
物
語
の
「
遣
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」

四
四

物
語
の
「
遣
遥
」

『
伊
勢
物
語
』
六
十
七
段
か
ら

『
源
氏
物
語
』

へ

谷
　
　
口

孝
　
　
介

、
は
じ
め
に

　
か
ぐ
や
姫
が
自
己
の
素
姓
を
翁
た
ち
に
は
じ
め
て
明
か
す
長
い
告
白
の
な
か

に
、
月
の
世
界
と
人
間
世
界
と
の
差
を
き
わ
だ
た
す
、
次
の
よ
う
な
発
話
が
あ

る
。　

　
月
の
都
の
人
に
て
父
母
あ
り
。
か
た
時
の
あ
ひ
だ
と
て
、
か
の
国
よ
り
ま

　
　
う
で
こ
し
か
ど
も
、
か
く
此
く
に
に
は
あ
ま
た
の
年
を
へ
ぬ
る
に
な
ん
あ

　
　
り
け
る
。
か
の
く
に
の
父
母
の
こ
と
も
お
ぽ
え
ず
。
こ
・
に
は
、
か
く
久

　
　
し
く
あ
そ
び
聞
え
て
、
な
ら
ひ
奉
れ
り
。

　
異
界
と
人
間
世
界
と
の
時
問
の
流
れ
の
差
を
い
う
の
に
、
つ
ね
に
引
か
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
世
界
の
差
を
い
う
の
に
あ
た
っ
て
、
い
ま
一
つ
注
目
し

て
お
き
た
い
の
が
、
か
ぐ
や
姫
が
人
問
世
界
に
「
久
し
く
あ
そ
び
聞
え
」
た
と

い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
そ
ぶ
」
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
山
岸
徳

平
・
田
口
庸
一
の
両
氏
が
、
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
「
干
レ
時
喚
子
遺
二
旧

俗
一
遊
二
仙
都
一
既
運
二
一
二
歳
一
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
、
「
か
ぐ
や
姫
が
故

郷
で
あ
る
月
の
都
を
離
れ
て
異
郷
の
地
で
あ
る
地
上
世
界
に
暫
時
滞
在
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

る
こ
と
を
さ
し
て
「
あ
そ
ぶ
』
と
言
っ
た
」
と
注
し
て
い
る
。
そ
れ
を
う
け
て
、

野
口
元
大
氏
は
「
『
遊
ぶ
』
は
、
日
常
世
界
か
ら
脱
出
し
て
別
世
界
に
お
い
て

存
分
に
身
心
を
解
放
す
る
の
が
原
義
。
『
き
こ
え
』
は
翁
へ
の
敬
意
の
表
現
で

あ
る
か
ら
、
姫
は
月
世
界
の
原
郷
か
ら
人
間
世
界
に
遊
び
、
翁
は
貧
窮
の
現
実

か
ら
夢
の
よ
う
な
果
報
に
あ
ず
か
り
、
共
に
非
日
常
の
世
界
に
遊
ぶ
意
と
解
す

　
　
　

べ
き
か
」
と
、
『
竹
取
物
語
』
を
貫
く
主
題
系
の
鍵
語
と
し
て
、
こ
の
「
あ
そ

ぶ
」
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
異
界
滝
留
を
い
う
の
に
、
こ
こ
で
は

「
あ
そ
ぶ
」
と
い
う
和
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
片
桐
洋
一
氏
は
こ

こ
で
こ
れ
ら
の
注
釈
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
「
『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
は
『
遣

遥
』
を
『
ア
ソ
ビ
』
と
読
む
。
こ
の
人
問
世
界
へ
来
た
の
も
、
天
人
と
し
て
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
か
た
時
』
の
『
遣
遥
』
な
の
で
あ
る
」
と
、
こ
の
箇
所
の
和
語
「
あ
そ
ぶ
」

を
漢
語
「
遭
遥
」
の
翻
訳
語
と
み
る
注
目
す
べ
き
見
解
を
示
す
。
上
代
文
献
に

お
い
て
は
「
あ
そ
ぶ
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
遊
（
滞
）
」
で
表
記
さ
れ
る
こ

と
が
、
常
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
片
桐
氏
が
こ
こ
で
「
あ
そ
ぶ
」
の
背
景
に

「
遣
遥
」
と
い
う
漢
語
を
持
ち
だ
し
て
き
た
こ
と
の
意
味
は
深
い
。

　
上
代
文
献
の
「
あ
そ
ぶ
」
の
用
語
例
を
精
査
し
た
犬
塚
旦
氏
は
、
「
あ
そ
ぶ
」

の
古
義
を
漁
猟
・
管
絃
舞
楽
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
平
安
朝
へ
の
語
史
的
展

開
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
上
代
に
お
い
て
「
あ
そ
び
」
の
一
分
野
で
し
か
な
か
っ
た
音
楽
を
奏
す
る

　
　
と
い
っ
た
ふ
う
の
用
い
方
が
王
朝
に
至
っ
て
、
中
枢
的
位
置
を
占
め
る
に

　
　
至
り
、
そ
の
女
流
文
学
に
最
も
顕
著
に
看
取
さ
れ
る
現
象
を
興
味
深
く
感

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
平
安
朝
に
至
っ
て
、
「
あ
そ
ぶ
」
の
語
義
が
音
楽
に
集
中
し
て

い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
「
あ
そ
ぶ
」
が
含
有
し
て
い
た
語
義
の
一
部
を
、

「
遣
遥
」
と
い
う
語
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
竹
取
物

語
』
の
例
は
、
「
あ
そ
ぶ
」
の
古
義
を
よ
く
保
存
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
片
桐

氏
は
そ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
、
漢
語
「
道
遥
」
を
そ
の
背
後
に
読
み
取
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
犬
塚
氏
に
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
が
、
『
日
本
書
紀
』
古
訓
に
お
い

て
は
「
ア
ソ
ビ
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
「
遣
遥
」
の
上
代
か
ら
平
安
初

　
　
　
　
　
物
語
の
「
遣
遥
」

期
に
至
る
漢
文
脈
で
の
用
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

¢
　
願
与
二
皇
子
一
孟
冬
作
陰
之
月
、
寒
風
粛
殺
之
農
、
将
下
遣
二
遥
於
郊
野
一

　
柳
娯
レ
情
以
騎
射
〃
　
　
　
　
　
　
　
一
日
本
書
紀
・
雄
略
天
皇
即
位
前
紀
一

　
　
語
臣
猪
麻
呂
之
女
子
、
遣
二
遥
件
埼
一
避
遁
遇
二
和
爾
一
所
レ
賊
不
レ
切
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
出
雲
国
風
土
記
・
意
宇
郡
・
安
来
郷
一

　
　
余
以
暫
往
二
松
浦
之
県
一
遣
遥
、
卿
臨
二
玉
嶋
之
潭
一
遊
覧
、
忽
値
二
釣
レ
魚

　
女
子
等
一
也
。
　
　
　
　
　
　
　
一
萬
葉
集
・
巻
五
、
遊
二
於
松
浦
河
一
序
一

＠
　
思
下
欲
無
位
無
号
詣
二
山
水
一
而
遣
遥
、
無
事
無
為
玩
二
琴
書
一
以
潜
泊
。

　
　
　
　
　
（
続
日
本
後
紀
・
承
和
九
年
七
月
十
五
日
条
、
嵯
峨
上
皇
の
遺
詔
）

　
　
若
教
三
天
下
知
二
交
意
一
真
実
遣
遥
独
此
秋
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菅
家
文
草
・
二
、
山
家
晩
秋
）

