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『
思

は
ぬ
方

に
と
ま
り
す

る
少
将
』

と

こ
ろ
ど

こ
ろ

後

藤

康

文

は

じ

め

に

『
堤
中
納
言
物
語
』
は
、
『源
氏
物
語
』
よ
り

の
ち

の
物
語
作
品
と
し

て
は
ま

さ
に
異
例
と

い
え
る
ほ
ど
、
多
数

の
注
釈
書

に
恵
ま
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、

そ
の
本
格
的
な
注
釈

の
歴
史
は
き
わ
め

て
浅
く
昭
和
期
を
遡
ら
な

い
も

の

で
あ

る
し
、

な
に
よ
り
も
、

こ
の
短
篇
物
語
集

の
伝
存
状
況
自
体
が
決
し

て
芳

し
い
と
は
い
い
が
た
い
こ
と

が
災

い
し

て
、
各
篇

の
注
釈

に
は
、

い
ま
だ
不
審

な
点

が
少
な
か

ら
ず
残

さ
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
本
稿

で
は
、

同
物

語
所
収

の

一
篇

『
思

は
ぬ
方

に
と

ま
り
す

る
少
将
』
を
姐
上

に
の
せ
、
従
来

の

注
釈

で
は
不
正
確
な

い
し
不
十
分

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

い
く

つ
か

の
箇

所

に

つ
い
て
、
本
文

の
整
定
あ

る
い
は
解
釈

に
関
す

る
試
案
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
し

て

み
た
い
と
思
㌃一

語

り
手

の
前

口
上

の
あ
と
、
物
語

は
次

の
よ
う

に
語
り
は
じ
め
ら
れ
る
。

大
納
二一、口
の
姫

君
ふ
た
り
も

の
し
給

ひ
し
、

ま
こ
と

に
物
語

に
書
き

つ
け
た

る
あ
り
さ
ま
に
劣

る
ま
じ
く
、
何
ご
と

に

つ
け

て
も
、
生

ひ
出

で
給

ひ
し

に
、

こ
大
納

言
も
母
上

も
、

う
ち

つ
づ
き
隠
れ
給

ひ
に
し
か
ば
、

い
と
心

細

き
ふ
る
さ
と
に
な
が
め
過
ご
し
給

ひ
し
か
ど
、

は
か
ば
か
し
く
御
乳
母

だ

つ
人
も
な
し
。

(
一
一
七
頁
六
行
～

一
一
八
頁
五
行
)

ま
ず
は
、

ヒ
ロ
イ

ン
と
な
る
姉
妹

の
紹
介
が
行

わ
れ

る
わ
け

で
あ
る
が
、

こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
傍
線
を
付

し
た

「
こ
」

一
字

の
存
在

で
あ

る
。
「
こ
大

納
言
」

が
亡
く
な

っ
た
と
い
う
叙
述

そ
の
も

の
は
別
段
奇
異
と
す

る
に
は
当
た

ら
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
の
場
合

は
は
じ
め

に

「
大
納
言
」

の
姫
君
が
ふ
た
り

い

ら

っ
し

ゃ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い

て
、

そ
の
間

に
齪
紹
が
生
じ

て
し
ま
う
よ
う

に

思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
に

つ
い

て
は
、

ひ
と

ま
ず
ふ
た
と
お

り
の
解
決
案
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
こ
大
納
言
」
の

「
こ
」
を
無
用
な
文
字
と
判
断
し

て
本
文
か
ら
抹

消
し

て
し
ま
う
か
、
逆

に
、
最
初

の

「
大
納
言
」

の
頭

に

「
こ
」
を
補
う
か
、

で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
山
岸
徳
平
氏

の

『
全
註
解
』

は
前
者

の
立
場
か
ら
、
焦

点

の

「
こ
」

の
字

の
由
来

に
関

し
て
、
直
前

の

「
給

ひ
し

に
」

の

「
に

(仁
)
」

の
左
右

が
分

か
れ
た
結
果
、
左
半
分

が

「
に

(ホ
)
」
右
半
分
が

「
こ

(己
)
」
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と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
、
さ
ら

に
、
そ
の

「
こ
」

に

「古
」
あ

る
い
は

「
故
」

が
当

て
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も

の
と
推
測

し

て
い
る
が
、

こ
れ
は
あ

ま
り
に

強
引
な
想

定

で
あ
り
、

か
り
に
そ
の
線

で
説
明

を
試

み
る
の
で
あ
れ
ば
、
む

し

ろ

「
に

(二
)
」
の
街
字

を
考

え
る
方

が
ま
だ
し
も
穏

や
か
な
推
定

で
は
な
か

っ

た
か
と
感

じ
ら
れ
る
。

さ
て
、

以
上

の
よ
う
な
処

理
の
方
法
も

一
応
考
慮

の
余
地
が
あ

る
と

は
思
う

け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
、

別

に

一
案
を
示
す

こ
と

に
す

る
。

そ
れ

は
、

「
こ

(古
)
」

は
も
と

「ち

ゝ

(知

ゝ
)
」
か
ら

の
転
化

で
あ
る
と
想
定
す
る
考
え
方

で
あ

り
、
「
古
」
の
草
体

が

「
ち

ゝ
」
二
文
字

に
見
誤
ら
れ

る
可
能
性
は
十

分
あ

り
う

る
も

の
と
思
わ
れ

る
。

そ
う

で
あ

る
な
ら
ば
、
「
ち

ゝ
」
は
む
ろ
ん

「
父
」

の
意

で
あ

る
か
ら
、
本
文

は

「
父
大
納
言
も
母
上
も
、
う
ち

つ
づ
き
隠
れ
給

ひ

に
し
か
ば
」
と
整
定
さ
れ

る
こ
と

に
な
り
、
先

の
不
審

が
解
消

さ
れ
る
ば
か
り

か
、
直
後

の

「母
上
」
と

の
対
応
か
ら
も
大
変
望

ま
し

い
形
と
な
る
の
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
桐
壷
巻

の

「
父

の
大
納

言
は
亡
く
な
り
て
、
母
北

の
方
な

む
、

(
4
)

い
に
し

へ
の
人

の
よ
し
あ
る

に
て
」
(ω
「
九

四
頁
)
な
ど
が
、
さ
し
あ

た
り
参

考

と
な
ろ
う
し
、
ま
た
た
と

え
ば
、
『
兵
部
卿
物

語
』
に
は
ま

っ
た
く
同
じ
内
容

の
事
柄

が
、

「昔

ち

ゝ
大
納
言
殿

の
領

じ
給

ひ
し
所
」

(⑤
⊥

二
五
頁
)
と
も
、

「昔

こ
大
納
言

殿
の
領

じ
給

ひ
し
所
」
(㈲
⊥

一一八
頁
)
と
も
記
さ
れ
た
例
が
見

ら
れ
る
。

二

 

両
親
を
亡
く
し

て
零
落
し
、
も

の
淋
し
く
心
細

い
日
々
を
送
る
姫
君

た
ち
で

あ

っ
た
が
、
や
が

て
右
大
将

の
少
将
が
大
君

に
熱
心
に
求
婚

し

て
く
る
よ
う
に

な

っ
た
。

し
か

し
、
彼

女

に
は
今

や
結

婚
な

ど
思

い
も
寄

ら

ぬ
こ
と
と

て
、

い

っ
こ
う
取
り
あ
わ
な

い
で
い
た
と

こ
ろ
、
あ
る
日
、

し
び
れ
を
切

ら
せ
た
少

将
を
、少

納
言

の
君
と

て
、

い
と

い
た
う
色

め
き
た
る
若

き
人
、
何

の
た
よ
り
も

な
く
、
ふ
た
と

こ
ろ
御
殿
こ
も
り
た
る
と
こ
ろ

へ
、
導

き
聞

え
て
け

り
。

(
一
一
九
頁
五
行
～
八
行
)

