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・
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倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
　
の

意
味
用
法
に
つ
い
て
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目
　
次

は
じ
め
に

平
安
時
代
和
文
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」

院
政
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
　
「
ゆ
す
る
」
　
「
ど
よ
む
」

中
世
以
降
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」

む
す
び

一
は
じ
め
に

（1）

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
ゆ
す
．
る
」
「
ど
よ
む
」
は
、
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
、
と
も
に
大
勢
が
騒
い
で
い
る
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
次
の
①
は
　
『
源
氏
物
語
』
朱
雀
院
五
十
架
の
試
楽
の
場
面
、
②
は
　
『
栄
花
物
語
』
冷
泉
院
女
御
の
逝
去
の
場
面
で
あ
る
が
、

①
十
二
月
に
な
り
に
け
り
。
十
よ
日
と
さ
だ
め
て
、
ま
ひ
ど
も
な
ら
し
、
ど
の
y
㌫
卑
噺
射
り
l
l
で
l
の
U
U
を
。
二
条
の
院
の
う
へ
は
、
ま

だ
わ
た
り
た
ま
は
ざ
り
け
る
を
、
こ
の
し
が
く
に
よ
り
ぞ
、
え
し
づ
め
は
て
ゞ
わ
た
り
た
ま
へ
る
。
（
源
氏
物
語
　
若
菜
下
）

②
と
の
に
ま
づ
「
か
う
ノ
＼
の
事
候
」
と
申
さ
せ
給
に
、
す
べ
て
も
の
も
お
ぼ
え
さ
せ
給
は
で
、
ま
ど
ひ
お
は
し
ま
し
て
み
た
て
ま
つ
（
り
）



（
ら
せ
）
給
に
、
あ
さ
ま
し
く
い
み
じ
け
れ
ば
、
か
～
へ
て
た
ゞ
ふ
し
ま
ろ
び
ま
ど
は
せ
た
ま
ふ
。
と
の
～
う
ち
ど
よ
み
て
の
ゝ
し
り
た

り
。
さ
べ
き
僧
ど
も
め
し
の
ゝ
し
り
、
よ
ろ
づ
の
御
諦
経
と
こ
ろ
く
に
は
し
ら
せ
た
ま
ヘ
ビ
、
つ
ゆ
か
い
な
く
て
か
き
ふ
せ
た
て
ま

つ
ら
せ
た
ま
ひ
っ
。
（
栄
花
物
語
　
巻
第
二
）

①
は
「
ま
ひ
（
舞
）
ど
も
な
ら
」
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
②
は
「
さ
べ
き
僧
ど
も
め
し
の
～
し
り
」
「
よ
ろ
づ
の
御
前
経
と
こ
ろ
く
に
は
し
ら

せ
」
な
ど
す
る
状
況
に
よ
っ
て
、
人
々
が
多
く
集
ま
っ
た
殿
の
内
全
体
が
騒
動
し
て
い
る
様
子
を
、
①
「
と
の
～
う
ち
ゆ
す
り
て
の
～
し
る
」
、

②
「
と
の
ゝ
う
ち
ど
よ
み
て
の
ゝ
し
り
た
り
」
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

（2）

こ
の
よ
う
に
、
喧
騒
を
表
す
語
彙
と
し
て
、
緊
密
と
い
え
な
い
ま
で
も
緩
や
か
な
類
義
関
係
に
あ
．
る
二
語
が
、
平
安
時
代
和
文
で
は
ど
の

よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
他
の
時
代
や
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
両
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

本
稿
は
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
を
中
心
に
、
喧
騒
を
表
す
語
彙
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
を
考
察
し
、
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
異
に
す

る
文
献
に
お
け
る
両
語
の
関
係
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

〓
　
平
安
時
代
和
文
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」

（3）

平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
得
ら
れ
た
用
例
を
単
独
動
詞
、
複
合
動
詞
、
転
成
名
詞
に
分
類
し
て
示
す
と
［
表
I
］
の
よ
う
に
な
る
。
全
体

で
は
「
ゆ
す
る
」
の
方
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
者
と
も
複
合
動
詞
と
し
て
の
用
法
が
単
独
動
詞
と
ほ
ぼ
同
じ
程
度
見
ら
れ
、
特
に

「
ゆ
す
る
」
は
複
合
動
詞
二
十
六
例
／
単
独
動
詞
二
十
三
例
と
、
僅
差
で
は
あ
る
が
複
合
動
詞
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

両
者
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
ゆ
す
る
」
を
検
討
す
る
。
先
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
、
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
共
に
、
喧
騒
の
起

こ
っ
て
い
る
場
や
範
囲
を
表
す
語
句
と
共
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
主
体
と
な
る
場
合
も
多
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
語
句
に
注
目

し
、
単
独
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
二
十
三
例
を
対
象
に
検
討
す
る
。

③
や
む
ご
と
な
き
か
む
だ
ち
め
弁
官
な
ど
の
中
に
も
お
は
か
り
。
そ
れ
よ
り
L
も
は
か
ず
し
ら
ぬ
を
、
思
ひ
し
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
さ

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
九
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計

購宇落枕源紫夜狭讃栄大堤
韓
日

津
保

建
物

草
子

氏
物

式
部

の
寝

衣
物

岐
典

花
物

鏡中
納

記物語語R
H

覚語侍語言
語記口物

記譜

15

32 2411627 単
独

ゆ
す
る

62 4152311

複
合
動
詞

2 11 名
詞

62

21 111117 単
独

ど
よ
む

11 218

複
合
動
詞

321 名
詞

し
ぁ
た
り
て
、
い
ち
は
や
き
よ
を
思
は
ゞ
か
り
て
、
ま
い
り
よ
る
も
な
し
。
よ
ゆ
す
り
て
お
し
み
き
こ
え
、
し
た
に
お
は
や
け
を
そ
し

り
う
ら
み
た
て
ま
つ
れ
ど
、
身
を
す
て
ゝ
と
ぶ
ら
ひ
ま
い
ら
む
に
も
、
な
に
の
か
ひ
か
は
と
お
も
ふ
に
や
。
（
源
氏
物
語
　
須
磨
）

④
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
い
と
ゞ
か
き
つ
か
む
か
た
な
く
、
か
な
し
げ
に
な
が
め
す
ご
し
給
ふ
。
か
の
殿
に
は
、
こ
院
の
御
れ
う
の
御

八
講
、
笥
て
し
た
ま
ふ
。
こ
と
に
そ
う
な
ど
は
、
な
べ
て
の
は
め
さ
ず
、
ぎ
え
す
ぐ
れ
を
こ
な
ひ
に
し
み
、
た
う
と
き
か
ぎ



り
を
え
ら
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
ぜ
む
じ
の
君
ま
い
り
た
ま
へ
り
け
り
。
（
源
氏
物
語
　
蓬
生
）

⑤
右
大
将
を
は
じ
晋
こ
え
て
、
御
を
ぢ
の
殿
ば
ら
、
み
な
か
む
だ
ち
め
の
や
む
ご
と
な
き
御
お
ぼ
え
こ
と
に
て
の
み
も
の
し
給
へ
ば
、

あ
る
じ
か
た
に
も
、
我
も
ノ
＼
と
、
さ
る
べ
き
こ
と
ゞ
も
は
と
り
ぐ
に
つ
か
う
ま
つ
り
給
。
お
ほ
か
た
せ
噺
列
射
て
、
所
せ
き
御
い

そ
ぎ
の
い
き
お
ひ
な
り
。
（
源
氏
物
語
　
少
女
）

③
④
⑤
は
「
世
・
世
中
」
と
い
う
語
句
を
伴
い
、
喧
騒
の
範
囲
が
広
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
③
は
須
磨
に
流
さ
れ
た
源
氏
に
つ
い
て
、

（4）

世
間
の
人
々
が
惜
し
み
嘆
い
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
『
花
鳥
余
情
』
に
は
、

・
世
ゆ
す
。
か
な
し
ひ
か
け
ろ
ふ
の
日
記
云
西
宮
の
左
の
お
と
1
な
か
さ
れ
給
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
天
の
し
た
割
引
て
に
し

の
宮
へ
は
し
り
ま
と
ふ
ゆ
す
る
は
動
と

云
心
な
り
（
巻
第
八
）

と
、
『
婦
輪
日
記
』
の
例
が
引
か
れ
、
「
動
と
い
ふ
心
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
の
悲
運
を
嘆
く
世
の
中
の
騒
ぎ
が
、
ま
る
で
揺
れ
動
く
よ

う
で
あ
る
、
と
比
喩
的
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
④
は
神
無
月
八
講
、
⑤
は
夕
霧
元
服
の
準
備
の
慌
た
だ
し
さ
を
描
く
場
面
で
、

喧
騒
の
主
体
は
不
特
定
多
数
の
人
々
で
あ
り
、
そ
の
喧
騒
の
場
、
す
な
わ
ち
喧
騒
の
及
ぶ
範
囲
は
「
世
・
世
中
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社

会
的
に
喧
騒
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
と
し
て
、
『
栄
花
物
語
』
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。

⑥
た
ち
ぬ
る
月
に
は
、
院
の
女
御
う
せ
さ
せ
給
。
又
か
く
お
は
し
ま
し
て
、
か
く
l
「
寿
下
の
ゆ
嘲
引
。
l
た
る
、
こ
れ
こ
そ
は
天
変
な
。
け
れ
。

い
ま
は
な
に
事
の
あ
る
べ
き
ぞ
と
み
え
た
り
。
（
栄
花
物
語
　
巻
第
二
十
六
）

以
上
の
よ
う
に
「
世
中
」
や
「
天
下
」
を
伴
う
例
は
、
単
独
動
詞
二
十
三
例
の
う
ち
十
四
例
あ
り
、
そ
の
半
分
以
上
を
占
め
る
。

次
に
、
や
や
範
囲
が
狭
ま
り
、
喧
騒
の
場
が
建
物
の
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

⑦
御
を
ぢ
の
よ
か
わ
の
そ
う
づ
ち
か
う
ま
い
。
給
て
、
御
ぐ
し
お
ろ
し
給
程
に
、
耳
の
ト
音
ゆ
l
刊
り
l
て
、
ゆ
ゝ
し
う
な
き
み
ち
た
り
。
（
源

氏
物
語
　
賢
木
）

⑧
御
と
し
十
九
年
壬
申
と
し
、
二
月
八
日
夜
中
に
い
で
た
ま
ひ
て
、
出
家
せ
さ
せ
給
て
、
御
ま
や
の
む
ま
を
い
た
つ
ら
に
車
匿
が
ゐ
て
か

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

へ
り
ま
い
り
た
れ
ば
、
王
、
夫
人
、
そ
こ
ら
の
宋
女
、
宮
面
内
噺
射
り
l
て
泣
き
、
又
降
魔
成
道
転
法
輪
切
利
天
に
の
ぼ
り
給
て
摩
耶
を

孝
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
（
栄
花
物
語
　
巻
第
十
七
）

⑨
十
二
月
に
な
り
に
け
り
。
十
よ
日
と
さ
だ
め
て
、
ま
ひ
ど
も
な
ら
し
、
U
の
y
ア
サ
叫
列
外
て
の
ゝ
し
る
。
二
条
の
院
の
う
へ
は
、
ま

だ
わ
た
り
た
ま
は
ぎ
り
け
る
を
、
こ
の
し
が
く
に
よ
り
ぞ
、
え
し
づ
め
は
て
ゞ
わ
た
り
た
ま
へ
る
。
（
源
氏
物
語
　
若
菜
下
）

