
女
子
大
國
文
 
第
百
三
十
八
号
 
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
日

中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に
つ
い
て

「か

な

ら

ず
」

の

場

合

井

上

博

嗣

は
 
じ
 
め
 

に
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中
古

に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
と
さ
れ
る
諸
語

の
意
味
用
法

に

つ
い
て
、
打
消

し
の
意
味

に
係
る
と
言
え

る
諸

語

(さ
ら

に
・す

べ
て
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

へ 
ユ
 

た
え

て

・
つ
ゆ

・
か
け

て

・
か
け
て
も
な
ど
)

の
そ
れ
を
考
察

し
て
き

て
い
る
。

そ

の
場
合
、
動
作
を
打
消
す
打

消
し

の
意
味
に
係

る
も

の
は
、

そ

の
動
作
が
今
も

っ
て
実
現
し
て
い
な

い
そ

の
し
て
い
な
さ

・
し
な
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
示
す
、
作
用
を
打
消
す
打
消
し

の
意
味

に
係

る
も

の
は
、
そ

の
作
用
が
今
も

っ
て
実
現
し
て
い
な

い
そ

の
し
て
い
な
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
示
す
、
状
態
を
打
消
す
打
消

し

の
意
味

に
係
る
も

の
は
、

そ
の
状
態
が
当

の
時
点

で
実
現

し
て
い
な

い
、
そ

の
し
て
い
な
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
示
す
、

「～

で
な

い
」
と

の
意
味

に
係
る
も

の
は
、
そ

の
よ
う
な

コ
ト

・
モ
ノ

・
ヒ
ト
で
な

い
と
判
断
す

る
そ

の
で
な
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る
こ
と
を
示
す
、

「～

(
が
)
な

い
」
と

の
意
味

に
係
る
も
の
は
、

そ
の
よ
う
な

コ
ト

・
ヒ
ト

・
モ
ノ
が
あ

る
こ
と
が
実
現
し

て
し
て
い
な

い
そ

の
し
て
い
な
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る
こ
と
を
示
す

の
五
類
型
が
あ

る
と
し
て
い
る
。

以
上

の
こ
と
は
森
重
敏
著

『
日
本
文
法
通
論
』

に
教
え
を
得

て
の
も

の

で
あ
る
が
、
同
著

で
は
そ
れ
ら

の
陳
述

副
詞
と
さ
れ
る
も

の
も
程
度
量
副
詞
と
さ
れ
、
実
現

の
程
度
が
零
度

で
あ

る
と
量

る
も

の
で
あ
る
と
述



べ
ら
れ

て
い
る
。

 
肯
定
文
に
お

い
て
、

一
般

に
動
作
作
用

の
実
現

の
程
度
と
云
う
と
、

そ

の
動
作
作
用
が
ど

こ
ま
で
な
さ
れ
た

か
と

の
完
成
度

・
進
行
度

の
程

度
が
思
わ
れ
る
。
が
、

「学
校
に
必
ず
行
く
」

の

「必
ず
」

は
そ

の
よ
う
な
程
度

と
は
少
し
ず
れ

る
。
指

示
副
詞

「か
く
」

の
そ
れ

に

っ
い
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 に
 
り

①
動
作
作
用
の
実

現

の
確
か
さ

の
程
度
を
量

る
も

の
②
動
作
作
用

の
実
現

の
あ
り
よ
う

の
程
度
を
量

る
も

の
 

の
二
類
を

み
て

い
る
。

 

「実

現

の
程
度
」
に
は
複
数

の
も

の
が
あ

る
か
に
思
う
。
中
古
語

「
か
な
ら
ず
」
の
場
合

に

っ
い
て
具
体
的
な
意
味

よ
り
し
て
、
「
か
な
ら
ず
」

の
意
味
を
考
え

て
み
た

い
。

 
資
料
と
し
た
も

の
は
、
中
古

の
物

語

・
日
記

・
随
筆

の
ほ
ゴ
全

て
の
作
品

で
あ
る
。
源
氏
物
語
は
対
校
源
氏
物
語
新
釈
、
他

は
日
本
古
典
文

学
大
系

に
よ

っ
て
い
る
。
尚
、
説
明
は
原
則
と

し
て
源
氏
物
語

の
例

と
す
る
。

 
 
 
O
肯
定
文

(句
)

に
用

い
ら
れ
て
い
る
場
合

 

「か
な
ら
ず
」
は
修
飾
す

る
と
さ
れ
る
語
句

の
句
末

の
語

の
あ

り
よ
う

で
、
次

の
四

っ
の
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。

・
動
詞
又
は
動
詞

+
補
助
動
詞
で
あ
る
場
合

(但
し
、
命
令
形

の
場
合
を
除
く
)

・
活
用
形

の
命
令
形

で
あ

る
場
合

・
推
量

の
助
動
詞

「む
」

で
あ
る
場
合

・
推
量

の
助
動
詞

「
べ
し
」

で
あ
る
場
合

 

以
下
、
順
を
追

っ
て
考
察
す

る
。

 

D

「
か
な
ら
ず
」
が
修
飾
す
る
語
句

の
句
末
が
動
詞
又
は
動
詞

+
助
動
詞

で
あ
る
場
合

(但
し
、
命
令
形

の
場
合

を
除
く
)

 

〔

 

ω

ヒ
ト
の
習
性
と
し
て
述

べ
る
も

の

 
 

①
現
実
に
今
或

い
は
過
去
に
お
い
て
そ

の
事
態

の
実
現
が
な
さ
れ
て

い
る
も

の
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・
衛
門

の
督
を
ば
、
何
ざ
ま

の
事
に
も
、
故
あ
る
べ
き
折
節

に
は
、
必
ず
殊
更

に
ま

つ
は
し
給

ひ

っ
っ
、
…
。 
 

 
 
 

 
 

(若
菜
下

一
〇
九
(四
))

 
衛
門

の
督
は
柏
木

の
こ
と
で
あ
り
、

「ま

っ
は
し
給

ひ

つ
っ
」
あ
る

の
は
源
氏
で
あ

っ
て
、

「故
あ
る
べ
き
折
節

に
」
お
け
る
源
氏

の
動
作

に

っ
い
て
述

べ
て
い
る
。

「必
ず
」
の
修
飾
す

る
語
句

の
語
末
は

「給

ひ
」
と
云
う
補
助
動
詞

の
連
用
形

で
あ

る
。
源

氏
が
衛
門

の
督
を
何
ざ

ま

の

事

に
も
故
あ
る

べ
き
折
節
に
は
き
ま

っ
て
殊
更
に
ま

っ
わ
し
な
さ

っ
た
今
ま

で
の
事
実

よ
り
し
て

こ
の
事
態

の
実

現
が
確
か
で

・
間
違

い
の
な

い
こ
と
を

「必
ず
」

は
意
味
し
て
い
る
。
事
態
は
折
節
ご
と

の
そ

の
都
度

の
具
体
的
事
態

で
あ
る
よ
り
そ
の
集
約

と
し
て
の
事
態
と

で
も
言
え

る
も

の
あ
る
。

「必
ず
」
は
そ

の
事
態

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味

し
て

い
る
。
具
体
的
事
態
よ
り

の
集
約
と

し
て

の

そ
れ
は
、
源
氏

の
習
性
と
も
言
え
る
も

の
で
あ
る
。

・
月
ご

と

の
八
日
に
は
、
必
ず
尊
き
わ
ざ
せ
さ
せ
給

へ
ば
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(手
習
三
一
〇
(九
))

 
月
ご

と

の
八
日
は
六
斎

日
で
薬
師
如
来

の
縁

日
と
さ
れ
る
。

「尊
き
わ
ざ

せ
さ
せ
給

ふ
」
の
は
薫

で
あ
る
。
月
ご
と

の
八
日
に
は
、
薫

は
現
実

に
確
か
に

「尊

き
わ
ざ
を
せ
さ

せ
給

ふ
」
て

い
る

の
で
あ
る
。

そ

の
こ
と

に
お

い
て
、

「必
ず
」
は

「月
ご
と

の
八

日
に
は
、
薫

は
尊
き
わ
ざ

せ

さ
せ
給
ふ
」
こ
と
の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
言
え
る
。

「尊
き
わ
ざ
せ
さ
せ
給
ふ
」
は
や

は
り
ヒ
ト

の

動
作
で
あ
る
。

 
以
下

の
例
も
同
類
例
で
あ
る
。

・
「参
り
侍

ル
時
は
必
ず
御
消
息
聞
え
さ
す

レ
ど
、
…
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(錦
碑
課
惣
舗
国
譲
)

・
「御
も
の
の
を
り
は
か
な
ら
ず
む
か
ひ
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
…
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(枕
蝉

一慾
鍛
)

・
こ
の
殿

は
、
お
り
ふ
し
ご
と

に
、
か
な
ら
ず

か
や
う

の
事
を

お
ほ
せ
ら
れ
て
、
…
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

(大
鏡
・
第
五
巻

一
一
一
六
(十
一
))

 
尚
、

一
例
だ
け
で
あ
る
が
、
過
去

の
事
に

っ
い
て
用

い
ら
れ

て
い
る
例
も
あ
る
。

・
駿

、
冬
こ
も
る
山
風
防
ぎ

っ
べ
き
綿
絹
な
ど
遣
は
し
し
を
、
思
し
出
で
て
や
り
給
ふ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(雛
林
(六
))

中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

っ
い
て
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冬
が
近
づ

い
て
く
る
と
、
八
宮
が
阿
閣
梨

に
遣
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
右

の
諸
例
も

ヒ
ト
の
動
作
に

っ
い
て
で
あ

る
。

 
次

の
例
と
な
る
と
、
ヒ
ト

の
習
性
と
は
言

い
に
く
い
。

そ

の
ヒ
ト

の
そ
の
事

に
対
す
る

一
回

一
回

の
事
実
と

し
て
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

・
何
事
も
も

の
と
ま
ま
に
、
奏

せ
給
ふ
こ
と
な

ど
は
、
必
ず
聞
召
し
入
れ
、
御
用
意
深
か
り
け
り
。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(翁
林
一
(五
)
)

 

「奏

せ
給
ふ
」
の
は
女
三
宮

で
、
「聞
召
し
入
れ
」
る

の
は
主
上

で
あ
る
。

「奏

せ
給
ふ
」
そ
の
折

に
は

「奏

せ
給

ふ
こ
と
な
ど
を
ば

必
ず
聞
召

し
入
れ
」

の
意

で
あ
る
。

こ
こ
で
も

「聞
き
召
し
入
れ
」
は
そ

の
都
度

現
実

の
こ
と
と
し
て
実
現
し
て
い
る
。

そ
れ
を
根
拠

に
し
て
そ

の
事
態

の
実
現
を

「必
ず
」
と
述

べ
て
い
る
。

「必
ず
」

は
確
か
に
・間
違

い
な

く
と
し
て
で
あ
り
、
事
態

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る
こ

と
を
意
味

し
て
い
る
。
事
態

の
述
語
は

「奏
せ
給
ふ
」
と

云
う
女
三
宮

の
動
作

で
あ
る
。

 

