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一
、
は
じ
め
に

　
い
ず
れ
の
時
代
も
、
日
本
語
に
お
け
る
敬
語
に
大
き
な
決
定
的
な

男
女
差
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
通
説
の
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
委
細
に
閲
す
る
と
、
各
時
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
種
類

の
異
な
る
い
く
つ
か
の
敬
語
の
男
女
差
が
垣
間
見
ら
れ
る
訳
で
あ

る
。
古
代
敬
語
に
お
け
る
男
女
差
に
つ
い
て
、
部
分
的
な
論
考
は
い

く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
整
然
た
る
通
時
的
研
究
は
先
行
研
究
に
て
管

見
に
入
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
。
も
と
よ
り
古
代
敬
語
に
お
け
る
男
女
差

の
完
璧
な
る
理
論
構
築
は
至
難
の
業
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
主

に
上
代
よ
り
近
世
ま
で
の
各
時
代
に
顕
著
な
敬
語
の
男
女
差
の
い
く

つ
か
の
特
徴
を
中
心
に
少
し
く
記
述
、
考
察
し
て
み
た
い
。

　
こ
こ
で
の
「
古
代

0

0

敬
語
」
と
は
、「
現
代
敬
語
」
に
対
す
る
も
の
で
、

「
上
代
か
ら
近
世
ま
で
の
敬
語
」
の
意
で
あ
る
。

　
な
お
、引
用
原
文
等
の
旧
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
。

　
と
も
あ
れ
、
日
本
語
の
敬
語
考
察
の
一
環
と
し
て
、
性
差
、
男
女

差
と
い
う
視
点
の
導
入
は
大
い
に
有
効
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

二
、
上
代
敬
語
に
お
け
る
男
女
差

　
ま
ず
、
上
代
敬
語
の
男
女
差
に
つ
い
て
は
、
代
名
詞
「
君
」、
及
び
、

補
助
動
詞
「
ま
す
」「
い
ま
す
」「
た
ま
ふ
」
等
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

二
︲
㈠
　
対
称
代
名
詞
「
君
」
は
女
性
か
ら
男
性
へ
の
敬
語

　

上
代
の
対
称
の
代
名
詞
「
君
」
は
、
主
に
女
性
か
ら
男
性
へ
の
尊

敬
語
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
女
（
妻
・
恋
人
・
姉
妹
等
）

か
ら
男
（
夫
・
恋
人
・
兄
弟
等
）
へ
と
様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
訳

で
あ
る
。

古
代
敬
語
に
お
け
る
男
女
差
を
め
ぐ
っ
て

藁
　
谷
　
隆
　
純
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①
あ
か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標し
め

野の

行
き
野の

守も
り

は
見
ず
や
君
が
袖
振

る
（『
万
葉
集あ
』
巻
一
―
二
〇
）

　
右
歌
の
「
君
」
は
額
田
王
か
ら
大
海
人
皇
子
（
か
つ
て
の
夫
）
へ

の
敬
語
で
あ
る
。

　
　
夫ふ

君く
ん

を
恋
ひ
し
歌
一
首

②
飯
食
め
ど
う
ま
く
も
あ
ら
ず
行ゆ

き
行
け
ど
安
く
も
あ
ら
ず
あ

か
ね
さ
す
君
が
心
し
忘
れ
か
ね
つ
も
（
万
、
巻
一
六
―

三
八
五
七
）

　
右
歌
は
題
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
妻
か
ら
夫
へ
代
名
詞
「
君
」
を
用

い
て
い
る
。
ま
た
、
題
詞
及
び
左
注
に
て
、
編
者
か
ら
夫
へ
、
名
詞

「（
夫
）
君
」
を
用
い
て
い
る
。

③
宇う

　な

　は

　ら

奈
波
良
の
根ね

柔や
は

ら
小こ

菅す
げ

あ
ま
た
あ
れ
ば
君
は
忘
ら
す
我わ
れ

忘

る
れ
や
（
万
、
巻
一
四
―
三
四
九
八
）

　
右
歌
を
「
集
成い
」
は
「
疎
遠
に
な
っ
た
男
を
恨
む
歌
」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
男
女
は
恋
人
か
夫
婦
か
そ
れ
以
外
か
断
定
は
で
き
な
い

が
、他
の
美
し
い
女
達
（「
根
柔
ら
小
菅
」
が
そ
の
比
喩
）
に
心
移
っ

た
で
あ
ろ
う
恨
め
し
き
、
依
然
忘
れ
ら
れ
ぬ
男
に
対
し
て
こ
の
東
女

（
右
歌
は
東
歌
）
は
尊
敬
代
名
詞
「
君
」
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

因
み
に
、「
君
は
忘
ら
す0

」
の
「
す
」
も
上
代
の
尊
敬
の
助
動
詞
（
軽

い
尊
敬
・
親
愛
の
意
）
な
の
で
、
女
は
男
へ
一
首
中
に
二
語
も
敬
語

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
歌
は
東
歌
で
作
者
未
詳
な
の
だ

が
、
代
名
詞
「
君
」
使
用
に
よ
り
、
作
者
は
女
性
で
あ
ろ
う
と
、
作

者
の
性
別
が
識
別
、
推
定
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。

④
磯
の
上
に
生お

ふ
る
あ
し
び
を
手た

折
ら
め
ど
見
す
べ
き
君
が
あ

り
と
い
は
な
く
に
（
万
、
巻
二
―
一
六
六
）

　
右
歌
の
「
君
」
は
、
謀
反
の
罪
（
冤
罪
か
）
で
自
害
に
追
い
込
ま

れ
た
弟
大
津
皇
子
へ
の
、
姉
大お

お
く
の伯
皇ひ
め
み
こ女
か
ら
の
敬
語
で
あ
る
。
も
は

や
こ
の
世
に
い
な
い
弟
に
「
君
（
＝
ア
ナ
タ
）」
と
心
で
語
り
か
け

た
姉
の
悲
し
み
の
敬
語
で
あ
ろ
う
。（
因
み
に
、「
新
大
系
」
は
「
岩

の
ほ
と
り
に
生
え
て
い
る
馬
酔
木
を
手
折
り
た
い
と
思
う
が
、
見
せ

て
あ
げ
た
い
あ
な
た

0

0

0

が
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
に
」
と
現
代
語

訳
し
て
い
る
。
傍
点
藁
谷
。）

⑤
秋
萩
に
に
ほ
へ
る
我
が
裳
濡
ぬ
と
も
君
が
み
船
の
綱
し
取
り

て
ば

　
　
右
一
首
、
大
使
。

（
万
、
巻
一
五
―
三
六
五
六
）

　
右
歌
は
、男
性
（
阿
部
継
麿
。
遣
新
羅
大
使
）
が
対
称
代
名
詞
「
君
」

を
使
用
し
て
い
る
が
、
実
は
阿
部
継
麿
は
織
女
の
心
に
な
っ
て
歌
っ

て
い
る
。
従
っ
て
、「
君
」
と
は
牽
牛
を
指
し
て
お
り
、結
局
は
「
君
」

は
女
性
（
織
女
）
か
ら
男
性
（
牽
牛
）
へ
の
敬
語
と
い
う
こ
と
に
な
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ろ
う
。