　
　
は
詩
で
あ
る
の
で
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
見
し
て
す
ぐ
に
気
付
く
こ
と

は
、
　
＠
の
対
句
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
ず
れ
も
ひ
じ
ょ
う
に
修
辞
的
な
文
脈

で
の
使
用
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
の
は
０
で
あ
る
。
¢
は

こ
の
直
前
に
「
遊
二
郊
野
一
」
と
あ
る
の
を
う
け
て
、
天
皇
の
詞
と
し
て
表
記

さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
っ
い
て
は
小
島
憲
之
氏
に
よ
っ
て
、
魏
の

応
場
「
馳
射
賦
」
（
芸
文
類
聚
・
産
業
部
下
・
田
猟
）
に
「
将
下
造
二
遥
於
郊
野
＾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
娯
中
遊
於
騎
射
上
」
と
あ
る
の
が
典
拠
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
す

る
と
雄
略
紀
述
作
者
は
地
の
文
に
お
い
て
は
常
語
の
「
遊
」
を
用
い
た
う
え
で
、

天
皇
の
詞
に
つ
い
て
は
、
賦
に
拠
る
き
わ
め
て
荘
重
な
表
現
を
意
図
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
物
語
の
「
道
遥
」

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
荘
重
な
表
現
と
し
て
「
遣
遥
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
　
に
つ
い
て
も
小
島
氏
に
よ
っ
て
、
「
暫
」
「
柳
」
「
忽
」
の

三
助
字
が
互
訓
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
タ
マ
タ
マ
、
偶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

然
二
、
ユ
ク
リ
ナ
ク
の
訓
を
も
つ
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
助
字
を
配
置
し
た
定
型

的
な
文
形
式
に
よ
っ
て
、
偶
然
に
異
界
に
参
入
し
て
異
人
と
遭
遇
す
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
遣
遥
」
も
レ
ト
リ
カ
ル
な
文
脈
に
お
け

る
使
用
と
い
え
よ
う
。
　
は
こ
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
平
易
な
文
脈
で
あ
る
が
、

「
避
遁
遇
」
の
措
辞
か
ら
、
　
の
よ
う
な
文
形
式
の
変
形
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
場
合
、
対
象
が
異
界
と
も
異
人
と
も
い
え
な
い
が
、
「
和
爾
」
を
そ
れ
に
準

じ
た
も
の
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
修
辞
的
な
文
章
の

少
な
い
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
あ
っ
て
は
、
こ
こ
は
珍
し
く
修
辞
的
に
表
現
し

よ
う
と
し
た
箇
所
で
あ
ろ
う
。

　
上
代
か
ら
平
安
初
期
に
漢
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
「
遣
遥
」
は
、
常
語

の
「
遊
」
に
対
し
て
、
修
辞
的
で
、
何
ら
か
の
特
殊
な
表
現
意
図
が
存
す
る
箇

所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

二
、
『
伊
勢
物
語
』

六
十
七
段
の
「
造
遥
」

　
上
代
の
漢
文
脈
に
お
い
て
特
殊
な
表
現
意
図
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た

「
遣
遥
」
が
、
平
安
朝
の
和
文
脈
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
る
の
が
、
『
古
今
集
』

一
七
〇
番
歌
詞
書
を
除
け
ば
、
次
に
見
る
『
伊
勢
物
語
』
六
十
七
段
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

こ
こ
で
は
こ
の
特
殊
な
漢
語
「
遣
遥
」
を
物
語
に
と
り
こ
ん
だ
『
伊
勢
物
語
』

の
意
図
を
考
え
て
お
き
た
い
。
六
十
七
段
は
前
後
の
六
十
六
段
・
六
十
八
段
と

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
み
せ
、
男
の
摂
津
・
和
泉
へ
の
空
問
移
動
を
扱
っ
た
章
段

群
と
み
ら
れ
る
。
ま
ず
こ
の
三
段
を
掲
げ
る
。

　
　
　
む
か
し
、
を
と
こ
、
っ
の
く
に
に
、
し
る
所
あ
り
け
る
に
、
あ
に
、
お

　
　
と
と
、
友
だ
ち
ひ
き
ゐ
て
、
な
に
は
の
方
に
い
き
け
り
。
な
ぎ
さ
を
見
れ

　
　
ば
、
ふ
ね
ど
も
の
あ
る
を
見
て
、

　
　
　
　
な
に
は
っ
を
け
さ
こ
そ
み
つ
の
う
ら
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み

　
　
　
　
わ
た
る
ふ
ね

　
　
こ
れ
を
あ
は
れ
が
り
て
、
人
々
か
へ
り
け
り
。
　
　
　
　
　
（
六
十
六
段
）

　
　
　
む
か
し
、
を
と
こ
、
せ
う
え
う
し
に
、
思
ふ
ど
ち
か
い
っ
ら
ね
て
、
い

　
　
づ
み
の
く
に
へ
、
き
さ
ら
ぎ
ば
か
り
に
い
き
け
り
。
河
内
の
く
に
、
い
こ

　
　
ま
の
山
を
見
れ
ば
、
く
も
り
み
、
は
れ
み
、
た
ち
ゐ
る
く
も
や
ま
ず
。
あ

　
　
し
た
よ
り
く
も
り
て
、
ひ
る
は
れ
た
り
。
ゆ
き
い
と
し
ろ
う
木
の
す
ゑ
に

　
　
ふ
り
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
か
の
ゆ
く
人
の
な
か
に
、
た
だ
ひ
と
り
よ
み

　
　
け
る
。

　
　
　
　
き
の
ふ
け
ふ
く
も
の
た
ち
ま
ひ
か
く
ろ
ふ
は
花
の
は
や
し
を
う
し
と

　
　
　
　
な
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
十
七
段
）

　
　
　
む
か
し
、
を
と
こ
、
い
づ
み
の
く
に
へ
い
き
け
り
。
す
み
よ
し
の
こ
ほ

　
　
り
、
す
み
よ
し
の
さ
と
、
す
み
吉
の
は
ま
を
ゆ
く
に
、
い
と
お
も
し
ろ
け



　
　
れ
ば
、
お
り
ゐ
っ
・
ゆ
く
。
あ
る
人
、
「
す
み
よ
し
の
は
ま
と
よ
め
」
と

　
　
い
ふ
。

　
　
　
　
雁
な
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど
春
の
う
み
べ
に
す
み
よ
し
の
は

　
　
　
　
ま

　
　
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
々
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
。
　
　
（
六
十
八
段
）

　
こ
の
三
段
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
「
憂
し
」
の
心
情
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
て
い
る
章
段
群
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
六
十
六
段
の
歌
の
「
う
み
わ
た
る
」

は
「
海
渡
る
」
と
「
憂
み
わ
た
る
」
と
の
懸
け
詞
で
あ
り
、
『
後
撰
集
』
（
雑
三
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

二
一
四
四
）
の
同
歌
の
詞
書
に
「
身
の
う
れ
へ
侍
け
る
時
、
摂
津
の
国
に
ま
か

り
て
住
み
始
め
侍
け
る
に
」
と
あ
る
の
も
参
考
に
な
ろ
う
。
片
桐
洋
一
氏
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

