
「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

関

一

雄

は
じ
め
に

「
ヒ
ソ
カ
一
一
」
は
、
日
常
的
用
語

「
ヒ
ソ
カ
ニ
」
と
「
み
そ
か
に
」
は
、
漢
文
訓
読
語
と
和
文
語
の
対
立
と

い
う
文
体
差
・
位
相
差
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が
、
主
な
お
一
般
的
で
、
意

味
の
面
か
ら
の
検
討
が
余
り
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
学
界
の
現
状

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
旧
稿
で
『
土
左
日
記
』
の
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
を

採
り
上
げ
、
そ
の
4
例
が
い
ず
れ
も
「
言
ふ
」
の
修
飾
語
で
あ
っ
て
、
2
例

は
〔
小
声
デ
〕
の
意
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
の
2
例
は
〔
内
密
二
〕
の
意
で

 
 
 
 
 
 
 
ま
 

あ
る
、
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」
が
漢
文
訓
読
語
(
漢
文
訓
読

に
よ
っ
て
生
じ
た
日
本
語
・
漢
文
訓
読
に
専
ら
用
い
ら
れ
る
語
)
で
あ
る
と

す
る
観
点
か
ら
離
れ
、
「
ひ
そ
む
」
「
ひ
そ
ま
る
」
な
ど
、
同
源
の
語
の
存
在

か
ら
し
て
も
、
古
く
漢
文
訓
読
が
行
わ
れ
る
以
前
か
ら
日
本
語
に
存
し
た

 
 
 
 
 
 
 

「
日
常
的
用
語
」
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
立
っ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
何
故
、
『
土
左
日
記
』
以
外
の
和
文
に
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」

が
用
い
ら
れ
な
い
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
一
部
旧
稿
で
も
述
べ
た

が
、
本
稿
は
、
そ
の
補
足
・
補
訂
を
す
る
こ
と
と
、
「
み
そ
か
に
」
が
中
世

に
入
る
と
、
一
部
の
説
話
文
学
に
は
用
い
ら
れ
る
も
の
の
、
中
世
以
降
の
い

わ
ゆ
る
和
漢
混
清
文
な
ど
の
作
品
で
は
用
い
ら
れ
ず
、
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
が
用

い
ら
れ
て
現
代
語
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
る
も
の
で

あ
る
。

N

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
み
そ
か
に
」
と
「
み
そ
か
な
る
」

 
 
 
 
「
み
そ
か
に
」
は
、
物
語
用
語

 
平
安
時
代
の
和
文
の
「
み
そ
か
に
」
の
大
部
分
は
〔
内
密
二
〕
の
意
で
解

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

さ
れ
、
修
飾
す
る
語
(
句
)
は
、
多
岐
に
わ
た
る
。

 
し
か
し
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
み
そ
か
に
」
の
例
の
中
に
は
〔
小
声
デ
〕

〔
小
サ
イ
音
デ
〕
の
意
で
も
解
さ
れ
る
も
の
が
数
例
見
え
、
し
か
も
「
ヒ
ソ

カ
ニ
」
の
例
も
1
例
で
あ
る
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 
●
后
の
宮
の
御
厘
殿
、
異
御
腹
の
い
も
う
と
な
れ
ど
、
い
と
ら
う
た
く
し

 
 
て
顧
み
給
ふ
を
、
か
く
き
こ
し
め
し
て
、
(
御
山
殿
)
「
さ
れ
ば
こ
そ
ひ
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そ
か
に
『
渡
り
給
ひ
ね
』
と
は
も
の
せ
し
か
」
と
て
、
別
納
に
渡
し
た

 
 
て
ま
つ
り
つ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
蔵
び
ら
き
下
)

 
右
の
引
用
は
「
角
川
文
庫
」
(
原
田
芳
起
校
注
)
に
よ
っ
た
が
、
前
田
家

本
を
始
め
、
殆
ど
の
写
本
・
板
本
が
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
と
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
角
川
」
に
よ
っ
た
の
は
、
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」
の
直
後
を
二
重
の
引
用

符
に
す
る
と
、
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
は
「
い
ふ
」
「
つ
た
ふ
」
を
意
味
す
る
と
思
わ

れ
る
「
も
の
す
」
を
修
飾
す
る
こ
と
に
な
り
、
『
土
左
日
記
』
の
用
法
に
通

ず
る
と
み
ら
れ
る
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

「
み
そ
か
に
」
の
例
の
中
で
、
〔
小
声
デ
〕
〔
小
サ
イ
音
デ
〕
と
解
さ
れ
る
例

は
次
の
も
の
で
あ
る
。
(
以
下
の
引
用
は
、
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に

よ
る
。
)

 
1
.
 
東
面
の
格
子
一
間
あ
げ
て
、
琴
を
み
そ
か
に
弾
く
人
あ
り
。
立
ち
寄

 
 
り
給
へ
ば
入
り
ぬ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
思
為
①
五
二
ぺ
)

 
2
.
 
(
帝
)
「
て
っ
か
ら
点
し
、
読
み
で
聞
か
せ
よ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
古

 
 
文
書
机
の
上
に
て
読
む
。
例
の
花
の
宴
な
ど
の
講
師
の
こ
ゑ
よ
り
は
少

 
 
し
み
そ
か
に
読
ま
せ
給
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
(
蔵
開
中
②
四
五
〇
ぺ
)

 
3
.
 
御
簾
の
も
と
に
后
の
宮
の
お
は
せ
ば
、
上
は
大
将
に
御
目
く
ば
せ

 
 
て
、
み
そ
か
に
読
ま
せ
給
ふ
。
 
 
 
 
 
 
(
蔵
開
中
②
四
七
五
ぺ
)

 
4
.
 
お
と
ど
「
い
ま
、
い
ぬ
に
琴
習
は
さ
む
時
に
、
さ
ら
ば
う
ら
や
ま
む

 
 
か
し
」
な
ど
、
み
そ
か
に
の
た
ま
ふ
。
 
 
 
 
(
国
譲
上
③
七
八
ぺ
)

 
5
.
 
だ
い
と
こ
た
ち
意
う
候
へ
ど
、
加
持
高
う
も
せ
さ
せ
給
は
ず
。
「
弱

 
 
き
人
は
、
そ
れ
に
ま
ど
ひ
給
ふ
物
ぞ
」
と
て
、
み
そ
か
に
よ
ま
せ
給

 
 
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
国
譲
下
③
三
七
九
ぺ
)

 
1
.
 
は
、
若
小
君
が
俊
蔭
娘
の
琴
を
弾
く
部
屋
の
近
く
に
立
ち
寄
る
と
、

俊
蔭
娘
は
奥
へ
入
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
例
に
は

〔
内
密
二
〕
の
意
も
含
ま
れ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
2
.
 
は
、
仲
忠
が
、

先
祖
の
遺
文
を
帝
の
前
で
読
み
上
げ
る
場
面
で
あ
る
が
、
「
み
そ
か
に
」
は
、

殿
上
の
間
に
い
る
人
々
に
、
聞
か
せ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
〔
内
密
二
〕
も

含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
3
.
 
は
、
俊
蔭
の
集
を
仲
忠
が
帝
に
講
じ
て
い

た
と
こ
ろ
に
后
の
宮
が
来
た
、
と
い
う
場
面
で
、
〔
小
声
デ
〕
の
意
で
は
あ

る
が
、
〔
内
密
二
〕
と
も
解
せ
な
く
も
な
い
。
4
.
 
は
、
正
面
が
妻
の
大
宮

に
対
し
て
、
あ
て
宮
の
こ
と
で
種
々
心
配
事
を
話
し
合
う
場
面
で
〔
小
声

デ
〕
の
意
と
も
〔
内
密
二
〕
と
も
と
れ
る
。
5
.
 
は
、
女
一
の
宮
の
難
産
の

場
面
で
、
仲
忠
の
命
令
で
加
持
を
〔
小
声
デ
〕
す
る
例
で
、
こ
れ
に
は
〔
内

密
二
〕
の
意
は
な
い
。

 
こ
の
よ
う
に
、
1
.
 
