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一

　

あ
る
表
現
に
つ
い
て
の
小
さ
な
解
釈
の
変
更
が
、
物
語
の
読
み
取
り
を
大
き

く
変
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
意
図
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば

よ
い
が
、
十
分
な
検
討
を
経
ず
に
行
わ
れ
た
場
合
は
、
問
題
の
所
在
に
気
づ
く

こ
と
す
ら
難
し
い
。
特
に
そ
の
変
更
が
「
誤
読
」
に
基
づ
く
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

小
さ
な
誤
読
が
思
わ
ぬ
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

  

本
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
に
お

け
る
桐
壺
更
衣
の
和
歌
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
（
１
）。

少
し
長
い
が
、

前
後
を
含
め
て
引
用
し
よ
う
。

Ａ
限
り
あ
れ
ば
、
さ
の
み
も
え
と
ど
め
さ
せ
た
ま
は
ず
、
御
覧
じ
だ
に
送
ら

ぬ
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
言
ふ
方
な
く
思
ほ
さ
る
。
い
と
に
ほ
ひ
や
か
に
う

つ
く
し
げ
な
る
人
の
、
い
た
う
面
痩
せ
て
、
い
と
あ
は
れ
と
も
の
を
思

ひ
し
み
な
が
ら
、
言
に
出
で
て
も
聞
こ
え
や
ら
ず
、
あ
る
か
な
き
か
に

消
え
入
り
つ
つ
も
の
し
た
ま
ふ
を
御
覧
ず
る
に
、
来
し
方
行
く
末
思
し

め
さ
れ
ず
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
泣
く
泣
く
契
り
の
た
ま
は
す
れ
ど
、
御

答
へ
も
え
聞
こ
え
た
ま
は
ず
、
ま
み
な
ど
も
い
と
た
ゆ
げ
に
て
、
い
と

ど
な
よ
な
よ
と
わ
れ
か
の
気
色
に
て
臥
し
た
れ
ば
、
い
か
さ
ま
に
と
思

し
め
し
ま
ど
は
る
。
輦
車
の
宣
旨
な
ど
の
た
ま
は
せ
て
も
、
ま
た
入
ら

せ
た
ま
ひ
て
さ
ら
に
え
ゆ
る
さ
せ
た
ま
は
ず
。「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
後

れ
先
立
た
じ
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
を
。
さ
り
と
も
う
ち
棄
て
て
は
え

行
き
や
ら
じ
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
、
女
も
い
と
い
み
じ
と
見
た
て
ま

つ
り
て
、

　
　
　

 

「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
、
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
こ
え
ま

ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、

か
く
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
な
ら
む
を
御
覧
じ
は
て
む
と
お
ぼ
し
め
す

に
、「
今
日
は
じ
む
べ
き
祈
禱
ど
も
、
さ
る
べ
き
人
々
う
け
た
ま
は
れ
る
、

今
宵
よ
り
」
と
聞
こ
え
急
が
せ
ば
、
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
ま
か
で

さ
せ
た
ま
ふ
。 

（
桐
壺
①
二
二
～
三
）

和
歌
に
続
く
言
葉
が
、「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
言
い
さ
し
て

終
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
桐
壺
更
衣
が
帝
に
伝
え
よ
う
と
し
た
思
い
が

十
全
に
開
陳
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
物
語
と
し
て
は
、
あ
え
て
帰
結
部
を

伏
せ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ0

な
る
こ
と

桐
壺
更
衣
の
和
歌
を
め
ぐ
っ
て

吉  

　
田  

　
幹  

　
生
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は
あ
り
げ0

な
れ
ど
」
と
続
い
て
お
り
、
読
者
の
想
像
力
は
掻
き
立
て
ら
れ
る
。

言
わ
ば
、
記
さ
れ
な
か
っ
た
更
衣
の
思
い
に
、
読
者
の
関
心
が
向
か
う
よ
う
に

仕
組
ま
れ
て
い
る
趣
な
の
で
あ
る
。

  

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、『
花
鳥
余
情
』
は
「
更
衣
の
哥
に
い
か
ま
ほ
し
き
は

命
な
り
け
り
と
お
も
ふ
や
う
な
ら
ま
し
か
は
の
心
也
御
門
の
御
返
哥
な
き
に
て

御
心
も
心
な
ら
す
お
ほ
し
ま
と
へ
る
ほ
と
は
し
る
へ
き
な
り
」
と
施
注
し
た
。

本
論
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
前
半
部
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
と

お
も
ふ
や
う
な
ら
ま
し
か
は
の
心
也
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

　

更
衣
の
発
言
に
お
け
る
「
か
く
」
の
内
容
を
直
前
の
和
歌
と
結
び
付
け
、
文

脈
指
示
の
語
と
し
て
解
そ
う
と
し
た
『
花
鳥
余
情
』
に
対
し
て
、
後
続
の
『
弄

花
抄
』
や
『
細
流
抄
』
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
此
語
尤
も
感
有
と
云
々
か
ね
て
万
頼

み
し
心
の
外
に
成
ぬ
る
事
を
お
も
ふ
詞
也
世
上
も
み
な
如
此
な
る
へ
し
花
鳥
義

別
也
」「
花
儀
非
歟
か
ね
て
よ
ろ
つ
た
の
み
し
心
の
ほ
か
に
成
ぬ
る
事
を
思
詞

也
昨
日
け
ふ
と
は
思
は
さ
り
し
を
と
い
ふ
か
こ
と
し
」
と
し
、
こ
れ
ま
で
期
待

し
て
い
た
よ
う
に
は
物
事
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
思
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ

の
発
言
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
（
～
部
）。
物
事
が
進
ま
な
い
原
因
は
更
衣
が

病
臥
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、結
局
こ
の
理
解
は
「
か
く
」
を
病
に
臥
せ
っ

て
い
る
現
状
を
指
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
現
場
指
示
の
語
と
し
て
捉
え
た
こ
と

に
な
る
。

　

そ
し
て
、『
細
流
抄
』
に
在
原
業
平
の
辞
世
歌
「
つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね

て
聞
き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は
思
は
ざ
り
し
を
」（
古
今
・
哀
傷
・
八
六
一
）

が
参
照
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
病
臥
を
通
し
て
死
を
自
覚
し
た
と
考
え
る
と
こ

ろ
か
ら
、「
か
く
の
こ
と
く
み
し
か
ゝ
る
べ
き
命
の
程
を
か
ね
て
し
ら
す
し
て

契
を
き
け
る
よ
と
也
」（
岷
江
入
楚
・
箋
〈
三
条
西
実
枝
〉）
と
い
う
、
帝
と
の

関
係
を
後
悔
す
る
思
い
が
読
み
取
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、

・
こ
の
「
た
ま
ふ
」
は
謙
譲
の
助
動
詞
、下
二
段
に
活
用
。「
思
う
」
は
「
思
ひ
」

の
音
便
形
。
こ
の
あ
と
に
、更
衣
は
な
ん
と
い
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
こ
と
が
数
々
ご
ざ
い
ま
し
た
の
に
」
か
。「
お

そ
ば
に
参
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
に
」か
。
後
者
と
考
え
る
。

自
己
を
主
張
し
な
い
更
衣
で
あ
り
、「
な
か
〳
〵
な
る
物
思
ひ
」（
五
三

行
）
を
す
る
更
衣
で
あ
る
か
ら
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
あ
と
に
「
き

こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
」
と
、
作
者
が
そ
こ

0

0

を
わ
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
者
は
そ
う
い
う
書
き
方
を
し
な
い