と

い
う
事

態
が
発
生
す
る
。

こ
の
部
分

で
不
審
を
覚

え
ざ

る
を

え
な

い
の
は
、

傍
線
部

「
た
よ
り
」

と
い
う
語

な
の
で
あ

る
。
従
来

の
注
釈
書

は
こ
の
語

の
使

用
に
な
ん
ら
疑

い
を
も

た
ず
、

こ
れ
を
含
む

「
何

の
た
よ
り
も
な
く
」

に

つ
い

て
、

た
と
え
ば

「何

の
音
沙
汰
も
な

く
」

(『
評
釈
』
『
詳
解
』
)
、
「
何

の

つ
い
で

も
な
く
」
(『
大
系
』
)
、
「少

将
が
た
ず
ね
て
来

る
事

に
関
し

て
、
姫
君

に
対
し

て

は
、
何

の
案
内

も
な
く
、
突
然

に
」
(
『全
註
解
』
)
、
「
何
の
前

ぶ
れ
も
な

く
。
裏

に
、
少

将
と

だ
け

は
十

分

に
手

は
ず
を
相
談

し

た

こ
と
を

に
お
わ
す
」

(
『全

集
」
)
な
ど
と
解
い

て
い
る

の
だ
が
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
誤
り

で
あ
る
。
正
攻

法

で
は
い

っ
こ
う

に
将

の
あ
か
な

い
女

に
対

し

て
、
男

が
侵
入

と
い
う
強
行
策

に
打

っ
て
出
よ
う
と
す
る
時
、

そ
も
そ
も

「音
沙
汰
」
も

「
つ
い
で
」
も

「案

内
」
も

「
前
ぶ
れ
」
も
、

あ
ろ
う
は
ず
が
な
い

で
は
な

い
か
。

結
論
を
述

べ
る
と
、
こ
の

「
た
よ

(与
)
り
」
は
、
明
ら
か

に

「
た
と

(止
)

り
」
の
誤
写

と
見
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
「
た
と
り
」
は

「
た
ど
り
」
で
、
思
慮
、

配
慮
、
詮
策
、
躊
躇

な
ど
の
意

を
表
す
名
詞
。
問
題

の
本
文

は

「
何

の
た
ど
り

も
な
く
」

と
整
定

さ
れ

る

べ
き

で
、
少
納
言

の
君

と

い
う
た

い
そ
う
ち

ゃ
ら

ち

ゃ
ら
し
た
若

い
女
房

が

「何

の
分
別
も
な
く
」
少
将
を
手
引
き
し
た
、
と
解

す

る
の
が
正

し
い
読

み
な

の
で
あ

る
。
参
考
ま

で
に
挙
げ
る
な
ら
ば
、
「
よ
し
見

給

へ
。
何

の
た
ど
り
な
く
現

は
れ

て
、
恨
み
聞
え
む
」
(
『有

明

の
別
れ
』
巻

一
・

①
⊥

一=

三
頁
)
、
「
何

の
た
ど
り
も
な
く
、
な
び
く
気
色
な
れ
ば
」
(同

・
④
ー

三
二
四
頁
)
、
「
何

の
た
ど
り
も
な
く
、
近
づ
き
寄

ら
せ
給

へ
る
」

(
『我
身

に
た

一52一



ど

る
姫
君
』
巻
四

・
⑨
「

四
○
頁
)
な
ど

の
用
例
を
指
摘

す
る

こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
土
岐
武
治
氏

の
分
類
す
る
第

三
門
諸
本

(
李
花
亭
文
庫
本
等
)
本
文

に

お

い
て
は
、
問
題

の
箇
所
が

「
た
よ
り
」

で
は
な
く

「
た
と
り
」

と
な

っ
て
い

る

こ
と

(
『注
釈
的

研
究
』
)
も
付

言
し
て
お

く

べ
き

で
あ

ろ
う
。

三

念
願
を
叶
え
た
右
大
将
の
少
将
は
、
故
大
納
言
の
大
君
の
こ
と
が
、

1
ー

)

 お
し
は
か

り
給

に
し
も
過
ぎ

て
、
あ
は
れ

に
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
う
ち
忍
び

つ
つ
通

ひ
給
ふ

(
一
二
○
頁

四
行
～
六
行
)

の
で
あ

っ
た
が
、
右
傍
線
部

「
給

に
し
も
」
は

い
か

に
も
不
審

な
本
文

で
あ
る
。

こ
の
箇
所
に
関
す
る
諸
注

の
見
解

は
、
A
日

「
タ

マ
フ
一一
シ

モ
」
と
解
す

る
立

場

(『
評
釈
』
『
新
註
』

『
全
書
」

『
詳
解
』

『大
系
』

『全
註
解
』
『
全
釈
』

『注
釈

的
研
究
』
『
集
成
』
)
、
B
11

「
タ

マ
ヒ

ニ一
シ

モ
」
と
解
す

る
立
場

(『
全
集
』
『
対

照
』

『全
訳
注
』

『完
訳
』
『
新
大
系
』
)

