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『
風
に
紅
葉
』
解
釈
覚
書
き
（
一
）

》
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北
　
口
　
い
く
恵

　
中
世
物
語
『
風
に
紅
葉
』
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
「
か
ぜ
に
紅
葉
」
が
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　

一
の
伝
本
で
あ
り
、
夙
に
『
桂
宮
本
叢
書
　
十
七
　
物
語
三
』
に
収
め
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

近
年
、
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
　
二
』
に
も
所
収
さ
れ
た
も
の
の
、
両
者
は

本
文
の
み
で
、
物
語
の
内
容
に
ま
で
深
く
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
か
し
、
最
近
、
辛
島
正
雄
氏
の
手
に
よ
っ
て
、
本
文
校
訂
と
と
も
に
詳
細

精
緻
な
頭
注
が
付
さ
れ
て
、
こ
の
物
語
に
つ
い
て
の
読
解
は
急
速
に
進
展
し

た
よ
う
に
思
わ
れ
、
し
か
も
、
卓
越
し
た
辛
島
氏
の
見
解
に
は
多
く
の
学
ぶ

べ
き
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
物
語
の
よ
み
が
一
層
飛
躍
し
て
い
く

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
弧
本
で
あ
る
と
い
う
書
誌
的
制

約
が
あ
り
、
主
と
し
て
本
文
が
平
仮
名
書
き
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
ら
の
先

行
の
三
つ
の
翻
刻
で
も
表
記
上
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
に
と

も
な
う
若
干
の
解
釈
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
紙
幅
の
関
係
上
、
底
本
の
宮
内
庁
書
陵
部
の
本
文
を
も
と
に
、
問

題
点
に
傍
線
を
付
し
、
写
本
本
文
の
よ
み
、
漢
字
の
表
記
、
語
釈
の
項
目
に

分
け
て
照
覧
を
示
し
た
。
先
行
本
文
は
そ
れ
ぞ
れ
『
桂
』
『
集
成
』
『
辛
』
の

略
称
を
用
い
、
所
収
ペ
ー
ジ
を
明
示
し
た
。

一
、
写
本
本
文
の
よ
み

－
註
す
凄
み
配
・
事
ゑ
つ
（
一
ニ
ウ
）

　
承
香
殿
女
御
の
苑
庭
の
描
写
本
文
で
あ
る
。
傍
線
箇
所
は
、
『
桂
』
は
「
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
し

し
」
（
一
七
四
頁
）
、
『
集
成
』
は
「
い
し
」
（
四
五
五
頁
）
、
『
辛
』
も
「
石
」
（
一

五
頁
）
と
あ
っ
て
、
相
異
す
る
本
文
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
た
た
ず
ま
ひ
」
は
、
「
立
っ
て
い
る
様
子
。
あ
り
さ
ま
。
か
た
ち
。
」
（
小

学
館
『
古
語
大
辞
典
』
）
の
意
で
、
人
の
様
子
に
も
用
い
る
が
、
「
水
の
色
、
石
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『風に紅葉』解釈覚書き（一）

の
た
た
ず
ま
い
庭
の
面
、
梢
の
け
し
き
も
い
み
じ
う
面
白
し
」
（
『
浜
松
中
納

言
』
一
）
、
「
艶
あ
る
園
を
造
り
な
し
、
山
の
た
た
ず
ま
み
木
深
く
、
池
の
心

ゆ
た
か
に
」
（
『
増
鏡
』
五
、
内
野
の
雪
）
な
ど
の
よ
う
に
、
園
庭
の
立
石
、
岩

に
関
す
る
用
例
も
多
く
、
こ
こ
は
や
は
り
「
い
し
」
と
解
す
る
の
が
正
し
い

と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
山
の
た
Σ
ず
ま
ひ
」
（
「
帯

　
　
　
こ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
し

木
」
）
、
「
庭
の
た
Σ
ず
ま
ひ
」
（
「
三
木
」
）
、
「
石
の
た
た
ず
ま
ひ
」
（
「
胡
蝶
」
）
、
「

い
し石

な
ど
の
た
」
ず
ま
ひ
」
（
「
梅
枝
」
）
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
庭
園
の
描
写
で

あ
り
、
「
階
（
は
し
）
」
の
例
は
な
い
。

　
元
来
、
仮
名
の
「
い
」
と
「
は
」
は
誤
り
や
す
く
、
『
古
典
の
批
判
的
庭

面
に
關
す
る
研
寒
の
中
で
、
混
同
を
生
じ
や
す
い
平
仮
名
の
事
例
に
も
あ

げ
ら
れ
て
お
り
、
「
み
つ
の
ほ
と
り
の
い
し
に
」
の
「
い
し
」
を
「
は
し
」

と
す
る
写
本
の
例
も
あ
る
。

　
同
様
に
、
「
な
け
き
い
ひ
給
な
か
ら
」
（
一
四
オ
）
、
「
御
身
の
ほ
ど
の
い
つ

か
し
さ
を
ば
う
ち
を
き
て
」
（
一
四
オ
）
を
い
ず
れ
も
『
桂
』
が
「
い
」
を
「
は
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ね

と
読
ん
で
い
る
点
は
辛
島
氏
も
翻
字
の
異
同
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
後

者
は
妻
一
品
の
宮
が
帝
の
娘
と
い
う
自
ら
の
身
分
の
尊
さ
を
さ
て
お
い
て
主

人
公
に
た
だ
付
き
従
お
う
と
し
て
い
る
の
が
い
と
お
し
い
と
い
う
一
文
で
あ

る
た
め
、
「
厳
し
さ
」
と
よ
む
べ
き
で
、
「
は
っ
か
し
さ
」
と
し
た
場
合
、
一

品
の
宮
の
身
分
が
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
い
と
思
う
ほ
ど
立
派
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
、
一
品
の
宮
の
母
の
甥
が
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
縁
戚
関
係

に
あ
る
夫
婦
で
あ
る
こ
と
か
ら
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
こ
の
意
味
か
ら
も
「
い
」