⑱
た
ゞ
こ
そ
、
お
き
は
し
り
い
で
ゝ
み
る
も
、
い
と
に
な
き
お
こ
な
ひ
人
な
り
と
み
て
、
た
ゞ
ぎ
み
、
ふ
し
お
が
み
給
。
さ
ぶ
ら
ひ
の
ぬ

（

と

て

カ

）

l

：

l

：

：

l

：

：

　

　

－

し
た
ち
、
「
な
で
う
お
こ
な
ひ
人
を
、
か
う
ふ
し
お
が
み
た
ま
ふ
」
こ
そ
殿
の
う
ち
ゆ
す
り
て
、
た
ゞ
君
の
お
り
給
所
に
、
五
ゐ
六
ゐ
ひ

ざ
ま
づ
き
か
し
こ
ま
る
。
（
宇
津
保
物
語
　
忠
こ
そ
）

⑦
⑧
は
「
宮
の
内
」
、
⑨
⑩
は
「
殿
の
内
」
と
い
う
語
句
で
、
そ
の
喧
騒
の
及
ぶ
場
・
範
囲
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
⑦
は

病
に
倒
れ
た
紫
上
が
髪
を
お
ろ
す
場
面
、
『
栄
花
物
語
』
の
⑧
は
、
御
堂
の
扉
の
絵
に
描
か
れ
た
、
太
子
出
家
の
場
面
の
描
写
で
あ
る
。
ま
た

⑨
は
冒
頭
に
も
挙
げ
た
朱
雀
院
五
十
賀
の
試
楽
、
『
宇
津
保
物
語
』
の
⑩
は
、
忠
こ
そ
が
訪
れ
た
行
者
を
拝
む
場
面
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
あ

る
出
来
事
が
起
こ
り
人
々
が
騒
ぐ
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
喧
騒
を
生
じ
る
の
は
そ
の
場
に
い
る
人
々
で
あ
る
が
、
そ
の
騒
ぎ
を
建
物

の
中
の
状
態
と
し
て
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
単
独
動
詞
二
十
三
例
中
、
五
例
認
め
ら
れ
る
。

次
に
、
「
天
地
」
と
い
う
語
句
に
よ
っ
て
、
音
が
大
き
く
響
い
て
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
が
あ
る
。
次
の
⑪
は
、
「
な
ん
風
」
と
い
う
琴
の

（5）

奇
瑞
と
し
て
、
そ
の
音
色
が
、
天
地
を
揺
る
が
す
よ
う
に
響
く
こ
と
を
表
す
場
面
で
あ
る
。

⑪
か
ゝ
る
程
に
、
す
ゞ
し
・
な
か
た
ゞ
御
こ
と
の
ね
ひ
と
し
。
右
大
将
の
ぬ
し
、
も
た
せ
給
へ
る
な
ん
風
を
み
か
ど
に
、
「
こ
れ
な
ん
、
な

か
た
ゞ
が
み
た
ま
へ
ぬ
こ
と
に
侍
な
り
。
つ
か
う
ま
つ
ら
せ
ん
」
と
そ
う
し
給
。
た
ま
は
り
て
な
に
心
な
く
か
き
な
ら
す
に
、
天
地
噺

列
引
て
ひ
ゞ
く
。
み
か
ど
よ
り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
大
に
お
ど
ろ
き
給
。
（
宇
津
保
物
語
　
吹
上
　
上
）

こ
れ
ら
の
他
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

き

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

ま

　

　

　

　

　

　

あ

た

ご

　

　

　

　

き

よ

み

づ

⑫
い
と
い
み
じ
き
こ
と
か
な
と
聞
く
ほ
ど
に
、
人
に
も
見
え
給
は
で
、
に
げ
い
で
給
ひ
に
け
り
。
「
愛
宕
に
な
ん
、
清
水
に
」
な
ど
、
叫
列



た

づ

　

　

　

　

な

が

　

　

　

　

　

き

　

　

　

　

　

　

お

も

　

　

　

　

　

か

な

射
て
、
つ
ひ
に
尋
ね
い
で
ゝ
、
流
し
た
て
ま
つ
る
と
聞
く
に
、
あ
い
な
し
と
思
ふ
ま
で
い
み
じ
う
悲
し
く
（
晴
蛤
日
記
　
安
和
二
年
三
月
）

⑬
な
が
あ
ふ
ぎ
を
さ
し
や
り
て
、
か
う
ぶ
り
を
は
く
と
う
ち
お
と
し
つ
。
も
と
ゞ
り
は
ち
り
ば
か
り
に
て
、
ひ
た
ひ
は
は
げ
い
り
て
、
つ

や
く
と
み
ゆ
れ
ば
、
物
見
る
人
に
噺
列
射
て
わ
ら
は
る
。
お
き
な
袖
を
か
づ
き
て
ま
ど
ひ
入
（
る
）
に
、
さ
と
寄
（
り
）
て
、
一
足
づ
ゝ

け
る
。
（
落
寝
物
語
　
巻
之
二
）

『
購
蛤
日
記
』
の
⑫
は
安
和
の
変
の
際
の
騒
動
、
『
落
窪
物
語
』
の
⑬
は
、
典
薬
助
が
大
勢
の
見
物
人
に
笑
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
場
や
範
囲
は
特
に
示
さ
れ
な
い
が
、
多
数
の
人
々
が
語
の
主
体
と
な
る
例
は
複
合
動
詞
に
も
見
え
、

⑭
こ
の
世
を
わ
か
れ
給
御
さ
ほ
う
、
い
み
じ
く
か
な
し
。
け
ふ
は
、
世
を
思
す
ま
し
た
る
僧
た
ち
な
ど
だ
に
涙
も
え
と
ゞ
め
ね
ば
、
ま
し

て
女
官
た
ち
、

女
御
、
更
衣
、
こ
～
ら
の
男
女
、

か
み
L
も
ゆ
す
り
み
ち
て
な
き
と
よ
む
に
、

い
と
心
あ
は
た
～
し
う
、
か
～
ら
で
し

づ
や
か
な
る
所
に
や
が
て
こ
も
る
べ
．
く
お
ぼ
し
ま
う
け
ゝ
る
は
い
た
が
ひ
て
お
ぼ
し
め
さ
る
ゝ
も
（
源
氏
物
語
　
若
菜
上
）

⑮
「
阿
弥
陀
仏
と
申
さ
せ
給
へ
」
と
申
さ
せ
給
に
、
い
と
よ
く
申
さ
せ
給
へ
ば
、
こ
の
僧
達
、
心
あ
は
た
ゝ
し
う
か
ち
ま
い
り
て
、
う
け

給
も
い
み
じ
う
か
な
し
。
斗
戦
に
軋
ビ
に
も
ゆ
す
り
あ
ひ
た
る
ほ
ど
に
、
殿

め
世
の
人
ノ
＼
ま
い
り
こ
み
ゆ
す
り
み
ち
た

り
。
（
栄
花
物
語
　
巻
第
二
十
九
）

⑭
「
か
み
L
も
（
上
下
）
」
、
⑮
「
う
ち
（
内
）
に
も
と
（
外
）
に
も
」
「
（
世
の
）
人
ノ
＼
」
の
よ
う
に
、
喧
騒
を
生
じ
て
い
る
人
間
が
多
数
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
総
称
的
に
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
喧
騒
の
及
ぶ
範
囲
や
場
所
、
喧
騒
を
起
こ
し
て
い
る
主
体
を
表
す
語
句
に
注
目
し
、
複
合
動
詞
や
名
詞
的
用
法
も
含
め

て
分
類
す
る
と
［
表
H
］
の
よ
う
に
な
る
。
合
計
の
（
　
）
内
の
数
字
は
、
単
独
動
詞
の
用
例
数
で
あ
る
。
ま
ず
「
世
中
」
や
「
天
下
」
の

よ
う
に
、
そ
の
喧
騒
が
社
会
全
体
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
表
す
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
次
い
で
「
殿
の
内
」
「
宮
の
内
」
な
ど
、
建
物
の
内

に
喧
騒
が
満
ち
て
い
る
様
子
を
表
す
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
喧
騒
の
主
体
と
し
て
複
数
の
人
間
が
示
さ
れ
る
も
の
に
は
、
「
上
下
」
「
内
外
」

「
人
々
」
な
ど
、
不
特
定
多
数
を
総
称
的
に
示
す
語
句
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
ゆ
す
る
」
は
、
喧
騒
を
場
や
範
囲
全
体
の
も

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
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［
表
Ⅱ
］
　
平
安
時
代
和
文
の
「
ゆ
す
る
」
分
類

計

購宇落枕源狭栄堤 文
蛤津窪華氏衣花中 計献
［口保物子物物物納
記物語語語語言

語物 句
五 例口HH

18
（14
）

1627
世
中 〈社

会
〉

暗
騒
の
〈場

・l
範
囲
〉

11 天
下

13
（5
）

313 殿

〈
（建
物
）
の
内
〉

11 宮

11 院

11 家

5
（1
）

1
天
地

〈地
勢
〉

21 山

1 路

15
（3
）

11
上
下

〈
人
間
の
集
団
〉

喧
騒
の
〈主
体
〉

1
内
外

2 人
々

111151 他

15 2912115021
計（ （（（（（（（（ 32 24116270

） ））））））））

の
と
し
て
と
ら
え
て
表
す
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
同
様
の
観
点
で
「
ど
よ
む
」
を
検
討
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑯
殿
な
く
く
、
「
か
く
は
思
た
て
ま
つ
り
見
け
ん
や
。
か
ぶ
ろ
に
お
は
し
ま
し
～
お
り
は
、
あ
ま
そ
り
ゐ
た
け
に
こ
そ
み
た
て
ま
つ
り
し

か
。
あ
は
れ
に
か
な
し
き
こ
と
」
と
い
ひ
っ
ゞ
け
な
か
せ
給
へ
ば
、
院
の
う
ち
も
ど
よ
み
な
き
た
り
。
衝
く
し
そ
が
せ
給
へ
る
、
う
る

は
し
き
か
づ
ら
の
様
に
て
、
六
尺
ば
か
り
。
（
栄
花
物
語
　
巻
第
二
十
五
）

⑰
ひ
の
く
る
～
ま
～
に
、
ほ
こ
院
の
う
ち
ど
よ
み
の
～
し
り
さ
は
ぎ
た
る
あ
り
さ
ま
、
あ
は
れ
に
か
な
し
。
御
ま
い
り
や
御
産
や
な
ど
た

び
ノ
＼
の
1
し
り
し
御
い
そ
ぎ
の
さ
ま
に
ひ
き
た
が
え
、
か
な
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
。
（
栄
花
物
語
　
巻
第
二
十
六
）



⑱
は
院
の
女
御
が
危
篤
と
な
り
髪
を
お
ろ
す
場
面
、
⑰
は
逝
去
し
た
嬉
子
の
葬
送
の
場
面
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
複
合
動
詞
の
例
で
あ
る
が
、

先
に
述
べ
た
「
ゆ
す
る
」
と
同
じ
く
、
⑯
「
院
の
う
ち
」
⑰
「
ほ
こ
（
法
興
）
院
の
う
ち
」
と
、
喧
騒
の
場
を
示
す
語
句
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
喧
騒
の
場
を
表
す
も
の
で
、
自
然
の
中
に
喧
騒
が
響
く
こ
と
を
表
す
も
の
が
二
例
見
ら
れ
る
。
⑱
は

