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一　　　　　　　　　　　　　　　再　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　
李
安
朝
時
代
は
、
宮
廷
を
中
心
と
す
る
女
流
の
文
藝
が
、
嘆
く
花
よ
り
も
う
る
は
し
く
榮
え
た
時
代
で
あ
る
。
な
つ
か
し
い
作
家
、
美

し
い
作
晶
が
、
夜
室
の
星
の
や
う
に
私
逹
の
文
學
史

に
輝

い
て
ゐ
る
。
就
中
紫
式
部
と
清
少
納
言
と
の
二
作
家
と
そ
の
作
品
と
は
、
永
遠

に
他

の
多
く
の
作
家
と
作
品
と
を
壓
す
る
明
星
と
し
て
仰
が
れ
る
で
あ
ら
う
。
世
界
最
古

の
長
篇
小
読
と
し
て
の

「
源
氏
物
語
」
と
、
同

じ
く
最
古
の
隨
筆
集
と
し
て
の

「
枕
草
子
」
と
は
、
私
た
ち
日
本
人
が
、
世
界
に
向
つ
て
誇
る
こ
と
の
出
來
る
最
も
尊

い
竇
玉
の

一
に
數

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
清
少
納
言
と
紫
式
部
止
は
、
古
來
才
女
の
雙
璧
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
二
人
は
、
こ
れ
ま
で
ど
れ
程
多
く
の
批
評
家
に
よ
つ
て

論
議
さ
れ
た
か
し
れ
な
い
。
乏
し
い
史
料
は
清
紫

二
女

へ
の
評
論
を
し
て
も
早
や
過
去
の
そ
れ
等
の
研
究
か
ら

一
歩
の
進
出
も
さ

へ
困
難

な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
今
、
清
少
納
言
の
入
と
そ
の
作
品
と
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
如
き
も
、
何
等
新
し
い
事
實

を
報
告
す
る
の
で

も
な
く
、
叉
珍
ら
し
い
發
見
を
紹
介
す

る
の
で
も
な
く
、
あ
り

ふ
れ
た
平
凡
な
資
料
の
上
に
、
凡
庸
な
解
釋
を
下
し
た

に
過
ぎ
な
い
。
た

　
　
　

ヘ　　へ

だ
そ

の
解
釋
に
、
多
少
先
人
の
諸
論
と
趣
意
を
異
に
す
る
部
分
が
あ
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
か
ら
、
特
に
そ
の
部
分
の
批
判
を
仰
が
う
と

念
じ

て
筆
を
執

つ
た
の
で
あ
る
。

　
清

少
納
言
の
藝
術
を
論
評
し
よ
う
と
し
て
、
私
た
ち
の
前
に
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
資
料
は
、
わ
つ
か
に

「
枕
草
子
」
と

「
清
少
納
言
集
」

と
の
二
つ
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
兩
者
に
は
異
本
が
多
ぐ
、
そ
の
い
つ
れ
が
最
も
原
著
に
近
い
か
、
ま
だ
何
等
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
歌

態
で
あ
る
。
か
う
し
た
不
安
定
か
つ
不
徹
底
な
資
料
の
上
に
立
つ
て
、
清
少
納
言
と
そ
の
藝
術
と
を
明
確
に
論
斷
し
よ
う
と
い
ふ
や
う
な

　
　
　
　
　

清
少
納
言
と
そ
の
作
品
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戔鍵一げ

　
　
　
　
　

濤
…少
納
言
ζ
そ
の
作
晶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　'　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

慕
は
レ」
先
づ
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
画
從

つ
て
さ
う
し
た
企
圖
は
輕
卒
な
ご
と
乏
し
て
愼
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
塚
,,
.
.、

--
し
か
し
内
私
た
ち
に
は
少
く
と
も
か
う
い
ふ
こ
と
は
云

へ
な
い
だ
ら
う
か
ー
ー
私
逹
の
求
め
て
ゐ
る
清
少
納
言
の
入
と
そ
の
藝
術
と
ぼ
、

ど
う

し
て
も
模
寫
論
的
な
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ち
う
か
、
文
學
に
關
す
る
學
問
は
、
あ
り
し
ま
ま
の
作
者
と
作
品
と
を
、

そ
の
或
ま
再
び
現
出
せ
し
め
る
事

の
み
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
む
し
ろ
か
く
あ
る
べ
き
筈

の
清
少
納
言
と
そ

の
藝
術
と
を
、
私
た
ち
の
心
の
中
に
築
き
育
て
て
行
く

一
面
を
、「嚴
密
な
意
味
に
於
け
る
文
學
研
究
の

一
部
と
し
て
許
容
し
て
は
い
け
な

い

の
で

あ

ら

う
か

。

1

と

い

ふ

ご
ど

で
あ

る

。

　
勿

論
私
た
ち
は
、
私
逹
に
知
識
を
求
め
る
熱
烈
な
要
求
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
、
學
問
の
目
的
が
客
觀
的
な
事
實

の
闡
明
に
あ
る
べ
き
で
あ

り
、
虔
し
や
か
な
努
力
が
必
す
そ
こ
に
傾
注
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
毫
も
疑
ひ
は
し
な
い
。
し
か
し
文
學
が
生
き
る
力
と
し

て
萬

人
の
心
靈
に
働
き
か
け
る
紳
祕
な

一
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
學
に
關
す
る
學
問
が
、
何
等
か
の
意
味
で
」
直
接
的
全
體
的
な

人
間
歉
養
に
參
じ
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
作
品

・
作
家

・
就
會
等
の
外
面
性
の
追
求
に
向
つ
て
注
ぐ
努
力
と
ほ
ぼ
同
様
の

努
力
を
、
私
た
ち
自
身
の
魂
の
内
面
性
の
追
求
に
向

つ
て
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
私
逹
が
古
典
文
學
研
究
の
目
的
を
、
單
に
客

觀
的
事
實

の
闡
明
の
み
に
あ
り
と
考

へ
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
さ

へ
も
つ
ひ
に
達
成
さ
れ
る
日
は
な
い
と
云
つ
て
も
差
支
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
研
究
の
對
象
と
な
る
べ
き
原
典

の
多
く
は
亡
佚
し
て
ほ
と
ん
ど
知
る
に
由
な
く
、
作
者
は
遠
ぎ
過
去
の
瓧
會
に
於

て
特
殊
な
る

境
遇
と
個
性
と
に
生
き
た
人
闇
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
研
究
者
自
身
も
亦
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
る
還
境
と
性
格
と
に
生
き

て
ゐ
る
人
聞
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

右

の
問
題
を
少
し
詳
し
く
考

へ
て
見
よ
う
。
も
し
私
逹
が
清
少
納
言
自
筆

の

「
枕
草
子
」
を
得
た
と
す
る
。
そ
の
時
私
逹
は
、
そ
の
自

筆
本

の
精
密
な
る
科
學
的
研
究
よ
り
し
て
、
果
し
て
模
寫
論
的
に
正
確
な
作
者
の
全
貌
を
そ
の
ま
ま
把
握
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う



一

ノ

か
。

更

に

言

ぺ
ば

、

そ

の
自

筆

本

に
よ

つ

て
研
究

を
進

め
た

A

B

C

D

E

F

-

…

等

の
多

く

の
學

者

た

ち

が

、
悉

く

全

然

同

一
な

る
結

論

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

に
到

達

し
得

る

と

云

は

れ

る

だ

ら
う

か

。

む

し

ろ

作
者

に
於

け

る
模

寫

論

的

眞
實

は

、

評
者

の
個

性

を

通

じ

た
幾

多

の

「
解

釋
」

の
彼

方

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

ぬ

に
別

に
存
す

る
で

は

な

か

ら
う

か

。

如

何

な

る
解

釋

も

、

評
者

に
於

け

る
眞

實

で

あ

り
得

る

以
上

に
、

直

ち

に
作

者

に
於

け

る
眞

實

で
あ

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　
　

り

得

る
と

誰

が

斷

冒
し
得

よ

う
。

極

言
す

れ

ば
清

少
納

言

の
模

寫

論

的

眞

實

は

恐

ら
く

彼

女

自

身

さ

へ
も

知

ら
な

か

つ
た

で

あ

ら

う
。

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

ヘ　　へ
　　も　
　も　
　へ

　

文

は

人

な

り

と

い
ふ
言

葉

が
あ

る
。

作

晶

は

た

し

か

に
作

者

の

「
人

」

を

表

現
す

る
。

し

か

し
、

自

己

の
眞

實

を

語

る
と

い
ふ

こ

と
は

、

お
よ

そ

如
何

な

る
人

に

も
最

も

恐

し

い
事

實

に
相
違

は

な

い
。
　
「
人

」

は

と

も
す

れ

ば

作
晶

の
上

か

ら

そ

の
暗

き

か
げ

に
か

く

れ

る

こ
と

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

も　　も

が
あ

り
得

る
。

少
く

と
も

「
文

」

は

「
人

」

そ

の
も

の
で
な

い
場

合

も

あ

り

得

る

。
ま

し

て

「
文

し

を

解

釋
す

る
評

者

の
心

々
に

よ

つ

て
、

そ

の
對

象

た

る

「
人

」

の
姿

が

一
定

し

な

い
と

い

ふ
事

は

、
作

品

を

通

じ

て
作

者

の
眞

實

を
把

握

す

る

こ
と

の
如

何

に
困

難

な

る
か

を

裏

書

す

る
も

の

で
あ

る
。

　

作

晶

の
上

か

ら

、

作
者

を
論

評

し
、

作

者

の
眞

實

を
追

求
す

る

と

い

ふ

こ
と

は

、

結

局

「
解

釋

」

の
問
題

と
な

る

で
あ

ら

う
。

印

ち

か

く

あ

り

し

ま

ま

の
清

少

納

言

の
姿

を
模

寫
す

る

の

で
は

な

く

て

、
か

く

あ

る

べ

き
筈

の
清

少

納

言

の
姿

を

、
無

限

に
思
慕

し
建

設

す

る

こ

と

で
あ

る
。

か

く

し

て
語

ら
れ

る
清

少

納

言

は

、

評
者

の
心
が

心

に
ゑ

が

く

自
書

像

に
外

な

ら

な

い
。

そ

し

て
か

か

る
書

像

へ
の
精

進

が

如

何

に
文
學

研
究

に
於

て
重

要

な

方

面

で

あ

る

か

は
今

一
度

改

め

て
反

省

せ

ら

れ

る
必

要

が

あ

る

と

思

ふ
。

・

文

學

作
品

の
原

典

研
究

に
向

つ

て
注

が

れ

る
嚴

密

な

科

學

的

精

紳

は

、

か
く

の
如

き

態

度

を

も

決

し

て
否
定

し

は

し

な

い
。

眞

の
批

評

旧に
於

て
は

、

可
能

の
限

り

に
於

け

る
客

觀

性

が

一
つ

一
つ
の

「
解

釋

し

の
根

柢

に
存

す

べ
き

こ

と
が

必
す

要

求

さ

れ

る

で

あ

ら
う

と

同
蒔

に

、

ま

た

一
方

論

理
的

に
正

し

い
客

觀

的

事
實

の

上

に
透

徹

し

た

天

才

的

な
判

斷

の
下

さ

れ

る

こ
と
も

必
す

要

求

さ

れ

る

に
違

ぴ
な

い
。

そ

れ
故

に

正
確

な

る
根

本

資

料

の
探

及

に

向

つ
て
拂

臓
れ

る
外

へ
の
努

力

が

、
も

し
純

粹

な

る

心

を
深

め
清

あ

る

夫

め

の
内

へ
の
努

力

を

　

