
Title 淸少納言の精神機構 : 「翁丸」の鑑賞を中心として

Author(s) 林, 和比古

Citation 語文. 1951, 4, p. 1-16

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68386

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



清

少

納

言

の

精

神

機

構

―
―

「翁
丸
」
の
鑑
賞
を
中
心
と
し
て

―
―

一
、
喜
劇
か
悲
劇
か

長
保

二
年
（
一
六
六
〇

Ｙ
二
月

の
中

、
下
旬
。
場

所

は
小

一
条

院

の
仮
宮
。

一
条

天
皇

の
御
寵

愛

に
な

る
猫

に
、

お
飼
大
翁
丸

が
猫

が

ヽ
り

の
乳
母

の
冗

談

を
真

に
う
け

て
噛

み

つ
か
う
と

し
た
。

こ
の
た
め
翁
丸

は
天
皇

の
御
勘
気

を
う
け

て
ど

こ
か

へ
流

さ
れ
た
。

三
四
日

た

つ
て
こ
の
大

が
宮

中

へ
ま

た
帰

つ
て
来

た

の
で
捕

へ
ら
れ
、
そ

し

て
遂

に
撲
殺

さ
れ

た
と
婢
女

が
報

せ
た
ｏ

そ

の
夕
方

泥

ま

み
れ

に
な
り
腫

上

っ
た
大

が
来

た

の
で
、
翁

丸

か
と
女
房

達

は
名

を
よ
ん
で
み
た
が

ふ
つ
向

き

も
し
な

い
。

こ
れ

は
別

の
大
だ

と
衆
議

が
決

っ
た
。

そ

の
翌
朝
定

子
皇

后

の
御
側

に
侍

っ
て

い
る
と
、
昨
夕

の
大

が

み
す

ぼ
ら

し
く
露

つ
て

い
る
。
清

少

は

「
た
う

と
う
翁
丸

も
殺

さ
れ

て
し
ま

っ
た
わ
。

可
哀

さ
う

に
。

こ
ん
ど

は
何

に
生
れ
変

っ
た

こ
と
だ
ら
う
。

死

ぬ

時

は
ど

ん
な
気
持

だ

っ
た
ら

う
」

と
独

語
す

る
と
、
側

に
居

た
大

が
、
突
然

ふ
る

ひ
わ

な

ヽ
き
涙

を
落

す
。
清
少

は
さ

て
は
と
思

っ
て
、

「
そ
れ

で
は
や

っ
ば

り

お
前

は
翁
丸

だ

っ
た

の
？
」

と

い
ふ
と
、
大

は
頭

を
た
れ

て
ま
す

ま

す

泣
く
。

そ
れ

か
ら
後
官

は
大

騒
ぎ

と
な
り
、
皇

后

は
も
ち

ろ

ん
、
天
皇

も

女
房
達

も
集

っ
て
き
、
感

心

し
笑

ひ
さ
わ

い
だ
。

中

に
は
そ

の
大

を
検
分

し

林

禾日

上ヒ

古

ょ
う
と
い
ふ
蔵
人
の
声
も
あ
っ
た
が
、
天
皇
の
お
許
し
が
出
て
翁
丸
は
ま
た

飼
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
現
行
の
枕
草
子
第
七
段

「
う
へ
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
」

の
梗
概
で
あ

る
。
こ
の
記
事
を
ど
う
解
釈
し
鑑
賞
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
本
稿
の
出
発
点
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
は
ま
づ

〇
作
者
清
少
が
ど
ん
な
態
度
で
こ
れ
を
録
し
た
か
、
単
な
る
日
記
、
雑
録
と
し

て
こ
れ
を
草
し
た
か
。

○
わ
れ
ノ
ヽ
は
如
何
に
こ
れ
を
鑑
賞
す
れ
ば
よ
い
か
。

右
の
二
点
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
世
に
は
鑑
賞
の
主
観
性
独
自
性
を
主
張

す
る
人
が
あ
る
が
、
誤

っ
た
解
釈
の
上
に
立
っ
て
、
鑑
賞
の
独
自
性
を
主
張
す

る
の
は
い
は
れ
な
き
事
で
あ
る
。
人
間
の
心
情
は
不
思
談
な
も
の
で
、
解
釈
が

完
全
に
一
致
す
る
と
感
受
鑑
賞
も
ま
た

一
致
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

さ
て

「翁
丸
」
に
対
す
る
従
来
の
学
者
の
鑑
賞
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い

の
で
あ
る
。
主
な
説
は
次
の
通
り
。

①
平
穏
な
平
安
朝
の
平
板
な
出
来
事
と
し
た
も
の

枕
草
子
選
釈
（
佐
々
政

一
稿

・
山
内
二
郎
補
Ｙ

犬
が
猫
を
追

っ
て
終
に
勅
勘

を
蒙
っ
た
な
ど
は
左
程
大
し
た
出
来
事
で
は
無
い
。
両
し
て
そ
の
痴
者
た
る



翁
九
が
君
の
御
咎
を
恐
れ
憚
っ
て
、
我
が
名
を
隠
し
忍
ん
だ
の
を
終
に
清
少

が
見
顕
し
た
と
い
ふ
。
こ
れ
も
左
程
の
大
事
件
と
も
思
は
れ
な
い
。
こ
ん
な

に動つな群〔裁中̈
岬Ⅷ畢時、な̈
宮、終“生、清活、少簗」なに、長韓癖な、もも、のの、せで、しあ、むつヽる

た、
か
、
思、
ひ、
や、
ら、
れ、
る、
‘
に
無
ぃ
力ヽ、
。
…
…
此
の

「翁
丸
」
の
一
段
は
波
瀾

に
乏
し
い
事
件
で
そ
の
出
来
事
も
左
程
珍
奇
な
事
で
は
無
い
。
（傍
点
筆
者
。

以
下
同
じ
）

②
嘩
嗣
れ
」
裁
〔
″

草
子
２
工
田
良
平
Ｙ

之
は
あ
く
ま
で
も
、
長
閑
な
喜
劇
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
上
も
宮
も
右
近
も
、
勿
論
清
少
納
言
自
身
も
翁
丸
の

殊
勝
さ
に
思
は
ず
笑
ひ
く
づ
れ
、
す
べ
て
が
陰
惨
な
も
の
を
吹
き
と
ば
し

て
、
笑
ひ
に
落
ち
て
行
く
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
の
限
目
が
あ
る
こ
と
を
知
ら

れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
こ
の
真
面
目
な
愛
す
べ
き
道
化
役
者
の
翁
丸
を
ば
是
等

の
高
貴
な
方
々
と
共
に
微
笑
ま
し
く
見
送
っ
て
、
こ
の
枕
草
子
の
一
巻
を
開

ぢ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

枕
草
子
の
精
神
と
釈
義

（
日
中
重
太
郎
）

。
平
和
な
宮
舞
生
活
の
一
日
の
話

題
と
な
り
、
又
行
事
と
な
っ
た
こ
の
喜
劇
を
、
拙

い
釈
義
を
終
へ
る
最
後
の

段
と
し
て
説
き
た
い
。

③
単
に
宮
中
生
活
の
一
挿
話
と
し
た
も
の
　
　
　

ヽ
す
ヽ

評
護
枕
草
子
選
釈
（
岸
上
慎
二
）
・
宮
中
生
活
の
一
挿
話
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に

見
逃
す
こ
と
の
出
来
ぬ
名
文
と
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
と
に
か
く
平
安
朝
の

一
条
天
皇
の
大
御
代
の
事
柄
と
し
て
ゅ
か
し
く
思
は
れ
る
段
で
、
又
筆
者
の

清
少
納
言
の
涙
も
ろ
い
性
絡
も
十
分
出
て
ゐ
る
。

一
挿
話
と
い
ふ
の
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
ぁ
ま
り
重
要
で
も
な
い
出
来
事

と
い
ふ
意
味
に
解
し
て
よ
か
ら
う
。

０
珍
ら
し
い
犬
猫
の
話
と
し
た
も
の

枕
草
紙
抄
（
加
藤
磐
斎
）
・
猫
大
な
ど
の
事
に
付
て
こ
と
人
ヽ
な
る
お
も
む
き

を
い
ひ
述
た
り
。

芳
誌
（岡
西
惟
中
Ｙ
是
マ
デ
大
猫
な
ど
の
上
に
開
み
み
こ
と
な
る
も
の
な
り
。

（
こ
れ
ら
は
今
音
物
語
や
霊
異
記
に
あ
る
や
う
な
異
談
珍
説
と
し
て
翁
丸
の

段
を
と
り
あ
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
）

以
上
の
著
書
は
と
も
か
く
語
句
の
註
釈
ば
か
り
で
な
く
、
鑑
賞
の
仕
方
、
主
題

の
あ
り
か
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
本
段
の
特
色
は
迫
力
あ
る

心
的
内
容
を
示
す
に
あ
り
と
せ
ず
、
た
ゞ
事
実
の
描
写
に
名
女
た
る
特
質
が
あ

る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

此
の
書
は

一
面
か
ら
見
て
一
条
院
の
期
に
お
け
る
宮
廷
の
巧
妙
な
る
活
動
写

真
と
も
見
れ
ば
見
ら
れ
る
。
…
…
若
し
凡
肇
を
以
て
こ
れ
を
叙
し
た
な
ら
ば

殆
ん
ど
見
る
に
堪

へ
な
い
で
あ
ら
う
。

（
枕
草
子
選
釈
）

そ
の
さ
ん
ざ
め
き
を
終
り
の
数
行
で
キ
チ
ン
と
緊
め
て
ゐ
る
彼
安
の
オ
筆
も

又
思
ふ
べ
し
で
あ
る
。

（
日
本
古
典
読
本
枕
草
子
）
　

，

０
次
に
私
の
考
へ
方
を
述
べ
る
。

０
弱
者
翁
丸
が
悲
境
に
陥

っ
て
、
い
ぢ
け
、
頑
な
に
な
っ
て
ゐ
る
。
い
っ
た

ん
そ
の
境
遇
に
他
か
ら
間
接
に
で
も
、
同
情
の
寄
せ
ら
れ
た
の
を
知
る

と
、
感
激
し
、
頑
な
に
な
っ
た
心
も
く
づ
を
れ
て
鳴
咽
に
む
せ
ぶ
。
悲
喜

こ
も
ご
も
至
る
翁
丸
の
激
情
が
表
は
れ
て
ゐ
る
。

０
翁
丸
自
身
は
そ
の
行
動
及
び
心
理
を
自
分
で
説
明
し
な
い
か
ら
、
第
三
者

に
は
分
ら
な
い
。
第
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
心
情
傾
向
に
よ
っ
て
各
自

の
判
断
を
下
す
わ
け
で
あ
る
。
清
少
は
０
の
様
に
大
の
心
理
行
動
を
解
釈

し
観
照
し
て
文
章
に
し
た
の
で
あ
る
。
清
少
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
場
に

居
た
人
々
―
―
定
子
皇
后
、
女
一房
達
、
そ
し
て
お
そ
ら
く

一
条
天
皇
も
清



少
と
同
じ
判
断
を
下
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
定
子
皇

后
の
悲
境
に
同
情
し
、
そ
の
気
持
を
以
て
翁
丸
事
件
を
観
て
ゐ
る
の
で
あ

Ｚ
つ
。

＜ｃ，
犬
の
事
件
を
か
く
理
解
し
な
い
人
々
も
宮
廷
に
は
居
た
筈
で
あ
る
。
蔵
人

忠
隆
も
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
か
り
に
彰
子
中
宮
方
の
人
達
が
こ
の
事
件

を
見
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
身
に
泌
み
て
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

