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一
　
は
じ
め
に

　

平
安
仮
名
文
の
語
義
は
、
語
形
が
変
わ
ら
な
い
場
合
、
や
や
も
す
る
と
現
代

語
と
同
様
と
解
し
て
し
ま
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
さ
い
は
ひ
」も
そ
の
一
つ
で
、

辞
書
類
で
は
「
幸
福
」「
幸
運
」
と
記
述
さ
れ
、
現
代
語
と
同
様
に
捉
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
語
義
は
い
ま
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

　

た
と
え
ば
、『
岩
波
古
語
辞
典
』（
大
野
晋
氏
・
岩
波
書
店
・
一
九
七
四
年
一
二
月
）

で
は
、「
サ
キ
ハ
ヒ
の
音
便
形
」
と
し
、「
幸
運
。
幸
福
」
と
記
述
し
て
い
る
。「
さ

き
は
ひ
」
に
つ
い
て
は
「
サ
キ
（
咲
き
）・
サ
キ
ハ
ヒ
（
幸
）・
サ
カ
リ
（
盛
）
と

同
根
。
生
長
の
は
た
ら
き
が
頂
点
に
達
し
て
、
外
に
形
を
開
く
意
。
ハ
ヒ
は
ニ

ギ
ハ
ヒ
の
ハ
ヒ
と
同
じ
」「
サ
キ
ハ
ヒ
は
植
物
の
繁
茂
が
人
間
に
仕
合
せ
を
も

た
ら
す
意
か
ら
成
立
し
た
語
で
あ
る
に
対
し
、
サ
チ
は
狩
猟
の
獲
物
の
豊
富
が

人
間
に
仕
合
せ
を
も
た
ら
す
意
か
ら
成
立
し
た
語
」
と
語
構
成
と
類
義
語
か
ら

説
明
し
て
い
る
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）で
も
語
義
を「
一
よ
い
運
勢
。

幸
運
」、「
二
、
幸
運
に
恵
ま
れ
て
栄
え
て
い
る
状
態
。
幸
福
」、「
三
、
幸
運
に

恵
ま
れ
た
よ
い
機
会
。
物
事
を
す
る
の
に
都
合
の
い
い
状
態
。
好
機
。」と「
運
」

で
説
明
し
な
が
ら
、
状
態
に
つ
い
て
は
「
幸
福
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。

　

現
代
語
の
辞
書
で
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年

五
月
）
は
「
神
仏
な
ど
他
が
与
え
て
く
れ
た
と
感
じ
ら
れ
る
、
自
分
に
と
っ
て

非
常
に
望
ま
し
く
、
ま
た
し
あ
わ
せ
に
感
じ
ら
れ
る
状
態
。
運
の
よ
い
こ
と
。

幸
福
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
さ
ま
。
幸
福
。
し
あ
わ
せ
」
と
あ
っ
て
、「
運
」

と
「
幸
福
」「
し
あ
わ
せ
」
を
並
列
し
て
い
る
。『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店
）
で
も

「
運
が
よ
く
恵
ま
れ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
。
し
あ
わ
せ
。
幸
福
。
幸
運
。」
と
や

は
り
並
列
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
森
田
良
行
氏
が
『
日
本
語
を
み
が
く
小
辞
典

名
詞
篇
』（
講
談
社
現
代
新
書
・
一
九
八
七
年
一
〇
月
）
で
、

「
幸
い
」
は
「
幸
う
」
か
ら
来
た
名
詞
。「
さ
き
わ
う
」
は
「
言
霊
の
幸
う
国
」

の
よ
う
に
、〝
盛
ん
な
〟
と
か
〝
栄
え
る
〟
の
意
味
だ
。
こ
れ
は
主
と
し

て
草
木
が
盛
ん
に
繁
茂
し
、
五
穀
豊
穣
で
栄
え
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ

た
語
で
、
人
々
に
仕
合
わ
せ
を
与
え
る
様
を
実
生
活
に
写
し
て
と
ら
え
て

い
る
。（
中
略
）
食
糧
の
豊
か
さ
が
即
幸
福
を
意
味
す
る
と
は
、
何
と
物
質

主
義
な
こ
と
よ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
万
事
乏
し
か
っ
た
古
代

社
会
に
あ
っ
て
は
、
食
の
不
安
が
な
く
常
に
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
最
大
の
幸
福
で
あ
っ
た
ろ
う
。（
傍
線
は
筆
者
）

と
説
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
代
人
に
向
け
て
説
明
す
る
た
め
に
「
幸
福
」

と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
の
だ
ろ
う
。
現
代
語
の
「
幸
福
」
は
「
心
が
満
ち
足

り
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、そ
の
さ
ま
」な
ど
と
説
か
れ
、「
運
」を
云
々
さ
れ
な
い
。

平
安
時
代
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　

早
く
に
、
平
安
時
代
の
「
さ
い
は
ひ
」
に
注
目
さ
れ
た
の
は
原
田
芳
起
氏

　
　
　
「
さ
い
は
ひ
」
考 —
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で
、「
神
仏
の
恩
寵
と
し
て
そ
の
人
に
与
え
ら
れ
た
栄
え
」
と
説
か
れ
（
１
）、
次
い

で
原
岡
文
子
氏
は
「
幸
ひ
人
中
の
君
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
第
八
集
』
有
斐
閣
、

一
九
八
三
年
六
月
）
で
、
源
氏
物
語
で
は
「
幸
ひ
」
の
語
は
女
君
に
集
中
し
て
用

い
ら
れ
て
お
り
、「
幸
福
と
置
き
換
え
ら
れ
る
よ
り
は
幸
運
と
置
き
換
え
る
の

に
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
」
と
説
か
れ
、「
幸
ひ
」
に
自
ず
と
潜
む
脆
さ
や
危
う

さ
か
ら
宇
治
中
君
の
生
や
物
語
の
変
容
を
指
摘
さ
れ
た
。
た
だ
、両
氏
と
も「
さ

い
は
ひ
」
を
抽
象
的
に
捉
え
ら
れ
、
女
君
の
幸
福
と
い
う
点
か
ら
論
じ
て
お
ら

れ
る
た
め
、
語
と
し
て
の
考
察
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
と
ば
、
特
に
文
学
作
品
の
こ
と
ば
は
、
作
品
固
有
の
語
義
を
に
な
う
場
合

と
、
作
品
を
超
え
て
時
代
の
文
化
を
に
な
う
場
合
と
が
あ
り
、「
さ
い
は
ひ
」

は
具
体
的
な
裏
付
け
を
持
っ
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。平
安
人
は
何
を
も
っ
て「
さ

い
は
ひ
」
と
考
え
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
事
態
を
「
さ
い
は
ひ
」
と
表
現
し

て
い
る
の
か
を
明
ら
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

二
　
平
安
仮
名
文
の
「
さ
い
は
ひ
」
概
観

　

平
安
仮
名
文
に
認
め
ら
れ
る
「
さ
い
は
ひ
」
を
ま
と
め
る
と
表
１
の
よ
う
に

な
る
（
２
）。
土
佐
日
記
・
大
和
物
語
・
和
泉
式
部
日
記
・
更
級
日
記
に
は
認
め
ら
れ

な
い
。
参
考
と
し
て
万
葉
集
の
「
さ
き
は
ひ
」
と
そ
の
動
詞
形
も
含
め
た
。
こ

う
し
て
み
る
と
、「
さ
い
は
ひ
」
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
作
品
の
長

さ
を
鑑
み
る
と
、
源
氏
物
語
三
四
例
に
対
し
て
、
九
分
の
一
の
長
さ
の
落
窪
物

語
が
二
〇
例
、
二
分
の
一
の
う
つ
ほ
物
語
が
二
四
例
、
四
分
の
一
の
狭
衣
物
語

が
一
一
例
で
、
落
窪
物
語
と
う
つ
ほ
物
語
に
頻
用
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
源
氏

物
語
は
そ
れ
ほ
ど
頻
度
が
高
く
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
上
代
の
万
葉
集
こ
そ
和
歌
だ
が
、
平
安
時
代
で
は
八
代
集
に
認
め
ら

