
「
ず
し
て
」
の
意
味

主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析

関

一

雄

 
 
要
 
旨

 
「
ず
し
て
」
と
「
で
」
の
相
違
は
一
般
に
、
「
漢
文
訓
読
語
」
対
「
和
文
語
」

と
い
う
位
相
差
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
そ
の
用
法
を
微
細
に
見
る
と
、
「
ず
し
て
」
は
〔
～
シ
ナ
イ
マ
マ

デ
（
ー
シ
ナ
イ
状
態
デ
）
〕
の
意
を
表
し
、
「
で
」
の
〔
～
セ
ズ
（
～
シ
ナ
ク
テ
）
〕

と
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
前
者
は
、
「
ず
＋
し
て
」
と
分
析
さ
れ
る
否
定
順

態
接
続
の
状
態
表
現
で
あ
り
、
後
者
は
、
接
続
助
詞
「
て
」
の
対
義
に
な
る
否

定
単
純
接
続
表
現
で
、
文
脈
に
依
存
し
て
稀
に
は
否
定
逆
態
接
続
表
現
の
用
例

も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
形
容
詞
語
尾
＋
し
て
」
の
「
く
し
て
」
「
し
く
し

て
」
対
「
形
容
詞
語
尾
＋
て
」
の
「
く
て
」
「
し
く
て
」
、
及
び
形
容
動
詞
語
尾

「
に
」
に
「
し
て
」
「
て
」
の
下
接
し
た
、
「
に
し
て
」
対
「
に
て
」
の
対
立
に

お
い
て
も
同
様
に
説
明
で
き
る
。

 
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
等
の
作
り
物
語
で
、
「
ず
し
て
」
が
主
に
会

話
文
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
固
定
的
・
限
定
的
な
意
味
が
、
会
話
主
体
の

聞
き
手
に
対
す
る
正
確
な
伝
達
に
と
っ
て
有
効
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

 
「
ず
し
て
」
が
漢
文
訓
読
（
訓
点
）
に
多
く
用
い
ら
れ
た
の
も
、
そ
れ
が
漢

文
（
中
国
語
文
）
を
日
本
語
に
訳
す
に
当
た
っ
て
、
よ
り
正
確
で
あ
る
こ
と
が

期
せ
ら
れ
る
読
解
の
次
元
で
は
適
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

 
一
方
、
和
文
（
文
学
作
品
）
に
お
け
る
「
で
」
は
、
表
現
主
体
（
作
者
）
の

用
語
選
択
（
言
葉
選
び
）
の
中
で
、
「
ず
」
「
ず
し
て
」
と
の
意
味
差
を
意
識
し

て
使
わ
れ
た
も
の
で
、
表
現
の
次
元
で
の
用
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

 
鎌
倉
時
代
の
い
わ
ゆ
る
和
漢
混
清
文
で
は
、
「
ず
し
て
」
と
「
で
」
が
、
地

の
文
・
会
話
文
の
区
別
は
な
く
て
、
も
っ
ぱ
ら
意
味
差
に
基
づ
い
て
使
い
分
け

ら
れ
て
い
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
作
者
に
よ
る
主
体
的
な
用
語
選
択
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
作
者
と
そ
の
基
準
こ
そ
違
え
、
本
質
と
し
て
は
同
じ

と
考
え
ら
れ
る
。

 
 
0
通
行
の
辞
書
の
解
説
の
問
題
点

二
〇
〇
一
年
に
「
ず
し
て
」
に
つ
い
て
三
つ
の
辞
書
の
解
説
が
出
そ
ろ
っ
た
。

 
A
「
（
略
）
中
古
、
「
ず
し
て
」
は
主
と
し
て
漢
文
訓
読
系
の
文
中
に
用
い
ら
れ
、

 
 
 
仮
名
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、
和
歌
や
男
性
の
会
話
文
な
ど
を
除
い
て

 
 
 
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
「
で
」
ま
た
は
中
止
法
の

 
 
 
「
ず
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
L
（
『
日
本
国
立
大
辞
典
第
二
版
』
の
語
誌

（66）



 
 
 
の
欄
）

 
B
「
（
略
）
（
「
ず
し
て
」
は
）
平
安
時
代
に
入
る
と
、
主
と
し
て
漢
文
訓
読
系

 
 
 
の
文
章
の
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
和
文
で
は
、
「
ず
し
て
」
に

 
 
 
か
わ
っ
て
接
続
助
詞
「
で
」
や
連
用
申
止
法
で
の
「
ず
」
が
多
く
使
わ

 
 
 
れ
、
「
ず
し
て
」
は
和
歌
や
男
性
の
会
話
文
中
な
ど
に
限
ら
れ
る
よ
う

 
 
 
で
あ
る
。
L
（
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
の
語
誌
の
欄
）

 
C
「
（
略
）
「
さ
へ
に
」
「
か
な
や
」
の
よ
う
な
複
合
助
詞
形
も
訓
点
に
の
み
存

 
 
 
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
助
詞
と
し
て
は
逆

 
 
 
接
の
「
ど
」
（
訓
点
で
は
「
ど
も
」
）
、
否
定
接
続
の
「
で
」
（
訓
点
で
は

 
 
 
「
ず
し
て
」
）
、
係
助
詞
の
「
な
む
」
（
「
な
も
」
）
な
ど
が
あ
る
。
（
略
）
L

 
 
 
（
傍
線
は
、
関
）

 
 
 
（
『
訓
点
語
辞
典
』
〈
二
〇
〇
一
年
〉
の
訓
点
語
概
説
中
の
【
和
文
語
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訓
点
語
の
文
法
面
で
の
相
違
】
の
一
節
）

 
こ
の
三
つ
の
解
説
に
は
共
通
の
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
ず
し
て
」
と
「
で
」

を
同
意
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
A
と
B
に
は
両
者
の
意
味
記
述
も
見
ら
れ

る
の
で
、
そ
こ
を
参
照
し
て
対
比
し
て
み
る
と
、
右
の
よ
う
に
言
え
る
。
C
も

引
用
の
記
述
か
ら
し
て
は
、
同
意
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
な
さ
れ
て
い
る
と
見

て
、
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

 
次
に
、
A
と
B
の
記
述
は
果
た
し
て
事
実
に
即
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
疑

義
が
あ
る
。
か
り
に
事
実
を
述
べ
て
い
る
と
し
て
も
、
何
故
こ
う
な
の
か
、
に

つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
説
明
の
無
い
単
な
る
記
載
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持

た
な
い
。

 
さ
て
、
二
つ
の
異
な
る
語
形
が
同
意
で
あ
る
か
否
か
の
検
討
は
、
同
一
の
資

料
・
作
品
申
で
な
さ
れ
て
始
め
て
確
か
な
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で

「
ず
し
て
」
の
意
味
 
一
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析
一

は
こ
の
考
え
方
か
ら
、
一
つ
一
つ
の
資
料
ご
と
に
「
ず
し
て
」
と
「
で
」
と
の

意
味
差
の
有
無
を
検
討
す
る
。
但
し
、
同
一
の
資
料
に
片
方
し
か
見
い
だ
せ
な

い
場
合
は
、
関
連
す
る
語
形
の
ペ
ア
を
採
り
上
げ
て
、
そ
れ
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
試
み
る
。

 
【
①
の
類
の
番
号
の
用
例
は
「
ず
し
て
」
の
も
の
（
太
傍
線
を
付
す
）
、
i

 
 
の
類
の
番
号
そ
れ
は
「
で
」
（
波
傍
線
を
付
す
）
、
そ
の
他
は
そ
れ
ぞ
れ
異

 
 
な
る
類
の
番
号
と
傍
線
で
区
別
す
る
。
】

 
 
1
『
古
今
和
歌
集
仮
名
序
』
の
「
ず
し
て
」
1
「
～
に
し
て
」
と
「
～
に

 
 
 
 
て
」
、
「
～
く
し
て
」
と
「
～
く
て
」
の
相
違
を
通
し
て
一

 
『
仮
名
序
』
に
は
、
周
知
の
ご
と
く
古
注
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
割
注
で
記
さ