～
5
.
 
の
例
は
一
応
〔
小
声
デ
〕
と
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
5
.
 
以
外
は
〔
内
密
二
〕
の
意
も
含
む
か
、
〔
内
密
二
〕
と
も
解

さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
に
も
「
み
そ
か
」
を
複
合
語
の
前
項
に
し
た
用
例

や
「
み
そ
か
な
る
」
と
い
う
用
法
が
見
ら
れ
る
。

 
◎
宮
の
君
、
「
な
ど
。
お
の
れ
は
み
そ
か
若
し
、
人
と
文
通
は
し
や
は
す

 
 
る
。
さ
す
る
人
を
こ
そ
は
、
よ
き
に
は
し
た
ま
ふ
め
れ
」
。
宰
相
、
「
か

 
 
か
る
を
そ
の
た
ま
ふ
ぞ
か
し
。
誰
か
み
そ
か
な
る
わ
ざ
す
る
。
疎
か
ら

 
 
ぬ
御
仲
に
こ
そ
。
か
く
な
の
た
ま
ひ
そ
」
。
(
国
譲
中
③
一
六
三
ぺ
)
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し
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「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

 
一
方
、
訓
点
資
料
に
は
「
み
そ
か
に
」
の
用
例
は
、
見
つ
か
り
に
く
い
よ

う
だ
が
、
ミ
ソ
カ
ヌ
ス
ビ
ト
〔
霧
盗
〕
(
類
聚
名
義
抄
〈
観
智
院
本
・
鎮
国

守
国
神
社
本
〉
)
の
よ
う
な
「
ミ
ソ
カ
」
は
、
大
唐
西
域
記
長
寛
元
年
点

(
中
田
祝
夫
『
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
訳
文
篇
』
五
五
九
ぺ
)
の
「
ミ
ソ
カ

ネ
」
(
矯
嬉
の
左
に
カ
ナ
で
庭
訓
)
の
「
ミ
ソ
カ
」
と
同
じ
で
、
訓
点
資
料

と
和
文
に
土
ハ
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
で
興
味
深
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
「
し
の
び
や
か
に
」

(
7
例
)
が
、
こ
の
物
語
の
最
終
の
巻
で
あ
る
「
楼
の
上
」
に
集
中
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 
ω
中
納
言
、
し
の
び
や
か
に
、
「
(
略
)
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
楼
の
上
上
③
四
四
〇
ぺ
)

 
②
(
金
製
)
「
ま
か
で
さ
せ
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
(
あ
て
宮
)
「
あ
や
し
の
こ

 
 
と
や
」
と
て
、
し
の
び
や
か
に
笑
ひ
た
ま
ふ
け
し
き
も
聞
こ
ゆ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
楼
の
上
上
③
四
四
一
ぺ
)

 
㈲
し
の
び
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
や
う
、
(
仲
忠
)
「
(
略
)
」
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
楼
の
上
上
③
四
四
九
ぺ
)

 
ω
四
日
の
夜
、
夜
中
ば
か
り
に
宮
帰
り
た
ま
ふ
。
し
の
び
や
か
に
て
、
さ

 
 
る
べ
き
四
位
六
人
ば
か
り
、
五
位
十
人
ば
か
り
し
て
、
大
将
、
い
と
お

 
 
ぼ
っ
か
な
く
覚
え
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
よ
う
つ
に
聞
こ
え
慰
め
た
て
ま
つ

 
 
り
た
ま
ひ
て
、
暁
に
帰
り
た
ま
ひ
ぬ
。
 
 
(
楼
の
上
上
③
四
九
八
ぺ
)

 
㈲
(
俊
蔭
娘
ハ
)
臥
し
た
ま
へ
れ
ど
、
い
と
ど
し
う
聞
き
つ
け
た
ま
ひ
て
、

 
 
涙
こ
ぼ
れ
た
ま
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
臥
し
な
が
ら
、
琴
に
、
し
の
び
や

 
 
か
に
、
(
鷲
鼻
娘
ノ
歌
)
「
(
略
)
」
 
 
 
 
 
(
楼
の
上
下
③
五
二
七
ぺ
)

 
⑥
(
涼
)
「
帝
よ
り
や
」
と
、
し
の
び
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
楼
の
上
下
③
五
三
四
ぺ
)

 
㎝
い
と
う
た
て
お
ど
ろ
お
ど
う
し
か
り
け
れ
ば
、
た
だ
緒
一
筋
を
し
の
び

 
 
や
か
に
弾
き
た
ま
ふ
に
、
に
は
か
に
池
の
水
影
へ
て
、
遣
水
よ
り
、
深

 
 
さ
二
寸
ば
か
り
、
水
流
れ
出
で
ぬ
。
 
 
 
(
楼
の
上
下
③
六
〇
三
ぺ
)

「
し
の
び
や
か
に
」
は
、
〔
声
ヲ
ヒ
ソ
メ
テ
〕
〔
音
ヲ
カ
ス
カ
ニ
シ
テ
〕
の
意

と
と
れ
る
が
、
ω
の
例
が
外
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
も
宮

(
女
一
の
宮
)
が
、
夜
中
・
暁
に
帰
る
場
面
の
描
写
で
あ
る
の
で

〔
声
・
音
ヲ
立
テ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
〕
の
意
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
7
例
に
共
通

す
る
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
「
楼
の
上
」
に
は
、
「
み
そ
か
に
」
が
1
例
用
い
ら
れ
て
い

る
。 

◎
(
い
ぬ
宮
↓
女
一
の
宮
)
「
い
か
が
は
。
琴
の
弾
か
ま
ほ
し
け
れ
ば
。
念
じ

 
 
て
や
は
お
は
せ
む
ず
る
。
み
そ
か
に
は
お
は
せ
か
し
。
(
略
)
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
楼
の
上
上
③
四
八
二
ぺ
)

 
こ
の
「
み
そ
か
に
」
は
、
〔
内
密
二
〕
の
意
で
あ
り
、
「
し
の
び
や
か
に
」

と
の
意
味
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
.
 

 
思
う
に
、
物
語
の
登
場
人
物
の
動
作
や
状
態
を
詳
し
く
限
定
す
る
副
詞
又

は
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
連
用
法
は
、
物
語
の
盛
行
と
と
も
に
発
達
し
、

「
ヒ
ソ
カ
一
こ
「
み
そ
か
に
」
で
表
現
さ
れ
て
い
た
時
期
か
ら
「
し
の
び
や
か
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に
」
「
し
の
び
て
」
等
を
加
え
て
、
意
味
分
担
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
を
、
「
楼
の
上
」
の
事
例
が
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
い
わ
ゆ
る
和
文
語
の
「
み
そ
か
に
」
は
、
〔
内
密
〕
〔
秘
密
〕
の
意
を
表
す

「
み
そ
か
」
と
貴
族
階
級
の
日
常
的
用
語
で
あ
っ
た
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
の
一
種

の
混
清
(
類
推
)
か
ら
生
じ
て
物
語
(
文
学
)
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
二
、
『
三
宝
絵
(
詞
)
』
の
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」
と
「
み
そ
か
に
」

 
 
 
 
 
 
 
 
名
古
屋
市
博
物
館
本
の
両
三
の
意
味
差

「
み
そ
か
に
」
が
、
「
み
そ
か
」
「
み
そ
か
な
る
」
か
ら
、
類
推
で
作
ら
れ
た

物
語
の
用
語
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
草
仮
名
文
の
名
古
屋

市
博
物
館
本
の
「
み
そ
か
に
」
の
用
法
か
ら
言
え
そ
う
で
あ
る
。

 
以
下
、
東
寺
観
智
院
本
の
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
の
引
用
は
、
「
新
日
本

古
典
文
学
大
系
」
か
ら
、
名
古
屋
市
博
物
館
本
は
、
春
日
和
男
『
説
話
の
語

文
』
(
一
九
七
五
年
)
の
「
H
 
三
宝
絵
詞
東
大
寺
切
の
研
究
」
か
ら
引
用

す
る
。
た
だ
し
、
後
者
は
、
特
殊
な
草
仮
名
書
体
を
原
漢
字
体
で
、
表
意
文

字
と
し
て
の
漢
字
下
等
を
漢
字
の
太
字
体
を
用
い
る
な
ど
の
、
原
本
を
精
密

に
再
現
す
る
た
め
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
翻
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
、
特
殊
な
草
仮
名
書
体
は
普
通
の
平
仮
名
書
体
も
の
と
合
わ
せ
、
現
行
の

平
仮
名
字
体
に
改
め
、
更
に
句
読
点
・
引
用
符
等
も
付
し
て
引
用
す
る
。

(
ロ
ー
マ
小
文
字
の
も
の
が
、
東
寺
本
。
そ
の
対
応
本
文
に
ダ
ッ
シ
ュ
を
付

し
た
も
の
が
、
名
古
屋
市
博
物
館
本
。
)

「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

i
.
 
