
考ゞむ し 」「 す『源氏 物 語 』 の

『
源
氏
物
語
』
の
「
す
ゞ
む
し
」
考

は

じ

め

に

鈴
虫
・
松
虫
転
換
説
再
評
価

武
　
山
　
隆
　
昭

去

る
七
月
十
九
日

に
西

暦
二
千

年
を
記
念
し

て
、
弐
千
円

札

が
発

行
さ
れ
た
。
表

の
図
柄

に
は
先
進
八

力
国

首
脳
に
よ

る
沖
縄
サ
ミ

。

卜
に
因

ん
で
「
守

礼
門
」

が
、

そ
し

て
裏
面

の
図
柄
に

『
源
氏
物

語
絵
巻
』

か
ら

「
鈴
虫
二
」

の
図

の
一

部
と
「
鈴
虫

一
」
の
詞
書

の
一

部
と

『
紫
式
部
日
記

絵
巻
』

か
ら
紫
式
部

の
顔

が
採
用

さ
れ
た
。
こ

の
図
柄
に

は
、
と
か
く

の
批
評
は
あ

る
よ
う
だ

が
、

日
本
古
典

文
学

に
親
し

ん
で

い
る
私

と
し
て

は
、
『
源
氏
物

語
』
を

世
界

に
誇
り
う

る
日
本

の
古
典

と
し
て
政

府

が
積

極
的
に

世
界
に
向

け
て
発
信
し

た

も

の
と
評
価
し
、

好
感
を
持

っ
て
受
け
止

め
て

い
る
。

こ

れ
を
機
に

と
、
「
鈴
虫
」

の
巻

を
読
み
直
し

て
み
て
、

若

い
頃
こ
こ

を
読
ん
で

漠
然
と
抱

い
て

い
た
疑
問

が
再

燃
し
て

き
た
。

そ

れ
は
、
最

も
近

い
隣
家

か
ら
草
深

い
山
道
を
更

に
二

百

メ
ー
ト

ル
以
上
入

っ
た
中
腹

の
一
軒
家

に
育
っ
た
私

か
、

生
活

の
中

で
培

っ

た

「
秋
に
鳴
く

虫
た
ち

の
習

性
」
に
関
す

る
知
識

に
根

ざ
し
て

い
る
。
秋

の
夜
、
八
時
を
過

ぎ
て
帰

宅
（
も
ち
ろ
ん

徒
歩
で
）
す

る
時
に

は
、

道
の
両
側

か
ら
「

ガ
チ

ャ

ガ
チ

ャ
」
「

ス
イ

ー

ツ
ス
イ

ー

ツ
」
「
シ
ー

ジ
ー
」
「
チ

ョ

ン
ギ
ー
ス
」
「
コ

ロ
コ

ロ
」「
リ
ー

ン
リ

ー
ン
」「
チ

一
七



一
八

ン
チ

ロ
リ
ン
」
と
賑
や
か
な
虫
の
合
奏
が
聞
こ
え
て
く
る
。
私
の
近
づ
く
足
音
に
気
付
い
た
か
真
つ
先
に
鳴
き
声
を
止
め
る
の
は
い
つ
も

「
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
」
の
声
な
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
進
む
と
「
リ
ー
ン
リ
ー
ン
」
が
止
め
る
。
「
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
」
は
通
り
過
ぎ
て
も
ま

だ
鳴
き
続
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
毎
年
の
経
験
か
ら
、
最
も
「
へ
だ
て
ご
こ
ろ
あ
る
虫
」
は
「
松
虫
」
だ
、
と
思
っ
て
い
た
の
で
、『
源

（
注
1）

氏
物
語
』
の
記
述
は
す
な
お
に
読
み
と
れ
た
。
注
釈
を
見
る
前
は
。
と
こ
ろ
が
、
旧
古
典
大
系
の
補
注
に
は
、
「
昔
の
鈴
虫
は
、
今
日
の

松
虫
で
あ
る
。
い
つ
頃
か
に
、
名
称
と
実
物
と
が
逆
に
な
っ
た
。
直
短
科
の
昆
虫
で
、
今
日
の
松
虫
で
あ
る
か
ら
「
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
」
と

鳴
く
。」
と
書
い
て
あ
り
、
私
の
頭
は
混
乱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
山
岸
大
先
生
が
お
っ
七

や
る
の
だ
か
ら
間
違
い
な
か
ろ
う
と

自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
、
（
自
身
十
分
納
得
し
な
い
ま
ま
）
山
岸
説
の
よ
う
に
学
生
に
講
義
し
て
き
た
。

今
回
遅
蒔
き
な
が
ら
、
自
分
な
り
に
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
先
入
観
に
囚
わ
れ
る
こ
と
だ
け
は
避
け
よ
う
と
戒
め
な