と
よ
む
方
が
よ
い
と
考
え
る
。

2

．
噺
？
の
桑
”
馨
し
．
》
ぐ
・
叉
－
《

（一

繝
E
）

み
ゆ

　
『
桂
』
は
「
い
つ
く
の
う
ら
に
て
も
、
蔽
い
の
り
は
を
こ
た
る
ま
し
く
な

ん
」
（
一
八
五
頁
）
、
『
集
成
』
は
「
い
つ
く
の
う
ら
に
て
も
、
御
い
の
り
は
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
つ
ら

こ
た
る
ま
じ
く
な
ん
」
（
四
六
一
二
頁
）
、
『
辛
』
は
「
い
つ
く
の
浦
に
て
も
、
御

い
の
り
　
　
　
を
（
お
）
こ
た

祈
疇
は
怠
り
き
こ
ゆ
ま
じ
く
な
ん
」
（
二
六
頁
）
と
し
、
「
底
本
『
を
こ
た
る

（
き
こ
ゆ
一
葦
記
）
ま
し
く
』
と
読
め
る
の
で
、
傍
記
を
い
か
し
、
『
る
』
は

『
り
』
の
誤
写
と
見
た
」
と
頭
注
を
施
し
て
い
る
。
い
か
に
も
写
本
で
は
「
を

こ
た
る
」
の
「
る
」
の
右
傍
下
に
「
き
こ
ゆ
」
と
よ
め
る
本
文
よ
り
小
さ
な

文
字
が
あ
り
底
本
の
祖
本
に
は
「
を
こ
た
る
ま
し
く
」
以
外
の
何
ら
か
の
本

文
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
『
桂
』
に
は
そ
れ
が
傍
線
で
「
み
ゆ
」
と

示
し
て
あ
る
。
か
り
に
「
き
こ
ゆ
」
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
『
辛
』
の

頭
注
の
よ
う
に
「
を
こ
た
る
き
こ
ゆ
ま
じ
く
」
と
よ
め
る
が
、
で
き
る
だ
け

底
本
を
尊
重
し
つ
つ
も
よ
り
文
法
に
即
し
た
本
文
を
確
立
し
た
い
と
い
う
意

味
か
ら
、
「
り
」
と
校
訂
し
て
し
ま
う
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

3
為
想
到
砥
三
舞
り
享
7
ひ
ξ
ア
爾
？
ら
一
一
ウ
）

　
　
　
　
　
　
わ
ら
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
お

　
『
辛
』
は
「
笑
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
は
」
（
二
八
頁
）
と
し
、
「
前
後
と
も
大

将
の
詞
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
繋
ぐ
『
わ
ら
ひ
き
こ
へ
給
は
』
の
す
わ
り
が
悪

い
。
『
は
』
は
公
議
か
。
『
て
』
な
ど
の
誤
写
か
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。

　
主
人
公
は
住
吉
で
甥
に
あ
た
る
女
装
し
た
若
君
を
見
い
だ
し
、
あ
ま
り
の

美
し
さ
に
溺
愛
す
る
。
こ
の
一
文
は
、
主
人
公
が
妻
と
、
妹
の
宜
耀
殿
女
御
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北　口　いく恵

の
ど
ち
ら
が
美
し
い
か
若
君
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
妹
が
美
し
い
と
答
え
た
若

君
に
対
し
て
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
澄
の
侍
従
の
ま
ね
を
し
ょ
う
と
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
若
君
を
あ
ま
り
得
意
に
思
っ
て
い
る
う
ち
に
ば
か
者
に

育
て
あ
げ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
、
と
冗
談
を
い
う
場
面
で
あ
る
。
「
笑
ひ

き
こ
え
た
ま
へ
ば
」
と
よ
め
ば
文
意
が
通
じ
る
か
と
思
う
が
、
続
く
次
の
会

話
も
主
人
公
の
言
葉
で
あ
る
た
め
、
続
き
が
悪
い
。

　
こ
の
文
の
前
後
は
会
話
文
が
続
き
、
余
分
な
説
明
を
省
い
て
「
の
た
ま
へ

ば
」
「
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
」
「
申
し
た
ま
へ
ば
」
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

テ
ン
ポ
が
早
く
、
い
き
い
き
と
し
た
会
話
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

4
・
ぞ
ム
チ
λ
蝋
く

（
二
ニ
オ
）

　
3
に
続
く
場
面
で
、
主
人
公
が
退
出
し
た
あ
と
、
宜
耀
殿
女
御
の
も
と
で

眉
つ
く
り
を
し
て
も
ら
い
、
甥
と
叔
母
と
は
い
う
も
の
の
、
春
宮
の
女
御
の

手
を
な
め
ま
わ
し
た
り
、
共
寝
を
し
た
り
と
い
う
天
真
燗
漫
と
い
う
よ
り
は

子
ど
も
と
は
い
え
、
美
を
好
む
わ
が
ま
ま
放
題
の
若
君
の
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。
こ
の
場
に
は
女
御
と
若
君
し
か
お
ら
ず
、
写
本
は
確
か
に
「
宮
」
と

よ
め
る
が
、
『
辛
』
の
注
に
「
底
本
『
宮
』
と
あ
る
が
、
一
品
の
宮
は
こ
の

場
に
い
な
い
の
で
『
君
』
の
誤
写
と
し
、
若
君
と
解
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