　

　

　
　

清
少
納
言
乏
そ

の
作
品

.　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

五

…

↑
ー

ー

髭
ド
レ

レ
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ー

レ
「

レ
ー
レ

…

ー
レ
ト

ー
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レ

ー
}
ー

…
ゼ
ー

トー

…
し
レ
ー

レ

」
ド
ー

し
ー
し

ト

L
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凱
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清
少
納
言
と
そ
の
作
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

拌
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
早
や
文
藝
科
學

の
正
し
い
精
神
を
遠
ざ
か
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
正
し

い
判
斷
は
必
然
的
に

正
し
い
資
料
を
要
求
ず
、る
。
出
來
る
だ
け
正
し
き
資
料
に
向
つ
て
、
鵬
來
る
だ
け
澄
み
と
ほ
つ
た
判
斷
を
下
さ
う
と
も
が
く
學
者
の
前
に

於

て
の
み
、
私
逹
は
は
じ
め
て
そ
の
所
論
に
信
頼
が
置
け
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
そ
し
て
さ
う
い
ふ
評
論
を
私
た
ち
は
常
に
ど
れ
程
待
望

し

て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。

　

し
か
し
今
清
少
納
言
の
人
と
藝
術
と
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
こ
の
小
さ
な
論
文
の
如
き
は
、
ま
だ
き
は
め
て
不
十
分
な
原
典
研
究
に
立

ち
、
し
か
も
か
な
り
不
透
明
な
淺
薄
な
獨
斷
の
多
く
を
犯
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
今
後
新
し
い
根
本
資
料
の
精
査
と
、
も
つ
と
深
い
人
間
敏

養

と
の
中
か
ら
、
曇
れ
る
部
分
と
、
濁
れ
る
部
分
と
が
除
去
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
云
は
ば
、
こ
の
清
少
納
言
論

は
、
今
の
私
の
き
ざ

み
得
た
心
の
塑
像
で
あ
る
。
將
來
幾
度
び
も
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
つ
の
未
熟
な
草
案
に
す
ぎ
な
い
。
ー
ー

と
い
ふ
こ
と
を
前

も

つ
て
斷
つ
て
お
か
う
と
思
ふ
。

丶

ノ∵警
　…醗黙 闇

薪

一
一

　

「
枕
草
子
」
は
、
こ
れ
を
全
…體
と
し
て
見
れ
ば
、
き
は
め
て
短
い
文
章
を
雜
多
に
あ
つ
め
た
雜
纂
物
で
あ
る
。
凡
そ
小
さ
な
文
章
が
き

れ
ぎ
れ
に
輯
め
て
あ
る
作
品
は
、
作
者
の
自
作
以
外
の
文
章
が
單
に
同
種
類

の
性
質
を
有
す
る
文
章
で
あ
.る
と
い
ふ
理
由
の
も
と
に
、
別

人

に
よ
つ
て
機
械
的
に
書
き
入
れ
ら
れ
、
又
は
卷
末
等
に
追
加
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

「
枕
草
子
」
に
も
、
さ
ラ
い
ふ
事
情
が
あ
つ
て
、

作
者
自
作
以
外
の
も
の
も
可
な
り
加
は
つ
て
ゐ
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
例

へ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　

小
原
の
殿
の
御
母
う
へ
こ
そ
は
、
普
門
と
い
ふ
寺
に
て
八
講
し
け
る
聞
き
て
、
又
の
日
、
小
野
殿
に
人
々
多
く
集
り
て
邂
ぴ
し
文
つ
く
り
け
る
に

　
　
　

薪
こ
る
こ
と
は
昨
日
に
蠱
き
に
し
を
い
ざ
斧
の
柄
は
こ
こ
に
く
た
さ
む
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〆、

〆

養

　
　

と
訊
み
給

ひ
た
り
け
む
こ
そ
い
と
め
で
た
け
れ
。

こ
こ
も
と
は
打
聞

に
な
り
ぬ
る
な

め
り
。
(
本
文

三
卷
本

に
よ
る
。
以
下
同
じ
。)

　

と

あ

る

の
は

、
能

因

の
玄

々
集

に
、

　
　
　

「偲
大

納
言
母

七
首
」

　
　

と
し

て
、
そ

の
中

に

　
　

備
中

守
爲
雅
普
門
寺
に
て
千
部
法
華
經
供
養

し
け

る
に
あ

ひ
て
、
ま
た

の
日
か

へ
り
け

る
に
、
花

の
い
と
お
も
し
ろ
く

さ
き
た
り
け

る
所

に
車
と
ど

　
　

め

て
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

,

　

と

詞
書

し

て
出

し
た

歌

と

同

一
で

あ

り
、

し

か

も

こ
れ

等

は
拾

遺

集

二
十

哀
傷

に

　
　

爲
雅
朝
臣
普
門
寺
に
て
經
供
養
し
侍
り

て
、
又

の
日
、
こ
れ
か
れ
諸
共

に
か

へ
り
侍

り
け
る

つ
い
で
に
、
小
野
に
ま
か
り
て
侍
り
け
る
に
、
花

の
お

　
　

も
し
ろ
か
り
け
れ
ば
。

　

と

詞
書

の

あ

る
歌

が
も

と

と

な

り

、

恐
く

は
作

者

以

外

の
人

が

、
打

聞

と

し

て
増

補

し

た

で

は
な

か

ら

う

か
。
　
「
こ

こ
も

と

は
打

聞

に

な

り

ぬ

る

な

め

り
」

と

は

、

少

く

と
も

何

人

か

の
註

釋

的

言
辭

で

は

な

か
ら

う

か

と

察

ぜ

ら
れ

る
。

叉

　
　

御
乳
母

の
大
輔

の
命
婦
、

日
向

へ
く
だ
る
に
、
賜

は
す
る
扇
ど
も

の
中

に
、
片

つ
方
は
日
い
と
う
ら
ら
か
に
さ
し
た
る
田
舍

の
館

な
ど
お
ほ
く
し
て

　
　

い
ま
片

つ
方
は
京

の
さ
る
べ
き
所
に

て
、
雨

い
み
じ
う
降

り
た
る

に
、

　
　
　

あ

か
ね
さ
す
日

に
向
ひ
て
も
思

ひ
い
で
よ
都

は
晴
れ

ぬ
な
が
め
す
ら
む

と
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　
・

　
　

と
、
御
手

に
て
書

か
せ
給

へ
る
い
み
じ
う
あ
は
れ
な

り
。
さ
る
君
を
見
お
き
奉
り

て
こ
そ
え
ゆ
く
ま
じ
け
れ
。

　

と

あ

る
打

聞

は

、
玄

々
集

に

　
　

「皇
后
宮

一
首
」

　

と

て
、

　
　
　
　
　
　
滞
…少
納
曽
15
と
そ

の
作
口剛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　七

陣丶
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渦

丶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ

　
　
　
　
　

清
少
納
言
と
そ
の
作
品
　
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八

　
　
　
一
條
院
御
時
皇
后
宮
に
つ
か
ま
つ
り
け
る
女
日
向
に
下
り
け
る
に
つ
か
は
し
け
る
。

"
と
詞
書
し
て
あ
げ
た
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
詞
花
集
六
に
も
、

　
　

つ
ね
に
侍
り
け
る
女
房
の
日
向
の
國
へ
下
り
侍
り
け
る
に
餞
し
粭
ふ
と
て
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
。

　

と
詞
書
し
て
載

せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

　

右
の
例
に
示
し
た
和
歌
に
關
す
る
打
聞
の
如
き
は
、
そ
の
當
時
歌
壇

の
有
名
な
逸
話
と
し
て
喧
傅
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
ら
し
く
想
像
さ
れ

る
。
勿
論
こ
れ
等
が
、
果
し
て
清
少
納
言
自
ら
書
い
た
も
の
で
無
い
と
は
、
に
は
か
に
斷
定
す
る
譯
に
行
か
な
い
。

叉
そ
れ
と
同
樣
に
、

清

少
納
言
以
外
の
人
の
増
補
で
な
い
と
も
速
斷
す
る
事
は
出
來
な
い
。
た
だ
諸
本
に
よ
つ
て
内
容
に
増
減
の
あ
る
事
實
よ
り
す
れ
ば
、
か

う

い
ふ
所
に
作
者
以
外
の
入
に
よ
る
増
補
追
加
の
事
實
も
あ
り
得
る
と
い
ふ
こ
と
を
考

へ
て
お
き
た
い
や
う
に
思
ふ
。

　

叉
、
も
の
つ
ぐ
し
の
や
う
な
形
を
も
つ
た
類
纂
の
部
分
の
如
き
は
、
固
有
名
詞
や
普
通
名
詞
よ
り
成
る
事
項
の
羅
列
が
多
く
ゼ
又
き
は

め

て
短

い
切

々
の
文
章
の
列
擧
が
多
い
。
か
う
し
た
場
合
事
項
が
増
加
し
た
り
、
註
釋
的
詞
句
の
混
入
し
た
り
し
易

い
こ
と
は
當
然
で
あ

る
◎
例

へ
ば
三
卷
本
に

　
　

物
語
は
　
佳
吉
。
塞
穂
。
殿
う
つ
り
。
く
に
ゆ
づ
り
は
に
く
し
。
む
も
れ
木
。
月
ま
つ
女
。
梅
壷
の
大
將
。
道
心
す
す
む
る
松
が
枝
。
こ
ま
野
の
物

　
　

語
は
、
ふ
る
か
は
ほ
り
さ
が
し
出
,で
て
も
て
い
き
し
が
を
か
し
き
な
り
。
も
の
う
ら
や
み
の
中
將
、
宰
相
に
子
う
ま
せ
、
か
た
み
の
衣
な
ど
乞
ひ
た

　
　

る
ぞ
に
く
き
。
交
野
の
少
將
。

　
と
あ
る
條
を
、
諸
本
に
比
較
す
る
と
、

　
　

春
曙
抄
ー
ー
佳
吉
。
う
つ
ぼ
の
類
。
と
の
5
つ
り
。
月
ま
つ
女
。
か
た
野
の
少
將
。
梅
壷
の
少
將
。
人
め
。
國
ゆ
づ
り
。
む
も
れ
木
。
道
心
す
す
む

　
　

る
松
が
枝
。
こ
ま
野
の
物
語
は
、
ふ
る
き
か
は
ほ
り
さ
し
出
で
て
も
い
に
し
が
を
か
し
き
な
り
。

〆

鍵

、



ジ

聾

堺
本
L

佳

吉
。
う

つ
ぼ

の
類
。
と

の
う

つ
り
。
く
に
う

つ
り
は
に
く
し
。
と
ほ
君
。
月
待

つ
女

。
こ
ま

の
は
食

ひ
も

の
ま
う
く

る
所

に
く
き
。
む

も
れ
木
。
か
は
ほ
り

の
宮

。

前
田
定
本
i

佳
吉
。
お
と
き
き
。
5

つ
ぼ

の
類

。
月
ま
つ
女
。
國
ゆ
づ
り
。
殿
う

つ
り
。
梅

寛
の
大
將

。
道
心
す
す
む

る
。
松
が
枝
。

こ
ま

の
の

物
語

は
・
古
き

か
は
ほ
り
さ
が
し
出

で
て
も

て
い
き

し
が
を
か
し
き

な
り
。
く

ひ
も

の
ま
う
け
た
る
ぞ

に
く
き
。
か
は
ほ
り
の
宮
。
む
も
れ
木
。
人

め
。
交

野

の
少
將

。

　