以
上
ω

の
諸
例
に
あ

っ
て

「
必
ず
」
は
、

ヒ
ト

の
動
作
を
示
す
文
末

・
句
末
陳
述

に
係
り
そ

こ
で
結
ば

れ

て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

 
次

の

一
群
と
な
る
と
、

「必
ず
」

の
修
飾
す
る
事
態
は
現
実
に
実
現

し
て
い
る
も

の
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
な

い
。

そ

の
ヒ
ト

・
モ
ノ

・
コ
ト

の

一
般
論
と
し

て

「
(
こ
の
よ
う
な
)

ヒ
ト

・
モ
ノ

・
コ
ト
と

い
う
も

の
は

(
一
般

に
)
～
す
る
も

の
で
あ

る
」
と
述

べ
ら
れ
る
場
合

に
、

「必

ず
」
は
用

い
ら
れ
る
。

 
 
 

h
ヒ
ト

・
モ
ノ

・
コ
ト

の

一
般
論
と
し
て
述

べ
る
も

の

 
(

・
「…
。
后
と

い
ひ
、
そ
し
て
そ
れ
よ
り
次

々
は
、
や
ん
ご

と
な
き
人
と

い

へ
ど
、
皆
必
ず
安
か
ら
ぬ
物
思

ひ
添

ふ
わ
ざ
な

り
。
…
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(若
菜
下

四
九
(
一
四
))

 
三
十
七
歳

に
な

っ
た
源
氏
が
紫
上
と
共
に
過

し
た

日
々
を
振
り
返

り
な
が
ら
、
紫
上

に
話
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

 

「后

い
ひ
、
そ
し
て
そ
れ
よ
り
次

々
な
る
人
と

い
ふ
も

の
」
は
、
「～
皆

必
ず
安

か
ら
ぬ
物
思
ひ
が
添
ふ
」
も

の
で
あ
る
と
后
と
そ
れ
よ
り
次

々

な
る
人
に

っ
い
て

一
般
に
ど
う

い
う
も

の
で
あ

る
か
を
述

べ
て
い
る
。

そ
の
文
中

で
、
「必
ず
」
は
そ
れ
ら

の
人

々
に
は
皆
安

か
ら
ぬ
思
ひ
が
添
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ふ
と
の
事
態

の
実
現
が
確
か
で
間
違

い
の
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

っ
ま
り
は
、

そ
の
事
態

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
事
態

の
実
現
は
発
言
さ
れ
た
時
点

で
現
実
に
実
現

し
て
い
る
こ
と
で
は
な

い
。

一
っ
の
概
念
と

で
も
言

え
る
も

の
で
あ
る
。

「后
と

い
ひ
、
そ
し
て
そ
れ
よ
り
次

々
は
」
は
、

「～
わ
ざ
な

り
」
に
係

り
結
ば

れ
る
が
、

「必
ず
」
は

「安
か
ら
ぬ
物
思
ひ

添
ふ
」
に
係
り
結
ば

れ
る
に
と
ど
ま
る
。

つ
ま
り
は
文
末

の
最
終
陳
述

「も
の
で
あ
る
」
に
直
接
係
り
結
ば

れ
て
は

い
な

い
。

「安
か
ら
ぬ
物
思

ひ
添

ふ
」
は
モ
ノ
の
作
用
と
言
え
よ
う
。

・
「心
地

こ
そ

い
と
あ
し
け
れ
。

い
か
な
ら
む
と
す

る
に
か
と
心
細
く
な
む
あ
る
。
ま
ろ
は
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
と

見
お
い
奉

る
と
も
、
御
有
様

 
は
い
と
疾
く
変

り
な
む
か
し
、

人
の
本
意

は
必
ず

か
な
ふ
な
れ
ば
」
と
宣
ふ
。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(尋
○舟
八
(八
))

 
浮
舟

の
こ
と
も
思
う
に
ま
か
せ
ず
、
中
君

の
態
度

も
気
に
な
る
匂
宮
が
、
気
弱
に
な

っ
て
中

君
に
嫉
妬
す

る
思

い
を
語

っ
て
い
る
と

こ
ろ
で

あ
る
。

 

「人

の
本
意
と
云
も
の
は
必
ず

か
な

ふ
も

の
で
あ

る
」
と

「人
の
本
意
」

に

つ
い
て

一
般
論
を
述

べ
て
い
る
。

「
必
ず
」
は
そ

の
句
中

に
あ

っ

て
、

「人

の
本
意
は
か
な
ふ
」
と
云
う
事
態

の
実
現
が
確
か
で
間
違

い
の
な

い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

「
必
ず
」

は
こ
の
事
態

の
実
現

の
確
か

さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
事
態
は
言
わ
れ
た
時
点

で
個

別
的

な
現
象
と

し
て
現
実

に
実
現
し
て
い
る

も

の
で
は
や

は
り
な

い
。

こ
の
事
態

の
実
現

は
云
わ
ば

一
つ
の
概
念

と
し
て

の
も

の
と
言
え

よ
う
。

「
必
ず
」

は
こ
の
例
に
あ

っ
て
も

「な
れ

(も

の
で
あ
る
)
」
な
る
句
末
陳
述
に
ま

で
及
ぱ
な

い
。

「人

の
本
意

は
か
な
ふ
」

は

「人

の
本
意
」
と

い
う

モ
ノ
の
作
用

で
あ
る
。

 
以
下

の
例
も
同
類
例

で
あ
る
。

 

 

 

 

 

ノ
 
 ノ
 
 ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ノ
 
 ノ
 
 ノ

・
「罪

に
当

る

こ
と

は
、
唐

土

に
も

わ

が

み
か
ど

に
も

、

か

く
世

に
す

ぐ

れ
何
事

に
も

人

に
殊

に
な

り

ぬ

る
人

の
、

必
ず

あ

る

こ
と

な

り
。

…
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(聡

(八
))

 

「罪

に

当

る
」

と

い
う

コ
ト

の
作

用

で
あ

る
。

中
古

に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

つ
い
て
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・
「…
。

い
か
な

り

と
も
、
必

ず
逢

ふ
瀬

あ

ン
調

ば

、
た

い
め

ん

は
あ

り
な

む

。

…
」

「逢

ふ
瀬

」

は

「逢

ふ
瀬

は
」

で

「逢

ふ

瀬

と

い
う

ふ
も

の
は
」

の
意

味

で
あ

る
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・
左

の
お
と
ゴ

は
、
「矧

必
ず

カ

㌧
る

め
を

ぞ
 

る
。

…
」

「見

る
」

は

「見

る
な

る

」

で

「見

る
も

の
で
あ

る
」
を
意

味

す

る
。

・ 

 

大

臣

に
な

り
給

 

る
人

は
、

う

せ
給

て

の
ち

か
な

ら
ず

い
み
な

と
申

も

の
あ

り
。

・
調

、
か
な
ら
ず
 
 
あ
ま
り
た
り
。

葵三
四

五

(
一
)

宇
津
保
物
語

・
国
譲

下
三
三
八
(
=
二
)

大

鏡

・
第

一
巻

六

二

(
一
五

)

枕
草
子
六
段

 
四
八
(三
)

 
最

後

の
例
が

そ
う

で
あ

る
が

、
次

の

二
例

は
、

「
人
住

ま

で
年

経
ぬ

る
大

き

な

所

」
・
「さ

や

う

の
人
ば

な

れ

た

る
所

」

に

つ
い
て

の

一
般

的

な

あ
り

よ
う

を
述

べ
た
も

の
で
あ

る
。

・
「
…
、 

の
ご
と
、
人
住

ま

で
 

 

 
る
大

き
な

る
戸

は
、
よ

か

ら

ぬ
物

必
ず

通

ひ
住

み

て
、

・
「…
。

さ
や
う

の
人

の
人
ば

な

れ

た

る
所

は
、
よ
か

ら
ぬ

物
な

む

必
ず

住

み

つ
き
侍

る

を
、
…
」

「通

ひ
住

み

て
」

は

「通

ひ
住

ん

で

い
て
」

で
、

「住

み

つ
き
侍

る
」

は

「住

み

っ
き
侍

っ
て

い

て
」

で
あ

る
。

最

後

の
二
例

を
除

け
ば

、

当

の
事

態

は

い
ず

れ

も
作

用

に

っ
い

て

で
あ

る
。

手
習

二
九
〇
(四
)

手
習

三
〇
六
(五
)

 
以
上

の
よ
う
に
し
て
、

ヒ
ト

・
モ
ノ

・
コ
ト
に

つ
い
て
そ

の
あ
り
よ
う
を

一
般
論
と
し

て
述

べ
る
と
き
、

一
般
論
で
あ

る
こ
と
か
ら

し
て
当

然

「必
ず
」
が
修
飾
す
る
事
態

は
現
実

に
実
現
さ
れ
た
も

の
で
な

い
。
現
実
に
実
現
さ
れ
る
と
云
う
概
念
と

し
の

コ
ト
で
あ
る
。

そ

の
現
実

に

実
現
さ
れ
た

・
さ
れ
て
い
る
も

の
で
な

い
が
、
未
来
に
お
い
て
実
現
す

る

コ
ト
と
し
て
の
事
態

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る
こ
と

を
示
す
も

の
に
、
以
下

の
諸
群

の
場
合

が
あ

る
。

 
 

 

二

「か
な
ら
ず
」
が
修
飾
す

る
語
句

の
語
末
が
命
令

形
で
あ
る
場
合

 
〔

 
命
令
文
と
は
話
手

・
書
き
手
が
対
者
に
事
態

の
実
現
を
希
望
す
る
も

の
で
あ

り
、
希
望
喚
体

の
文
と
も
称
さ

れ
る
。
そ

の
意
味

の
あ
り
よ
う
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に
お

い
て
、
命
令
文
中
に
用

い
ら
れ

る

「必
ず
」
が
修
飾
す

る
事
態
は
当

の
時
点

に
お

い
て
実
現
し
て
い
る
も

の
で
は
な

い
、
話

手

・
書
手
は

近

い
未
来
に
お

い
て
そ

の
実
現
を
希
望
す

る
も

の
と
し
て
あ

る
。

 
①
何

の
条
件
を
も
伴
わ
ず
事
態

の
実
現
を
希
望
す
る
も

の

・
「
…
。
生
れ

し
時

よ
り
、
思

ふ
心
あ

り
し
人
に
て
、
故
大
納
言
、
今

は
と
な
る
ま
で
、
た
だ
、
『
こ
の
人

の
宮
 

の
 
 
心、
必
ず
翼

洲

.