の
段
と
歌
に
つ
い
て
、
「
俗
世
間
を
憂
き
も
の
と
観
ず
る
姿
勢
」
が
は
っ
き
り

と
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
六
十
八
段
に
つ
い
て
も
歌
の
「
う
み
べ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
「
憂
み
」
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
と
と
る
注
釈
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ

う
に
「
憂
し
」
の
心
情
が
支
配
す
る
な
か
で
「
造
遥
」
と
い
う
漢
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
憂
し
」
と
「
遣
遥
」
と
の
関
連
を
示
す
も
の
と
し
て
、

『
平
中
物
語
』
（
初
段
）
の
次
の
部
分
も
考
え
あ
わ
さ
れ
る
。

　
　
こ
の
男
は
た
宮
仕
へ
を
ば
苦
し
き
こ
と
に
し
て
、
た
だ
遣
遥
を
の
み
し
て
、

　
　
衛
府
司
に
て
、
宮
仕
へ
も
仕
う
ま
つ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
い
で
き
て
、
官
と

　
　
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
世
の
中
も
思
ひ
憂
じ
て
、
憂
き
世
に
は
交
ら
は
で
、
ひ

　
　
た
み
ち
に
行
ひ
に
っ
き
て
、
野
に
も
山
に
も
交
り
な
む
と
思
ひ
っ
れ
ど
、

　
　
　
　
　
物
語
の
「
遭
遥
」

　
「
道
遥
」
が
「
憂
し
」
と
い
う
心
情
に
誘
発
さ
れ
て
、
ま
た
「
造
遥
」
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
「
憂
し
」
の
心
情
が
確
か
め
ら
れ
る
さ
ま
が
物

語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
片
桐
洋
一
氏
は
『
伊
勢
物
語
』
の
根
本
で
あ
る

「
み
や
び
」
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

　
　
「
古
今
集
」
成
立
の
延
喜
五
年
一
九
〇
五
一
以
前
か
ら
存
し
、
そ
の
撰
集
資

　
　
料
に
も
な
っ
た
原
初
形
態
の
「
伊
勢
物
語
」
に
お
い
て
、
貴
族
の
公
的
生

　
　
活
が
「
俗
」
の
代
表
と
し
て
、
い
わ
ば
「
雅
」
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て

　
　
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
中
略
）
体
制
に
か

　
　
か
わ
る
す
べ
て
が
「
俗
」
で
あ
り
、
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
ず
に
一
切
を
棄

　
　
て
て
自
由
に
生
き
る
こ
と
だ
け
が
「
雅
」
で
あ
り
、
「
俗
」
を
逃
れ
て

　
　
「
雅
」
に
生
き
た
い
と
す
る
価
値
観
が
、
先
の
「
遣
遥
」
の
場
合
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
く
、
こ
こ
に
お
い
て
も
作
品
を
統
括
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
反
俗
の
文
学
と
し
て
の
『
伊
勢
物
語
』
に
あ
っ
て
、
六
十
七
段

で
漢
語
「
造
遥
」
を
あ
え
て
和
文
脈
に
お
い
て
用
い
た
語
り
手
は
、
物
語
の
方

法
を
示
す
鍵
語
と
し
て
こ
の
語
を
用
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
と

す
る
と
な
ぜ
和
語
「
あ
そ
ぷ
」
で
は
な
く
、
漢
語
「
遣
遥
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
こ
の
「
遣
遥
」
と
い
う
語
の
あ
る
内
示
性
が
、
こ
の
物
語
の
方
法
で
あ

る
反
俗
に
ま
さ
し
く
呼
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
『
伊
勢
物
語
』
の
方
法
と
呼
応
す
る
「
蓮
遥
」
の
内
示
性
を
探
る
た

め
に
、
「
遣
遥
」
の
中
国
に
お
け
る
六
朝
あ
た
り
ま
で
の
語
誌
を
た
ど
っ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



物
語
の
「
遣
遥
」

こ
う
。

　
「
遣
遥
」
の
原
義
が
最
も
よ
く
分
か
る
の
は
、
『
毛
詩
』
（
鄭
風
・
清
人
）
の

「
二
矛
重
喬
、
河
上
乎
遣
遥
」
で
あ
ろ
う
。
吉
川
幸
次
郎
氏
は
こ
の
「
遣
遥
」

に
つ
い
て
、
「
同
母
音
を
つ
ら
ね
た
擬
態
語
。
や
は
り
自
由
な
行
動
を
い
う
の

　
　
　
ゆ

に
用
い
る
」
と
注
し
て
お
り
、
元
来
は
様
態
を
表
す
畳
韻
語
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
つ
い
で
こ
の
語
に
思
想
的
な
意
味
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
『
荘
子
』
で
あ
ろ
う
。
内
篇
の
第
一
篇
「
遣
遥
遊
篇
」
に
お
い
て
雄
大
な

規
模
で
語
ら
れ
る
大
鵬
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
さ
に
思
想
と
し
て
の
「
遣
遥
」
の

具
現
化
な
の
で
あ
る
。
用
語
例
と
し
て
は
内
篇
「
大
宗
師
篇
」
の
「
芒
然
紡
二

僅
平
塵
垢
之
外
一
遭
二
遥
乎
無
為
之
業
一
」
な
ど
が
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、

唐
の
成
玄
英
の
疏
に
「
芒
然
、
無
知
之
貌
也
。
紡
僅
遣
遥
、
皆
自
得
逸
予
之
名

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
対
句
の
「
紡
僅
」
と
と
も
に
気
ま
ま
に
た
の
し
む
こ
と

を
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
楚
辞
』
に
は
多
く
の
例
が
見
え
る
。
こ
と
に
『
文
選
』
に
も
収
め
る
次
の

二
例
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
王
逸
の
注
と
と
も
に
掲
げ
て
お
く
。

　
　
時
不
レ
可
二
号
再
得
一
柳
遣
遥
号
容
与
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
屈
原
、
九
歌
四
首
・
湘
君
、
文
選
・
巻
三
十
二
）

　
　
　
遭
遥
、
遊
戯
也
。
言
、
天
時
不
二
再
至
ワ
人
、
年
不
二
再
盛
一
已
既
老
実
。

　
　
　
不
レ
遇
二
於
時
一
柳
且
道
遥
而
遊
、
容
与
而
戯
、
以
待
二
天
命
之
至
一
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
逸
注
）

四
八

　
　
時
不
レ
可
二
分
畷
得
一
柳
遭
遥
号
容
与
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
屈
原
、
九
歌
四
首
・
湘
夫
人
、
文
選
・
巻
三
十
二
）

　
　
　
畷
、
数
也
。
言
、
富
貴
有
レ
命
、
天
時
難
レ
値
、
不
レ
可
二
数
得
一
柳
且

　
　
　
遊
戯
以
尽
二
年
寿
一
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
逸
注
）

　
表
面
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
男
女
二
神
が
相
逢
え
な
い
嘆
き
を
歌
っ
た
長
詩
の
結

聯
で
あ
る
が
、
王
逸
注
に
あ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
賢
君
に
め
ぐ
り
あ
え
な
い