文
脈
上
は
「
君
」
が
正
し
い
。
「
君
」
と
本
来
あ
っ
た
文
字
を
「
宮
」
と
誤

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

5
　
，

・
ザ
ー
6
ぎ
7
五
ハ

（
二
九
オ
）

　
『
桂
』
は
「
お
ほ
し
と
か
む
御
事
な
れ
は
」
（
一
九
四
頁
）
、
『
集
成
』
は
「
お

ほ
し
と
が
む
る
斜
な
れ
ば
」
（
四
七
二
頁
）
、
『
辛
』
は
「
思
し
と
が
む
る
御
事

な
れ
ば
」
（
三
七
頁
）
と
し
、
「
底
本
『
と
か
む
御
事
』
を
『
と
か
む
る
御
事
』

と
改
訂
」
と
注
す
る
。

　
朱
雀
院
（
帝
）
の
妹
の
前
斎
宮
は
、
「
神
よ
り
ほ
か
の
契
り
む
す
ば
じ
」

と
誓
い
、
斎
宮
退
下
後
は
た
だ
ち
に
髪
を
お
ろ
し
仏
道
修
行
し
よ
う
と
志
し

た
。
琴
の
名
手
で
あ
る
故
、
主
人
公
邸
に
出
入
り
す
る
う
ち
、
あ
ろ
う
こ
と

か
主
人
公
に
心
惹
か
れ
て
し
ま
い
、
妻
一
品
の
宮
も
気
づ
く
ほ
ど
で
、
そ
こ

で
こ
の
主
人
公
の
言
葉
と
な
る
。
写
本
は
『
桂
』
『
辛
』
の
指
摘
の
よ
う
に
、

「
と
か
む
御
事
」
と
よ
め
る
。
主
人
公
自
ら
の
言
葉
で
あ
る
の
で
、
『
集
成
』

の
よ
う
に
「
と
が
む
る
事
」
と
あ
っ
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
2
と
同
様
、

文
法
か
ら
本
文
を
改
訂
す
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
る
。
「
と
が
む
」
は
下
二

段
活
用
で
あ
る
が
、
中
世
頃
か
ら
下
二
段
と
四
段
活
用
の
混
同
が
考
え
ら
れ
、

終
止
形
と
連
体
形
が
同
じ
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

6

こ
と
￥
え
り
し
⇒
く

（
二
九
オ
）

　
『
桂
』
（
一
九
四
頁
）
『
集
成
』
（
四
七
二
頁
）
と
も
に
「
宮
」
、
『
辛
』
は
「
色
」

（
三
七
頁
）
と
す
る
。
「
色
」
麦
　
、
「
宮
」
漁
と
写
本
で
は
こ
の
よ
う
な
字

が
あ
げ
ら
れ
、
よ
く
似
て
い
る
が
、
『
辛
』
の
と
お
り
、
や
は
り
「
色
」
で

あ
ろ
う
。

　
5
の
す
ぐ
後
に
続
く
文
で
、
主
人
公
が
、
「
な
る
ほ
ど
魔
縁
の
仕
業
と
思

わ
れ
る
。
私
が
こ
れ
ほ
ど
艶
も
情
愛
も
な
く
、
女
と
い
う
も
の
を
恐
れ
て
行
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『風に紅葉』解釈覚書き（一）

動
ず
る
の
を
か
え
っ
て
目
新
し
く
尼
衣
の
袖
を
ひ
き
か
け
よ
う
と
思
わ
れ
る

の
か
し
と
前
斎
宮
を
忌
避
す
る
旨
を
妻
に
言
う
く
だ
り
で
あ
る
。
「
宮
」
と

す
れ
ば
「
艶
も
情
愛
も
」
の
と
こ
ろ
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
「
色
」
と
解
し

た
方
が
、
妻
に
の
み
満
足
し
て
他
の
女
性
に
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
な
い
「
念

な
し
」
と
さ
れ
る
主
人
公
像
に
は
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
。

7
．
い
丁
角
の
マ
ρ
中
も
蜜
羨
を
ち
τ
窄
一
き

（
二
九
ウ
）

　
『
桂
』
に
も
あ
る
よ
う
に
「
い
す
x
か
川
」
と
よ
め
る
が
、
『
集
成
』
は

「
い
す
ゴ
か
川
」
（
四
七
三
頁
）
と
翻
刻
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
主
人
公
の
前
斎
宮
に
対
す
る
返
歌
で
、
『
辛
』
は
本
文
を
「

い
　
す
　
じ

五
十
鈴
川
」
（
三
八
頁
）
と
し
、
「
前
斎
宮
の
歌
と
の
対
応
か
ら
す
る
と
、
『
い
』

を
衛
字
と
見
て
『
鈴
鹿
川
』
と
す
る
の
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
文
頭
に
術

字
が
あ
る
の
も
異
例
で
あ
る
し
、
前
斎
宮
が
慣
れ
て
い
た
川
は
『
五
十
鈴
川
』

の
方
で
あ
る
か
ら
、
前
斎
宮
の
歌
の
『
す
Σ
か
川
』
に
引
か
れ
て
『
か
』
一

字
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
も
の
と
見
た
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。

　
前
斎
宮
の
歌
と
い
う
の
は
、
「
鈴
鹿
川
ふ
り
に
し
波
に
袖
ぬ
れ
て
仏
の
道

は
入
り
ぞ
わ
づ
ら
ふ
」
を
受
け
、
主
人
公
に
懸
想
す
る
前
斎
宮
を
諭
す
場
面

で
あ
る
。
辛
島
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
前
斎
宮
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
川

と
い
う
の
は
斎
宮
と
し
て
暮
ら
し
て
い
た
伊
勢
神
宮
の
内
宮
神
域
内
を
流
れ

る
「
御
裳
濯
川
」
、
つ
ま
り
「
五
十
鈴
川
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
か
」
が
紛
れ

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
方
で
「
五
十
鈴
川
」
は
『
新
古
今
集

・
賀
』
に
は
「
君
が
代
は
ひ
さ
し
か
る
べ
し
わ
た
ら
ひ
や
い
す
ず
の
河
の
流

れ
た
え
せ
で
」
（
七
三
〇
）
、
「
神
か
ぜ
や
い
す
ず
の
河
の
喜
ば
し
ら
い
く
ち
よ

す
め
と
立
て
ば
じ
め
け
む
」
（
】
八
八
二
）
の
よ
う
に
「
い
す
ず
の
か
わ
」
と

い
う
表
現
も
あ
る
の
で
「
か
」
は
衛
字
と
い
う
よ
り
「
の
」
の
誤
写
と
も
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
初
句
に
「
い
す
ず
の
か
は
」
と
あ
る
歌

