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に
も
ち
て
、
其
外
を
指
す
詞
な
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
な
た
へ
か
ゝ
り
あ
は
ぬ

と
い
ふ
心
も
出
て
来
る
也　
「
大
か
た
の
」「
大
か
た
も
」「
大
か
た
に
」

な
ど
詠
め
る
は
皆
是
也

大
か
た
は　

俚
『
ヨ
ク
〳
〵
オ
モ
ヒ
カ
ヘ
シ
テ
ミ
レ
バ
』
と
言
ふ
。
只

今
ま
で
も
、
肝
心
と
思
ふ
こ
と
に
か
ゝ
は
り
て
、
心
つ
か
ざ
り
し
に
、

ふ
と
外
の
理
ま
で
を
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、
こ
れ
ま
で
思
た
る
事　

な
し

た
る
事
は
よ
か
ら
ず
、
只
か
う
ぞ
、
か
う
こ
そ
せ
め
と
、
思
ひ
か
へ
し

た
る
心
也
。
此
例
『
古
今
』『
後
撰
』
の
後
、
を
さ
〳
〵
見
え
ず

　
「
お
ほ
か
た
」（
以
下
「
お
ほ
か
た
φ
」
の
如
く
記
す
）
と
「
お
ほ
か
た

は
」（
以
下
「
お
ほ
か
た
・
は
」）
は
意
義
的
に
区
別
さ
れ
、
上
の
①
の
よ

う
な
表
現
は
「
お
ほ
か
た
φ
」
の
役
割
で
あ
っ
て
、
②
の
方
を
「
お
ほ
か

た
・
は
」
の
表
す
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

個
々
の
歌
に
い
ず
れ
を
あ
て
る
か
は
別
と
し
て
、
②
の
用
法
を
「
お
ほ

か
た
」
の
語
に
見
い
だ
す
の
は
特
に
珍
し
い
立
場
で
は
な
い
。
一
例
を
挙

は
じ
め
に

　

古
語
「
お
ほ
か
た
（
は
）」
に
関
し
て
、
意
味
の
解
釈
が
大
き
く
分
か

れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
例
１
に
つ
い
て
な
ら
、
①
「
一
般
的
な
気
持

ち
で
い
え
ば
（
、
月
を
賞
美
す
る
こ
と
は
す
ま
い
）」（
岩
波
新
体
系
）
の

よ
う
な
解
釈
と
、②
「
よ
く
考
え
て
み
た
結
果
」（
小
学
館
新
全
集
、頭
注
）

の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
場
合
は
①
を
と
る
立
場
の
方
が
多
い

よ
う
だ
が
、
②
の
理
解
は
国
学
の
時
代
か
ら
既
に
あ
り
、
中
で
も
『
か
ざ

し
抄
』
は
次
の
よ
う
に
比
較
的
詳
し
く
説
く
（
注
１
）。

１　
（
題
し
ら
ず
）	

業
平
朝
臣

お
ほ
か
た
は
月
を
も
賞
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の
積
れ
ば
人
の
老
い
と
な
る
物

【
古
今
集
・
巻
十
七
・
雑
歌
上
・
八
七
九
】

大
か
た　

里
『
全
体
』
又
『
一
通
リ
』
の
心
も
あ
り
。
肝
要
の
物
を
心

中
古
の
副
詞
「
お
ほ
か
た
」
に
つ
い
て　

　
　

―
―	

お
ほ
か
た
・
お
ほ
か
た
に
・
お
ほ
か
た
は	

―
―

星　

野　

佳　

之



一
八

も
、歌
中
に
明
示
さ
れ
た
発
見
の
外
に
、「
私
は
賞
で
る
ぞ
」
と
い
っ
た
「
真

意
」
を
見
い
だ
す
論
法
は
、
幾
つ
か
の
例
で
破
綻
を
来
す
よ
う
に
思
う
。

例
え
ば
例
２
に
つ
い
て
も
工
藤
論
は
「
個
人
の
現
実
的
本
心
と
し
て
は
名

は
も
と
よ
り
惜
し
い
」
と
い
う
心
情
を
見
い
だ
す
（
注
２
）
の
だ
が
、
例
２

に
対
す
る
お
ほ
つ
ぶ
ね
の
返
歌
は
「
人
は
い
さ
我
は
な
き
名
の
惜
し
け
れ

ば（
昔
も
今
も
知
ら
ず
と
を
言
は
ん
）」で
あ
る
以
上
、贈
歌
の
真
意
を「
惜

し
く
な
い
」
と
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
動
か
し
よ
う
が
な
い
。

２　

お
ほ
つ
ぶ
ね
物
の
た
う
び
つ
か
は
し
け
る
を
、
さ
ら
に
聞
き
入
れ

ざ
り
け
れ
ば
、
つ
か
は
し
け
る	

貞
元
の
み
こ

お
ほ
か
た
は
な
ぞ
や
我
が
名
の
惜
し
か
ら
ん
昔
の
つ
ま
と
人
に
語
ら

む	

【
後
撰
集
・
巻
十
・
恋
二
・
六
三
三
】

工
藤
論
の
扱
っ
た
古
今
集
以
外
に
も
対
象
を
広
げ
、
例
３
で
こ
の
論
法
を

用
い
る
と
、「
個
人
と
し
て
は
思
ひ
捨
て
な
い
」
と
い
う
極
め
て
不
自
然

な
「
本
心
」
を
こ
こ
に
も
見
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

３　

観
身
岸
額
離
根
草
、
論
命
江
頭
不
繋
舟
（
三
〇
六
）
／
皇
大
后
宮

う
せ
さ
せ
給
へ
る
御
法
事
の
物
と
て
、
い
ろ
い
ろ
の
玉
め
し
た
る

に
、
ま
ゐ
ら
す
と
て
（
三
八
八
）

か
ぎ
り
あ
れ
ば
い
と
ふ
ま
ま
に
も
き
え
ぬ
身
を
い
ざ
大
方
は
思
ひ
す

て
て
ん	

【
和
泉
式
部
集
・
三
〇
六
／
三
八
八
】

　

こ
の
論
法
は
、「
大
方
は
Ａ
」
と
い
っ
た
場
合
、
歌
の
「
真
意
」
を
非

げ
れ
ば
日
本
国
語
大
辞
典
が
「
細
か
い
こ
と
は
と
も
か
く
、
大
づ
か
み
に

い
え
ば
、
の
気
持
を
表
わ
す
。
言
い
だ
し
や
書
き
だ
し
に
用
い
る
こ
と
が

多
い
。
だ
い
た
い
。
お
よ
そ
。」
と
い
う
項
を
立
て
る
の
な
ど
も
こ
れ
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
②
の
よ
う
な
理
解
を
、「
歌
意
を
把
み
そ
こ
ね
て
い
る

だ
け
の
こ
と
」
と
全
く
認
め
な
い
の
が
工
藤
重
矩
（
一
九
八
三
）
で
あ
る
。

か
ざ
し
抄
の
「
お
ほ
か
た
・
は
」
を
含
め
て
、「
お
ほ
か
た
φ
」
の
「「
全

体
・
一
般
」
の
意
で
解
釈
が
可
能
」
と
言
い
、
例
え
ば
例
１
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
「
お
ほ
か
た
は
」
も
、
一
般
的
に
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
の
意

で
あ
る
。
表
面
的
に
口
語
訳
す
れ
ば
「
一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
月
を

