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は
じ
め
に

　
『
源
氏
小
鏡
』
は
、『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
の
中
で
も
最
も
世
間
に
広
く
流

布
し
た
作
品
で
あ
る
。
成
立
は
南
北
朝
期
ご
ろ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
作
者
は
明

確
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
現
在
で
は
、
二
条
良
基
（
一
三
二
〇
〜
一
三
八

八
）
や
そ
の
周
辺
人
物
の
作
と
す
る
説
が
定
説
で
は
あ
る
が
、
確
実
な
も
の
で

は
な
い
。『
源
氏
小
鏡
』
の
内
容
は
『
源
氏
物
語
』
の
要
点
を
ま
と
め
た
本
文
、

各
巻
で
主
要
と
さ
れ
る
和
歌
、
そ
し
て
連
歌
の
付
合
に
必
要
な
寄
合
の
詞
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
寄
合
と
は
、
連
歌
に
お
い
て
句
を
続
け
る
際
に
、
前
の
句

に
縁
の
あ
る
詞
の
こ
と
で
あ
る
。『
源
氏
小
鏡
』
で
は
、
物
語
の
梗
概
を
一
通

り
記
述
し
た
後
に
、
物
語
本
文
や
和
歌
の
記
述
に
基
づ
い
た
語
句
を
寄
合
の
詞

と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
主
に
「
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
」
に
続
く
形
で
示
さ
れ
る
。

『
源
氏
小
鏡
』
は
、
伝
本
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
か
な
り
の
増
補
、
削
除
や
訂
正

が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
で
は
、
特
に
伝
本
分
類①
や
他
の
作
品
と
の
比

較
な
ど
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
徴
の
異
な
る
諸
本
が
膨
大

に
あ
る
『
源
氏
小
鏡
』
は
さ
ら
な
る
研
究
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

特
に
、
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
各
伝
本
の
性
格
を
把
握

し
比
較
す
る
こ
と
で
、『
源
氏
小
鏡
』
と
い
う
作
品
の
特
徴
ひ
い
て
は
『
源
氏

物
語
』
の
享
受
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
得
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
最
善
本
と
さ
れ
る
伝
持
明
院
基
春
筆
本
（
以
降
、「
基
春
本
」

と
省
略
す
る
。）
に
注
目
し
、『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

形
容
詞
は
、『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
特
徴
づ
け
る
言
葉
の
一
つ
で
あ
り
、
こ

れ
に
注
目
し
た
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る②
。
一
方
、『
源
氏
小
鏡
』
の
形

容
詞
に
つ
い
て
の
研
究
は
管
見
の
限
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
梗
概
書
で
あ
る

『
源
氏
小
鏡
』
は
、『
源
氏
物
語
』
本
文
と
比
べ
る
と
当
然
多
く
の
形
容
詞
が
削

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
反
面
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
形
容
詞
か
ら
は
、

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容
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梗
概
書
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
の
あ
り
方
が
観
察
で
き
る
と
考
え
る
。
本
稿

は
、『
源
氏
小
鏡
』
の
最
善
本
で
あ
る
基
春
本
の
形
容
詞
の
使
用
を
分
析
す
る

こ
と
を
通
し
、
基
春
本
の
梗
概
書
と
し
て
の
本
文
理
解
や
本
文
評
価
な
ど
の
諸

点
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
『
源
氏
小
鏡
』
と
い
う
作
品
を
読
解
す
る

た
め
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
な
ら
び
に
そ
の
他
の
作
品
本

文
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
降
、『
新
全

集
』
と
す
る
。）
に
、『
源
氏
小
鏡
』
基
春
本
は
岩
坪
健
『『
源
氏
小
鏡
』
諸
本

集
成
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
り③
、
本
文
に
付
し
た
傍
線
や
引
用

本
文
の
中
略
は
全
て
稿
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
形
容
詞
と
し

て
数
え
る
言
葉
に
は
「
い
ふ
か
た
な
し
」「
わ
す
れ
が
た
し
」
と
い
っ
た
複
合

形
容
詞
も
含
む
も
の
と
す
る
。

二　
『
源
氏
物
語
』
と
伝
持
明
院
基
春
筆
本
の
形
容
詞
比
較

　

ま
ず
は
『
源
氏
物
語
』
の
形
容
詞
を
確
認
す
る
。
松
浦
照
子
氏
、
片
岡
信
二

氏
、
安
部
清
哉
氏
が
作
成
さ
れ
た
形
容
詞
対
照
語
彙
表④
を
基
に
、『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
容
詞
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
か
見
る
。
な
お
、
こ
の

表
は
複
合
形
容
詞
も
一
つ
の
形
容
詞
と
し
て
項
目
を
立
て
、
用
例
数
を
収
集
し

て
い
る
。

　

対
照
語
彙
表
に
基
づ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

形
容
詞
の
上
位
二
〇
ま
で
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

形容詞 用例数 割合
１ なし 1,339 5.92％
２ いみじ 690 3.05％
３ おほし 568 2.51％
４ をかし 534 2.36％
５ あやし 509 2.25％
６ よし 484 2.14％
７ ふかし 475 2.10％
８ うし 385 1.70％
９ いたし 369 1.63％
10 ちかし 347 1.53％
11 いとほし 337 1.49％
12 かなし 295 1.30％
13 はかなし 294 1.30％
14 おなじ 293 1.29％
15 くちをし 286 1.26％
16 くるし 238 1.05％
17 はづかし 231 1.02％
18 わかし 214 0.95％
19 うれし 213 0.94％
20 めでたし 209 0.92％

表
１　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
使
用
頻
度
上
位
の
形
容
詞

　
『
源
氏
物
語
』
の
形
容
詞
の
延
べ
語
数
は
二
二
六
二
九
語
、
異
な
り
語
数
は

七
九
五
語
で
あ
る
。
圧
倒
的
に
高
い
頻
度
で
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
詞
は
「
な

し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
他
の
作
品
に
お
い
て
も
同
じ
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ

る⑤
。
ま
た
、
上
位
三
つ
の
形
容
詞
に
注
目
す
る
と
、「
な
し
」「
い
み
じ
」「
お

ほ
し
」
と
、
程
度
を
示
す
形
容
詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後

「
を
か
し
」「
あ
や
し
」「
よ
し
」
と
い
っ
た
評
価
を
示
す
形
容
詞
や
、「
う
し
」

と
い
っ
た
感
情
を
示
す
形
容
詞
が
続
く
。

　

基
春
本
で
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
の
延
べ
語
数
は
、
七
〇
五
語
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
、
基
春
本
の
形
容
詞
に
お
い
て
上
位
に
あ
る
形
容
詞
を
表
２

に
ま
と
め
る
。

基
春
本
に
は
異
な
り
語
数
一
八
二
語
の
形
容
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容
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ほ
と
ん
ど
が
一
〇
例
以
下
で
あ
り
、
用
例
数
は
い
た
っ
て
少
な
い
も
の
で
あ
る⑥
。

そ
の
た
め
今
回
は
、
一
〇
例
以
上
の
用
例
が
あ
る
形
容
詞
に
注
目
す
る
。

　

最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
「
な
し
」
で
あ
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』

と
同
じ
で
あ
る
。
三
位
の
「
ふ
か
し
」
と
そ
れ
以
下
の
形
容
詞
と
で
は
用
例
数

が
大
き
く
異
な
り
、「
な
し
」「
お
も
し
ろ
し
」「
ふ
か
し
」
が
突
出
し
て
い
る
。

　

今
回
は
、
表
２

に
上
げ
ら
れ
た
形
容
詞
の
う
ち
表
１

に
は
な
い
も
の
、
つ
ま

り
『
源
氏
物
語
』
の
使
用
頻
度
上
位
の
形
容
詞
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
、
基
春

本
に
お
け
る
使
用
頻
度
上
位
の
形
容
詞
と
し
て
特
徴
的
な
「
お
も
し
ろ
し
」

「
を
さ
な
し
」「
あ
さ
ま
し
」「
う
つ
く
し
」「
か
ぎ
り
な
し
」「
な
つ
か
し
」
の

六
語
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
六
語
は
、
基
春
本
が
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
を
ま

と
め
注
釈
を
施
し
た
際
に
多
用
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
機

能
を
分
析
す
る
こ
と
で
『
源
氏
物
語
』
と
は
異
な
る
物
語
理
解
、
梗
概
書
と
し

て
の
基
春
本
の
性
格
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
降
は
、
こ
の
六
語

の
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三　

伝
持
明
院
基
春
筆
本
に
お
け
る
形
容
詞
の
用
法
の
分
類

　

基
春
本
の
形
容
詞
の
用
法
は
、
以
下
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。

Ⓐ　
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
同
じ
形
容
詞
が
用
い
ら
れ
る
例

Ⓑ　
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
は
異
な
る
形
容
詞
で
代
用
さ
れ
る
例

Ⓒ　
『
源
氏
物
語
』
に
は
存
在
し
な
い
箇
所
に
用
い
ら
れ
る
例

Ⓐ
は
、
基
春
本
の
用
い
る
形
容
詞
が
『
源
氏
物
語
』
の
当
該
場
面
で
同
じ
形
容

詞
を
用
い
る
場
合
で
あ
る
。
基
春
本
の
詞
章
が
『
源
氏
物
語
』
と
全
く
一
致
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
も
、『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
場
面
で
同
じ
対
象
に
同

一
の
形
容
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
Ⓐ
と
し
て
数
え
る
も
の
と
す
る
。
Ⓑ
は
基

春
本
が
『
源
氏
物
語
』
の
当
該
箇
所
に
お
け
る
詞
章
と
は
異
な
る
表
現
を
用
い

て
い
る
例
で
あ
る
。
Ⓒ
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
な
い
描
写
を
基
春
本
が
記
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
今
回
取
り
上
げ
る
六
語
を
Ⓐ
〜
Ⓒ
に
分
類
し
た
結
果
を
以
下
の
表

３

に
ま
と
め
た
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
二
段
に
分
け
て
数
値
を
示
し
て
い
る
が
、

上
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
の
用
例
数
を
示
し
、
下
部
に
は
割
合
を
示
し
て
い