百
済
国
ヨ
リ
日
羅
ト
落
人
来
レ
リ
。
身
二
光
明
ア
リ
。
太
子
窃
二
弊

 
タ
ル
衣
ヲ
キ
テ
、
諸
ノ
童
ニ
マ
ジ
リ
テ
、
難
波
ノ
タ
チ
ニ
イ
タ
リ
テ
ミ

 
ル
。

i
.
 
百
さ
い
こ
く
よ
り
日
ら
と
い
ふ
畏
き
た
れ
り
。
太
子
み
そ
か
に
わ
ろ

 
き
＼
ぬ
を
き
て
、
も
ろ
く
の
わ
ら
は
へ
に
ま
し
り
て
難
波
の
た
ち
に

 
い
り
て
み
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
中
巻
〕
聖
徳
太
子
)

h
.
 
コ
レ
ヨ
リ
後
二
、
或
人
ヒ
ソ
カ
ニ
守
屋
大
連
二
二
テ
云
ク
、

 
 
人
々
バ
カ
リ
コ
ト
ヲ
ナ
ス
メ
リ
。
兵
ヲ
マ
ウ
ケ
ヨ
。

 
ト
。

廿
.
 
こ
の
＼
ち
、
あ
る
望
み
そ
か
に
も
り
や
の
大
連
に
つ
け
て
い
は
く
、

 
 
良
く
は
か
り
ご
と
す
め
り
。
つ
は
も
の
ま
う
け
よ
。

 
と
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
中
巻
一
聖
徳
太
子
)

…
皿
.
 
乞
食
、
「
ヒ
ソ
カ
五
四
ゲ
ム
」
ト
思
ヰ
タ
リ
。
願
主
カ
ネ
テ
ウ
タ
ガ

 
ヒ
テ
、
人
ヲ
ツ
ケ
テ
マ
モ
ラ
シ
ム
。

…
皿
.
 
長
者
、
「
み
そ
か
に
に
け
の
か
れ
な
ん
」
と
お
も
ひ
た
る
に
、
願
主

 
か
ね
て
う
た
か
ひ
て
、
人
を
そ
へ
て
ま
も
ら
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
中
巻
十
一
高
橋
連
東
人
)

●
W
.
 
舅
ノ
僧
ノ
銭
廿
貫
ヲ
借
テ
任
国
ニ
ク
ダ
ル
。
一
年
ヲ
ヘ
テ
借
銭
一
倍

 
ニ
ナ
リ
ヌ
。
粟
田
モ
ト
ノ
カ
ズ
ヲ
返
テ
、
イ
マ
ダ
利
ノ
銭
ヲ
ツ
グ
ノ
ハ

 
ズ
。
年
月
ヲ
ヘ
テ
ナ
ヲ
ハ
タ
リ
コ
フ
。
智
ヒ
ソ
カ
ニ
タ
ヨ
リ
ヲ
バ
カ
リ

 
テ
、
舅
ヲ
コ
ロ
シ
テ
ム
ト
思
テ
、

●
W
.
 
し
う
と
の
そ
う
の
せ
に
廿
貫
を
か
り
て
つ
か
ひ
て
に
む
せ
る
く
に
＼
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「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

 
 
く
た
り
ぬ
。
一
年
よ
を
へ
て
か
れ
る
せ
(
る
)
に
い
ち
へ
し
ぬ
。
わ
っ
か

 
 
に
も
と
の
か
す
を
か
へ
し
て
、
い
ま
た
り
の
せ
に
を
つ
く
の
は
す
。
と

 
 
し
っ
き
を
へ
て
な
ほ
は
た
り
こ
ふ
。
む
ご
ひ
そ
か
に
た
よ
り
を
は
か
り

 
 
て
、
し
う
と
を
こ
ろ
し
て
む
と
思
て
、
 
 
(
中
巻
十
五
奈
良
京
僧
)

 
v
.
 
栄
好
が
童
子
今
日
ノ
飯
ヲ
ウ
ケ
置
テ
、
カ
ク
シ
忍
テ
ナ
ク
コ
エ
ア

 
 
リ
。
勤
操
ア
ヤ
シ
ビ
テ
、
ヒ
ソ
カ
上
童
子
ヲ
ヨ
ビ
テ
、

 
 
 
何
事
賊
乱
リ
テ
泣
ゾ
。

 
 
ト
・
ヘ
バ
、

v
.
 
ゑ
か
う
か
と
う
し
け
ふ
の
い
ひ
を
う
け
お
き
て
、
か
く
し
お
き
て
な

 
 
く
こ
ゑ
あ
り
。
こ
さ
う
あ
や
し
み
て
、
ひ
そ
か
に
わ
ら
は
を
よ
ひ
て
、

 
 
 
な
に
こ
と
に
よ
り
て
な
く
そ
。

 
 
と
＼
へ
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
中
巻
一
八
大
安
寺
単
管
)

 
東
寺
観
智
院
本
の
i
.
 
は
、
仮
名
書
き
で
は
な
い
が
、
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
の

例
と
し
た
。
こ
の
意
は
〔
内
密
二
〕
で
、
名
古
屋
市
博
物
館
本
i
.
 
に
、

「
み
そ
か
に
」
と
あ
る
。
東
寺
周
智
院
本
の
…
皿
.
 
と
名
古
屋
市
博
物
館
本
の

…
皿
.
 
と
同
じ
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
名
古
屋
市
博
物
館
本
の
h
.
 
、
…
皿
.
 
の

「
み
そ
か
に
」
は
、
〔
内
密
二
〕
の
意
で
あ
る
が
、
東
寺
観
智
院
本
の
i
.
 
の

「
ヒ
ソ
カ
一
こ
は
、
〔
小
声
デ
〕
と
〔
内
密
二
〕
の
両
意
で
用
い
ら
れ
た
例
で

あ
る
。
名
古
屋
市
博
物
館
本
の
v
.
 
の
「
ひ
そ
か
に
」
は
〔
小
声
デ
〕
の

意
と
解
さ
れ
る
の
で
、
『
土
左
日
記
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
1
例
と
同
じ

く
、
「
み
そ
か
に
」
を
用
い
ず
、
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」
を
用
い
た
と
説
明
で
き
る

が
、
/
W
.
 