０
以
上
Ｏ
Ｄ
てｃ，
の
や
う
に
事
象
を
把
握
し
て
清
少
は
こ
の
文
章
を
草
し
た
。

ゆ
ゑ
に
こ
の
事
件
を
喜
劇
と
と
る
か
悲
劇
と
と
る
か
、
平
板
と
と
る
か
深

刻
と
と
る
か
、
異
談
珍
説
と
と
る
か
主
体
的
心
情
表
現
の
作
品
と
と
る
か

で
、
作
者
清
少
の
精
神
を
理
解
す
る
尺
度
と
な
し
得
る
と
思
ふ
。

（
議
）

○
池
田
亀
鑑
博
士
は
枕
草
子
評
釈

（雑
誌
、
国
丈
学
解
釈
と
鑑
賞
昭

和
二
三
年
九

・
十

一
。
十
二
月
号
）
「
あ
は
れ
」
の
話
証
に
お
い
て
、
「畜

生
の
身
な
が
ら
、
人
の
心
を
察
し
て
人
間
ら
し
い
行
動
を
と
っ
た
大
に
対

し
て
清
少
納
言
が
自
ら
の
全
感
情
を
移
入
し
、
そ
の
心
境
を
の
べ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
即
ち
犬
の
行
動
の
中
に
、
人
間
ら
し
い
も
の
を
見
出
し
て
感

動
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」
と
説
か
れ
、
正
に
従
ふ
べ
き
解
釈
で
あ
る
。

し
か
る
に
ま
た

「
を
か
し
」
の
語
護
で
、

「
を
か
し
は
、
大
の
行
動
を
知

性
に
照
し
て
批
判
し
て
ゐ
る
。
何
か
古
物
語
や
古
伝
説
な
ど
に
見
ら
れ
さ

う
な
面
白
さ
を
、
こ
の
大
の
行
動
に
見
出
し
て
、
面
白
く
感
じ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
」
と
説
か
れ
、
こ
れ
は
０
の
異
談
珍
説
の
立
場
で
あ
る
。
清
少

が

一
方
で
、

「温
い
同
情
心
に
よ
っ
て
大
の
く
づ
を
れ
る
激
情
」
に
陶
酔

し
な
が
ら
、
他
方
で
古
伝
説
的
面
白
さ
に
興
ず
る
と
い
ふ
二
重
人
格
的
心

理
か
ら
こ
の
作
品
を
草
し
た
と
思
へ
な
い
。
な
の
解
釈
で
は
、
「
を
か
し
」

は
こ
ヽ
で
は
弱
小
な
者
の
表
は
す
可
憐
美
を
指
す
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

木
尾
の

「
な
ほ
あ
は
れ
が
ら
れ
て
ふ
る
ひ
な
き
出
で
た
り

ほ
ど

こ
そ
云

々
」
の
条
に
示
さ
れ
た
同
博
士
の
解
釈
を
も
参
照
し
、
私
の
考
へ
方
と
同

じ
で
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
（
本
誌
８
頁
参
照
）

○
金
子
元
臣
翁
の
枕
草
子
評
釈
は
懇
切
詳
細
を
極
め
、
こ
と
に
こ
の
事
件
と

皇
后
の
身
上
と
を
連
関
さ
せ
た
点
で
敬
服
さ
れ
る
。
し
か
し
把
握
の
中
心

に
何
か
的
外
れ
な
も
つ
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
清
少
の
心
の
と
り
方
が
わ
れ

わ
れ
と
は
異
る
か
ら
で
あ
る
。

清
少
の
オ
筆
に
よ
っ
て
、
千
古
の
名
大
と
な
り
お
ふ
せ
、
人
口
に
謄
久

さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

（
枕
草
子
評
釈
六
二
頁
）

か
程
ま
で
大
に
同
情
し
た
の
は
、
清
少
の
性
格
と
し
て
、
俵
媚
な
猫
な

ど
よ
り
は
、
快
情
な
大
の
方
を
好
ん
だ
故
も
あ
ら
う
ｏ
（
同
右
）

金
子
翁
の
説
、
猫
よ
り
大
を
好
ん
だ

（前
註
）
等
と
い
ふ
事
は
私
に
は
考
へ

ら
れ
な
い
。
清
少
に
と
っ
て
は
猫
で
も
大
で
も
よ
い
の
だ
、
名
犬
伝
を
書
か
う

と
し
た
の
で
も
な
い
。
彼
女
は
翁
丸
を
普
通
の
大
に
す
ぎ
な
い
と
思

っ
て
ゐ
た

で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
眼
前
に
居
る
と
も
気
づ
か
な
か
っ
た
人
間
か
ら
発
せ
ら
れ

た
同
情
の
言
葉
に
よ
っ
て
、　
一
個
の
畜
生
が
涙
を
流
し
鳴
い
た
と
い
ふ
事
に
お

い
て
、
彼
女
は
自
己
の
全
心
を
を
の
ヽ
か
せ
た
。
∩
何
と
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
．

ら
う
！
」
と
）

清
少
は
薄
命
者
の
美
し
さ
と
か
、
小
さ
な
思
ひ
や
り
の
嬉
し
さ
と
か
い
ふ
や
う

な
心
的
体
験
を
始
終
経
験
し
て
を
り
、
か
う
い
う
問
題
に
沈
潜
し
て
ゐ
た
女
性

で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
た
ま
ノ
ヽ
翁
丸
の
行
動
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
こ
の
文
章

に
形
象
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
文
学
作
品
と
し
て
の
枕
草
子
の
、
こ
の
段

で
肝
要
な
所
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
清
少
の
さ
や
う
な
精
神
を
証
明
す
る
も
の
と

し
て
は
次
の
段
が
あ
る
。

高
の
事
よ
り
も
情
あ
る
事
は
男
は
更
也
、
女
も
こ
そ
め
で
た
く
覚
ゆ
れ
。
な

げ
の
詞
な
れ
ど
、
せ
ち
に
心
に
ふ
か
く
入
ら
ね
ど
、
い
と
ほ
し
き
事
を

「
い



と

ほ

し
」

と

も

、

あ

は

れ

な

る

を

ば

「
げ

に
如

何

に

思

ふ

ら

ん
」

な

ど

い

ひ

け

る

を

、

伝

へ

て
開

た

る

は

、

さ

し

向

ひ

て

い

ふ

よ

り

ヽ

嬉

し

。

い

か

で

此

人

に

思

ひ

知

り

け

り

と

も

見

え

に

し

が

な

と

、

常

に

こ

そ

覚

ゆ

れ

。

必

思

ふ

べ
き
人

訪

ふ
べ
き
人
は
、
　
き
る
べ
き

事
な
れ
ば
と
り
わ
か
れ
し
も
せ
ず
。

さ
も
あ
る
ま
じ
き
人
の
さ
し
い
ら

へ
を
も
、
心
易
く
し
た
る
植
嬉
し
き
わ
ざ

也
。

い
と
易
き
事
な
れ
ど
、
更

に
え
あ
ら
ぬ
事
ぞ
か
し
。

大

か
た
心
よ
き
人
の
ま
こ
と
に
か
ど
な
か
ら
ぬ
鷲
、
男
も
女
も
あ
り
が
た
き

事
な
め
り
。
又
さ
る
人
も
多

か
る
べ
し
。

（
春
曙
抄
、
岩
波
文
庫
阪

二
三
六

段

）

右
の
段
を
私
の
様
に
翁
丸
に
結
び

つ
け
て
説

い
た
人
は
未
だ
無

い
が
、
私
は
こ

の
両
段

こ
そ
具
体
的
事
例
と
抽
象
的
説
明
と
の
関
係
に
立

つ
も
の
で
、
そ
の
精

神
的
基
調
は
全
く
同

一
の
も
の
で
あ
る
と
考

へ
る
。

日
中
重
太
郎
氏
は
、

「
思
ふ
に
清
女
は
猫
よ
り
も
、
大
を
そ
の
性
格
的

に
は

愛
し
た
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
、
こ
の

一
段

に
見
え
る
翁
丸

に
対
す
る
彼
女

の

こ
ま
や
か
な
心
は

彼
女

の

女
性
と
し
て
の

や
さ
し
さ
を

十
分
教

へ
て
く
れ

る
。

あ

の

「
よ
ろ
づ

の
事

よ
り
も
人

は
情

あ

る

こ
と
」

と

い

っ
た

こ
の
冊
子

の
作
者

の
本
音

を
。
」
―

枕
草

子
評
解

七

六
頁
―

と
述

べ
ら
れ
た
が
、

こ

の

説

明
で
は
翁
丸

の
条

と

の
直
接

的
関
係

を
指

さ
れ
た

と
は
見
ら
れ

な

い
。

「
万

の
事

よ
り
も
情
あ

る
事

は
」

の
段

で
は

「
伝

へ
て
聞
き

た
る
は
さ
し
向

ひ
て
い
ふ
よ
り
も
嬉

し
」

と
あ

る

に
反

し
、
翁
丸

で
は
清
少

が
大

に
さ
し
向

つ

て
詞

を
か
け

た
様

に
見

え

て
矛
盾

の
様

で
あ

る
が
、
実

は
さ
し
向

っ
て
ゐ

た

の

は
翁
丸

な
ら

ぬ
他

の
大

で
あ
る

と

清

少

は

思

っ
て
ゐ

た

の
で
あ

り
、　

翁
丸
も

「
死

に
け
む

こ
そ
悲

し
け
れ
。
何

の
身

に
か
此

の
た
び

は
な

り
ぬ
ら
む
。

い
か

に
わ
び

し
き

心
地

し
け
む
」

と
言

っ
た
清

少

の
詞

を
、
自
分

に
直
接

向

け
ら
れ

た
も

の
と
し
て
聞

Ｌ
た

の
で
な
く

て
、
清

少

の
独

語

を
傍
聴

し
た

と
い
ふ
関
係

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
少
し
も
甑
嬬
し
な
い
。

清
少
が
腫
れ
汚
げ
な
る
犬
を
翁
丸
だ
と
知
り
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
な
い
顔

を
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
解
に
は
従
ひ
難
い
。
全
く
翁
丸
で
は
な
い
と
そ
の
持
は
思

っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
但
し
右
近
内
侍
の
心
事
だ
け
は
不
明
と
し
て
お
く
。

ら
』
け
っ
騨
は
「
郵
計
¨
漱
螺
コ

事
「漱

ぃ
は
「
鸞
議
独
“
は
家
摯
狂
一
腱
「
い

異
解
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
翁
丸
に
関
係
の
な
い
文
億
の
や
う
で
ぁ
る
が
、

私
解
に
よ
れ
ば
、

「真
実
心
と
才
能
の
両
方
を
併
せ
た
人
間
は
少
い
。
真
実
心

が
あ
る
か
と
思
ふ
と
ど
こ
か
愚
直
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
生
存
競
争
に
お
く
れ
が

ち
で
あ
る
。

（大
進
生
昌
を
見
よ
、
そ
し
て
翁
丸
を
見
よ
）
ま
た
此
世
で
栄
達
・

し
て
ゆ
く
人
は
と
か
く
明
哲
保
身
、
我
利
々
々
の
冷
血
漢
で
あ
る
。

（沿
々
た

る
宮
廷
社
会
の
男
女
を
見
よ
）
あ
ゝ
真
実
心
と
才
能
の
両
万
を
併
せ
た
人
は
ゐ

な
い
も
の
だ
ら
う
か
。
こ
の
宮
廷
社
会
に
は
見
当
ら
ぬ
様
で
あ
る
。
し
か
し
そ

ん
な
美
し
い
人
間
の
ゐ
る
社
会
も
ど
こ
か
に
は
あ
る
の
で
あ
ら
う
」
と
解
せ
ら

れ
て
、
や
は
り
無
関
係
の
事
で
な
い
。

二
、
か
ゝ
る
心

諸
先
学
が
翁
丸
の
段
を
か
ゃ
う
に
理
解
し
た
か
否
か
は
語
句
の
誰
解
だ
け
の

著
述
で
は
分
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
語
句
の
註
解
を
通
し
て
、
そ
の
理