れ
ず
、
作
中
和
歌
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。
散
文
で
は
、
心
中
思
惟
も
会
話
に
含

め
る
と
、
落
窪
物
語
で
は
会
話
一
四
例
に
対
し
て
地
の
文
六
例
、
う
つ
ほ
物
語

で
は
二
〇
例
に
対
し
て
四
例
、
源
氏
物
語
で
は
二
四
例
に
対
し
て
一
〇
例
と
、

そ
の
後
の
物
語
も
同
様
で
、
地
の
文
よ
り
会
話
文
に
多
く
認
め
ら
れ
る
。
蜻
蛉

日
記
と
枕
草
子
は
地
の
文
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
が
、
一
人
称
限
定
視
点
だ
か

ら
筆
者
の
会
話
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

平
安
仮
名
文
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
も
っ
ぱ
ら
散
文
に
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ

て
を
り
、
対
義
語
は
「
わ
ざ
は
ひ
」
で
あ
る
。
う
つ
ほ
物
語
で
は
、

　

⑴
幸
ひ
あ
ら
ば
、
そ
の
幸
ひ
極
め
む
時
、
禍
ひ
極
ま
る
身
な
ら
ば
、
そ
の
禍

　
　

ひ
限
り
に
な
り
て
命
縮
ま
り
、」 

（
俊
蔭
四
六
）

　

⑵
わ
が
親
は
、
こ
の
二
つ
の
琴
を
ば
、
幸
ひ
に
も
禍
ひ
に
も
、
極
め
て
い
み

　
　

じ
か
ら
む
時
掻
き
鳴
ら
せ
と
こ
そ
の
た
ま
ひ
し
か
。 

（
俊
蔭
八
四
）

さ　

き　

は　

ひ

さ　

き　

は　

ふ

さ　

い　

は　

ひ

御　

さ　

い　

は　

ひ

さ　

い　

は　

ひ　

人

さ　

い　

は　

ひ　

な　

り

総　

計

歌 歌 会 地 会 地 会 地 会 地

万葉集 1 1 2

竹取物語 1 1

伊勢物語 1 1

蜻蛉日記 4 4

落窪物語 12 4 1 2 1 20

うつほ物語 19 2 1 2 24

枕草子 2 2

源氏物語 13 4 6 4 5 2 34

紫式部日記 2 1 1 4

浜松中納言 1 1 2

夜の寝覚 3 1 1 5

狭衣物語 3 4 3 1 11

表１　平安仮名文の「さいはひ」
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と
、
俊
蔭
が
遺
言
で
秘
琴
を
弾
く
時
を
「
幸
ひ
」
と
「
禍
ひ
」
の
両
極
端
の

場
合
を
指
示
し
て
い
る
。「
わ
ざ
は
ひ
」
か
ら
す
れ
ば
「
さ
い
は
ひ
」
は
人
間

の
努
力
と
は
関
わ
ら
な
い
も
の
、
本
人
の
努
力
や
働
き
と
は
関
係
な
く
も
た
ら

さ
れ
る
も
の
、
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
で
、
天
か
ら
物
が
落
ち
て
く
る

よ
う
に
避
け
ら
れ
ぬ
も
の
と
な
ろ
う
。植
物
の
生
長
が
盛
ん
な
こ
と
を
表
す「
サ

キ
」
も
、
狩
猟
の
獲
物
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
表
す
類
義
語
の
「
サ
チ
」
も
主

体
の
行
為
や
意
思
で
左
右
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
好
運
と
し
か
い
い
よ
う
が

な
い
事
態
で
、当
人
に
と
っ
て
良
き
事
な
ら
ば
「
幸
ひ
」、悪
し
き
事
な
ら
ば
「
禍

ひ
」
と
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
室
町
時
代
か
ら
認
め
ら
れ
る
「
し
あ
は

せ
」
は
「
為
合
は
す
」
の
名
詞
形
で
、
も
の
ご
と
を
う
ま
く
や
ら
せ
る
意
だ
か

ら
、
能
動
性
の
あ
る
行
為
で
あ
る
。
平
安
仮
名
文
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
受
動
性

を
核
と
し
て
お
り
、
現
代
語
の
「
幸
福
」
の
意
は
そ
ぐ
わ
な
い
だ
ろ
う
。

　

表
２
は
「
さ
い
は
ひ
」
を
手
中
に
し
た
人
物
を
男
女
別
で
み
た
も
の
で
あ
る
。

人
間
一
般
の
場
合
は
「
人
」
で
示
し
た
。
女
性
に
多
い
と
は
い
え
、
竹
取
物
語

と
伊
勢
物
語
は
男
性
だ
け
だ
し
、
蜻
蛉
日
記
は
男
性
二
例
女
君
一
例
、
落
窪
物

語
は
男
性
三
例
女
性
一
七
例
、
う
つ
ほ
物
語
は
男
性
六
例
女
性
一
七
例
と
、
男

君
に
も
か
な
り
用
い
ら
れ
て
い
る
。
紫
式
部
日
記
で
も
男
性
一
例
女
性
三
例
だ

か
ら
、
わ
ず
か
二
例
に
す
ぎ
な
い
浜
松
中
納
言
物
語
は
と
も
か
く
、
源
氏
物
語

で
、
女
性
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
作
品
の
特
性
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ど

ん
な
情
況
を
幸
い
と
捉
え
て
い
る
の
か
、
個
々
の
作
品
を
見
て
い
く
と
、
従
来

の
解
釈
が
変
わ
っ
て
く
る
し
、
文
学
の
史
的
展
開
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

　
　
　
　
三
　
万
葉
集
・
初
期
物
語

　
「
さ
い
は
ひ
」
は
、
上
代
で
は
「
汝
が
み
こ
と
の
成
し
幸
波
閉
賜
は
ば
」（
広

瀬
大
忌
祭
祝
詞
）
の
よ
う
に
「
さ
き
は
ひ
」
で
あ
っ
た
。

　

⑴
神
代
よ
り　

言
ひ
伝
て
来
ら
く　

そ
ら
み
つ　

大
和
の
国
は　

皇
神
の　

　
　

い
つ
く
し
き
国　

言
霊
の　

佐さ

吉き

播は

布ふ

国
と　

語
り
継
ぎ　

言
ひ
継
が
ひ

　
　

け
り　

… 

（
万
葉
五
・
八
九
四
・
憶
良
・
好
去
好
来
歌
）

　

⑵
福

さ
き
は
ひの

い
か
な
る
人
か
黒
髪
の
白
く
な
る
ま
で
妹
が
声
聞
く

（
万
葉
七
・
一
四
一
一
・
挽
歌
）

　

⑴
は
音
仮
名
で
「
佐
吉
播
布
」
と
記
し
、
言
霊
が
威
力
を
発
揮
す
る
国
と
大

和
を
嘉
し
て
い
る
。
宣
命
の
言
い
回
し
「
天
に
坐
す
神
地
に
坐
す
神
の
相
ひ
う

づ
な
ひ
奉
り
佐
枳
波
倍
奉
り
」（
一
三
詔
）
で
天
の
神
地
の
神
が
与
え
る
と
い
う

よ
う
に
、「
さ
き
は
ひ
」
の
状
態
と
す
る
の
は
神
霊
で
あ
っ
て
人
間
で
は
な
い
。

⑵
は
訓
仮
名
で
、
い
つ
た
い
「
さ
き
は
ひ
」
の
ど
ん
な
人
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う

か
、
共
白
髪
と
な
る
ま
で
妻
の
声
を
聞
け
る
と
は
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
挽
歌
で
、
老
年
ま
で
妻
と
共
に
過
ご
す
、
そ
ん
な
男
は
「
さ
き
は
ひ
」

