
平
安
時
代
和
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と
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世
王
朝
物
語
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側
面
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「
1
ぶ
・
む
」
動
詞
と
「
1
が
る
」
動
詞
の
場
合

関

一

雄

 
 
は
じ
め
に

 
稿
者
は
、
旧
著
で
平
安
時
代
の
和
文
語
の
一
部
は
鎌
倉
時
代
の
い
わ
ゆ
る
和

漢
混
清
文
に
伝
え
ら
れ
、
平
安
時
代
の
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
と
さ
れ
る
漢
文

訓
読
語
と
は
同
一
文
脈
中
で
異
義
語
と
し
て
、
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
（
注
-
）

 
こ
の
こ
と
は
、
和
文
語
が
平
安
時
代
の
単
純
な
日
常
的
用
語
な
の
で
は
な
く
、

文
学
作
品
の
用
語
と
し
て
適
さ
な
い
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
語
を
避
け
、
文
学
用

語
と
し
て
洗
練
さ
れ
た
も
の
を
簡
抜
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
漢
文
訓
読
語
は
漢
文
訓
読
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と

は
限
ら
ず
、
平
安
時
代
の
日
常
的
用
語
が
漢
文
訓
読
の
際
に
は
選
ば
れ
る
こ
と

の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

 
し
か
し
、
旧
著
の
論
証
に
用
い
た
和
漢
混
清
文
は
、
平
安
時
代
の
和
文
の
流

れ
を
主
に
汲
む
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漢
文
訓
読
文
等
の
工
商
に
近
い
も
の

で
あ
る
と
見
る
の
が
、
今
な
お
通
説
の
よ
う
で
あ
る
（
注
2
）
。
一
体
、
和
漢
混

清
文
な
る
も
の
は
、
作
者
（
表
現
主
体
）
の
主
体
的
な
用
語
選
択
（
言
葉
遣
い
）

に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
和
漢
混
清
文
な
る
文

体
を
認
め
な
い
説
（
注
3
）
に
稿
者
は
従
い
た
い
の
で
あ
る
が
、
「
文
体
」

と
い
う
も
の
を
ど
う
規
定
す
る
か
と
い
う
難
問
が
存
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ

の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
、
上
記
の
通
り
、
和
漢
混
清
文
は
漢
文
訓

読
文
等
の
流
れ
を
主
と
し
て
汲
む
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
通
説
に
は
、
疑
義
を

差
し
挟
む
も
の
で
あ
る
。

 
平
安
時
代
和
文
、
殊
に
平
安
朝
物
語
の
後
喬
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
擬
古
物
語

が
擬
せ
ら
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
、
擬
古
物
語
な
る
名
称
は
避
け
ら
れ
、
鎌
倉

時
代
物
語
あ
る
い
は
中
世
王
朝
物
語
な
ど
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

が
、
後
者
の
名
称
が
示
唆
す
る
如
く
、
そ
の
描
く
内
容
は
平
安
時
代
の
貴
族
社

会
の
、
男
女
の
恋
愛
を
主
な
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
、
作
者
（
表
現
主
体
）
は
、

平
安
時
代
の
人
間
と
し
て
、
平
安
時
代
語
（
即
ち
、
平
安
時
代
和
文
語
）
を
選

択
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
を
書
き
上
げ
た
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。

 
そ
こ
で
、
稿
者
は
今
ま
で
に
調
べ
得
た
若
干
の
物
語
の
う
ち
の
若
干
の
用
語

に
つ
い
て
、
平
安
時
代
和
文
語
と
の
比
較
を
し
て
み
た
い
。
中
世
王
朝
物
語
の

用
語
が
平
安
時
代
和
文
語
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぎ
、
ま
た
は
受
け
継
い
で
い

な
い
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
だ
十
分
置
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い

平
安
時
代
和
文
語
の
性
格
の
一
側
面
に
も
近
づ
い
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本

稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（135）

平
安
時
代
和
文
語
と
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
一
側
面
の

「
一
ぶ
・
む
」
動
詞
と
「
一
が
る
」
動
詞
の
場
合
ー



 
な
お
、
本
稿
で
用
例
採
取
に
選
ん
だ
作
品
は
、
次
の
通
り
で
、
括
弧
内
は
引

用
に
用
い
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
引
用
例
に
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
所
在
ペ
ー
ジ

を
付
し
た
。

 
 
『
海
人
の
刈
藻
』
『
木
幡
の
時
雨
』
『
苔
の
衣
』
『
住
吉
物
語
』
『
風
に
つ
れ

 
な
き
』
『
雫
に
に
ご
る
』
『
小
夜
衣
』
（
以
上
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
、
必
要

 
に
応
じ
て
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
の
本
文
を
参
照
し
た
。
）
・
『
と
り
か
へ

 
ば
や
』
（
鈴
木
弘
道
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
の
研
究
校
注
編
』
）
・
『
山
路
の
露
』

 
（
山
内
洋
一
郎
『
本
文
と
総
索
引
』
）
・
『
松
浦
宮
物
語
』
（
萩
谷
朴
『
松
浦

 
宮
物
語
〈
角
川
文
庫
〉
』
・
同
『
松
浦
宮
全
注
釈
』
）
・
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』