解
の
深
さ
を
う
か
ゞ
へ
る
場
合
が
あ
る
。
次
に
一
つ
の
問
題
を
提
出
し
よ
う
。

〇
一
条
天
皇
の
お
詞
に

「あ
さ
ま
し
う
、
大
な
ど
も
か
、
る
心
あ
る
も
の
な
り

け
り
」
と
お
笑
ひ
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一か
飼
到
州
と
は
ど
ん
な
心
を
お

指
し
に
な
っ
た
か
。

右
に
対
す
る
諸
説
を
分
類
す
る
と
次
の
通
り
に
な
る
。

①
初
め
は
お
そ
れ
、
今
は
か
な
し
む
心
を
指
す
と
す
る
ヽ
の



春
曙
抄
（
季
吟
）
。
集
証
（
関
根
正
直
Ｙ

評
釈
（
池
田
亀
鑑
、
春
曙
抄
を
ひ
き
、

そ
の
後
で
、
文
意

「
お
ど
ろ
い
た
ね
、
大
な
ど
も
こ
ん
な
人
間
の
や
う
な
気

持
が
あ
る
も
の
だ
っ
た
ね
と
お
笑
ひ
に
な
る
」
と
附
加
せ
ら
れ
た
）
等
。

②
勅
勘
を
蒙

っ
た
為
か
く
れ
し
の
び
深
く
畏
り
た
る
心
、　
含
ま
た
は
そ
れ
に
近

似
の
心
）
を
指
す
と
す
る
も
の

通
釈
（
武
藤
元
信
Ｙ

選
釈

（
佐
々
政

一
稿
、
山
内
二
郎
補
、
か
く
勅
勘
を
蒙

っ
た
が
為
に
、
我
が
種
性
を
隠
し
世
を
恐
れ
て
憚
る
と
い
ふ
考
Ｙ

新
釈
（
水

井

一
孝
）
。
全
釈
（
栗
原
武

一
郎
）
等

０
勅
勘
を
憚
る
心
を
指
す
と
す
る
も
の

評
釈

へ
金
子
元
巨
、
驚
く
や
う
に
、
大
な
ど
で
も
こ
ん
な
勅
勘
を
憚
る
心
は

持
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
よ
Ｙ

精
神
と
釈
義
（
田
中
重
太
郎
Ｙ

選
釈
（岸
上

慎
二
）
等

０
身
の
上
を
く
ら
ま
さ
う
と
す
る
心
を
指
す
と
す
る
も
の

校
註
枕
草
子

（
吉
沢
義
則
）

０
前
述
の
や
う
な
本
段
の
理
解
か
ら
私
の
解
答
は
次
の
様
に
な
る
。

弱
少
な
も
の
の
逆
境
に
陥

っ
て
依
惜
地
に
な
っ
て
ゐ
た
心
が
、
他
人
の
親
切

に
ふ
れ
て
突
然
ほ
と
び
、
鳴
咽
に
む
せ
ぶ
と
い
ふ
心
を
指
す
。

春
曙
抄
の
説
は
近
い
が
中
心
を
と
ら
へ
て
ゐ
な
い
。
ま
た
勅
勘
を
憚
る
心
と

か
謹
慎
す
る
心
と
か
は
あ
ま
り
に
も
形
式
的
皮
膚
的
で
あ
る
。　
天
皇
が
直
接

か
ヽ
る
心
と
言
日
は
れ
た
の
か
、
或
は
も

っ
と
具
体
的
に

「
人
の
親
切
が
分

っ

て
、
感
激
す
る
や
う
な
心
」
な
ど
と
具
体
的
に
言
は
れ
た
の
を
、
清
少
が
か
ヽ

る
と
簡
約
し
た
の
か
、
そ
れ
は
何
れ
と
も
分
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
清
少
の
解

釈
し
た
天
皇
の
心
は
右
に
述
べ
た
通
り
で
な
け
れ
ば
な
い
な
い
。
ま
た
歴
史
的

事
実
と
し
て
も
、
天
皇
の
御
心
は
、
清
少
の
解
釈
し
た
の
と
同
じ
で
あ
ら
う
と

思
は
れ
る
。

次
に
、　
一
千
年
前
の
大
の
心
が
果
し
て
勅
勘
を
憚
る
こ
と
な
ど
で
な
く
て
、

親
切
に
く
づ
を
れ
て
泣
き
出
す
心
で
あ

っ
た
と
断
じ
得
る
か
？
と
反
間
す
る
余

地
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
栗
原
氏
曰
く

あ
ま
り
の
折
鐘
に
翁
丸
は
極
度
に
人
間
を
怖
れ
た
。
す
べ
て
の
人
間
が
自
分

に
危
害
を
加

へ
る
も
の
と
見
え
た
事
で
あ
ら
う
。
女
房
た
ち
が
呼
ん
で
も
尾

を
振
る
わ
け
に
行
か
な
か
っ
た
。
今
や
っ
と
女
一房
た
ち
に
害
心
の
な
い
の
が

分

っ
て
来
た
。
そ
こ
で
ひ
れ
ふ
し
て
甘
え
た
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
か
う

底
を
割

っ
て
は
味
も
素
気
も
な
い
。
や
は
り
勅
勘
を
憚

っ
た
も
の
と
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
全
釈

「
今
ぞ
立
ち
う
ご
く
」
の
解
）

「勅
勘
を
憚
る
」
と
い
ふ
こ
と
に
何
か
そ
ぐ
は
ぬ
も
の
を
感
じ
な
が
ら
、
あ

ま
り
本
当
を
云
ふ
の
は
味
も
素
気
も
な
い
と
云
は
れ
る
が
、

「，私
は
勅
勘
を
憚

る
」
と
解
す
る
事
こ
そ
本
段
を
味
も
素
気
も
な
く
す
る
も
の
だ
と
思
ふ
。
季
吟

は
勅
勘
な
ど
と
考
へ
て
ゐ
な
い
が
、
武
藤
翁
あ
た
り
か
ら
勅
勘
を
憚
る
と
い
ふ

考
に
と
ら
は
れ
、
多
く
の
学
者
が
こ
れ
を
踏
襲
し
て
ゐ
る
。
栗
原
氏
は
動
物
心

理
学
的
に
、
そ
の
時
の
大
の
心
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
を
云
為
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
は
こ
ゝ
で
は
第

一
の
問
題
で
な
い
。
肝
要
な
事
は
動
物
の
心
を
清
少
が
如

何
に
解
釈
し
た
か
、
動
物
を
通
じ
て
彼
女
の
心
情
が
如
何
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る

か
で
あ
る
。

「
か
ヽ
る
心
」
を
私
の
様
に
解
し
た
人
は
い
ま
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。
こ
れ

は

一翁
丸
」
全
章
に
対
す
る
諸
学
者
の
根
本
的
把
握
が
、
如
何
に
い
ヽ
か
げ
ん

で
的
外
れ
で
あ
る
か
を
示
す

一
証
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

三
、
私
解
三
題

文
意
の
理
解
は
個
々
の
話
句
の
意
味
を
基
に
す
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
同

時
に
個
々
の
語
旬
の
意
味
内
容
は
全
文
意
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
翁
丸
の
段



全
体
の
意
味
及
び
主
題
の
あ
り
方
を
前
述
の
様
に
理
解
し
た
木
稿
に
お
い
て
　
　
　
　
方
を
と
っ
て
お
く
。

は
、

「
か
ヽ
る
心
」
の
場
合
の
如
く
、
語
旬
の
意
味
内
容
の
と
り
方
を
他
の
研
　
　
①

「
い
ひ
あ
ら
は
し
」
た
内
容
を
誰
が
今
ま
で
匿
し
て
ゐ
た
か

究
家
と
は
異
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
二
三
に
と
ゞ
ま
ら
ぬ
。
こ
ヽ
で
は
　
　
　
０
清
少
か

そ
の
最
も
著
し
い
三
ヶ
条
を
あ
げ
て
批
判
を
受
け
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１０
女
一房
か

第
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｎ
大
か

○
つ
ひ
に
こ
れ
を
い
　
′
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
こ
と
な
ど
笑
ふ
に

（
三
巻
木
、
朝
日
古
　
　
　
　
も
し
清
少
が
匿
し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
清
少
は
腫
れ
汚
げ
な
る
大
を
翁
丸

典
全
書
枕
草
子
に
よ
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
と
知

っ
て
ゐ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
は
、
「
さ
は
こ
れ
翁
丸
に
こ
そ

〇
つ
ひ
に
い
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
な
ど
笑
は
せ
給
ふ
に

（
春
曙
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
け
れ
、
よ
べ
は
隠
れ
忍
び
て
あ
る
な
り
け
り
と
ぁ
は
れ
に
て
を
か
し

〇
こ
れ
を
つ
い
て
に
い
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
な
ど
笑
は
せ
給
ふ
に

（
伝
能
因
木
、　
　
　
　
き
こ
と
限
な
し
。
御
鏡
を
も
う
ち
お
き
て

『
さ
は
翁
丸
』
と
言
ふ
に
」
の

吉
沢
氏

「
校
註
枕
草
子
」
底
本
十
二
行
古
活
字
本
に
よ
る
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
感
動
は
全
く
作
為
の
狂
言
に
な
っ
て
、
こ
の
段
全
体
が
ぶ
ち
こ
は
さ
れ
て

い
こ
の
語
句
の
発
言
者
は
誰
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま
ふ
。
こ
ヽ
は
昨
夕
の
女
一房
評
定
で
、
翁
丸
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な

０
天
皇
と
す
る
説

（磐
斎
抄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
清
少
も
だ
い
た
い
さ
う
思

っ
て
ゐ
た
。
そ
の
大
が
ふ
る
ひ
わ
な
、
い

②
皇
后
と
す
る
説

（
春
曙
抄
以
下
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
で
、
「
や
は
り
翁
丸
だ

っ
た
の
か
！
」

と
木
心
か
ら
感
動
す
る
の
で

③
清
少
と
す
る
説

（武
藤
、
永
井
、
栗
原
、
池
田
、
吉
沢
諸
氏
）　
　
　
　
　
　
　
　
意
味
が
あ
る
。
前
か
ら
知

っ
て
ゐ
た
の
で
は
こ
の
感
動
は
お
こ
ら
な
い
。

０
女
房
と
す
る
説

（
田
中
氏
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
子
、
栗
原
、
池
田
、
吉
沢
の
諸
先
生
が
こ
の
解
を
と
ら
れ
る
こ
と
は
私

「給
ふ
」
の
あ
る
伝
能
因
本
、
春
曙
抄
本
に
従
へ
ば
、
①
か
②
に
な
り
、
三
巻
　
　
　
　
の
理
解
に
苦
し
む
所
で
あ
る
。
か
く
し
て
ゐ
た
の
は

「大
」
自
身
で
な
け

本
を
と
れ
ば
③
か
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
頑
に
そ
っ
ぽ
を
む
い
て
ゐ
た
態
度
を

「
か
く
し
て

椰
何
を

「
い
ひ
ぁ
ら
は
し
」
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
た
」
と
清
少
が
解
説
し
た
の
で
あ
る
。

０
翁
丸
が
可
哀
相
だ
と
の
気
持

（
田
中
氏
、
全
書

・
精
神
と
釈
義

・
評
解
Ｙ
　
　
　
以
上
の
諸
要
因
を
矛
盾
な
く
説
い
た
も
の
は
現
代
の
著
書
に
は
な
い
の
で
あ

⑥
こ
の
大
が
翁
丸
で
あ
る
こ
と

（武
藤
氏
以
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
私
解
に
よ
れ
ば
、　
フ
め
ん
な
に
名
を
呼
ば
れ
て
も
大
が
依
惜
地
に
知
ら
ぬ

０
誰
が

「
い
ひ
あ
ら
は
し
」
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顔
を
し
て
ゐ
た
の
に