だ
、
偕
老
同
穴
な
ど
ま
れ
だ
と
反
語
で
表
現
し
て
妻
の
死
を
悲
嘆
し
て
い
る
。

こ
こ
で
共
白
髪
を
「
さ
き
は
ひ
」
と
す
る
の
は
、
寿
命
が
人
智
を
越
え
た
も
の

さ　

い　

は　

ひ

幸　

ひ　

人

男 女 人 男 女 人

万葉集 1 1

竹取物語 1

伊勢物語 1

蜻蛉日記 2 1 1

落窪物語 2 17 1

うつほ物語 6 15 1 2

枕草子 2

源氏物語 22 5 7

紫式部日記 1 3

浜松中納言 2

夜の寝覚 1 3 1

狭衣物語 1 9 1

表２　「さいはひ」男女別
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だ
か
ら
で
あ
る
。「
さ
き
は
ひ
」
は
人
間
の
努
力
や
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
対

価
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
こ
う
し
た
歌
と

な
る
。
植
物
の
生
長
が
盛
ん
だ
と
い
う
「
サ
キ
」
も
、
狩
猟
の
獲
物
が
豊
富
で

あ
る
と
い
う
「
サ
チ
」
も
、
人
間
の
行
為
や
意
思
で
左
右
で
き
る
こ
と
で
は
な

い
。「
さ
き
は
ひ
」
は
好
運
、
福
運
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
事
態
を
表
す
語

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

平
安
の
初
期
仮
名
文
、
竹
取
物
語
や
伊
勢
物
語
で
も
「
さ
い
は
ひ
」
は
神
威

に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

⑶
楫
取
り
答
へ
て
申
す
、「
こ
こ
ら
船
に
乗
り
て
ま
か
り
歩
く
に
、
ま
だ
か

　
　

か
る
わ
び
し
き
目
を
見
ず
。
御
船
海
の
底
に
入
ら
ず
は
、
雷
落
ち
か
か
り

　
　

ぬ
べ
し
。
も
し
、
幸
ひ
に
神
の
助
け
あ
ら
ば
、
南
海
に
吹
か
れ
お
は
し
ぬ

　
　

べ
し
。
う
た
て
あ
る
主
の
御
許
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
す
ず
ろ
な
る
死
に
を

　
　

す
べ
か
め
る
か
な
」
と
、
楫
取
り
嘆
く
。 

（
竹
取
物
語
四
六
）

　

⑷
男
、
文
お
こ
せ
た
り
。
得
て
後
の
こ
と
な
り
け
り
。「
雨
の
降
り
ぬ
べ
き

　
　

に
な
む
見
わ
づ
ら
ひ
は
べ
る
。
身
幸
ひ
あ
ら
ば
、
こ
の
雨
は
降
ら
じ
」
と

　
　

い
へ
り
け
れ
ば
、
例
の
男
、
女
に
代
は
り
て
詠
み
て
や
ら
す
。

（
伊
勢
物
語
一
〇
七
段
、
二
〇
六
）

い
ず
れ
も
仮
定
表
現
で
、
⑶
の
竹
取
物
語
で
は
龍
の
首
の
玉
を
取
り
に
海
原
に

乗
り
出
し
、
暴
風
雨
に
遭
遇
し
た
大
伴
大
納
言
に
楫
取
り
が
、
助
か
る
道
は
神

の
助
け
で
南
海
に
流
れ
着
く
だ
け
だ
と
絶
望
し
、
⑷
の
伊
勢
物
語
で
は
藤
原
敏

行
が
女
に
「
身
幸
ひ
あ
ら
ば
、
こ
の
雨
は
降
ら
じ
」
と
雨
を
口
実
に
、
逢
い
に

行
け
な
い
と
、
言
い
送
っ
て
い
る
。
雨
が
止
む
か
ど
う
か
は
男
に
左
右
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
神
の
恵
み
を
受
け
、
沈
没
か
ら
助
か
る
こ
と
も
雨
が
止
む
の

も
、
自
然
の
摂
理
、
神
威
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
人
間
は
そ
れ

を
受
け
る
し
か
な
い
。「
さ
い
は
ひ
」
は
神
の
与
え
る
福
運
、
好
運
で
、
初
期

散
文
で
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
上
代
と
同
じ
く
自
然
現
象
、
神
威
の
も
た
ら
す
神

秘
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
　「
さ
い
は
ひ
」
の
変
容

　

と
こ
ろ
が
、
蜻
蛉
日
記
以
降
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
人
事
に
変
わ
っ
て
い
る
。

神
威
は
前
面
に
出
な
い
。
実
生
活
と
関
わ
る
日
記
な
ど
を
み
て
い
こ
う
。

　

⑴
月
夜
の
頃
よ
か
ら
ぬ
物
語
し
て
、
あ
は
れ
な
る
さ
ま
の
こ
と
ど
も
語
ら
ひ

　
　

て
も
（
中
略
）

　
　
　
　

曇
り
夜
の
月
と
わ
が
身
の
行
く
末
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
は
い
づ
れ
ま
さ

　
　
　
　

れ
り

　
　

返
り
ご
と
、
た
は
ぶ
れ
の
や
う
に
、

　
　
　
　

お
し
は
か
る
月
は
西
へ
ぞ
行
く
先
は
わ
れ
の
み
こ
そ
は
知
る
べ
か
り

　
　
　
　

け
れ

　
　

な
ど
、
頼
も
し
げ
に
見
ゆ
れ
ど
、
わ
が
家
と
お
ぼ
し
き
と
こ
ろ
は
、
異
に

　
　

な
む
あ
ん
め
れ
ば
、
い
と
思
は
ず
に
の
み
ぞ
、
世
は
あ
り
け
る
。
幸
ひ
あ

　
　

る
人
の
た
め
に
は
、
年
月
見
し
人
も
、
あ
ま
た
の
子
な
ど
持
た
ら
ぬ
を
、

　
　

か
く
も
の
は
か
な
く
て
、
思
ふ
こ
と
の
み
し
げ
し
。

　
（
蜻
蛉
日
記
上
一
二
九
）

  
康
保
元
年
の
秋
、
愛
の
不
安
を
訴
え
る
道
綱
母
に
兼
家
は
頼
も
し
く
答
え
る

が
、
兼
家
が
寄
る
辺
と
し
て
い
く
の
は
時
姫
だ
ろ
う
と
察
し
て
い
る
筆
者
に

と
っ
て
、
状
況
は
厳
し
い
。
長
年
連
れ
添
っ
て
も
子
供
は
道
綱
一
人
で
兼
家
の

た
め
に
大
勢
産
ん
で
い
な
い
か
ら
こ
の
よ
う
に
「
も
の
は
か
な
き
」
あ
り
さ
ま
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な
の
だ
と
悩
み
を
表
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
兼
家
を
「
幸
ひ
あ
る
人
」
と
捉
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
兼
家
は
停
滞
か
ら
脱
し
て
左
京
大
夫
に
転
じ
て

い
る
。
道
綱
母
は
、
幸
運
に
恵
ま
れ
て
昇
進
し
、
こ
れ
か
ら
政
界
で
地
位
を
得

て
躍
進
し
て
い
く
兼
家
に
と
っ
て
多
く
の
子
女
が
必
要
と
な
る
の
に
と
悩
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
天
禄
三
年
二
月
に
は
、
夢
を
信
じ
る
な
ど
た
わ
け
た
こ
と
と
思
い
な

が
ら
も
、
夢
解
き
を
聞
い
て
「
さ
ら
ぬ
御
族
に
は
あ
ら
ね
ば
、
わ
が
ひ
と
り
持

た
る
人
、も
し
お
ぼ
え
ぬ
幸
ひ
も
や
と
ぞ
、心
の
う
ち
に
思
ふ
」（
下
二
七
八
）
と
、

道
綱
の
立
身
を
夢
見
て
い
る
。
蜻
蛉
日
記
で
い
う
男
性
に
と
っ
て
の
「
さ
い
は

ひ
」
と
は
昇
格
し
、
上
達
部
と
な
り
、
政
界
で
力
を
持
つ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
自
身
に
つ
い
て
は
「
き
は
め
て
幸
ひ
な
か
り
け
る
身
な
り
」（
中

二
二
二
）
と
考
え
て
い
る
。
女
性
に
と
っ
て
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
枕
草
子
で
は
、

　