の
「
ひ
そ
か
に
」
は
〔
内
密
二
〕
の
意
で
あ
る
か
ら
、
不
審
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
『
三
宝
絵
』
の
上
記
の
二
伝
本
と
、
変
体
漢
文
で
書
か
れ

た
前
田
家
本
を
加
え
た
三
食
本
の
成
立
事
情
が
関
わ
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

極
め
て
複
雑
で
、
確
定
的
な
答
え
は
容
易
に
出
せ
な
い
。
私
は
旧
稿
で
、
名

古
屋
市
博
物
館
本
(
東
大
寺
切
)
が
、
受
け
取
り
手
の
尊
子
内
親
王
に
献
上

さ
れ
た
原
本
に
最
も
近
い
も
の
、
と
す
る
説
に
よ
っ
て
、
考
察
を
進
め
た
。

ま
た
、
そ
の
旧
稿
で
は
、
増
成
冨
久
子
氏
の
、
東
寺
観
智
院
本
は
原
本
の
読

み
手
を
離
れ
て
、
仏
教
界
に
身
を
置
く
人
々
及
び
仏
教
に
深
い
関
心
を
抱
く

人
々
が
読
み
手
と
な
っ
て
い
っ
た
、
と
す
る
説
に
注
目
し
た
。
増
成
説
は
、

東
寺
本
の
表
記
体
か
ら
し
て
も
、
理
解
し
や
す
い
説
で
あ
る
が
、
用
語
の
面

か
ら
し
て
も
、
物
語
用
語
と
し
て
「
み
そ
か
に
」
が
選
ば
れ
た
和
文
の
時
代

か
ら
下
っ
て
、
後
の
和
漢
混
清
文
の
用
語
の
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
が
選
ば
れ
た
時

代
に
東
寺
本
が
成
立
し
た
と
考
え
れ
ば
、
前
掲
の
例
の
相
違
は
、
ほ
ぼ
納
得

 
ラ
 
 
へ
 
 
 
 
 

カ
し
く

 
名
古
屋
市
博
物
館
本
の
本
文
は
、
物
語
用
語
の
「
み
そ
か
に
」
を
意
図
的

に
用
い
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
日
常
的
用
語
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」

の
意
識
が
残
っ
て
い
て
、
・
W
.
 
の
「
ひ
そ
か
に
」
が
出
た
も
の
で
あ
ろ
う

(
踊
)
。

カ

三
、

平
安
末
期
頃
の
物
語
用
語
の
「
み
そ
か
に
」
「
し
の
び
や
か

に
」
と
「
(
う
ち
)
し
の
び
て
」

『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
「
み
そ
か
に
」
1
2
例
(
「
し
の
び
や
か
に
」
7
例

(
但
し
、
既
述
の
ご
と
く
、
最
終
巻
の
「
楼
の
上
」
に
集
中
)
と
用
い
ら
れ
、
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そ
の
後
も
平
安
期
の
最
盛
時
に
用
い
ら
れ
続
け
た
両
三
は
、
次
第
に
用
い
ら

れ
方
に
量
的
な
相
違
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
と
同
時
に
そ
の
意
味
分
担
に

も
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
本
節
で
は
、
『
狭
衣
物
語
』
『
浜

松
中
納
言
物
語
』
『
夜
の
寝
覚
』
(
以
上
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
か
ら
引

例
)
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
(
鈴
木
弘
道
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
の
研
究
』

か
ら
引
例
)
を
例
に
採
り
、
考
察
す
る
。

1
.
 
「
み
そ
か
に
」

「
み
そ
か
に
」
は
、
『
狭
衣
物
語
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
各
2
例
、
『
夜

の
寝
覚
』
に
3
例
、
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
1
例
と
少
な
い
。
ま
た
、

用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
は
、
か
な
り
限
定
的
で
あ
る
。

 
1
.
 
(
乳
母
・
道
成
二
、
ま
こ
と
に
、
思
す
こ
と
な
ら
ば
、
し
ば
し
、
君
(
飛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

 
鳥
井
女
君
)
に
も
、
し
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
じ
。
下
り
給
は
ん
程
に
、
み
そ

 
 
ヘ
ノ
 
ノ
ヨ
ノ
ヒ

 
 
か
に
、
(
飛
鳥
井
女
君
ヲ
)
迎
へ
た
て
ま
つ
り
給
へ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
狭
衣
』
巻
一
、
九
三
ぺ
)

 
2
.
 
(
狭
衣
↓
若
宮
)
「
さ
れ
ば
、
「
み
そ
か
に
、
知
ら
れ
で
、
覗
か
ん
」
と

 
 
思
ふ
ぞ
」
と
の
給
へ
ば
、
(
若
宮
↓
狭
衣
)
「
格
子
も
下
さ
で
こ
そ
あ
り
け

 
 
れ
。
い
ざ
見
せ
ん
」
と
、
さ
＼
め
き
給
美
し
さ
ぞ
、
世
の
風
な
ら
ぬ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
狭
衣
』
巻
三
、
三
一
九
ぺ
)

 
3
.
 
つ
ゆ
ば
か
り
も
人
に
知
ら
せ
ず
、
親
し
き
人
三
四
人
ば
か
り
に
て
、

 
 
内
裏
の
ほ
ど
一
日
ば
か
り
去
り
て
、
さ
ん
い
ふ
と
い
ふ
所
に
、
み
そ
か

 
 
く

 
 
に
渡
り
給
ひ
ぬ
。
 
 
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
巻
一
、
一
七
六
ぺ
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く

 
4
.
 
ゆ
＼
し
き
ま
で
う
つ
く
し
げ
に
大
き
に
な
り
給
を
、
后
も
み
そ
か
に

 
 
時
々
見
た
て
ま
つ
り
て
、
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
巻
一
、
一
九
二
ぺ
)

 
1
.
 
2
.
 
3
.
 
で
は
、
「
知
ら
せ
ず
・
知
ら
れ
で
」
な
ど
の
、
語
句
と
近

接
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
4
.
 
に
は
、
そ
の
よ
う
な
語
句
は
見
ら
れ
な
い

が
、
〔
(
他
人
即
知
ラ
レ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
)
内
密
二
〕
の
意
で
用
い
ら
れ
た
例
で
あ

る
。

 
5
.
 
(
大
皇
后
↓
帝
)
「
さ
て
は
、
(
大
皇
后
↓
ね
ざ
め
)
「
暮
に
わ
た
れ
」
と
せ

 
 
ち
に
も
の
し
侍
ら
ん
。
あ
り
し
や
う
に
、
み
そ
か
に
も
の
せ
さ
せ
給

 
 
へ
」
と
、
い
と
御
気
色
よ
し
。
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
、
二
＝
二
ぺ
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
へ
ら
 
ノ
 
ミ

 
6
.
 
兵
衛
内
侍
ば
か
り
に
て
、
(
意
匠
)
か
へ
ら
せ
給
て
、
い
と
み
そ
か
に

 
 
夜
の
大
殿
に
い
ら
せ
給
ぬ
れ
ど
、
つ
ゆ
ま
ど
ろ
ま
れ
さ
せ
給
は
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
三
、
二
二
七
ぺ
)

 
7
.
 
(
大
武
北
の
方
)
「
み
そ
か
に
か
う
く
の
事
を
思
し
た
ち
て
、
た
れ
に

 
 
も
お
ど
ろ
く
し
う
は
知
ら
せ
奉
り
給
は
ぬ
と
そ
、
気
色
見
侍
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
、
三
三
三
ぺ
)

 
5
.
 
は
、
大
皇
后
が
寝
覚
の
上
を
招
い
て
帝
に
引
き
合
わ
せ
よ
う
と
す
る

場
面
で
、
帝
の
行
為
に
「
み
そ
か
に
」
を
冠
し
て
い
る
。
〔
内
密
二
〕
の
意

を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
6
.
 
は
、
そ
の
逢
瀬
の
後
、
〔
(
他
人
二
野
ラ

レ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
)
内
密
二
〕
「
夜
の
大
殿
に
い
ら
せ
給
」
う
の
で
あ
る
。
7
.
 

に
は
、
1
.
 
2
3
.
 
と
同
じ
意
味
の
語
句
が
、
近
接
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
Q

 
8
.
 
(
中
納
言
↓
あ
る
人
)
「
(
略
)
よ
ろ
し
く
お
ぼ
し
め
さ
れ
ば
、
い
み
じ
く

一29一

「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か



「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

 
 
み
そ
か
に
ま
み
ら
ん
」
 
 
 
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
上
、
五
四
ぺ
)

 
8
.
 
は
、
中
納
言
が
あ
る
人
に
、
吉
野
の
宮
に
ひ
そ
か
に
会
い
た
い
、
と

伝
え
る
言
葉
。
ど
こ
ま
で
も
秘
密
に
、
の
意
味
を
込
め
て
、
「
み
そ
か
に
」

を
使
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
よ
う
に
、
他
人
に
絶
対
に
知
ら
れ
た
く
な
い
行
為
を
な
す
場
面
で
、

明
確
な
意
味
を
持
つ
、
こ
の
副
詞
が
選
ば
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

 
2
.
 