（
Ｉ
）、
親
切
心
を
以
て
満
少
納
言
が

（
７
）、　
翁
丸
だ

０
清
少
か

（諸
説
、
大
体
こ
れ
以
外
に
は
な
い
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
ふ
こ
と
を

（
６
）
、
い
ひ
あ
ら
あ
し
て
し
ま
っ
た
の
ね
、
ま
あ
す
ば
ら
し

０
翁
丸
自
身
か

（
こ
れ
も
な
か
ノ
Ｖ
面
白
い
考
へ
で
あ
る
が
、
こ
の
説
の
人
　
　
い
ぢ
ゃ
な
い
の
と
皇
后
さ
ま
け
　
（
２
）、

う
れ
し
さ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

、

は
無

い

）

０
０

の
何
れ

で
も

、
私

の
以
下

の
考

へ
方

に
矛
盾

し
な

い
が

、
ま
づ
０

の

（
２

の

６

の

７

の

１１

）

皇
后
か
天
皇
か
は
決
定
的
に
は
決
め
ら
れ
な
い
が
、
清
少
と
の
間
柄
か
ら
考



へ
、
彼
女
の
真
心
を
よ
く
知

っ
て
を
い
れ
る
皇
后
と
す
る
方
が
よ
り
よ
い
で

あ
ら
う
。

こ
の
文
の
先
行
旬
に
異
文
あ
り
、
「ら

ひ
に
こ
れ
を
…
…
３
一巻
本
）、　
つ
ひ

に

‥
ス
春
曙
抄
）、
こ
れ
を
つ
い
て
に
（十
二
行
古
活
字
本
と

は
伝
能
因
本

を
と
れ
ば
吉
沢
博
士
の

「
こ
れ
を
き

っ
か
け
に
」
に
従
ひ
た
い
。
即
ち

「顔

が
は
れ
た
様
だ
」
と
か

一，何
か
手
当
を
し
て
や
ら
う
か
」
な
ど
と
ガ
ヤ
／
く
ヽ

清
少
や
女
房
達
の
評
定
の
初

っ
た
こ
れ
を
き

っ
か
け
に
、
初
め
て
皇
后
さ
ま

が

「
い
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
こ
と
！
」
と
深
い
感
動
の
お
詞
を
も
ら
さ
れ
た
。

解
詞
が
簡
単
な
た
め
に
後
の
学
者
は
見
の
が
し
て
し
ま
っ
た
が
、
季
吟
は
こ
の

部
分
に
関
す
る
限
り
私
説
と
矛
盾
し
な
い
。

○
中
宮
御
詞
、
翁
丸
と
い
ひ
あ
ら
は
し
た
る
と
也

（
春
曙
抄
）

盤
斎
抄
で
も
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
見
当
ち
が
ひ
で
は
な
い
が
こ
の
解
に
関
す
る
限
り

後
世
に
な
る
ほ
ど
誤

っ
た
方
向
へ
進
ん
で
し
ま
っ
た
と
言
は
ぎ
る
を
得
な
い
。

第
　
　
二

〇
な
ほ
あ
は
れ
が
ら
れ
て
ふ
る
ひ
な
き
出
で
た
り
し
こ
そ
よ
に
知
ら
ず
を
か
し

く
あ
は
れ
な
り
し
か

（
三
巻
本
）

○
な
ほ
あ
は
れ
が
ら
れ
て
ふ
る
ひ
な
き
出
で
た
り
し
ほ
ど
こ
そ
よ
に
し
ら
ず
を

か
し
く
あ
は
れ
な
り
し
か

（
春
曙
抄
）

○
な
は
あ
は
れ
が
ら
れ
て
ふ
る
ひ
鳴
き
い
で
た
り
し
程
こ
そ
よ
そ
し
ら
ず
を
か

し
く
あ
は
れ
な
り
し
か

（
十
二
行
古
活
字
本
、
よ
そ
は
よ
に
の
誤
字
と
考
へ

る
）

企
意
の
と
り
方
に
二
種
あ
る
。

①
鏡
を
持

っ
て
皇
后
に
伺
侯
し
て
ゐ
た
清
少
の
前
で
翁
丸
が
ふ
る
ひ
泣
き
出
し

た
時
の
事
を
回、
藤
し、
て、
な
る、
と、
ぃ
ろ、
と
す
る
説

（
佐
々
。
永
井

。
金
子

。
日

中
′

・
池
田
諸
氏
）

②
鏡
を
持

っ
て
伺
侯
し
て
ゐ
る
清
少
の
前
で
翁
丸
が
ふ
る
ひ
泣
き
出
し
た
事
件

と
は
別
に
、
翁
丸
な
こ
と
が
全
部
の
人
々
に
分

っ
た
後
、
ま
た
あ
は
れ
が
ら

れ
て
再
び
翁
九
が
ふ
る
ひ
泣
き
、
御
前
を
選
出
し
た
事
件
が
あ

っ
た
と
す
る

説

（
春
曙
抄
？

・
武
藤

・
岸
上
？

・
池
田
諸
氏
）

〔
護
〕

？
印
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
解
詞
か
ら
、
②
の
説
ら
し
く
思
は
れ

‘
　

る
も
の

○
池
田
博
士
は
伝
能
因
本
に

「
ほ
ど
」
の
語
あ
る
に
よ
り
、
そ
の
日
の
出

来
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
①

の
解
釈
を
と
ら
れ
な
が
ら
、「
な
ほ
」

が

「
を
か
し
く
あ
は
れ
な
り
し
か
」
を
修
飾
す
る
点
に
無
理
が
あ
る
と
し

て
別
解
②
を
立
て
ら
れ
る
。
し
か
し
０
と
②
は
矛
盾
す
る
事
実
で
あ
る
か

ら
二
者
そ
の
一
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
対
し
て
同
博
士
は
解
決
を

与
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
度
清
少
の
前
で
泣
い
た
翁
九
が
、
も
い
ち
ど
皆
か
ら
あ
は
れ
が
ら
れ
る
と

再
び
ふ
る
ひ
な
き
、
勅
勘
も
と
け
、
人
々
の
感
心
す
る
中
を
退
出
し
て
行
っ

た
。
そ
の
事
に
清
少
が
ま
た
と
な
く
感
動
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
何
と
い
ふ
気

の
ぬ
け
た
茶
番
劇
だ
ら
う
。
一
度
と
二
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
が
、
三
度
の
方
に

感
動
す
る
満
少
で
あ
っ
た
ら
枕
草
子
は
書
け
な
か
っ
た
だ
ら
う
。
清
少
も
決
し

て
三
度
泣
い
た
と
は
言
は
な
い
。
た
ゞ
「
い
ま
ぞ
た
ち
う
ご
く
」
と
言
っ
た
だ

け
。
尻
尾
を
ふ
リ
ク
ン
ク
ン
言
ひ
な
が
ら
、
あ
ち
こ
ち
動
い
た
の
で
あ
ら
う
。

と
は
ど
う
し
て
も
①
の
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
ゞ
０
と
す
る
と
池
田
博
士