⑵
受
領
の
北
の
方
に
て
国
へ
下
る
を
こ
そ
は
、
よ
ろ
し
き
人
の
幸
ひ
の
際
と

　
　

思
ひ
て
、
め
で
う
ら
や
む
め
れ
。
た
だ
人
の
上
達
部
の
北
の
方
に
な
り
、

　
　

上
達
部
の
御
む
す
め
后
に
ゐ
た
ま
ふ
こ
そ
は
、
め
で
た
き
こ
と
な
め
れ
。

（
枕
草
子
、
位
こ
そ
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ
れ
三
一
六
）

世
間
で
は
、
中
流
階
級
の
女
の
「
幸
ひ
の
際
」
は
受
領
の
北
の
方
に
な
る
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、中
の
品
の
娘
が
上
達
部
の
北
の
方
に
な
っ
た
り
、

上
達
部
の
娘
が
后
に
な
る
こ
と
を
こ
そ
「
さ
い
は
ひ
」
と
い
う
の
だ
と
力
説
し

て
い
る
。「
め
で
う
ら
や
」
む
と
い
う
か
ら
、
受
領
の
北
の
方
に
な
る
の
も
際

だ
つ
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
枕
草
子
で
は
「
え
せ
ざ
い
は
ひ
」（
生
ひ
先
な
く
、

ま
め
や
か
に
五
六
）
と
切
り
捨
て
て
い
る
。
志
は
高
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う

か
。

　

⑶
「
宮
の
御
父
に
て
ま
ろ
わ
ろ
か
ら
ず
、
ま
ろ
が
む
す
め
に
て
宮
わ
ろ
く
お

　
　

は
し
ま
さ
ず
。
母
も
ま
た
幸
ひ
あ
り
と
思
ひ
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
め
り
。
よ

　
　

い
を
と
こ
は
持
た
り
か
し
、
と
思
ひ
た
め
り
」
と
、
た
は
ぶ
れ
き
こ
え
た

　
　

ま
ふ
も
、
こ
よ
な
き
御
酔
ひ
の
ま
ぎ
れ
な
り
と
見
ゆ
。（

紫
式
部
日
記
一
六
七
）

　

紫
式
部
日
記
で
は
、
敦
成
親
王
五
十
日
の
祝
で
、
機
嫌
良
く
酔
っ
た
道
長
が

満
足
の
あ
ま
り
、
中
宮
の
父
と
し
て
私
は
不
相
応
で
は
な
く
、
私
の
娘
と
し
て

中
宮
も
不
相
応
で
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
、
宮
の
母
も
ま
た
「
幸
ひ
あ
り
」
と

思
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
と
戯
れ
言
を
飛
ば
し
て
い
る
。
娘
の
お
か
げ
で
倫
子

が
坊
が
ね
の
祖
母
と
な
っ
た
の
だ
、
い
ず
れ
は
帝
の
祖
母
だ
、
そ
れ
は
私
を
夫

と
し
た
か
ら
だ
、
私
の
お
陰
な
の
だ
ぞ
と
恩
を
着
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
幸

ひ
」
は
社
会
的
地
位
の
上
昇
で
あ
る
。
一
方
、

　

⑷
小
少
将
の
君
の
、
い
と
あ
て
に
を
か
し
げ
に
て
、
世
を
う
し
と
思
ひ
し
み

　
　

て
ゐ
た
ま
へ
る
を
見
は
べ
る
な
り
。父
君
よ
り
事
始
ま
り
て
、人
の
ほ
ど
よ

　
　

り
は
、
幸
ひ
の
こ
よ
な
く
後
れ
た
ま
へ
る
な
め
り
か
し
。

（
紫
式
部
日
記
一
七
四
）

　

源
雅
信
の
孫
、
小
少
将
の
君
に
つ
い
て
は
「
人
の
ほ
ど
よ
り
は
、
幸
ひ
の
こ

よ
な
く
後
れ
た
ま
へ
る
」
と
そ
の
不
運
に
同
情
し
て
い
る
。
父
右
少
弁
時
通
の

出
家
に
よ
っ
て
家
格
が
下
が
っ
て
女
房
と
し
て
出
仕
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め

で
、
こ
ち
ら
は
階
級
の
下
降
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
階
級
の
上
昇
と
下
降
に
つ
い

て
「
さ
い
は
ひ
」
の
有
無
を
は
か
っ
て
い
る
と
知
ら
れ
よ
う
。

　

で
は
、
つ
ぎ
の
紫
式
部
の
父
、
為
時
の
言
葉
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

⑸
こ
の
式
部
丞
と
い
ふ
人
の
、
童
に
て
書
読
み
は
べ
り
し
時
、
聞
き
な
ら
ひ

　
　

つ
つ
、
か
の
人
は
お
そ
う
読
み
取
り
、
忘
る
る
と
こ
ろ
を
も
、
あ
や
し
き
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ま
で
さ
と
く
は
べ
り
し
か
ば
、
書
に
心
入
れ
た
る
親
は
、「
口
惜
し
う
、

　
　

男
子
に
て
持
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
ひ
は
な
か
り
け
れ
」
と
ぞ
、
常
に
嘆
か
れ
は

　
　

べ
り
し
。 

（
紫
式
部
日
記
二
〇
九
）

　

漢
学
の
才
に
優
れ
て
い
る
式
部
が
男
子
で
な
い
の
で
「
さ
い
は
ひ
」
に
恵
ま

れ
な
い
と
常
に
嘆
息
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
思
う
に
、
漢
学
が
家
業
と
な
っ
て

い
っ
た
為
時
に
と
っ
て
、
そ
う
で
な
く
な
る
こ
と
は
不
運
と
し
か
言
い
よ
う
の

な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
伝
え
ら
れ
て
い
る
惟
規
は
和
歌
の
方
に
心
を
寄
せ

て
い
た
ら
し
く
、
こ
こ
は
少
年
時
と
い
う
よ
り
は
、
後
年
を
含
め
た
記
述
な
の

で
は
な
い
か
。
為
時
は
式
部
の
才
に
、
男
子
で
あ
れ
ば
家
格
の
向
上
も
期
待
で

き
る
の
に
と
嘆
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
さ
い
は
ひ
」
も
、
社
会
で
の
位

置
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
平
安
時
代
の
貴
族
に
と
っ
て
の
「
さ
い
は
ひ
」
と
は
社

会
的
地
位
の
上
昇
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
男
に
と
っ
て
は
官
途
の
躍
進
、
権
門
に

成
り
上
が
る
こ
と
、
女
に
と
っ
て
は
、
婚
姻
に
よ
っ
て
所
属
し
て
い
る
階
級
か

ら
抜
け
出
て
上
昇
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
自
助
努
力
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ

と
で
は
な
い
。
運
に
左
右
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

す
る
と
、
つ
ぎ
の
解
釈
も
考
え
直
し
た
方
が
い
い
。

　

⑹
女
房
集
ま
り
て
、「
御
前
は
か
く
お
は
す
れ
ば
、
御
幸
ひ
は
少
な
き
な
り
。

　
　

な
で
ふ
女
が
真
名
文
は
読
む
。
昔
は
経
読
む
を
だ
に
人
は
制
し
き
」
と
し

　
　

り
う
ご
ち
言
ふ
を
聞
き
は
べ
る
に
も
、
物
忌
み
け
る
人
の
、
行
く
末
命
長

　
　

か
め
る
よ
し
ど
も
、
見
え
ぬ
た
め
し
な
り
と
、
言
は
ま
ほ
し
く
は
べ
れ
ど
、

　
　

思
ひ
く
ま
な
き
や
う
な
り
、
こ
と
は
た
さ
も
あ
り
。（

紫
式
部
日
記
二
〇
四
）

紫
式
部
が
女
房
た
ち
か
ら
、
漢
籍
を
好
む
か
ら
「
さ
い
は
ひ
」
が
少
な
い
の
だ

と
陰
口
を
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
漢

籍
を
読
む
女
が
不
幸
に
な
る
と
責
め
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
「
さ

い
は
ひ
」
を
現
代
語
の
「
幸
福
」
と
誤
解
し
た
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
「
さ