人
で
あ
る
か
ら
。 

［
玉
上
評
釈
］

・「
…
ま
し
か
ば
…
ま
し
」
の
形
で
、
反
実
仮
想
の
構
文
。
…
で
あ
っ
た
ら

…
で
あ
ろ
う
に
。
こ
こ
で
は
初
め
か
ら
こ
う
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

た
ら
、
な
ま
じ
帝
の
ご
寵
愛
を
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
ろ
う
に
、

の
意
か
。
遺
さ
れ
る
わ
が
皇
子
の
将
来
を
頼
み
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
と

解
す
る
説
も
あ
る
が
と
ら
な
い
。
更
衣
は
、「
…
ま
し
」
ま
で
は
言
い
お

お
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
右
の
歌
の
ほ
か
言
う
べ
き
言
葉
を
知
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

［
新
全
集
］

と
い
っ
た
今
日
の
通
説
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
通
説
形
成
の
出
発
点
に
位
置
す
る
の
が
「
か
く
」
で
あ
り
、
冒

頭
の
言
い
方
を
用
い
れ
ば
、
文
脈
指
示
か
ら
現
場
指
示
へ
と
い
う
「
か
く
」
に

つ
い
て
の
小
さ
な
解
釈
の
変
更
が
、
更
衣
の
後
悔
と
い
う
書
か
れ
ざ
る
心
情
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



成蹊國文　第五十七号（2024）

― 17 ―

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
と
が
作
中
に

明
示
さ
れ
な
い
帰
結
部
の
解
釈
に
か
か
わ
る
だ
け
に
、
読
者
の
自
由
な
裁
量
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
事
柄
だ
と
も
言
え
そ
う
だ
が
、
当
該
「
か
く
」
を
現
場
指
示

と
解
し
た
こ
と
は
、
は
た
し
て
妥
当
な
処
置
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

  

前
掲
～
部
の
よ
う
な
理
解
は
既
に
『
源
氏
物
語
聞
書
』
に
見
ら
れ
る
も
の
の

よ
う
だ
が
（
２
）、

肖
柏
や
三
条
西
実
隆
が
、『
花
鳥
余
情
』
の
解
釈
を
非
と
し
、「
か

く
」
を
文
脈
指
示
と
し
な
か
っ
た
の
は
何
故
な
の
か
。
こ
と
は
多
面
的
に
考
察

さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
こ
こ
で
は
『
花
鳥
余
情
』
の
よ
う
に
解
し
て
し
ま
う

と
、
反
実
仮
想
の
働
き
に
よ
っ
て
、「
い
か
ま
ほ
し
き
」
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
、

こ
の
時
点
で
の
更
衣
の
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
点
に
着
目
し
た

い
。

　

三
条
西
家
の
源
氏
学
を
受
け
継
ぐ
『
孟
津
抄
』
に

か
き
り
あ
ら
ん
道
に
も
を
く
れ
さ
き
た
ゝ
し
と
ち
き
ら
せ
給
け
る
を
さ

り
と
も
う
ち
す
て
ゝ
は
行
や
ら
し
と
の
給
は
す
る
を
更
衣
の
い
み
し
く

見
た
て
ま
つ
り
て
こ
れ
ほ
と
ま
て
お
ほ
し
め
し
て
な
け
か
せ
給
ふ
程
に

君
の
た
め
い
か
ま
ほ
し
き
と
也
た
ゝ
哥
の
お
も
て
は
か
り
と
み
て
は
感

情
あ
さ
く
侍
也
花
鳥
に
御
門
の
御
返
哥
な
き
に
て
御
心
も
心
な
ら
す
お

ほ
し
ま
と
へ
る
ほ
と
は
し
る
へ
き
也
と
云
々

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
該
場
面
か
ら
は
、
帝
と
更
衣
の
心
の
交
流
が
感

じ
取
ら
れ
て
い
た
。『
花
鳥
余
情
』
の
後
半
部
「
御
門
の
御
返
哥
な
き
に
て
御

心
も
心
な
ら
す
お
ほ
し
ま
と
へ
る
ほ
と
は
し
る
へ
き
な
り
」
が
引
き
継
が
れ
て

い
る
点
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
の
言
葉
に
感
動

し
た
更
衣
は
「
君
の
た
め
い
か
ま
ほ
し
き
」
と
願
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
更
衣
の

真
情
だ
と
読
み
解
く
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
の
更
衣
が
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
と

お
も
ふ
や
う
な
ら
ま
し
か
は
」
な
ど
と
仮
定
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
が
、

肖
柏
や
実
隆
の
認
識
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
花
鳥
余
情
』
に
先
立
つ
『
源

氏
物
語
提
要
』
に
も
、
更
衣
歌
に
つ
い
て
「
時
に
の
そ
み
て
心
の
ま
ゝ
の
御
歌

な
り
。哀
ふ
か
し
。い
か
ま
ほ
し
き
と
は
、た
ゝ
い
き
た
き
と
云
ふ
こ
と
は
な
り
。

み
か
と
の
御
こ
ゝ
ろ
ふ
か
く
お
は
し
ま
す
を
い
と
を
し
み
奉
り
て
、
わ
か
身
の

き
え
ゆ
く
よ
り
も
君
の
御
こ
ゝ
ろ
の
切
な
る
を
お
も
ひ
た
て
ま
つ
れ
は
、
み
か

と
の
御
為
に
い
き
た
き
と
の
御
歌
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
更
衣
の
真
情

を
読
む
の
は
、珍
し
い
解
釈
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、「
い

か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」と
い
う
歌
の
思
い
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、「
か
く
」

を
文
脈
指
示
で
は
な
く
現
場
指
示
と
解
し
、
そ
の
内
容
を
こ
れ
ま
で

0

0

0

0

期
待
し
て

い
た
通
り
に
事
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
思
っ
た
も
の
と
い
う
方
向
に
軌
道
修

正
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
、「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
の
内

実
を
和
歌
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
で
、
現
在
の
「
い
か
ま
ほ
し
き
」
と
い
う
真
情

と
抵
触
し
な
い
よ
う
に
解
釈
を
変
更
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

  
こ
う
し
て
、「
か
く
」
は
直
前
の
和
歌
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
が
～
部
の
「
か
ね
て

0

0

0

万
頼
み
し
心
の
」
云
々
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
生
き
た
い
と
い
う
願
望
と
そ
れ
を
妨
げ
る
現
実
と
の
板
挟
み
に
な
っ
た

更
衣
の
心
情
と
し
て
反
実
仮
想
の
帰
結
部
が
掘
り
下
げ
ら
れ
、
更
衣
の
後
悔
が

読
み
取
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
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し
か
し
、
右
の
推
論
が
当
た
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
の
発
端
は
「
か

く
思
ふ
」
に
反
実
仮
想
の
「
ま
し
」
が
接
続
す
る
点
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

現
場
指
示
に
せ
よ
文
脈
指
示
に
せ
よ
、「
か
く
」
と
は
っ
き
り
指
示
し
て
い
る

以
上
、
そ
れ
が
反
実

0

0

仮
想
と
結
び
つ
く
の
は
す
ぐ
に
は
理
解
し
が
た
い
。
と
す

れ
ば
、
考
察
の
焦
点
は
、「
か
く
」
で
は
な
く
「
ま
し
」
の
方
に
ま
ず
は
絞
ら

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
ま
ず
「
ま
し
」
の
問
題
か
ら
こ

の
変
更
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

  

反
実
仮
想
の
「
ま
し
」
に
、「
心
を
ば
な
げ
か
ざ
ら
ま
し
命
の
み
さ
だ
め
な

き
世
と
思
は
ま
し
か
ば
」（
浮
舟
⑥
一
三
三
）
の
よ
う
に
、
現
在
の
事
実
を
否

定
し
て
仮
想
す
る
用
法
が
多
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、「
宮
城
野
の
小

