
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

︱
連
文
に
よ
る
複
合
動
詞
を
通
し
て

︱

藤

井

俊

博

は
じ
め
に

古
典
語
の
複
合
動
詞
︵
動
詞
＋
動
詞
︶
は
︑
前
項
後
項
が
さ
ま
ざ
ま
の
意
味

関
係
で
結
合
す
る
︒
本
稿
で
検
討
す
る
の
は
複
合
動
詞
の
中
で
も
同
義
的
結
合

の
例
で
あ
る
︒
同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
は
︑
本
来
の
日
本
語
に
な
い
結
合
形

式
で
あ
っ
て
︑
漢
語
の
翻
読
語
と
し
て
形
成
さ
れ
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
た

め
︑
漢
文
的
要
素
の
影
響
を
測
る
指
標
と
し
て
重
要
で
あ
る
︒

筆
者
は
︑
藤
井
︵
一
九
八
九
︶
藤
井
︵
二
〇
〇
三
︶
で
古
代
の
宣
命
や
﹃
今

昔
物
語
集
﹄
な
ど
漢
文
を
翻
案
し
て
書
か
れ
た
文
章
に
漢
語
に
基
づ
く
翻
読
語

が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
ま
た
︑
藤
井
︵
二
〇
一
八
ａ
︶
で
は
︑﹃
万
葉
集
﹄

か
ら
20
語
の
翻
読
語
︵
同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
︶
を
指
摘
し
た
︒
さ
ら
に
藤

井
︵
二
〇
一
八
ｂ
︶
で
は
︑
同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
は
︑
同
義
的
な
漢
字
の

結
合
し
た
い
わ
ゆ
る
﹁
連
文
﹂
の
漢
語
を
直
訳
し
た
翻
読
語
が
多
く
を
占
め
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑﹁
き
た
る
︵
来
至
る
︶﹂
を
は
じ
め
と
す
る
和
漢
混
淆
文

の
指
標
と
な
る
特
徴
語
を
抽
出
し
た
︒
具
体
例
と
し
て
︑
連
文
の
漢
語
﹁
厭

足
﹂﹁
飽
足
﹂
に
よ
っ
て
生
じ
た
翻
読
語
﹁
あ
き
だ
る
﹂
を
取
り
上
げ
︑
こ
れ

が
柿
本
人
麻
呂
の
和
歌
で
発
生
し
︑
平
安
時
代
に
か
け
て
定
着
し
て
い
っ
た
過

程
を
考
察
し
た
︒
こ
れ
ら
を
通
じ
︑
文
体
研
究
の
上
で
こ
れ
ま
で
気
づ
か
れ
て

い
な
か
っ
た
観
点
と
し
て
︑
同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
の
翻
読
語
が
有
効
な
観

点
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
︑
純
粋
な
和
文
体
と
み
る
こ
と
に
疑

問
が
も
た
れ
︑
相
当
程
度
に
漢
語
・
漢
文
に
よ
る
な
表
現
を
取
り
入
れ
て
い
る

と
予
測
さ
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
い
わ
ゆ
る
連
文
を
直
訳
し
て
で
き
た
複
合
動
詞

に
よ
る
翻
読
語
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い①
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

一



一

対
象
と
す
る
複
合
動
詞
と
分
類
方
法

本
稿
で
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
複
合
動
詞
を
﹁
中
納
言
﹂︵
日
本
語
歴
史
コ
ー

パ
ス

C
H
J︶
の
長
単
位
検
索
を
用
い
て
調
査
す
る②
︒
索
引
類
で
は
︑
あ
る
程

度
定
着
し
た
一
語
的
な
複
合
動
詞
が
採
ら
れ
︑
一
回
的
・
臨
時
的
な
複
合
動
詞
︑

あ
る
い
は
語
と
し
て
の
ま
と
ま
り
の
弱
い
句
的
な
表
現
は
採
ら
れ
な
い
︒
し
か

し
︑
長
単
位
検
索
に
よ
る
こ
と
で
︑
動
詞
の
連
接
箇
所
を
悉
皆
的
に
抽
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
文
体
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
本
稿
の
目
的
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄︵
大
島
本
を
底
本
と
し
青
表
紙
本
で
校
訂
し
た
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
本
︶
の
動
詞
を
長
単
位
検
索
に
よ
り
検
索
す
る
と
︑
異
な
り
語
数
で

4148
例
が
抽
出
で
き
る
︒
こ
れ
は
﹃
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
﹄︵
以
下
﹁
語

彙
表
﹂︶
の
複
合
動
詞
3794
例
に
比
べ
354
例
も
多
い
︒
以
下
こ
れ
を
︑
出
現
状
況

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
︒

Ａ
︶
語
彙
表
で
複
数
作
品
に
見
ら
れ
る
例

Ｂ
︶
語
彙
表
で
源
氏
物
語
に
の
み
見
ら
れ
る
例

Ｃ
︶
語
彙
表
に
見
ら
れ
な
い
例

Ａ
︶
の
例
は
︑
複
合
動
詞
と
し
て
定
着
し
︑
あ
る
程
度
固
定
的
に
な
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
複
合
動
詞
で
あ
る
︒
Ｂ
︶
の
例
は
︑
語
彙
表
︵
青
表
紙
系
統
本

を
底
本
と
す
る
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
の
索
引
に
よ
る
︶
に
と
ら
れ
た
点
で
複
合

動
詞
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
︑
他
作
品
に
見
ら
れ
な
い
た
め

﹃
源
氏
物
語
﹄
で
独
自
に
生
み
出
さ
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
︒
Ｃ
︶

の
例
は
︑
語
彙
表
で
複
合
動
詞
と
し
て
と
ら
れ
ず
︑
二
語
の
結
合
と
し
て
分
離

し
て
把
握
さ
れ
た
句
的
な
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
も
臨
時
的
に
作
者

が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
独
自
の
文
体
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
注
目
で
き
る
︒
本
稿
で
は
︑
Ｂ
︶
Ｃ
︶
の
よ
う
な
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
特

徴
的
に
見
ら
れ
る
具
体
例
に
注
目
し
て
考
察
す
る
︒

本
稿
で
検
討
す
る
複
合
動
詞
は
︑
意
味
の
近
い
動
詞
を
繰
り
返
し
た
複
合
表

現
で
︑
前
項
後
項
の
意
味
の
差
が
小
さ
い
と
判
断
さ
れ
る
同
義
的
結
合
を
主
と

し
︑
意
味
の
差
の
大
き
い
類
義
的
結
合
や
反
義
的
結
合
を
含
め
て
検
討
す
る
︒

同
義
的
結
合
の
例
は
連
文
に
よ
る
翻
読
語
が
多
く
含
ま
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
の

で
︑
い
く
つ
か
の
代
表
例
に
よ
っ
て
検
討
す
る
︒
類
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
は
︑

従
来
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
文
体
的
特
徴
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
﹁
形
容
詞
＋
形
容

詞
﹂
の
句
と
の
関
連
を
考
察
す
る
︒
そ
の
他
︑
反
義
的
結
合
や
同
語
反
復
の
例

も
漢
語
と
の
関
係
が
予
測
さ
れ
る
た
め
調
査
に
加
え
た
︒
こ
れ
ら
を
通
じ
﹃
源

氏
物
語
﹄
が
﹃
白
氏
文
集
﹄
な
ど
の
漢
語
を
応
用
的
に
利
用
し
た
独
自
の
翻
読

語
を
生
み
出
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒

二

長
単
位
検
索
に
よ
る
複
合
動
詞
の
概
要

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
動
詞
を
長
単
位
に
よ
っ
て
検
索
し
て
得
た
4148
語
か
ら
︑
同

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

二



(表
�
)

異
な
り
語
数
に
よ
る
使
用
度
数

複
数
作
品

源
氏
の
み

語
彙
表
無

合

計

同
義
的
結
合

42

54

31

127

類
義
的
結
合

22

37

108

167

反
義
的
結
合

13

�



22

合

計

77

94

145

316

(表
�
)

延
べ
語
数
に
よ
る
使
用
度
数

同
義
的
結
合

類
義
的
結
合

反
義
的
結
合

510

325

107

義
的
結
合
・
類
義
的
結
合
・
反
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
を
抽
出
す
る
と
︑
異
な

り
語
数
で
総
計
316
例
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
内
訳
を
︵
表
�
︶
に
示
し
て
お
い
た
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
独
自
性
を
示
す
と
思
わ
れ
る
﹁
源
氏
の
み
﹂
の
語
94
語
と
︑

﹁
語
彙
表
に
な
し
﹂
の
語
145
語
の
総
計
239
語
は
︑
総
数
316
語
の
76
％
を
占
め
る
︒

意
味
別
で
は
︑
同
義
的
結
合
の
﹁
源
氏
の
み
﹂
と
﹁
語
彙
表
に
な
し
﹂
の
よ
う

な
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
独
自
と
思
わ
れ
る
語
は
合
計
85
語
で
︑
総
計
127
語
の
67
％

を
占
め
る
︒
類
義
的
結
合
で
も
︑
同
87
％
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
作
者
は
同
義
的

結
合
や
類
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
を
積
極
的
に
作
り
出
し
て
い
る
︒

平
安
時
代
の
複
合
動
詞
は
︑
動
詞
を
自
由
に
結
合
し
作
り
出
す
面
が
あ
る
た

め
︑
現
代
語
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
結
合
が
弱
い
面
が
指
摘
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑

漢
語
の
少
な
い
時
代
︵
あ
る
い
は
文
体
︶
に
あ
っ
て
︑
漢
語
に
よ
る
複
合
動
詞

は
表
現
の
た
め
の
語
彙
を
豊
か
に
す
る
の
に
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
︒
同
義
的

結
合
や
類
義
的
結
合
で
は
使
用
度
数
が
少
な
い
例
が
多
く
︑
使
用
度
数
�
の
も

の
が
69
％
︵
異
な
り
語
数
127
語
中
88
語
︶
︑
類
義
的
結
合
の
例
で
は
同
86
％

︵
異
な
り
語
数
170
語
中
147
語
︶
に
上
る
︒
使
用
度
数
の
少
な
い
例
は
臨
時
的
に

作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

延
べ
語
数
の
面
か
ら
見
る
と
︑
総
数
15265
例
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
同
義
的
結

合
・
類
義
的
結
合
・
反
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
の
総
度
数
は
942
語
で
あ
る
︒
そ

の
内
訳
を
︵
表
�
︶
に
示
し
た
︒

延
べ
語
数
か
ら
見
る
と
︑
類
義
的
結
合
よ
り
は
同
義
的
結
合
の
例
が
多
く
︑

比
率
か
ら
す
る
と
反
義
結
合
も
多
い
︒
反
義
結
合
の
例
が
多
い
の
は
︑
﹁
明
か

し
暮
ら
す
﹂
20
例
︑
﹁
出
で
入
る
﹂
15
例
︑
﹁
起
き
居
る
﹂
14
例
︑﹁
遅
れ
先
立

つ
﹂
�
例
︑﹁
聞
こ
え
承
る
﹂
�
例
な
ど
使
用
度
数
が
高
い
語
を
含
む
た
め
で

あ
る
︒
同
義
的
結
合
の
使
用
度
数
が
高
い
の
は
︑
固
定
化
し
た
Ａ
︶
の
例
が
多

い
た
め
で
あ
る
︒
使
用
度
数
が
特
に
高
い
﹁
い
で
く
﹂
﹁
お
し
は
か
る
﹂
等
は

和
漢
混
淆
文
に
お
い
て
頻
度
の
高
い
語
で
あ
り
文
体
的
特
徴
の
指
標
と
な
る
が
︑

こ
れ
ら
高
頻
度
語
に
つ
い
て
は
別
稿
で
考
察
し
た
い
︒

三

同
義
的
結
合
・
類
義
的
結
合
・
反
義
結
合
の
複
合
動
詞

次
に
︑
(一
)

同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
︑
(
二
)

類
義
的
結
合
の
複
合
動

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

三



詞
︑
(三
)

反
義
結
合
の
複
合
動
詞
に
つ
い
て
︑
Ａ
︶
語
彙
表
で
複
数
作
品
に

見
ら
れ
る
語
︑
Ｂ
︶
語
彙
表
で
源
氏
物
語
に
の
み
見
ら
れ
る
語
︑
Ｃ
︶
語
彙
表

に
見
ら
れ
な
い
語
に
分
け
︑
抽
出
さ
れ
た
全
例
を
挙
げ
て
お
く
︒
括
弧
内
に
用

例
数
と
漢
字
表
記
を
示
す
︵
□
は
漢
字
が
当
て
が
た
い
例
︶︒

(一
)

同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
︵
127
語
︶

Ａ
︶
語
彙
表
で
複
数
作
品
に
見
ら
れ
る
例
︵
42
語
︶

い
で
く
︵
124
出
来
︶・
お
し
は
か
る
︵
87
推
量
︶・
お
ひ
い
づ
︵
51
生
出
︶・
う

け
ひ
く
︵
18
承
引
︶・
え
り
い
づ
︵
13
選
出
︶・
き
え
い
る
︵
13
消
入
︶・
す
ぎ

ゆ
く
︵
10
過
行
︶・
う
つ
ふ
し
ふ
す
︵
�
伏
臥
︶・
と
ひ
き
く
︵
�
問
聴
︶・
ゆ

き
か
よ
ふ
︵

行
通
︶・
た
え
い
る
︵
�
絶
入
︶・
き
え
う
す
︵
�
消
亡
︶・
お

こ
な
ひ
つ
と
む
︵
�
行
勤
︶・
と
も
し
つ
く
︵
�
灯
点
︶・
に
げ
か
く
る
︵
�
逃

隠
︶・
あ
そ
び
た
は
ぶ
る
︵
�
遊
戯
︶・
お
ど
ろ
き
さ
わ
ぐ
︵
�
驚
騒
︶・
ち
り

み
だ
る
︵
�
散
乱
︶・
な
げ
き
し
づ
む
︵
�
歎
沈
︶・
の
こ
り
と
ど
ま
る
︵
�
残

留
︶・
を
し
み
あ
た
ら
し
が
る
︵
�
惜
惜
︶・︿
以
下
一
例
﹀
い
た
り
つ
く
︵
到

着
︶・
う
ち
と
け
む
つ
ぶ
︵
解
睦
︶・
う
つ
り
ゆ
く
︵
移
行
︶・
う
ば
ひ
と
る

︵
奪
取
︶・
う
れ
へ
な
げ
く
︵
憂
歎
︶・
お
い
お
と
ろ
ふ
︵
老
衰
︶・
お
い
か
る

︵
老
枯
︶・
お
い
く
づ
ほ
る
︵
老
頽
︶・
こ
ひ
ね
が
ふ
︵
請
願
︶・
こ
ひ
か
な
し
む

︵
恋
悲
︶・
し
に
い
る
︵
死
入
︶・
た
づ
ね
と
ふ
︵
訪
問
︶・
つ
き
は
つ
︵
盡

果
︶・
つ
く
し
は
つ
︵
盡
果
︶・
つ
げ
し
ら
す
︵
告
知
︶・
と
ぶ
ら
ひ
み
る
︵
訪

見
︶・
と
り
お
こ
な
ふ
︵
執
行
︶・
の
の
し
り
さ
わ
ぐ
︵
罵
騒
︶・
は
な
ち
や
る

︵
放
遣
︶・
ひ
か
り
か
か
や
く
︵
光
輝
︶・
ま
ね
び
に
す
︵
学
似
︶

Ｂ
︶
語
彙
表
で
源
氏
物
語
に
の
み
見
ら
れ
る
例
︵
54
語
︶

お
い
し
ら
ふ
︵
�
老
痴
︶
・
あ
へ
し
ら
ふ
︵
�
応
答
︶・
い
と
ひ
は
な
る
︵
�
厭

離
︶・
の
こ
り
と
ま
る
︵
�
残
留
︶・
あ
が
め
か
し
づ
く
︵
�
崇
寵
︶
・
あ
ひ
し

ら
ふ
︵
�

応
答
︶
・
い
だ
し
は
な
つ
︵
�

出
放
︶
・
お
ぢ
は
ば
か
る
︵
�

畏

憚
︶・
や
せ
ほ
そ
る
︵
�
痩
細
︶・
も
て
な
し
か
し
づ
く
︵
�
以
成
寵
︶
・
な
れ

む
つ
ぶ
︵
�
馴
擾
︶
・
な
ら
ひ
ま
ね
ぶ
︵
�
習
学
︶・
な
で
か
し
づ
く
︵
�
撫

寵
︶・
か
く
ろ
へ
し
の
ぶ
︵
�
隠
忍
︶
・
か
く
れ
し
の
ぶ
︵
�
隠
忍
︶
・
う
け
た

ま
は
り
つ
た
ふ
︵
�
承
伝
︶・
い
と
ひ
す
つ
︵
�
厭
捨
︶・
あ
ら
は
れ
い
で
く

︵
�
現
出
来
︶・︿
以
下
一
例
﹀
あ
か
れ
ち
る
︵
分
散
︶・
あ
つ
か
ひ
う
し
ろ
み
る

︵
扱
後
見
︶・
い
た
は
り
か
し
づ
く
︵
労
傅
︶
・
い
つ
き
か
し
づ
く
︵
傅
傅
︶・
う

れ
へ
な
く
︵
憂
泣
︶
・
え
ら
び
い
づ
︵
選
出
︶
・
え
り
い
だ
す
︵
選
出
︶・
お
ち

あ
ぶ
る
︵
落
溢
︶
・
お
ち
ぶ
る
︵
落
溢
︶
・
お
と
づ
れ
よ
る
︵
訪
寄
︶・
お
と
づ

れ
く
︵
訪
来
︶
・
お
ど
ろ
き
お
づ
︵
驚
怖
︶・
お
ど
ろ
き
ま
ど
ふ
︵
驚
惑
︶
・
か

し
づ
き
あ
が
む
︵
寵
崇
︶・
か
よ
は
し
し
る
︵
通
知
︶・
く
み
は
か
る
︵
酌

量
︶・
こ
ひ
か
な
し
ぶ
︵
恋
悲
︶・
し
づ
め
ま
も
る
︵
鎮
護
︶・
た
だ
よ
ひ
さ
す

ら
ふ
︵
漂
浪
︶
・
た
づ
ね
と
ぶ
ら
ふ
︵
訪
問
︶・
ち
か
づ
き
よ
る
︵
近
寄
︶・
と

ど
ろ
き
ひ
び
く
︵
轟
響
︶・
な
で
や
し
な
ふ
︵
撫
養
︶・
な
よ
び
や
は
ら
ぐ
︵
和

和
︶・
な
れ
ま
じ
ら
ふ
︵
馴
交
︶・
に
く
み
う
ら
む
︵
憎
恨
︶
・
ぬ
れ
し
め
る
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︵
濡
湿
︶・
の
こ
し
と
ど
む
︵
残
留
︶・
は
ば
か
り
お
づ
︵
憚
畏
︶・
ほ
け
し
る