の
ふ
た

つ
に
分
か
れ

て
い
る
わ
け

で
あ

る
が
、
残
念

な
が
ら
、

そ
の
い
ず
れ

に
も
し
た
が
う

こ
と

は
で
き
な

い
。
ま
ず

は
、
B
の
考

え
方

で
あ

る
が
、
こ
れ

は
ま

っ
た
く

の
論
外

で
、
た
と
え
ば

「
「
し
」

「も
」

の
助
詞

に
よ

っ
て
、
姉
君

の
愛
ら
し
さ
が
、
少
将

の
想

像
を
遥
か
に
超

え
て
い
た

こ
と

が
わ
か

る
」
(
『
新
大
系
』
)
と

い

っ
た
解
説
も
見
ら
れ

る
が
、
こ

の

「
タ

マ
ヒ

ニ
シ
モ
」

に
明
快
な
文
法

的
説
明
を
加
え
る

こ
と
自
体
、
所
詮
不

可
能
な
話

で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ

に
対

し

て
A
で
あ
れ
ば
、

一
見
問
題

な
く
意
味
は
通
じ
そ
う

に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

副
助
詞

「
し
も
」

の
用
法

に
は

や
は
り
大
き
な
疑
問
が
残

る

の
で
あ
り
、

む
し
ろ

「
タ

マ
フ
ニ
モ
」
と
あ

り
た

い
と

こ
ろ

で
あ
る
。

私
見

に
よ
れ
ば
、

こ
こ
は

「
に
」

と

「
し
」

の
間

で
転
写

の
過
程

に
お
け
る

転
倒

が
起

こ

っ
た
と
判
断
す

る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
○
す
な
わ
ち
、
「給

に

し
も
」
は

「給

し
に
も
」
の
転
化

だ
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
「
し
」
は
助
詞

で
は

な
く
、

い
わ

ゆ
る
過
去

の
助
動
詞

「
き
」

の
連
体

形

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な

い
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
あ
た
り
の
本
文

は

「
お
し

は
か

り
給

ひ
し

に
も
過
ぎ

て
」
と
整

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
.
今
、
参
考
例

の

一
端
を
掲

げ

て
お
く
と
、
「
聞
し
め
し

し
に
も
こ
よ
な
き
近

ま
さ
り
を
、
は
じ
め

よ
り
さ
る
御

心
な
か
ら
ん
に
て
だ
に
も
、
御
覧
じ
過
ぐ
す
ま
じ
き
を
」

(『
源
氏

物

語
』
真

木
柱
巻

・
⑨
「

三
七
九
頁
)
、
「
教

へ
奉
り
し

に
も
過
ぎ

て
、
あ
は
れ

な
り

つ
る
御
琴

の
音

か
な
」

(『
夜

の
寝
覚
』
巻

一
・
四
八
頁
)
、
「
春
宮

は
、
女

御

の
御
あ

り
さ
ま
を
、
聞
き
給

ひ
し

に
も
や
や
立
ち
ま
さ
り

て
、
ま
だ
し
き
に
、

す
き

ま
な

く
も

て
な
し
聞
え
給
ふ
」

(『
苔

の
衣
』

・
⑨
ー

一
三
三
頁
)
、

「何

ご

と
も
、
か
ね

て
思

ひ
し

に
い
み
じ
う
ま
さ
り
給

へ
れ
ば
、
御
心

ざ
し
な

の
め
な

ら
ず
」

(『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
」
巻

一
・
⑨
ー

二
四
三
頁
)
、

「聞

き
し
に
も
過

ぎ

て
、
尊
く

こ
そ
お
は
し
け
れ
」

(『徒
然
草
』

五
十

二
段

・
七

一
頁
)
な
ど

が

あ
る
。

こ
れ
だ
け

の
裏

づ
け
が
あ
れ
ば
も

は
や
十
分

で
は
な
か

ろ
う
か
。

四

も

う
ひ
と
り
の
少
将
11
右
大
臣

の
少
将

は
、
大
君
が
太
秦

に
参
籠
す
る
間
隙

を

つ
い
て
、
首
尾
よ
く
中
君

の
も
と

へ
侵
入
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ

の
様

子
は
、

次

の
よ
う
に
述

べ
ら
れ

る
。

何

の

つ
つ
ま
し
き
御
さ
ま
な
れ
ば
、
ゆ
ゑ
も
な
く
入
り
給

ひ
に
け
り
。

(
一
二
八
頁

二
行
～

三
行
)

本
文
整
定
上

の
問
題
点

は
二
箇
所
あ
る
が
、
は
じ
め
に
前
半
部

に

つ
い
て
考

え

て
み
た

い
。

こ
の
部
分

に
対

す
る
諸
注

の
見
解

は
、

A
口
本
文
を

「
何

の

つ
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つ
ま
し
き
御

さ
ま
な
け
れ
ば
」
と
す

る
も

の

(『
評
釈
』
『
新
註
』
『
全
書
』
『
詳

解
』

『大
系
』
『
注
釈
的
研
究
』
)
、

B
n
本
文
を

「
何

の
。

つ
つ
ま
し
き
御
さ
ま

な
れ
ば
」
と
区
切

る
も

の

(『
全
註
解
』
『
集
成
』
)
、
C
日

本
文
は

「
何

の

つ
つ

ま
し
き
御

さ
ま
な
れ
ば
」
の
ま
ま

で
、
「
何

の

つ
つ
ま
し
き

こ
と
な
き
御
さ
ま
な

れ
ば
」
と
同
意
と
考
え

る
も

の

(『
全
釈
』
『
全
集
』
『
対
照
』
『
完
訳
』
『新

大
系
』
)

と
、
お

よ
そ
三

つ
に
分
か
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
疑

わ
し

い
。
近
年

の
理
解

は
C
説

に
傾

い
て
い
る
よ
う

に
も
思
え
る
が
、
「
こ
と
な
き
」
の
省
略

と

は
か
な
り
苦
し

い
想
定

で
あ

る
。
た
と
え
ば

『
全
釈
』

は
、

「
「
何

の
」

と
い
う

詞
が
自
然
下

に
否
定
を
含
む

「
こ
と
な
き
」
を
予
想

さ
せ
る
の
で
、
当
時

こ
う

し
た
省
略
を
行

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」

と
説
明
す

る
の
だ
が
、

は
た
し

て

い
か
が
な
も

の
か
。
ま
た
、

一
部
伝
本

に
拠

る
A
説
も
、
文
章

と
し
て
不
自
然
。

「
何

の
」
が
呼
応
す
る
打
ち
消
し

の
表

現

に
は
、
大
別

し
て

「～

ガ
ナ
イ
」
型

と

「
～

デ
ナ
イ
」
型
と
が
あ
る
が
、
「
さ
ま
ガ

ナ
イ
」
と

い
う

の
で
は
、
こ
の
文

脈

に
明
ら
か
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
残

る
は
B
説

で
あ

る
が
、

こ
れ

に
到

っ
て
は
、

も
は
や

コ
メ

ン
ト

の
必
要

す
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ

こ
で
思

う
に
、

こ
の
場
合

の

「
何

の
」

は
、
上

に
述

べ
た

「
～

デ
ナ
イ
」

型

の
打

ち
消

し
表
現

に
呼
応
す

る
も

の
と
判
断

さ
れ

る
べ
き
な

の
で
あ
る
。

つ

=

(
6
)

1

ま
り
、
傍
線
部

「
な
れ
ば
」
は

「
な
ら
ね
ば
」
の
写
し
誤
り
だ
と

い
う

こ
と
だ
。

「
ね

(祢
)
」
と

「
れ

(礼
)
」
と

の
誤
写

は
十
分

に
考
え
ら
れ
る
し
、

転
写
過

程

で
の

「
ら

(良
)
」
字

の
消
失

(見
落
と
し
)
も
よ
く
お

こ
る
現
象

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、

こ
の
前
半
部
本
文
は

「
何

の

つ
つ
ま
し
き
御

さ
ま
な
ら
ね
ば
」

と
整
定

さ
れ

る
の
が
適
当
と

い
え
、
「格
別
揮

ら
れ

る

(お
邸

の
)
御
様

子

で
は

な

い
の
で
」
と
解
釈
さ
れ
る

べ
き
な

の
で
あ
る
。
参
考

「
何

の
石
木

の
身
な

ら

ね
ば
」

(『
蜻
蛉
日
記
』

上
巻

・
六
○
頁

)
、
「
な
ほ
か
し

こ
に
渡

し
奉

り
て
む
。

何

の
と

こ
ろ
せ
き
ほ
ど

に
も
あ
ら
ず
」

(
『源
氏
物
語
』
若
紫
巻

・
ω
「
三
二

二

頁
)
、
「
右
近
は
、
何

の
人
数

な
ら
ね
ど
、
〈中
略
〉
古
人

の
数

に
仕

う
ま

つ
り
馴

れ
た
り
」
(同
玉
髪
巻

・
⑨
ー
八

一
頁
)
、
「
わ
れ
は
、
何

の
た
の
も

し
げ
あ

る
身

の
際

に

て
も
あ
ら
で
」

(
『夜

の
寝
覚
』
巻

三

・
二
二
八
頁
)
、
「
何

の
思

ひ
出

で

な
ら
ね
ど
」

(
『有

明
の
別
れ
』
巻

一
・
①
1

三
五
四
頁
)
、
「
何
ば
か
り

の
い
さ

み
な
ら
ね
ど
」

(
『岩
清
水
物
語
」
上
巻

・
②
ー
五
〇
頁
)
、
「
何
ば
か
り

の
身

に

も
あ
ら
ぬ
を
」

(
『八
重
葎
』

・
⑤
「

三
九
六
頁
)
な
ど
。

(
7
)