れ
て
い
る
本
が
多
く
、
そ
の
文
申
に
は
「
で
」
も
散
見
さ
れ
る
が
、
古
注
は
後
 
 
刀

人
の
書
き
込
ん
だ
も
の
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
り
、
同
一
資
料
と
し
て
扱
う
の
 
 
防

は
こ
こ
で
は
問
題
が
あ
る
の
で
、
考
察
の
外
に
お
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
「
で
」

の
用
例
は
無
い
の
で
、
関
連
す
る
語
形
（
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
中
に
も
示
し
た
も
の
）

の
例
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

ω
ち
は
や
ぶ
る
神
世
に
は
、
う
た
の
も
じ
も
さ
だ
ま
ら
ず
、
す
な
ほ
に
し
て
、

 
事
の
心
わ
き
が
た
か
り
か
り
け
ら
し
。

②
春
の
花
に
ほ
ひ
、
す
く
な
く
し
て
、
む
な
し
き
名
の
み
、
秋
の
よ
の
な
が
き

 
を
か
こ
て
れ
ば
、

 
【
春
ノ
花
ノ
美
シ
サ
ハ
、
殆
ド
ナ
ク
シ
テ
、
実
質
ノ
無
イ
評
判
ノ
ミ
、
秋
ノ

 
 
夜
ノ
長
イ
ノ
ヲ
嘆
イ
テ
イ
ル
ノ
デ
、
】

㈹
宇
治
山
の
賢
き
せ
ん
は
、
こ
と
ば
か
す
か
に
し
て
、
は
じ
め
を
は
り
、
た
し

 
か
な
ら
ず
。



「
ず
し
て
」
の
意
味
 
一
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析
1

 
【
宇
治
山
ノ
僧
喜
撰
ハ
、
言
葉
が
不
明
瞭
テ
ア
ッ
テ
、
首
尾
が
一
貫
シ
ナ
イ
。
】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

ヱ
ふ
ん
や
の
や
す
ひ
で
は
、
こ
と
ば
た
く
み
に
て
、
そ
の
さ
ま
身
に
お
は
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

 
【
文
屋
康
秀
ハ
、
言
葉
ハ
巧
ミ
ダ
ガ
、
ソ
ノ
姿
が
作
者
ノ
品
格
二
合
ワ
ナ
イ
。
】

2
あ
り
は
ら
の
な
り
は
ら
は
、
そ
の
心
あ
ま
り
て
、
こ
と
ば
た
ら
ず
。
し
ぼ
め

 
 
 
 
 
 
 
 

 
る
花
の
、
色
な
く
て
、
に
ほ
ひ
の
こ
れ
る
が
ご
と
し
。

 
【
在
原
業
平
ハ
、
ソ
ノ
情
感
ハ
溢
レ
テ
イ
ル
ガ
、
表
現
が
未
熟
ダ
。
萎
ン
ダ

 
 
花
ガ
、
色
ハ
金
聾
テ
イ
ル
ガ
、
匂
イ
ガ
残
ッ
テ
イ
ル
ヨ
ウ
ナ
モ
ノ
ダ
。
】

ω
ω
㈹
の
よ
う
な
「
～
に
し
て
」
「
一
く
し
て
」
は
、
一
部
に
現
代
語
訳
も
試

み
て
み
た
よ
う
に
、
順
態
接
続
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
㈲
の
訳

〔
デ
ア
ッ
テ
〕
が
示
す
ご
と
く
状
態
の
意
が
加
わ
る
。
こ
れ
は
「
し
て
」
の
表

す
も
の
で
あ
る
。
②
の
訳
に
示
し
た
よ
う
に
現
代
語
に
も
〔
ナ
ク
シ
テ
〕
が
生

き
て
い
る
。

 
こ
れ
に
対
し
、
エ
2
の
「
一
に
て
」
「
～
く
て
」
は
、
逆
態
接
続
表
現
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

 
「
ず
し
て
」
は
、
二
例
の
う
ち
、
一
つ
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

①
あ
を
や
ぎ
の
い
と
た
え
ず
、
ま
つ
の
は
の
、
ち
り
う
せ
ず
 
し
て
、
ま
さ
き

 
の
か
づ
ら
、
な
が
く
っ
た
は
り
、
と
り
の
あ
と
、
ひ
さ
し
く
と
“
ま
れ
ら
ば
、

 
う
た
の
さ
ま
を
し
り
、
こ
と
の
心
を
え
た
ら
む
人
は
、
お
ほ
ぞ
ら
の
月
を
見

 
る
が
ご
と
く
に
、
い
に
し
へ
を
あ
ふ
ぎ
て
、
い
ま
を
こ
ひ
ざ
ら
め
か
も
。

 
こ
の
例
は
「
…
…
ず
、
…
…
ず
＋
し
て
」
の
用
法
を
採
る
も
の
で
、
先
行
の

二
つ
の
否
定
表
現
を
「
し
て
」
が
受
け
と
め
て
状
態
表
現
を
加
え
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
後
続
句
「
な
が
く
っ
た
は
り
」
「
ひ
さ
し
く
と
f

ま
れ
ら
ば
」
の
存
続
的
表
現
（
「
ら
（
り
）
」
の
使
用
）
と
呼
応
し
て
い
る
と
見

倣
さ
れ
る
。

 
 
2
『
土
左
日
記
』
の
「
ず
し
て
」
1
「
で
」
と
の
相
違
、
「
な
く
て
」
と
「
な

 
 
 
 
く
し
て
」
の
相
違
と
関
連
さ
せ
て
一

ω
か
ぜ
な
み
や
ま
ね
ば
、
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
に
と
ま
れ
り
。
た
“
う
み
に
な

 
み
な
く
し
て
、
い
つ
し
か
み
さ
き
と
い
ふ
と
こ
ろ
わ
た
ら
ん
と
の
み
な
ん
お

 
も
ふ
q
（
一
月
一
六
日
中

 
【
風
モ
波
モ
止
マ
ナ
イ
ノ
デ
、
ヤ
ハ
リ
同
ジ
所
二
停
泊
シ
テ
イ
ル
。
タ
ダ
、

 
 
海
二
波
が
無
ク
ナ
ッ
テ
（
無
量
デ
）
、
早
ク
御
埼
ト
イ
ウ
所
ヲ
通
り

 
 
過
ギ
タ
イ
ト
バ
カ
リ
思
ウ
。
】

1
か
・
る
あ
ひ
だ
に
、
ひ
と
の
い
へ
の
、
い
け
と
な
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
こ
ひ

 
 
 
 

 
は
な
く
て
、
ふ
な
よ
り
は
じ
め
て
、
か
は
の
も
う
み
の
も
、
こ
と
も
の
ど
も
、

 
な
が
び
つ
に
に
な
ひ
つ
“
け
て
お
こ
せ
た
り
。
（
一
月
七
日
）

 
【
コ
ウ
シ
テ
イ
ル
ウ
チ
ニ
、
ア
ル
人
ノ
家
デ
、
「
池
」
ト
イ
ウ
名
ノ
ア
ル
所

 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

 
 
カ
ラ
、
鯉
ハ
無
イ
ガ
、
鮒
ヲ
ハ
ジ
メ
ト
シ
テ
、
川
ノ
魚
モ
海
ノ
魚
モ
、
ソ

 
 
ノ
他
の
食
物
モ
長
櫃
デ
次
々
ト
カ
ツ
ギ
入
レ
テ
ヨ
コ
シ
テ
ク
レ
タ
。
】

ω
1
の
「
～
く
し
て
」
「
～
く
て
」
の
意
味
差
は
『
古
今
仮
名
序
』
の
例
と
全

 
く
お
な
じ
で
あ
る
。

「
ず
し
て
」
は
、

①
お
も
し
ろ
し
と
み
る
に
た
へ
ず
し
て
、
ふ
な
び
と
の
よ
め
る
う
た
、
（
一
月

 
九
日
）

②
か
く
あ
る
を
み
つ
・
こ
ぎ
ゆ
く
ま
に
く
や
ま
も
う
み
も
み
な
く
れ
、
よ
ふ

 
け
て
、
に
し
ひ
ん
が
し
も
み
え
ず
し
て
、
て
け
の
こ
と
、
か
ち
と
り
の
こ
・

 
う
に
ま
か
せ
つ
。
（
一
月
九
日
）

の
よ
う
に
、
「
耐
ふ
」
「
見
ゆ
」
の
二
つ
の
動
詞
に
下
接
し
て
お
り
、
殊
に
「
耐

［68）



ふ
し
の
例
は
①
の
他
に
5
例
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

 
「
で
」
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

ー
か
ち
と
り
も
の
の
あ
は
れ
も
し
ら
で
、
お
の
れ
し
さ
け
を
く
ら
ひ
つ
れ
ば
、

 
は
や
く
い
な
ん
と
て
、
（
一
二
月
二
七
日
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