「
し
の
び
や
か
に
」

 
「
し
の
び
や
か
に
」
は
、
多
く
の
例
は
、
〔
声
ヲ
ヒ
ソ
メ
テ
〕
〔
音
ヲ
カ
ス

カ
ニ
シ
テ
〕
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 
一
、
で
述
べ
た
『
う
つ

ほ
物
語
』
の
用
例
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
作
品
か
ら
そ
の
一
部
を

挙
げ
る
。

 
ω
(
狭
衣
ハ
)
笛
を
し
の
び
や
か
に
吹
き
鳴
ら
し
給
ひ
て
、
ほ
の
見
給
ふ

 
 
御
か
た
ち
の
夕
映
、
ま
こ
と
に
光
る
や
う
な
る
を
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
狭
衣
』
巻
一
、
三
八
ぺ
)

 
②
堀
川
お
も
て
に
、
蔀
長
々
と
し
て
、
入
り
門
の
心
細
げ
に
暑
げ
な
る
な

 
 
り
け
り
。
し
の
び
や
か
に
門
を
う
ち
叩
け
ば
、
人
出
で
来
て
問
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
狭
衣
』
巻
一
、
六
九
ぺ
)

 
㈹
(
狭
衣
)
「
蝉
紅
葉
に
鳴
き
て
漢
宮
秋
な
り
」
と
し
の
び
や
か
に
溢
し
給

 
 
御
声
、
珍
し
か
ら
ん
事
の
や
う
に
、
美
身
に
し
み
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
狭
衣
』
巻
一
、
七
八
ぺ
)

 
ω
心
憂
く
て
、
(
狭
衣
)
「
南
無
平
等
大
會
法
華
纒
」
と
し
の
び
や
か
に
の

 
給
へ
る
も
、
な
べ
て
な
ら
ず
き
こ
ゆ
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
狭
衣
』
差
響
、
一
七
四
ぺ
)

⑤
し
の
び
や
か
に
、
(
中
納
言
↓
母
上
)
「
(
略
)
」
と
ば
か
り
な
げ
き
給
へ
る

 
け
し
き
、
い
と
残
り
お
ほ
げ
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
巻
二
、
二
四
ニ
ペ
)

⑥
「
(
略
)
」
と
、
し
の
び
や
か
に
の
給
な
る
け
は
ひ
、
あ
で
や
か
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
巻
三
、
三
〇
ニ
ペ
)

㎝
「
(
略
)
」
と
う
ち
な
げ
き
た
る
、
す
こ
し
お
と
な
び
過
ぎ
て
、
し
の
び

 
や
か
に
あ
は
れ
な
り
。
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
平
炉
、
三
〇
二
ぺ
)

⑧
琵
琶
・
箏
の
琴
の
人
は
、
物
語
り
忍
び
や
か
に
し
つ
＼
な
が
む
め
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
、
五
五
ぺ
)

働
(
宮
中
将
)
「
(
略
)
」
と
、
気
は
ひ
も
、
さ
ま
も
、
人
よ
り
は
な
つ
か
し

 
く
な
ま
め
き
て
、
い
と
し
の
び
や
か
に
言
ひ
た
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
、
八
一
ぺ
)

00

ｨ
し
の
け
ら
る
＼
音
、
忍
び
や
か
に
鼻
う
ち
か
み
、
を
の
つ
か
ら
寝
い

 
ら
ぬ
気
は
い
の
、
ほ
の
か
に
も
り
聞
ゆ
る
を
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
、
八
六
ぺ
)

⑳
例
の
御
帳
の
う
ち
に
、
箏
の
琴
を
し
の
び
や
か
に
弾
き
す
ま
い
た
ま
ふ

 
な
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
上
、
八
ぺ
)

働
さ
き
な
ど
も
こ
と
ぐ
し
う
も
追
は
せ
ず
、
し
の
び
や
か
に
て
お
は
し

 
た
れ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
上
、
三
三
ぺ
)

㈲
い
ひ
や
る
方
な
く
い
み
じ
き
響
け
し
き
な
る
に
、
し
の
び
や
か
に
泣
き
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た
ま
ふ
け
は
ひ
な
る
を
、
 
 
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
上
、
三
五
ぺ
)

 
ω
釣
殿
に
、
月
は
く
ま
な
く
さ
し
入
ゆ
た
る
に
、
大
将
は
、
な
よ
＼
か
な

 
 
る
御
直
衣
に
、
唱
歌
し
の
び
や
か
に
、
笛
吹
き
す
さ
び
つ
＼
、
待
ち
き

 
 
こ
え
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
下
、
二
一
二
七
ぺ
)

「
し
の
び
や
か
に
」
は
基
本
的
に
、
前
掲
の
よ
う
に
聴
覚
に
関
わ
る
動
作
を

修
飾
し
〔
声
ヲ
ヒ
ソ
メ
テ
〕
〔
音
ヲ
カ
ス
カ
ニ
シ
テ
〕
の
意
と
な
る
が
、
次

の
諸
例
な
ど
は
、
そ
の
意
か
ら
、
〔
内
密
二
〕
の
よ
う
な
派
生
的
な
意
に
使

わ
れ
て
い
る
。

ω
(
洞
院
の
上
)
「
あ
な
物
狂
を
し
。
し
の
び
や
か
に
て
こ
そ
、
出
し
給
は

 
 
め
。
な
ど
、
か
う
見
苦
し
う
集
り
た
る
ぞ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
狭
衣
』
巻
三
、
二
五
二
ぺ
)

⑭
(
洞
院
の
上
)
「
あ
な
か
ま
、
た
ま
へ
。
い
か
な
る
事
に
て
も
、
か
＼
る

 
 
事
は
し
の
び
や
か
に
て
も
て
な
し
て
こ
そ
あ
ら
め
。
(
略
)
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
狭
衣
』
巻
三
、
二
五
二
ぺ
)

㈹
(
一
品
宮
)
「
い
と
心
も
と
な
げ
に
思
ひ
た
る
も
の
を
。
院
の
御
方
に
、

 
 
し
の
び
や
か
に
て
も
あ
り
な
ん
」
 
 
 
(
『
狭
衣
』
割
信
、
二
九
〇
ぺ
)

ω
ま
た
、
わ
び
し
き
に
心
も
や
な
ぐ
さ
む
と
、
し
の
び
や
か
に
わ
た
り
給

 
 
へ
れ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
童
言
、
二
二
七
ぺ
)

㈲
そ
の
く
れ
に
も
、
し
の
び
や
か
に
立
ち
寄
り
給
れ
ど
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
巻
二
、
二
三
六
ぺ
)

⑥
い
ま
の
乳
母
、
姫
君
い
だ
き
奉
り
て
、
御
方
そ
ひ
て
、
た
ち
遅
れ
つ
＼

 
 
し
の
び
や
か
に
つ
ゴ
け
た
り
。
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
二
、
一
＝
二
八
ぺ
)

⑳
(
帝
↓
内
侍
の
か
み
)
「
(
略
)
か
の
人
(
寝
覚
上
)
、
む
か
し
ょ
り
思
ふ
心

 
ふ
か
＼
り
し
か
ど
、
口
惜
し
く
て
な
む
、
や
み
に
し
。
「
ま
か
で
な
む
」

 
と
の
み
な
む
あ
め
る
を
、
な
を
し
ば
し
慕
ひ
と
ゴ
め
て
、
し
の
び
や
か

 
に
、
思
ふ
七
言
ひ
き
か
す
ば
か
り
、
思
し
め
ぐ
ら
せ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
四
四
、
二
五
三
ぺ
)

㈲
中
納
言
殿
の
御
乳
母
の
月
ご
ろ
わ
づ
ら
ひ
け
る
が
、
愛
に
わ
た
り
て
尼

 
に
な
り
に
け
る
、
と
ぶ
ら
ひ
に
、
そ
れ
も
け
ふ
の
、
い
み
じ
く
(
中
納

 
言
ハ
)
し
の
び
や
か
に
て
お
は
し
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
、
五
二
ぺ
)