右
に
示
さ
れ
た
や
う
な
著
し
い
本
文
の
相
違
は
、
作
者
の
稿
本
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
作
者
以
外
の
人
の
改
竄
に

よ

つ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
恐
ら
く
二
つ
の
事
情
が
同
時
に
あ
り
得
た
の
で
は
あ
ら
う
け
れ
ど
、
獪
後
者
の
場
合
が

一
暦
多
か
つ

た

で
は
な
い
か
と
考

へ
る
の
が
、
自
然
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。

㌦
又
・
諸
本

「肚
は
」
の
條
に
、
蟻
通
明
紳
の
縁
起
を
論
明
す
る
長

い
文
章
が
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
國
で
の
出
來
事

と
い
ふ
や
う
に
語
ら

れ

て
は
ゐ
る
が
、
實
は
外
國
の
傳
論
を
も
と
に
し
て
形
を
か

へ
た
も
の
で
あ
る
。　
「
昔
七
十
ニ
ア

マ
レ
ハ
他
國

へ
人
ヲ
流
ヤ
ル
國

二
有
ヶ

ツ
・
ソ
レ
一二

入
大
臣
老
母
ヲ
モ
タ
リ
云
々
し
と
書
き
出
し
た
山
口
光
圓
氏
の
古
鈔
本
打
聞
集
に
見
え
る

一
論
話
が
、
そ
の
原
形
で
は
な

か
ら
う
か
と
考

へ
ら
れ
る
。
も
し
蟻
通
明
紳
の
縁
起
が
、
打
聞
集
所
載

の
論
話
を
巧
み
に
變
形
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
清
少
納
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

の
時
代
に
於

て
巳
に
か
か
る
變
形
が
行
は
れ
、
そ
れ
が

一
般
に
流
行
し
て
ゐ
た
か
、
或
は
そ
の
以
後
ー

少
く
と
も
打
聞
集
の
書
か
れ
た

崇
徳
天
皇
の
時
代
よ
り
後
に
、
か
か
る
變
形
が
行
は
れ
て
、
そ
れ
が
枕
草
子
に
追
加
さ
れ
た
か
、
そ
の
兩
樣
に
考

へ
ら
れ
る
と
思
ふ
。

、

　

右
に
の
べ
た
二
三
の
例
よ
り
し
て
も
、
「枕
草
子
」
に
は
、
作
春

の
自
記
に
か
か
ら
ざ
る
部
分
が
混
入
し
て
ゐ
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。

・な
ほ
細
部
の

一
々
の
詞
句
忙
至
つ
て
は
、
原
作
そ
の
ま
ま
と
信
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
異
同
が
多
い
。
換
言
す
れ
ば
、
「
枕
草
子
」
の
文
章

は
、
そ
の
ま
ま
こ
と
ご
と
く
清
少
納
言
の
自
記
で
あ
る
と
絶
對
に
云
へ
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
清
少
納
言
と
そ
の
作
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昏　
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溝
少
納
言
と
そ
の
作
品
　
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　

.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇

・
次
に

「
清
少
納
言
集
」
に
つ
い
て
見
よ
う
。
群
書
類
從
所
收
の
本
と
、
圖
書
寮
藏

の

「
異
本
清
少
納
言
集
」
と
を

比
べ
て
見
る
と
、
後

牛

に
著
し
い
相
違
が
あ
り
、
異
本
の
方
が
は
る
か
に
歌
數
が
多

い
。
前
牛
の
歌
は
互
に
出
入
が
あ
つ
て
も
、
大
體

一
致
す
る
や
う
で
あ
る

が
、
し
か
し
詞
書
の
み
は
何
ゆ
ゑ
か
非
常
に
相
違
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
の
異
同
は
、
轉
寫

の
際
の
誤
り
の
み
に
歸
し
難
き
も
の
で
あ
る
。
・

こ
れ
等
の
相
違
は
或
は
草
稿
本

・
清
書
本
の
差
別
に
よ
る
異
同
と
考

へ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
別
人
の
改
修
増
補
等
の
結
果
で
あ
る
と
考

へ
る

方

が
、　
一
暦
適
切
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
右
の
や
う
に
、
門,枕
草
子
」
に
し
て
も
、
「
清
少
納
言
集
」
に
し
て
も
、
現
存
諸
本
は
い
つ
れ
も
著
者
自
筆
の
稿
本
そ
の
も
の
の
面
目
を

傳

へ
る
も
の
で
は
な
い
。
い
つ
れ
も
後
人
の
手
の
加
は
つ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
考

へ
方
に
誤
り
が
な
い
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
か
か

る
似

て
非
な
る

「
枕
草
子
」
又
は

「清
少
納
言
集
」
を
取
り
し
ら
べ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
直
接
的
に
清
少
納
言
そ

の
人
の
藝
術
を
、
正
し

く
認
識
し
、
正
し
く
批
判
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
は
先
づ
明
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題

で
あ
る
、

　

右
の
疑
問
に
對
す
る
解
答
は
、
し
か
し
き
は
め
て
簡
單
で
あ
る
。
曰
く
、
そ
れ
は
絶
對
に
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
1

と
い
ふ
よ
り

外
は
な
い
。
正
し
く
な
い
資
料
か
ら
正
し
い
も
の
を
引
き
出
す
な
ど
、
魔
術
で
な
い
限
り
絶
對
に
不
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
清
少
納
言

の
研
究

に
於
て
、
た
と
ひ
不
完
全
な
資
料
で
あ
つ
て
も
、
そ
こ
か
ら
或

る
結
論
を
見
出
さ
う
と
す
る
熱
望
の
み
は
捨

て
去
る
に
し
の
び
な

い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
熱
望
は
前
に
の
べ
た
理
由
に
よ
つ
て
、
丈
學
研
究

の
正
し
い

一
面
と
し
て
許
容
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

が
出
來
な
い
な
ら
資
料
の
行
き
つ
ま
つ
た
古
典
研
究
は
全
く
手
も
足
も
出
な
い
で
あ
ら
う
。
た
だ
こ
の
際
私
た
ち

は
、
私
逹
の
現
在
も
つ

て
ゐ
る

「
枕
草
子
し
も

「
清
少
納
言
集
」
も
、
い
つ
れ
も
原
作
に
近
い
完
全
な
も
の
で
な

い
と
い
ふ
自
覺
を

一
暦
鞏
固
に
し
、

一
方
そ
の

完
全
な
る
も
の
を
求
め
よ
う
と
す
る
熱
惰
に
生
き
つ
つ
、
し
か
も

一
方
可
能
な
る
限
り
に
於
け
る
正
し
い
判
斷
に
向

つ
て
釜
々
專
念
す
べ

き
だ
と
思
ふ
。

一
面
的
な
覗
野
か
ら
他
面
を
輕
靦
し
侮
辱
す
る
場
合
に
、
果
し
て
學
問
に
對
す
る
敬
虔
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
疑
は
し



い
。
と
に
か
く
、
「
枕
草
子
し
及
び

「、清
少
納
言
集
し
の
現
存
諸
本
は
、
純
粹
な
意
味
に
於
け
る
清
少
納
言
そ
の
儘
の
藝

術
の
形
を
示
す
も

の
で
は
な
い
。
從

つ
て
ど
の
資
料
も
極
め
て
不
正
確
だ
と
云
ふ
事
を
、
先
づ
は
つ
き
り
と
自
覺
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

回
一

丶

　
　
「
枕
草
子
」
に
は
異
本
が
甚
だ
多

い
。
諸
本
に
ょ
つ
て
そ
の
内
容
～
i
i
特
に
そ
の
組
織
に
著
し
い
椙
違
が
あ
る
。　
州,枕
草
子
し
の
原
形

と
そ
の
成
立
と
に
關
す
る
學
論
に
紛
糾
の
生
じ
た
理
由
は
即
ち
こ
こ
に
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
「枕
草
子
」
諸
本
に
共
通
す
る
性
質
と
し
て
、
少
く
と
も
内
容
上
に
四
種
の
部
分
の
存
す
る
こ
と
は
區
別
し
得
ら
れ
る

と
思
ふ
。
帥
ち

(
一
)
和
歌
に
聯
關
す
る
美
的
事
項
の
類
聚

(
二
)
和
歌
に
關
す
る
打
聞
叉
は
論
話
集

(
三
)
作
者

の
經
驗
談

(
主
と
し

て
自
讚
談
)
(
四
)
隨
感
隨
想
録
ー

ー
以
上
の
四
つ
で
あ
る
。
現
在
最
も
よ
く
行
は
れ
て
ゐ
る

「
春
曙
抄
」
系
統
本
を
、
今
こ
こ
で
か
り
に

流
布
本
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
流
布
本
は
右
四
つ
の
部
分
が
互
に
混
亂
し
交
錯
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。　
「枕

草
子
」
全
體
を

一
つ

の
隨
筆
と
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
流
布
本

の
如
き
組
織
な
き
雜
然
た
る
形
態
を
そ
の
ま
ま
原
形
と
み
な
す
読
も
あ
る
。
叉
他
の
理
由
か
ら
、

類
纂
的
形
態
と
、
隨
筆
的
形
態
と
に
、
打
聞

・
読
話

・
自
讚
を

一
括
す
る
形
態
を
加

へ
、
少
く
と
も
そ
の
三
つ
の
形
態
が
別
々
に
成
立
し

-
た
と
考

へ
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
い
ふ
論
も
成
り
立
ち
得
る
。
そ
し
て
私
逹
は
現
在
ま
で
に
ま
だ
こ
の
考

へ
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
程
の
根
柢
あ
る
反
對
読
を
聞
か
な
い
。
今
は
、
私
の
さ
う
推
定
す
る
根
據
を
、
曜諸
本
の
形
態
の
上
か
ら
離
れ
て
、
寧
ろ
創
作
心
理
過

程
の
上
か
ら
、
別
に
少
し
く
考
察
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

　

第

一
の
類
纂
的
な
部
分
は
、
自
然
及
び
人
生
に
亙
る
文
學
的
事
項
を
分
類
し
て
聚
め
た
も
の
で
、
聯
想
と
分
類
と
を
主
に
し
た
辭
書
的

興

味
が
中
心
と
な
り
、
第

二
の
打
聞

読

話

・
自
讚
談
簍

聚
め
た
部
分
は
、
備
忘
録
的
興
味
が
忠

と
な
り
、
第
三
の
隨
筆
的
な
部
分

.

