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光
源
氏
と
願
望
の
終
助
詞

木
　
谷
　
眞
　
理
　
子

一　
「
し
が
な
」
と
「
ば
や
」
の
使
い
分
け

　
「
し
が
（
な
）」
と
「
ば
や
」
は
、
よ
く
似
た
言
葉
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
平
安

時
代
の
、
願
望
を
表
す
終
助
詞
で
、
動
詞
ま
た
は
一
部
の
助
動
詞
に
つ
く
が
上

接
語
は
重
な
る
も
の
も
多
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て

は
、「
し
が
（
な
）」
と
「
ば
や
」
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
、
心
内
語
の
末
尾
に
あ
る
「
ば
や
」・「
し
が
（
な
）」

が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
承
け
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、「
ば
や
」・「
し
が
（
な
）」
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
、「
と
思

ふ
」・「
と
思
す
」
な
ど
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
承
け
方
も

見
出
さ
れ
る
。「
ば
や
」
に
特
徴
的
な
承
け
方
は
、
次
の
波
線
部
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

01
（
源
氏
ニ
ハ
）
か
の
人
（
＝
藤
壺
）
の
御
か
は
り
に
、（
若
紫
ヲ
）
明
け

暮
れ
の
慰
め
に
も
見
ば
や
、
と
思
ふ
心
深
う
つ
き
ぬ
。

�

（
若
紫
①
二
〇
九
頁
）

02
（
女
三
ノ
宮
ハ
源
氏
ガ
）
さ
の
み
こ
そ
は
思
し
隔
つ
る
こ
と
も
ま
さ
ら
め

と
恨
め
し
う
、
わ
が
身
つ
ら
く
て
、
尼
に
も
な
り
な
ば
や
の
御
心
つ
き
ぬ
。

�

（
柏
木
④
三
〇
一
頁
）

03
中
将
の
君
（
＝
薫
）、
な
か
な
か
親
王
の
思
ひ
す
ま
し
た
ま
へ
ら
ん
御
心

ば
へ
を
対
面
し
て
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
思
ふ
心
ぞ
深
く
な
り
ぬ
る
。

�

（
橋
姫
⑤
一
二
九
～
一
三
〇
頁
）

04
（
薫
ハ
弁
ノ
尼
カ
ラ
浮
舟
ノ
コ
ト
ヲ
）
く
は
し
く
聞
き
あ
き
ら
め
た
ま
ひ

て
、
さ
ら
ば
、
ま
こ
と
に
て
も
あ
ら
ん
か
し
、
見
ば
や
と
思
ふ
心
出
で
来

ぬ
。�

（
宿
木
⑤
四
六
一
頁
）

こ
れ
ら
の
用
例
で
は
、「
―
―
ば
や
と
思
ふ
心
ガ
願
望
者
ニ
（
オ
イ
テ
）
つ
き

ぬ
・
深
く
な
り
ぬ
る
・
出
で
来
ぬ
」
と
い
う
形
が
共
通
し
て
い
る
。「
―
―
ば

や
と
思
ふ
心
」
が
主
語
の
位
置
に
立
っ
て
お
り
、
願
望
者
は
受
動
的
な
の
で
あ

る
。

　

一
方
「
─
─
し
が
な
」
に
特
徴
的
な
承
け
方
は
、
次
の
波
線
部
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

05
（
源
氏
ハ
）
か
や
う
の
つ
い
で
に
も
、
か
の
五
節
を
思
し
忘
れ
ず
、
ま
た

見
て
し
が
な
と
心
に
か
け
た
ま
へ
れ
ど�

（
澪
標
②
二
九
九
頁
）

06
（
玉
鬘
ハ
）
実ま
こ
と

の
親
に
さ
も
知
ら
れ
た
て
ま
つ
り
に
し
が
な
と
人
知
れ
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ぬ
心
に
か
け
た
ま
へ
れ
ど�

（
胡
蝶
③
一
七
五
頁
）

07
（
大
君
ハ
）
我
も
人
も
見
お
と
さ
ず
、
心
違
は
で
や
み
に
し
が
な
、
と
思

ふ
心
づ
か
ひ
深
く
し
た
ま
へ
り
。�

（
総
角
⑤
二
八
八
頁
）

こ
れ
ら
の
用
例
で
は
、「
願
望
者
ハ
―
―
し
が
な
と
心
に
か
く
・
心
ヲ
つ
か
ふ
」

と
い
う
形
が
共
通
し
て
い
る
。「
─
─
し
が
な
」
は
こ
こ
で
は
、
願
望
者
が
意

志
的
に
心
を
つ
か
い
心
に
か
け
て
対
処
す
べ
き
課
題
な
の
で
あ
る
。

　

01
～
04
の
よ
う
な
承
け
方
は
、「
ば
や
」
に
の
み
見
ら
れ
「
し
が
な
」
に
は

見
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
05
～
07
の
よ
う
な
承
け
方
は
、「
し
が
な
」
に
の
み
見

ら
れ
「
ば
や
」
に
は
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
事
実
を
ま
ず
は
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
事
実
も
あ
る
。
光
源
氏
の
会
話
・
心
内
語
に
お
け
る

「
ば
や
」・「
が
な
」
の
用
例
を
見
て
い
く
と
、
二
つ
の
用
例
群
が
目
を
引
く
。

　

一
つ
め
は
、「
桐
壺
」
～
「
若
紫
」
巻
と
い
う
物
語
の
初
発
部
に
集
中
し
て

現
れ
る
「
─
─
ば
や
」
の
用
例
群
で
あ
る
。

Ａ
若
き
御
心
地
に
（
藤
壺
ヲ
）
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
常

に
参
ら
ま
ほ
し
く
、
な
づ
さ
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。

�

（
桐
壺
①
四
三
頁
）

Ｂ
（
空
蝉
ガ
軒
端
荻
ト
）
さ
て
向
か
ひ
ゐ
た
ら
む
を
見
ば
や
と
思
ひ
て
、
や

を
ら
歩
み
出
で
て
簾
の
は
さ
ま
に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。�（
空
蝉
①
一
一
九
頁
）

Ｃ
（
夕
顔
ノ
家
ノ
住
人
ニ
ツ
イ
テ
、
惟
光
ノ
調
査
報
告
ヲ
聞
キ
）
君
う
ち
笑

み
た
ま
ひ
て
、
知
ら
ば
や
と
思
ほ
し
た
り
。�

（
夕
顔
①
一
四
三
頁
）

Ｄ
（
北
山
ノ
少
女
ヲ
見
テ
）
さ
て
も
、
い
と
う
つ
く
し
か
り
つ
る
児ち
ご

か
な
、

何
人
な
ら
む
、
か
の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
も
見
ば
や
、

と
思
ふ
心
深
う
つ
き
ぬ
。�

（
若
紫
①
二
〇
九
頁
）

Ｅ
（
北
山
ノ
少
女
ガ
兵
部
卿
宮
ノ
子
デ
ア
ル
ト
知
リ
）
う
ち
語
ら
ひ
て
心
の

ま
ま
に
教
へ
生
ほ
し
立
て
て
見
ば
や
と
思
す
。�

（
若
紫
①
二
一
三
頁
）

い
ず
れ
の
「
─
─
ば
や
」
も
、
光
源
氏
の
心
内
語
の
な
か
に
出
て
き
て
お
り
、

特
定
の
女
君
と
近
し
く
関
わ
る
こ
と
を
望
む
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

二
つ
め
は
、
光
源
氏
が
須
磨
・
明
石
か
ら
帰
京
し
た
後
に
現
れ
る
「
─
─
が

な
」
の
用
例
群
で
あ
る
。

Ｆ
か
の
五
節
を
思
し
忘
れ
ず
、
ま
た
見
て
し
が
な
と
心
に
か
け
た
ま
へ
れ
ど
、

い
と
難
き
こ
と
に
て
、
え
紛
れ
た
ま
は
ず
。
…
…
心
や
す
き
殿
造
り
し
て

は
、
か
や
う
の
人
集
へ
て
も
…
…
と
思
す
。�

（
澪
標
②
二
九
九
頁
）

Ｇ
（
秋
好
ニ
ツ
イ
テ
）
こ
の
人
知
れ
ず
思
ふ
方
の
ま
じ
ら
ひ
を
せ
さ
せ
た
て

ま
つ
ら
む
に
、
人
に
劣
り
た
ま
ふ
ま
じ
か
め
り
、
い
か
で
さ
や
か
に
御

容か
た
ち貌

を
見
て
し
が
な
、
と
思
す
も
、
う
ち
と
く
べ
き
御
親
心
に
は
あ
ら
ず

や
あ
り
け
む
。�

（
澪
標
②
三
一
七
頁
）

Ｈ
（
秋
好
ニ
）「
年
の
内
ゆ
き
か
は
る
時
々
の
花
紅
葉
、
空
の
け
し
き
に
つ

け
て
も
、
心
の
ゆ
く
こ
と
も
し
は
べ
り
に
し
が
な
。
…
…
狭
き
垣
根
の
内

な
り
と
も
、
そ
の
を
り
の
心
見
知
る
ば
か
り
、
春
の
花
の
木
を
も
植
ゑ
わ

た
し
、
秋
の
草
を
も
掘
り
移
し
て
、
い
た
づ
ら
な
る
野
辺
の
虫
を
も
住
ま

せ
て
、
人
に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
を
、
い
づ
方
に
か
御
心
寄

せ
は
べ
る
べ
か
ら
む
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
に

�

（
薄
雲
②
四
六
一
～
四
六
二
頁
）

Ｉ
女
君
（
＝
紫
ノ
上
）
に
、「
…
…
時
々
に
つ
け
た
る
木
草
の
花
に
寄
せ
て

も
、
御
心
と
ま
る
ば
か
り
の
遊
び
な
ど
し
て
し
が
な
」
と
、「
公
お
ほ
や
け

私
わ
た
く
し

の
営
み
し
げ
き
身
こ
そ
ふ
さ
は
し
か
ら
ね
、
い
か
で
思
ふ
こ
と
し
て
し
が
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な
」
…
…
な
ど
語
ら
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。（
薄
雲
②
四
六
四
～
四
六
五
頁
）

Ｊ
（
紫
ノ
上
ニ
、
玉
鬘
ニ
ツ
イ
テ
）「
か
か
る
も
の
あ
り
と
、
い
か
で
人
に

知
ら
せ
て
、
兵
部
卿
宮
な
ど
の
、
こ
の
籬ま
が
き

の
内
好
ま
し
う
し
た
ま
ふ
心

乱
り
に
し
が
な
。
す
き
者
ど
も
の
、
い
と
う
る
は
し
だ
ち
て
の
み
こ
の
わ

た
り
に
見
ゆ
る
も
、
か
か
る
も
の
の
く
さ
は
ひ
の
な
き
ほ
ど
な
り
。
い
た

う
も
て
な
し
て
し
が
な
」�

（
玉
鬘
③
一
三
一
頁
）

Ｋ
「
人
々
（
＝
六
条
院
ノ
女
君
タ
チ
）
の
こ
な
た
（
＝
春
ノ
町
）
に
集
ひ
た

ま
へ
る
つ
い
で
に
、
い
か
で
物
の
音
試
み
て
し
が
な
。
私
の
後
宴
す
べ

し
」
と
の
た
ま
ひ
て�

（
初
音
③
一
六
〇
頁
）

光
源
氏
は
、
五
節
（
Ｆ
）、
秋
好
（
Ｇ
・
Ｈ
）、
紫
の
上
（
Ｉ
）、
玉
鬘
（
Ｊ
）、

そ
し
て
六
条
院
に
住
む
女
君
た
ち
（
Ｋ
）、
へ
の
関
心
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
し