働
し
た
し
う
思
し
め
す
人
二
三
人
ば
か
り
、
い
と
し
の
び
や
か
に
、
か
ろ

 
ら
か
に
、
は
ひ
渡
り
給
も
、
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
、
二
六
六
ぺ
)

⑳
人
賜
一
つ
に
、
御
乳
母
、
し
た
し
く
さ
べ
き
か
ぎ
り
二
人
ば
か
り
、
御

 
前
に
も
、
さ
ぶ
ら
ふ
か
ぎ
り
い
と
し
の
び
や
か
に
て
、
に
は
か
に
嵯
峨

 
に
参
り
給
ふ
。
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
、
三
三
六
ぺ
)

⑪
御
産
屋
に
こ
も
り
給
へ
る
、
さ
べ
き
か
ぎ
り
、
う
ち
く
に
し
の
び
や

 
か
に
も
て
な
い
た
る
ば
か
り
ぞ
、
口
添
し
げ
な
り
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
、
三
九
五
ぺ
)

⑫
権
中
納
言
も
ま
み
り
た
ま
ひ
て
、
例
の
休
み
所
に
行
き
あ
ひ
て
語
ら
ふ

 
を
、
し
の
び
や
か
に
、
人
の
返
事
を
ぞ
書
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
上
、
 
一
〇
⊥
ハ
ペ
)

㈹
あ
り
し
人
を
思
ひ
出
で
て
、
殿
上
人
な
ど
し
づ
ま
り
た
る
に
、
麗
々
殿

 
の
わ
た
り
を
、
い
と
し
の
び
や
か
に
た
ち
寄
り
て
、
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、
何
故
消
滅
し
た
か



「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
上
、
一
〇
八
ぺ
)

ω
お
ほ
か
た
に
は
し
の
び
て
、
例
の
中
納
言
の
方
な
る
西
の
対
に
、
し
の

 
 
び
や
か
に
入
り
た
ま
へ
れ
ば
、
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
上
、
八
○
ぺ
)

⑳
で
は
、
「
う
ち
く
に
し
の
び
や
か
に
」
で
、
「
み
そ
か
に
」
と
同
義
と

な
っ
て
い
る
。
¢
の
で
は
、
「
し
の
び
て
」
と
い
う
動
作
を
表
す
語
句
と
、

「
し
の
び
や
か
に
」
が
併
用
さ
れ
て
、
後
者
は
〔
内
密
二
〕
の
意
を
表
し
て

い
る
。
「
み
そ
か
に
」
が
、
そ
れ
自
体
で
〔
内
密
二
〕
〔
秘
密
二
〕
の
意
を
明

確
に
表
す
の
に
対
し
、
「
し
の
び
や
か
に
(
て
)
」
は
、
文
脈
か
ら
間
接
的

に
〔
内
密
二
〕
の
意
を
表
す
。
ま
た
、
次
に
述
べ
る
通
り
、
「
し
の
び
や
か

な
る
」
「
し
の
び
や
か
な
ら
(
む
)
」
等
の
用
法
を
持
ち
、
物
語
用
語
と
し

て
、
「
み
そ
か
に
」
を
次
第
に
圧
倒
し
て
い
く
。

3

.
 
「
し
の
び
や
か
な
る
」
「
し
の
び
や
か
な
ら
(
む
)
」

 
i
(
狭
衣
ハ
)
そ
の
わ
た
り
を
た
＼
ず
み
給
程
に
、
箏
の
琴
の
い
た
う
ゆ

 
 
る
び
た
る
を
盤
渉
調
に
調
べ
て
、
わ
ざ
と
な
ら
ず
、
し
の
び
や
か
な

 
 
る
、
絶
え
ぐ
聞
ゆ
。
 
 
 
(
『
狭
衣
』
巻
一
、
三
六
ぺ
)

右
の
例
は
、
琴
の
音
の
〔
カ
ス
カ
ナ
〕
こ
と
を
表
し
て
い
る
が
、
次
の
例

h
～
.
 
W
は
〔
内
々
ノ
〕
〔
秘
密
ノ
〕
〔
人
目
二
立
タ
ヌ
〕
の
意
を
表
し
て
い
る
。

 
h
あ
や
し
な
が
ら
暮
行
ほ
ど
に
ま
い
り
給
へ
れ
ば
、
し
の
び
や
か
な
る
方

 
 
に
め
し
い
で
＼
、
 
 
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
巻
五
、
四
一
四
ぺ
)

 
…
皿
さ
る
べ
く
し
の
び
や
か
な
る
か
ぎ
り
さ
ぶ
ら
は
せ
給
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
、
七
八
ぺ
)

 
・
W
い
み
じ
う
う
し
ろ
め
た
け
れ
ば
、
し
の
び
や
か
な
る
方
よ
り
ま
ぎ
れ
入

 
 
給
へ
れ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
、
二
六
一
ぺ
)

 
v
(
中
納
言
)
「
(
略
)
げ
に
こ
の
ほ
ど
は
、
さ
て
そ
よ
く
侍
ら
ん
。
た
ゴ
し

 
 
の
び
や
か
な
る
さ
ま
に
て
」
と
、
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
、
三
〇
七
ぺ
)

 
.
 
W
洞
院
お
も
て
に
、
右
の
大
臣
の
君
、
し
の
び
や
か
な
る
さ
ま
に
て
、
迎

 
 
へ
き
こ
え
ん
と
お
ぼ
し
た
り
。
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
下
、
一
二
八
ぺ
)

 
面
(
中
納
言
ハ
)
「
(
略
)
の
ど
か
に
あ
り
つ
き
な
ん
の
ち
に
ぞ
、
み
つ
か
ら

 
 
ば
か
り
に
、
浅
か
ら
ぬ
心
の
う
ち
見
せ
知
ら
せ
て
、
語
ら
ひ
よ
り

 
 
つ
＼
、
し
の
び
や
か
な
ら
ん
山
里
に
、
隠
し
す
へ
た
ら
ん
」
と
お
ぼ
し

 
 
つ
る
に
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
巻
三
、
二
九
〇
ぺ
)

 
右
の
「
し
の
び
や
か
な
ら
(
ん
)
」
は
、
後
続
の
「
隠
し
す
へ
」
か
ら
、

〔
他
人
二
三
ラ
レ
ナ
イ
(
ダ
ロ
ウ
)
〕
の
意
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

4
.
 
「
し
の
び
て
」

「
し
の
び
て
」
に
は
、
「
う
ち
」
が
冠
せ
ら
れ
た
「
う
ち
し
の
び
て
」
が
あ

る
。
こ
れ
は
、
「
し
の
び
や
か
に
」
に
は
無
い
用
法
で
あ
る
の
で
、
こ
の
語

に
焦
点
を
定
め
て
、
「
し
の
び
や
か
に
」
と
の
相
違
を
見
る
。

 
1
(
乳
母
↓
飛
鳥
井
女
君
)
「
(
略
)
か
し
こ
も
、
さ
や
う
の
人
、
を
は
し
通

 
 
は
む
に
、
い
と
お
か
し
き
所
な
れ
ば
、
う
ち
し
の
び
て
、
二
三
日
も
居

 
 
給
ふ
や
う
も
侍
な
ん
。
(
略
)
」
 
 
 
 
(
『
狭
衣
」
巻
一
、
一
〇
〇
ぺ
)

 
2
む
す
め
は
、
(
略
)
ま
ど
ろ
ま
ざ
り
つ
る
な
ご
り
、
寝
入
り
た
る
と
こ
ろ

 
 
に
、
大
武
う
ち
し
の
び
て
き
て
お
ど
ろ
か
し
つ
＼
、
「
こ
の
御
返
事
目
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と
ゴ
め
給
ば
か
り
」
と
教
へ
て
か
＼
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
浜
松
中
納
言
』
巻
二
、
二
三
六
ぺ
)

 
3
(
宮
中
将
↓
中
納
言
)
「
(
略
)
さ
る
も
と
み
さ
だ
め
て
、
う
ち
し
の
び
て

 
 