の
云
は
れ
た
よ
う
に
、
な
目
が
邪
魔
に
な
る
。
こ
の
潤
劇
の
た
め
諸
家
は
②
の

説
を
立
て
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

こ
れ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
潤
ぼ
の
意
味
用
法
の
吟
味

な
ほ
は
ど
の
話
を
修
飾
す
る
か



０

「
あ

は

れ

が

ら

れ

て
」

を

修

飾

す

る

と

い

ふ

説

磐

斎

抄

（
猶

あ

は

れ

が

ら

れ

と

は

彼

Ｆ

ぃ

一、

た

が

な

か

な

ど

が

分

む

ケ

む

。

（
傍

点

筆

者

）

武

藤

翁

（
翁

丸

が

勅

勘

ゆ

る

さ

れ

て
後

猶

人

に

あ

は

れ

が

ら

れ

て

、

い

か

に
感

じ

け

ん

。

傍

点

筆

者

）

②

「
を

か

し

く

あ

は

れ

な

り

し

か

」

を

修

飾

す

る

と

い

ふ

説

選

釈

（
佐

々
政

一
稿

・
山

内

二
郎

補

、

猶

、

下

の

を

か

し

く

あ

は

れ

な

り

し

か

へ
続

け

て
解

釈

す

る

べ

き

で

あ

る

）

永

井

氏

（
今

想

っ

て

見

て

も

矢

張

り

世

に

類

な

く

面

白

く

哀

れ

で

あ

っ

た

。

な

ほ

、

「
を

か

し

く

あ

は

れ

な

り

し

か
」

に

か

ヽ

る

副

詞

）

金

子

氏

（
な

ほ

。

下

の

「
を

か

し

く

あ

は

れ

な

り

し

か
」

に
係

る

副

詞

）

栗

原

氏

（
な

ほ

。

下

の

「
を

か

し

く

あ

は

れ

な

り

し

か
」

に

か

ヽ

る

）

池

田

氏

、
　

０
「

［

を

強

ひ

て
解

釈

す

る

な

ら

「
を

か

し

く

あ

は

れ

な

り

し

か
」

を

修

飾

す

る

も

の

と

見

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

だ

ら

う

。

）

０

「
ふ

る

ひ

な

き

出

で

た

り

し

」

を

修

飾

す

る

と

い

ふ
説

池

田

氏

（
評

訳

）

氏

は

②

の
解

を

試

み

な

が

ら

、

な

ほ

落

着

き

か

ね

て

、

更

に

別

解

を

示

さ

れ

た

。

「
な

ほ
」

と

い

ふ

副

詞

は

三

巻

本

に

も

能

因

本

に

も

共

通

す

る

か

ら

原

本

の

も

の

で

あ

っ
た

と

見

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

が

、

や

ヽ

不

自

然

で

あ

り

強

ひ

て
解

釈

す

る

な

ら

「
を

か

し

く

あ

は

れ

な

り

し

か
」

を

修

飾

す

る

も

の

と

見

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

だ

ら

う

。

し

か

し

さ

う

い

ふ

副

詞

の
解

釈

に

は

盤
（
理

が

あ

り

は

せ

ぬ

か

。

ま

た

「
ふ

る

ひ

な

き

い

で

た

り

し
」
の
「
い

で
」

に

も

解

釈

上

の

無

理

が

あ

る

と

思

ふ
。

「
泣

き

い
づ

」

と

い

ふ

成

語

を

認

め

る

と

し

て

も

や

は

り

心

ゆ

か

ぬ

も

の

が

の

こ

る

。

こ

れ

は

一削

に

の

べ

た

こ

と

と

は

別

の

事

実

を

の

べ

て

ゐ

る
‐も

の

と

見

る

べ

き

で

は

な

い

か
。

即

ち

勅

勘

が

と

け

た

の

で

、

人

々

か

ら

ふ

び

ん

が

ら

れ

て

、

前

と

同

じ、
謄

に、
身

ぶ

る

ひ

を

し

、

な

き

な

が

ら

御

前

を

退、
下、
し、
一
出、
て、
魯

っ、
た、
そ

の
大

の

後

ろ

す

が

た

を

あ

ら

た

め

て

「
を

か

し

く

あ

は

れ

」

な

る

も

の

と

見
た
と
い
ふ
の
で
は
な
い
か
。

（
傍
点
筆
者
）

池
田
博
士
は
大
が
劇
馴
洲
潤

ぐ

と
い
ふ
事
実
が
三
度
あ
り
、
日
司

は
そ
の

三
度
目
な
る
こ
と
を

示
す

副
詞

と

解
せ
ら
れ
て
、

前

と
同
じ
様
に
と
訳

さ

れ
、

「
ふ
る
ひ
な
き

い
で
」

を
修
飾
す
る
と
考

へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
ふ

る
ひ
な
き
が
三
度
あ

っ
た
と
す
る
こ
と
に
対

し
て
は
前

に
反
対
し
た
通

り
で

あ
る
。

「
な
き

い
で
」

の
い
で
を

退
出
と

解
す
る

よ
り
は
も

っ
と

自
然
な

一
泣
き
初
め
た
」

と
解
す
る
こ
と
の
妥
当
な
こ
と
に
つ
い
て
は
次

の
私
説

に

お
い
て
述

べ
る
で
あ
ら
う
。

④
以
上
の
①
②
Ｏ
の
何
れ
に
属
す
る
か
不
明

の
説

岸

上

氏

（
ま

だ

（

一
人

々

に

）

可

哀

さ

う

が

ら

れ

て
…

…

）
。

内

海

氏

（
な

ほ

「
後

に
な

っ
て
も
な
ほ
し
。

日
中
氏

（
そ
れ
に
し
て
も

（
私

に
）
同
情

の
言
葉

を
か
け
ら
れ

て
、
身
を
ふ
る
は
せ
て
喘
き
出
し
た
時

こ
そ
、
…
）

田
中
氏
の
説
か
れ
る

「
そ
れ
に
し
て
も
」
は
軽

い
接
続
を
示
す
様
な
使

ひ

方
だ

と
解
し
得
る
が
、
こ
の
場
合
現
代
語
に
な
ら
あ
て
は
ま
る
で
あ
ら
ヶ
。

し
か
し
当
時
め

文
章

と
し
て
は
に
は
か
に
従
ふ
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。

０
筆
者
は
大
段

の
趣
旨

に
即
し
て
次

の
様
に
考

へ
る
。

・
　

他
人
か
ら
同
情

の
詞
を
か
け
ら
れ
る
と
、
あ
ん
な
に
依
惜
地

に
そ

っ
ぼ
を

む

い

て

ゐ

た

大

で

も

や

は

り

身

を

ふ

る

は

し

て

泣

き

出

し

た

。

そ

の
時

こ

そ

（
あ

ん

な

に
頑

な

に

な

っ

て

ゐ

て

も

や

は

り

情

に

は

ほ

だ

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る

と

見

え

て

）

ま

こ

と

に

可

憐

で

も

あ

り

可

哀

相

で

も

あ

っ
た

。

即

ち

な

ほ

は

「
ふ

る

ひ

な

さ

い

で

た

り

し
」

に

か

ヽ

り

、

②

の

中

へ
は

い

る

が
、
池
田
博
士
と
は
全
く
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。



私

の
解

す

る

な

ほ

の

意

味

及

び

用

法

は

、

当

時

の

も

の

と

し

て

は

最

も

あ

　

り

ふ

れ

た

も

の

で

あ

る

。
　

大

言

海

な

ほ

〔
直

ノ
義

、　

共

事

フ

曲

ゲ

ズ

シ

テ

、

本

ノ

マ

ヽ

ナ

ル
意

ズ

し

ン

Ｌ

′

モ
。

ヤ

ハ
ッ

「
あ

は

れ

が

ら

れ

て

、

な

ほ

ふ

る

ひ

な

き

い

で

た

り

し

ほ

ど

こ

そ

、

世

に

し

ら
ず

を
か

し
く
あ

は
れ

な
り
し
か
」

と
あ

る

べ
き
も

の
だ

が
、
潤
日

に
強

調

が
あ

る
た

め
、
文
初

に
出

た
ま

で
で
あ

る
。

「
泣
き

い
で
た

り
し
」

の
い
で
に
池

田
氏

は
困
ら
れ

て

「
退
下
」

と
さ
れ

た

が
、
大

が
泣

く
ま

い
と
じ

っ
と
こ
ら

へ
に
こ
ら

へ
て
ゐ
た
が
、
清
少

の

一
言

で
我
慢

で
き

な
く

な

っ
て
、
た
う

と
う
泣
き
出

し
た

の
で
あ
る

か
ら

、

「
泣

き

い
で
」

が
生
き

て
く

る
。

「
な
き

い
で
」

で
な
く

て
は
な
ら

な

い
。

「
な

き

し
ほ
ど

こ
そ
」

で
は
力

が
抜

け

て
し
ま

ふ
。

第

　

　

一二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

〇

人

々
に
も
言

は
れ

て
泣
き

な
ど
す

（
十

二
行
古
活

字
本

）

○

人

々
に
も

い
は
れ

て
な
き

な
ど
す

（
春
曙
抄

）

〇
人

な
ど

こ
そ
人

に

い
は
れ

て
な
き

な
ど
は
す
れ

（
三
巻

本

）

①
異

談
珍
説

の
見
地

か
ら

こ
の
語
句

を
解

し
た
も

の

磐

斎
抄

へ
人

々
に
も

と
は
、
逸
物

な
れ
ば

こ
み
、
人

々
に
も

い
ひ
は

や
さ
れ

て

あ
れ

と
地

の
詞
也
。

又
云
、
け
だ

も

の
な
れ
ど

も
す
ぐ

れ

た
る
心
あ

る
故

に

後

迄

も

人

々

に

い

ひ

出

し

あ

は

れ

し

う

お

も

は

れ

ん

と

也

、

お

ろ

か

な

る

人

に

あ

た

り

た

る

下

の

心

あ

る

べ

し

。

）

芳

誌

（
岡

西
惟

中
。

人

々

モ
カ

ハ

ュ
ヤ
ノ
で
、ヽ
卜
云
也
。
是

マ
デ
大
猫

な
ど

の

上

こ
間

み

ヽ
こ
と
な
る
も

の
な
り
）

全
く
頓
珍
漢
な
解
釈
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

②
清
少
が
大
に
同
情
し
た
時
こ
の
と
を
、
後
に
な
っ
て
人
々
か
ら
話
の
種
に
言

ひ
出
さ
れ
、
ま
た
思
ひ
出
し
て
清
少
が
泣
く
と
解
し
た
も
の

季
吟
。
金
子
氏

・
吉
沢
博
士

（
そ
の
当
時
の
こ
と
を
清
少
自
身
と
云
ひ
い

で
、
ま
た
人
々
に
い
ひ
出
さ
れ
て
泣
い
た
り
す
る
）

し
か
し
、
こ
の
説
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
に
既
に
疑
間
が
出
さ
れ

て
ゐ
る
。
す
な
わ
ち
、

枕
草
子
存
疑

（
岡
本
保
孝
、
大
ノ
心
こ
人
々
こ
ア
ハ
レ
カ
ラ
ル
ヽ
ウ
ハ
サ

フ
イ
ハ
レ
テ
大
の
意
こ
モ
感
シ
テ
ナ
キ
ナ
ト
ス
ル
ヘ
シ
。
季
吟
ノ
説
イ
カ

ヽ
）
（傍
点
筆
者
）

全
体
の
意
味
と
し
て
は
正
し
く
、
そ
の
点
で
次
の
０
に
入
れ
て
も
よ
い
が
、

た
ゞ
保
孝
の
解
は

「
人
々
に
も
い
は
れ
て
な
き
な
ど
す
」
の
語
句
の
正
し
い
知

解
の
上
に
立

っ
て
の
解
釈
で
な
く

（
彼
は
、
「人
々
に
い
は
れ
て

，」―
犬
ノ
心
ニ

人
々
ニ
ア
ハ
レ
カ
ラ
ル
ヽ
ウ
ハ
サ
フ
イ
ハ
レ
テ
。
「
な
き
な
ど
す
‐」―
犬
ノ
意
ニ

モ
感
シ
テ
ナ
キ
ナ
ト
ス
ル
ョ
。
と
解
し
て
ゐ
る
。
か
く
こ
の
語
旬
に
お
い
て
は

「
な
き
な
ど
す
」
る
主
体
は
直
接
に
は

「
人
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り

保
孝
は
語
句
の
倫
理
的
な
解
釈
の
自
覚
か
ら
で
な
く
、
云
は
ゞ
あ
て
推
量
で

「

大
が
泣
く
」
と
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
意
味
構
成
が
誤
で
あ
る
か

ら
０
に
は
入
れ
ら
れ
な
い
。
彼
自
身
も
そ
れ
を
感
じ
て
か

一
…
…
ナ
ル
ヘ
シ
」

と
自
信
の
な
い
言
ひ
方
を
し
て
ゐ
る
）
事
件
全
体
の
見
通
し
か
ら
、
か
う
で
あ

ら
う
と
推
定
し
た
の
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
そ
の
推
定
が
当

っ
た
ま
で
で
あ
る
。

③
こ
の
話
句
の
解
は
間
一根
博
士
に
至

っ
て
正
解
に
達
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
千

蔭
の
対
校
し
た
吉
本

（
多
分
三
巻
本
で
あ
ら
う
。
千
蔭
の
対
校
本
に
つ
い
て

は
筆
者
未
見
）
を
参
考
せ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

集
証

（
関
根
正
直
）。
春
曙
本
に
は

「
人
々
に
も
い
は
れ
て
な
き
な
ど
す
」
と

あ
り
て
、
註
に
哀
な
り
し
事
を
人
に
い
は
れ
て
、
清
少
の
な
く
由
に
解
か

れ
た
る
、
本
文
と
共
に
議
も
誤
れ
り
。
余
が
所
蔵
の
慶
安
二
年
版
行
の
素

本
に
は
、　
一‐人
々
に
い
は
れ
て
な
き
な
ど
は
す
れ
」
と
あ
り
。

之
を
千
蔭



は
古
本
に
校
へ
て
、
上
の
方
を

「
人
な
ど
こ
そ
人
に
い
は
れ
て
云
々
」
と

訂
し
た
り
。

（
末
は
古
本
も
素
本
も
同
じ
こ
と
な
り
）
か
く
あ
り
て
こ
そ

よ
く
聞
え
た
れ
。
そ
の
意
は
人
間
こ
そ
他
人
に
憐
み
い
は
れ
て
、
泣
き
な

ど
は
す
れ
。
畜
類
は
い
か
で
さ
る
事
あ
ら
ん
と
思
ひ
た
る
に
、
実
に
も
、

主
上
の
宣
給

へ
る
如
く
大
だ
に
か
ヽ
る
心
あ
る
も
の
な
り
け
り
、
と
の
意

を
合
め
た
る
な
り
。

私
の
解
く
本
段
の
趣
旨
か
ら
言

へ
ば
、
ど
う
し
て
も
こ
の
説
の
通
り
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

【
註
】
島
津
博
士
も
自
分
の
愛
大
の
経
験
か
ら
こ
の
解
に
達
せ
ら
れ
、
泣
く
の
は

清
少
で
な
く
、
大
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
方
が
ず
っ
と
面
白

い
と
思
ふ
と
述
べ
ら
れ
た
。
（
鎌
倉
つ
れ
づ
れ
草
二
三
一
頁
）

明
治
四
十
年
九
月
に
出
た
武
藤
元
信
翁
の
通
釈
に
は

「
他
ょ
り
き
る
事
を

い
は
れ

て
は
、　
人
な
ら
ば
、　
往
事
を
思
ひ
出
し
て
泣
き
な
ど
す
べ
け
れ

ど
、
大
は
さ
る
事
も
あ
る
ま
じ
く
思
ひ
し
に
、
今
は
大
も
し
か
り
と
也
―

傍
点
筆
者
―
と
あ
っ
て
、
③
の
説
に
似
て
ゐ
る
や
ぅ
で
あ
る
が
、
傍
点
の

部
分
が
誤
で
あ
り
、
こ
れ
は
０
と
０
の
混
合
説
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
関
根
博
士
を
正
解
第

一
人
者
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

関
根
博
士
は
三
巻
本
の
本
文
を
是
な
り
と
し
て
採
用
さ
れ
、
正
し
い
意
味
を

開
陳
さ
れ
た
。
私
も
全
く
同
感
で
あ
り
、
現
代
諸
家
も
そ
れ
に
従
ふ
人
が
多
い

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
古
活
字
本
や
春
曙
抄
の
本
文
の
如
き
伝
能
因
本
系
の
本

文
を
関
根
博
士
の
や
う
に
、
誤
と
し
て
簡
単
に
捨
て
去
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