萩
が
も
と
と
知
ら
ま
せ
ば
露
も
心
を
わ
か
ず
ぞ
あ
ら
ま
し
」（
東
屋
⑥
八
〇
～

一
）
の
よ
う
に
、
過
去
の
事
態
を
仮
想
す
る
用
例
も
認
め
ら
れ
る
。
後
者
の
例

は
、「
～
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ら
」
と
な
る
場
合
が
多
く
、

か
か
ら
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
大
御
船
泊
て
し
泊
ま
り
に
標
結
は
ま
し

を 

（
万
葉
・
２
・
一
五
一
・
額
田
王
）

忘
れ
草
種
と
ら
ま
し
を
逢
ふ
こ
と
の
い
と
か
く
か
た
き
も
の
と
知
り
せ

ば 

（
古
今
・
恋
５
・
七
六
五
）

の
よ
う
に
、動
詞
に
は
し
ば
し
ば
「
知
る
」
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
思
ふ
」

の
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

・（
光
源
氏
）「
か
く
世
を
離
る
べ
き
身
と
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
、
お
な
じ

く
は
慕
ひ
き
こ
え
ま
し
も
の
を
な
ど
な
む
。
…
」 

（
須
磨
②
一
九
五
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
な
ご
り
恋
し
く
て
、
い
と
か
く
思
は
ま
し
か
ば
、
月
ご
ろ
も
今
ま
で
心
の

ど
か
な
ら
ま
し
や
な
ど
、
帰
ら
む
こ
と
も
も
の
う
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。

 
 

（
総
角
⑤
二
三
九
）

と
い
っ
た
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
須
磨
巻
の
例
は
、
光
源
氏
が
六
条
御
息
所
に
宛

て
た
手
紙
の
一
節
で
、
こ
の
よ
う
に
都
を
去
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
わ
か
っ
て

い
た
ら
伊
勢
に
下
向
し
た
あ
な
た
に
着
い
て
行
け
ば
よ
か
っ
た
、と
い
う
も
の
。

総
角
巻
の
例
も
、
大
君
と
一
晩
過
ご
し
た
薫
が
、
こ
の
よ
う
に
な
ご
り
恋
し
く

思
う
の
だ
っ
た
ら
こ
れ
ま
で
と
て
も
悠
長
に
は
過
せ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
過

去
を
振
り
返
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
現
在
の
思
い
を
過
去
に
遡
ら

せ
て
、
も
っ
と
前
か
ら
こ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
ら
…
と
考
え
る
例
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
弄
花
抄
』
や
『
細
流
抄
』
の
よ
う
に
、
仮
想
さ
れ
る
事

態
の
時
制
を
現
在
か
ら
過
去
に
ず
ら
す
こ
と
で
当
該
「
ま
し
」
を
解
釈
し
よ
う

と
し
た
の
は
、
あ
り
得
る
処
置
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

  

で
は
、「
か
く
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
例
と
同
じ
く
、
和

歌
の
直
後
に
「
か
く
思
ふ
」
と
あ
る
場
合
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・（
匂
宮
）「
長
き
世
を
頼
め
て
も
な
ほ
か
な
し
き
は
た
だ
明
日
知
ら
ぬ
命
な

り
け
り

い
と
か
う
思
ふ
こ
そ
ゆ
ゆ
し
け
れ
。
心
に
身
を
も
さ
ら
に
え
ま
か
せ
ず
、

よ
ろ
づ
に
た
ば
か
ら
む
ほ
ど
、
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ
く
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。

つ
ら
か
り
し
御
あ
り
さ
ま
を
、
な
か
な
か
何
に
尋
ね
出
で
け
む
」
な
ど

の
た
ま
ふ
。 

（
浮
舟
⑥
一
三
三
）

・（
仲
忠
）「
浅
き
瀬
に
嘆
き
て
渡
る
筏
師
は
い
く
ら
の
く
れ
か
な
が
れ
来
ぬ

ら
む

か
く
思
う
給
へ
て
は
久
し
く
な
り
ぬ
る
を
、
い
か
で
、
今
宵
だ
に
、
一

言
だ
に
聞
こ
え
さ
せ
て
し
か
な
。
い
ら
へ
こ
そ
の
た
ま
は
ざ
ら
め
。
聞
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こ
し
召
す
ば
か
り
に
は
、
何
の
罪
も
あ
ら
じ
」
と
て
な
む
奉
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
う
つ
ほ
物
語
・
祭
の
使
・
二
三
六
）

・（
道
頼
）「
あ
が
君
や
、
さ
ら
に
え
聞
こ
え
ぬ
も
の
に
な
む

あ
ふ
こ
と
の
難
く
な
り
ぬ
と
聞
く
宵
は
明
日
を
待
つ
べ
き
心
こ
そ

せ
ね

か
う
は
思
ひ
き
こ
え
じ
」
と
の
た
ま
へ
ば
…

 

（
落
窪
物
語
・
巻
１
・
一
一
〇
）

　

・（
中
納
言
）「
忍
ぶ
れ
ど
面
影
山
の
お
も
か
げ
は
わ
が
身
を
さ
ら
ぬ
心
地
の

み
し
て

な
ど
か
く
し
も
思
ふ
べ
き
」
と
、せ
め
て
思
ひ
く
た
し
思
ひ
覚
ま
す
に
も
、

な
ほ
あ
は
れ
に
堪
へ
ず
、
う
ち
嘆
か
れ
つ
つ
ぞ
書
き
た
ま
ふ
。

 
（
夜
の
寝
覚
・
巻
１
・
三
八
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
直
前
に
詠
ま
れ
た
和
歌
の
内
容
を
「
か
く
」
が
指
し
て

い
る
と
考
え
て
問
題
な
い
も
の
で
あ
る
。
和
歌
に
続
く
一
続
き
の
発
言
な
い
し

思
考
の
過
程
で
用
い
ら
れ
る
「
か
く
」
が
、
直
前
の
和
歌
を
指
す
こ
と
に
違
和

感
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
当
該
例
の
場
合
も
、「
か
く
」
は
和
歌
を
踏
ま
え
た

も
の
と
考
え
る
の
が
穏
や
か
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
内
省
の
及
ば
な
い
事
柄
で
は
あ
る
が
、「
初
め
か
ら
こ
う
な
る
こ
と

が
分
か
っ
て
い
た
ら
」（
新
全
集
）
の
よ
う
な
意
を
表
す
の
な
ら
、「
か
か
ら
む

0

0

0

0

と0

思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、・

昔
、
わ
が
身
に
あ
ら
む
こ
と
と
は
夢
に
も
思
は
で
、
あ
は
れ
に
心
す
ご
き

こ
と
と
て
、
は
た
、
高
や
か
に
、
絵
に
も
か
き
、
こ
こ
ち
の
あ
ま
り
に

言
ひ
に
も
言
ひ
て
、
あ
な
ゆ
ゆ
し
と
か
つ
は
思
ひ
し
さ
ま
に
ひ
と
つ
た

が
は
ず
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
か
か
ら
む
と
て
、
も
の
の
知
ら
せ
言
は
せ
た
り

け
る
な
り
け
り
と
、
思
ひ
臥
し
た
る
ほ
ど
に
… 

 
 

 （
蜻
蛉
日
記
・
天
禄
二
年
六
月
・
二
三
六
）

・（
俊
蔭
娘
）「
い
で
、
さ
ら
な
り
や
。
思
ひ
出
づ
れ
ば
、
い
と
い
み
じ
。
親

の
撫
で
養
ひ
給
ひ
し
時
は
、
我
、『
か
か
ら
む
』
と
や
は
思
ひ
し
」
と
て
、

い
み
じ
う
泣
き
て
… 

（
う
つ
ほ
物
語
・
俊
蔭
・
三
四
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
「
か
か
ら
む
と
」
を
「
か
く
」
と
は
置
き
換
え
が
た
か
ろ
う
。「
か
く
思
ふ
」