（6）

琴
の
音
の
奇
瑞
表
現
、
⑩
は
和
歌
の
例
で
あ
る
。

⑱
雲
の
う
へ
よ
り
ひ
ゞ
き
、
地
．
の
し
だ
耳
臣
引
l
剃
、
風
・
く
も
う
ご
き
て
月
・
ほ
し
さ
は
ぐ
。
つ
ぶ
て
の
や
う
な
る
ひ
ふ
り
、
い
か
づ

ち
な
り
ひ
ら
め
く
。
雪
ふ
す
ま
の
ご
と
く
こ
り
て
、
ふ
る
す
な
は
ち
き
え
ぬ
。
（
宇
津
保
物
語
　
吹
上
　
上
）

⑩
ち
ひ
さ
き
か
み
に

山
田
封
紬
妄
l
　
の
ゝ
ひ
ゝ
き
を
尋
ぬ
れ
は
い
は
ひ
の
杖
の
音
に
そ
有
け
る
（
枕
草
子
　
し
き
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
）

喧
騒
を
生
じ
る
主
体
を
総
称
的
に
示
す
も
の
と
し
て
は
、

⑳
こ
の
ひ
め
ぎ
み
の
御
け
し
き
の
た
ゞ
か
は
り
に
か
は
り
ゆ
け
ば
、
「
（
や
、
こ
は
）
い
か
に
す
る
わ
ざ
ぞ
や
」
と
ま
ど
ひ
給
に
、
ゆ
～
し
う

か
な
し
。
天
．
古
Ⅴ
日
割
副
て
な
き
の
ゝ
し
る
程
、
あ
さ
ま
し
う
ゆ
ゝ
し
う
か
な
し
。
（
栄
花
物
語
　
巻
第
十
六
）

㊧
い
と
ゞ
御
し
っ
ら
ひ
し
、
御
詞
経
な
ど
、
そ
こ
ら
の
僧
の
こ
ゑ
さ
し
あ
ひ
た
る
ほ
ど
に
、
い
み
じ
う
、
宮
は
い
き
だ
に
せ
さ
せ
た
ま
は

ず
、
な
き
や
う
に
て
お
は
し
ま
す
。
彰
．
手
忽
岩
音
邑
ぬ
か
を
つ
き
、
を
し
こ
り
て
封
利
た
る
に
、
み
こ
い
か
ノ
＼
と
な
き
た
ま
ふ
。

（
栄
花
物
語
　
巻
第
〓

⑳
ほ
の
は
も
え
あ
が
り
て
ら
う
は
や
け
ぬ
。
心
た
ま
し
ゐ
な
く
て
あ
る
か
ぎ
り
ま
ど
ふ
。
う
し
ろ
の
か
た
な
る
お
ほ
ゐ
ど
の
と
お
ぼ
し
き

屋
に
う
つ
し
た
て
ま
つ
り
て
、
か
み
下
と
な
く
た
ち
こ
み
て
、
い
と
ら
う
が
は
し
く
、
な
き
と
よ
む
聾
い
か

ち
に
も
お
と
ら

（
源

氏
物
語
　
明
石
）

⑳
「
人
く
」
、
⑳
「
そ
こ
ら
の
う
ち
と
（
内
外
）
」
、
⑳
「
か
み
下
と
な
く
」
の
語
句
が
見
え
る
。
中
で
も
⑳
は
「
お
ほ
ゐ
ど
の
（
大
炊
殿
）
と

お
ぼ
し
き
屋
」
　
に
立
ち
こ
み
混
雑
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
、
特
に
　
「
聾
い
か
づ
ち
に
も
お
と
ら
ず
」
と
、
人
々
の
泣
く
声
の
大
き
さ
が
強

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
　
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
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調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

⑳
御
い
た
ゞ
き
の
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
て
ま
つ
り
、
御
い
む
事
う
け
さ
せ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
ほ
ど
、
く
れ
ま
ど
ひ
た
る
心
ち
に
、
こ
は
い
か

な
る
こ
と
と
、
あ
さ
ま
し
う
か
な
し
き
に
、
た
い
ら
か
に
せ
さ
せ
給
て
、
の
ち
の
事
ま
だ
し
き
程
、
さ
ば
か
り
ひ
ろ
き
も
や
、
み
な
み

の
ひ
さ
し
、
か
う
ら
ん
の
程
ま
で
た
ち
こ
み
た
る
僧
も
ぞ
く
も
、
l
中
部
ひ
ビ
上
品
台
q
封
l
刹
て
、
ぬ
か
を
つ
く
。
（
紫
式
部
日
記
　
九
月
十
一

日
）

㊧
あ
は
れ
～
い
の
や
う
に
た
ひ
ら
か
に
お
は
し
ま
さ
ま
し
か
ば
、
こ
た
び
は
こ
～
ろ
こ
と
に
い
か
に
め
で
た
か
ら
ま
L
と
い
ひ
っ
ゞ
け
て
、

殿
ば
聖
：
女
厨
恵
醸
な
き
ど
よ
み
た
る
、
こ
と
は
り
に
い
み
じ
き
御
事
な
り
か
し
。
（
栄
花
物
語
　
巻
第
一
）

⑳
「
僧
も
ぞ
く
も
」
、
⑭
「
殿
ば
ら
、
女
房
た
ち
」
と
、
喧
騒
を
起
こ
す
人
物
が
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
様
々
な
人
が
そ
の
場

に
居
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
⑳
は
先
の
㊧
「
を
し
こ
り
て
」
、
⑳
「
た
ち
こ
み
て
」
と
同
じ
く
、
広
い
産
屋
か
ら
廟
、
高
欄
ま
で
人
々
が
押

し
掛
け
混
雑
し
た
中
で
の
喧
騒
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
い
ま
ひ
と
よ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
ど
よ
む
」
は
、
回
数
で
数
え
る
こ
と
の
で
き

る
動
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
は
祈
り
の
声
を
あ
げ
て
額
を
つ
く
一
連
の
動
作
を
も
う
一
度
繰
り
返
す
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、⑮

を
の
を
の
身
づ
か
ら
の
命
を
ば
さ
る
物
に
て
、
か
～
る
御
身
の
ま
た
な
き
れ
い
に
し
づ
み
給
ぬ
べ
き
こ
と
の
い
み
じ
う
か
な
し
き
、
心

を
～
こ
し
て
、
す
こ
し
物
お
ぼ
ゆ
る
か
ぎ
り
は
、
身
に
か
え
て
こ
の
御
身
ひ
と
つ
を
す
く
い
た
て
ま
つ
ら
む
、
と
と
よ
み
て
、
も
ろ
こ

封
時
価
神
を
念
じ
た
て
ま
つ
る
。
（
源
氏
物
語
　
明
石
）

で
は
、
具
体
的
な
内
容
を
伴
う
祈
り
で
あ
る
こ
と
、
「
も
ろ
こ
ゑ
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
人
物
の
声
で
あ
り
、
そ
の
祈
り
の
声
が
大

き
い
こ
と
が
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
「
ゆ
す
る
」
と
同
様
の
観
点
で
分
類
す
る
と
　
［
表
Ⅲ
］
　
の
よ
う
に
な
る
。
「
ゆ
す
る
」
を
分
類

し
た
［
表
H
］
と
比
較
す
る
と
、
一
番
上
の
（
社
会
）
と
し
た
欄
が
空
自
で
、
「
上
下
」
「
内
外
」
な
ど
の
（
集
団
）
を
表
す
語
句
や
、
「
他
」

に
分
類
し
た
先
の
用
例
⑳
⑭
の
よ
う
に
喧
騒
を
生
じ
る
複
数
の
具
体
的
な
主
体
が
列
挙
さ
れ
る
例
が
多
い
。
あ
る
一
つ
の
場
に
集
ま
っ
た



［
表
m
］
　
平
安
時
代
和
文
の
「
ど
よ
む
」
分
類

計

宇枕源紫夜讃栄大 文
津華氏式の岐花鏡 語献
保子物部寝典物
物語＝口覚侍語
語記R

H
句

記 例

世
中

…
天
下

〈社
会
〉

喧
騒
の
〈場

・
範
囲
〉

3
（1
）

1 殿

〈
（建
物
）
の
内
〉

宮

2 院

家

2
（2
）

1
地
下

〈地
勢
〉

1 山

路

21
（9
）

21
上
下

〈
人
間
の
集
団
〉

喧
騒
の
〈主
体
〉

3
内
外

1
人
々

111191 他

62 1
（

1
（

3
（

1
（

1
（

1
（

711
計（12 111、110（7（0

） ））））））））

人
々
の
起
こ
す
喧
騒
を
表
す
と
い
う
点
で
は
「
ゆ
す
る
」
と
共
通
し
て
い
る
が
、
「
ど
よ
む
」
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ゆ
す
る
」
に
比

べ
て
よ
り
狭
い
範
囲
、
短
い
時
間
の
喧
騒
を
表
す
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
祈
り
や
嘆
き
、
泣
き
声
な
ど
、
大
勢
が
同
時
に
上
げ

る
声
に
つ
い
て
の
記
述
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
ど
よ
む
」
は
、
喧
騒
の
要
素
の
中
で
も
特
に
声
の
大
き
さ
に

重
点
を
お
い
た
衷
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
を
含
む
複
合
動
詞
を
前
項
後
項
に
分
け
て
ま
と
め
る
と
［
表
Ⅳ
］
の
よ
う
に
な
る
。
複
合
す
る
動
詞
は
「
ゆ

す
る
」
の
方
が
種
類
が
多
い
。
「
ど
よ
む
」
が
「
な
く
」
や
「
の
の
し
る
」
の
よ
う
に
、
声
を
出
す
こ
と
を
表
す
動
詞
と
の
み
複
合
し
て
聴
覚

的
な
喧
騒
を
表
す
の
に
対
し
、
「
ゆ
す
る
」
は
、
「
み
つ
」
や
「
あ
ふ
」
な
ど
と
複
合
し
、
あ
る
範
囲
の
中
に
喧
騒
が
充
満
し
て
一
つ
の
大
き

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
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［
表
Ⅳ
］
　
「
ゆ
す
る
」
　
「
ど
よ
む
」
を
含
む
複
合
動
詞

な
騒
ぎ
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
。
特
に
「
ゆ
す
り
み
つ
」
が
多
く
、

⑳
お
な
じ
さ
ま
に
て
二
月
も
す
ぎ
ぬ
。
い
ふ
か
ぎ
り
な
く
お
ぼ
し
な
げ
き
て
、
心
み
に
所
を
か
へ
給
は
む
と
て
、
二
条
院
に
わ
た
し
た
て

ま
つ
り
給
ひ
っ
。
隠
血
石
ち
ゆ
す
り
み
ち
て
、
思
ひ
な
げ
く
人
お
は
か
り
。
冷
泉
院
も
き
こ
し
め
し
な
げ
く
。
（
源
氏
物
語
　
若
菜
下
）

⑳
所
ノ
（
＼
の
、
御
と

ら
ひ
の
つ
か
ひ
な

た
ち
こ
み
た
れ
ど
、
え
き
こ
え
っ
が
ず
、
ゆ
す
り
み
ち
て
、
い
み
じ
き
御
心
ま
ど
ひ
ど
も
、

い
と
お
そ
ろ
し
き
ま
で
み
え
給
。
（
源
氏
物
語
　
英
）

の
よ
う
に
、
多
く
の
人
々
が
混
雑
し
て
い
る
場
l
全
体
を
と
ら
え
、
そ
の
中
に
喧
騒
が
充
満
し
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
、
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
は
共
に
、
大
勢
の
人
々
が
引
き
起
こ
す
喧