 
（
徳
満
澄
雄
『
全
註
解
』
、
今
井
源
衛
・
春
秋
会
の
も
の
を
参
照
）

の
一
一
の
物
語
。

一、

?
ﾍ
れ
ぶ
」
「
あ
は
れ
む
」
と
「
あ
は
れ
が
る
」

 
「
あ
は
れ
ぶ
」
「
あ
は
れ
む
」
は
、
『
山
路
の
露
』
『
松
浦
宮
物
語
』
『
小
夜
衣
』

に
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

1
小
野
に
は
、
た
ゆ
み
な
く
を
こ
な
ひ
に
ご
・
ろ
を
点
て
、
年
へ
た
る
あ
ま
君

達
に
も
や
・
立
ち
ま
さ
り
ふ
か
き
方
の
心
を
く
れ
を
も
い
と
あ
は
れ
び
た
ま

 
へ
ば
、
（
『
山
路
の
露
』
五
ぺ
）

2
あ
ま
ぎ
み
「
（
略
）
御
心
み
だ
れ
給
は
ざ
な
る
、
い
と
め
で
た
き
面
こ
と
也
。

 
三
世
の
し
ょ
仏
も
い
か
に
哀
み
た
ま
ふ
ら
ん
」
な
ど
、
こ
と
み
＼
し
う
の
給

 
ひ
な
す
に
、
（
『
山
路
の
露
』
五
ぺ
）

3
げ
に
い
み
じ
う
心
ふ
か
く
お
ぼ
し
入
て
、
お
し
の
こ
ひ
ま
ぎ
ら
は
し
た
ま
へ

 
る
御
さ
ま
は
、
す
こ
し
物
お
も
ひ
し
ら
む
人
は
、
哀
み
過
し
給
は
ぬ
や
う
も

 
や
あ
ら
ん
。
（
『
山
路
の
露
』
二
ニ
ペ
）

4
（
母
后
）
「
（
略
）
天
帝
こ
の
こ
と
を
あ
は
れ
び
た
ま
ふ
に
よ
り
て
、
天
上
に
時

 
の
ま
の
い
と
ま
を
た
ま
は
り
て
、
（
略
）
」
（
『
松
浦
宮
物
語
』
一
〇
七
ぺ
）

5
（
民
部
少
輔
）
「
か
か
る
あ
は
れ
む
心
な
ら
ば
、
さ
だ
め
て
心
あ
は
せ
て
出
だ
し

 
聞
こ
え
な
ん
ず
」
（
『
小
夜
衣
』
一
四
四
ぺ
）
（
注
4
）

 
「
あ
は
れ
ぶ
」
「
あ
は
れ
む
」
の
、
歌
の
例
を
含
め
て
平
安
和
文
に
用
い
ら

れ
た
実
態
は
、
旧
著
に
も
記
し
た
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
作
品
の
下
の
数

字
は
、
そ
の
用
例
数
）

 
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
1
・
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
序
1
・
『
金
葉
和
歌
集
』

歌
1
・
『
千
載
和
歌
集
』
序
1
・
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
歌
1
・
『
成
尋
阿
閣

梨
母
集
』
詞
書
1
・
『
宇
津
保
物
語
』
会
話
1
・
『
源
氏
物
語
』
会
話
2
・
『
栄

花
物
語
』
会
話
2
・
『
俊
頼
髄
脳
』
会
話
2

 
こ
の
よ
う
に
、
勅
撰
和
歌
集
の
序
や
、
物
語
の
登
場
人
物
の
会
話
に
用
い
ら

れ
、
後
者
は
男
性
貴
族
・
僧
侶
の
も
の
に
偏
る
と
こ
ろ
が
ら
、
平
安
時
代
の
「
あ

は
れ
ぶ
」
「
あ
は
れ
む
」
を
漢
文
訓
読
語
と
規
定
し
て
し
ま
う
考
え
方
が
強
い

の
で
あ
る
が
、
そ
の
妥
当
で
な
い
こ
と
は
旧
著
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
旧
著
で
は
挙
げ
な
か
っ
た
例
を
引
用
す
る
と
、

○
ふ
か
き
よ
の
月
を
あ
は
れ
ぶ
は
る
し
も
あ
れ
花
ふ
み
す
ぎ
て
た
た
ば
い
か
ら

 
む
（
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
一
四
六
歌
〈
『
新
編
国
歌
大
観
』
〉
）

の
歌
の
詠
者
は
、
大
斎
院
選
言
内
親
王
に
仕
え
る
「
進
の
君
」
と
呼
ば
れ
る
女

房
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
は
れ
ぶ
」
は
、
患
者
自
身
（
表
現
主
体
）
の
感
動
す
る
気

持
ち
の
表
現
で
「
あ
は
れ
が
る
」
が
、
他
者
の
言
動
に
現
れ
た
動
作
を
言
う
の

と
は
違
っ
て
い
る
。
但
し
、
「
あ
は
れ
ぶ
」
「
あ
は
れ
む
」
が
表
現
主
体
の
動
作

に
つ
い
て
の
み
の
表
現
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
旧
著
で
引
用
し
た

の
で
省
略
す
る
が
、
例
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
明
石
巻
で
明
石
入
道
が
、
神

＼
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仏
の
動
作
に
つ
い
て
「
あ
は
れ
ぶ
」
を
用
い
て
い
る
例
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
な

こ
と
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
ぶ
」
「
あ
は
れ
む
」
は
、
心
理
動
作
の
表
現
で
あ
り
、

他
者
の
動
作
に
つ
い
て
も
言
う
。
こ
れ
は
、
現
代
語
で
、
〈
彼
ハ
、
ア
ワ
レ
ン

ゲ
イ
ル
。
〉
と
も
く
彼
ハ
、
ア
ワ
レ
ガ
ッ
テ
イ
ル
。
〉
と
も
言
う
の
と
基
本
的
に

は
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。

 
平
安
時
代
の
物
語
・
日
記
類
で
「
あ
は
れ
が
る
」
が
多
用
さ
れ
る
の
は
、
登

場
人
物
の
動
き
を
語
り
手
が
外
側
か
ら
説
明
す
る
の
に
適
切
な
用
語
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

 
「
あ
は
れ
が
る
」
は
、
中
世
王
朝
物
語
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