も
賞
す
ま
い
。
こ
れ
が
あ
の
積
り
積
る
と
人
が
老
年
と
な
る
も
の
な
の

だ
」と
な
る
。〈
略
〉そ
の
よ
う
な
道
理
に
よ
る
一
般
論
は
そ
れ
と
し
て
、

自
分
個
人
の
気
持
ち
で
は
月
を
賞
で
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
道
理

に
よ
る
一
般
論
で
は
「
月
を
も
め
で
じ
」
だ
け
れ
ど
、
そ
の
よ
う
な
理

屈
に
か
ま
わ
ず
に
、
美
し
い
月
を
賞
で
よ
う
、
私
は
賞
で
る
ぞ
、
と
い

う
の
が
、
こ
の
歌
の
作
者
の
本
心
で
あ
る
。

　

本
稿
は
こ
の
主
張
に
は
従
い
難
い
。
例
１
を
、「
月
を
愛
で
る
」
一
般

に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
理
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
こ
の
歌
の
理
解

と
し
て
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
そ
も
そ
も
の
疑
問
は
措
く
と
し
て



一
九

な
む	

【
古
今
集
・
巻
八
・
離
別
歌
・
三
八
八
】

　

本
稿
は
、
結
論
と
し
て
は
後
述
の
如
く
、『
か
ざ
し
抄
』
を
含
む
大
勢

と
同
様
に
②
の
用
法
を
認
め
る
も
の
だ
が
、一
方
で
そ
れ
を
「
お
ほ
か
た
・

は
」
の
語
形
に
の
み
振
り
分
け
た
り
、「
お
ほ
か
た
に
」
の
よ
う
な
語
形

も
「
お
ほ
か
た
φ
」
と
同
じ
く
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
察
の
余

地
が
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
、よ
く
あ
て
は
ま
る
訳
語
を
考
え
る
以
上
の
、

副
詞
「
お
ほ
か
た
」
の
中
古
に
お
け
る
整
理
と
分
類
を
試
み
る
（
注
３
）。

一

　

ま
ず
「
お
ほ
か
た
φ
」
と
「
お
ほ
か
た
・
は
」
を
一
度
分
け
た
上
で
、

前
者
の
整
理
か
ら
始
め
た
い
。
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
工
藤
論
も
『
か
ざ

し
抄
』
も
意
見
の
対
立
が
な
い
。「
特
殊
に
対
す
る
一
般
、
部
分
に
対
す

る
全
般
」（
工
藤
）
と
い
う
の
は
、「
肝
要
の
物
を
心
に
も
ち
て
、
其
外
を

指
す
詞
」（『
か
ざ
し
抄
』）
と
同
じ
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
先
の
①
で
あ
る
。

こ
れ
は
確
か
に
例
５
の
「
お
ほ
か
た
の
秋
」
と
「
わ
が
身
」
の
対
比
な
ど

を
よ
く
説
明
で
き
る
。

５　
（
題
し
ら
ず
）	

（
よ
み
人
し
ら
ず
）

お
ほ
か
た
の
秋
く
る
か
ら
に
わ
が
身
こ
そ
悲
し
き
物
と
思
ひ
知
り
ぬ
れ

【
古
今
集
・
巻
四
・
秋
歌
上
・
一
八
五
】

Ａ
と
し
て
想
定
す
る
も
の
だ
。
Ａ
を
反
転
す
る
だ
け
で
非
Ａ
に
な
る
か
ら

そ
の
想
定
自
体
は
容
易
で
あ
る
し
、大
概
の
事
は
「
非
Ａ
の
は
ず
は
な
い
」

と
論
証
す
る
事
が
難
し
い
か
ら
工
藤
論
は
成
り
立
つ
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、「
非
Ａ
」
を
想
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
が
意
味
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
と
は
や
は
り
同
じ
で
は
な
い
。

　

と
は
い
う
も
の
の
対
す
る
『
か
ざ
し
抄
』
に
代
表
さ
れ
る
②
の
理
解

も
、
文
脈
に
う
ま
く
あ
て
は
ま
る
と
い
う
以
上
の
考
察
は
従
来
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
①
と
の
脈
絡
が
説
明
さ
れ
な
い
②
が
便
宜
的
に
過
ぎ
る
よ
う

に
見
え
る
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
る
し
、
そ
こ
に
疑
問
を
呈
す
る
工
藤
論

の
「「
よ
く
考
え
て
み
た
ら
」「
い
っ
そ
」
と
訳
し
て
も
意
味
は
通
る
が
、

語
義
に
従
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
問
題
提
起
自
体
は
正
当
で

あ
ろ
う
。
個
別
の
用
例
の
解
釈
の
際
に
こ
の
語
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ

り
、
例
え
ば
例
４
に
つ
い
て
日
本
古
典
全
書
が
こ
の
歌
を
②
の
立
場
で
捉

え
る
こ
と
に
「
か
く
解
す
れ
ば
一
首
の
意
は
よ
く
通
ず
る
が
、
か
く
解
し

て
よ
い
用
例
が
ほ
か
に
あ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
た
り
、
新

全
集
が
「「
お
ほ
か
た
は
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
」
と
注
意

を
促
す
の
は
、
同
様
の
疑
義
に
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

４　

山
崎
よ
り
神
奈
備
の
森
ま
で
送
り
に
、
人
〳
〵
ま
か
り
て
、
帰
り

が
て
に
し
て
別
れ
惜
し
み
け
る
に
、
よ
め
る

人
遣
り
の
道
な
ら
な
く
に
大
方
は
行
き
憂
し
と
い
ひ
て
い
ざ
か
へ
り



二
〇

る
人
だ
に
、
心
と
め
た
て
ま
つ
ら
ぬ
は
な
し
。

	
	

【
源
氏
物
語
・
夕
顔
】

８　

む
か
し
見
け
る
人
、
こ
ゆ
み
を
た
よ
り
に
つ
け
て
、
い
ま
身
づ
か

ら
と
り
に
こ
ん
と
い
ひ
け
る
が
、
お
ほ
か
た
に
き
た
れ
ど
ま
だ
見

え
ね
ば	

【
馬
内
侍
集
・
一
五
三
・
詞
書
】

　

こ
の「
お
ほ
か
た
・
に
」に
つ
い
て
は
、田
和
真
紀
子（
二
〇
〇
五
）が「
連

用
修
飾
に
用
い
ら
れ
る
と
、〈
一
般
〉
や
〈
普
段
〉
を
表
す
意
味
か
ら
〈
一

般
的
な
様
子
〉を
表
す
」と
述
べ
、動
詞
を
修
飾
し
た
例
に
つ
い
て
は「〈
特

別
な
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
様
子
〉
で
動
作
を
行
っ
て
い
る
様
」
と
記
述

す
る
通
り
で
あ
ろ
う
（
注
４
）。
特
に
連
用
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
例
６

の
よ
う
な
「
お
ほ
か
た
φ
」
と
の
区
別
を
考
え
る
際
に
特
に
重
要
で
あ
る
。

こ
ち
ら
は
も
は
や
句
中
の
述
語
用
言
の
み
と
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
句
全

体
に
対
し
て
「
一
般
的
」
と
い
う
把
握
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
（
注
５
）。

　

そ
の
把
握
に
つ
い
て
、
例
６
に
即
し
て
よ
り
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。
大
文
字
Ａ
を
付
し
た
部
分
が
八
宮
の
娘
に
対
す
る
一
般
的