か
し
、「
い
と
難
き
こ
と
に
て
、
え
紛
れ
た
ま
は
ず
」（
Ｆ
）
と
い
う
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
束
縛
と
な
る
現
実
が
顧
み
ら
れ
て
も
く
る
結
果
、
女
君
た
ち
と
の

関
わ
り
あ
い
は
、
二
条
東
院
の
経
営
（
Ｆ
）、
秋
好
の
入
内
（
Ｇ
）、
そ
し
て
六

条
院
の
経
営
（
Ｈ
・
Ｉ
・
Ｊ
・
Ｋ
）
の
な
か
で
目
論
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

青
年
光
源
氏
の
、
特
定
の
女
君
と
近
し
く
関
わ
る
こ
と
を
望
む
表
現
は
、

「
─
─
ば
や
」
ば
か
り
で
「
─
─
し
が
な
」
は
混
じ
ら
ず
、
ま
た
壮
年
光
源
氏

の
、
女
君
へ
の
関
心
を
滲
ま
せ
つ
つ
も
邸
の
経
営
等
へ
と
昇
華
し
て
い
く
よ
う

な
願
望
表
現
は
、「
─
─
し
が
な
」
ば
か
り
で
「
─
─
ば
や
」
は
混
じ
ら
な
い
、

と
い
う
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
し
が
（
な
）」
と

「
ば
や
」
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
、
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、「
し

が
（
な
）」
と
「
ば
や
」
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

二　
「
し
が
な
」
と
「
ば
や
」
の
違
い

　
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
、「
し
が
（
な
）」
と
「
ば
や
」
が
並

存
し
て
い
た
。
し
か
し
上
代
に
遡
る
と
、「
し
が
（
な
）」
の
ほ
う
は
「
て
し
か

（
も
）」
と
い
う
形
で
存
し
て
い
た
が
、「
ば
や
」
と
い
う
語
は
い
ま
だ
存
在
し

な
か
っ
た
。「
ば
や
」
は
平
安
時
代
初
期
に
成
立
し
た
語
で
あ
り
、
そ
の
用
例

は
、『
古
今
集
』
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、『
竹
取
物
語
』・『
伊
勢
物
語
』・『
土

佐
日
記
』
な
ど
に
は
な
く
、『
う
つ
ほ
物
語
』・『
蜻
蛉
日
記
』
以
下
の
仮
名
文

学
に
お
い
て
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
藤
原
定
家
の
時
代
に
は
、「
し
が
（
な
）」
を
使
わ
な
く
な
っ
て
い
た
。

定
家
『
僻
案
抄
』
は
、
古
今
集
歌
「
お
も
ふ
ど
ち
春
の
山
辺
に
う
ち
む
れ
て
そ

こ
と
も
い
は
ぬ
旅
寝
し
て
し
が
」（
春
下
・
素
性
）
に
関
し
て
、「
し
て
し
が
な

と
い
ふ
詞
は
、
せ
ば
や
と
思
ふ
事
を
、
し
て
し
が
な
、
あ
り
に
し
が
な
と
は
い

ふ
也
」
と
説
明
す
る
。「
て
し
が
（
な
）」
は
古
い
時
代
の
、
意
味
の
よ
く
分
か

ら
な
い
語
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
定
家
は
、「
ば
や
」
と
同
じ
意
味

だ
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

佐
藤
宣
男
氏
は
平
安
時
代
に
お
け
る
「
ば
や
」
と
「
し
が
（
な
）」
の
使
用

状
況
を
調
べ
、「
時
期
が
下
る
に
と
も
な
い
、「
ば
や
」
が
増
加
し
、
相
対
的
に

「
し
が
な
」
が
減
少
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
、「
平
安
時
代
に
新
た
に
生
じ
た

「
ば
や
」
は
、
用
法
の
上
で
の
共
通
性
か
ら
次
第
に
「
し
が
な
」
を
駆
逐
し
て
、

院
政
・
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
は
、「
し
が
な
」
の
座
を
ほ
と
ん
ど
と
り
つ
く
し

て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
（
1
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
歴
史
的
に
大
き
く
眺
め
れ
ば
、「
し
が
（
な
）」
か
ら
「
ば
や
」
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へ
と
交
代
し
た
の
で
あ
り
、
両
者
は
交
代
可
能
な
よ
く
似
た
言
葉
で
あ
る
、
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
繰
り
返
す
が
、『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に
は
両

者
が
並
存
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

＊

　

も
し
も
定
家
の
言
う
よ
う
に
「
し
が
（
な
）」
と
「
ば
や
」
が
同
じ
意
味
な

ら
ば
、
両
語
の
違
い
は
語
感
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
し
が
（
な
）」
に

は
古
く
か
ら
あ
る
語
と
い
う
重
々
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
他
方
「
ば
や
」
に
は
比

較
的
最
近
に
使
わ
れ
だ
し
た
語
と
い
う
軽
さ
が
感
じ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

佐
藤
氏
は
、
平
安
時
代
の
「
女
性
・
子
供
の
こ
と
ば
に
あ
っ
て
は
、「
し
が
な
」

よ
り
も
「
ば
や
」
の
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
」
が
、
そ
れ
は
新
興
語

と
し
て
の
語
感
が
好
ま
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、「
ば
や
」
と
「
し
が
な
」
に

「
意
味
上
の
差
異
は
、
ほ
と
ん
ど
認
め
が
た
い
」
と
す
（
2
（
る
。

　

で
は
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
な
「
ば
や
」
と
「
し
が
（
な
）」
の
使
い
分
け

を
、
語
感
の
違
い
、
で
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

願
望
の
内
容
と
願
望
表
現
の
語
感
が
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
説
明
を
試
み

て
み
よ
う
。
05
～
07
の
よ
う
に
願
望
者
が
意
志
的
に
対
処
す
べ
き
課
題
を
表
す

と
き
は
、
重
々
し
い
語
感
の
「
し
が
な
」
を
用
い
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い

う
説
明
は
納
得
で
き
る
に
し
て
も
、
01
～
04
の
よ
う
に
心
に
取
り
憑
い
た
願
望

を
表
す
と
き
は
、
軽
い
語
感
の
新
興
語
「
ば
や
」
を
用
い
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
、

と
い
う
説
明
が
は
た
し
て
成
り
立
つ
か
ど
う
か
。
ま
た
、
Ｆ
～
Ｋ
の
よ
う
な
女

君
へ
の
関
心
を
滲
ま
せ
つ
つ
も
邸
の
経
営
等
へ
と
昇
華
し
て
い
く
よ
う
な
願
望

表
現
に
は
、「
し
が
な
」
の
重
々
し
い
語
感
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
説
明
に

は
説
得
力
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
Ａ
～
Ｅ
の
よ
う
な
特
定
の
女
君
と
近
し

く
関
わ
る
こ
と
を
望
む
表
現
に
は
、「
ば
や
」
の
軽
い
語
感
が
ふ
さ
わ
し
い
、

と
い
う
説
明
は
や
や
説
得
力
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

藤
壺
の
代
わ
り
に
若
紫
を
手
元
に
置
き
た
い
と
望
む
Ｄ
や
Ｅ
な
ど
、
決
し
て

軽
々
し
い
内
容
の
願
望
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

Ａ
～
Ｋ
に
つ
い
て
は
、
若
い
頃
は
新
興
語
の
「
ば
や
」、
壮
年
に
な
る
と

「
し
が
な
」
の
ほ
う
を
よ
り
好
む
よ
う
に
な
る
た
め
だ
、
と
い
う
説
明
も
あ
り

え
よ
う
。
し
か
し
、
青
年
の
源
氏
が
「
し
が
な
」
を
使
っ
て
い
る
（
3
（

例
や
、
壮
年

の
源
氏
が
「
ば
や
」
を
使
っ
て
い
る
（
4
（
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

説
明
も
ま
た
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
し
が
（
な
）」
と
「
ば
や
」
の
使
い

分
け
は
、
両
語
の
語
感
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊

　

と
な
る
と
、「
し
が
（
な
）」
と
「
ば
や
」
に
は
何
ら
か
の
意
味
の
違
い
が
あ

り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
『
源
氏
物
語
』
は
両
語
を
使
い
分
け
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
違
い
な
の
か
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
ば
や
」
は
平
安
初
期
に
成
立
し
た
言
葉
で
あ
る
。

そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、
山
田
孝
雄
『
平
安
朝
文
法
（
5
（
史
』
に
、「
未
然
形

所
属
の
「
ば
」
よ
り
「
や
」
に
ゆ
き
て
「
ば
や
」
と
な
り
、
下
を
略
し
て
希
望

を
あ
ら
は
す
こ
と
、
こ
の
期
よ
り
あ
ら
は
る
。
…
…
こ
は
「
ば
」
に
て
下
を
略

す
る
形
な
る
一
種
の
慣
例
よ
り
か
く
の
如
く
な
る
に
至
り
し
な
り
」
と
あ
る
の
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が
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
ば
や
」
の
「
や
」
に
つ
い
て
は
、
疑

問
の
助
詞
と
す
る
説
と
、
感
動
（
詠
嘆
）
の
助
詞
と
す
る
説
と
が
あ
る
。「「
ば
」

に
て
下
を
略
す
る
形
」
と
は
例
え
ば
、

08
（
源
氏
ハ
夕
顔
ニ
ツ
イ
テ
）
心
ば
み
た
る
方
を
す
こ
し
添
へ
た
ら
ば
と
見

た
ま
ひ
な
が
ら�

（
源
氏
物
語
・
夕
顔
①
一
五
七
頁
）

の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
「
ば
や
」
の
用
例
と
似
て
い
る
。

09
（
覗
キ
見
ル
源
氏
ノ
目
ニ
、
軒
端
荻
ハ
）
心
地
ぞ
な
ほ
静
か
な
る
気け

を
添

へ
ば
や
と
ふ
と
見
ゆ
る
。�

（
源
氏
物
語
・
空
蝉
①
一
二
〇
頁
）

10
（
夕
顔
ト
過
ゴ
ス
源
氏
ハ
六
条
御
息
所
ニ
ツ
イ
テ
）
あ
ま
り
心
深
く
、
見

る
人
も
苦
し
き
御
あ
り
さ
ま
を
す
こ
し
取
り
捨
て
ば
や
と
、
思
ひ
く
ら
べ

ら
れ
た
ま
ひ
け
る
。�

（
源
氏
物
語
・
夕
顔
①
一
六
三
頁
）

11
（
大
輔
命
婦
ハ
末
摘
花
ノ
琴
ニ
ツ
イ
テ
）
す
こ
し
け
近
う
、
い
ま
め
き
た

る
け
を
つ
け
ば
や
と
ぞ
、
乱
れ
た
る
心
に
は
心
も
と
な
く
思
ひ
ゐ
た
る
。

�

（
源
氏
物
語
・
末
摘
花
①
二
八
〇
頁
）

こ
れ
ら
の
「
―
―
ば
や
」
は
、「
―
―
」
の
実
現
を
願
い
志
す
、
と
い
っ
た
願

望
で
は
な
く
、
08
と
同
様
に
、
た
だ
、「
―
―
」
し
た
ら
良
い
の
に
な
あ
、
と

想
像
し
て
い
る
だ
け
の
願
望
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
掲
げ
る
用
例
も
、
同
様
で
あ
る
。