わ
れ

亡

く
な

り
ぬ

と

て
、

口
惜

し
う

思

ひ
く

づ

ほ
る
な
』

と
、
か

へ
す

ぐ

い
さ

め

お
か

れ
侍

り

し
か
ば

、
-
・」

綱
義

 

 
更
衣

の
死
を
悼

み
更
衣

の
母
を
案
じ
た
桐
壺
帝
が
母
親

の
住
ま

い
に
使
を
遣
わ

し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

母
親
が
使
に
話
し

て
い
る
個
所

で
、

母
親

の
夫
が
娘

に

つ
い
て
母
親
に
命

じ
て
い
た

一
文

で
あ
る
。

 
更
衣

の
父
が
更
衣

の
母

に

「
こ
の
人

の
宮

仕
の
本
意
を
遂
げ
さ

せ
奉

る
」
こ
と
を
命

じ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「必
ず
」
は
、
そ

の

「
こ
の
人

の

宮
仕

の
本
意
を
遂
げ
さ
せ
奉
る
」
を
修

飾
し
て
い
て
、

そ
の
事
態

の
実

現
の
確
か
さ

・
間
違

い
の
な
さ
が
極
度

で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て

い
る
。

そ

の
こ
と
に
お

い
て
、

「必
ず
」
は

「
(さ

せ
奉
)
れ
」
と
命
令
す
る
文
末
陳
述

に
直
接
係

っ
て
は
い
な

い
。

又
こ
の
命
令
文
が
発
言
さ

れ
た
時

点

で
当
然

の
こ
と
な
が
ら
命
令
さ
れ
る
事
態

は
実

現
し
て
い
な

い
。

近

い
未
来

に
実
現
さ
れ
る

こ
と
と
し
て
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

「遂
げ
さ
せ

奉

る
」
は
ヒ
ト

の
動
作

で
あ
る
。

・
御
使

い
だ

し
立

て
ら

る
る
。

「必
ず

そ

の
日
た

が

へ
ず
ま
■か

り
著

け

」
と
宣

へ
ば
、
五

日

に

い
き
著

き
ぬ

。

濡
標

一

一
九

(
六

Y

 
明
石
に
居
る
明

石
上
に
娘
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
知

っ
た
源
氏
が
喜

ん
で
誕
生
後
五
十

日
に
当
る
五
月
五
口
に
使

に
著
く
よ
う
に
と
言

っ
て
い

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
源
氏
が
さ
し
出
す
使

に
、

「必
ず
そ

の
日
た
が

へ
ず
著
く
」

こ
と
を
命

じ
て
い
る
。

「必
ず
」
は
そ

の

「必
ず
そ

の
日
た
が

へ
ず
著
く
」
と

の
事
態

の
実
現
が
確
か
で
間
違

い
の
な

い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
お

い
て
、
「
必
ず
」
は

こ
の
事
態

の
実

現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

「た
が

へ
ず
」
は

「
必
ず
」

の
別
言
で
も
あ

る
。

「ま
か
り
著
く
」
は
ヒ
ト

の
動
作

で
あ

る
。
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以
下

の
例
は
同
類
例
で
あ
る
。

・
「
…
。
斎

宮

に
お

は
し

ま

し

し
ヒ
・ほ
 

の
、
御

 

力
ら
 

。
カ
ら

む
功

徳

の
 

を
、
必
,ず
翔

。

…

」

・
『
必

ず

そ

の
志

御
覧

、

ら
 

よ
』

・
内

侍

「必
ず

見
た

て
ま

つ
り

て
ま

ゐ
 

、

と
御
言

あ

り

つ
る
も

の
を
、

…
」

 

 

 

 

・
「な
を
必
ず
倒

」

・
「か
れ
い
か
で
見
侍
ら
ん
。
か
な
ら
ず
副
罰

」

若
菜
下

七
八
(三
)

竹
河

三
八
九

(七
)

竹
取
物
語

五
四
(
一
二
)

大
和
物
語

三
三

=

七
)

枕
草
子

一
二
八
(九
)

以
上

の
諸
例

の
事
態
も
全

て
ヒ
ト

の
動
作
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

②
仮
定
条
件
を
伴
な

い
、
そ
の
条
件
が
実
現
し
た
場
合

に
当

の
事
態

の
実
現
を
希
望
す

る
も

の

・
「
…
。
宣

は
す
る
事

の
筋
、
た
ま
さ
か
に
も
、
お
ぼ

し
め
し
変
ら
ぬ
や
う
侍
ら
ば
、
か
く
わ
り
な
き
齢
す
ぎ
侍

り
て
、
必
ず
か
ず

ま

へ
さ

せ
給

へ

。

…

」

若

紫
二

〇

五

(
一
四

)

 
紫
上

の
祖
母

の
病

を
見
舞

っ
た
源
氏
が
紫
上

の
事
を
お
願

い
し
て
き
た

こ
と

に
触
れ

て
の
祖
母

の
返
答
を
述

べ
て

い
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。
仮

定
条
件

「宣

は
す

る
事

の
筋
、
た
ま
さ
か
に
も
、
お
ぼ

し
め
し
変
ら
ぬ
や
う
侍
ら
ば

」
は

「源
氏

の
お
気
持
が
変
ら
な

い
よ
う
な
ら
」
で
あ
る
。

さ
ら
に

「
か
く
わ
り
な
き
齢
す
ぎ
侍

り
て
」
と
紫
上
が
そ
こ
ノ
＼

の
年
に
な

っ
て
と
条
件
を
連
ね

て
い
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
「か
ず

ま

へ
さ

せ
給

ふ
」
こ
と
を
お
願
す

る

(希
望
す
る
)
の
意

で
あ
る
。

「必
ず
」
は
そ

の
お
願

い
す

る
事
態

の
以
上

の
条
件
が
整

っ
た
上

で
の
実

現
が
確
か
で
間

違

い
の
な

い
こ
と

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
に
お

い
て
、
「必
ず
」
は
こ
の
事
態

の
実
現
の
確
か
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ

る
こ

と
を
意
味
し
て

い
る
。

 

「か
ず
ま

へ
さ
せ
給
ふ
」

は
ヒ
ト

の
動
作
を
示
し
て
い
る
。

 
仮
定
条
件
は

「必
ず
」
が
修
飾
す

る
事
態

の
実
現
が
当
の
時
点

で
実
現
し
て

い
な

い
も

の
で
あ
る
こ
と
を

又
明
確

に
す

る
も

の
と
言
え
る
。
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・
「
い
ぬ

る
朔

日

の
日

の
夢

に
、

さ

ま
異

な

る
物

の
告

げ

知

ら
す

る
事

侍

り
し

か
ば

、
信

じ

が

た
き
事

と
思

ひ
給

へ
し

か
ど

、
『
十

三

目

に
あ

ら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た

な

る

し
る

し
見

せ
む
。

舟

を

よ
そ

ひ
ま

う

け

て
、

必
ず

雨

風
や

ま

ば
此

の
、

に

・
 
よ
』

と

、

か
さ

ね

て
示
す

事

の
侍

り

し

か
ば

、

…

」

明
石

六
五
(
二
)

 
須
磨

で
暴
風
雨
に
あ

い
、
自
邸
に
雷
が
落
ち
て
惑
う
源
氏
に
故
院
が
立
ち
、
「
こ
の
浦
を
去

り
ね
」
と

の
お
告
げ
を
す
る
。

そ

の
暁

が
た
同
じ

く

「さ
ま
異
な
る
物
」

の
お
告
げ
で
舟

で
や

っ
て
来
た
明
石
入
道
が
源
氏

の
従
者

の
源
少
納
言

に
そ

の
理
由
を
述

べ
て

い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

 
「雨
風
や
ま
ば
」
と

云
う
仮
定
条
件

の
も
と
で
、

「必
ず
此

の
浦

に
寄
せ
る
」

こ
と
を
さ
ま
異
な
る
物
が
明
石
入
道

に
命
ず

る
と

の
意
味

で
あ

る
。

「
必
ず
」
は

「此

の
浦
に
寄
せ
る
」
と

の
事
態

の
実
現
が
仮
定
条
件
が
事
実
と
な

っ
た
ら
確

か
に
間
違

い
な
く
さ

れ
る

こ
と
を
意
味

し
て
い

る
。

「必
ず
」
は

こ
の
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味

し
て

い
る
と
言
え
る
。

「
寄
せ
る
」
は

ヒ
ト

の
動
作

で
あ
る
。

 
以
下

の
例
も
同
類
例
で
あ
る
。

・
「
…
。

世

の
常

な

さ

も
、

い
と

ど
思

ひ

の
ど

め

む
方

な

く

の
み
侍

る
を

、
思

ひ

の
外

に

も
な

が

ら

へ
ば

、
過
ぎ

に

し
名

残

と

は
、
必
ず

劃

き

 

に
も

 

 
給

 
」
な

ど
、

こ
ま

か

に
書

き

給

ひ
て
、
…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・
中
納

言
、
宮
に

「…
。
藤
壺

の
御
方
罷

で
給

は
ば
、
必
ず
見
詞

」

蜻

蛉
一
九

七

(九

)

宇

津

保

物

語

・
蔵

開

上

二

一=

六

(
四
)

 
尚
、
話
手

の
願
望

・
希
望
を
示
す

「ば
や
」
や

「ま
ほ
し
」
を
句
末

・
文
末

に
も

っ
句
や

文
に

「必
ず
」
が
用

い
ら
れ

て
い
る
例
が
各

々

一

例
み
ら
れ
る
。

「必
ず
」

の
意
味

の
あ
り
よ
う
は
命
令
形

の
場
合

に
変
ら
な

い
。

・
「…
。
か

の
渡
り
は
、
斯
く

い
と
も
う
も
れ
た
る
身

に
引
き

こ
め

て
や

む
べ
き
け
は
ひ
に
も
侍

ら
ね
ば
、
必
ず
御
覧
ぜ
さ

せ
ば

や
と
思

ひ
給
ふ

れ

ど

、

…

橋

姫

三

四

(
一
)

・
な

ほ

お
な

じ
程

に

て
、

ひ
と

つ
心

に
、
を

か

し
き

事

も

に
く

き
事

も
、

さ

ま
ざ

ま

に

い
ひ
あ

は
せ

つ
べ
き

人

、

か

な
ら

ず

一
人

二
人
、

あ

ま

た

も
誘

は

ま

ほ
し
。

枕

草

子

一
二

一
段

・

一
七

七

(
一
〇
)
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中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