11
@
（
皇
帝
）
「
い
ま
だ
い
は
け
な
か
り
け
る
ほ
ど
を
、
い
か
で
か
ば
か
り
、
は
た

 
あ
り
け
む
」
と
あ
は
れ
が
ら
せ
た
ま
ふ
。
（
『
松
浦
宮
物
語
』
二
四
ぺ
）

2
「
（
歌
略
）
と
院
の
あ
そ
ば
し
た
り
き
。
ま
こ
と
し
く
あ
は
れ
が
ら
せ
給
ひ
て
、

 
尋
ね
さ
せ
給
ひ
し
そ
か
し
」
（
『
木
幡
の
時
雨
』
三
一
ぺ
）

 
＝
作
品
と
い
う
中
世
王
朝
物
語
の
一
部
の
用
例
に
止
ま
る
が
、
こ
こ
で
は
、

平
安
和
文
と
は
相
違
し
、
「
あ
は
れ
が
る
」
よ
り
も
「
あ
は
れ
ぶ
・
む
」
の
方

が
優
勢
で
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
右
の
二
例
の
如
く
地
の
文
・
会
話
で
、

平
安
時
代
和
文
語
と
し
て
の
使
わ
れ
方
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

二
、
「
あ
や
し
ぶ
」
「
あ
や
し
む
」
と
「
あ
や
し
が
る
」

 
「
あ
や
し
ぶ
」
「
あ
や
し
む
」
は
『
松
浦
宮
物
語
』
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』

に
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

1
（
母
后
）
「
（
略
）
い
ま
こ
の
時
に
あ
た
り
て
、
恩
を
む
く
ひ
、
賞
を
お
こ
な
は

 
ぬ
あ
と
を
の
こ
す
、
人
の
あ
や
し
び
う
た
が
ふ
べ
き
所
な
る
は
。
（
略
）
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
松
浦
宮
物
語
』
六
七
ぺ
）

2
人
は
い
み
じ
う
心
え
ぬ
こ
と
に
お
も
へ
れ
ど
、
こ
の
人
ゆ
ゑ
ぞ
、
か
く
い
さ

 
さ
か
か
た
ぶ
き
あ
や
し
ま
れ
給
ふ
こ
と
も
い
で
き
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
松
浦
宮
物
語
』
二
五
ぺ
）

3
い
と
ど
し
き
に
ほ
ひ
の
な
つ
か
し
さ
に
、
袖
を
ひ
き
う
こ
か
し
、
て
を
と
れ

 
ど
、
お
ど
ろ
き
あ
や
し
む
気
色
も
な
し
。
（
『
松
浦
宮
物
語
』
七
五
ぺ
）

4
（
尼
上
）
「
（
略
）
も
と
よ
り
お
ろ
か
に
た
つ
ね
知
る
こ
と
も
侍
ら
ぬ
に
は
、
返

 
す
返
す
あ
や
し
み
な
が
ら
日
頃
に
禦
ぐ
し
は
べ
り
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
一
六
六
ぺ
）

 
「
あ
や
し
ぶ
」
「
あ
や
し
む
」
は
、
前
章
の
「
あ
は
れ
ぶ
」
「
あ
は
れ
む
」
ほ

ど
に
は
平
安
和
文
に
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。

 
『
宇
津
保
物
語
』
地
の
文
3
・
『
源
氏
物
語
』
地
の
文
1
会
話
1
・
『
狭
衣

物
語
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）
』
地
の
文
1
・
『
俊
頼
髄
脳
』
地
の
文
2

 
『
源
氏
物
語
』
地
の
文
の
例
は
「
あ
や
し
ぶ
」
で
あ
り
、
会
話
の
例
は
「
あ

や
し
む
」
で
、
横
川
の
僧
都
の
も
の
で
あ
る
が
、
旧
著
で
説
明
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
次
に
、
『
宇
津
保
物
語
『
の
例
を
一
つ
挙
げ
て
お
く
。

○
い
と
う
た
て
お
ど
ろ
く
し
か
り
け
れ
ば
、
た
“
を
一
す
ぢ
を
し
の
び
や
か

 
に
ひ
き
給
に
、
に
は
か
に
い
け
の
水
た
・
へ
て
、
や
り
水
よ
り
ふ
か
さ
二
寸

 
ば
か
り
水
な
が
れ
い
で
ぬ
。
旧
く
あ
や
し
み
「
を
」
と
お
ど
ろ
き
ぬ
。

 
 
 
 
 
 
 
（
槙
の
う
へ
の
下
『
本
文
と
索
引
本
文
編
』
一
八
九
三
ぺ
）

 
こ
の
例
な
ど
は
「
あ
や
し
が
る
」
を
用
い
た
方
が
、
物
語
用
語
と
し
て
は
適

切
な
と
こ
ろ
だ
が
、
後
続
の
「
「
を
」
と
お
ど
ろ
き
ぬ
し
が
、
具
体
動
作
の
表

現
で
あ
る
の
で
、
心
理
動
作
語
「
あ
や
し
む
」
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
宇
津
保
物
語
』
も
「
あ
や
し
が
る
」
は
、
一
四
例
と
多
用
し
て
い
る
。

 
「
あ
や
し
が
る
」
は
、
中
世
王
朝
物
語
で
は
、
『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
、
二

平
安
時
代
和
文
語
と
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
一
側
面
の

「
一
ぶ
・
む
」
動
詞
と
「
一
が
る
」
動
詞
の
場
合
一
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例
見
え
る
。