且
こ
の
か
う
や
う
に
も
の
も
て
く
る
ひ
と
に
、
な
ほ
し
も
え
あ
ら
で
、
い
さ
・

 
け
わ
ざ
せ
さ
す
。
（
一
月
四
日
）

…m

ﾆ
ま
り
に
い
た
り
て
、
お
き
な
び
と
ひ
と
り
、
た
う
め
ひ
と
り
、
あ
る
が
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
か
に
ご
・
ち
あ
し
み
し
て
、
も
の
も
も
の
し
た
ば
で
、
ひ
そ
ま
り
ぬ
。
（
一

 
月
九
日
）

 
 
 
 
 
 
 
ヨ

■W

ﾓ
ね
も
い
だ
さ
で
い
た
づ
ら
な
れ
ば
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
、
（
一
月
一
八
日
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

v
か
く
た
い
ま
つ
れ
ど
も
、
も
は
ら
か
ぜ
や
ま
で
、
い
や
ふ
き
に
、
い
や
た
ち

 
に
、
か
ぜ
な
み
の
あ
や
ふ
け
れ
ば
、
（
二
月
五
日
）

の
よ
う
に
、
「
知
る
」
「
あ
り
」
「
賜
ぶ
」
「
出
だ
す
」
「
止
む
」
の
五
つ
の
動
詞

に
下
接
し
て
い
る
が
、
殊
に
「
あ
り
」
に
は
、
h
の
他
に
二
例
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
後
述
す
る
。

 
 
3
『
竹
取
物
語
』
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
ず
し
て
」
1
主
に
、
会
話
文

 
 
 
 
に
用
例
の
見
ら
れ
る
理
由
1

『
竹
取
物
語
』
の
例
は
次
の
一
例
で
あ
る
。

①
竹
取
の
翁
は
し
り
入
り
て
い
は
く
、
「
（
略
）
な
に
を
も
ち
て
か
と
か
く
申
す

 
べ
き
。
旅
の
御
姿
な
が
ら
、
わ
が
御
家
に
も
寄
り
給
は
ず
し
て
お
は
し
た
り
。

 
は
や
こ
の
皇
子
に
あ
ひ
仕
ふ
ま
つ
り
給
へ
」
と
言
ふ
に
、
（
か
ぐ
や
姫
ハ
）
物
も

 
 
 
ヌ

 
言
は
で
、
つ
ら
づ
ゑ
を
つ
き
て
、
い
み
じ
う
な
げ
か
し
げ
に
思
ひ
た
り
。

「
ず
し
て
」
の
意
味
 
-
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
蓬
莱
の
玉
の
枝
）

 
こ
の
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
竹
取
翁
の
会
話
に
続
く
地
の
文
で
は
、
「
で
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
次
の
一
〇
例
で
あ
る
。

②
（
俊
蔭
）
「
（
略
）
昔
、
宣
旨
に
適
ひ
て
、
度
々
の
試
み
を
賜
は
り
て
、
唐
土
に

 
渡
さ
れ
ぬ
。
父
母
あ
ひ
見
ず
し
て
、
長
く
別
れ
て
、
悲
し
び
は
あ
ま
り
あ
り

 
と
言
へ
ど
も
、
学
び
仕
う
ま
つ
る
勇
み
は
な
し
。
（
略
）
」
（
俊
蔭
）

③
（
一
条
北
の
方
）
「
（
略
）
価
問
は
れ
ば
、
『
千
五
百
』
と
い
ら
へ
よ
。
せ
め
て
問

 
は
る
る
も
の
な
ら
ば
、
人
に
聞
か
せ
ず
し
て
、
お
と
ど
に
、
『
（
略
）
』
と
言
へ
」

 
（
忠
こ
そ
）
【
女
性
の
会
話
文
例
】

④
（
正
頼
↓
妻
大
宮
）
「
（
略
）
か
ね
て
よ
り
、
『
一
つ
の
こ
と
も
欠
か
ず
し
て
、
た
だ
、

 
年
の
返
ら
ば
、
候
は
せ
奉
ら
む
』
と
こ
そ
思
ひ
し
か
。
（
略
）
」
（
嵯
峨
の
院
）

 
「
前
々
カ
ラ
、
『
一
ツ
ノ
コ
ト
モ
手
ヲ
抜
カ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
シ
テ
イ
テ
、
タ
ダ
、

 
 
年
が
改
マ
ッ
タ
ナ
ラ
バ
、
参
上
サ
セ
ヨ
ウ
』
ト
思
ッ
テ
イ
マ
シ
タ
。
」
】

⑤
（
左
衛
門
督
ノ
歌
）
我
頼
む
千
歳
の
陰
は
漏
ら
ず
し
て
松
風
の
み
ぞ
涼
し
か
ら
な

 
む
（
祭
の
使
）

⑥
か
く
て
、
御
神
楽
に
出
で
立
ち
給
ふ
。
（
略
）
御
車
二
十
ば
か
り
、
四
位
・
五

 
位
数
知
ら
ず
し
て
、
桂
川
に
出
で
給
ふ
。
（
祭
の
使
）
【
地
の
文
例
】

 
【
コ
ウ
シ
テ
、
御
神
楽
ヲ
催
ス
タ
メ
ニ
（
桂
殿
二
）
出
立
ナ
サ
ル
。
（
略
）
御

 
 
車
ハ
ニ
十
両
ホ
ド
、
四
位
・
五
位
ノ
者
タ
チ
が
数
が
分
カ
ラ
ナ
イ
状
態
デ

 
 
（
ナ
イ
ホ
ド
襲
業
ヲ
シ
テ
）
、
桂
川
ニ
オ
着
キ
ニ
ナ
ル
。
】

⑦
（
博
士
達
）
「
季
英
、
ま
こ
と
に
悟
り
侍
る
者
な
り
。
さ
れ
ど
、
し
が
魂
定
ま

 
ら
ず
し
て
、
朝
廷
に
仕
う
ま
つ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
（
略
）
」
（
祭
の
使
）

⑧
（
山
臥
〈
忠
こ
そ
〉
↓
朱
雀
院
）
「
（
略
）
『
親
を
害
す
る
罪
よ
り
も
ま
さ
る
罪
や
侍
ら
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「
ず
し
て
」
の
意
味
 
-
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析
一

 
む
』
と
、
魂
静
ま
ら
ず
し
て
、
す
み
や
か
に
ま
か
り
籠
り
て
、
（
略
）
年
ご
ろ

 
に
な
り
侍
り
ぬ
し
（
吹
上
 
下
）

 
【
「
『
親
ノ
機
嫌
ヲ
損
ネ
ル
罪
ヨ
リ
モ
重
イ
罪
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ン
』
ト
存
ジ
、

 
 
心
ノ
静
マ
ラ
ナ
イ
マ
マ
ニ
、
タ
メ
ラ
ワ
ズ
直
チ
ニ
、
（
鞍
馬
二
）
引
キ
コ

 
 