が
ら
。

［

、
問
題
の
所
在
を
も
う
一
度
整
理

『
枕
草
子
』
〈
虫
は
〉

の
段
に
は

、
「
む
し

は
す

ゝ
む
し
ひ
く
ら
し

て
ふ
松

虫
き
り
き
り
す

は
た

お
り
わ
れ
か
ら

ひ
を
む
し
蛍

み
の
む
し

（
注
2
）

い
と
あ
は
れ

な
り

…
…
」
（
三

巻
本

系

弥
富
本
）

と
、
清

少
納

言
及

び
中
宮

定
子

の
文
学
サ

ロ
ン
を
形

成
す

る
女
房
た

ち
の
好
み

に
叶
う

虫

が
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
も

っ
と
も
、

能
因
水
で
は
「
す

ゝ
む
し
松
虫

は
た
お
り
き

り
き
り
す

蝶
我
か
ら
ひ
を

む
し

ば
た
る
み
の
虫

…
…
」

（
学

習
院
大
学
水

）
と
、
松

虫
の
順
序

が
上

が
っ
て

い
る

が
、
こ

れ
で
は
鈴

虫
・
松
虫
と

併
称
さ
れ

る
世
間
一
般

と
同

じ
と
な

り
（
前
田

本

も
同
）
、
他

の
類
聚
段

に
み
ら

れ
る
個

性
的
配
列

か
ら
み

て
三

巻
本
の
順
序

を
重

視
し

た
い
。
ま

ず
最
初
に
こ

の
部

分
の
諸
注

釈
を
概

観
す

る
。
（
引

用
文
中

の
…
…
は
、
中

略
・
以
下

省
略
を
示

す
。
以
下
同

じ
）



『源氏物語』の「すゞむし」考

①
新
日
本

古
典
文
学
大

系
、
「
鈴
虫

＝
い
ま
言
う
松

虫
。
」

②
萩
谷
朴

著
枕
草
子

解
環
、
「
鈴
虫

＝
マ
ツ
ム

シ
科

マ
ツ

ム
シ
。
チ

ン
チ

ロ
リ

ン
と
鳴
く

。
」

③
田
中
重
太

郎
著

全
注
釈
、
「
鈴
虫

＝
今

の
松
虫
を

い
っ
た
ら
し

い
。
チ

ン
チ

ロ
リ

ン
と

鳴
く
。
」

他
の
注
釈
書

も
ほ

ぼ
同
様

の
説
明
で

、
松
虫

の
項

に
は
「

い
ま
言
う
鈴

虫
」

と

い
っ
た
注

が
つ

い
て

い
る
。
た

だ
、
新
編
日
本
古

典
文
学

全
集
の
み

が
、
「
『
鈴
虫
』

は
そ

の
ま

ま
現
在

の
鈴

虫
と
見

る
。
リ

ン
リ

ン
と
鳴
ぐ
。
」
と
注
し
て

い
る
。

理
由

根
拠
は
一

切
示

し
て
な

い
。

同

じ
著
者

の
旧

全
集
で

は
、
「
チ

ン
チ

ロ
リ

ン
と
鳴
く
今

の
松
虫
を

い
う

か
。
」
と
な

っ
て

い
た

の
で

、
こ
の
間

の
変
化
の
プ

ロ
セ
ス
を
著

者
に
お
聞
き
し

た

い
も

の
で
あ
る
。

次
に
、
古

語
辞
典
類

の
記
述
を
見

る
こ
と
に
す

る
。

①

『
小
学
館

古
語
大
辞

典
』
＝
す
ず

む
し

【
鈴

虫
】
〔
名
〕
松
虫

の
古

名
。
平

安
時
代

の
鈴

虫
は
今

の
松

虫
に
当
た

る
。
「
ち

ん
ち
ろ
り

ん
」
と

鳴
く
。

②

『
福
武
古

語
辞
典
』

＝
す
ず

む
し

「
鈴
虫
」
〔
名
ソ

秋
の
虫

の
名

。
ま
つ

む
し

の
古
名
と

い
わ
れ
る
。

③

『
角
川
古

語
大
辞
典

』
＝
す
ず

む
し

「
鈴
虫
」

名

［

二

虫
名
。
①
松

虫
の
古
称

。
季
語
、
秋
。
②
直

麹
目
こ

お
ろ

ぎ
科

の
昆
虫
○
゜
゛゚
゜゚
゜

秋
に

「
リ

ー
ン
リ

ー
ン
」
と
鳴
く

。
漢
名
は

金
鐘
児
、
月

鈴
児
。
中
古

・
中
世

の
文

学
作

品
に
「
す
ず

む
し

」

と
見
え

る
も

の
は
今

の
松

虫
で
、
「
ま

つ
む
し
」

と
見
え

る
も

の

が
今

の
鈴
虫
で

あ
る

（
古

今
要
覧
稿

、
松

虫
鈴
虫
考

）

が
、

…
…
や

が
て
混
同

し
て
今

の
「
す
ず

む
し

」
を
さ
す
こ

と
に
な

る
。
…
…

そ
の
他

の
古

語
辞
典
も

ほ

ぼ
同

様

の
記

述
で
あ

る
が
、

】
つ
だ
け
独
特

の
説
明
を
し
て

い
る
。

④

『
岩
波
古

語
辞
典
』

＝
す
ず

む
し

「
鈴
虫
」
秋

の
虫

の
I

。
り
1

ん

り
I

ん
と

音
高
く
鳴
く
。
…
…

▽
今

の
松
虫
を

い
う

と
す

る
は
、

江
戸
時
代

の
古
今
要

覧
稿
以
来

の
説
。

一
九



二

〇

④
に
依

れ
ば
、
中
古
以

来
鈴
虫
松

虫
に
呼
称

の
転
換
は
無
く

、
江
戸

時
代

に
一
部

の
知
識
人

が
勘

違
い
し
て

逆
を
言

っ
て

い
た
に
過

ぎ
な

い
、
と

い
う

こ
と
に
な

る
。

古
語
辞

典
類
の
記

述
を
当
た

る
つ
い
で
に
、
主

な
古
辞

書
類
に
も
当

だ
っ
て
み
た

が
、
参
考
に
な

る
記

述
は
見

つ
か
ら
な

か
っ
た
。（
『
和

名
抄
』
『
名
義
抄

』
に
な
く

、
『
下

学
集
』
等
に

は
「
鈴
虫

ス

ゞ
ム

シ
」

と
あ
る
だ
け

で
何
の
説
明

も
な

い
）

こ
こ

で
、
問
題

の
所
在

を
整

理
す
る
。
「
中
古
以

来

鈴
虫
松

虫
に
呼
称

の
転
換

は
有

っ
た
の

か
無

か

っ
た
の

か
。
有
っ
た

と
す
れ

ば
、

何
時
頃

か
ら
か
」
。
本
稿
で

は
こ

の
問
題

に
納
得
で

き
る
解
答
を
出

す
こ
と
を
目

標
と
す

る
。

二
、
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
鈴
虫
・
松
虫

考
察

の
方
法
と
し
て

は
、
用
例

を
集
め
、
時
代

順
に
検

討
を
加
え

る
の

が
正
道
で

あ
る
。
と
こ

ろ

が
、
古

事
記
・
日
本

書
紀
・
万
葉
集

に
用

例

が
発
見

で
き

ず
、
平

安
時
代

に
入

っ
て

の
「
松

虫
」
最

初
の
用
例

は
、
昌
泰
元

年

（
否
巴

秋

の
亭
子

院
女
郎

花
歌
合

で
あ

る
。

萩
谷
朴
氏

編
著

『
平

安
朝
歌
合
大

成
一
』
に
よ

れ

ば
、

1
2な

が
き
夜

に
誰
だ
の
め

け
む
女
郎
花
人

ま
つ
虫

の
枝

ご
と
に
な

く
（
読
人
不

知
）

（
注
3
）

と
あ

る
が
、
こ

の
歌

で
松
虫

の
特

徴
を
知

る
こ

と
は
出

来
な

い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
『
夫

木
和
歌
抄
』
昆
氾

に
、

昌
泰
元
年

亭
子
院
歌
合

、
女
郎
花
　
　
　
　
　
　
　

読
人
不

知

女
郎
花
を
り
と
る
ご
と
に
ま
つ
む
し
の
や
ど
は
か
れ
ぬ
と
な
く
が
か
な
し
さ

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
平
安
朝
歌
合
大
成
一
』
の
甲
本
・
乙
本
と
も
に
無
い
の
で
、
出
所
に
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
考
察
の
対

象
に
す
る
と
、
「
か
な
し
さ
」
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
松
虫
の
声
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
引
用
文
の
傍
線
は
稿
者
、
以
下
同
じ
）



考ゞむ し」「す『源 氏 物 語 』 の

次
に
、
同
じ
『
夫
木
和
歌
抄
』
脇
吉
（
静
嘉
堂
文
庫
本
）
巻
第
十
四
　
秋
部
五
、
虫
　
に
、

延
喜
七
年
亭
子
院
御
門
御
時
、
西
河
行
幸
せ
さ
せ
給
け
る
に
、
忠
峰
新
和
歌
序
云
、
ひ
る
は
ひ
ぐ
ら
し
虫
を
も
と
め
、
夜
る
は
よ

も
す
が
ら
さ
う
の
こ
ゑ
を
と
と
の
へ
し
め
、
あ
る
と
き
に
は
山
の
は
に
月
ま
つ
む
し
う
か
が
ひ
て
、
き
む
の
こ
ゑ
に
あ
や
ま
た
せ
、

あ
る
時
に
は
野
べ
の
す
ず
む
し
を
き
き
て
谷
の
水
の
音
に
あ
ら
が
は
れ
と
云
云

と
あ
る
。
『
私
家
集
大
成
中
古
I
』
の
「
忠
岑
集
W
」
（
書
陵
部
蔵
）
に
よ
る
と
、

＊
忠
岑
8
8
　え
ん
ぎ
七
ね
ん
、
て
い
じ
の
み
か
ど
の
御
と
き
、
み
ゆ
き
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
…
…
ひ
る
は
日
ぐ
ら
し
、
む
し
を
も
と
め
、

よ
る
は
よ
も
す
が
ら
そ
ら
の
こ
ゑ
を
と
と
の
へ
、
し
づ
め
る
と
き
に
は
、
山
の
は
に
月
ま
つ
む
し
う
か
が
ひ
て
は
、
き
ん
の
こ
ゑ
に

あ
や
ま
た
せ
、

あ
る
と

き
に
は
、

の
べ
の
す
ず

む
し

を
き
き
て

は
、
た

き
の
み

づ
の
お
と
に
あ
ら

が
は
れ
、
と
き
は

き
り
の
ま

が
ひ
。

つ
ゆ
に
ぬ
れ
し

ぐ
る

る
ひ
は
、

い
づ
れ
の
と
し

の
あ
き

か
し

ら
ざ
ら
ん
、

…
…

と
あ

っ
て
、
「
谷
」

か
「
滝
」
か

が
一
番

の
問
題

点
で
あ

る
。
（
「
そ
ら
」

は
「
そ
う
」
（
筝
）

の
字
形

類
似
に
よ

る
誤

で
あ
ろ
う

）

「

き
ん
」
は
、
「
琴

の
こ

と
」

の
ほ
う
で
あ

ろ
う

が
、
「
ツ

ン
テ

ン
シ

ャ
ン
」

と
い

っ
た

調
子
で
メ

ロ

デ
ィ
ー
を

奏
で
る

ば
あ

い
の
奏
法

な
ら

、
「
チ

ン
チ

ロ
リ

ン
」

に
近

い
と
言
え

よ
う
。

そ
れ

に
対
し
て

、
雅
楽
寮

の
合

奏
の
場
合

の
よ
う

に
筝

の
琴

が
和

音
を
奏
で

る
伴
奏

的
な

弾
き
方
と
す

れ
ば
、
「

ボ
ロ
ー
ン

ボ
ロ
ー
ン
」

つ
と

い
っ
た
調
子
で

「
リ
ー

ン
リ

ー
ン
」

に
近
い
。
「
谷
の
水

の
音
」
だ

と
「
チ

ョ
ロ

チ

ョ
ロ
」
と

い
っ
た
感
じ
で
、
「
チ

ン
チ

ロ
リ

ン
」
に
比
定

出
来
る

が
、
「

滝
の
水
の
音
」

の
本
文
を

採
れ

ば
「

ザ
ー

ザ
ー
」

と
い
う
水

音

で
、

盛
り
を
過

ぎ
た
晩
秋
近

い
鈴
虫

の
「
リ
ー

デ
ィ

ー
」
と
少
し

濁

っ
て
聞
こ
え

る
鳴

き
声
と
は
似
て

い
る
と
言
え

な
く
も
な

い
。
滝

の

大

き
さ
に
も
よ

る

が
。

屋
代

弘
賢
は

『
古
今
要

覧
稿

』
で
「

弘
賢
按
に
琴

の
声
は
チ

ン
チ

ロ
リ

ン
と
い
ふ
に
似

て
水

の
音
は
リ
ン
リ

ン
と
な
く
に

か
よ
ふ

べ
け

れ

ば
こ

の
こ
ろ

の
称
呼
は
、
A
J諸
国
と

な
ふ
る
所

と
ひ
と
し

か
る

べ
し
」

と
述

べ
て
、
「
水

の
音
」
の
本
文

の
ま
ま
で
、
「
延

喜
の
頃
は
リ

一

一

一



三

一

ン
リ

ン
と
な
く
を

鈴
む
し
と

い
ひ
け
り
」

と
断
定
し
て

い
る
。
し

か
し

、
逆
も
考
え

ら
れ

る
の
で
、
こ

の
段
階
で

の
結
論
は
差
し

控
え

る
。

勅
撰
三

代
集
に

は
、
「
鈴
虫
」

が
古
今
O

後
撰
I

拾
遺
1

、
「
松

虫
」

が
古
今
4

後
撰
7

拾

遺
4

、
と

い
っ
た
具
合

い
で
、
松
虫

の
方

が

圧
倒
的

に
人
気

が
あ

っ
た
。
も
ち

ろ
ん

「
人

ま
つ
虫
」

の
よ
う
な

掛
詞
で
、
歌

に
し

や
す

い
と

い
う
こ
と
も

あ
ろ
う

が
、

松
虫
の
鳴

き
声

そ

の
も
の

が
鈴
虫
以
上

に
好
ま

れ
た

か
ら
で
あ

ろ
う
。
（
ど

ち
ら

の
鳴

き
声

が
好
ま
し

い
か
は
、

主
観

の
問

題
で
決

め

が
た

い

が
、

音
量

の
大

き
さ
ホ
ー

ン
値

か
ら

い
え

ば
、
今

の
鈴
虫
の
方

が
松

虫
の
倍
は

あ
り
、
目
立

つ
こ
と
は

確
か
で
あ

る
。
）

萩

谷
朴
氏
は
、

先
引

の

『

枕
草
子

解
環
』
で
、
「
歌
題

と
し
て
は
、

松
虫

が
古
く

か
ら
親
し
ま

れ
て

お
り
、
鈴
虫
を
歌
題

に
用

い
る
よ

う
に

な

っ
た

の
は
小

野
宮
実

資
を
中

心
と
す

る
一
条

朝
の
小
野
宮

歌
壇

の
趣
向

か
ら
で
あ

る
。
」

と
述

べ
て
お
ら

れ
る

が
、

実
資
の

伯
父

頼
忠

が
、
貞
元
二
年

（
九
七
七
）

八
月
十
六

日
「
三
条
左

大
臣
殿
前

栽
歌
合
」
を
催
し

て
お
り

、
円
融
朝

か
ら
鈴
虫
に

関
心

が
持
た

れ
始

め
た
よ
う

で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

（
注
4
）

十

巻
本

に
よ
る

と
、
「
…
…
‘匹
水
の
左

右
に
前
栽

植
ゑ
ら

れ
た

り
。
そ

の
中

に
、
黄
朽

葉

の
龍

に
松

虫
を

い
れ
て

、
水

の
西

の
面
な

る

岩

の
か
た
は
ら
に

据
ゑ
、
赤
朽

葉
の
龍
に

鈴
虫
を

い
れ
て

、
下

の
岩
の
面
に
据

ゑ
た
り
。
…

…
」

と

い
う

舞
台
装
置
で

、
主
催
者
頼
忠

自

い
に
し
へ
を

思
ひ
や
出

づ
る
鈴
虫

の
草
む
ら

ご
と

に
声
の
き
こ

ゆ
る

と

詠
ん
で

い
る
。
そ
の
他
、

鈴
虫
を
能
宣

、
ひ
で
き
、

松
虫
を
兼
盛

が
詠
ん
で

い
る

が
特
に
両

虫
の
個
性

が
分
か

る
歌

は
な

い
。

た
だ
、

在
原

の
ひ
で
き

の
歌
で
鈴

虫
が
露

（
水

分
）
を
好

む
こ

と
を
知

る
。

鈴
虫

の
秋

の
や
ど
り

は
草

む
ら
に
露

や
お
く
ら

む
声
高
く
鳴
く

（
「
ス

ズ
ム
シ
の
飼

い
方

ガ
イ
ド
」

に
は
、
「
砂

が
乾

か
な

い
よ
う

に
2

日
に
1

回
は
キ
リ
吹

き
で
水
を

か
け
ま
す
」

と
あ
る
）
し

か
し

、

松

虫
も
水
を
好

む
点
は
同
じ

で
あ
る

（
鈴
虫
ほ
ど
で

は
な

い
に
し
て

も
）
か
ら
区

別
の
材
料

に
は
な
ら
な

い
。



考『源氏物語』の「すゞむし」

散
文
作
品
の
用
例
は
少
な
く
、
語
彙
総
索
引
類
で
調
べ
る
と
『
宇
津
保
物
語
』
に
「
鈴
虫
」
二
例
、
「
鈴
」
二
例
、
「
松
虫
」
八
例
あ
る