　
　
　
　
　
　
清
少
納
言
と
劣

作
品
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漕
少
納
言
と
そ
の
作
品
　
　
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

=

一

ほ
、
官
然
及
び
人
生
に
對
す
る
直
接
的
な
作
者
の
感
想
を
集
め
た
も
の
で
、
創
作
的
も
し
く
は
思
索
的
興
味
が
申
心
と
な
つ
て
ゐ
る
や
う

に
思
は
れ
る
。　
「
枕
草
子
」
全
體
を

一
つ
の
隨
筆
と
見
て
、
右

の
各
部
の
成
立
が
同
時
で
あ
る
と
な
す
論
者
は
、
そ

の
各

々
の
部
分
の
興

味

と
關
心
と
が
、
淨
雲
の
如
く
雜
多
に
去
來
す
る
所
に
、
文
學
作
品
と
し
て
の
特
別
の
面
白
味
を
見
出
さ
う
と
す
る
。
今

「
徒
然
草
」
に

つ
い
て
見
る
に
、
そ
の
外
形
は
き
は
め
て
雜
多
で
そ
し
て
不
統

一
に
見
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
實
雜
多
を
貫
く
本
質
的
精
紳
は
き
は
め
て

單

一
で
あ
る
。
そ
れ
は
辭
書
的
な
興
味
や
、
備
忘
録
的
な
興
味
の
雜
居
で
は
な
く
、
む
し
ろ
單

一
な
思
索
的
興
味
に
よ
つ
て
統

一
さ
れ
て

ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
「
枕
草
子
」
と

「
徒
然
草
」

と
は
、
そ
れ
故
形
式
に
於

て
類
似
し
て
ゐ
て
も
、
本
質
に
於
て
決
し
て
共
通
し
て
ゐ
な

い
と

い
ふ
事
が
出
來
る
。　
「枕
草
子
」
に
於

て
は
、
そ
の
隨
筆
的
部
分
の
み
が
、
わ
つ
か
に

「徒
然
草
」

の
統

一
的
精
神
と
共
通
す
る
。

,「
枕
草
子
」
に
於
て
、
相
對
立
す
る
別
々
の
關
心
が
、
走
馬
燈
の
や
う
に
、
く
る
く
る
次
か
ら
次
へ
と
め
ぐ
る
ま
し
く
囘
轉
し
つ
つ
執
筆

さ
れ
た
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
隨
筆
文
學
の
特
質
は
、
む
し
ろ
深
い
思
索
の
中
に

「
我
し
が
沈
潛
し
て
行
か
う
と
す

る
所
に
存
す
る
と
思

ふ
。

こ
の
點
よ
り
し
て
も
、
私
は

「
枕
草
子
」
の
右
の
四
つ
の
部
分
が
、
同
時
に
入
り
亂
れ
て
雜
然
と
執
筆
さ
れ
た
と
は
考

へ
ち
れ
な
い

と
思
ふ
。

-右
の
問
題
を
今
少
し
詳
し
く
考

へ
て
見
よ
う
。
「枕
草
子
」
の
内
容
は
あ
ま
り
に
雜
多
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
文
章
の
形
式
お
よ
び
内

容
が
雜
多
で
あ
る
乏
い
ふ
ば
か
り
で
は
な
い
。
文
章
を
書
か
う
と
す
る
作
者

の
氣
持
そ
の
も
の
が
、
已
忙
雜
多
で
あ
り
す
ぎ
乃
の
で
あ
る
。

成

程
近
世
以
後

の
隨
筆
集
に
は
、
内
容
上
雜
多
な
も

の
が
甚
だ
少
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
等
の
作
品
に
於
て
は
、
内
容
の
雜
多
に
比

し

て
、
作
者
の
氣
持
と
意
鬪
と
は
極
め
て
單
調
で
あ
る
事
が
多
い
。
そ
れ
等
は
、
ほ
と
ん
ど
符
節
を
合
せ
る
や
う
に
備
忘
録
的
、
百
科
辭

書

的
興
味
に
よ
つ
て
統

一
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に

「
枕
草
子
」
に
至
つ
て
は
決
し
て
さ
う
で
な
い
。
も
し
流
布
本

の
形
を
信
す
る
な
ら
、

作
者
の
氣
持
は
複
雜
と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
混
亂
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
眞
の
隨
筆
文
學
は
、
そ
れ
が
文
學
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
に
、
釜



、
罰塾「

　
　
　
　
　
　
　
　
々
雜
多
の
形
式
を
其

へ
つ

つ
、
七
か
も
純

一
な
精
神
に
よ
つ
て
統

一
さ
れ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
雜
多
の
中
に

一
貫
せ

る
情
調
と
氣
分
と
が

　
　
　
　
　
　
　

生

汝
と
七
て
盗
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
雜
多
の
中
の
統

一
、
そ
れ
が
隨
筆
文
學
の
特
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
か
か
は
ら
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
「
枕
草
子
」

の
流
布
本
の
形
に
、
私
た
ち
は
作
者

の
氣
分
の
統

一
を
見
る
こ
と
は
絶
對
に
出
來
な
い
。

こ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
作
者
が
執

　
　
　
　
　
　
　

筆

の
際
に
經
驗
し
た
心
持
を
單
に
想
像
す
る
こ
と
さ

へ
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
.
枕
草
子
に
あ
ら
は
れ
た

一
つ

一
つ
の
記
事
を
通
じ
て
見
る
と
、
清
少
納
言
は
、
か
な
り

一
本
調
子
な
單
純
な
性
格

の
持
圭
で
あ
つ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
の
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。
清
少
納
言
は
、
創
作
中
、
自
然
的
に
昂
揚
し
て
行
く
感
情
を
、
急
角
度

に
轉
向
せ
し
め
て
、
全
く
別
種
の
情
調

　
　
　
　
　
　
　
　
の
中
に
隨
時
に
ひ
た
る
と
い
ふ
や
う
な
心
理
過
程
を
、
し
か
も
計
書
的
に
經
驗
す
る
こ
と
の
出
來
る
ほ
ど
、
複
雜
な
心
を
も
つ
た
作
家
で

　
　
　
　
　
　
　
　
あ

つ
た
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
す

「
枕
草
子
」
」の
文
章
の

一
つ

一
つ
は
、
そ
れ
自
身
が
か
く
の
如
き
淺
薄
な
ト
リ
ツ
ク
の
中
に
書

　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
た
と
想
像
の
出
來

る
程
低
調
な
文
章
と
誰
が
考

へ
る
こ
と
が
萬
來
る
で
あ
ら
う
。
文
章

の
各
々
が
、
た
と
ひ
少
か
ら
す
他
人
の
手
に

　
　
　
　
　
　
　
　
犯
さ
れ
て
ゐ
る
乏
し
て
も
、
な
ほ
そ
こ
に
は
作
者
そ
の
人
の
純
粹
な
統

一
的
な
感
情

の
ぴ
び
き
を
も
十
分
傳

へ
て
ゐ
る
。
否
そ
れ
が
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
書
け
な
い
文
章
で
あ
る
、
か
く
て
、
流
布
本
の

「枕
草
子
」
は
、
も
と
統
二

せ
る
興
味
を
も
つ
て
別

々
に
書
か
れ
た
所

の
文
章
を
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
め
た
雜
纂
物
が
、

い
つ
れ
か
の
機
會
に
ば
ら
ば
ら
に
な
つ
て
、
再
び
無
秩
序
に
と
ち
合
は
さ
れ
た
形
で
は
な
か
ら
う
か
と
推
定
す
る

一

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
の
理
由
が
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む　　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
か
し
な
が
ら

「
枕
草
子
」
の
原
形
に
關
す
る
推
定
は
、
嚴
密
な
る
科
學
的
研
究
か
ら
導
か
れ
た
結
論
の
上
に
立

て
ら
れ
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
な
い
。
右
に
の
べ
た
創
作
心
理
過
程
の
主
觀
的
な
考
察
に
基
く
推
定
の
如
き
は
、
あ
く
ま
で
も

一
箇
の
想
像
論
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
據
は
き
は
め
て
薄
弱
で
あ
る
。
た
だ
、
し
か
し
、
こ
の
問
題

に
聯
關
…し
て
、
少
く
と
も
次
の
や
う
な
事
は
考

へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
ラ
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
帥
ち
、
「
枕
草
子
」
の
記
事
を
通
じ
て
、
清
少
納
言

の

「
人
し
夊

は

「
藝
術
し
を
論
じ
よ
う
と
す
る
人
は
、
如
何
な
る
人
で
秀
、
、先
づ
草
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
少
納
言
と
そ
の
作
品
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ρ
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＼　　　　　　　　　　　　　　
「　　　　　
,　　　　　　　　　、　　　　　　伽　　
/　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
.

罪

薈

比ー

ー
鼕

詐

ー

ー
製
鼠ー

ー
ー

ー

貯
ー

匙
婁ー

野
ー

ま

↑

レ

多
ー

藍ー

ド

ゼ

ポ
レ

詈
ー

診

ー

ー

ー

ー

ー
}

ー

ー
ー

ー

ー

ポ

配ー

馨
ー
髪

卜

卜

置

ー
ー

ー

ー

『臥

ー

おー

ー

ー
タ
ー
ゼ

観

郵

き
ー

妻

を
ー
ー

を

ー

ー

ー
ー

ー

ー
い
監

ジ

↑
ぎ

ー

ー

露
ー
臥

郵
↑

ー

ー
ー

霞
ー

塁

ー

ー
ー

ター

ー

`
レ
ヂ
ー

難

紅

ー

ー

ー
ー

旨

ー

ー
ー
きし

「

ー

ー

」

L

…

「ー

ー
ー

匕
距

t
」

幽



、
ー
,
ー
」
」

講

萋
ー

…

,ー

コ

.」

ー
ー

コ

黛
ー

.環
、ー

」

づ

ー
,ー

,喉

ー

、■

還

i

ー

,
,コー

…

{
ー

ー

ー

ー

4
…

ー

ー

ー

ー

ー

ー

、
ー

ー

ー

ー

ー

i

」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論

　 ㍉㌧丶臓'竺

　
　
　
　
　

濤
少
納
言
と
そ
の
作
μ脳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¶　

駕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四

中

の
記
事
を
、
少
く
と
も
、
假
り
に
類
纂
的
な
部
分
と
打
聞
的
な
も
し
く
は
自
敍
傳
的
な
部
分
と
隨
感
隨
想
的
な
部
分
と
の
三
つ
に
分
け

て
、
㍗そ
こ
か
ら
は
つ
き
り
と
し
た
作
者
の
全
貌
を
把
握
し
よ
う
と
志
す
で
は
な
か
ら
う
か
。
否
さ
う
す
る
こ
と
よ
り
以
上
に
、
適
當
な
方

法

が
他
に
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
か
ー
ー

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
私
は
、h
枕
草
子
L
に
ゑ
が
か
れ
た
清
少
納
言
の
姿
の
斷
片
は
、
そ
れ
を
ゑ
が
い
て
ゐ
る

一
っ

一
つ
の
記
事
を
、
作
者

の
創
作
心
理
の
中

　
　
　
　

ヘ　　へ

に
動
い
た
感
興
を
中
心
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
の
み
、
全
體
と
し
て
認
識
さ
れ
得

る
と
思
ふ
。
ど
ん
な
小

さ
な
事
實
、
さ
さ
や

か
な
事
件
の
敍
述

の
中
に
も
、
清
少
納
言
の
全
容
が
躍
如
と
し
て
動
い
て
ゐ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
等
の
敍
述
は
、
そ
の
敍
述
の
本
質
を

な
し
て
ゐ
る

「
興
味
」
が
何
で
あ
る
か
と
い
ふ
認
識
を
背
景
乏
し
て
、
盆
々
明
確
に
作
者
そ

の
も
の
を
描
き
出
し
得

る
で
は
な
か
ら
う
か
。

帥
ち

「枕
草
子
」
中
に
見
え
る
所
の
打
聞
的
性
質
を
有
す
る
多
く
の
記
事
は
、
そ
の
本
質
た
る
打
聞
的
興
味
を
背
景
と
し
て
考

へ
ら
れ
る

こ
と
に
ょ
つ
て
、
叉
類
聚
的
性
質
を
有
す
る
多
く
の
記
事
は
、
同
じ
く
そ
の
本
質
た
る
分
類
的
興
味
を
背
景
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
こ
と
に

よ

つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
價
値
が

一
暦
明
確
に
意
識
さ
れ
得
る
で
は
な
か
ら
う
か
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
如
き
理
由
か
ら
、
「
枕
草
子
」
の
記
事
を
、
三
種
に
大
別
し
、
こ
れ
等
が
、
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
性
質
の
感
興

に
よ
つ
て
執
筆
さ
れ

た
か
を
考

へ
、
そ
こ
か
ら
清
少
納
言
の

「
人
」
、を
ゑ
が
き
、
又
そ
の

「
作
晶
」
を
批
判
す

る
と
い
ふ
手
綾
は
、
少
く
も
爰
當
な
ら
ざ
る
方

法
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
理
由
は
毫
も
な
い
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　

「枕
草
子
」
は
前
項
に
も
の
べ
た
や
う
に
、
大
體
類

纂
的
な
部
分
と
、
打
聞
的
な
部
分
と
、
隨
筆
的
な
部
分
と
の
三
者
か
ら
成
つ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む　
む

る
。
そ
し
て
、
そ
の
三
つ
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
執
筆

の
動
力
た
る
感
興
の
性
質
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
こ
の
異
る
感
興
の
性
質
を
は
つ
き



/

!