モ
リ
マ
シ
テ
、
（
略
）
モ
ウ
何
年
ニ
モ
ナ
リ
マ
シ
タ
」
】

⑨
（
致
仕
大
臣
）
「
我
、
昔
よ
り
、
食
ふ
べ
き
物
も
食
は
ず
、
着
る
べ
き
物
も
着

 
ず
し
て
、
天
の
下
、
そ
し
ら
れ
を
取
り
、
世
界
に
名
を
施
し
て
、
財
を
蓄

 
へ
し
こ
と
は
、
死
ぬ
べ
き
里
な
れ
ど
、
（
略
）
」
（
あ
て
宮
）

⑩
（
大
将
く
仲
忠
v
↓
嵯
峨
の
院
）
「
思
ひ
か
し
こ
ま
り
て
承
り
ぬ
。
し
ば
し
ば
候
ひ

 
ぬ
べ
き
を
、
公
私
と
、
え
避
ら
ぬ
こ
と
ど
も
に
明
け
暮
ら
し
、
暇
候
は
ず
し

 
て
な
む
。
宮
の
御
こ
と
は
、
な
に
が
し
が
取
り
申
し
つ
る
こ
と
に
も
侍
ら
ず
。

 
（
略
）
」
（
楼
の
上
 
上
）

⑪
（
嵯
峨
の
院
消
息
）
「
（
略
）
故
治
部
卿
の
朝
臣
、
公
人
と
し
て
侍
り
し
跡
だ
に
。

 
身
を
朝
廷
に
従
へ
て
、
唐
土
の
使
に
ま
う
で
、
仇
の
風
に
会
ひ
て
、
多
く
の

 
年
、
父
母
の
顔
も
あ
ひ
見
ず
し
て
、
悲
し
き
目
を
見
て
、
（
略
）
」
（
楼
の
上

 
下
）

 
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
一
〇
例
の
う
ち
八
例
が
会
話
文
の
例
で
、
多
く
は

男
性
の
も
の
で
あ
る
が
、
③
の
一
例
は
、
女
性
の
も
の
で
、
男
性
の
会
話
語
と

は
断
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
ず
し
て
」
の
意
味
は
、
④
⑥
⑧
に
示
し
た
よ
う

に
〔
ナ
イ
マ
マ
ニ
（
ナ
イ
状
態
デ
）
〕
と
解
さ
れ
、
『
古
今
仮
名
序
』
『
土
左
日
記
』

と
共
通
す
る
。
ま
た
、
⑪
の
例
は
、
②
を
受
け
て
下
蔭
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

②
で
は
「
長
く
別
れ
て
」
の
前
に
「
あ
ひ
見
ず
し
て
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
こ
の
例
で
は
反
対
に
、
「
多
く
の
年
」
が
先
に
出
て
、
「
あ
ひ
見
ず
し

て
し
が
続
く
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
ず
し
て
」
が
〔
ナ
イ
マ
マ
ニ
〕
と
い
う

状
態
の
継
続
（
無
変
化
）
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
二
つ
の
物
語
の
作
者
は
、
「
で
」
の
文
脈
に
依
存
し
て
順
接
に
も
逆
接

に
も
な
り
得
る
も
の
と
は
対
蹟
的
な
、
如
上
の
よ
う
な
限
定
的
意
味
の
「
ず
し

て
」
を
主
に
会
話
文
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
会
話
語
と
し
て
聞
き
手
へ
の
伝

達
の
的
確
さ
を
際
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。

 
 
4
『
源
氏
物
語
』
の
「
ず
し
て
」
1
『
蜻
蛉
日
記
』
の
一
例
に
も
か
か
わ
っ

 
 
 
 
て
一

①
（
博
士
）
「
か
く
ば
か
り
の
、
し
る
し
と
あ
る
な
に
が
し
を
知
ら
ず
し
て
や
、

 
お
ほ
や
け
に
は
仕
う
ま
つ
り
た
ぶ
。
は
な
は
だ
を
こ
な
り
」
（
源
氏
物
語
・

 
乙
女
）

②
（
常
陸
介
）
「
こ
の
頃
の
御
徳
な
ど
の
心
も
と
な
か
ら
ん
事
は
、
な
の
た
ま
ひ
そ
。

 
な
に
が
し
、
い
た
f
き
に
も
捧
げ
た
て
ま
つ
り
て
む
。
心
も
と
な
く
、
「
何

 
を
飽
か
ぬ
」
と
か
思
す
べ
き
。
た
と
ひ
、
敢
へ
ず
し
て
、
仕
う
ま
つ
り
さ
し

 
つ
と
も
、
残
り
の
宝
も
の
、
領
じ
侍
る
所
く
、
一
つ
に
て
も
、
又
、
取
り

 
争
ふ
べ
き
人
な
し
。
（
略
）
L
（
源
氏
物
語
・
東
屋
）

③
（
源
氏
↓
大
宮
）
「
さ
る
は
、
か
の
知
り
給
ふ
べ
き
人
を
な
む
、
思
ひ
ま
が
ふ
る

 
こ
と
侍
り
て
、
不
意
に
た
つ
ね
と
り
て
侍
る
を
。
そ
の
折
は
、
「
さ
る
ひ
が

 
わ
ざ
」
と
も
、
あ
か
し
侍
ら
ず
あ
り
し
か
ば
、
あ
な
が
ち
に
、
こ
と
の
心
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
尋
ね
か
へ
さ
む
事
も
侍
ら
で
、
た
f
さ
る
も
の
・
く
さ
の
少
な
き
を
、
「
か

 
ご
と
に
て
も
、
何
か
は
と
、
思
う
た
ま
へ
許
し
て
、
を
さ
く
睦
び
も
芋
侍

 
ら
ず
し
て
、
年
月
は
べ
り
つ
る
を
。
（
略
）
」
（
源
氏
物
語
・
行
幸
）

 
「
実
ハ
、
ア
ノ
内
大
臣
（
以
前
の
頭
中
将
）
ガ
オ
世
話
ナ
サ
ル
ハ
ズ
ノ
人
（
玉
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塁
）
を
、
思
イ
違
イ
を
致
シ
タ
事
情
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
、
偶
然
ニ
モ
引
キ

 
 
取
ッ
テ
オ
リ
マ
ス
ケ
レ
ド
。
ソ
ノ
当
座
ハ
、
当
人
（
玉
垂
）
タ
チ
ハ
、
「
間

 
 
違
ッ
テ
イ
ル
」
ト
モ
、
ハ
ッ
キ
リ
サ
セ
テ
ク
レ
マ
セ
ン
マ
マ
デ
ア
リ
マ
シ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

 
 
タ
ノ
デ
、
強
イ
テ
、
事
情
ヲ
詮
議
ダ
テ
ス
ル
コ
ト
モ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ン
デ
、

 
 
タ
ダ
子
供
ノ
少
ナ
イ
物
足
リ
ナ
サ
カ
ラ
、
「
コ
レ
ガ
ロ
実
デ
ア
ッ
テ
モ
カ

 
 
マ
ウ
コ
ト
ハ
ナ
イ
」
ト
、
自
分
ヲ
納
得
サ
セ
マ
シ
テ
、
ポ
ト
ン
ド
親
身
ニ

 
 
ナ
ッ
テ
世
話
ヲ
致
サ
ナ
イ
マ
マ
ニ
、
年
月
が
過
信
テ
シ
マ
イ
マ
シ
タ
ガ
。
L
】

○
さ
て
、
年
ご
ろ
、
思
へ
ば
、
な
ど
に
か
あ
ら
ん
、
つ
い
た
ち
の
日
は
、
見
え

 
ず
し
て
や
む
よ
な
か
り
き
、
さ
も
や
と
お
も
ふ
ご
・
ろ
っ
か
ひ
せ
ら
る
。
（
蜻

 
蛉
日
記
・
天
禄
二
年
一
月
）

 
【
サ
テ
、
何
年
モ
ノ
問
、
思
エ
バ
、
ド
ウ
シ
タ
ワ
ケ
ダ
ロ
ウ
、
元
日
ハ
、
顔

 
 
ヲ
見
セ
ナ
イ
マ
マ
ニ
終
ワ
ッ
テ
シ
マ
ウ
時
ハ
ナ
カ
ッ
タ
。
今
日
モ
来
テ
ク

 
 
レ
ル
カ
ト
心
遣
イ
サ
レ
ル
。
】

 
右
の
用
例
の
う
ち
で
、
長
く
引
用
し
た
③
の
「
ず
あ
り
」
「
で
」
「
ず
し
て
」

の
三
つ
は
、
意
味
に
微
妙
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
「
ず
あ
り
」
と
「
ず
し
て
」