姿
勢
、
そ
の
具
体
例
が
小
文
字
ａ
の
部
分
で
あ
る
。
類
例
９
で
は
、
供
養

の
準
備
の
具
体
的
な
様
が
ａ
、
一
方
の
Ａ
は
こ
れ
ら
の
ま
と
め
・
総
評
と

言
っ
た
内
容
で
あ
る
。

９　

年
ご
ろ
、
私
の
御
願
に
て
書
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
法
華

千
部
、
急
ぎ
て
供
養
じ
た
ま
ふ
。
わ
が
御
殿
と
思
す
二
条
院
に
て
ぞ

　

本
稿
も
こ
の
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
い
が
、「
お
ほ
か
た
φ
」
に
「
お

ほ
か
た
の
」「
お
ほ
か
た
に
」（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
、「
お
ほ
か
た
・
の
」「
お

ほ
か
た
・
に
」）
を
含
め
て
区
別
し
な
い
点
は
工
藤
論
・『
か
ざ
し
抄
』
と

も
に
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。「
お
ほ
か
た
・
に
」
は
、
中
古
の
段
階

で
は
既
に
「
お
ほ
か
た
φ
」
と
意
味
の
分
化
が
相
当
に
進
ん
で
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
「
お
ほ
か
た
φ
」
の
例
６
は
宇
治
八
の
宮
が
娘
達
の
存
在
を
世
間
か
ら

隠
す
様
に
つ
い
て
述
べ
た
会
話
。
こ
れ
ら
を
宮
の
日
頃
の
、
つ
ま
り
「
一

般
的
」
態
度
と
見
る
こ
と
は
妥
当
だ
が
、「
お
ほ
か
た
・
に
」
の
７
や
８

の
方
は
一
回
的
事
態
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
り
、
当
該
人
物
の
普
段
の
あ

り
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
主
従
関
係
や
恋
愛
な
ど
の
特
別

な
関
係
と
無
縁
（
で
あ
る
か
の
よ
う
）
な
態
度
や
振
る
舞
い
の
様
で
あ
る
。

６　
「
ａ	

人
聞
か
ぬ
時
は
、
明
け
暮
れ
か
く
な
む
遊
ば
せ
ど
、
下
人
に

て
も
、
都
の
方
よ
り
参
り
立
ち
ま
じ
る
人
は
べ
る
時
は
、
音
も
せ
さ

せ
た
ま
は
ず
。
お
ほ
か
た
、
Ａ
か
く
て
女
た
ち
お
は
し
ま
す
こ
と
を

ば
隠
さ
せ
た
ま
ひ
、
な
べ
て
の
人
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
じ
と
思
し

の
た
ま
は
す
る
な
り
」	

【
源
氏
物
語
・
橋
姫
】

７　

を
か
し
げ
な
る
侍
童
の
姿
好
ま
し
う
、
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
、
指

貫
の
裾
露
け
げ
に
、
花
の
中
に
ま
じ
り
て
朝
顔
折
り
て
ま
ゐ
る
ほ
ど

な
ど
、
絵
に
描
か
ま
ほ
し
げ
な
り
。
お
ほ
か
た
に
う
ち
見
た
て
ま
つ



二
一

君
は
参
り
た
ま
ふ
。	

【
源
氏
物
語
・
澪
標
】

　

例
６
・
９
も
10
・
11
も
、
具
体
的
事
例
ａ
と
時
に
ｂ
の
集
ま
り
か
ら
抽

象
し
た
一
般
的
性
質
が
、「
お
ほ
か
た
φ
」
の
表
す
Ａ
で
あ
る
。
こ
の
用

法
を
［
総
合
］
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、「
叙
述
内
容
の
内
部
に
あ
っ
て

そ
れ
を
詳
し
く
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
叙
述
」
に
相
対
し
て
状
況
の
総

合
的
判
断
を
述
べ
る
姿
勢
を
表
す
、
若
し
く
は
そ
の
叙
述
内
容
と
し
て
状

況
を
総
合
し
た
判
断
や
描
写
が
現
れ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

「
お
ほ
か
た
φ
」
は
連
用
副
詞
で
は
な
く
、
工
藤
浩
（
二
〇
〇
〇
）
に
従

え
ば
陳
述
副
詞
の
う
ち
の
、
叙
法
副
詞
に
該
当
す
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と

思
う
。

　

な
お
、「
お
ほ
か
た
φ
」
の
語
形
で
「
お
ほ
か
た
・
に
」
の
如
く
連
用

修
飾
の
働
き
を
す
る
と
考
え
る
べ
き
例
が
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
の
だ

が
、
本
稿
の
理
解
で
は
、「
お
ほ
か
た
φ
」
全
五
二
例
の
う
ち
、［
総
合
］

が
四
二
例
（
八
二
％
）
に
上
る
の
に
対
し
、
次
の
三
例
（
六
％
）
に
留
ま

る
。
用
法
の
「
揺
れ
」
と
理
解
し
て
反
例
と
し
な
い
。

12　

お
ほ
か
た
こ
そ
隔
つ
る
こ
と
な
く
思
し
た
れ
、
姫
宮
の
御
方
ざ
ま

の
隔
て
は
、
こ
よ
な
く
け
遠
く
な
ら
は
さ
せ
た
ま
ふ
も
、
こ
と
わ
り

に
、
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
も
ま
じ
ら
ひ
寄
ら
ず
。

【
源
氏
物
語
・
匂
兵
部
卿
宮
】

13　

中
納
言
殿
に
は
聞
き
た
ま
ひ
て
、
い
と
あ
へ
な
く
口
惜
し
く
、
い

し
た
ま
ひ
け
る
。
ａ	

七
僧
の
法
服
な
ど
品
々
賜
す
。
物
の
色
、
縫

目
よ
り
は
じ
め
て
、
き
よ
ら
な
る
こ
と
限
り
な
し
。
お
ほ
か
た
、
Ａ

何
ご
と
も
、
い
と
い
か
め
し
き
わ
ざ
ど
も
を
せ
ら
れ
た
り
。

【
源
氏
物
語
・
御
法
】

　

次
の
10
・
11
も
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
と
思
う
が
、
小
異
が
あ
る
の

で
言
及
し
て
お
く
。
10
は
光
源
氏
の
幼
東
宮
に
つ
い
て
の
評
、
11
は
病
が

ち
な
朱
雀
帝
の
有
様
で
あ
る
。
東
宮
の
全
体
的
な
性
質
や
、
帝
が
自
ら
の

治
世
に
対
し
て
思
う
一
般
的
考
え
が
Ａ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
反
す

る
具
体
的
事
例
と
し
て
小
文
字
の
ｂ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
10
聡
明
で
大

人
び
て
い
る
（
Ａ
）
が
未
熟
（
ｂ
）、11
患
っ
て
い
た
眼
は
回
復
し
た
（
ｂ
）

が
、
長
生
き
で
き
そ
う
に
は
思
え
な
い
（
Ａ
））。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
例
に