の
が
目
立
つ
ほ
か
、
「
鈴
」
が
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
で
、
兼
家
の
作
者
に
送
っ
た
長
歌
の
中
に
一
例
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
一
例
を
挙

げ
る
と
、

①
『
宇
津
保
』
〈
ふ
き
あ
げ
の
下
〉
（
前
田
家
本
）

源
宰
相
、
（
あ
て
宮
に
）
す
ゞ
む
し
を
た
て
ま
つ
り
て
、

す
ゞ
む
し
の
お
も
ふ
ご
と
な
る
物
な
ら
ば
秋
の
よ
す
が
ら
ふ
り
た
て
ゝ
な
く
（
な
ヶ
＝
大
系
）

「
鈴
」
と
「
振
る
」
の
縁
語
く
ら
い
し
か
取
り
立
て
て
言
う
こ
と
は
な
い
。
他
も
同
様
に
す
べ
て
短
歌
中
の
用
例
で
、
虫
の
特
徴
の
窺
え

る
も
の
は
な
い
が
、
一
例
だ
け
「
鷹
狩
り
の
鷹
に
着
け
る
鈴
」
に
関
連
し
た
用
例
が
あ
る
。

②
『
宇
津
保
』
〈
楼
の
う
へ
の
下
〉
（
前
田
家
本
）

「
し
ろ
が
ね
の
こ
た
か
つ
く
り
て
…
…
み
な
ゝ
が
ら
す
ご
つ
け
た
て
ま
つ
り
給
」

次
の
も
同
様
で
あ
る
。

③
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
〈
上
・
天
徳
二
年
〉
（
兼
家
か
ら
作
者
へ
の
長
歌
）

「
…
…
あ
ま
た
の
人
の
　
ゑ
に
す
れ
ば
　
み
は
は
し
た
か
の
　
す
ゞ
ろ
に
て
　
な
つ
く
る
や
ど
の
　
と
こ
に
し
て
　
ね
ざ
め
の

月
の
　
ま
き
の
と
に
　
…
…

」
（
形
容
動
詞
「
す
ず
ろ
に
」
と
の
掛
詞
）
（
桂
宮
本
）

右
の
②
③
か
ら
提
起
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、「
鷹
狩
り
の
鷹
に
着
け
る
鈴
」
と
「
鈴
虫
の
鳴
き
声
」
と
の
類
似
を
窺
わ
せ
る
用
例
を
次

章
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

二

三



三
、
鈴
虫
と
鷹
狩
り
の
鷹
に
つ
け
る
鈴

『
新
編
国
歌
大
観
』
か
ら
、
索
引
で
見
つ
け
た
歌
を
挙
げ
る
。

①
後
拾
遺
に
司
、
綺
語
抄
6
2
7’
童
蒙
輿
心
、
袖
中
抄
3
6
8’
歌
色
葉
↑呂

す
ず
む
し
の
こ
ゑ
を
き
き
て
よ
め
る
　
　
　
　
大
江
公
資
朝
臣

と
や
か
へ
り
わ
が
て
な
ら
し
し
は
し
た
か
の
く
る
と
き
こ
ゆ
る
す
ず
む
し
の
こ
ゑ

②
月
詣
j
J
、
長
方
β

虫
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
納
言
長
方

す
ず
む
し
を
み
か
り
の
た
か
の
音
か
と
て
野
べ
の
き
ぎ
す
や
草
が
く
る
ら
ん

③
夫
木
5
6
4
4
’

公
基
天
W

天
喜
六
年
八
月
公
基
朝
臣
家
歌
合
、
小
鷹
狩
　
　
　
　
　

読
人
不
知

む
ら
ど
り
は
い
か
が
き
く
ら
む
た
か
は
な
つ
か
り
ば
の
を
の
の
す
ず
む
し
の
こ
ゑ

④
長
能
｝胡

む
し
　
　
　
　
　（
入
道
中
納
言
下
ら
う
に
お
は
し
け
る
時
）

み
か
り
す
る
人
や
こ
と
な
る
は
し
た
か
の
と
が
へ
る
の
べ
の
す
ず
む
し
の
こ
ゑ

⑤
永
久
百
W器

鈴
虫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顕
仲

二
四



考『源氏物語』の「す ゞむし」

す
ず
む
し
の
声
を
す
ず
か
と
聞
く
か
ら
に
草
と
る
た
か
ぞ
思
ひ
し
ら
る
る

⑥
文
保
百
回
ら詠

百
首
和
歌
、
秋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

空
性

夕
さ
れ
ば
秋
の
こ
た
か
の
草
と
り
に
聞
き
ま
が
へ
た
る
す
ず
む
し
の
声

⑦
新
明
題
和
歌
抄
μ
昭

秋
、
鈴
虫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雅
喬

暮
る
る
野
に
き
け
ば
草
と
る
は
し
た
か
の
そ
れ
か
と
ま
が
ふ
鈴
虫
の
声

⑧
漫
吟
1
5
1
0

秋
歌
下
、
虫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
契
沖

鵬
ふ
す
野
べ
に
な
な
き
そ
は
し
た
か
の
尾
花
が
も
と
の
鈴
虫
の
声

⑨
歌
枕
名
丞
回粟

津
野
、
鈴
虫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
家
長

あ
は
津
の
の
ふ
か
き
草
ば
に
か
く
ろ
へ
て
き
ぎ
す
物
お
も
ふ
す
ず
む
し
の
声

『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
に
、
十
六
歳
の
道
綱
が
鷹
を
わ
ざ
と
放
つ
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
鷹
狩
り
は
平
安
初
期
に
は
か
な
り
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
鷹
に
は
、
鈴
を
付
け
た
。
そ
の
鈴
の
音
と
鈴
虫
の
鳴
き
声
が
似
て
い
る
の
で
、
鈴
虫
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
鷹
が
来

た
か
と
雄
子
や
鶴
が
怯
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

鷹
に
付
け
る
鈴
に
就
い
て
、
『
廣
文
庫
』
の
「
た
か
が
り
」
の
項
に
は
「
日
本
書
紀
、
仁
徳
天
皇
四
十
三
年
…
…
以
小
鈴
著
其
尾
…
…
」

二
五



二
六

と
あ
り
、
『
古
今
要
覧
稿
』
（
第
百
八
十
五
器
財
部
）
の
「
鈴
」
の
項
に
、
「
握
挙
云
新
鷹
を
や
し
な
ふ
て
は
先
鈴
を
か
く
る
事
な
か
れ
又

云
す
ゞ
は
ち
い
さ
く
し
て
能
く
鳴
を
よ
し
と
す
銅
に
て
ち
い
さ
き
は
く
だ
け
易
し
鉄
を
よ
し
と
す
鷹
に
付
る
に
は
す
ぎ
て
高
く
付
る
は
鈴

す
れ
て
背
中
に
療
を
生
ず
る
も
の
也
過
て
低
く
付
れ
ば
飛
時
に
さ
ま
た
げ
あ
り
、
能
頃
を
心
得
て
付
べ
し
云
々
…
…
」
と
あ
る
。
ま
た
、

「
鈴
押
（
す
ず
の
こ
）
」「
鈴
袋
」
「
鈴
板
」
な
ど
の
小
道
具
も
用
い
ら
れ
た
。

右
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
鷹
に
付
け
る
鈴
は
鉄
製
の
小
さ
な
も
の
で
あ
る
か
ら
「
チ
リ
チ
リ
」
と
い
っ
た
感
じ
の
音
色
で
あ
ろ
う
。

特
に
、
秋
は
「
小
鷹
」
を
用
い
た
と
い
う
か
ら
な
お
1
ら
小
さ
な
鈴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
リ
ー
ン
リ
ー
ン
」
と
聞
こ
え
る
鈴
は
、
鐸
（
大
鈴
）
と
呼
ば
れ
る
寺
の
堂
塔
の
四
隅
の
軒
に
吊
り
下
げ
る
風
鐸
や
、
加
持
祈
祷
で
用
い

る
独
鈷
鈴
や
三
鈷
鈴
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
肉
厚
の
重
量
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
虫
の
鳴
き
声
に
当
て
は
め
れ
ば
、
鷹
に
つ
け

る
鈴
の
音
に
似
て
い
る
の
は
「
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
」
の
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
祈
祷
で
使
う
独
鈷
鈴
も
振
り
方
に
よ
っ
て
音
色
は
変
わ
る
。
手
首
を
使
っ
て
小
刻
み
に
速
く
振
る
と
「
り
り
り
り
1
ん
」
と

い
っ
た
感
じ
の
音
に
な
る
が
、
ゆ
っ
く
り
振
れ
ば
「
ち
ん
ち
り
ち
ん
」
と
い
っ
た
音
に
も
な
る
。
ま
た
、
御
詠
歌
講
の
御
婦
人
連
中
は
独

（
注
5
）

鈷

鈴

に

似

た

鈴

を

、

器

用

に
I

振

り

で

一

回

だ

け

「
り
I

ん

」

と

鳴

ら

す

。

そ

れ

に

、

鈴

に

も

い

ろ

い

ろ

な

用

途

が

あ

っ

て

、

ど

の

鈴

が

「
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
鈴
虫
」
の
命
名
由
来
に
直
接
関
係
し
て
い
る
の
か
は
、
俄
に
は
決
め
が
た
い
。
と
は
い
え
、
鷹
狩
り
の
鷹
に
つ
け
る
鈴

が
鈴
虫
の
鳴
き
声
を
知
る
有
力
な
手
が
か
り
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
否
定
で
き
ま
い
。

四
、
鈴
虫
の
鳴
き
方
が
推
測
で
き
る
用
例

次

に
、
『
新
編
国
歌
大

観
』
か
ら

鈴
虫
の
特
徴

が
推
測
で

き
る
歌
を
挙

げ
て
検

討
す

る
。



『源氏物語』の「すゞむし」考

ま

ず

『
忠
岑
集

』
の
二
首

か
ら
。
（
　

）
内

の
数
字
は

お
よ

そ
の
成
立

年
代

（
西
暦
）

で
あ
る

。

①
忠
岑

｝
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
旨
に
）

こ

れ
ひ
ら

さ
む
き
よ
は
ふ
る
ふ
ふ
る
ふ
も
な
か
な
く
に
す
ず
む
し
と
の
み
な
ど
か
い
ふ
ら
ん

②
忠
岑
↑合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
呂
に
）た

だ
み
ね

よ
の
人
の
す
ず
む
し
と
の
み
い
ふ
こ
と
は
こ
ゑ
ふ
り
た
て
て
な
け
ば
な
り
け
り

（「
声
ふ
り
た
て
て
」
は
、
和
影
八
↑芯
越
前
。
「
声
ふ
り
は
へ
て
」
は
、
洞
院
百
ぶ
呂
家
長
。
に
も
）

「
鈴
」
と
「
振
る
」
の
掛
詞
と
い
う
平
凡
な
技
巧
以
上
に
、
こ
の
二
首
か
ら
は
力
の
限
り
羽
を
摺
り
合
わ
せ
て
鳴

