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﹇
キ
ー
ワ
ー
ド：

①
枕
草
子
　
②
手
紙
　
③
薄
様
　
④
色
紙
﹈

は
じ
め
に

『
枕
草
子
』
の
手
紙
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
極
め
て
少
な
い
。
岡
田
ひ
ろ
み
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』
の

三
作
品
を
、〈
赤
〉
色
の
手
紙
に
着
眼
し
、
比
較
す
る
こ
と
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
、〈
赤
〉
は
美
点
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ス
な
表
現
を
す
る
際
に
〈
赤
〉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
（
1
）
。
ま
た
、
江
口
正
一
は
、
作
者
が
人
の
「
ま
こ
と
」
ま
で
美
の
規
準
で
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
、
手
紙

が
教
養
の
尺
度
で
あ
り
、
人
そ
の
も
の
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
ま
た
「
ま
こ
と
」
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
（
2
）
。

『
枕
草
子
』
の
手
紙
考

武
藤
　
那
賀
子
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平
安
時
代
の
手
紙
は
、
現
在
に
残
っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
そ
の
形
態
や
書
か
れ
た
字
の
様
子
な
ど
は
、
同
時
代
に
書
か
れ
た

作
品
群
か
ら
の
み
、
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
と
物
語
に
は
、
実
現
不
可
能
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
手
紙
の
遣
り
取

り
が
多
く
描
か
れ
る
。『
枕
草
子
』
は
物
語
と
は
違
い
、
一
条
朝
に
実
際
に
遣
り
取
り
さ
れ
た
手
紙
が
登
場
す
る
と
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、『
枕
草
子
』
内
に
書
か
れ
た
手
紙
全
て
が
、
実
際
に
遣
り
取
り
さ
れ
た
手
紙
で
あ
る
と
断

言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、『
枕
草
子
』
の
手
紙
を
一
通
り
見
て
い
く
こ
と
で
、
一
条
朝
で
作
者
の
周
囲
で
遣
り
取

り
さ
れ
た
手
紙
に
少
し
で
も
近
づ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
『
枕
草
子
』
に
は
、
他
の
作
品
に
比
べ
、
手
紙
の
善
し
悪

し
へ
の
言
及
が
多
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
実
際
に
遣
り
取
り
さ
れ
た
手
紙
を
、
作
者
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
を
、
再

度
見
て
い
く
必
要
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
論
で
は
、『
新
編
　
枕
草
子
』（

3
）

を
使
用
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。

一
、
手
紙
の
善
し
悪
し

―
形
態
・
紙
の
種
類

―

『
枕
草
子
』
に
は
、
手
紙
の
善
し
悪
し
を
語
る
段
が
多
く
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
大
き
く
分
け
て
、
以
下
の
三
つ
に
分
類
で

き
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
手
紙
の
形
態
や
紙
の
種
類
に
つ
い
て
の
言
及
と
、
人
の
行
動
に
対
し
て
の
批
評
、
そ
し
て
実
際

に
作
者
の
周
辺
で
遣
り
取
り
さ
れ
た
手
紙
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
手
紙
の
形
態
や
紙
の
種
類
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

①
紫
紙
に
楝
の
花
、
青
き
紙
に
菖
蒲
の
葉
、
ほ
そ
く
ま
き
て
結
ひ
、
ま
た
白
き
紙
を
根
し
て
ひ
き
結
ひ
た
る
も
を
か
し
。

い
と
長
き
根
を
文
の
中
に
入
れ
な
ど
し
た
る
を
見
る
心
地
ど
も
、
艶
な
り
。（
第
三
七
段
　
節
は
）

②
葡
萄
染
の
織
物
、
す
べ
て
何
も
何
も
紫
な
る
物
は
め
で
た
く
こ
そ
あ
れ
。
花
も
糸
も
紙
も
。（
第
八
五
段
　
め
で
た
き
も
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の
）

③
な
ま
め
か
し
き
も
の
…
…
薄
様
の
草
子
。
柳
の
萌
え
出
で
た
る
に
、
青
き
薄
様
に
書
き
た
る
文
つ
け
た
る
。
…
…
紫
の
紙

を
包
み
文
に
て
、
房
長
き
藤
に
つ
け
た
る
。
小
忌
の
君
達
も
、
い
と
な
ま
め
か
し
。（
第
八
六
段
　
な
ま
め
か
し
き
も
の
）

④
い
み
じ
う
暑
き
昼
中
に
〈
い
か
な
る
わ
ざ
を
せ
む
〉
と
、
扇
の
風
も
ぬ
る
し
、
氷
水
に
手
を
ひ
た
し
も
て
さ
わ
ぐ
ほ
ど

に
、
こ
ち
た
う
赤
き
薄
様
を
唐
撫
子
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
に
結
び
つ
け
て
取
り
入
れ
た
る
こ
そ
、
書
き
つ
ら
む
ほ
ど

の
暑
さ
心
ざ
し
の
ほ
ど
浅
か
ら
ず
お
し
は
か
ら
れ
て
、
か
つ
使
ひ
つ
る
だ
に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
扇
も
う
ち
置
か
れ
ぬ

れ
。（
第
一
八
四
段
　
い
み
じ
う
暑
き
昼
中
に
）

⑤
う
れ
し
き
も
の
…
…
人
の
破
り
捨
て
た
る
文
を
継
ぎ
て
見
る
に
、
同
じ
つ
づ
き
を
あ
ま
た
く
だ
り
見
つ
づ
け
た
る
。
…
…

み
ち
の
く
に
紙
、
た
だ
の
も
、
よ
き
得
た
る
。（
第
二
六
〇
段
　
う
れ
し
き
も
の
）

⑥
御
前
に
て
、
人
々
と
も
、
ま
た
物
仰
せ
ら
る
る
つ
い
で
な
ど
に
も
、

世
の
中
の
腹
立
た
し
う
む
つ
か
し
う
か
た
時
あ
る
べ
き
心
地
も
せ
で
、
た
だ
〈
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
行
き
も
し
な
ば

や
〉
と
思
ふ
に
、
た
だ
の
紙
の
い
と
白
う
清
げ
な
る
に
よ
き
筆
、
白
き
色
紙
み
ち
の
く
に
紙
な
ど
得
つ
れ
ば
、
こ
よ

な
う
な
ぐ
さ
み
て
〈
さ
は
れ
、
か
く
て
し
ば
し
も
生
き
て
あ
り
ぬ
べ
か
ん
め
り
〉
と
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。（
第
二
六
一
段

御
前
に
て
人
々
と
も
）

⑦
薄
様
色
紙
は
白
き
紫
赤
き
刈
安
染
。
青
き
も
よ
し
。（
一
本
一
二
　
薄
様
色
紙
は
）

①
は
、
五
月
五
日
の
節
日
に
つ
い
て
述
べ
た
段
で
あ
る
。
菖
蒲
や
蓬
の
匂
い
、
色
と
り
ど
り
の
薬
玉
の
紐
、
女
房
た
ち
や
子
供

た
ち
の
様
子
を
述
べ
た
後
に
、
こ
の
記
述
が
あ
る
。
紫
の
紙
に
紫
の
花
、
青
い
紙
に
青
々
と
し
た
葉
、
白
い
紙
に
白
い
根
と
い



96

学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅠ（2012）

う
、
同
色
の
組
み
合
わ
せ
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

②
は
、
類
聚
章
段
だ
が
、
非
常
に
長
い
段
で
あ
る
。「
め
で
た
き
も
の
」
を
い
く
つ
も
あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
細
な
言
及
を

し
て
い
る
。
そ
の
最
後
の
方
で
、「
全
て
、
紫
色
の
も
の
は
め
で
た
い
」
と
い
う
こ
の
文
が
出
て
く
る
。

③
は
、「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」
を
い
く
つ
も
挙
げ
た
段
で
あ
る
が
、
五
月
の
も
の
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、「
柳
の
萌
え
出
で
た
る
に
、
青
き
薄
様
に
書
き
た
る
文
つ
け
た
る
」
も
の
が
出
て
く
る
の
も
、
時
節
を
考
え
れ
ば
ほ
ぼ

一
致
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
紫
の
紙
と
紫
の
「
房
長
き
藤
」
が
出
て
き
て
い
る
。

④
は
、
ど
う
や
っ
て
も
暑
い
昼
に
、
た
い
そ
う
綺
麗
に
咲
い
た
唐
撫
子
に
つ
け
た
赤
い
薄
様
の
手
紙
を
受
け
取
る
と
、
思
わ
ず

暑
さ
を
忘
れ
て
見
入
っ
て
し
ま
う
、
と
あ
る
。
赤
い
紙
に
赤
い
付
け
枝
の
組
み
合
わ
せ
の
重
要
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

⑤
は
、
人
が
破
っ
た
手
紙
を
拾
い
、
繋
げ
て
読
め
た
時
の
嬉
し
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
部
分
も
面
白
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
み
ち
の
く
に
紙
を
良
い
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
⑥
も
、
気
分
の
悪
い
時
で
も
、「
た
だ
の
紙
の
い
と
白

う
清
げ
な
る
に
よ
き
筆
、
白
き
色
紙
み
ち
の
く
に
紙
な
ど
」
を
手
に
で
き
れ
ば
、
気
分
も
良
く
な
る
と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
を
見
て
み
る
と
、
五
月
の
記
述
が
多
い
こ
と
や
、
藤
原
氏
と
の
関
係
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
関
係
す

る
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、『
枕
草
子
』
で
は
、
主
に
青
い
紙
と
紫
色
の
紙
、
そ
し
て
真
っ
白
い
紙
が
良
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
付
け
ら
れ
る
植
物
は
、
そ
れ
ら
の
紙
の
色
と
同
色
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
一
例
の
み
、
赤
い
紙
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
の
記
事
が
あ
る
た
め
に
、
赤
い
紙
の
重
要
さ

は
際
立
っ
て
見
え
る
。
折
節
に
あ
っ
た
青
・
紫
・
白
色
の
手
紙
と
そ
こ
に
付
け
ら
れ
る
同
色
の
付
け
枝
と
、
暑
い
中
で
さ
え
も
そ