騒
を
、
そ
の
場
全
体
と
し
て
と
ら
え
て
描
く
語
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
両
者
の
意
味
用
法
の
差
異
は
、
喧
騒
の
要
素
の
中
の
何
に
着
目
す
る
か

で
異
な
っ
て
い
る
。
「
ゆ
す
る
」
で
衷
さ
れ
る
喧
騒
は
、
主
に
儀
式
や
行
事
の
準
備
や
評
判
な
ど
、
大
き
な
出
来
事
に
よ
っ
て
社
会
全
体
に
及

ぶ
広
範
囲
・
長
期
間
に
渡
る
も
の
や
、
建
物
の
内
に
満
ち
る
も
の
で
あ
り
、
慌
た
だ
し
い
雰
囲
気
と
し
て
の
喧
騒
で
あ
る
。
「
ゆ
す
る
」
は
そ

（7）

の
よ
う
な
い
わ
ば
抽
象
的
な
喧
騒
を
、
そ
の
場
や
範
囲
全
体
が
（
揺
レ
動
ク
）
感
覚
と
し
て
比
喩
的
に
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
耳

に
聞
こ
え
る
具
体
的
な
音
声
だ
け
で
な
く
、
騒
然
と
し
た
喧
騒
の
雰
囲
気
を
表
現
す
る
「
ゆ
す
る
」
は
、
登
場
人
物
個
人
が
ひ
と
り
で
大
声

で
騒
ぐ
よ
う
な
場
面
が
多
く
は
な
い
平
安
時
代
和
文
の
内
容
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
「
ど
よ
む
」
で
表
さ
れ

る
喧
騒
は
、
不
安
や
恐
怖
、
悲
し
み
や
祈
り
の
声
が
響
く
こ
と
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
場
で
比
較
的
短
時
間
に
起
こ
る
喧
騒
で
あ
る
。
こ
の
こ



と
は
、
「
ゆ
す
る
」
　
の
主
体
に
「
社
会
・
建
物
」
が
多
く
、
「
ど
よ
む
」
　
の
主
体
に
　
「
人
間
」
が
多
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
慌
た
だ
し
い
動
き
や
雰
囲
気
と
し
て
の
喧
騒
を
比
喩
的
に
表
現
す
る
「
ゆ
す
る
」
に
対
し
て
、
「
ど
よ
む
」
は
大
勢
の
声
が
響
く

（8）

様
そ
の
も
の
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
は
共
に
、
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
、
大
勢
の
人
々
が
作
り
出
す
喧
騒
を
表
す
語
彙
と
し
て
用
い
ら
れ
な
が
ら
、

そ
の
意
味
用
法
は
以
上
の
よ
う
な
点
に
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

三
　
院
政
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
　
「
ど
よ
む
」

次
に
、
両
者
の
関
係
が
時
代
を
経
て
ど
う
変
わ
っ
た
か
を
考
察
す
る
。
中
世
王
朝
物
語
や
女
流
日
記
を
見
る
こ
と
で
平
安
時
代
和
文
か
ら

の
適
時
的
な
流
れ
に
つ
い
て
、
ま
た
説
話
や
軍
記
物
語
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
和
漢
混
清
文
の
類
で
、
文
体
や
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
差
異
に
つ
い
て

（9）

検
討
を
加
え
る
。
調
査
し
た
文
献
と
出
現
状
況
と
を
、
私
に
設
定
し
た
ジ
ャ
ン
ル
毎
に
示
す
と
　
［
表
Ⅴ
］
　
の
よ
う
に
な
る
。

平
安
時
代
和
文
で
の
現
れ
方
と
比
較
す
る
と
、
全
体
数
で
は
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
　
「
ど
よ
む
」
が
　
「
ゆ
す
る
」
よ
り
も
多
く
見
え
、
逆

転
し
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ル
別
に
見
る
と
、
「
ゆ
す
る
」
は
中
世
王
朝
物
語
に
、
「
ど
よ
む
」
は
そ
れ
以
外
の
説
話
や
軍
記
物
語
な
ど
に

偏
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
「
ゆ
す
る
」
　
の
方
が
「
ど
よ
む
」
よ
り
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
用
例
を
検
討
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
章
ジ
ャ

ン
ル
を
揃
え
る
こ
と
で
、
平
安
時
代
か
ら
の
歴
史
的
な
変
化
を
考
察
す
る
た
め
で
あ
る
。

中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
、
検
索
し
得
た
「
ゆ
す
る
」
は
七
例
、
「
ど
よ
む
」
は
一
例
で
あ
っ
た
。
ま
ず
「
ゆ
す
る
」
を
検
討
す
る
。

①
と
の
ゝ
わ
か
宮
の
宮
ば
ら
に
い
で
き
給
事
、
さ
ま
で
又
た
め
し
な
き
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
こ
れ
は
な
に
と
か
耳
の
中
列
外
射
て
よ
ろ

こ
び
さ
は
ぐ
を
、
つ
た
へ
き
く
か
の
か
く
れ
が
に
は
、
御
ふ
み
だ
に
た
え
は
て
た
る
日
か
ず
つ
も
る
も
（
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
）

②
い
つ
き
入
た
て
ま
つ
る
ぎ
し
き
、
お
も
だ
ゝ
し
げ
な
り
。
世
中
私
財
列
外
た
る
事
な
れ
ば
、
公
卿
、
殿
上
人
の
こ
り
な
く
参
り
あ
っ
ま

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
　
の
意
味
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

計

方徒 増 延覚 今発宇十古 松岩風恋あ小
丈然 鏡 慶一 音、レ治訓今 浦清に路ま夜
記草 本本 物集拾抄著 宮水つゆの衣

平平 語通関 物物れ＿ヽカカ
家家 集物集 語語なしる
物
語

物
語

語 き
物
語

き
大
将

も

71

5 11 111
単
独

ゆ
す
る

21 4 211 211

複
合
動
詞

名
詞

62

91 2 33
単
独

…
複
合
動
詞

ど
よ
む

31 1 41 1311 1

41 1 11
名
詞

中
世
王
朝
物
語
‥
在
明
の
別
れ
　
松
浦
宮
物
語
　
山
路
の

露
　
唐
物
語
　
あ
さ
ぢ
が
露
　
岩
清
水
物
語
　
い
は
で
し

の
ぶ
　
風
に
つ
れ
な
き
物
語
　
苔
の
衣
　
恋
路
ゆ
か
し
き

大
将
　
あ
き
ぎ
り
　
木
幡
の
時
雨
　
あ
ま
の
か
る
も
　
風

に
紅
葉
　
小
夜
衣

中
世
女
流
日
記
∵
つ
た
た
ね
　
中
務
内
侍
日
記
　
と
は
ず

が
た
り
　
た
ま
き
は
る
　
竹
む
き
が
記

説
話
・
法
語
＝
三
宝
絵
詞
　
今
昔
物
語
集
　
三
教
指
帰
注

法
華
百
座
間
書
抄
　
打
開
集
　
宝
物
集
　
閑
居
友
　
発
心

集
　
宇
治
拾
遺
物
語
　
十
訓
抄
　
古
今
著
聞
集

紀
行
‖
海
道
記
　
東
関
紀
行

軍
記
物
語
‥
保
元
物
語
　
平
治
物
語
　
平
家
物
語
（
延
慶

本
・
覚
一
本
）

歴
史
物
語
‥
今
鏡
　
水
鏡
　
増
鏡

随
筆
‥
方
丈
記
　
徒
然
草



り
て
、
も
て
か
し
つ
き
給
ふ
御
有
さ
ま
め
で
た
し
。
（
小
夜
衣
）

③
八
月
に
は
、
内
へ
参
り
給
ふ
べ
L
と
て
、
麟
聖
書
鼠
苅
引
て
、
今
よ
り
御
心
ま
う
け
ど
も
あ
る
を
き
く
に
も
、
さ
る
べ
き
事
と
思
ひ

ま
う
け
た
れ
ば
、
ほ
ん
い
か
な
ふ
心
地
し
て
、
い
み
じ
う
嬉
し
く
思
ひ
閉
る
中
に
　
（
岩
清
水
物
語
）

④
九
月
七
日
夕
よ
り
、
そ
の
御
け
し
き
と
き
こ
ゆ
れ
ば
、
と
の
ゝ
う
ち
ゆ
す
り
み
ち
て
、
う
ち
よ
り
も
御
つ
か
ひ
ひ
ま
な
し
。
夜
も
す
が

ら
く
る
L
が
り
て
給
て
、
あ
け
ぬ
。
（
あ
ま
の
か
る
も
）

⑤
七
月
七
日
、
お
も
ふ
よ
り
も
ま
ち
こ
ひ
す
ぎ
ず
、
そ
の
み
け
し
き
に
ゆ
す
り
み
ち
て
な
り
あ
ひ
た
れ
ば
、
内
よ
り
も
御
つ
か
ひ
ま
ゐ
り

な
ど
す
る
に
　
（
風
に
つ
れ
な
き
物
語
）

①
は
若
宮
の
誕
生
を
喜
ぶ
場
面
で
あ
る
。
平
安
時
代
和
文
で
の
用
法
と
同
じ
く
、
「
よ
の
中
」
の
語
句
を
伴
っ
て
い
る
。
②
は
儀
式
の
準
備
で

「
世
中
」
に
喧
騒
が
広
が
っ
て
い
る
様
子
、
③
は
入
内
の
準
備
で
「
殿
の
う
ち
」
が
慌
た
だ
し
い
様
子
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
複
合
動
詞
は
、

平
安
時
代
和
文
に
最
も
多
く
見
ら
れ
た
「
ゆ
す
り
み
つ
」
だ
け
が
④
⑤
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

［
表
Ⅵ
］
　
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
分
類

喧
騒
の
〈場

・
範
囲
〉

2 殿

〈
（建
物
）
の
内
〉

宮

院

家

上
下

〈人
間
の
集

喧
騒
の
〈主

内
外

人
々 団

〉
体
〉

3 他

7 計

先
に
挙
げ
た
用
例
と
表
の
分
布
、
複
合
動
詞
が
「
ゆ
す
り
み
つ
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」

は
、
用
い
ら
れ
る
場
面
も
用
法
も
、
平
安
時
代
和
文
に
お
け
る
最
も
典
型
的
な
も
の
に
固
定
化
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
「
ど
よ
む
」
は
松
浦
宮
物
語
の
一
例
の
み
で
、
次
の
⑥
の
よ
う
に
複
合
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二

⑥
や
が
て
露
の
き
え
ゆ
く
や
う
に
い
ふ
か
ひ
な
く
み
え
た
ま
へ
ば
、
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
か
ぎ
り
、
さ
わ
ざ
た
ち
て
な
き
と
よ
む
に
、
御
門

も
き
こ
し
め
し
つ
け
て
、
い
と
い
ふ
か
ひ
な
く
く
ち
を
し
き
事
を
お
ぼ
し
な
げ
く
（
松
浦
宮
物
語
）

こ
の
複
合
動
詞
「
な
き
ど
よ
む
」
は
、
平
安
時
代
和
文
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
用
例
数
が
少
な
い
た
め
慎
重
を
要
す
る
が
、
「
ゆ
す