浮
か
ん
で
く
る
。

③
古
今
六
帖
治
名

す

ず

む
し

S

函

）
読

人

不

記

た
ま
さ
か
に
け
ふ
あ
ひ
み
れ
ば
す
ず
む
し
は
む
つ
ま
し
な
が
ら
こ
ゑ
ぞ
き
こ
ゆ
る

「
む
つ
ま
し
」
と
は
親
近
感
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

④
和

泉
集
会

秋

（
↑（
）お

ご

和
泉
式

部

い
て

い
る
鈴
虫
の
姿

が

す
ず
虫
の
こ
ゑ
ふ
り
た
つ
る
秋
の
よ
は
あ
は
れ
に
物
の
な
り
ま
さ
る
か
な

晩
秋
近
い
夜
寒
の
頃
盛
り
を
過
ぎ
た
鈴
虫
の
「
リ
ー
デ
ィ
ー
」
と
少
し
濁
っ
て
聞
こ
え
る
鳴
き
声
は
「
哀
れ
」
を
誘
う
。

二

七



⑤
新
六
帖
回
呂

す

ず

む
し

（
に
誌
）

読
人
不
記

す
ず
む
し
の
た
だ
な
き
に
こ
そ
な
か
れ
ぬ
れ
わ
が
な
る
さ
ま
を
お
も
ひ
つ
づ
け
て

⑥

夫

木
5
6
3
r

　
　
　
9
1
5
1

虫

正
治
元

年
新
宮
歌
合

（
お

↑（
））

民
部

卿
範
光
卿

ふ
り
た
て
て
な
ら
し
が
ほ
に
ぞ
き
こ
ゆ
な
る
か
ぐ
ら
の
を
か
の
す
ず
む
し
の
こ
ゑ

こ
の
二
首
か
ら
も
力
の
限
り
羽
を
摺
り
合
わ
せ
て
鳴
い
て
い
る
鈴
虫
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。

以
上
は
、
現
在
の
鈴
虫
と
も
解
す
る
こ
と
の
出
来
る
例
で
あ
る
が
、
そ
の
反
対
も
あ
り
う
る
。

⑦
亜
塊
い
l

虫

（

↑
台
（
）（
））

飛

鳥

井

雅

親

す

ず
む
し

の
声

は
千
種

の
は
な
や

か
に
な
き

い
づ
る
や
ど
に
月

も
ま
た
れ
て

（
春
夢
沢
い
、

新
明
題
2
1
5
3
　花
や

か
に
な
く
鈴

虫
の
声
、
と
あ

る
）

⑧
黄
葉
舌
つ

暁
虫

｛

｝
刄
否

烏

丸

光

弘

心
す
む
あ
か
つ
き
露
の
ふ
り
は
へ
て
あ
は
れ
今
め
く
す
ず
む
し
の
こ
ゑ

「
は
な
や
か
」
「
い
ま
め
く
」
は
、
④
や
次
に
示
す

⑨

挙

白
2
0
7
5

　・
　
2
0
7
6

（

↑
9

芯

）

木
下
長

囃
子

二
八



『源氏物語』の「す ゞむし」考

草
の
原
い
づ
れ
あ
は
れ
と
き
き
わ
か
ん
わ
が
な
く
声
と
す
ず
む
し
の
音
と

き
け
ば
ま
づ
な
み
だ
ふ
り
そ
ふ
こ
こ
ち
し
て
う
き
か
た
み
な
る
す
ず
む
し
の
声

と
は
相
容
れ
な
い
性
質
で
、
⑦
⑧
は
今
の
松
虫
の
方
が
当
て
は
ま
る
か
と
思
わ
れ
る
。

五
、
松
虫
の
特
徴
が
窺
わ
れ
る
用
例

次

は
、
松
虫
側

か
ら
考
察
し

て
み
る

。

①
古
今
に
呂

題

し
ら
ず

S

（

）
J
）

読

人

不

知

君
し
の
ぶ
草
に
や
つ
る
る
ふ
る
さ
と
は
松
虫
の
ね
ぞ
か
な
し
か
り
け
る

②
後
撰
呂

↑

題
知
ら
ず

（

呂

↑
）

つ

ら

ゆ

き

あ
き
風
の
や
や
ふ
き
し
け
ば
の
を
さ
む
み
わ
び
し
き
声
に
松
虫
ぞ
鳴
く

③

千

五

百
1
4
9
1

七
百
四

十
六
番
、

右
勝

（

に

（
）
）

）

家

長

い
ま
さ
ら

に
ま
く
ず

が
は
ら
を
わ
け
よ

と
や
う
ら

み

が
ほ
な

る
ま
つ

む
し

の
こ
ゑ

④

紫

禁
8
3
8

同
比
、
二
百
首
和
歌

（

に

に

（
）
）

順

徳

院

二

九



吹
き
む
す
ぶ
は
つ
秋
風
の
葛
の
葉
に
う
ら
み
そ
め
た
る
松
虫
の
声

⑤
拾
遺
愚
吻
合

離
下
聞
虫

（
に

器

）

定

家

三
〇

み

だ
れ
お

つ
る
は
ぎ
の
離

の
下

露
に
涙
色

な
る
松

虫
の
声

松

虫

の
声

に
対
し

て
も
、
「
悲
し

」
「

佗

び
し
」
「
恨

む
」
「
涙
」
で

捉
え
た
歌

が
見
ら

れ
る

と

い
う
こ

と
は
、
「
秋

と
い
う
季

節
の

醸
し

出

す

哀
感
」
と
結

び
つ
け
た

と
き
、
秋
鳴
く

虫
は
全
て

「
悲
し
さ
」

等
と
結

び
つ
く
可
能
性

が
あ
る
と
言
う
こ

と
な

の
で

あ
ろ
う

。
と
す
れ

ば
、
こ

れ
は
区
別

の
有
力
な
手

が
か
り

に
は
な
ら
な

い
。

次

に
、
平

安
前

期
の
歌
を
挙

げ
て
み

る
。

⑥
中
務
に
心

（
題

詞

な

し

）

（

呂

（
）
）

中

務

は
る
か
な

る
や

ま
な
く
な
く

に
ま

つ
む
し

の
そ
ら

に
と
ぶ
ひ
と
み
え

に
け

る
か
な

⑦
二
条
左
大
臣
（
頼
忠
）
殿
前
栽
歌
合
畠

（
口
輿

）

左

大

弁

ま

さ

す

け

の

あ

そ

む

く
さ
の
ね
の
み
だ
れ
て
に
ば
ふ
な
か
わ
け
て
千
よ
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
ぞ
の
ど
け
き

⑧
実
方
｝
J

山
里
に
て
曙
に
ひ
ぐ
ら
し
の
声
を
聞
き
て

（
こ
呂

）

実

方

ほ
の
ぼ
の
に
ひ
ぐ
ら
し
の
ね
ぞ
き
こ
ゆ
な
る
こ
や
ま
つ
む
し
の
こ
ゑ
に
は
あ
る
ら
む

⑨
拾
遺
集
に
呂
、
三
条
合
斗
、
兼
盛
回
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
吉
呂
）



「す ゞむし」考『源氏物語』の

…
…
叢
の
中
の
夜
の
虫
と
い
ふ
題
を

平

兼
盛

ち
と
せ
と
ぞ
草
む
ら
ご
と
に
き
こ
ゆ
な
る
こ
や
松
虫
の
こ
ゑ
に
は
あ
る
ら
ん

＊
明
恵
合
「
松
虫
の
ち
と
せ
ぞ
と
い
ふ
こ
ゑ
き
く
も
」

⑦
と
⑨
と
は
、
権
門
主
催
の
歌
合
の
席
で
、
千
年
の
齢
を
保
つ
松
の
木
と
掛
け
て
松
虫
を
詠
ん
だ
例
で
、
パ
タ
ー
ン
化
し
て
い
る
。
⑥

の
歌
は
、「
空
に
飛
ぶ
火
」
す
な
わ
ち
「
人
魂
」
に
見
え
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
乞
ご
教
示
。

⑧
の
歌
は
、
蝸
の
鳴
き
声
と
松
虫
の
鳴
き
声
と
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
、
有
益
な
材
料
で
あ
る
。「
カ
ナ
カ
ナ
カ
ナ
カ
ナ
」
は
、「
チ
ン

チ
ロ
リ
ン
」
と
「
リ
ー
ン
リ
ー
ン
」
の
ど
ち
ら
に
似
て
い
る
と
実
方
は
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
「
ほ
の
ぼ
の
に
」
も
考
慮
に
入

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
ぐ
近
く
で
鳴
く
蝸
は
喧
し
く
さ
え
感
じ
る
が
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
鳴
く
蝸
は
、
哀
調
を
帯
び
て
「
カ
ナ
ナ
ナ

ナ
カ
ナ
ナ
ナ
ナ
」
と
側
こ
え
、
音
程
の
高
さ
の
類
似
か
ら
し
て
今
の
鈴
虫
「
リ
ー
ン
リ
ー
ン
」
の
方
に
似
て
い
る
と
私
は
思
う
。

そ
の
他
、
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
考
察
を
続
け
る
。

⑩
夫
木
回
目
　
　
光
台
院
人
道
二
品
親
王
家
五
十
首
、
尋
虫
声

参
議
雅
経
卿

ま
て
し
ば
し
き
き
て
も
と
は
む
草
の
原
あ
ら
し
に
ま
が
ふ
ま
つ
む
し
の
声

（
明
日
井
沢
↑）

は
、
草
む
ら
で
複
数
の
松
虫
が
競
っ
て
い
る
趣
で
、
草
の
上
を
「
ザ
ー
ザ
ー
」
と
強
い
風
が
吹
く
嵐
に
見
立
て
て

⑥
夫
木
留
品
　
　
百
首
歌
、
虫
五
十
首
中

藤
原

為
顕

こ
と
の
ね
に
か
よ
ふ
は
み
ね
の
秋
風
を
な
ほ
松
む
し
の
こ
ゑ
や
そ
ふ
ら
ん

い

る

○

こ
れ
は
、
前
掲
『
忠
岑
集
』
の
「
山
の
は
に
月
ま
つ
む
七
う
か
が
ひ
て
、
き
む
の
こ
ゑ
に
あ
や
ま
た
せ
」
と
同
じ
見
立
て
で
あ
る
。
『
平

一
一

一

一



三
二

家
物

語
』
（
巻
六
、
小
督
）

の
名
文

「
峰
の
嵐

か
松
風
か
、

た

づ
ぬ

る
人

の
こ

と

の
音
か
」
を
思

い
浮

か

べ
、
更

に

『
拾

遺
集

』
（
雑
上
）

の
「
琴

の
音
に
峰

の
松
風

か
よ

ふ
ら
し

い

づ
れ
の
緒
よ

り
し
ら

べ
そ
め
け

む
」

と
⑩
の
歌
を

考
え
合
わ
せ

る
と
、「
嵐
↓

松
風
↓

琴

の
音
↓

松

虫
」

と

い
う

連
想

が
一
般
的

な
も

の
に
な

っ
て

い
た

可
能
性

が
高

い
。
時
代

は
下

る
が
、
『
う

け
ら

が
花
』

に
も
同
じ
発

想

の
歌

が
あ

る
。⑩

う

け
魚

忌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’（
妄

言

ま
っ
虫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加

藤
千
蔭

夕
ぐ
れ
の
風
に
き
ほ
へ
る
松
虫
は
た
が
爪
琴
の
音
に
か
よ
ふ
ら
む

時
代
の
下
り
つ
い
で
に
、
斎
藤
彦
麿
『
傍
廂
』
（
嘉
永
六
年
芯
回
刊
）
を
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