︵
惚
痴
︶・
ま
な
び
し
る
︵
学
知
︶・
み
だ
れ
ち
る
︵
乱
散
︶・
む
つ
び
な
る
︵
擾

馴
︶・
も
て
か
し
づ
き
あ
が
む
︵
寵
崇
︶・
や
つ
れ
し
の
ぶ
︵
窶
忍
︶・
わ
き
ま

へ
し
る
︵
弁
知
︶

Ｃ
︶
語
彙
表
に
見
ら
れ
な
い
例
︵
31
語
︶

︿
す
べ
て
一
例
﹀
う
そ
ぶ
き
ず
ん
ず
︵
嘯
誦
︶・
う
ち
う
そ
ぶ
き
く
ち
ず
さ
ぶ

︵
嘯
吟
︶・
さ
さ
め
き
か
た
ら
ふ
︵
□
語
︶・
う
ち
し
め
り
ぬ
る
︵
湿
濡
︶・
う
つ

く
し
び
も
て
あ
そ
ぶ
︵
愛
弄
︶・
う
つ
く
し
み
あ
つ
か
ふ
︵
愛
扱
︶・
う
ら
み
そ

ね
む
︵
嫉
妬
︶・
お
と
し
め
そ
ね
む
︵
貶
妬
︶・
お
ど
ろ
き
か
し
こ
ま
る
︵
驚

惶
︶・
お
も
ひ
あ
つ
か
ひ
う
し
ろ
み
る
︵
扱
後
見
︶・︵
お
も
ひ
︶
そ
め
は
じ
む

︵
初
始
︶・
か
ろ
め
あ
な
づ
る
︵
軽
侮
︶・
か
ろ
め
ろ
う
ず
︵
軽
弄
︶・
か
ろ
め
あ

な
づ
る
︵
軽
侮
︶・
く
ゆ
り
か
を
る
︵
燻
香
︶・
せ
い
し
い
さ
む
︵
制
諫
︶・
せ

め
う
ら
む
︵
責
恨
︶・
そ
ば
み
う
ら
む
︵
側
恨
︶・
と
と
の
へ
か
ざ
る
︵
整

飾
︶・
と
ほ
し
か
よ
は
す
︵
通
行
︶・
な
げ
き
を
し
む
︵
歎
惜
︶・
な
び
き
し
た

が
ふ
︵
靡
従
︶・
な
び
き
か
し
づ
く
︵
靡
寵
︶・
な
び
き
さ
ぶ
ら
ふ
︵
靡
侍
︶・

な
び
き
め
づ
︵
靡
愛
︶・
の
が
れ
そ
む
き
は
な
る
︵
逃
背
離
︶・
は
ぢ
ら
ひ
し
め

る
︵
羞
湿
︶・
ま
つ
り
ご
ち
し
る
︵
政
知
︶・
わ
ら
ひ
あ
な
づ
る
︵
笑
侮
︶
・
ゑ

ん
じ
う
け
ふ
︵
怨
誓
︶・
を
し
み
く
ち
を
し
が
る
︵
惜
惜
︶

(二
)

類
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
︵
167
語
︶

Ａ
︶
語
彙
表
で
複
数
作
品
に
見
ら
れ
る
例
︵
22
語
︶

ま
か
づ
︵
44
罷
出
︶
・
ま
ゐ
り
く
︵
36
参
来
︶
・
み
き
く
︵
23
見
聞
︶・
ま
う
の

ぼ
る
︵
17
参
上
︶
・
す
ぐ
し
く
︵
�
過
来
︶
・
と
ど
め
お
く
︵
�
留
置
︶・
わ
た

り
ま
ゐ
る
︵
�
渡
参
︶・
せ
き
と
む
︵
�
堰
止
︶・
ち
か
づ
き
ま
ゐ
る
︵
�
近

参
︶・
ま
か
り
い
づ
︵
�
罷
出
︶・
な
げ
き
わ
ぶ
︵
�
歎
侘
︶
・
や
せ
お
と
ろ
ふ

︵
�
痩
衰
︶・
あ
け
た
つ
︵
�
明
立
︶
・
と
ぶ
ら
ひ
ま
う
づ
︵
�
訪
参
出
︶・︿
以

下
一
例
﹀
し
な
え
う
ら
ぶ
る
︵
萎
□
︶・
し
の
び
や
つ
す
︵
忍
窶
︶・
た
だ
よ
ひ

あ
り
く
︵
漂
歩
︶
・
な
き
さ
け
ぶ
︵
泣
叫
︶
・
な
き
な
げ
く
︵
泣
歎
︶・
な
ら
ひ

よ
む
︵
習
読
︶
・
は
な
ち
つ
か
は
す
︵
放
遣
︶
・
や
せ
さ
ら
ぼ
ふ
︵
痩
□
︶

Ｂ
︶
語
彙
表
で
源
氏
物
語
に
の
み
見
ら
れ
る
例
︵
37
語
︶

き
き
見
る
︵

聞
見
︶・
よ
ば
ひ
の
の
し
る
︵
�
呼
罵
︶
・
ま
じ
ら
ひ
な
る
︵
�

交
馴
︶・
と
ぶ
ら
ひ
ま
ゐ
る
︵
�
訪
参
︶
・
ち
ぎ
り
た
の
む
︵
�
契
頼
︶・
そ
む

き
す
つ
︵
�
背
離
︶
・
ず
ん
じ
の
の
し
る
︵
�
誦
罵
︶
・
こ
ひ
し
の
ぶ
︵
�
恋

偲
︶・︿
以
下
一
例
﹀
う
し
ろ
み
か
し
づ
く
︵
後
見
傅
︶
・
お
い
か
が
ま
る
︵
老

屈
︶・
お
ぢ
ま
ど
ふ
︵
怖
惑
︶
・
お
ど
ろ
き
お
く
す
︵
驚
臆
︶
・
か
よ
は
し
わ
た

す
︵
通
渡
︶・
さ
う
ぞ
き
け
さ
う
ず
︵
装
束
化
粧
︶・
し
つ
ら
ひ
み
が
く
︵
設

磨
︶・
し
つ
ら
ひ
か
し
づ
く
︵
設
傅
︶
・
し
つ
ら
ひ
す
う
︵
設
据
︶・
し
の
び
か

く
ろ
ふ
︵
忍
隠
︶
・
し
の
び
や
つ
る
︵
忍
窶
︶・
し
ら
べ
と
と
の
ふ
︵
調
整
︶・

そ
そ
め
き
さ
わ
ぐ
︵
□
騒
︶
・
そ
む
き
か
く
る
︵
背
隠
︶・
そ
む
き
さ
る
︵
背
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去
︶・
そ
む
き
は
な
る
︵
背
離
︶・
た
ふ
れ
ま
ろ
ぶ
︵
倒
転
︶・
ち
か
ひ
た
の
む