る
。

形容詞 用例数 割合

１ なし 57 8.09％

２ おもしろし 38 5.39％

３ ふかし 30 4.26％

４ をさなし 17 2.41％

５ おなじ 17 2.41％

６ いみじ 15 2.13％

７ かなし 15 2.13％

８ あさまし 14 1.99％

９ うつくし 13 1.84％

10 ちかし 13 1.84％

11 めでたし 12 1.70％

12 よし 12 1.70％

13 かぎりなし 10 1.42％

14 なつかし 10 1.42％

表
２　

基
春
本
に
お
け
る
使
用
頻
度
上
位
の
形
容
詞

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容
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表
３

を
見
る
と
ほ
と
ん
ど
の
語
に
お
い
て
、
Ⓐ
よ
り
も
Ⓑ
も
し
く
は
Ⓒ
の
割

合
が
高
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
源
氏
小
鏡
』
は
『
源
氏
物
語
』
の

詞
章
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
示

す
と
こ
ろ
で
あ
る⑦
が
、
こ
こ
で
も
改
め
て
そ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

言
え
る
。
ま
た
、
六
語
の
内
「
な
つ
か
し
」
の
み
、
他
の
語
と
比
べ
て
Ⓐ
の
割

合
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
の
内
五
例
は
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、「
な
つ
か
し
」
に
お
け
る
Ⓐ
の
割
合
の
高
さ
は
、
基
春
本

が
『
源
氏
物
語
』
の
詞
章
を
梗
概
本
文
に
忠
実
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
は
繋

が
ら
な
い
。

　

次
は
、
用
例
の
多
か
っ
た
Ⓑ 

Ⓒ
に
お
け
る
表
現
を
分
析
し
、
基
春
本
の
形

容
詞
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

四　
『
源
氏
物
語
』
本
文
と
は
異
な
る
形
容
詞
で 

 

代
用
さ
れ
る
例

　

こ
こ
で
、
Ⓑ
の
用
例
を
以
下
の
表
４

に
ま
と
め
た
。
基
春
本
で
用
い
ら
れ
る

形
容
詞
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
表
現
で
あ
っ
た
の
か
分
か

り
や
す
く
す
る
た
め
、
基
春
本
の
用
例
も
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
も
終
止
形
に

直
し
て
示
し
て
い
る
。
な
お
「
か
ぎ
り
な
し
」
は
、
多
く
連
用
形
「
か
ぎ
り
な

く
」
の
形
で
下
に
形
容
詞
や
動
詞
を
伴
う
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
は
伴
う
詞

章
ま
で
を
抜
き
出
し
て
い
る
。
最
下
部
の
項
目
で
あ
る
「
頁
」
と
は
、『
新
全

集
』
の
ペ
ー
ジ
番
号
を
示
す
。

　

表
４

の
用
例
を
見
る
と
、
基
春
本
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
間
の
表
現
の
違
い

は
、
基
春
本
が
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
を
ま
と
め
る
際
に
、
複
数
の
詞
章
を
用

い
て
行
っ
て
い
た
表
現
を
一
語
の
形
容
詞
に
置
き
換
え
、
ま
た
表
現
を
平
易
な

も
の
に
変
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
か
ら
基
春
本
に
置
き
換
え
ら
れ
た
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い

く
。
基
春
本
に
て
「
お
も
し
ろ
し
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
表
現
は
、
①
、
③
な

ど
の
一
語
の
表
現
だ
け
で
は
な
く
②
や
④
な
ど
、
複
数
の
単
語
で
綴
ら
れ
て
い

る
表
現
も
あ
る
。
②
に
お
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
で
「
は
る
か
に
霞
み
わ
た

り
て
、
四
方
の
梢
そ
こ
は
か
と
な
う
け
ぶ
り
わ
た
れ
る
ほ
ど
、『
絵
に
い
と
よ

表
３　

基
春
本
に
お
け
る
六
語
の
形
容
詞
の
分
類

お
も
し
ろ
し

を
さ
な
し

あ
さ
ま
し

う
つ
く
し

か
ぎ
り
な
し

な
つ
か
し

Ⓐ

6

15.8％

2

11.8％

3

21.4％

4

30.8％

1

10.0％

6

60.0％

Ⓑ

11

28.9％

　3

17.6％

　4

28.6％

　6

46.2％

　4

40.0％

　1

10.0％

Ⓒ

21

55.3％

12

70.6％

　7

50.0％

　3

23.1％

　5

50.0％

　3

30.0％

計

38

100.0％

17

100.0％

14

100.0％

13

100.0％

10

100.0％

10

100.0％
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表
４　
『
源
氏
物
語
』
本
文
中
で
代
用
的
に
用
い
ら
れ
る
例
一
覧

巻
名

対　

象

基
春
本
に
お
け
る
形
容
詞

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
表
現

頁

①

帚
木

遣
水
・
前
栽

お
も
し
ろ
し

を
か
し

九
三

②

若
紫

北
山
か
ら
の
景
色

絵
に
い
と
よ
く
も
似
た
る

二
〇
二

③

花
宴

朧
月
夜

う
れ
し

三
五
六

④

須
磨

須
磨
の
家
居

め
づ
ら
か
に
を
か
し

二
一
三

⑤

絵
合

空

う
ら
ら
か
な
り

三
七
九

⑥

松
風

月

は
な
や
か
な
り

四
一
八

⑦

常
夏

撫
子

い
み
じ

二
二
八

⑧

梅
枝

糸

な
ま
め
か
し

四
〇
六

⑨

梅
花
香

は
な
や
か
に
い
ま
め
か
し

四
〇
九

⑩

若
菜
下

女
楽

な
つ
か
し

一
九
一

⑪

横
笛

月

も
の
あ
は
れ
な
り

三
五
二

⑫

空
蝉

小
君

を
さ
な
し

童

一
一
九

⑬

澪
標

明
石
君

い
と
き
な
し

二
四
五

（
明
石
巻
）

⑭

幻

中
将
の
君

小
さ
し

五
二
六

⑮

夕
顔

夕
顔
の
死

あ
さ
ま
し

あ
き
る

一
六
八

⑯

東
屋

匂
宮

く
る
し

六
三

⑰

蜻
蛉

人
目

聞
き
に
く
し

二
一
一

⑱

手
習

浮
舟

口
惜
し

三
〇
二

⑲

須
磨

源
氏

う
つ
く
し

あ
て
に
き
よ
ら
な
り

一
七
三

⑳

蓬
生

末
摘
花
の
髪

き
よ
ら
な
り

三
四
一

㉑

玉
鬘

玉
鬘

ゆ
ゆ
し
き
ま
で
を
か
し
げ
な
り

九
一

㉒

竹
河

玉
鬘
の
姫
君
た
ち

よ
し

六
二

㉓

橋
姫

宇
治
の
大
君

重
り
か
に
よ
し
づ
く

一
四
〇

㉔

手
習

浮
舟

う
つ
く
し
げ
な
り

二
八
六

㉕

須
磨

雷

お
そ
ろ
し
き
事
か
き
り
な
し

あ
さ
ま
し
う
め
づ
ら
か
な
り

二
一
八

㉖

蛍

玉
鬘

か
き
り
な
く
心
に
か
け
給
ひ
て

ま
め
や
か
に
責
め
き
こ
え
た
ま
ふ

一
九
六

㉗

若
菜
上

女
三
宮

か
き
り
な
く
、
い
と
を
し
み
お
ほ
し
め
し
て
、

す
ぐ
れ
て
か
な
し
き
も
の
に
思
ひ
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ

一
八

㉘

宿
木

浮
舟

か
き
り
な
く
く
や
し
く
お
ほ
し
て
、

あ
い
な
く
わ
づ
ら
は
し
く
お
も
し
き
や
う
に
思
し
な
り
て

四
六
〇

㉙

橋
姫

八
宮

な
つ
か
し

恋
し

一
三
四

『
源
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く
も
似
た
る
か
な
。
か
か
る
所
に
住
む
人
、
心
に
思
ひ
残
す
こ
と
は
あ
ら
じ
か

し
』」（
二
〇
二
頁
）
と
あ
る
内
容
を
、
基
春
本
で
は
「
御
こ
ゝ
ち
の
ま
き
ら
は

し
に
、
人
々
た
ち
い
て
ゝ
と
こ
ろ
〳
〵
御
ら
ん
す
る
に
、
い
と
お
も
し
ろ
け
れ

は
、」
と
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
北
山
か
ら
の
景
色
に
つ
い
て
、
具
体
的
な

描
写
や
そ
れ
に
対
す
る
光
源
氏
の
台
詞
と
い
っ
た
説
明
的
な
記
述
は
排
さ
れ
、

「
お
も
し
ろ
し
」
と
い
う
一
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
③
に
つ
い
て
、
朧
月
夜

の
「
朧
月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
」（
三
五
六
頁
）
と
い
う
独
り
言
に
対
し
源

氏
が
抱
く
「
う
れ
し
」
と
い
う
感
情
も
置
き
換
え
ら
れ
、
男
女
の
駆
け
引
き
を

求
め
る
源
氏
の
好
色
な
面
が
風
流
を
愛
す
る
様
子
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
⑪
の

「
も
の
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
、
何
と
な
く
感
傷
的
に
な
る
よ
う
な
意
味
を
持

つ
言
葉
も
「
お
も
し
ろ
し
」
と
さ
れ
、
秋
の
月
の
情
景
に
誘
わ
れ
て
一
条
宮
に

向
か
う
夕
霧
の
様
子
が
基
春
本
で
は
平
易
な
も
の
と
な
っ
て
い
る⑧
。

　
「
を
さ
な
し
」
は
「
童
」「
い
と
き
な
し
」「
小
さ
し
」
と
い
っ
た
表
現
を
言

い
換
え
て
い
る
。
基
春
本
に
お
い
て
「
小
さ
し
」
は
人
物
に
は
用
い
ら
れ
な
い⑨
。

基
春
本
に
計
二
例
あ
る
「
い
と
け
な
し
」
は
源
氏
の
み
に
用
い
ら
れ
、「
童
」

は
使
い
の
者
に
の
み
用
い
ら
れ
る
。
基
春
本
に
お
い
て
、「
を
さ
な
し
」
は
平

易
な
形
容
詞
に
置
き
換
え
た
と
言
え
る
他
、
表
現
の
使
い
分
け
を
窺
え
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
「
あ
さ
ま
し
」
の
用
例
か
ら
は
、
人
物
の
様
々
な
苦
悩
が
端
的
な
形
容
詞
に