又
、
色
黒
く
し
て
首
ち
ひ
さ
く
、
尻
大
に
し
て
脊
す
ぼ
み
、
腹
黄
白
色
に
し
て
リ
ゝ
リ
ン
と
鳴
く
を
鈴
虫
と
い
へ
ど
、
こ
れ
松
虫

な
り
。
そ
は
松
風
の
音
に
似
た
る
故
な
り
。
お
の
れ
若
か
り
し
時
、
遠
江
国
秋
葉
山
に
て
、
松
枝
に
さ
る
ひ
ゞ
き
あ
る
を
聞
き
て
、

あ
や
し
く
思
ひ
居
た
り
。
そ
は
年
の
く
れ
の
事
な
り
。
其
後
三
河
国
宝
飯
郡
の
、
小
江
の
松
原
（
稿
者
注
＝
今
の
J
R
蒲
郡
駅
付
近
）

を
春
の
中
頃
に
や
あ
ら
ん
。
夜
深
く
通
り
つ
る
に
、
松
枝
に
笛
の
如
き
音
あ
る
を
あ
や
し
み
、
し
は
し
た
ち
と
ま
り
て
聞
き
し
に
。

風
の
吹
き
来
る
音
に
ま
じ
り
て
聞
こ
ゆ
。
時
に
も
よ
り
、
品
に
も
よ
り
、
枝
振
に
も
よ
り
、
風
の
吹
き
ま
は
し
に
も
よ
り
て
、
ま
ゝ

あ
る
事
な
る
べ
し
。
さ
る
故
に
、
松
風
の
琴
の

ら
ば
、
松
に
限
る
べ
か
ら
ず
。
松
風
に
限
り
て

な
く
は
、
鈴
虫
に
て
、
鈴
の
音
に
似
た
り
。

｀　　 十

日
に
か
よ
ふ
と
、
歌
に
も
よ
め
る
な
り
。
た
乙

ド
ウ
く

と
ふ
く
風
の
音
の
み
な

琴
の
音
に
か
よ
ふ
は
、
リ
リ
リ
イ
ン
の
ひ
ゞ
き
あ
る
故
な
り
。
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
と

私
は
、
宝
飯
郡
の
出
身
で
小
江
の
山
一
つ
北
側
で
生
ま
れ
育
っ
た
が
、
不
幸
に
し
て
琴
の
音
に
か
よ
ふ
松
風
の
音
を
聞
い
た
こ
と
が
な



「 す ゞむ し 」 考の『源氏 物 語 』

い
。
し
か
し
、
昔
か
ら
「
松
頼
」
と
い
っ
て
風
流
の
対
象
に
し
た
の
だ
か
ら
斎
藤
翁
の
作
り
話
と
も
決
め
つ
け
ら
れ
な
い

。

現

在

の
所

、

松
虫
命
名
の
由
来
を
最
も
合
理
的
に
説
明
七
て
い
る
説
で
あ
る
。

そ
の
他
、
松
の
本
は
「
凛
と
し
た
態
度
」
で
立
っ
て
い
る
か
ら
「
リ
ン
」
と
鳴
く
の
が
松
虫
な
の
だ
、
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
漢
字
に

結
び
つ
け
る
な
ら
、「
鈴
」
の
唐
宋
音
は
「
リ
ン
」
で
あ
る
か
ら
、
禅
宗
が
入
っ
て
来
て
唐
宋
音
が
広
ま
っ
た
頃
に
松
虫
と
鈴
虫
と
が
入

れ
替
わ
っ
た
、
と
い
う
仮
説
も
立
て
ら
れ
な
く
は
な
い
。

松
虫
を
胡
蝶
に
見
立
て
た
歌
を
二
首
見
つ
け
た
。

⑩
続

亜
塊
に
司

⑨

逍

遊
2
5
3
7’
同

口

口

松
虫

秋

雑

（

↑

台

（

）
）

飛

鳥

井

雅

親

（

岩

、同

）

松

永

貞

徳

松
虫
は
春
に
や
は
な
く
色
色
の
花
も
こ
て
ふ
も
秋
に
こ
そ
あ
れ

⑩
の
「
こ
て
ふ
」
は
「
来
と
い
ふ
」
と
「
胡
蝶
」
の
掛
詞
で
あ
る
。
松
虫
の
「
リ
ー
ン
」
を
「
こ
I
」
と
聞
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
声

の
方
に
は
私
も
自
信
は
持
て
な
い
。
し
か
し
、
姿
形
の
方
は
、
大
き
く
羽
を
広
げ
て
鳴
く
今
の
鈴
虫
の
姿
は
、
蝶
が
花
に
留
ま
っ
て
密
を

吸
い
な
が
ら
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
羽
を
立
て
て
ゆ
っ
く
り
動
か
し
て
い
る
形
に
、
と
て
も
良
く
似
て
い
る
。
今
の
松
虫
の
鳴
く
姿
は
羽
を

広
げ
は
し
て
も
、
今
の
鈴
虫
ほ
ど
丸
く
な
ら
な
い
の
で
蝶
に
見
立
て
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
⑩
の
歌
も
同
じ
く
、
羽
を
立
て
広
げ
て
鳴
い

て
い
る
松
虫
（
＝
今
の
鈴
虫
）
を
胡
蝶
に
見
立
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
三



六
、
動
か
ぬ
謡
曲
の
二
例

三

四

語
彙
総
索
引
類
で
、
「
鈴
虫
」
「
鈴
」
「
松
虫
」
の
用
例
を
出
来
る
だ
け
集
め
た
の
で
あ
る
が
、
虫
の
鳴
き
声
を
擬
声
語
で
具
体
的
に
表

現
し
て
い
る
も
の
は
、
謡
曲
以
前
に
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
二
例
は
貴
重
で
あ
る
。

①
　
謡
曲
『
松
虫
』
よ
り
（
旧
大
系
謡
曲
下
）

い
ろ
い
ろ
の
色
の
音
の
中
に
、
別
き
て
わ
が
忍
ぶ
、
松
虫
の
声
、
り
ん
り
ん
り
ん
、
り
ん
と
し
て
夜
の
声
冥
々
た
り
。

②
　

謡
曲

『
野
宮
』
よ

り
（
旧
大
系

謡
曲
下
）

た
だ
夢

の
世
と
、
古

り
行
く
跡
な

る
に
、
た

れ
松
虫
の

音
は
、
り
ん
り

ん
と
し
て
、
風

茫

々
た

る
、
野

の
宮

の
夜
す

が
ら
、
懐
か

し

や
。

旧

大
系
本

の
解

説
に
よ

る
と
、
『
松
風

』
は

観
世
流
写
本

の
「
元

広
本
」
所

収
で

永
正

十
四

年

（
1
5
1
7）
の
奥

書

が
あ
る
。

禅
竹
作

か

と

言
わ
れ
、

一
五
〇
三

年

の
初
演

。
『
野
宮

』
は
、

新
潮
集

成

『
謡

曲
集
』

の
解
説
に
よ

る
と

、
や
は

り
禅
竹
作

か
と

言
わ
れ
、

新
大
系

も
支

持
し
て

い
る
。

世

阿
弥
を
中

心
と
し
た
能

楽
集
団

は
、
古
典
文

学
に
造
詣
深
く

、
源
氏
物
語

を
下

敷
き

と
し
た
曲

に
お
い
て
虫

の
鳴
き
声

を
わ

ざ
と
逆

に
す

る
と
は
考
え

ら
れ
な

い
。
よ

っ
て

、
動

か
ぬ

例
と
し
て
重

視
す
る
。

七
、
現
在
と
同
じ
捉
え
方
を
し
た
初
期
の
文
献



の「すゞむし」考『源氏 物 語 』

次
に
、
現
在
と
同
じ
よ
う
に
、
「
リ
ー
ン
リ
ー
ン
」
と
鴉
く
の
が
鈴
虫
、「
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
」
と
鴉
く
の
が
松
虫
で
あ
る
と
解
し
、
そ
う

記
さ
れ
た
初
期
の
文
献
を
見
る
。

①
『
新
増
犬
菟
玖
波
集
』
（
山
崎
宗
鑑
か
、
天
文
元
年
｛
｝い
胎
）
頃
成
立
）

花
の
下
に
も
ま
っ
む
し
の
こ
ゑ
　
　
口
髪
を
ち
ん
ち
り
り
ん
と
捻
り
た
て

②
『
大
和
本
草
』
（
貝
原
篤
信
著
、
寛
永
六
年
ぶ
胎
刊
）

ス
ゞ
ム
シ
、
形
西
瓜
ノ
サ
ネ
ノ
如
ク
、
扁
ク
シ
テ
、
色
黒
シ
、
首
小
ク
、
ヒ
ゲ
ハ
半
白
ク
、
二
条
ア
リ
、
…
…
　
其
声
清
亮
也
、

秋
ノ
夜
鴉
也
。

③
『
滑
稽
雑
談
』
（
四
時
堂
其
諺
、
正
徳
三
年
罵
お
成
る
）

或
云
、
ち
ん
ち
ろ
り
と
鳴
物
は
松
虫
也
、
り
ん
く

と
啼
は
鈴
虫
也
、
又
是
を
翻
し
て
ぃ
へ
る
説
も
有
。
又
鈴
虫
と
く
っ
わ
虫
と
、

異
名
一
体
と
云
説
も
侍
る
。

④
『
和
漢
三
才
図
絵
』
（
寺
島
良
安
著
、
正
徳
五
年
1
7
1
5
践
）

松
虫
（
ま
っ
む
し
）
正
字
未
考
末
豆
無
之
△
　
・：
褐
色
…・
夜
振
羽
鴉
声
如
言
知
呂
林
知
呂
林
甚
優
美
也

金
鐘
虫
（
す
ヽ
む
し
）
俗
云
鈴
虫
△
　
…
真
黒
・：
夜
鴉
声
如
振
鈴
言
里
里
林
里
里
林
其
優
美
不
劣
於
松
虫

こ
の
四
人
は
い
ず
れ
も
上
方
文
化
（
京
阪
地
区
）
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
山
崎
宗
鑑
は
近
江
の
出
身
で
あ
る
が
京
都
で
活
躍
し
た
。

貝
原
篤
信
（
益
軒
）
は
、福
岡
の
黒
田
藩
士
で
あ
る
が
藩
費
で
七
年
間
京
都
に
留
学
し
以
後
も
京
の
儒
者
本
草
学
者
と
親
交
が
あ
っ
た
（
若

い
頃
江
戸
住
ま
い
経
験
あ
り
）
。
四
時
堂
其
諺
は
、
京
都
の
俳
人
。
寺
島
良
安
は
、
大
阪
の
医
家
。

偶
然
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
事
実
は
「
方
言
周
圏
論
」
を
鈴
虫
松
虫
呼
称
転
換
に
適
用
し
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
文

化
の
進
ん
だ
都
＝
上
方
で
言
葉
の
変
化
が
起
こ
る
と
、
そ
の
変
化
は
少
し
ず
つ
遅
れ
て
周
囲
に
伝
播
す
る
、
従
っ
て
都
か
ら
離
れ
た
所
に