の
意
味
は
酷
似
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
意
と
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
「
ず
あ
り
」
は
、

過
去
表
現
の
助
動
詞
「
き
（
し
か
）
」
が
下
接
す
る
た
め
に
、
こ
の
言
い
方
と

な
り
、
「
ず
し
て
」
は
現
在
表
現
で
あ
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
ラ
変
の
「
あ
り
」

と
サ
変
の
「
す
」
の
意
味
は
基
本
的
に
相
違
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
用
法
で
は
、

状
態
性
の
表
現
と
し
て
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

①
の
博
士
、
②
の
常
陸
介
の
会
話
の
「
ず
し
て
」
も
〔
ナ
イ
マ
マ
ニ
〕
の
意
に

採
れ
ば
文
意
に
適
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
二
人
の
人
物
が
共
通
し
て
漢
文
訓

読
に
通
暁
し
て
い
た
と
は
考
え
る
の
は
如
何
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
更
に
注
目

す
べ
き
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、
前
掲
の
よ
う
な
「
ず
し
て
」
が
一
例
地
の

「
ず
し
て
」
の
意
味
-
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析
1

文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
作
者
が
こ
こ
で
、
「
見
え
ず
し
て
」
を
用
い

 
 
 
 
 
 
ヨ

た
の
は
、
「
見
え
で
」
〔
顔
ヲ
見
高
ナ
イ
デ
〕
の
表
現
で
は
作
者
の
思
い
を
読
者

に
的
確
に
は
伝
達
し
難
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
前
節
の
『
竹
取
物
語
』
『
う

つ
ほ
物
語
』
、
さ
ら
に
は
右
の
『
源
氏
物
語
』
の
会
話
語
に
使
わ
れ
た
「
ず
し
て
」

と
同
一
の
用
法
と
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

 
 
5
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
の
「
ず
な
ど
し
て
」
一
『
源
氏
物
語
』

 
 
 
 
で
「
ず
し
て
」
が
地
の
文
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
一

①
こ
の
娘
、
か
く
め
で
た
う
、
春
宮
に
も
、
「
参
ら
せ
よ
」
な
ど
の
た
ま
は
す

 
れ
ど
、
え
宮
仕
へ
な
ど
に
も
出
だ
さ
ず
な
ど
し
て
あ
り
け
る
に
、
（
う
つ
ほ

 
物
語
・
嵯
峨
の
院
）

②
君
は
、
を
と
こ
君
の
お
は
せ
ず
な
ど
し
て
、
さ
う
ざ
う
し
き
夕
暮
な
ど
ば
か

 
り
ぞ
、
尼
君
を
恋
ひ
聞
え
給
ひ
て
、
う
ち
な
き
な
ど
し
給
へ
ど
、
宮
を
ば
、

 
こ
と
に
思
ひ
出
で
聞
え
給
は
ず
。
（
源
氏
物
語
・
若
紫
）

③
司
召
の
頃
、
こ
の
宮
の
人
は
、
給
は
る
べ
き
官
も
得
ず
、
大
方
の
道
理
に
て

 
も
、
か
な
ら
ず
あ
る
べ
き
加
階
な
ど
を
だ
に
、
せ
ず
な
ど
し
て
、
嘆
く
類
多

 
か
り
。
（
源
氏
物
語
・
賢
木
）

④
（
明
石
上
ハ
源
氏
ガ
）
す
ぎ
た
り
と
お
ぼ
す
ば
か
り
の
こ
と
は
、
し
い
で
ず
。
又
、

 
い
た
く
卑
下
せ
ず
な
ど
し
て
、
御
心
お
き
て
に
、
も
て
謂
ふ
事
な
く
て
、
い

 
と
め
や
す
く
そ
あ
り
け
る
。
（
源
氏
物
語
・
薄
雲
）

 
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
「
ず
し
て
」
が
地
の
文
に
一
例
で
は
あ
る
が
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
い
の
は
、
右
に

挙
げ
た
よ
う
に
、
「
ず
し
て
」
に
意
味
の
極
め
て
近
い
「
ず
な
ど
し
て
」
が
、

地
の
文
の
用
語
と
し
て
意
図
的
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
②
で
は
、
「
お
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「
ず
し
て
」
の
意
味
！
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析
1

は
せ
ず
な
ど
し
て
し
が
、
後
続
句
の
点
線
部
「
う
ち
な
き
な
ど
し
（
給
へ
ど
）
」

と
呼
応
的
に
用
い
ら
れ
、
「
（
な
ど
）
し
て
」
の
「
し
」
が
サ
変
動
詞
と
し
て
の

働
き
（
叙
述
性
）
を
な
し
て
い
る
。
③
で
は
、
先
行
句
「
得
ず
」
を
、
「
せ
ず

な
ど
」
が
受
け
、
こ
の
二
つ
の
打
ち
消
し
表
現
が
、
「
し
て
」
で
動
作
表
現
を

付
加
さ
れ
て
い
る
。
④
も
同
じ
で
、
「
…
…
ず
…
…
な
ど
し
て
」
の
呼
応
が
な

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
…
…
ず
…
…
ず
し
て
」
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
「
な

ど
」
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
述
し
た
通
り
、
「
し
（
す
）
」
が
動
詞
と
し

て
の
本
来
の
働
き
を
し
て
い
る
か
ら
で
、
「
ず
し
て
」
の
「
し
」
の
多
分
に
形

式
化
し
た
の
と
は
違
い
を
認
め
ら
れ
よ
う
。

 
 
6
『
賀
茂
保
憲
女
童
』
序
文
の
「
ず
し
て
」
-
順
接
状
態
表
現
と
し
て
の

 
 
 
 
特
質
1

①
さ
れ
ど
人
の
心
あ
は
ず
し
て
、
を
か
し
き
こ
と
は
す
く
な
く
し
て
、
う
き
こ

 
と
は
お
ほ
か
り
、

②
か
い
を
ば
た
も
た
ず
し
て
、
こ
と
ぶ
き
を
た
も
て
る
さ
ま
ど
も
、

③
う
ぐ
ひ
す
の
は
ぶ
き
の
は
な
を
た
た
ず
し
て
、
く
れ
ゆ
く
は
る
を
を
し
む
、

④
ち
ぎ
れ
る
月
日
を
ま
ち
て
、
し
の
び
の
つ
ま
を
と
ら
ず
し
て
と
し
ふ
れ
ど
、

⑤
は
か
な
き
こ
と
た
て
た
る
は
が
に
か
か
れ
る
と
り
、
ゑ
に
う
た
れ
ん
こ
と
を

 
し
ら
ず
し
て
、
て
る
ひ
と
を
か
へ
り
見
み
る
さ
を
し
か
、

⑥
よ
を
そ
む
き
た
る
ほ
ふ
し
こ
そ
は
、
も
の
の
い
の
ち
を
こ
ろ
さ
ず
し
て
、
こ

 
の
み
を
の
み
は
こ
き
く
へ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

ー
か
ら
に
し
き
お
も
し
ろ
し
と
い
へ
ど
、
つ
ひ
に
た
え
で
や
は
あ
る
、
お
も
し

 
ろ
き
さ
く
ら
、
つ
ね
に
ち
ら
ず
は
、
ひ
と
に
い
と
は
れ
な
ん
、

ω
を
か
し
き
こ
と
は
す
く
な
く
し
て
、
う
き
こ
と
は
お
ほ
か
り
、
（
こ
の
例
は

 
前
掲
①
の
再
掲
出
）

勿
さ
れ
ど
も
ひ
と
の
し
ろ
と
て
あ
は
れ
び
は
、
め
こ
な
く
し
て
、
せ
う
よ
う
す

 
と
て
、
は
る
は
ね
の
び
と
て
、
の
べ
に
い
で
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

ヱ
し
も
は
、
あ
さ
ご
と
に
お
き
ま
さ
る
、
し
ろ
た
へ
の
月
見
る
人
も
な
く
て
、

 
む
ば
た
ま
の
す
み
を
お
こ
し
て
、
か
し
ら
を
つ
ど
へ
て
も
の
が
た
り
を
し
て
、

2
世
評
は
じ
ま
り
け
る
と
き
、
む
か
し
は
に
は
た
た
き
と
い
ふ
と
り
の
ま
ね
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