変
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
⑯
に
て
匂
宮
が
浮
舟
に
言
い
寄
る
場
面
で

は
、「
右
近
、
匂
宮
、
乳
母
が
そ
れ
ぞ
れ
に
『
苦
し
』
と
言
っ
た
り
思
っ
た
り

す
る
。」（
六
三
頁
、
頭
注
一
六
）
の
に
対
し
、
基
春
本
で
は
「
あ
さ
ま
し
」
と

だ
け
で
ま
と
め
ら
れ
る
。
⑰
は
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
浮
舟
を
こ
れ
以
上
捜
索

す
る
こ
と
は
外
聞
が
悪
い
と
し
て
、
亡
骸
の
な
い
ま
ま
浮
舟
の
葬
儀
を
行
う
場

面
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
侍
従
が
浮
舟
の
母
を
様
々
な
言
葉
で
説
得

し
、
そ
の
挙
句
「『
さ
る
も
の
か
ら
、
人
の
言
ひ
伝
へ
ん
こ
と
は
い
と
聞
き
に

く
し
』」（
二
一
一
頁
）
と
訴
え
る
が
、
基
春
本
で
は
「
人
め
も
あ
さ
ま
し
く
て
、

（
中
略
）
ゆ
く
ゑ
な
き
け
ふ
り
と
、
な
し
ゝ
な
り
。」
と
ま
と
め
る
。
そ
こ
に
侍

従
の
必
死
の
訴
え
の
描
写
は
な
い
。

　
「
う
つ
く
し
げ
な
り
」
と
い
っ
た
、
微
妙
な
様
子
や
気
配
を
伝
え
る
形
容
動

詞
は
、
よ
り
明
確
な
「
う
つ
く
し
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
あ

て
に
き
よ
ら
な
り
」「
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
を
か
し
げ
な
り
」
な
ど
複
数
の
形
容
表

現
を
用
い
た
箇
所
を
「
う
つ
く
し
」
と
一
言
で
言
い
換
え
て
い
る
。

　
「
か
ぎ
り
な
し
」
は
併
記
さ
れ
る
詞
章
を
強
調
す
る
形
容
詞
で
あ
り
、
㉕
で

は
「
お
そ
ろ
し
」、
㉖
で
は
「
心
に
か
く
」、
㉗
で
は
「
い
と
を
し
む
」、
㉘
で

は
「
く
や
し
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
あ
さ

ま
し
う
め
づ
ら
か
」「
ま
め
や
か
に
責
め
」「
す
ぐ
れ
て
か
な
し
き
」「
あ
い
な

く
わ
づ
ら
は
し
く
お
も
し
き
」
と
、
複
雑
な
意
味
合
い
を
含
ん
だ
表
現
が
な
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
「
か
ぎ
り
な
し
」
と
い
う
単
純
な
強
調
表
現
に
置
き

換
え
ら
れ
、
ま
た
併
記
さ
れ
る
言
葉
も
「
お
そ
ろ
し
」
や
「
く
や
し
」
と
い
っ

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

一
九

同志社国文学99号　三校　（酒瀬川なおみ様）　Ｓ



た
平
易
な
表
現
に
変
化
し
て
い
る
。

　
「
な
つ
か
し
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
恋
し
」
は
、
薫
が

八
宮
に
抱
く
感
情
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
法
の
友
と
し
て
深
く
心
を
通
わ
し
あ

う
。」（
一
三
五
頁
、
頭
注
一
五
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞

典  

室
町
時
代
編
』
に
お
い
て
も
、「
恋
し
」
は
「
身
近
に
な
い
特
定
の
対
象

に
対
し
て
、
強
く
心
ひ
か
れ
る
ま
ま
に
、
親
し
く
接
し
た
い
と
し
き
り
に
思
う

心
情
で
あ
る
。」
と
恋
愛
以
外
に
お
け
る
意
味
も
示
す
。
一
方
、
基
春
本
に
お

い
て
人
物
関
係
に
用
い
ら
れ
る
計
六
例
の
「
恋
し
」
は
全
て
恋
愛
に
お
け
る
場

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
基
春
本
で
「
恋
し
」
を
「
な
つ
か
し
」
に
置
き
換
え
た

の
は
、
恋
愛
の
場
面
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典  

室
町
時
代
編
』
を
用
い
て
今
回
注
目
す
る

「
お
も
し
ろ
し
」
他
五
語
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
調

べ
る
と⑩
、
基
春
本
で
は
選
ば
れ
な
か
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
は
ほ
と
ん
ど
、

室
町
時
代
に
お
け
る
意
味
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
基
春
本
は
、

時
代
に
よ
る
形
容
詞
の
意
味
合
い
の
変
化
の
た
め
に
表
現
を
変
え
た
と
い
う
よ

り
は
、
本
文
の
梗
概
化
の
た
め
に
言
葉
を
平
易
な
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
た
側
面

が
強
い
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
「
を
か
し
げ
な
り
」

「
よ
し
づ
く
」「
も
の
し
」
は
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
に
は
立
項
さ
れ
て
お
ら

ず
、
基
春
本
の
成
立
時
に
は
こ
れ
ら
三
語
は
一
般
的
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
基
春
本
は
こ
う
し
た
、
当
時
に
は
古
語
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
詞
章
も
理
解
し
や
す
い
形
容
詞
に
変
換
し
て
い
る
と

言
え
る
。

　

こ
こ
で
は
、
Ⓑ
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
Ⓑ
は
、『
源
氏
物
語
』
で
使

わ
れ
て
い
た
詞
章
を
置
き
換
え
た
用
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
様
々
な
表
現
を
尽

く
し
て
描
か
れ
た
物
語
世
界
を
平
易
な
形
容
詞
に
変
換
し
、
読
者
に
分
か
り
や

す
く
物
語
の
内
容
を
伝
え
る
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。「
を
さ
な
し
」
や

「
な
つ
か
し
」
の
例
か
ら
は
、
対
象
や
文
脈
に
よ
っ
て
使
用
す
る
形
容
詞
を
選

別
す
る
、
基
春
本
の
意
図
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
基
春
本
の
成
立
時

に
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
言
葉
を
、
当
時
の
平
易
な
形
容
詞
に
換
え
る
様

子
も
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

基
春
本
は
、『
源
氏
物
語
』
を
梗
概
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
物
語
の
内
容
ひ

い
て
は
世
界
観
を
そ
の
ま
ま
表
す
の
で
は
な
く
、
物
語
の
内
容
を
総
括
的
に
、

ま
た
理
解
し
や
す
く
表
現
し
た
と
い
う
特
徴
が
分
か
る
。

五　
『
源
氏
物
語
』
に
は
存
在
し
な
い
箇
所
に
用
い
ら
れ
る
例

　

新
た
に
付
加
さ
れ
る
形
容
詞
の
役
割
に
注
目
す
る
と
、
Ⓒ
は
さ
ら
に
以
下
の

三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⓒ
―
１　

物
語
の
梗
概
と
し
て
総
括
や
追
加
の
役
割
を
持
つ
例
。

Ⓒ
―
２　

語
り
手
の
評
価
、
物
語
の
注
釈
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
例
。

Ⓒ
―
３　
『
源
氏
小
鏡
』
の
寄
合
に
関
す
る
記
述
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
例
。

『
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以
下
に
、
こ
れ
ら
の
用
例
を
見
て
い
く
。
Ⓒ
―
１

は
、『
源
氏
物
語
』
に
は
記

載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
物
語
の
叙
述
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
先
に
見
た
Ⓑ
と
は
異
な
り
、
場
面
を
ま
と
め
る
だ
け
で
は
な
く
、

本
文
中
に
は
記
載
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
本
文
か
ら
推
測
で
き
る
内
容
を
物
語

の
内
容
と
し
て
追
加
す
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。

　

Ⓒ
―
１

の
用
例
を
そ
れ
ぞ
れ
の
語
ご
と
に
見
て
い
く
。
用
例
は
表
５

〜
10

に
ま
と
め
た
。

　

ま
ず
、「
お
も
し
ろ
し
」
の
用
例
を
表
５

に
示
す
。
こ
こ
で
は
、
計
九
つ
の

例
が
見
ら
れ
た
。
①
に
つ
い
て
、
帚
木
巻
で
源
氏
は
空
蝉
と
契
り
を
交
わ
し
た

後
も
空
蝉
の
事
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
再
び
紀
伊
守
の
邸
を
訪
ね
る
。『
源
氏
物
語
』

で
は
源
氏
は
方
違
え
に
か
こ
つ
け
て
紀
伊
守
邸
に
向
か
う
。
そ
の
た
め
基
春
本

の
よ
う
に
邸
の
遣
水
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、「
紀
伊
守

お
ど
ろ
き
て
、
遣
水
の
面
目
と
か
し
こ
ま
り
喜
ぶ
。」（
一
〇
九
頁
）
と
あ
り
、

ま
た
、『
新
全
集
』
の
頭
注
に
も
あ
る
よ
う
に
源
氏
が
来
訪
の
理
由
に
遣
水
の

こ
と
を
紀
伊
守
に
話
し
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
（
一
〇
九
頁
、
頭
注
二
九
）。

基
春
本
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
記
さ
な
い
も
の
の
、
そ
の
描
写
か
ら
想
定
で

き
る
内
容
を
物
語
の
内
容
と
し
て
追
加
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
②
は

『
源
氏
物
語
』
で
は
「
我
な
が
ら
い
と
す
ご
う
聞
こ
ゆ
」（
一
九
四
頁
）
と
あ
る

の
み
で
、「
お
も
し
ろ
し
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
こ
こ
で
「
お
も
し
ろ
し
」