い
は
ひ
」
は
幸
運
な
の
だ
か
ら
、
漢
籍
に
か
ま
け
て
、
殿
方
と
出
会
っ
た
時
、

関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
お
化
粧
な
ど
に
気
を
配
っ
て
ふ
る
ま
わ
な
い
、
せ
っ
か

く
彰
子
に
出
仕
し
て
時
め
く
殿
方
と
交
渉
し
て
い
る
の
に
、
と
残
念
が
っ
て
愚

痴
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
社
会
的
地
位
の
向
上
を
い
う「
さ
い
は
ひ
」

か
ら
は
そ
う
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
五
　
落
窪
物
語

　
「
さ
い
は
ひ
」
が
男
に
と
っ
て
も
女
に
と
っ
て
も
社
会
的
な
昇
格
を
意
味
し

て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
文
学
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

落
窪
物
語
以
降
の
物
語
に
お
い
て
も
「
さ
い
は
ひ
」
が
男
子
に
と
っ
て
昇
進

し
上
達
部
と
な
る
こ
と
、
娘
を
后
に
し
、
孫
を
天
子
と
し
て
持
つ
、
摂
政
や
関

白
に
な
る
こ
と
、
女
に
と
っ
て
は
中
の
品
な
ら
上
達
部
の
北
の
方
、
上
達
部
の

娘
な
ら
后
に
な
る
こ
と
、
帝
の
皇
子
を
儲
け
る
こ
と
、
息
子
が
立
坊
し
、
帝
と

な
っ
て
そ
の
生
母
と
な
り
祖
母
と
な
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
社

会
的
地
位
の
上
昇
を
「
さ
い
は
ひ
」
と
考
え
る
の
は
当
時
の
文
化
で
あ
る
。
そ

れ
を
物
語
は
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、「
さ
い
は
ひ
」
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
落
窪
物
語
を
み
て
い
こ
う
。

　

落
窪
物
語
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
、
劣
り
腹
で
父
の
顧
り
見
が
薄
い
女
君
に

一
一
例
、
継
母
に
二
例
、
三
の
君
・
四
の
君
・
実
の
娘
た
ち
・
女
房
に
各
一
例
、

そ
し
て
父
に
四
例
と
多
用
さ
れ
て
い
る
。
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⑴
心
の
う
ち
に
は
、
と
あ
り
と
も
か
か
り
と
も
、
よ
き
こ
と
は
あ
り
な
む
や
。

　
　

女
親
の
お
は
せ
ぬ
に
幸
ひ
な
き
身
と
知
り
て
、
い
か
で
死
な
む
と
思
ふ
心

　
　

深
し
。
尼
に
な
り
て
も
殿
の
内
離
る
ま
じ
け
れ
ば
、
た
だ
消
え
失
せ
な
む

　
　

わ
ざ
も
が
な
と
思
ほ
す
。 

（
巻
一
・
二
二
）

物
語
の
最
初
、
落
窪
の
君
は
自
ら
を
「
幸
ひ
な
き
身
」
と
認
識
し
て
い
る
。
こ

こ
は
あ
こ
ぎ
か
ら
少
将
の
懸
想
を
聞
い
た
時
の
反
応
で
、母
が
い
な
い
の
で「
幸

ひ
」
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
境
遇
と
わ
が
身
を
規
定
し
、
な
ん
と
か
し
て
死
に
た

い
、
出
家
し
て
も
こ
こ
に
住
む
し
か
な
い
の
だ
か
ら
と
思
い
詰
め
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
「
さ
い
は
ひ
な
き
」
女
君
に
と
っ
て
少
将
の
愛
を
受
け
る
こ
と
は

「
幸
ひ
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
物
語
は
そ
の
過
程
を
描
い
て
い
く
。

　

継
母
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
塗
籠
か
ら
救
い
出
さ
れ
、
男
君
の
邸
に
据
え
ら
れ

て
、
女
房
を
集
め
始
め
た
時
は
、

　

⑵
君
は
ま
づ
ね
び
ま
さ
り
て
、
い
と
め
で
た
う
て
居
た
ま
へ
れ
ば
、
い
み
じ

　
　

く
幸
ひ
お
は
し
け
る
と
お
ぼ
ゆ
。 

（
巻
二
・
一
八
二
）

　

元
の
邸
か
ら
引
き
抜
か
れ
た
少
納
言
は
そ
の「
ね
び
ま
さ
っ
た
」た
姿
に
、「
い

み
じ
く
幸
ひ
お
は
し
け
る
」
と
推
測
し
、
そ
こ
に
男
君
が
帰
邸
し
、
す
ぐ
に
共

寝
す
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

　

⑶
少
納
言
、
め
で
た
く
清
げ
に
お
は
し
け
る
君
か
な
。
い
み
じ
く
思
ひ
き
こ

　
　

え
た
ま
へ
る
に
こ
そ
あ
め
れ
、
幸
ひ
あ
る
人
は
め
で
た
き
も
の
な
り
け
り

　
　

と
思
ひ
ゐ
た
り
。 

（
巻
二
・
一
八
四
）

「
幸
ひ
あ
る
人
は
め
で
た
き
も
の
な
り
け
り
」
と
、
女
君
に
威
厳
が
備
わ
っ
た

の
は
男
君
の
愛
情
の
賜
物
と
判
断
し
て
い
る
。
以
後
、
女
君
の
「
幸
ひ
」
は
そ

の
人
生
の
節
目
ご
と
に
語
ら
れ
て
い
く
。
男
君
に
据
え
ら
れ
た
存
在
を
知
ら
せ

た
父
か
ら
は
「
子
ど
も
の
中
に
幸
ひ
あ
り
け
る
者
」（
巻
三
・
三
二
五
）
と
考
え

ら
れ
、
男
君
の
両
親
に
認
め
ら
れ
る
と
そ
の
親
族
か
ら
贈
り
物
が
多
々
届
け
ら

れ
、
司
召
で
舅
と
夫
が
昇
進
す
る
と
「
左
の
大
臣
の
北
の
方
の
御
幸
ひ
」
と
世

人
か
ら
讃
え
ら
れ
、
妻
を
亡
く
し
た
太
宰
帥
に
も
「
い
み
じ
き
幸
ひ
お
は
し
け

る
」
と
思
わ
れ
、
そ
の
帥
と
四
君
を
再
縁
さ
せ
、
は
な
や
か
な
装
束
を
ま
と
わ

せ
る
と
「
御
幸
ひ
の
ゆ
か
り
」
と
感
謝
さ
れ
、
夫
が
太
政
大
臣
と
な
っ
て
人
臣

を
極
め
、
娘
が
后
と
な
る
と
「
大
臣
の
北
の
方
の
御
幸
ひ
」
と
世
人
に
語
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
女
君
の
「
幸
ひ
」
は
す
べ
て
男
君
の
変
わ
ら
ぬ
一
貫
し
た
熱
愛

に
依
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
女
君
に
仕
え
る
女
房
も
「
幸
ひ
」
と
語
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
女
君
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
男
君
の
愛
情
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
男
君

に
愛
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
逆
境
か
ら
助
け
出
さ
れ
、
据
え
ら
れ
、
や
が
て
夫
の
両

親
に
認
め
ら
れ
て
、
北
の
方
と
な
っ
て
い
く
。
劣
り
腹
の
女
が
正
妻
と
な
る
こ

と
、
そ
れ
が
女
君
に
と
っ
て
の
「
幸
ひ
」
な
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
夫
の
少
将

に
棄
て
ら
れ
た
三
の
君
は
法
華
八
講
で
中
納
言
に
な
っ
た
夫
を
目
に
し
て
「
わ

が
身
の
幸
ひ
あ
ら
ま
し
か
ば
」
と
嘆
い
て
お
り
、
四
君
は
女
君
の
配
慮
で
再
縁

し
て
華
や
か
な
装
束
で
い
る
の
を
「
こ
の
君
ぞ
幸
ひ
お
は
し
ま
し
け
る
」
と
姉

妹
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
。
現
象
だ
け
を
見
れ
ば
、
女
た
ち
の
「
幸
ひ
」
は
結
婚