る
」
「
ど
よ
む
」
と
も
に
、
中
世
王
朝
物
語
で
の
意
味
用
法
は
、
平
安
時
代
和
文
で
の
意
味
用
法
を
受
け
継
い
で
お
り
、
か
つ
、
典
型
的
で
あ

（10）

っ
た
用
法
に
固
定
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

次
に
、
中
世
王
朝
物
語
以
外
の
、
説
話
・
歴
史
物
語
に
見
ら
れ
る
用
例
を
検
討
す
る
。
得
ら
れ
た
十
例
の
う
ち
、
⑦
か
ら
⑩
ま
で
は
『
増

鏡
』
　
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑦
大
方
、
雲
の
上
け
が
れ
ぬ
れ
ば
、
い
か
ゞ
に
て
、
中
宮
の
書
一
の
御
座
へ
腰
輿
よ
せ
て
、
兵
衛
の
陣
よ
り
出
で
さ
せ
給
ふ
。
東
宮
は
綿
毛

の
御
車
に
て
、
又
常
盤
井
殿
へ
渡
ら
せ
給
。
中
宮
も
春
日
殿
へ
行
啓
な
る
。
世
の
中
ゆ
す
り
さ

は
ぐ
さ
ま
、
こ
と
の
葉
も
な
し
。
（
増
鏡

第
十
一
）

⑧
今
年
も
又
例
な
ら
ず
悩
ま
せ
給
へ
ば
、
め
で
た
き
御
事
の
数
そ
は
せ
給
ふ
べ
き
に
こ
そ
と
、
畔

祓
へ
、
な
に
く
れ
と
お
び
た
ゝ
し
く
、
ま
だ
き
よ
り
の
ゝ
し
る
。
（
増
鏡
　
第
三
）

（11）

町
中
ゆ
す
り
さ
は
ぐ
。
御
祈
り
の
祭
り

⑨
摂
政
殿
姫
君
ま
い
り
給
て
、
い
と
花
や
か
に
め
で
た
し
。
こ
の
御
腹
に
、
建
保
六
年
十
月
十
日
、
一
の
皇
子
生
ま
れ
給
へ
り
。
い
よ
ノ
＼

物
あ
ひ
た
る
心
地
し
て
、
世
の
中
ゆ
す
り
み
ち
た
り
。
（
増
鏡
　
第
一
）

⑩
か
の
那
波
の
又
太
郎
、
伯
膏
の
守
に
な
り
て
、
そ
れ
も
衛
僻
の
物
ど
も
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
。
さ
ま
か
は
り
て
、
ゆ
す
り
み
ち
た

る
世
の

気
色
、
「
か
く
も
あ
り
け
る
を
、
な
ど
あ
さ
ま
し
く
嘆
か
せ
奉
り
け
る
に
か
」
と
め
で
た
き
に
つ
け
て
も
、
な
を
前
の
世
の
み
ゆ
か
し
。

（
増
鏡
　
第
十
七
）

⑦
⑧
⑨
に
「
世
の
中
」
、
⑩
に
「
世
の
気
色
」
の
語
句
を
伴
い
、
広
い
範
囲
の
喧
騒
を
表
し
、
ま
た
⑦
⑧
「
ゆ
す
り
さ
は
ぐ
」
⑨
⑩
「
ゆ
す
り

み
つ
」
の
よ
う
に
複
合
動
詞
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
和
文
の
用
法
と
類
似
し
て
い
る
。
『
増
鏡
』
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を



（12）

強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
「
ゆ
す
る
」
の
用
法
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
増
鏡
』
以
外
の
用

例
は
限
ら
れ
て
い
る
。

ス
キ

⑪
従
ひ
命
つ
き
て
空
し
き
骸
と
成
り
た
り
と
も
、
今
一
度
そ
の
形
を
見
む
と
欺
き
悲
し
む
様
、
こ
と
わ
り
に
も
過
た
り
。
は
て
に
は
画
面

ウ

チ

　

　

　

　

　

　

　

　

ミ

苛
謝
引
て
、
見
開
く
人
涙
を
お
と
さ
ぬ
な
か
り
け
り
。
（
発
心
集
　
巻
七
　
斎
所
権
介
成
清
が
子
高
野
に
住
む
事
）

ハ
イ

⑫
備
中
守
政
兵
力
神
拝
二
下
ケ
ル
時
、
則
高
・
正
資
・
時
資
ナ
ト
イ
フ
時
ノ
舞
ノ
上
手
共
ヲ
、
イ
サ
ナ
ヒ
下
リ
タ
リ
ケ
ル
こ
、
吉
備
津
宮

ノ
御
前
ニ
テ
、
則
高
陵
王
ヲ
舞
ケ
ル
時
こ
、
宝
殿
ユ
ス
リ
ヒ
＼
キ
テ
オ
ヒ
タ
＼
シ
カ
リ
ケ
リ
。
（
十
訓
抄
　
巻
十
）

（13）

⑬
陵
王
入
テ
後
各
舞
ケ
ル
こ
、
始
ヨ
リ
マ
サ
リ
サ
マ
二
宮
麒
出
刃
男
、
イ
ト
＼
オ
ソ
ロ
シ
カ
リ
ケ
リ
。
（
十
訓
抄
　
巻
十
）

（
他
動
詞
）

⑭
其
ノ
時
二
守
、
昔
糸
高
ク
成
テ
居
上
テ
、
左
右
ノ
嘩
ヲ
ユ
ス
リ
上
テ
、
気
色
糸
悪
ク
成
テ
　
（
今
昔
物
語
集
　
巻
二
十
八
－
三
一
）

⑮
脛
ハ
針
ノ
如
シ
テ
錫
杖
ヲ
女
ノ
尻
二
充
テ
、
垂
下
レ
ハ
ユ
ス
リ
上
テ
行
ク
ヲ
咲
ヒ
嘲
ラ
メ
大
元
シ
（
今
昔
物
語
集
　
巻
五
1
四
）

⑪
「
国
の
中
」
は
社
会
的
な
喧
嘩
⑬
⑬
「
宝
殿
」
は
舞
の
響
き
が
建
物
の
中
に
満
ち
る
様
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
平
安
時
代
和
文
で
の
意
味

用
法
と
類
似
し
て
い
る
。
先
の
『
増
鏡
』
の
例
と
同
じ
く
、
固
定
化
さ
れ
た
用
法
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
今
昔
物
語
集
の
⑭
⑮
「
ユ

ス
リ
ア
グ
」
は
、
（
揺
り
動
力
ス
）
こ
と
を
表
す
他
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
例
を
除
き
、
平
安
時
代
和
文
で
の
分
類
に
従
っ

て
分
け
る
と
　
［
表
Ⅶ
］
　
の
よ
う
に
な
る
。

（14）

表
の
中
で
「
川
」
に
分
類
し
た
一
例
は
、
今
昔
物
語
集
の
和
歌
の
例
で
あ
る
。
「
ゆ
す
る
」
は
主
に
喧
騒
の
場
・
範
囲
を
表
す
語
句
を
伴
う
用

法
に
偏
り
、
平
安
時
代
和
文
・
中
世
王
朝
物
語
で
の
様
相
と
似
た
傾
向
を
見
せ
る
。

（15）

次
に
「
ど
よ
む
」
潅
検
討
す
る
。
「
ど
よ
む
」
は
、
説
話
・
軍
記
物
語
・
歴
史
物
語
・
随
筆
に
現
れ
、
「
ゆ
す
る
」
よ
り
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に

わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。

⑯
庭
火
を
十
ま
は
り
ば
か
り
走
り
ま
は
り
た
る
に
、
上
よ
り

ま
に
い
た
る
ま

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て

大
か
た
ど
よ
み
た
り
け
る
。
（
宇
治
拾
遺
物
語
　
部
従

一
三
三
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研
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［
表
Ⅶ
］
　
所
謂
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
分
類

2 殿

〈
（建
物
）
の
内
〉

喧
騒
の
〈場

・
範
囲
〉

宮

院

家

1
〈地
勢
〉

上
下

〈
人
間
の
集

喧
騒
の
〈主

内
外

人
々 団

〉
体
〉

他

8 計

家
綱
行
綱
互
某
事
　
巻
五
ノ
五
）

⑰
か
く
の
ご
と
く
言
ひ
は
て
て
、
「
冠
も
て
来
」
と
い
う
て
な
ん
、
と
り
て
さ
し
入
け
る
。
其
時
に
、
ど
l
耳
捌
て
笑
ひ
の
～
し
る
こ
と
か
ぎ

り
な
し
。
（
宇
治
拾
遺
物
語
　
元
輔
落
馬
事
　
巻
一
三
ノ
二
）

⑩
あ
る
時
ひ
る
ね
し
た
り
け
る
夢
に
、
俄
に
こ
の
封
の
内
払
上
下
町
人
日
割
刹
て
泣
き
あ
ひ
け
る
を
、
い
か
な
る
事
や
ら
ん
と
あ
や
し
け

れ
ば
、
立
出
て
見
れ
ば
（
宇
治
拾
遺
物
語
　
大
安
寺
別
当
女
嫁
す
る
男
夢
見
る
事
　
巻
九
ノ
七
）

⑩
「
御
産
平
安
、
皇
子
御
誕
生
候
ぞ
」
と
、
た
か
ら
か
に
申
さ
れ
け
れ
ば
、

法
皇
を
始
め
ま
い
ら
せ
て
、

関
白
殿
以
下
の
大
臣
、

公
卿
殿

上
人
、
を
の
を
の
の
助
修
、

数
輩
の
御
験
者
、

陰
陽
頭
、
典
薬
頭
、
す

て
堂
上
堂
下
一
同
に
あ

（
ツ
）
と
悦
ぴ
あ
へ
る
声
、
門
外
ま
で

d
l
封
l
瑚
て
し
ば
し
は
し
づ
ま
り
や
ら
ざ
り
け
り
。
（
覚
一
本
平
家
物
語
　
巻
三
）

⑳
「
…
い
ま
一
た
び
、
御
声
な
り
と
も
聞
か
せ
さ
せ
給
て
、
い
づ
方
へ
も
御
供
に
率
て
お
は
し
ま
し
て
よ
」
と
、
菌
症
憶
し
射
ず
泣
き

大
給
へ
る
さ
ま
、
い
と
あ
は
れ
也
。
す
べ
て
、
宮
の
内
と
よ
み
悲
し

む
さ
ま
、
い
は
ん
方
な
し
。
（
増
鏡
　
巻
十
四
）

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
⑱
に
つ
い
て
は
、
同
文
的
内
容
の
『
十
訓
抄
』
の
当
該
箇
所
に
「
大
方
主
上
ヲ
始
メ
マ
イ
ラ
セ
テ
ワ
ラ
バ
セ
給
コ
ト

（16）

限
ナ
シ
（
巻
第
七
－
∵
七
）
」
と
あ
り
、
見
物
の
大
勢
の
人
々
が
大
声
で
笑
う
様
子
が
伺
え
る
。
ま
た
、
⑰
「
ど
よ
み
て
笑
ひ
の
ゝ
し
る
」
、
⑱

「
ど
よ
み
て
泣
き
あ
ひ
け
る
」
と
、
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
、
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
声
の
大
き
さ
を
表
す
例
や
、
⑩
「
悦
ぴ
あ
へ
る
声
」
、



⑳
「
声
も
惜
し
ま
ず
」
と
、
そ
の
「
声
」
に
着
目
し
た
聴
覚
的
な
喧
騒
を
表
す
例
が
見
え
る
。
こ
の
他
、
人
間
以
外
を
主
語
と
し
て
、
暴
れ