が
追
加
さ
れ
、
須
磨
に
響
く
源
氏
の
演
奏
が
荒
涼
と
し
つ
つ
も
風
流
で
あ
る
こ

表
５　

Ⓒ 

―
１

「
お
も
し
ろ
し
」
の
用
例
（
計
九
例
）

巻

基
春
本
本
文

①
空
蝉

は
ゝ
き
ゝ
の
ま
き
の
か
た
ゝ
か
へ
の
と
き
、
い
よ
の
す
け
か
め
を
御
ら
ん

し
て
、
あ
か
す
わ
す
れ
ぬ
事
そ
お
ほ
し
て
、
い
ゑ
の
や
り
み
つ
、
お
も
し

ろ
し
と
て
、
に
は
か
に
又
、
か
れ
か
も
と
へ
お
は
し
ま
す
。

②
須
磨

ゆ
き
ひ
ら
の
ち
う
な
こ
ん
の
、「
せ
き
ふ
き
こ
ゆ
る
」
と
よ
み
け
ん
も
、
お

ほ
し
め
し
あ
わ
せ
て
、
な
み
た
お
つ
と
は
お
ほ
え
ね
と
、
ま
く
ら
う
く
は

か
り
な
り
。
み
や
こ
よ
り
、
も
ち
給
ひ
し
き
ん
を
、
ひ
き
よ
せ
て
、
心
の

ま
ゝ
に
ひ
き
す
ま
し
た
ま
ふ
に
、
わ
れ
な
か
ら
す
こ
く
お
も
し
し
（
マ
マ
）。

③
少
女

こ
の
女
こ
の
き
み
、
秋
の
ゆ
ふ
へ
を
し
め
た
ま
へ
は
、
秋
の
ゝ
を
、
は
る

か
に
う
つ
し
う
へ
て
、
こ
た
か
き
も
み
ち
、
い
ろ
を
ま
し
、
こ
と
に
お
も

し
ろ
し
。

④
少
女

き
た
な
れ
は
、
ふ
ゆ
の
け
し
き
を
う
つ
し
て
、
ふ
ゆ
か
れ
の
の
へ
の
け
し

き
、

五
は
の
ま
つ
の
、
ゆ
き
の
あ
し
た
は
、
ま
こ
と
に
、
す
た
れ
も
あ
け
ぬ
へ
し
。

こ
と
に
す
こ
く
、
お
も
し
ろ
し
。

⑤
梅
枝

く
ろ
ほ
う
、
あ
か
し
の
う
へ
、
あ
は
せ
給
ふ
。
か
ゑ
う
の
ほ
う
、
花
ち
る

さ
と
。
し
ゝ
う
、
源
氏
あ
は
せ
給
ふ
。
い
つ
れ
も
、
と
り
〳
〵
に
お
も
し
ろ

し
。

⑥
若
菜
下
か
み
の
ま
き
に
、
は
る
の
す
ゑ
つ
か
た
、
六
て
う
の
ゐ
ん
に
て
、
か
す
め

る
く
れ
の
お
も
し
ろ
き
に
、
こ
の
御
か
た
の
に
は
に
て
、
お
ん
ま
り
あ
り
。

⑦
鈴
虫

こ
の
ま
き
、
す
ゝ
む
し
と
い
ふ
こ
と
。
八
月
十
五
夜
お
も
し
ろ
く
す
み
わ

た
り
て
、
か
き
り
な
く
あ
は
れ
な
れ
は
、

⑧
宿
木

此
ま
き
に
、
か
ほ
る
を
大
や
け
の
御
む
こ
に
、
と
り
そ
め
給
は
ん
と
て
、

世
の
そ
し
り
を
お
ほ
し
て
、
女
二
の
み
や
の
御
か
た
の
き
く
、
え
な
ら
す

お
も
し
ろ
き
ゆ
ふ
は
へ
に
、「
て
ん
し
や
う
に
、
た
れ
か
候
」
と
、
御
た
つ

ね
あ
れ
は
、

⑨
手
習

月
の
お
も
し
ろ
き
に
、
つ
く
〳
〵
と
な
か
め
て
、

　
　

 
心
に
は
秋
の
ゆ
ふ
へ
を
わ
か
ね
と
も
な
か
む
る
そ
て
に
つ
ゆ
そ
こ
ほ

る
ゝ

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

二
一
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と
が
脚
色
さ
れ
て
い
る
。
③ 

④
か
ら
は
、
六
条
院
の
設
え
に
つ
い
て
同
じ

「
お
も
し
ろ
し
」
を
用
い
て
端
的
に
そ
の
風
流
な
様
子
を
ま
と
め
て
い
る
。
な

お
④
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
少
女
巻
の
冬
の
町
に
は
な
い

「
五
は
の
ま
つ
」
を
示
し
、
初
音
巻
に
お
け
る
明
石
君
の
「
年
月
を
」
歌
を
想

起
さ
せ
る⑪
。
ま
た
、「
す
た
れ
も
あ
け
ぬ
へ
し
」
と
白
居
易
の
「
香
炉
峰
下
新

卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」
も
示
し
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
に
は
な
い
風

景
を
追
加
し
物
語
世
界
を
広
げ
て
い
る
。
⑤
で
は
、
基
春
本
は
薫
物
合
の
内
容

に
つ
い
て
、
薫
物
と
そ
れ
を
制
作
し
た
人
物
を
記
し
た
後
に
総
括
し
て
「
お
も

し
ろ
し
」
と
す
る
。『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
作

成
し
た
薫
物
の
様
子
を
一
つ
一
つ
評
価
す
る
描
写
は
な
く
、
物
語
の
内
容
を
端

的
に
理
解
し
や
す
く
ま
と
め
て
い
る
。
⑥
〜
⑨
は
、
天
候
や
月
に
対
し
「
お
も

し
ろ
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑥
〜
⑧
に
つ
い
て
『
源
氏
物
語
』
で
は
、

「
か
す
め
る
く
れ
」「
八
月
十
五
夜
」「
ゆ
ふ
は
へ
」
の
様
子
が
様
々
な
言
葉
で

語
ら
れ
る
が
、
基
春
本
で
は
そ
れ
を
「
お
も
し
ろ
し
」
と
い
う
一
語
で
ま
と
め

て
い
る
。
⑨
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
心
に
は
」
歌
を
詠
む
際
に
月

は
出
て
お
ら
ず
、
基
春
本
が
追
加
し
た
内
容
で
あ
る⑫
。

　

表
６

に
は
「
を
さ
な
し
」
の
用
例
、
計
一
〇
例
を
示
す
。
こ
こ
で
は
、
⑩ 

⑫ 
⑬ 
⑮
の
よ
う
に
過
去
か
ら
の
継
続
を
示
す
際
や
、
⑪ 

⑭ 

⑯ 

⑲
の
よ
う
に
人

物
が
ま
だ
幼
か
っ
た
頃
の
場
面
を
描
く
際
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

⑱
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
で
は
幼
い
匂
宮
が
、
紫
上
の
遺
言
に
思
わ
ず
涙

表
６　

Ⓒ 

―
１

「
を
さ
な
し
」
の
用
例
（
計
一
〇
例
）

巻

基
春
本
本
文

⑩
桐
壺

御
つ
ほ
ね
は
、
ふ
ち
つ
ほ
な
り
。
こ
の
宮
を
は
源
氏
も
、
お
さ
な
く
よ
り
、

お
ほ
け
な
く
心
に
し
め
た
て
ま
つ
り
て
、

⑪
若
紫

こ
の
ま
き
、
わ
か
む
ら
さ
き
と
い
ふ
事
、
む
ら
さ
き
の
う
へ
の
お
さ
な
か

り
し
を
、
よ
み
給
ひ
し
、 

 

　
　

 
て
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
見
ん
む
ら
さ
き
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
の
へ

の
わ
か
草

⑫
若
紫

こ
れ
は
源
氏
、
ま
ゝ
は
ゝ
の
ふ
ち
つ
ほ
の
み
や
を
、
お
さ
な
く
よ
り
心
に

か
け
き
こ
え
て
、
い
か
に
し
て
か
と
、
や
る
か
た
な
く
、
人
の
か
す
を
御

ら
ん
す
る
も
、
も
し
こ
の
心
や
な
く
さ
む
と
、
お
も
ひ
し
ゆ
へ
な
り
。

⑬
若
紫

お
さ
な
く
よ
り
は
御
は
ゝ
に
お
く
れ
て
、
か
の
う
は
き
み
に
、
そ
た
て
ら

れ
て
お
は
し
ま
し
ゝ
な
り
。
さ
て
、
こ
の
ひ
め
き
み
の
う
つ
く
し
き
御
か

た
ち
を
の
そ
き
て
御
ら
む
し
て
か
、

⑭
葵

こ
の
む
ら
さ
き
の
う
へ
、
十
の
御
と
し
よ
り
、
と
り
も
ち
て
そ
た
て
給
ひ

し
か
と
も
、
い
ま
た
お
さ
な
く
お
は
す
る
う
へ
、
こ
の
ひ
め
き
み
も
、
源

氏
の
わ
か
物
に
お
ほ
し
め
た
る
事
と
は
、
ゆ
め
〳
〵
お
ほ
し
も
よ
ら
す
、

す
く
る
と
に
、

⑮
須
磨

お
さ
な
く
よ
り
お
ふ
し
た
て
ゝ
、
ち
ゝ
は
ゝ
に
な
り
て
も
て
な
し
、
そ
こ

ら
の
な
か
に
心
さ
し
な
ら
ふ
か
た
な
く
お
ほ
し
て
、

⑯
絵
合

か
の
し
ゆ
し
や
く
ゐ
ん
に
は
、
お
と
な
し
き
み
や
も
、
お
は
し
ま
さ
す
。

は
る
み
や
は
か
り
そ
、
い
と
お
さ
な
く
お
は
し
ま
し
ゝ
。

⑰
若
菜
下
ふ
ゑ
は
、
ゆ
ふ
き
り
の
御
こ
、
ひ
け
く
ろ
の
大
し
や
う
の
御
こ
、
た
ま
か

つ
ら
の
御
は
ら
、
こ
れ
ら
、
い
と
お
さ
な
き
ほ
と
に
て
、
ふ
か
せ
た
ま
ふ
。

⑱
御
法

三
の
み
や
を
御
ま
へ
に
、
す
へ
た
て
ま
つ
り
て
、「
わ
れ
、
な
く
な
り
た

ら
む
と
き
は
、
こ
の
た
い
に
す
み
給
ひ
て
、
む
め
と
さ
く
ら
を
は
、
か
た

み
に
、 

 

と
り
わ
け
み
た
ま
へ
」
と
、
申
給
へ
は
、
を
さ
な
き
御
心
に
も
、
い
た
く

ふ
し
め
に
な
り
給
ひ
て
、

⑲
竹
川
　
　

竹
川
の
は
し
う
ち
い
て
し
一
ふ
し
に
ふ
か
き
こ
ゝ
ろ
の
ほ
と
は
し
り

き
や
（
中
略
）
こ
れ
も
い
ま
た
、
と
う
し
ゝ
う
と
て
、
お
さ
な
か
り
し
と

あ
そ
ひ
て
、「
た
け
か
わ
」
な
と
う
た
ひ
て
、
よ
み
し
歌
也
。

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

二
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を
流
し
そ
う
に
な
る
描
写
に
は
「
を
さ
な
し
」
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
ず
、