の
手
紙
を
書
い
た
人
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
赤
色
の
手
紙
は
、
そ
れ
ぞ
れ
位
相
は
違
う
も
の
の
、
作
者
に
と
っ
て
、
特
に
重
要

視
し
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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最
後
に
、
⑦
を
見
る
と
、
薄
様
や
色
紙
は
、
白
・
紫
・
赤
・
黄
色
、
そ
し
て
つ
い
で
に
青
も
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
黄
色
の
紙

の
記
述
は
上
記
に
は
な
か
っ
た
た
め
、
以
下
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
手
紙
の
善
し
悪
し

―
人
の
行
動
に
対
し
て
の
批
評

―

こ
こ
で
は
、
手
紙
に
関
す
る
、
人
の
行
動
に
対
し
て
の
批
評
を
見
て
い
く
。

①
人
の
国
よ
り
お
こ
せ
た
る
文
の
物
な
き
。
京
の
を
も
さ
こ
そ
思
ふ
ら
め
、
さ
れ
ど
そ
れ
は
ゆ
か
し
き
事
ど
も
を
も
書
き

あ
つ
め
世
に
あ
る
事
な
ど
を
も
聞
け
ば
、
い
と
よ
し
。
人
の
も
と
に
わ
ざ
と
清
げ
に
書
き
て
や
り
つ
る
文
の
返
事
、〈
今

は
も
て
来
ぬ
ら
む
か
し
、
あ
や
し
う
お
そ
き
〉
と
待
つ
ほ
ど
に
、
あ
り
つ
る
文
、
立
て
文
を
も
結
び
た
る
を
も
、
い
と
き

た
な
げ
に
取
り
な
し
ふ
く
だ
め
て
上
に
引
き
た
り
つ
る
墨
な
ど
消
え
て
、「
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
り
」
も
し
は
「
御
物
忌

と
て
取
り
入
れ
ず
」
と
言
ひ
て
持
て
帰
り
た
る
、
い
と
わ
び
し
く
す
さ
ま
じ
。（
第
二
三
段
　
す
さ
ま
じ
き
も
の
）

②
〈
よ
ろ
し
う
詠
み
た
る
〉
と
思
ふ
歌
を
人
の
も
と
に
や
り
た
る
に
、
返
し
せ
ぬ
。
懸
想
人
は
い
か
が
せ
む
、
そ
れ
だ
に
、

を
り
を
か
し
う
な
ど
あ
る
返
事
せ
ぬ
は
心
お
と
り
す
。
ま
た
、
さ
わ
が
し
う
時
め
き
た
る
所
に
、
う
ち
古
め
き
た
る
人
の

お
の
が
つ
れ
づ
れ
と
暇
多
か
る
な
ら
ひ
に
、
昔
お
ぼ
え
て
こ
と
な
る
こ
と
な
き
歌
詠
み
て
お
こ
せ
た
る
。（
第
二
三
段

す
さ
ま
じ
き
も
の
）

③
折
か
ら
あ
は
れ
な
り
し
人
の
文
、
雨
な
ど
降
り
つ
れ
づ
れ
な
る
日
、
さ
が
し
出
で
た
る
。（
第
二
八
段
　
過
ぎ
に
し
か
た

恋
し
き
も
の
）
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④
端
に
立
て
れ
ば
、
枕
上
の
方
に
朴
に
紫
の
紙
は
り
た
る
扇
ひ
ろ
ご
り
な
が
ら
あ
る
。
み
ち
の
く
に
紙
の
畳
紙
の
ほ
そ
や
か

な
る
が
、
花
か
紅
か
す
こ
し
に
ほ
ひ
た
る
も
、
几
帳
の
も
と
に
散
り
ぼ
ひ
た
り
。（
第
三
四
段
　
七
月
ば
か
り
い
み
じ
う

暑
け
れ
ば
）

⑤
「
返
事
書
か
む
」
と
言
ひ
合
は
せ
語
ら
ふ
ど
ち
は
見
せ
交
は
し
な
ど
す
る
も
、
い
と
を
か
し
。
人
の
む
す
め
や
む
ご
と

な
き
所
々
に
、
御
文
な
ど
聞
え
た
ま
ふ
人
も
、
今
日
は
心
こ
と
に
ぞ
な
ま
め
か
し
き
。
夕
暮
の
ほ
ど
に
ほ
と
と
ぎ
す
の

名
の
り
て
わ
た
る
も
、
す
べ
て
い
み
じ
き
。（
第
三
七
段
　
節
は
）

⑥
扇
畳
紙
な
ど
昨
夜
枕
上
に
置
き
し
か
ど
お
の
づ
か
ら
引
か
れ
散
り
に
け
る
を
求
む
る
に
、
暗
け
れ
ば
い
か
で
か
は
見
え

む
、「
い
づ
ら
い
づ
ら
」
と
叩
き
わ
た
し
見
出
で
て
、
扇
「
ふ
た
ふ
た
」
と
使
ひ
懐
紙
さ
し
入
れ
て
、「
ま
か
り
な
む
」

と
ば
か
り
こ
そ
言
ふ
ら
め
。（
第
六
一
段
　
暁
に
帰
ら
む
人
は
）

⑦
御
む
す
め
后
に
て
お
は
し
ま
す
、
ま
た
ま
だ
し
く
て
も
姫
君
な
ど
聞
ゆ
る
に
、
御
書
の
使
と
て
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
御
文

取
り
入
る
る
よ
り
は
じ
め
褥
さ
し
出
づ
る
袖
口
な
ど
、
明
け
暮
れ
見
し
者
と
も
お
ぼ
え
ず
。（
第
八
五
段
　
め
で
た
き
も

の
）

⑧
ね
た
き
も
の
人
の
も
と
に
こ
れ
よ
り
や
る
も
人
の
返
事
も
、
書
き
て
や
り
つ
る
後
、
文
字
一
つ
二
つ
思
ひ
な
ほ
し
た
る
。

…
…
見
ま
ほ
し
き
文
な
ど
を
、
人
の
取
り
て
庭
に
下
り
て
見
立
て
る
。
い
と
わ
び
し
く
ね
た
く
思
ひ
て
行
け
ど
簾
の
も

と
に
と
ま
り
て
見
立
て
る
心
地
こ
そ
、
飛
び
も
出
で
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
。（
第
九
二
段
　
ね
た
き
も
の
）

⑨
あ
さ
ま
し
き
も
の
…
…
見
す
ま
じ
き
人
に
、
外
へ
持
て
行
く
文
見
せ
た
る
。（
第
九
四
段
　
あ
さ
ま
し
き
も
の
）

⑩
し
ば
し
あ
り
て
、
式
部
丞
な
に
が
し
御
使
に
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
御
膳
や
ど
り
の
北
に
寄
り
た
る
間
に
褥
さ
し
出
だ
し
て
す

ゑ
た
り
。
御
返
答
は
と
く
出
だ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
。
ま
だ
褥
も
取
り
入
れ
ぬ
ほ
ど
に
、
春
宮
の
御
使
に
周
頼
の
少
将
ま
ゐ
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り
た
り
。
御
文
取
り
入
れ
て
、
渡
殿
は
ほ
そ
き
縁
な
れ
ば
、
こ
な
た
の
縁
に
こ
と
褥
さ
し
出
だ
し
た
り
。
御
文
取
り
入
れ

て
、
殿
上
宮
な
ど
御
覧
じ
わ
た
す
。「
御
返
し
、
は
や
」
と
あ
れ
ど
と
み
に
も
聞
え
た
ま
は
ぬ
を
、「
な
に
が
し
が
見
は

べ
れ
ば
書
き
た
ま
は
ぬ
な
め
り
。
さ
ら
ぬ
を
り
は
、
こ
れ
よ
り
ぞ
間
も
な
く
聞
え
た
ま
ふ
な
る
」
な
ど
申
し
た
ま
へ
ば
、

御
面
は
す
こ
し
赤
み
て
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
た
ま
へ
る
、
い
と
め
で
た
し
。「
ま
こ
と
に
と
く
」
な
ど
上
も
聞
え
た
ま
へ
ば
、

奥
に
向
き
て
書
い
た
ま
ふ
。
上
近
う
寄
り
た
ま
ひ
て
も
ろ
と
も
に
書
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ば
、
い
と
ど
つ
つ
ま
し

げ
な
り
。（
第
一
〇
一
段
　
淑
景
舎
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
）

⑪
言
ひ
に
く
き
も
の
人
の
消
息
の
な
か
に
よ
き
人
の
仰
せ
言
な
ど
の
お
ほ
か
る
を
、
は
じ
め
よ
り
奥
ま
で
言
ひ
に
く
し
。

は
づ
か
し
き
人
の
、
物
な
ど
お
こ
せ
た
る
返
事
。（
第
一
〇
七
段
　
言
ひ
に
く
き
も
の
）

⑫
胸
つ
ぶ
る
る
も
の
…
…
昨
夜
来
は
じ
め
た
る
人
の
今
朝
の
文
の
お
そ
き
は
、
人
の
た
め
に
さ
へ
つ
ぶ
る
。（
第
一
四
五
段

胸
つ
ぶ
る
る
も
の
）

⑬
心
も
と
な
き
も
の
…
…
遠
き
所
よ
り
思
ふ
人
の
文
を
得
て
、
か
た
く
封
じ
た
る
続
飯
な
ど
あ
く
る
ほ
ど
、
い
と
心
も
と
な

し
。（
第
一
五
五
段
　
心
も
と
な
き
も
の
）

⑭
好
き
好
き
し
く
て
人
か
ず
見
る
人
の
、
夜
は
い
づ
く
に
か
あ
り
つ
ら
む
、
暁
に
帰
り
て
や
が
て
起
き
た
る
、
ね
ぶ
た
げ

な
る
け
し
き
な
れ
ど
硯
取
り
寄
せ
て
墨
こ
ま
や
か
に
押
し
磨
り
て
、
事
な
し
び
に
筆
に
ま
か
せ
て
な
ど
は
あ
ら
ず
、
心