　
　
　
　
紀き
の
い
ら
つ
め

女
郎
の
、
大
伴
宿
祢
家
持
に
贈
り
し
歌
二
首

⑥
戯わ

　け奴
が
た
め
我あ

が
手
も
す
ま
に
春
の
野
に
抜
け
る
茅つ
ば
な花
そ
召め

し
て
肥
え
ま
せ
（
万
、
巻
八
―
一
四
六
〇
）

　
　
大
伴
家
持
の
贈
り
和わ

せ
し
歌
二
首

⑦
我あ

が
君
に
戯わ

　け奴
は
恋
ふ
ら
し
賜た
ば

り
た
る
茅
花
を
食は

め
ど
い
や

瘦
せ
に
瘦
す
（
万
、
巻
八
―
一
四
六
二
）

　
⑦
の
家
持
歌
で
は
、
男
性
の
家
持
が
女
性
の
紀
女
郎
を
「
君
」
と

呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
紀
女
郎
が
家
持
を
わ
ざ
と
卑
し
め

て
呼
ん
だ
⑥
の
対
称
「
戯
奴
（
＝
オ
マ
エ
の
意
）」
を
受
け
て
、
家

持
は
女
の
立
場
に
な
っ
て「（
わ
が
）君
」な
る
敬
意
あ
る
呼
称
を
も
っ

て
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
逆
襲
し
た
も
の
で
あ
ろ
うう
（
な
お
、
⑦
の
「
戯わ

　け奴
」

は
、
自
称
「
ワ
タ
シ
メ
」
の
意
）。

天
平
五
年
癸き

酉い
う

の
春
閏
三
月
、
笠
朝
臣
金
村
の
、
入
唐
使

に
贈
り
し
歌
一
首

⑧
玉
だ
す
き
　
か
け
ぬ
時
な
く
　
息
の
緒
に
　
我あ

が
思
ふ
君
は

　
う
つ
せ
み
の
　
世
の
人
な
れ
ば
　
大
君
の
　
命

み
こ
と
か
し
こ
恐
み
　
夕

さ
れ
ば
　
鶴
が
妻
呼
ぶ
　
難
波
潟
　
三
津
の
崎
よ
り
　
大
船
に

　
ま
楫か

ぢ

し
じ
貫ぬ

き
　
白
波
の
　
高
き
荒あ
る

海み

を
　
島
伝
ひ
　
い
別

れ
行
か
ば
　
留と

ど

ま
れ
る
　
我わ
れ

は
幣ぬ
さ

引
き
　
斎い
は

ひ
つ
つ
　
君
を
ば

待
た
む
　
早は
や

還
り
ま
せ
（
万
、
巻
八
―
一
四
五
三
）

　
右
歌
は
男
性
（
笠
金
村
）
が
男
性
（
入
唐
使
）
へ
代
名
詞
「
君
」

を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
男
性
（
笠
金
村
）
が
女
性
の
立

場
に
な
っ
て
男
性
（
入
唐
使
）
へ
向
け
て
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
我あ

が
思
ふ
君
は
」
に
は
「
君
」
へ
の
強
い
恋
情
が
表
さ
れ
て
い
る
が
、

女
性
の
立
場
で
「
わ
れ
」
と
「
君
」
を
使
用
す
る
こ
と
で
荒
海
の
異

国
行
へ
の
よ
り
強
い
悲
劇
・
別
離
の
情
を
表
現
し
た
も
の
と
さ
れ
て

い
るえ
。

　
以
上
、
上
代
の
対
称
の
代
名
詞
「
君
」
は
、
基
本
的
に
女
性
か
ら

男
性
へ
の
尊
敬
語
で
あ
っ
た
、と
言
え
よ
う
。（
男
性
か
ら
女
性
（
男

性
）
へ
の
「
君
」
使
用
が
数
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
男
性
が
女

性
の
立
場
で
詠
ん
だ
り
、
戯
れ
て
詠
ん
だ
り
し
て
い
る
の
が
ほ
と
ん

ど
の
よ
う
で
あ
る
。）

二
―
㈡
　
尊
敬
語
「
ま
す
」「
い
ま
す
」「
た
ま
ふ
」
は
女
性
か
ら
男

性
へ
使
用

　
次
に
、
上
代
の
「
ま
す
」「
い
ま
す
」「
た
ま
ふ
」（
尊
敬
、
補
助

動
詞
）
に
つ
き
考
察
す
る
。

⑨
川
の
上へ

の
い
つ
藻
の
花
の
い
つ
も
い
つ
も
来
ま
せ
我
が
背
子

時
じ
け
め
や
も
（
吹ふ

ふ
き
の芡
刀と

　じ自
）（
万
、
巻
四
―
四
九
一
）

⑩
わ
が
背
子
が
帰
り
来
ま
さ
む
時
の
た
め
命
残
さ
む
忘
れ
た
ま

ふ
な
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右
の
八
首
は
、
娘を
と
め子
。

（
万
、
巻
一
五
―
三
七
七
四
）

　『
万
葉
集
』
で
は
、尊
敬
語
の
「
ま
す
」（
用
例
⑥
「（
肥
え
）
ま
せ
」、

⑧
「（
還
り
）
ま
せ
」
も
）「
い
ま
す
」「
た
ま
ふ
」
等
は
ほ
と
ん
ど

が
女
か
ら
男
へ
用
い
ら
れ
て
お
り
、
男
か
ら
女
へ
の
使
用
例
は
き
わ

め
て
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」（
用

例
③
「（
忘
ら
）
す
」
も
）
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
男
女
同
数
、
性
差
は

認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
す
」
は
元
来
敬
語

と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
尊
敬
の
意
を
失
っ
て
、
親
し
み

の
意
、
親
愛
の
念
を
添
え
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と

の
説
も
あ
るお
。

　
以
上
、上
代
に
つ
い
て
は
、代
名
詞
「
君
」
と
、（
補
助
）
動
詞
「
ま

す
」「
い
ま
す
」「
た
ま
ふ
」
等
に
つ
き
考
究
し
た
。（
い
ず
れ
も
、

主
に
女
性
か
ら
男
性
へ
の
敬
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。）

三
、
中
古
敬
語
に
お
け
る
男
女
差

　
次
に
中
古
敬
語
の
男
女
差
に
つ
い
て
は
、
謙
譲
語
「
聞
こ
ゆ
」、

女
性
と
漢
語
、
尊
敬
語
「
し
む
」、「
は
べ
り
た
う
ぶ
」（
丁
寧
・
尊

敬
語
）
等
に
つ
き
論
述
し
た
い
。

三
―
㈠
　
謙
譲
語
「
聞
こ
ゆ
」
は
女
性
的

　
ま
ず
、
中
古
独
得
の
謙
譲
の
（
補
助
）
動
詞
「
聞
こ
ゆ
」
か
ら
見

て
行
く
。

⑪
（
母
君
）「
く
れ
ま
ど
ふ
心
の
闇
も
た
へ
が
た
き
片
は
し
を

だ
に
、
は
る
く
ば
か
り
に
（
ア
ナ
タ
＝
命
婦
へ
）
聞
こ
え
ま
ほ

し
う
は
べ
る
を
、
私
に
も
、
心
の
ど
か
に
ま
か
で
た
ま
へ
。
…
」

（『
源
氏
物
語か
』
桐
壺
）

　
そ
も
そ
も
動
詞
「
聞
こ
ゆ
」
は
、「
聞
コ
エ
ル
」
意
の
自
動
詞
の

み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
中
古
に
な
り
、
そ
の
上
に
、「
申
シ
上
ゲ
ル
」

意
の
他
動
詞
（「
言
フ
」
の
謙
譲
語
。
動
作
の
受
け
手
を
敬
う
）
が

成
立
、
加
わ
っ
たき
。
⑪
の
傍
線
部
「
聞
こ
え
」
は
「
申
し
上
げ
（
と

う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
）」
の
意
で
あ
る
。「
聞
コ
エ
ル
」
意
の
通
常
語

（
非
敬
語
）
の
自
動
詞
で
は
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
他
動
詞
「
聞
く
」
の
未
然
形
「
聞
か
」
に
、
上
代
の