憂
い
を
寓
意
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
が
は
た
し
て
屈
原
の

意
図
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
い
ま
お
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
解

釈
さ
れ
て
き
た
伝
統
を
重
視
し
た
い
。
不
遇
な
時
に
天
命
が
至
る
の
を
待
つ
あ

い
だ
に
、
し
ば
ら
く
「
遭
遥
」
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
毛
詩
－
の
原
義
、

『
荘
子
』
の
思
想
性
を
も
も
ち
ろ
ん
含
み
こ
み
な
が
ら
、
よ
り
政
治
的
有
価
値

的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
漢
の
張
衡
「
四
愁
詩
四
首
・
其
一
」

（
文
選
・
巻
二
十
九
）
の
「
路
遠
莫
レ
致
街
遭
遥
、
何
為
懐
レ
憂
心
煩
労
」
も

『
楚
辞
』
の
用
法
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
理
想
的
な
君
主
に
近
侍
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
不
遇
を
詠
む
詩
の
結
聯
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
四
連
作
で
、
其
一
の

「
遭
遥
」
の
位
置
に
、
「
帽
恨
」
（
其
二
）
・
「
蜘
厨
」
（
其
三
）
・
「
増
レ
歎
」
（
其

四
）
と
嘆
き
悲
し
む
さ
ま
を
い
う
語
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
其
四
を
除
い

て
畳
韻
・
双
声
語
で
あ
る
点
も
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
遣
遥
」
が
ど

の
よ
う
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
楚
辞
』
の
系
列
の
用
法
の
政
治
性
が
希
薄
に
な
っ
た
も



の
が
、
晋
の
張
華
「
雑
詩
二
首
・
其
一
」
（
玉
台
新
詠
・
巻
二
）
の
「
遣
遥

遊
二
春
空
一
容
二
与
緑
池
阿
一
」
な
ど
と
い
う
例
で
あ
る
。
旅
に
出
た
夫
を
思
う

妻
の
心
を
詠
む
閨
怨
詩
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
「
容
与
」
と
の
対
に
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
『
楚
辞
』
の
影
響
を
感
じ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
政
治

的
な
寓
意
性
は
な
く
、
た
だ
憂
愁
の
思
い
に
触
発
さ
れ
て
の
「
迫
遥
」
が
歌
わ

れ
て
い
る
。

　
『
荘
子
』
の
思
想
と
儒
教
的
な
聖
人
観
が
融
合
し
理
想
的
な
聖
君
主
の
精
神

と
し
て
い
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
『
准
南
子
』
一
惰
務
訓
）
の
「
以
遣
二
遥
佑
倖

於
塵
挨
之
外
一
超
然
独
立
、
卓
然
離
レ
世
、
此
聖
人
之
所
二
以
遊
Ｐ
心
」
な
ど
が

そ
の
例
で
、
張
衡
「
南
都
賦
」
一
文
選
・
巻
四
一
の
「
聖
皇
之
所
二
道
遥
一
霊

祇
之
所
二
保
綴
一
」
も
そ
の
系
列
で
あ
る
。
「
南
都
賦
」
の
こ
の
箇
所
に
対
し
て

李
善
は
「
聖
皇
、
謂
二
光
武
一
也
。
遣
遥
、
謂
二
潜
竜
之
日
↓
韓
詩
外
伝
日
、
遣
、

遥
也
」
と
注
し
て
お
り
、
聖
皇
光
武
帝
が
か
つ
て
南
都
に
居
し
て
い
た
こ
と
を

い
う
。
『
荘
子
』
的
理
想
を
い
う
も
の
は
こ
と
に
魏
晋
の
問
に
多
く
、
晋
の
潜

岳
「
秋
興
賦
」
（
文
選
・
巻
十
三
一
に
「
遣
二
遥
乎
山
川
之
阿
一
放
二
噴
乎
人
問

之
世
一
優
哉
遊
哉
、
柳
以
卒
レ
歳
」
と
あ
る
の
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ

る
。
よ
り
道
教
的
な
用
法
と
し
て
は
、
『
抱
朴
子
』
（
明
レ
本
）
の
「
夫
道
也
者
、

遣
二
遥
虹
寛
一
靹
二
翔
丹
脊
一
鴻
二
崖
六
虚
一
唯
意
所
レ
造
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

道
の
体
得
者
、
つ
ま
り
仙
人
の
仙
術
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
は

る
か
な
系
譜
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
白
居
易
「
昭
徳
王
后
挽
歌
詞

　
　
　
　
　
物
語
の
「
遭
遥
」

一
〇
。
－
－
Ｏ
。
り
」
の
「
仙
二
去
造
遥
境
一
詩
留
二
窃
究
章
こ
が
あ
る
。
こ
れ
は
昭
徳

皇
后
の
死
を
「
追
遥
境
に
仙
去
す
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
と
り
ま
と
め
て
み
る
と
、
擬
態
語
と
し
て
の
原
義
か
ら
、
『
荘
子
』
に

お
け
る
思
想
化
、
『
楚
辞
』
に
お
け
る
反
俗
的
営
為
、
聖
君
主
の
精
神
、
仙
人

の
行
為
と
し
て
の
用
法
な
ど
に
分
化
し
て
い
く
様
相
が
ほ
ぽ
見
わ
た
さ
れ
た
と

思
う
。
で
は
、
『
伊
勢
物
語
』
は
こ
れ
ま
で
に
み
た
漢
語
「
追
遥
」
の
ど
の
系

譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
引
い
た
片
桐
氏
の
『
伊
勢
物
語
』
の

根
本
に
つ
い
て
の
雪
言
や
渡
辺
秀
夫
氏
の
「
第
九
段
の
主
人
公
は
、
『
楚
辞
』

に
描
か
れ
た
屈
原
の
姿
を
下
敷
き
に
し
て
結
構
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で

　
０

き
る
」
と
い
う
指
摘
、
さ
ら
に
は
六
十
七
段
前
後
の
「
憂
し
」
と
の
関
わ
り
を

も
思
い
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
『
楚
辞
』
に
お
け
る
屈
原
の
用
法
が
強
く
影
を
落

と
し
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
賛
言
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
不

満
な
現
状
か
ら
の
逃
避
で
は
な
い
、
現
状
と
の
厳
し
い
対
立
を
孕
ん
だ
士
大
夫

の
営
為
と
し
て
の
「
遣
遥
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
示
性

を
持
た
せ
る
た
め
に
語
り
手
は
、
あ
え
て
上
代
の
漢
文
脈
に
お
い
て
き
わ
め
て

限
定
的
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
漢
語
「
遣
遥
」
を
、
和
文
脈
の
物
語

の
な
か
に
持
ち
こ
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、
「
花
の
は
や
し
」

『
伊
勢
物
語
』

六
十
七
段
を
屈
原
の
系
譜
を
引
く
「
追
遥
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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物
語
の
「
遣
遥
」

と
考
え
る
本
稿
に
と
っ
て
、
じ
つ
は
本
段
の
歌
「
き
の
ふ
け
ふ
…
…
」
の
「
花

の
は
や
し
」
な
る
語
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
全
体

に
つ
い
て
は
、
石
田
穣
二
氏
が
「
こ
の
歌
、
寓
意
が
あ
ろ
う
が
、
明
ら
か
で
な

＠い
」
と
い
う
よ
う
に
何
か
解
釈
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
残
る
感
が
つ
き
ま
と
う
。