と
ど
め
て
書
く
ま
ひ
ろ
げ
姿
も
、
を
か
し
う
見
ゆ
。（
第
一
八
三
段
　
好
き
好
き
し
く
て
人
か
ず
見
る
人
の
）

⑮
笛
は
…
…
暁
な
ど
に
、
忘
れ
て
を
か
し
げ
な
る
、
枕
の
も
と
に
あ
り
け
る
見
つ
け
た
る
も
、
な
ほ
を
か
し
。
人
の
取
り

に
お
こ
せ
た
る
を
お
し
包
み
て
や
る
も
、
立
て
文
の
や
う
に
見
え
た
り
。（
第
二
〇
六
段
　
笛
は
）

⑯
物
へ
行
く
道
に
、
清
げ
な
る
を
の
こ
の
細
や
か
な
る
が
立
て
文
持
ち
て
急
ぎ
行
く
こ
そ
、〈
い
づ
ち
な
ら
む
〉
と
見
ゆ
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れ
。ま

た
、
清
げ
な
る
童
べ
な
ど
の
、
袙
ど
も
の
い
と
あ
ざ
や
か
な
る
に
は
あ
ら
で
萎
え
ば
み
た
る
に
、
屐
子
の
つ
や
や

か
な
る
が
、
歯
に
土
お
ほ
く
つ
き
た
る
を
は
き
て
、
白
き
紙
に
大
き
に
包
み
た
る
物
、
も
し
は
箱
の
蓋
に
草
子
ど
も
な
ど

入
れ
て
持
て
行
く
こ
そ
、
い
み
じ
う
呼
び
寄
せ
て
見
ま
ほ
し
け
れ
。（
第
二
二
一
段
　
物
へ
行
く
道
に
）

⑰
文
言
葉
な
め
き
人
こ
そ
、
い
と
に
く
け
れ
。

世
を
な
の
め
に
書
き
な
が
し
た
る
言
葉
の
に
く
き
こ
そ
。
さ
る
ま
じ
き
人
の
も
と
に
あ
ま
り
か
し
こ
ま
り
た
る
も
、

げ
に
わ
ろ
き
事
な
り
。
さ
れ
ど
、
わ
が
得
た
ら
む
は
こ
と
わ
り
、
人
の
も
と
な
る
さ
へ
に
く
く
こ
そ
あ
れ
。
…
…
（
第

二
四
六
段
　
文
言
葉
な
め
き
人
こ
そ
）

①
は
、
地
方
か
ら
送
っ
て
き
た
手
紙
と
京
か
ら
送
っ
た
手
紙
に
つ
い
て
述
べ
た
前
半
と
、
丁
寧
に
か
い
た
手
紙
が
、
見
る
も
無

残
に
な
っ
て
返
事
も
な
く
返
っ
て
き
た
後
半
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
部
分
で
は
、
地
方
の
み
や
げ
物
と
京
で
の
出
来
事
が
、
等
し

い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
地
方
か
ら
の
手
紙
に
は
み
や
げ
物
を
つ
け
る
べ
き
だ
と
作
者
は
主
張
す
る
。
後
半
部
分
で

は
、
綺
麗
に
書
い
た
手
紙
が
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
人
の
手
で
持
た
れ
て
い
た
た
め
に
、
見
た
目
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
嘆
い
て
い
る
。
②
は
、
返
事
を
し
な
い
人
や
、
今
め
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
古
め
か
し
い
歌
を
詠
む
人
が
よ
ろ
し
く
な
い
と
述
べ

て
い
る
。
⑫
も
返
事
が
な
か
な
か
こ
な
い
と
い
う
部
分
で
同
様
で
あ
る
。

③
は
、「
折
か
ら
あ
は
れ
な
り
し
人
の
文
」
が
、
あ
た
か
も
物
語
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
場
面
で
あ
る
。

④
は
、
女
性
の
部
屋
を
覘
い
た
男
性
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
枕
上
に
広
げ
た
ま
ま
置
い
て
あ
る
紫
の
紙
を
貼
っ
た
扇
と
、

薄
藍
色
か
紅
色
か
わ
か
ら
な
い
が
、
細
い
み
ち
の
く
に
紙
の
畳
紙
が
印
象
的
で
あ
る
。
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⑤
は
、
前
節
の
①
に
挙
げ
た
場
面
の
続
き
で
あ
る
。
恋
の
始
ま
り
を
描
く
こ
の
場
面
は
、
手
紙
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
、
差
出
人

と
受
取
人
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
の
人
物
た
ち
の
情
景
も
描
い
て
お
り
、
作
者
は
、
そ
れ
を
微
笑
ま
し
く
見
て
い
る
。

⑥
は
、
女
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
て
い
た
男
が
、
暁
に
出
る
仕
度
を
す
る
場
面
で
あ
り
、
枕
元
に
お
い
て
あ
っ
た
畳
紙
を
懐
に
入
れ

て
い
る
場
面
で
あ
る
。
情
趣
の
か
け
ら
も
な
い
男
性
の
仕
草
が
面
白
み
を
も
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
畳
紙
を
持
つ
と
こ
ろ
で
、
準

備
が
終
わ
る
あ
た
り
、
作
者
の
抜
け
目
な
い
観
察
が
分
か
る
。
こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
、
⑮
で
あ
る
。
暁
に
出
て
い
っ
た
男
が
枕

元
に
笛
を
忘
れ
た
場
面
で
あ
る
。
笛
を
紙
に
包
ん
で
返
す
そ
の
様
子
が
、
立
て
文
の
よ
う
に
見
え
て
面
白
い
と
作
者
は
述
べ
る
。

畳
紙
す
ら
忘
れ
な
い
つ
れ
な
い
男
と
、
笛
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
取
り
に
来
る
男
が
対
照
的
に
見
え
る
。

⑦
は
、
一
般
的
な
手
紙
の
使
い
で
は
な
く
、
天
皇
か
ら
の
手
紙
の
使
い
と
な
っ
た
蔵
人
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。
作
者
は
蔵

人
の
立
場
に
な
っ
て
、
待
遇
の
良
さ
、
服
の
色
の
悪
さ
な
ど
に
思
考
を
巡
ら
せ
て
い
る
。

⑧
は
、
人
に
あ
げ
た
文
に
対
し
て
、「
こ
う
す
れ
ば
良
か
っ
た
」
と
後
悔
す
る
場
面
と
、
見
た
い
と
思
っ
た
文
を
他
の
人
が
取

っ
て
、
作
者
が
手
を
出
せ
な
い
庭
に
ま
で
出
て
読
ん
で
い
る
の
は
、
飛
び
出
し
て
で
も
読
み
た
い
も
の
だ
と
述
べ
る
場
面
で
あ

る
。
自
分
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
手
紙
に
対
す
る
歯
が
ゆ
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
⑨
も
、
他
人
が
関
わ
る
場
面
で
あ

る
。
見
せ
る
べ
き
で
は
な
い
人
に
手
紙
を
見
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
⑧
⑨
は
い
ず
れ
も
、
手
紙
の
秘
儀
性
に
つ
い
て
も
考
え
さ

せ
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
⑬
は
手
紙
を
見
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
逸
る
場
面
を
描
い
て
お
り
、
見
た
い
手
紙
が
な
か
な
か

見
ら
れ
な
い
じ
れ
っ
た
さ
が
、
⑧
に
通
じ
る
。
ま
た
、
⑯
は
、「
立
て
文
」
や
「
白
き
紙
」
に
包
ま
れ
た
も
の
の
中
身
を
知
り
た

い
と
い
う
心
境
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
手
紙
を
見
た
い
と
い
う
心
境
に
通
じ
る
。

⑩
は
、
天
皇
と
東
宮
か
ら
ほ
と
ん
ど
時
間
を
空
け
ず
に
、
定
子
の
元
に
手
紙
が
来
た
場
面
を
描
い
て
い
る
。
天
皇
と
東
宮
か
ら

の
手
紙
を
大
勢
で
見
て
い
る
様
が
描
か
れ
、
華
や
か
な
印
象
で
あ
る
。
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⑪
は
、
女
房
な
ら
で
は
の
悩
み
を
叙
述
し
た
場
面
で
あ
る
。
⑭
は
、
女
の
元
か
ら
帰
っ
た
男
が
、
眠
り
も
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
、

心
を
こ
め
て
手
紙
を
書
く
さ
ま
を
取
り
上
げ
、
素
晴
ら
し
い
と
評
価
し
て
い
る
。

⑰
は
、
手
紙
の
言
葉
遣
い
に
対
し
て
の
批
評
で
あ
る
。
自
分
よ
り
も
身
分
の
低
い
と
こ
ろ
に
送
る
手
紙
に
か
し
こ
ま
っ
た
言
葉

を
使
う
の
も
良
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
不
躾
な
よ
り
は
良
い
と
述
べ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
作
者
は
、
和
歌
だ
け
の
手
紙
や
恋
文
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
手
紙
を
論
じ
る
こ
と
は
少
な
く
、
む

し
ろ
自
分
の
仕
事
先
で
の
人
間
関
係
に
視
線
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
分
か
る
。
し
か
し
、
第
三
者
に
目
を
向
け
た
と
き
の

み
、
恋
文
に
視
線
を
向
け
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
手
紙
の
内
容
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
手

紙
を
書
く
人
、
読
む
人
の
動
作
に
着
目
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
実
際
に
作
者
の
周
辺
で
遣
り
取
り
さ
れ
た
手
紙

前
節
ま
で
は
、
作
者
が
遣
り
取
り
し
た
の
で
は
な
い
手
紙
、
間
近
で
は
見
て
い
な
い
手
紙
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
場
面
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
実
際
に
作
者
が
遣
り
取
り
し
た
、
も
し
く
は
、
作
者
が
女
房
と
い
う
立
場
上
、
極

め
て
間
近
で
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
手
紙
で
あ
る
。

①
菩
提
と
い
ふ
寺
に
結
縁
の
八
講
せ
し
に
詣
で
た
る
に
、
人
の
も
と
よ
り
「
と
く
帰
り
た
ま
ひ
ね
、
い
と
さ
う
ざ
う
し
」