自
発
等
の
助
動
詞
「
ゆ
」
が
付
い
て
、「
聞
か0

ゆ
」
→
「
聞
こ0

ゆ
」（「
聞

コ
エ
ル
」
意
の
自
動
詞
。
現
代
語
の
自
動
詞
「
聞
こ
え
る
」
の
ル
ー

ツ
）
と
な
り
（
母
音
交
替
）、さ
ら
に
「
申
シ
上
ゲ
ル
」
意
の
他
動
詞
・

敬
語
（
謙
譲
語
）
と
も
な
っ
た
珍
し
い
語
と
も
言
え
よ
う
。

　
こ
れ
は
、
貴
人
に
直
接
物
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
失
礼
と
さ
れ
、

こ
ち
ら
の
話
す
声
が
自
然
に
貴
人
の
耳
に
入
る
と
い
う
意
で
自
発
の

助
動
詞
「
ゆ
」
を
添
加
し
た
「
聞
か0

ゆ
」（
→
「
聞
こ0

ゆ
」）
が
、
話

し
手
の
側
を
主
語
と
し
て
、「
申
シ
上
ゲ
ル
」
意
の
謙
譲
表
現
と
な
っ
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た
も
の
で
あ
るく
。
こ
れ
ま
た
、
い
か
に
も
謙
譲
日
本
的
な
語
彙
の
派

生
と
は
言
え
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
に
「
聞
こ
ゆ
」
は
女
性
的
な
優
美

で
柔
ら
か
い
表
現
で
あ
る
た
め
、
女
流
文
学
に
多
用
さ
れ
た
。（「
申

す
」
は
男
性
的
）

　
上
例
の
如
く
、『
源
氏
物
語
』
等
の
平
安
女
流
文
学
に
は
、「
聞
こ

ゆ
」（「
聞
こ
え
給
ふ
」「
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
」）
の
文
学
と
言
っ
て
も

よ
い
ほ
ど
多
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
栄
華
物
語
』
な
ど
も
「
聞

こ
え
給
ふ
」「
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
」
等
が
実
に
多
用
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
女
流
作
者
説
（
赤
染
衛
門
説
有
り
）
も
肯
け
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、中
古
に
さ
し
も
栄
花
を
誇
っ
た
謙
譲
語
「
聞
こ
ゆ
」

も
、
中
世
か
ら
は
衰
退
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

三
―
㈡
　
女
性
が
漢
語
は
は
し
た
な
い

　
次
に
、
女
性
と
漢
語
と
敬
語
表
現
に
つ
き
考
察
す
る
。

⑫
（
式
部
丞
）「
…
〔
博
士
ノ
女
ノ
〕
声
も
は
や
り
か
に
て
言

ふ
や
う
、『
月
ご
ろ
風ふ

び
や
う病
重
き
に
た
へ
か
ね
て
、
極ご
く
ね
ち熱
の
草
薬

を
服ぶ

く

し
て
、
い
と
臭
き
に
よ
り
な
む
え
対
面
賜

た
ま
は

ら
ぬ
。
目ま

の
あ

た
り
な
ら
ず
と
も
、
さ
る
べ
か
ら
む
雑
事
ら
は
う
け
た
ま
は
ら

む
』と
い
と
あ
は
れ
に
む
べ
む
べ
し
く
言
ひ
は
べ
り
。
…
」（『
源

氏
物
語
』
帚
木
）

　
右
の
傍
線
部
「
対
面
賜

た
ま
は
ら
」（
名
詞
＋
動
詞
）
は
敬
語
表
現
で
あ
り
、

「
対
面
」
は
漢
語
、「
賜
ら
」
は
和
語
で
あ
る
。「
対
面
賜
は
る
」
は

和
語
「
会
ふ
」
の
謙
譲
表
現
（
受
手
尊
敬
）
で
、「
オ
会
イ
ス
ル
」「
オ

目
ニ
カ
カ
ル
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
（
平
安
）
時
代
、
女
性
の
漢
語

使
用
は
、
は
し
た
な
い
、
避
け
る
べ
き
と
さ
れ
た
。
こ
の
式
部
丞
が

訪
れ
た
女
は
、
実
は
学
者
の
娘
。
右
文
で
も
、
父
の
影
響
か
、「
風
病
」

「
極
熱
」「
草
薬
」「
服
（
し
）」「
対
面
」「
雑
事
」
な
ど
固
い
漢
語
を

六
語
も
多
用
し
て
い
る
。
ま
た
、敬
語
で
は
な
い
が
、「
た
へ
か
ね
て
」

「（
臭
き
）
に
よ
り
」「
目
の
あ
た
り
な
ら
ず
と
も
」「（
雑
事
）
ら
」

な
ど
は
、
和
語
と
は
言
え
、
男
く
さ
い
、
堅
苦
し
い
言
い
方
。「
い

と
臭
き
に
よ
り
」
も
露
骨
、
デ
リ
カ
シ
ー
に
欠
け
る
、
は
っ
き
り
言

う
の
も
女
ら
し
く
な
い
と
さ
れ
たけ
。
と
も
あ
れ
、
右
文
の
学
者
の
娘

の
話
し
言
葉
は
正
に
男
の
言
葉
遣
い
で
あ
り
、
中
古
の
女
言
葉
と
し

て
は
極
め
て
異
様
で
滑
稽
と
言
え
よ
う
。「
え
対
面
賜
ら
ぬ
」
の
敬

語
表
現
は
普
通
の
平
安
女
性
な
ら
「
え
見
え
た
て
ま
つ
ら
ぬ
」
な
ど

と
和
語
で
言
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。「
対
面
賜
は
る
」
は
男
性
語
的

な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
古
の
女
性
の
漢
語
・
漢
字
使
用
は
、
現
代
（
女

性
）
と
は
正
反
対
、
敬
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
笑
わ
れ
る
実
情
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

三
―
㈢
　
尊
敬
「
し
む
」
は
男
性
語

　
続
い
て
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
し
む
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。

⑬
あ
か
し
の
む
ま
や
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
御
や
ど
り
せ
し
め
給
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て
、む
ま
や
の
お
さ
の
い
み
じ
く
お
も
へ
る
気
色
を
御
覧
じ
て
、

つ
く
ら
し
め
た
ま
ふ
詩
、
い
と
か
な
し
。（『
大
鏡こ
』
時
平
）

　
助
動
詞
「
し
む
」
は
、
上
代
で
は
使
役
の
意
の
み
で
あ
っ
た
。
身

分
高
き
人
は
物
事
を
自
ら
は
せ
ず
に
、
人
を
使
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が

多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
中
古
以
降
、
尊
敬
の
用
法
が
成
立
し
たさ
。
た
だ

し
、「
し
め
給
ふ
」「
し
め
お
は
し
ま
す
」
な
ど
他
の
尊
敬
語
を
伴
っ

て
用
い
ら
れ
、
そ
の
敬
意
を
強
め
、
最
高
の
尊
敬
と
な
る
（
最
高
敬

語
）。
平
安
時
代
に
は
天
皇
・
皇
后
な
ど
に
つ
い
て
多
用
さ
れ
たし
。

　
中
古
に
は
、同
じ
意
味
（
使
役
・
尊
敬
）
を
も
つ
助
動
詞
「
す
」「
さ

す
」
が
現
れ
て
、
主
と
し
て
和
文
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
し

む
」
は
漢
文
訓
読
文
や
、
説
話
（『
今
昔
物
語
集
』
等
）・
軍
記
物
語

（『
平
家
物
語
』
等
）
な
ど
の
和
漢
混
交
文
、
男
性
の
会
話
文
な
ど
男

性
的
文
章
の
中
で
用
い
ら
れ
、
男
性
語
と
し
て
、
し
か
も
改
ま
っ
た

語
感
を
伴
い
、
以
後
は
文
章
語
や
改
ま
っ
た
言
い
方
と
し
て
生
き
続

け
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
後
の
中
世
の
日
蓮
遺
文
に
も
見
え
る
。