例
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。

　
「
い
」
を
文
頭
の
衛
字
と
は
考
え
に
く
い
も
の
の
、
『
新
編
国
歌
大
観
』

所
収
の
「
風
に
紅
葉
」
で
は
「
す
ず
か
川
」
（
二
九
）
と
し
て
い
る
。
「
鈴
鹿

川
」
は
都
と
伊
勢
神
宮
の
途
中
に
あ
る
川
で
斎
王
下
向
な
ど
で
都
人
の
往
来

も
多
く
、
歌
枕
で
も
あ
る
。
前
斎
宮
の
歌
に
対
し
て
、
主
人
公
が
「
そ
れ
は

べ
ち
べ
ち
に
お
ぼ
さ
る
ま
じ
く
な
ん
」
、
つ
ま
り
、
神
と
仏
は
別
の
も
の
だ

と
考
え
な
い
で
、
同
じ
法
の
道
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
、
素
直
に
前
斎
宮
の

艶
歌
に
あ
る
「
鈴
鹿
川
」
を
受
け
た
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
と
思
う
。
い
ず

れ
の
解
釈
に
依
る
べ
き
か
は
後
置
で
検
討
し
た
い
。

8

・
ト
ゐ
旺
茎
ゆ
一
．
り

（
二
九
ウ
）

　
『
桂
』
（
一
九
五
頁
）
・
『
集
成
』
（
四
七
三
頁
）
と
も
に
「
さ
か
り
」
、
『
辛
』

は
「
ま
か
り
」
（
三
八
頁
）
と
す
る
。
写
本
で
は
、
辛
島
氏
が
校
訂
さ
れ
る
よ

う
に
「
ま
か
り
」
と
読
め
る
。

　
こ
こ
は
7
の
歌
に
続
く
主
人
公
の
言
葉
で
あ
る
。
「
手
あ
た
り
も
痩
せ
や

せ
に
、
さ
ら
ぼ
ひ
た
る
心
地
し
て
、
か
へ
す
が
へ
す
尊
く
て
ぞ
お
は
す
べ
き
」

「
墨
絵
の
や
う
に
て
う
つ
く
し
う
も
お
は
し
ま
さ
ざ
り
し
」
と
、
醜
悪
の
極
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み
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
前
斎
宮
だ
が
、
「
さ
か
り
す
ぎ
」
で
は
年
の
盛

り
が
過
ぎ
た
斎
宮
自
身
の
言
葉
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
は
、
「
『
伊

勢
物
語
』
の
斎
宮
に
魅
せ
ら
れ
た
狩
の
使
の
話
か
ら
、
量
子
中
将
の
好
色
の

心
が
け
も
場
合
に
よ
っ
て
は
出
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
参
上
し
ま

し
た
」
と
か
ら
か
い
半
分
に
言
い
寄
っ
て
前
斎
宮
の
心
迷
い
を
諭
そ
う
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
ま
か
り
」
と
よ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

9
・
至
一
＾
ろ
註
ノ
老
り
ウ
て
訊
り

（
三
三
オ
）

　
『
桂
』
『
集
成
』
と
も
に
「
こ
Σ
か
な
ふ
ま
で
は
」
（
四
七
七
頁
）
、
『
辛
』
「
こ

Σ
か
な
ふ
ま
じ
く
は
」
（
四
三
頁
）
と
す
る
。

　
承
香
殿
女
御
の
里
邸
を
訪
ね
、
西
の
対
か
ら
の
琴
の
音
に
ひ
か
れ
て
可
憐

な
女
を
見
い
だ
す
場
面
。
女
御
の
異
母
妹
で
、
主
人
公
が
「
こ
れ
や
ま
こ
と

の
恋
の
み
ち
な
ら
ん
」
と
、
自
分
か
ら
唯
一
積
極
的
に
愛
し
た
女
性
で
あ
る
。

『
辛
』
の
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
身
分
の
低
い
女
と
見
て
強
引
に
戸
を
あ
け
よ

う
と
す
る
主
人
公
故
、
「
こ
x
」
を
「
こ
と
」
の
誤
写
と
考
え
て
も
よ
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
ま
じ
く
」
は
一
〈
（
三
一
ウ
）
、
「
ま
で
」
は
芝
（
一

三
オ
）
の
よ
う
に
似
た
書
写
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
も
辛
島
氏
の
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
「
ま
じ
く
」
と
よ
め
る
。

m
三
嘆
寛
崇
璽
ゐ
　
　
　
　
　
三
九
オ
）

　
『
桂
』
は
「
い
さ
ら
せ
」
、
『
集
成
』
は
「
い
ざ
Σ
せ
た
ま
へ
」
（
四
八
四
頁
）

と
あ
る
。
『
辛
』
は
「
い
さ
さ
せ
た
ま
へ
」
と
本
文
を
改
訂
し
、
注
に
「
底

本
『
い
さ
ら
せ
給
へ
』
で
あ
る
が
、
『
ら
』
は
「
」
」
の
誤
写
と
見
て
」
、
「
い

ざ
、
さ
せ
給
へ
（
さ
あ
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
の
意
）
」
と
解
し
た
」
と
す
る

（
五
二
頁
）
。
写
本
を
見
る
と
、
「
は
い
さ
ら
せ
給
へ
し
瓦
う
の
君
」
と
壁
書

し
て
あ
る
。

　
こ
こ
は
、
9
の
話
の
展
開
で
、
主
人
公
が
女
君
の
も
と
へ
通
っ
て
い
る
こ

と
を
知
り
、
嫉
妬
し
た
承
延
享
女
御
に
邸
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
姫
君
が
東
山

の
尼
上
の
も
と
を
訪
ね
る
場
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
輪
へ
旅
立
っ
た
と

こ
ろ
な
の
で
、
「
さ
あ
お
出
か
け
な
さ
い
」
と
勧
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
底

本
の
ま
ま
「
ゐ
ざ
ら
せ
給
へ
」
と
し
て
も
文
意
が
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

二
、
漢
字
の
表
記

11

謔
�
烽
ﾖ
た
て
そ
は
め
た
る
御
事
の
ま
し
ら
ぬ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
う
ね