と
言
ひ
た
れ
ば
、
蓮
の
葉
の
う
ら
に

も
と
め
て
も
か
か
る
は
ち
す
の
露
を
置
き
て
う
き
世
に
ま
た
は
か
へ
る
も
の
か
は
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と
書
き
て
や
り
つ
。
ま
こ
と
に
い
と
た
ふ
と
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
や
が
て
と
ま
り
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、
さ
う
ち
う
が

家
の
人
の
も
ど
か
し
さ
も
忘
れ
ぬ
べ
し
。（
第
三
二
段
　
菩
提
と
い
ふ
寺
に
）

②
〈
朝
顔
の
露
落
ち
ぬ
さ
き
に
文
書
か
む
〉
と
道
の
ほ
ど
も
心
も
と
な
く
、「
麻
生
の
下
草
」
な
ど
口
ず
さ
み
つ
つ
わ
が

方
に
行
く
に
、
…
…
霧
の
絶
え
間
見
え
ぬ
べ
き
ほ
ど
、
い
そ
ぎ
つ
る
文
も
た
ゆ
み
ぬ
る
こ
そ
、
う
し
ろ
め
た
け
れ
。

出
で
ぬ
る
人
も
、〈
い
つ
の
ほ
ど
に
か
〉
と
見
え
て
萩
の
露
な
が
ら
お
し
折
り
た
る
に
付
け
て
あ
れ
ど
、
え
さ
し
出
で

ず
。
香
の
紙
の
い
み
じ
う
し
め
た
る
匂
ひ
、
い
と
を
か
し
。
あ
ま
り
は
し
た
な
き
ほ
ど
に
な
れ
ば
立
ち
出
で
て
、〈
わ
が

お
き
つ
る
所
も
か
く
や
〉
と
思
ひ
や
ら
る
る
も
、
を
か
し
か
り
ぬ
べ
し
。（
第
三
四
段
　
七
月
ば
か
り
い
み
じ
う
暑
け
れ

ば
）

③
「
た
だ
こ
こ
も
と
に
人
づ
て
な
ら
で
申
す
べ
き
事
な
む
」
と
言
へ
ば
さ
し
出
で
て
問
ふ
に
、「
こ
れ
、
頭
の
殿
の
奉
ら
せ

た
ま
ふ
。
御
返
事
と
く
」
と
言
ふ
。〈
い
み
じ
く
に
く
み
た
ま
ふ
に
い
か
な
る
文
な
ら
む
〉
と
思
へ
ど
、
た
だ
今
い
そ
ぎ

見
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
、「
往
ね
、
今
聞
え
む
」
と
て
懐
に
引
き
入
れ
て
な
ほ
な
ほ
人
の
物
言
ふ
聞
き
な
ど
す
る
、
す

な
は
ち
帰
り
来
て
「『
さ
ら
ば
そ
の
あ
り
つ
る
御
文
を
給
は
り
て
来
』
と
な
む
仰
せ
ら
る
る
。
と
く
と
く
」
と
言
ふ
が
あ

や
し
う
、〈
い
せ
の
物
語
な
り
や
〉
と
て
見
れ
ば
青
き
薄
様
に
い
と
清
げ
に
書
き
た
ま
へ
り
。
心
と
き
め
き
し
つ
る
さ
ま

に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。（
第
七
九
段
　
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
）

④
夜
い
た
う
ふ
け
て
門
を
い
た
う
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
叩
け
ば
、〈
何
の
、
か
う
心
も
な
う
、
遠
か
ら
ぬ
門
を
高
く
叩
く
ら

む
〉
と
聞
き
て
問
は
す
れ
ば
、
滝
口
な
り
け
り
。「
左
衛
門
の
尉
の
」
と
て
文
を
持
て
来
た
り
。
み
な
寝
た
る
に
火
取
り

よ
せ
て
見
れ
ば
、

明
日
御
読
経
の
結
願
に
て
、
宰
相
の
中
将
御
物
忌
に
籠
り
た
ま
へ
り
。「
い
も
う
と
の
あ
り
所
申
せ
申
せ
」
と
責
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め
ら
る
る
に
、
ず
ち
な
し
。
さ
ら
に
え
隠
し
申
す
ま
じ
。「
さ
な
む
」
と
や
聞
か
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
。
い
か
に
。

仰
せ
に
し
た
が
は
む
。

と
言
ひ
た
る
、
返
事
は
書
か
で
、
布
を
一
寸
ば
か
り
紙
に
包
み
て
や
り
つ
。

さ
て
、
後
来
て
、

一
夜
は
責
め
た
て
ら
れ
て
、
す
ず
ろ
な
る
所
々
に
な
む
率
て
あ
り
き
た
て
ま
つ
り
し
。
ま
め
や
か
に
さ
い
な
む
に
、

い
と
か
ら
し
。
…
…

と
言
ふ
。〈
い
さ
さ
か
心
も
得
ざ
り
け
る
〉
と
見
る
が
に
く
け
れ
ば
、
物
も
言
は
で
硯
に
あ
る
紙
の
端
に
、

か
づ
き
す
る
あ
ま
の
す
み
か
を
そ
こ
と
だ
に
ゆ
め
い
ふ
な
と
や
め
を
く
は
せ
け
む

と
書
き
て
さ
し
出
で
た
れ
ば
、「
歌
詠
ま
せ
た
ま
へ
る
か
、
さ
ら
に
見
は
べ
ら
じ
」
と
て
扇
ぎマ
マ

返
し
て
逃
げ
て
往
ぬ
。（
第

八
一
段
　
里
に
ま
か
で
た
る
に
）

⑤
局
へ
い
と
と
く
下
る
れ
ば
、
侍
の
長
な
る
者
、
柚
の
葉
の
ご
と
く
な
る
宿
直
衣
の
袖
の
上
に
青
き
紙
の
松
に
つ
け
た
る

を
置
き
て
、
わ
な
な
き
出
で
た
り
。「
そ
れ
は
い
づ
く
の
ぞ
」
と
問
へ
ば
「
斎
院
よ
り
」
と
言
ふ
に
、
ふ
と
め
で
た
う
お

ぼ
え
て
取
り
て
参
り
ぬ
。
ま
だ
大
殿
籠
り
た
れ
ば
、
ま
づ
御
帳
に
あ
た
り
た
る
御
格
子
を
碁
盤
な
ど
か
き
寄
せ
て
一
人

念
じ
あ
ぐ
る
、
い
と
お
も
し
。
片
つ
方
な
れ
ば
き
し
め
く
に
、
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ひ
て
「
な
ど
さ
は
す
る
事
ぞ
」
と
の

た
ま
は
す
れ
ば
、「
斎
院
よ
り
御
文
の
さ
ぶ
ら
ふ
に
は
、
い
か
で
か
い
そ
ぎ
あ
げ
は
べ
ら
ざ
ら
む
」
と
申
す
に
、「
げ
に

い
と
疾
か
り
け
り
」
と
て
起
き
さ
せ
た
ま
へ
り
。
御
文
あ
け
さ
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
五
寸
ば
か
り
な
る
卯
槌
二
つ
を
卯
杖
の

さ
ま
に
頭
な
ど
を
包
み
て
、
山
橘
日
陰
山
菅
な
ど
う
つ
く
し
げ
に
飾
り
て
、
御
文
は
な
し
。「
た
だ
な
る
や
う
あ
ら
む

や
は
」
と
て
御
覧
ず
れ
ば
、
卯
杖
の
頭
包
み
た
る
小
さ
き
紙
に
、
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山
と
よ
む
を
の
の
響
き
を
た
づ
ぬ
れ
ば
い
は
ひ
の
つ
ゑ
の
音
に
ぞ
あ
り
け
る

御
返
し
書
か
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
も
、
い
と
め
で
た
し
。（
第
八
四
段
　
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
西
の
廂
に
）

⑥
二
十
日
ま
ゐ
り
た
る
に
も
、
ま
づ
こ
の
事
を
御
前
に
て
も
言
ふ
。「
身
は
投
げ
つ
」
と
て
蓋
の
か
ぎ
り
持
て
来
た
り
け
む

法
師
の
や
う
に
す
な
は
ち
持
て
来
し
が
あ
さ
ま
し
か
り
し
事
、
物
の
蓋
に
小
山
作
り
て
白
き
紙
に
歌
い
み
じ
う
書
き
て

ま
ゐ
ら
せ
む
と
せ
し
事
な
ど
啓
す
れ
ば
、
い
み
じ
く
笑
は
せ
た
ま
ふ
。（
第
八
四
段
　
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ

西
の
廂
に
）

⑦
い
さ
さ
か
な
る
御
文
を
書
き
て
投
げ
給
は
せ
た
り
。
見
れ
ば
、

元
輔
が
の
ち
と
い
は
る
る
君
し
も
や
こ
よ
ひ
の
歌
に
は
づ
れ
て
は
を
る

と
あ
る
を
見
る
に
、
を
か
し
き
事
ぞ
た
ぐ
ひ
な
き
や
。
い
み
じ
う
笑
へ
ば
、「
何
事
ぞ
、
何
事
ぞ
」
と
大
臣
も
問
ひ
た
ま

ふ
。（
第
九
六
段
　
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
）

⑧
御
方
々
君
達
上
人
な
ど
御
前
に
人
の
い
と
お
ほ
く
さ
ぶ
ら
へ
ば
、
廂
の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
女
房
と
物
語
な
ど
し
て
ゐ

た
る
に
物
を
投
げ
給
は
せ
た
る
、
あ
け
て
見
た
れ
ば
「
思
ふ
べ
し
や
い
な
や
、
人
第
一
な
ら
ず
は
い
か
に
」
と
書
か
せ

た
ま
へ
り
。（
第
九
八
段
　
御
方
々
君
達
上
人
な
ど
）

⑨
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
空
い
み
じ
う
黒
き
に
雪
す
こ
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
、
黒
戸
に
主
殿
寮
来