り

と
意
識
す
る
こ
と
は
、
清
少
納
言
の
評
傳
を
評
み
ょ
う
と
す
る
際
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

第

一
の
類
纂
的
な
部
分
は
、
大
體

(
一
)
客
觀
的
な
事
物
に
關
す
る
も
の
と
、
(
二
)
主
觀
的
な
精
紳
内
容
に
關
す

る
も
の
と
に
大
別
す

る

こ
と
が
出
來
る
が
、
(
一
)
は
更
に

　

一
、
自
然
の
現
象
に
關
す
る
も
の
。
例

へ
ば
、
日
は
、
雲
は
、
ふ
る
も
の
は
等
。

　

二
、
地
理
地
文
に
…關
す
る
も
の
。
例

へ
ば
、
山
は
、
森
は
、
池
は
、
島

は
等
。

　

三
、
土
木
家
屋
に
關
す

る
も
の
。
例

へ
ば
、
關
は
、
橋
は
、
み
さ
さ
ぎ
は
、
瓧
は
、
寺
は
等
。

　

四
、
動
植
物
に
關
す
る
も
の
。
例

へ
ば
、
木
は
、
鳥
は
、
馬
は
等
。

　

五
、
禪
佛
に
關
す
る
も
の
。
例

へ
ば
、
佛
は
、
神
は
、
だ
ら
に
は
、
修
法
は
等
。

　

六
、
人
に
關
す
る
も
の
。
例

へ
ば
、
法
師
は
、
女
は
、
大
夫
は
等
。

　

七
、
趣
味
娯
樂
に
關
す
る
も

の
。
例

へ
ば
、
ひ
く
も
の
は
、
歌
は
、
物
語
は
、
遊
び
は
等
。

　

八
、
裝
束
に
關
す
る
も
の
。
例

へ
ば
束
帶
は
、
狩
衣
は
、
夏
の
う
は
ぎ
は
等
。

　

九
、
日
用
品
叉
は
調
度
に
關
す
る
も
の
。
例

へ
ば
、
ひ
あ
ふ
ぎ
は
、
織
物
は
、
す
す
り
の
箱
は
、
疊
は
等
。

　

に
細
別
す
る
事
が
出
來
、
又

(
二
)
の
部
分
は
、
め
で
た
き
も

の
、
あ
は
れ
な
る
も
の
、
に
く
き
も
の
等
の
如
き
感
情
内
容
の
分
類
で

あ

つ
て
、
こ
れ
は
、
大
體
美
的
な
も
の
と
、
美
的
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
二
種
に
匠
別
す
る
こ
と
が
出
來
る
や
う
で
あ
る
。

　

右
の
中

(
一
)
は
、
古
今
和
歌
六
帖
や
、
倭
名
類
聚
抄
の
如
き
分
類
に
從
つ
て
、
和
歌
に
關
係
あ
る
題
材
を
類
聚
し
、
こ
れ
に
文
學
的

表

現
に
よ
る
解
論
を
加

へ
た
も
の
で
あ
り
、
(
二
)
は
作
者
獨
特

の
組
織
に
從
つ
て
、
精
紳
内
容
を
分
類
し
、
こ
れ
に
其
體
的
な
解
説
を
加

へ
た
も

の
で
あ
る
之
考

へ
た
い
。
も
し
こ
の
假
論
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の
類
纂
の
部
分
の
執
筆
に
あ
た
つ
て
作
者

の
體
驗
し
た
感
興
は

　
　
　
　
　

浩
甲少
納
…曽口
と
冫」
の
作
口剛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
五

財_嚇_
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辱

,還
濕

忍。

ぱ

醐∵

瀞

　
　
　
　
　

清
少
納
言
と
そ
の
作
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　へ　　も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　へ

先
づ
第

一
に
、
か
か
る
新
し
い
形
式
を
創
造
す
る
と
い
ふ
計
書
自
身
に
在
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
恐
ち
ぐ
作
者
は
、
か

つ
て
何
人
竜
な
し
得

だ
か
つ
た
新
七
い
形
式
を
案
出
し
て
、
和
歌

の
手
引
草
、
文
學
の
た
め
の
新
し
い
百
科
辭
書
を
作
る
と
い
ふ
そ
の
好
ま
し
い
計
晝
に
(
我

れ

乏
滿
足
の
ほ
ほ
ゑ
み
を
も
ら
し
つ
つ
筆
を
と
つ
た
も
の
と
想
像
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ　　も

　
次
に
作
者

の
胸
中
に
湧

い
た
感
興
は
、
學
術
的
な
分
類

の
立
て
方
に
あ
り
た
も
の
と
考

へ
た
い
。
如
何
な
る
分
類
法
に
從

つ
て
こ
の
計

畫
を
具
體
化
す
る
か
と
い
ふ
問
題
に
對
す

る
作
者

の
關
心
は
、
相
當
深
い
も
の
が
あ
つ
た
巴
見
る
べ
き
で
あ
る
。
「
枕
草
子
μ
の
こ
の

一

面
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
作
者
の
風
貌
は
、
藝
術
家
的
と
云
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
學
者
的
で
あ
る
。
勝
氣
な
作
者
が
敢

て
歌
そ
の
も
の
を
も

つ
て
他
と
競

ふ
冒
險
を
せ
す
、
か

へ
つ
て
歌
の
百
科
全
書
を
も
の
し
て
、
こ
れ
に
よ
つ
て
他
と
對
立
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
寧
ろ
遖
役
を

買

ひ
得
た
も
の
と
考

へ
て
差
支
な
い
と
思
ふ
。

一
條
皷
良

の

「寂
寞
草
鈔
し
に
引
か
れ
た
玄
惠
法
印
の

「
藝
女
傳
」
に
よ
れ
ば
、
清
少
納

言

の
著
す
所
に
は

「枕
草
子
」
以
外
に

「
萬
葉
部
類
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
た
と
云
ふ
。
こ
の
論
の
當
否
は
知
ら
な

い
が
、
萬
葉
學
者
と
4

し

て
知
ら
れ
た
梨
壺

の
五
人
の

一
入
た
る
元
輔
の
女
で
あ
る
作
者
が

「
萬
葉
部
類
」
1

恐
ら
く
類
纂
書
で
あ
ら
う
ー

を
著
し
た
と
い

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

ゆ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ

こ

と

は
、

い
か

に

も

あ

り

さ

う

な

こ

と

で
あ

り

、

叉

さ

う

い

ふ
人

で
あ

つ
て
、

釜

々

「
枕

草

子

」

中

の
類

纂

を

執

筆

し

得

る

可
能

性

が

濃

厚

に

な

つ

て
來

る

と

思

は

れ

る

の

で
あ

る
。

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

へ　
あ

'
次

に
作

者

が
類

纂

を

執
筆

す

る
に

あ

た

つ
て

の
第

三

の
感

興

は

、

聯

想

に
對

す

る
興

味

で
あ

る
。

次

か

ら

次

へ
と
自

由

に

馳

せ

て
行

く

聯

想

の

面

自
味

に
、

勝

氣

な

作
者

は

こ
れ

ぞ
自

分

の

み

に
與

へ
ら

れ

た

特

懽

と
考

へ
て

、

ひ

と
り

得

意

の
微

笑

を
も

ら
し

た

で
は

な

い
か

と

想
像

さ

れ

る
。

一
寸
見

る

と
、

枕

言

葉

の
下

に

、

次

々
と
連

ね

て
行

く

名

詞

の
列

で

は

あ

る

が
、

し

か

し

そ

こ

に

は
形

式

と
し

て
音

樂

的

な

律

調

、

内
容

と

し

て

生

々
と

し
た

活

濃

な

聯
想

が
稻

妻

の

や
う

な

早

さ

で
動

い

て
ゐ

る
。

そ

こ
に
選

ば

れ

た
事

物

の
名

前

は

、
特

に

古

文

學

、

就

中

和
歌

に

關
係

あ

る
も

の

が
最

も

多

く

、

傅
論

に

關
係

あ

る
も

の
が

之

に

つ
ぎ

、

奇
妙

な

名

前

の
魅

力

が
更

に
之

に

つ

い
で

、

齢

郵



　
　
　
　
　
　
　
　
情
緒
的
な
聯
想
を
い
よ
く

豐
富
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
や
う
な
考

へ
方
よ
り
す
れ
ば
、
清
少
納
言
は
、
手
安
朝
中
期
に
行
は
れ
た
美
の
意
識
を
分
類
し
、
整
理
し
て
、
或
る
種
の
美
論
を

　
　
　
　
　
　
　
　
示
し
た
と
云
ふ
こ
と
も
出
來
る
。
そ
し
て
そ
の
中
心
の
感
興
は
、
純
粹
な
藝
術
的
興
味
と
同
時
に
、
寧
ろ

一
暦
學
問
的
興
味
の
方
が
重
き

　
　
　
　
　
　
　
　
を
な
し
て
ゐ
る
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。
こ
こ
に

「
枕
草
子
」
の
一
つ
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
、
叉
作
者
清
少
納
言
の
趣
味
な
り
敏
養
な
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　

一
面
!