っ
い
て



 
以
上

の
諸
例

の
事
態
も
ヒ
ト

の
動
作
を
示
し
て

い
る
。

 
命
令
形

の
文

の
意
味
構
造
を
以
上

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「必
ず
」
は
そ
の
実

現
を
希
望
す

る
当

の
事

の
実

現

の
確
か
さ

の
程
度
を
量
る
に
と

ど
ま
り
、
命
令
す
る
命
令
形

の
意
味

に
ま

で
及
ば
な

い
こ
と

で
あ

る
。
そ
し
て
当

の
事
態

の
実
現
は
未
来

の
こ
と
と
し
て
で
あ
る
。

 
ヨ

「
か
な
ら
ず
」
が
修
飾
す
る
語
句
に
推
量

の
助
動
詞
と
さ
れ
る
"
む

"
が
下
接
す
る
場
合

 
〔

 
 
①
仮
定
条
件
も
伴
わ
ず
に
事
態

の
実
現
を
推
量
す
る
も

の

・
風
荒
ら
か
に
吹
き
、
時
雨
さ
と
し
た
る
ほ
ど
、
泪
も
箏

ふ
心
地
し
て
、
「雨
と
な
り
雲
と
や
な

り
に
け
む
、
今

は
知

ら
ず
」
と
、
う
ち
独
り
こ

ち

て
、
頬
杖
突
き
給

へ
る
御
さ
ま
、
女
に
て
は
、
見
捨

て
て
な
く
な

ら
む
魂
か
な
ら
ず
と
ま
り
な
む
か
し
と
、
色

め
か
し
き
心
地
に
、
う
ち
ま

 
も
ら
れ

っ
っ
、

っ
い
ゐ
給

へ
れ
ば
、 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(
葵
三
五
九
(五
))

 

「時
雨
う
ち
し
て
物
あ
は
れ
な
る
暮
れ

つ
方
」

二
條
院
を
訪
ね
た
頭

の
中
将
が
目
に
し
た
源
氏

の
様

子
を
述

べ
て
い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

「頬
杖
突
き
給

へ
る
御
さ
ま
」
は
、
女

で
あ

っ
て
は
源
氏
を
後
に
残

し
て
死
ん

で
ゆ
く
魂

も
源
氏

に
と
ま
る
こ
と

の
事
態

の
実
現
は
確

か
で
間

違

い
の
な

い
も

の
で
あ
る

こ
と
を

「
か
な
ら
ず
」
は
意
味

し
て
い
て
、

そ
の
確
か
に
実
現
す
る

こ
と
を

「あ

ろ
う
」
と

「
む
」

は
推

量
し
て
い

る
。

「か
な
ら
ず
」
は
こ
の
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度

が
高
度

で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
に
と
ゴ
ま
り
、
推
量

の
意
味

に
及
ぶ
も

の
で
は
な

い
。

「か
な
ら
ず
」
は
こ
こ
で
も
句
末
陳
述
と

の
直
接

の
呼
応
を
も
た
な
い
。

こ

の
事
態

の
実

現
す

る
こ
と
を
推
量
す
る
根

拠
は
頭

の
中
将
が
目

の
前
に
す
る
源
氏

の
有
様

で
あ
る
。
対
象

の
有
様

に
対
す

る
人

の
心
情
よ
り
し
て
断
言
を
さ

け
推
量

に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

「魂
と
ま

る
」
は

モ
ノ
の
作
用
を
示
す
。

・
「
…
。

又
さ
り
と
て
、
は
カ
な
き
 
に

つ
け
て
も
、
 

カ
ら
 

 
の
あ
ら
む
 

々
、
,必
 
 
は
し
き
 
ど
も
出
で
 
な

む
か
し
」
な
ど
、
お
の

 
が
じ
し
打
語
ら

ひ
歎
か
し
げ
な
る
を
、 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(若
菜
上

三
一
七
(
一
二
))

 
朱
雀
院

の
要
望

で
源
氏

の
と

こ
ろ
に
降
嫁

し
た
女

三
宮

に
と

か
く
気
を
使

う
源

氏
に
、
紫
上

の
侍
女
が
今
後

を
案

じ

て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
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る
。

 

「
又
さ

り
と
て
」

は
紫
上
が
辛
抱
さ

れ
て
い
て
も

の
意
。

「は
か
な
き
事

に

っ
け
て
も
、
安
か
ら
む
事

の
あ
ら
む
折

々
、
煩
は
し
き
事
ど
も
が

出

で
来
」
な
る
事
態

の
実
現
は
確
か
で
間
違

い
の
な

い
も
の
で
あ
る

こ
と
を

「
必
ず
」
は
意
味

し
て
い
る
。
推
量

の
助
動
詞
は
そ
の
必
ず
な

る

事
態

の
実
現
を
推

量
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
推
量

の
根
拠
は
紫
上
を

と
り
ま
く
情
況

の
有
様
と
言
え

る
。
そ
れ
か
ら
し
て

の
推
量

で
あ
る
。

「煩
は
し
き
事
ど
も
出
で
来

」
は

コ
ト
の

一
っ
の
作
用
で
あ

る
。

 
以
上

二
例
、
仮
定
条
件
を
伴
わ
ぬ
と
し
た
が
、
「女

に
て
は
」
は

「女
に

て
あ
ら
ば
」
、
「安

か
ら
ぬ
事

の
あ

ら
む
折

々
」
は

「安

か
ら
ぬ
事

あ

ら
ば
」
と
同
意
と
言
え
な

く
も
な

い
。

 
以
下
の
例
も
同
類
例

で
あ

る
。

・
「…
、

『
か

の
院

に
は

必
ず

承
け

引

き
申

さ

せ
給

ひ
て
む
。

…
』
と
な

む
申

し
侍

り

し
を
、

…
」

・
「さ

き
ぐ

も

申
さ

む
と

思

ひ

し
か
ど

も
、

か
な

ら
ず

心

惑

ひ

し
給

は

ん
物

ぞ

と
思

ひ
て
、

-

・
「
い
で
、
け
ふ
必
ず
参
翔

む
と
思
ヒ
つ
る
に
」

・
「人

に
な

語
り

給

ひ
そ
。

か
な

ら
ず

わ
ら

わ

れ
な

ん
」

・
「大
と

の

峯

い
と
貴

き

も

の
に
せ
さ

せ
給

に
、

必
ず

勘

当
侍

な

ん

」

と
申

し
て
、

若
菜
上

二
八
六
(四
)

竹
取
物
語

五
九
(
=

一)

宇

津

保

物

語

・
初

秋

・

一
七

二

(
一
五

)

推
量

の
根
拠
を
明
示
す

る
も

の
も
あ
る
。

枕

草

子

・

二

一
六

(
一
四

)

栄

花

物

語

・

三

三
四

(
一
〇

)

・
二
條

の
院

の
対

の
御
方

に
は
、
聞
き
給
ふ
に
、
さ
れ
ば
よ
、

い
か
で
か
は
、
数
な
ら
ぬ
有
様
な
め
れ
ば
、
必
ず

人
笑

へ
に
憂
き
こ
と
出

で
こ

む
も
の
ぞ
と
は
思
ふ
く

過
ぐ
し
つ
る
世
ぞ
か
し
、
:
・。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(宿
木
二
二
六
(六
))

.
花
心
に
お
は
す
宮
な
れ
ば
、
あ
は
れ
と
は
思
す
と
も
、
今

め
か
し
き
方

に
必
ず
移
ろ

ひ
な

む
か
し
、

…
。
 
 

 
 

 
 

 
 

(宿
木

二
二
九
(七
)
)

事
態

の
述
語
は
動
作

・
作

用
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
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中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

つ
い
て



 

②

仮

定

条

件

を

伴

な

い
、

そ

の
条

件

が
実

現

し

た

場

合

に

当

の

事

態

の
実

現

を

推

量

す

る

も

の

 

 

 

ガ
  ガ
  ガ
  ガ
   
  ガ
   
 
 ガ
  ガ
 
  
   
   
  ガ
  ガ

・
「
…
。

願

ひ
侍

る

処

に

だ

に

到

り

侍

り

な

ば

、
必

ず

対

面

も

侍

り

な

む

。

…

」

若
菜
上

三
六

=

七
)

 
奥

山
に
籠

り
再
び
人
に
会
う
ま

い
と
決
意

し
た
明
石
入
道

が
明

石
上
に
送

っ
た
文

の

一
節

で
あ
る
。

「自
分
が
願

い
侍
る
処
に
さ
え
行
き

つ
い
た
ら
」
と
仮
定
し
、

そ
の
仮
定
が
実

現
し
た
時

に
は

「
お
前

に
会
う
」
と

の
事
態

の
実
現
は
確

か
で

間
違

い
の
な

い
も

の
で
あ

る
こ
と
を

「必
ず
」
は
意
味

し
て
い
る
。

確
か
で
間
違

い
の
な

い
も

の
で
あ

る
こ
と
は
、

こ
の
事
態

の
実

現

の
程
度

が
極
度

で
あ
る

こ
と
で
あ

る
。

こ
の
仮
定
条
件

の
あ
り
よ
う
か
ら
も
、

こ
の
事
態

の
実
現
は
未
来

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
事
態

の
実

現
を
推

量
し
て
い
る
。
推
量

の
根
拠
は

「
願
ひ
侍

る
処
」
が
人
に
も

つ
意
味
と
言
え
る
。

「対
面
も
侍

る
」
は

「会
う
」
こ
と
を
自

ら

の
こ
と
と
し
て

い

て
作
用
を
示
す
。

・
こ
の
人
亡
せ
給
は
ば
、
院
も
必
ず
世
を
背
く
本
意
を
遂
げ
給

ひ
て
む
と
、
大
将

の
君
な
ど
も
、
心
尽
し
て
見
奉

り
あ

っ
か
ひ
給
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(若
菜
下

五
六
(
=
二
))

 

「
こ
の
人
」
は
紫
上

で
、
院
は
源
氏
、
大
将

の
君
は
夕
霧

で
あ
る
。

「
こ
の
人
が
亡
せ
給
は
ば
」
と
仮
定

し
、
そ
の
仮
定
が
実
現
し
た
ら
、
「源

氏
が
世
を
背
く
本
意

を
遂
げ

る
」
と
云
う
事
態

の
実
現
は
確
か
で
間
違

い
の
な

い
こ
と

で
あ

る
と

「必
ず
」
は
意
味

し
て
い
る
。
そ

の
確
か
で

間
違

い
の
な

い
事
態

の
実
現
は
未
来

の
こ
と

で
あ
る

こ
と
か
ら

「む
」
と
推
量

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

「必
ず
」
の
こ
の
意
味

の
あ

り
よ
う

は
、
事

態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。
推
量

の
根
拠
は
述

べ
ら
れ

て
き
て

い
る
、
源
氏

の
本
意

に
対

す
る
考
え
で
あ
る
。

「世
を
背
く
本
意
を
遂
げ
給
ふ
」
は
源
氏

の
動
作

で
あ
る
。

 
推
量

の
根
拠
を
示
す
例
も
あ

る
。

・
わ
ざ
と
は
な
く

て
、

こ
の
人

々
に
見
そ
め
て
ば
、
必
ず
心
と
ど
め
給

ひ
て
む
、
人

の
有
様
を
も
見
知
る
人
は
、
殊

に
こ
そ
あ

る
べ
け
れ
、
な

ど

お
ぼ

し

て
、

匂

宮

ご
エ
ハ
噌二
(
二
)
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こ
れ
ら
の
事
態

の
述
語
は
動
作
又
は
作
用
で
あ
る
。

 
コ

・
四

「
か
な
ら
ず
」
が
修
飾
す

る
語
句
に
意
志
を
示
す
。
"
む
"
が
下
接

し
て
い
る
場
合

 
〔

 
 