⑭
あ
ひ
か
ま
へ
て
御
信
心
を
出
し
、
此
御
本
尊
に
祈
念
せ
し
め

給
へ
。
何
事
か
成
就
せ
ざ
る
べ
き
。（「
経
王
殿
御
返
事
」。
昭

和
定
本す
、
七
五
一
頁
）

　
右
の
「
此
御
本
尊
に
祈
念
せ
し
め
給
へ
」
の
「
し
め
」
は
、
文
脈

的
に
「
使
役
」
で
は
意
味
取
れ
ぬ
故
、〝
尊
敬
〟
の
意
味
で
あ
る
（
二

重
敬
語
）。
そ
れ
は
表
面
的
・
文
面
的
に
は
書
簡
名
の
「
経
王
殿
」

へ
の
敬
意
で
あ
る
が
、
経
王
殿
は
い
ま
だ
幼
児
と
推
さ
れ
る
の
で
、

結
局
は
そ
の
父
四
条
金
吾
へ
の
日
蓮
か
ら
の
敬
語
に
な
ろ
う
。
日
蓮

は
真
の
対
告
衆
（
読
み
手
）
が
四
条
金
吾
（
男
性
）
だ
か
ら
、
男
性

語
「
し
む
」（
尊
敬
）
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
対
告
衆

が
女
性
で
あ
れ
ば
男
性
語
「
し
む
」
は
用
い
ず
通
常
の
「（
さ
）
す
」

（
尊
敬
）
を
用
い
、「
祈
念
せ
さ
せ
給
へ
」
と
で
も
日
蓮
は
記
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
元
来
非
敬
語
の
助
動
詞
「
し
む
」（
使
役
の
み
）
が

中
古
以
降
、
敬
語
（
尊
敬
語
、
男
性
語
）
に
も
拡
大
し
て
行
っ
た
と

い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
、
い
か
に
も
（
身
分
社
会
）
日
本
的
と
も
言

え
ま
い
か
。

三
―
㈣
　「
は
べ
り
た
う
ぶ
」（
丁
寧
・
尊
敬
）
は
男
性
語

　
中
古
敬
語
の
最
後
と
し
て
、特
殊
な
文
末
敬
語
「
は
べ
り
た
う
ぶ
」

を
見
て
み
よ
う
。

⑮
（
博
士
）「
お
ほ
し
垣か

い
も
と下
あ
る
じ
、
は
な
は
だ
非ひ

常ざ
う

に
は
べ

り
た
う
ぶ
」（『
源
氏
物
語
』
少
女
）（
訳
・「
宴
席
ノ
オ
相
伴
役

ノ
方
々
ハ
、
ハ
ナ
ハ
ダ
無
作
法
デ
イ
ラ
ッ
シ
ャ
イ
マ
ス
。」）

　「
は
べ
り
た
う
ぶ
（
侍
り
給
ぶ
）」
は
、「
…
な
さ
い
ま
す
」
の
意

の
二
方
面
敬
語
（
補
助
動
詞
）。
丁
寧
語
「
は
べ
り
」
が
聞
き
手
を
、

尊
敬
語
「
た
う
ぶ
」
が
動
作
主
を
敬
う
。
右
例
で
は
、
話
し
手
の
博

士
た
ち
が
、「
は
べ
り
」
を
用
い
て
聞
き
手
で
あ
る
一
座
の
人
々
を
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敬
い
、「
た
う
ぶ
」
を
用
い
て
動
作
主
「
垣
下
あ
る
じ
」
で
あ
る
右

大
将
や
民
部
卿
を
敬
っ
て
い
る
。

　「
は
べ
り
た
う
ぶ
」
は
、『
宇
津
保
物
語
』『
源
氏
物
語
』
等
に
数

例
見
ら
れ
、
博
士
や
僧
侶
な
ど
特
殊
な
職
業
や
召
し
使
い
の
男
性
が

用
い
て
い
て
、
男
性
語
と
言
え
よ
う
。（
な
お
、
丁
寧
語
の
下
に
尊

敬
語
が
付
く
用
法
は
、「
は
べ
り
た
う
ぶ
」
以
外
に
は
例
が
少
な
く
、

か
な
り
特
殊
な
用
法
で
あ
ろ
うせ
。）

　
以
上
、
中
古
に
つ
い
て
は
、（
補
助
）
動
詞
「
聞
こ
ゆ
」、
助
動
詞

「
し
む
」、
丁
寧
・
尊
敬
「
は
べ
り
た
う
ぶ
」、
女
性
と
漢
語
等
に
つ

き
考
察
し
た
。（
特
に
、
中
古
に
、
非
敬
語
か
ら
重
要
敬
語
が
二
つ

生
ま
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
聞
こ
ゆ
」
に
謙
譲
語
が
生
ま
れ
女
性
的

敬
語
と
な
り
、
使
役
「
し
む
」
に
尊
敬
語
が
生
ま
れ
男
性
語
と
な
っ

た
こ
と
は
興
味
深
い
。）

四
、
中
世
敬
語
に
お
け
る
男
女
差

　
続
い
て
、
中
世
敬
語
の
男
女
差
に
つ
い
て
は
、
補
助
動
詞
「
さ
う

ら
ふ
・
さ
ぶ
ら
ふ
」
及
び
、
代
名
詞
「
貴
辺
」「
御
辺
」「
貴
殿
」
等

に
つ
き
見
て
行
く
。

四
―
㈠
　
丁
寧
・
補
助
動
詞
「
さ
う
ら
ふ
」
は
男
性
語
、「
さ
ぶ
ら
ふ
」

は
女
性
語

　
ま
ず
、
文
末
表
現
の
補
助
動
詞
「
さ
う
ら
ふ
」「
さ
ぶ
ら
ふ
」
の

性
差
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

⑯
「
大
納
言
が
こ
と
を
ば
い
か
が
聞
こ
し
召
さ
れ
候
（
さ
う
ら

ふ
）」（『
平
家
物
語そ
』
二
・
少
将
乞
請
）

⑰
（
仏
御
前
）「
是
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
。
さ
ら
ず
は
わ

ら
は
に
暇

い
と
ま
を
た
べ
。
出
で
て
見げ
ん
ざ
ん参
せ
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
（『
平

家
物
語
』
一
・
祗
王
）

　
丁
寧
語
の
補
助
動
詞
「
さ
ぶ
ら
ふ
（
候
ふ
）」
は
中
古
に
多
用
さ

れ
た
（
上
代
は
「
さ
も
ら
ふ
（
候
ふ
）」）。「
さ
う
ら
ふ
」
は
中
古
末

期
か
ら
中
世
初
期
に
か
け
て
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
か
ら
転
じ
た
語
で
あ
る
。

そ
し
て
、
次
第
に
「
さ
う
ら
ふ
」
が
多
用
さ
れ
て
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は

用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
中
世
の
『
平
家
物
語
』
や
謡
曲
で
は
、「
さ

う
ら
ふ
」
は
男
性
が
用
い
、「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は
女
性
が
用
い
る
と
い

う
よ
う
に
、
性
に
よ
る
使
い
分
け
が
見
ら
れ
た
。
右
例
は
⑯
は
「
候

（
さ
う
ら
ふ
）」
使
用
な
の
で
、
話
者
は
男
性
（
少
将
）
で
あ
り
、
⑰

は
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
使
用
な
の
で
、話
者
は
女
性
（
仏
御
前
）
で
あ
る
。