関
根
博
士
は
、
○
人
な
ど
こ
そ
人
に
い
は
れ
て
な
き
な
ど
は
す
れ
２
二
巻
本
）

∨
○
人
々
に
い
は
れ
て
な
き
な
ど
は
す
れ

（
慶
安
二
年
素
本
、
私
の
調
査
に

。
　
よ
れ
ば

「
人
々
に
も
…
…
」
と
な
っ
て
ゐ
た
）
∨
○
人
々
に
も
い
は
れ
て
な

き
な
ど
す

（
十
二
行
古
活
字
本
、
春
曙
抄
本
）
と
考

へ
ら
れ
る
や
ぅ
で

あ

る
。
但
し
Ａ
∨
Ｂ
は
Ｂ
よ
り
も
Ａ
が
正
し
さ
形
の
意
味
。
す
れ
の
方
が
す
よ

り
も
条
件
句
と
し
て
は
適
当
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
慶
安
二
年
素
本
の
方
が

古
活
字
本
よ
り
も
原
形
に
近
い
と
考

へ
ら
れ
た
。

世
の
研
究
家
に
二
傾
向
あ
る
。
三
巻
本
は
伝
能
因
本
に
比
し
て
よ
く
分
る
と
こ

ろ
が
多
い
。
こ
の
合
理
的
な
と
こ
ろ
を
以
て
三
巻
本
を
原
本
に
近
い
と
す
る
人

と
、
わ
か
ら
な
い
点
の
多
い
こ
と
不
合
理
の
点
の
多
い
こ
と
で
伝
能
因
本
が
原

本
の
姿
を
残
す
こ
と
多
し
と
す
る
人
と
で
あ
る
。
金
子
、
池
田
、
吉
沢
、
坂
元

三
郎

（
枕
草
子
の
疑
義
少
々
）
の
諸
氏
は
後
者
で
あ
る
。

○
こ
の
部
分
だ
け
は

（
人
々
に
も
い
は
れ
て
の
所
）
三
巻
本
の
方
が
通
じ
や

す
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
追
記
の
疑
ひ
が
生
じ
な
い
で
も
な
い
（
池
田
博
士
）

○
人
々
た
も
言
は
れ
て
泣
き
な
ど
す
…
…

「
そ
の
当
時
の
こ
と
を
清
少
自
身

芝
云
ひ
い
で
、
ま
た
人
々
に
い
ひ
出
さ
れ
て
泣
い
た
り
す
る
」
と
釈
く
ベ

き
も
の
で
あ
ら
う
。
３
口
沢
博
士
）

吉
沢
博
士
が
校
註
枕
草
子
の
底
本
に
、
春
曙
抄
、
通
釈
等
を
と
ら
ず
、
誰
釈

上
難
点
の
多
い
十
二
行
古
活
字
本
を
と
ら
れ
た
趣
旨
を
、
証
釈
上
難
点
の
多
い

と
い
ふ
こ
と
は
人
手
が
加
は
っ
て
ゐ
な
い
為
と
見
て
よ
い
場
合
が
多
い
や
う
で

あ
る

（
校
註
枕
章
子
、
校
訂
に
つ
い
て
）
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
私
も
伝
能

因
本
に
ひ
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
ゝ
で
も
伝
能
因
本
の

「
人
々
に
も
い
は
れ

て
な
き
な
ど
す
」

を
む
げ
に
捨
て
ら
れ
な
い
か
ら
、　
こ
の
形
を
吟
味
し
て
み

る
。
す
る
と
次
の
二
つ
の
考

へ
方
が
生
ず
る
。

①

「
人
々
に
も
い
は
れ
て
な
き
な
ど
す
」

（伝
能
因
本
）

の
形
が
原
本
の
姿
で

あ
る
が
、　
そ
れ
で
は
人
に
十
分
理
解
で
き
な
い
の
で
、
「人
な
ど
こ
そ
人
に

云
は
れ
て
云
々
」

（
三
巻
本
）
の
形
が
、
原
著
者
又
は
後
人
の
手
に
よ
っ
て

出
来
た
。

「
不
合
理
な
語
句
↓
　
〈
●
理
的
な
語
句
」
と
い
ふ
こ
と
は
考

へ
ら
れ
る
こ
と
で

10



あ
る
。

②
三
巻
本
の
形
が
原
木
の
姿
で
あ

っ
て
、そ
れ
か
あ
伝
能
因
本
の
形
が
生
じ
た
。

「合
理
的
な
形
↓
　
不
合
理
な
形
」
と
い
ふ
変
化
の
必
然
性
は

一
寸
考

へ
ら

れ
な
い
。
廃
語
と
か
難
語
の
あ
る
時
．は
誤
写
も
あ
り
得
る
が
、
こ
の
文
章
は

何
れ
も
平
易
な
語
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
わ
ざ
ノ
くヽ

不
合
理
な
文
章
に
改

写
し
て
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
は
特
別
な
理
由
の
な
い
限
り
、
考
へ
に
く
い
こ
と

で
あ
る
。

さ
す
れ
ば
①
の
方
を
起
り
得
べ
き
変
化
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
伝
能
因
木

の
形

「
人
々
に
も
云
々
」
を
何
と
か
生
か
さ
う
と
す
る
吉
沢
、
池
田
、
金
子
諸

氏
の
試
み
の
生
ず
る
所
以
で
あ
る
。
た
ゞ
私
に
は
そ
の
生
か
す
方
法
と
し
て
の

解
釈
が
賛
成
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

私
は
最
後
に
別
の
解
釈
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

○
人
々
に
も
い
は
れ
て
な
き
な
ど
す

（
伝
能
因
本
）
こ
れ
は
こ
の
ま
ヽ
原
本

の
姿
で
あ
る
が
、
た
ゞ
読
方
が
ち
が
ふ
。
即
ち

「
ひ
と
び
と
…
…
」
で
な
く
て

「
ひ
と
、
ひ
と
に
も
い
は
れ
て
…
…
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
意
味

は
全
く
三
巻
本
の
木
文
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
ゞ

「
人
人
に
も
」

又
は

「
人
々
に
も
」
と
書
か
れ
た
字
面
を
、
原
著
者
以
外
で
は

「人
、
人
に
も

い
は
れ
て
…
…
」
と
読
み
得
る
人
が
少
か
っ
た
と
思
は
れ
、
誤
読
は
原
著
者
の

同
時
代
人
の
間
に
も
既
に
生
じ
た
と
思
は
れ
る
。
三
巻
本
の
本
文
は
か
ヽ
る
誤

読
を
懸
念
し
た
原
著
者
叉
は
有
識
者
に
よ
っ
て

一，人
な
ど
こ
そ
、
人
に
い
は
れ

て
…
…
」
と
訂
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
か
や
う
に
推
測
す
る
。

四
、
枕
草
子
の
精
神
内
容
と
表
現
形
式

次
表
上
段
は
池
田
博
士
が
枕
草
子
の
内
容
と
前
田
家
木
の
巻
の
立
て
方
と
に

よ
り
各
条
を
分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（岩
波
文
庫
版
春
曙
抄
解
説
二
〇
頁

参
照
）
下
段
は
そ
れ
に
対
応
し
た
私
の

枕
草
子
内
容
分
類

（
池
田
博
士
）

第

一
類
　
天
然
自
然
の
現
象
又
は
客

観
物
に
関
す
る
も
の

日
は
。
雲
は
。
降
る
も
の
は
。

法
師
は
。
女
は
。

物
語
は
。
尋
一は
。

第
二
類
　

工ヽ
観
的
な
精
神
内
容
に
閲

す
る
も
の

め
で
た
き
も
の
。

あ
は
れ
な
る
も
の
。

第
三
類
　
四
季
の
情
趣
に
関
す
る
も

の

正
月

一
日
は
。

（
下
段
Ａ
へ
入

れ
る
）

五
六
月
の
夕
つ
か
た
。

（
下
段

Ｃ

へ
入
れ
る
）

第
四
類
　
自
然
ス
は
人
生
の
感
想
に

関
す
る
も
の

男
は
め
お
や
な
く
な
り
て
ハ
乱
〕

若
く
て
よ
さ
男
の
。

第
五
類
　
日
記
紀
行
等
に
関
す
る
も

の

淑
景
合
東
官
に
ま
ゐ
り
給
ふ
。

分
類
で
あ
る
。

（
蟹
一　
者
）

日
は
。
雲
は
。
降
る
も
の
は
。

法
師
に
。
女
は
。

物
語
は
。
畳
は
。

正
月

一
日
は
。
（第
三
類
よ
り
）

春
に
。
（第
三
類
・３

）

め
で
た
と
も
の
。

あ
は
れ
な
る
も
の
。

五
六
月
の
夕
つ
か
た
。
（第
三
類

よ

り

）

七

月

ば

か

り

に
風

い
た

う

吹

き

て
。

２
盈

曇
銀

よ

り

）

若
く
て
よ
さ
男
の
。

淑
景
合
東
宮
に
ま
ゐ
り
給
ふ
。

う
へ
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
。

BＣＤ

　

．



（
護
）
「
男
は
め
お
や
な
く
な
り
て
」
の
段
は
科
見
よ
っ
て
除
外
す
る
。
之
に

つ
い
て
は
別
の
機
会
に
の
べ
る
。

池
田
博
士
の
分
類
の
第
二
類
に
属
す
る
も
の
を
二
つ
に
分
け
、

「
正
月

一
日

は
」
、
「
春
は
」
、
な
ど
は
天
然
自
然
の
現
象
又
は
客
観
物
に
関
す
る
も
の
と
し

て
第

一
類
に
入
れ
て
Ａ
類
と
し
、
「
五
六
月
の
夕
つ
か
た
」
「
七
月
ば
か
り
に
風

い
た
う
吹
き
て
」
な
ど
を
自
然
又
は
人
生
の
感
想
に
関
す
る
も
の
と
し
て
第
四

類
に
入
れ
て
Ｃ
類
と
す
れ
ば
、
第
二
類
は
解
消
し
て
全
体
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
四
類

に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
護
）前
国
家
本
の
分
類
を
原
著
者
の
も
の
で
な
く
後
人
の
も
の
と
見
る
。
従

っ
て
筆
者
の
如
き
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
四
類
別
も
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

ま
た
枕
草
子
の
多
く
の
文
章
の
冒
頭
に
か
ゝ
げ
ら
れ
た

「
日
は
」
「物
語
は
」
一‐

め
で
た
き
も
の
」

「あ
は
れ
な
る
も
の
」

な
ど
の
題
に
な
る
詞
を
題
詞
と
呼
ぶ

な
ら
ば

（
こ
れ
を
枕
詞
、
枕
な
ど
と
呼
ぶ
人
も
あ
る
が
、
枕
草
子
に
お
け
る

一

枕
」
に
就
て
は
学
説
が

一
定
し
な
い
か
ら
、
し
ば
ら
く
之
を
避
け
る
こ
と
に
す

る
）
次
の
こ
と
が
一一員

る
。

Ａ
　
題
詞
あ
り
。
題
詞
の
末
尾

「
は
」

Ｂ
　
題
詞
あ
り
。
題
詞
の
末
尾

「も
の
」

Ｃ
　
題
詞
な
し
。

Ｄ
　
題
詞
な
し
。

い
ま
Ｂ
類
を
吟
味
し
て
み
る
に
、

う
つ
く
し
き
も
の

（
題
詞
）

減率は〕嗽“瑚̈
ｒ口奪確”一肇”傘「を、｝盆説明詞）

い
と
う
つ
く
し
。
（
心
情
詞
）

（春
曙
抄
岩
波
文
庫
版

一
三
六
段
）

（
以
下
文
例
番
号
は
春
曙
抄
岩
波
丈
庫
版
に
よ
る
）

「
う
つ
く
し
き
も
の
」

は
題
詞
で
あ
り
、
後
の

「
い
と
う
つ
く
し
」

は
素
材

と
な
っ
た
事
物
現
象
に
対
す
る
著
者
の
感
想
心
情
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
か
り
に
心
情
詞
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
Ｂ
類
の
題
詞
は
こ
の
心
情
詞
に