匂
宮
の
言
動
の
み
が
記
さ
れ
る
（
五
〇
二
頁
）。
基
春
本
は
、
匂
宮
の
幼
い
状

態
を
強
調
し
、
い
じ
ら
し
さ
を
一
層
強
く
演
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
春
本
に

お
け
る
「
を
さ
な
し
」
は
全
て
精
神
的
な
状
態
を
指
す
の
で
は
な
く
、
時
間
的

ま
た
は
肉
体
的
な
状
態
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
を
さ
な
し
」
は
あ
く
ま
で
登
場
人
物
の
状
態
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
人
物
へ
の
評
価
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

　

表
７

は
「
あ
さ
ま
し
」
の
用
例
計
二
例
を
ま
と
め
た
。
こ
こ
に
追
加
さ
れ
た

「
あ
さ
ま
し
」
は
、
恋
愛
の
場
に
お
い
て
望
ま
し
く
な
い
状
態
に
あ
る
様
子
を

示
し
て
い
る
。
⑳
で
は
左
馬
頭
が
女
の
不
貞
の
様
子
を
、
㉑
で
は
浮
舟
が
世
を

捨
て
て
な
お
か
つ
て
の
恋
愛
が
忘
れ
ら
れ
な
い
自
ら
の
状
況
に
あ
き
れ
る
と

い
っ
た
評
価
を
加
え
て
い
る
。
基
春
本
は
、
恋
愛
感
情
に
捉
わ
れ
て
い
る
登
場

人
物
の
様
子
を
、
作
中
の
人
物
の
心
内
を
通
し
て
「
あ
さ
ま
し
」
と
評
価
し
て

い
る
。

　

表
８

に
示
す
よ
う
に
、「
う
つ
く
し
」
の
用
例
は
計
三
例
あ
る
。
㉒
に
つ
い

て
、『
源
氏
物
語
』
で
は
源
氏
が
「
光
る
君
」（
五
〇
頁
）
と
名
付
け
ら
れ
る
際

に
「
う
つ
く
し
」
と
い
う
表
現
は
用
い
な
か
っ
た
。
基
春
本
は
「
う
つ
く
し
」

を
使
い
、
源
氏
の
美
質
を
読
者
に
分
か
り
や
す
く
認
識
さ
せ
て
い
る
。
㉓
に
つ

い
て
、『
源
氏
物
語
』
の
鬚
黒
大
将
は
「
色
黒
く
鬚
が
ち
に
見
え
て
、
い
と
心

づ
き
な
し
。」（
行
幸
巻
、
二
九
二
頁
）
と
あ
る
も
の
の
、
直
接
的
に
外
見
を
否

定
す
る
表
現
は
見
ら
れ
な
い
、
基
春
本
で
は
、
鬚
黒
大
将
を
源
氏
と
比
べ
「
う

つ
く
し
く
は
あ
ら
さ
り
」
と
評
価
す
る
こ
と
で
、
大
将
の
特
徴
を
端
的
に
表
現

し
て
い
る
。
㉔
を
見
る
と
基
春
本
で
は
、
浮
舟
の
誕
生
は
浮
舟
の
母
君
が
陸
奥

国
の
守
に
嫁
い
だ
後
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
で

表
８　

Ⓒ 

―
１

「
う
つ
く
し
」
の
用
例
（
計
三
例
）

巻

基
春
本
本
文

㉒
桐
壺

か
の
は
か
せ
、
こ
の
宮
の
御
か
た
ち
、
ひ
か
り
か
ゝ
や
き
、
う
つ
く
し
く

お
は
し
け
る
に
め
て
ゝ
、
ひ
か
る
き
み
と
つ
け
た
て
ま
つ
り
し
よ
り
、
こ

の
源
氏
を
は
、
ひ
か
る
け
ん
し
と
い
ふ
な
り
。

㉓
真
木
柱
又
、
こ
の
大
し
や
う
を
、
ひ
け
く
ろ
と
い
ふ
、
い
み
や
う
な
り
。
御
ひ
け
、  

く
ろ
く
お
は
し
ま
し
て
、
見
さ
ま
、
源
氏
な
と
の
こ
と
く
、
う
つ
く
し
く

は
あ
ら
さ
り
け
め
と
、

㉔
宿
木

い
て
ゝ
、
す
り
や
う
の
め
に
な
り
、
い
ひ
し
ら
す
う
つ
く
し
き
ひ
め
き
み

を
、
う
み
た
て
ま
つ
り
て
、
は
ゝ
、
人
し
れ
す
思
ひ
か
し
つ
き
て
、
そ

の
ゝ
ち
、
か
み
の
こ
と
も
い
て
き
た
る
に
も
、
ゆ
め
〳
〵
お
な
し
つ
ら
に

も
せ
す
、
と
し
月
ふ
る
ほ
と
に
、
廿
は
か
り
に
も
な
り
給
ふ
。

表
７　

Ⓒ 

―
１

「
あ
さ
ま
し
」
の
用
例
（
計
二
例
）

巻

基
春
本
本
文

⑳
帚
木

此
う
へ
人
、「
く
る
ま
に
の
り
て
ゆ
か
ん
」
と
い
ふ
を
、
い
つ
く
そ
と
お

も
ふ
に
、
わ
か
ゆ
く
と
こ
ろ
な
れ
は
、
あ
さ
ま
し
と
お
も
ふ
に
、

㉑
手
習

ね
や
の
つ
ま
ち
か
き
こ
う
は
い
の
、
い
ろ
も
か
も
か
は
ら
ぬ
も
、「
は
る

や
む
か
し
の
」
と
、
こ
と
花
よ
り
も
、
こ
れ
に
心
を
よ
せ
ら
る
ゝ
は
、
あ

さ
か
り
し
御
に
ほ
ひ
の
、
し
み
に
け
る
に
や
と
、
わ
れ
な
か
ら
あ
さ
ま
し
。

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容
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は
母
君
が
浮
舟
の
こ
と
を
「
ゆ
め
〳
〵
お
な
し
つ
ら
に
も
せ
す
」
育
て
て
い
た

こ
と
は
、
浮
舟
が
二
〇
歳
に
な
っ
た
と
い
う
描
写
以
降
で
あ
る
。
基
春
本
は
、

物
語
の
時
系
列
を
改
変
し
つ
つ
梗
概
本
文
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る⑬
。

　

表
９

で
は
「
か
ぎ
り
な
し
」
の
例
、
計
五
例
を
示
す
。
㉖
は
、
柏
木
の
一
周

忌
の
場
面
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
、
柏
木
の
両
親
が
亡
き
息
子
の
、
世

間
か
ら
の
信
望
の
厚
さ
を
改
め
て
感
じ
「
い
み
じ
う
あ
た
ら
し
う
の
み
思
し
焦

が
る
」（
三
四
六
頁
）
様
子
が
描
か
れ
る
。「
あ
た
ら
し
」
と
い
う
表
現
か
ら
、

世
間
的
に
地
位
の
高
い
息
子
の
不
在
を
惜
し
む
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
が
、
一

方
基
春
本
で
は
、
柏
木
の
両
親
が
自
分
た
ち
の
子
供
を
亡
く
し
た
こ
と
を
た
だ

た
だ
悲
し
む
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
る
。
㉗
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
で
は
勤

行
を
す
る
女
三
宮
の
描
写
を
含
め
た
、
十
五
夜
の
風
情
の
あ
る
様
子
が
表
さ
れ

る
も
の
の
、
基
春
本
で
は
単
に
十
五
夜
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
㉕ 

㉘ 

㉙
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
様
々
な
行
動
や
心
情
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、

基
春
本
で
は
そ
れ
ら
を
「
か
ぎ
り
な
し
」
で
ま
と
め
、
端
的
に
内
容
を
伝
え
て

い
る
。

　

表
10
は
、「
な
つ
か
し
」
の
用
例
、
計
二
例
を
示
す
。
㉚
に
つ
い
て
、『
源
氏

物
語
』
で
は
頭
中
将
が
須
磨
の
源
氏
を
訪
問
し
た
際
に
「
な
つ
か
し
」
と
い
う

言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
基
春
本
は
「
な
つ
か
し
」
を
用
い
、
久
し
ぶ
り
に

果
た
し
た
頭
中
将
と
の
再
会
を
表
現
し
て
い
る
。
㉛
は
匂
宮
が
薫
の
香
り
を
う

ら
や
み
、
自
分
で
香
を
調
合
す
る
様
子
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
は
夏
の

表
９　

Ⓒ 

―
１

「
か
ぎ
り
な
し
」
の
用
例
（
計
五
例
）

巻

基
春
本
本
文

㉕
明
石

か
の
う
ら
へ
う
つ
ろ
い
給
ふ
。
に
う
た
う
、
よ
ろ
こ
ひ
か
し
こ
ま
り
て
、

か
き
り
な
く
、
い
つ
き
た
て
ま
つ
る
。

㉖
横
笛

か
し
は
木
の
、
ひ
と
め
く
り
の
ふ
ち
し
に
も
、
お
や
た
ち
、
か
き
り
な
く

な
け
き
、
と
ふ
ら
い
た
ま
ふ
。

㉗
鈴
虫

こ
の
ま
き
、
す
ゝ
む
し
と
い
ふ
こ
と
。
八
月
十
五
夜
お
も
し
ろ
く
す
み
わ

た
り
て
、
か
き
り
な
く
あ
は
れ
な
れ
は
、
六
て
う
の
ゐ
ん
は
、
う
そ
ふ
き

な
か
め
給
ひ
て
、

㉘
総
角

あ
ね
き
み
、（
中
略
）
御
と
し
廿
六
に
て
、
か
く
れ
給
ふ
。
大
し
や
う
は
、

か
き
り
な
く
お
も
ひ
な
け
き
て
、
御
い
み
に
こ
も
る
と
て
、
み
や
こ
へ
も
、

か
へ
り
た
ま
は
す
。

㉙
宿
木

み
や
は
、
か
の
中
の
き
み
を
、
か
き
り
な
く
お
ほ
し
め
し
て
、
夜
か
れ
な

く
な
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
い
つ
し
か
物
お
も
は
せ
ん
こ
と
を
、
か
な
し
く
心