12
（
兵
部
卿
宮
ハ
源
氏
ニ
ツ
イ
テ
）
女
に
て
見
ば
や
と
色
め
き
た
る
御
心
に

は
思
ほ
す
。�

（
源
氏
物
語
・
紅
葉
賀
①
三
一
九
頁
）

13
（
紀
伊
守
）「
…
…
兵
部
卿
宮
ぞ
い
と
い
み
じ
く
お
は
す
る
や
。
女
に
て

馴
れ
仕
う
ま
つ
ら
ば
や
と
な
ん
お
ぼ
え
は
べ
る
」
な
ど
、
教
へ
た
ら
ん
や

う
に
言
ひ
つ
づ
く
。�

（
源
氏
物
語
・
手
習
⑥
三
五
九
～
三
六
〇
頁
）

　

成
立
後
ま
も
な
い
「
ば
や
」
の
語
義
に
は
、
未
然
形
接
続
の
接
続
助
詞
「
ば
」

＋
助
詞
「
や
」、
と
い
う
語
の
成
り
立
ち
が
深
く
響
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

「
─
─
ば
や
」
は
、「
あ
く
ま
で
仮
定
的
想
像
で
あ
」
（
6
（

り
、「
―
―
」
の
実
現
ま

で
は
と
り
あ
え
ず
考
え
て
い
な
い
表
現
で
あ
る
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
し
が
（
な
）」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
ま
ず
は
そ
の
前
身
、
上
代
の

「
て
し
か
（
も
）」
に
つ
い
て
。
山
口
佳
紀
（
7
（

氏
は
、「
後
世
に
は
テ
シ
ガ
と
濁
音

に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
古
く
は
テ
シ
カ
と
清
音
で
あ
っ
た
」
こ
と
、

「
上
代
で
は
常
に
〈
動
詞
連
用
形
＋
テ
シ
カ
（
モ
）〉
の
形
で
あ
っ
た
」
こ
と
を

説
き
、
し
た
が
っ
て
、「
上
接
の
動
詞
の
性
質
に
関
わ
り
な
く
テ
が
現
れ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
テ
は
接
続
助
詞
の
テ
と
見
る
他
は
な
」
く
、「
テ
が
接
続
助
詞

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
後
続
す
る
辞
が
助
動
詞
で
あ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
、

シ
は
副
助
詞
の
シ
、
カ
は
係
助
詞
の
カ
と
考
え
る
の
が
、
最
も
合
理
的
で
あ
ろ

う
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
～
テ
ま
で
は
条
件
を
表
わ
し
、
シ
は
強
調
、
カ

（
モ
）
は
詠
嘆
の
意
を
添
え
る
も
の
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語

構
成
は
先
に
述
べ
た
「
ば
や
」
と
も
通
ず
る
わ
け
で
、
山
口
氏
は
、「
平
安
時

代
に
現
れ
る
〈
動
詞
未
然
形
＋
バ
ヤ
〉
の
願
望
表
現
形
式
に
つ
い
て
も
」「
ヤ

を
感
動
（
詠
嘆
）
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
平
安
時
代
以
降
に
な
る
と
、「〈
動
詞
連
用
形
＋
テ
シ
カ
（
ナ
）〉
以

外
に
、〈
動
詞
連
用
形
＋
シ
カ
（
ナ
）〉〈
動
詞
連
用
形
＋
ニ
シ
カ
（
ナ
）〉
の
形

が
生
じ
」
る
が
、
こ
れ
は
、「
テ
シ
カ
の
テ
が
完
了
ツ
の
連
用
形
の
よ
う
に
意

識
さ
れ
」
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
、「
上
接
動
詞
の
性
質
に
応
じ
て
テ
が
完

了
ヌ
の
連
用
形
ニ
と
交
代
し
て
ニ
シ
カ
の
形
が
生
じ
」、
ま
た
「
シ
カ
が
直
接

に
動
詞
連
用
形
に
接
続
す
る
」
形
も
現
れ
た
、
と
山
口
氏
は
述
べ
る
。
で
は
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「
し
か
」
の
語
構
成
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
気
に
な
る
と
こ

ろ
で
は
あ
る
が
、
確
か
な
答
え
を
出
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
平
安

時
代
に
は
、「
し
か
」
と
清
ん
で
い
た
の
か
、「
し
が
」
と
濁
っ
て
い
た
の
か
、

そ
れ
さ
え
も
定
か
で
は
な
（
8
（

い
。

　

そ
こ
で
、
平
安
時
代
の
用
例
を
見
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
山
内
洋
一

郎
氏
は
「
し
が
（
な
）」
に
つ
い
て
、「「
い
か
で

0

0

0

こ
の
か
く
や
姫
を
得
て0

し
か

な0

、
見
て0

し
か
な0

」（
竹
取
物
語
）
の
如
く
、「
い
か
で
」
を
上
に
も
つ
例
が
多

い
」
こ
と
を
指
摘
、「「
い
か
で
」
は
「
何
と
か
し
て
。
ぜ
ひ
と
も
」
と
い
う
積

極
性
を
明
瞭
に
示
し
た
陳
述
副
詞
で
あ
」
る
か
ら
、「
し
が
（
な
）」
は
「
ば

や
」
に
比
し
て
「
実
現
へ
の
積
極
性
」
が
ま
さ
る
、
と
す
（
9
（
る
。
例
え
ば
『
源
氏

物
語
』
に
つ
い
て
見
る
と
、「
い
か
で
」
と
呼
応
す
る
も
の
は
、「
ば
や
」
全
八

六
例
の
う
ち
わ
ず
か
二
例
約
二
％
で
あ
る
が
、「
し
が
な
」
の
場
合
、
全
三
七

例
の
う
ち
一
四
例
約
三
八
％
と
か
な
り
の
高
率
な
の
で
あ
る
。

　

第
一
節
に
掲
げ
た
用
例
01
～
07
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。「
願
望
者
ハ

―
―
し
が
な
と
心
に
か
く
・
心
ヲ
つ
か
ふ
」
と
い
う
形
の
用
例
05
～
07
に
お
い

て
は
、「
─
─
し
が
な
」
は
願
望
者
が
意
志
的
に
心
を
つ
か
い
心
に
か
け
て
対

処
す
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
願
望
者
は
現
実
を
見
測
り
な
が

ら
願
望
を
実
現
す
べ
く
心
を
用
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
、

「
―
―
ば
や
と
思
ふ
心
ガ
願
望
者
ニ
（
オ
イ
テ
）
つ
き
ぬ
・
深
く
な
り
ぬ
る
・

出
で
来
ぬ
」
と
い
う
形
の
用
例
01
～
04
に
お
い
て
は
、「
―
―
ば
や
と
思
ふ
心
」

が
主
語
の
位
置
に
立
っ
て
い
て
願
望
者
は
受
動
的
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
─
─
ば
や
と
思
ふ
心
」
は
願
望
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
お
か
れ
て
い
な
い
、

願
望
者
は
現
実
を
見
測
り
な
が
ら
願
望
を
実
現
す
べ
く
心
を
用
い
る
と
い
っ
た

こ
と
を
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
─
─
ば
や
」

に
つ
い
て
の
、「
―
―
」
の
実
現
ま
で
は
と
り
あ
え
ず
考
え
て
い
な
い
表
現
、

と
い
う
推
測
に
符
合
し
て
い
る
。
逆
に
「
─
─
し
が
な
」
に
つ
い
て
は
、

「
─
─
」
の
実
現
を
願
い
志
す
表
現
、
と
推
測
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

例
え
ば
用
例
05
（
＝
Ｆ
）「（
源
氏
ハ
五
節
ヲ
）
ま
た
見
て
し
が
な
と
心
に
か

け
た
ま
へ
れ
ど
、
い
と
難
き
こ
と
に
て
、
え
紛
れ
た
ま
は
ず
。
…
…
心
や
す
き

殿
造
り
し
て
は
、
か
や
う
の
人
集
へ
て
も
…
…
と
思
す
」（
澪
標
②
二
九
九

頁
）
や
、
用
例
06
「（
玉
鬘
ハ
）
実
の
親
に
さ
も
知
ら
れ
た
て
ま
つ
り
に
し
が

な
と
人
知
れ
ぬ
心
に
か
け
た
ま
へ
れ
ど
、
さ
や
う
に
も
漏
ら
し
き
こ
え
た
ま
は

ず
」（
胡
蝶
③
一
七
五
頁
）
で
は
、
傍
線
部
の
願
望
を
実
現
す
る
た
め
の
方
策

が
、
波
線
部
の
と
こ
ろ
で
探
ら
れ
て
い
る
。
用
例
05
で
は
、
五
節
に
会
い
に
行

こ
う
と
考
え
る
が
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
な
る
方
策
と
し
て
、
邸

を
造
り
五
節
ら
を
手
元
に
引
き
取
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
用
例
06
で
は
、
本

当
の
父
親
に
自
分
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
そ
の
た
め
に
は
源
氏
が
力

を
貸
し
て
く
れ
る
と
い
い
の
だ
が
、
父
親
と
し
て
世
話
を
し
て
く
れ
る
源
氏
に

向
か
っ
て
、
そ
ん
な
意
向
を
漏
ら
す
わ
け
に
も
い
か
ず
、
願
望
実
現
の
た
め
の

具
体
的
方
策
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
で
い
る
、
と
す
る
。

　

あ
る
い
は
、
第
一
節
で
見
た
用
例
Ａ
～
Ｋ
を
思
い
出
そ
う
。「
─
─
ば
や
」

の
形
の
用
例
Ａ
～
Ｅ
は
い
ず
れ
も
心
内
語
で
あ
り
、「（
藤
壺
ヲ
）
な
づ
さ
ひ
見

た
て
ま
つ
ら
ば
や
」、「（
空
蝉
ト
軒
端
荻
ガ
）
向
か
ひ
ゐ
た
ら
む
を
見
ば
や
」、

「（
夕
顔
ノ
家
ノ
女
ニ
ツ
イ
テ
）
知
ら
ば
や
」、「（
若
紫
ヲ
）
明
け
暮
れ
の
慰
め

に
も
見
ば
や
」、「（
若
紫
ヲ
）
教
へ
生
ほ
し
立
て
て
見
ば
や
」
と
、
い
ず
れ
も

ま
こ
と
に
素
直
に
、
女
君
た
ち
と
近
し
く
関
わ
り
あ
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
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こ
こ
に
は
、
現
実
を
あ
れ
こ
れ
と
顧
慮
す
る
重
苦
し
さ
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
他
方
「
─
─
し
が
な
」
の
形
の
用
例
Ｆ
～
Ｋ
は
、
Ｆ
・
Ｇ
が
心
内
語
、
Ｈ

～
Ｋ
が
会
話
で
あ
る
。
心
内
語
の
Ｆ
・
Ｇ
は
、「（
五
節
ヲ
）
ま
た
見
て
し
が

な
」、「（
秋
好
ノ
）
御
容
貌
を
見
て
し
が
な
」
と
、
や
は
り
素
直
な
願
望
で
は

あ
る
が
、
殿
造
り
や
入
内
が
か
ら
ん
で
く
る
の
は
、
現
実
に
女
君
と
ど
う
関
わ

り
あ
っ
て
い
く
か
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
会
話
の
Ｈ
～
Ｋ
は
い
ず
れ

も
、
六
条
院
で
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
い
、
と
い
う
願
望
表
現
で
、
女
君
た
ち
に

対
す
る
関
心
が
昇
華
し
た
形
で
現
れ
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
や
は
り
、「
─
─
ば
や
」
は
「
あ
く
ま
で
仮
定
的
想
像
で
あ
る
」