る
馬
、
吹
き
す
さ
ぶ
辻
風
、
押
し
寄
せ
る
洪
水
な
ど
、
大
き
な
音
声
を
伴
う
、
動
物
や
自
然
の
動
き
を
表
す
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
が

あ
る
。○

馬
共
ハ
ド
ヨ
ミ
ニ
ド
ヨ

マ
サ
レ
テ
走
り
騒
ゲ
バ
、

括
カ
ニ
取
テ
轡
ヲ
ロ
ル
者
モ
元
シ
。
（
今
昔
物
語
集
　
巻
二
五
－
五
）

は

ど

　

　

　

　

　

　

ご

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に

は

か

○
か
か
る
程
に
、
雨
（
沃
）
こ
ぼ
す
如
く
ふ
り
て
、
お
び
た
た
し
か
り
け
る
夜
中
ば
か
り
、
俄
に

い
か
づ
ち
　
ご
と

（
雷
）
の
如
く
、
よ
に
お
そ
ろ
し
ノ
遍

り
ど
よ
む

こ
ゑ声

あ
り
。
（
発
心
集
　
武
州
入
間
河
洪
水
の
事
）

こ
れ
ら
の
こ
と
を
表
に
ま
と
め
る
と
［
表
Ⅷ
］
の
よ
う
に
な
る
。
先
の
［
表
Ⅶ
］
と
比
較
す
る
と
、

両
者
の
差
異
は
平
安
時
代
和
文
の
場
合

よ
り
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
「
ど
よ
む
」
は
、
喧
騒
の
主
体
で
あ
る
人
間
の
集
団
を
表
す
語
句
を
伴
う
例
に
偏
っ
て
多
く
見
え
、
喧
騒
を
場

や
範
囲
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
笑
い
、
泣
き
、
声
を
出
し
て
い
る
人
々
に
注
目
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

［
表
Ⅷ
］
　
所
謂
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
「
ど
よ
む
」
分
類

世
中 〈社

会
〉

喧
騒
の
〈
場

・
範
囲
〉

国

殿

〈
（建
物
）
の
内
〉

2 宮

院

家

1
上
下

〈
人
間
の
集
団
〉

喧
騒
の
〈主
体
〉

1
内
外

2 ‾
同

2
大
方

1
人
々

…
他11

2 馬
〈
人
間
以
外
〉

2
辻
風

1
洪
水

52 計

ま
た
、
複
合
動
詞
は
、
「
ゆ
す
る
」
は
結
び
つ
く
語
が
少
な
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
が
平
安
時
代
和
文
に
多
く
見
ら
れ
た
「
ゆ
す
り
み
つ
」
に

限
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
ど
よ
む
」
は
平
安
時
代
和
文
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
な
り
ど
よ
む
」
「
わ
ら
ひ
ど
よ
む
」
「
ど
よ
み
あ
か
す
」

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
、
院
政
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
を
、
平
安
時
代
和
文
と
の
比
較
を
通
し
て

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
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［
表
Ⅸ
］
　
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
を
含
む
複
合
動
詞

ど ゆ
よ す
む る

前後 LIIリ
1．［円

後

頂項 頂項
／／ ／／

な
n
ソ

あ み
（
鳴

ふ

（
つ
（）

1
合

）

満

）
33 7

わ

らわ さ
ひら わ

（
咲

ふ

（

ぐ

（）
l

咲

）

騒

）
12 2

’刀 ひ
な び

し く
む （饗
（ 訂

悲
－
1

－
ぁ

か
す

（明
）

1

）
1

ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
「
ゆ
す
る
」
は
、
王
朝
物
語
の
よ
う
に
平
安
時
代
和
文
の
影
響
を
受
け
た
文
体
を
持
つ
ジ
ャ
ン
ル
に
偏
り
、

出
現
頻
度
も
低
く
、
意
味
用
法
は
固
定
化
す
る
。
多
く
が
複
合
動
詞
「
ゆ
す
り
み
つ
」
　
の
形
で
現
れ
、
単
独
で
用
い
ら
れ
る
例
が
少
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
や
、
（
揺
り
動
力
ス
）
と
い
う
意
味
の
他
動
詞
で
現
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
平
安
時
代
和
文
に
は
多
く
見
ら
れ
た
喧
騒
を
表
す
意

味
用
法
と
し
て
は
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
中
世
和
文
以
外
で
は
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
様
子
が
見
え
る
。
一
方
「
ど
よ
む
」
　
は
、

（17）

音
声
の
大
き
さ
に
重
点
が
置
か
れ
た
聴
覚
的
表
現
と
し
て
の
性
質
を
強
め
、
王
朝
物
語
で
は
使
用
が
避
け
ら
れ
る
一
方
で
、
大
勢
の
人
々
が

同
時
に
大
声
を
出
す
様
子
を
表
す
語
と
し
て
、
特
に
説
話
や
軍
記
物
語
の
様
々
な
場
面
の
中
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

平
安
時
代
和
文
と
の
比
較
を
通
し
て
「
ゆ
す
る
」
が
固
定
化
し
減
少
す
る
こ
と
、
「
ど
よ
む
」
が
多
様
化
し
拡
大
す
る
こ
と
の
背
景
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
、
喧
騒
が
描
か
れ
る
の
は
、
人
の
死
、
誕
生
、
儀
式
な
ど
の
特
別
な
場
面
に

限
ら
れ
て
い
た
。
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
は
、
そ
の
よ
う
な
場
面
の
喧
騒
を
、
登
場
人
物
一
人
一
人
で
は
な
く
、
騒
ぎ
の
満
ち
る
場
全
体
と

し
て
と
ら
え
表
現
す
る
語
彙
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
樽
に
「
ゆ
す
る
」
は
、
（
揺
レ
動
ク
）
こ
と
か
ら
喧
騒
を
表
す
意
味
用
法
へ
と
比
喩

的
に
派
生
し
、
大
き
な
出
来
事
に
よ
る
混
乱
し
た
状
態
の
喧
騒
を
表
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
院
政
鎌
倉
時
代
以
降
の
説
話
で
は
、

人
の
死
な
ど
非
日
常
の
特
別
な
場
面
に
限
ら
ず
、
人
々
が
大
声
で
笑
い
、
泣
き
、
叫
ぶ
、
日
常
的
に
起
こ
り
う
る
出
来
事
で
の
喧
騒
が
描
か

れ
る
こ
と
も
多
い
。
描
か
れ
る
場
面
が
日
常
的
に
な
る
こ
と
に
加
え
、
喧
騒
の
描
き
方
も
、
平
安
時
代
和
文
に
多
く
見
ら
れ
た
、
社
会
や
建

物
の
よ
う
に
喧
騒
の
生
じ
る
場
や
範
囲
で
は
な
く
、
騒
い
で
い
る
登
場
人
物
の
行
為
と
し
て
と
ら
え
、
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
安
時



代
和
文
で
は
比
較
的
近
い
関
係
に
あ
っ
た
両
者
の
差
異
が
拡
が
っ
た
背
景
に
は
、
話
の
内
容
や
文
体
の
違
い
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
中
世
以
降
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」

三
で
考
察
し
た
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
関
係
の
変
化
は
、
中
世
以
降
の
文
献
で
も
確
認
で
き
る
。
登
場
人
物
の
声
が
大
き
く
響
く
、

よ
り
聴
覚
的
な
喧
騒
を
表
し
て
い
た
「
ど
よ
む
」
は
、
『
日
葡
辞
書
』
　
に
項
目
が
挙
が
っ
て
お
り
、

こ

こ

∵

∴

〓

i

．

〓

．

一

一

∵

、

－

h

　

二

、

．

・

。

．

．

．

一

二

．

．

1

裾
村
営
か
汁
Ⅷ
再
訂
昏
八
．
］
粗
相
“
牙
爵
浄
化
碧
掛
軸
帝
汁
パ
パ
最
澄
q
q
〈
．
（
望
発
コ
球
場
咄
－
蔓
）

と
、
大
き
な
音
や
声
が
響
く
喧
騒
を
表
す
意
味
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
聴
覚
的
な
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
複
合
動
詞
と
し
て
も
、

N
a
q
i
d
O
y
O
m
i
、
m
u
Y
 
g
a
．
斗
華
「
山
川
．
ト
q
 
q
鴇
（
帯
価
代
汁
む
．
西
㌘
　
山
花
）

汁
堰
日
朝
破
－
」
頭
重
啓
三
嬰
誓
亡
ご
〓
霊
ユ
ニ
這
〈
．
（
㌫
O
r
）

N
a
r
i
d
O
y
O
m
i
Y
m
u
－
g
a
．
止
「
こ
て
u
出
こ
　
し
ア
▼
　
寸
≠
　
（
赤
口
代
沖
P
 
e
u
 
u
穏
）

耳
管
汁
殖
蠣
碧
触
〓
沖
か
u
　
沖
汁
料
㍗
　
覇
鵬
尋
品
空
目
沖
由
．
（
畠
N
r
）

の
二
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
泣
き
ど
よ
む
」
「
鳴
り
ど
よ
む
」
と
も
に
、
音
や
声
が
大
き
く
響
く
喧
騒
を
表
す
、
聴
覚
的
な
複
合
動
詞
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
平
安
時
代
和
文
か
ら
次
第
に
用
法
が
固
定
化
し
、
縮
小
し
て
き
た
「
ゆ
す
る
」
は
、
『
日
葡
辞
書
』
に
は

喧
騒
を
表
す
意
味
が
記
述
さ
れ
ず
、
（
揺
り
動
力
ス
）
と
い
う
他
動
詞
の
用
法
だ
け
が
見
え
る
。

Y
u
s
u
r
i
－
一
u
－
u
t
t
a
．
い
お
ご
、
て
．
ヾ
鳩
　
（
蔀
ヰ
P
▼
　
か
u
 
J
汁
）

ト
か
神
聖
こ
慧
芸
道
ふ
符
二
竺
ぞ
雲
菩
遠
首
ヰ
∵
帯
撃
豊
芸
．
（
≠
一
山
発
Ⅲ
瑚
苛
咄
　
∞
〕
∞
D

（18）

ま
た
、
そ
の
他
の
文
献
で
も
、
「
ゆ
す
る
」
は
（
揺
り
動
力
ス
）
を
意
味
す
る
他
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

①
木
に
あ
が
り
て
、
か
き
を
取
て
く
ふ
ま
ね
を
す
る
、
木
は
大
臣
柱
な
り
、
あ
が
る
と
そ
の
ま
ゝ
　
「
木
を
見
付
つ
ぶ
て
打
、
例
外
引
な

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
　
の
意
味
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

ど
し
て
あ
が
る
　
（
虎
明
本
狂
言
集
　
柿
山
伏
）

②
わ
き
上
面
の
か
た
へ
か
ほ
を
な
し
て
ね
る
、
あ
ど
い
ね
な
を
る
や
う
に
し
て
、
手
を
打
か
け
、
列
外
射
て
み
て
、
そ
つ
と
ぬ
け
て
、
し

て
ば
し
ら
の
と
こ
ろ
に
て
　
（
虎
明
本
狂
言
集
　
じ
し
ゃ
く
）

し

た

　

　

い

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

ろ

こ

　

H

ほ

り

・

　

－

　

し

た

い

だ

　

　

　

ら

ん

　

　