て
「
か
う
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
言
へ
ば
寄
り
た
る
に
、「
こ
れ
公
任
の
宰
相
殿
の
」
と
て
あ
る
を
見
れ
ば
、
懐
紙
に

す
こ
し
は
る
あ
る
心
ち
こ
そ
す
れ

と
あ
る
は
、
げ
に
今
日
の
け
し
き
に
い
と
よ
う
あ
ひ
た
る
も
、〈
こ
れ
が
本
は
い
か
で
か
つ
く
べ
か
ら
む
〉
と
思
ひ
わ
づ

ら
ひ
ぬ
。（
第
一
〇
三
段
　
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
）
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⑩
頭
弁
の
御
も
と
よ
り
主
殿
司
、
絵
な
ど
や
う
な
る
物
を
白
き
色
紙
に
包
み
て
、
梅
の
花
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
に
つ
け

て
持
て
来
た
り
。〈
絵
に
や
あ
ら
む
〉
と
い
そ
ぎ
取
り
入
れ
て
見
れ
ば
、「
餅
餤
」
と
い
ふ
物
を
二
つ
な
ら
べ
て
包
み
た

る
な
り
け
り
。
添
へ
た
る
立
て
文
に
は
解
文
の
や
う
に
て
、

進
上

餅
餤
一
包

例
に
依
て
進
上
如
件

別
当
　
少
納
言
殿

と
て
月
日
書
き
て
、「
み
ま
な
の
な
り
ゆ
き
」
と
て
、
奥
に
「
こ
の
を
の
こ
は
み
づ
か
ら
ま
ゐ
ら
む
と
す
る
を
、
昼
は
か

た
ち
わ
ろ
し
と
て
ま
ゐ
ら
ぬ
な
め
り
」
と
、
い
み
じ
う
を
か
し
げ
に
書
い
た
ま
へ
り
。
…
…
返
事
を
い
み
じ
う
赤
き
薄

様
に
「
み
づ
か
ら
持
て
ま
う
で
来
ぬ
下
部
は
、
い
と
冷
淡
な
り
と
な
む
見
ゆ
め
る
」
と
て
、
め
で
た
き
紅
梅
に
つ
け
て
奉

り
た
る
…
…
（
第
一
二
八
段
　
二
月
宮
の
司
に
）

⑪
頭
弁
の
、
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ
し
に
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
。「
明
日
御
物
忌
な
る
に
籠
る
べ
け
れ

ば
、
丑
に
な
り
な
ば
あ
し
か
り
な
む
」
と
て
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
ぬ
。
つ
と
め
て
、
蔵
人
所
の
紙
屋
紙
ひ
き
重
ね
て
、

今
日
は
残
り
お
ほ
か
る
心
地
な
む
す
る
。
夜
を
と
ほ
し
て
昔
物
語
も
聞
え
明
か
さ
む
と
せ
し
を
、
鶏
の
声
に
も
よ

ほ
さ
れ
て
な
む
。

と
い
み
じ
う
言
お
ほ
く
書
き
た
ま
へ
る
、
い
と
め
で
た
し
。
…
…
（
第
一
三
一
段
　
頭
弁
の
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
）

⑫
円
融
院
の
御
果
て
の
年
皆
人
御
服
ぬ
ぎ
な
ど
し
て
、
あ
は
れ
な
る
事
を
お
ほ
や
け
よ
り
は
じ
め
て
院
の
御
事
な
ど
思
ひ

出
づ
る
に
、
雨
の
い
た
う
降
る
日
、
藤
三
位
の
局
に
蓑
虫
の
や
う
な
る
童
の
大
き
な
る
、
白
き
木
に
立
て
文
を
つ
け
て
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「
こ
れ
奉
ら
せ
む
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
い
づ
こ
よ
り
ぞ
、
今
日
明
日
は
物
忌
な
れ
ば
蔀
も
ま
ゐ
ら
ぬ
ぞ
」
と
て
下
は
立

て
た
る
蔀
よ
り
取
り
入
れ
て
、「
さ
な
む
」
と
は
聞
か
せ
た
ま
へ
れ
ど
「
物
忌
な
れ
ば
見
ず
」
と
て
上
に
つ
い
さ
し
て
置

き
た
る
を
、
つ
と
め
て
手
洗
ひ
て
「
い
で
、
そ
の
昨
日
の
巻
数
」
と
て
こ
ひ
出
で
て
伏
し
拝
み
て
開
け
た
れ
ば
、
胡
桃

色
と
い
ふ
色
紙
の
厚
肥
え
た
る
を
〈
あ
や
し
〉
と
思
ひ
て
開
け
も
て
行
け
ば
、
法
師
の
い
み
じ
げ
な
る
手
に
て

こ
れ
を
だ
に
か
た
み
と
思
ふ
に
み
や
こ
に
は
葉
が
へ
や
し
つ
る
椎
柴
の
袖
…
…
（
第
一
三
三
段
　
円
融
院
の
御
果

て
の
年
）

⑬
内
の
御
物
忌
な
る
日
、
右
近
の
将
監
み
つ
な
に
と
か
や
い
ふ
者
し
て
畳
紙
に
書
き
て
お
こ
せ
た
る
を
見
れ
ば
、
…
…

（
第
一
五
六
段
　
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
）

⑭
み
あ
れ
の
宣
旨
の
、
上
に
、
五
寸
ば
か
り
な
る
殿
上
童
の
い
と
を
か
し
げ
な
る
を
作
り
て
み
づ
ら
結
ひ
装
束
な
ど
う
る

は
し
く
し
て
な
か
に
名
書
き
て
奉
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
を
、「
と
も
あ
き
ら
の
お
ほ
君
」
と
書
い
た
り
け
る
を
、
い
み
じ
う

こ
そ
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
。（
第
一
七
七
段
　
み
あ
れ
の
宣
旨
の
）

⑮
さ
て
も
誰
か
、
か
く
に
く
き
わ
ざ
は
し
つ
ら
む
。
お
ほ
か
た
〈
心
づ
き
な
し
〉
と
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
る
を
り
も
押
し
ひ

し
ぎ
つ
つ
あ
る
も
の
を
。
ま
い
て
〈
い
み
じ
、
に
く
し
〉
と
思
へ
ど
、
ま
だ
う
ひ
う
ひ
し
け
れ
ば
と
も
か
く
も
え
啓
し

返
さ
で
、
明
け
ぬ
れ
ば
下
り
た
る
す
な
は
ち
、
浅
緑
な
る
薄
様
に
艶
な
る
文
を
「
こ
れ
」
と
て
来
た
る
、
あ
け
て
見
れ
ば

い
か
に
し
て
い
か
に
知
ら
ま
し
い
つ
は
り
を
空
に
た
だ
す
の
神
な
か
り
せ
ば

と
な
む
御
け
し
き
は
。
…
…
（
第
一
七
八
段
　
宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
）

⑯
「
細
殿
に
便
な
き
人
な
む
、
暁
に
傘
さ
し
て
出
で
け
る
」
と
言
ひ
出
で
た
る
を
、
よ
く
聞
け
ば
わ
が
上
な
り
け
り
。
地
下

な
ど
い
ひ
て
も
目
や
す
く
、
人
に
ゆ
る
さ
る
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ざ
な
る
を
、〈
あ
や
し
の
事
や
〉
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
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上
よ
り
御
文
持
て
来
て
「
返
事
た
だ
い
ま
」
と
仰
せ
ら
れ
た
り
。〈
何
事
に
か
〉
と
て
見
れ
ば
、
大
傘
の
絵
を
か
き
て
、

人
は
見
え
ず
た
だ
手
の
限
り
を
と
ら
へ
さ
せ
て
、
下
に

山
の
は
あ
け
し
あ
し
た
よ
り

と
書
か
せ
た
ま
へ
り
。

な
ほ
は
か
な
き
事
に
て
も
た
だ
め
で
た
く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
、〈
は
づ
か
し
く
心
づ
き
な
き
事
は
い
か
で
か

御
覧
ぜ
ら
れ
じ
〉
と
思
ふ
に
か
か
る
そ
ら
言
の
出
で
来
る
、
苦
し
け
れ
ど
を
か
し
く
て
、
こ
と
紙
に
雨
を
い
み
じ
う
降

ら
せ
て
、
下
に

な
ら
ぬ
名
の
た
ち
に
け
る
か
な

さ
て
や
濡
れ
衣
に
は
な
り
は
べ
ら
む

と
啓
し
た
れ
ば
、
右
近
の
内
侍
な
ど
に
語
ら
せ
た
ま
ひ
て
笑
は
せ
た
ま
ひ
け
り
。（
第
二
二
三
段
　
細
殿
に
便
な
き
人
な

む
）

⑰
三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
五
日
の
菖
蒲
の
輿
な
ど
持
て
ま
ゐ
り
、
薬
玉
ま
ゐ
ら
せ
な
ど
す
。
若
き
人
々
御
匣
殿
な

ど
薬
玉
し
て
、
姫
宮
若
宮
に
つ
け
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
い
と
を
か
し
き
薬
玉
ど
も
ほ
か
よ
り
ま
ゐ
ら
せ
た
る
に
、

「
青
ざ
し
」
と
い
ふ
物
を
持
て
来
た
る
を
、
青
き
薄
様
を
艶
な
る
硯
の
蓋
に
敷
き
て
、「
こ
れ
ま
せ
越
し
に
さ
ぶ
ら
ふ
」

と
て
ま
ゐ
ら
せ
た
れ
ば
、

み
な
人
の
花
や
蝶
や
と
い
そ
ぐ
日
も
わ
が
心
を
ば
き
み
ぞ
し
り
け
る

こ
の
紙
の
端
を
引
き
破
ら
せ
た
ま
ひ
て
書
か
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
め
で
た
し
。（
第
二
二
四
段
　
三
条
の
宮
に
お
は
し
ま

す
こ
ろ
）
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⑱
清
水
に
籠
り
た
り
し
に
わ
ざ
と
御
使
し
て
給
は
せ
た
り
し
、
唐
の
紙
の
赤
み
た
る
に
草
に
て
、