 
し
て
な
む
、
を
と
こ
女
は
さ
だ
め
け
る
に
、
草
の
た
ね
な
く
て
お
ひ
け
る
は
、

 
こ
の
と
り
の
を
し
へ
た
り
け
る
に
な
ん
あ
り
け
る
、

 
こ
の
家
集
の
序
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
と
そ
れ
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ω
ω
の
「
～
く
し
て
」
が
順
態
接
続
の
状
態
表
現
と
解
し
得
る
の
に
対
し
、
2

の
「
～
く
て
」
は
、
〔
（
草
が
種
ガ
ナ
）
イ
ノ
ニ
〕
の
意
で
、
文
脈
上
の
逆
叉
接

続
と
も
採
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
ω
は
、
①
の
「
ず
し
て
」
の
悪
態
接
続
〔
ナ

イ
状
態
デ
〕
と
と
も
に
後
続
の
「
多
か
り
」
の
状
態
表
現
と
呼
応
し
て
い
る
。

ま
た
、
②
の
「
ず
し
て
」
は
、
後
続
の
「
保
て
る
」
の
存
続
表
現
と
呼
応
す
る
。

更
に
、
④
の
「
ず
し
て
」
は
、
後
続
の
「
年
経
れ
ど
」
と
呼
応
す
る
。

 
③
⑤
⑥
の
「
ず
し
て
」
は
、
後
続
句
と
呼
応
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
順
接
状

態
表
現
と
解
し
得
る
。

 
『
古
今
仮
名
序
』
で
は
、
古
注
は
除
外
し
た
た
め
「
で
」
の
例
は
無
か
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ

が
、
こ
の
序
に
は
一
例
存
し
、
i
の
「
た
え
で
や
は
あ
る
」
は
、
〔
絶
エ
ズ
ニ

ハ
ア
ロ
ウ
カ
〕
の
意
で
、
「
ず
し
て
」
と
明
確
に
相
違
し
、
そ
の
直
後
で
い
っ

た
ん
切
れ
る
用
法
で
は
な
い
。

 
7
『
栄
花
物
語
』
の
「
ず
し
て
」
1
地
の
文
へ
の
進
出
-

こ
こ
で
は
、
「
ず
し
て
」
「
で
」
の
同
じ
巻
で
用
い
ら
れ
た
も
の
を
挙
げ
、

二
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つ
に
意
味
差
の
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

①
一
条
院
に
は
、
御
読
経
、
御
念
仏
な
ど
絶
え
ず
し
て
、
僧
ど
も
の
、
あ
は
れ

 
に
心
細
く
広
き
所
に
人
少
な
に
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、
（
九
 
い
は
か
げ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

i
（
中
宮
）
「
な
ほ
こ
の
こ
と
い
か
で
さ
ら
で
あ
り
に
し
が
な
と
な
ん
思
ひ
は
べ

 
る
。
（
略
）
」
（
九
 
い
は
か
げ
）

 
 
 
 
 
 
 
ヨ

②
n
い
も
寝
ら
れ
で
明
か
さ
せ
た
ま
ひ
、
あ
は
れ
に
思
し
つ
づ
け
ら
る
。
さ
て

 
暁
に
出
で
た
ま
ひ
て
す
な
は
ち
、
御
文
あ
り
。

 
 
 
 
今
朝
は
な
ど
や
が
て
寝
暮
ら
し
起
き
ず
し
て
起
き
て
は
寝
た
く
暮
る

 
 
 
 
る
ま
を
待
つ

 
と
あ
り
。
（
十
四
 
あ
さ
み
ど
り
）

…m

{
の
上
は
や
が
て
こ
の
御
忌
の
ほ
ど
に
、
尼
に
な
り
な
ん
と
思
し
の
た
ま
ヘ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
ば
、
関
白
殿
の
上
も
、
「
た
だ
今
さ
ら
で
も
あ
り
な
ん
」
と
、
制
し
申
さ
せ

 
た
ま
ふ
。
（
十
四
 
あ
さ
み
ど
り
）

③
や
が
て
そ
の
わ
た
り
の
村
、
一
つ
の
里
と
な
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
水
清
う
澄
み
、

 
煙
絶
え
ず
し
て
、
事
の
便
を
賜
せ
て
は
ぐ
く
み
か
へ
り
み
さ
せ
た
ま
ふ
ほ
ど

 
に
、
（
十
五
 
う
た
が
ひ
）

④
（
道
長
）
「
（
略
）
こ
の
火
一
た
び
に
出
で
て
、
今
日
よ
り
後
消
え
ず
し
て
、
わ

 
が
末
の
世
の
人
々
同
じ
く
勤
め
、
三
昧
の
と
も
し
び
を
消
た
ず
か
か
げ
継
ぐ

 
べ
く
は
、
こ
の
火
一
度
に
と
く
出
づ
べ
し
」
と
祈
り
て
打
た
せ
た
ま
ひ
し
に
、

 
（
十
五
 
う
た
が
ひ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

短
殿
の
御
前
、
「
い
か
で
今
は
た
だ
、
祈
り
は
せ
で
、
滅
罪
生
善
の
法
ど
も
お

 
こ
な
は
せ
、
念
仏
の
声
も
絶
え
ず
聞
か
ば
や
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
、
（
十

 
五
 
う
た
が
ひ
）

 
「
ず
し
て
」
四
例
の
内
訳
は
、
地
の
文
の
①
③
の
二
例
、
歌
の
②
の
一
例
、

「
ず
し
て
」
の
意
味
 
-
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析
一

会
話
（
祈
り
の
詞
）
の
④
の
一
例
で
あ
る
。

 
右
に
挙
例
し
た
通
り
同
じ
巻
に
「
で
」
も
用
い
ら
れ
、
「
ず
し
て
」
と
の
意

味
差
の
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

 
こ
の
物
語
で
は
、
『
竹
取
物
語
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
等
の
作
り

物
語
と
異
な
り
、
「
ず
し
て
」
を
会
話
語
と
し
て
用
い
る
と
い
う
技
法
を
捨
て

去
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
に
挙
げ
る
鎌
倉
時
代
の
作
品
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
。 

 
8
『
平
家
物
語
』
の
「
ず
し
て
」
と
「
で
」

①
楽
み
を
き
は
め
、
諌
を
も
お
も
ひ
い
れ
ず
、
天
下
の
み
だ
れ
む
事
を
さ
と
ら

 
ず
し
て
、
民
間
の
亙
る
所
を
し
ら
ざ
（
ツ
）
し
か
ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
、

 
亡
じ
に
し
者
ど
も
な
り
。
（
一
・
祇
園
精
舎
）

 
右
の
「
…
…
ず
…
…
ず
し
て
」
の
用
法
は
、
『
古
今
仮
名
序
』
の
①
、
『
う
つ

 
ほ
物
語
』
の
⑨
の
そ
れ
に
同
じ
。

②
（
祇
王
母
）
「
ま
こ
と
に
わ
ご
ぜ
の
う
ら
む
る
も
こ
と
は
り
な
り
。
さ
や
う
の

 
事
あ
る
べ
し
と
も
し
ら
ず
し
て
、
け
う
く
ん
し
て
ま
い
ら
せ
つ
る
事
の
心
う

 
さ
よ
。
（
略
）
」
（
一
・
祇
王
）

③
（
仏
御
前
）
「
（
略
）
女
の
は
か
な
き
こ
と
、
わ
が
身
を
心
に
ま
か
せ
ず
し
て
、

 
お
し
と
“
め
ら
れ
ま
い
ら
せ
し
事
、
済
う
う
こ
そ
さ
ぶ
ら
ひ
し
か
。
（
略
）
」

 
（
一
・
祇
王
）

④
さ
ば
か
り
の
劒
に
、
束
帯
た
“
し
き
老
者
が
、
も
と
“
り
は
な
（
ツ
）
て
ね

 
り
出
た
り
け
れ
ば
、
わ
か
き
公
卿
殿
上
人
こ
ら
へ
ず
し
て
、
一
同
は
（
ツ
）

 
と
わ
ら
ひ
あ
へ
り
。
（
三
・
公
卿
揃
）

⑤
「
（
略
）
」
と
い
ふ
朗
詠
を
し
て
、
秘
曲
を
下
給
へ
ば
、
神
明
感
応
に
堪
へ
ず
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「
ず
し
て
」
の
意
味
 
i
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析
一

 
し
て
、
宝
殿
大
に
震
動
す
。
（
三
・
大
臣
流
罪
）

 
④
⑤
の
「
こ
ら
へ
ず
し
て
」
「
堪
へ
ず
し
て
」
は
、
『
土
左
日
記
』
の
①
の
「
た

へ
ず
し
て
」
と
類
義
、
同
語
で
あ
る
。
更
に
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
②
の
「
敢