三
五



三
六

古
い
語
形
が
残
る
」
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
元
禄
時
代
ご
ろ
か
ら
徐
々
に
江
戸
に
文
化
の
中
心
が
移
り
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
十
八
世

紀
初
頭
は
文
化
的
に
は
ま
だ
上
方
の
力
が
強
か
っ
た
。

た
ぶ
ん
室
町
・
桃
山
時
代
頃
に
、
「
鈴
」
の
唐
宋
音
「
リ
ン
」
の
普
及
（
風
鈴
な
ど
）
や
、
鈴
の
形
状
・
音
色
・
一
般
的
用
途
の
変
化

が
原
因
で
、
京
都
で
は
「
鈴
の
音
は
リ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
が
広
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
連
れ
て
、
「
リ
ー
ン
リ
ー

ン
」
と
鳴
く
虫
の
方
を
「
鈴
虫
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
そ
の
反
映
が
前
掲
①
か
ら
④
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
上
方
の
学
者
の
中
に
は
、
こ
の
鈴
虫
松
虫
呼
称
転
換
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
人
も
あ
っ
た
。

⑤
『
幽
遠
随
筆
』
（
入
江
獅
子
童
（
昌
喜
）
、
安
永
三
年
罵
コ
刊
）

（
大
和
本
草
・
和
漢
三
才
図
絵
を
引
用
し
て
）
今
其
虫
を
見
る
に
、
形
声
と
も
に
両
書
に
い
へ
る
が
ご
と
し
。
し
か
れ
ど
も
其
名
付

る
所
は
、
い
さ
ゝ
か
不
審
な
き
に
あ
ら
ず
。
知
呂
林
と
鳴
を
、
松
虫
と
い
は
ん
こ
と
櫨
な
き
に
似
た
り
。是
は
い
つ
の
頃
よ
り
か
、

流
俗
虫
の
名
を
取
ち
が
へ
、
松
虫
を
鈴
虫
と
い
ひ
、
鈴
む
し
を
松
虫
と
い
ひ
な
ら
は
せ
た
る
を
、
考
た
ゞ
さ
ず
し
て
、
其
ま
ゝ
し

る
せ
る
成
べ
し
。
一
書
云
、
松
虫
の
音
は
松
風
の
凛
々
と
ひ
ゞ
き
あ
い
た
る
に
た
と
へ
、
古
人
の
名
付
し
な
り
。
ち
ん
ち
ろ
り
と

鳴
は
鈴
虫
也
。
法
師
の
れ
い
と
い
ふ
も
の
を
ふ
る
音
に
、
よ
く
似
た
れ
ば
也
。
・・・・・
I此
説
よ
し
。

入
江
昌
喜
は
、
大
阪
の
国
学
者
で
あ
る
。
現
在
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
両
虫
の
呼
称
を
事
実
と
し
て
認
め
た
上
で
、
古
人
の
名
付
け
し

命
名
の
由
来
を
述
べ
て
そ
ち
ら
に
賛
同
し
て
い
る
。

百
年
ほ
ど
？
か
か
っ
て
、
右
の
変
化
は
江
戸
ま
で
伝
播
し
て
い
っ
た
よ
う
で
、
江
戸
幕
府
に
故
実
家
と
し
て
仕
え
た
伊
勢
貞
丈
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑥
『
安
斎
随
筆
』
（
伊
勢
貞
丈
、
天
明
四
年
罵
流
）

今
江
戸
に
て
は
名
を
と
り
違
へ
て
リ
ン
リ
ン
と
啼
く
を
鈴
虫
と
い
ひ
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
と
啼
く
を
松
虫
と
い
ふ
は
誤
り
な
り



『源氏物語』の「す ゞむし」考

ま
た
、
白
河
藩
守
で
江
戸
幕
府
の
重
臣
松
平
定
信
は
次
の
よ
う
に
呼
称
の
変
化
に
当
惑
し
て
い
る
。

⑦
『
花
月
草
紙
』
（
松
平
定
信
、
寛
政
八
罵
呂
±
9
　和
三
↑舌
W
）

今
こ
A
に
て
は
、
く
ろ
き
を
す
ゞ
む
し
と
い
ひ
、
か
き
の
さ
ね
の
ご
と
な
る
を
松
む
し
と
い
へ
ど
、
も
と
は
り
ん
く

と
な
く

は
ま
っ
に
て
、
ち
ん
ち
ろ
り
と
な
く
鈴
な
る
を
、
あ
や
ま
り
に
け
り
と
も
い
ふ
。
む
し
う
る
か
た
へ
行
き
て
、
松
の
を
得
ん
と

お
も
は
乙

鈴
の
か
た
を
と
い
ふ
な
り
。
…
…

以
下
に
、
参
照
し
た
江
戸
時
代
の
随
筆
類
を
中
心
に
、
鈴
虫
松
虫
に
言
及
し
て
い
る
も
の
を
、
A
説
・
B
説
に
分
類
し
て
掲
げ
る
。

依
拠
文
献
は
逐
一
明
記
し
な
い
が
、
『
日
本
随
筆
大
成
』
、
『
東
洋
文
庫
』
、
原
書
房
、
ゆ
ま
に
書
房
な
ど
の
活
字
本
に
よ
っ
た
。

A
＝
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
が
鈴
虫
、
リ
ー
ン
リ
ー
ン
が
松
虫
　
が
正
し
い
。
　
　
（
＊
近
頃
取
り
違
え
逆
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
）

B
＝
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
が
松
虫
、
リ
ー
ン
リ
ー
ン
が
鈴
虫
　
で
あ
る
。
　
　
　
（
＊
昔
は
逆
だ
っ
た
ら
し
い
と
指
摘
）

⑧

『
年

山
紀
聞
』
（
安
藤
為
章

、
文
化
元
年

品
云

刊
）

⑨

『
北
1
　
随
筆

』
〈
巻
之
三

〉
（
富
士

谷
御
杖
著
、

文
化
二

年

芯
呂

版
）

⑩

『
文
政
八

年
句
帖
』
（
小
林

一
茶
、
）
松
虫
や
素
湯

も
ち
ん

ち
ん
ち
ろ

り
ん
と

⑥

『
松

の
落
葉
』
一

の
巻
（
藤
井

高
尚
、
文
政
十
二

年
1
8
2
9序

）

⑩

『
甲
子

夜
話
』
（
松
浦
静

山
著
、
一
八
二
I

～
一
八
四

一
執
筆
）

⑩

『
古
今
要

覧
稿
』
（
屋
代

弘
賢
編
、
一
八
二
I

～
一

八
四
二

執
筆

）

⑩

『
古
今
和

歌
六
帖

標
注
』
（
山
本
明
清

著
、
天
保
二

年
1
8
3
1刊
）

Ａ

＊
A
＊

BA
＊

B

＊

A
＊

A

＊

三
七



三
八

⑩
『
桃
洞
遺
筆
』
（
小
原
桃
洞
著
、
小
原
蘭
峡
編
、
天
保
四
年
1
8
3
3
版
）
　
　
　
　
　
　
　
　
A

⑩
『
傍
廂
』
（
斎
藤
彦
麿
著
、
嘉
永
六
年
芯
詔
刊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A

＊

以
上
を
概
観
す
る
に
、
B
説
が
一
般
に
普
及
し
て
も
は
や
A
説
に
戻
す
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
知
識
人
は
、
中
古
・
中

世
の
和
歌
や
散
文
作
品
を
鑑
賞
す
る
場
合
に
A
説
を
適
用
す
る
べ
く
啓
蒙
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
血
⑩
な
ど
で
、

あ
づ
ま
の
人
が
B
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
上
方
の
人
が
A
を
本
来
だ
と
思
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
江
戸
方
面
で
は
新
し
い
呼
称

が
す
っ
か
り
一
般
庶
民
の
間
に
定
着
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

八
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
す
ゞ
む
し
」
考

い
よ

い
よ
『
源
氏
物
語
』
〈
鈴
虫
〉
の
問
題
部
分
の
解
釈
を
試
み
る
。
五
十
年
秋
、
光
源
氏
は
六
条
院
の
女
三
の
宮
の
御
殿
の
前
庭
を

野
の
風
情
に
造
り
変
え
て
虫
を
放
っ
た
。
八
月
十
五
夜
、
源
氏
は
女
三
の
宮
の
御
殿
を
訪
れ
、
鈴
虫
の
音
を
賞
美
し
な
が
ら
宮
と
歌
を
詠

み
交
わ
す
。
本
文
引
用
は
、
新
編
全
集
に
よ
る
。（
な
お
、
大
成
の
校
異
を
見
る
に
こ
の
部
分
に
重
大
な
異
文
は
な
い
）

我
も
忍
び
て
う
ち
誦
じ
た
ま
ふ
阿
弥
陀
の
大
呪
い
と
尊
く
ほ
の
ぼ
の
聞
こ
ゆ
。
げ
に
声
々
聞
こ
え
た
る
中
に
、
鈴
虫
の
ふ
り
出
で

た
る
ほ
ど
、
は
な
や
か
に
を
か
し
。

（
源
氏
）
「
秋
の
虫
の
声
い
づ
れ
と
な
き
中
に
、
松
虫
な
ん
す
ぐ
れ
た
る
と
て
、
中
宮
の
、
遥
け
き
野
辺
を
分
け
て
い
と
わ
ざ
と
尋

ね
と
り
つ
つ
放
た
せ
た
ま
へ
る
、
し
る
く
鳴
き
伝
ふ
る
こ
そ
少
な
か
な
れ
。
名
に
は
違
ひ
て
、
命
の
ほ
ど
は
か
な
き
虫
に
ぞ
あ
る
べ

き
。
心
に
ま
か
せ
て
、
人
聞
か
ぬ
奥
山
、
遥
け
き
野
の
松
原
に
声
惜
し
ま
ぬ
も
、
い
と
隔
て
心
あ
る
虫
に
な
ん
あ
り
け
る
。
鈴
虫
は



考「す ゞ『源 氏 物 語 』 の

心
や
す
く
、
い
ま
め
い
た
る
こ
そ
ら
う
た
け
れ
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、
宮
、

お
は
か
た
の
秋
を
ば
う
し
と
知
り
に
し
を
ふ
り
棄
て
が
た
き
鈴
虫
の
声

と
忍
び
や
か
に
の
た
ま
ふ
、
い
と
な
ま
め
い
て
、
あ
て
に
お
ほ
ど
か
な
り
。

「
い
か
に
と
か
や
。
い
で
思
ひ
の
ほ
か
な
る
御
言
に
こ
そ
」
と
て
、

こ
こ
ろ
も
て
草
の
や
ど
り
を
い
と
へ
ど
も
な
ほ
鈴
虫
の
声
ぞ
ふ
り
せ
ぬ

な
ど
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
琴
の
御
琴
召
し
て
、
め
づ
ら
し
く
弾
き
た
ま
ふ
。

（
注
6
）

こ
の
部
分
を
論
ず
る
前
に
、
冨
永
美
香
氏
の
論
考
を
紹
介
し
よ
う
。
氏
は
、
八
王
子
市
で
両
虫
を
飼
育
し
た
経
験
か
ら
、
若
き
日
の
私