︵
誓
頼
︶・
と
ぶ
ら
ひ
い
で
く
︵
訪
出
来
︶・
な
が
れ
う
す
︵
流
失
︶・
な
げ
き
し

を
る
︵
歎
萎
︶・
な
り
と
ど
ろ
く
︵
鳴
轟
︶・
は
ば
か
り
は
づ
︵
憚
恥
︶・
み
ち

び
き
い
る
︵
導
入
︶・
め
で
あ
さ
む
︵
愛
浅
︶・
や
せ
あ
を
む
︵
痩
青
︶・
よ
そ

へ
な
ず
ら
ふ
︵
寄
擬
︶・
よ
み
な
ら
ふ
︵
読
習
︶・
わ
た
り
通
ふ
︵
渡
通
︶

Ｃ
︶
語
彙
表
に
見
ら
れ
な
い
例
︵
108
語
︶

ふ
う
じ
こ
む
︵
�
封
入
︶・︿
以
下
一
例
﹀
あ
は
め
う
ら
む
︵
淡
恨
︶・
あ
は
め

に
く
む
︵
淡
憎
︶・
い
の
り
か
ぢ
す
︵
祈
加
持
︶・
い
ひ
つ
づ
け
の
の
し
る
︵
言

続
罵
︶・
う
ち
し
の
び
や
つ
る
︵
忍
窶
︶・
う
ち
ず
ん
じ
ひ
と
り
ご
つ
︵
誦
独

言
︶・
う
ち
け
さ
う
じ
つ
く
ろ
ふ
︵
化
粧
繕
︶・
う
ち
な
や
み
お
も
や
せ
た
ま
ふ

︵
悩
面
痩
︶・
う
ち
は
な
や
ぎ
さ
れ
ば
む
︵
華
戯
︶・
う
ち
ま
き
し
ち
ら
す
︵
撒

散
︶・
う
ち
ま
ぜ
お
も
ひ
わ
た
る
︵
混
思
︶・
う
ち
ま
ぜ
み
だ
る
︵
混
乱
︶・
う

ら
み
そ
む
く
︵
恨
背
︶・
え
り
と
と
の
へ
す
ぐ
る
︵
選
整
選
︶・
え
ん
だ
ち
け
し

き
ば
む
︵
艶
気
色
︶・
え
ん
だ
ち
い
ろ
め
く
︵
艶
色
︶・
お
と
な
び
と
と
の
ふ

︵
大
人
整
︶・
お
と
り
け
つ
︵
劣
消
︶・
お
ど
ろ
き
く
ち
を
し
が
る
︵
驚
惜
︶・
お

ぼ
つ
か
な
が
り
な
げ
く
︵
鈍
歎
︶・
お
も
ひ
お
と
り
ひ
げ
す
︵
思
劣
卑
下
︶・
お

も
ひ
あ
が
り
お
よ
す
く
︵
思
上
□
︶・
お
も
ひ
か
し
づ
き
う
し
ろ
み
る
︵
思
傅

□
後
見
︶・
お
も
ひ
つ
づ
け
な
が
む
︵
思
続
眺
︶・
お
も
ひ
や
り
う
し
ろ
み
る

︵
思
遣
後
見
︶・
お
ろ
し
つ
か
は
す
︵
下
遣
︶・
か
う
じ
つ
か
う
ま
つ
る
︵
孝

仕
︶・
か
か
い
し
の
ぼ
る
︵
加
階
上
︶・
か
か
づ
ら
ひ
た
ど
り
よ
る
︵
繋
辿

寄
︶・
か
き
た
え
ほ
の
め
き
ま
ゐ
る
︵
絶
仄
︶
・
か
き
う
つ
︵
書
打
︶・
か
き
く

ら
し
お
も
ひ
み
だ
る
︵
掻
暗
思
乱
︶
・
か
さ
な
り
ま
さ
る
︵
重
増
︶・
か
た
さ
り

は
ば
か
る
︵
片
去
憚
︶
・
か
た
ぶ
き
あ
や
し
ぶ
︵
傾
怪
︶・
か
へ
し
た
ま
は
る

︵
返
賜
︶・
き
き
わ
き
お
も
ひ
し
る
︵
聞
分
思
知
︶
・
き
こ
え
さ
せ
の
た
ま
ひ
お

く
︵
聞
宣
︶・
き
こ
し
め
し
の
た
ま
は
す
︵
聞
宣
︶
・
く
ろ
み
お
ち
い
る
︵
黒

陥
︶・
く
ろ
み
や
つ
る
︵
黒
窶
︶
・
け
う
じ
め
づ
︵
興
愛
︶・
け
さ
う
ば
み
な
ま

め
く
︵
懸
想
生
︶
・
け
し
き
と
り
し
た
が
ふ
︵
気
色
取
従
︶・
け
し
き
ば
み
ほ
ほ

え
み
わ
た
る
︵
気
色
微
笑
︶
・
け
づ
り
つ
く
ろ
ふ
︵
梳
繕
︶・
こ
し
ら
へ
な
ぐ
さ

む
︵
拵
慰
︶・
こ
し
ら
へ
な
び
か
す
︵
拵
靡
︶・
さ
く
じ
り
お
よ
す
ぐ
︵
□

□
︶・
し
な
ほ
し
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
︵
直
繕
︶・
し
た
が
ひ
く
づ
ほ
る
︵
従
頽
︶・

し
た
が
ひ
な
び
く
︵
従
靡
︶
・
し
り
と
と
の
ふ
︵
知
調
︶・
し
ろ
し
め
し
ご
ら
ん

ず
︵
知
御
覧
︶
・
し
ろ
し
め
し
と
と
の
ふ
︵
知
調
︶
・
し
を
れ
し
ぬ
︵
萎
死
︶
・

す
す
め
お
も
む
く
︵
勧
赴
︶・
す
り
し
し
つ
ら
ふ
︵
修
理
設
︶
・
す
り
し
つ
く
ろ

ふ
︵
修
理
繕
︶
・
そ
し
り
う
ら
む
︵
謗
恨
︶
・
た
き
し
め
さ
う
ぞ
く
︵
焚
染
装

束
︶・
た
ち
よ
り
と
ぶ
ら
ふ
︵
立
寄
訪
︶・
た
ち
よ
り
も
の
す
︵
立
寄
□
︶・
た

づ
ね
か
は
し
い
ふ
︵
尋
交
言
︶・
た
ま
は
り
あ
づ
か
る
︵
賜
預
︶・
つ
い
せ
う
し

つ
か
う
ま
つ
る
︵
追
従
仕
︶・
つ
か
は
し
と
ぶ
ら
ふ
︵
遣
訪
︶
・
つ
き
し
ろ
ひ
め

く
は
す
︵
突
目
配
︶・
つ
く
ろ
ひ
け
さ
う
ず
︵
繕
化
粧
︶
・
つ
く
ろ
ひ
よ
う
い
す

︵
繕
用
意
︶・
つ
く
ろ
ひ
み
が
く
︵
繕
磨
︶・
と
と
の
へ
み
が
く
︵
整
磨
︶・
な
が

ら
へ
と
ま
る
︵
長
止
︶
・
な
ぐ
さ
め
ま
ぎ
ら
は
す
︵
慰
紛
︶・
な
げ
き
い
と
ほ
し
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が
る
︵
歎
□
︶・
な
ま
め
き
わ
か
ぶ
︵
生
若
︶・
な
り
か
は
る
︵
成
変
︶・
の
た

ま
は
せ
お
ぼ
す
︵
宣
思
︶・
は
し
た
な
め
さ
し
は
な
つ
︵
端
無
差
放
︶・
は
し
た

な
め
わ
づ
ら
は
す
︵
端
無
煩
︶・
は
づ
か
し
め
う
ら
む
︵
辱
恨
︶・
は
つ
れ
そ
そ

く
︵
□
□
︶・
は
な
ち
た
ま
は
す
︵
放
賜
︶・
は
ば
か
り
ま
め
だ
つ
︵
憚
□
︶・

は
ら
だ
ち
ゑ
ん
ず
︵
腹
立
怨
︶・
は
ら
だ
ち
う
ら
む
︵
腹
立
恨
︶・
ひ
き
い
り
し

づ
み
い
る
︵
引
入
沈
入
︶・
ひ
き
い
り
し
づ
む
︵
引
入
沈
︶・
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
か

ざ
る
︵
繕
飾
︶・
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
け
さ
う
ず
︵
繕
化
粧
︶・
ふ
き
ふ
ぶ
く
︵
吹
吹

雪
︶・
ま
ゐ
り
ち
か
づ
き
な
る
︵
参
近
馴
︶・
み
い
れ
か
ず
ま
ふ
︵
見
入
数
︶・

み
い
れ
つ
い
し
よ
う
す
︵
見
入
追
従
︶・
み
だ
れ
う
れ
ふ
︵
乱
憂
︶・
み
だ
れ
う

ち
と
く
︵
乱
解
︶・
み
み
ふ
り
め
な
る
︵
耳
旧
目
馴
︶・
め
ざ
ま
し
が
り
な
げ
く

︵
目
覚
歎
︶・
も
て
け
ち
か
ろ
む
︵
消
軽
︶・
も
て
は
な
れ
は
し
た
な
む
︵
離

□
︶・
も
ら
し
お
と
す
︵
漏
落
︶・
ゆ
が
み
よ
ろ
ぼ
ふ
︵
歪
蹌
踉
︶・
ゆ
し
あ
ん

ず
︵
揺
按
︶・
よ
し
ば
み
な
さ
け
だ
つ
︵
由
情
︶・
よ
そ
ひ
ま
う
く
︵
装
設
︶・

よ
わ
り
そ
こ
な
ふ
︵
弱
損
︶・
を
し
み
な
げ
く
︵
惜
歎
︶

(三
)

反
義
結
合
の
複
合
動
詞
︵
22
語
︶

Ａ
︶
語
彙
表
で
複
数
作
品
に
見
ら
れ
る
例
︵
13
語
︶

あ
か
し
く
ら
す
︵
20
明
暮
︶・
い
で
い
る
︵
15
出
入
︶・
お
き
ゐ
る
︵
14
起

居
︶・
お
く
れ
さ
き
だ
つ
︵
�
遅
先
立
︶・
あ
け
く
る
︵
�
明
暮
︶・
お
と
り
ま

さ
る
︵
�

劣
優
︶・
あ
け
く
ら
す
︵
�
明
暮
︶・
た
た
ず
み
あ
り
く
︵
�
佇

歩
︶・
た
ち
居
る
︵
�
起
居
︶
・
ゆ
き
か
へ
る
︵
�
往
返
︶
・︿
以
下
一
例
﹀
う
き

し
づ
む
︵
浮
沈
︶
・
ね
お
く
︵
寝
起
︶
・
み
ち
ひ
る
︵
満
干
︶

Ｂ
︶
語
彙
表
で
源
氏
物
語
に
の
み
見
ら
れ
る
例
︵
�
語
︶

お
ほ
と
の
ご
も
り
お
く
︵
�
寝
起
︶
・︿
以
下
一
例
﹀
い
だ
し
い
る
︵
出
入
︶・

ゆ
き
め
ぐ
り
く
︵
行
巡
来
︶

Ｃ
︶
語
彙
表
に
見
ら
れ
な
い
例
︵

語
︶

き
こ
え
う
け
た
ま
は
る
︵
�
聞
承
︶
・︿
以
下
一
例
﹀
う
か
べ
し
づ
む
︵
浮

沈
︶・
お
き
ふ
し
な
び
く
︵
起
臥
靡
︶
・
き
こ
え
さ
せ
う
け
た
ま
は
る
︵
聞

承
︶・
さ
き
ち
る
︵
咲
散
︶・
そ
う
し
く
だ
す
︵
奏
下
︶

(一
)の
同
義
的
結
合
と
し
た
例
は
連
文
の
漢
語
を
元
に
作
ら
れ
た
翻
読
語
の

候
補
と
な
る
も
の
で
あ
り
︑
今
後
詳
し
く
用
法
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
︒
(三
)