よ
り
ほ
か
に
、
な
け
き
た
ま
ふ
。

表
10　

Ⓒ 

―
１

「
な
つ
か
し
」
の
用
例
（
計
二
例
）

巻

基
春
本
本
文

㉚
須
磨

源
氏
え
な
ら
す
、
な
つ
か
し
く
、
め
つ
ら
か
に
て
、
か
た
み
と
て
、
く
ろ

こ
ま
、
こ
ま
ふ
ゑ
な
と
、
た
て
ま
つ
り
給
ふ
ほ
と
の
こ
と
葉
。

㉛
匂
兵
部

卿
宮

三
の
宮
う
ら
み
給
て
、
わ
さ
と
こ
の
み
て
、
は
る
は
、
ま
か
き
の
梅
を
か

さ
し
て
御
身
に
ふ
れ
、
夏
は
、
は
な
た
ち
は
な
の
そ
て
の
か
、
な
つ
か
し

く
、（
中
略
）
に
ほ
ひ
を
あ
つ
め
給
へ
は
、

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

二
四
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描
写
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
五
月
ま
つ
花
橘
の

香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」（
巻
第
三
、
夏
歌
、
一
三
九
番
、
読

み
人
し
ら
ず
）
と
い
う
歌
を
基
に
し
た
詞
章
「
は
な
た
ち
は
な
の
そ
て
の
か
」

を
用
い
「
な
つ
か
し
」
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
Ⓒ
―
１

を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
言

葉
を
尽
く
し
て
描
か
れ
て
き
た
場
面
を
一
つ
の
形
容
詞
に
ま
と
め
、
物
語
内
容

を
端
的
に
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
と
し
て
の
側
面
が
現

れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。『
源
氏
物
語
』
に
あ
っ
た
複
雑
な
心
情
や
情
景
は
、

基
春
本
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
本
文
中
に
は
記

表
11　

Ⓒ 

―
２

「
お
も
し
ろ
し
」
の
用
例
（
計
一
二
例
）

巻

基
春
本
本
文

32
若
紫

こ
と
さ
ら
、
こ
の
ま
き
お
も
し
ろ
く
つ
く
り
た
り
と
て
、
し
き
ふ
の
き
み

を
は
、
む
ら
さ
き
し
き
ふ
と
は
、
つ
け
さ
せ
た
ま
ゑ
り
し
か
。

33
葵

お
ほ
か
た
、
お
と
こ
女
は
う
、
あ
ひ
そ
め
て
、
三
日
の
夜
は
、
ふ
ん
〳
〵

に
い
は
ふ
こ
と
な
れ
は
、
御
ゆ
わ
ゐ
あ
る
へ
き
に
、
あ
ふ
ひ
の
う
へ
か
く

れ
給
ひ
て
、
か
へ
り
給
ひ
た
る
お
り
ふ
し
な
れ
は
、
こ
と
〳
〵
し
く
人
の

お
も
ふ
へ
き
事
を
は
ゝ
か
り
て
、
こ
と
さ
ら
は
か
り
の
き
に
て
、
こ
れ
み

つ
に
し
の
ひ
や
か
に
の
た
ま
へ
り
。
そ
れ
を
心
へ
て
、
な
に
と
ゝ
い
た
て

ま
つ
る
へ
き
な
ら
ね
は
、「
ね
の
こ
」
と
と
い
た
て
ま
つ
る
。「
三
か
一
」

と
は
、
三
は
い
を
一
せ
ん
に
す
へ
て
、
つ
る
の
く
ち
に
、
は
し
を
く
わ
へ

さ
せ
て
、
い
た
す
も
の
な
れ
は
、
け
し
き
は
か
り
「
三
か
一
に
て
あ
ら
む

か
し
」
と
の
た
ま
へ
り
。
お
も
し
ろ
か
り
し
心
の
う
ち
と
も
な
り
。

34
少
女

は
な
ち
る
さ
と
ゝ
き
こ
え
し
は
、
夏
の
御
か
た
に
て
、
う
の
は
な
、
さ
う

ひ
、
ほ
う
た
ん
、
ふ
ち
、
や
ま
ふ
き
な
と
、
う
へ
た
り
。
は
る
ち
る
さ
と

に
よ
そ
へ
て
、
お
も
し
ろ
し
。

35
少
女

　
　

 

は
な
そ
の
ゝ
こ
て
う
を
さ
へ
や
し
た
草
の
秋
ま
つ
む
し
は
う
と
く
み

る
ら
ん

と
、
の
た
ま
ひ
を
く
り
た
り
し
は
、
い
と
ゝ
お
も
し
ろ
き
御
心
と
も
な
ら

ん
か
し
。

36
蛍

か
の
か
つ
ら
の
し
ん
わ
う
と
、
き
こ
え
し
人
は
、
せ
い
わ
て
ん
わ
う
の
た

い
五
の
お
ん
こ
、
ひ
は
の
し
や
う
す
そ
か
し
。（
中
略
）
ひ
わ
ひ
き
と
あ

り
。
お
も
し
ろ
し
。

37
常
夏

こ
の
御
か
た
の
に
は
に
は
、
な
て
し
こ
を
、
か
ら
の
も
、
や
ま
と
な
て
し

こ
も
、
と
ゝ
の
へ
て
、
う
へ
わ
た
さ
れ
た
り
。
か
の
あ
ま
夜
の
物
か
た
り

に
、
ち
ゝ
お
と
ゝ
、
こ
の
ひ
め
き
み
を
、
な
て
し
こ
と
、
か
た
り
い
た

し
ゝ
ゆ
へ
に
や
と
、
お
も
し
ろ
し
。

38
野
分

　
　

 

お
ほ
か
た
の
を
き
の
は
す
く
る
か
せ
の
を
と
も
う
き
み
ひ
と
つ
に
し

む
心
ち
し
て

と
、
よ
み
給
ひ
し
。
お
も
し
ろ
き
事
と
も
な
り
。

39
藤
裏
葉

又
、
行
幸
の
お
り
、
お
も
し
ろ
か
り
し
は
、
そ
の
こ
ろ
の
い
ん
と
申
は
、

御
あ
に
、
し
ゆ
し
や
く
ゐ
ん
に
て
、
お
は
し
ま
す
。
し
ゆ
し
や
う
は
、
人

こ
そ
し
ら
ね
、
六
て
う
ゐ
ん
の
お
ん
こ
、
れ
い
せ
い
ゐ
ん
に
て
お
は
し
ま

す
。
御
さ
を
り
や
う
ゐ
ん
の
に
て
あ
る
へ
き
を
、
源
氏
の
ゐ
ん
、
な
を
ひ

け
し
て
、
大
し
や
う
大
し
ん
の
御
さ
に
せ
ら
れ
た
る
を
し
ゆ
し
や
う
御
ら

ん
し
て
、（
中
略
）
い
ん
の
御
さ
と
、
ひ
と
し
く
せ
さ
せ
ら
れ
た
り
。

40
幻

み
の
り
、
ま
ほ
ろ
し
二
く
わ
ん
は
、
い
つ
れ
も
、
お
も
し
ろ
け
れ
は
、
と

り
わ
け
た
る
事
は
な
し
。

41
橋
姫

こ
の
ま
き
に
、「
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
ね
く
」
と
い
ふ
て
、
よ
ろ
つ
の
や

さ
し
く
、
お
も
し
ろ
き
事
に
す
る
事
あ
り
。

42
浮
舟

　
　

 

み
ね
の
ゆ
き
み
き
は
の
こ
ほ
り
ふ
み
わ
け
て
き
み
に
そ
ま
よ
ふ
み
ち

は
ま
よ
は
す

と
い
ふ
う
た
、
な
に
こ
と
に
も
、
お
も
し
ろ
き
た
め
し
に
、
い
ふ
こ
と
な

り
。

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

二
五
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載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
本
文
か
ら
推
測
で
き
る
内
容
を
、
物
語
の
内
容
と
し

て
補
足
す
る
役
割
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
登
場
人
物
の
人

物
像
を
補
強
し
、
時
に
他
の
文
学
作
品
の
詞
章
を
呼
び
出
し
、『
源
氏
物
語
』

の
内
容
を
理
解
し
や
す
く
、
ま
た
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
た
。

　

Ⓒ
―
２

は
、
語
り
手
の
評
価
を
示
し
、
ま
た
物
語
の
注
釈
的
役
割
を
持
つ
例

で
あ
る
。
各
語
の
用
例
を
表
11
〜
13
に
ま
と
め
る
。
な
お
、
Ⓒ
―
２

の
用
例
と

し
て
「
う
つ
く
し
」「
か
ぎ
り
な
し
」「
な
つ
か
し
」
の
三
語
は
確
認
さ
れ
な

か
っ
た
。

　

表
11
は
「
お
も
し
ろ
し
」
の
用
例
、
計
一
二
例
を
示
す
。
32 

40
は
物
語
内

容
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
の
評
価
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
41

は
、
橋
姫
巻
を
読
む
に
あ
た
っ
て
注
意
す
る
べ
き
見
所
を
読
者
に
紹
介
し
て
い

る
。
宇
治
の
姫
君
た
ち
の
風
流
な
言
動
を
評
価
し
、
読
者
に
薦
め
て
い
る
。
ま

た
、
33
〜
39 

42
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
な
く
、
物
語
に
対
す
る
注
釈
を
行
っ

た
後
に
付
さ
れ
た
評
価
で
あ
る
。
33
で
は
、
光
源
氏
が
惟
光
に
対
し
、
若
紫
と

の
婚
姻
の
儀
の
支
度
を
指
示
す
る
際
、
あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
く
ほ
の
め
か
す
よ

う
な
指
示
を
出
し
、
ま
た
惟
光
も
そ
れ
を
心
得
た
返
答
を
し
た
こ
と
を
評
価
し

て
い
る
。
基
春
本
が
「
あ
ふ
ひ
の
う
へ
か
く
れ
給
ひ
て
、
か
へ
り
給
ふ
お
り
ふ

し
な
れ
は
、」
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
は
葵
上
が
亡
く
な
っ
た
直
後
で