於
い
て
ｂ
は
Ａ
に
対
し
て
決
し
て
等
価
で
は
な
く
、
無
視
さ
れ
て
よ
い
例

外
で
あ
り
、
大
勢
と
し
て
の
Ａ
は
結
局
成
り
立
つ
。

10　
「
お
ほ
か
た
、
Ａ
し
た
ま
ふ
わ
ざ
な
ど
、
い
と
聡
く
お
と
な
び
た

る
さ
ま
に
も
の
し
た
ま
へ
ど
、
ｂ	

ま
だ
い
と
か
た
な
り
に
」
な
ど
、

そ
の
御
あ
り
さ
ま
も
奏
し
た
ま
ひ
て
ま
か
で
た
ま
ふ
に
…

【
源
氏
物
語
・
賢
木
】

11　
ｂ
時
々
お
こ
り
な
や
ま
せ
た
ま
ひ
し
御
目
も
さ
わ
や
ぎ
た
ま
ひ
ぬ

れ
ど
、
お
ほ
か
た
Ａ
世
に
え
長
く
あ
る
ま
じ
う
、
心
細
き
こ
と
と
の

み
、
久
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
思
し
つ
つ
、
常
に
召
し
あ
り
て
、
源
氏
の



二
二

て
み
れ
ば
」
な
る
も
の
は
上
の
考
察
に
よ
っ
て
解
消
し
う
る
か
。
節
を
改

め
て
検
討
し
た
い
。

二
　

　
「
お
ほ
か
た
・
は
」
の
語
形
で
表
さ
れ
る
も
の
が
、「
お
ほ
か
た
・
に
」

の
連
用
副
詞
か
「
お
ほ
か
た
φ
」
の
叙
法
副
詞
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
な

ら
ば
と
り
た
て
て
別
の
用
法
を
立
て
る
必
要
は
な
い
訳
だ
が
、
結
論
か
ら

言
え
ば
否
で
あ
る
。
前
掲
１
や
３
を
「
お
ほ
か
た
・
に
」
の
、「
自
分
と

特
別
の
関
わ
り
を
持
た
な
い
様
」
で
「
愛
で
ま
い
」「
思
い
捨
て
よ
う
」

な
ど
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、「
お
ほ
か
た
φ
」
の
「
一

般
論
」
に
解
消
し
切
れ
な
い
例
が
残
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
や
は
り
、「
お

ほ
か
た
・
に
」
で
も
「
お
ほ
か
た
φ
」
で
も
な
い
、「
ヨ
ク
〳
〵
オ
モ
ヒ

カ
ヘ
シ
テ
ミ
レ
バ
」
の
よ
う
な
理
解
が
最
も
し
っ
く
り
く
る
の
で
あ
る
。

『
か
ざ
し
抄
』
の
言
う
よ
う
な
「
お
ほ
か
た
・
は
」
の
性
格
は
、
認
め
ら

れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
で
は
こ
れ
は
用
法
と
し
て
は
何
な
の
か
。
則
ち
、

①
意
味
的
に
「
お
ほ
か
た
・
に
」
や
「
お
ほ
か
た
φ
」
と
い
か
な
る
関
係

を
持
ち
う
る
か
、
ま
た
②
構
文
的
に
、
連
用
副
詞
な
の
か
叙
法
副
詞
な
の

か
、
或
い
は
そ
れ
以
外
な
の
か
、
と
い
う
問
い
が
た
て
ら
れ
よ
う
。

　

ま
ず
①
の
意
味
的
関
連
は
、「
お
ほ
か
た
φ
」
の
［
総
合
］
と
の
間
に

ま
一
た
び
心
の
ど
か
に
て
聞
こ
ゆ
べ
か
り
け
る
こ
と
多
う
残
り
た
る

心
地
し
て
、
お
ほ
か
た
世
の
あ
り
さ
ま
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
い
み
じ

う
泣
い
た
ま
ふ
。	

【
源
氏
物
語
・
椎
本
】

14　

…
中
将
は
、
お
ほ
か
た
も
の
思
は
し
き
こ
と
の
あ
る
に
や
、
い
と

い
た
う
う
ち
嘆
き
つ
つ
、
忍
び
や
か
に
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
て
、「
鹿

の
鳴
く
音
に
」
な
ど
独
り
ご
つ
け
は
ひ
、
ま
こ
と
に
心
地
な
く
は
あ

る
ま
じ
。	

【
源
氏
物
語
・
手
習
】（
注
６
）

　

さ
て
、連
体
修
飾
の
場
合
は
、「
お
ほ
か
た
・
に
」
が
表
し
た
よ
う
な
「
特

別
な
関
係
と
は
無
縁
な
様
」も（
例
15
）、そ
の
場
を
総
合
し
た
把
握
も（
例

16
）、「
お
ほ
か
た
・
の
」
の
一
語
形
で
表
さ
れ
、
特
に
（
例
え
ば
「
お
ほ

か
た
・
な
る
」
な
ど
と
の
）
分
化
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
注
７
）。

15　
「
い
と
あ
は
れ
に
、
か
か
る
物
商
ひ
て
世
に
経
る
人
い
か
な
ら
む
」

と
い
ひ
て
泣
き
け
れ
ば
、
と
も
の
人
は
、「
な
ほ
、
お
ほ
か
た
の
世

を
あ
は
れ
が
る
」
と
な
む
思
ひ
け
る
。	

【
大
和
物
語
・
一
四
八
】

16　

…
胸
は
ふ
た
が
り
て
、
こ
の
人
を
空
し
く
し
な
し
て
ん
こ
と
の
い

み
じ
く
思
さ
る
る
に
添
へ
て
、
お
ほ
か
た
の
む
く
む
く
し
さ
譬
へ
ん

方
な
し
。	

【
源
氏
物
語
・
夕
顔
】

　

以
上
、「
お
ほ
か
た
φ
」「
お
ほ
か
た
・
に
」「
お
ほ
か
た
・
の
」
の
整

理
を
試
み
た
が
（
注
８
）、『
か
ざ
し
抄
』
が
「
お
ほ
か
た
・
は
」
の
語
形
に

託
し
た
と
こ
ろ
の
、
も
と
も
と
の
問
題
で
あ
っ
た
「
よ
く
よ
く
思
ひ
返
し



二
三

ほ
か
た
は
な
お
ぼ
し
そ
。
か
く
て
の
み
や
み
た
ま
ふ
べ
き
御
身
に
も

あ
ら
ず
。
人
に
は
知
ら
せ
で
や
み
た
ま
ひ
て
、
こ
と
わ
ざ
を
も
し
た

ま
う
て
む
」
と
い
ひ
け
り
。	

【
大
和
物
語
・
百
三
】

例
４
に
つ
い
て
小
学
館
・
新
全
集
が
「（
私
も
一
度
よ
く
考
え
て
、）
い
っ

そ
の
こ
と
」
と
訳
す
の
も
、
こ
の
飛
躍
を
表
現
し
た
も
の
と
理
解
す
る
。

　

ま
た
、
一
般
に
は
矛
盾
を
合
理
的
に
解
決
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、

問
題
を
放
擲
す
る
よ
う
な
飛
躍
の
し
か
た
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
「
お
ほ

か
た
・
は
」
が
表
す
態
度
で
は
な
い
ら
し
く
、
そ
う
い
う
用
例
は
見
あ
た

ら
な
い
。
17
の
下
女
の
忠
言
が
恋
心
の
放
擲
を
促
す
も
の
で
あ
る
に
し
て

も
、
そ
れ
は
依
然
思
い
悩
む
状
況
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
の
も
の
な
の

だ
。
前
掲
の
４
に
つ
い
て
は
、
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
生
じ
る

「
帰
り
が
て
に
し
て
」
と
い
う
逡
巡
を
、「
人
遣
り
の
道
な
ら
な
く
に
」
と

い
う
口
実
を
後
押
し
に
解
消
す
る
決
意
が
「
行
き
憂
し
と
い
ひ
て
い
ざ
か

へ
り
な
む
」
で
あ
る
（
注
９
）。
こ
な
れ
な
い
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
こ
の
用