次

い
で
、
後
半
部

に
移

る
が
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る

の
は

「
ゆ
ゑ
も
な
く
」

と
い
う
表
現

で
あ

る
。
諸
注
を
参
観
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ

の
底
本

に
忠
誠

を
尽

く
し

て
、
「故

も
な
く
」
日

「
特
別
な
支
障
も
な
く
」
(『
全
集
』
『
完
訳
』
)
、
「
わ

け
も
な
く
」

(『
全
註
解
』
『
対
照
』
『
全
訳
注
』
『
集
成
』
)
な
ど
と
解

す
る
趨
勢

に
あ

る
よ
う
だ
が
、
と

て
も
首
肯
し
が
た

い
。
そ
も
そ
も

「
ゆ
ゑ
」

と
い
う
語

の
語
義

は

「
わ
け

・
理
由
」
な

の
で
あ
る
か
ら
、

か
り
に

こ
の
形

の
本
文

に
正

し

い
訳
を
与
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
何

の
い
わ
れ
も
な
く
」

(
『全
釈
』
)
と

で

も
な
る
は
ず

で
あ

っ
て
、

「
造
作
な
く

・
簡
単

に
」

の
意
を
表
す

「
わ
け
も
な

く
」
と
は
根
本
的

に

「
わ
け
」
が
違
う

の
で
あ
る
。
で
は
、
「
何

の
い
わ
れ
も
な

く
」
と
い

っ
た
解
釈

が

こ
の
場
合

正
解

か
と
い
う
と
、
も
ち

ろ
ん
否

で
あ

る
。

男
が
見
ず
知
ら
ず

の
女

の
許

へ
不
意

に
忍
び
込
む

の
に
、
正
当
な
理
由
も
何
も

土
台

あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
の
だ
か
ら
。

こ
こ
は
や
は
り
、
「神
宮
本

・
元
禄
本
な
ど

「
ゆ
く
り
な
く
」
と
す
る
。
字
形

か
ら
み
て
、
「
く
り
」
が

「
え
も
」
と
誤
写
さ
れ
る
可
能
性

は
多

い
か
ら
、
そ

の

方

が
よ
い
か
も
知
れ
な

い
」
(『
全
釈
』
)
と

の
推
定
が
正
鵠
を
得

て
い
る
「

た
だ

し
、
誤
写

に

つ
い
て
は

「
く
り

(久
利
)
」
↓

「
へ
も

(部
毛
)
」

を
想
定

す

べ

き

で
あ

ろ
う
ー

の
で
あ

っ
て
、
『
評
釈
』
『
新
註

』
等
早
期

の
注
釈
書

に
あ
る
と

お

り
、
本
文

は
文
句
な
く

「
ゆ
く
り
な
く
」
と
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

こ

ろ
な

の

で
あ

る
。

意
味

は

い
う
ま

で
も
な
く

「
不
意

に

・
突

然

・
だ

し
ぬ

け
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に

」
。

五

こ
れ
も
、

い
と
お
ろ
か
な
ら
ず
思

さ
る
れ
ど
、
按
察
使

の
大
納
言

聞
き
給

は
む
と

こ
ろ
を
、
父
殿
、
い
と
急

に
諌
め
給

へ
ば
、
い
ま
ひ
と
方

よ
り
は
、

い
と
待
ち
遠
に
見
え
給

ふ
。

(
一
、
一九
頁

三
行
～
七
行
)

と
、

右
大
臣

の
少
将

と
中

君
と

の
逢
瀬

ま
ま
な

ら
ぬ
そ
の
後

の
状
況
が
語
ら
れ

た
あ
と
、
問
題

の
摩
詞
不
思
議

な
系
譜
紹
介

が
行

わ
れ

る
。

こ
の
右
大
臣
殿

の
少
将

は
、
右
大
臣

の
北

の
方

の
御
せ
う
と

に
も

の
し
給

へ
ば
、
少
将

た
ち
も
、

い
と
親
し
く
お

は
す

る
。

(
一
二
九
頁
七
行
～

一
三
○
頁
二
行
)