の
反
義
結
合
の
語
も
漢
語
と
の
関
係
が
多
く
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑

(二
)の
類
義
的
結
合
の
例
は
﹁
見
聞
く
﹂
の
よ
う
に
漢
語
と
の
関
係
が
考
え
ら

れ
る
も
の
は
少
数
で
︑
意
味
の
や
や
離
れ
た
語
を
並
列
的
に
組
み
合
わ
せ
︑
臨

時
的
に
作
ら
れ
た
句
の
性
格
が
強
い
も
の
が
大
半
で
あ
る
︒

四

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
の
特
質

前
節
で
挙
げ
た
(
一
)～
(
三
)に
お
い
て
︑
Ａ
︶
の
よ
う
に
複
数
作
品
に
見
ら

れ
︑
使
用
度
数
が
高
い
も
の
が
あ
る
︒
一
方
︑
Ｂ
︶
﹁
源
氏
物
語
に
の
み
見
ら

れ
る
語
﹂︑
Ｃ
︶
﹁
語
彙
表
に
見
ら
れ
な
い
語
﹂
が
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
概
ね

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

七



﹃
源
氏
物
語
﹄
で
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
が
多
い
︒
つ
ま
り
︑﹃
源
氏
物

語
﹄
に
は
他
作
品
に
見
ら
れ
例
数
も
多
い
一
般
的
な
語
と
︑
他
作
品
に
見
ら
れ

ず
臨
時
的
に
用
い
ら
れ
た
語
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
複
数
の
複
合
動
詞
に
わ
た
っ
て
用
い
た
語
を
含
む
例
に
着
目
し
︑

作
者
が
好
ん
で
使
用
し
た
表
現
を
考
え
て
み
た
い
︒
次
に
三
節
で
挙
げ
た
語
群

か
ら
該
当
例
を
挙
げ
︑
Ｂ
︶﹁
源
氏
物
語
に
の
み
見
ら
れ
る
例
﹂
に
＊
印
︑
Ｃ
︶

﹁
語
彙
表
に
見
ら
れ
な
い
例
﹂
に
○
印
を
付
し
て
示
す
︒
ま
た
︑
関
連
す
る
と

思
わ
れ
る
漢
語
を
↓
に
示
し
︑﹃
六
国
史
﹄
や
中
国
史
書
・﹃
白
氏
文
集
﹄
等
か

ら
検
索
さ
れ
る
資
料
名
を
挙
げ
て
お
く
︒

①
あ
が
め
か
し
づ
く
＊
・
か
し
づ
き
あ
が
む
＊
・
も
て
か
し
づ
き
あ
が
む
＊
・

︵
も
て
な
し
か
し
づ
く
＊
︶

↓
崇
寵
︵
続
日
本
後
紀
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
白
氏
文
集
︶

②
い
と
ひ
す
つ
＊
・
い
と
ひ
は
な
る
＊

↓
厭
離
︵
白
氏
文
集
︶

③
う
ら
み
そ
ね
む
○
・
に
く
み
う
ら
む
＊

↓
嫉
妬
︵
日
本
書
紀
・
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
︶・
怨
恨

︵
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
・
白
氏
文
集
︶

④
う
れ
へ
な
く
＊
・
う
れ
へ
な
げ
く

↓
憂
歎
︵
三
代
実
録
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
・
白
氏
文
集
︶

⑤
え
ら
び
い
づ
＊
・
え
り
い
だ
す
＊
・
え
り
い
づ

↓
選
出
︵
宋
史
・
白
氏
文
集
︶

⑥
お
い
お
と
ろ
ふ
・
お
い
か
る
・
お
い
く
づ
ほ
る
・
お
い
し
ら
ふ
＊

↓
老
衰
︵
後
漢
書
・
白
氏
文
集
︶・
老
枯
︵
白
氏
文
集
︶・
老
耄
︵
三
代
実

録
・
文
徳
天
皇
実
録
・
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
︶

⑦
お
ぢ
は
ば
か
る
＊
・
は
ば
か
り
お
づ
＊

↓
畏
憚
︵
続
日
本
紀
・
三
代
実
録
・
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋

書
︶・
恐
懼
︵
日
本
書
紀
・
続
日
本
紀
・
三
代
実
録
・
史
記
・
漢
書
・
後
漢

書
・
三
国
志
・
晋
書
・
白
氏
文
集
︶

⑧
お
ど
ろ
き
さ
わ
ぐ
・
お
ど
ろ
き
お
づ
＊
・
お
ど
ろ
き
か
し
こ
ま
る
○
・
お
ど

ろ
き
ま
ど
ふ
＊

↓
驚
騒
・
驚
怖
︵
続
日
本
紀
・
史
記
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
︶・
驚
惶

︵
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
・
白
氏
文
集
︶・
驚
惑
︵
後
漢
書
︶

⑨
か
ろ
め
あ
な
づ
る
○
・
か
ろ
め
ろ
う
ず
○
・
わ
ら
ひ
あ
な
づ
る
○

↓
軽
侮
︵
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
︶
・
軽
慢
︵
漢
書
・
後
漢
書
・

三
国
志
・
晋
書
︶・
侮
弄
︵
三
国
志
︶・
嘲
笑
︵
魏
書
︶

⑩
き
え
う
す
・
き
え
い
る

↓
消
失
︵
三
代
実
録
・
宋
書
︶
・
消
亡
︵
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国

志
・
晋
書
︶
消
䀆
︵
三
国
志
・
白
氏
文
集
︶

⑪
し
に
い
る
・
た
へ
い
る

↓
入
滅
︵
史
記
・
白
氏
文
集
︶
※
﹁
た
へ
い
る
﹂
は
﹁
気
絶
﹂﹁
入
滅
﹂
等

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

八



の
混
淆
と
見
て
お
く
︒

⑫
た
づ
ね
と
ふ
・
た
づ
ね
と
ぶ
ら
ふ
＊

↓
訪
問
︵
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
・
白
氏
文
集
︶・
尋
訪

︵
後
漢
書
・
晋
書
︶

⑬
な
げ
き
を
し
む
○
・
な
げ
き
し
づ
む

↓
歎
惜
︵
日
本
書
紀
・
三
代
実
録
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
・
白
氏
文

集
︶・
歎
息
︵
日
本
書
紀
・
続
日
本
後
紀
・
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国

志
・
白
氏
文
集
︶

⑭
な
で
や
し
な
ふ
＊
・
な
で
か
し
づ
く
＊

↓
撫
養
︵
続
日
本
紀
・
文
徳
天
皇
実
録
・
史
記
・
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
・

白
氏
文
集
︶・
撫
育
︵
続
日
本
紀
・
日
本
後
紀
・
文
徳
天
皇
実
録
・
三
代
実

録
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
︶

⑮
な
び
き
し
た
が
ふ
○
・
な
び
き
か
し
づ
く
○
・
な
び
き
さ
ぶ
ら
ふ
○
・
な
び

き
め
づ
○

↓
靡
靡
︵
日
本
書
紀
・
史
記
・
白
氏
文
集
︶

⑯
な
れ
む
つ
ぶ
＊
・
む
つ
び
な
る
＊

↓
馴
擾
︵
後
漢
書
・
晋
書
︶

⑰
の
こ
し
と
ど
む
＊
・
の
こ
り
と
ど
ま
る
・
の
こ
り
と
ま
る
＊

↓
残
留
︵
魏
書
︶

⑱
を
し
み
く
ち
を
し
が
る
○
・
を
し
み
あ
た
ら
し
が
る

↓
惜
傷
・
痛
惜
︵
日
本
書
紀
・
続
日
本
紀
・
漢
書
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋

書
・
白
氏
文
集
︶・
悼
惜
︵
続
日
本
紀
・
史
記
・
後
漢
書
・
三
国
志
・
晋
書
︶

⑩
⑪
⑬
以
外
の
複
合
動
詞
は
︑
Ｂ
︶
Ｃ
︶
の
例
を
含
み
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
独

自
の
例
が
多
い
︒
こ
れ
ら
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
な
ど
の
日
本
史
書
や
中
国
史
書
︑

﹃
白
氏
文
集
﹄
に
見
え
る
漢
語
の
対
応
例
が
占
め
︑
特
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
影

響
し
た
﹃
白
氏
文
集
﹄
に
15
項
目
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑
作

者
が
漢
籍
を
読
む
中
で
覚
え
た
熟
語
の
知
識
を
元
に
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
例

え
ば
次
の
例
︒

○
帝
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
︑
も
て
か
し
づ
き
あ
が
め
た
て
ま
つ
り
た
ま

ひ
し
を
︑
人
の
上
も
わ
が
御
身
の
あ
り
さ
ま
も
思
し
出
で
ら
れ
て
⁝
⁝︵

明
石
)