と
い
う
言
い
回
し
は
、「
こ
の
よ
う
に
な
る

0

0

と
思
う
」
と
い
っ
た
時
間
変
化
を

含
ま
ず
、
現
場
指
示
と
考
え
る
場
合
で
も
、
現
在
の
思
考
内
容
を
指
し
て
「
こ

の
よ
う
に
思
う
」と
い
う
意
味
に
し
か
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

  

つ
ま
り
、「
か
く
」
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
用
例
や
言
い
回
し
の
点
で
、
現

場
指
示
と
解
す
る
に
は
少
し
無
理
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
弄

花
抄
』
や
『
細
流
抄
』
が
抱
い
た
と
思
わ
れ
る
違
和
感
に
は
肯
け
る
点
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
「
ま
し
」
を
再
考
す
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
る
事
柄
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
か
く
」
を
現
場
指
示
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
積
極
的
な
根
拠
は
、
見
出
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
違

和
感
解
消
の
た
め
に
「
か
く
」
の
解
釈
を
変
更
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
勇
み

足
だ
っ
た
と
言
う
ほ
か
な
い
。
当
該
「
か
く
」
を
文
脈
指
示
と
す
る
論
文
も
既

に
存
在
し
て
お
り
（
３
）、『

新
大
系
』
に
も
「「
か
く
」
は
歌
の
な
か
の
生
き
た
い

と
い
う
思
い
を
指
す
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
論
で
も
、
改

め
て
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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三

　

こ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
従
来
の
説
に
従
っ
て
物
語
を
読
ん
だ
場
合
、
何
を

見
落
と
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、「
か
く
」

を
更
衣
の
和
歌
と
結
び
付
け
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
成
り
立
つ
の
か
を

考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
、
桐
壺
更
衣
の
和
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
思
い
を
表
現
し
た
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、「
今
は
、
そ
れ
が
定
め
と
お
別
れ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
死
出
の
道
が
悲
し
く
思
わ
れ
ま
す
に
つ
け
て
、
私
の
行

き
た
い
の
は
生
き
る
道
の
ほ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」（
新
全
集
）、「
寿
命
の
限
り

と
て
（
道
が
分
か
れ
）
お
別
れ
し
て
行
く
死
出
の
道
が
悲
し
い
に
つ
け
て
、
生

き
た
い
の
は
（
行
き
た
い
道
は
）
命
で
あ
っ
た
こ
と
だ
、
死
出
の
道
に
行
き
た

い
の
で
な
く
て
」（
岩
波
文
庫
）
の
よ
う
な
現
代
語
訳
が
施
さ
れ
て
い
る
。
諸

注
お
し
な
べ
て
、
上
二
句
の
「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
」
を
「
死
出
の
道
」
と

解
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
解
釈
は
、
直
前
の
「
限
り
あ
ら
む
道
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
こ
の

句
を
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（『
孟
津
抄
』
な
ど
）。
な

る
ほ
ど
、言
葉
の
対
応
と
い
う
点
で
、両
者
は
無
関
係
と
は
言
え
な
い
。し
か
し
、

帝
の
言
葉
と
の
対
応
関
係
は
、
も
っ
と
多
面
的
に
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

  

第
三
句
に
「
悲
し
き
に
」
を
置
く
和
歌
は

か
し
こ
ま
る
事
侍
り
て
里
に
侍
り
け
る
を
、
忍
び
て
曹
司
に
参
れ

り
け
る
を
、
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
の
「
な
ど
か
、
音
も
せ
ぬ
」
な

ど
怨
み
侍
り
け
れ
ば

我
が
身
に
も
あ
ら
ぬ
我
が
身
の
悲
し
き
に
心
も
異
に
な
り
や
し
に
け
ん

 

（
後
撰
・
雑
３
・
一
二
〇
〇
・
大
輔
）

女
四
宮
か
く
れ
た
ま
ひ
て
の
ち

こ
こ
ら
よ
を
聞
く
が
中
に
も
悲
し
き
に
人
の
涙
は
は
て
や
し
ぬ
ら
ん　
　
　
　

 

（
伊
勢
集
・
四
四
七
）

絵
に
、
人
の
、
親
の
寝
た
る
間
に
尼
に
な
れ
る
と
こ
ろ

常
な
ら
ぬ
世
を
見
る
だ
に
も
悲
し
き
に
夢
さ
め
て
後
思
ひ
や
る
か
な

 

（
実
方
集
・
四
三
）

の
よ
う
に
、「
Ｘ
で
さ
え
悲
し
い
の
に
Ｙ
は
ま
す
ま
す
悲
し
い
」
と
い
う
関
係

を
内
包
す
る
こ
と
が
多
い
。
後
撰
集
歌
で
い
え
ば
、
謹
慎
す
べ
き
こ
と
が
あ
っ

て
里
下
が
り
し
て
い
た
が
、
こ
っ
そ
り
曹
司
に
来
て
み
た
と
こ
ろ
「
ど
う
し
て

連
絡
が
な
い
の
か
」
と
怨
み
言
を
言
わ
れ
た
こ
と
に
応
じ
た
歌
で
、
謹
慎
と
い

う
事
態
で
さ
え
「
我
が
身
に
も
あ
ら
ぬ
我
が
身
」
で
あ
り
悲
し
い
の
に
、
あ
な

た
へ
の
連
絡
を
忘
れ
る
く
ら
い
に
「
心
」
ま
で
も
が
自
分
の
心
で
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
と
し
た
ら
ま
す
ま
す
悲
し
い
、
と
い
う
関
係
を
内
に
含
み
つ
つ
、
そ

の
思
い
を
下
句
で
「
心
も
異
に
な
り
や
し
に
け
ん
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
実
際
の
や
り
取
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
対
応
が
「
謹
慎
中
で
そ
れ

ど
こ
ろ
で
は
な
い
と
の
こ
と
わ
り
」（
和
泉
叢
書
）
と
し
て
働
く
に
せ
よ
、
表

現
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
関
係
が
前
提
と
な
っ
て
い
よ
う
。
あ
る

い
は
伊
勢
集
歌
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
不
幸
な
出
来
事
を
耳
に
し
て

き
た
中
で
も
女
四
宮
の
薨
去
は
と
り
わ
け
悲
し
い
の
に
、
ま
し
て
関
係
者
で
あ

る
あ
な
た
は
な
お
さ
ら
悲
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
人
の
涙
は
は

て
や
し
ぬ
ら
ん
」
と
い
う
下
句
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
だ
に
」
を
用
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い
る
実
方
集
歌
は
こ
の
点
が
明
瞭
で
、
無
常
な
世
の
中
を
見
る
だ
け
で
も
悲
し

い
の
に
、
目
が
覚
め
て
娘
が
尼
に
な
っ
た
姿
を
見
た
ら
ま
す
ま
す
悲
し
い
だ
ろ

う
、
と
い
う
思
い
が
「
夢
さ
め
て
後
思
ひ
や
る
か
な
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

  

こ
の
よ
う
な
関
係
性
は
、『
源
氏
物
語
』
の
他
の
用
例
「
お
ほ
か
た
の
秋
の

別
れ
も
か
な
し
き
に
鳴
く
音
な
添
へ
そ
野
辺
の
松
虫
」（
賢
木
②
八
九
）
に
つ

い
て
も
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
、
野
宮
の
別
れ
の
場
面
で
、
六
条
御
息
所
が
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。伊
勢
下
向
を
目
前
に
控
え
た
御
息
所
を
訪
れ
た
光
源
氏
は
、