諸
注
説
明

に
窮
し

て
い
る
箇
所

で
、

そ
の
苦
心

の
ほ
ど
は
、

こ
の
本
文
前
半

を

「
こ
の
右
大
臣
殿

の
少
将
は
、
右
大
臣

の
、
北

の
方

の
御

せ
う
と
に
も
の
し

給

へ
ば
」
と
読
み
、
右
大
臣

の
少
将
は
、
右
大
臣
が
、
右
大
将

の
北

の
方

の
御

兄
弟
だ

っ
た

の
で
、

の
意

と
と
る
近
年

の
む
り
な
解
釈

に
よ
く
表

わ
れ

て
い
る

と

い
え
る
だ
ろ
う

(『
全
集
』
『全
訳
注
』
『
集
成
』
『
完
訳
』
『
新
大
系
』
)
。
結
局

の
と

こ
ろ
、

こ

の
部
分

は
こ
の
ま
ま
で
は
明

ら
か
に
解
釈
不
能

な
の
で
あ

り
、

ど
う
し

て
も
伝
来

の
過
程

に
お

い
て
生

じ
た
混
乱

が
存
在
す

る
と
判
定

せ
ざ

る

を
え
な

い
の
で
あ
る
。

そ
の
謎
解

き
日
本
文
復
原

に
際
し

て
重
要

な
鍵
を
握

っ
て
い
る
の
は
、
実
は

「
少
将

た
ち
も
」
と

い
う
表
現
な

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
文
脈

に
お
け

る
係
助
詞

「も
」

の
機
能

に
は
十
分
留
意
す

る
必
要
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の

「
も
」

は
、
「
少
将
た
ち
」
が
大
変

に
曙
懇

の
仲

で
あ

る
こ
と

の
原
因
た
る

べ
き
別

の
人

物
同
士

の
近
親
関
係
が
、
上

に
お

い
て
す

で
に
述

べ
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
当
然

の
ご
と
く
前

提
と
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
今

か
り
に
、
問
題

の
本
文

を
、

A

「
こ
の
右
大

臣
殿

の
少
将

は
、
右
大
臣

の
北

の
方

の
御

せ
う
と

に
も

の
し
給

へ
ば
」

と
、

B

「少
将

た
ち
も
、

い
と
親
し
く
お

は
す

る
」
と

に
区
切

っ
て
み

る
な
ら

ば
、

A
部
分
と

B
部
分
と

の
連
係

の
論
理

は
、
A
11

〔親
同
士
が
親
し

い
間
柄

で
あ

る
〕

∴
B
目

〔
そ
の
子
供
同
士
も
親
し

い
間
柄

で
あ
る
〕
と
考
え

ら
れ

る
は
ず

で
あ

る
か
ら
、
A
部
分

の
記
述
内
容
は
、
ふ
た
り

の
少
将

の

〔親

同
士
が
親
し

い
間
柄

で
あ

る
〕

こ
と

の
具
体
的
説
明

で
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。

上
記

の
見
地
か
ら
、

こ
こ
で
は
思

い
切

っ
た
本
文
整
定
案

を
提
出

し

て
お
く

こ
と
と
す
る
が
、
ま
ず
第

一
に
指
摘

で
き
る
点

は
、
「
右
大
臣
殿

の
少
将
は
」
の

傍
線
部

「
の
少
将
」
は
後
人

の
さ
か
し
ら
な
補
入

で
あ

っ
て
、
断

じ
て
本
来
的

な
も

の
で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

な
ぜ

な
ら
、
親
同
士

の
関
係
を
述

べ

る
部
分

に
い
き
な
り
そ
の
息

子
が
登
場
す

る
こ
と

は
あ
り
え
な

い
し
、
万

一
そ

う

で
あ
る
な
ら
ば
、

「右
大
臣

の
少
将
」
と
あ

る
べ
き

で
、
「
殿
」

は
不
要
な
表

現
の
は
ず

な
の
だ
か
ら
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
は
も
と

「
こ
の
右
大
臣
殿

は
」
で
あ

っ

た
と
想
定

さ
れ
る
。
な

お
、

「
の
少
将
」

の
補
入

は
、
「
こ
の
」
と

い
う
語

の
指

示
対
象
が

「父
殿
」

で
は
な
く

そ
の
子

の

「
少
将
」

で
あ
る
と
短
絡
的

に
誤
認

さ
れ

た
こ
と
に
、

お
そ
ら
く

は
起
因
し

て
い
よ
う
。
そ
し

て
、

つ
づ
く

「
右
大

臣

の
北

の
方
」

に

つ
い
て
は
、
当
然

「
右
大
将

の
北

の
方

」

の
誤
り

で
あ
る
と

判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

以
上
を
あ
ら
た
め

て
ま
と
め

て
み
る
と
、
本
文

は

「
こ
の
右
大

臣
殿

は
、
右

大
将

の
北

の
方

の
御
せ
う
と

に
も

の
し
給

へ
ば
、
少
将

た
ち
も
、

い
と
親

し
く

お
は
す
る
」
と
な
り
、

こ
こ
で
述

べ
ら
れ

て
い
る
の
は
要
す

る
に
、

「
(少
将

ノ

忍
ビ
歩
キ

ヲ
オ
諌

メ
ナ
サ

ッ
タ
)

こ
の
右
大
臣
殿

は
、
右
大
将

の
北

の
方

の
御

兄
弟

で
い
ら
し
た
の

で
、
(従
兄
弟
同
士

ノ
間
柄

ト
ナ
ル
両
家

ノ
御
子
息
)
少
将

た
ち
も
、

た
い
そ
う
親

し
い
お

つ
き
あ

い
を

し
て
お
ら
れ

た
」
と

い
う
事
柄
だ
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と
理
解
す

る
こ
と
が

で
き

る
の
で
あ

る
。

こ
う
し

て
み
る
と
、

こ
の
系
譜
紹
介

の
混
乱

は
、
「作
者

の
錯
誤
」
(
『全
集
』
)
に
因

る
も
の

で
も
、
ま
た
、
「
こ
の
物

語

の
展
開
を
面
白

く
さ
せ
る
大
切
な
系
図
上

の
作
為
」
(『
新
大
系
』
)
で
も
な

い

こ
と
明
白
だ

と
い
わ
ざ

る
を
え
な

い
だ
ろ
う
。

↓
ノ、

 

運
命

の
い
た
ず
ら

で
大
君

の
方
と
も
逢
う

こ
と
と
な

っ
た
右
大

臣
の
少
将
ーー

権
少
将
は
、
こ
の
偶
然

の
出
来
事
を

う
れ
し
く
思

い
、
「
い
と
馴
れ
顔

に
」
女
を

か
き

口
説
く

の
で
あ

っ
た
。
そ

の
様
子
は
、

か
ね

て
し
も
思

ひ
あ

へ
た
ら
む

こ
と
め
き

て
、

さ
ま
ざ
ま
聞

え
給

ふ
こ
と

も
あ
る

べ
し
。

(
=
二
九
頁

二
行
～

四
行
)

と
語
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
念

の
た
め
に
確

認
し
て
お
き

た
い
の
は
、
傍
線
を
付

し
た

「
思

ひ
あ

ふ
」
と

い
う
動
詞

の
、
こ
の
文
脈

に
お

け
る
意
味
な

の
で
あ

る
。

と
い
う
の
も
、

諸
注

を
参

照
す
る
に
、

こ
の
語
は
、

「
懸
想
し

て
た
く
ら
む
」

(『
評
釈
』
)
、

「計
画
す

る
」

(『
大
系
』
『
全
集
』
『
集
成
』
)
、
「
思

い
こ
ら
え
る
」

(『
全
註
解
』
)
、

「
敢

え
て
思
う
」

(『
全
釈
』
)
、

「
お
も

い
を
し
と
げ
る
」

(
『対

照
』
)
、
「
計
画
し
た
と
お
り

に
思

い
が
か
な
う
」

(『
全
訳
注
』
)
、
「考

え
合

わ
せ

る
」

(『
新
註
』
『
新
大
系
』
)
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
解

さ
れ

て
い

て

一
定

し
な

い
か
ら

で
あ
る
。

私
見
を
示
せ
ば
、

ま
ず
、

下

二
段
活
用

の
補
助
動
詞

「
あ
ふ

(敢

ふ
)」

は

「
十
分

に
～

で
き
る
」
ほ
ど
の
意

に
考

え
る
と
当
た

る
か
ら
、
「
思
ひ
あ
ふ
」
の

場
合

に
は
、
上

接
す
る
動

詞

「思

ふ
」

の
担

う
意
味

に
よ

っ
て
そ
の
語
義

は
決

定

さ
れ
る
と
見
て
よ
い
。

そ
し
て
、

「思

ふ
」

に
は

「
予
想
す

る

・
予
期
す

る
」

の
意

が
あ
る
の
で
、

こ
こ
は

「十
分

に
予
期

で
き

る
」
く
ら

い
に
解
釈
し

て
お

く

の
が
適
当

で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
権
少
将

は
、
大
君
と
も

い

つ
し
か
契
り
を
結

ぶ
日

の
来

る

こ
と
を
、

ふ
た
り
は
こ
う
な

る
運
命

で
あ

っ
た

こ
と
を
、

前
々
か
ら
十
分

に
予
期

で
き
て
い
た
か

の
ご
と
く

に
振

る
舞

っ
た
、

と
い
う
の

で
あ
る
。
従
来

の
見
解

の
中

で
は
、
「
計
画
す

る
」
と

い
う
訳
語
、
あ

る
い
は
、
「予
想

し
な
い
人
違

い
に
も
、
当
初
か
ら

の
意
図

で
あ

っ
た
と
説
明
す

る
」
(『
集
成
』
)
と
い

っ
た
説

明
が

一
見
近

い
が
、
こ
れ

で
は
作
為
性
が
強
く
出

す
ぎ

る
う
ら
み
が
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、

こ
の

「
思

ひ
あ
ふ
」
と

い
う
動
詞
は
、
実

際

に
は

「思

ひ
あ

へ

ず
」
等

の
否
定
形

で
用

い
ら
れ

る
こ
と
が
圧
倒
的

に
多

い
の
で
あ
る
が
、
た
と

え
ば
、
「
大
饗

の
儀
式
な
ど
、
思

ひ
あ

へ
た
ら
ん
よ
り
も
か
ぎ
り
な
く
そ
尽
く
さ

せ
給
ふ
」

(『
有
明

の
別
れ
」

巻

一
・
①
⊥

二
六
〇
頁

)
、
「夕
立

ち

の
晴

れ
ゆ
く

空

の
雲
間
よ
り
思

ひ
あ

へ
け
る
夜
半

の
月

影
」
(寂
蓮

・
『
寂
蓮
法
師
集
』
二
三

四
、
『正
治
初
度
百
首
』

一
六
三
四
)
、
「冬

の
来

て
か
な
ら
ず
今

日
の
初
時
雨
思

ひ
あ

へ
け
る
神
無
月

か
な
」
(藤

原
為
継

・

『宝
治
百
首
』
二
○

二
五
)
な
ど

の

肯
定
形

の
用
例
も
認
め
ら
れ
、

こ
れ
ら
は
み
な
、
先

に
述

べ
た
語
義

の
範
疇

に

入
れ
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
ば
か

り
で
あ

る
。
最
後

に
、
『源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻

の

「鳥

に
は
桜

の
細
長
、
蝶

に
は
山
吹
襲
賜

は
る
。
か
ね

て
し
も
取
り
あ

へ
た

る
や
う
な

り
」

(⑨
i

一
六
五
頁
)