法
に
つ
い
て
は
［
前
提
の
解
消
］
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

こ
う
し
て
本
稿
は
、「
お
ほ
か
た
」
に
ま
つ
わ
っ
て
［
総
合
］
と
［
前

提
の
解
消
］
を
区
別
す
る
。［
総
合
］
の
方
で
は
事
態
と
地
続
き
で
あ
る

こ
と
の
現
れ
と
し
て
、
具
体
的
事
態
ａ
ｂ
等
を
容
易
に
見
い
だ
せ
る
し
、

「
お
ほ
か
た
φ
」の
直
後
に
は
単
純
な
描
写
文
が
多
い
。こ
れ
に
対
し
て「
お

ほ
か
た
・
は
」
で
は
そ
れ
は
稀
で
、矛
盾
的
・
対
立
的
事
態
に
よ
る
逡
巡
を
、

見
い
だ
せ
る
。
先
述
の
通
り
、［
総
合
］
は
事
態
ａ
群
か
ら
抽
象
さ
れ
た

Ａ
と
関
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
事
態
そ
の
も
の

か
ら
一
歩
離
れ
た
描
写
・
判
断
が
働
い
て
い
る
訳
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て

も
、［
総
合
］
の
事
態
と
抽
象
は
地
続
き
で
あ
る
が
、「
お
ほ
か
た
・
は
」

が
関
わ
る
判
断
は
事
態
か
ら
離
れ
切
っ
て
し
ま
う
。
前
掲
２
を
例
に
と
れ

ば
、「
な
ぞ
や
我
が
名
の
惜
し
か
ら
ん
」
と
い
う
判
断
に
至
る
前
に
あ
っ

た
の
は
、「
お
ほ
つ
ぶ
ね
に
も
の
の
た
う
び
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
段

階
で
あ
る
。「
更
に
聞
き
入
れ
ず
」
か
ら
窺
え
る
、
お
ほ
つ
ぶ
ね
に
声
を

掛
け
続
け
た
段
階
を
踏
ま
え
て
先
の
結
論
に
至
っ
た
の
だ
か
ら
、
一
段
抽

象
し
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
上
の
事
態
離
れ
を
見

る
の
が
こ
の
歌
の
眼
目
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
声
を
掛

け
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
事
例
の
集
積
を
総
合
し
て
得
ら
れ

る
判
断
は
、
普
通
に
は
「
相
手
は
自
分
に
気
が
な
い
」
等
で
あ
っ
て
、「
我

が
名
は
惜
し
く
な
い
」
で
は
あ
る
ま
い
。［
総
合
］
の
「
お
ほ
か
た
φ
」

が
事
態
か
ら
一
歩
離
れ
る
程
度
と
す
れ
ば
、「
お
ほ
か
た
・
は
」
の
離
れ

方
は
飛
躍
な
の
で
あ
る
。
次
の
例
17
は
、
主
人
公
の
平
中
に
一
度
の
逢
瀬

で
捨
て
ら
れ
た
主
人
に
か
け
る
言
葉
で
あ
る
が
、
恋
に
破
れ
た
女
に
「
そ

も
そ
も
考
え
る
な
」
と
い
う
の
も
単
な
る
総
合
・
抽
象
を
超
え
た
忠
告
で

あ
る
。

17　

こ
の
女
、音
を
の
み
泣
き
て
、物
も
食
は
ず
。
つ
か
ふ
人
な
ど
、「
お



二
四

（「｛
大
概
／
だ
い
た
い
｝
片
付
い
た
」
／
「｛
そ
も
そ
も
／
だ
い
た
い
｝
そ

う
い
う
態
度
が
よ
く
な
い
」）（
注
10
）。

　

な
お
一
部
、「
お
ほ
か
た
φ
」
が
［
前
提
の
解
消
］
を
表
す
と
見
ら
れ

る
例
が
あ
る
。〈
表
〉
に
ま
と
め
た
通
り
、
こ
れ
ら
は
［
総
合
］
が
「
お

ほ
か
た
φ
」
全
例
の
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
占
め
る
の
に
対
し
て
一
三
％
に
留

ま
る
（
注
11
）。
こ
れ
ら
も
用
法
の
揺
れ
と
解
し
た
い
。

18　

	（
と
こ
）	

い
せ

夢
な
ら
で
あ
ふ
こ
と
か
た
き
よ
の
な
か
は
お
ほ
か
た
と
こ
を
お
き
ず

や
あ
ら
ま
し　
　

【
古
今
和
歌
六
帖
・
第
二
・
一
三
八
六
、
参
照
・
伊
勢
集
一
八
〇
・
ゆ
め
な

ら
で
あ
ひ
み
む
こ
と
の
か
た
き
み
は
お
ほ
か
た
と
こ
を
こ
ひ
ず
や
あ
ら
ま

し
】19　

さ
と
よ
り
内
に
お
く
り
給
ひ
て
、
せ
ち
な
る
事
あ
り
て
い
づ
る
な

り
と
あ
り
し
つ
と
め
て
き
こ
え
し

ま
ち
か
ね
の
さ
と
を
い
で
ぬ
と
思
ひ
し
を
お
ほ
か
た
と
し
の
な
に
こ

そ
あ
り
け
れ	

【
定
頼
集
・
第
三
巻
・
一
五
三
】

ま
た
、
次
は
「
お
ほ
か
た
・
は
」
が
［
総
合
］
の
用
法
に
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
例
で
あ
る
が
、こ
れ
は「
お
ほ
か
た
φ
」と
係
助
詞「
は
」

が
結
合
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
（
一
般
と
個
別
の
対
比
が
文
脈
上

明
ら
か
）。

そ
の
前
提
自
体
を
覆
し
て
解
消
し
て
し
ま
う
真
理
や
方
法
が
、
ケ
リ
の
発

見
や「
い
ざ
…
せ
む
」と
い
う
決
意
表
明
等
で
語
ら
れ
る
。「
お
ほ
か
た
φ
」

に
は
見
ら
れ
な
い
17
の
よ
う
な
禁
止
構
文
の
例
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
文

の
傾
向
の
違
い
は
当
然
、
両
用
法
の
特
徴
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、［
前
提
の
解
消
］
も
［
総
合
］
と
同
様
、
叙
述
内
容
の
内
部
と

関
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
、
陳
述
副
詞
の
う
ち
の
叙
法

副
詞
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。［
総
合
］
と
の
違
い
は
、
叙
法
副
詞
の

下
位
分
類
的
な
も
の
で
、
工
藤

浩
（
二
〇
〇
〇
）
は
、「
叙
法

副
詞
―
Ｂ
認
識
的
な
叙
法
―

（
ｂ
）副
次
叙
法
―（
12
）習
慣
・

確
率etc
」
の
「
大
抵　

大
概

　

普
段
」
と
、「
叙
法
副
詞
―

Ｄ
下
位
叙
法sub-m

odality

―

（
25
）
説
き
起
こ
し
（
概
括
）」

の
「
お
よ
そ　

そ
も
そ
も　

一

体　

大
体　

本
来　

元
来　

一

般
に　

概
し
て　

総
じ
て
」
を

区
別
す
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

＜表＞
語 用法 用例数 割合

おほかた 連用 54 100%

おおかたφ

［前提の解消］ 7 13%
［総合］ 42 76%
速用 3 5%
その他※ 3 5%

小計 55 100%

おほかた・は
［前提の解消］ 22 88%
［総合］ 3 12%

小計 25 100%



二
五

種
類
に
も
あ
る
程
度
の
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
よ
っ
て
、
冒