①
仮
定
条
件
を
伴
わ
ぬ
も
の

・
「逢
ふ
ま

で
の
形
見
に
契

る
中

の
緒

の
調

べ
は
殊
に
変
ら
ざ
ら
な
む
 
 

こ
の
音
た
が
は
ぬ
先

に
必
ず
あ

ひ
見
む
」
と
頼
め
給
ふ
め

り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(明
石
九
六
二
四
))

 
明
石
か
ら
京
に
戻
る
こ
と
に
な

っ
た
源
氏
が
明

石
上
に
別
れ
を
惜

し
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

「
必
ず
」
は

「あ

ひ
見
む
」

の

「あ

ひ
見
る
」
動
作

の
実

現
が
確
か

で
・
間
違

い
の
な

い
こ
と
を
意
味

し
そ

の
確

か
で
間
違

い
な
く
実

現
す

る

動
作
を
、

「む
」

は
意
志
す

る
と
し
て
い
る
。

「あ

ひ
見
る
」
動
作

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を

「必
ず
」

は
意
味

し

て
い

て
、

「あ

ひ
見
る
」
動
作
を
す
る
意
志

の
強
さ

の
程
度
を
量

っ
て

い
る
と
は
思
え
な

い
。

「あ

ひ
見
る
」
動
作
は

「
こ
の
音

た
が

は
ぬ
先
に
」
と

云
う
近

い
未
来

で
の
こ
と
で
あ
る
。
意
志
す

る
根
拠
は
、
源
氏

の
明
石

へ
の
強

い
思
い
で
あ

る
。

・
宮
は

「そ

の
夜
必
ず
迎

へ
む
。
下
人
な
ど
に
、
よ
く
気
色

見
ゆ
ま
じ
き
心
づ
か
ひ
し
給

へ
。

…
」 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(
浮
舟
一
五

三
(三
))

 
宇
治

に
居
る
浮
舟
を
引
き
取
ら
ん
と
し
て
、
匂
宮
が
浮
舟
に
届
け
た

手
紙
で
あ
る
。

「必
ず
」
は
、

「匂
宮

が
浮
舟
を
迎

へ
る
」
動
作

の
実
現

が
確
か
で
間
違

い
の
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

の
動
作

の
実
現
を
匂
宮
が
意
志
し

て
い
る
こ
と
を

「む
」

は
意
味

し
て

い
る
。

動
作

の

実
現
は

「
そ
の
夜
」
と
近

い
未
来

で
あ
り
、
意
志
す
る
根
拠
は
浮
舟

の
置
か
れ
た
状

況
で
あ

る
。

「迎

へ
」
る
は

ヒ
ト

の
動
作

で
あ

る
。

 

以
下

の
例
も
、

同
類
例

で
あ
る
。

・
「…
。

す

こ
し
秋

風
吹

き
立

ち
な

ん
時

、

か
な

ら
ず

あ

は

む
」

と

い

へ
り
。

・
「行

幸

あ

ら

む

に
と
興
あ

る
所

に
な

む
あ

り
け

る
。

か
な

ら
ず

奏

し

て
せ
さ

せ

た

て
ま

つ
ら

ん
」
な

ど

申

給

て
、

・
仲

頼

「忍

び

て
、
必
ず

も

の
せ
む
。

…
」

 

中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に
っ
い
て

伊
勢
物
語
九
十
六

段

二

六
八
(九
)

大

和

物

語

・
九

十

九

段

・
二
七

八

(
=

一)

宇

津

保

物

語

・
吹

上

上

・
三

一
二

(七

)
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・
重

木

も

た
ゴ

、

「…
。
杖

に
か

㌧
り

て
も
、

か
な

ら
ず

ま

い
り
あ

ひ
申

侍

ら

ん
」

と
、

う

な
づ

き

あ

は
す

。

大
鏡

・
第

六

巻

・
二
七

七

(十

一
)

 
事
態

の
述
語
は
全

て
ヒ
ト

の
動
作

で
あ
る
。

 
 
②
仮
定
条
件
を
伴
う
も

の

・
大
井
に
季
縄

の
少
将
す

み
け
る
こ
ろ
、
帝

の
宣

ひ
け
る
。

「花
お
も
し
ろ
く
な
り
な
ば
、
か
な
ら
ず
御
ら
む
ぜ
ん
」
と
あ
り
け
る
を
ぼ

し
忘
れ

 
て
、
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
り
。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

' 
 

 
 
 
 

(大
和
物
語
・
百
段
・

 
 
二
七
九

(五
)
)

 

「花

が
面
白
く
な

っ
た
な
ら
」
と
仮
定
し
、

こ

の
事
態
が
実
現

し
た
ら
と
し
て
、

「か
な
ら
ず
」
は

「御
覧
ず
」
と
云
う
事
態

の
実
現
が
確
か

に
間
違

い
な

い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

こ
の
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味
し

て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

「ん
」
は

そ
う
す
る

こ
と
を
意
志

し
て
い
る
。
仮
定
条
件

か
ら
し
て
も
事
態

の
実
現
は
近

い
未
来

の
こ
と

で
あ

る
。

「御
覧
ず
」
は
帝

の
動
作

で
あ

る
。

 
以
下

の
例
も
同
類
例

で
あ
る
。

・
女
御

「…
、
さ

る
気
色
侍

り
け

る
夜
、

思

ふ
や

う

に

て
あ

ら
ば

、

必
ず

し
か

せ

ん
と

の
給

ハ
せ
け

れ
ば

、

・
「
…
。

も

し
心

に
あ

ら
ず

な
が

ら

へ
さ

ぶ
ら

は
ゴ
、

出
家

か
な

ら
ず

し
侍

な

ん
。

…
」

…

」

・
「
…
。
麿

が

死
な

ん
後
、

人
笑

は
れ

に
人

の
思

ふ
ば

か
り

の
ふ

る
ま

ひ
有

様
掟

て
給

は
ゴ
、

必
ず

恨

み

き

こ
え

ん

と

す
。

…
」 宇

津

保

物

語

・
国
譲

下

・
二
六

八

(九

)

大

鏡

・
第

三
巻

・

一
六

三

(九

)

述

語
は
い
ず
れ
も

ヒ
ト

の
動
作

で
あ
る
。

コ五

「か
な
ら
ず
」
が
修
飾
す
る
語
句

に
助
動
詞

「
べ
し
」
が
下
接
し
て

い
る
場
合

〔
 

①

「
べ
し
」
が
当
然

の
意
味
を
示
す
も

の

 

①
仮
定
条
件
を
伴
わ
ぬ
も

の

・
か

の
御
息
所
は
い
と

い
と
ほ
し
け
れ
ど
、
誠

の
よ
る
べ
と
頼
み
聞
え
む
に
は
、
必
ず
心
置
か
れ
ぬ

べ
し
。

栄

花

物

躇

・
第

八

巻

・
二
九

〇

(
二
)

葵三
七
八
(三
)

3s



 
源
氏
が
六
條
御
息
所
を
評
し
て
い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

「必
ず
」
は

「心
置
く
」
と
云
う
事
態

の
実
現
が
確

か
で
間
違

い
の
な

い
こ
と

で
あ

る

こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
事
態

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る
こ
と
を
意
味

し

て
い
る
。
そ

の
必
ず
な
る
事
態

の
実

現
が
六
條
御
息
所

の
人
柄
か
ら
し
て
当
然

で
あ
る
と
源
氏
は
判
断

し
て
の

「
べ
し
」
で
あ

る
。

「必
ず
」
は
こ
こ
で
も

こ
の

「
べ
し
」
に
ま

で
係

り
そ
う
な
る
こ
と

の
当
然
さ

の
程
度

を
量
る
も

の
で
は
な

い
。
文
末
陳
述

に
ま

で
そ

の
意
味

は
及
ん

で
い
な

い
こ
と

で
あ
る
。

「心
置
く
」
は

ヒ

ト

の
動

作

(内
的

行
為

と
し

て

の
)

で
あ

る
。

・
「…
。

仏

の
必
ず
救

ひ
給

ふ

べ
き
き

は
な

り
。

な

ほ
試

み
に
、
暫

し

湯
を
飲

ま

せ

な

ど

し

て
、

助

け
試

み
む
。

…
」

手
習

二
三

六

(
一
一
ご

 
入
水
自
殺
に
失
敗
し
倒
れ

て
い
る
浮
舟
を
目
に
し
た
僧
都
が
救

お
う
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

「
必
ず
」
は

「仏

の
救

ひ
給

ふ
」
な

る
事

態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
べ
き
」
は
そ

の
事
態

の
必
ず
な

る
実

現
を
当
然

と
し
て
い
る
。
仏

の
有

様
か
ら

し
て
当
然
な

の
で
あ
る
。

「
必
ず
」
は

「
べ
き
」
に
ま
で
そ
の
意
味
が
及
ん
で
い
な

い
。

「仏

の
救

ひ
給
ふ
」

は
動
作

で
あ
る
。

 
以
下
の
例
も
同
類
例
で
あ
る
。

・
「…
。

必
ず
世

の
中

保

つ
べ
き
相

あ

る
人
な

り
。

…

」

・
「…
。

さ

て
今

日
門

二
参

ら

ん

人
、

必
ず

召

入

れ

て
見
給

ふ

べ
き
人

な

り
」
と

、
…

・
「行

く
先

も

か
な

ら
ず

か
た

り
伝

ふ

べ
き

こ
と

な

り
、
な

ど

な

ん
、

み
な
さ

だ

め

し
」

…

・
そ

れ

に

又
、
当

代

お
さ

な

く

お

は
し

ま

せ
ど

も
、

か

な
ら

ず

あ

る

べ
き

こ
と

に

て
、

…

・
大
殿

内

侍

の
督

の
殿

必
ず
参

ら

せ
給

べ
き

さ

ま

に
世

の
人
申

す

め

る
。

賢
木

三
九
四
(十

一
)

宇
津
保
物
語

・
国

譲
下
四
八

=
七
)

枕
草
子

・
八
二
段

・

 

=

七
二

四
)

大

鏡

・
第

五
巻

・

 