云
は
ば

「
人
」
と
い
ふ
も
の
の

一
面

(
そ
れ
は
嚴
密
な
意
味
で
の

一,面
で
は
あ
る
け
れ
ど
)
が
反
映
し
、て
ゐ
る
と
云
は
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
思

ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
の
打
聞
的
た
部
分
は
、
和
歌
に
關
す
る
興
味
あ
る
逸
話
を
あ
つ
め
た
も
の
と
、
物
語
傳
論
の
如
き
も
の
を
輯

め
た
も
の
と
、
作
者

　
　
　
　
　
　
　
　
自

身
の
經
驗
し
た
日
記
的
性
質
を
有
す
る
幾
多
の
自
讚
談
を
あ
つ
め
た
も
の
と
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
一
群
の
敍
述
は
、
恐
ら
く
折
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
れ
て
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
第

一
の
類
纂
的
な
部
分
と
は
自
ら
成
立
の
事
情

及
び
時
日
を
異
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
思
は
れ
る
。
こ
の
部
分
を
執
筆
す
る
時
の
作
者
の
中
心
の
感
興
は
、
博
學
を
求
む
る
心
に
基
く
備
忘
録
的
な
興
味
と
、
自
己
の
才
能

　
　
　
　
　
　
　
　
を
他
人
に
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る

一
種
の
衒
學
的
な
優
越
感
に
對
す
る
興
味
と
、
廣
く
美
的
な
物
を
求
む
る
興
味
と

の
三
っ
で
は
な
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
關
心
の
中
核
を
な
す
美
的
意
識
は
、
「機
智
」
で
あ
つ
て
、
作
者
は
そ
の

「
機
智
」
に
ょ
つ
て
文

　
　
　
　
　
　
　
　
學

的
生
活
の
す
べ
て
を
統

一
し
よ
う
と
し
た
か
の
や
う
に
理
解
さ
れ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
の
打
聞
的
な
部
分
に
於
て
、
作
者

の
感
興
を
動
か
し
た
主
題
の
性
質
は
、
深
い
人
生

の
觀
照
か
ら
來
た
も
の
で
も
な
く
、
又
深
い
學

　
　
　
　
　
　
　
　
問

の
研
鑽
か
ら
出
た
も
の
で
も
な
い
。
上
に
の
べ
た

一
つ
の

「
機
智
」
に
よ
つ
て
キ
ヤ
ツ
チ
さ
れ
、
か
つ
生
か
さ
れ
た
人
生
の
片
鱗
叉
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も　　も　　も

　
　
　
　
　
　
　
　
學
問
の
斷
片
で
あ
る
。
そ
れ
等
は
決
し
て
反
省
と
思
索
と
の
中
か
ら
に
じ
み
出
た
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
常
に
動
き
や
す
く
敏
活
な

　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ　　も

　
　
　
　
　
　
　
　
る
才
氣
に
よ
つ
て
擱
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
そ
の
深
か
ら
ざ
る
、
し
か
も
博
き
知
識
を
巧
み
に
實
生
活
の
上
に
活
用
し
得
る
ほ

　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

溝
少
納
言
と
そ
の
作
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邑　
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清
少
納
言
と
そ
の
、作
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
八

と
ん
ど
驚
嘆
す
べ
き
頓
才
を
惠
ま
れ
て
ゐ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
動
き
や
す

い
才
氣
は
、
作
者
を
し
て
靜
か
な
、
落
ち

つ
い
た
思
索
に
・

沈
潛
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
や
う
に
見
え
る
。
作
者
は
、
常
に
何
者
に
も
負
け
な
い
と
い
ふ
優
越
感
と
、
朗
か
さ
と
、
ナ
ン
セ
ン
ス

と
を
、
實
生
活
の
上
に
巧
み
に
實
現
し
た
け
れ
ど
、
何
等
の
憂
愁
も
涙
も
知
ら
な
か
つ
た
や
う
に
も
考

へ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
の

見
解
か
ら
し
て
、
清
少
納
言
と
紫
式
部
と
を
全
く
對
立
す
る
性
格
と
觀
す
る
見
方
も
生
す

る
。
紫
式
部
日
記
や
源
氏
物
語
を
通
じ

て
見
る

式
部
の
性
格
は
、
清
少
納
言

の
そ
れ
と
は
全
然
別
の
も
の
で
あ
る
や
う
に
も
考

へ
ら
れ
る
。
式
部
に
於
て
は
性
格
に
深
さ
が
あ
り
、
思
慮

が
あ
り
・
物
の
表
皮
か
ら
内
實

へ
と
見
透
さ
う
と
す
る
心
の
動
ざ
が
あ
り
、
人
に
勝
た
う
と
す
る
よ
り
も
我
れ
に
克
た
う
と
す
る
つ
つ
ま

し

い
努
力
が
あ
る
。
從
つ
て
性
格
の
ど
こ
か
に
、
外
か
ら
見
え
な
い
不
透
明
-

一
種

の
幽
か
さ
と
い
ふ
や
う
な
部
分
さ

へ
も
あ
る
。
し

か
し
清
少
納
言

の
個
性
は
こ
れ
等
と
は
全
く
反
對
の
も
の
と
考

へ
ら
れ
易
い
。
た
し
か
に
こ
の
打
聞
の
部
分
に
於
て
は
、
私
た
ち
は
、
さ

う

い
ふ
清
少
納
言
の

一
面
を
見
出
す

こ
と
が
出
來
る
。
し
か
し
、
清
少
納
言
の
本
當
の
性
格
を
い
ち
早
く
さ
う
と
り
き
め
て
し
ま
ふ
前
に

は

、
私
達
は
も
つ
と
そ
の
家
の
集
を
味
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
が
故
に
、
衒
學
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
。
何
が
故
に
傲
慢
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
に
つ
い
て
、
今

一
度
も
つ
と
深
い
考
察
を
試
み
る
必
要
が
あ
ら
う
と
思
ふ
。
清
少
納
言
の
眞
の
姿
は
、
果
し

て
從
來
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
ま
ま
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
獪
こ
の
事
に
關
し
て
は
、
別
に
も
つ
と
詳
細

に
考

へ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

　

次
に
第
三
の
隨
筆
的
な
部
分
は
、
他
の
二
つ
部
分
と
は
少
し
く
性
質
を
異
に
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
何
物
に
も
と
ら
は
れ
な
い
・

純
情
を
も
つ
て
、
直
接
的
に
自
然
及
び
人
生
の

「美
」
な
る
も
の
に
ふ
れ
よ
う
と
す
る
き
は
め
て
謙
讓
な
詩
人
ら
し

い
態
度
が
見
え
る
。

む
し
ろ
こ
れ
こ
そ
、
清
少
納
言
の
本
當
の
姿
の

一
面
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　

五
月
四
日
の
夕
つ
か
た
、
青
き
草
多
く
い
と
5
る
は
し
く
き
り
て
、
左
右
に
に
な
ひ
て
あ
か
衣
き
た
る
を
の
こ
の
ゆ
く
こ
そ
を
か
し
け
れ
。



㌧

,

(

、

九

月
廿

日
あ
ま
り

の
程
初
瀬

に
ま
5

で
て
、

い
と
は
か
な
き
家
に
泊
り
た
り
し
に
、

い
と
苦
し
く

て
唯
寢

に
寢
入
り
ぬ
。
夜

ふ
け

て
月

の
窓
よ
り
も

り
た
り
し
に
、
人

の
臥

し
た

り
し
ど
も
が
、
衣
の
上

に
白
う

て
、
う

つ
り
な
ど

し
た

り
し

こ
そ
、

い
み
じ
う
哀

と
お
ぼ
え
し
か
。
さ
や
う
な

る
折
ぞ

人
歌

よ
む

か
し
。
清
水

な
ど

に
參

り
て
、
坂
本

の
ぼ
る
程
に
、
柴
た
く
香

の
い
み
じ
う
あ
は
れ

な
る
こ
そ
を
か
し
け
れ

。

　
　

入
の
顏
に
と
り
わ
き
て
よ
し
と
見
ゆ
る
所
は
、
度
ご
と
に
見
れ
ど
も
、
あ
な
を
か
し
珍
し
と
こ
そ
覺
ゆ
れ
。
繪
な
ど
數
多
た
び
見
れ
ば
、
目
も
立
ず

　
　

か
し
。
近
う
た
て
る
屏
風
の
繪
な
ど
は
、
い
と
め
で
た
け
れ
ど
も
見
も
い
れ
ら
れ
ず
。
人
の
か
た
ち
は
を
か
し
う
こ
そ
あ
れ
。
に
く
げ
な
る
調
度
の

　
　

中
に
も
、
一
つ
よ
き
所
の
ま
も
ら
る
る
よ
。
み
に
く
き
も
、
さ
も
こ
そ
は
あ
ら
め
と
思
ふ
こ
そ
わ
び
し
け
れ
。

　
成
心
の
な
い
す
な
ほ
な
心
は
、
直
ち
に
事
象

の
本
質
に
肉
迫
す

る
。
そ
れ
は
表
面
を
淺
く
流
れ
去
る
感
激
で
は
な
く
、
深
み
の
・中
の
そ

の
奥
底
に
湛

へ
ら
れ
た
靜
寂
に
ふ
れ
る
喜
び
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
靜
寂
と
は
、
永
遠
の

「
美
」
に
外
な
ら
な
い
。
紫
式
部
や
孝
標
の

女
な
ど
の
體
驗
し
た
も
の
も
、
こ
の
喜
び
で
あ
つ
た
。
そ
の
喜
び
は
、
決
し
て
單
に
皮
相
な

「
機
智
」
か
ら
で
も
な
く

「
才
」
か
ら
で
も

な
く
、
ま
し
て

「
學
問
」
か
ら
で
も
な
く
、
ま
こ
と
な
、
す
な
ほ
な
、
澄
み
き
つ
た
、
朗
ら
か
な
人
間
ら
し
い
心
に
於
て
の
み
磁
じ
ら
れ

る
筈
の
も

の
で
あ
る
。
　
「
里
ハ本
清
少
納
言
集
」
の
卷
頭
に
、

　
　

あ
り
と
も
し
ら
ぬ
に
か
み
卅
枚
に
文
を
か
き
て

　
　

わ
す
ら
る
る
身
の
こ
と
わ
り
と
知
り
な
が
ら
お
も
ひ
あ
へ
ぬ
は
涙
な
り
け
り

　
と
感
傷
的
な
述
懷
を
も
ら
し
、
數

々
の
あ
は
れ
な
歌
を
も
の
し
た
作
者
は
、
「枕
草
子
」
に
於
て
ほ
と
ん
ど
饒
舌
か
と
思
は
れ
る
位
の
得

意
な
自
讚
談
を
な
ら
べ
て
ゐ
る
作
者
と
は
、
全
く
別
な
性
格
を
私
た
ち
に
示
し
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
か
う
し
た
淋
し
い

一
面
が
、
清
少

納
言
に
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
、
何
故
多
く
の
批
評
家
は
輕

々
し
く
見
逃
し
て
來
た

で
あ
ら
う
か
。

こ
の
好
ま
し
い

一
面
が
、
單
な
る
駄

洒
落
や
う
ぬ
ぼ
れ
か
ら
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
h
枕
草
子
L

の
記
事
の

一
つ

一
つ
を
救
つ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
私
た
ち
は
も

つ
と
は
つ

　
　
　
　
　

溝
少
納
言
と
そ
の
作
品
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溝
少
納
言
と
そ
の
作
品
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二
〇

き
齢
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
」　

:

・

　
以
上
の
べ
た
や
う
に
、
「
枕
草
子
」
忙
は
大
體
類
纂
的
な
部
分
と
、
打
聞
的
な
部
分
と
、
隨
筆
的
な
部
分
之
の
三
者
が
あ
る
が
、
共
等
の

各

々
の
執
筆
さ
れ
る
場
合
に
隨
俘
し
た
感
興
の
性
質
が
如
何
な
る
も
め

で
あ
る
か
を
考
察
し
、
何
故
に
作
者
は
か
か
る
感
興
に
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
私
た
ち
は
或
る
程
度
ま
で
作
者
清
少
納
言
の

「
人
」
と
そ
の

「
藝
術
」
と
の
本
質

に
ふ
れ
る
こ
と
が
出
來
る
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
嘗
つ
て
こ
れ
等
の
作
品
を
通
じ
て
直
接
的
に
感
じ
得
た
所
謂
清
少