第
三
句
「
か
く
ろ
ふ
は
」
に
っ
い
て
も
、
雲
が
花
の
林
を
隠
す
と
自
動
詞
「
か

く
ろ
ふ
」
を
他
動
詞
的
に
解
釈
す
る
説
、
ま
た
山
が
雲
に
よ
っ
て
隠
れ
る
と
新

し
い
主
語
を
補
っ
て
解
釈
す
る
も
の
な
ど
が
有
力
で
あ
る
。
こ
れ
に
っ
い
て
は

私
は
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
の
解
釈
に
よ
る
の
が
素
直
だ
と
考
え
る
。

　
　
か
く
ろ
ふ
は
、
か
く
る
・
な
り
。
歌
の
心
は
、
い
こ
ま
山
に
立
ま
ひ
し
雲

　
　
の
は
れ
た
る
を
か
く
ろ
ふ
と
い
ふ
。
雲
か
く
れ
た
る
也
。
花
の
は
や
し
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
梢
に
ふ
り
た
る
雪
の
事
也
。

　
つ
ま
り
、
歌
の
「
た
ち
ま
ひ
か
く
ろ
ふ
」
は
、
物
語
本
文
の
「
く
も
り
み
、

は
れ
み
」
に
呼
応
し
て
お
り
、
物
語
本
文
で
そ
の
景
を
総
叙
し
て
「
た
ち
ゐ
る

く
む
や
ま
ず
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
「
か
く

ろ
ふ
」
を
自
動
詞
と
し
て
解
釈
し
た
う
え
で
も
、
上
の
句
全
体
は
、
雲
が
出
た

り
消
え
た
り
し
て
、
な
か
な
か
す
っ
き
り
と
晴
れ
な
い
さ
ま
を
擬
人
的
に
表
現

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
「
花
の
は
や
し
」
に
つ
い

て
は
、
表
面
的
に
は
『
愚
見
抄
』
の
い
う
よ
う
に
、
木
の
梢
に
降
り
積
も
っ
た

雪
の
比
瞼
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
花
の
は
や
し
」
と
表
現

す
る
こ
と
は
独
創
的
で
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
拠
る
と
こ
ろ
の
あ
り
そ
う
な
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

現
で
あ
る
。
そ
こ
で
上
野
理
氏
の
詩
語
「
花
林
」
を
歌
語
化
し
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
＠

と
す
る
指
摘
は
示
唆
的
で
あ
る
。
「
花
林
」
の
例
で
、
「
遣
遥
」
と
の
関
連
に
お

い
て
注
目
し
た
い
も
の
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
北
周
の
庚
信
の
連
作
詩
「
詠
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

画
屏
風
一
詩
二
十
四
首
」
が
あ
る
。
い
ま
関
わ
る
其
五
と
其
九
と
を
並
置
し
て

お
く
。

　
　
　
　
其
五

　
　
遣
遥
遊
桂
苑
、
寂
絶
想
桃
源
。
　
遭
遥
し
て
桂
苑
に
遊
ぶ
、
寂
絶
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桃
源
を
想
う
。

　
　
狭
石
分
花
運
、
長
橋
映
水
門
。
　
狭
石
　
花
運
を
分
け
、
長
橋
　
水
門
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
映
る
。

　
　
管
声
驚
百
鳥
、
人
衣
香
一
園
。
　
管
声
　
百
鳥
を
驚
か
し
、
人
衣
　
一
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
香
る
。

　
　
定
知
歓
未
足
、
横
琴
坐
樹
根
。
　
定
め
て
知
る
　
歓
未
だ
足
ら
ざ
る
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
琴
　
樹
根
に
坐
す
。

　
　
　
　
其
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
い

　
　
俳
何
出
桂
苑
、
徒
符
就
花
林
。
　
俳
個
し
て
桂
苑
を
出
で
、
徒
侍
し
て
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
林
に
就
く
。

　
　
下
橋
先
勧
酒
、
肢
石
始
調
琴
。
　
橋
を
下
り
て
先
ず
酒
を
勧
め
、
石
に
肢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
て
始
め
て
琴
を
調
ぶ
。

　
　
蒲
低
猶
抱
節
、
竹
短
未
空
心
。
　
蒲
低
く
し
て
猶
節
を
抱
く
が
ご
と
く
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
短
く
し
て
未
だ
心
を
空
し
く
せ
ず
。

　
　
絶
愛
猿
声
近
、
惟
憐
花
径
深
。
　
絶
愛
す
　
猿
声
近
き
を
、
惟
だ
憐
れ
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
径
深
き
を
。

　
其
五
の
第
二
句
「
想
」
、
第
八
句
「
樹
」
は
、
『
庚
子
山
集
注
』
で
は
そ
れ
ぞ

れ
「
到
」
、
「
石
」
に
作
る
が
、
い
ま
『
芸
文
類
聚
』
『
文
苑
英
華
』
所
引
本
文

に
拠
っ
て
改
め
た
。

　
さ
て
其
五
は
、
「
桂
苑
」
に
お
け
る
「
造
遥
」
の
さ
ま
を
い
う
。
第
二
聯
・

第
三
聯
の
景
物
に
触
発
さ
れ
て
「
桃
源
」
が
想
到
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

琴
が
「
樹
根
」
に
こ
と
も
な
げ
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
十
分
に
歓
を
尽
く

し
て
い
な
い
の
が
分
か
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
其
九
は
其
五
の
結
聯
を
う
け
て
、
そ
の
心
情
の
解
決
を
歌
う
。
其
九
の
首
聯

は
其
五
の
首
聯
の
変
奏
で
あ
る
。
「
俳
個
」
「
徒
街
」
は
い
ず
れ
も
「
遣
遥
」
と

同
じ
く
ぶ
ら
ぶ
ら
と
さ
ま
よ
う
さ
ま
を
い
う
。
五
で
遊
ば
れ
た
「
桂
苑
」
を
九

で
は
出
る
の
で
あ
る
。
出
て
「
花
林
」
に
到
着
し
、
そ
の
結
果
よ
う
や
く
琴
の

演
奏
を
行
う
。
と
い
う
こ
と
は
「
花
林
」
に
至
っ
て
や
っ
と
歓
心
が
充
足
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
其
五
、
其
九
で
繰
り
返
し
現
れ
る
「
桂
苑
」
は
、
宋
の
謝

荘
「
月
賦
」
一
文
選
・
巻
十
三
一
に
「
済
商
路
一
粛
二
桂
苑
一
」
と
あ
り
、
そ

の
李
善
注
に
「
劉
淵
林
呉
都
賦
注
日
、
呉
有
一
・
桂
林
苑
一
」
と
見
え
る
よ
う
に
、

都
内
の
整
然
と
し
た
苑
林
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
を
出
て
到
っ
た
「
花

林
」
と
は
、
其
五
で
呼
応
す
る
「
桃
源
」
の
具
現
化
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
物
語
の
「
道
遥
」

の
連
詩
に
お
い
て
は
、
其
五
か
ら
其
九
へ
と
主
題
は
流
出
し
、
都
内
の
苑
林
か

ら
「
桃
源
」
境
た
る
「
花
林
」
へ
の
移
行
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
と
り
も
な
お
さ