あ
り
、
盛
大
に
儀
式
を
行
う
こ
と
を
避
け
た
源
氏
と
惟
光
の
心
遣
い
が
「
お
も

し
ろ
し
」
と
さ
れ
て
い
る
。
34
で
は
、「
花
」
の
名
を
冠
し
た
花
散
里
に
ふ
さ

わ
し
く
、
夏
の
花
を
植
え
た
夏
の
町
を
評
価
し
て
い
る
。
35
で
は
、
秋
好
中
宮

に
対
す
る
紫
上
の
和
歌
の
応
酬
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
36
で
は
、
琵
琶
の

名
手
で
あ
っ
た
清
和
天
皇
の
第
五
皇
子
と
、
同
じ
く
「
ひ
わ
ひ
き
」
で
あ
る
蛍

兵
部
卿
宮
の
造
形
の
類
似
を
「
お
も
し
ろ
し
」
と
し
て
い
る
。
39
は
、
行
幸
の

折
に
源
氏
の
実
の
息
子
で
あ
る
冷
泉
帝
が
、
朱
雀
院
と
源
氏
の
御
座
を
同
列
に

仕
立
て
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
基
春
本
の
語
り
手
は
、
33 

35 

36 

39 

41
の

よ
う
に
物
語
の
描
写
に
教
養
や
心
配
り
を
感
じ
ら
れ
る
際
や
、
34 

37
に
あ
る

よ
う
に
物
語
で
す
で
に
語
ら
れ
た
内
容
を
示
唆
す
る
描
写
の
妙
、
42
の
よ
う
に

和
歌
に
対
す
る
評
価
な
ど
に
つ
い
て
「
お
も
し
ろ
し
」
を
用
い
る
。
基
春
本
の

語
り
手
が
『
源
氏
物
語
』
か
ら
読
み
取
れ
る
教
養
や
、
物
語
内
容
の
繋
が
り
に

面
白
み
を
見
出
す
様
子
が
分
か
る
。
ま
た
、
Ⓒ
―
２

に
お
け
る
「
お
も
し
ろ

し
」
の
用
例
は
、
他
の
形
容
詞
の
用
例
数
に
比
較
す
る
と
圧
倒
的
に
多
い
。
こ

れ
が
基
春
本
に
お
い
て
「
お
も
し
ろ
し
」
が
群
を
抜
い
て
多
い
所
以
で
あ
ろ
う
。

　

表
12
に
は
「
を
さ
な
し
」
の
用
例
、
計
一
例
を
示
し
た
。
和
歌
に
あ
る
言
葉

表
12　

Ⓒ 

―
２

「
を
さ
な
し
」
の
用
例
（
計
一
例
）

巻

基
春
本
本
文

43
若
紫

こ
の
ま
き
、
わ
か
む
ら
さ
き
と
い
ふ
事
、（
中
略
） 

 

て
に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
見
ん
む
ら
さ
き
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
の
へ
の
わ

か
草 

 

と
、
よ
み
給
ひ
し
ゆ
へ
な
り
。「
わ
か
む
ら
さ
き
」
と
は
、「
わ
か
」
は
お

さ
な
き
文
字
な
れ
は
な
る
へ
し
。

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

二
六
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「
わ
か
」
は
幼
い
と
い
う
意
味
を
指
す
旨
の
注
釈
で
あ
る
。
読
者
が
和
歌
を
理

解
で
き
る
よ
う
、
細
か
な
点
に
も
注
意
し
た
注
釈
で
あ
る
。

　

表
13
に
は
「
あ
さ
ま
し
」
の
用
例
、
計
五
例
を
示
す
。
44
の
「
六
月
の
か
ら

ひ
る
」
と
い
う
言
葉
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
登
場
し
な
い
。
基
春
本
は
、
博
士

の
娘
の
服
薬
し
た
草
薬
が
「
か
ら
ひ
る
」
で
あ
る
こ
と
を
解
説
し
、
そ
の
特
徴

を
も
述
べ
る
。
45
の
内
容
は
『
源
氏
物
語
』
で
は
須
磨
巻
で
は
な
く
明
石
巻
の

序
盤
に
描
か
れ
る
（
二
二
五
頁
）。
基
春
本
は
、
物
語
の
叙
述
順
を
改
変
し
、

ま
た
雷
の
様
子
を
語
り
手
の
立
場
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
Ⓒ
―
１

で
述
べ

た
よ
う
に
、
基
春
本
の
「
あ
さ
ま
し
」
に
は
恋
愛
の
場
に
お
い
て
望
ま
し
く
な

い
状
況
を
評
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
。
基
春
本
の
語
り
手
は
、
不
貞
を
は
た

ら
く
様
子
や
、
恋
愛
に
拘
泥
す
る
登
場
人
物
を
「
あ
さ
ま
し
」
い
も
の
と
考
え

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
46 

47
で
は
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
を
、
48
で
は

浮
舟
が
匂
宮
を
忘
れ
ら
れ
な
い
様
子
を
評
価
し
て
い
る
。
な
お
、『
源
氏
物
語
』

で
は
、
浮
舟
が
匂
宮
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
明
言
さ
れ
て
い
る
箇
所
は

な
く
、
基
春
本
は
『
源
氏
物
語
』
と
は
異
な
る
浮
舟
像
を
描
き
、
そ
れ
に
「
あ

さ
ま
し
」
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る⑭
。

　

Ⓒ
―
２

は
、
基
春
本
の
語
り
手
に
よ
る
評
価
が
描
写
さ
れ
る
例
で
あ
っ
た
。

物
語
の
内
容
に
注
釈
を
加
え
、
ま
た
梗
概
書
の
語
り
手
の
立
場
か
ら
評
価
を
下

す
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
の
読
み
方
を
示
唆
す
る
効
果
を
持
つ
。
こ
れ
は

『
源
氏
小
鏡
』
が
「
手
軽
な
ハ
ン
ド
・
ブ
ッ
ク
」（
注
①
伊
井
氏
の
著
書
八
〇
一

頁
）
で
あ
る
と
い
う
性
格
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

Ⓒ
―
３

は
『
源
氏
小
鏡
』
の
寄
合
に
関
す
る
記
述
の
例
で
あ
る
。
用
例
は
全

て
表
14
に
示
し
た
。

　

49
は
、
浮
舟
の
住
む
邸
が
薫
に
よ
っ
て
厳
重
に
警
備
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め

に
匂
宮
と
の
逢
瀬
が
難
し
く
な
っ
た
と
い
う
浮
舟
巻
の
一
場
面
に
つ
い
て
、

「
よ
り
あ
ひ
に
も
、
よ
く
候
へ
く
候
」
と
評
価
し
て
い
る
。
50
は
夕
霧
が
雲
井

表
13　

Ⓒ 

―
２

「
あ
さ
ま
し
」
の
用
例
（
計
五
例
）

巻

基
春
本
本
文

44
帚
木

こ
く
ね
つ
の
さ
う
や
く
、
ふ
く
し
て
、
く
さ
き
に
よ
り
て
あ
は
す
」
と
い

へ
り
。
六
月
の
か
ら
ひ
る
と
い
ふ
物
に
や
。
こ
の
か
、
あ
さ
ま
し
く
く
さ

し
。

45
須
磨

つ
い
た
ち
よ
り
十
三
日
ま
て
は
、
を
や
み
な
く
ふ
り
て
、
十
三
日
の
あ
か

つ
き
、
お
は
し
ま
す
ら
ふ
に
、
か
み
な
り
お
ち
か
ゝ
る
。
あ
さ
ま
し
な
と
、

い
ふ
は
か
り
な
し
。

46
若
菜
下
ね
こ
の
つ
な
に
て
、
み
す
の
き
て
、
御
す
か
た
見
え
た
ま
ふ
。
そ
の
お
り

よ
り
、
や
ま
い
と
な
る
。
あ
さ
ま
し
か
り
し
、
こ
と
な
り
。
つ
ゐ
に
、
こ

の
み
や
ゆ
へ
そ
か
し
。
み
を
、
い
た
つ
ら
に
な
し
ゝ
こ
と
は
。

47
若
菜
下
そ
れ
よ
り
そ
源
氏
は
、
人
め
は
か
り
に
て
、
つ
ゐ
に
、
そ
の
ゝ
ち
は
、
あ

ひ
た
ま
は
す
。
人
し
れ
ぬ
御
心
の
う
ち
、
さ
こ
そ
と
、
あ
は
れ
に
も
あ
さ

ま
し
。

48
浮
舟

　
　

わ
れ
か
く
て
う
き
世
の
中
に
め
く
る
と
も
た
れ
か
は
し
ら
む
月
の
み

や
こ
に
こ
と
に
ふ
れ
て
、
み
や
の
御
お
も
か
け
の
わ
す
れ
ぬ
も
、
あ
さ
ま

し
。

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

二
七
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雁
に
恋
情
を
寄
せ
る
場
面
を
寄
合
の
詞
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
お
さ
な
き
」

と
い
う
形
容
詞
で
、
夕
霧
の
幼
少
か
ら
の
恋
情
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
51
は
、
句
を
続
け
る
際
に
、
内
容
的
に
気
を
付
け
る
べ
き
こ
と
を
記
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
須
磨
巻
に
お
い
て
、
頭
中
将
が
源
氏
を
訪
ね
て

き
た
場
面
を
取
り
上
げ
、
こ
の
場
面
を
連
歌
の
句
と
し
て
付
け
る
際
は
「
な
つ

か
し
く
、
あ
か
ぬ
な
こ
り
、
め
つ
ら
し
き
に
、
と
め
か
ね
た
る
な
み
た
の
ふ
せ

い
」
を
意
識
す
る
よ
う
述
べ
ら
れ
る
。「
な
つ
か
し
」
で
は
、
源
氏
が
頭
中
将

の
来
訪
に
よ
り
都
を
思
い
出
す
様
子
が
表
現
さ
れ
る
。
基
春
本
は
、
寄
合
に
物

語
内
容
を
想
起
さ
せ
る
形
容
詞
を
効
果
的
に
用
い
る
。

六　

ま
と
め
と
今
後
の
展
望

　

今
回
は
、
基
春
本
で
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
形
容
詞
に
注
目
し
、
そ
の
機
能

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
で
は
、「
お
も
し
ろ
し
」「
を
さ
な
し
」「
あ
さ
ま