　
ん
な
き
と
も
い
ひ
つ
へ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
ウ
）

　
非
常
に
仲
睦
ま
じ
い
夫
婦
仲
の
主
人
公
と
妻
の
描
写
で
あ
る
が
、
「
世
」

と
し
て
男
女
の
仲
の
意
と
す
る
か
、
辛
島
氏
の
よ
う
に
「
夜
」
（
『
辛
』
四
頁
）

の
字
を
当
て
て
夫
婦
の
仲
と
解
す
る
か
、
二
と
お
り
の
解
釈
が
考
え
ら
れ
よ

う
。　

妻
の
一
品
の
宮
が
女
児
を
出
産
し
た
場
面
で
は
、
「
母
宮
も
く
し
き
こ
ゑ

給
て
し
は
し
を
は
し
ま
せ
は
れ
い
の
た
ち
さ
る
か
た
な
く
て
さ
ふ
ら
ひ
給
を
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と
こ
君
の
御
さ
ま
め
や
す
し
」
（
四
ウ
）
と
、
片
時
も
離
れ
が
た
い
主
人
公
の

様
子
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
「
夜
」
と
解
す
る
の
は
言
い

過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
ま
で
限
定
し
な
く
て
も
一
般
的
な
男
女
の

仲
を
さ
す
「
世
」
で
よ
い
と
考
え
る
。

12

竄
ﾈ
き
の
き
ぬ
に
え
ひ
そ
め
の
こ
う
ち
き
美
た
る
人
は
は
し
を
う
し

　
ろ
な
る
か
み
の
か
Σ
り
う
し
ろ
て
い
う
な
る
も
て
な
し
け
は
び
う
へ

　
な
ん
め
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
ウ
）

　
琴
を
弾
き
合
わ
す
音
が
聞
こ
え
る
叔
父
の
太
政
大
臣
邸
を
主
人
公
が
唐
門

の
間
か
ら
垣
間
み
る
場
面
で
、
太
政
大
臣
の
妻
の
描
写
で
あ
る
。
『
辛
』
は

本
文
を
「
端
」
と
し
て
、
「
賢
子
に
背
を
向
け
て
、
部
屋
の
内
に
向
い
て
座

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
注
さ
れ
て
い
る
二
〇
頁
）
が
、
「
う
し
ろ
な
る

髪
の
か
か
り
」
「
後
手
優
な
る
も
て
な
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
階
」
と
解

し
、
「
階
段
を
後
ろ
に
し
て
」
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

13

�
黷
ｩ
へ
り
わ
か
ひ
て
み
え
た
ま
ふ
そ
み
る
め
に
は
た
か
ひ
て
う
け

　
ら
れ
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
オ
）

　
梅
壼
女
御
の
描
写
だ
が
、
『
辛
』
は
「
擬
」
の
字
を
当
て
て
、
「
愚
か
」
と

同
根
の
語
と
解
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
頁
）
。
ま
た
、
こ
の
後
文
に
「
お
れ
返
た

る
御
け
し
き
そ
人
の
御
ほ
と
に
は
似
す
お
ほ
え
給
」
（
一
〇
ウ
）
と
将
来
は
中

宮
に
ま
で
な
る
女
御
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
愚
か
し
い
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
の
で
、
「
療
」
の
字
で
よ
い
か
と
考
え
る
。
一
方
、
「
折
れ
返
る
」
で
、

く
ね
く
ね
と
折
れ
曲
が
り
、
落
ち
着
き
の
な
い
態
度
を
さ
す
意
に
も
と
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。

14

ﾆ
う
行
ち
う
し
ん
の
思
ひ
な
し
と
い
ひ

（一

ﾜ
ウ
）

　
『
集
成
』
「
ど
う
行
ぢ
う
し
ん
」
（
四
五
九
頁
）
、
『
辛
』
「
東
門
中
心
」
（
一
九

頁
）
。

　
二
度
目
の
出
産
に
苦
し
む
妹
の
宜
耀
殿
女
御
の
三
三
を
し
て
も
ら
う
た

め
、
主
人
公
が
功
徳
の
聖
を
難
波
ま
で
迎
え
に
行
く
場
面
で
、
四
天
王
寺
に

着
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
確
か
に
写
本
に
は
「
と
う
行
ち
う
し
ん
」
と
あ
る
。
引
き
連
れ
て
一
緒
に

い
く
同
行
の
志
の
「
同
行
衷
心
」
あ
る
い
は
「
同
行
重
臣
」
か
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
『
辛
』
の
注
に
、
「
『
行
』
は
『
門
』
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
（
以
下
略
）
」

と
あ
る
よ
う
に
、
「
行
」
を
「
門
」
の
誤
写
と
見
た
場
合
、
四
天
王
寺
の
西

門
信
仰
と
結
び
つ
く
。
日
単
坐
を
ふ
ま
え
、
四
天
王
寺
西
門
は
海
を
隔
て
て

極
楽
浄
土
の
東
門
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
信
仰
は
、
末
法
思
想
の
流
行
に
と

も
な
っ
て
さ
か
ん
に
な
り
、
西
門
周
辺
に
は
多
く
の
人
々
が
難
波
の
海
に
沈

む
夕
陽
の
荘
厳
を
見
て
阿
弥
陀
来
迎
を
願
っ
て
集
ま
っ
た
。
西
門
前
の
鳥
居

に
は
「
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
」
に
依
拠
し
て
、
「
釈
迦
如
来
　
転
法
輪
所

当
極
楽
土
　
東
門
中
心
」
の
文
字
を
銅
板
で
切
抜
き
鍍
金
し
た
扁
額
が
掲
げ

ら
れ
、
裏
面
に
嘉
暦
元
年
（
＝
二
二
六
）
の
塾
刻
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
従

う
の
が
順
当
と
思
う
が
、
誤
写
と
考
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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15

?
ｯ
の
た
ま
か
き
か
み
さ
ひ
て
さ
こ
そ
は
け
ん
て
う
な
る
ら
め
と
ま

　
こ
と
に
し
ん
も
を
こ
り
ぬ
へ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
ウ
）

　
1
4
の
四
天
王
寺
か
ら
住
吉
に
い
る
高
僧
を
訪
ね
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

傍
線
部
、
『
集
成
』
「
げ
ん
で
う
」
（
四
五
九
頁
）
、
『
辛
』
は
本
文
に
「
現
職
」

の
字
を
あ
て
、
注
に
「
神
仏
が
目
の
前
に
霊
験
を
示
し
現
れ
る
こ
と
」
と
し
、

「
こ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
神
が
示
現
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
（
二