（
或
い
は
、「
さ
う
ら
ふ
＝
ソ
ー
ロ
ー
」
の
方
は
長
音
が
二
つ
入
っ
て

強
く
勇
ま
し
く
断
定
的
な
音
感
・
音
声
ゆ
え
男
性
が
用
い
、「
さ
ぶ

ら
ふ
」
の
方
は
弱
く
穏
や
か
断
定
的
で
な
い
音
感
・
音
声
ゆ
え
女
性

が
用
い
た
も
の
か
と
も
推
察
さ
れ
る
が
い
か
が
。）
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ま
た
、「
さ
む
ら
ふ
」
は
謡
曲
で
多
用
さ
れ
、
女
性
の
言
葉
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

四
―
㈡
　「
貴
辺
」「
御
辺
」「
貴
殿
」
は
男
性
語

　
次
に
、
尊
敬
の
対
称
代
名
詞
「
貴
辺
」「
御
辺
」「
貴
殿
」
等
に
つ

き
見
て
み
た
い
。

　

Ａ
、
貴
辺

⑱
此
経
難
持ノ
事
。
抑モ
弁
阿
闍
梨
が
申
し
候
は
、
貴
辺
の
か
た
ら

せ
給
ふ
様
に
持ツ
ら
ん
者
は
現
世
安
穏
後
生
善
処
と
承ツ
て
、
す
で

に
去こ

　ぞ年
よ
り
今
日
ま
で
、
か
た
の
如
く
信
心
を
い
た
し
申シ
候
処

に
、
さ
に
て
は
無ク
し
て
大
難
雨
の
如
く
来
り
候
と
云
云

。（
日
蓮

遺
文‒

四
条
金
吾
殿
御
返
事
。
八
九
四
頁
）

⑲
貴
辺
す
で
に
俗
也
、
善
男
子
の
人
な
る
べ
し
。（
日
蓮
遺
文‒

椎
地
四
郎
殿
御
書
。
二
二
七
頁
）

⑳
其
の
国
の
仏
法
は
貴
辺
に
ま
か
せ
た
て
ま
つ
り
候
ぞ
。（
日

蓮
遺
文‒

高
橋
殿
御
返
事
。
御
書
全
集た
、
一
四
六
七
頁
）

　
右
例
の
如
く
、漢
語
「
貴キ

辺ヘ
ン

」
は
対
称
の
代
名
詞
で
、相
手
を
敬
っ

て
言
う
敬
称
で
あ
る
。
中
世
か
ら
用
い
ら
れ
、
近
世
の
滑
稽
本
『
人

心
覗
機
関
後
編
』
に
も
武
家
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
江

戸
後
期
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大

文
典
』
に
は
書
き
言
葉
か
荘
重
な
話
し
言
葉
に
用
い
ら
れ
る
と
あ
り

（
漢
語
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
）、
公
式
的
な
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
るち
。

　
右
例
⑱
中
の
「
貴
辺
の
…
来
り
候
」
ま
で
は
四
条
金
吾
の
弁
阿
闍

梨
へ
の
会
話
文
の
引
用
と
す
る
な
ら
ば
、
武
家
詞
「
貴
辺
」
は
、
鎌

倉
武
士
の
金
吾
が
弁
阿
闍
梨
へ
直
接
言
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
手

紙
や
文
書
等
で
用
い
た
の
で
は
な
く
、
話
し
言
葉
で
用
い
た
こ
と
に

な
ろ
う
（
⑲
⑳
等
は
手
紙
文
等
で
用
い
て
い
る
。）

　

Ｂ
、
御
辺

㉑
「
御
辺
は
東
八
ヶ
国
を
う
ち
し
た
が
へ
て
、
東
海
道
よ
り
攻

め
の
ぼ
り
平
家
を
追
ひ
お
と
さ
む
と
し
給
ふ
な
り
」（『
平
家
物

語
』
七
・
清
水
冠
者
）

　
右
例
の
如
く
、「
御ゴ

辺ヘ
ン

」
は
、
対
称
の
代
名
詞
。
同
輩
ま
た
は
や

や
目
上
に
対
し
て
武
士
が
用
い
た
と
さ
れ
る
。『
平
家
物
語
』
等
の

軍
記
物
で
は
武
家
が
対
等
程
度
の
者
に
対
し
て
敬
意
を
持
っ
て
用

い
、
ま
た
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大
文
典
』
に
は
敬
態
で
、
書
き
こ

と
ば
か
荘
重
な
話
し
こ
と
ば
か
に
用
い
ら
れ
る
と
あ
り
、
敬
意
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
江
戸
前
期
上
方
語
で
は
、
文
語
文
脈
で

武
士
や
僧
侶
に
よ
っ
て
男
性
語
と
し
て
、
対
等
ま
た
は
対
等
以
下
の

者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
敬
意
が
下
が
っ
た
と
さ
れ

るつ
。

　

Ｃ
、
貴
殿
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㉒（
川
人
）「
貴
殿
ト
川
人
ト
コ
ソ
、此
罪
ヲ
バ
負
ツ
ラ
メ
。」（『
今

昔
物
語
集て
』
二
四
―
一
三
）

㉓
「
何
と
成
供
、
御
貴
殿
之
御
は
か
ら
い
、
悪

あ
し
き
事
は
あ
ら
じ
と

て
」（『
三
河
物
語
』）

　
右
例
の
よ
う
に
、「
貴キ

殿デ
ン

」
は
、
対
称
の
代
名
詞
。
同
等
ま
た
は

同
等
以
上
の
男
性
に
対
し
、
敬
意
を
も
っ
て
用
い
る
語
。
男
性
が
男

性
に
対
し
て
用
い
る
語
。
江
戸
前
後
に
は
、
武
家
が
目
上
の
相
手
を

尊
敬
し
て
呼
ぶ
語
と
し
て
使
用
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
は
同
輩
に
対
し

て
も
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
ると
。

　
こ
の
対
称
「
貴
殿
」
は
、
近
現
代
日
本
に
も
残
り
、「
貴
殿
を
面

接
員
（
裁
判
員
、
部
長
、
…
）
に
任
ず
る
」
な
ど
と
、
辞
令
・
通
知

書
・
賞
状
等
の
改
ま
っ
た
文
書
等
で
、
男
性
の
み
な
ら
ず
、
も
は
や

性
差
消
滅
し
て
女
性
へ
も
、
書
記
言
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
訳

で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
方
言
と
し
て
、「
ア
ナ
タ
」（
対
称
）
の
意
で
、

口
頭
言
語
と
し
て
、
長
野
県
諏
訪
市
等
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
前
述
の
「
貴
辺
」「
御
辺
」
な
ど
と

異
な
り
、
代
名
詞
「
貴
殿
」
は
誠
に
息
（
命
）
の
長
い
敬
語
と
言
え

よ
う
か
。

　
以
上
、
中
世
に
つ
い
て
は
、
文
末
補
助
動
詞
の
「
さ
う
ら
ふ
」
は

男
性
語
、「
さ
ぶ
ら
ふ
」「
さ
む
ら
ふ
」
は
女
性
語
と
、『
平
家
物
語
』・

謡
曲
等
で
は
明
ら
か
に
性
差
が
存
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
対
称

代
名
詞
「
貴
辺
」「
御
辺
」「
貴
殿
」
等
い
ず
れ
も
男
性
語
、
武
家
語

的
で
あ
っ
た
。
三
―
㈡
「
女
性
が
漢
語
は
は
し
た
な
い
」
で
も
述
べ

た
が
、
い
ず
れ
も
漢
語
と
い
う
の
も
一
因
で
あ
ろ
う
。）

五
、
近
世
敬
語
に
お
け
る
男
女
差

　
次
に
、近
世
敬
語
の
男
女
差
に
つ
い
て
は
、謙
譲
語
「
お
め
も
じ
」、

尊
敬
語
「
お
ひ
る
な
る
」、丁
寧
語
「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」、丁
寧
語
「
あ