納
言
な
る
女
性
の
姿

の
奥
に
、
更
に
も
う

一
つ
の
別
な
姿
を
感
す

る
こ
と
が
出
來
る
や
う
な
氣
が
す
る
。

五

　
前
項
に
於
て
述
べ
た
や
う
に

「
枕
草
子
」
の
記
事
を
そ
の
性
質
の
上
か
ら
三
つ
に
大
別
し
、
圭
に
そ
の
第

一
類
の
類
纂
的
な
部
分
は
學

術
的
な
興
味
の
も
に
成
り
、
第
二
類
の
打
聞
的
な
部
分
は
衒
學
的
な
興
味
の
下
と
に
成
り
、
第
三
類
の
隨
筆
的
な
部
分
は
全
く
純
粹
な
創

作
的
意
欲
の
下
に
成
つ
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
不
都
合
で
は
な
い
。
弑
た
ち
は
從
つ
て
第

一
類
は
、
學
問
藝
術
に
關
し
て
の
實
用
的
な
動

機
が
圭
と
な
り
、"
第
二
類
は
、
勝
氣
な
氣
、ま
ま
な
婦
人
の
得
意
な
雄
辯
を
通
じ
て
の
自
己
滿
足
が
圭
な
る
動
機
と
な
り
、
第
三
類
は
、
永

遠
の

「
美
」
に
向
ふ
純
粹
創
作
的
な
動
機
が
圭
と
な
つ
て
書
か
れ
た
も

の
と
考

へ
て

一
應
は
差
支
な
い
や
う
に
思
は
れ

る
。
勿
論
も
つ
と

深
く
考
ふ
べ
き
幾
多
の
部
分
が
殘
さ
れ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
。　
「
枕
草
子
」
の
内
容
に
於
け
る
右
の
三
つ
の
部
分
の
中
、
類
纂
的
な
部
分
は
、

前
に
も
の
べ
た
や
う
に
そ
の
形
式
の
案
出
と
い
ふ
こ
と
自
體
が
創
作
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
し
李
義
山
の
雜
纂
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る

な
ら
、
「
枕
草
子
」
の
藝
術
的
價
値
は
ど
れ
だ
け
減
殺
さ
れ
る
か
知
れ
ま
い
。

ζ
の
種
の
文
章
の
形
式
は
、
最
も
模
倣
さ
れ
易
く
、
從
つ
て

か
な
り
凡
庸
な
作
家
も
、
存
外
す
ぐ
れ
た
第
二
の

「
枕
草
子
」
を
作

る
か
も
知
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
等
は
、
假
り
に
如
何
程
巧
妙
に
な

丶
　
、
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さ
れ

て
ゐ
た
と
し
て
も
、
ま
が
ひ
物
で
あ
り
、
眞
似
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。　
「
枕
草
子
」
が
最
初
に
か
く
の
如
き
形
式
を
案
出
し
た
と
い

ふ
そ

の
案
出
自
體
が
、
他
の
何
物
よ
り
も
最
も
高
く
評
價
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
打
聞
的
な
部
分
に
つ
い
て
今
少
し
深
く
考

へ
て
見
る
機
會
に
逹
し
た
。
凡
俗
な
周
圍
に
對
す
る
反
逆
的
な
作
者

の
精
祚
を
私

た
ち
は
こ
の
部
分
に
十
分
認
め
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
の
反
逆
的
な
心
持
は
、
學
問
藝
術
の
家
に
生
れ
、
且
自
ら
も
亦
非
凡
の
學
才
を
惠

ま
れ
た
作
者
が

一
種
の
自
負
心
を
も
つ
て
他
を
見
下
し
た
た
め
か
、
叉
は
宮
仕
の
際
年
齢
が
他
の
同
輩
よ
り
も
長
じ
て
を
り
、
從

つ
て
そ

れ
等
と
平
凡
な
起
居
を
共
に
す
る
こ
と
を
屑
し
志
し
な
か
つ
た
た
め
か
、
叉
中
宮
定
子
が
、
作
者
の
才
を
愛
し
、
そ
の
機
智
を

一
種

の
慰

み
物
と
さ
れ
、
作
者
が
そ
れ
を
自
負
し
て
釜

々
得
意
に
な
つ
た
た
め
か
、
叉
作
者
の
容
貌
や
、
戀
愛
生
活
が
、
そ
の
自
負
心
を
十
分
滿
足

さ
せ
る
程
惠
ま
れ
た
も
の
で
な
く
、
從
つ
て
作
者
は
そ
の
憂
鬱

の
や
り
場
を
、
こ
こ
に
求
め
た
た
め
か
、
そ
の
理
由
を
樣
々
に
考

へ
る
こ

と
が
出
來

る
で
あ
ら
う
。
私
た
ち
は
決
し
て
從
來
な
さ
れ
た
や
う
な
輕
卒
な
斷
定
に
安
仕
し
滿
足
し
て
は
な
ら
な
い
ρ
明
か
に
周
圍
の
俗

衆
に
對
す

る
つ
よ
い
嘲
笑
と
反
抗
と
を
示
し
た
か
の
多
く
の
自
讚
談
が
、
果
し
て
如
何
な
る
内
面
的
な
理
由
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
か
は
、

清
少
納
言
の
評
傳
に
於
て
、
最
も
中
心
的
た
研
究
問
題
と
な
る
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
私
た
ち
は
、
こ
の
際
外
部
的
な
し
か
も

一
面
的
な

事
實

の
片
鱗

の
み
を
見
て
、
直
ち
に
そ
の
本
質
を
論
斷
し
去
る
や
う
な
輕
卒
と
不
謹
愼
と
を
つ
つ
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

お
よ
そ
優
秀
な
る
藝
術
家
は
、
彼
が
優
秀
で
あ
る
だ
け
に
、
釜
々
凡
俗
に
對
す
る
反
逆
的
傾
向
を
ー

た
と
ひ
無
意
識
的
に
も
ー

取

ら
ざ

る
を
得
な
く
な
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
多
く
の
實
例
に
を

し

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
枕
草
子
」
に
於
け
る
幾
多
の
自
讚
談
は
、
こ
れ
を

そ
の
ま
ま
に
見
れ
ば
、
作
者
の
非
凡
な
る
學
識
と
、
驚
く
べ
き
機
智
と
を
示
し
、
そ
し
て
そ
れ
等
を
公
然
と
个
氣
で
宣
傳
し
て
得
意
に
な

る
點
よ
り
し
て
、
作
者

の
愛
す
べ
き
無
邪
氣
な
性
格
の

一
面
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
面
よ
り
見
れ
ば
、
乏
も

す
れ
ば
淺
薄
な
る
才
人
と
評
し
去
ら
れ
さ
う
な
單
純
な
性
格
を
有
す
る
清
少
納
言
に
ち
が
ひ
な
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
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清
少
納
言
と
そ
の
作
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
二

等

の
傍
若
無
人
な
人
を
食

つ
た
言
動
の
中
に
、
少
し
異
る
清
少
納
言
の
面
影
を
ゑ
が
く

こ
と
は
出
來
な
い
で
あ
ら
う

か
。
か

へ
つ
て
そ
こ

に
人

一
倍
の
や
る
せ
な
さ
と
淋
し
さ
と
を
感
じ
、
人
知
れ
す
淋
し
さ
に
涙
ぐ
み
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
の
弱
さ
を
決

し
て
他
人
に
見
せ
ま

い
と
す
る
勝
氣
な
清
少
納
言
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
は
不
當
で
あ
ら
う
か
。

　

清
少
納
言
は
類
纂
の
部
分
に
於
て
も
、
打
聞
の
部
分
に
於
て
も
、
彼
女
の
感
じ
得
た

「美
し
な
る
も
の
を
、
正
直

に
物
語
つ
て
ゐ
る
σ

　
「
美
」
を
表
現
す
る
幾
多

の
形
容
詞

・
副
詞

・
感
動
詞
は
、
ほ
と
ん
ど

「枕
草
子
」

一
篇
に
集
成
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
觀
が
あ
る
。
作
者
が
、

.静
か

に
自
然
の
美
に
う
た
れ
、
ひ
と
り
人
生
の
眞
に
目
を
見
は
つ
て
ゐ
る
そ
の
謙
虚
な
愛
す
べ
き
姿
は
、
至
る
所
に
認
め
る
こ
と
が
萬
來

る
。

一
條
天
皇

・
中
宮
及
び
そ
の
御
兄
の
公
達
は
、
紫
式
部
に
於
け
る
中
宮
彰
子
及
び
そ
の

一
門
の
人
々
の
如
く
、
隨
所
に

「美
」
の
權

化
と
し
て
ゑ
が
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
等
の

「
美
」
は
、
感
覺
の
表
面
を
流
れ
去
る
刹
那
的
な

「美
」
の
影
で
は
な
く
て
、
は
る
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も　　も　　も　　へ

高
く
、
そ
し
て
深
き
に
潛
む
永
遠
の
美
の
姿
で
あ
る
。
か
の
隨
筆

の
部
分
に
於

て
、
私
た
ち
が
最
も
し
ば
し
ば
目
に
ふ
れ
た
詩
人
ら
し
い

澄
み
き
つ
た
作
者
の
性
格
の
如
き
は
、
紫
式
部
の
そ
れ
と
少
し
も
異
る
も
の
で
は
な
い
。

　

清

少
納
言
は
何
等
の
深
い
惱
み
も
も
た
な
か
つ
た
、
た
だ
男
ま
さ
り
の
理
窟
屋

で
、
裏
も
な
く
表
も
な
い
、
見
た
ま
ま
の
單
純
な
性
格

の
持
主
で
あ
つ
た
ー

と
い
ふ
や
う
な
批
評
を
屡

≧
き
く

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
等
の
批
評
は
、
果
し
て

「
枕
草
子
」
を
し
ん
み
り
と
味
讀

し
た
上
で
な
さ
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
、少
く
と
も

「清
少
納
言
集
」
「異
本
清
少
納
言
集
」
を
、
靜
か
に
く
り
か

へ
し
讀
ん
だ
上
で
な
さ
れ

た
か
、
す
こ
ぶ
る
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
清
少
納
言
の
家
の
集
と
い
ふ
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
憂
愁
と
寂
寥

と
を
も
つ
て
滿
さ
れ
た
あ
は
れ
深
き
歌
の
み
に
よ
つ
て
成
立

つ
て
ゐ

る
か

ら
で
あ
る
。
家
の
集
よ
り
の
み
見
れ
ば
、
私
た
ち
は

「
枕
草

子
」

の
作
者
と
は
全
く
反
對
た
靜
か
な
婦
人
、
几
帳

の
か
げ
に
ひ
そ
と
涙
ぐ
む
し
を
ら
し
い
女
性
の
外
に
、
如
何
な

る
人
の
姿
を
も
想
像

し
得

ら
れ
な
か
つ
た
と
思
ふ
。
紫
式
部
は
そ

の
日
記
に
於
て
、
「清
少
納
言
こ
そ

し
た
り
顏

に
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
。
さ
ば
か
り
賢
し

㌦
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だ
ち
、
ま
な
か
き
散
ら
し
て
侍
る
ほ
ど
も
、
よ
く
見
れ
ば
、
ま
だ
い
と
堪