頭
に
引
用
し
た
工
藤
重
矩
（
一
九
八
三
）
と
は
三
者
を
区
別
す
る
こ
と
に

お
い
て
、『
か
ざ
し
抄
』
と
は
「
お
ほ
か
た
・
に
／
の
」
と
「
お
ほ
か
た
φ
」

を
区
別
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
立
場
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。［
前

提
の
解
消
］
の
用
法
は
、
似
た
よ
う
な
も
の
が
現
代
語
の
「
だ
い
た
い
」

に
も
あ
り
、「
お
よ
そ
」
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
り
（
田
和
二
〇
〇
七
）、

要
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
用
法
の
存
在
自
体
に
疑
い
が
生
じ

た
の
は
、
結
局
現
代
ま
で
に
は
消
滅
し
た
用
法
で
あ
る
こ
と
が
一
因
で
あ

ろ
う
。
23
の
よ
う
に
、
一
文
の
中
に
も
そ
の
直
後
に
も
間
投
的
に
連
発
さ

れ
る
よ
う
な
段
階
を
経
て
中
世
の
間
に
は
消
滅
し
、
今
で
は
あ
と
か
た
も

な
い
。

23　

い
か
に
も
山
の
中
に
た
だ
一
人
ゐ
た
る
に
、
人
の
け
は
ひ
の
し
け

れ
ば
、
少
し
い
き
出
づ
る
心
地
し
て
見
出
し
け
れ
ば
、
大
方
や
う
や

う
や
う
さ
ま
ざ
ま
な
る
者
ど
も
、
赤
き
色
に
は
青
き
物
を
着
、
黒
き

色
に
は
赤
き
物
を
褌(

た
ふ
さ
ぎ)

に
か
き
、
大
方
目
一
あ
る
者
あ

り
、
口
な
き
者
な
ど
、
大
方
、
い
か
に
も
言
ふ
べ
き
に
あ
ら
ぬ
者
ど

も
百
人
ば
か
り
ひ
し
め
き
集
ま
り
て
、
火
を
天
の
目
の
ご
と
く
に
と

も
し
て
、
我
が
ゐ
た
る
う
つ
ほ
木
の
前
に
ゐ
ま
は
り
ぬ
。
大
方
い
と

ど
物
覚
え
ず
。

	
【
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
第
一
・
三　

鬼
に
瘤
取
ら
る
る
事
】（
注
12
）

20　

お
ほ
か
た
は
思
ひ
す
て
て
し
世
な
れ
ど
も
あ
ふ
ひ
は
な
ほ
や
つ
み

を
か
す
べ
き	

【
源
氏
物
語
・
幻
】

21　
「
お
ほ
か
た
は
、
い
と
め
で
た
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ど
、
さ
る
筋

の
こ
と
に
て
、
上
の
な
め
し
と
思
さ
む
な
む
わ
り
な
き
と
、
大
輔
か

む
す
め
の
語
り
は
べ
り
し
」	

【
源
氏
物
語
・
浮
舟
】

22　

	

き
こ
え
さ
す
る
ほ
ど
は
お
ほ
か
た
は
ま
だ
く
ら
く
て
、
か
つ
ら

の
き
の
し
た
に
い
と
あ
か
く
さ
し
い
り
た
れ
ば

	

【
大
斎
院
前
の
御
集
・
下
巻
・
二
九
四
・
詞
書
】

こ
れ
ら
を
な
お
例
外
と
し
て
認
め
る
に
し
て
も
、［
前
提
の
解
消
］
が
「
お

ほ
か
た
・
は
」の
八
八
％
を
占
め
る
。「
か
ざ
し
抄
」が
冒
頭
①
の
意
味
を「
お

ほ
か
た
φ
」
に
、
②
を
「
お
ほ
か
た
・
は
」
に
振
り
分
け
た
の
は
、
傾
向

を
述
べ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
限
り
は
正
し
い
。

結
語

　

以
上
、「
お
ほ
か
た
・
に
／
の
」「
お
ほ
か
た
φ
」「
お
ほ
か
た
・
は
」

に
つ
い
て
整
理
を
試
み
た
。
大
ま
か
に
言
っ
て
、「
お
ほ
か
た
・
に
」
は

個
別
の
動
作
に
関
わ
り
、「
お
ほ
か
た
φ
」
は
事
態
の
全
体
を
ま
と
め
、「
お

ほ
か
た
・
は
」
は
専
ら
事
態
に
対
す
る
話
者
の
主
張
を
表
す
。
こ
の
三
者

は
少
な
く
と
も
表
現
さ
れ
る
内
容
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
し
、
伴
う
文
の



二
六

注
と
齟
齬
が
あ
る
。

　

２　
「
逢
瀬
に
悩
む
者
の
一
般
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
我
が
評
判
も
全

く
惜
し
く
は
な
い
、
の
意
で
あ
る
。〈
略
〉「
名
」
は
ど
う
し
て
惜
し

い
こ
と
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
般
論
、
実
際
、
個
人
の
現

実
的
本
心
と
し
て
は
名
は
も
と
よ
り
惜
し
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

で
き
れ
ば
評
判
を
立
て
な
い
で
あ
い
た
い
。
だ
が
、
も
し
、
あ
な
た

が
逢
わ
な
い
と
拒
み
続
け
る
な
ら
、
あ
の
女
は
私
の
昔
の
妻
だ
と
噂

を
立
て
ま
す
よ
、
我
名
は
お
し
む
べ
き
も
の
と
は
い
え
、
一
般
論
と

し
て
は
逢
ふ
に
し
か
へ
ば
惜
し
か
ら
な
く
に
な
の
だ
か
ら
、
と
こ
れ

も
半
ば
は
お
ど
し
半
ば
は
哀
願
で
あ
る
。」

　

３　

用
例
は
次
の
作
品
か
ら
一
三
四
例
を
得
、
引
用
の
本
文
も
次
に

依
っ
た
。

伊
勢
物
語
（
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
）
／
大
和
物
語
・
平
中
物

語
・
源
氏
物
語
（
以
上
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
／
土
佐
日
記
・

枕
草
子
・
古
今
和
歌
集
・
後
撰
和
歌
集
・
拾
遺
和
歌
集
・
後
拾
遺

和
歌
集
・
金
葉
和
歌
集
・
詞
花
和
歌
集
・
千
載
集
・
新
古
今
和
歌

集
（
以
上
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
／
古
今
和
歌
六
帖
・
後
葉

和
歌
集
・
赤
人
集
・
伊
勢
集
・
是
則
集
・
仲
文
集
・
元
真
集
・
斎

宮
女
御
集
・
元
輔
集
・
能
宣
集
・
重
之
集
・
一
条
摂
政
御
集
・
義

孝
集
・
小
馬
命
婦
集
・
兼
澄
集
・
好
忠
集
・
千
穎
集
・
道
信
集
・

代
わ
り
に
近
世
に
は
［
推
量
］
と
で
も
い
う
べ
き
用
法
が
現
れ
て
現
代
に

至
る
。

24　

一
重　

き
さ
ん
じ
な
も
の
だ
の
。
コ
ウ
呉
葉
や
、
ま
た
誰
か
筆
を

も
つ
て
い
つ
た
こ
つ
た
ぞ
。
お
ふ
か
た
ま
た
外
山
さ
ん
だ
ら
ふ
。
は

や
く
取
て
来
や
。	

【
傾
城
買
二
筋
道
・
冬
の
床
】

［
推
量
］
用
法
の
出
現
の
事
情
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
連

関
は
予
想
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
推
量
事
態
な
ら
何
で
も
よ
い