の
に
対
し
、「
―
―
し
が
な
」
は
「
―
―
」
の
実
現
を
願
い
志
す
表
現
、
と
言

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
し
が
な
」
と
「
ば
や
」
の
意
味
の
違
い
を
、
願

望
実
現
へ
の
意
志
の
有
無
に
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
を
㋐
と
す
る
。

＊

　

㋐
説
は
、
本
当
に
正
し
い
の
か
。
さ
ら
な
る
検
討
の
た
め
に
、
願
望
の
内
容

が
似
て
い
る
の
に
、
片
や
「
―
―
ば
や
」、
片
や
「
―
―
し
が
な
」
で
表
現
さ

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
二
組
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

14
対
の
上
（
＝
紫
ノ
上
）、
か
く
年
月
に
そ
へ
て
方
々
に
ま
さ
り
た
ま
ふ

（
女
三
ノ
宮
ノ
）
御
お
ぼ
え
に
、
わ
が
身
は
た
だ
一
と
こ
ろ
の
御
も
て
な

し
に
人
に
は
劣
ら
ね
ど
、
あ
ま
り
年
つ
も
り
な
ば
、
そ
の
御
心
ば
へ
も
つ

ひ
に
お
と
ろ
へ
な
ん
、
さ
ら
む
世
を
見
は
て
ぬ
さ
き
に
心
と
背
き
に
し
が

な
、
と
た
ゆ
み
な
く
思
し
わ
た
れ
ど
、
さ
か
し
き
や
う
に
や
思
さ
む
と
つ

つ
ま
れ
て
、
は
か
ば
か
し
く
も
え
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。

�

（
若
菜
下
④
一
七
七
頁
）

15
（
出
産
後
ノ
女
三
ノ
）
宮
は
、
さ
ば
か
り
ひ
は
づ
な
る
御
さ
ま
に
て
、
い

と
む
く
つ
け
う
、
な
ら
は
ぬ
こ
と
の
恐
ろ
し
う
思
さ
れ
け
る
に
、
御
湯
な

ど
も
聞
こ
し
め
さ
ず
、
身
の
心
憂
き
こ
と
を
か
か
る
に
つ
け
て
も
思
し
入

れ
ば
、
さ
は
れ
、
こ
の
つ
い
で
に
も
死
な
ば
や
と
思
す
。
大お
と
ど殿
は
、
い
と

よ
う
人
目
を
飾
り
思
せ
ど
、
ま
だ
む
つ
か
し
げ
に
お
は
す
る
な
ど
を
、
と

り
わ
き
て
も
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
ず
な
ど
あ
れ
ば
…
…
さ
の
み
こ
そ
は

思
し
隔
つ
る
こ
と
も
ま
さ
ら
め
と
恨
め
し
う
、
わ
が
身
つ
ら
く
て
、
尼
に

も
な
り
な
ば
や
の
御
心
つ
き
ぬ
。�

（
柏
木
④
三
〇
〇
～
三
〇
一
頁
）

　

14
の
紫
の
上
の
「
背
き
に
し
が
な
」
も
、
15
の
女
三
の
宮
の
「
尼
に
も
な
り

な
ば
や
」
も
、
と
も
に
出
家
し
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
。
紫
の
上
の
場
合
は
、

自
分
の
立
場
等
を
考
慮
し
た
す
え
に
出
家
と
い
う
結
論
へ
と
到
っ
て
お
り
、
論

理
的
意
志
的
で
あ
る
。
出
家
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
夫
で
あ
る
光
源

氏
の
許
可
が
欠
か
せ
な
い
の
だ
が
、
波
線
部
は
、
紫
の
上
が
常
に
出
家
の
実
現

を
志
し
、
源
氏
に
願
い
出
よ
う
と
思
い
な
が
ら
も
、
容
易
に
言
い
出
せ
な
い
で

い
る
こ
と
を
語
る
。
こ
こ
に
は
、
願
望
実
現
を
志
し
な
が
ら
も
、
そ
の
困
難
に

直
面
し
て
い
る
紫
の
上
の
姿
が
あ
る
。

　

他
方
の
、
女
三
の
宮
の
出
家
願
望
、
お
よ
び
直
前
の
「
死
な
ば
や
」
と
い
う

願
望
は
、「
い
と
む
く
つ
け
う
」・「
恐
ろ
し
う
」・「
心
憂
き
」・「
恨
め
し
う
」・

「
つ
ら
く
」
と
い
っ
た
形
容
詞
の
連
発
の
す
え
に
現
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
感

情
的
で
あ
る
。「
死
な
ば
や
」
が
、
い
つ
の
ま
に
か
「
尼
に
も
な
り
な
ば
や
」

へ
と
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
も
、
こ
れ
ら
の
願
望
が
感
情
に
ま
か
せ
た

思
い
つ
き
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
特
に
「
尼
に
も
な
り
な
ば
や
の
御
心
」
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に
つ
い
て
は
「
つ
き
ぬ
」
と
い
う
述
部
で
承
け
ら
れ
て
い
る
が
、
女
三
の
宮
出

家
後
に
六
条
御
息
所
の
物
の
怪
が
現
れ
、「
か
う
ぞ
あ
る
よ
」
云
々
と
語
る
こ

と
か
ら
（
柏
木
④
三
一
〇
頁
）、
物
の
怪
が
女
三
の
宮
に
「
つ
」
か
し
め
た
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
願
望
を
実
現
し
よ
う
と
志
し
、
そ

の
た
め
の
方
途
を
落
ち
着
い
て
検
討
す
る
、
と
い
っ
た
姿
勢
は
微
塵
も
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
14
と
15
に
お
け
る
「
し
が
な
」
と
「
ば

や
」
の
使
い
分
け
は
、
㋐
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
組
は
和
歌
で
あ
る
。

16
（
花
散
里
）
月
影
の
や
ど
れ
る
袖
は
せ
ば
く
と
も
と
め
て
も
見
ば
や
あ
か

ぬ
光
を�

（
須
磨
②
一
七
五
頁
）

17
（
紫
ノ
上
）
惜
し
か
ら
ぬ
命
に
か
へ
て
目
の
前
の
別
れ
を
し
ば
し
と
ど
め

て
し
が
な�
（
須
磨
②
一
八
六
頁
）

　

こ
れ
ら
は
と
も
に
、
須
磨
へ
退
居
す
る
源
氏
と
の
別
れ
に
際
し
て
詠
ま
れ
て

お
り
、
源
氏
を
こ
こ
に
と
ど
め
た
い
、
と
す
る
点
も
共
通
す
る
。
こ
の
使
い
分

け
に
つ
い
て
も
、
㋐
説
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

花
散
里
の
歌
は
、
月
影
（
＝
源
氏
）
を
私
の
袖
に
と
ど
め
て
見
た
い
、
と
い

う
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
内
容
で
あ
る
。
経
済
的
に
は
源
氏
に
頼
っ
て
暮
ら
し
て
い

る
も
の
の
、
源
氏
の
訪
れ
は
須
磨
へ
の
退
居
が
な
く
と
も
ご
く
稀
な
花
散
里
で

あ
っ
て
み
れ
ば
、
自
分
の
も
と
に
源
氏
を
と
ど
め
る
こ
と
の
実
現
を
望
む
と
し

た
ら
、
分
不
相
応
と
の
譏
り
を
免
れ
ま
い
。
自
分
の
分
を
弁
え
て
い
る
花
散
里

は
、
胸
の
う
ち
に
本
当
は
願
っ
て
や
ま
な
い
源
氏
と
の
飽
く
ほ
ど
の
関
わ
り
を
、

「
と
め
て
も
見
ば
や
飽
か
ぬ
光
を
」
と
い
う
、
こ
と
さ
ら
空
想
的
な
表
現
で
あ

ら
わ
し
て
い
る
。

　

他
方
、
正
妻
格
の
紫
の
上
に
、
そ
の
よ
う
な
遠
慮
は
要
ら
な
い
。「
目
の
前

の
別
れ
を
し
ば
し
と
ど
め
」
た
い
、
と
は
単
に
空
想
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
実
現
を
切
望
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
く
、「
惜
し
か
ら
ぬ
命
に
か
へ
て
」

と
、
願
望
実
現
の
代
償
ま
で
自
ら
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
願

望
に
は
、「
ば
や
」
で
な
く
「
し
が
な
」
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　

た
だ
し
16
・
17
は
歌
で
あ
る
か
ら
、
似
た
よ
う
な
表
現
「
ば
や
」
と
「
し
が

な
」
の
う
ち
、
字
数
の
合
う
ほ
う
を
選
ん
だ
の
だ
、
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能

で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
16
歌
第
四
句
を
「
と
ど
め
て
し
が
な
」

な
ど
と
表
現
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ぜ
そ
う
せ
ず
に
「
ば
や
」

を
用
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
㋐
説
を
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三　
「
も
が
（
な
）」
に
つ
い
て

　

平
安
時
代
の
願
望
の
終
助
詞
「
も
が
（
な
（
（（
（

）」
は
、「
ば
や
」・「
し
が
（
な
）」

と
異
な
っ
て
種
々
の
語
に
つ
き
、
ま
た
「
し
が
（
な
）」
と
同
様
、
上
代
か
ら

「
も
が
（
も
）」
と
い
う
形
で
存
し
て
い
た
古
い
語
で
あ
る
。
こ
の
「
―
―
も
が

（
な
）」
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
―
―
ば
や
」
と
同
じ
く

「
―
―
」
を
望
ま
し
い
こ
と
と
し
て
想
像
す
る
表
現
な
の
か
、
そ
れ
と
も

「
―
―
し
が
（
な
）」
と
同
じ
く
「
―
―
」
の
実
現
を
願
い
志
す
表
現
な
の
か
、

あ
る
い
は
別
種
の
願
望
表
現
な
の
か
、
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
し
ば
ら
く
千
田
幸
夫
氏
の
論
を
見
る
こ
と
に
し
よ
（
（（
（
う
。
氏
は
、
上
代

の
「
も
が
」
と
「
て
し
か
」
に
は
、「
明
確
な
承
接
上
の
対
立
」
が
あ
り
、
こ

の
対
立
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
「
意
義
的
対
立
」
が
あ
る
、
と
す
る
。「
承
接
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上
の
対
立
」
か
ら
確
認
し
て
お
く
と
、「
も
が
」
は
「
形
容
詞
、
副
詞
、
あ
る

い
は
体
言
、
も
し
く
は
体
言
を
状
態
的
に
陳
述
す
る
「
体
言
＋
に
」、
更
に
は

助
詞
「
て
」
に
よ
っ
て
状
態
化
さ
れ
た
動
詞
」
を
う
け
、
す
な
わ
ち
「
す
べ
て

の
動
詞
に
直
接
に
は
絶
対
に
つ
か
」
な
い
の
に
対
し
、「
て
し
か
」
は
「
必
ず

動
詞
に
の
み
つ
く
」
の
で
あ
る
。
こ
の
対
立
に
由
来
す
る
「
意
義
的
対
立
」
と

は
、「「
も
が
」
の
様
式
に
お
い
て
示
さ
れ
る
願
ひ
が
、
動
詞
的
な
世
界
と
全
く

無
縁
な
も
の
」
で
あ
り
、「
何
ら
か
の
固
体
的
対
象
を
求
め
、
あ
る
い
は
対
象

化
さ
れ
た
状
態
を
欲
す
る
」
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
て
し
か
」
は
、「
動
詞

的
世
界
に
根
ざ
」
す
も
の
で
あ
り
、「
行
為
的
願
望
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、