の
よ
う
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
落
窪
の
女
君
は
男
君
に
よ
っ
て
自
身
の
辿
る

運
命
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
劣
り
腹
の
身
で
は
よ
い
婿
は
な
か
な

か
得
に
く
い
。そ
の
う
え
母
も
既
に
亡
く
、四
人
の
娘
を
抱
え
た
継
母
に
か
か
っ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
婿
取
り
自
体
が
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
女
君
は
自
身
の
身

を
置
く
社
会
的
な
位
置
か
ら
上
の
階
層
へ
と
上
っ
た
の
で
あ
る
。
父
に
「
子
ど

も
の
な
か
に
幸
ひ
あ
り
け
る
者
」
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
四
君
も
面
白

の
駒
と
あ
だ
名
さ
れ
る
夫
に
よ
っ
て
貶
め
ら
れ
た
た
境
遇
か
ら
、
太
宰
帥
と
の

再
縁
に
よ
っ
て
社
会
的
に
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
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で
は
、
父
中
納
言
に
四
例
も
認
め
ら
れ
る
の
は
ど
う
か
。
中
納
言
は
そ
れ
な

り
に
高
官
だ
か
ら
大
臣
に
な
る
な
ら
と
も
か
く
、
官
職
は
そ
の
ま
ま
で
、
後
に

男
君
に
大
納
言
を
譲
っ
て
も
ら
っ
て
も
「
幸
ひ
」
と
喜
ん
で
い
な
い
。
ま
し
て

や
恋
を
得
て
伴
侶
が
で
き
る
齢
で
も
な
い
。

　

⑷
明
け
ぬ
れ
ば
つ
と
め
て
よ
り
事
と
く
始
め
た
ま
ふ
。上
達
部
い
と
多
か
り
。

　
　

ま
し
て
四
位
五
位
数
知
ら
ず
多
か
り
。「
年
ご
ろ
し
ひ
惑
ひ
た
ま
へ
る
中

　
　

納
言
は
、
い
か
で
か
く
時
の
人
を
婿
に
て
持
た
り
け
む
。
幸
ひ
人
に
こ
そ

　
　

あ
り
け
れ
」
と
言
ひ
あ
さ
む
。 

（
巻
三
・
二
六
〇
）

「
さ
い
は
ひ
」
が
認
め
ら
れ
る
の
は
婿
の
男
君
に
法
華
八
講
を
行
っ
て
も
ら
っ

た
時
で
あ
る
。
男
君
が
主
催
し
た
八
講
に
は
、
上
達
部
が
多
く
参
会
し
、
四
位

五
位
の
殿
上
人
は
数
知
ら
ず
で
、
そ
の
参
会
者
が
父
中
納
言
を
「
幸
ひ
人
」
と

驚
き
呆
れ
て
い
る
。
人
々
は
「
時
の
人
を
婿
」
と
し
た
か
ら
だ
、
婿
の
威
勢
ゆ

え
だ
と
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
で
中
納
言
を
「
年
ご
ろ
し
ひ
惑
ひ
た
ま

へ
る
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
中
納
言
は
官
界
で
は
も
は
や
老

い
ぼ
れ
て
い
る
と
侮
ら
れ
、
顧
慮
さ
れ
ず
、
席
を
温
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
存

在
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
納
言
が
婿
の
お
陰
で
人
々
か
ら
目
を
向

け
ら
れ
、
敬
意
を
持
た
れ
た
の
で
あ
る
。
薪
の
行
道
で
も
上
達
部
が
列
を
成
し

た
の
で
世
人
か
ら
「
い
み
じ
う
老
い
の
幸
ひ
、
面
目
あ
り
け
る
人
か
な
」（
三
・

二
六
五
）
と
誉
め
ら
れ
、
亡
く
な
っ
た
時
も
葬
列
に
男
君
に
続
い
て
四
位
五
位

が
多
く
歩
ん
だ
の
で
「
死
に
の
幸
ひ
限
り
な
し
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。「
さ
い

は
ひ
」
三
例
「
さ
い
は
ひ
人
」
一
例
が
認
め
ら
れ
る
の
は
男
君
が
岳
父
に
孝
養

を
尽
く
し
始
め
て
か
ら
で
、
中
納
言
は
婿
の
恩
恵
で
、
侮
ら
れ
力
を
失
っ
て
い

た
情
況
か
ら
栄
誉
あ
る
位
置
に
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
さ
い
は
ひ
」
が
社
会
的
地
位
の
上
昇
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
る
と
、
継

母
が
男
君
を
婿
取
り
し
た
と
思
い
込
ん
で
「
幸
ひ
あ
り
」
と
喜
ん
だ
の
も
よ
く

わ
か
る
。

　

⑸
北
の
方
、
笑
み
ま
う
け
て
「
か
し
こ
く
も
取
り
つ
る
か
な
。
わ
れ
は
幸
ひ

　
　

あ
り
か
し
。
思
ふ
や
う
な
る
婿
ど
も
を
取
る
か
な
。
た
だ
今
、
こ
の
君
、

　
　

お
と
ど
が
ね
」
と
吹
き
散
ら
し
た
ま
へ
ば
、
人
々
「
げ
に
」
と
聞
こ
ゆ
。

（
巻
二
・
一
五
四
）

継
母
が
「
わ
れ
は
幸
ひ
あ
り
」
と
喜
ん
だ
の
は
「
こ
の
君
、
お
と
ど
が
ね
」
と

自
慢
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
臣
に
成
り
得
る
家
筋
の
婿
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
婚
姻
が
娘
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
家
格
の
上
昇
に
繋
が
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
上
昇
は
本
人
の
資
質
や
努
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
他
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
自
ら
を
「
さ
い
は
ひ
あ

り
」
と
考
え
る
の
は
、
物
語
で
は
希
有
な
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
逆
転
し
て

禍
と
な
る
の
だ
か
ら
、
効
果
的
な
手
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

男
君
道
頼
、
帯
刀
、
あ
こ
ぎ
の
「
幸
ひ
」
は
語
ら
れ
な
い
。
上
昇
は
自
ら
の

努
力
で
引
き
寄
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、落
窪
物
語
は
「
さ
い
は
ひ
」

が
期
待
さ
れ
な
い
女
君
が
、
男
君
と
出
逢
い
、
愛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社

会
的
な
地
位
を
上
昇
さ
せ
て
い
く
物
語
、
そ
の
お
か
げ
で
兄
弟
姉
妹
、
父
の
み

な
ら
ず
継
母
ま
で
が
恩
恵
を
蒙
る
話
で
、女
君
は
受
動
的
な
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
六  

う
つ
ほ
物
語
・
源
氏
物
語

　

う
つ
ほ
物
語
で
も
何
を
「
さ
い
は
ひ
」
と
し
て
い
る
か
は
同
じ
で
あ
る
。
う

つ
ほ
物
語
の
主
た
る
特
徴
は
落
窪
物
語
の
よ
う
な
逆
境
に
あ
る
女
君
が
男
君
に

出
逢
っ
て
幸
運
を
つ
か
む
こ
と
で
は
な
い
。
う
つ
ほ
物
語
で
は
権
力
を
手
に
し
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て
い
く
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
て
、そ
の
過
程
に
「
さ
い
は
ひ
」
が
認
め
ら
れ
る
。

紙
幅
の
都
合
で
簡
略
に
述
べ
る
と
、
権
門
へ
の
昇
格
、
内
親
王
降
嫁
、
政
権
掌

握
、
入
内
、
寵
愛
、
皇
子
の
出
産
、
立
后
に
認
め
ら
れ
、
権
勢
拡
大
、
家
格
の

上
昇
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
春
宮
決
定
に
際
し
て
は
多
く

認
め
ら
れ
、
正
頼
一
族
の
面
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、「
さ
い
は
ひ
」
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
固
唾
を
呑
ん
で
注
視
し
て
い
る
。
決
定
す
る
の
は

帝
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
下
層
で
も
、
俊
蔭
女
を
守
り
仲
忠
の
出
産
に
仕
え