1
ま
こ
と
や
、
宇
治
に
は
、
若
君
の
御
乳
母
、
明
く
る
ま
で
帰
り
た
ま
は
ね
ば
、

 
あ
や
し
と
思
ふ
に
、
御
格
子
な
ど
ま
み
る
ほ
ど
ま
で
、
見
え
た
ま
は
ず
、
人
々

 
尋
ね
あ
や
し
が
り
き
こ
ゆ
る
に
、
（
一
六
六
ぺ
）

『
「
（
略
V
い
と
め
で
き
女
を
、
車
に
乗
せ
た
て
ま
つ
り
て
お
は
し
ま
し
に
し
、

 
い
か
な
る
人
に
か
と
、
あ
や
し
が
る
」
と
人
の
ま
ね
び
き
こ
ゆ
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
一
六
八
ぺ
）

 
こ
れ
な
ど
は
、
平
安
和
文
の
物
語
用
語
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
世
王
朝
物
語
に
「
あ
や
し
む
」
は
上
掲
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い

が
、
下
二
段
の
も
の
が
『
苔
の
衣
』
に
見
ら
れ
る
。

i
細
殿
の
戸
口
の
開
き
た
る
よ
り
や
を
ら
入
り
給
へ
ど
、
「
い
か
に
」
と
怪
し

 
む
る
人
も
な
け
れ
ば
、
（
一
四
七
ぺ
）

 
こ
の
よ
う
な
語
が
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
「
あ
や
し
む
（
四
段
）
」
が

平
安
時
代
か
ら
の
日
常
的
用
語
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
中
世
に
派
生
し
て
下
二
段

に
も
使
わ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。

三
、
「
う
つ
く
し
ぶ
」
「
う
つ
く
し
む
」
と
「
う
つ
く
し
が
る
」

 
「
う
つ
く
し
む
」
は
、
『
と
り
か
へ
ば
や
』
『
松
浦
宮
物
語
』
『
我
身
に
た
ど

る
姫
君
』
『
山
路
の
露
』
に
使
わ
れ
て
い
る
。

1
ま
つ
走
σ
出
で
た
ま
ひ
て
、
か
く
馴
れ
遊
び
た
ま
へ
ば
、
な
か
く
え
制
し

 
き
こ
え
た
ま
は
ね
ば
、
た
f
若
君
と
の
み
思
ひ
て
、
も
て
き
ょ
う
じ
う
つ
く

 
し
み
き
こ
え
あ
へ
る
を
、
さ
思
は
せ
て
の
み
も
の
し
た
ま
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
と
り
か
へ
ば
や
』
七
ぺ
）

2
い
は
け
な
く
お
は
す
る
太
子
を
つ
ね
に
御
前
に
て
う
つ
く
し
み
た
ま
ふ
時
、

 
か
な
ら
ず
さ
ぶ
ら
は
せ
て
、
（
『
松
浦
宮
物
語
』
二
五
ぺ
）

3
内
（
女
帝
）
に
は
、
か
ひ
が
ひ
し
く
幼
く
お
は
し
ま
し
し
時
、
御
櫛
笥
殿
も
つ

 
ね
に
参
り
、
う
つ
く
し
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
か
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
六
三
八
○
ぺ
）

4
は
る
か
な
る
御
歳
の
ほ
ど
を
、
ひ
と
へ
に
う
つ
く
し
み
も
て
あ
そ
び
た
て
ま

 
つ
ら
せ
た
ま
へ
ば
、
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
七
四
八
三
ぺ
）

5
宮
も
さ
ば
か
り
の
御
も
の
つ
つ
み
な
れ
ど
、
こ
れ
は
た
だ
お
よ
ず
け
さ
せ
た

 
ま
ふ
を
の
み
う
つ
く
し
み
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
七
四
八
四
ぺ
）

6
「
（
略
）
」
と
て
た
つ
を
、
「
（
略
）
」
と
、
う
つ
く
し
み
あ
へ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
山
路
の
露
』
一
二
ぺ
）

 
前
章
の
も
の
と
相
違
し
、
「
う
つ
く
し
ぶ
」
「
う
つ
く
し
が
る
」
は
無
く
「
う

つ
く
し
む
」
の
用
例
の
み
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
＝
と

い
う
限
ら
れ
た
作
品
の
調
査
か
ら
結
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
る
の
は
躊
躇
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
和
文
語
と
の
関
連
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

 
稿
者
は
旧
稿
（
注
5
）
で
、
「
う
つ
く
し
ぶ
」
は
『
源
氏
物
語
』
に
一
例
用
い
ら

れ
る
の
み
で
、
「
う
つ
く
し
む
」
が
八
例
と
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
「
う
つ
く

し
が
る
」
は
一
例
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
う
つ
く
し
ぶ
」
は
古
風
な
言

い
方
で
あ
り
、
他
の
作
品
に
は
用
い
ら
れ
る
「
う
つ
く
し
が
惹
」
と
「
う
つ
く

し
む
」
は
、
同
義
語
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

 
こ
の
”
古
風
な
言
い
方
”
と
い
う
説
明
は
、
甚
だ
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
現

在
の
稿
者
は
、
「
う
つ
く
し
ぶ
」
と
「
う
つ
く
し
む
」
の
相
違
は
単
な
る
発
音
（
音

声
）
上
の
揺
れ
が
表
記
に
表
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
を
改
め
て
い
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る
。
本
稿
で
も
一
章
・
二
章
に
記
し
た
「
1
ぶ
」
「
一
む
」
の
間
に
、
そ

の
よ
う
な
相
違
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
前
二
章
の
も
の

と
相
違
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
語
に
つ
い
て
は
「
ぶ
」
「
む
」
の
発
音
上
の
揺

れ
ば
少
な
く
「
む
」
の
方
に
定
着
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
中
世

王
朝
物
語
の
用
語
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
次
に
、
『
源
氏
物
語
』
以
外
に
用
い
ら
れ
る
「
う
つ
く
し
が
る
」
に
つ
い
て