と
い
う
の
で
は
な
く
（
い
き
な
り
「
明
日
は
お
お
か
た
雨
だ
ろ
う
」
と
は

言
え
な
い
）、「
大
方
そ
ん
な
こ
と
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
原
因
を
忖

度
し
て
納
得
す
る
よ
う
な
文
脈
に
よ
く
馴
染
む
。
古
代
の
「
お
ほ
か
た
」

は
眼
前
の
事
態
を
そ
も
そ
も
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
事
柄
に
目
を
向
け
る

が
、
そ
の
前
提
に
は
原
因
の
把
握
が
あ
る
は
ず
で
、［
推
量
］
用
法
は
［
前

提
の
解
消
］
の
一
端
を
伝
え
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

注
１　

古
典
全
書
（
大
方
に
は
め
で
じ
。
特
に
よ
く
賞
し
て
お
か
う
。）、

岩
波
大
系
（
た
い
て
い
の
と
こ
ろ
で
は
、
わ
た
し
は
、
人
の
賞
美
す

る
月
だ
っ
て
賞
美
す
ま
い
。）、
新
潮
集
成
（
ま
あ
、
た
い
が
い
の
折

に
は
、
月
を
賞
で
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
に
か
ぎ
る
。）
は

い
ず
れ
も
①
。
ま
た
新
全
集
も
口
語
訳
は
「
一
般
的
に
は
、
私
は
人

の
愛
で
る
月
だ
っ
て
愛
で
る
こ
と
は
す
ま
い
。」
と
①
に
属
し
、
頭



二
七

詞
ノ
を
伴
っ
て
直
接
名
詞
句
を
連
体
修
飾
せ
ず
、
間
に
形
容
詞
が
入

る
こ
と
で
、「
お
ほ
か
た
」
の
全
体
的
な
様
子
を
表
す
意
味
に
よ
り

詳
し
い
情
報
が
付
加
さ
れ
」
た
例
だ
と
説
く
。

25　

う
ち
つ
ぎ
て
、あ
な
か
た
は
と
見
ゆ
る
も
の
は
鼻
な
り
け
り
。

〈
略
〉
色
は
雪
は
づ
か
し
く
白
う
て
、
さ
青
に
、
額
つ
き
こ
よ

な
う
は
れ
た
る
に
、
な
ほ
下
が
ち
な
る
面
や
う
は
、
お
ほ
か
た

お
ど
ろ
お
ど
し
う
長
き
な
る
べ
し
。	

【
源
氏
物
語
・
末
摘
花
】

次
の
例
26
「
お
ほ
か
た
の
人
柄
」
の
よ
う
な
「
人
の
容
姿
や
性
質
を

表
す
「
お
ほ
か
た
」
の
名
詞
と
し
て
の
用
法
と
助
詞
ノ
を
伴
っ
た
連

体
修
飾
用
法
」
が
、
ノ
を
伴
わ
な
い
例
27
「
お
ほ
か
た
φ
…
御
心
ば

へ
」
の
如
き
例
を
派
生
さ
せ
た
と
捉
え
る
も
の
で
、「
全
体
を
表
す

副
詞
的
な
修
飾
用
法
へ
の
過
渡
期
的
な
一
用
法
」
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。

26　

…
お
ほ
か
た
の
人
柄
ま
め
や
か
に
、
あ
だ
め
き
た
る
と
こ
ろ

な
く
お
は
す
れ
ば
、
…	

【
源
氏
物
語
・
少
女
】

27　

お
ほ
か
た
、
ら
う
ら
う
じ
く
を
か
し
き
御
心
ば
へ
を
、
思
ひ

し
こ
と
か
な
ふ
と
思
す
。	

【
源
氏
物
語
・
紅
葉
賀
】

つ
ま
り
「
お
ほ
か
た
＋
形
容
詞
＋
名
詞
」
と
い
う
構
造
が
前
提
と
し

て
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
お
ほ
か
た
φ
」
が
句
全
体
と
関
わ

る
段
階
に
は
中
古
は
い
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
主
張
だ
が
、

馬
内
侍
集
・
為
頼
集
・
実
方
集
・
嘉
言
集
・
大
弐
高
遠
集
・
紫
式

部
集
・
和
泉
式
部
集
・
和
泉
式
部
続
集
・
大
斎
院
前
の
御
集
・
輔

親
集
・
公
任
集
・
定
頼
集
・
相
模
集
・
本
院
左
大
臣
家
歌
合
・
陽

成
院
歌
合
・
陽
成
院
一
親
王
姫
君
達
歌
合
・
坊
城
右
大
臣
殿
歌
合
・

宰
相
中
将
君
達
春
秋
歌
合
・
内
裏
歌
合　

寛
和
二
年
・
東
宮
学
士

義
忠
歌
合
・
弘
徽
殿
女
御
歌
合
長
久
二
年
・
内
裏
歌
合　

承
暦
二

年
・
若
狭
守
通
宗
朝
臣
女
子
達
歌
合
・
左
近
権
中
将
藤
原
宗
通
朝

臣
歌
合
・
高
陽
院
七
番
歌
合
・
東
塔
東
谷
歌
合
（
以
上
、
新
編
国

歌
大
観
）

　

４　

田
和
は
こ
れ
を
「
形
容
動
詞
の
連
用
形
」
と
す
る
が
、
本
稿
の
調

査
の
範
囲
で
は
、「
お
ほ
か
た
・
に
」
が
五
四
例
あ
る
の
に
対
し
て
、

他
の
「
活
用
形
」
は
連
体
形
一
例
（「
な
ほ
、
世
に
あ
る
人
の
あ
り

さ
ま
を
、
お
ほ
か
た
な
る
や
う
に
て
聞
き
あ
つ
め
【
源
氏
物
語
・
末

摘
花
】」）
と
、
語
幹
用
法
一
例
（「
我
が
た
ち
て
着
る
こ
そ
う
け
れ

夏
衣
お
ほ
か
た
と
の
み
見
べ
き
薄
さ
を
」【
後
撰
集
・
巻
十
四
・
恋
六
・

一
〇
五
四
】）
し
か
見
ら
れ
な
い
。
院
政
期
以
前
の
段
階
で
は
「
お

ほ
か
た
・
に
」
は
連
用
副
詞
と
規
定
し
た
方
が
実
情
に
即
す
よ
う
に

思
う
が
、
論
旨
に
は
影
響
し
な
い
。

　

５　

田
和
は
中
古
の
「
お
ほ
か
た
」
に
は
「
陳
述
副
詞
的
用
法
は
な
い
」

と
し
、
次
の
例
25
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
「「「
お
ほ
か
た
」
が
助