そ
の
翌
朝
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋
の
空

か
な
」（
賢
木
②
八
九
）
と
詠
み
か
け
る
。
一
般
的
な
後
朝
の
別
れ
（「
あ
か
つ

き
の
別
れ
」）
で
さ
え
悲
し
い
の
に
、
あ
な
た
が
伊
勢
へ
旅
立
っ
て
し
ま
う
と

思
う
と
今
朝
の
別
れ
は
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
く
ら
い
に
悲
し
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
源
氏
の
贈
歌
に
応
じ
る
よ
う
に
、
御
息
所
も
、
秋
の

別
れ
と
い
う
だ
け
で
も
悲
し
い
の
に
、
あ
な
た
と
別
れ
る
今
朝
は
ま
す
ま
す
悲

し
い
と
い
う
関
係
性
を
内
包
さ
せ
て
、
折
知
り
顔
で
鳴
く
松
虫
に
つ
い
て
「
鳴

く
音
な
添
へ
そ
野
辺
の
松
虫
」
と
詠
ん
で
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
重
要
な

の
は
、「
お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
」
の
悲
し
さ
ゆ
え
に

0

0

0

「
鳴
く
音
な
添
へ
そ
野

辺
の
松
虫
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
想
像
さ
れ
る
、
よ
り

い
っ
そ
う
悲
し
い
事
態
（
源
氏
と
の
別
れ
）
を
前
提
と
し
て
、
下
句
が
詠
出
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

  

第
三
句
に
「
悲
し
き
に
」
を
置
く
和
歌
が
右
の
よ
う
に
読
み
解
か
れ
る
も
の

だ
と
す
れ
ば
、
当
該
歌
の
場
合
も
、「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
」
で
さ
え
悲
し

い
の
に
、
Ｙ
と
い
う
事
態
は
ま
す
ま
す
悲
し
い
と
い
う
関
係
を
前
提
と
し
て
詠

ま
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
Ｘ
→
Ｙ
→
Ｚ
と
い
う
認
識
の
展
開
を

「
Ｘ
の
悲
し
き
に
Ｚ
」
と
表
現
す
る
の
が
、
こ
の
型
の
和
歌
な
の
で
あ
る
。
当

該
歌
に
お
け
る
上
句
と
下
句
の
間
に
は
あ
る
種
の
矛
盾
が
感
じ
取
ら
れ
て
き
た

が
（
４
）、

そ
れ
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

  

い
よ
い
よ
衰
え
て
い
く
桐
壺
更
衣
を
前
に
し
て
、
桐
壺
帝
は
「
輦
車
の
宣
旨
」

を
与
え
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
別
れ
の
決
心
が
つ
か
ず
に
「
さ
り
と
も
う
ち
棄

て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
と
訴
え
か
け
る
。
こ
の
言
葉
を
、『
源
氏
物
語
注
釈
』

は
「
そ
れ
に
し
て
も
私
一
人
を
残
し
て
死
出
の
道
に
旅
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い

で
し
ょ
う
」
と
解
す
る
が
、
従
え
な
い
。
こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
桐

壺
更
衣
の
退
出
で
あ
り
、
こ
こ
が
里
邸

0

0

へ
の
退
出
で
あ
る
点
は
動
か
す
べ
き
で

は
な
い
。
ま
た
、「「
行
く
」
は
退
出
す
る
意
味
に
死
出
の
道
を
行
く
意
味
が
か

か
る
」（
新
大
系
）
と
重
層
的
に
解
す
る
の
も
、
文
脈
を
い
た
ず
ら
に
複
雑
化

す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
死
出
の
道
が
帝
の
意
識
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い

得
な
い
が
、
こ
こ
は
、「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
後
れ
先
立
た
じ
」
と
い
う
過
去

の
約
束
を
根
拠
に
、
あ
く
ま
で
も
当
面
の
話
題
に
か
ん
し
て
、
死
出
の
道
さ
え

一
緒
に
行
こ
う
と
約
束
し
た
の
だ
か
ら
、
い
く
ら
重
篤
な
状
態
に
あ
る
と
い
っ

て
も
、
私
一
人
を
残
し
て
里
邸
に
退
出
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
で
し
ょ
う
、

と
限
定
的
に
訴
え
た
文
脈
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

  
そ
の
言
葉
に
「
い
と
い
み
じ
」
と
感
じ
て
応
じ
た
の
が
、
桐
壺
更
衣
の
和
歌

で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
」
は
里
邸
へ
の
退
出
を
意

味
し
、
里
邸
に
退
出
す
る
こ
と
さ
え
悲
し
い
の
に
、
こ
の
ま
ま
あ
な
た
と
死
別

す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
ま
す
ま
す
悲
し
い
、
と
応
じ
た
と
す
る
の
が
素

直
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
「
か
ぎ
り
」
は
前
掲
Ａ
冒
頭
の
「
限
り

0

0

あ
れ
ば
、
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さ
の
み
も
え
と
ど
め
さ
せ
た
ま
は
ず
」
と
文
脈
上
は
響
き
合
う
も
の
で
あ
り
、

帝
が
ど
ん
な
に
留
め
よ
う
と
も
宮
中
の
掟
ゆ
え
に

0

0

0

0

0

0

0

行
か
ね
ば
な
ら
な
い
道
の
意

だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
更
衣
が
里
邸
に
退
出
す
る
の
は
こ
れ
が
「
限
り
あ
ら

む
道
」
だ
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
里
邸
へ
の
退
出
か
ら
死
出
の
道
へ
と

帝
の
論
理
を
遡
る
よ
う
に
辿
る
と
こ
ろ
か
ら
死
別
の
悲
し
み
が
去
来
し
、
そ
の

思
い
を
前
提
に
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り
」
と
い
う
下
二
句
が
詠
み
出

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
い
か
ま
ほ
し
き
」
は
「
行
く
」
と
「
生
く
」

の
掛
詞
で
あ
り
、
桐
壺
更
衣
は
、
死
別
の
悲
し
み
を
契
機
と
し
て
生
へ
の
執
着

を
表
出
し
た
の
で
あ
る
。

  

逆
に
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
桐
壺
更
衣
の
中
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
生

へ
の
執
着
が
、
宮
中
の
掟
に
抗
っ
て
ま
で
更
衣
を
留
め
よ
う
と
す
る
帝
の
姿
や

言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、
こ
こ
に
湧
き
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前

節
末
に「「
か
く
」は
歌
の
な
か
の
生
き
た
い
と
い
う
思
い
を
指
す
」と
す
る『
新

大
系
』
を
引
い
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
覚
化
さ
れ
て
き
た
生
へ

の
執
着
を
踏
ま
え
て
、
更
衣
は
「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
―
―
こ

の
よ
う
な
思
い
（
生
へ
の
執
着
）
を
以
前
か
ら
抱
い
て
い
た
な
ら
ば
―
―
と
言

葉
を
継
い
で
い
く
の
で
あ
る
。

  

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
続
く
帰
結
部
の
内
容
は
「
こ
の
よ
う
に
衰
弱
し
病

臥
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上

が
る
心
情
と
し
て
は
、
帝
と
別
れ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
に
対
す
る
悲
し
み
や
、

ど
こ
ま
で
も
添
い
遂
げ
よ
う
と
す
る
帝
へ
の
感
謝
と
い
っ
た
も
の
が
想
定
さ
れ

て
く
る
。
具
体
的
に
は

拙
論
の
考
え
で
は
、
帝
の
更
衣
に
対
す
る
「
死
ぬ
も
一
緒
と
誓
っ
た
の

に
ど
う
し
て
私
を
お
い
て
退
出
で
き
よ
う
か
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
感