「

も
の
」
を
つ
け
る
に
す
ぎ
な
い
。
Ｂ
類
の
文
章
に
は
心
情
詞
が
文
中
、
文
末
に

存
す
る
場
合
が
多
い
。

Ｃ
類
は
題
詞
は
な
い
が
、
心
情
詞
は
殆
ど
す
べ
て
の
場
合
に
見
ら
れ
る
。
例

へ
ば

〇
五
六
月
の
夕
か
た
、
青
き
草
を
細
う
う
る
に
し
く
切
り
て
、
赤
衣
着
た
る
こ

ち
ご
の
、
小
さ
き
生
を
き
て
、
左
右
に
い
と
多
く
持
ち
行
こ
そ
、
す
ず
ろ
に

を
か
し
け
れ
。
２
〓
Ｉ
Ｃ

「
を
か
し
け
れ
」
は
右
に
の
べ
た
心
情
詞
で
あ
る
が
、
こ
の
文
に
は
題
詞
が
な

い
。
し
か
し
、
心
情
詞
か
ら
題
詞

「
を
か
し
き
も
の
」
を
作
る
こ
と
は
容
易
で

あ
り
、
も
し
之
を
文
頭
に
置
け
ば
、　
こ
れ
即
ち
、　
Ｂ
類
に
転
ず
る
こ
と
に
な

る
。
要
す
る
に
Ｂ
類
と
Ｃ
類
は
根
本
的
に
観
て
同
性
質
の
文
章
で
あ
る
。

次
に
Ｄ
類
の
文
章
は
題
詞
も
な
く
、
心
情
詞
も
容
易
に
見
当
ら
ず
、
そ
の
点

Ｃ
類
と
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
諸
家
に
よ
っ
て
宮
廷
雑
記
と
か
身
辺
日
記
と
か

云
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。　
一翁
九
」
が
こ
の
類
に
属
す
る
こ
と
、
ま
た
諸
家
の

一
致
し
て
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
之
を
単
な
る
雑
記
と
見
ず
、　
一‘

弱
き
も
の
ヽ
頑
な
さ
が
温
き
心
に
よ
っ
て
ほ
と
び
る
時
の
悲
喜
の
感
情
」
を
主

題
に
し
た
作
品
と
観
、
清
少
の
心
情
的
把
握
に
よ
っ
て
統

一
さ
れ
て
ゐ
る
文
学

作
品
と
観
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
即
ち
清
少
の
主
情
引
洲
ｄ
、
お

は
れ
、
叉
は
あ
さ
ま
し
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
語
が
即
ち
こ
の

段
の
心
情
詞
で
あ
る
。
さ
う
知
っ
て
こ
の
段
を
読
む
と

Ｃ
此
の
ね

（
ゐ
ナ
ラ
ン
）
た
る
大
、
ふ
る
ひ
わ
な
ゝ
き
て
、
涙
を
た
だ
落
し
に

落
す
。
い
と
あ
さ
ま
し
。
さ
は
こ
れ
、
翁
丸
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
よ
べ
は
隠



れ
忍
び
て
あ
る
な
り
け
り
と
、
あ
は
れ
に
て
、
を
か
し
き
こ
と
限
な
し
。
…

〇
な
ほ
あ
は
れ
が
ら
れ
て
、
ふ
る
ひ
喘
き
出
で
た
り
し
程
こ
そ
、世
に
知
ら
ず
、

を
か
し
く
あ
は
れ
な
り
し
か
。

あ
は
れ
、
を
か
し
、
あ
さ
■
し

（
註
）
な
ど
の
詞
が
作
者
の
感
情
を
表
は
す
も

の
と
し
て
目
に
つ
く
。

（
議
）
一，あ
さ
ま
し
」
善
悪
何
れ
の
方
に
も
、
あ
さ
れ
る
位
、
ぞ
っ
と
す
る
ほ

ど
、
甚
し
き
こ
と
を
言
ひ
、
枕
草
子

「
あ
さ
ま
し
き
も
の
」
の
条
で
は

悪
い
方
の
甚
し
き
こ
と
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
　
こ
ゝ
の

「
あ
さ
ま

し
」
は
よ
い
方
に
用
ひ
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
源
氏
桐
壼

「
か
ヽ
る
人

も
世
に
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
と
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
目
を
驚

か
し
給
ふ
」
枕
草
子
、
め
で
た
き
も
の

「蔵
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
之
も

い
は
ず
ぞ
あ
さ
ま
し
く
め
で
た
き
や
」
の
類
で
あ
る
。

こ
の
心
情
詞
か
ら
題
詞

「あ
さ
ま
し
き
も
ρ
一
又
は

「
を
か
し
き
も
の
」
「

あ
は
れ
な
る
も
の
」
を
作
れ
ば
容
易
に
Ｂ
類
に
も
転
ぜ
し
め
得
る
の
で
あ
る
。

春
曙
抄
二
一
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」

（
Ｂ
類
）

の
構
造
を
吟
味
す
る
に

す
さ
ま
じ
き
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・‥
‥
題
　
詞

¨
峙
】
静
け
］
嘲
】
“
】

′ ゃ
も

な
り
つ
る
　
一

‥
壺
嘔
明
詞

一本
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

い
み
じ
う
い
と
ほ
し
う
、
す
さ
ま
じ
げ
な
り
…
…
心
情
詞

即
ち
こ
の
文
章
の
根
本
的
構
造
は
題
詞
、
素
材
詞
、
説
明
詞
、
心
情
詞
か
ら
成

立
ち
、
素
材
詞
、
説
明
詞
、
心
情
詞
の
三
つ
が
説
明
の
部
を
構
成
し
て
ゐ
る
。

満
少
は
い
く
つ
か
の
素
材
詞
を
天
来
の
金
玉
の
や
う
に
羅
列
す
る
か
と
思
ふ

と
、　
突
然
、　
特
定
の
一系
材
に
つ
い
て
鎮
々
と
説
明
を
試
み
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
説
明
に
盛
ら
れ
た
内
容
は
彼
女
が
体
験
し
た
事
件
で
あ
る
。　
一‐除
目
に
司

得
ぬ
人
の
家
」
の
様
子
は
父
元
軸
の
身
の
上
そ
の
ま
ゝ
で
あ
ら
う
。
も
し
こ
の

題
詞
及
び
素
材
詞
が
な
く
、
説
明
詞
だ
け
が
孤
立
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
と

り
も
な
ほ
さ
ず
Ｄ
類
の
文
章
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
反
対
に

一‐翁
丸
」
の
条
に

題
詞
及
び
素
材
詞
が
つ
い
て
次
の
様
に
で
も
な
れ
ば
、
即
ち
Ｂ
類
に
列
せ
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
。

題
　
詞

…
…
…
素
材
詞

ひ  さ
賜 う と ま

い は へ の し
と り に '晴  き
を て さ に も
か 云 ぶ 感 の

し 々 ら ず ⌒
く   ふ る れ を

｝…説明詞

、

あ

は

れ

な

り

　

　

　

　

　

　

　

　

・…

…

‥
心

情

詞

Ｄ
類
の
諸
作
品
を
鑑
賞
す
る
に
当
っ
て
は
、
そ
の
文
章
の
底
を
流
れ
る
清
少
の

主
情
を
と
ら
へ
、
こ
の
主
情
に
よ
っ
て
そ
の
文
意
を
統

一
把
握
す
る
こ
と
の
必

要
な
る
理
由
が
分
明
に
な
っ
た
で
あ
ら
う
。
こ
の
主
情
を
把
握
し
な
け
れ
ば
、

所
謂
平
板
無
味
な
る
雑
記
と
な
り
終
り
、
単
に
史
的
資
料
と
し
て
の
価
値
し
か

発
見
出
来
ぬ
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
Ａ
類
に
つ
い
て
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
三
類

と
異
っ
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
が
、
根
本
的
の
構
造
は
異
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
　
・３

′
υ
。

御 大 な か

猫   るし
は   もき
｀  の も

力>    Lの
う  でヽ
ぶ   も¬
lJ  よあ

υヽクま



○
淵
は
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
題
　
詞
　
　
　
　
　
　
　
０
　
素
材
詞
、
心
情
詞
を
敏
い
た
も
の

っ
一

一
「
一

カヽ つ 底
一
『
崚
瑚
践
て

　
　
　
　
　
一一
一
一
一
¨
や
一
説
　
明
　
　
　
¨

一
［
一
¨
一
一
一
一
¨
一
一
』
一
一
一
一
一
一
っ
ぃ
一

・
‐

（
一 説 ‐

¨
一
［
一な
　

．４

す
な
わ
ち
題
詞
、
説
明
の
二
部
よ
り
成
り
、
説
明
が
素
材
詞
、
説
明
詞
、
心
情
　
　
も
し
Ｄ
類
の

一‐翁
丸
」
を
Ａ
類
の
形
式
で
表
現
す
る
な
ら
次
の
や
う
に
な
る
。

詞
の
三
部
分
に
分
た
れ
る
。
こ
れ
Ｂ
類
と
根
本
的
に
は
構
造
が

一
致
す
る
わ
け
　
　
　
○
大
は

（
題
詞
）
翁
丸

（
素
材
詞
）
ひ
と
の
情
を
知
り
て
ふ
る
ひ
喘
き
出
で

で
あ
る
。
Ａ
類
は
題
詞
を
敏
く
こ
と
は
な
い
が
、
た
ゞ
素
材
詞
、
説
明
詞
、
心
　
　
　
　
た
り
し
こ
そ

（
説
明
詞
）
を
か
し
く
あ
は
れ
な
れ

（
心
情
詞
）

情
詞
が
、
あ
る
場
合
に
は
そ
の
一
を
敏
き
、
あ
る
場
合
に
は
そ
の
二
を
鋏
く
た
　
　
ン」
れ
は
Ａ
類
と
Ｄ
類
が

一
見
す
れ
ば
全
く
異
質
の
文
章
に
見
え
な
が
ら
、
実
は

め
に
、
こ
の
類
は
六
種
に
細
分
類
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
分
類
表
参
照
）
　
　
　
作
者
清
少
の
心
の
奥
に
お
い
て
一
定
し
て
ゐ
る
心
情
作
用
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

的
　
は
説
明
詞
、
心
情
詞
を
敏
い
た
も
の
。

（
①
②
ｌ
は
分
類
表
の
種
類
を
　
　
ら
れ
、
ま
た
文
章
の
構
造
に
お
い
て
も
Ａ
、
Ｄ
両
類
の
間
に
は
共
通
し
た
構
造

示
す
。
以
下
同
じ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

○
海
は
。
水
う
み
。
（
十
六
）

Ａ
類
に
お
い
て
も
肝
要
な
事
は
、
題
詞
や
素
材
詞
が
、
心
情
に
は
関
係
の
な

○
山
は
。
小
倉
山
。
三
笠
山
。
こ
の
く
れ
山
。
わ
す
れ
山
。
（
十

一
）

い

「山
」
や

「橋
」
の
如
き
非
情
物
の
羅
列
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
背
後
に
あ

「海
は
」
、
「山
は
」
が
題
詞
で
あ
り
、
そ
の
下
に
続
く
説
明
の
部
と
し
て
は
、

っ
て
満
少
の
主
情
が
こ
れ
を
統

一
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
単
に
辞
書
的
語
彙

た
ゞ
素
材
詞
の
羅
列
が
あ
る
ば
か
り
。
こ
れ
が
枕
草
子
に
非
常
に
多
い
。
興
味

的
に
物
名
を
蒐
集
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
へ
心
情
詞
が
現
は
れ

あ
る
こ
と
に
は
、
か
や
う
な
素
材
詞
を
お
し
わ
け
て
、
説
明
詞
や
心
情
詞
が
湧

て
ゐ
な
く
て
も
、
心
情
作
用
が
底
流
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
名
に
血
が
通
っ
て