 

二

一
五

(
二
)

栄

花

物

語

・
第

八

巻

・
二
四

五

(
一
)

「あ

る

べ
き

」

の

「あ

る
」

は

「参

詣

が

あ

る

(参
詣

す

る

)
」

の
意

味

で
あ

る
。

以
上

い
ず

れ
も

事

態

の
述

語

は
動

作

で
あ

る
。

 

扮

仮

定
条
件

を
伴

う
も

の

 

(

・
な

が
ら

へ
ば

必
ず

憂

き

こ
と

見
え

ぬ

べ
き
身

の
、

亡

く
な

ら

む

は
、
何

か

惜

し

か

る

べ
き
、

浮
舟

一
五

=

七
)
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中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

つ
い
て



 
薫
と
匂
宮
と

の
間
で
悩

む
浮
舟

の
心
中
を
述

べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

「生
き
長
ら
え
る
」
と

の
仮
定
条
件
が
成
立

し
た
と
き

に
、

「憂

き

こ
と
が
身

に
見
え
る
」
事
態
が
確
か
に
間
違

い
な
く
実
現
す
る

こ
と
を

「必
ず
」
は
意
味

し
て
い
る
。

こ
の
事
態

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度

が

極
度

で
あ
る
と
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。

「
べ
き
」

は
そ
の
必
ず
な
る
事
実

の
実

現
が
当
然

で
あ

る
と
す
る
。

「必
ず
」
は

「
べ
き
」

に
ま
で
意

味
が
及
ん

で
い
な

い
。

「憂
き

こ
と
見
え
ぬ
」
は
作
用
と
言
え
る
。

・
見
給

ひ
て
ば
、
必
ず
さ
思
し
ぬ

べ
か
り
し
人
ぞ
か
し
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(蜻
蛉一七
七
(十
一)
)

 
浮
舟

の
死
去

の
報
に
悲

し
み
に
く
れ
る
匂
宮

の
こ
と
を
耳
に
し
た
薫

の
心
中
表
現

で
あ
る
。

「見
給
ふ
」

の
は
匂
宮
が
浮
舟
を
、

「さ
思

し
ぬ

べ
か
り
し
」
も
匂
宮

が
浮
舟

の
こ
と
を
で
あ
る
。

 

「匂
宮

が
浮
舟

を
御
覧

に
な

っ
た
ら
」
と
仮
定

し
、
そ

の
事
態

の
実

現
に
お

い
て
は
、
「匂
宮

が
そ

の
よ
う
に
浮
舟

の
こ
と
を

お
思

い
な
さ

る
」

と
の
事
態

の
実

現
の
確
か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る
こ
と
を
、

「必
ず
」
は
意
味

し
て
い
る
。

「
べ
か
り
」
は
、

必
ず
な
る

こ
の
事
態

の
実
現
が

当
然

で
あ

る
と
意
味
し
て
い
る
。

「必
ず
」
は

「
べ
か
り
」

に
ま
で
そ

の
意
味
が
及
ん

で
い
な

い
。

「さ
思
し
ぬ
」

は
動
作
を
示
す
。

 
 
②

「
べ
し
」
が
意
志

・
命
令

の
意
味
を
示
す
も

の

・
「帰

り
わ
た

ら

せ
給

は
む
程

に
、
必

ず
参

る

べ
し
」
な

ど
宣

ふ
。

「参

る

べ
し
」

は

「参

り

ま

し

ょ
う

」

で
意

志

の
意

味

で
あ

る
。

橋
姫

三

〇

(
嗣
四

)

・
「…
。

を
さ

な

き

人
ど

も

も
あ

な

る
を

、

お

ほ
や

け

に
仕
う

ま

つ
ら

む

に
も
、

必
ず

後

見

思

ふ

べ
く

な

む
」

な

ど
、

言

葉

に
も
宣

へ
り
。

蜻

蛉
輔
九

七

(
一
四
)

 

「後

見
思

ふ

べ
く
な

む

」
は

「後

見

す

る

こ
と
を

心

掛
け

ま

し

ょ
う

」

の
意
味

で
意

志

を

「
べ
く

」
は

示

し

て

い
る
。

い
ず

れ

も

ヒ
ト

の
動

作

で
あ

る
。

 
次
例

も

"
べ
し
"
は
意

志

を

示

し

て

い
る
。
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・
「…
。

し
ば

し
法

華
経

諦

じ
た

て
ま

つ
ら

ん

の
本

意
侍

れ
ば

、

か
な

ら

ず

か

へ
り

ま
う

で

く

べ
し
」

と

の
給

て
、

大

鏡

・
第

三
巻

=

二
五

(七

)

・
「右

大

将

の
三
条

の
家

に

て
、
相

撲

の
還
饗

し
給

へ
る
な

ル
に
、

い
さ

》
か

の
わ
ざ

す

る

に
も
、
必
ず

い
ま

す

る
を

、
彼

処

に
し

給

は

む

こ

と
も

、
必
,ず
訪
ふ

べ
し
。

…
」

右

二
例

も

ヒ
ト

の
動
作

で
あ

る
。

次

例

は

「
べ
し
」

が
命

令

の
意

味

を

示

し

て

い
る
場

合

で
あ

る
。

ヒ
ト

の
動

作

に
用

い
ら

れ

て

い
る

の
に
変

り

な

い
。

・
「…
。

必

ず

み
つ

か

ら
と
ぶ

ら

ひ
物

し
給

ふ

べ
き
由

催

し
中

し

給

へ
。

…
」

・
必
ず

出

づ

べ
く
宣

へ
り
け

れ
ば

、
い
と

っ

っ
ま

し
く

苦

し
け

れ

ど
、
う

ち

け
さ

う

じ

つ
く

る

ひ
て
乗

り
ぬ

。

宇

津

保

物

語

・
俊

蔭

・

 

 

 
一
〇

八

(
一
五
)

若
菜
上

三
六
七
(十

こ

東
屋

六
六
(六
)

・
「殿

に
参

り

て
侍

り

つ
れ

ど

「院

に
な

む

お

は
し
ま

す

」
と

侍

り
ッ
れ
ば

。

必
ず
参

り
給

フ
べ
き

」
と

聞

ゆ
れ

ば
、

や

が

て
参

り
給

フ
。

(
宇
津
保
物
語

・
棲
上

上

・
四
〇
八
(
一
)

)
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「か
な

ら

ず
」

が
肯

定

文
や

肯

定
句

に
用

い
ら

れ

る
場
合

は
、

以
上

の
類

型

が
全

て

で
あ

る
。

そ

れ
ら

に
あ

っ
て
、

「
か
な

ら

ず

」

の
意

味

と

言

え

る

も

の
は
、

あ

る
事

態

の
実

現

の
確

か

さ

の
程
度

が

極

度

で
あ

る

と

量

る
も

の

で
あ

っ
た
。

事

態

の
実

現

の
確

か
さ

の
程
度

を

量

る

に

は
、

そ

の
事

態

が
既

に
実

現

し
た
も

の

で
あ

る

か
、

こ
れ

か

ら
実

現

す

る
も

の
で
あ

る

か
、
或

い
は
当

の

ヒ
ト

・
モ

ノ

・
コ
ト

の
習

性
や

一
般

論

と

し

て

の

こ
と

で
あ

る
し

か
出
来

ぬ

こ
と

で
あ

る
。

以
上

の
類

型

は

「必
ず

」

の
意
味

か
ら

し

て
当
然

の

こ
と

と

言

え

る
。

既

に
実

現

し
た

も

の

の
場
合

は
、

「必
ず

」

は
文

末
陳

述

に
係

る
が
、

一
般
論

の
場
合

は
、

「～

と

い
う

も

の
は

(
一
般

に
)

～

な

る

も

の

・
こ
と

で
あ

る
」
と

の
表

現
型

を

と

る
。

「必
ず

」

は

そ

の
意

味

か

ら

し

て
句

末

・
文

末

の

「
も

の

・
こ
と

で
あ

る
」

に

ま

で
係

り
結

ば

れ

え

な

い
。

事

態

の
実

現

の

意
志

・
命
令

・
推

量
を

示
す

場
合

に

お

い
て
も

こ
と

は
同
様

だ

っ
た
。

肯

定

文

・
句

に
用

い
ら

れ

る

「必
ず

」

は

、

云

わ

ゆ

る
陳

述

副

詞

と
呼

ぶ

よ

り
、
事

態

の
実

現

の
確

か
さ

の
程
度

を

量

っ
て

い
る

こ
と

に

お

い
て
程
度

副
詞

と

呼
ぶ

の
が

ふ
さ

わ

し

い
か

に

思
う

。

中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

っ
い
て



 
そ
の
事
態

の
実
現
は
ヒ
ト

・
モ
ノ

・
コ
ト

の
動
作

・
作
用

の
実
現
で
あ

っ
た
。
状
態
や
判
断
を
示
す
事
態

に

「必
ず
」
が
用

い
ら
れ

る
の
は
、

「必
ず
」
が
打
消

し
の
意
味

と
関
わ
る
以
下

の
諸
例
に
お
い
て
で
あ
る
。

 
 
口
、
打
消
し

の
文

・
句
に
用

い
ら
れ

て
い
る
場
合

 
「
か
な
ら
ず
」
は

又
打
消

し
の
意
味
と
関

っ
て
い
る
諸
例
が
あ
る
。
例
は
多
く

は
な

い
が
、

二

っ
の
意
味
類
型
を

み
る
。

①
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ

る
こ
と
を
意
味
す

る
場
合

②
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度

が
相
当
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
場
合

 
以
下
、

二
類
型
に

っ
い
て
考
察
す
る
。

 
コ

 

一
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ

る
こ
と
を
意
味
す

る
場
合

 
〔

・
昔
物
語
な
ど
に
語
り
伝

へ
て
、
若
き
女
房
な
ど

の
読

む
を
聞

く
に
、
必
ず

か
や
う

の
事
を

い
ひ
た
る
、
さ

し
も
あ
ら
ざ

り
け
む
と
、
憎
く
推

 
し
量
ら
る
る
を
、
げ

に
あ
は
れ
な

る
、
物

の
隈
あ
る
べ
き
世
な

り
け
り
、
と
心
移
り
ぬ
べ
し
。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(橋
姫
一=
(九
))

 
宇
治

に
八
宮

の
邸
を
訪
ね
た
薫
が
大
君

・
中
君

の
有
様
を

ほ
の
か
に
見

て
思

っ
て
の
こ
と

で
あ

る
。

 