た
嫗
の
弟
、
時
宗
が
大
団
円
で
姿
を
現
し
、「
年
ご
ろ
、
田
舎
に
む
つ
か
し
き

め
ど
も
を
見
、
ま
た
か
く
い
み
じ
う
い
ひ
懲
ぜ
ら
れ
て
、
泣
き
嘆
き
て
わ
び
し

か
り
つ
る
に
、
覚
え
ぬ
物
ど
も
を
賜
り
た
る
よ
り
も
、
ま
だ
知
ら
ず
清
ら
に
光

り
た
ま
ふ
や
う
な
る
殿
の
御
容
貌
を
、
気
近
く
、
今
は
わ
が
物
と
見
た
て
ま
つ

ら
む
と
す
る
は
、
い
み
じ
き
幸
ひ
か
な
。
禍
ひ
は
た
ち
ま
ち
に
変
ふ
る
も
の
な

り
け
り
」。（
楼
上
下
五
六
三
）」と
、仲
忠
の
身
近
で
仕
え
る
こ
と
を「
さ
い
は
ひ
」

と
感
じ
入
っ
て
い
る
。
時
宗
に
と
っ
て
も
田
舎
で
の
生
活
か
ら
都
で
の
思
い
が

け
ぬ
栄
達
で
、
家
格
が
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
わ
ず
か
二
例
だ
が
、
社
会
的
な
地
位
上
昇
に
か
か
わ
ら
な

い
事
例
が
認
め
ら
れ
る
。

　

⑴
宮
、「
さ
て
や
、
小
宮
は
東
宮
に
お
は
せ
ぬ
。
お
も
と
こ
そ
つ
ら
く
お
は

　
　

す
れ
。
ま
ろ
を
幸
ひ
な
く
生
み
出
で
、
も
の
を
思
は
せ
た
ま
ふ
」。

（
蔵
開
上
三
七
三
）

三
の
宮
忠
康
が
「
幸
ひ
な
」
し
と
母
の
仁
寿
殿
女
御
を
な
じ
っ
て
い
る
の
は
、

甥
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
て
宮
と
結
婚
で
き
な
い
と
、哀
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
上
野
宮
が
偽
の
あ
て
宮
が
私
の
妻
と
な
れ
ば
地
位
が
上
昇
す
る
と
勝
手

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
と
は
ま
る
で
ち
が
う
。
純
粋
に
個
人
的
な
幸
福
、
愛

す
る
人
と
結
ば
れ
る
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
そ
の
成
否
は
あ
て
宮
し
だ
い
だ
か

ら
三
宮
に
と
っ
て
は
宿
運
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
て
宮
も
、

　

⑵
宮
も
御
方
も
、
す
べ
て
一
御
簾
の
内
に
ふ
さ
に
居
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま

　
　

ひ
て
、「
な
ほ
似
る
も
の
は
な
か
り
け
り
」
と
、「
今
宮
こ
そ
幸
ひ
お
は

　
　

す
れ
。
見
聞
く
か
ひ
あ
る
御
人
を
一
人
領
じ
た
ま
ひ
て
、
使
ひ
人
よ
り
け

　
　

に
従
へ
た
ま
ふ
な
る
」
な
ど
、
藤
壺
は
の
た
ま
ふ
。 

（
国
譲
上
一
二
〇
）

　

と
、
仲
忠
を
覗
い
て
感
嘆
し
、
女
一
宮
は
「
さ
い
は
ひ
」
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
、

仲
忠
を
独
り
占
め
し
て
、
思
う
ま
ま
に
従
わ
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
羨
ん
で

い
る
。
過
往
は
仲
忠
も
あ
て
宮
に
求
婚
し
、あ
て
宮
も
憎
か
ら
ず
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
女
一
宮
が
降
嫁
し
て
か
ら
は
、
仲
忠
は
宮
一
筋
に
変
わ
っ
て
し
ま

う
。
こ
こ
は
あ
て
宮
の
嫉
妬
で
あ
る
。
あ
て
宮
は
正
頼
の
娘
と
産
ま
れ
た
か
ら

に
は
、
一
族
の
た
め
に
入
内
し
、
寵
愛
を
得
、
皇
子
を
産
む
こ
と
し
か
選
択
肢

は
な
い
。
人
々
か
ら
春
宮
の
寵
愛
を
受
け
、
男
皇
子
を
二
人
ま
で
儲
け
、
や
が

て
皇
子
が
坊
と
な
り
、
自
ら
は
后
と
な
っ
て
、「
幸
ひ
人
」
と
言
わ
れ
る
あ
て

宮
は
、
そ
う
な
っ
て
も
、
自
ら
の
生
を
嫌
が
り
疎
ま
し
く
思
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
仁
寿
殿
の
女
御
が
立
后
で
き
な
か
っ
た
我
が
身
を
「
さ
い
は
ひ
な
き
」
と
嘆

い
て
い
る
の
と
は
ま
る
で
違
う
。
う
つ
ほ
物
語
に
も
蜻
蛉
日
記
の
よ
う
に
夫
の

顧
り
見
が
薄
か
っ
た
り
、
棄
て
ら
れ
た
こ
と
を
嘆
く
例
は
認
め
ら
れ
る
が
、
こ

こ
で
は
「
さ
い
は
ひ
」
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
者
が
他
者
を
羨
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
う
、
源
氏
物
語
に
近
い
。

　

源
氏
物
語
で「
さ
い
は
ひ
」が
あ
る
と
語
ら
れ
る
女
君
は
九
名
で
、紫
上
四
例
、

明
石
君
三
例
、
玉
鬘
三
例
、
宇
治
大
君
一
例
、
中
君
四
例
、
浮
舟
四
例
で
、
こ

の
六
名
は
い
わ
ゆ
る
上
の
品
に
は
属
さ
ず
、
中
の
品
で
あ
る
。
秋
好
中
宮
の
二

例
、
春
宮
女
御
の
一
例
は
立
后
す
る
た
め
、
大
宮
の
一
例
は
息
子
頭
中
将
と
婿
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の
源
氏
が
と
も
に
権
勢
を
持
っ
た
か
ら
で
、
こ
の
上
の
品
三
名
は
社
会
的
地
位

の
上
昇
と
関
わ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
同
じ
く
上
の
品
で
も
、
藤
壺
宮
、
六
条

御
息
所
、
葵
上
、
朧
月
夜
尚
侍
に
は
「
さ
い
は
ひ
」
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
源
氏
と
の
関
係
で
は
地
位
の
上
昇
が
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中

の
品
の
女
君
た
ち
は
、
源
氏
や
匂
宮
、
薫
と
の
関
係
に
お
い
て
、
階
級
を
超
え

う
る
。
た
と
え
ば
、
紫
上
は
、

　

⑶
西
の
対
の
姫
君
の
御
幸
ひ
を
世
人
も
め
で
き
こ
ゆ
。
少
納
言
な
ど
も
人
知

　
　

れ
ず
、
故
尼
上
の
御
祈
り
の
し
る
し
と
見
た
て
ま
つ
る
。
父
親
王
も
思
ふ

　
　

さ
ま
に
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
。
嫡
腹
の
限
り
な
く
と
思
す
は
、
は
か
ば

　
　

か
し
う
も
え
あ
ら
ぬ
に
、
ね
た
げ
な
る
こ
と
多
く
て
、
継
母
の
北
の
方
は
、

　
　

安
か
ら
ず
思
す
べ
し
。
物
語
に
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
る
や
う
な
る
御

　
　

あ
り
さ
ま
な
り
。 

（
賢
木
一
〇
三
）

　

⑷
御
と
ぶ
ら
ひ
に
だ
に
渡
り
た
ま
は
ぬ
を
、
人
の
見
る
ら
む
こ
と
も
恥
づ
か

　
　

し
く
、
な
か
な
か
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
で
や
み
な
ま
し
を
、
継
母
の
北
の

　
　

方
な
ど
の
、「
に
は
か
な
り
し
幸
ひ
の
あ
わ
た
た
し
さ
。
あ
な
ゆ
ゆ
し
や
。

　
　