述
べ
る
。

 
上
記
の
旧
稿
で
、
「
う
つ
く
し
む
」
と
「
う
つ
く
し
が
る
」
を
、
”
同
義
語
”

と
し
た
の
も
、
適
切
で
は
な
か
っ
た
。
「
う
つ
く
し
む
」
と
「
う
つ
く
し
が
る
」

は
意
味
用
法
上
で
、
前
者
が
後
者
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
心
理
動
作
を
も
具
体
動
作
を
も
表
し
得
る
が
、
後

者
は
具
体
動
作
を
も
っ
ぱ
ら
表
す
の
で
あ
る
。

○
（
道
長
ハ
）
若
宮
い
だ
き
い
で
奉
り
給
ひ
て
、
例
の
こ
と
ど
も
い
は
せ
奉
り
、

 
う
つ
く
し
み
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
。
う
へ
に
「
い
と
老
い
だ
き
奉
ら
む
」
と
、

 
殿
の
た
ま
ふ
を
、
い
と
ね
た
き
こ
と
に
し
給
ひ
て
、
「
あ
あ
」
と
さ
い
な
む
を
、

 
う
つ
く
し
が
り
き
こ
え
給
ひ
て
、
申
し
給
へ
ば
、
右
大
将
な
ど
興
じ
き
こ
え

 
給
ふ
。
（
『
紫
式
部
日
記
』
〈
『
日
本
学
典
文
学
大
系
』
〉
五
〇
五
ぺ
）

 
右
の
「
う
つ
く
し
む
」
は
、
後
続
の
「
う
つ
く
し
が
る
」
と
こ
の
文
脈
で
は

同
義
で
あ
る
が
、
心
理
動
作
を
も
表
し
得
る
「
う
つ
く
し
む
」
を
、
こ
こ
で
は

具
体
動
作
語
と
し
て
用
い
て
、
近
接
す
る
文
で
の
同
一
語
の
繰
り
返
し
を
避
け

た
も
の
で
あ
る
。

 
『
狭
衣
物
語
』
ば
、
『
源
氏
物
語
』
と
並
ん
で
中
世
王
朝
物
語
に
強
い
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
物
語
の
伝
本
は
多
種
多
様
で
一
概
に
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
日
本
古
典
全
書
（
古
活
字
本
〈
甚
平
堂
本
文
庫
蔵
〉
）
』

で
は
「
う
つ
く
し
む
」
五
例
、
「
う
つ
く
し
が
る
」
一
例
と
、
前
者
が
優
勢
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
語
の
使
い
癖
が
、
上
掲
の
中
世
王
朝
物
語
の
用
語
に
反

映
し
て
「
う
つ
く
し
ぶ
」
「
う
つ
く
し
が
る
」
が
表
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

 
前
二
章
か
ら
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
「
1
む
」
動
詞
が
、
平
安
時
代
か
ら

の
日
常
的
用
語
で
あ
っ
て
「
一
が
る
」
動
詞
の
方
は
平
安
時
代
の
物
語
用
語

と
し
て
好
ん
で
用
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
作
品
に
よ
り
使
い
癖
に
か
な
り
の

相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

四
、
「
か
な
し
ぶ
」
「
か
な
し
む
」
と
「
か
な
し
が
る
」

 
「
か
な
し
ぶ
」
「
か
な
し
む
」
は
『
と
り
か
へ
ば
や
』
『
松
浦
宮
物
語
』
『
住

吉
物
語
』
『
雫
に
に
ご
る
』
『
木
幡
の
時
雨
』
『
苔
の
衣
』
『
小
夜
衣
』
に
使
わ
れ
 
 
謝

て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

ー
（
母
后
）
「
（
略
）
時
に
の
ぞ
み
て
わ
き
ま
ふ
る
所
な
く
、
お
そ
れ
か
な
し
び
て
ま

 
ど
ひ
し
道
に
、
つ
ひ
に
契
り
あ
や
ま
た
ず
、
（
略
V
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
松
浦
宮
物
語
』
一
〇
八
ぺ
）

2
世
に
す
ぐ
れ
た
ま
へ
り
し
御
さ
ま
を
、
ひ
と
め
も
見
聞
き
た
て
ま
つ
り
し
人

 
は
、
こ
ひ
か
な
し
み
つ
・
、
野
山
に
交
じ
り
て
も
と
め
た
て
ま
つ
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
と
り
か
へ
ば
や
』
一
二
〇
ぺ
）

3
世
の
中
に
、
大
将
の
失
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
こ
と
を
、
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
嘆
き

 
か
な
し
み
て
、
中
納
言
の
こ
と
に
よ
り
て
と
そ
い
ひ
の
・
し
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
と
り
か
へ
ば
や
』
一
二
七
ぺ
）
【
そ
の
他
二
例
】

4
中
納
言
、
「
同
じ
道
に
」
と
悲
し
み
嘆
き
給
へ
ど
、
（
『
住
吉
物
語
』
五
五
ぺ
）

5
姫
君
、
い
と
け
な
き
御
心
に
も
、
よ
う
つ
言
の
葉
に
つ
け
て
も
、
母
宮
の
御

平
安
時
代
和
文
語
と
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
一
側
面
の

「
一
ぶ
・
む
」
動
詞
と
「
i
が
る
」
動
詞
の
場
合
ー



名
残
を
お
ぼ
し
つ
つ
悲
し
み
給
ふ
に
、
（
『
住
吉
物
語
』
五
五
ぺ
）

6
か
く
、
に
は
か
に
御
国
譲
り
な
ど
の
あ
る
を
、
誰
も
、
あ
へ
な
く
、
「
め
で

 
た
か
り
つ
る
御
代
を
」
と
、
あ
さ
ま
し
き
民
に
い
た
る
ま
で
、
も
て
悲
し
み

 
奉
る
こ
と
限
り
な
し
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
雫
に
に
ご
る
』
二
五
ぺ
）