り
ん
す
言
葉
」
等
に
つ
き
考
察
し
た
い
。

五
―
㈠
　「
お
め
も
じ
」
は
謙
譲
の
女
性
語

　
先
ず
、
名
詞
「
お
め
も
じ
」
に
つ
き
見
て
行
く
。

㉔
か
ね
て
も
御
め
も
じ
の
ふ
し
に
、
申
し
ま
ゐ
ら
せ
候
と
ほ
り

（
人
情
本
『
春
色
辰
巳
園
』
四
・
七
条
）

　
名
詞
「
お
め
も
じ
（
御
目
文
字
）」
は
、「
お
め

0

0

（
御
目
）
に
か
か

る
」
意
の
女
房
詞
（
ソ
ノ
中
ノ
、
文
字
詞
）
で
、
も
と
も
と
は
女
性

語
で
あ
っ
た
。
多
く
手
紙
文
な
ど
で
女
性
が
用
い
た
。「
お
め
も
じ
」

は
、「
お
め
に
か
か
る
」（
動
詞
「
会
フ
」
の
謙
譲
表
現
で
、「
オ
会

イ
ス
ル
」
意
）
と
い
う
言
葉
の
第
三
音
節
以
下
の
、
か
な
り
の
部
分

（
助
詞
＋
動
詞
「
に
か
か
る
」）
の
四
音
節
を
省
い
て
、
冒
頭
の
わ
ず

か
二
音
節
（
名
詞
「
お
め
」）
に
接
尾
語
「
も
じ
（
文
字
）」
を
付
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
お
め
も
じ
」
は
尊
敬
語
で
は
な
く
し
て
、
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実
は
謙
譲
語
な
の
で
あ
る
。（
た
だ
し
、「
お
め
（
御0

目
）」
の
み
だ

と
相
手
の
御
目
な
の
だ
か
ら
尊
敬
語
と
な
り
、
相
手
へ
の
敬
語
で
あ

る
が
。）㉕

「
や
れ
よ
う
こ
そ
お
じ
や
つ
た
れ
。
此
間
は
お
め
に
か
か
ら

な
ん
だ
。」（
虎
清
本
狂
言
『
薬
水な
』）

　「
お
め
も
じ
」
を
さ
ら
に
丁
寧
に
言
っ
た
「
お
め
も
じ
さ
ま
」
と

い
う
の
も
あ
っ
たて
（「
さ
ま
」
は
丁
寧
の
接
尾
語
）。

㉖
「
御
用
と
は
何
な
ら
ん
お
め
も
じ
様
に
と
夕
が
ほ
の
」（
浄

瑠
璃
『
嫗
山
姥
』）

こ
れ
も
女
性
語
で
あ
ろ
う
。

　
（
な
お
、
女
房
詞
は
中
世
の
成
立
だ
が
、
女
房
詞
「
お
め
も
じ
」

は
近
世
の
作
品
に
多
出
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
本
稿
で
は
近
世
の

章
に
て
論
じ
た
訳
で
あ
る
。）

五
―
㈡
　「
お
ひ
る
な
る
」
は
尊
敬
の
女
性
語

　
次
に
、
動
詞
「
お
ひ
る
な
る
」
に
つ
き
考
察
す
る
。

㉗
朝
は
と
う
か
ら
お
ひ
ん
な
り
嫁
を
ね
め
（『
柳
多
留
』
二
一
）

　
複
合
動
詞
「
お
ひ
る
な
る
」
は
も
と
も
と
「
お
起
き
に
な
る
」
意

の
こ
れ
ま
た
女
房
詞
、
女
性
語
で
あ
っ
た
。
名
詞
「
ひ
る
（
昼
）」

に
接
頭
語
「
お
」
が
付
い
た
「
お
ひ
る
」（
名
詞
）
の
動
詞
形
が
「
お

ひ
る
な
る
」
で
あ
る
。「
お
ひ
る0

な
る
」
の
三
音
節
目
の
「
る
」
が

撥
音
化
し
て
「
お
ひ
ん0

な
る
」
と
も
な
っ
た
。
撥
音
の
入
ら
な
い
「
お

ひ
な
る
」
も
あ
るぬ
。

　
右
川
柳
の
二
述
語
（
動
詞
）「
お
ひ
ん
な
り
」「
ね
め
」
の
主
語
は
、

第
三
句
に
「
嫁
」
と
あ
る
の
で
反
射
的
に
、
い
ず
れ
も
「
姑
」
と
な

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、「
お
ひ
ん
な
り
」の
方
の
み
姑
へ
尊
敬
語（
女

房
詞
）
を
用
い
た
。「（
姑
ど
の
は
）
朝
早
く
か
ら
お
起
き
に
な
っ
て
、

嫁
を
に
ら
み
（
監
視
し
て
い
る
こ
と
よ
、
や
れ
や
れ
朝
も
早
よ
か
ら

ご
苦
労
な
こ
と
だ
）」
と
、
こ
こ
の
「
お
ひ
ん
な
り
」
は
普
通
の
尊

敬
語
と
い
う
よ
り
は
、
姑
へ
の
い
わ
ゆ
る
皮
肉
・
揶
揄
の
敬
語
の
用

法
で
あ
ろ
う
か
。（
類
想
川
柳
と
し
て
、
敬
語
は
不
使
用
だ
が
、「
姑

の
日
向
ぼ
っ
こ
は
内
を
向
き
」
等
が
あ
る
。）

　「
お
ひ
る
な
る
」
は
中
世
（
室
町
期
）
に
は
女
房
詞
で
あ
る
が
、

近
世
に
は
一
般
女
性
の
間
に
も
普
及
し
、「
お
ひ
る
な
る
」
の
語
形

で
『
婦
人
養
草
』『
女
重
宝
記
』『
女
中
詞
』『
女
節
用
集
文
字
嚢
』

等
に
記
さ
れ
て
い
る
。
現
代
方
言
と
し
て
高
知
県
東
部
等
に
は
「
起

き
る
」
意
の
尊
敬
語
「
お
ひ
る
な
る
」
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
一
方
、「
お
よ
る
」（
名
詞
「
お
よ
る
（
御
夜
）」
を
動
詞
化
し
た
語
）

と
い
う
語
が
あ
る
。「
寝
る
」
意
の
尊
敬
語
（「
オ
ヤ
ス
ミ
ニ
ナ
ル
」

意
で
、
多
く
女
性
が
用
い
た
（「
お
よ
る
な
る
」「
お
よ
ん
な
る
」
と

も
）。
動
詞
と
し
て
確
立
し
た
中
世
後
期
に
は
、
敬
度
の
高
い
女
房

詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
近
世
初
期
に
な
る
と
、
一
般
女
性
に
も
使
用

が
広
が
っ
たね
と
さ
れ
て
い
る
。
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五
―
㈢
　「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」
は
丁
寧
の
女
性
語

　
続
い
て
、
丁
寧
の
補
助
動
詞
「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」
に
つ
き
考
究
し

た
い
。㉘

何
事
も
先さ

き

生し
ゃ
う

よ
り
の
定
り
事
と
あ
き
ら
め
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ

（
浄
瑠
璃
『
伽
羅
先
代
萩の
』）

㉙
読よ

む

長な
が

文
は
御
台
よ
り
敵
の
様
子
こ
ま
〴
〵
と
。
女
の
文
の
跡

や
先
。
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
で
は
か
ど
ら
ず
（
浄
『
仮
名
手
本
忠
臣

蔵は
』）

　「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」
は
、
近
世
、
主
と
し
て
女
性
の
手
紙
文
に
用