へ
ず
し
て
」
に
も
類
似
し
、
〔
忍
耐
ス
ル
・
シ
遂
ゲ
ル
〕
の
意
を
否
定
す
る
場

合
に
は
、
状
態
表
現
が
選
ば
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑥
（
少
将
）
「
（
略
）
成
経
学
嶋
へ
な
が
さ
れ
て
、
露
の
命
玉
や
ら
ず
し
て
、
二
と

 
せ
を
を
く
（
ツ
）
て
め
し
か
へ
さ
る
・
う
れ
し
さ
は
、
さ
る
事
に
て
候
へ
ど

 
も
（
略
）
」
（
三
・
少
将
都
帰
）

⑦
非
参
儀
二
位
中
将
よ
り
大
中
納
言
を
経
ず
し
て
、
大
臣
関
白
に
な
り
給
ふ
事
、

 
い
ま
だ
承
り
及
ば
ず
。
（
三
・
大
臣
流
罪
）

⑧
海
道
宿
々
の
遊
君
遊
女
ど
も
「
あ
な
い
ま
一
し
。
打
手
の
大
将
軍
の
矢
ひ

 
と
つ
だ
に
も
み
ず
し
て
、
に
げ
の
ぼ
り
給
ふ
う
た
て
し
さ
よ
。
（
略
）
」
と
わ

 
ら
ひ
あ
へ
り
。
（
五
・
五
節
之
沙
汰
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

i
（
入
道
相
国
）
「
（
略
）
見
参
す
る
ほ
ど
に
て
は
、
い
か
で
か
声
を
も
聞
か
で
あ
る

 
べ
き
。
．
い
ま
や
う
一
つ
う
た
へ
か
し
」
（
一
・
祇
王
）

 
i
の
「
聞
か
で
あ
る
（
べ
き
）
」
は
、
『
保
憲
女
集
』
の
i
「
た
え
で
や
は
あ

る
」
と
同
じ
用
法
で
あ
る
。
「
あ
る
（
あ
り
）
」
が
状
態
表
現
で
あ
り
、
従
っ
て

「
で
」
に
は
「
ず
し
て
」
と
は
相
違
し
、
状
態
性
の
無
い
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
u
（
祇
王
母
）
「
（
略
）
い
ま
だ
死
期
も
来
ら
ぬ
お
や
に
身
を
な
げ
さ
せ
ん
事
、
五

 
逆
罪
に
や
あ
ら
ん
ず
ら
む
。
此
世
は
か
り
の
や
ど
り
な
り
。
は
ち
て
も
は
ち

 
ヨ

 
で
も
何
な
ら
ず
。
唯
な
が
き
世
の
や
み
こ
そ
心
う
け
れ
。
（
略
）
」
（
一
・
四
王
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
h
の
「
は
ち
て
も
は
ち
で
も
」
は
、
単
純
接
続
の
「
て
」
の
否
定
表
現
が
「
で
」

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

…m

i
後
二
条
関
白
殿
ハ
）
四
十
に
だ
に
み
た
せ
給
は
で
、
大
殿
に
先
立
ま
い
ら
せ
給

 
ふ
こ
そ
悲
し
け
れ
。
（
一
・
願
立
）

 
…
m
の
「
み
た
せ
給
は
で
」
は
、
〔
重
職
ラ
レ
ナ
イ
ノ
ニ
〕
と
解
す
れ
ば
逆
接

で
あ
る
が
、
〔
達
セ
ラ
レ
ズ
〕
と
も
解
さ
れ
る
用
法
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

■W

蜿
O
と
り
得
奉
る
う
れ
し
さ
に
、
い
や
し
き
法
師
原
に
は
あ
ら
で
、
や
（
ン
）

 
ご
と
な
き
修
学
者
ど
も
か
き
さ
・
げ
奉
り
、
お
め
き
さ
け
（
ン
）
で
の
ぼ
り

 
け
る
に
、
（
二
・
一
行
阿
闊
梨
此
沙
汰
）

．W

ﾌ
「
あ
ら
で
」
は
『
土
左
日
記
』
の
一
1
1
と
同
じ
。

v
（
俊
寛
僧
都
）
「
（
略
）
箆
干
の
と
き
は
貝
を
ひ
ろ
ひ
、
あ
ら
め
を
と
り
、
磯
の
苔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
に
露
の
命
を
か
け
て
こ
そ
、
け
ふ
ま
で
も
な
が
ら
へ
た
れ
。
さ
ら
で
は
浮
世

 
を
渡
る
よ
す
が
を
ば
、
い
か
に
し
つ
ら
む
と
か
思
ふ
ら
む
。
（
略
）
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
・
有
王
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

．
W
又
安
元
の
比
お
ひ
、
御
方
違
の
行
幸
有
り
し
に
、
さ
ら
で
だ
に
鶏
人
暁
唱
こ

 
ゑ
、
明
王
の
眠
を
を
ど
う
か
す
程
に
も
な
り
に
し
か
ば
、
（
六
・
紅
葉
）

 
右
の
「
さ
ら
で
」
は
、
「
さ
＋
あ
ら
で
」
で
あ
り
、
次
の
廠
の
「
な
ら
で
」

は
「
に
＋
あ
ら
で
」
で
、
い
ず
れ
も
「
あ
り
」
に
無
状
態
性
の
「
で
」
が
下
接

し
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

壺
（
入
道
相
国
）
「
何
条
其
御
所
な
ら
で
は
、
い
つ
く
へ
か
わ
た
ら
せ
給
べ
か
ん

 
な
る
。
其
儀
な
ら
ば
武
士
ど
も
ま
い
（
ツ
）
て
さ
が
し
奉
れ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
・
若
宮
出
家
）

 
 
9
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
ず
し
て
」
と
「
で
」

 
こ
こ
で
は
、
同
じ
章
段
（
話
）
に
用
い
ら
れ
た
両
者
の
例
の
比
較
を
し
て
み

る
。
そ
れ
ぞ
れ
㊧
に
述
べ
た
通
り
、
意
味
差
を
意
識
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
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る
。ヱ

わ
た
り
せ
む
と
す
る
者
、
雲
霞
の
ご
と
し
。
お
の
お
の
物
を
と
り
て
わ
た
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
こ
の
け
い
と
う
坊
「
わ
た
せ
」
と
い
ふ
に
、
聞
き
も
い
れ
で
、
こ
ぎ
い
つ
。

 
そ
の
時
に
、
此
山
ぶ
し
「
い
か
に
、
か
く
は
無
下
に
は
あ
る
ぞ
」
と
い
へ
ど

 
も
、
大
か
た
耳
に
も
聞
き
い
れ
ず
し
て
、
こ
ぎ
出
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
六
 
山
ぶ
し
舟
祈
返
事
）

 
㊧
「
で
」
は
否
定
の
単
純
接
続
で
あ
る
が
、
「
ず
し
て
」
は
否
定
順
接
状
態

 
 
表
現
で
、
一
種
の
強
意
表
現
に
も
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

2
別
当
、
心
を
ま
ど
は
し
て
、
仏
の
事
を
も
、
仏
師
を
も
し
ら
で
、
さ
と
む
ら

 
に
、
手
を
わ
か
ち
て
、
た
つ
ね
求
む
る
問
、
七
八
日
を
へ
ぬ
。
（
略
）

 
そ
の
後
、
此
専
当
法
師
、
や
ま
ひ
つ
き
て
、
命
終
り
ぬ
。
妻
子
、
か
な
し
み

 
泣
て
、
棺
に
入
な
が
ら
、
捨
て
ず
し
て
置
て
、
面
こ
れ
を
み
る
に
、
死
て
六

 
日
と
い
ふ
日
の
未
の
時
ば
か
り
に
、
に
は
か
に
、
七
言
は
た
ら
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
四
五
 