と

い
う

一
節
も
参
考
ま

で
に
挙
げ

て
お

こ

う
。

七

そ
れ
ぞ
れ

の
朝
、
ふ
た
り

の
少
将
は
と
も
に
互

い
の
名

を
騙

っ
て
姫
君

た
ち

の
許

へ
後
朝

の
歌
を
贈
る

の
で
あ

っ
た
が
、

そ
の
う
ち
権
少
将

が
大
君

に
手
紙

を
届
け
る
場
面
は
、
次

の
よ
う
に
描

か
れ

て
い
る
。
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い
ま

ひ
と
方

に
も
、
「
少
将
殿
よ
り
」
と

て
あ
れ
ば
、
侍
従

の
君
、
胸

つ
ぶ

れ

て
見
せ
奉
れ
ば
、

浅
か
ら
ぬ
契
り
な
れ
ば
ぞ
涙
川
同

じ
な
か
れ
に
袖
濡

ら
す

ら
ん

と
あ
る
を
、
い
つ
方

に
も
、

お
ろ
か

に
お

ほ
せ
ら
れ

ん
と

に
や
。

(
一
四
六
頁
二
行
～

一
四
七
頁

一
行
)

は
じ
め
に
取

り
あ
げ

た
い
の
は
、
「
と
あ

る
を
」
の
傍
線
部

「
を
」
で
あ
る
が
、

こ
の
助
詞

は
い
か
に
も
落
ち
着
き
が
悪

い
。

ゆ
え
に
、

こ
れ
を
説
明
し

て

「
と

あ

る
よ
の
意
。
此

の
物
語

は
、
こ
れ

で
終

っ
た

の
で
あ
る
」
(
『全

註
解
』
)
と
す

る
極
端
な
見
解
ま

で
あ

っ
た

の
だ
が
、

こ
こ
は
、

「
も

(毛

・
茂
)
」

↓

「を

(8
)

(遠

・
越
)
」
の
誤
写
を
想
定
す
る

の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
.
そ
し

て
、
そ
の

「
も
」

は
文
末

の

「
と

に
や

(あ
ら
む
)
」
と
呼
応

し
て
、

「～

ト
ア
ル

ノ
モ
、
～

ト
イ

ウ

ッ
モ
リ
ナ

ノ
ダ

ロ
ウ
カ
」

の
文
脈
を
形
成
す

る
関
係

に
あ

る
と
判
断
さ
れ
、

た
と
え
ば
、
「今

は
、
い
か

に
も

い
か

に
も
か
け

て
言

は
ざ
ら
な
む
、
た
だ

に
こ

そ
見
め
、
と
お
ぼ

さ
る
る
は
、
人

に
は
言

は
せ
じ
、
わ
れ

ひ
と
り
恨

み
聞
え
ん
、

と
に
や
あ
ら
む
」

(
『源
氏
物
語
』
宿
木
巻

・
⑤
「

三
九
四
頁
)
な
ど
と
同
型

の

構
文
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

次

に
、
「
お

ほ
せ
ら
れ
ん
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
釈
然
と
し
な
い
。
本
文

を
そ

の
ま
ま

に

「
仰
せ
ら
れ
ん
」
と
す
る

の
が
通
説

の
よ
う

で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ

れ

に
よ

る
と
、

「
お
ろ
か

に
仰
せ
ら
れ
ん
」

は

「
い
い
か
げ

ん
に
お

つ
し
や
ら

う
」
(『
新
註
』
)
の
意

に
し
か
解
せ
な

い
は
ず

で
あ
る
か
ら
、
物
語

の
前
後

の
流

れ

に
照
ら
し

て
見
る
時

、
や
は
り
不
審

と
せ
ざ
る
を

え
な

い
。

ふ
た
り
の
少
将

は
、

ど
ち
ら

の
姫

君
に
対

し
て
も
並

々
な

ら
ぬ
愛
情
を
抱

い
て
煩
悶
し

て
い
る

の
だ
。
そ
う
し
た
状
況

の
中

で
、
恋
す

る
相
手

に

「
い
い
か
げ

ん
に
お

つ
し

や

ら
う
」

こ
と
は
、

ま
ず
考

え
が
た
い
の
で
あ

る
。
本
文
を

「
仰
せ
ら
れ
ず
」
と

改
め
、
「
よ

い
加
減
な

(通

り

一
遍

の
有
り

ふ
れ

た
)
言
葉

に
お

っ
し

ゃ
る

こ
と

が
出
来
な

い
」
と
解
釈
す

る
説

(『
全
註
解
』
)
、
あ
る
い
は
、
本
文
を

「
仰
せ
ら

れ

じ
」
に
改
め
、
「お

ろ
か
な

ら
ず
思
う
と
お

っ
し

ゃ
る

つ
も
り
」
と
訳

す
立
場

(『
全
訳
注
』
)
が
生
れ
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
。

問
題
点
は
ふ
た

つ
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

そ

の
第

一
は
、

「
い
つ
方

に
も
、

お
ろ
か

に
お
ほ
せ
ら
れ
ん
」

と
い
う
表
現
全
体

は
意
味
上
、

や
は
り
打
ち
消
し

な

い
し
反
語

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
本
文
復
原

案
と
し

て
は
、
①

「
い
つ
方

に
も
」

の

「
も

(毛
)
」

は

「
か

(可
)
」

の
誤
写

で
あ

る
、
②

「
い
つ
方

に
も
」
と

「
お

ろ
か

に
」
と

の
間

に
、
も
と
も
と
は

「
い

か

で
か
」
等
反
語
表
現
を
形
成
す
る
言
葉

が
存
在

し
た
、
③

「
お
ほ
せ
ら
れ
ん
」

の

「
ん
」

は

「
じ
」

の
誤
り

で
あ
る
、
な
ど

の
可
能
性
を

一
応
想
定
し

て
み
る

こ
と
が

で
き
よ
う
か
。
②
案

に
も
心
惹
か
れ
る
が
、
今

は
、
『全
訳

注
』
に
同

じ

く
③

の
考
え
方
を
採

っ
て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。

「
し

(之
)
」

が

「
ん

(元
)
」

に
誤
ら
れ
る

こ
と
は
、

一
般
的

可
能
性

か
ら
す
る
と
や
や
考

え
に
く
い
か
と
も

思
わ
れ
る
が
、
そ
の

一
例
を
紹
介
す

る
な
ら
ば
、
『
と
り
か

へ
ば
や
物
語
』
巻
三

で
、
失
踪
し
た
女
大
将

を
男
尚
侍

が
本
来

の
男
姿

に
戻

っ
て
捜
索
し

に
ゆ
く
決

意

を
述

べ
る
場
面

に
、

「女
房
な
ど

に
も
四
五
人

よ
り

ほ
か
は
見
え
侍
ら
ね
ば
、

あ

り
な

し
の
け
じ
め
知

り
侍
ら
じ
か
し
」

(二
三

一
頁
)
と

い
う
箇
所
が
あ
る
。

こ
の
傍
線
部
分

が
、
陽
明
文
庫

本

・
伊
達
家

旧
蔵
本
等

で
は

「
ん
」
、
宮

内
庁

書

陵
部
本

・
国
立
国
会
図
書
館
本
等

で
は

「
し
」
と
な

っ
て
い

て
、
後
者

が
文
脈

(9
)