18
男
も
女
も
、
い
か
で
と
く
京
へ
も
が
な
、
と
思
ふ
心
あ
れ
ば

�
（
土
佐
日
記
・
一
月
十
一
日
）

19
人
離
れ
た
ら
む
御
住
ま
ひ
に
も
が
な
、
と
思
し
な
れ
ど

�

（
源
氏
物
語
・
鈴
虫
④
三
八
一
頁
）

の
よ
う
に
「
格
助
詞
＋
も
が
（
な
）」
の
用
例
が
現
わ
れ
、
あ
る
い
は
、

20
我
が
や
ど
の
尾
花
が
上
の
白
露
を
消
た
ず
て
玉
に
貫
く
も
の
に
も
が

�

（
万
葉
集
・
巻
八
・
大
伴
家
持
）

21
い
か
で
つ
ぶ
つ
ぶ
と
言
ひ
知
ら
す
る
も
の
に
も
が
な
と
思
ひ
乱
る
る
と
き

�

（
蜻
蛉
日
記
・
上
巻
）

22
か
か
る
道
を
も
見
せ
た
て
ま
つ
る
も
の
に
も
が
な

�

（
源
氏
物
語
・
玉
鬘
③
八
九
頁
）

23
あ
ら
ざ
ら
ん
こ
の
世
の
ほ
か
の
思
ひ
出
で
に
い
ま
ひ
と
た
び
の
逢
ふ
こ
と

も
が
な�

（
後
拾
遺
集
・
恋
三
・
和
泉
式
部
）

の
ご
と
き
、「
形
式
名
詞
（
＋
に
）
＋
も
が
（
な
）」
の
様
式
が
成
立
す
る
と
と

も
に
、「
も
が
」
は
「
動
詞
的
世
界
」
へ
近
づ
い
て
ゆ
く
。
平
安
時
代
に
な
る

と
、「
も
が
（
も
）」
は
「
も
が
（
な
）」
へ
と
形
を
変
え
、
他
方
の
「
て0

し
か0

（
も
）」
は
「
か0

」
が
濁
音
化
し
、
ま
た
、
自
動
詞
的
な
も
の
を
う
け
る
「
に0

し

が
（
な
）」
を
派
生
、
こ
れ
は
「
て0

」・「
に0

」
は
助
動
詞
「
つ
」・「
ぬ
」
で
あ

る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
「
て
し
か
（
も
）」

は
「
し
が
（
な
）」
へ
と
形
を
変
え
る
。
つ
ま
り
両
者
は
、
意
味
の
う
え
だ
け

で
な
く
、
形
の
う
え
で
も
近
づ
き
、
そ
の
結
果
、
両
者
の
「
が
な
」
は
「
ま
ぎ

れ
て
し
ま
ふ
」
こ
と
に
な
る
、
と
氏
は
述
べ
て
い
る
。

　

平
安
時
代
に
な
る
と
「
て
し
か0

（
も
）」
の
「
か0

」
は
濁
音
化
し
た
、
と
い

う
点
な
ど
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
も
し
も
千
田
氏
の
言
う
と
お
り
で
あ

る
な
ら
ば
、「
も
が
な
」
と
「
し
が
な
」
は
、「
が
な
」
の
直
上
を
異
に
す
る
か

ら
に
は
勿
論
相
違
点
も
あ
る
け
れ
ど
、
と
に
か
く
同
類
の
願
望
表
現
と
意
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
以
下
に
掲
げ
る
『
源
氏
物
語
』
の
用
例

な
ど
を
見
る
と
、「
―
―
も
が
（
な
）」
は
、「
―
―
し
が
（
な
）」
と
同
じ
く

「
―
―
」
の
実
現
を
願
い
志
す
表
現
で
あ
り
、「
仮
定
的
想
像
」
の
「
―
―
ば

や
」
と
は
異
な
る
、
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

24
こ
の
女
の
あ
る
や
う
、
❶
も
と
よ
り
思
ひ
い
た
ら
ざ
り
け
る
こ
と
に
も
、

い
か
で
こ
の
人
の
た
め
に
は
と
、
な
き
手
を
出
だ
し
、
❷
後
れ
た
る
筋
の

心
を
も
な
ほ
口
惜
し
く
は
見
え
じ
と
思
ひ
励
み
つ
つ
、
❸
と
に
か
く
に
つ

け
て
も
の
ま
め
や
か
に
後う
し
ろ
み見
、
つ
ゆ
に
て
も
心
に
違
ふ
こ
と
は
な
く
も
が

な
と
思
へ
り
し
ほ
ど
に�

（
帚
木
①
七
二
頁
）

　

こ
れ
は
雨
夜
の
品
定
め
の
一
節
、「
こ
の
女
」（
＝
指
喰
い
の
女
）
が
「
こ
の
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人
」（
＝
左
馬
頭
）
の
意
に
添
わ
ん
と
念
じ
な
が
ら
そ
の
世
話
に
励
む
様
子
を

語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
❶
「
も
と
よ
り
思
ひ
い
た
ら
ざ
り
け
る
こ
と
に
も
、

い
か
で
こ
の
人
の
た
め
に
は
と
、
な
き
手
を
出
だ
し
」
と
、
❷
「
後
れ
た
る
筋

の
心
を
も
な
ほ
口
惜
し
く
は
見
え
じ
と
思
ひ
励
み
」
と
は
、
二
重
傍
線
部
ど
う

し
・
波
線
部
（
＝
心
内
語
）
ど
う
し
・
破
線
部
ど
う
し
の
内
容
が
対
応
し
て
い

る
こ
と
、
二
重
傍
線
部
＋
波
線
部
＋
破
線
部
と
い
う
構
成
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、

な
ど
を
見
て
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
並
列
関
係
に
あ
る
。
も
と
も
と
守
備
範

囲
外
だ
っ
た
こ
と
も
（
❶
）、
苦
手
な
こ
と
も
（
❷
）、
と
い
う
並
列
は
、
得
意

な
こ
と
は
勿
論
、
と
言
外
に
語
っ
て
い
よ
う
が
、
こ
れ
ら
を
「
つ
つ
」
で
受
け

と
め
て
、
❸
「
と
に
か
く
に
…
…
思
へ
り
し
ほ
ど
に
」
と
い
う
ま
と
め
へ
と
流

れ
込
ん
で
い
く
、
そ
う
い
う
文
の
組
み
立
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
❸
「
と
に
か
く

に
つ
け
て
も
の
ま
め
や
か
に
後
見
、
つ
ゆ
に
て
も
心
に
違
ふ
こ
と
は
な
く
も
が

な
と
思
へ
り
し
ほ
ど
に
」
も
、
二
重
傍
線
部
・
波
線
部
・
破
線
部
か
ら
成
り
、

❶
❷
と
似
た
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
❶
❷
❸
を
見
比
べ
る
と
、
守
備
範
囲
外
の

こ
と
も
（
❶
）、
苦
手
な
こ
と
も
（
❷
）、
と
に
か
く
あ
れ
こ
れ
に
つ
け
て
（
❸
）、

と
畳
み
か
け
て
く
る
二
重
傍
線
部
に
対
し
、
波
線
部
・
破
線
部
は
❶
❷
❸
い
ず

れ
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
も
「
こ
の
人
」
の
意
に
添
お
う
、
と
思
い
、
頑

張
っ
て
世
話
を
す
る
、
と
い
う
内
容
で
一
貫
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
波
線
部

に
注
目
す
る
と
、「
い
か
で

0

0

0

こ
の
人
に
た
め
に
は
」（
❶
）・「
な
ほ
口
惜
し
く
は

見
え
じ0

」（
❷
）
と
、
ど
ち
ら
も
意
志
的
な
表
現
（
傍
点
部
）
を
含
む
が
、
な

ら
ば
、「
つ
ゆ
に
て
も
心
に
違
ふ
こ
と
は
な
く
も
が
な
」（
❸
）
に
も
、「
心
に

違
ふ
こ
と
は
な
く
」
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
、
読
み
と
ら
れ
て
よ
い
の

で
は
な
い
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
か
ら
、
も
う
二
例
を
見
て
お
こ
う
。

25
（
明
石
ノ
入
道
）「
聞
こ
ゆ
べ
き
こ
と
な
む
。
あ
か
ら
さ
ま
に
対
面
も
が

な
」�

（
須
磨
②
二
〇
九
頁
）

26
（
女
三
ノ
宮
ハ
）
人
離
れ
た
ら
む
御
住
ま
ひ
に
も
が
な
と
思
し
な
れ
ど
、

お
よ
す
け
て
え
さ0

も
強
ひ
申
し
た
ま
は
ず
。�

（
鈴
虫
④
三
八
一
頁
）

25
は
、
明
石
の
入
道
が
良
清
に
言
い
送
っ
て
き
た
こ
と
ば
。
申
し
上
げ
る
こ
と

が
あ
る
と
言
う
、
そ
の
次
に
く
る
の
は
、
対
面
の
実
現
を
望
む
表
現
で
あ
る
の

が
自
然
で
あ
ろ
う
。
26
の
女
三
の
宮
の
心
内
語
「
人
離
れ
た
ら
む
御
住
ま
ひ
に

も
が
な
」
は
、「
さ0

」
で
受
け
ら
れ
て
い
る
が
、「
さ0

」
の
前
後
の
表
現
か
ら
、

「
お
よ
す
け
て
」（
＝
大
人
び
て
）
言
う
よ
う
な
内
容
、「（
源
氏
ニ
）
強
ひ
申
」

す
（
＝
無
理
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
）
よ
う
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

源
氏
は
女
三
の
宮
が
三
条
宮
へ
移
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
（
鈴
虫
④
三
七
八

～
三
七
九
頁
な
ど
）
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、「
人
離
れ
た
ら
む
御
住
ま

ひ
に
も
が
な
」
と
は
、「
人
離
れ
た
ら
む
御
住
ま
ひ
に
」
移
り
住
む
こ
と
の
実

現
を
望
む
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
―
―
も
が
（
な
）」
は
「
―
―
」
の
実
現
を
願
い
志
す
表
現

で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
も
が
（
な
）」
に
実
現
不

可
能
な
こ
と
を
願
う
用
例
が
多
い
こ
と
は
、
や
や
奇
妙
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
特

に
和
歌
に
多
く
見
ら
れ
る
そ
う
し
た
用
例
を
、
い
く
つ
か
検
討
し
て
み
よ
う
。

27
世
の
中
に
さ
ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が
な
千
代
も
と
歎
く
人
の
子
の
た
め

（
古
今
集
・
雑
上
・
在
原
業
平
／
伊
勢
物
語
八
十
四
段
で
は
第
四
句
「
千

代
も
と
い
の
る
」）

28
（
桐
壺
帝
）
た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂た
ま

の
あ
り
か
を
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そ
こ
と
知
る
べ
く�

（
源
氏
物
語
・
桐
壺
①
三
五
頁
）

27
は
世
の
中
に
死
別
が
な
い
こ
と
を
望
み
、
28
は
死
者
の
魂
を
捜
し
に
ゆ
く
幻

術
士
が
い
る
こ
と
を
願
う
。
ど
ち
ら
も
実
現
不
可
能
な
願
い
で
あ
る
が
、「
も

が
な
」
を
用
い
、
そ
の
実
現
を
願
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
実
現
不
可
能

性
―
―
死
別
は
避
け
が
た
く
訪
れ
、
死
者
の
魂
は
た
ず
ね
よ
う
が
な
い
こ
と

―
―
を
痛
切
に
思
い
知
ら
さ
れ
、
噛
み
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

29
大
空
に
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
も
が
な
春
咲
く
花
を
風
に
ま
か
せ
じ