○
昨
日
ま
で
高
き
親
の
家
に
あ
が
め
ら
れ
か
し
づ
か
れ
し
人
の
む
す
め
の
︑
今

日
は
な
ほ
な
ほ
し
く
下
れ
る
際
の
す
き
者
ど
も
に
名
を
立
ち
あ
ざ
む
か
れ
て

⁝
⁝

︵
若
菜
上
)

○
な
ほ
人
の
あ
が
め
か
し
づ
き
た
ま
へ
ら
ん
に
助
け
ら
れ
て
こ
そ

︵
夕
霧
)

○
乃
加
㆓

家
卿
㆒

︑
以
示
㆓

崇
寵
㆒

︵
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
三
八
﹁
除
二
韓
皐
東
都
留
守
一
制
﹂
)

﹃
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
崇
﹂
﹁
寵
﹂
に
﹁
ア
ガ
ム
﹂
︑﹁
崇
﹂

に
﹁
カ
シ
ヅ
ク
﹂
の
和
訓
が
あ
り
︑
同
義
的
な
両
字
を
結
び
つ
け
た
連
文
の
漢

語
﹁
崇
寵
﹂
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
影
響
を
与
え
た
﹃
白
氏
文
集
﹄
に
見
ら
れ
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

九



こ
れ
に
照
ら
せ
ば
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑﹁
崇
寵
﹂
の
直
訳
形
で
あ
る

﹁
か
し
づ
き
あ
が
む
﹂
に
﹁
も
て
﹂
を
加
え
た
﹁
も
て
か
し
づ
き
あ
が
む
﹂︑
転

倒
形
﹁
あ
が
め
か
し
づ
く
﹂︑
句
的
な
﹁
あ
が
め
ら
れ
か
し
づ
か
れ
﹂
な
ど
が

作
ら
れ
︑
さ
ら
に
﹁
も
て
﹂
を
﹁
も
て
な
し
﹂
と
し
た
﹁
も
て
な
し
か
し
づ

く
﹂
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
る
︒
用
法
面
で
見
る
と
︑﹃
白

氏
文
集
﹄
は
帝
の
制
詔
の
例
で
あ
る
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
で
も
明
石
巻
で
帝
の

寵
愛
に
用
い
て
お
り
︑
そ
の
他
︑
庇
護
者
が
大
切
に
養
育
す
る
こ
と
に
広
く
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
は
︑
漢
文
の
表
現
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
︑
語
形

や
用
法
を
加
工
し
て
和
文
的
な
文
体
に
馴
染
ま
せ
て
い
る
︒
以
下
︑
右
の
翻
読

語
の
例
か
ら
窺
え
る
語
形
や
意
味
用
法
の
特
質
を
列
記
し
て
お
く
︒

�
︶
複
数
の
複
合
動
詞
に
わ
た
っ
て
い
る
要
素
を
含
む
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
源

氏
の
み
で
あ
る
か
語
彙
表
に
な
い
語
で
あ
る
︒
こ
れ
は
同
義
的
結
合
の
複
合
動

詞
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
独
自
で
あ
る
も
の
が
中
核
を
占
め
︑
作
者
が
積
極
的
に

こ
の
種
の
語
や
表
現
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
こ
と
を
物
語
る
︒

�
︶
意
味
の
上
で
は
精
神
的
な
内
容
の
動
詞
が
多
く
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
人

物
の
心
理
を
描
く
の
に
漢
語
の
翻
読
語
を
多
く
利
用
し
て
い
る
︒
後
述
す
る
よ

う
に
︑
並
立
形
容
詞
で
も
感
情
・
思
考
に
関
わ
る
表
現
が
多
く
︑
人
物
の
内
面

を
表
す
の
に
漢
語
を
基
礎
に
し
た
翻
読
表
現
で
心
理
の
陰
影
を
描
き
出
そ
う
と

し
た
作
者
の
工
夫
が
窺
え
る
︒

�
︶﹃
源
氏
物
語
﹄
の
み
の
例
に
は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る

転
倒
形
が
含
ま
れ
る
︒﹁
あ
が
め
か
し
づ
く
﹂﹁
か
し
づ
き
あ
が
む
﹂︑﹁
お
ぢ
は

ば
か
る
﹂﹁
は
ば
か
り
お
づ
﹂︑
﹁
な
れ
む
つ
ぶ
﹂﹁
む
つ
び
な
る
﹂
な
ど
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
同
義
的
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
︒

�
︶﹁
あ
が
む
﹂﹁
あ
ざ
け
る
﹂﹁
や
し
な
ふ
﹂
の
よ
う
な
漢
文
訓
読
文
に
多
い

語
や
︑﹁
弄
ず
﹂
の
よ
う
な
漢
語
サ
変
動
詞
が
含
ま
れ
︑
漢
語
と
の
関
わ
り
を

示
唆
し
て
い
る
︒

�
︶﹁
お
ど
ろ
き
～
﹂
は
複
合
動
詞
の
前
項
に
多
く
用
い
て
い
る
が
︑
こ
の
語

は
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
な
ど
漢
文
の
影
響
が
強
い
和
漢
混
淆
文
で
︑
翻
読
語
﹁
お

ど
ろ
き
あ
や
し
ぶ
︵
驚
怪
︶
﹂
を
は
じ
め
人
物
の
心
理
を
強
調
的
に
表
す
場
面

で
よ
く
活
用
さ
れ
る
︵
藤
井
二
〇
一
六
︶︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
表
現
が
︑
和
漢
混

淆
文
の
そ
れ
に
通
じ
る
面
が
あ
る
こ
と
を
示
す
証
左
で
あ
る
︒


︶﹁
な
び
き
し
た
が
ふ
︵
服
従
す
る
︶
﹂﹁
な
で
や
し
な
ふ
︵
慈
し
む
︶
﹂
の
他
︑

﹁
ま
つ
り
ご
ち
し
る
︵
統
治
す
る
︶﹂﹁
し
づ
め
ま
も
る
︵
鎮
護
す
る
︶﹂﹁
は
ぢ

ら
ひ
し
め
る
︵
卑
下
す
る
︶﹂
な
ど
漢
字
の
語
義
を
踏
ま
え
た
﹁
意
味
借
用
﹂

の
動
詞
を
含
む
例
が
見
ら
れ
る
︒
出
家
を
表
す
仏
教
語
﹁
い
と
ひ
は
な
る
︵
厭

離
︶﹂︑
住
吉
神
社
の
﹁
し
づ
め
ま
も
る
︵
鎮
護
︶﹂
こ
と
な
ど
︑
場
面
内
容
に

応
じ
た
漢
語
を
和
ら
げ
て
用
い
た
例
も
見
ら
れ
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

一
〇



五

並
立
形
容
詞
と
の
文
体
面
で
の
連
続
性

二
節
で
複
合
動
詞
の
意
味
別
の
例
数
を
上
げ
て
お
い
た
が
︑
複
合
動
詞
に
お

い
て
注
目
す
べ
き
点
は
︑
(一
)同
義
的
結
合
で
は
Ｃ
︶
の
割
合
は
24
パ
ー
セ
ン

ト
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
(二
)類
義
的
結
合
で
は
Ｃ
︶
の
割
合
が
65
パ
ー
セ

ン
ト
と
極
め
て
高
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
複
合
動
詞
の
類
義
的
結
合
が
索
引
に
と

ら
れ
に
く
い
の
は
︑
同
義
的
結
合
に
比
べ
て
結
び
つ
き
が
弱
く
感
じ
ら
れ
︑
類

義
語
を
連
接
さ
せ
た
句
に
し
か
見
な
せ
な
い
場
合
が
多
い
た
め
で
あ
ろ
う
︒
つ

ま
り
︑
類
義
的
結
合
の
場
合
は
︑
語
と
言
う
よ
り
は
動
詞
の
並
列
し
た
句
を
作

る
文
体
的
傾
向
と
し
て
解
釈
さ
れ
や
す
い
︒
一
方
︑
同
義
的
結
合
の
場
合
は
︑

漢
語
を
元
に
し
て
い
る
た
め
結
び
つ
き
が
強
く
意
識
さ
れ
︑
一
語
化
し
た
語
と

し
て
解
釈
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
し
同
義
的
結
合
の
場
合
に
も
︑
Ｂ
︶
Ｃ
︶
の
よ
う
な
﹃
源
氏
物
語
﹄
に

独
自
の
少
数
の
例
で
は
︑
漢
字
の
訓
詁
的
な
知
識
に
基
づ
い
て
作
り
出
し
た
臨

時
的
複
合
動
詞
・
動
詞
句
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
Ｃ
︶﹁
ま

つ
り
ご
ち
し
る
﹂
は
︑
連
文
﹁
政
治
﹂
の
翻
読
語
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
ま
つ
り
ご

と
﹂
を
動
詞
化
し
た
﹁
ま
つ
り
ご
つ
﹂︑﹁
知
︑
主
也
﹂︵
字
彙
︶
の
よ
う
に
治

め
る
意
味
の
﹁
知
る
﹂
を
組
み
合
わ
せ
て
生
み
出
さ
れ
る
︒﹁
は
じ
ら
ひ
し
め

る
﹂
の
﹁
し
め
る
﹂
は
︑﹁
湿
︑
謂
㆘

自
卑
下
如
㆓

地
之
下
湿
㆒

然
上
也
﹂︵
荀
子

注
︶
の
よ
う
に
﹁
卑
下
﹂
の
意
味
が
あ
る
か
ら
﹁
は
じ
ら
ひ
﹂
と
組
み
合
わ
せ

た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
な
び
き
し
た
が
ふ
﹂
は
︑
﹃
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
﹄