ず
そ
の
移
行
こ
そ
が
「
道
遥
」
で
あ
る
と
考
え
う
る
の
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
六
十
七
段
は
、
こ
の
庚
信
詩
を
世
界
と
し
て
物
語
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
鍵
語
と
し
て
「
造
遥
」
「
花
の
は
や
し
」
が
布
置
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
「
花
林
」
と
「
雲
」
と
の
関
わ
り
も
、
梁
の
武
帝
「
遊
二
鍾
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ち

大
愛
敬
寺
一
」
に
「
朝
日
照
二
花
林
一
光
風
起
二
香
山
刈
飛
鳥
発
差
池
、
出
雲
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

連
綿
」
と
あ
る
よ
う
に
、
漢
詩
的
発
想
と
い
え
よ
う
。
六
十
七
段
の
こ
の
歌
に

関
し
て
、
上
坂
信
男
氏
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
読
み
を
提
示
す
る
。

　
　
自
然
の
雲
・
山
・
林
を
擬
人
化
し
た
発
想
で
あ
る
が
、
裏
の
意
味
と
し
て
、

　
　
誰
か
が
花
の
林
に
も
瞼
え
ら
れ
る
若
い
女
を
隠
し
て
い
る
と
、
ま
ず
当
た

　
　
り
障
り
の
な
い
恋
の
情
を
感
じ
さ
せ
、
つ
い
で
、
雲
を
権
力
を
独
占
す
る

　
　
者
の
専
横
に
准
え
る
。
た
だ
、
こ
の
後
の
意
味
は
同
行
の
「
思
ふ
ど
ち
」

　
　
の
よ
う
に
境
遇
思
想
を
同
じ
く
す
る
者
に
だ
け
分
か
れ
ば
よ
い
の
だ
し
、

　
　
分
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
そ
の
ば
あ
い
、
「
花
の
林
」
が
、
執

　
　
柄
者
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
同
行
者
た
ち
を
瞭
え
る
の
か
、
雲
上
に
隔
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
　
ら
れ
て
い
る
皇
室
を
指
す
の
か
断
定
し
き
れ
な
い
。

　
「
花
の
林
」
が
同
行
者
や
皇
室
を
比
瞼
し
て
い
る
と
す
る
考
え
に
は
に
わ
か

に
従
え
な
い
が
、
上
坂
氏
が
解
読
し
た
こ
の
歌
の
寓
意
の
構
図
だ
け
は
う
べ
な

え
る
の
で
は
な
い
か
。
っ
ま
り
こ
の
歌
は
、
男
が
「
造
遥
」
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
物
語
の
「
遣
遥
」

て
、
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
桃
源
境
た
る
「
花
の
は
や
し
」
が
、
「
く
も
」

の
「
う
し
」
と
い
う
心
情
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
構
図
を
持
つ

の
で
あ
る
。

四
、
「
遣
遥
」

の
和
語
化

　
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
方
法
的
に
和
文
脈
に
と
り
こ
ま
れ
た
漢
語
「
遣
遥
」

は
、
そ
の
の
ち
一
定
の
傾
向
を
示
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

○
　
お
ほ
ん
わ
り
ご
ま
ゐ
り
、
と
り
す
こ
し
と
ら
せ
て
、
た
ま
つ
し
ま
に
も
の

　
し
給
ほ
ど
、
所
々
お
ほ
む
ま
う
け
し
た
る
人
お
ほ
か
り
。
た
ま
つ
し
ま
に
い

　
り
給
て
、
そ
こ
に
あ
そ
び
、
せ
う
よ
う
し
給
て
、
か
へ
り
給
と
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
う
っ
ほ
物
語
・
ふ
き
あ
げ
の
上
）

　
　
江
口
わ
た
り
の
遣
遥
、
こ
の
た
び
は
、
不
用
な
め
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
狭
衣
物
語
・
巻
一
）

ゆ
　
大
井
に
道
遥
し
た
る
か
た
を
か
き
て
、
鵜
船
に
等
火
と
も
し
た
る
か
た
を

　
か
き
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
栄
花
物
語
・
月
の
宴
）

＠
　
ひ
と
・
せ
、
入
道
殿
の
、
大
井
河
に
遣
遥
せ
さ
せ
給
し
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鏡
・
頼
忠
）

　
　
惟
成
為
二
秀
才
雑
色
一
之
時
、
花
遣
遥
二
一
条
一
種
物
シ
ケ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
事
談
・
巻
二
）

＠
　
殿
上
ノ
遣
遥
ハ
、
代
ノ
始
ゴ
ト
ニ
必
ア
ル
事
也
。
鳥
羽
院
ヨ
リ
後
タ
ェ
ニ

五
二

　
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
続
古
事
談
・
巻
二
）

¢
　
誰
偏
謂
二
洛
外
之
遣
遥
一
乃
是
楽
二
海
内
之
清
静
４

　
　
　
　
　
　
（
源
道
済
、
初
冬
活
二
大
井
河
一
詠
二
紅
葉
贋
花
一
和
歌
序
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
朝
文
粋
・
巻
十
一
）

ゆ
　
其
ノ
後
、
大
王
月
来
ヲ
経
テ
他
ノ
所
二
御
行
シ
テ
道
遥
シ
給
フ
事
有
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔
物
語
集
・
巻
四
・
第
三
）

　
◎
＠
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
水
辺
に
お
け
る
詩
歌
管
絃
を
と
も
な
っ
た
舟
遊

び
を
指
し
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
水
辺
で
あ
る
こ
と
に
、
は
る
か
に

，
荘
子
』
の
大
海
を
漂
う
イ
メ
ー
ジ
や
屈
原
の
「
漁
父
」
の
影
が
認
め
ら
れ
る

の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
思
想
性
は
ま
っ
た
く
払
拭
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
＠
な
ど
は
「
遣
遥
」
の
恒
例
化
・
形
骸
化
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、

『
伊
勢
物
語
』
で
見
て
き
た
現
状
に
対
す
る
厳
し
い
対
立
と
は
も
は
や
縁
遠
い

存
在
で
あ
る
。
こ
と
は
和
文
脈
だ
け
で
は
な
く
、
漢
文
脈
に
お
い
て
も
同
じ
で

あ
る
。
¢
は
和
歌
序
と
い
う
性
格
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
漢
文
脈
に
お

い
て
あ
き
ら
か
に
大
井
川
の
舟
遊
び
を
指
し
て
い
う
例
で
あ
る
。
ゆ
の
『
今
昔

物
語
集
－
は
こ
の
問
の
「
遣
遥
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
示
す

好
例
で
あ
る
。
こ
の
説
話
の
出
典
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
法
苑
珠
林
』
（
巻
三

十
七
敬
塔
篇
・
引
証
部
）
の
対
応
す
る
箇
所
は
「
久
久
之
後
、
王
出
行
レ
園
」

と
な
っ
て
お
り
、
「
遣
遥
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
法
苑
珠
林
』
が

直
接
の
典
拠
で
あ
る
か
ど
う
か
は
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く

■



「
遣
遥
」
と
表
現
さ
れ
た
の
は
和
文
脈
に
移
し
変
え
ら
れ
た
時
点
で
の
所
為
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
私
は
漢
語
「
追
遥
」
の
和
語
化
、
思
想
面
よ
り
い
え
ば
形
骸