二
八

ほ
か
た
・
な
る
」
と
い
う
語
形
は
次
の
一
例
の
み
で
、
後
世
の
「
り

ん
も
大
方
な
る
生
れ
付
き
、
茂
右
衛
門
め
程
な
る
男
を
、
そ
も
や
持

ち
か
ね
る
事
や
あ
る
」【
好
色
五
人
女
・
巻
三
】
の
よ
う
な
例
（「
そ

こ
そ
こ
の
／
ま
ず
ま
ず
の
」
と
い
う
中
間
的
評
価
を
表
す
）
は
み
ら

れ
な
い
。
30
は
「
特
別
な
関
係
と
は
無
縁
な
様
」
で
あ
る
。

30　

な
ほ
、
世
に
あ
る
人
の
あ
り
さ
ま
を
、
お
ほ
か
た
な
る
や
う

に
て
聞
き
あ
つ
め
、
耳
と
ど
め
た
ま
ふ
癖
の
つ
き
た
ま
へ
る
を

…	

【
源
氏
物
語
・
末
摘
花
】

　

８　

な
お
、
中
世
に
見
ら
れ
る
31
の
よ
う
な
「
全
否
定
」
の
用
法
は
、

こ
の
「
総
合
」
が
後
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
古
で
は
次
例

32
の
よ
う
に
何
か
の
不
在
を
総
合
し
て
い
う
用
法
し
か
な
い
が
、「
全

否
定
」
は
総
合
し
よ
う
の
な
い
一
回
的
出
来
事
に
対
し
て
用
い
ら
れ

得
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

31　

…
鬼
寄
り
て
、「
さ
は
取
る
ぞ
」
と
て
、
ね
ぢ
て
引
く
に
、

大
方
痛
き
事
な
し
。

	

【
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
第
一
・
三　

鬼
に
瘤
取
ら
る
る
事
】

32　

あ
し
ひ
き
の
山
ほ
と
と
ぎ
す
の
み
な
ら
ず
お
ほ
か
た
鳥
の
声

も
聞
え
ず	

【
後
拾
遺
集
・
巻
第
三
・
夏
・
一
八
二
】

　

９　

こ
れ
を
「
さ
あ
帰
ろ
う
よ
と
言
う
の
で
す
が
」
工
藤
重
矩

（
一
九
八
三
）
と
か
、「
さ
あ
帰
り
ま
し
ょ
う
、
と
言
い
た
い
と
こ
ろ

次
の
点
か
ら
従
え
な
い
。
ま
ず
、
例
28
・
29
の
よ
う
な
例
も
、「
お

ほ
か
た
＋
形
容
詞
＋
名
詞
」
の
よ
う
な
構
成
と
考
え
る
の
は
、
文
脈

に
そ
ぐ
わ
な
い
。

28　

か
の
空
蝉
を
、
も
の
の
を
り
を
り
に
は
、
ね
た
う
思
し
出
づ
。

〈
略
〉
お
ほ
か
た
、
な
ご
り
な
き
も
の
忘
れ
を
ぞ
え
し
た
ま
は

ざ
り
け
る
。	

　
【
源
氏
物
語
・
末
摘
花
】

29　

お
ほ
か
た
さ
る
ま
じ
き
際
の
女
官
な
ど
ま
で
、
し
の
び
き
こ

え
ぬ
は
な
し
。	

【
源
氏
物
語
・
宿
木
】

ま
ず
「
物
忘
れ
／
女
官
」
な
ど
は
田
和
の
い
う
「
人
の
容
姿
や
性
質
」

で
は
な
い
し
、「
お
ほ
か
た
φ
」
が
「
な
ご
り
な
き
／
さ
る
ま
じ
き
」

だ
け
と
関
わ
る
と
考
え
る
な
ら
、「
全
体
的
な
物
忘
れ
／
全
体
的
に

偲
ぶ
筋
合
い
の
な
い
女
官
」
な
ど
と
ね
じ
れ
た
解
釈
を
と
ら
ざ
る
を

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
な
ご
り
な
き
も
の
忘
れ
を
ぞ
え

し
た
ま
は
ず
／
さ
る
ま
じ
き
際
の
女
官
な
ど
ま
で
、
し
の
び
き
こ
え

ぬ
は
な
し
」
全
体
と
「
お
ほ
か
た
φ
」
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る

方
が
自
然
と
考
え
る
。

　

６　

例
14
に
つ
い
て
新
全
集
が
「
一
通
り
の
悩
み
事
で
も
あ
る
と
い
う

の
だ
ろ
う
か
」
と
訳
し
「
皮
肉
な
か
ら
か
い
」
を
読
む
の
に
本
稿
も

従
う
。

　

７　
「
お
ほ
か
た
・
の
」
が
今
回
一
四
二
例
集
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、「
お



二
九

参
考
文
献

工
藤
重
矩
（
一
九
八
三
）「『
古
今
集
』
の
「
お
ほ
か
た
は
」
の
解
釈
」『
和

歌
文
学
研
究
』
第
四
七
号

工
藤
浩
（
二
〇
〇
〇
）「
副
詞
と
文
の
陳
述
的
な
タ
イ
プ
」『
日
本
語
の
文

法
３　

モ
ダ
リ
テ
ィ
』
岩
波
書
店

田
和
真
紀
子
（
二
〇
〇
五
）「
中
古
和
文
資
料
に
お
け
る
「
お
ほ
か
た
」

の
用
法
―
副
詞
化
以
前
の
用
法
に
関
す
る
意
味
論
的
考
察
を
中
心
に

―
」『
都
大
論
究
』
四
二
号

田
和
真
紀
子
（
二
〇
〇
七
）「
お
ほ
よ
そ
」「
お
よ
そ
」
の
意
味
・
機
能
の

史
的
変
遷
『
外
国
文
学
』
五
六
号

（
ほ
し
の　

よ
し
ゆ
き
／
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
准
教
授
）

で
す
」（
新
潮
集
成
）
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
、「
い
ざ
…
せ
む
」
の

語
法
と
し
て
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

10　

た
だ
、
事
態
に
依
然
関
わ
り
を
持
つ
［
総
合
］
と
そ
れ
か
ら
離
れ

切
る
［
前
提
の
解
消
］
が
、
叙
法
副
詞
の
下
位
分
類
に
収
ま
っ
て
い

て
よ
い
か
等
、
副
詞
を
ど
う
組
織
す
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
な
考

察
の
余
地
が
残
さ
れ
る
。

　

11　
「
そ
の
他
」は
次
の
三
例
。
33
・
34
は
名
詞
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

35
は
意
味
的
に
は
連
用
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

33　

…
お
ほ
か
た
に
つ
け
て
は
、
い
づ
れ
の
皇
女
た
ち
を
も
、
よ

そ
に
聞
き
放
ち
た
て
ま
つ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ど
、
ま
た
か
く

と
り
わ
き
て
聞
き
お
き
た
て
ま
つ
り
て
む
を
ば
…

	

【
源
氏
物
語
・
若
菜
上
】

34　

六
条
院
に
も
、
お
ほ
か
た
に
つ
け
て
だ
に
、
世
に
め
や
す
き

人
の
な
く
な
る
を
ば
惜
し
み
た
ま
ふ
御
心
に
、
ま
し
て
、
こ
れ

は
…	

　
　
【
源
氏
物
語
・
横
笛
】

35　

我
が
た
ち
て
着
る
こ
そ
う
け
れ
夏
衣
お
ほ
か
た
と
の
み
見
べ

き
薄
さ
を	

【
後
撰
集
・
巻
十
四
・
恋
六
・
一
〇
五
四
】

　

12　

こ
の
例
は
中
古
の
用
例
で
は
な
い
の
で
前
掲
の
〈
表
〉
に
計
上
し

て
い
な
い
。