上
妥
当
な
本
文
と

い
え
る

の
で
あ
る
。

こ
の
異
同
は
、
字
体
相
似

に
よ
る
単
純

な
誤
写
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
誤

っ
た
文
脈

理
解

に
原
因

が
あ
ろ
う
か
。

第
二
は
、
「
お
ほ
せ
ら
れ
」
は

「
お
ほ
さ
れ
」
か
ら
の
転
化

で
は
な
い
か
と

い

う

こ
と
。

つ
ま
り
、
「
仰
せ
ら
れ
」
で
は
な
く

「
お
ぼ
さ
れ
」
が
正

し
い
と
推
測

さ
れ
る

の
で
あ
る
。

な
ぜ
か
と

い
え
ば
、

「
お
ろ
か

に
」

を
受

け
る
言
葉
と
し

て
、

「今
宵

も
お
ろ
か

に
・、茜
は
ま
し
か
ば
、
逃
げ
な
ま
し
を
」

(『
う

つ
ほ
物
語
』
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俊
蔭
巻

・
一
一
九
頁
)
、
「
さ
も

こ
そ
、
お

ろ
か

に
申
し
た
り

つ
る

に
」

(『
夜

の

寝
覚
』
巻
五

・
三
三
七
頁
)
な
ど

の
ご
と
く
、

い
わ
ば

〈
イ

フ
〉
系

の
語
が
用

い
ら
れ

る
の
は
例
外
的
な

の
で
あ

っ
て
、
通
常

こ
れ

に
接
続

す
る

の
は
、
「例

な

ら
ず
お
り
た
ち
歩
き
給
ふ
は
、
お
ろ
か

に
お
ぼ
さ
れ
ぬ
な
る

べ
し
」

(
『源
氏
物

語
』
夕
顔
巻

・
qD
ー

二

二
五
頁
)
、
「
た
ぐ

ひ
な
き
御

あ
り
さ
ま
を
、

お
ろ
か
に

は
よ
も
お
ぼ
さ
じ
」
(同
行
幸
巻

・
⑨
ー

三

ご
二
頁
)
、
「
お
ろ
か
に
お
ぼ
さ
れ
ぬ

こ
と
、
と
見
奉
れ
ば
」
(同
総
角
巻

・
㈲
-

三

一
四
頁
)
な
ど
の
ご
と
く
、
い
わ

ば

〈
オ

モ
フ
〉
系

の
語
だ
か
ら

で
あ
る
。

さ
ら

に
、

こ
の
文
脈

に
あ

っ
て
は
、

「
仰
せ
ら
れ
」
よ
り
も

「
お
ぼ
さ
れ
」

の
方

が
よ
ほ
ど

ふ
さ
わ
し

い
語

で
は
な

い
か
と
い
う
判
断

も
あ
る
。
「
さ

(左
)
」
と

「
せ

(世
)
」
と

の
誤
写

は
認
め
ら

れ

て
よ
い
し
、
ま

た
、
「
さ
」
が

「
れ

(礼
)
」
の
縦
棒

に
連
綿
す

る
部
分
が

「
ら

(10
)

(良
)
」

一
字

に
読

ま
れ
る
可
能
性
も
十
分

に
あ

る
と
思
う
。

さ

て
、
以
上

を
総
合
す

る
と
、
「浅
か
ら

ぬ
」
歌

の
あ
と

の
本
文
全
体
は
、
「
と

あ
る
も
、

い
つ
方

に
も
、

お
ろ
か

に
お
ぼ

さ
れ
じ
と

に
や
」
と
整
定
さ
れ
る

こ

と

に
な

る
。

そ
し

て
、
「
浅
か
ら

ぬ
」
歌

の
解
釈
、
「
に
も
」

の

ニ
ュ
ア
ン
ス
、

「お

ぼ
さ
れ
」
を

一
語
と

み
る
べ
き
か
否
か
、
あ
る

い
は
そ

の
主
語
を
誰
と
と

る
の
か
、
さ
ら

に
、
「
じ
」
は
推
量
な

の
か
意
志
な

の
か
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
が
複
合
し

て
厄
介
だ
が
、
こ
れ

に
し
ば
ら
く
試
解

を
付

し

て
お
く
な
ら
、
「
と

あ

る
の
も
、
ど
ち
ら

の
姫
君
と
も
、
御
愛

情
浅
く
お
思
い
に
は
な
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
、
と

い
う

つ
も
り
な

の
で
あ
ろ
う
か
」
と

で
も
な
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

強

い
疑
問
を
感

じ

つ
つ
も
、
取

り
あ
げ

る
こ
と
を
さ
し
控
え
た
箇
所
も
少
な

く
な

い
が
、

そ
れ

ら
は
懸
案

に
し

て
、

い
ま
は
ひ
と
ま
ず
筆
を
欄
き
た

い
。
古

典

の
本
文

を
注
釈

す
る
際

に
は
極
力

そ
の
原
文
を
尊
重
す

べ
き

で
あ

っ
て
、

み

だ
り
に
、

あ
る
い
は
、
安
直

な
思

い

つ
き

に
よ

っ
て
、
都
合
よ
く
本
文

の
改
変

を
行

う
こ
と
は
厳

に
慎
し
ま

ね
ば
な
ら
な

い
。

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

で
あ
る
が
、

た
と

え
ば

こ
の

『
堤
中
納
言
物
語
』
な
ど

の
よ
う

に
、
素
性

の
よ
く
な

い
本
文

し
か
残

さ
れ

て
お
ら
ず
、
か

つ
、
参
照

に
値
す

る
異
本
が
存
在
し
な
い
に
等

し

い
作
品

に
関
し

て
は
、
逆

に
、

こ
の
大
原
則
を
金
科
玉
条
と
し

て
注
釈
作
業

に

臨

ん
で
み
た
と

こ
ろ
で
、
そ

こ
に
お

の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
の
も
ま
た
当
然

な

の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
が
、
そ

の
注
釈
書

の
数

の
多

さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い

ま
だ

に
釈
然
と
し
な

い
部
分
を
多
く
抱

え
た
ま
ま
で
あ
る
の
も
、
本
文
批
判

に

対
し

て
積
極
的
な
踏
み
込
み

に
欠

け
る
も

の
が
少

な
く

な
か

っ
た

こ
と

に

一
因

が
あ

る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
結

果
は
と
も
か
く

『
全
註
解
』

の
見
せ
た
姿
勢
は
む
し
ろ
評
価
さ
れ
る

べ
き
で
あ

る
と
思
う

し
、
今
後

『
堤
中

納
言
物

語
』

の
注
釈

を
進

展
さ
せ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
難
解
も

し
く

は
不
可
解

な
箇
所

の

い
ち
い
ち
に

つ
い
て
、
ま
ず

は
、

そ
れ
ぞ
れ

の
発
想

に
基
づ
く
果
敢

な
試
案

の
提
出

が
望

ま
れ
、

さ
ら
に
、

そ
れ
ら
を
比
較
検
討
し

た
上

で
十
分
納

得

で
き

る
見
解

が
認

め
ら
れ

た
場
合

に
は
こ
れ
を
採
り
ー
む

ろ
ん
、
旧
説

の
正

し
さ
が
あ
ら
た
め
て
確
認

さ
れ

る
ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う
が
ー

、
そ
う
し

て
残
さ
れ

た
解
釈
上

の
問
題
点
を
可
能
な
限
り
解
消
し

て
ゆ
く
ほ
か

に
道
は
な

い
の
で
は

な
か

ろ
う
か
。

(
1

)

注

今
回
参
照
し
た

『堤
中
納
言
物
語
』
の
注
釈
書
お
よ
び
稿
中
で
の
略
称
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。
清
水
泰