化
と
も
い
う
べ
き
現
象
を
見
る
の
で
あ
る
。

五
、
『
源
氏
物
語
』

へ

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
六
例
の
「
遣
遥
」
も
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
い
ず

れ
も
前
節
で
述
べ
た
和
語
化
し
た
「
遣
遥
」
で
あ
る
。

○
　
そ
の
こ
ろ
、
大
弍
は
の
ぽ
り
け
る
。
い
か
め
し
く
類
ひ
ろ
く
、
娘
が
ち
に

　
て
、
所
狭
か
り
け
れ
ば
、
北
の
方
は
船
に
て
の
ぼ
る
。
浦
づ
た
ひ
に
造
遥
し

　
つ
つ
来
る
に
、
ほ
か
よ
り
も
お
も
し
ろ
き
わ
た
り
な
れ
ば
、
心
と
ま
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
須
磨
）

　
　
君
は
、
難
波
の
か
た
に
わ
た
り
て
御
祓
へ
し
た
ま
ひ
て
、
住
吉
に
も
、
た

　
ひ
ら
か
に
て
い
ろ
い
ろ
の
願
果
た
し
申
す
べ
き
よ
し
、
御
使
し
て
申
さ
せ
た

　
ま
ふ
。
に
は
か
に
所
狭
う
て
、
み
づ
か
ら
は
こ
の
た
び
え
ま
う
で
た
ま
は
ず
、

　
こ
と
な
る
御
遣
遥
な
ど
な
く
て
、
急
ぎ
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
　
　
　
　
一
明
石
）

　
　
御
社
立
ち
た
ま
ひ
て
、
所
々
に
造
遥
を
尽
く
し
た
ま
ふ
。
難
波
の
御
祓
へ

　
な
ど
、
こ
と
に
よ
そ
ほ
し
う
っ
か
う
ま
っ
る
。
堀
江
の
わ
た
り
を
御
覧
じ
て
、

　
「
今
は
た
同
じ
難
波
な
る
」
と
、
御
心
に
も
あ
ら
で
う
ち
諦
じ
た
ま
へ
る
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濡
標
）

　
道
の
ま
ま
に
、
か
ひ
あ
る
遣
遥
遊
び
の
の
し
り
た
ま
へ
ど
、
御
心
に
は
な

　
　
　
　
　
物
語
の
「
道
遥
」

　
ほ
か
か
り
て
お
ぽ
し
や
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
濡
標
）

　
詣
で
た
ま
ひ
し
道
は
、
こ
と
ご
と
し
く
て
、
わ
づ
ら
は
し
き
神
宝
、
さ
ま

　
ざ
ま
に
所
狭
げ
な
り
し
を
、
帰
さ
は
よ
ろ
づ
の
遣
遥
を
尽
く
し
た
ま
ふ
。
言

　
ひ
続
く
る
も
う
る
さ
く
、
む
っ
か
し
き
こ
と
ど
も
な
れ
ば
。
　
　
（
若
菜
下
一

＠
　
紅
葉
の
盛
り
に
、
文
な
ど
作
ら
せ
た
ま
は
む
と
て
、
出
で
立
ち
た
ま
ひ
し

　
を
、
か
く
こ
の
わ
た
り
の
御
遣
遥
、
便
な
き
頃
な
れ
ば
、
お
ぼ
し
と
ま
り
て

　
く
ち
を
し
く
な
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
椎
本
）

　
○
＠
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
光
源
氏
が
住
吉
詣
で
す
る
の
に
関
わ
っ
て
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
◎
に
対
し
て
『
眠
江
入
楚
』
が
「
住
吉
へ
さ
へ
参

詣
な
け
れ
は
ま
し
て
遣
遥
は
し
給
は
ぬ
也
」
と
注
し
て
い
る
の
も
住
吉
詣
で
と

「
遣
遥
」
と
の
関
連
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
『
源
氏
物
語
』
の
例

と
第
二
節
で
見
た
『
伊
勢
物
語
』
六
十
七
段
と
の
異
質
性
を
鋭
く
嗅
ぎ
と
っ
た

書
陵
部
本
冷
泉
家
流
『
伊
勢
物
語
抄
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ウ
ヨ
ウ

　
　
せ
う
よ
う
し
に
と
は
、
遊
行
な
り
。
せ
う
よ
う
に
二
義
有
。
一
に
は
遣
遥
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
ウ
ヨ
ウ

　
　
是
は
あ
そ
び
の
心
也
。
二
に
は
碩
用
と
か
け
り
。
此
は
祝
の
心
。
源
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
に
は
是
を
も
ち
ゆ
。

　
こ
の
「
碩
用
」
と
い
う
文
字
は
こ
の
ま
ま
で
は
解
し
に
く
い
が
、
同
じ
基
盤

を
持
つ
注
釈
書
で
あ
る
毘
沙
門
堂
本
『
古
今
集
注
』
（
一
七
〇
番
歌
）
に
「
須

用
」
と
あ
る
の
が
正
し
い
。
荒
唐
無
稽
な
説
で
は
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の

ば
あ
い
、
住
吉
詣
で
と
の
関
連
で
「
遣
遥
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
物
語
の
「
遣
遥
」

て
の
発
言
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
『
伊
勢
物
語
』
で
見
た
物
語
の
方
法
と
し
て

の
「
遭
遥
」
の
系
譜
は
受
け
継
が
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
や
は
り

『
源
氏
物
語
』
の
「
遣
遥
」
が
住
吉
詣
で
と
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
『
源
氏
物
語
』
の
住
吉
詣
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
光

源
氏
の
須
磨
明
石
遷
居
に
因
由
を
持
つ
。
そ
の
須
磨
行
の
途
中
は
次
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
か
り
そ
め
の
道
に
て
も
、
か
か
る
旅
を
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
こ
こ
ち
に
、
心

　
　
細
さ
も
を
か
し
さ
も
め
づ
ら
か
な
り
。
大
江
殿
と
言
ひ
け
る
所
は
、
い
た

　
　
う
荒
れ
て
、
松
ば
か
り
ぞ
し
る
し
な
る
。

　
　
　
　
唐
国
に
名
を
残
し
け
る
人
よ
り
も
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
家
居
を
や
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
須
磨
）

　
光
源
氏
の
須
磨
行
で
の
唯
一
の
途
中
詠
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
大
江
殿
」
と
い

う
地
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
不
可
解
で
あ
る
。
「
大
江
殿
」
に
つ
い

て
は
『
花
鳥
余
情
』
以
来
、
伊
勢
斎
宮
帰
京
の
お
り
の
頓
宮
の
所
在
地
で
「
大

江
の
儲
所
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
近
年
、
小
林
茂
美

氏
は
こ
の
斎
宮
頓
宮
説
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
詳
細
な
史
料
の
分
析
を
加
え
て
、

「
大
江
殿
」
が
〈
死
と
復
活
〉
の
象
徴
的
意
義
を
担
っ
た
表
現
空
間
で
あ
る
こ

　
　
　
　
＠

と
を
論
じ
た
。
物
語
と
範
列
関
係
に
あ
る
歴
史
伝
承
を
あ
ざ
や
か
に
提
示
し
た

論
と
い
え
よ
う
。
私
は
小
林
氏
の
論
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
さ
ら
に
『
伊
勢
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