へ
ぬ
こ
と
お
ほ
か
り
」
と
批
評
し
た
。
又
こ
の
人
に
關
し
て
は

豪
放
嘉
落
で
細
行
を
愼
ま
な
か
つ
た
と
も
、
大
酒
家
で
不
行
跡
が
多
か
つ
た
と
も
、
様

々
の
傳
読
が
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
叉
老
後
零
落
し

て
京
の
郊
外
に
住
み
、
若
い
殿
上
人
が
そ
の
宅
の
前
を
通
つ
た
時
に

「
駿
馬
の
骨
を
ば
買
は
す
や
あ
り
し
」
と
叱
つ
た
と
い
ふ
論
話
の
ご
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と
き
は
、
清
少
納
言
の

一
面
を
最
も
よ
く
物
語
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
等
は
、
果
し
て
何
處
ま
で
ま
こ
と
の
清
少

納
言
の
全
面
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

　
清
少
納
言
の
家
の
集
と
、
「
枕
草
子
し
と
を
屡

々
繰
り
か

へ
し
味
讀
す
る
中
に
、
私
た
ち
は
所
謂

「
清
少
納
言
」
の
姿

の
向
ふ
に
、
も

一

つ
の

「清
少
納
言
」
の
幻
の
存
す
る
こ
と
を
意
識
し
、
そ
し
て
そ
の
第
二
の
幻
影
の
前
に
思
は
す
襟
を
正
さ
す
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
そ
の

幻
影
は
、
か
つ
て
私
た
ち
の
考

へ
て
ゐ
た

「
清
少
納
言
」
よ
り
も
、
も
つ
と
深
み
の
あ
る
、
そ
し
て
も
つ
と
靜
か
な
親
し
む
べ
き
女
性
と

し

て
の
も
の
で
あ
つ
た
。
彼
女
が

「
枕
草
子
」
に
於
て
、
眞
正
面
か
ら
漢
文
學
の
知
識
を
ふ
り
か
ざ
し
、
周
圍
の
凡
俗
を
煙
に
ま
き
、
廷

臣
宮
女
逹
を
眼
下
に
見
下
し
、
醐
笑
し
、
揶
揄
し
て
憚
ら
な
か
つ
た
事
ば
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
果
し
て
何

の
爲
に
な
さ
れ
た
で

あ
ら
う
か
。
私
た
ち
は
さ
う
し
た
反
逆
的
の
行
動

の
直
後
に
於
て
、
果
し
て
彼
女
が
心
か
ら
の
偸
挽
に
陶
醉
し
、
安
佳
し
得
た
ら
う
か
と

疑

ふ
。
彼
女
は
數
々
の
女
ら
し
か
ら
ぬ
行
爲
に
對
し
て
卒
直
な
忠
言
を
よ
せ
ら
れ
た
中
宮
の
御
氣
持
に
對
し
て
も
、
「
を
か
し
」
「
め
で
た

し
」
と
微
笑
を
も
つ
て
同
感
す
る
だ
け
の
餘
裕
を
失
は
な
か
つ
た
。
中
宮
の
御
批
評
に
對
し
て
は
何
も
か
も
皆
分
り
盡
し
て
ゐ
る
彼
女
で

あ
つ
た
。
決
し
て
單
純
な

一
本
調
子
の
わ
か
ら
す
屋
で
は
な
い
。
彼
女
は
か
な
り
深
刻
に
世
を
味
ひ
つ
く
し
て
ゐ
る
。
數
々
の
あ
の
は
し

た

な
さ
さ
う
な
反
逆

の
後
に
、
直
ぐ
彼
女
は
深
い
寂
寥
と
憂
愁
と
を
感
じ
た
と
解
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
餘
り
に
天
才
的
で
優
越
し
て

ゐ
た
彼
女
は
、
た
だ
不
凡
に
周
圍
に
安
協
す
る
こ
と
が
出
來
す
、
つ
い
不
知
不
識
の
中
に
他
に
叛
き
、
し
か
も
そ
の
叛
け
る
自
己
の
姿
を
、

何
か
の
機
會
に
ふ
と
自
覺
す

る
こ
と
が
あ
り
、
さ
う
い
ふ
時
必
す
誰
も
が
經
驗
す
る
や
う
な

一
種
の
淋
し
さ
に
お
そ
は
れ
た
も
の
と
考

へ

　
　
　
　
　

清
少
納
言
と
そ
の
作
晶
　
　
　
　
　
　
　
　
喚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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瀋
少
納
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と
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二
四

た

い
。
か
の
多
く
の
自
讚
談

の
如
き
は
、
前
に
も
の
べ
た
や
う
な
、
幾
多
の
理
由
に
も
よ
る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
な
ぼ
彼
女

の
性
格
そ

れ
自
身
の
中
に
、
さ
う
し
た
非
爰
協
的
な
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
彼
女
に
お
い
て
深
い
寂
寥
の
原
因
で
あ
つ
た
に
か
か
は
ら
す
、

な
ほ
か
つ
そ
の
癖
を
ど
う
す

る
こ
と
も
出
來
な
か
つ
た
と
解
し
て
お
き
度
い
。
彼
女
の
あ
の
男
ま
さ
り
の
傍
若
無
人
な
振
舞
は
、
か
く
考

へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
單
な
る
氣
ま
ぐ
れ
や
、
な
ぐ
さ
み
な
ど
の
何
物
で
も
な
く
、
も
つ
と
も
つ
と
根
本
的
な
必
然
的
な
深
い
心
の
問
題

と

し
て
考

へ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　

「枕
草
子
し
は

「
源
氏
物
語
」
と
な
ら
び
稱
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
藝
術
的
性
質
に
お
い

て
、
「
枕
草
子
」
は
た
う
て
い

「
源
氏
物

語
」
に
比
べ
ら
れ
る
べ
き
作
品
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
清
少
納
言
そ
の
人
が
、
紫
式
部
よ
り
も
藝
術
的
才
能
に
於
て
劣
つ
て
ゐ
た
た
め
と

い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ

「
枕
草
子
」
の
形
式
1

「類
纂
」
、
「
打
聞
」
等
の
如
き
外
面
的
形
式
が
、
抒
情
詩
の
ゆ
た
か
な

「
物
語
」
に
比

し

て
、
藝
術
的
魅
力
に
缺
乏
し
て
ゐ
る
た
め
で
あ
る
。
「
枕
草
子
」

の
如
き
特
殊
な
形
式
を
も

つ
文
學
は
、
と
か
く
類
型
的
に
な
り
、
物

め

見
方
や
表
現
の
方
法
が
固
定
し
、
從
つ
て
、
雫
凡
な

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
墮
落
し
よ
う
と
す
る
傾
向
さ

へ
も
甚
だ
多

い
ゆ
徒
も
す
れ
ば
、

私
た
ち
を
し
て
書
か
れ
て
ゐ
る
も
の
に
感
心
は
し
て
も
深
く
う
た
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
廣
が
り
を
見
て
も
深
さ
を
見
る
こ
と
の
出
來

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

む　
　

な

い
や
う
な
物
足
り
な
さ
を
感
ぜ
し
め
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
「
類
纂
」
と
か

「
打
聞
」
と
か
の
形
式
か
ら
來

る
こ
と
で
あ

つ
て
、
必
す
し
も
作
者
清
少
納
言
の

「
人
」
か
ら
來
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
紫
式
部
が

「
枕
草
子
」
を
作
つ
た
と
し
て
も
、
恐
ら
く
は
、

今

の

「枕
草
子
」
よ
り
以
上
の
名
作
は
作
り
得
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
。
吉
野
吉
水
杜
に
藏
せ
ら
れ
る
後
醍
醐
院
御
物
の

「樂
書
」
に
よ

れ
ば
、
清
少
納
言
は
、
「
源
氏
物
語
」

に
樹
抗
し
て
、
「
曇
る
藤
氏
」
と
い
ふ
物
語
を
作

つ
た
が
、
そ
の
不
出
來
な
る
を
恥
ぢ
て
、
皆
燒
き

す

て
た
後
、
改
め
て

「
枕
草
子
」
を
作
つ
た
と
い
ふ
。
こ
れ
は
無
名
草
子
や
、
異
本
紫
日
記
等
と
同
じ
や
う
に
、
清
紫
二
女
を
相
封
立
し

て
考

へ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
生
れ
た
傳
説
と
思
は
れ
、
勿
論
信
す
べ
き
か
ぎ
り
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
、
や
は
り
そ
の
傳

、、ー

ー

ー

」



説

の
如
く
、
清
少
納
言
は

「
枕
草
子
」
を
執
筆
す
る
こ
と
が
最
も
そ
の
天
分
に
ふ
さ
は
し
く
、
紫
式
部
は

「
源
氏
物
語
」
を
作
る
こ
と
が

同
樣
に
最
も
そ
の
個
性
に
似
つ
か
は
し
く
、
結
局
適
材
が
適
所
に
置
か
れ
た
と
見
る
べ
き
こ
と
は
誤

つ
て
ゐ
な
い
と
思

は
れ
る
。

　
私
の
試
み
に
提
案
し
て
見
た
清
少
納
言
の
「
人
」
と
「
作
晶
」
と
に
關
す
る
考

へ
は
、
與

へ
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
の
中
に
は
ま
だ
云
ひ
足
り
な

い
部
分
が
多
い
け
れ
ど
、
と
に
か
く
從
來
の
見
解
乏
は
少
し
く
異
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
の
考
察
は
、
貧
弱
な
そ
し
て
不
+
分
な

資
料
の
研
究
に
立
ち
、
し
か
も
曇
り
の
あ
る
幾
多

の
獨
斷
を
犯
し
つ
つ
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
私
の
現
在
に
於

て
ゑ
が
き
得
る
こ

の
清
少
納
言
の
幻
影
が
、
今
後
不
斷
に
か
つ
永
久
に
修
正
さ
れ
行
く
筈
の
、
云
は
ば
未
完
成
な
塑
像
で
あ
る
べ
ぎ
事
を
、
こ
こ
に
再
び
く

り
か

へ
し
て
筆
を
擱
か
う
と
思
ふ
。
　

(
昭
利
七
年
+

一
月
四
日
稿
)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 _{　　　⊥ρ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 _山　 　 　 　 　 　 　 　 　 鹵}臨　　〒一鼎へ齟　 　 　 　 　 　 　 　 店　一炉}一　'　 　 　 　 　 　 　 　 ヤー盡』r　 　 　 　 　 　 凵巴点{　　　占　 　 　 　 　 「　一　一　　　　　「　油　P　}　臨　 　 　 "　一　　一　_　　　　　　一　{　一　一　一　 　 亠　　　　　　　　一　副　　　　　　　　一　 直　ゴ　ー　　一　　　　一　齣　　　　　・一　』　"　　　　　　　　　』

丶

ズ

一

清
少
納
言
と
そ

の
作
品

丶

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

丶

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

濯

筆
～
ー
天「,ー
穿
ー
爵
ド
」
ー
ー
廴「

ー
」㌧

;
　

　
き

～
}
…
臼酔
ヒー
ー
撃

」藍ー

ー

ト
ー

臥
≡
富
,̀
是集
』
払
罫

F
㌧
…
厂}
ゼ
」曇
～
'堅

蚤
寒
匡ー
埠ー

駐
奢
癸夢

ぎ
嚢
h鋒
ヒ
惑

ー
靴
『

呶
き
}
ー
畢
r
帆
壽
ー
き̀
ぎ
;
ζ
野
「覧
ー
鼕

ー
巨
ー
;

F气
く
毒
:

ト」
ー

ゴ「:き
ー

巳

冫
窰三
'『ト
,臨

ζ梦

ー
葺
険ー
ー
襲
ポ

ー

「r,亀

二
五