い
ら
れ
た
丁
寧
語
（
連
語
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
補
助
動
詞
「
ま
ゐ
ら

す
」
に
、
同
じ
く
補
助
動
詞
「
さ
う
ら
ふ
」
の
転
じ
た
「
そ
ろ
」
の

付
い
た
も
の
で
、「
…
（
し
て
お
り
）
ま
す
」「
…
（
で
）
ご
ざ
い
ま

す
」「
…
申
し
上
げ
ま
す
」
等
の
意
味
で
、
読
み
手
を
敬
う
意
を
表

し
て
い
るひ
（「
聞
き
手
敬
語
」「
読
み
手
敬
語
」）。（
な
お
、『
日
本
国

語
大
辞
典
』
二
版
で
は
、「
動
詞

0

0

『
ま
ゐ
ら
す
』
に
補
助
動
詞
『
さ

う
ら
ふ
』
の
変
化
し
た
『
そ
ろ
』
の
付
い
た
も
の
」
と
記
述
す
る
が
、

右
例
㉘
で
も
本
動
詞
（「
あ
き
ら
め
」）
に
「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」
が
下

接
し
て
い
る
の
で
、「
動
詞

0

0

『
ま
ゐ
ら
す
』
に
」
で
な
く
、「
補
助
動

0

0

0

詞0

『
ま
ゐ
ら
す
』
に
」
と
記
し
た
方
が
よ
い
か
と
考
え
る
。
傍
点
藁

谷
）

　
ま
た
、「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」（
補
助
動
詞
、
連
語
）
全
体
で
一
名
詞

の
意
味
も
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
敬
語
「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」
が
近
世

女
性
の
手
紙
専
用
の
語（
主
に
文
末
表
現
）で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
手

紙
。
特
に
、
恋
文
」
と
い
う
非
敬
語
の
意
味
が
成
立
し
た
こ
と
は
興

味
深
い
。

㉚
逢
は
ぬ
間
の
つ
ら
さ
を
文
に
物
い（

マ
マ
）
わ
せ
て
。
ま
い
ら
せ
そ
ろ

を
楽
し
む
（
浮
世
草
子
『
新
色
五
巻
書ふ
』
二
・
二
）

㉛
つ
れ
づ
れ
の
外
に
ま
い
ら
せ
候
も
書
き
（『
柳
多
留
』
二
〇へ
）

　
因
み
に
、
㉛
川
柳
は
、「（
兼
好
法
師
は
）
随
筆
『
徒
然
草
』
の
外

に
、（
高
師
直
に
依
頼
さ
れ
て
）
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、『
ま
い
ら
せ
候
』

す
な
わ
ち
〝
恋
文
〟
ま
で
代
筆
し
た
こ
と
よ
」
の
意
で
あ
る
（
元
来
、

『
太
平
記
』
に
見
え
る
）。
勿
論
、
高
師
直
は
（
兼
好
法
師
も
）
男
性

ゆ
え
、
そ
の
各
文
末
表
現
に
近
世
の
女
性
語
「
ま
ゐ
ら
せ
候そ

ろ

」
は
余

り
用
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
兼
好
・
高
師
直
は
南
北
朝
期
で
、
時

代
も
合
わ
な
い
）。
㉛
「
つ
れ
づ
れ
の
」
句
中
の
「
ま
い
ら
せ
候
」

は
あ
く
ま
で
も
「
手
紙
（
恋
文
）」
の
意
の
非
敬
語
（
名
詞
）
で
あ
る
。

文
脈
的
に
敬
語
（
動
詞
・
補
助
動
詞
等
）
で
は
あ
り
得
な
い
（「
ま

い
ら
せ
候
」
に
上
接
す
る
本
動
詞
等
も
無
い
か
ら
で
あ
る
）。
要
す

る
に
、南
北
朝
の
兼
好
が
、高
師
直
に
、「（
恋
）
文フ

ミ

」
を
代
筆
し
て
や
っ

た
と
表
現
せ
ず
に
、近
世
女
性
の
手
紙
の
文
末
表
現
で
も
あ
り
、（
恋
）

文
の
意
で
あ
る
「
ま
ゐ
ら
せ
候そ

ろ

」
を
書
い
て
や
っ
た
と
表
現
し
た
と

こ
ろ
に
、本
句
の
面
白
味
が
存
し
よ
う
（
男
性
語
と
女
性
語
の
性
差
、

中
世
と
近
世
の
時
代
差
と
い
う
二
矛
盾
を
故
意
に
は
ら
ま
せ
た
こ
と

に
よ
り
、
句
の
お
か
し
み
感
は
一
層
増
幅
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
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る
）。

五
―
㈣
　「
あ
り
ん
す
言
葉
」
は
遊
女
語

　
最
後
に
、
近
世
特
有
の
「
あ
り
ん
す
言
葉
」
に
つ
き
見
て
行
く
。

㉜
（
女
郎
）「
き
の
う
向
島
へ
行
き
ん
し
た
が
、
い
っ
そ
お
も

し
ろ
う
あ
り
ん
し
た
。
わ
っ
ち
は
い
っ
そ
侍
に
な
り
と
う
あ
り

い
す
」（『
柳さ

　と巷
訛な
ま
り言
』）

　
こ
の
「
遊
女
語
」
は
、「
遊
里
語
」「
廓

く
る
わ

詞
こ
と
ば

」「
里
こ
と
ば
」
等

と
も
称
さ
れ
、
そ
の
「
あ
り
ん
す
言
葉
」
は
「
あ
り
い
す
言
葉
」
と

も
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
は
全
国
か
ら
集
っ
た
遊
女
達
の「
ひ
な
の
訛
り
」

を
隠
す
た
め
の
人
造
語
と
も
言
わ
れ
る
。
文
末
の
敬
語
表
現
「
あ
り

ま
す

0

0

」
の
「
ま
す
」（
丁
寧
・
助
動
詞
）
が
「
あ
り
ん
す

0

0

」
と
な
る

撥
音
化
の
現
象
が
遊
女
語
の
最
も
著
し
い
特
色
な
の
で
、遊
女
語
は
、

「
あ
り
ん
す
」
で
代
表
さ
せ
て
「
あ
り
ん
す
言
葉
」
と
言
わ
れ
た
訳

で
あ
る
（「
い
ん
す
言
葉
」
と
もほ
）。
㉜
の
「
あ
り
ん
し
」
は
「
あ
り

ん
す
」
の
連
用
形
、「
行
き
ん
し
」
は
「
行
き
ん
す
」
の
連
用
形
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
遊
女
語
は
同
時
代
の
一
般
に
は
普
及
し
に
く
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
（
そ
の
点
が
、
女
房
詞
と
は
異
な
る
）。
た
だ
し
、
こ
の

遊
里
で
用
い
ら
れ
た
「
ざ
ん
す
」「
ざ
ま
す
」「
遊
ば
せ
」（
丁
寧
語
・

尊
敬
語
）
な
ど
は
、
開
国
後
近
代
化
さ
れ
た
明
治
時
代
の
上
流
階
級

の
女
性
の
上
品
・
み
や
び
な
言
葉
と
し
て
、
受
け
継
が
れ
て
行
っ
た

の
は
興
味
深
いま
。

　
以
上
、
近
世
に
つ
い
て
は
、
謙
譲
の
名
詞
「
お
め
も
じ
」、
尊
敬

の
動
詞
「
お
ひ
る
な
る
」、
丁
寧
の
補
助
動
詞
「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」、