因
幡
の
国
別
当
地
蔵
作
さ
す
事
）

㊧
「
ず
し
て
」
は
、
〔
（
捨
テ
）
ナ
イ
マ
マ
ニ
シ
テ
〕
の
意
で
あ
る
こ
と
に
よ

 
 
り
、
後
続
の
語
句
の
内
容
に
即
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

3
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
別
当
は
し
け
れ
ど
も
、
こ
と
に

 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
寺
の
物
も
つ
か
は
で
、
極
楽
に
生
れ
ん
こ
と
を
な
ん
願
ひ
け
る
。
年
老
、
や

 
ま
ひ
し
て
、
し
ぬ
る
き
ざ
み
に
な
り
て
、
（
略
）
弟
子
を
呼
び
て
い
ふ
や
う
、
「
見

 
る
や
う
に
、
念
仏
は
他
念
な
く
申
て
し
ぬ
れ
ば
、
極
楽
の
む
か
へ
、
い
ま
す

 
ら
ん
と
確
た
る
・
に
、
極
楽
の
迎
へ
は
見
え
ず
し
て
、
火
の
車
を
寄
す
。
（
略
）
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
五
五
 
薬
師
寺
別
当
事
）

㊧
別
当
僧
都
の
会
話
で
用
い
ら
れ
た
「
見
え
ず
し
て
」
は
、
待
ち
か
ね
て
い

 
 
た
極
楽
の
迎
え
が
〔
ア
ラ
ワ
レ
ナ
イ
マ
マ
ニ
〕
と
、
僧
都
の
気
持
ち
を
よ

「
ず
し
て
」
の
意
味
一
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析

 
く
捉
え
た
用
語
選
択
で
あ
る
。

4
（
翁
）
「
（
略
）
こ
の
こ
と
を
せ
ず
し
て
、
心
を
世
に
そ
め
て
、
さ
わ
が
る
・
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

は
、
き
は
め
て
は
か
な
き
こ
と
な
り
」
と
い
ひ
て
、
返
答
も
聞
か
で
か
へ
り

行
。
（
九
〇
 
帽
子
児
与
孔
子
問
答
事
）

㊧
「
返
答
も
聞
か
で
」
は
、
〔
返
答
モ
聞
カ
ナ
イ
ノ
ニ
〕
の
意
に
採
れ
ば
逆

 
接
に
な
る
が
、
〔
返
答
モ
聞
カ
ズ
ニ
〕
と
も
解
さ
れ
る
。

5
夜
の
夢
に
、
御
帳
よ
り
人
の
出
で
て
、
「
こ
の
を
の
こ
、
前
世
の
罪
の
報
ひ

 
 
 
 
ヨ

を
ば
し
ら
で
、
観
音
を
か
こ
ち
申
し
て
、
か
く
て
候
こ
と
、
い
と
あ
や
し
き

事
な
り
。
（
略
）
ま
か
り
い
で
ん
に
、
な
に
も
あ
れ
、
手
に
あ
た
ら
ん
物
を
と

り
て
、
捨
ず
し
て
、
も
ち
た
れ
。
（
略
）
」
と
、
誤
る
・
と
み
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
六
 
長
谷
寺
参
籠
男
利
生
に
あ
っ
か
る
事
）

㊧
「
し
ら
で
」
は
、
〔
知
ラ
ナ
イ
ノ
ニ
〕
と
も
〔
知
ラ
ナ
イ
デ
〕
と
も
解
さ
 
 
田

 
れ
る
。
「
必
ず
し
て
」
は
、
〔
捨
テ
ナ
イ
マ
マ
デ
〕
と
解
す
れ
ば
、
後
続
句
 
 
臼

 
と
の
意
味
の
つ
な
が
り
が
よ
い
。

 
 
ま
と
め
と
補
説

 
「
ず
し
て
」
と
「
で
」
は
、
意
味
が
相
違
す
る
。
「
ず
し
て
」
は
、
『
古
今
仮

名
序
』
や
『
保
憲
女
集
』
序
文
の
よ
う
な
一
種
の
論
説
文
で
は
、
そ
の
順
接
状

態
表
現
と
い
う
固
定
的
・
限
定
的
な
意
味
に
留
意
し
て
こ
れ
を
用
い
て
い
る
。

『
土
左
日
記
』
に
お
い
て
は
、
「
堪
ふ
」
に
下
接
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

他
の
作
品
に
も
共
通
し
て
お
り
、
「
堪
ふ
」
「
敢
ふ
」
等
の
表
す
動
作
に
「
ず
し

て
」
が
な
じ
む
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
『
竹
取
物
語
』
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
会
話
文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い

の
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
間
の
伝
達
の
的
確
さ
を
期
し
て
、
そ
の
意
味
の



、

「
ず
し
て
」
の
意
味
 
-
主
と
し
て
平
安
和
文
の
用
例
を
通
し
て
の
分
析

固
定
的
・
限
定
的
な
面
を
捉
え
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
の

⑧
の
会
話
文
の
例
に
「
す
み
や
か
に
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
現
代
語
訳

に
示
し
た
よ
う
に
そ
の
意
味
の
限
定
的
側
面
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
「
ず
し
て
」
は
、
和
文
の
論
説
文
・
物
語
会
話
文
の
ご
と
き
表
現
主
体
（
作

者
）
の
表
現
の
次
元
か
ら
選
び
用
い
ら
れ
た
も
の
と
、
他
方
、
読
解
の
次
元
か

ら
漢
文
訓
読
（
訓
点
）
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
を
、
同
一
次
元
で
捉
え
る
べ
き

で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
意
味
性
を
重
視
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で

は
共
通
性
を
持
つ
。

 
一
方
、
「
で
」
は
単
純
接
続
の
「
て
」
の
否
定
表
現
で
、
地
の
文
・
会
話
文

に
か
か
わ
り
な
く
用
い
ら
れ
る
。

 
「
ず
し
て
」
「
で
」
と
も
に
、
平
安
時
代
の
日
常
的
用
語
で
も
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
が
、
平
安
時
代
の
作
り
物
語
で
は
作
者
に
よ
る
用
語
選
択
が
、
如
上

の
よ
う
な
用
法
上
の
相
違
を
結
果
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
末
の
歴
史
物

語
で
は
、
そ
の
相
違
は
失
わ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
鎌
倉
時
代
の
『
平
家
物
語
』
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
に
な
る
と
地
の
文
・
会
話
文
の
区
別
は
失
せ
て
、
意
味
の
相
違

に
よ
っ
て
、
用
い
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。

 
従
っ
て
位
相
の
違
う
語
が
、
無
意
図
的
・
混
清
的
に
使
わ
れ
た
と
は
考
え
難

い
。

 
「
ず
し
て
」
と
「
で
」
、
こ
れ
に
関
連
す
る
「
～
く
し
て
」
「
～
し
く
し
て
」

と
「
～
く
て
」
「
～
し
く
て
」
等
を
精
査
し
た
先
行
論
文
も
少
な
か
ら
ず
存
す

る
が
、
管
見
に
よ
る
限
り
こ
の
違
い
を
位
相
差
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
、
本

稿
で
は
敢
え
て
引
用
し
な
か
っ
た
。

蛉
日
記
』
『
源
氏
物
語
』
『
平
家
物
語
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
…
日
本
古
典
文
学

大
系『

う
つ
ほ
物
語
』
…
お
う
ふ
う
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
序
文
…
新
編
国
歌
大
観

『
栄
花
物
語
』
…
栄
花
物
語
本
文
と
索
引
本
文
篇
（
漢
字
・
仮
名
の
表
記
、
濁

点
・
句
読
点
等
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
）

［76）

引
用
例
テ
キ
ス
ト
『
古
今
和
歌
集
仮
名
序
』
『
土
左
日
記
』
『
竹
取
物
語
』
『
蜻