�

（
後
撰
集
・
春
中
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

30
思
ふ
て
ふ
人
の
心
の
隈く
ま

ご
と
に
立
ち
隠
れ
つ
つ
見
る
よ
し
も
が
な

�

（
古
今
集
・
誹
諧
歌
・
よ
み
人
し
ら
ず
）

29
は
、「
春
咲
く
花
を
風
に
ま
か
せ
」
な
い
た
め
の
「
大
空
に
お
ほ
ふ
ば
か
り

の
袖
」
と
い
う
、
何
と
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
、
し
か
し
到
底
実
現
不
可
能
な

思
い
つ
き
を
う
た
う
。
だ
が
「
…
…
袖
も
が
な

0

0

0

…
…
ま
か
せ
じ0

」
と
実
現
願

望
・
打
消
意
志
の
表
現
を
用
い
る
、
毅
然
た
る
う
た
い
ぶ
り
か
ら
、
う
た
っ
て

い
る
本
人
は
実
現
不
可
能
と
思
わ
ず
、
こ
れ
は
い
い
こ
と
を
思
い
つ
い
た
と
信

じ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
こ
に
微
笑
ま
し
さ
の
感
じ
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
微
笑
ま
し
さ
は
、
花
を
風
に
散
ら
さ
ぬ
こ
と
な
ど
不
可
能
な
の
だ
、

と
い
う
哀
し
み
を
底
に
隠
し
て
も
い
よ
う
。
30
は
、「
思
ふ
て
ふ
人
の
心
」
を

隈
な
く
見
あ
ら
わ
し
た
い
と
い
う
切
実
な
願
望
を
表
明
す
る
歌
で
は
あ
る
が
、

『
古
今
集
』
で
は
「
誹
諧
歌
」
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
所
以
は
、「
人
の
心
の
隈

ご
と
に
立
ち
隠
れ
つ
つ
見
」
た
い
と
い
う
願
望
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
の
み
存
す
る

の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
願
望
を
「
も
が
な
」
を
用
い
て
表
し
、
突
飛
で
超
現

実
的
な
願
望
の
実
現
を
真
剣
に
願
っ
て
み
せ
る
と
こ
ろ
に
も
、「
誹
諧
歌
」
の

面
目
は
躍
如
し
て
い
よ
う
。

　

要
す
る
に
、
実
現
不
可
能
な
こ
と
の
実
現
を
願
う
表
現
は
、
そ
こ
に
滲
み
出

る
哀
切
さ
や
微
笑
ま
し
さ
・
可
笑
し
さ
ゆ
え
に
、
和
歌
の
世
界
な
ど
で
好
ま
れ

て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
か
ら
㋐
説
を
拡
大
し
て
、「
が
な
（
＝
し
が
な
・
も
が
な
）」
と
「
ば

や
」
の
相
違
点
は
、
願
望
実
現
に
対
す
る
意
志
の
有
無
で
あ
る
、
と
改
め
る
こ

と
に
し
た
い
。四　

光
源
氏
に
つ
い
て

　

以
下
、
よ
う
や
く
本
題
に
入
る
。
拡
大
㋐
説
に
基
づ
い
て
『
源
氏
物
語
』
の

「
ば
や
」・「
が
な
」
の
用
例
を
検
討
し
、
光
源
氏
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
第
一
節
に
掲
げ
、
第
二
節
で
も
検
討

し
た
用
例
Ａ
～
Ｋ
を
、
再
度
眺
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

用
例
Ａ
～
Ｅ
に
お
い
て
光
源
氏
は
、
み
ず
か
ら
の
望
ま
し
き
行
為
・
あ
り
よ

う
を
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
現
実
的
諸
条
件
な
ど
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、

と
り
あ
え
ず
は
っ
き
り
と
思
い
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
た
だ
思
い
描
く
だ
け

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
思
い
描
か
れ
た
願
望
は
、
彼
の
行
動
を

呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
Ａ
は
源
氏
元
服
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、「（
藤
壺
ヲ
）

な
づ
さ
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
」
と
い
う
願
望
は
、「
は
か
な
き
花
紅
葉
に
つ

け
て
も
心
ざ
し
を
見
え
た
て
ま
つ
る
」（
①
四
四
頁
）
と
い
う
行
動
へ
と
直
ち

に
結
び
つ
い
て
い
く
。
Ｂ
は
空
蝉
と
軒
端
荻
が
碁
を
打
っ
て
い
る
様
子
を
見
る

こ
と
、
Ｃ
は
夕
顔
の
咲
く
家
に
住
む
謎
の
女
を
知
る
こ
と
、
を
そ
れ
ぞ
れ
望
ま

し
く
思
い
描
く
も
の
で
あ
る
が
、
Ｂ
は
、「
や
を
ら
歩
み
出
で
て
簾
の
は
さ
ま
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に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
こ
の
入
り
つ
る
格
子
は
ま
だ
鎖さ

さ
ね
ば
、
隙ひ
ま

見
ゆ
る
に
寄

り
て
西
ざ
ま
に
見
通
し
た
ま
へ
ば
…
…
い
と
よ
く
見
入
れ
ら
る
」（
①
一
一
九

頁
）
と
、
即
座
に
行
動
に
移
さ
れ
て
願
望
は
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た

Ｃ
に
つ
い
て
は
、
源
氏
が
「
な
ほ
言
ひ
よ
れ
」（
①
一
四
四
頁
）
と
命
じ
て
、

惟
光
が
引
き
続
き
偵
察
、
そ
の
報
告
を
聞
い
た
源
氏
の
「
か
い
ま
見
せ
さ
せ

よ
」（
①
一
五
一
頁
）
と
の
意
向
を
承
け
て
、
惟
光
は
「
い
み
じ
く
た
ば
か
り

ま
ど
ひ
歩
き
つ
つ
、
し
ひ
て
お
は
し
ま
さ
せ
そ
め
て
け
り
」（
①
一
五
一
頁
）、

と
い
う
運
び
と
な
る
。
あ
る
い
は
Ｄ
・
Ｅ
に
お
い
て
は
、
北
山
の
少
女
を
、
藤

壺
の
代
わ
り
に
明
け
暮
れ
見
る
こ
と
・
理
想
的
な
女
性
へ
と
教
え
育
て
上
げ
る

こ
と
、
が
夢
見
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
夢
も
、
少
女
を
引
き
取
る
べ
く
僧
都
・

尼
君
ら
に
熱
心
に
働
き
か
け
る
、
と
い
う
源
氏
の
行
動
を
呼
び
起
こ
し
、
つ
い

に
は
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、「
若
紫
」
巻
ま
で
の
光
源
氏
は
、
女
君
と
近
し
く
関
わ
る
こ
と
を

望
ま
し
く
思
い
描
き
、
そ
の
望
ま
し
き
イ
メ
ー
ジ
に
促
さ
れ
る
よ
う
に
、
何
ら

か
の
行
動
を
と
っ
て
女
君
の
も
と
に
至
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
し
な

が
ら
、
藤
壺
・
空
蝉
・
夕
顔
・
若
紫
と
い
っ
た
女
君
た
ち
と
関
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
光
源
氏
の
あ
り
方
の
異
様
さ
は
、
柏
木
と
比
較
す
る
こ
と
で
見

え
て
く
る
か
と
思
う
。
そ
こ
で
、
や
や
長
い
寄
り
道
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

柏
木
の
思
考
を
見
て
ゆ
く
と
、
女
三
の
宮
を
得
た
い
と
い
う
叶
い
が
た
い
願

望
を
、
実
現
可
能
な
願
望
へ
と
す
り
替
え
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
。
な
お
、
①
～
⑤
の
波
線
部
は
柏
木
が
自
身
の
願
望
を
こ
と

ば
に
し
た
も
の
、
傍
線
部
は
そ
の
願
望
達
成
の
手
段
・
機
会
を
模
索
す
る
こ
と

ば
で
あ
る
。

①
（
源
氏
）「
…
…
」
な
ど
戯
れ
た
ま
ふ
御
さ
ま
の
、
に
ほ
ひ
や
か
に
き
よ

ら
な
る
を
見
た
て
ま
つ
る
に
も
、
か
か
る
人
に
並
び
て
、
い
か
ば
か
り
の

こ
と
に
か
心
を
移
す
人
は
も
の
し
た
ま
は
む
、
ア
何
ご
と
に
つ
け
て
か
、

あ
は
れ
と
見
ゆ
る
し
た
ま
ふ
ば
か
り
は
な
び
か
し
き
こ
ゆ
べ
き
、
と
思
ひ

め
ぐ
ら
す
に
、
い
と
ど
こ
よ
な
く
御
あ
た
り
は
る
か
な
る
べ
き
身
の
ほ
ど

も
思
ひ
知
ら
る
れ
ば
、
胸
の
み
ふ
た
が
り
て
ま
か
で
た
ま
ひ
ぬ
。

�

（
若
菜
上
④
一
四
四
～
一
四
五
頁
）

こ
れ
は
六
条
院
の
蹴
鞠
の
日
、
柏
木
が
女
三
の
宮
を
か
い
ま
見
た
後
の
こ
と
で

あ
る
。
源
氏
の
「
に
ほ
ひ
や
か
に
き
よ
ら
な
る
」
さ
ま
を
見
た
柏
木
は
、
女
三

の
宮
は
こ
の
人
を
夫
と
し
て
い
る
の
だ
と
意
識
し
、「
か
か
る
人
に
並
び
て

…
…
も
の
し
た
ま
は
む
」
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
思
考
の
磁
場
の
な
か
で
、
願

望
は
こ
と
ば
に
さ
れ
る
（
ア
の
波
線
部
）。
女
三
の
宮
を
い
さ
さ
か
で
も
な
び

か
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
と
ず
い
ぶ
ん
控
え
め
な
願
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ

え
も
難
し
い
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
柏
木
で
あ
る
。

②
督か
む

の
君
（
＝
柏
木
）
は
…
…
こ
の
夕ゆ
ふ
べ

（
＝
女
三
ノ
宮
ヲ
垣
間
見
タ
夕

方
）
よ
り
屈
し
い
た
く
、
も
の
思
は
し
く
て
、
イ
い
か
な
ら
む
を
り
に
、

ま
た
さ
ば
か
り
に
て
も
ほ
の
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
だ
に
見
む
、
と
も
か

く
も
か
き
紛
れ
た
る
際き
は

の
人
こ
そ
、
か
り
そ
め
に
も
、
た
は
や
す
き
物
忌
、

方
違
へ
の
移
ろ
ひ
も
軽
々
し
き
に
、
お
の
づ
か
ら
、
と
も
か
く
も
も
の
の

隙ひ
ま

を
う
か
が
ひ
つ
く
る
や
う
も
あ
れ
、
な
ど
思
ひ
や
る
方
な
く
、
ウ
深
き

窓
の
内
に
、
何
ば
か
り
の
こ
と
に
つ
け
て
か
、
か
く
深
き
心
あ
り
け
り
と

だ
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
と
胸
い
た
く
い
ぶ
せ
け
れ
ば
、
小
侍
従
が

り
例
の
文
や
り
た
ま
ふ
。�

（
若
菜
上
④
一
四
七
～
一
四
八
頁
）
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②
で
は
、
イ
、
ウ
と
近
接
し
て
二
箇
所
、
波
線
部
と
傍
線
部
の
対
が
あ
ら
わ