7
「
（
略
）
」
と
、
世
の
人
惜
し
み
悲
し
み
奉
る
さ
ま
、
こ
と
わ
り
も
過
ぎ
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
雫
に
に
ご
る
』
二
九
ぺ
）

8
（
母
上
∀
「
心
得
給
へ
。
中
納
言
の
、
世
と
と
も
に
恋
ひ
悲
し
み
給
ふ
人
は
、

 
中
の
君
な
り
け
り
。
（
略
）
」
（
『
木
幡
の
時
雨
』
二
八
ぺ
）

9
隙
々
に
は
こ
の
世
・
後
の
世
い
み
じ
き
言
葉
を
尽
く
し
て
泣
き
悲
し
み
給
へ

 
ど
何
の
験
か
あ
ら
ん
。
（
『
苔
の
衣
二
一
ニ
ペ
）

1
0
（
小
太
夫
）
「
（
略
）
い
か
で
か
ば
か
り
心
幼
き
こ
と
は
思
し
寄
り
け
る
ぞ
」
と
泣

 
き
悲
し
め
ど
、
か
ひ
な
し
。
（
『
苔
の
衣
』
二
四
六
ぺ
）

11

E
1
2
母
上
な
ど
は
、
後
れ
給
ふ
べ
し
と
も
見
え
給
は
ず
。
「
お
な
じ
道
へ
」
と
、

 
大
殿
も
か
な
し
み
給
へ
ど
も
、
か
ぎ
り
あ
る
事
な
れ
ば
、
（
略
）
若
き
は
先
立

 
ち
老
い
た
る
は
と
ど
ま
る
世
の
憂
さ
に
て
、
か
な
し
み
な
が
ら
も
と
ど
ま
り

 
給
ふ
心
地
ど
も
、
思
ひ
や
る
べ
し
。
（
『
小
夜
衣
』
 
一
五
一
ぺ
）

 
前
章
で
「
う
つ
く
し
が
る
」
が
な
か
っ
た
の
と
同
じ
く
「
か
な
し
が
る
」
の

用
例
が
無
い
。

 
「
か
な
し
ぶ
」
が
『
松
浦
宮
物
語
』
の
母
后
の
会
話
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

平
安
時
代
和
文
語
と
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』
に
八
例
（
地
の
文
・

会
話
）
と
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
こ
の
他
に
「
か
な
し
む
」
が
横
川
僧
都
の
当
振
の
会
話
に

一
例
見
ら
れ
る
が
「
か
な
し
が
る
」
の
用
例
は
無
い
。
（
注
6
）

 
「
か
な
し
が
る
」
は
、
『
土
左
日
記
』
及
び
和
文
の
範
躊
に
は
入
れ
が
た
い

が
『
三
宝
絵
詞
』
に
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
の
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
無
い
の
は

一
見
不
思
議
で
は
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
和
文
語
と
い
う
も
の
が
、
現
存
の
物

語
・
日
記
類
に
始
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
『
三
宝
絵
詞
』
の
新
序
に

題
名
が
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な
今
日
に
は
伝
わ
ら
な
い
い
わ
ゆ
る
散
逸
物
語
に
す

で
に
使
わ
れ
お
り
、
そ
れ
を
参
考
に
紀
貫
之
や
源
恒
等
が
「
か
な
し
が
る
」
を

用
い
た
の
だ
と
い
う
憶
測
も
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
そ
の
「
か
な
し
が
る
」
は
中
世
王
朝
物
語
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

「
う
つ
く
し
が
る
」
と
同
じ
く
『
源
氏
物
語
』
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
の
と
関
連
づ
け
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
た
だ
し
、
「
う
つ
く
し
が
る
」
「
か
な
し
が
る
」
が
中
世
以
降
の
用
語
と
し
て

は
消
滅
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

 
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
に
は
ど
ち
ら
の
語
も
登
録
さ
れ
て
お

り
、
抄
物
・
狂
言
等
の
用
例
が
多
く
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
「
う
つ

く
し
が
る
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
語
義
記
述
が
見
ら
れ
注
目
さ
れ
る
。

 
う
つ
く
し
が
る
【
美
し
が
る
】
①
特
に
人
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
も
の
が
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
四
）
 
の
で
、
こ
と
さ
ら
大
袈
裟
に
賞
美
す
る
。
（
用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例
は
抄
物
か
ら
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
使
役
の
言
い
方
に
用
い
ら
れ
、
人
に
媚
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
な
ど
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
飾
り
た
て
て
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
意
を
表
わ
す
。
（
用
例
は
抄
物
か
ら
）

 
私
見
に
よ
れ
ば
、
具
体
動
作
語
は
、
態
度
（
仕
草
）
に
よ
っ
て
動
作
主
体
の
意

志
を
明
確
に
示
す
語
を
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
辞
書
の
記
述
中
の
”
こ
と

さ
ら
大
袈
裟
に
”
と
あ
る
の
に
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
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稿
者
の
言
う
「
物
語
用
語
」
が
抄
物
の
用
語
に
も
な
っ
て
い
る
例
と
考
え
た

い
。五

、
「
め
づ
ら
し
む
」
と
「
め
づ
ら
し
が
る
」

 
 
 
 
 
 