で
﹁
靡

ナ
ビ
ク

シ
タ
カ
フ
﹂
の
和
訓
が
あ
り
﹁
靡
靡
﹂
の
熟
語
で
服
従
の

意
味
も
あ
る
︵
﹃
史
記
﹄
﹃
文
選
﹄
等
︶
こ
と
か
ら
﹁
靡
﹂
字
を
媒
介
に
﹁
な
び

き
し
た
が
ふ
﹂
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
式
部
の
漢
語
理
解
の

所
産
と
し
て
同
義
的
結
合
を
作
り
出
し
た
例
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
Ｂ
︶

Ｃ
︶
の
語
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
語
彙
的
特
徴
で
あ
る
と
同
時
に
︑
漢
文
的
知

識
を
応
用
し
た
表
現
の
文
体
的
特
徴
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
が
多
く
存
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
同
義
的
・
類
義
的
な
語
を
並
列
す
る
傾
向
は
︑
す
で
に
﹃
源
氏

物
語
﹄
の
形
容
詞
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
て
︑
武
田
︵
一
九
三
四
︶
橘
︵
一

九
七
八
︶
松
浦
︵
一
九
七
八
︶
山
口
︵
二
〇
一
八
︶
ら
に
論
が
あ
る
︒
橘
の
論

で
は
︑
武
田
の
言
う
﹃
源
氏
物
語
﹄
作
者
の
文
章
に
見
ら
れ
る
﹁
対
偶
意
識
﹂

を
形
容
詞
の
並
列
に
お
い
て
見
よ
う
と
し
︑
形
容
詞
の
類
義
語
︵
同
義
語
的
な

も
の
を
含
む
︶
の
並
列
し
た
例
を
多
く
指
摘
し
て
い
る
︒
山
口
の
論
は
こ
れ
ら

の
使
用
法
を
﹁
並
立
形
容
詞
﹂
と
称
し
細
か
く
検
討
し
た
も
の
で
︑
対
偶
的
に

語
を
配
置
し
よ
う
と
す
る
紫
式
部
の
表
現
を
文
体
的
特
徴
の
面
か
ら
多
面
的
に

分
析
し
て
い
て
有
益
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
論
で
は
︑
文
構
成
に
現
れ
た
文
体
的
特
徴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お

り
︑
そ
の
よ
う
な
把
握
に
異
論
は
な
い
︒
し
か
し
︑
同
じ
用
言
の
並
列
で
あ
る

こ
と
か
ら
言
え
ば
︑
動
詞
の
場
合
と
同
じ
く
翻
読
語
の
場
合
を
含
む
こ
と
が
考

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体
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え
ら
れ
る
︒
同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
多
く
が
漢
語
か
ら
生
じ
た
も
の
と
す
れ

ば
︑
形
容
詞
に
お
い
て
も
同
義
的
結
合
の
例
は
翻
読
語
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
︒
た
だ
一
般
に
﹁
形
容
詞
連
用
形
＋
形
容
詞
﹂
は
複
合
形
容
詞
と
し
て

扱
わ
れ
な
い
︒
形
容
詞
で
は
︑
並
列
さ
れ
た
句
表
現
︵
山
口
の
言
う
﹁
並
立
形

容
詞
﹂︶
に
お
け
る
漢
語
の
影
響
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
︒

並
立
形
容
詞
が
漢
語
を
媒
介
に
成
立
し
た
こ
と
は
︑
紫
式
部
の
漢
文
の
知
識

を
考
え
れ
ば
十
分
に
想
定
で
き
よ
う
︒
例
え
ば
︑
松
浦
︵
一
九
七
八
︶
で
は
並

列
形
容
詞
に
多
く
用
い
る
語
と
し
て
﹁
か
な
し
﹂
を
挙
げ
︑﹁
心
細
し
﹂
(
�
)

﹁
あ
は
れ
﹂
(
�
)﹁
恋
し
﹂
(
�
)﹁
口
惜
し
・
惜
し
・
あ
た
ら
し
﹂︵
各

例
︑

�
例
︑
�
例
︶﹁
く
や
し
﹂
(
�
)﹁
心
苦
し
﹂
(
�
)﹁
心
憂
し
﹂
(
�
)﹁
つ
ら

し
﹂
(
�
)﹁
は
づ
か
し
﹂
(
�
)﹁
さ
う
ざ
う
し
﹂
(
�
)な
ど
24
例
の
語
を
挙
げ

て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
各
々
﹁
悲
摧
﹂﹁
悲
哀
﹂﹁
悲
恋
﹂﹁
悲
惜
﹂﹁
悲
悔
﹂﹁
悲

苦
﹂﹁
悲
憂
︵
憂
悲
︶﹂﹁
悲
辛
﹂﹁
悲
羞
﹂﹁
悲
涼
﹂︵﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
に
よ
る
︒

傍
線
は
﹃
白
氏
文
集
﹄
の
用
語
︶
な
ど
意
味
の
対
応
す
る
漢
語
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
︒

右
の
中
に
は
﹁
悲
辛
﹂︵
つ
ら
い
︶﹁
悲
涼
﹂︵
寂
し
い
︶
の
よ
う
に
形
容
詞

的
意
味
を
含
む
漢
語
も
あ
る
が
︑
そ
の
他
は
概
ね
動
詞
的
な
意
味
の
漢
語
で
あ

る
︒
こ
れ
ら
の
訓
読
に
用
い
る
和
語
は
﹁
こ
ふ
・
こ
ひ
し
﹂﹁
惜
し
む
・
惜
し
﹂

﹁
あ
は
れ
む
・
あ
は
れ
な
り
﹂﹁
く
や
む
・
く
や
し
﹂﹁
く
る
し
む
・
く
る
し
﹂

﹁
は
づ
・
は
づ
か
し
﹂﹁
憂
れ
ふ
・
憂
し
﹂
の
よ
う
に
︑
語
根
を
共
有
す
る
た
め

動
詞
か
ら
形
容
詞
へ
の
転
用
が
容
易
な
も
の
が
あ
り③
︑﹁
か
な
し
く
こ
ひ
し
﹂

︵
柏
木
︶
と
﹁
こ
ひ
か
な
し
ぶ
﹂︵
柏
木
︶﹁
こ
ひ
か
な
し
む
﹂︵
手
習
︶
の
よ
う

に
形
容
詞
と
動
詞
で
両
用
し
た
例
も
あ
る
︒
漢
語
の
語
形
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
そ

れ
を
加
工
し
て
利
用
で
き
る
翻
読
語
は
︑
こ
の
例
の
よ
う
に
並
列
形
容
詞
に
も

複
合
動
詞
に
も
な
る
契
機
が
あ
る
︒

例
え
ば
﹁
悲
羞
﹂
﹁
悲
悔
﹂
は
︑﹃
白
氏
文
集
﹄
に
次
の
例
が
見
ら
れ
る
︒

○
潜
来
更
不
㆑

通
㆓

消
息
㆒︑
今
日
悲
羞
帰
不
㆑

得

︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
四
﹁
井
底
引
二
銀
瓶
一
詩
﹂
)

○
操
㆑

之
多
㆓

惴
慄
㆒︑
失
㆑

之
又
悲
悔

︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
﹁
遣
懐
詩
﹂
)

﹁
悲
羞
﹂
は
﹁
悲
し
み
羞
ぢ
て
帰
り
得
ず
﹂
と
動
詞
で
訓
読
で
き
る
が
︑﹁
悲

し
く
恥
ず
か
し
く
て
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
形
容
詞
的
な
解
釈
も
で
き
る
︒

﹁
悲
悔
﹂
も
﹁
こ
れ
を
失
へ
ば
ま
た
悲
し
み
悔
ゆ
﹂
と
訓
読
で
き
る
が
︑﹁
こ
れ

を
失
っ
た
ら
悲
し
く
て
悔
し
い
﹂
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
︒﹁
悲
﹂
の

よ
う
な
感
情
語
は
︑
漢
文
法
的
に
は
動
詞
で
あ
ろ
う
と
︑
解
釈
上
は
形
容
詞
的

に
も
理
解
で
き
︑
﹁
悲
し
︵
と
思
ふ
︶
﹂
﹁
悲
し
︵
む
︶﹂
を
補
え
ば
動
詞
で
も
理

解
で
き
る
︒﹁
悲
羞
﹂﹁
悲
悔
﹂
も
同
様
で
あ
り
︑
次
の
よ
う
な
並
立
形
容
詞
を

生
み
だ
し
た
可
能
性
が
あ
る
︒

○
亡
き
御
影
ど
も
も
︑
我
を
ば
︑
い
か
に
こ
よ
な
き
あ
は
つ
け
さ
と
見
た
ま
ふ

ら
ん
︑
と
恥
づ
か
し
く
悲
し
く
思
せ
ど
︑
⁝
⁝

︵
宿
木
)