は
、
海
人
の
子
を
も
た
つ
ね
侍
ら
ん
。
(
略
)
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
一
、
六
五
ぺ
)

 
4
(
内
大
臣
↓
ね
ざ
め
)
「
(
略
)
あ
が
君
、
か
く
な
思
し
そ
む
き
そ
」
と
、

 
 
ひ
き
か
へ
＼
、
な
ぐ
さ
め
こ
し
ら
へ
て
、
か
ら
く
し
て
、
さ
す
が
に
う

 
 
ち
し
の
び
て
あ
ゆ
み
い
で
給
ふ
。
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
、
二
五
八
ぺ
)

 
5
殿
は
や
が
て
こ
な
た
に
と
ま
り
給
ぬ
る
を
、
宮
の
御
方
に
は
、
月
ご
ろ

 
‘
の
定
に
、
う
ち
し
の
び
て
だ
に
あ
ら
ず
、
か
た
は
ら
に
人
な
き
さ
ま
に

 
 
も
て
な
し
て
、
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
夜
の
寝
覚
』
巻
五
、
三
七
二
ぺ
)

 
6
な
べ
て
の
け
し
き
な
ら
ず
と
見
知
ら
る
れ
ば
、
な
さ
け
な
か
ら
ぬ
ほ
ど

 
 
に
語
ら
ひ
て
、
人
々
来
る
侵
す
れ
ば
、
う
ち
し
の
び
て
、
た
ち
あ
が
れ

 
 
ぬ
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
と
り
か
へ
ば
や
』
上
、
二
九
ぺ
)

「
し
の
び
て
」
の
多
く
は
、
「
し
の
ぶ
」
〈
人
目
を
避
け
る
よ
う
に
す
る
〉

〈
他
人
に
見
ら
れ
ぬ
よ
う
に
す
る
〉
〈
隠
れ
る
よ
う
に
す
る
〉
に
「
て
」
の
下

接
し
た
用
法
で
、
「
み
そ
か
に
」
よ
り
も
、
動
作
性
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。

特
に
、
「
う
ち
し
の
び
て
」
は
、
動
作
の
発
生
を
表
す
「
う
ち
」
が
冠
せ
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
て
、
〈
ソ
ッ
ト
・
サ
ッ
ト
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
〉
の
意
を
表
す
。

四
、

鎌
倉
時
代
の
説
話
文
学
の

に
」
「
し
の
び
て
」

「
み
そ
か
に
」
「
し
の
び
や
か

 
こ
こ
で
は
、
『
古
本
説
話
集
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
二
つ
の
作
品
に
つ
い

て
、
表
題
の
三
語
の
意
味
差
を
考
察
す
る
。
(
両
作
品
と
も
「
新
日
本
古
典

文
学
大
系
」
か
ら
引
例
。
)

1

『
古
本
説
話
集
』
の
「
み
そ
か
に
」
「
し
の
び
て
」

 
「
み
そ
か
に
」

 
1
.
 
殿
上
人
四
五
人
ば
か
り
、
(
略
)
雲
林
院
に
行
き
て
、
丑
の
時
許
に
帰

 
 
 
る
に
、
斎
院
の
東
の
御
門
の
細
目
に
開
き
た
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
の
殿

 
 
 
上
人
・
蔵
人
は
、
斎
院
の
中
も
は
か
ぐ
し
く
見
ず
、
知
ら
ね
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
く

 
 
 
「
か
＼
る
つ
い
で
に
院
の
中
み
そ
か
に
見
む
」
と
言
ひ
て
入
り
ぬ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
一
大
斎
院
事
四
C
三
ぺ
)

 
2
.
 
夜
の
更
け
に
た
れ
ば
、
人
影
も
せ
ず
、
東
の
塀
の
戸
よ
り
入
り
て
、

 
 
 
東
の
対
の
北
面
の
軒
に
み
そ
か
に
居
て
見
れ
ば
、
御
前
の
前
栽
、
心

 
 
 
に
ま
か
せ
て
高
く
蒼
い
茂
り
た
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
同
室
)

 
1
.
 
2
.
 
の
引
用
文
は
こ
の
ま
ま
連
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品

で
は
「
み
そ
か
に
」
は
、
こ
の
2
例
で
あ
る
。
こ
の
2
例
で
「
み
そ
か
に
」

が
、
〈
見
ル
マ
ジ
キ
所
ヲ
見
ル
〉
〈
居
ル
マ
ジ
キ
所
に
居
ル
〉
と
い
う
意
味
に

関
し
て
用
い
ら
れ
た
〔
内
密
二
〕
の
意
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ

る
。
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か
に
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何
故
消
滅
し
た
か



「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

 
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
し
の
び
て
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。

 
「
し
の
び
て
」

 
1
今
は
昔
、
人
の
妻
に
し
の
び
て
通
ふ
僧
あ
り
け
り
。
元
の
男
に
見
つ
け

 
 
ら
れ
て
、
詠
み
か
け
け
る
、
(
歌
略
)
と
い
へ
ば
、
元
の
男
、
(
中
略
)
こ

 
 
の
み
そ
か
男
は
賀
朝
と
い
ひ
た
る
学
生
説
教
師
也
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
一
七
賀
朝
事
四
二
ニ
ペ
)

 
2
さ
て
、
こ
の
三
人
の
俗
、
心
を
合
は
せ
て
、
こ
の
か
た
ち
を
頭
に
し

 
 
て
、
王
宮
に
入
り
ぬ
。
も
ろ
く
の
后
犯
す
。
后
た
ち
は
、
目
に
見
え

 
 
ぬ
物
の
、
し
の
び
て
寄
り
来
る
よ
し
を
、
御
門
に
申
。

 
 
 
 
 
 
(
六
三
竜
樹
菩
薩
先
生
以
隠
蓑
笠
犯
后
妃
事
 
四
九
三
ぺ
)

 
1
の
例
な
ど
は
、
後
続
句
に
「
み
そ
か
男
」
と
出
て
く
る
の
で
、
「
し
の

び
て
」
の
と
こ
ろ
に
、
「
み
そ
か
に
」
が
使
わ
れ
て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
で

あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
「
し
の
び
て
」
が
〔
内
密
二
〕
の
意
を
含
む
文
脈

(
場
面
)
で
あ
る
こ
と
は
明
快
で
あ
る
の
で
、
〔
隠
レ
テ
〕
〔
人
目
ヲ
避
ケ

テ
〕
の
よ
う
な
動
作
の
意
を
含
む
「
し
の
び
て
」
を
用
い
た
と
説
明
で
き
よ

う
。 

2
.
 
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
み
そ
か
み
そ
か
に
」
「
み
そ
か
に
」

 
 
 
と
、
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」

「
み
そ
か
に
」
は
、
説
話
文
学
の
二
作
品
で
〔
内
密
二
〕
の
意
を
極
め
て
強

く
表
す
語
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
の
作
品
で
は
、
「
み
そ
か
に
」
が
6
例
、
さ
ら
に
「
み
そ
か
み
そ
か
に
」

と
い
う
用
法
も
表
れ
る
。
そ
し
て
1
例
で
は
あ
る
が
、
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」
も
用

い
ら
れ
る
。

 
「
み
そ
か
み
そ
か
に
」

 
0
.
 
(
小
侍
)
「
(
略
)
あ
れ
は
七
条
町
に
江
冠
者
が
家
の
、
お
ほ
東
に
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

 
 
鋳
物
師
が
妻
を
、
み
そ
か
く
に
入
臥
し
く
せ
し
程
に
、
去
年
の

 
 
夏
、
入
り
臥
し
た
り
け
る
に
、
男
の
鋳
物
師
、
帰
り
あ
ひ
た
り
け
れ

 
 
ば
、
と
る
物
も
と
り
あ
へ
ず
、
逃
て
、
西
へ
思
し
が
、
冠
者
が
家
の
前

 
 
程
に
て
、
追
つ
め
ら
れ
て
、
さ
い
つ
へ
し
て
、
額
を
う
ち
割
ら
れ
た
り

 
 
し
そ
か
し
。
冠
者
も
隠
し
は
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
業
態
求
ダ
ラ
ニ
籠
額
法
師
事
一
五
ぺ
)

 
1
.
 