山
ち
か
き
入
あ
ひ
の
鐘
の
こ
ゑ
ご
と
に
こ
ふ
る
こ
こ
ろ
の
数
は
し
る
ら
む
も
の
を
、
こ
よ
な
の
長
居
や

と
ぞ
書
か
せ
た
ま
へ
る
。

紙
な
ど
の
な
め
げ
な
ら
ぬ
も
取
り
忘
れ
た
る
旅
に
て
、
紫
な
る
蓮
の
花
び
ら
に
書
き
て
ま
ゐ
ら
す
。（
第
二
二
六
段
　
清

水
に
籠
り
た
り
し
に
）

⑲
御
文
は
、
大
納
言
取
り
て
殿
に
奉
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
引
き
解
き
て
「
ゆ
か
し
き
御
文
か
な
、
ゆ
る
さ
れ
は
べ
ら
ば
開
け

て
見
は
べ
ら
む
」
と
は
の
た
ま
は
す
れ
ど
、「
あ
や
ふ
し
と
お
ぼ
い
た
め
り
。
か
た
じ
け
な
く
も
あ
り
」
と
て
奉
ら
せ
た

ま
ふ
を
、
取
ら
せ
た
ま
ひ
て
も
ひ
ろ
げ
さ
せ
た
ま
ふ
や
う
に
も
あ
ら
ず
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
御
用
意
ぞ
、
あ
り
が
た
き
。

御
簾
の
う
ち
よ
り
女
房
褥
さ
し
出
で
て
、
三
四
人
御
几
帳
の
も
と
に
ゐ
た
り
。「
あ
な
た
に
ま
か
り
て
、
禄
の
事
も
の
し

は
べ
ら
む
」
と
て
立
た
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
後
ぞ
、
御
文
御
覧
ず
る
。
御
返
し
紅
梅
の
薄
様
に
書
か
せ
た
ま
ふ
が
、
御
衣
の

同
じ
色
に
に
ほ
ひ
か
よ
ひ
た
る
、〈
な
ほ
か
く
し
も
お
し
は
か
り
ま
ゐ
ら
す
る
人
は
な
く
や
あ
ら
む
〉
と
ぞ
く
ち
を
し

き
。「
今
日
の
は
こ
と
さ
ら
に
」
と
て
、
殿
の
御
方
よ
り
禄
は
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
。
女
の
装
束
に
紅
梅
の
細
長
そ
へ
た
り
。

（
第
二
六
二
段
　
関
白
殿
二
月
二
十
一
日
に
）

⑳
月
の
い
み
じ
う
明
か
き
夜
、
紙
の
ま
た
い
み
じ
う
赤
き
に
た
だ
「
あ
ら
ず
と
も
」
と
書
き
た
る
を
、
廂
に
さ
し
入
り
た

る
月
に
あ
て
て
人
の
見
し
こ
そ
、
を
か
し
か
り
し
か
。
雨
降
ら
む
を
り
は
、
さ
は
あ
り
な
む
や
。（
第
二
七
六
段
　
成
信

の
中
将
は
入
道
兵
部
卿
の
宮
の
御
子
に
て
）

常
に
文
お
こ
す
る
人
の
「
何
か
は
。
言
ふ
に
も
か
ひ
な
し
、
今
は
」
と
言
ひ
て
ま
た
の
日
音
も
せ
ね
ば
、
さ
す
が
に
明

け
た
て
ば
〈
さ
し
出
づ
る
文
の
見
え
ぬ
こ
そ
、
さ
う
ざ
う
し
け
れ
〉
と
思
ひ
て
、「
さ
て
も
き
は
ぎ
は
し
か
り
け
る
心
か
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な
」
と
言
ひ
て
暮
ら
し
つ
。

ま
た
の
日
、
雨
の
い
た
く
降
る
昼
ま
で
音
も
せ
ね
ば
、「
む
げ
に
思
ひ
絶
え
に
け
り
」
な
ど
言
ひ
て
端
の
方
に
ゐ
た
る

夕
暮
に
、
傘
さ
し
た
る
者
の
持
て
来
た
る
文
を
常
よ
り
も
と
く
開
け
て
見
れ
ば
、
た
だ
「
水
増
す
雨
の
」
と
あ
る
、
い

と
お
ほ
く
詠
み
出
だ
し
つ
る
歌
ど
も
よ
り
も
を
か
し
。

今
朝
は
さ
し
も
見
え
ざ
り
つ
る
空
の
、
い
と
暗
う
か
き
曇
り
て
雪
の
か
き
く
ら
し
降
る
に
、
い
と
心
細
く
見
出
だ
す

ほ
ど
も
な
く
白
う
積
り
て
な
ほ
い
み
じ
う
降
る
に
、
随
人
め
き
て
細
や
か
な
る
を
の
こ
の
、
傘
さ
し
て
そ
ば
の
方
な
る

塀
の
戸
よ
り
入
り
て
文
を
さ
し
入
れ
た
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。
い
と
白
き
み
ち
の
く
に
紙
白
き
色
紙
の
結
び
た
る
上

に
引
き
わ
た
し
け
る
墨
の
、
ふ
と
氷
り
に
け
れ
ば
裾
薄
に
な
り
た
る
を
開
け
た
れ
ば
、
い
と
細
く
巻
き
て
結
び
た
る
巻

目
は
こ
ま
ご
ま
と
く
ぼ
み
た
る
に
、
墨
の
い
と
黒
う
薄
く
く
だ
り
狭
に
裏
表
書
き
乱
り
た
る
を
う
ち
返
し
久
し
う
見
る

こ
そ
、〈
何
事
な
ら
む
〉
と
よ
そ
に
て
見
や
り
た
る
も
、
を
か
し
け
れ
。
ま
い
て
、
う
ち
ほ
ほ
ゑ
む
所
は
い
と
ゆ
か
し
け

れ
ど
、
遠
う
ゐ
た
る
は
黒
き
文
字
な
ど
ば
か
り
ぞ
〈
さ
な
め
り
〉
と
お
ぼ
ゆ
る
か
し
。

額
髪
長
や
か
に
面
様
よ
き
人
の
暗
き
ほ
ど
に
文
を
得
て
、
火
と
も
す
ほ
ど
も
心
も
と
な
き
に
や
、
火
桶
の
火
を
挟
み

上
げ
て
た
ど
た
ど
し
げ
に
見
ゐ
た
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。（
第
二
七
七
段
　
常
に
文
お
こ
す
る
人
の
）

そ
の
こ
ろ
、
ま
た
同
じ
物
忌
し
に
さ
や
う
の
所
に
出
で
来
る
に
二
日
と
い
ふ
日
の
昼
つ
方
、
い
と
つ
れ
づ
れ
ま
さ
り
て

た
だ
今
も
ま
ゐ
り
ぬ
べ
き
心
地
す
る
ほ
ど
に
し
も
、
仰
せ
言
の
あ
れ
ば
い
と
う
れ
し
く
て
見
る
。
浅
緑
の
紙
に
、
宰
相

の
君
い
と
を
か
し
げ
に
書
い
た
ま
へ
り
。
…
…
（
第
二
八
四
段
　
三
月
ば
か
り
物
忌
し
に
と
て
）

①
の
「
蓮
の
葉
」
は
、
本
物
の
蓮
の
葉
に
文
字
を
書
い
た
と
も
取
れ
る
が
、
能
因
本
で
は
「
蓮
の
花
び
ら
」
と
な
っ
て
お
り
、
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散
華
用
の
紙
と
も
取
れ
る
。
蓮
の
葉
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
作
者
は
瓜
に
顔
を
描
く
と
い
っ
た
こ
と
も
す
る
の
で
違
和
感
は
な

い
。
ま
た
、
⑱
は
、
こ
の
場
面
と
同
様
の
設
定
で
あ
る
。
寺
に
籠
っ
た
作
者
の
も
と
に
、
定
子
か
ら
手
紙
が
来
た
の
で
、
散
華
用

の
紫
色
の
蓮
の
花
び
ら
に
返
事
を
書
い
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
①
で
は
何
の
こ
と
わ
り
も
な
く
蓮
の
葉
（
も
し
く

は
散
華
用
の
紙
）
に
返
事
を
書
い
た
と
あ
る
が
、
⑱
で
は
、「
紙
な
ど
の
な
め
げ
な
ら
う
も
取
り
忘
れ
た
る
旅
に
て
」
と
こ
と
わ

り
を
入
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
散
華
用
の
紙
は
本
来
、
手
紙
用
の
紙
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
こ
と
わ
り
の
有
無
か

ら
、
散
華
用
の
紙
に
文
字
を
書
く
こ
と
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
た
、
紙
の
色
に
着
目
す
る
と
、
作
者
が
ほ

と
ん
ど
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
赤
い
紙
が
こ
こ
で
出
て
来
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
赤
い
紙
に
つ
い
て
は
、
他
の
用
例
も
見
た

上
で
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
①
を
、
本
物
の
蓮
の
葉
に
文
字
を
書
い
た
と
取
っ
た
場
合
は
、
⑭
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
⑭
は
、

み
あ
れ
の
宣
旨
が
、
天
皇
に
、
殿
上
童
の
形
を
し
た
人
形
の
中
に
「
と
も
あ
き
ら
の
お
ほ
君
」
と
書
い
て
贈
っ
た
と
い
う
場
面
で

あ
る
。
と
も
に
、
紙
以
外
の
も
の
に
文
字
を
書
い
て
贈
っ
た
と
い
う
部
分
が
共
通
し
て
お
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』
を
連
想
さ
せ
る

場
面
に
な
っ
て
い
る
。

②
は
、
女
の
元
か
ら
の
帰
り
道
に
、
別
の
女
の
部
屋
を
覘
い
た
男
の
様
子
が
描
か
れ
た
場
面
で
あ
る
。
一
晩
泊
ま
っ
た
女
性

に
、
す
ぐ
に
で
も
手
紙
を
書
こ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
思
い
の
ほ
か
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
、
後
朝
の
文
が
遅
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
男
と
は
対
照
的
に
、
こ
の
男
が
覘
い
た
女
の
と
こ
ろ
に
い
た
で
あ
ろ
う
男
か
ら
は
、「
萩
の
露
な
が
ら
お
し
折
り
た
る
に
」