〇
頁
）
。
住
吉
信
仰
の
示
現
と
結
び
つ
け
れ
ば
こ
れ
で
も
よ
い
が
、
「
厳
重
」

の
字
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
「
厳
重
」
は
「
げ
ん
ぢ
ゆ
う
」
と
も
「
げ
ん
ち
ょ
う
」
と
も
い
い
、
『
時

代
別
当
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
』
に
よ
れ
ば
、
「
神
仏
の
霊
験
が
あ
ら
た

か
で
、
祈
願
し
た
こ
と
が
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
に
実
現
さ
れ
る
さ
ま
で
あ
る

こ
と
。
」
が
こ
の
場
合
の
意
で
あ
ろ
う
。
「
と
り
は
き
人
お
あ
つ
さ
に
か
け
て

く
ち
よ
す
る
事
、
神
ぺ
ん
ふ
し
ぎ
け
ん
て
う
の
み
こ
に
て
候
」
（
短
編
隠
州
活

字
本
花
鳥
風
月
）
「
是
は
み
な
御
願
け
ん
て
う
の
よ
し
き
こ
し
め
し
て
、
公
家

よ
り
勅
使
を
立
ら
る
」
儀
に
て
侍
る
と
か
や
」
（
相
国
寺
塔
供
養
記
癖
氷
六
・
九
・
＋

五）

ﾌ
用
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
角
川
の
『
古
語
大
辞
典
』
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ソ
テ
ウ

れ
ば
、
「
漢
語
。
威
厳
が
あ
っ
て
他
を
畏
伏
さ
せ
る
さ
ま
」
と
あ
る
。
「
厳
重
」

　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ン
デ
ウ

〔
黒
川
本
字
類
抄
〕
「
厳
重
」
〔
伊
京
集
〕
「
こ
れ
を
ど
う
き
て
資
青
髭
に
語
り
て
、

あ
さ
ま
れ
け
る
夢
に
思
ひ
合
は
せ
ら
れ
て
、
人
々
け
ん
て
う
な
る
由
を
申
合

ひ
た
り
き
」
〔
梁
塵
秘
抄
口
伝
抄
・
一
〇
〕
「
臨
幸
の
け
ん
て
う
な
る
事
も
侍
ら

ん
に
参
り
あ
へ
ら
ば
」
〔
増
鏡
・
新
島
守
〕
の
例
が
あ
り
、
「
け
ん
て
う
」
「
げ

ん
て
う
」
の
表
記
が
み
ら
れ
る
。

　
本
物
語
に
は
「
け
ん
て
う
」
の
語
が
も
う
一
例
み
え
る
。
若
君
の
教
育
係

を
し
て
い
た
式
部
大
輔
と
弁
の
乳
母
を
無
理
に
結
婚
さ
せ
よ
う
と
乳
母
を
部

屋
に
閉
じ
込
め
た
大
将
の
は
か
ら
い
を
「
な
へ
て
は
か
Σ
る
御
は
か
ら
ひ
の

け
ん
て
う
さ
も
は
し
た
な
か
る
へ
き
を
」
（
二
〇
ウ
）
と
乳
母
が
憤
慨
す
る
様

子
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
『
辛
』
も
「
厳
重
」
（
二
七
頁
）
の
字
を
用
い

て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
厳
重
」
は
、
警
護
な
ど
か
い
か
め
し
く
き
び
し

い
様
子
を
意
味
す
る
語
で
あ
ろ
う
。
意
味
は
異
な
る
が
ど
ち
ら
も
「
厳
重
」

の
字
を
用
い
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

16

ｯ
ち
え
ん
に
ち
ょ
く
し
所
た
う
し
て
ま
い
ら
ま
ほ
し
か
り
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
九
ウ
）

　
8
の
語
の
前
文
に
当
た
り
、
主
人
公
に
心
迷
う
前
斎
宮
に
対
し
て
、
伊
勢

物
語
の
狩
の
使
を
も
じ
り
な
が
ら
、
ち
ょ
っ
と
い
い
寄
っ
て
さ
と
そ
う
と
い

う
主
人
公
の
た
く
ら
み
の
言
で
あ
る
。

　
『
辛
』
は
本
文
を
「
結
縁
に
、
勅
使
所
た
う
し
て
」
（
二
八
頁
）
と
し
、
「
た

う
し
て
」
の
注
に
「
『
た
』
は
『
ま
』
の
誤
写
か
。
「
勅
使
所
望
し
て
」
と
す

れ
ば
、
伊
勢
神
宮
へ
の
勅
使
と
な
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
の
意
と
な
り
、
下

と
の
繋
が
り
も
よ
い
」
と
記
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
文
意
か
ら
誤
写
と
考
え

る
の
も
賛
同
し
が
た
く
、
「
勅
使
所
」
の
意
が
不
明
だ
が
、
そ
こ
を
通
し
て

の
意
と
考
え
る
他
に
な
い
だ
ろ
う
。
「
和
光
同
塵
」
「
両
界
の
作
法
」
「
魔
縁
」

「
教
化
」
な
ど
、
こ
の
文
の
あ
た
り
に
は
こ
の
時
代
の
物
語
の
特
徴
と
し
て
、

仏
教
語
や
漢
語
表
現
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
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r風に紅葉』解釈覚書き（一）

三
、
語
釈
に
つ
い
て

17

O
な
し

　
『
風
に
紅
葉
』
と
同
様
、
中
世
王
朝
物
語
群
の
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』

の
成
立
年
代
を
め
ぐ
っ
て
、
田
淵
福
子
氏
は
語
彙
の
特
徴
か
ら
統
計
的
に
検

　
　
　
　
　
　
　
　

討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
念
な
し
」
の
語
を
と
り
あ
げ
、
小
学
館
の
『
日