家
あ
る
じ
の
男
、
夜
ふ
け
て
、
立
聞
く
に
、
男
女
の
忍
て
、
堅
い
ふ

 
 
け
し
き
し
け
り
。
「
さ
れ
ば
よ
、
か
く
し
男
、
来
に
け
り
」
と
思
て
、

 
 
み
そ
か
に
撃
て
、
う
か
ゴ
ひ
み
る
に
、
我
寝
所
に
男
、
女
と
臥
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
二
九
明
器
、
二
会
業
事
六
四
ぺ
)

 
2
.
 
我
妻
の
、
下
な
る
所
に
臥
し
て
、
「
我
等
の
け
し
き
の
あ
や
し
か
り

 
 
つ
る
は
。
そ
れ
が
み
そ
か
に
来
て
、
人
違
へ
な
ど
す
る
に
や
」
と
お
ぼ

 
 
え
け
る
程
に
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
同
右
六
四
ぺ
)

 
3
.
 
「
我
身
な
が
ら
も
、
か
れ
に
、
よ
に
恥
ち
が
ま
し
く
、
ね
た
く
お
ぼ

 
 
え
し
」
と
、
平
中
、
み
そ
か
に
、
人
と
し
の
び
て
、
語
り
け
る
と
そ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
五
〇
平
貞
文
、
本
院
侍
従
等
事
一
〇
六
ぺ
)

 
4
.
 
其
ひ
か
へ
た
る
物
、
「
四
巻
経
、
書
奉
ら
ん
と
い
ふ
願
を
お
こ
せ
」
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と
み
そ
か
に
い
へ
ば
、
い
ま
門
入
程
に
、
「
此
替
は
、
四
巻
経
書
供
養

 
 
し
て
あ
が
は
ん
」
と
い
ふ
願
を
発
し
つ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
一
〇
二
敏
行
朝
臣
事
二
〇
五
ぺ
)

 
 
右
の
例
は
、
「
み
そ
か
に
言
ふ
」
で
、
〔
秘
密
ヲ
漏
ラ
ス
〕
の
意
と
な

 
 
る
。

 
5
.
 
こ
の
あ
づ
ま
人
、
「
(
略
)
」
と
て
、
此
櫃
に
み
そ
か
に
入
臥
し
て
、
左

 
 
右
の
そ
ば
に
、
こ
の
犬
ど
も
を
取
り
入
れ
て
い
ふ
や
う
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
一
一
九
吾
嬬
人
出
生
賛
事
二
五
三
ぺ
)

 
6
.
 
さ
る
程
に
、
こ
の
櫃
を
、
刀
の
話
し
て
み
そ
か
に
穴
を
あ
け
て
、
あ

 
 
づ
ま
人
見
け
れ
ば
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
同
右
二
五
四
ぺ
)

 
 
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」

 
●
晴
明
が
思
や
う
、
「
(
略
)
」
と
心
の
中
に
念
じ
て
、
袖
の
内
に
て
印
を
結

 
 
て
、
ひ
そ
か
に
叩
几
を
唱
ふ
。
(
一
二
六
晴
明
ヲ
心
見
僧
事
二
七
〇
ぺ
)

 
こ
の
「
ヒ
ソ
聖
書
」
は
、
〔
小
声
デ
〕
の
意
で
、
前
掲
の
「
み
そ
か
に
」

と
は
全
く
意
味
が
異
な
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
の
用
法
は
、
 
一
、
に
採
り
上
げ
た

『
う
つ
ほ
物
語
』
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
日
常
的
用
語
「
ヒ
ソ
カ

ニ
」
が
、
物
語
用
語
「
み
そ
か
に
」
に
圧
倒
さ
れ
て
い
く
時
代
か
ら
、
再
び

「
ヒ
ソ
カ
ニ
」
が
、
日
常
的
用
語
に
止
ま
ら
ず
、
文
学
用
語
と
し
て
も
用
い

ら
れ
る
時
代
に
入
っ
た
こ
と
を
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
1
例
が
、
示
唆
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
お
わ
り
に

「
み
そ
か
に
」
は
、
〔
内
密
二
〕
 
〔
秘
密
二
〕
の
意
を
そ
れ
自
体
が
、
明
確

に
表
す
物
語
用
語
と
し
て
「
み
そ
か
男
」
「
み
そ
か
な
り
」
等
か
ら
類
推
的

用
法
と
し
て
生
じ
た
。

 
一
方
、
「
し
の
び
や
か
に
(
て
)
」
・
「
(
う
ち
)
し
の
び
て
」
は
、
本
来

〔
小
声
デ
〕
・
〔
隠
レ
テ
〕
な
ど
の
意
を
表
す
が
、
文
脈
か
ら
間
接
的
に
〔
内

密
二
〕
の
意
を
表
す
例
も
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
平
安
末
期
の
物
語
で
は
か
な

り
強
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
「
し
の
び
や
か
に
」
は
、
「
し
の
び
や

か
な
る
」
「
し
の
び
や
か
な
ら
(
む
)
」
の
用
法
と
相
侯
っ
て
、
「
み
そ
か
に
」

を
次
第
に
圧
倒
し
て
い
く
。

 
鎌
倉
時
代
の
説
話
文
学
の
一
部
に
は
、
「
み
そ
か
に
」
が
用
い
ら
れ
、
平

安
時
代
の
意
味
を
継
承
し
て
説
話
の
場
面
で
適
切
に
生
か
さ
れ
て
い
る
が
、

日
常
的
用
語
の
「
ヒ
ソ
カ
ニ
」
も
「
み
そ
か
に
」
の
意
味
差
を
意
識
し
て
用

い
ら
れ
始
め
、
平
安
末
期
か
ら
「
し
の
び
や
か
」
「
し
の
び
て
」
に
圧
倒
さ

れ
て
い
た
「
み
そ
か
に
」
は
衰
退
か
ら
、
や
が
て
消
滅
に
向
か
う
の
で
あ

る
。

「
み
そ
か
に
」
が
消
滅
し
て
、
「
ヒ
ソ
カ
一
こ
が
文
学
用
語
と
も
な
っ
た
諸

作
品
の
、
「
ヒ
ソ
止
山
」
「
し
の
び
や
か
に
」
「
し
の
び
て
」
の
意
味
差
に
つ

い
て
は
、
後
考
を
期
し
た
い
。
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「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か



「
み
そ
か
に
」
は
、
何
故
消
滅
し
た
か

A1注w
(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

 
関
一
雄
「
『
土
左
日
記
』
の
言
葉
選
び
一
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
語
と
和
文

語
の
併
用
に
つ
い
て
一
」
(
梅
光
学
院
大
学
・
女
子
短
期
大
学
部
論
集
第
3
5

号
・
二
〇
〇
二
年
)

 
「
日
常
的
用
語
」
の
定
義
は
、
関
一
雄
「
平
安
時
代
の
表
現
語
彙
と
読
解

語
彙
-
文
体
史
研
究
の
あ
り
方
試
論
1
」
(
梅
光
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究

第
3
8
号
・
二
〇
〇
三
年
)
に
記
し
た
。

 
大
槻
美
智
子
「
「
み
そ
か
に
」
「
し
の
び
て
」
「
し
の
び
や
か
に
」
の
語
義

と
文
章
表
現
-
源
氏
物
語
と
そ
れ
以
前
1
」
(
〈
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
十
九
』

二
〇
〇
〇
年
〉
所
収
)

 
関
一
雄
「
『
三
宝
絵
詞
』
の
用
語
と
表
現
」
(
山
口
大
学
文
学
会
志
第
4
8

巻
・
一
九
九
七
年
)

 
春
日
和
男
氏
は
、
「
修
正
上
の
手
落
ち
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
す
る
。
(
『
説
話

の
語
文
』
・
＝
二
頁
)

 
関
一
雄
『
平
安
時
代
和
文
語
の
研
究
』
(
一
九
九
三
年
)
の
第
六
章
接
頭

語
「
う
ち
」
の
意
味
。
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