香
を
焚
き
し
め
た
後
朝
の
文
を
付
け
て
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
見
た
最
初
の
男
は
、
自
分
が
出
て
き
た
女
の
と
こ
ろ
も
こ
う
で

あ
る
の
か
と
考
え
、
そ
の
様
子
を
、
作
者
は
趣
深
い
と
賞
す
の
で
あ
る
。

③
は
、
藤
原
斉
信
が
作
者
と
仲
違
い
し
て
い
る
際
に
送
っ
て
き
た
手
紙
で
あ
る
。
返
事
を
急
か
し
た
手
紙
の
内
容
は
省
略
す
る

が
、「
青
き
薄
様
に
い
と
清
げ
に
書
」
か
れ
た
手
紙
は
、
ま
る
で
恋
文
の
よ
う
で
あ
る
の
に
、
作
者
は
「
心
と
き
め
き
し
つ
る
さ
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ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
」
と
一
蹴
す
る
。

④
は
、
作
者
が
里
籠
り
し
て
い
た
際
に
、
作
者
の
居
所
を
知
っ
て
い
た
橘
則
光
と
作
者
と
の
間
の
文
の
遣
り
取
り
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
。
作
者
と
則
光
の
意
思
疎
通
が
な
か
な
か
成
立
し
な
い
と
こ
ろ
に
面
白
み
が
あ
る
が
、
作
者
の
返
事
の
仕
方
が
粋
で
あ

る
。
ま
た
、
作
者
が
和
歌
を
書
け
ば
、
そ
の
紙
を
扇
で
扇
い
で
、「
見
な
い
」
と
い
う
意
思
表
示
を
す
る
則
光
の
行
動
も
滑
稽
で

あ
る
。『
枕
草
子
』
で
は
、
機
知
に
富
ん
だ
遣
り
取
り
が
多
く
描
か
れ
、
そ
れ
を
理
解
す
る
人
間
の
登
場
が
必
要
と
な
っ
て
く
る

が
、
則
光
は
、
そ
の
枠
に
当
て
は
ま
ら
な
い
、
作
者
か
ら
す
れ
ば
駄
目
な
人
間
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

⑤
は
、
松
に
つ
け
た
青
い
手
紙
が
、
侍
の
長
の
宿
直
衣
の
濃
緑
の
袖
と
あ
た
か
も
セ
ッ
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
。
こ
の
場
面
は
、
意
識
的
に
手
紙
の
使
と
な
っ
た
人
物
の
存
在
を
際
立
た
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
斎
院
か
ら
の
手
紙
に

は
文
字
は
な
く
、
た
だ
、「
五
寸
ば
か
り
な
る
卯
槌
二
つ
を
卯
杖
の
さ
ま
に
頭
な
ど
を
包
み
て
、
山
橘
日
陰
山
菅
な
ど
う
つ
く
し

げ
に
飾
」
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
卯
杖
の
頭
を
包
ん
で
い
た
小
さ
な
紙
に
は
和
歌
が
あ
り
、
作
者
は
、
そ
の
贈

り
物
を
素
晴
ら
し
い
も
の
と
し
て
見
て
い
る
。
ま
た
、
斎
院
へ
の
返
事
を
書
く
定
子
の
様
子
も
、
こ
の
後
に
描
か
れ
て
い
る
。

⑥
は
、「
身
は
投
げ
つ
」
の
言
葉
通
り
、
実
は
な
く
、
蓋
だ
け
を
用
い
、
そ
こ
に
雪
で
小
山
を
作
っ
て
、
雪
に
合
わ
せ
た
白
い

紙
に
歌
を
書
い
て
定
子
に
渡
し
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
作
者
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
好
き
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
示
す
場
面
だ
と
も
言
え
そ
う
な
場
面
で
あ
る
。

⑦
⑧
は
、
と
も
に
、
定
子
が
文
字
を
書
い
た
紙
を
投
げ
て
よ
こ
し
た
場
面
で
あ
る
。
紙
の
種
類
な
ど
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い

こ
と
、
作
者
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
、
一
致
し
て
い
る
。
⑨
は
、
有
名
な
段
で
あ
る

が
、
完
結
に
ま
と
め
る
と
、
作
者
の
機
智
を
述
べ
た
段
で
あ
る
。
⑩
も
、
自
賛
の
段
で
あ
る
。
行
成
か
ら
、
梅
の
花
を
つ
け
た
、

白
い
紙
に
包
ま
れ
た
「
餅
餤
」
が
贈
ら
れ
て
き
た
。
作
者
は
、
赤
い
薄
様
に
紅
梅
を
つ
け
て
返
事
を
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
行
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成
は
自
ら
来
て
、
作
者
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
言
う
が
、
述
べ
た
内
容
が
則
光
や
な
り
や
す
の
よ
う
だ
と
笑
っ
て
お
し
ま
い
に
な

っ
た
と
い
う
。
⑪
は
、
作
者
と
行
成
の
歌
の
応
酬
で
あ
る
。
薄
黒
い
紙
屋
紙
に
書
か
れ
た
行
成
の
和
歌
を
発
端
と
し
、
何
度
か
作

者
と
行
成
の
間
で
和
歌
の
遣
り
取
り
が
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
他
人
の
手
に
渡
り
、
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

前
節
⑨
で
は
、「
あ
さ
ま
し
き
も
の
…
…
見
す
ま
じ
き
人
に
、
外
へ
持
て
行
く
文
見
せ
た
る
。」
と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、「
見
す

ま
じ
き
人
」
た
ち
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、「
あ
さ
ま
し
き
も
の
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑫
は
、
定
子
と
一
条
天
皇
の
戯
れ
で
あ
る
。
手
紙
の
出
所
を
偽
る
場
合
に
は
、
手
紙
の
形
式
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
使
も
仕
立
て

上
げ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
筆
跡
も
偽
る
必
要
が
あ
る
と
分
か
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
一
見
白
い
木
に
白
い
紙
を
巻
い
て
巻

数
の
よ
う
に
仕
立
て
た
文
が
、
開
け
て
み
る
と
胡
桃
色
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
に
値
し
よ
う
。
手
紙
の
様
子
か
ら
、
一
般
的
な
巻

数
が
伺
え
、
ま
た
、
手
紙
の
出
所
を
偽
る
際
に
行
な
う
細
工
な
ど
が
細
か
に
語
ら
れ
、
興
味
深
い
段
で
あ
る
。

⑬
は
、
作
者
の
と
こ
ろ
に
、
宣
方
か
ら
畳
紙
に
書
か
れ
た
手
紙
が
来
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

⑮
は
、
作
者
が
宮
仕
え
し
始
め
た
ば
か
り
の
こ
ろ
の
記
事
で
あ
る
。
作
者
が
、
定
子
を
大
事
に
思
っ
て
い
る
と
述
べ
た
と
こ

ろ
、
誰
か
が
く
し
ゃ
み
を
し
、
そ
の
た
め
に
作
者
の
言
は
嘘
だ
と
言
っ
て
、
定
子
は
奥
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
夜
明
け

に
局
へ
下
が
っ
た
後
、
薄
緑
の
薄
様
の
素
晴
ら
し
い
手
紙
が
定
子
か
ら
来
て
、
作
者
は
一
安
心
し
た
と
あ
る
。

⑯
は
、
作
者
に
関
す
る
噂
が
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
。
暁
に
傘
を
さ
し
た
男
が
作
者
の
部
屋
か
ら
出
て
い
っ
た
と
い

う
噂
を
指
し
、
定
子
は
、
大
傘
の
絵
を
書
い
て
、
そ
こ
に
書
い
た
和
歌
に
朝
か
ら
の
意
を
込
め
、
噂
に
つ
い
て
作
者
に
尋
ね
る
。

そ
れ
に
対
し
、
作
者
は
、
雨
の
絵
を
た
く
さ
ん
書
い
て
、
濡
れ
衣
だ
と
答
え
る
。
文
字
だ
け
で
は
な
く
、
絵
を
取
り
入
れ
て
の
遣

り
取
り
が
興
味
深
い
段
で
あ
る
。

⑰
は
、
端
午
の
節
会
の
際
に
、
定
子
の
元
に
贈
ら
れ
て
き
た
青
ざ
し
を
、
作
者
が
青
い
薄
様
を
硯
の
蓋
に
敷
い
て
献
上
し
た
場
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面
で
あ
る
。
定
子
は
、
作
者
が
用
意
し
た
青
い
薄
様
に
、
返
事
を
書
い
て
い
る
。

⑲
は
、
天
皇
か
ら
の
手
紙
を
伊
周
が
受
取
り
、
道
隆
が
読
ん
で
定
子
に
渡
す
も
の
の
、
定
子
は
道
隆
が
い
な
く
な
る
ま
で
読
ま

ず
、
そ
の
後
に
返
事
を
書
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
天
皇
か
ら
の
手
紙
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
定

子
は
返
事
を
、
紅
梅
の
薄
様
に
書
い
て
い
る
。
そ
の
薄
様
の
色
と
、
定
子
の
着
る
衣
の
色
が
合
っ
て
い
て
美
し
く
、
ま
た
、
道
隆

か
ら
出
さ
れ
た
手
紙
の
使
へ
の
禄
は
、
紅
梅
の
細
長
で
あ
っ
た
と
い
う
。
全
て
紅
梅
で
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
作
者
は
め
で

た
さ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑳
は
、
作
者
が
、
雨
夜
に
男
が
来
る
の
よ
り
も
、
月
の
明
る
い
晩
や
雪
の
夜
、
風
の
夜
に
男
が
訪
れ
る
方
が
素
晴
ら
し
い
と
述

べ
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
赤
い
紙
に
書
か
れ
た
和
歌
を
、
月
の
光
に
当
て
て
読
む
女
房
の
姿
を
見
て
素
晴
ら
し
い
と
言
う
。
こ
こ

で
も
、
恋
文
は
赤
い
紙
に
書
か
れ
た
も
の
が
良
い
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。