本
国
語
志
辞
典
』
に
よ
り
、
①
考
え
な
い
、
考
慮
し
な
い
。
②
無
念
で
あ
る
、

口
惜
し
い
。
後
悔
す
る
。
③
容
易
で
あ
る
、
た
や
す
い
、
簡
単
で
あ
る
。
④

思
い
が
け
な
い
、
意
外
で
あ
る
。
多
く
は
期
待
し
て
い
た
以
上
の
好
結
果
の

場
合
に
用
い
る
。
⑤
心
残
り
が
な
い
。
と
い
う
五
つ
の
分
類
に
従
っ
て
、
そ

の
意
味
を
分
け
、
「
①
と
②
の
意
味
は
鎌
倉
初
期
か
ら
見
え
る
も
の
の
、
③

は
『
古
今
著
聞
集
』
以
後
、
④
の
意
味
は
鎌
倉
末
～
南
北
朝
期
成
立
か
と
さ

れ
る
『
風
に
紅
葉
』
以
後
に
な
ら
な
け
れ
ば
見
出
せ
な
い
」
と
成
立
年
代
の

根
拠
に
さ
れ
て
お
り
、
『
風
に
紅
葉
』
の
用
例
の
三
例
の
う
ち
二
例
が
④
に

当
た
る
べ
く
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
本
物
語
の
場
合
、
「
好
結
果
」

と
ま
で
言
え
る
類
例
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
風
に
紅
葉
』
に
お
け
る
「
言
な
し
」
は
、
田
淵
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
三

例
で
は
な
く
、
実
は
次
の
よ
う
に
四
例
み
ら
れ
る
。

　
a
春
宮
の
御
な
か
ら
ひ
の
や
う
は
け
し
か
ら
ぬ
ま
て
は
あ
ら
す
お
ほ
か
た

　
　
な
に
事
に
も
し
つ
ま
り
た
る
御
心
く
せ
に
て
か
き
り
な
う
あ
は
れ
に
を

　
　
う
か
な
ら
す
は
思
ひ
き
こ
へ
給
へ
り
さ
こ
そ
あ
れ
よ
を
も
へ
た
て
そ
は

　
め
た
る
御
事
の
ま
し
ら
ぬ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
う
ね
ん
な
き
と
も
い
ひ
つ
へ

　
き
（
三
ウ
）

　
　
春
宮
の
夫
婦
仲
ほ
ど
ひ
ど
く
は
な
い
が
、
主
人
公
と
妻
一
品
の
宮
の

　
　
間
柄
も
仲
が
よ
す
ぎ
る
の
は
、
立
派
す
ぎ
て
面
白
味
が
な
く
残
念
だ
。

b
う
へ
は
な
へ
て
め
つ
ら
し
き
人
な
と
を
は
と
き
め
か
さ
せ
給
て
そ
の
う

　
へ
か
ぎ
り
な
き
轟
け
し
き
こ
そ
は
へ
は
へ
し
う
侍
に
春
宮
の
急
な
か
ら

　
ひ
は
ね
ん
な
く
を
は
し
ま
す
（
一
四
ウ
）

　
　
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
「
う
ゑ
は
く
ま
な
う
を
は
し
ま
し
て
う
ね
へ
か

　
　
き
は
ま
て
も
か
た
ち
を
か
し
き
を
は
こ
ら
む
し
す
く
さ
す
御
か
た
か

　
　
た
も
あ
ま
た
さ
ふ
ら
ひ
給
を
」
（
三
熱
）
の
よ
う
に
後
宮
華
や
か
な
帝

　
　
の
描
写
も
あ
っ
た
が
、
春
宮
は
こ
れ
対
し
て
、
ま
じ
め
す
ぎ
て
残
念

　
　
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

c
な
に
か
し
か
や
う
に
く
つ
を
れ
た
る
ね
ん
な
し
に
て
は
よ
も
あ
ら
し

　
（
二
一
オ
）

　
　
主
人
公
の
よ
う
に
意
気
地
の
な
い
口
惜
し
い
者
で
は
ま
さ
か
あ
る
ま

　
　
い
。

d
水
と
り
の
や
う
に
一
つ
か
ひ
つ
つ
を
は
し
ま
し
て
御
め
も
ほ
か
へ
散
ら

　
は
や
め
も
さ
め
ん
な
に
か
し
た
に
さ
な
ふ
る
ま
ひ
そ
い
と
ね
ん
な
し
院

　
の
う
へ
こ
そ
猶
を
も
し
ろ
う
を
は
し
ま
せ
（
＝
ニ
オ
）

　
　
鴛
鴛
の
よ
う
に
雌
雄
離
れ
る
こ
と
な
く
、
妻
一
人
を
熱
愛
し
て
い
る

　
　
の
は
面
白
く
な
く
、
朱
雀
院
（
帝
）
の
よ
う
に
後
宮
華
や
か
で
あ
る

　
　
の
が
趣
き
が
あ
っ
て
よ
い
と
し
て
い
る
。
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北　口　いく恵

　
こ
の
よ
う
に
、
本
物
語
の
作
者
は
上
流
の
位
に
あ
る
者
が
夫
婦
仲
が
よ
く
、

華
や
か
な
色
恋
沙
汰
も
な
い
と
い
う
の
は
立
派
す
ぎ
て
面
白
味
が
な
い
、
と

い
う
考
え
方
が
随
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
田
淵
氏
が
a
～
d
の
ど
れ
を
④

の
意
と
解
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
も
謡
曲
や
狂
言
で
頻
出
す
る

「
念
な
う
早
か
っ
た
」
と
い
う
形
で
使
用
さ
れ
る
「
好
結
果
」
と
受
け
取
れ

る
も
の
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

18

黷
｢
の
つ
ま
と
の
も
と
へ
は
た
Σ
す
み
よ
り
給
え
る
（
四
一
ウ
）

　
『
辛
』
の
注
に
「
『
例
の
妻
戸
の
も
と
へ
』
と
い
う
言
い
方
、
不
審
」
（
五

五
頁
）
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
例
の
」
と
あ
る
よ
う
に
前
出
の
語
を

受
け
た
も
の
で
、
「
く
れ
か
減
る
ほ
と
に
を
は
し
た
れ
は
た
Σ
い
ま
の
は
な

の
Σ
き
ち
か
き
つ
ま
と
の
う
ち
へ
い
れ
き
こ
ゑ
給
」
（
五
ウ
）
と
い
う
太
政
大

臣
邸
を
主
人
公
が
初
め
て
訪
れ
た
場
面
を
指
す
。

　
こ
の
よ
う
に
大
将
を
「
念
な
し
」
、
帝
を
「
隈
な
き
上
」
、
太
政
大
臣
の
北

の
方
を
「
梅
の
立
ち
枝
」
「
う
た
た
ね
の
夢
、
仮
寝
」
、
若
者
は
「
身
に
添
う

影
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
人
一
人
の
常
套
語
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
妻
戸
」
と
あ
る
と
、
太
政
大
臣
邸
を
意
味