「か
や
う

の
事

い
ひ
た

る
さ

し
も
あ
ら
ざ

り
」
は
目
の
前
す

る
二
人
姉
妹

の
よ
う
な
事
を
昔
物
語
が
言

っ
て

い
る

こ
と

は
そ

の
よ
う
に
あ
る
も

の
で
な

い
と

の
意
味

で
、
「
必
ず
」
は
そ

の
事
態

(～
も

の
で
は
な

い
)
の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

確

か
に
・
間
違

い
な
く

「か
や
う

の
事

い
ひ
た
る
さ
し
も
あ
る

こ
と

は
な

ど

の
で
あ
る
。

「
必
ず
」

は

「ざ

り
」

ま
で
に
し
か
意
味
的

に
は
係

っ

て

い
な

い
。

・
「…
。

た
だ
う

は

べ
ば

か

り

の
情

に
、
手
走

り
書

き

、
折
節

の
い
ら

へ
、
心
得

て
う

ち

し
な

ン
ど

ば

か

り

は
、
ず

ゐ
ぶ

ん

に
よ

ろ

し

き

も
多

か

り

と
見

給

ふ
れ

ど
、

そ
れ

も
誠

に
そ

の
方

を
取

り

い
で
む

選
び

に
、

か
な

ら

ず

漏

る
ま

じ
き

は
、

い
と
難

し
や

。

…
」

帯
木

三
六
(七
)

雨
夜

の
品
定
め

の
始
め

の
方
で
、
本
妻
を
選
ぶ
む

つ
か
し
さ
を
述

べ
て

い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

「ま
じ
き
」
は
打
消

の
当
然

の
意

で
、
漏

る
こ
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と
が

「な

い
に
違

い
な

い
」
と
言

っ
た
意
味

で
あ
る
。

「
か
な

ら
ず
」
は

「漏
る
こ
と
が
な

い
」
事
態

の
実

現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る

こ
と
を
意
味
し
、
「ま
じ
き
」
の
も

つ
今

一
つ
の
当
然

の

「違

い
な

い
」
ま
で
は
意
味
的

に
は
係

っ
て

い
な

い
。
当
然

の
意
味

は

「
か
な
ら
ず
漏

る

こ
と

が
な

い
」

こ
と

に
対

し

て

で
あ

る
。

 

以
下

の
例

も

同
類

例

で
あ

る
。

・
「今

年

は
必
ず

の
が
る

ま

じ
き
年

と

思

う
給

へ
っ
れ

ど
、

…
」

「
の
が

る
ま

じ
き
」

は

「
死
ぬ

は
ず

」

で
作

用

。

・
「…
。

さ

れ
ど

今

よ
り

の
ち

、
何

事

に

っ
け

て
も
、

必
ず

忘

れ

聞
え

じ
。

…

」

「忘

れ
聞

え

じ
」

は

「覚

え

て
居

り
ま

し

ょ
う

」

で
動

作
。

・
「…
。

必
ず
さ

し
も
す

ぐ

れ
給

は

じ
。

…
」

「そ

ん
な

に
美

し
く
な

い
で

し

ょ
う

」

で
状
態

の
実

現
。

・
「斯

く

足
ら

ひ
ぬ

る
人

は
、
必

ず

え
長

か

ら
ぬ

事

な

り
。

…
」

「え

長

か
ら

ぬ
」

は

「早

く

死
ぬ
」

で
作

用
。

作
用

・
状
態

の
実

現

に
用

い
ら

れ

る

こ
と
が

目
立

つ
。

尚
、

次

の
よ
う

に
禁

止

の
文

に

用

い
ら

れ

る

こ
と
も

あ

る
。

・
「此

頃

の
程

に
、

必
ず

お

く
ら

か

し
給

ふ
な
」

と
語

ら

ひ
給

ふ
を

、

薄
雲

二
四

六

(
一
〇
)

蜻
蛉

一
九

七

(
=

二
)

常
夏

八

二

(
二

)

若

菜

下

七

八

(
一
二
)

総

角
一
二

二

(
一
二
)

 
匂
宮
が
薫

に
宇
治

に

つ
れ

て
い

っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
あ

る
。
禁
止

の
意
味

は
、

あ
る
事
態

の
実
現
を
し
な

い
こ
と
を

対
手
に
希
望
す

る

・
命
ず
る

の
で
あ

る
。

こ
の
例

に
お

い
て
は
、
あ
な

た
は
私
を
後

に
残
さ
な

い
こ
と
を
希
望
す

る

の
意
味

で
あ

る
。

「必
ず
」

は

「お
く
ら
か
し
給
は
な

い
」
事
態

の
実

現

の
確
か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
こ
こ
で
も
言
え
る
。

「必
ず
」
は
禁
止
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中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

つ
い
て



に
含

ま

れ

る
打

消

し

の
意

味

に
ま

で
係

っ
て

い
る
。

 
次

例

も

同
類

例

で
あ

る
。

・
「…
。

年

頃

の
願

ひ
違

へ
ず

、

都

率

天

に
必
ず

本
意

違

へ
給
な

」

と

仰

せ
ら

れ

け

れ
ば

、

栄

花

物

語

・
巻

第

三
九

・
四

三

一
(
一
)

 
用
例

の
意
味
に
即

し
て
、

こ
れ
ら

の
打
消

し
の
意
味
を
文
末

・
句
末

に
も

つ

「
必
ず
」

の
意
味
を
検
討
す

る
と
、
以
上

の
よ
う
に
打
消

し
の

事
態

の
実

現
の
確
か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る
こ
と
に
な
る
。
事
態

の
実
現
に
打
消

し
の
事
態
を

ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ら

の
意

味
は
、
打
消
さ
れ
な

い
事
態

の
実
現
が
零
度

で
あ
る
確
か
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ
る
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
事
態

の
実
現

の
零
度
は
打
消

の
意

味

が

一
旦
は
示

し

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

「必
ず

」

の
打

消

し

の
意

味

へ
の
関

わ

り

は

形
成

的

に
は
陳

述

へ
の
関

わ

り

で
も

あ

る
。

 

コ

 

ニ
事
態

の
実

現

の
確

か
さ

の
程
度

が

相
当

度

で
あ

る
場
合

 

〔
・
「
い
と
あ

る
ま

じ
き
御

事

な

り
。

世

の
静

か

な
ら

ぬ

こ
と

は
、
必
ず

政

事

の
な

ほ
く

ゆ

が

め

る

に
も

よ

り
侍

ら

ず

。

…
」

薄
雲

二
五
六
(六
)

 
冷
泉
帝

が
退
位
を
源
氏
に
語

っ
た

の
に
対
し
て
、
源
氏
が

「
い
と
あ

る
ま
じ
き
事
な

り
」
と
お
諫
め
し

て
い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

「
必
ず
」
は

「政
事

の
な

ほ
く
ゆ
が
め
る
に
も
よ
り
侍

る
」
に
直
接
係

り
、
こ
の
事
態

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ

る

こ
と
を
意
味

す
る
が
、
そ
れ
が

「ず
」
と
打
消
さ
れ
る
に
及
ん
で

「
必
ず

～
よ
る
も

の
で
な

い
」
の
意
味

と
な
り
、
「必
ず
」
は

「必
ず

し
も
」

の
意
味

を
結

果
す

る
。
そ
れ
は

こ
の
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度
が
そ
れ
程

の
も

の
で
な

い
、

云
わ
ば
相
当
度
と
も
言
え
る
意
味
と
な

っ
て

い
る
と
言
え

よ
う
。
源
氏
は
だ
か
ら
冷
泉
帝

の
全
責
任
に
よ

る
も

の
で
は
な

い
と
冷
泉
帝
を
お
慰

め
し
て

い
る

の
で
あ

る
。

・
そ

の
十
二
月
に
、
大
原
野

の
行
幸
と
て
、
世

に
残

る
人
な

く
見
騒
ぐ
を
、
六
條

の
院

よ
り
も
、
御
方

々
引
き

い
で

つ
つ
見
給

ふ
。
卯

の
時

に

 
出
で
給

ひ
て
、
朱
雀
よ
り
五
條

の
大
路
を
西
ざ

ま
に
折
れ
給
ふ
。
桂

川

の
も
と
ま

で
、
物
見
車
隙
な

し
。

行
幸
と

い

へ
ど
、

必
ず

か
う
し
も

 
あ
ら
ぬ
を
、
今

日
は
み
こ
達
上
達
部
も
、
皆
心
殊
に
御
馬
鞍
を
整

へ
、
随
身
馬
副

の
か
た
ち
た
け
だ
ち
、
さ
う
そ
く
を
飾
り
給

ひ

つ
っ
、
珍

 
ら
か
に
を
か
し
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(行
幸
=
一三
(十
こ
)
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冷
泉
帝

の
行
幸
に

っ
い
て
述

べ
て
い
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
行
幸
と
言

っ
て
も
必
ず

し
も

こ
の
よ
う

で
も
な

い
が

の
意
味

で
あ

る
。

「
必
ず
」
は

「か
う
し
も
あ

る
」
事
態

の
実
現

の
確

か
さ

の
程
度
が
相
当
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味

し
て

い
る
。

「か
う
し
も
あ

る
」

は
状
態

の
実

現
で
あ

る
。

以
下
の
例
も
同
類
例

で
あ
る
。

 

 

 

 

・
「
…
。

必
ず

さ

り

と

て
、
末

の
人

お
ろ

か
な

る
や

う

も
な

し
。

…
」

「
お
ろ

か

な

る
」

は
状

態

の
実

現

で
あ

る
。

・
「…
。

斯

か

る
か
た

ち
な

る
人

も
、
必
ず

ひ
た
ぶ

る

に

し
も
絶

え

こ
も

ら

ぬ
わ

ざ

な

め

る
を

、
…
」

若
菜
下

九
二
(
=
二
)

早
蕨

二
〇
八
(
=
二
)

 

「
ひ
た
ぶ

る
に
絶
え

こ
も
る
」
は
ヒ
ト

の
動
作
で
あ
る
。

・
大
将

の
ぬ
し

「春
宮

に
と
思
し
た
る
を
、

こ

コ
に
と
聞
ゆ

る
は
、
空

に
遊
ぶ
雲

の
高

く
宿

る
ば
か
り
に
は
あ
れ
ど
、
宮
仕
し
給

フ
人
、
必
ず

 
か

の
位

に
し
も
な

り
給

は
ず
。

…
」 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(宇
津
保
物
語
・

菊
の
宴
・
六
九
(八
)
)

 

「か

の
位
に
な

る
」
は
状
態

の
実
現
で
あ
る
。

・
い
ま
す

こ
し
お
ほ
く
わ
た
ら
せ
ま
ほ
し
き
に
、
使
は
か
な
ら
ず
よ
き

人
な
ら
ず
、 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(枕
草
子
・
二
二
〇
段
・

 
 
 
二
五
=
一
四
))

 