1
付
、
「
あ
や
ぶ
む
」
と
「
あ
や
ふ
が
る
」
一

 
「
め
づ
ら
し
む
」
が
『
住
吉
物
語
』
に
一
例
使
わ
れ
て
い
る
。

1
そ
の
日
の
暮
れ
方
、
中
納
言
殿
へ
持
ち
て
参
り
け
れ
ば
、
人
々
め
づ
ら
し
み

 
合
へ
る
中
に
、
（
五
八
ぺ
）

 
平
安
時
代
和
文
語
で
は
「
め
づ
ら
し
が
る
」
を
用
い
る
と
こ
ろ
で
、
中
世
王

朝
物
語
に
お
い
て
も
『
と
り
か
へ
ば
や
』
で
「
め
づ
ら
し
が
る
」
が
使
わ
れ
て

い
る
。

1
内
に
ま
み
り
た
ま
へ
れ
ば
、
内
侍
の
か
ん
の
君
の
御
方
に
、
女
房
な
ど
め
づ

 
ら
し
が
り
き
こ
え
て
、
日
ご
ろ
の
物
語
な
ど
す
る
つ
い
で
に
、
（
四
〇
ぺ
）

2
（
今
大
将
ハ
）
つ
れ
な
く
も
て
し
づ
め
て
、
内
に
ま
み
り
た
ま
ひ
て
、
陣
歩
み
入

 
り
た
ま
ふ
よ
り
、
め
づ
ら
し
が
り
見
た
て
ま
つ
る
。
（
一
七
四
ぺ
）

3
春
宮
に
ま
み
り
た
ま
へ
れ
ば
、
も
の
遠
き
御
簾
の
外
に
て
、
宣
旨
の
君
ゐ
ざ

 
り
出
で
て
、
い
み
じ
く
め
づ
ら
し
が
り
き
こ
え
て
、
（
一
七
五
ぺ
）

 
こ
の
一
例
で
、
平
安
時
代
や
中
世
に
「
め
づ
ら
し
む
」
が
日
常
的
用
語
と
し

て
存
在
し
た
と
は
言
え
な
い
が
、
旧
著
に
、
平
安
時
代
仮
名
文
学
に
は
用
例
の

見
ら
れ
な
い
語
（
上
代
資
料
及
び
平
安
時
代
の
訓
点
資
料
な
ど
に
見
え
る
語
例
）

と
し
て
挙
げ
た
中
の
「
あ
た
ら
し
む
」
「
い
と
ほ
し
む
」
「
い
ぶ
か
し
む
」
「
う

ら
め
し
む
」
「
う
れ
し
む
」
「
く
や
し
む
」
「
く
る
し
む
」
「
ほ
し
む
」
の
よ
う
な
、

シ
ク
活
用
形
容
詞
語
幹
旧
基
に
「
む
」
の
下
接
し
た
語
形
と
同
じ
型
の
も
の
で

あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

 
ち
な
み
に
、
「
あ
や
ぶ
む
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
こ
の
「
1
む
」
動

詞
は
、
ク
活
用
形
容
詞
「
あ
や
ふ
し
」
の
語
幹
語
基
に
「
む
」
の
結
合
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
と
す
る
と
、
第
三
音
節
は
本
来
清
音
の
は
ず
で
あ
る

が
、
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
の
訓
で
は
濁
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
の
に
従
‘
い
、

上
掲
の
形
で
出
し
て
お
く
）
。

 
こ
の
例
が
、
『
松
浦
宮
物
語
』
に
一
例
使
わ
れ
て
い
る
。

1
（
母
后
）
「
（
略
）
」
と
の
た
ま
ふ
時
、
人
人
な
ほ
あ
や
ぶ
み
思
へ
る
所
お
ほ
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
五
六
ぺ
）

 
「
あ
や
ぶ
む
」
は
、
旧
著
で
歌
語
と
し
て
挙
げ
た
。
そ
の
う
ち
の
マ
例
は
次

 
の
も
の
で
あ
る
。

○
と
し
ふ
り
て
あ
や
ふ
む
き
そ
の
か
け
は
し
を
い
か
に
た
ば
し
る
あ
ら
れ
な
る

 
ら
む
（
『
六
条
院
宣
旨
煮
』
）

 
こ
の
例
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
み
る
。
第
一
章
に
挙
げ
た
『
大
斎
院
前
の
御

集
』
の
「
あ
は
れ
ぶ
」
が
隠
者
自
身
の
感
動
す
る
気
持
ち
の
表
現
で
あ
っ
た
の

と
同
じ
く
、
こ
れ
も
「
あ
や
ふ
し
」
と
思
う
気
持
ち
（
心
理
）
の
動
き
を
「
あ
や

ぶ
む
（
あ
や
ふ
む
）
」
で
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
旧
著
で
は
管
見
に
入
っ
た
限
り

の
用
例
で
歌
語
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
が
「
あ
や
ぶ
む
」
は
、
心
理
動
作
語
で

あ
る
が
ゆ
え
に
散
文
（
物
語
）
に
表
れ
に
く
く
、
歌
に
は
表
れ
や
す
か
っ
た
も
の
、

と
考
え
た
方
が
一
貫
し
た
説
明
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

 
中
世
王
朝
物
語
の
『
松
浦
宮
物
語
』
の
「
あ
や
ぶ
む
」
の
一
例
も
心
理
動
作

語
と
見
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
「
あ
や
ぶ
む
」
は
平
安
時
代
以
来
の

日
常
的
用
語
で
も
あ
っ
て
、
現
代
語
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
和
文
語
と
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
一
側
面
の

「
1
ぶ
・
む
」
動
詞
と
「
i
が
る
」
動
詞
の
場
合
一
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お
わ
り
に

 
以
上
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
中
世
王
朝
物
語
に
使
わ
れ
た
「
1
ぶ
・
む
」
動
詞
は
、
平
安
時
代
の
漢

 
 