動
し
て
更
衣
は
、
帝
と
の
最
後
の
別
れ
を
悲
し
く
思
う
今
、
生
き
た
い

と
自
覚
し
た
、
と
い
う
心
情
を
歌
に
詠
み
、
そ
れ
に
続
け
て
、「
も
っ
と

早
く
に
心
か
ら
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
ら
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
そ
の
帰
結
は
「（
ソ
ウ
ス
レ
バ
）
こ
ん
な
別
れ
を
迎
え
ず
に
帝

と
添
い
遂
げ
ら
れ
た
で
し
ょ
う
に
」
あ
た
り
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。

と
し
た
上
野
辰
義
氏
や
、「
も
っ
と
強
く
生
き
た
い
と
思
う
意
志
を
持
っ
て
い

た
な
ら
ば
、
こ
ん
な
悲
し
い
別
れ
を
し
な
く
て
す
ん
だ
の
に
、
と
更
衣
は
深
い

後
悔
の
念
に
と
ら
わ
れ
た
の
だ
」
と
す
る
妹
尾
好
信
氏
の
解
釈
が
支
持
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
５
）。

　

そ
れ
は
帝
と
更
衣
の
心
の
交
流
を
こ
こ
に
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
『
弄
花
抄
』
や
『
細
流
抄
』
の
方
向
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
「
お
そ
ば
に
参
る
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で

し
た
の
に
」（
玉
上
評
釈
）「
な
ま
じ
帝
の
ご
寵
愛
を
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
よ
か
っ

た
ろ
う
に
」（
新
全
集
）と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
と
、

か
え
っ
て
二
人
の
間
に
齟
齬
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
更

衣
が
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
後
悔
の
念
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

帝
の
心
遣
い
へ
の
感
謝
や
共
感
で
あ
っ
た
と
把
握
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
更
衣

が
さ
ら
に
言
葉
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
の

場
合
で
も
、
二
人
の
連
帯
を
前
提
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
の
説
で
は
、
こ
の
点
が
か
え
っ
て
不
鮮
明
に
な
っ
て
し

ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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四
  

で
は
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
が
帝
と
更
衣
の
心
の
交
流
で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

  

そ
の
さ
い
注
意
さ
れ
る
の
が
、
当
該
場
面
に
李
夫
人
の
故
事
を
読
み
取
る
説

の
存
在
で
あ
る
（
６
）。

重
視
さ
れ
て
よ
い
解
釈
だ
と
考
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
の

場
面
で
桐
壺
更
衣
の
「
遺
言
」
が
帝
に
伝
わ
っ
た
と
は
読
め
ま
い
。
更
衣
の
言

葉
を
耳
に
し
た
帝
の
反
応
が
、「
聞
こ
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ

ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、
か
く
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
な
ら
む
を

御
覧
じ
は
て
む
と
お
ぼ
し
め
す
に
」
と
記
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
こ
の
帰
結
部

そ
の
も
の
に
帝
の
関
心
は
向
わ
な
い
の
で
あ
る
。
帝
に
と
っ
て
は
、
帰
結
部
の

内
容
よ
り
も
更
衣
の
容
態
そ
の
も
の
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
先
に
記
し

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
二
人
の
交
流
だ
と
考
え
る
。

  

と
は
い
え
、
若
宮
の
こ
と
が
二
人
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
関
心
の
埒
外
に
あ
っ

た
と
も
考
え
に
く
い
。
そ
も
そ
も
、
父
大
納
言
が
死
去
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

更
衣
が
入
内
し
た
の
は
、
後
に
母
君
の
口
か
ら

Ｂ
「（
前
略
）
生
ま
れ
し
時
よ
り
思
ふ
心
あ
り
し
人
に
て
、
故
大
納
言
、
い

ま
は
と
な
る
ま
で
、
た
だ
、『
こ
の
人
の
宮
仕
の
本
意
、
か
な
ら
ず
遂
げ

さ
せ
た
て
ま
つ
れ
。
我
亡
く
な
り
ぬ
と
て
、口
惜
し
う
思
ひ
く
づ
ほ
る
な
』

と
、
か
へ
す
が
へ
す
諫
め
お
か
れ
は
べ
り
し
か
ば
、
は
か
ば
か
し
う
後

見
思
ふ
人
も
な
き
ま
じ
ら
ひ
は
、
な
か
な
か
な
る
べ
き
こ
と
と
思
ひ
た

ま
へ
な
が
ら
、
た
だ
か
の
遺
言
を
違
へ
じ
と
ば
か
り
に
出
だ
し
立
て
は

べ
り
し
を
、
身
に
あ
ま
る
ま
で
の
御
心
ざ
し
の
よ
ろ
づ
に
か
た
じ
け
な

き
に
、
人
げ
な
き
恥
を
隠
し
つ
つ
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
め
り
つ
る
を
、
人

の
そ
ね
み
深
く
つ
も
り
、
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
多
く
な
り
添
ひ
は
べ
り
つ

る
に
、
よ
こ
さ
ま
な
る
や
う
に
て
、
つ
ひ
に
か
く
な
り
は
べ
り
ぬ
れ
ば
、

か
へ
り
て
は
つ
ら
く
な
む
、
か
し
こ
き
御
心
ざ
し
を
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ

は
べ
る
。
こ
れ
も
わ
り
な
き
心
の
闇
に
な
む
」
と
言
ひ
も
や
ら
ず
む
せ

か
へ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
に
夜
も
更
け
ぬ
。 

（
桐
壺
①
三
〇
～
一
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
故
大
納
言
の
遺
言
に
従
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
遺
言
は

Ｃ
（
帝
）「
故
大
納
言
の
遺
言
あ
や
ま
た
ず
、
宮
仕
の
本
意
深
く
も
の
し
た

り
し
よ
ろ
こ
び
は
、
か
ひ
あ
る
さ
ま
に
と
こ
そ
思
ひ
わ
た
り
つ
れ

0

0

0

0

0

0

0

、
言

ふ
か
ひ
な
し
や
」
と
う
ち
の
た
ま
は
せ
て
、
い
と
あ
は
れ
に
（
母
君
ヲ
）

思
し
や
る
。「
か
く
て
も
、お
の
づ
か
ら
、若
宮
な
ど
生
ひ
出
で
た
ま
は
ば
、

さ
る
べ
き
つ
い
で
も
あ
り
な
む
。
寿
い
の
ち
な
が

く
と
こ
そ
思
ひ
念
ぜ
め
」
な
ど

の
た
ま
は
す
。 

（
桐
壺
①
三
四
）

と
い
う
帝
の
発
言
と
組
み
合
わ
せ
る
と
、
若
宮
立
坊
を
視
野
に
入
れ
て
の
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
帝
自
身
も
そ
の
こ
と
は
ず
っ
と
気
に

か
け
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
楊
貴
妃
を
介
し
て
李
夫
人
と
桐
壺
更
衣
と
が
重
な

る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
Ａ
の
場
面
で
若
宮
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

  

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
は
二
人
の
悲
恋
物
語
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
。

  

注
目
し
た
い
の
は
、
前
掲
Ｂ
で
母
君
が
、
―
線
部
に
続
け
て
「
身
に
あ
ま
る
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ま
で
の
御
心
ざ
し
の
よ
ろ
づ
に
か
た
じ
け
な
き
に
」
云
々
と
発
言
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
父
大
納
言
が
亡
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
更
衣
が
な
ん
と
か

や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
帝
の
「
御
心
ざ
し
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
で
更
衣
が
幸
せ
に
な
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
結
局
は
帝
の
厚
遇