と
同
様
の
松
虫
に
対
す
る
習
性
把
握
を
し
て
、「
松
虫
は
確
か
に
『
人
見
知
り
を
す
る
虫
』
で
あ
る
。
　
／
人
は
寝
て
龍
の
松
虫
鳴
き
出

で
ぬ
　
子
規
／
　

句
も
示
す
よ
う
に
警
戒
心
の
強
い
昆
虫
で
、
昼
は
決
し
て
鳴
か
ず
、
夜
も
人
の
気
配
な
ど
を
察
す
る
と
瞬
時
に
鳴
き
止

む
。
そ
の
音
色
は
金
属
的
で
か
ん
高
い
。
逃
げ
足
は
速
く
、
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
と
後
肢
で
跳
躍
し
、
思
い
の
ほ
か
遠
く
へ
跳
び
、
見
失

い
ら
し

い
も

の
で
す
』
（
全
集
口

訳
）
と
あ

る
が
、
野
辺
で
も
庭
で

も
か
わ
ら

ぬ
音
色
を
奏

で
る
こ
と

に
心
を
寄
せ

る
こ

と

ば
で

あ
ろ
う
。
」

と

述

べ
、
「
呼
称

の
転
換
は
な

か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
」

と
結
論
さ
れ

る
。

『
昆

虫
図

鑑
』
類
の
説

明
に
よ
る
と

、
今
の
鈴
虫

は
「
草

む
ら

の
下

の
湿

っ
た
暗

い
土

の
上
に
住

む
」

と
あ

る
か
ら
元

々
身

を
暗
く
て

低

い
安
全
な

位
置
に
置

い
て

思

い
っ
き
り
大
き
く

声
振
り
立
て
て

鳴
く
の
で

あ
ろ
う
。
対
し

て
「
松
虫

は
、
雑
木
林

の
縁

の
ス
ス
キ
な
ど

の
上

に
多
く
チ

ン
チ

ロ
リ

ン
と
鳴
く
」

と
あ
る
こ

と
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
草

の
葉
に
留
ま

っ
て

い
る
の
で
敵

の
来
襲
に
は
敏

感
に
反
応

し
て

身
を
守

る
こ

と
に
な

ろ
う
。

三
九



四
〇

右
に
引
用
し
た
両
虫
の
習
性
に
鑑
み
る
と
、
「
隔
て
心
あ
る
虫
」
が
松
虫
で
、
「
心
や
す
き
虫
」
が
鈴
虫
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
が
妥

当
の
よ
う
で
あ
る
。
心
情
的
に
は
、
私
も
同
感
で
あ
る
と
言
っ
て
こ
れ
で
稿
を
閉
じ
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
る
。
前
掲
の
新
編
日
本
古
典
文

（
注
7
）

学
全
集
枕
草
子
や
小
町
谷
照
彦
氏
「
呼
称
の
転
換
が
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
断
定
で
き
な

な
い
」
が
呼
称
転
換
説
に
疑
問
を
提
示
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
論
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

蛇
足
で
あ
る
が
、
源
氏
の
こ
こ
を
踏
ま
え
て
作
っ
た
歌
が
あ
る
。

調
鶏
に
呂
　
　
（
芯
脇
）
　
　
　
野
松
虫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
文
雄

（
注
8
）

い
」

や

片

桐

洋

一
氏

「

必

ず

し

も

は

っ

き

り

し

さ
も
こ

そ
は
へ

だ
て
心
の
虫

な
ら
め
す

ゑ
野
の
原

に
誰
を
ま

つ
ら
む

し

か
し

、
本
稿

三

か
ら

六
で
考

察
し
て

き
た
内

容
に

鑑
み

る
と
、
「
鈴
虫
は

一
貫
し

て
鈴
虫

で
あ

っ
た
」
と
結

論

づ
け

る
こ

と

は
と
う

て

い
出

来
な

い
。
特

に
、
三

の
小

鷹
に
着
け

る
鈴
は

肉
薄

で
小
さ

い
の
で
「
チ
リ
チ

リ
」
と

鳴
る
は

ず
で
あ
る
。

六
の
謡
曲

の
例

に
冨
永

氏
は
触

れ
て

い
な

い

が
、
こ

れ
を
無
視
し
て
こ

の
問
題

を
論
ず

る
こ

と
は
出
来
な

い
か
ら
で

あ
る
。
能

舞
台
で
何
度

も
（
上
方
で

も
江
戸

で
も
）
上

演
さ
れ

た
は
ず
で
あ

る
。
「
野
の
虫

の
生
態
を
知
ら

な

い
、
京

あ
た
り

の
一

部
の
知
識
人

が
勘
違

い
を
し
て

い
た
に
過

ぎ
な

い
」

又
は
、
「
り

ん
り
ん
と
し
て

の
方

が
調
子

が
盛

り
上

が
る

か
ら
」
と
言

っ
て
片
付
け
て

し
ま
う

の
は
強
引
に
す

ぎ
よ
う

。

（
注
9
）

こ
こ

で
、
今
井

祐
一
郎
氏

の
論
考
を

紹
介
す
る

。
私

に
論
旨
を
要

約
し
た

の
で
了
承
願

い
た

い
。
氏

は
、
『
源
氏
物

語
』
〈
箸

火
〉
の
「
弁

少
将

、
拍
子
う
ち

出
で
て
、
忍

び
や

か
に
歌
ふ
声
、

鈴
虫
に
ま

が
ひ
た
り

。
」
に

注
目
さ
れ
、
「
歌
ふ

声
」
と
は

「
唱
歌
」
と

い
わ
れ

る
も

の
で
、
〈
手
習
〉
で

老
尼

が
「
た

け
ふ
、
ち

ゝ
り
ち

ゝ
り
、

た
り
た

ん
な
」
と

は
や
り

か
に

弾
き
た

る
こ

と

ば
ど
も
、

が
唱
歌

の
例
だ

か

ら

、
こ

の
唱
歌

は
夕
行
・

八
行
・
ラ
行

音
か
ら
成

る
譜
で
あ

る
。
こ
れ
を

基
に
推
論
す

る
と
、
弁

少
将
の
唱
歌

に
紛
う
鈴
虫

の
声
は
T

音

R
音
を
含

む
「
チ

ン
チ

ロ
リ
ン
」
に
近

い
音
と
聞

き
取
ら
れ
て

い
た
の
で

あ
る
ま

い
か
、
と
結

論
付
け
て
お
ら

れ
る
。

今
井
氏

の
推
理
に
も
勇

気

づ
け
ら

れ
、
問
題
部

分
の
解
釈

を
始
め
よ
う

。



考「すゞむし」の『源氏 物 語 』

秋
好
中
宮
が
、
秋
鳴
く
虫
の
中
で
松
虫
を
最
高
と
考
え
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
の
野
辺
か
ら
良
く
鳴
く
松
虫
を
採
集
さ
せ
て
六
条
院
の
西
の

町
に
放
た
せ
た
。
松
虫
を
最
高
と
す
る
の
は
、
詠
歌
の
数
か
ら
し
て
も
当
時
の
一
般
的
評
価
に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。こ
の
松
虫
が「
し

る
く
鳴
き
伝
ふ
る
こ
そ
少
な
か
な
れ
」
と
い
う
の
は
、
松
虫
の
習
性
を
捉
え
た
も
の
と
考
え
ず
に
、
た
ま
た
ま
西
の
町
の
前
庭
が
松
虫
の

生
活
に
と
っ
て
環
境
が
良
く
な
か
っ
た
か
ら
放
っ
て
間
も
な
く
鳴
か
な
く
な
っ
た
、
と
解
し
た
ら
如
何
で
あ
ろ
う
か
。「
鳴
き
伝
ふ
る
」

と
は
、
「
長
期
間
続
け
て
鳴
く
」
と
言
う
こ
と
だ
か
ら
、
放
っ
た
直
後
は
鳴
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
ば
ら
く
は
鳴
い
た
が
、
三
四
日
し
て

だ
ん
だ
ん
数
が
減
り
、
一
週
間
ほ
ど
で
ほ
と
ん
ど
声
が
し
な
く
な
っ
た
。
餌
が
な
か
っ
た
の
か
、
雄
雌
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
共
食
い
を
し

た
の
か
、
天
敵
で
も
い
た
の
か
、
お
そ
ら
く
共
食
い
し
て
急
に
数
が
減
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
千
年
の
寿
命
を
保
つ
と
い
う
松
の

名
を
も
ら
い
な
が
ら
短
命
な
虫
だ
」
と
源
氏
は
思
っ
た
。
人
も
通
わ
ぬ
奥
山
な
ど
で
声
を
惜
し
ま
ず
鳴
く
の
は
松
虫
に
限
ら
ぬ
虫
の
習
性

で
、
「
だ
の
に
六
条
院
の
庭
で
鳴
か
な
い
の
は
け
し
か
ら
ぬ
。
分
け
隔
て
を
し
て
」
と
い
う
不
満
が
「
い
と
隔
て
心
あ
る
虫
に
な
ん
あ
り

け
る
。」
と
い
う
言
葉
と
な
っ
た
。

紫
式
部
の
実
生
活
で
も
、
自
宅
あ
る
い
は
彰
子
邸
な
ど
で
、
庭
に
放
っ
た
松
虫
が
期
待
し
た
ほ
ど
（
山
野
と
同
じ
よ
う
）
に
は
鳴
か
な

く
て
落
胆
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
六
条
院
は
人
気
が
多
い
か
ら
、
神
経
質
な
松
虫
は
鳴
か
な
い
の
だ
」
と
解
し
た
い

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
鈴
虫
を
想
定
し
た
前
述
の
解
釈
で
何
と
か
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
よ
う
。

次
の
、
「
鈴
虫
は
心
や
す
く
、
い
ま
め
い
た
る
こ
そ
ら
う
た
け
れ
」
を
、
新
編
全
集
は
「
気
安
く
陽
気
に
鳴
く
の
が
い
じ
ら
し
い
」
と

口
語
訳
し
て
い
る
。「
心
や
す
し
」
を
、
飼
育
箱
を
覗
き
込
ん
で
い
て
も
平
気
で
鳴
い
て
い
る
今
の
鈴
虫
の
習
性
を
表
し
た
語
と
解
し
「
親

し
み
や
す
い
」
と
口
語
訳
し
た
い
気
も
す
る
が
、
今
は
「
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
」
と
い
う
鳴
き
声
を
「
可
憐
で
親
し
み
や
す
い
」
と
言
っ
た
も

の
と
解
す
る
。
「
今
め
い
た
る
」
は
「
現
代
風
だ
」
の
意
味
だ
か
ら
、「
は
な
や
か
だ
」
「
は
で
だ
」
と
い
っ
た
感
じ
の
鳴
き
声
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
に
、
明
る
い
感
じ
の
「
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
」
の
方
だ
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
一



四
二

以
上

の
考

察
か
ら
、
『
源
氏

物
語
』
〈
鈴
虫
〉

の
「
す

ご

い
つ
頃

か
に
名
称
と
実

物
と

が
逆

に
な
っ
た
。
直

短
科

の
昆

虫
で
、
今
日

の
松
虫
で
あ

る
か
ら
「
チ

ン
チ

ロ
リ

ン
」
と
鳴
く

。
」（
大

系
注
）

と
解
す

る
の

が
妥
当
と

い
う
こ
と

に
な
っ
た
。

む
す
び

な
に
か
大
山
鳴
動
し
て
鼠
が
一
匹
も
出
て
こ
な
い
よ
う
な
結
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
ず
っ
と
引
っ
か
か
っ
て
い
た
問
題
を
、
自
分