○
思
ふ
さ
ま
な
り
け
る
人
を
と
︑
わ
が
し
た
ら
む
過
ち
の
や
う
に
︑
惜
し
く
悔

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体
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し
う
悲
し
け
れ
ば
︑
つ
つ
み
も
あ
へ
ず
︑
も
の
狂
ほ
し
き
ま
で
け
は
ひ
も
聞

こ
え
ぬ
べ
け
れ
ば
⁝
⁝

︵
手
習
)

宿
木
の
例
は
︑
中
の
君
が
匂
宮
の
妻
に
迎
え
ら
れ
︑﹁
軽
々
し
き
心
ど
も
使

ひ
た
ま
ふ
な
⁝
⁝
山
里
を
あ
く
が
れ
た
ま
ふ
な
﹂
と
い
う
父
の
遺
言
に
背
き
宇

治
を
出
た
﹁
あ
は
つ
け
さ
︵
軽
率
さ
︶﹂
を
恥
じ
る
文
脈
で
あ
る
︒
直
前
の
地

の
文
に
も
﹁
心
軽
さ
を
︑
恥
づ
か
し
く
も
つ
ら
く
も
思
ひ
知
り
た
ま
ふ
﹂
と
あ

る
︒
前
掲
﹁
井
底
引
銀
瓶
詩
﹂
も
︑
男
と
潜
か
に
家
を
出
た
﹁
軽
許
︵
身
を

軽
々
し
く
人
に
許
す
︶﹂
を
恥
じ
る
内
容
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
と
同
じ
く
︑
親﹅

に﹅

背﹅

い﹅

て﹅

家
を
出
た
女
が
顔
向
け
で
き
な
く
な
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
︒
こ
の
詩

は
日
本
古
典
作
品
に
多
く
影
響
を
与
え
て
い
る
が
︑
式
部
愛
読
の
﹁
新
楽
府
﹂

の
一
つ
で
あ
り
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
も
若
菜
巻
の
女
三
宮
降
嫁
の
構
想
に
影
響
し

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
中
西
一
九
九
七
︶︒
宿
木
の
例
も
﹁
井
底
引
銀

瓶
詩
﹂
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
同
義
語
・
類
義
語
に
基
づ
く
複
合
動
詞
・
並
列
形
容
詞
を
多
く

用
い
る
傾
向
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
表
現
は
︑
漢
文
を
典

拠
に
書
か
れ
た
上
代
の
宣
命
や
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
よ
う
な
和
漢
混
淆
文
に
多

く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
︵
藤
井
一
九
八
九
・
二
〇
〇
三
︶︒
漢
文
の
学
習

は
︑
あ
る
漢
字
に
つ
い
て
同
義
の
漢
字
や
和
訓
を
理
解
す
る
形
で
進
め
ら
れ
︑

漢
字
辞
書
も
そ
れ
ら
の
情
報
を
掲
示
す
る
体
裁
で
作
ら
れ
て
い
る
︒
同
義
の
漢

字
に
よ
る
連
文
の
熟
語
が
多
い
こ
と
も
漢
文
を
読
む
う
ち
に
自
然
と
身
に
つ
き
︑

自
作
の
文
章
を
作
る
際
に
も
そ
の
よ
う
な
同
義
︑
類
義
の
和
語
を
組
み
合
わ
せ

て
使
い
︑
自
ず
と
翻
訳
的
文
体
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
︒﹃
源
氏
物
語
﹄

に
お
い
て
も
︑
漢
語
・
漢
字
の
知
識
を
踏
ま
え
た
同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
や

並
立
形
容
詞
を
多
く
用
い
︑
さ
ら
に
こ
れ
を
応
用
し
並
列
的
・
対
偶
的
な
句
表

現
が
多
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
訳
調
と

も
言
え
る
表
現
は
︑
本
稿
で
い
く
つ
か
の
具
体
例
に
示
し
た
よ
う
に
︑
漢
語
の

語
形
や
そ
の
意
味
用
法
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
自
ら
創
作
し
よ
う
と
す
る
物
語
の
文

脈
に
応
じ
た
和
語
表
現
に
応
用
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

六

ま
と
め

﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
﹃
白
氏
文
集
﹄
の
影
響
に
よ
る
箇
所
が
多
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
た
複
合
動
詞
や
動
詞
句
・
形
容
詞
句
に
も
︑﹃
白

氏
文
集
﹄
等
の
影
響
で
用
い
ら
れ
た
漢
語
の
翻
読
語
が
含
ま
れ
︑
ま
た
︑
作
者

が
漢
語
的
な
発
想
で
創
作
し
た
例
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
た
︒
同

義
的
結
合
・
類
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
・
動
詞
句
は
︑
和
文
体
の
文
章
に
漢
文

的
発
想
の
語
や
表
現
を
巧
み
に
溶
け
込
ま
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
の
文
体
の
一
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
の
例
は
従
来
部
分
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
︑
本

稿
で
は
該
当
す
る
複
合
動
詞
の
候
補
を
包
括
的
に
提
示
し
た
︒
こ
れ
ら
が
ど
の

よ
う
な
漢
文
・
漢
語
を
踏
ま
え
て
成
立
し
た
の
か
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
語
彙
や

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
と
文
体

一
三



表
現
・
文
体
の
観
点
か
ら
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
す
べ
き
で
あ
る
︒

注①

翻
読
語
と
は
︑
奥
村
︵
一
九
八
五
︶
が
﹁﹃
漢
文
の
構
成
の
形
の
ま
ま
︑
国
語
に

直
訳
し
出
し
た
る
﹄︑﹃
元
来
本
邦
に
は
存
せ
ざ
り
し
語
又
は
語
法
﹄
の
こ
と
を
︑
そ

れ
が
必
ず
し
も
﹃
漢
文
の
訓
読
の
為
に
按
出
せ
ら
れ
し
も
の
﹄
と
は
言
え
ず
︑
翻
訳

を
契
機
と
し
て
︑
外
国
の

︱
具
体
的
に
言
え
ば
中
国
の

︱
未
知
の
事
物
を
表
す

た
め
に
借
用
さ
れ
た
表
現
形
式
﹂
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
漢
語
に
多
い

﹁
連
文
﹂
に
よ
る
も
の
を
扱
っ
た
︒
連
文
と
は
﹁
一
義
ヲ
通
有
セ
ル
二
箇
︑
又
ハ
稀

ニ
二
箇
以
上
ノ
文
字
ガ
︑
其
ノ
一
義
ヲ
紐
帯
ト
シ
テ
結
合
﹂︵
湯
浅
廉
孫
﹃
漢
文
解

釈
に
於
け
る
連
文
の
利
用
﹄
朋
友
書
店
︶
し
た
熟
語
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
連
文

に
基
づ
く
翻
読
語
で
は
同
義
か
い
な
か
の
判
断
は
和
語
で
な
く
︑
元
に
な
っ
た
漢
語

の
字
義
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

本
稿
で
は
翻
読
語
の
候
補
と
し
て
同
義
的
結
合
と
推
定
さ
れ
る
例
の
漢
字
表
記
を

示
し
た
が
︑
ど
の
よ
う
に
漢
語
表
現
と
対
応
す
る
か
に
つ
い
て
︑
今
後
さ
ら
に
検
証

す
べ
き
で
あ
る
︒

②

長
単
位
検
索
に
よ
る
と
︑
末
尾
に
﹁
給
ふ
﹂﹁
聞
こ
ゆ
﹂﹁
奉
る
﹂﹁
侍
り
﹂﹁
す
・

さ
す
﹂
な
ど
の
敬
語
補
助
動
詞
や
助
動
詞
が
付
く
場
合
が
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
を
除
い

て
﹁
動
詞
＋
動
詞
﹂
の
複
合
動
詞
に
な
る
例
を
抽
出
し
た
︒
ま
た
︑
前
項
動
詞
と
後

項
動
詞
の
間
に
﹁
す
・
さ
す
﹂﹁
る
・
ら
る
﹂﹁
聞
こ
ゆ
﹂﹁
奉
る
﹂﹁
給
ふ
﹂
な
ど
の

敬
語
補
助
動
詞
や
使
役
・
受
け
身
の
助
動
詞
が
介
在
す
る
例
が
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
を

除
い
た
形
で
﹁
動
詞
＋
動
詞
﹂
の
複
合
動
詞
と
し
て
数
え
た
︒
接
頭
辞
的
な
﹁
う

ち
﹂﹁
も
て
﹂
は
複
合
動
詞
の
前
項
と
し
て
数
え
た
︒

な
お
︑
全
4148
語
の
中
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
み
に
見
ら
れ
る
例
1916
語
︵
46
％
︶︑
語

彙
表
に
な
い
例
675
語
︵
16
％
︶
で
あ
り
︑
独
自
例
が
半
数
以
上
を
占
め
る
︒

③

漢
語
が
動
詞
的
な
も
の
が
多
い
の
に
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
﹁
か
な
し
﹂
の
並
立

形
容
詞
が
多
く
︑
﹁
か
な
し
む
﹂
に
よ
る
複
合
動
詞
が
少
な
い
の
は
︑
動
詞
﹁
か
な

し
む
﹂
の
文
体
的
な
制
約
が
背
景
に
あ
る
︒
語
彙
表
に
よ
る
と
﹁
か
な
し
む
﹂
は
漢

文
訓
読
文
に
例
が
多
い
が
︑
平
安
和
文
で
は
﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
紫
式
部
日
記
﹄
以
外

に
見
ら
れ
な
い
︒
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