語
』
六
十
七
段
の
「
遣
遥
」
を
も
そ
の
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
で
あ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
そ
の
さ
い
思
考
の
跳
躍
台
に
な
る
の
が
、
『
紫
明
抄
』
に
注
す
る
『
後

拾
遺
集
』
（
罵
旅
、
五
二
二
）
の
次
の
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　
つ
の
く
に
に
く
だ
り
て
は
べ
り
け
る
に
、
旅
宿
遠
望
心
を
よ
み
侍
け

　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
邊
法
師

　
　
わ
た
の
べ
や
お
ほ
え
の
き
し
に
や
ど
り
し
て
く
も
ゐ
に
み
ゆ
る
い
こ
ま
山

　
　
か
な

　
こ
の
良
邊
歌
は
、
『
八
雲
御
抄
』
（
巻
五
・
名
所
部
・
岸
）
に
「
お
ほ
え
の

（
一
後
一
。
良
退
歌
に
、
雲
井
に
み
ゆ
る
い
こ
ま
山
。
わ
た
な
べ
や
と
い
へ
り
。
）
」

と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
歌
枕
名
寄
』
（
畿
内
部
・
摂
津
国
・
雑
篇
）
で

は
「
渡
辺
大
江
岸
」
の
項
を
立
て
て
、
そ
の
項
目
の
腓
刀
頭
に
置
か
れ
て
お
り
、

「
お
ほ
え
」
の
歌
枕
化
の
創
始
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
良
退
は
旅
心
を
詠
ず

る
に
あ
た
っ
て
、
西
か
ら
振
り
返
る
生
駒
山
と
い
う
着
想
を
、
『
萬
葉
集
』
（
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

二
十
、
四
三
八
○
）
の
防
人
歌
「
難
波
津
を
漕
ぎ
出
て
見
れ
ば
神
さ
ぶ
る
生
駒

高
嶺
に
雲
そ
た
な
び
く
」
に
得
て
、
「
伊
勢
物
語
』
六
十
七
段
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
「
旅
宿
遠
望
」
の
起
点
を
「
お
ほ
え
の
き
し
」
に
据
え
て
、
新
し
い
歌

枕
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
歌
が
『
伊
勢
物
語
』
を
踏
ま
え
て
い

る
こ
と
は
、
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
の
次
の
指
商
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

　
　
伊
駒
の
山
、
お
も
し
ろ
き
山
也
。
良
邊
法
師
　
わ
た
の
べ
や
大
江
の
岸
に

　
　
や
ど
り
し
て
雲
井
に
見
ゆ
る
伊
駒
山
哉
　
と
読
る
も
、
此
心
に
て
分
別
す



　
　
　
＠

　
　
べ
し
。

　
『
伊
勢
物
語
』
の
摂
津
・
和
泉
追
遥
と
『
源
氏
物
語
』
須
磨
行
は
、
良
邊
歌

を
介
し
て
映
発
し
あ
う
。
そ
の
さ
い
「
大
江
殿
」
は
『
伊
勢
物
語
』
の
「
遣

遥
」
の
記
憶
と
し
て
刻
印
さ
れ
た
磁
場
な
の
で
あ
る
。
光
源
氏
、
唯
一
の
途
中

詠
「
唐
国
に
…
…
」
に
屈
原
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
化
し
て

い
る
。
こ
の
詠
を
引
き
出
す
の
が
「
遣
遥
」
の
記
憶
と
し
て
の
「
大
江
殿
」
だ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

注
¢
　
山
岸
徳
平
氏
・
田
口
庸
一
氏
『
最
新
国
文
解
釈
叢
書
竹
取
物
語
』
（
法
文
社
、

　
一
九
五
四
年
）
一
八
○
頁
。

　
野
口
元
大
氏
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
竹
取
物
語
』
一
新
潮
社
、
一
九
七
九

　
年
）
七
二
頁
。

　
　
片
桐
洋
一
氏
他
校
注
・
訳
『
完
訳
日
本
の
古
典
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
土
佐

　
日
記
』
一
小
学
館
、
一
九
八
三
年
）
四
九
頁
。

＠
犬
塚
旦
氏
『
王
朝
美
的
語
詞
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年
）
二
八
八
頁
。

　
　
小
島
憲
之
氏
補
注
『
書
紀
集
解
　
三
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
年
一
八
〇
五
頁
。

＠
小
島
憲
之
氏
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　
中
』
一
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
一

　
一
〇
二
七
－
一
〇
三
三
頁
。

の
　
片
桐
洋
一
氏
編
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
　
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』
（
角
川
書
店
、

　
一
九
七
五
年
）
一
五
八
頁
。

＠
片
桐
洋
一
氏
校
注
『
校
注
古
典
叢
書
　
伊
勢
物
語
』
（
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
）

　
六
三
頁
。

　
　
片
桐
洋
一
氏
『
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』
（
明
治
書
院
、
一
九
八
七
年
）
六
頁
。

＠
　
吉
川
幸
次
郎
氏
注
『
中
国
詩
人
選
集
　
詩
経
国
風
　
下
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五

　
八
年
）
五
五
頁
。

◎
　
渡
辺
秀
夫
氏
『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
（
勉
誠
杜
、
一
九
九
一
年
）
五
〇
〇

　
頁
。

＠
　
石
田
穣
二
氏
訳
注
『
新
版
　
伊
勢
物
語
』
（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
六
五
頁
。

＠
　
片
桐
洋
一
氏
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕
』
（
明
治
書
院
、
一
九
六
九
年
）
五

　
五
二
頁
。

＠
　
上
野
理
氏
「
伊
勢
物
語
と
海
彼
の
文
学
」
『
国
文
学
』
２
４
巻
－
号
、
一
九
七
九
年
。

＠
　
小
島
憲
之
氏
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　
上
』
（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
一

　
一
〇
九
頁
で
、
庚
信
の
別
集
が
上
代
に
お
い
て
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て

　
い
る
。
ま
た
唐
代
に
お
け
る
庚
信
の
作
晶
の
流
行
と
上
代
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い

　
て
は
、
東
野
治
之
氏
『
遣
唐
使
と
正
倉
院
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
三
二
一

　
－
三
二
六
頁
を
参
照
。

＠
中
唐
の
盧
総
「
春
日
題
二
杜
嬰
山
下
別
業
一
」
に
「
雲
影
断
来
峯
影
出
、
林
花
落

　
尽
草
花
生
」
と
あ
り
、
何
玄
「
聴
レ
箏
」
一
千
載
佳
句
・
箏
）
に
も
「
一
望
白
雲
千

　
万
断
、
箏
声
日
暮
出
二
花
林
こ
と
見
え
る
。

＠
　
上
坂
信
男
氏
『
伊
勢
物
語
評
解
』
（
有
精
堂
、
一
九
六
九
年
一
一
九
二
頁
。

＠
　
片
桐
氏
、
前
掲
注
＠
書
、
三
六
一
頁
。

＠
小
林
茂
美
氏
「
源
氏
物
語
の
表
現
機
構
－
須
磨
巻
『
大
江
殿
の
松
』
が
内
発
す
る

　
も
の
－
」
『
國
學
院
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
』
２
１
輯
、
一
九
九
〇
年
。

ゆ
　
片
桐
氏
、
前
掲
注
＠
書
、
六
二
六
頁
。

物
語
の
「
道
遥
」

五
五
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