な
り
に
出
来
る
だ
け
の
資
料
を
集
め
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
納
得
し
て
い
る
。
次
に
、
考
察
の
要
点
を
ま
と
め
る
。

○
　
両
虫
の
鳴
き
方
が
平
安
朝
も
現
在
も
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
。（
進
化
や
突
然
変
異
は
無
か
っ
た
と
す
る
）

①
　
平
安
人
も
、
「
松
虫
」
「
鈴
虫
」
を
区
別
し
て
認
識
し
て
い
た
。

②
　
「
鈴
虫
」
の
名
は
、「
鈴
の
音
」
の
よ
う
な
鳴
き
声
の
虫
と
い
う
こ
と
で
命
名
さ
れ
た
。

③
　
「
鈴
」
は
、
用
途
・
大
き
さ
・
形
状
が
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
音
色
が
異
な
る
か
ら
、
ど
の
鈴
の
音
が
虫
の
名
に
比
定
さ
れ
た

か
は
に
わ
か
に
決
定
し
が
た
い
。

④
　
平
安
初
期
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
、
鷹
狩
り
の
鷹
に
付
け
る
鈴
の
音
と
鈴
虫
の
鳴
き
声
と
の
類
似
を
詠
ん
だ
歌
が
多
く
見
ら
れ
る
。

⑤
　
鷹
に
付
け
る
鈴
は
、
鉄
製
の
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
音
は
「
チ
リ
チ
リ
」
と
言
っ
た
感
じ
で
あ
ろ
う
。

⑥
　
④
⑤
か
ら
、
鈴
虫
は
「
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
」
と
鳴
く
今
の
松
虫
を
称
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑦
　
室
町
時
代
の
謡
曲
に
、
「
松
虫
の
音
は
、
り
ん
り
ん
と
し
て
」
な
ど
と
出
て
く
る
の
は
、
平
安
朝
文
学
に
題
材
を
採
っ
た
作
品
を

多
く
作
っ
た
世
阿
弥
グ
ル
ー
プ
の
教
養
か
ら
見
て
信
す
べ
き
で
あ
る
。



⑧
　
松
虫
を
胡
蝶
に
見
立
て
た
歌
が
二
首
見
つ
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
鳴
く
と
き
に
大
き
く
羽
を
広
げ
立
て
て
鳴
く
今
の
鈴
虫
の
形
状
に

そ
っ
く
り
で
あ
り
、
今
の
松
虫
の
方
は
丸
く
な
ら
な
い
の
で
、
蝶
に
見
立
て
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

＊
よ
っ
て
、
平
安
時
代
に
は
、
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
が
鈴
虫
、
リ
ー
ン
リ
ー
ン
が
松
虫
　
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。

⑨
　
十
五
世
紀
ご
ろ
、
京
を
中
心
と
し
た
上
方
で
両
虫
の
呼
称
が
、
逆
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
歴
史
に
残
る
大
学
者
貝
原
益
軒
や
寺
島

良
安
を
も
納
得
さ
せ
る
呼
称
で
あ
っ
た
。

⑩
　
呼
称
の
逆
転
の
原
因
は
、
「
鈴
の
音
」
の
変
化
が
第
一
で
あ
ろ
う
。
肉
厚
で
重
厚
な
音
色
の
風
鐸
な
ど
が
普
及
し
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
（
例
＝
鈴
の
屋
の
鈴
）
（
松
虫
の
方
は
鈴
虫
の
変
化
の
あ
お
り
を
受
け
た
形
）

⑨
　
「
鈴
」
字
の
唐
宋
音
が
「
リ
ン
」
で
あ
る
こ
と
も
観
念
と
し
て
は
原
因
に
加
わ
っ
た
か
。

＊
よ
っ
て
、
十
五
世
紀
中
頃
以
降
、
チ
ン
チ
ロ
リ
ン
が
松
虫
、
リ
ー
ン
リ
ー
ン
が
鈴
虫
と
い
う
呼
称
が
定
着
し
た
と
考
え
る
。

（
平
成
十
二
年
九
月
三
十
日
稿
）

『源氏物 語』の「す ゞむし」考

－ 一 一 一 一5　4　3　2　1

注

）
山
岸
徳
平
校
注
『
源
氏
物
語
四
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
1
7、
昭
和
三
七
年
、
岩
波
書
店
）
の
補
注
9
7。

）
田
中
重
太
郎
著
『
校
本
枕
冊
子
』
（
昭
和
二
八
年
、
古
典
文
庫
）
に
よ
る
。

）
『
夫
水
和
歌
抄
』
を
は
じ
め
和
歌

の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な

い
限
り
、
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）
の
c
D
－
R
o
M

版
に
よ

る
。

）
萩
谷
朴
編
著
『
平

安
朝
歌
合
大

成
二
』
（
昭
和
五
四
年
復
刊
、
同
朋
舎
）

）
鈴
の
用
途
を
判
明
し
た
だ
け
挙
げ
る
。
「
鷹
に
着
け
る
鈴
」
を
除
く
。

①
駅
鈴
＝
今
度
は
讃
岐
の
守
平
正
盛

が
、
前

対
島
守
源
義
親
追
討
の
た
め
に
、
出
雲
国
へ
下
向
せ
し

例
と
て
、
鈴
ば
か
り
給

ッ
て
、
皮
の
袋
に
入
れ
て
。

雑
色

が
首
に
懸
け
さ
せ
て

ぞ
く
だ
ら
れ
け
る
。｛
『
平
家
物
語
』
〈
巻
五
、
富
士
川
〉
（
新
大
系
本
）
｝

四
三



へへ八八

四
四

②
仏
具
＝
又
、
鈴
ノ
印
ヲ
結
テ
フ
ル
ニ
、
ア
リ
ガ
タ
キ
鈴
ノ
音
シ
ケ
リ
。
・
…
…
文
永
ノ
末
ノ
比

ニ
ヤ
。
胎
蔵
ノ
行
法

シ
テ
後
、
鈴
モ
フ
ラ

ズ
シ
テ
、
礼
盤

ノ
上

ニ
シ
テ
入
滅
ト
聞
ヘ
キ
。｛
『
沙
石
集
』
〈
巻
二
の
八
「
弥
勒
行
者

の
事
」
〉
（
大
系
本
）
｝｛
同
巻
八
の
二
二

に
も
三

例
｝

③
神
具
＝
・
真
喜
僧
正

と
か
や

の
、
鼓
の
音
・
鈴
の
声
に
行
な
ひ
を
紛
ら

か
さ
れ
て
、
「
我
も
し

六
宗

の
長
官

と
も
な
る
な
ら
ば
、
鼓
の
音
・
鈴
の
声
長

く
聞
か
じ
」
と
誓
ひ
て
、
…
…
拝
殿
の
神
楽
を
長
く
停
め
ら

れ
に
け
り
。｛
『
と
は
ず
が
た
り
』
〈
巻
四
〉
十
月
春
日
詣
で
（
完
訳
日
本
の
古
典
）
｝

＊

『
御
伽
草
子
の
浜
出
草
紙
』
（
旧
大
系
本
）
＊
謡
曲

『
雨
月
』
「
さ
つ
さ

つ
の
鈴
の
こ

ゑ
」
＊

『
梁
塵
秘
抄
』
〈
3
2
4　　　
-
4
1
4

〉
も
同
様

④
宮
中
の
鈴
＝
・
廿
八
日
…
…
又
吉
平
読
府
、
件
府
事
不
仰
奉
仕
也
、
鈴
奏
間
、
太
后
渡
清
涼
殿
…
…
｛
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
二
年
四

月
｝

・
内
侍
所
も
御
鈴
の
を
と
は
め
で
た
く
優
な
る
物
な
り
と
ぞ
徳
大
寺
太
政
大
臣
は

お
ほ
せ
ら
れ
け
る
。
｛
『
徒
然
草
』
第
二
三
段
（
書
陵
部
蔵
十

行
古
活
字
本
）
｝

⑤
蹴
鞠
の
鞠
に
着
け
る
鈴
＝
鞠
け
る
後
、
鞠
に
す

ゝ
を
つ
く
る
。｛
『
天
正

狂
言
本
』
｝

⑥
廓
で
張
見
世
を
す
る
合
図
の
鈴
＝
夜
店
の
気
色
古
風
を
変
へ
ず
。
身
仕
舞
済
ん
で
鈴
の
音
聞
へ
、
日
暮
れ
て
後
格
子
賑
ふ
。

｛

平
賀
源
内

『
根
無
草
後
編
』
（
大
系
本

『
風
来
山
人
集
』
｝

6
）
冨
永
美
香
「
鈴
虫
・
松
虫
考
―

転
換
説
へ
の
疑
問
1

」
（
「
お
茶

の
水
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
年
報
」
第
十
八
号
、
平
成
六
年
）

7
）
小
町
谷
照
彦
「
松
虫
と
鈴
虫
と
は
い
つ
ご
ろ
入
れ
替
わ

っ
た
の
か
」
（
「
国
文
学
」
平
成
五
年
六
月
）
　
　
　
　
　
　
　

’

秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』
（
平
成
十
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
「
ま
つ
む
し
」
の
項
小
町
谷
照
彦
執
筆
。

8
）
片
桐
洋
一
著
『
歌
枕
歌
こ
と

ば
辞
典
』
（
平
成
十
一
年
月
、
笠
間
書
院
）

9
）
今
西
祐
一
郎
「
鈴
虫
は
な
ん
と
鳴
い
た
か
」
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
2
2
『
源
氏
物
語
四
』

の
巻
末
解
説
、
平
成
八
年
、
岩
波
書
店
）

（
付
言
）
本
稿
は
、
名
古
屋
平
安
文
学
研

究
会
平
成
十
二

年
八
月
例
会

（
八
月
二

七
日
於
金
城
学
院
大
学
）
で
発
表
し

た
内
容
に
手
を
加
え
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
。
席
上
で

ご
教
示
下

さ
っ
た
、
松
田

成
穂
、
田
中
新
一
、
田
中
喜
美
春
、
梅
野

き
み
子
、
藤
井

日
出
子
等
の
諸
氏
に
感
謝

い
た
し
ま
す
。
私

の
観
察
か
ら
出

し
た
、
松
虫
が
一
番
敏
感
で
、
す

ば
し
っ
こ
く
捕
ま
え
に
く
い
と
い
う
意
見
に
、
岐
阜
金
華
山
の
麓
に
お
住
ま

い
の
田

中
新
一
氏
、
岐
阜
県
坂
祝
町
に
お
住
ま

い

の
藤
井
日
出
子
氏
も
、
実
体
験
か
ら
賛
成
し
て
く

だ
さ
っ
た
。

（
付
言
H
）
十
月
二

十
六
日
付
で
国
立
国
語
研
究
所
か
ら
公
開
さ
れ
た
、
論
文

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
検
索
し
て
、
松
尾
聡
氏

の
「
中
古
語
と
し
て

の
『
松
虫
』『
鈴

虫
』
」
（
「
国
語
展
望
」
8
4、
平
成
二
、
こ

の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

が
、
再
校
時
ま
で

に
入
手
で
き
ず
に
い
る
。