文
訓
読
語
の
後
喬
と
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
。

二
、
平
安
時
代
の
物
語
用
語
で
は
具
体
動
作
を
表
す
「
一
が
る
」
動
詞
が
多

 
 
用
さ
れ
た
た
め
に
「
一
ぶ
・
む
」
動
詞
は
全
体
的
に
少
数
派
と
な
っ
た

 
 
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
少
数
例
は
主
に
心
理
動
作
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た

 
 
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

三
、
 
「
一
む
」
動
詞
は
平
安
時
代
の
日
常
的
用
語
で
も
あ
っ
て
、
中
世
に
も

 
 
そ
れ
と
し
て
も
行
わ
れ
、
中
世
王
朝
物
語
の
用
語
に
採
用
さ
れ
た
も
の
と

 
 
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

 
 
注

1
『
平
安
時
代
和
文
語
の
研
究
』
〈
一
九
九
三
年
〉
第
二
部
第
二
章
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
に
伝
え
ら
れ
た
「
和
文
語
」
動
詞
と
「
訓
読
語
」
動
詞
-
中
古
仮
名

 
文
学
用
語
の
性
格
に
関
す
る
遡
行
的
近
づ
き
の
試
み
i

2
小
池
・
小
林
・
細
川
・
犬
飼
共
編
『
日
本
語
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典
』
〈
一
九

九
七
年
〉
の
「
和
漢
混
清
文
」
の
項
で
は
、
『
平
家
物
語
』
の
一
節
を
引
用

 
し
た
後
の
解
説
の
一
部
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 
 
「
和
文
」
と
「
漢
文
」
と
の
調
和
の
上
に
成
り
立
つ
「
和
漢
混
清
文
」
は
、

 
 
平
安
朝
女
流
の
手
に
な
る
仮
名
文
学
隆
盛
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
す
る

 
 
男
性
の
手
に
な
る
「
漢
文
」
「
変
体
漢
文
」
「
漢
文
訓
読
文
」
の
洗
練
普
及

 
 
と
が
、
平
安
末
期
に
合
流
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
記
述
で
は
、
必
ず
し
も
「
漢
文
訓
読
文
」
等
を
「
和
漢
混
清
文
」
を
生

 
み
出
す
主
流
の
も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
和
文
と
の
調
和
に
力
点

を
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
「
和
漢
混
清
文
」
の
中
で
用
い
ら
れ
る
語
（
語
彙
）

 
の
う
ち
で
、
漢
語
や
漢
文
訓
読
語
は
、
「
漢
文
訓
読
文
」
等
の
流
れ
を
汲
む

も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
受
け
取
れ
る
。

3
山
田
俊
雄
「
和
漢
混
清
文
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
語
1
0
文
体
』
〈
一
九
七
七
年
〉

所
収
）

 
 
な
お
、
注
2
の
『
日
本
語
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事
典
』
の
当
該
項
目
の
末
尾
に
、

右
の
山
田
論
文
が
「
参
考
文
献
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
文
に
述
べ

 
た
内
容
を
主
旨
と
す
る
論
を
「
代
表
的
な
も
の
」
（
同
事
典
の
凡
例
）
と
し
て

挙
げ
て
い
る
こ
と
に
、
稿
者
は
困
惑
す
る
。
「
和
漢
混
清
文
」
を
消
極
的
な

見
地
か
ら
で
は
あ
っ
て
も
、
認
め
て
い
る
論
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
う
い
う
も
の
を
選
ぶ
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

4
こ
の
用
例
は
、
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
所
収
本
で
は
当
該
箇
所
が
「
あ
は

 
れ
み
の
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
で
は
動
詞
そ
の
も
の
の
例
と
は
し
難
い
が
、

引
用
例
を
存
疑
の
も
の
と
す
る
ほ
ど
の
異
文
で
は
な
い
と
考
え
る
。

5
関
一
雄
「
「
う
つ
し
む
」
と
「
う
つ
く
し
が
る
」
を
め
ぐ
っ
て
1
中
古
仮
名

文
学
用
語
の
一
性
格
1
」
（
「
山
口
国
文
」
第
五
号
〈
一
九
八
二
年
〉
）

6
関
一
雄
「
「
か
な
し
ぶ
」
「
か
な
し
む
」
「
か
な
し
が
る
」
小
考
一
中
古
仮
名

 
文
学
の
用
例
に
つ
い
て
一
L
（
「
山
口
国
文
」
第
四
号
く
一
九
八
一
年
V
）

 
 
こ
の
拙
稿
に
つ
い
て
は
、
阿
部
健
二
氏
が
「
か
な
し
ぶ
・
か
な
し
む
」
孜

1
『
今
昔
物
語
集
』
を
中
心
に
l
L
（
『
国
語
文
法
史
論
考
』
〈
一
九
八
六
年
〉

 
所
収
）
で
批
判
を
加
え
ら
れ
た
。
傾
聴
す
べ
き
指
摘
も
少
な
く
な
い
が
、
『
源

 
氏
物
語
』
の
用
例
の
み
に
つ
い
て
言
え
ば
「
か
な
し
ぶ
」
は
「
漢
文
訓
読
語
」

 
で
は
な
く
、
「
か
な
し
ぶ
」
と
「
か
な
し
む
」
は
、
”
同
一
語
に
お
け
る
語
形

（142）



の
ゆ
れ
”
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
氏
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
氏
に
教
示
を

得
た
か
っ
た
の
は
「
か
な
し
が
る
」
を
ど
う
考
え
る
か
で
あ
る
が
、
同
著
は

遺
稿
論
文
集
で
あ
り
、
今
は
叶
わ
ぬ
思
い
と
な
っ
た
。
今
更
の
如
く
氏
の
早

世
を
悼
み
悲
し
む
。
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