で
は
、
前
段
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
雨
の
日
に
来
る
手
紙
が
良
い
と
述
べ
て
い
る
。
雪
の
日
に
来
る
手
紙
が
良
い
と
も
述

べ
て
い
る
。
一
節
で
も
み
た
が
、
真
っ
白
い
紙
が
や
は
り
良
い
と
作
者
は
述
べ
る
。
続
く
場
面
で
は
、
手
紙
の
詳
細
な
様
子
が
語

ら
れ
、
そ
れ
を
見
る
女
房
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
暗
く
な
っ
た
時
分
に
来
た
手
紙
を
、
早
く
読
み
た
い
気
持
ち
か
ら
微

か
な
明
か
り
で
な
ん
と
か
読
ん
で
い
る
女
房
の
さ
ま
も
描
か
れ
る
。

は
、
物
忌
で
定
子
と
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
た
作
者
の
元
に
、
定
子
か
ら
手
紙
が
き
た
場
面
で
あ
る
。
宰
相
の
君
の
代
筆
で
、

浅
緑
の
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
き
て
、
一
つ
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
作
者
は
、
人
か
ら
来
た
手
紙
の
詳
細
を
語
り
、
人
に
来
た
手
紙
を
語

り
、
ま
た
そ
れ
を
見
る
人
の
様
子
を
語
る
。
し
か
し
、
自
分
か
ら
出
す
手
紙
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
語
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
自

身
が
ど
の
よ
う
な
紙
を
使
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
①
⑱
の
、
蓮
の
葉
や
蓮
の
花
び
ら
の
形
を
し
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た
紙
だ
け
で
あ
る
。
一
節
か
ら
見
て
き
た
が
、
薄
様
や
色
紙
は
青
・
紫
・
白
・
赤
・
黄
色
が
良
い
と
し
て
（『
枕
草
子
』
に
は
黄

色
の
紙
が
出
て
こ
な
い
）
お
り
、
ま
た
、
赤
い
紙
へ
の
思
い
入
れ
も
か
な
り
強
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
身
が
こ
れ
ら
の

色
の
紙
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
を
一
切
書
か
な
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
、
作
者
は
手
紙
の
受
取
人
と
し
て
の
自
身
と
差
出
人
と

し
て
の
自
身
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
受
取
人
と
し
て
見
る
際
に
は
手
紙
に
使
用
さ
れ
る
紙
や
そ
の
形
態
、
折

枝
付
け
枝
に
注
意
が
向
く
が
、
差
出
人
と
し
て
手
紙
を
見
る
際
に
は
、
内
容
ば
か
り
に
目
が
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
故
に
、
既

に
出
し
て
し
ま
っ
た
手
紙
に
対
し
、
文
字
を
一
つ
二
つ
変
え
れ
ば
よ
か
っ
た
と
述
べ
る
の
で
あ
る
（
ね
た
き
も
の
）。
ま
た
、
そ

れ
ら
二
つ
の
面
と
は
別
に
、
他
人
が
手
紙
を
受
け
取
る
場
面
を
幾
度
と
な
く
目
撃
し
、
そ
の
手
紙
を
読
み
た
い
と
強
く
願
っ
た

り
、
遠
目
に
見
た
り
、
ま
た
、
手
紙
を
読
む
人
物
を
こ
と
細
か
く
観
察
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
手
紙
が
誰
か
ら
誰
に
来
た
の
か

を
知
り
た
い
と
強
く
思
う
こ
と
は
、
情
報
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
願
望
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
の
手
紙
に
は
み
や
げ
物
を
つ
け

る
べ
き
だ
が
、
京
か
ら
の
手
紙
に
は
情
報
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
み
や
げ
物
は
い
ら
な
い
と
い
う
、
作
者
の
考
え
方
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
作
者
の
手
紙
に
対
す
る
考
え
方
は
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

作
者
が
、
青
・
紫
・
白
色
の
紙
が
良
い
と
述
べ
て
い
る
段
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
は
確
認
し
た
。
ま
た
、
数
は
少
な
い
も
の

の
、
赤
い
紙
に
書
か
れ
た
恋
文
が
良
い
と
い
う
主
張
が
、
特
に
強
く
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
作
者
が
多
く

の
手
紙
を
目
に
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
様
々
な
こ
と
を
述
べ
は
す
る
も
の
の
、
自
身
が
書
く
手
紙
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
な
い
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こ
と
か
ら
、
作
者
は
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
手
紙
の
受
取
人
と
し
て
の
自
身
と
差
出
人
と
し
て
の
自
身
が
大
き
く

分
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
前
節
で
指
摘
し
た
。『
枕
草
子
』
は
異
同
が
多
く
、
段
に
よ
っ
て
は
内
容
が
大

き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
内
容
は
、
動
か
ぬ
事
実
と
し
て
認
識
し
て
良
い
の
で
は

な
い
か
。

多
く
の
手
紙
を
見
て
き
た
作
者
が
、
手
紙
に
使
用
さ
れ
る
紙
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
面
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、
白
い
紙
の
貴

重
さ
、
青
い
紙
や
紫
色
の
紙
の
趣
深
さ
、
赤
い
紙
の
情
熱
を
示
す
度
合
い
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、

陪
膳
つ
か
う
ま
つ
る
人
の
を
の
こ
ど
も
な
ど
召
す
ほ
ど
も
な
く
、
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。「
御
硯
の
墨
す
れ
」
と
仰
せ
ら
る

る
に
、
目
は
そ
ら
に
て
、
た
だ
お
は
し
ま
す
を
の
み
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
ほ
と
ど
継
ぎ
目
も
は
な
ち
つ
べ
し
。
白
き
色
紙
押

し
た
た
み
て
「
こ
れ
に
た
だ
今
お
ぼ
え
む
古
き
事
、
一
つ
づ
つ
書
け
」
と
仰
せ
ら
る
る
。（
第
二
一
段
　
清
涼
殿
の
丑
寅
の

す
み
の
）

と
い
っ
た
例
を
見
る
際
に
も
有
効
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
ざ
わ
ざ
「
白
き
」
と
書
く
こ
と
に
よ
り
、
定
子
が
、
貴
重
な
白
い
紙

を
女
房
た
ち
に
配
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
そ
れ
だ
け
で
、
定
子
の
サ
ロ
ン
が
栄
え
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
い
く
こ
と
は
一
つ
の
有
用
な
方
法
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
1
）

岡
田
ひ
ろ
み
「〈
赤
〉
色
の
手
紙
―
『
う
つ
ほ
』『
枕
草
子
』
と
『
源
氏
物
語
』」（『
文
学
芸
術
』
第
三
四
号
、
共
立
女
子
大
学
総
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合
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
一
・
二
）。

（
2
）

江
口
正
一
「
枕
草
子
の
手
紙
」（『
古
美
術
』
七
、
三
彩
社
、
一
九
六
五
・
一
）。

（
3
）

津
島
知
明
・
中
島
和
歌
子
『
新
編
　
枕
草
子
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
〇
）。
な
お
、
本
論
に
お
い
て
『
枕
草
子
』
と
は
、
全
て
右

の
本
を
指
す
。
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Som

e
T

houghts
on

L
etters

in
M

akuranososhi

M
U

T
O

,N
agako

N
o

letters
w

ritten
in

the
H

eian
period

have
been

preserved
and

w
e

cannot
see

them
today.So,the

only
m

eans
to

con-

firm
,though

indirectly,form
of

letters
or

hands
of

characters
is

to
see

letters
in

literary
w

orks
w

ritten
in

the
period.

A
m

ong
such

w
orks

the
tales

are
notsuitable

because
m

any
of

letters
in

them
are

unreal.

M
akuranososhi

is
an

essay
and

so
it

is
estim

ated
that

letters
in

it
w

ould
have

been
really

exchanged
in

Ichijo
A

ge.
O

f

course
itis

notcertain.B
utexam

ining
allletters

in
the

essay
w

illbring
us

close
to

letters
of

the
A

ge.

A
tthe

sam
e

tim
e,the

author
evaluated

letters
m

ore
frequently

in
the

essay
than

other
literary

w
orks

in
the

period.So
it

w
ill

be
also

useful
to

inquire
how

she
evaluated

letters
in

the
essay

because
such

evaluations
w

ill
reflect

those
to

real
let-

ters
by

her.

T
he

author
did

not
m

ention
the

contents
of

letters
and

focused
on

the
relationships

betw
een

characters
that

could
be

seen
from

the
contents

of
letters.W

hen
she

focused
on

a
person

w
ho

did
not

correspond,she
paid

attention
to

the
behav-

iors
of

those
w

ho
w

rote
or

received
the

letter.

She
described

little
w

hen
a

letter
w

as
w

ritten
by

herself.For
exam

ple,although
she

m
ade

reference
to

colors
of

U
suyo

and
letter

papers
and

said
blue,purple,w

hite,red
and

yellow
are

good,she
did

not
w

rite
the

color
of

the
paper

she
used.

T
he

reason
m

ightbe
thather

attention
to

a
letter

differed
w

hen
she

sentor
received.W

hen
seeing

as
a

recipient,her
atten-

tion
turned

to
the

paper,its
form

and
attachm

entbranch.B
utas

a
sender,she

saw
only

contents
of

the
letter.

T
he

author
w

ould
have

seen
m

any
letters.

A
nd

seeing
the

scene
she

m
entioned

the
paper

used
for

letters,
it

becom
es

clear
that

she
felt

w
orth

on
preciousness

of
w

hite
paper,

attractive
depth

of
blue

and
purple,

and
passion

of
red.

So,
for
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exam
ple,

w
hen

w
e

read
“Seiryoden

no
U

shitora
no

sum
i

no”,
w

e
can

realize
the

prosperity
of

the
T

eishi
salon

because

T
eishi

distributed
w

hite
paper.It

is
expected

that
this

w
ay

of
reading

w
ill

add
a

useful
m

ethod
to

elucidate
the

text
of

the

M
akuranososhi.

（
人
文
科
学
研
究
科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
博
士
後
期
課
程
三
年
）