思
ふ
人
、
か
た
が
た
に
つ
け
て
別
れ
た
ま
ふ
人
か
な
」
と
の
た
ま
ひ
け
る

　
　

を
、
さ
る
た
よ
り
あ
り
て
漏
り
聞
き
た
ま
ふ
に
も
、
い
み
じ
う
心
う
け
れ

　
　

ば
、
こ
れ
よ
り
も
絶
え
て
お
と
づ
れ
き
こ
え
た
ま
は
ず
。
ま
た
頼
も
し
き

　
　

人
も
な
く
、
げ
に
ぞ
あ
は
れ
な
る
御
あ
り
さ
ま
な
る
。 

（
須
磨
一
七
二
）

　

⑸
今
日
の
か
へ
さ
見
に
出
で
た
ま
ひ
け
る
上
達
部
な
ど
、帰
り
た
ま
ふ
道
に
、

　
　

か
く
人
の
申
せ
ば
、「
い
と
い
み
じ
き
こ
と
に
も
あ
る
か
な
。
生
け
る
か

　
　

ひ
あ
り
つ
る
幸
ひ
人
の
光
失
ふ
日
に
て
、雨
は
そ
ほ
降
る
な
り
け
り
」
と
、

　
　

う
ち
つ
け
言
し
た
ま
ふ
人
も
あ
り 

（
若
菜
下
二
三
八
）

源
氏
が
不
遇
を
か
こ
つ
⑶
で
は
、
二
条
院
に
籠
も
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
紫
上

と
過
ご
す
も
の
だ
か
ら
、
世
人
か
ら
源
氏
の
寵
愛
を
専
ら
に
し
て
、
劣
り
腹
の

姫
君
と
し
て
は
「
御
幸
ひ
」
と
見
ら
れ
て
い
る
。
草
子
地
で
は
物
語
の
よ
う
な

あ
り
え
な
い
状
態
だ
と
低
徊
的
に
語
っ
て
い
る
。
⑷
は
源
氏
が
つ
い
に
失
脚
し

た
時
で
、
⑶
で
紫
上
の
「
さ
い
は
ひ
」
を
臍
を
か
む
思
い
で
妬
ん
だ
継
母
が
、

こ
れ
み
よ
が
し
に
「
さ
い
は
ひ
」
は
足
が
速
く
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
憎
ま

れ
口
を
利
い
て
い
る
。
そ
し
て
⑸
で
は
紫
上
が
絶
え
入
つ
た
と
の
報
を
耳
に
し

た
上
達
部
が「
幸
ひ
人
」と
呼
ん
で
い
る
。こ
の
三
例
は
す
べ
て
源
氏
の
愛
情
を
、

劣
り
腹
と
し
て
は
破
格
の
寵
愛
と
み
て
「
さ
い
は
ひ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
す
べ
て
外
側
か
ら
の
把
握
で
あ
る
。
⑶
や
⑷
で
紫
上
が
源
氏
の
自
身
へ
の

愛
を
ど
う
受
け
と
っ
て
い
る
の
か
、
紫
上
の
心
情
は
語
ら
れ
な
い
。
⑶
は
新
枕

の
後
、
初
め
て
紫
上
に
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
紫
上
が
源
氏
が
側
に
い
て

細
や
か
な
愛
を
注
ぐ
の
を
ど
う
思
っ
た
の
か
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
⑷
で
も
紫

上
が
反
応
し
た
の
は
継
母
の
憎
ま
れ
口
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
こ
は

父
か
ら
も
遠
ざ
か
ら
れ
、「
ま
た
頼
も
し
き
人
も
な
く
、
げ
に
ぞ
あ
は
れ
な
る

御
あ
り
さ
ま
」
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑸
に
し
て
も
紫
上
が
絶
息
し
た

の
は
、
女
三
宮
降
嫁
に
よ
る
心
労
の
積
も
っ
た
せ
い
で
あ
る
。
そ
れ
を
世
間
で

は
「
幸
ひ
人
」、
出
身
か
ら
は
破
格
の
寵
愛
だ
と
し
か
捉
え
な
い
。
紫
上
の
苦

闘
し
苦
悩
す
る
内
実
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
世
間
の
目
、
そ
こ
に
は
外
面
の
、
自
分

た
ち
の
基
準
で
し
か
物
事
を
捉
え
な
い
価
値
観
が
呈
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

好
意
的
な
評
価
で
あ
る
だ
け
に
、い
っ
そ
う
当
人
の
あ
わ
れ
が
際
だ
っ
て
く
る
。

源
氏
物
語
で
「
さ
い
は
ひ
」
を
語
ら
れ
る
中
の
品
の
女
君
た
ち
は
、
こ
う
し
た

外
側
か
ら
の
目
、
社
会
的
な
通
念
に
さ
ら
さ
れ
た
、
個
人
の
内
実
、
人
生
と
い

う
傷
み
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

上
代
か
ら
平
安
時
代
の
「
さ
い
は
ひ
」
は
、
今
日
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
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精
神
的
な
感
覚
で
は
な
く
、
神
意
や
他
者
に
よ
る
受
動
的
な
も
の
で
具
体
的
な

情
況
や
事
態
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　

万
葉
集
や
初
期
物
語
で
神
威
の
発
現
と
と
ら
れ
て
い
た
自
然
現
象
の
「
さ
い

は
ひ
」
は
蜻
蛉
日
記
以
降
は
人
事
が
そ
の
発
現
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

男
に
と
っ
て
は
官
位
の
栄
達
や
そ
れ
に
伴
う
権
力
の
獲
得
、
女
に
と
っ
て
も
立

后
や
寵
愛
、
出
産
な
ど
、
婚
姻
に
よ
る
階
級
の
飛
び
越
え
に
「
さ
い
は
ひ
」
を

用
い
て
お
り
、
平
安
貴
族
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
社
会
的
地
位
の
上
昇
で
あ
っ

た
と
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
自
助
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ゆ
え
に
、「
さ

い
は
ひ
」と
し
て
希
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。そ
う
し
た
文
化
を
素
直
に
綴
っ

て
い
っ
た
の
が
落
窪
物
語
で
あ
っ
た
の
だ
が
、や
が
て
人
人
が
無
意
識
に
持
ち
、

そ
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
文
化
で
は
な
く
、
う
つ
ほ
物
語
で
は
作
中
人
物
が

自
ら
を
「
幸
ひ
な
し
」
と
認
め
て
苦
悩
す
る
姿
を
呈
示
し
て
、
社
会
的
階
級
の

上
昇
を
語
る
な
か
に
、
愛
や
生
の
問
題
を
織
り
込
む
よ
う
に
な
り
、
源
氏
物
語

で
は
当
該
人
物
が
自
身
を
「
幸
ひ
な
し
」
と
考
え
て
嘆
く
の
で
は
な（
３
）く
、
世
間

や
他
者
が
「
幸
ひ
あ
り
」
と
捉
え
る
と
い
う
、
内
と
外
の
矛
盾
を
創
出
し
て
、

女
君
の
生
を
語
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。「
さ
い
は
ひ
」
と
い
う
文
化
か
ら
は
、

作
品
の
個
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

注（
１
） 「
文
学
的
発
想
に
お
け
る〝
さ
い
は
ひ
〟」（「
樟
蔭
国
文
学
」一
九
七
七
年
一
〇
月
）

（
２
） 

本
文
は
『
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
』
を
用
い
た
。
引
用
文
に
は
巻
名
と
頁

数
を
付
し
た
。
わ
た
く
し
に
表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
３
） 

源
氏
物
語
で
明
石
君
自
身
が
「
た
だ
か
ば
か
り
を
さ
い
は
ひ
に
て
も
、
な
ど
か

や
ま
ざ
ら
む
」（
明
石
二
六
四
）
と
嘆
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
源
氏
の
愛
を
受

け
た
だ
け
で
「
さ
い
は
ひ
」
で
あ
っ
た
、
だ
か
ら
、
帰
京
さ
れ
て
も
致
し
方
な

い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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