し
」「
う
つ
く
し
」「
か
ぎ
り
な
し
」「
な
つ
か
し
」
の
六
語
を
三
つ
の
用
法
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
内
、
基
春
本
に
多
か
っ
た
用
法
は
Ⓑ
と
Ⓒ
、

つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』
の
詞
章
と
は
異
な
る
表
現
と
し
て
用
い
る
例
と
『
源
氏

物
語
』
に
は
存
在
し
な
い
箇
所
に
用
い
る
例
で
あ
っ
た
。
Ⓑ
で
は
、
平
易
で
当

時
の
用
法
に
合
っ
た
形
容
詞
へ
の
置
き
換
え
に
よ
り
、
物
語
内
容
を
忠
実
に
伝

え
る
と
い
う
よ
り
は
理
解
し
や
す
い
も
の
へ
と
改
変
す
る
梗
概
化
の
姿
勢
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
。
Ⓒ
は
さ
ら
に
、
物
語
の
総
括
や
内
容
の
追
加
を
す
る
例
と

語
り
手
の
評
価
や
物
語
の
注
釈
を
す
る
例
、
寄
合
に
関
す
る
記
述
の
例
に
分
け

ら
れ
た
。
そ
こ
で
も
、
基
春
本
が
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
を
理
解
し
や
す
い
よ

う
に
ま
と
め
る
様
子
が
見
ら
れ
た
他
、
教
養
を
感
じ
ら
れ
る
場
面
に
肯
定
的
な

評
価
を
下
し
、
恋
愛
に
お
い
て
望
ま
し
く
な
い
状
態
に
否
定
的
な
評
価
を
下
す

な
ど
の
語
り
手
が
物
語
内
容
を
評
価
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。

　

今
後
は
、
今
回
取
り
上
げ
な
か
っ
た
形
容
詞
や
表
現
を
扱
い
、
基
春
本
の
分

析
を
進
め
る
。
基
春
本
の
語
り
手
の
興
味
を
一
層
明
確
に
示
し
て
い
き
た
い
。

さ
ら
に
他
の
伝
本
の
表
現
に
も
注
目
し
、
他
の
古
注
釈
や
梗
概
書
と
比
較
す
る

こ
と
で
『
源
氏
物
語
』
享
受
史
に
お
け
る
『
源
氏
小
鏡
』
の
位
置
を
明
確
な
も

表
14　

Ⓒ 

―
３

「
お
も
し
ろ
し
」「
を
さ
な
し
」「
な
つ
か
し
」
の
用
例
（
各
一
例
）

巻

基
春
本
本
文

49
浮
舟

み
や
は
、
物
の
た
ま
は
ん
と
、
し
給
ふ
と
こ
ろ
も
、
ひ
ん
な
け
れ
は
、
む

ま
の
あ
を
り
を
し
き
て
、（
中
略
）
な
く
〳
〵
物
の
給
ふ
に
、
さ
と
ひ
た

る
い
ぬ
の
、
こ
ゑ
〳
〵
に
お
と
な
ふ
も
、
心
ほ
そ
く
お
そ
ろ
し
。
こ
れ
ら

そ
、
こ
の
ま
き
に
て
は
、
お
も
し
ろ
き
く
に
て
、
よ
り
あ
ひ
に
も
、
よ
く

候
へ
く
候
。

50
少
女

そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
は
、 
 

く
も
ゐ
の
か
り
。
ね
さ
め
。
も
ろ
こ
い
。
お
さ
な
き
ほ
と
の
心
つ
く
し
。

い
と
こ
。 

 

な
と
、
つ
け
へ
し
。

51
須
磨

な
つ
か
し
く
、
あ
か
ぬ
な
こ
り
、
め
つ
ら
し
き
に
、
と
め
か
ね
た
る
な
み

た
な
と
の
ふ
せ
い
を
つ
け
へ
し
。

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

二
八
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の
と
し
て
い
き
た
い
。

注①　
『
源
氏
小
鏡
』
の
諸
本
分
類
研
究
は
、
稲
賀
敬
二
『
源
氏
物
語
の
研
究  

成
立
と

伝
流  

補
訂
版
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
三
年
）
第
三
章
第
二
節
「
源
氏
小
鑑
の
類

本
と
成
立
」、
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究  

室
町
前
期
』（
桜
楓
社
、
一

九
八
〇
年
）
第
一
章
第
二
節
「『
源
氏
小
鏡
』
の
諸
本
―
そ
の
成
長
の
諸
相
―
」、
岩

坪
健
「
古
活
字
版
『
源
氏
小
鏡
』（
国
会
図
書
館
蔵
解
題
・
翻
刻
）
」（『
親
和
國
文
』

三
五
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）
に
代
表
さ
れ
る
。

②　

池
田
裕
「
源
氏
物
語
「
桐
壺
の
巻
」
に
お
け
る
形
容
詞
の
用
法
」（『
麗
沢
大
学
紀

要
』
七
、
一
九
六
七
年
一
二
月
）、
中
川
正
美
『
源
氏
物
語
文
体
攷  

形
容
詞
語
彙

か
ら
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
）、
本
廣
陽
子
「「
も
の
」
形
容
詞
の
意
味
と
用

法
の
発
展
―
源
氏
物
語
の
果
た
し
た
役
割
―
」（『
国
語
国
文
』
七
七
巻
六
号
、
京
都

大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）
な
ど
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
形
容
詞
の
御
研
究
は
多
数
存
在
す
る
。

③　

基
春
本
は
第
一
系
統
本
で
、
底
本
は
別
本
と
さ
れ
て
い
る
（
注
①
伊
井
氏
の
著
書

八
〇
二
頁
）。
し
か
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
と
『
源
氏
物

語
別
本
集
成
』『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』
と
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
両
者
の
間
に

大
き
な
異
同
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

の
本
文
を
基
春
本
と
の
比
較
に
用
い
る
。

④　

松
浦
照
子
、
片
岡
信
二
、
安
部
清
哉
「
平
安
文
学
に
お
け
る
形
容
詞
対
照
語
彙

表
」（『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
六
、
一
九
九
一
年
三
月
）

⑤　

注
④
を
参
照
す
る
と
、
表
に
あ
る
作
品
の
す
べ
て
が
「
な
し
」
を
有
し
、
他
の
形

容
詞
よ
り
も
高
い
頻
度
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
分
か
る
。

⑥　

一
〇
例
以
上
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
詞
は
約
七
・
七
％
で
あ
る
。

⑦　

堤
康
夫
「『
源
氏
小
鏡
』
の
表
現
と
そ
の
方
法
」（
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
論
叢
源

氏
物
語
四
』、
新
典
社
、
二
〇
二
二
年
）

⑧　

横
笛
巻
の
当
該
箇
所
は
、
基
春
本
で
は
「
八
月
中
は
の
月
、
こ
と
に
お
も
し
ろ

く
あ
は
れ
な
る
に
、
あ
く
か
れ
て
、
大
し
や
う
、
こ
の
み
や
へ
ま
い
り
給
ひ
た
れ

は
、」
と
あ
り
、「
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
」「
あ
く
か
れ
」
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
世

界
を
忠
実
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
窺
え
る
。
た
だ
、「
も
の
あ
は
れ
な
り
」

と
い
う
言
葉
を
選
ば
ず
「
お
も
し
ろ
し
」
と
い
う
形
容
詞
を
追
加
し
た
こ
と
で
、
言

外
に
感
じ
る
夕
霧
の
感
傷
的
な
心
情
は
省
略
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

⑨　

基
春
本
の
「
小
さ
し
」
は
計
二
例
で
、
全
て
舟
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑩　

注
①
の
伊
井
氏
の
著
書
八
八
〇
頁
に
、「
持
明
院
基
春
は
基
信
の
二
男
、
天
文
四

年
（
一
五
三
五
）
七
月
美
濃
で
没
し
た
。
八
十
三
歳
（
公
卿
補
任
）。
当
時
の
文
化

人
と
し
て
和
歌
・
連
歌
を
嗜
み
（
新
撰
菟
玖
波
集
に
二
句
入
集
）、
多
く
の
本
を
書

写
も
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、『
口
伝
抄
』（
宮
内
庁
書
陵
部

蔵
）・『
仙
源
抄
』（
京
都
大
学
図
書
館
蔵
広
橋
本
・
天
理
図
書
館
蔵
）
な
ど
の
識
語

に
そ
の
名
が
見
え
る
。」
と
あ
り
、
基
春
本
は
室
町
時
代
に
活
躍
し
た
持
明
院
基
春

の
書
写
本
と
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
岩
坪
健
『『
源
氏
小
鏡
』
諸
本
集
成
』

（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
七
六
八
頁
に
「
底
本
の
書
写
年
代
は
、
お
お
よ
そ
基

春
が
活
躍
し
た
頃
と
見
て
よ
か
ろ
う
。」
と
あ
る
。

⑪　

初
音
巻
に
お
い
て
、
明
石
君
は
明
石
姫
君
に
鬚
籠
や
破
子
を
送
る
が
、
そ
こ
に
五

葉
の
枝
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

⑫　
『
源
氏
物
語
』
本
文
で
は
、「
心
に
は
」
歌
の
直
後
の
場
面
に
「
月
さ
し
出
で
て
お

も
し
ろ
き
ほ
ど
に
」（
三
二
七
頁
）
と
あ
り
、
基
春
本
は
こ
の
場
面
を
混
同
し
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

⑬　
『
源
氏
小
鏡
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
叙
述
の
順
を
改
変
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

橋
本
美
香
「『
源
氏
小
鏡
』
―
梗
概
化
の
手
法
―
」（
関
西
大
学
『
国
文
学
』
八
八
、

二
〇
〇
四
年
二
月
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

二
九
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⑭　

注
⑬
の
橋
本
氏
の
論
で
は
、『
源
氏
小
鏡
』
に
お
け
る
浮
舟
の
物
語
は
、
浮
舟
の

み
に
焦
点
を
当
て
物
語
の
叙
述
を
編
集
す
る
こ
と
で
浮
舟
が
悩
み
失
踪
す
る
ま
で
を

一
気
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

『
源
氏
小
鏡
』
の
形
容
詞
表
現
に
見
る
『
源
氏
物
語
』
受
容

三
〇

同志社国文学99号　三校　（酒瀬川なおみ様）　Ｓ