れ
る
。
イ
は
、
蹴
鞠
の
日
の
垣
間
見
く
ら
い
で
い
い
か
ら
宮
の
姿
を
見
た
い
、

と
い
う
願
望
で
あ
る
が
、
こ
の
願
望
実
現
の
方
法
を
求
め
て
、「
と
も
か
く
も

か
き
紛
れ
た
る
際
の
人
こ
そ
…
…
う
か
が
ひ
つ
く
る
や
う
も
あ
れ
」
と
考
え
め

ぐ
ら
し
て
み
れ
ば
、
方
法
は
見
つ
か
り
そ
う
に
も
な
い
。
す
る
と
今
度
は
、
ウ

が
あ
ら
わ
れ
る
。
ウ
は
、
自
分
の
恋
情
を
女
三
の
宮
に
知
ら
せ
た
い
、
と
い
う

願
い
。
実
現
の
方
法
が
見
つ
か
る
よ
う
な
願
望
へ
と
、
ず
ら
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ウ
の
願
望
に
つ
い
て
は
、「
小
侍
従
が
り
例
の
文
や
（
る
）」
と
い
う
方
法

に
望
み
を
託
し
、
即
座
に
実
行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
小
侍
従
か
ら
の
返
事
に

は
、「
い
ま
さ
ら
に
色
に
な
出
で
そ
山
桜
お
よ
ば
ぬ
枝
に
心
か
け
き
と
／
か
ひ

な
き
こ
と
を
」（
若
菜
上
④
一
四
九
～
一
五
〇
頁
）
と
あ
っ
た
。
こ
れ
を
見
た

柏
木
の
心
内
が
③
で
あ
る
。

③
こ
と
わ
り
と
は
思
へ
ど
も
、
う
れ
た
く
も
言
へ
る
か
な
、
い
で
や
、
な
ぞ
、

か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
あ
へ
し
ら
ひ
ば
か
り
を
慰
め
に
て
は
い
か
が
過

ぐ
さ
む
、
エ
か
か
る
人
づ
て
な
ら
で
、
一
言
を
も
の
た
ま
ひ
聞
こ
ゆ
る
世

あ
り
な
ん
や
、
と
思
ふ
に
つ
け
て
、
お
ほ
か
た
に
て
は
惜
し
く
め
で
た
し

と
思
ひ
き
こ
ゆ
る
院
の
御
た
め
、
な
ま
ゆ
が
む
心
や
添
ひ
に
た
ら
む
。

�

（
若
菜
下
④
一
五
三
頁
）

「
お
よ
ば
ぬ
枝
に
心
か
け
き
」
を
「
こ
と
わ
り
」
と
は
思
う
も
の
の
、「
い
で

や
」
と
柏
木
は
反
発
し
、「
な
ま
ゆ
が
む
心
」
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
願
望
エ

も
、
他
の
願
望
と
同
様
、
現
実
に
配
慮
す
る
心
が
思
い
描
く
も
の
だ
が
、
同
時

に
現
実
に
反
発
す
る
気
持
も
い
さ
さ
か
含
ん
で
い
よ
う
。

④
み
づ
か
ら
も
、
大お
と
ど殿
を
見
た
て
ま
つ
る
に
気
恐
ろ
し
く
ま
ば
ゆ
く
、
か
か

る
心
は
あ
る
べ
き
も
の
か
、
な
の
め
な
ら
ん
に
て
だ
に
、
け
し
か
ら
ず
人

に
点
つ
か
る
べ
き
ふ
る
ま
ひ
は
せ
じ
と
思
ふ
も
の
を
、
ま
し
て
お
ほ
け
な

き
こ
と
、
と
思
ひ
わ
び
て
は
、
オ
か
の
あ
り
し
猫
を
だ
に
得
て
し
が
な
、

思
ふ
こ
と
語
ら
ふ
べ
く
は
あ
ら
ね
ど
、
か
た
は
ら
さ
び
し
き
慰
め
に
も
な

つ
け
む
、
と
思
ふ
に
、
も
の
狂
ほ
し
く
、
い
か
で
か
は
盗
み
出
で
む
と
、

そ
れ
さ
へ
ぞ
難
き
こ
と
な
り
け
る
。�

（
若
菜
下
④
一
五
五
頁
）

④
は
、
①
の
蹴
鞠
と
同
じ
月
の
う
ち
に
同
じ
く
六
条
院
で
競
射
が
行
わ
れ
た
日

の
こ
と
。「
な
ま
ゆ
が
む
心
」
を
抱
く
柏
木
は
、
源
氏
を
見
て
「
気
恐
ろ
し
く

ま
ば
ゆ
く
」
感
じ
る
。
そ
の
全
身
的
な
感
覚
を
受
け
て
、「
か
か
る
心
は
あ
る

べ
き
も
の
か
…
…
」
と
考
え
、
願
望
エ
が
「
お
ほ
け
な
き
こ
と
」
で
あ
る
と
認

識
す
る
。
そ
こ
で
ま
た
、
願
望
は
変
更
さ
れ
る
。
か
い
ま
見
の
き
っ
か
け
を
つ

く
っ
て
く
れ
た
あ
の
猫
を
せ
め
て
手
に
入
れ
て
な
つ
け
た
い
。
こ
の
願
望
オ
は

実
現
し
、
そ
の
後
六
年
間
柏
木
は
物
語
か
ら
姿
を
消
す
。

⑤
ま
こ
と
に
、
わ
が
心
に
も
い
と
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
け
近
く
、
な

か
な
か
思
ひ
乱
る
る
こ
と
も
ま
さ
る
べ
き
こ
と
ま
で
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
、

た
だ
、
カ
い
と
ほ
の
か
に
、
御
衣ぞ

の
つ
ま
ば
か
り
を
見
た
て
ま
つ
り
し
春

の
夕ゆ

ふ
べ

の
飽
か
ず
世
と
と
も
に
思
ひ
出
で
ら
れ
た
ま
ふ
御
あ
り
さ
ま
を
す

こ
し
け
近
く
て
見
た
て
ま
つ
り
、
思
ふ
こ
と
を
も
聞
こ
え
知
ら
せ
て
ば
、

一ひ
と

行く
だ
り

の
御
返
り
な
ど
も
や
見
せ
た
ま
ふ
、
あ
は
れ
と
や
思
し
知
る
と
ぞ

思
ひ
け
る
。�

（
若
菜
下
④
二
二
二
～
二
二
三
頁
）

こ
れ
は
、
①
～
④
の
六
年
後
、
女
三
の
宮
に
逢
う
直
前
で
あ
る
。
六
年
の
間
に

願
望
は
ま
た
変
化
し
て
い
る
。
カ
は
ア
～
エ
の
す
べ
て
を
望
ん
で
い
る
よ
う
な

願
望
で
あ
る
。
⑤
の
直
前
を
み
る
と
、
柏
木
は
、
二
重
波
線
部
と
よ
く
似
た
こ
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と
を
小
侍
従
に
話
し
て
い
る
。「
お
ほ
け
な
き
心
は
、
す
べ
て
、
よ
し
見
た
ま

へ
、
い
と
恐
ろ
し
け
れ
ば
、
思
ひ
離
れ
て
は
べ
り
」（
若
菜
下
④
二
二
〇
頁
）、

「
数
に
も
あ
ら
ず
あ
や
し
き
な
れ
姿
を
、
う
ち
と
け
て
御
覧
ぜ
ら
れ
む
と
は
、

さ
ら
に
思
ひ
か
け
ぬ
こ
と
な
り
」（
若
菜
下
④
二
二
一
頁
）。
つ
ま
り
、
密
通
な

ど
考
え
て
い
な
い
、
と
柏
木
は
小
侍
従
に
も
自
ら
に
も
繰
り
返
し
言
明
す
る
の

だ
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
つ
い
思
い
浮
か
ん
で
き
て
し
ま
う
密
通
を
何
度
も
打

ち
消
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
柏
木
は
つ
ね
に
現
実
を
顧
慮
し
て
実
現
可
能
な
願

望
を
抱
く
よ
う
に
し
て
い
る
。「
女
三
の
宮
を
得
ば
や
」
と
い
っ
た
願
望
が
心

の
底
に
あ
る
こ
と
を
彼
は
決
し
て
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
現
実
を
顧
慮
し
た
う
え

で
本
当
の
願
望
に
変
形
を
加
え
、「
猫
を
だ
に
得
て
し
が
な
」
と
い
っ
た
、
現

実
と
の
摩
擦
が
少
な
い
願
望
を
抱
く
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
比
較
す
る
と
き
、
光
源
氏
の
特
殊
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

「
ば
や
」
は
、
実
現
を
願
う
「
し
が
な
」
と
異
な
り
、「
あ
く
ま
で
仮
定
的
想
像

で
あ
る
」。
と
す
る
と
、「
な
づ
さ
ひ
見
た
て
ま
つ
ら
ば
や
」（
Ａ
）、「
向
か
ひ

ゐ
た
ら
む
を
見
ば
や
」（
Ｂ
）、「
知
ら
ば
や
」（
Ｃ
）、「
明
け
暮
れ
の
慰
め
に
も

見
ば
や
」（
Ｄ
）、「
心
の
ま
ま
に
教
へ
生
ほ
し
立
て
て
見
ば
や
」（
Ｅ
）
と
願
う

青
年
光
源
氏
は
、
現
実
を
顧
慮
し
て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
実
現
可
能
性
に
応
じ
て

願
望
を
変
形
し
た
り
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
実
へ
の
配
慮
に
よ
る
変
形

が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
生
の
ま
ま
の
願
望
を
ま
ず
素
直
に
心
に
浮
か
べ
、
そ
し

て
そ
の
願
望
に
導
か
れ
、
何
ら
か
の
行
動
を
と
っ
て
女
君
の
も
と
に
至
る
─
─

こ
の
あ
ま
り
に
純
粋
で
大
胆
な
光
源
氏
の
あ
り
よ
う
に
、
我
々
は
驚
く
べ
き
で

は
な
い
か
。

　

じ
つ
は
、「
若
紫
」
巻
ま
で
の
青
年
光
源
氏
も
、「
が
な
」
を
二
度
用
い
て
い

る
。Ｌ

（
乳
母
ニ
）「
…
…
な
ほ
久
し
う
対
面
せ
ぬ
時
は
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、

さ
ら
ぬ
別
れ
は
な
く
も
が
な
と
な
ん
」
な
ど
こ
ま
や
か
に
語
ら
ひ
た
ま
ひ

て�

（
夕
顔
①
一
三
九
頁
）

Ｍ
見
て
も
ま
た
あ
ふ
よ
ま
れ
な
る
夢
の
中う
ち

に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
わ
が
身
と
も

が
な�

（
若
紫
①
二
三
一
頁
）

Ｌ
は
、
病
重
い
乳
母
に
語
り
か
け
て
い
る
こ
と
ば
で
、
業
平
歌
「
世
の
中
に
さ

ら
ぬ
別
れ
の
な
く
も
が
な
千
代
も
と
歎
く
人
の
子
の
た
め
」（
27
と
し
て
既

出
）
を
引
い
て
い
る
。
Ｍ
は
、
藤
壺
と
の
密
通
場
面
に
お
け
る
、
源
氏
の
贈
歌

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
や
さ
し
い
姉
の
よ
う
な
藤
壺
に
甘
え
る
口
ぶ
り
が
認
め

ら
れ
よ
（
（（
（

う
。
し
か
し
、「
が
な
」
と
い
う
こ
と
ば
を
選
び
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
甘
え
る
だ
け
で
は
な
い
源
氏
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
―
―
が
な
」
は
「
―
―
」
の
実
現
を
願
い
志
す
表
現
で
あ
る
が
、「
夢
の
中

に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
わ
が
身
と
も
が
な
」
と
は
実
現
不
可
能
な
願
い
で
あ
る
。