な

が

③
「
汝
舌
を
さ
し
出
せ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
な
の
め
な
ら
ず
喜
び
て
、
鎖
を
ゆ
す
り
舌
を
出
し
た
る
を
御
覧
ず
れ
ば
、
長
さ
一
尺
ば
か
り

也
。
（
御
伽
草
子
　
梵
天
圃
）

こ
の
よ
う
に
、
「
ゆ
す
る
」
は
次
第
に
、
平
安
時
代
和
文
に
は
多
く
見
ら
れ
た
喧
騒
の
状
態
を
表
す
語
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
本

来
の
（
揺
レ
動
ク
・
揺
り
動
力
ス
）
と
い
う
意
味
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

音
声
の
大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
慌
た
だ
し
い
動
き
を
含
め
た
喧
騒
の
雰
囲
気
を
表
現
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
ゆ
す
る
」
は
、
平

安
時
代
和
文
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

五
　
む
　
　
す
　
　
び

本
稿
で
は
、
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
喧
騒
を
表
す
語
彙
と
し
て
類
義
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法

を
考
察
し
て
き
た
。
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
、
「
ゆ
す
る
」
は
、
広
範
囲
・
長
期
間
に
わ
た
る
喧
騒
を
表
し
、
動
き
や
雰
囲
気
の
慌
た
だ
し

さ
が
意
味
の
中
心
で
あ
っ
た
。
「
ど
よ
む
」
は
、
限
ら
れ
た
範
囲
・
短
時
間
の
喧
騒
で
あ
り
、
多
数
の
人
々
の
声
が
響
く
様
を
表
す
こ
と
が
意

味
の
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
意
味
関
係
を
、
院
政
鎌
倉
時
代
文
献
と
の
比
較
を
通
し
て
適
時
的
に
見
る
と
、
「
ゆ
す
る
」
の
喧
騒
を
表

す
用
法
は
、
和
文
の
中
で
も
中
世
王
朝
物
語
に
限
定
さ
れ
、
用
法
も
縮
小
、
固
定
化
し
て
い
っ
た
。
逆
に
「
ど
よ
む
」
は
中
世
王
朝
物
語
で

は
用
例
数
が
少
な
く
な
る
一
方
で
、
人
々
が
同
時
に
大
声
を
上
げ
る
様
子
を
表
す
語
と
し
て
、
平
安
時
代
和
文
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
複
合

（19）

動
詞
が
生
ま
れ
る
な
ど
、
特
に
説
話
や
軍
記
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
拡
大
し
、
両
者
の
差
異
は
拡
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

喧
騒
と
は
、
音
声
が
大
き
く
響
く
状
態
と
、
音
声
だ
け
で
な
く
動
き
が
不
規
則
無
秩
序
で
、
慌
た
だ
し
く
混
乱
し
て
い
る
状
態
と
を
含
む



も
の
と
考
え
る
。
そ
の
喧
騒
の
描
き
方
は
、
時
代
、
ジ
ャ
ン
ル
、
個
々
の
文
献
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
ゆ
す
る
」

は
、
（
揺
レ
動
ク
）
こ
と
が
意
味
の
中
心
で
あ
り
、
喧
騒
を
場
や
範
囲
全
体
と
し
て
感
覚
的
に
と
ら
え
た
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
他
の
時

代
や
ジ
ャ
ン
ル
に
は
少
な
い
、
平
安
時
代
和
文
に
特
徴
的
な
表
現
の
仕
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
和
歌
に
用
い
ら
れ
た
両
語
の
意
味

用
法
や
、
語
源
に
関
わ
る
問
題
、
上
代
や
中
世
以
降
の
様
相
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
く
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
だ
け
で
な
く
、
喧
騒
を
表
す
語
彙
の
様
々
な
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
一
階
梯
と
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
ど
よ
む
」
の
清
濁
に
つ
い
て
は
、
『
万
葉
集
』
「
保
登
等
聾
須
奈
伎
之
笥
朝
剰
婆
」
（
型
な
ど
か
ら
、
上
代
に
お
い
て
は
清
音
で
あ
っ
た
こ
と
、

前
田
本
『
色
業
字
類
抄
』
（
注
（
2
）
）
に
よ
り
、
後
に
濁
音
に
変
化
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
変
化
の
時
期
、
特
に
平
安
時
代
和
文
や
和

歌
に
お
け
る
清
濁
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
確
か
な
こ
と
は
述
べ
得
な
い
。
ま
た
、
秋
永
一
枝
『
古
今
和
歌
集
声
点
本
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、

昭
和
五
十
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
秋
な
れ
ば
山
と
よ
む
ま
で
な
く
鹿
に
」
（
古
今
集
恋
二
5
8
2
）
の
「
と
よ
む
」
に
濁
点
を
付
す
古
注
の
中
に
は
、
「
此

声
T
ヨ
ム
ナ
レ
ト
モ
無
骨
ナ
ル
ニ
依
テ
ス
ミ
テ
ヨ
メ
リ
」
（
『
尭
東
本
古
今
集
聞
書
一
名
延
五
記
』
延
徳
四
年
）
の
よ
う
な
記
述
も
あ
り
、
こ
の
清
濁

に
関
し
て
は
、
語
義
や
語
感
、
語
源
意
識
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
「
ど
よ
む
」
に
統
一
し
、
用
例
は
用
い
た
テ
キ

ス
ト
の
表
記
に
従
う
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
　
前
田
本
『
色
葉
字
類
抄
』
　
に
は
、
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
そ
れ
ぞ
れ
に
「
動
」
字
が
掲
載
さ
れ
る
。

拝
最
伽
　
動
胴
地
霊
　
（
下
六
八
ウ
三
　
由
部
辞
字
）

動
訃
受
　
（
上
六
〇
オ
六
　
度
部
　
辞
字
）

ま
た
、
「
－
地
来
也
」
は
『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
で
あ
る
が
、
金
沢
文
庫
本
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
　
（
川
瀬
一
馬
監
修
『
金
澤
文
庫
本
白
氏
文
集
』

勉
誠
社
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
）
　
に

フ
H
I
ノ
ツ
ヽ
ミ

漁
－
陽
の
稗
⊥
敦

都
迷
反

ユ
ル
イ

地
　
（
返
）
　
を
動
乗
ル

ユ
ス
テ

ト
ヨ
ム

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

と
あ
り
、
「
動
」
字
に
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
訓
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
両
語
は
類
義
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
。

（
3
）
　
調
査
し
た
文
献
と
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
落
寝
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
・
浜
松
中
納
言
物
語
・
夜
の
寝
覚
・
狭
衣
物
語
・
笠
物
語
‥
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
　
土

左
日
記
・
紫
式
部
日
記
‥
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
本
稿
で
用
例
を
掲
げ
る
際
、
底
本
の
文
字
遣
い
を
ル
ビ
等
で
残
し
て
い
る
場
合
は
そ
れ
に

従
っ
た
）
　
讃
岐
典
侍
日
記
‥
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
　
竹
取
物
語
（
上
坂
信
男
『
九
本
対
照
竹
取
翁
物
語
語
彙
索
引
』
笠
間
書
院
・
昭
五
十

五
）
　
平
中
物
語
（
曽
田
文
雄
『
「
平
中
物
語
」
研
究
と
索
引
』
渓
水
社
・
昭
六
十
）
　
多
武
峯
少
将
物
語
（
小
久
保
崇
明
『
多
武
峯
少
将
物
語
本

文
及
び
総
索
引
』
笠
間
書
院
・
昭
四
十
七
）
　
購
蛤
日
記
（
佐
伯
梅
友
・
伊
牟
田
経
久
『
改
訂
新
版
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』
風
間
書
房
・
昭
五
十

六
）
　
宇
津
保
物
語
（
宇
津
保
物
語
研
究
会
『
宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引
本
文
編
』
笠
間
書
院
・
昭
和
四
十
八
年
）
　
枕
草
子
（
田
中
重
太
郎
『
校

本
枕
草
子
』
古
典
文
庫
・
昭
二
十
八
～
四
十
九
、
本
稿
で
掲
げ
た
用
例
は
能
困
本
）
　
源
氏
物
語
（
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
中
央
公
論
社
・

昭
和
二
十
八
年
～
昭
和
三
十
一
年
、
本
稿
で
用
例
を
掲
げ
る
際
に
は
、
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
の
表
記
に
従
い
句
読
点
・
濁
点
を
付
し
た
）
　
和
泉

式
部
日
記
（
東
節
夫
・
塚
原
鉄
雄
・
前
田
欽
吾
『
和
泉
式
部
日
記
総
索
引
』
武
蔵
野
書
院
・
昭
三
十
四
）
　
更
級
日
記
（
東
節
夫
・
塚
原
鉄
雄
・
前

田
欣
吾
『
更
級
日
記
総
索
引
』
武
蔵
野
書
院
・
昭
三
十
こ
　
栄
花
物
語
（
高
知
大
学
人
文
学
部
国
語
史
研
究
会
編
『
栄
花
物
語
本
文
と
索
引
』
武

蔵
野
書
院
・
昭
六
十
一
、
本
稿
で
用
例
を
掲
げ
る
際
に
は
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
表
記
に
従
い
句
読
点
・
濁
点
を
付
し
た
）
　
大
鏡
（
根
本
敬
三

『
対
校
大
鏡
』
笠
間
書
院
・
昭
五
十
九
）
と
り
か
へ
ば
や
物
語
（
鈴
木
弘
道
『
校
注
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
笠
間
書
院
・
昭
五
十
〓

（
4
）
　
本
文
は
『
源
氏
物
語
古
注
釈
大
成
』
第
六
巻
（
日
本
回
書
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
）
に
よ
る
。
『
花
鳥
余
情
』
の
引
用
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
当

該
箇
所
は
、
河
内
本
を
始
め
諸
本
に
異
動
が
あ
り
、
大
島
本
を
底
本
と
す
る
本
稿
で
の
用
例
③
と
は
異
な
る
。

（
5
）
自
然
の
地
勢
を
譜
語
句
を
伴
は
例
の
う
ち
『
狭
衣
物
語
』
の
例
　
も
の
い
　
ま
こ
と
　
　
　
お
ぼ
　
め
　
　
い
な
や
ま
　
　
　
　
と
。

・
内
に
も
、
大
殿
、
つ
い
で
作
り
て
、
そ
う
し
給
け
れ
ば
、
「
人
の
物
言
ひ
は
眞
な
り
け
り
」
と
思
し
召
し
て
、
「
猪
名
山
例
外
引
」
に
て
は
取

お
ぽ

所
な
き
を
「
げ
に
、
さ
も
な
ど
か
は
」
と
思
し
召
す
を
　
（
狭
衣
物
語
　
巻
三
）

は
、
諸
本
に
異
同
が
多
い
が
、
『
万
葉
集
』
巻
十
の
「
四
長
鳥
　
矧
剰
山
矧
別
　
行
水
乃
　
名
耳
所
緑
之
　
内
妻
波
母
《
一
云
、
名
耳
所
縁
而
懸
管

哉
将
在
》
」
（
型
を
踏
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
る
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
補
注
四
九
八
頁
）
。
ま
た
、
そ
の
他
書
所
伝
に
つ
い
て
は
、
『
猿
丸
集
』
「
し

な
が
鳥
剖
到
ゆ
く
み
づ
の
」
　
（
6
）
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
「
し
な
が
ど
り
ゐ
な
山
ひ
ゞ
き
行
く
水
の
」