『
増
訂
堤
中
納
言
物
語
評
釈
』
(昭
九
、
立
命
館
出
版
部
)
↓

『
評
釈
』
、
佐
伯
梅
友

『新
註
国
文
学
叢
書

・
堤
中
納
言
物
語
』
(昭
二
四
、
講
談

一58一
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社
)
↓

『新
註
』、
松
村
誠

一
『
日
本
古
典
全
書

・
堤
中
納
言
物
語
』
(昭
二
六
、
朝

日
新
聞
社
)
↓

『
全
書
』、
清
水
泰

『堤
中
納
言
物
語
詳
解
』
(昭
二
九
、
要
書
房
)

↓

『詳
解
』
、
寺
本
直
彦

『
日
本
古
典
文
学
大
系

・
堤
中
納
言
物
語
』
(昭
三
二
、
岩

波
書
店
)
↓

『大
系
』
、
山
岸
徳
平

『
堤
中
納
言
物
語
全
註
解
』
(昭
三
七
、
有
精
堂
)

↓

『全
註
解
』
、
松
尾
聡

『堤
中
納
言
物
語
全
釈
』
(昭
四
六
、
笠
間
書
院
)
号

『
全

釈
』
、
稲
賀
敬
二

『
日
本
古
典
文
学
全
集

・
堤
中
納
言
物
語
』
(昭
四
七
、
小
学
館
)

↓

『全
集
』
、
土
岐
武
治

『堤
中
納
言
物
語
の
注
釈
的
研
究
』
(昭
五

一
、
風
間
書
房
)

↓

『注
釈
的
研
究
』
、
池
田
利
夫

『旺
文
社
文
庫

・
現
代
語
訳
対
照
堤
中
納
言
物
語
』

(昭
五
四
、
旺
文
社
)
↓

『
対
照
』、
三
角
洋

一
『講
談
社
学
術
文
庫

・
堤
中
納
言

物
語
全
訳
注
』
(昭
五
六
、
講
談
社
)
↓

『
全
訳
注
』
、
塚
原
鉄
雄

『新
潮
日
本
古
典

集
成

・
堤
中
納
言
物
語
』
(昭
五
八
、
新
潮
社
)
↓

『集
成
』
、
稲
賀
敬
二

『完
訳
日

本
の
古
典

・
堤
中
納
言
物
語
』
(昭
六
二
、
小
学
館
)
↓

『完
訳
』
、
大
槻
修

『新
日

本
占
典
文
学
大
系

・
堤
中
納
言
物
語
』
(平
四
、
岩
波
書
店
)
↓

『
新
大
系
』

『堤
中
納
言
物
語
』
の
本
文
は
、
高
松
宮
家
蔵
本

(池
田
利
夫
解
題
、
複
刻
日
本
古

典
文
学
館
)
、
広
島
大
学
蔵
浅
野
家
旧
蔵
本

(塚
原
鉄
雄
解
説
、
武
蔵
野
書
院
)、
宮

内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
旧
蔵
本

(池
田
利
夫
解
説
、
笠
間
書
院
)、
穂
久
遽
文
庫
蔵
久

遭
宮
旧
蔵
本

(久
會
神
昇
解
題
、

汲
古
書
院
)、

吉
田
幸

一
氏
蔵
平
瀬
家
旧
蔵
本

(吉
田
幸

一
解
題
、
古
典
文
庫
)
、
三
手
文
庫
蔵
本

(塚
原
鉄
雄

・
神
尾
暢
子
校
注
、

新
典
社
)

の
諸
本
に
適
宜
依
拠
し
、
問
題
箇
所
以
外
は
私
意
に
よ
り
適
当
と
思
わ

れ
る
形
態
で
引
用
し
た
ほ
か
、

論
眼
と
な
る
傍
線
部
分
に
つ
い
て
も
仮
名
つ
か
い

を
正
し
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
頁

・
行
数
の
表
示
は
、
と
り
あ
え
ず
新
典
社
本
の

も
の
を
掲
げ
た
。

高
松
宮
本

・
広
島
大
学
本

・
宮
内
庁
書
陵
部
本

・
穂
久
遭
文
庫
本

・
平
瀬
本

・
三

手
文
庫
本
と
も
、
「
こ
」
の
字
母
は

「古
」。

本
稿
で
の
各
種
文
献
の
引
用
は
以
下
の
書
物
に
拠

っ
て
お
り
、
ま
た
、
巻
数

・
頁
数

等
の
表
示
も
こ
れ
に
し
た
が
っ
た

(た
だ
し
、
漢
字

・
仮
名
つ
か
い
等
の
表
記
に

つ
い
て
は
私
に
適
宜
改
め
た
)
。
『う

つ
ほ
物
語
』
(古
典
文
庫
)、
『源
氏
物
語
』
(
日

本
古
典
文
学
全
集
)
、
『夜
の
寝
覚
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
)、
『
蜻
蛉
日
記
』
『と
り

か
へ
ば
や
物
語
』

(新
日
本
古
典
文
学
大
系
)
、
『有
明
の
別
れ
』
『岩
清
水
物
語
』

『苔

の
衣
』
『兵
部
卿
物
語
』
『八
重
葎
』
『恋
路

ゆ
か
し
き
大
将
』
(市
古
貞
次

・
三

角
洋

一
編

『鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』)
、
『我
身

に
た
ど
る
姫

君
』
(今
井
源
衛

・
春
秋

会

『我
身

に
た
ど
る
姫
君
』
)、

『徒
然
草
』

(新
潮

日
本
古
典
集
成
)、

『寂
蓮
法
師

集
』
『正
治
初
度
百
首
』
『
宝
治
百
首
』

(新
編
国
歌
大
観
)。

原
本

の
表

記
は
、

高
松
宮
本

・
広
島
大
学
本

・
宮
内
庁
書
陵
部
本

・
穂
久
遍
文
庫

本

・
平
瀬
本

・
三
手
文
庫
本

と
も

「給

に
し
も
」
。

原
本

の
表
記

は
、

高
松
宮
本

・
広
島
大
学
本

・
穂
久
遭
文
庫
本

・
平
瀬
本

・
三
手

文
庫
本

「
な
礼

は
」
、
宮
内
庁
書
陵
部
本

「
な
連
は
」
。

原
本

の
表
記

は
、

高
松
宮
本

・
広
島
大
学
本

・
宮
内
庁
書
陵
部
本

・
穂
久
蓬
文
庫

本

・
平
瀬
本

「故
も
な
く
」、

三
手
文
庫
本

「
ゆ

へ
も
な
く
」
。

原
本

の
字
母

は
、

高
松
宮
本

・
広
島
大
学
本

・
宮
内
庁
書

陵
部
本

・
穂
久
題
文
庫

本

「越
」、
平
瀬
本

。
三
手
文
庫
本

「遠
」
。

新
大
系
本

同
頁
脚
注

二
九
、

鈴
木
弘
道

『
と
り
か

へ
ば
や
物

語

本
文

と
校
異
』

(昭
五
三
、
大
学
堂
書
店
)

一.三
一八
頁
、

田
中
新

一
・
田
中
喜
美
春

・
森
下
純
昭

『
新
釈
と
り
か

へ
ば
や
』

(昭
六
一.一、
風
間
書
房
)
三
三

一
頁
校
異
欄
参

照
。

こ
の
部
分
の
原
本

の
表

記
は
、

高
松
宮
本

・
広
島
大
学
本

・
宮
内
庁
書
陵
部
本

・

穂
久
遽
文
庫
本

・
平
瀬
本

・
三
手
文
庫
本

と
も

「お

ほ
世
良
礼

ん
」
。
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