す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
例
の
」
の
語
は
本
文
中
に
二
六
例
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
大
舞
う

ち
よ
り
ま
か
て
給
け
る
ま
Σ
に
れ
い
の
た
ち
よ
り
給
へ
る
に
」
（
八
オ
）
、
「
よ

き
ほ
と
に
て
い
て
給
や
う
な
れ
と
れ
い
の
し
の
ひ
の
御
か
よ
ひ
は
あ
り
け
ん

か
し
」
（
九
オ
）
、
「
れ
い
の
う
た
玉
ね
の
い
く
ほ
と
な
ら
ぬ
よ
ひ
の
ま
は
あ
か

す
な
か
な
か
な
れ
と
」

で
あ
る
。

（一

Z
オ
）
の
三
箇
所
が
北
の
方
と
の
逢
瀬
を
さ
す
語

19

蛯
ｩ
た
の
あ
は
れ
は
か
り
た
に
あ
る
を
さ
す
か
わ
く
る
し
た
の
御
な

　
け
き
そ
ひ
て
い
う
か
き
り
そ
な
き
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
八
ウ
）

　
一
品
の
宮
亡
き
後
の
若
君
の
心
中
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
『
辛
』
（
六
七

頁
）
の
頭
注
に
は
「
人
の
死
は
、
一
般
論
で
さ
え
悲
し
い
と
い
う
だ
け
で
も

大
変
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
は
、
特
別
の
人
に
言
え
な
い
心
の
中

の
嘆
き
が
加
わ
っ
て
。
『
わ
く
る
』
は
『
取
り
斎
く
』
の
意
と
見
た
」
と
あ

る
。
仏
道
修
行
に
励
む
間
の
主
人
公
の
不
在
を
慰
め
る
た
め
、
彼
に
し
む
け

ら
れ
た
と
は
い
え
、
若
君
は
彼
の
妻
と
関
係
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
若
君
の
子
供
を
産
み
、
す
ぐ
に
一
品
の
宮
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
か

ら
、
人
に
言
え
な
い
心
の
中
の
嘆
き
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
前
文
に
「
宰

将
中
将
は
を
と
瓦
の
御
あ
り
さ
ま
の
心
く
る
し
さ
に
は
し
め
は
た
」
あ
き
れ

た
る
や
う
に
又
こ
と
事
も
お
ほ
え
給
は
さ
り
し
か
心
の
し
つ
ま
る
ま
ま
に
」

云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
次
第
に
一
品
の
宮
を
失
っ
た
悲
し
み
が
わ
き
起
こ
っ

て
き
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
わ
く
」
は
「
見
え
な
か
っ
た

も
の
が
表
面
に
表
れ
る
」
意
の
「
涌
く
」
と
み
て
、
「
世
間
一
般
の
さ
み
し

さ
さ
え
あ
わ
れ
な
の
に
、
何
と
言
っ
て
も
湧
き
出
る
心
の
底
の
御
悲
嘆
が
加

わ
っ
て
」
と
解
釈
し
た
い
。
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『風に紅葉』解釈覚書き（一）

お
わ
り
に

　
以
上
、
先
学
の
解
釈
の
問
題
点
を
あ
げ
る
の
み
で
意
を
尽
く
せ
ず
、
は
な

は
だ
荒
削
り
な
解
釈
の
説
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
御
寛
恕
の
ほ
ど
を
お
願

い
し
た
い
。

　
再
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
平
安
末
期
後
の
王
朝
物
語
で
は
あ
る
が
、
い
ま
だ

研
究
は
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
課
題
は
尽
き
な
い
が
、

本
物
語
も
結
局
、
弧
本
を
も
と
に
し
て
の
宿
命
故
、
比
較
す
べ
き
異
本
が
な

く
、
本
文
校
訂
に
は
限
界
が
あ
る
。
が
、
現
存
す
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
に

は
、
本
稿
の
2
・
1
0
に
あ
る
よ
う
な
補
入
が
多
数
み
ら
れ
、
書
写
す
べ
き
他

の
本
文
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
き
入
れ
の
検
討
等
、

今
後
も
さ
ら
に
綿
密
な
翻
刻
作
業
、
語
彙
の
検
討
等
に
よ
り
、
本
文
を
確
立

す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
回
、
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
濁
点
、

句
読
点
等
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

（
5
）
注
（
3
）
巻
二
冒
頭
。

（
6
）
「
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
成
立
そ
の
語
句
の
特
徴
を
め
ぐ
・
て
一
」
踊

　
　
（
「
甲
南
国
文
」
三
一
号
）
、
（
な
お
、
大
槻
修
氏
『
中
世
王
朝
物
語
研
究
』
（
世

　
界
思
想
社
　
「
九
九
三
年
）
に
も
「
中
世
王
朝
物
語
の
特
異
な
表
現
・
こ
と
ば
」

　
に
も
要
約
し
て
所
収
し
て
あ
る
。
）

註（
1
）
『
桂
宮
本
叢
書
　
第
十
七
巻
　
物
語
三
』
（
一
九
五
六
年
、
養
徳
社
）

（
2
）
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
　
第
二
巻
』
（
一
九
八
九
年
、
笠
間
書
院
）

（
3
）
「
校
注
『
風
に
紅
葉
』
巻
一
」
（
「
文
学
論
輯
」
三
六
　
一
九
八
八
年
）
、
「
校

　
注
『
風
に
紅
葉
』
巻
二
」
（
「
文
学
論
輯
」
三
七
　
一
九
八
九
年
）

（
4
）
池
田
亀
鑑
『
古
典
の
批
判
的
虚
置
に
關
す
る
研
究
　
第
二
部
』
（
岩
波
書
店

　
昭
和
十
六
年
）
三
九
一
頁
。
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