（
3
1
0
7
　
か
く
れ
づ
ま
）
、
『
大
木
和
歌



抄
』
「
し
な
が
ど
り
ゐ
な
山
と
よ
み
ゆ
く
水
の
」
（
轡
と
な
っ
て
い
る
。
地
勢
に
音
が
響
く
様
を
表
す
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
が
、
和
歌
に
も
用

い
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
『
万
葉
集
』
　
の
「
響
」
字
を
介
し
て
、
「
ひ
び
く
」
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
が
類
義
関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

（
6
）
　
『
宇
津
保
物
語
』
で
琴
の
音
の
奇
瑞
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
和
歌
の
例
で
多
く
自
然
の
地
勢
を
表
す
語
句
を
伴
う
と
い
う
点
は
、
「
ゆ
す
る
」
と
も

共
通
し
て
い
る
　
（
注
（
5
）
）
。
特
に
和
歌
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
は
、
散
文
で
あ
る
平
安
時
代
和
文
で
の
意
味
用
法
と
異

な
る
様
相
を
見
せ
る
が
、
詳
細
は
後
の
考
察
に
侯
ち
た
い
。

（
7
）
　
「
ゆ
す
る
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
古
注
に
も
「
動
」
字
で
注
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
本
稿
の
用
例
①
⑭
⑳
に
つ
い
て
の
注
を
掲
げ
る
と
そ
れ

ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
動
」
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
①
に
も
引
か
れ
た
『
自
民
文
集
』
　
の
影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
ゆ
す
り
み
ち
て
　
　
動
エ
ス
ル
　
　
漁
陽
稗
鼓
動
地
来
文
集
　
　
（
紫
明
抄
　
山
本
利
達
・
石
田
穣
二
校
訂
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店
）

⑭
ゆ
す
り
み
ち
て
　
　
動
　
（
河
海
抄
　
山
本
利
達
・
石
田
穣
二
校
訂
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店
）

⑳
え
き
こ
え
っ
が
ず
　
　
え
申
次
さ
る
也
　
ゆ
す
る
は
動
響
さ
ま
也
　
（
眠
河
入
楚
　
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
』
）

（
8
）
　
音
声
の
大
き
さ
そ
の
も
の
を
表
す
「
ど
よ
む
」
　
に
対
し
、
「
ゆ
す
る
」
は

・
た
ま
は
り
て
な
に
心
な
く
か
き
な
ら
す
に
、
天
地
噺
列
外
廿
l
ひ
．
輿
石
。
（
芋
津
保
物
語
　
吹
上
　
上
）

・
ひ
た
ひ
は
は
げ
い
り
て
、
つ
や
ノ
＼
と
み
ゆ
れ
ば
、
物
見
る
人
に
叫
列
外
可
ね
む
ぼ
る
。
（
落
寝
物
語
　
巻
之
二
）

の
よ
う
に
、
「
ゆ
す
り
て
～
」
の
形
で
後
に
続
く
動
詞
を
副
詞
的
に
修
飾
し
、
そ
の
喧
騒
の
状
態
が
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
（
揺
レ
動
ク
）
感
覚
を

覚
え
る
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
を
表
す
例
が
多
く
（
単
独
動
詞
二
十
三
例
中
十
九
例
）
、
こ
の
構
文
上
の
特
徴
も
両
者
の
意
味
用
法
の
違
い
を
反
映
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
　
本
文
は
以
下
の
も
の
を
用
い
た
。

『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
第
一
巻
～
第
三
巻
（
在
明
の
別
れ
・
唐
物
語
・
あ
さ
ぢ
が
露
・
岩
清
水
物
語
・
い
は
で
し
の
ぶ
・
風
に
つ
れ
な
き
物
語
・

苔
の
衣
・
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
・
あ
き
ぎ
り
・
木
幡
の
時
雨
・
あ
ま
の
か
る
も
・
風
に
紅
葉
・
小
夜
衣
）
　
角
川
文
庫
（
松
浦
宮
物
語
）
　
山
内
洋

一
郎
『
源
氏
物
語
外
篇
山
路
の
露
本
文
と
総
索
引
』
　
（
笠
間
書
院
・
平
八
）
　
次
田
香
澄
・
酒
井
憲
二
『
う
た
ゝ
ね
本
文
及
び
総
索
引
』
　
（
笠
間
書
院
・

昭
五
十
〓
　
鈴
木
一
彦
・
鈴
木
雅
子
『
た
ま
き
は
る
　
（
健
御
前
の
記
）
総
索
引
』
　
（
明
治
書
院
・
昭
五
十
四
）
　
馬
淵
和
夫
監
修
・
中
央
大
学
国

語
研
究
会
編
『
三
宝
絵
詞
自
立
語
索
引
』
　
（
笠
間
書
院
・
昭
六
十
）
　
岩
波
古
典
文
学
大
系
（
今
昔
物
語
集
・
宇
治
拾
遺
物
語
・
古
今
著
聞
集
・
増

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
　
の
意
味
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

鏡
・
保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
覚
一
本
平
家
物
語
）
　
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
（
中
務
内
侍
日
記
・
と
は
ず
が
た
り
・
竹
む
き
が
記
・
海
道
記
・
東

関
紀
行
）
　
山
内
洋
一
郎
『
古
本
説
話
集
総
索
引
』
（
風
間
書
院
・
昭
四
十
四
）
　
築
島
裕
・
小
林
芳
規
『
中
山
法
華
経
寺
本
三
教
指
帰
注
総
索
引

及
び
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
・
昭
五
十
五
）
　
小
林
芳
規
『
法
華
百
座
間
書
抄
総
索
引
』
（
武
蔵
野
書
院
・
昭
五
十
）
　
東
辻
保
和
『
打
開
集
の
研
究

と
総
索
引
』
（
清
文
堂
出
版
・
昭
五
十
六
）
　
月
本
直
子
・
日
本
雅
章
『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
宝
物
集
総
索
引
』
（
古
典
籍
索
引
叢
書
6
・
汲
古
書
院
・

平
五
）
　
峰
岸
明
・
王
朝
文
学
研
究
会
『
閑
居
友
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
・
昭
四
十
九
）
　
高
尾
稔
・
長
嶋
正
人
『
発
心
本
文
・
自
立
語

索
引
集
』
（
清
文
堂
・
昭
六
十
）
　
泉
基
博
『
十
訓
抄
本
文
と
索
引
』
（
笠
間
書
院
・
昭
五
十
七
）
　
榊
原
邦
彦
・
藤
掛
和
美
・
塚
原
清
『
今
鏡
本
文

及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
・
昭
五
十
九
）
　
榊
原
邦
彦
『
水
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
（
笠
間
書
院
・
平
二
）
　
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
『
延
慶
本
平

家
物
語
本
文
篇
』
（
勉
誠
社
・
平
二
）
　
青
木
怜
子
『
広
本
略
本
方
丈
記
総
索
引
』
（
武
蔵
野
書
院
・
昭
四
十
）
　
時
枝
誠
記
『
改
訂
版
徒
然
草
総
索

引
』
　
（
至
文
堂
・
昭
四
十
二
）

（
1
0
）
　
「
和
文
」
で
あ
り
な
が
ら
、
中
世
女
流
日
記
に
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
と
も
に
用
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
お
調
査
文
献
を
増
や

し
、
慎
重
に
考
え
た
い
。
今
は
、
「
ゆ
す
る
」
が
縮
小
・
固
定
化
し
た
こ
と
と
、
「
ど
よ
む
」
が
説
話
等
の
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
用
法
を
拡
大
し
、

和
文
的
な
語
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
と
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

（
1
1
）
　
当
該
箇
所
、
蓮
左
文
庫
蔵
尾
張
徳
川
家
本
そ
の
他
諸
本
「
め
て
た
く
き
こ
ゆ
」

（
2
　
佐
藤
喜
代
治
編
『
国
語
学
研
究
事
典
』
（
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
）
な
ど
に
よ
る
。

（
1
3
）
　
当
該
箇
所
、
テ
キ
ス
ト
の
底
本
（
宮
内
庁
書
陵
部
本
）
で
は
「
ヱ
ス
リ
」
と
あ
る
が
、
用
例
⑫
と
近
い
部
分
で
あ
る
こ
と
、
「
ヱ
ス
リ
」
で
は
意

味
が
通
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
富
田
幸
一
博
士
蔵
本
（
旧
大
島
本
）
　
に
従
い
「
ユ
ス
ル
」
と
し
て
扱
っ
た
。

（
1
4
）
　
ア
サ
モ
ヨ
ヒ
封
／
ガ
．
八
頭
カ
l
男
ユ
ク
王
ヅ
ノ
イ
ヅ
サ
ヤ
ム
サ
ヤ
イ
ル
サ
ヤ
ム
サ
ヤ
（
巻
三
十
　
人
妻
化
成
弓
後
成
鳥
飛
失
語
第
十
四
）

（
堕
　
『
徒
然
草
』
に
は
二
例
の
「
ど
よ
む
」
が
み
え
る
。
文
体
と
し
て
は
和
文
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
「
ど
よ
む
」
が
現
れ
る
の
は
説
話
的
な
章
段
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
説
話
・
軍
記
物
語
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
含
め
て
論
を
進
め
た
。
な
お
検
討
を
要
す
る
と
考
え
て
い
る
。

（
1
6
）
　
用
例
⑰
⑩
の
、
同
文
的
説
話
の
当
該
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
喧
ル
」
で
表
さ
れ
、
声
の
大
き
い
こ
と
を
示
す
例
が
見
え
る
。

⑰
此
ヲ
見
ル
人
諸
心
二
笥
喝
ケ
リ
」
（
今
昔
物
語
集
　
二
八
－
六
）

⑱
俄
二
此
ノ
家
ノ
内
ノ
上
中
下
ノ
人
畦
テ
泣
キ
合
タ
リ
」
（
今
昔
物
語
集

一
九
1
二
〇
）



（
1
7
）
　
『
平
家
物
語
』
か
ら
見
え
始
め
、
大
声
で
騒
ぐ
こ
と
を
表
す
「
ど
よ
め
く
」
は
、
「
ど
よ
む
」
の
「
ど
よ
」
の
部
分
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
し
て
意
識
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

・
奥
に
は
平
家
ふ
な
ば
た
を
た
ゝ
い
て
感
じ
た
り
、
陸
に
は
源
氏
ゑ
び
ら
を
た
ゝ
い
て
日
射
叫
剖
け
り
。
（
覚
一
本
平
家
物
語
　
那
須
与
〓

（
1
8
）
　
本
文
は
、
池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
本
文
篇
』
　
（
表
現
社
・
昭
四
十
七
～
昭
五
十
八
）
及
び
岩
波
日
本
古
典
文
学
大

系
　
（
御
伽
草
子
）
　
に
よ
る
。

（
1
9
）
　
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
と
も
に
中
世
以
降
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
な
お
多
く
の
調
査
・
論
証
が
必
要
で
あ
る
。

［
付
記
］
　
本
稿
は
国
語
学
会
中
国
四
国
支
部
大
会
（
平
成
九
年
十
一
月
十
五
日
於
愛
媛
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

発
表
の
席
上
、
小
林
芳
規
先
生
、
室
山
敏
昭
先
生
、
関
一
雄
先
生
、
小
山
敦
子
先
生
よ
り
、
ま
た
三
宅
清
先
生
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
よ
り
貴
重
な

御
教
示
を
賜
っ
た
。
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
ゆ
す
る
」
「
ど
よ
む
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て