出
る
こ
と
が
あ
る
。

く
る
の
で
あ
る
。
物
名
が
実
在
、
仮
托
、
空
想
の
何
れ
で
も
よ
い
、　
い
な

一

②
　
説
明
詞
の
添
う
た
も
の

○
春
は
（
題
詞
）
曙
（
素
材
詞
）
や
う
′
ヽ
自
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
　
　
見
、
無
秩
序
に
不
鍋
奔
放
に
唸
ら
べ
ら
れ
る
ほ
ど
、
彼
女
の
心
情
の
躍
る
の
が

あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る

（
説
明
詞
）
―

一
―
　
　
感
ぜ
ら
れ
る
。
（
例
文
の
下
の
漢
数
字
は
岩
波
文
庫
版
の
段
を
示
す
）

０
　
心
情
詞
の
み
添
う
た
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×
　
　
　
　
×

○
草
は

（
題
詞
）
葵

（
素
材
詞
）
い
と
を
か
し

（
心
情
詞
）

―
五
五
Ｉ
　
　
　
　
Ａ
類
と
Ｂ
類
の
相
異
点
は
題
詞
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
根
本
的
に
は
相
似
た
性

０
　
素
材
詞
、
説
明
詞
、
心
情
詞
を
備

へ
た
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
格
を
有
し
相
互
転
換
し
得
る
も
の
な
る
こ
と
を
述
べ
よ
う
。

○
山
は

（
題
詞
）
か
た
さ
り
山
こ
そ

（
素
材
詞
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
類
の
題
詞

議
に
所
を
き
け
る
に
か
と
。
（
説
明
詞
）
を
か
し
け
れ
（
心
情
詞
）―
十

一
―
　
　
　
　
山
は
。
峯
は
。
春
は
。
遊
び
は
′。
修
法
は
。
主
殿
司
こ
そ
。



こ
の
構
造
は
高口
日
Ｈ
円
日
困
図
目
日
日
Ｍ
一で
あ
る
。
名
詞
の
う
ち
最
も
多

い
も
の
は
、
山
、
峯
な
ど
の
具
体
名
詞
で
あ
り
。
そ
れ
以
外
の
作
用
名
詞
、

抽
象
名
詞

（
遊
び
、
修
法
な
ど
）
も
少
数
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
詞
は
作
者

の
思
考
の
対
象
に
な
る
も
の
を
示
す
名
詞
で
あ
る
か
ら
対
象
詞
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
。

Ａ
類
題
詞
…
…
画
Ш
肉
‐詞‐口
□
圏
日
関
＝
□
Ч
一

Ｂ
類
の
題
詞

す
さ
ま
じ
き
も
の
。
に
く
き
も
の
。
こ
と
こ
と
な
る
も
の
。
こ
ヽ
ろ
ゆ
く

も

の
。

た

ゆ

ま

る

ヽ

も

の
。

こ
の
構
造
は
形
容
詞
、
形
容
動
詞
、
又
は
そ
の
他
の
活
用
麿
語
で
あ
っ
て
、

主
体
の
心
情
を
示
す
詞
―
―
こ
れ
を
私
が
心
情
詞
と
呼
ぶ
こ
と
は
前
述
の
通

り
―
―
に
も
の
の
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

Ｂ
類
題
詞
…
…
Ｔ
世
鱒
甲
■
ｉ
ス
二

対
象
詞
は
主
体

（
清
少
）
の
思
考
対
象
を
あ
ら
は
す
詞
で
あ
り
、
心
情
詞
は

主
体

（
清
少
）
の
心
情
を
あ
ら
は
す
詞
で
あ
る
。
然
る
に
現
に
主
体
に
或
る
心

情

（
う
つ
く
し
、
に
く
し
き
等
）
を
起
さ
せ
つ
ヽ
あ
る
物
は
、
と
り
も
な
ほ
さ

ず
主
体
が
そ
の
思
考
作
用
を
及
ぼ
し
つ
ヽ
あ
る
物
、
対
象
で
あ
る
。

例

へ
ば
、
主
体
に

一，す
さ
ま
じ
」
と
い
ふ
心
情
を
起
さ
せ
て
ゐ
る
物
―
春
の

網
代
―
は
、
主
体
が
現
に
思
考
し
つ
ヽ
あ
る
物
―
思
考
対
象
―
に
外
な
ら
ぬ
。

す
さ
ま
じ
―
心
情
詞

春
の
網
代
―
す
さ
ま
じ
き
＋
物
＝
対
象
詞

こ
の
関
係
か
ら
次
の
事
が
云
へ
る
。

心
情
詞
十
も
の
―
対
象
詞

然
る
に
、
心
情
詞
＋
も
の
Ｉ
Ｂ
類
の
題
詞
　
で
あ
る
。
故
に

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

簡
単
に
言

へ
ば
、
Ｂ
類
の
題
詞
に

「
は
」

（
叉

ハ
こ
そ
）
を
つ
け
れ
ば
、
Ａ

類
の
題
詞
と
な
る
の
で
あ
る
。

Ａ
類
と
Ｂ
類
が
構
造
上
、
ま
た
思
考
作
用
上
、
近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
之

に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
ら
う
。
私
は
論
理
を
た
ゞ
弄
ん
で
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
ｃ

次
に
そ
の
実
例
を
示
す
。

○
世
の
中
に
猶
い
と
心
憂
き
物
は

（春
曙
抄
本
二
三
四
。
三
巻
本
も
同
じ
）

○
か
し
こ
き
も
の
は
　
　
　
　
　
（
三
巻
本

一
八
二
）

○
悪
き
物
は
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
曙
抄
本
二
四
八
）

○かうやあらむと見ゆるものは
（峰欅蝉杜〓〓・。ヽ
見ゆ‐夕゙
ク）

○
見
る
物
は
　
　
　
　
　
　
　
　
（
春
曙
抄
本

一
八
五
、
三
巻
本
も
同
じ
）

（
見
ゆ
る
見
る
な
ど
は
心
情
詞
と
言
へ
な
い
が
、
主
体
の
作
用
を
表
す

も
の
、
作
用
詞
で
あ
る
か
ら
、
心
情
詞
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
考
へ
て

よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
他

「
降
る
も
の
は
」

（
二
〇
七
）

の
例
が
あ
る

が
、
降
る
は
対
象
の
属
性
で
あ
る
か
ら

「
降
る
物
は
」
は
Ａ
類
本
来
の

も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
な
い
）

右
の
例
は
元
来
Ｂ
類
的
な
題
詞
で
あ
る
も
の
が
、
少
し
形
式
を
変
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
容
易
に
Ａ
類
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
「見
ゆ
る
も
の
は
」
３
一巻
本
）
の

如
き
は
春
曙
抄
大
「見
ゆ
る
も
の
」
と
あ
っ
て
未
だ
Ｂ
類
形
式
を
保
っ
て
ゐ
る
。

同

一
文
章
に
お
い
て
、
伝
木
に
よ
り
Ａ
類

・
Ｂ
類
の
両
方
に
題
詞
形
式
の
分
れ

て
ゐ
る
こ
と
は
、
こ
の
両
題
の
相
互
転
換
性
を
物
語
る
も
の
と
云
へ
よ
う
。

要
す
る
に
Ａ

・
Ｂ

・
Ｃ

・
Ｄ
の
四
類
が
外
形
頗
る
相
異
し
て
ゐ
る
に
も
か
ヽ

は
ら
ず
、　
一
歩
反
省
す
れ
ば
極
め
て
類
似
の
性
格
及
び
構
造
を
有
し
、
容
易
に

相
互
転
換
し
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
分
類
表
を
示
す
で
　
１５

あ
ら
う
。



枕

草

子

形

式

分

類

表

○
は
該
当
項
ロ
ノ
存
在
、

／
ハ
非
存
在
フ
示
ス
。

例
ヘ
バ
Ａ
類
第
四
種
ノ
文

章

二
於
テ
ハ
題
詞
ハ
対
象

詞
ガ
使
用
サ
レ

（
心
象
詞

フ
題
詞
こ
用
ヰ
ズ
）、　
説

明
ノ
部
分
デ
ハ
素
材
詞
ア

レ
ド
説
明
詞
ナ
ン
、
心
情

詞
ア
リ
、

（
例
文
、
草
は

ａ
、
葵
ｃ
、
い
と
を
か
し

ｅ
ｌ
五
五
―
）

心
情
作
用
ハ
作
者
清
少
ノ

心
情
作
用
デ
ア
ル
ガ
、
ソ

ノ
存
否
ラ
判
断
ス
ル
ハ
鑑

賞
者
ノ
主
観
ニ
ヨ
ル
、
私

ノ
主
観
ニ
ヨ
ッ
テ
存
在
ス

ル
ト
判
断
ン
テ
○
フ
附
ン

タ

。

（
こ
の
表
は
大
部
分
の
文
例
か
ら
帰
納
し
た
類
別
で
あ
る
が
、
未
だ
全
部

の
も
の
に
及
ば
な
い
。
従
て
仮
定
の
域
を
出
な
い
。
全
部
に
互
っ
て
検
討

す
れ
ば
、
な
ほ
四
類
十
五
種
の
何
れ
に
も
属
せ
ず
、
中
間
的
な
存
在
を
発

見
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
枕
草
子
の
文
章
は
事
実
の
解
釈
は
出
来
て

も
、
私
の
様
に
作
者
の
底
流
す
る
主
情
を
と
ら
へ
る
こ
と
を
旨
と
す
る
者

に
と
っ
て
は
、
如
何
に
と
ら
へ
る
べ
き
か
に
迷
は
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
多

く
、
未
だ
疑
間
の
も
の
も
相
当
存
す
る
。
し
か
し
比
較
的
分
明
な
類
型
と

い
ふ
意
味
で
い
ち
お
う
四
類
十
五
種
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
ｃ
）

例
１、海
は。水
う
みパ
一六六堪蹴
芹
魂轄理数葬敵
が嬌
裁妙
酔猥
耗嫁）

２
、
淵
は
。
な
い
り
そ
の
淵
。
誰
に
い
か
な
る
人
の
教
へ
し
な
ら
む
。

（
一
五
）

３
、
淵
は
。
か
し
こ
淵
。

い
か
な
る
底
の
心
を
見
え
て
、
き
る
名
を
つ
き
け

む
と
、　
い
と
を
か
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

４
、
草
は
。
葵
。

い
と
を
か
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
五
）

５
、
二
月
五
日
は
。
曇
り
く
ら
し
た
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八

）

６
、
修
法
は
。
仏
眼
真
言
な
ど
よ
み
た
て
ま
つ
り
た
る
。
な
ま
め
か
し
う
た

ふ
と
し
ｏ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

２

０
こ

７
、
す
さ
ま
じ
き
も
の
。
除
目
に
司
得
ぬ
人
の
家
。
今
年
は
必
ず
と
聞
き
て

‥
…
六
中
略
Ｙ
…
‥
。
す
さ
ま
じ
げ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
貧
一
一
）

８
、
騒
が
し
き
も
ぅ
。
暗
う
成
て
ま
だ
火
も
と
も
さ
ぬ
程
に
、
ほ
か

，
ヽ

よ

り
人
の
来
集
り
た
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
〓

一し

９
、
す
さ
ま
じ
き
も
の
。
昼
は
ゆ
る
大
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ
〓

）

１０
、
た
ゆ
ま
る
ヽ
も
の
。
寺
に
久
し
く
籠
り
た
る
。
　
　
　
　
　
Ｃ
〓
じ

１１
、
す
さ
ま
じ
さ
も
の
。
家
ゆ
す
り
て
取
り
た
る
婿
の
来
ず
な
り
ぬ
る
。

い

と
す
さ
ま
じ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
〓

）

〔
三
十
九
頁
に
続
く
〕