が
か
え
っ
て
周
囲
の
女
性
た
ち
の
嫉
妬
を
誘
発
し
、
更
衣
の
立
場
を
追
い
つ
め

る
結
果
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
、「
か
へ
り
て
は
つ
ら
く
な
む
、
か
し

こ
き
御
心
ざ
し
を
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
は
べ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
ろ
盾
を

持
た
な
い
更
衣
に
後
宮
で
の
居
場
所
を
与
え
た
の
が
帝
の
「
御
心
ざ
し
」
で
あ

る
な
ら
ば
、
更
衣
か
ら
そ
の
居
場
所
を
奪
っ
た
の
も
ま
た
、
そ
の
同
じ
「
御
心

ざ
し
」
な
の
で
あ
っ
た
。

　

桐
壺
帝
が
大
切
に
扱
え
ば
扱
う
ほ
ど
更
衣
を
窮
地
に
追
い
詰
め
る
結
果
に
な

る
、
と
い
う
こ
の
構
造
は
、
有
名
な
物
語
冒
頭
の
記
述
と
も
一
致
す
る
。
注
目

さ
れ
て
い
る
の
は
男
性
の
愛
情
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
桐
壺
巻
前
半
の
物
語

世
界
を
動
か
し
て
い
く
動
因
な
の
で
あ
る
。

  

も
ち
ろ
ん
、
男
性
の
愛
情
が
無
条
件
で
女
性
を
幸
せ
に
す
る
な
ど
と
い
う
甘

い
幻
想
を
、
こ
の
物
語
が
抱
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

Ｄ
親
た
ち
は
は
や
亡う

せ
た
ま
ひ
に
き
。
三
位
中
将
と
な
ん
聞
こ
え
し
。
い
と

ら
う
た
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
し
か
ど
、
わ
が
身
の
ほ
ど
の

心
も
と
な
さ
を
思
す
め
り
し
に
、
命
さ
へ
た
へ
た
ま
は
ず
な
り
に
し
後
、

は
か
な
き
も
の
の
た
よ
り
に
て
、
頭
中
将
な
ん
、
ま
だ
少
将
に
も
の
し

た
ま
ひ
し
時
見
そ
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
三
年
ば
か
り
は
心
ざ

し
あ
る
さ
ま
に
通
ひ
た
ま
ひ
し
を
、
去
年
の
秋
ご
ろ
、
か
の
右
の
大
殿 

よ
り
い
と
恐
ろ
し
き
こ
と
の
聞
こ
え
参
で
来
し
に
、
も
の
怖
ぢ
を
わ
り 

な
く
し
た
ま
ひ
し
御
心
に
、
せ
ん
方
な
く
思
し
怖
ぢ
て
、
西
の
京
に
御

乳
母
住
み
は
べ
る
所
に
な
ん
這
ひ
隠
れ
た
ま
へ
り
し
。

 
 

（
夕
顔
①
一
八
五
～
六
）

と
回
想
さ
れ
る
常
夏
の
女
（
夕
顔
）
と
頭
中
将
の
恋
の
結
末
や
、

Ｅ
故
大
納
言
、
内
裏
に
奉
ら
む
な
ど
か
し
こ
う
い
つ
き
は
べ
り
し
を
、
そ
の

本
意
の
ご
と
く
も
し
は
べ
ら
で
過
ぎ
は
べ
り
に
し
か
ば
、
た
だ
こ
の
尼

君
ひ
と
り
も
て
あ
つ
か
ひ
は
べ
り
し
ほ
ど
に
、
い
か
な
る
人
の
し
わ
ざ

に
か
、
兵
部
卿
宮
な
む
忍
び
て
語
ら
ひ
つ
き
た
ま
へ
り
け
る
を
、
も
と

の
北
の
方
や
む
ご
と
な
く
な
ど
し
て
、
安
か
ら
ぬ
こ
と
多
く
て
、
明
け

暮
れ
も
の
を
思
ひ
て
な
ん
亡
く
な
り
は
べ
り
に
し
。

 
 

（
若
紫
①
二
一
二
～
三
）

と
説
明
さ
れ
る
紫
の
上
の
母
の
半
生
な
ど
、後
ろ
盾
を
持
た
な
い
女
の
人
生
が
、

現
実
の
人
間
関
係
に
お
い
て
い
か
に
過
酷
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
物
語
は
繰
り

返
し
描
き
込
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
女
性
は
男
性
に
頼
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
矛
盾
を
含
ん
だ
関
係
も
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。

「
い
と
は
し
た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
た
ぐ
ひ
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

き0

を
頼
み
に
て
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
」（
桐
壺
①
一
八
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
よ
う
な
関
係
に
更
衣
自
身
も
身
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
し
、
先
の
母
君
の
発
言
も
そ
の
よ
う
な
矛
盾
を
指
摘
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ

た
。

  

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
Ａ
の
場
面
で
二
人
の
悲
恋
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の

は
、
そ
の
よ
う
な
心
の
交
流
こ
そ
が
帝
の
暴
走
を
助
長
し
て
い
く
と
す
る
物
語

の
認
識
の
反
映
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
更
衣
の
「
遺
言
」
を
聞
い
た
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か
ら
帝
が
動
く
の
で
は
、
な
い
。
早
く
若
宮
誕
生
時
に
「
坊
に
も
、
よ
う
せ
ず

は
、
こ
の
皇
子
の
ゐ
た
ま
ふ
べ
き
な
め
り
と
、
一
の
皇
子
の
女
御
は
思
し
疑
へ

り
」（
桐
壺
①
一
九
）
と
弘
徽
殿
女
御
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
こ

と
は
、
既
に
こ
の
段
階
で
若
宮
立
坊
の
意
図
を
帝
が
有
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ

せ
る
し
、
続
け
て
、
更
衣
に
上
局
を
与
え
た
の
も
、
女
御
へ
の
布
石
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
ろ
う
（
７
）。

こ
の
よ
う
に
、
更
衣
へ
の
帝
の
愛
情
は
、
当
初
か
ら
暴

走
し
て
い
く
契
機
を
孕
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

更
衣
の
里
邸
退
出
を
許
さ
ず
、
可
能
な
限
り
宮
中
に
留
め
置
こ
う
と
す
る
の

は
、
更
衣
へ
の
帝
の
深
い
愛
情
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同

時
に
、
宮
廷
の
規
範
に
反
す
る
行
為
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
帝
の
愛
情
を

更
衣
が
受
け
止
め
そ
れ
へ
の
共
感
を
示
す
こ
と
は
、
二
人
の
純
愛
を
強
調
す
る

こ
と
に
な
る
一
方
で
、
宮
廷
の
規
範
を
破
る
方
向
に
帝
を
向
か
わ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
前
者
と
後
者
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
前
者
の
心
の
交

流
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
の
暴
走
は
さ
ら
に
加
速
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
前
掲
Ｃ
に
続
け
て
、

Ｆ
か
の
贈
物
御
覧
ぜ
さ
す
。
亡
き
人
の
住
み
処
尋
ね
出
で
た
り
け
ん
し
る
し

の
釵
な
ら
ま
し
か
ば
と
思
ほ
す
も
い
と
か
ひ
な
し
。

た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ

と
知
る
べ
く 

（
桐
壺
①
三
五
）

と
あ
り
、
帝
は
『
長
恨
歌
』
を
踏
ま
え
た
和
歌
を
詠
む
。
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
帝
に
と
っ
て
幻ま
ぼ
ろ
し

術
士
は
存
在
せ
ず
、
更
衣
と
の
再
会
は
か
な
わ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
更
衣
へ
の
思
い
は
沈
潜
し
て
い
く
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と