「
よ
き
人
な

り
」
は

「使
」

の
人
に

つ
い
て
の
判
断

で
あ

る
。
判
断

の
確
か
さ

の
程
度
が
相
当
度

で
あ
る

こ
と
を
示
し
て

い
る
。

・
さ
れ
ど
、
げ

に
か
な

ら
ず

か
や
う

の
事
わ
が
お

こ
た
り
に
て
な
が
さ

れ
給

に
し
も
あ
ら
ず
、 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(大
鏡
・
第
四
巻
・

 
一
八
二
(
一
〇
))

 

「な
が
さ

れ
給
ふ
」

は
作
用
と
言
え
よ
う
。

 

「か
な

ら
ず
」
が
結
果
と

し
て

「
必
ず

し
も
」

の
意

味
に
用

い
ら
れ

る
場
合
、

「
か
な

ら
ず
」

は
打
消

し

の
助
動
詞

「ず

・
ぬ
」

か
形
容
詞

「な
し
」

に
間
接
的

に
係

り
結
ば
れ

て
い
る
。

「か
な
ら
ず

(
し
も
こ

の
意
味

は
最
終
的
に
打
消

し
の
意
味
と
呼
応

し
て
事
態

の
実

現

の
程
度

が
相
当
度

で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
至

っ
て
い
る
。

「
か
な
ら
ず

(し
も
こ

が

「
し
も
」
を
顕
現
さ
せ

て
の

「か
な

ら
ず

し
も
」

の
用
例

は
次

の

よ
う
に
み
ら
れ
る
。
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中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

つ
い
て



・
「…
。

必
ず

し

も
わ

が
思

ふ

に
か
な

は
ね
ど

、

見

そ
め

っ
る
契

り
ば

か

り
を
、
捨

て
が

た
く

思

ひ
と

ま

る

人

は
、

…
」

・
「朔

日
な

ど

に

は
、
必
ず

し
も
内

へ
参

る
ま

じ
う

思

ひ
給

ふ
。る

に
、
何

に
斯

く

い
そ

が

せ
給

ふ

ら

む
」
と
聞

え
給

へ
ば

、

(

(

帯
木

四
二
(六
)

少

女

三

四

三

(
一
) ))

・
「…

な

べ
て

の
仕
う

ま

っ
り

人

こ
そ
、
と

あ

る
も

か

か

る
も

、
お

の
つ

か
ら

立
ち

ま

じ
ら

ひ

て
、
人

の
耳

を

目

を

も
、
必
ず

し
も

と

め

ぬ

も

の

な

れ

ば

、

…

」

・
「…
。

公
卿

と

い

へ
ど
、

こ

の
人

の
お
ぼ

え

に
、
必
ず

し
も

拉

ぶ
ま

じ
き

こ
そ
多

か

れ
。

…
」

・
こ

の
ひ
と
、
く

に

に
か
な

ら
ず

し
も

い
ひ

つ
か
ふ

も

の
に
も

あ

ら
ざ

な

り
。

・
か
く

て
京

へ
い
く

に
、
し
ま

さ

か

に

て
、
ひ
と
あ

る
じ

し

た

り
。

か

な
ら

ず

し

も
あ

る
ま

じ

き
わ
ざ

な

り
。

・
宰
相

に
な

り
給

ひ
に
し

か
ば

か
な

ら
ず

し
も

い
か

で
か

は
、
…

・
又

の
日

の
御

覧

に
、
童

・
下

仕

な
ど

の
さ

ま
も

、

何

れ
も

く

誰

か

は

必
ず

し
も

人

も

劣

ら
ん

と

思

ふ
が

あ

ら

ん

、

 
土
佐

日

記

は

「か

な
ら

ず

」

は
見
当

ら

ず

、

「か

な

ら
ず

し

も

」
が

二
例

み
ら

れ

る
。

に
、
土

佐

日
記
を
除

く

日
記
類

に
も

み
ら
れ

な

い
。

枕
草

子

・
栄
花

物

語
も
各

々

一
例

み
ら

れ

る

の
み

で
、

て

い
る
。

常

夏
八

八

(
一
〇

)

胡

蝶
三

二

(
一
〇

)

土
佐
日
記

二
八
(
こ

)

 
 
 
 

(
土
佐
日
記

五
ヒ
(六
)
)

(枕
草
子

噌
六

}
段

・

 
 

一
一
「
⊥ハ
(
一
六
)
)

(栄
花
物
語

・
巻

第
三

・
一
一
五
(十

一
)
)

竹
取

・
伊
勢

・
大

和

・
宇
津

保

・
落
・窪
物

語
や
大
鏡

 
 
 
 
 
 
 

源
氏
物
語

で
の
十
三
例
が
際
立

つ
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お
 
わ
 
り
 
に

 
中
古

に
み
ら
れ
る

「必
ず
」

は
、
肯
定
文

(句
)

に
も
打

消
し
の
文

(句
)

に
も
用

い
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ

の
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度

が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味
す

る
こ
と
を
本
義
と
す

る
。
そ

の
事
態

は
ヒ
ト

の
動
作

で
あ
る
こ
と
が
多
く
、

ヒ
ト

・
モ
ノ

・
コ
ト
に
お
け
る
作

用

で
あ
る
場
合
も

一
般
論
を
中
心
に
み
ら
れ
た
。

状
態

で
あ
る

こ
と

は
稀

で
あ

っ
た
。

 
打
消
し

の
文

(句
)

の
場
合
、
打
消
し
の
語
を
除

い
た
部
分
ま

で

の
事
態

の
実
現
に

っ
い
て
と
言
え
ば
、
打

消
し

で
事
態

の
実
現
が
零
度
と



さ
れ
た
そ

の
零
度
を

「確
か
な
る
こ
と
」

つ
ま
り
は
極
度
と
量

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の

「確

か
な
る

こ
と
」

は
零
度

を
極

め
て

の
零
度
と

量

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
ま
ず
は

「打
消
さ
れ
た
」
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度
が
極
度

で
あ
る

こ
と
を
意
味
す

る
と

し
て
お
く
。

 

「必
ず
」

の
文
末

・
句
末
陳
述

の
関
わ
り
と
な

る
と

一
様

で
は
な

い
。
文
末

・
句
末
が
動
詞
や
動
詞

+
補

助
動

詞
で
あ
る
場
合

(命
令

形
を
除

く
)
は
、
そ

の
動
詞
や
動
詞

+
補
助
動
詞
ま

で
に
係
り
そ

こ
で
結
ば
れ

て
い
る
。
助
動

詞

"
む

・
べ
し
"
を
文
末

・
句
末

に
も

つ
場
合

は
そ

の

直
前

の
語
に
ま
で
係
り
結
ば
れ
て
い
る
と
言
え
る
と

こ
ろ
が
あ

る
。
命
令
形

の
場
合

は
命
令

す
る
語

の
中
半
に
ま
で
係
り
結
ば
れ

て

い
る
と
で

も
言
う
他
な

い
。
が
、

以
上

の
よ
う
に

「
必
ず
」

の
具
体
例

で
の
意
味

の
あ
り
よ
う
か
ら
す
れ
ば
、
事
態

の
実

現
を
示
す
と

こ
ろ
に
ま

で
係
り

を
そ

こ
で
意
味
的
に
結
ば
れ
て
い
る
と
言
え
、
そ
れ

は

一
定

の
文
末

・
句
末
形
式
を
と
ら
な

い
。

そ
し
て
そ

の
事
態

の
実
現

の
程
度
を
確
か
に

と

っ
ま
り
は
極
度
と
量

る
も

の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
程
度

副
詞

と
の
位
置
づ
け
が
ふ
さ
わ

し
い
。

 
そ

の

「必
ず
」
が
文
末

・
句
末
の
打
消

し
の
意
味

に
間
接
的

に
係
り
結
ば

れ
て
意
味
転
成
し

て
、
さ
ら
に
意
味
転
成
を
明
確

に
す

べ
く

「必

ず

し
も
」
と
な
る
と
打
消
し

の
意
味
と

の
呼
応
を
も

っ
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
意
味

の
あ
り
よ
う
か
ら
す
れ
ば
、
事
態

の
実

現

の
確
か
さ

の
程

度
が
相
当
度
を
意
味
す

る
と
思
う
。

そ
う
す
れ
ば
、
「必
ず
」
の
打
消
し

の
事
態

で
の

「必
ず
」
の
意
味
は
事
態

の
実
現

の
確
か
さ

の
程
度
が
極

め
て
の
零
度
で
あ
る
と
言
う

べ
き

で
あ
る
が
、
今
少
し

こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

 
尚
、

「必
ず
」
は
動
作

・作
用

の
実
現
に
対
し
て
用

い
ら
れ

る
こ
と
が
多

く
状
態

の
そ
れ
は
余
り
み
ら
れ
な

い
。

ヒ
ト
に
対
す

る
判
断

に

「か

な
ら
ず

し
も
」

の
意
味

に

一
例
用

い
ら
れ

る
の
を

み
た
。
状
態

の
実
現

・
判
断
は
ま
ぎ
ら
わ
し

い
。
判
断

の
確

か
さ

の
程
度

を
量

る

こ
と
に
も

な

る
の
で
あ
る
。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(平
成
十
七
年
九
月

二
十
日
)
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註
1
 
『
女
子
大
国
文
』
第
百
十
七
号

・
第
百
十
八
号

・
第
百
十
九
号

・
第
百
二
十
号

・
第
百
二
十
三
号

・
第
百
二
十
四
号

註
2
 
『
女
子
大
国
文
』
第
百
三
十
号

・
第

百
三
十

一
号

中
古
に
お
け
る
云
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
に

つ
い
て



註
3
 
国
語
辞
典
は

「必
ず
」

の
意
味
と
し
て

「た
し
か
に

・
間
違

い
な
く
」
を
記
し
て
い
る
。

日
本

国
語
大
辞
典

・
岩
波
国
語
辞
典

・
福
武
国
語
辞
典
な

 
 
ど
。
尚
、
日
本
国
語
大
辞
典
は

「必
ず
」
の
意
味
説
明
を
次

の
よ
う
に
す
る
。

 
 
①
事
実
に

つ
い
て
認
定
し
、
行
為
を
命
じ
、
あ
る
い
は
判
断
を
下
す
に
あ
た

っ
て
間
違

い
な
く
そ

の
事
実
が
認
定
で
き
、
行
為
が
実
行
さ
れ
、
判
断

 
 
 
が
成
立
す
る
こ
と

へ
の
、
確
言
、
強
制
、
確
信
を
表
わ
す
。
間
違

い
な
く
。
確
実
に
。
た
し
か
に
。
き

っ
と
。
必
ず

し
も
。

必
ず
と
も
、
必
ず
や
。

 
 
②
特
に
否
定
表
現
を
伴
な

っ
て
、
確
言
、
強
制
、
確
信
が
絶
対
的
で
な
い
こ
と
を
表
わ
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(昭
和
四
十
八
年
刊
行
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(本
学

名

誉

教

授

)
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