
は
し
ま
す
」

の
未
然
形
「
お
は
し
ま
さ
」＋
使
役
の
助
動
詞
「
す
」
の
連
用
形

「
せ
」＋
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
と
い
う
語
の
組
成
。
直
訳
す

る
と
「
お
い
で
に
な
る
よ
う
に
な
さ
る
」
と
な
る
が
、
現
代
語
で

は
、
尊
敬
語
に
使
役
の
助
動
詞
が
付
く
場
合
、
謙
譲
語
を
使
う
の
が

普
通
な
の
で
、「
お
は
し
ま
さ
す
」
は
、「
お
迎
え
す
る
」「
お
連
れ

す
る
」
な
ど
と
謙
譲
表
現
に
置
き
換
え
、
さ
ら
に
、
動
作
を
す
る
道

長
へ
の
敬
意
を
表
す
「
た
ま
ふ
」
も
付
い
て
い
る
の
で
「
お
連
れ
な

さ
る
」「
お
連
れ
申
し
上
げ
な
さ
る
」
な
ど
と
解
す
る
と
わ
か
り
や

す
い
。
道
長
が
若
宮
を
倫
子
の
も
と
に
連
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
宮
を
は
、
御
む
ま
に
て
、
く
ら
き
ま
ぎ
れ
に
お

は
し
ま
さ
せ
給
て
」（
総
角
・
一
六
一
五
）
は
、
薫
が
匂
宮
を
闇
に
紛と

れ
て
宇
治
の
山
荘
に
「
お
連
れ
な
さ
る
」
の
で
あ
る
。
○
う
へ
、
外

に
い
で
さ
せ
給
て
ぞ

帝
が
、
御
簾
の
外
に
お
出
に
な
ら
れ
て
か

ら
、
宰
相
の
君
は
紫
式
部
ら
の
い
る
こ
ち
ら
に
帰
っ
て
来
て
、「
た

い
そ
う
目
立
っ
て
、
き
ま
り
の
悪
い
心
地
が
し
た
こ
と
」
と
、
そ
の

言
葉
通
り
、
赤
面
し
て
座
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
表
情
が
、
繊
細
で
、
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け
そ
う

美
し
く
見
え
る
。「
顕
証
」
は
、
あ
ら
わ
な
、
い
ち
じ
る
し
い
、
目

に
立
つ
さ
ま
、
を
い
う
形
容
動
詞
。「
け
ん
」
の
撥
音
「
ん
」
の
無

表
記
。「
け
せ
う
」
と
も
。「
は
し
た
な
し
」
は
、
き
ま
り
が
悪
く

て
、
い
た
た
ま
れ
な
い
よ
う
な
さ
ま
、
間
が
悪
く
、
引
っ
込
み
が
つ

か
な
い
さ
ま
、
を
い
う
形
容
詞
。『
源
氏
物
語
』
に
「
け
せ
う
に
、

は
し
た
な
き
さ
ま
に
は
、
え
も
て
な
し
給
は
ぬ
も
」（
宿
木
・
一
七
五

七
）
な
ど
。「
げ
に
」
は
、
宰
相
の
君
の
言
葉
を
受
け
て
、
そ
の
言

葉
通
り
。「
お
も
て
」
は
、
顔
。
顔
面
。「
う
ち
赤
む
」
は
、
喜
び
、

怒
り
、
恥
ず
か
し
さ
の
た
め
、
顔
な
ど
が
赤
く
な
る
。『
源
氏
物
語
』

に
「
に
く
み
給
ふ
な
よ
、
と
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
お
も
て
う
ち
あ
か

み
て
」（
澪
標
・
四
九
二
）
な
ど
。「
か
ほ
」
は
、
上
代
、
容
貌
の
意

で
の
み
用
い
ら
れ
、
顔
面
の
意
を
表
す
語
と
し
て
は
、「
お
も
て
」

が
用
い
ら
れ
た
。
中
古
に
な
る
と
、「
か
ほ
」
が
、
顔
面
の
意
を
も

表
す
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
顔
の
状
態
・
様
子
「
顔
だ
ち
」「
顔
つ

き
」「
顔
い
ろ
」
も
表
す
よ
う
に
な
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
に
ほ
ひ

や
か
に
、
う
ち
あ
か
み
給
へ
る
か
ほ
、
い
と
を
か
し
げ
な
り
」（
夕

霧
・
一
三
六
四
）
な
ど
。
○
衣
の
色
も
、
人
よ
り
け
に
、
き
は
や
し

給
へ
り

衣
の
色
も
、
誰
よ
り
も
す
ば
ら
し
く
、
見
栄
え
が
す
る
よ

う
に
お
召
し
に
な
っ
て
い
る
。「
け
に
」
は
、
形
容
動
詞
「
異
（
け
）

な
り
」
の
連
用
形
。
普
通
、
一
般
と
は
違
っ
て
い
る
さ
ま
。
他
の
も

の
と
は
異
な
っ
て
い
る
さ
ま
。
あ
る
基
準
と
な
る
も
の
と
比
べ
て
、

際
立
っ
て
い
る
さ
ま
。
す
ば
ら
し
い
さ
ま
。「
人
よ
り
け
に
」「
あ
り

し
よ
り
け
に
」
な
ど
と
、
多
く
「
…
よ
り
け
に
」
と
連
用
形
で
用
い

ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
「
み
る
め
は
、
人
よ
り
け
に
、
わ
か
く

を
か
し
げ
に
て
」（
若
菜
上
・
一
一
一
三
）
な
ど
。「
き
は
や
す
」
は
、

見
栄
え
が
す
る
よ
う
に
着
る
。
目
立
つ
よ
う
に
着
飾
る
。

【
参
考
】『
栄
花
物
語
』
に
「
と
の
（
道
長
）、
わ
か
宮
（
敦
成
）
い
だ

き
た
て
ま
つ
ら
せ
給
て
、
御
前
に
ゐ
て
た
て
ま
つ
ら
せ
給
。
御
こ

い

ゑ
、
い
と
わ
か
し
。
弁
宰
相
の
君
、
御
は
か
し
と
り
て
ま
ゐ
り
給
。

も
や
の
な
か
の
と
の
に
し
に
、
と
の
ゝ
う
へ
（
倫
子
）
の
お
は
し
ま

す
か
た
に
ぞ
、
若
宮
は
お
は
し
ま
さ
せ
給
」（
は
つ
は
な
、
二
・
四
六

七
）
な
ど
。

（
本
学
教
育
学
部
・
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
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