は
、
行
き
場
を
失
っ
た
帝
の
思
い
を
原
動
力
と
し
て
、
こ
の
後
の
物
語
が
新
た

な
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
思
い
を
受
け
止
め
る
の
が

若
宮
と
藤
壺
で
あ
り
、
ま
ず
は
、
若
宮
立
坊
に
向
け
て
動
き
出
す
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
た
。

  

こ
の
物
語
に
と
っ
て
「
遺
言
」
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
、
若
宮
立
坊
に
か
ん
し
て
は
、
桐
壺
更
衣
あ
る
い
は
故
大
納

言
家
の
遺
言
実
現
の
た
め
と
い
う
ふ
う
に
は
語
ら
れ
て
い
か
な
い
。
更
衣
の
願

い
は
帝
に
既
に
転
移
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
物
語
は
そ
の
帝
に
よ
っ
て
切
り
拓

か
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
物
語
の
語
り
口
に
沿
っ
た
も
の
と
し
て
、
帝
と
更

衣
の
心
の
交
流
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
、
ひ
と
ま
ず
考
え
て
お
き
た
い
。

注
1　

こ
の
あ
た
り
の
注
釈
史
や
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
小
町
谷
照
彦
「
桐
壺
巻
の
和
歌

再
読
」（『
源
氏
狭
衣
の
論
』
花
鳥
社
二
〇
二
二
年
）、
妹
尾
好
信
「
桐
壺
の
更
衣
哀

惜
と
「
桐
壺
の
女
御
」
幻
想
―
桐
壺
の
更
衣
最
後
の
言
葉
の
解
釈
か
ら
中
世
王
朝
物

語
に
登
場
す
る
「
桐
壺
の
女
御
」
に
及
ぶ
―
」（『
源
氏
物
語　

読
解
と
享
受
資
料
考
』

新
典
社
二
〇
一
九
年
）、
早
乙
女
利
光
「
桐
壺
巻
「
い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
」

の
一
解
釈
―
『
漢
書
』
元
后
伝
第
六
十
八
司
馬
良
娣
伝
の
影
響
―
」（『
源
氏
物
語
の

表
現
技
法
』
武
蔵
野
書
院
二
〇
一
二
年
）
な
ど
参
照
。　

　

2　

注
1
妹
尾
論
文
参
照
。　

　

3　

門
前
眞
一「
桐
壺
の
巻「
い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
」―
文
法
か
ら
解
釋
へ
―
」

（『
山
辺
道
』
一
九
六
〇
年
三
月
）、
藤
河
家
利
昭
「
桐
壺
巻
の
方
法
―
「
い
か
ま
ほ

し
き
は
命
な
り
け
り
」
の
歌
に
つ
い
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
源
泉
受
容
の
方
法
』
勉

誠
社
一
九
九
五
年
）、
上
野
辰
義
「
桐
壺
更
衣
の
造
形
と
人
間
像
―
「
い
と
か
く
思

う
給
へ
ま
し
か
ば
」の
解
釈
を
中
心
に
―
」（『
源
氏
物
語
論
攷
』新
典
社
二
〇
二
一
年
）

な
ど
。
な
お
、門
前
眞
一
氏
は
「
か
く
」
を
更
衣
歌
の
後
半
を
指
す
と
解
し
て
、「（
も

し
こ
れ
が
本
當
の
思
ひ
で
し
た
ら
）
ど
ん
な
に
幸
福
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
の
に
、
さ
う

は
考
へ
ら
れ
ず
、
さ
け
ら
れ
ぬ
死
別
の
こ
と
を
思
ふ
と
、
あ
ま
り
に
悲
し
く
つ
ら
く

て
…
」
と
解
釈
し
た
。
こ
の
解
釈
は
「
ま
こ
と
に
か
よ
う
に
（
右
の
歌
の
ご
と
く
に
）
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考
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
よ
い
の
で
あ
っ
た
ら
…
。（
中
略
）
生
き
る
希
望
を
満
た

さ
れ
る
な
ら
う
れ
し
か
ろ
う
に
、
そ
う
で
な
い
の
は
悲
し
く
残
念
だ
、
と
万
感
を
言

い
さ
す
」
と
す
る
『
新
大
系
』
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
（『
岩
波
文
庫
』
も
同
様
）。

こ
れ
は
仮
想
さ
れ
る
事
態
を
発
話
時
点
の
こ
と
と
し
て
捉
え
た
も
の
だ
が
、「
ま
し
」

に
つ
い
て
は
、
時
制
を
過
去
に
ず
ら
す
『
弄
花
抄
』
や
『
細
流
抄
』
の
説
を
支
持
し

た
い
。　

　

4　

注
2
藤
河
家
論
文
。　

　

5　

注
2
上
野
論
文
、
注
1
妹
尾
論
文
。
近
年
の
注
釈
書
で
は
、

「
か
く
」
は
前
の
歌
の
内
容
を
指
す
。「
ま
し
か
ば
」
は
反
実
仮
想
の
表
現
。
こ

う
い
う
生
死
の
瀬
戸
際
に
立
つ
前
に
、
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
な
ら
ば
の

意
。
そ
れ
に
応
ず
る
後
文
は
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
聞
こ
え
ま
ほ

し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
」か
ら
推
察
可
能
。
こ
の
前
後
の「
ま
ほ
し
げ
」

「
あ
り
げ
」「
苦
し
げ
」「
た
ゆ
げ
」
等
、
接
尾
語
「
げ
」
の
機
能
を
生
か
し
た
表

現
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
こ
れ
ま
で
周
囲
の
人
々
の
思
惑
に
気

兼
ね
し
な
が
ら
過
ご
し
て
来
た
が
、
も
っ
と
自
己
の
心
に
従
順
に
帝
と
の
愛
に

徹
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う
後
悔
の
念
が
、
更
衣
の
表
情
に
現
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。「
給
へ
（
下
二
）」
は
謙
譲
の
「
給
ふ
」
の
未
然
形
。　

　
　

と
す
る
『
源
氏
物
語
注
釈
』
の
読
み
取
り
が
支
持
さ
れ
る
。

　

6　

藤
井
貞
和
「
光
源
氏
物
語
の
発
端
の
成
立
」（『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
』
砂
子

屋
書
房
一
九
九
〇
年
）、
新
間
一
美
「
李
夫
人
と
桐
壺
巻
」（『
源
氏
物
語
と
白
居
易

の
文
学
』
和
泉
書
院
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
参
照
。　

　

7　

こ
の
あ
た
り
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
島
田
と
よ
子
「
桐
壺
更
衣
―
女
御
昇
格
を
中

心
に
―
」（『
園
田
国
文
』
二
〇
〇
一
年
三
月
）、
高
橋
麻
織
「
光
源
氏
立
太
子
の
可

能
性
―
桐
壺
更
衣
の
女
御
昇
格
―
」（『
源
氏
物
語
の
政
治
学
』
笠
間
書
院
二
〇
一
六

年
）、
浅
尾
広
良
「
女
御
・
更
衣
と
賜
姓
源
氏
―
桐
壺
巻
の
歴
史
意
識
―
」（『
源
氏

物
語
の
皇
統
と
論
理
』
翰
林
書
房
二
〇
一
六
年
）
な
ど
参
照
。　

※
本
文
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』『
古
今
和
歌
集
』『
万
葉
集
』『
落
窪
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』

『
蜻
蛉
日
記
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
『
う

つ
ほ
物
語　

全
』（
改
訂
版
、
お
う
ふ
う
）
に
、『
後
撰
和
歌
集
』『
伊
勢
集
』『
実
方
集
』

は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
が
、
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。　
　

（
よ
し
だ
・
み
き
お　

本
学
教
授
）