丁
寧
語
「
あ
り
ん
す
言
葉
」
等
に
つ
き
論
じ
た
。
そ
れ
ら
は
奇
し
く

も
す
べ
て
女
性
語
で
あ
る
。
取
り
上
げ
方
に
も
問
題
は
あ
ろ
う
が
、

と
も
あ
れ
、
近
世
に
は
女
性
語
が
種
々
活
躍
し
た
と
言
え
よ
う
。

六
、
お
わ
り
に

　
上
述
の
如
く
、
古
代
敬
語
に
お
け
る
男
女
差
に
つ
い
て
、
上
代
で

は
、
対
称
代
名
詞
「
君
」
は
、
主
に
女
性
か
ら
男
性
へ
の
尊
敬
語
で

あ
り
、ま
た
、（
補
助
）
動
詞
「
ま
す
」「
い
ま
す
」「
た
ま
ふ
」
等
も
、

主
に
女
性
か
ら
男
性
へ
の
尊
敬
語
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
あ

く
ま
で
も
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
で
あ
っ
て
、
上
代
全
体
の
敬
語

の
男
女
差
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
次
に
、
中
古
で
は
、

非
敬
語
か
ら
生
ま
れ
た
謙
譲
語
「
聞
こ
ゆ
」
は
多
用
さ
れ
、
女
性
的

敬
語
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
使
役
か
ら
生
ま
れ
た
尊
敬
語
「
し
む
」
は

男
性
語
で
あ
っ
た
。「
は
べ
り
た
う
ぶ
」
は
博
士
・
僧
侶
等
の
特
殊

な
男
性
語
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
漢
語
・
漢
字
を
駆
使
す
る
女
性
は
、

尊
敬
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
は
し
た
な
い
と
さ
れ
た
。
続
い
て
、
中
世

で
は
、
文
末
補
助
動
詞
の
「
さ
う
ら
ふ
」
が
男
性
語
、「
さ
ぶ
ら
ふ
」
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が
女
性
語
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
『
平
家
物
語
』
や
謡
曲
等
に

お
け
る
特
徴
で
あ
り
、
広
く
中
世
の
他
の
文
献
等
の
調
査
は
今
後
の

課
題
と
な
る
。
最
後
に
、
近
世
で
は
、
女
房
詞
由
来
の
「
お
め
も
じ
」

は
謙
譲
語
だ
と
い
う
こ
と
（
尊
敬
語
で
は
な
い
）、
同
じ
く
女
房
詞

起
源
の
「
お
ひ
る
な
る
」
に
は
対
応
形
「
お
よ
る
な
る
」
も
存
し
た

こ
と
。
ま
た
、「
ま
ゐ
ら
せ
そ
ろ
」
に
は
⑴
女
性
の
手
紙
の
文
末
表

現
（
丁
寧
語
）、
⑵
手
紙
、
特
に
、
恋
文
の
意
の
名
詞
（
非
敬
語
）

の
二
意
が
存
し
た
。
そ
し
て
、「
あ
り
ん
す
言
葉
」
は
遊
女
語
で
、

一
般
に
普
及
せ
ず
（
そ
こ
が
、
室
町
期
誕
生
の
女
房
詞
と
大
い
に
異

な
る
点
）。
近
世
で
は
女
性
語
を
多
く
論
じ
た
が
、
当
然
男
性
語
も

複
数
存
す
る
は
ず
で
、
そ
れ
ら
は
課
題
と
な
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
紙
幅
の
関
係
等
で
、
部
分
的
記
述
・
考
察
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
ら
男
性
語
・
女
性
語
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
社
会
・

思
想
・
男
性
観
・
女
性
観
等
々
が
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
、
強
く

感
じ
取
れ
る
訳
で
あ
る
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
一
試
論
で
あ
る
。

　
ま
た
、
全
体
的
に
も
、
地
の
文
・
会
話
文
・
書
簡
文
等
に
分
け
て

の
考
察
、
口
語
・
文
語
の
別
、
男
か
ら
女
へ
、
男
か
ら
男
へ
、
女
か

ら
男
へ
、
女
か
ら
女
へ
の
別
、
ま
た
、
使
用
の
場
面
性
、
散
文
と
韻

文
、
作
品
文
献
等
の
性
質
に
よ
る
性
差
等
に
、
更
に
緻
密
に
分
類
・

分
析
し
て
の
実
証
的
・
体
系
的
研
究
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

注あ
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
平
成
一
一
年
、
第
一
刷
）
に

よ
る
。
以
下
同
じ
。

い
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
、
昭
和
五
七
初
版
。
平
一
四
、六
刷
）

に
よ
る
。

う
『
万
葉
こ
と
ば
事
典
』（
大
和
書
房
、
平
一
三
、
第
一
刷
）
参
照
。

え
注

う
に
同
じ
。

お
「
万
葉
に
於
け
る
男
女
の
言
葉
」（
澤
潟
久
孝
『
国
語
国
文
の
研
究
』

第
十
号
、
昭
二
）、
同
「
万
葉
集
に
於
け
る
男
女
の
言
葉
」（『
万
葉

集
新
釈
下
巻
改
訂
版
』、
星
野
書
店
、
昭
二
三
）、
佐
伯
梅
友
「
男
女

の
言
葉
」（『
国
語
史
─
〔
上
古
篇
〕
─
』（
刀
江
書
院
、
昭
一
一
）、

同
「
男
女
の
言
葉
」（『
奈
良
時
代
の
国
語
』、
三
省
堂
、
昭
二
五
）

参
照
。

か
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集（
小
学
館
、
平
六
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

き
『
古
語
林
』（
大
修
館
、
平
九
、
初
版
第
一
刷
）
参
照
。

く
注

き
に
同
じ
。

け
注

か
等
参
照
。

こ
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
昭
三
八
、
第
三
刷
）。

さ
『
ベ
ネ
ッ
セ
全
訳
古
語
辞
典
』（
株
式
会
社
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン
、
平
八
、
初
版
。
平
一
四
、
初
版
第
一
四
刷
）
参
照
。

し
注

き
に
同
じ
。

す
『
昭
和
定
本
　
日
蓮
聖
人
遺
文
』（
身
延
山
久
遠
寺
、
平
一
二
、
改

訂
増
補
第
三
刷
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

せ
注

き
に
同
じ
。

そ
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
平
一
九
、
第
一
版
第
六
刷
。

以
下
同
じ
）。
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た
『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』（
創
価
学
会
、
昭
二
七
、
一
刷
。
昭

六
〇
、一
六
四
刷
に
よ
る
）。

ち
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
、平
一
四
、第
二
刷
）
参
照
。

つ
注

ち
に
同
じ
。

て
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
昭
六
二
、
第
十
五
版
）。

と
注

ち
に
同
じ
。

な
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
』（
三
省
堂
、昭
六
〇
）
参
照
。

に
注

ち
に
同
じ
。

ぬ
注

ち
に
同
じ
。

ね
注

ち
に
同
じ
。

の
日
本
古
典
文
学
大
系
「
浄
瑠
璃
集
（
下
）」（
岩
波
書
店
、
昭
三
四
、

第
一
刷
）。

は
日
本
古
典
文
学
大
系
「
浄
瑠
璃
集
（
上
）」（
岩
波
書
店
、
昭
四
七
、

第
十
刷
）。

ひ
注

き
に
同
じ
。

ふ
日
本
古
典
文
学
大
系
「
浮
世
草
子
集
」（
岩
波
書
店
、
昭
四
一
、
第

一
刷
）。

へ
注

ち
に
同
じ
。

ほ
『
新
版
国
語
学
要
説
』（
佐
藤
喜
代
治
編
、
朝
倉
書
店
、
昭
四
八
）

参
照
。

ま
『
女
の
こ
と
ば
の
文
化
史
』（
遠
藤
織
枝
、
学
陽
書
房
、
平
九
）

（
わ
ら
が
い
・
た
か
す
み
、
本
学
教
授
）