「
が
な
」
を
用
い
る
こ
と
で
、「
夢
の
中
に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
わ
が
身
」
で
は
あ

り
え
な
い
現
実
が
意
識
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
痛
切
な
現
実
認

識
を
も
つ
こ
と
で
、
源
氏
は
、
藤
壺
に
甘
え
る
ば
か
り
で
身
を
滅
ぼ
し
か
ね
な

い
、
そ
の
破
滅
の
ぎ
り
ぎ
り
直
前
で
踏
み
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
、
柏
木
に
登
場
願
お
う
。
柏
木
は
、
女
三
の
宮
に
惹
か
れ
て
い

く
過
程
で
、「
が
な
」
と
「
ば
や
」
を
一
度
ず
つ
用
い
て
い
る
。

④
か
の
あ
り
し
猫
を
だ
に
得
て
し
が
な
、
思
ふ
こ
と
語
ら
ふ
べ
く
は
あ
ら
ね

ど
、
か
た
は
ら
さ
び
し
き
慰
め
に
も
な
つ
け
む
、
と
思
ふ
に
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�

（
若
菜
下
④
一
五
五
頁
）

⑥
さ
か
し
く
思
ひ
し
づ
む
る
心
も
失
せ
て
、（
女
三
ノ
宮
ヲ
）
い
づ
ち
も
い

づ
ち
も
率ゐ

て
隠
し
た
て
ま
つ
り
て
、
わ
が
身
も
世
に
経
る
さ
ま
な
ら
ず
、

跡
絶
え
て
や
み
な
ば
や
と
ま
で
思
ひ
乱
れ
ぬ
。�

（
若
菜
下
④
二
二
六
頁
）

　

柏
木
の
場
合
、
源
氏
と
は
逆
で
、
恋
の
始
ま
り
④
で
は
「
が
な
」
を
、
密
通

の
場
面
⑥
で
は
「
ば
や
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

柏
木
は
、
心
の
奥
深
く
に
抱
き
持
つ
願
望
を
、
現
実
と
の
軋
轢
を
避
け
る
べ

く
調
整
・
変
形
し
て
い
く
。
し
か
し
彼
は
、
女
三
の
宮
を
前
に
し
て
、
今
ま
で

持
ち
続
け
て
き
た
「
さ
か
し
く
思
ひ
し
づ
む
る
心
」
を
失
い
、「
い
づ
ち
も
い

づ
ち
も
…
…
跡
絶
え
て
や
」
む
願
望
を
、「
が
な
」
で
は
な
く
「
ば
や
」
で
表

し
て
し
ま
う
。
こ
の
最
も
危
険
な
場
面
に
来
た
っ
て
、
現
実
認
識
を
放
棄
し
て

し
ま
っ
た
柏
木
は
、
身
を
滅
ぼ
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
柏
木
と
比
較
す
る
と
き
、
青
年
光
源
氏
の
恋
が
現
実
の
束
縛
を

受
け
ず
に
、
い
か
に
も
大
胆
に
ま
っ
す
ぐ
進
ん
で
い
く
こ
と
、
し
か
し
本
当
に

危
険
な
と
こ
ろ
に
来
る
と
、
現
実
と
の
あ
い
だ
を
結
ぶ
命
綱
を
手
繰
り
寄
せ
、

ぎ
り
ぎ
り
崖
っ
ぷ
ち
で
踏
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

須
磨
・
明
石
か
ら
の
帰
京
を
果
た
し
、
壮
年
期
に
達
し
た
源
氏
は
、「
―
―

が
な
」
と
い
う
形
の
願
望
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
Ｆ
～
Ｋ
の
よ
う
に
、
な

お
も
女
君
た
ち
に
関
心
を
も
ち
関
わ
り
あ
っ
て
い
く
こ
と
を
望
み
つ
つ
も
、
そ

の
願
い
を
、
現
実
を
顧
慮
し
な
が
ら
邸
の
経
営
な
ど
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
く
の

だ
。
彼
は
若
い
頃
か
ら
、「
―
―
ば
や
」
と
い
う
願
望
を
発
端
と
し
て
女
君
た

ち
と
関
わ
り
あ
い
、
彼
女
た
ち
と
の
あ
い
だ
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
世
界
を
築
い

て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
大
切
に
し
な
が
ら
、
現
実
世
界
の
た

だ
な
か
に
六
条
院
な
ど
の
形
で
位
置
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ

く
「
─
─
が
な
」
と
い
う
願
望
表
現
を
用
い
て
い
て
も
、
柏
木
の
場
合
は
、
願

望
を
は
じ
め
か
ら
否
定
し
抑
え
込
み
、
現
実
世
界
と
摩
擦
を
起
こ
さ
ぬ
矮
小
化

無
害
化
し
た
願
望
で
自
他
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
と
は

全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

＊

　

光
源
氏
の
晩
年
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
が
な
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。

Ｎ
（
源
氏
、
女
三
ノ
宮
ニ
）「
墨
染
こ
そ
、
な
ほ
、
い
と
う
た
て
目
も
く
る

る
色
な
り
け
れ
。
…
…
取
り
返
す
も
の
に
も
が
な
や
」
と
、
う
ち
嘆
き
た

ま
ひ
て�

（
柏
木
④
三
二
一
～
三
二
二
頁
）

Ｏ　
　

�（
源
氏
）
や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ

ほ
ど
経
ず
も
が
な

と
て
、
御
涙
を
払
ひ
あ
へ
た
ま
は
ず
。
…
…
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
（
紫

ノ
上
ト
明
石
ノ
中
宮
ノ
）
御
容か
た
ち貌
ど
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
見
る
か
ひ
あ
る

に
つ
け
て
も
、
か
く
て
千ち
と
せ年

を
過
ぐ
す
わ
ざ
も
が
な
と
思
さ
る
れ
ど
、
心

に
か
な
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
か
け
と
め
ん
方
な
き
ぞ
悲
し
か
り
け
る
。

�

（
御
法
④
五
〇
五
頁
）

　

Ｎ
は
、「
取
り
返
す
も
の
に
も
が
な
や
世
の
中
を
あ
り
し
な
が
ら
の
わ
が
身

と
思
は
む
」（
源
氏
釈
な
ど
。
出
典
未
詳
）
を
引
く
。「
取
り
返
す
」
と
い
う
こ

と
ば
は
、
過
去
へ
と
流
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
時
間
、
隔
た
っ
た
彼
方
に
あ
る

昔
の
時
間
を
、
今
こ
こ
に
取
り
戻
す
、
取
り
戻
し
て
や
り
直
す
、
と
い
っ
た
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
取
り
返
す
も
の
に
も
が
な
や
」
は
、
そ
の
不
可
能
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性
を
痛
哭
す
る
表
現
で
あ
る
。
Ｏ
の
二
カ
所
の
「
―
―
が
な
」
も
ま
た
、
時
間

と
と
も
に
流
れ
ゆ
き
、
や
が
て
一
人
ず
つ
消
え
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
人
間
で
あ
る
、

と
い
う
現
実
認
識
と
、
し
か
し
そ
の
現
実
に
抗
い
た
い
心
情
と
を
言
い
込
め
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
に
類
す
る
「
―
―
が
な
」
を
、
源
氏
は
早
く
「
夕
顔
」
巻
で
用
い
て

い
る
。
す
で
に
見
た
用
例
Ｌ
で
あ
る
。「
…
…
な
ほ
久
し
う
対
面
せ
ぬ
時
は
心

細
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
さ
ら
ぬ
別
れ
は
な
く
も
が
な
と
な
ん
」（
Ｌ
）
な
ど
と
重

病
の
乳
母
に
向
か
っ
て
懇
ろ
に
語
り
か
け
た
源
氏
は
、「
修
法
な
ど
、
ま
た
ま

た
は
じ
む
べ
き
こ
と
な
ど
お
き
て
の
た
ま
は
せ
て
、
出
で
た
ま
ふ
と
て
、
惟
光

に
紙
燭
召
し
て
、
あ
り
つ
る
扇
御
覧
ず
れ
ば
」（
夕
顔
①
一
三
九
頁
）
と
、
病

室
か
ら
退
く
や
即
座
に
夕
顔
の
家
の
女
へ
と
関
心
を
う
つ
し
て
い
く
。
乳
母
へ

の
こ
と
ば
は
口
先
だ
け
の
真
情
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
も
思
わ

れ
る
が
し
か
し
、
無
常
感
か
ら
恋
心
へ
、
と
い
う
ス
ラ
イ
ド
は
、
青
年
光
源
氏

に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
若
い
頃
か
ら
折
々
無
常
を
感
じ
出
家
を

考
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
源
氏
は
、
そ
の
度
ご
と
に
湧
き
起
こ
る
執
着
の
心
に
と

ら
え
ら
れ
、
無
常
・
出
家
へ
の
思
い
を
有
耶
無
耶
に
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
晩
年
の
源
氏
は
、
い
よ
い
よ
逃
れ
が
た
く
、
無
常
の
現
実
を
正
面
か
ら

見
つ
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

青
年
期
の
光
源
氏
は
、
心
に
宿
っ
た
願
望
を
そ
の
ま
ま
「
―
―
ば
や
」
と
い

う
形
で
抱
き
持
ち
、
行
動
へ
と
移
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
恋
が
も
た
ら
す
危
険

を
、
彼
は
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
と
き
に
は
現
実
認
識
を
取
り
戻
し
現
実
世
界
へ
と

舞
い
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
か
わ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
折
々
無
常

を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
源
氏
で
あ
っ
た
が
、
現
実
世
界
が
無
常
で
あ
る
こ
と
に

向
か
い
合
う
こ
と
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
舞
い
戻
る
べ
き
現
実
世
界
を
は
か
な

い
も
の
と
見
る
こ
と
で
あ
り
、
恋
の
深
み
へ
下
り
て
い
く
と
き
の
命
綱
を
失
う

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
青
年
期
の
源
氏
は
、
無
常
と
向
き
合
っ
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
壮
年
期
の
源
氏
は
「
─
─
が
な
」
と
い
う
願
望
表
現
、
す
な
わ
ち

「
―
―
」
の
実
現
を
願
い
志
す
表
現
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
源
氏
の
願
望

は
い
ま
や
、
彼
を
現
実
世
界
に
引
き
留
め
る
も
の
へ
と
転
じ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
、
い
ま
ま
で
彼
が
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
現
実

世
界
の
無
常
と
い
う
問
題
が
、
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

青
年
光
源
氏
の
願
望
は
、
彼
を
現
実
世
界
か
ら
遊
離
す
る
方
向
へ
と
導
い
て

い
く
。
そ
ん
な
願
望
を
、
矮
小
化
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
に
抱
え
持
ち
、
壮
年
期
に

至
っ
て
、
六
条
院
の
経
営
と
い
う
形
に
昇
華
し
栄
華
を
手
に
し
た
光
源
氏
は
、

晩
年
を
迎
え
、
い
ま
や
源
氏
を
現
実
世
界
に
引
き
留
め
る
も
の
と
な
っ
た
願
望

を
抱
え
つ
づ
け
な
が
ら
、
流
れ
去
る
時
間
、
死
す
べ
き
人
間
と
い
う
如
何
と
も

し
が
た
い
現
実
に
向
き
合
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
状
況
は
、
光
源

氏
に
固
有
の
、
酷
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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。
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。
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と
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③
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文
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史
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。
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。
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考
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葉
集
研
究
』
第
10
集
、
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書
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九

八
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。

8　

武
田
祐
吉
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し
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一
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濁
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。
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。
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文
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蜻
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。
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