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要
旨

平
安
期
の
和
歌
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
が
擁
す
る
「
春
日
野
の

若
紫
の
す
り
衣
」
あ
た
り
を
契
機
に
、
歌
語
「
若
紫
」
が
散
見
す
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
歌
語
は
従
来
、「
淡
い
紫
色
」、
も
し
く
は
「
紫
草
の

若
い
も
の
」
を
指
す
と
説
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
平
安
期
の
和
歌
用

例
を
概
観
す
る
と
、
特
に
後
者
の
「
紫
草
の
若
い
も
の
」
と
い
う
概
説

は
、
抽
象
的
に
す
ぎ
る
と
い
う
点
で
、
や
や
問
題
が
あ
る
。
本
稿
は
、

特
に
平
安
前
期
、
具
体
的
に
は
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
「
若
紫
」
用
例

を
取
り
上
げ
、「
若
紫
」
が
喚
起
す
る
心
象
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に

検
討
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。

考
察
に
あ
た
り
、
ま
ず
「
若
紫
」
な
る
歌
語
の
生
成
過
程
を
確
認
す

る
。『
万
葉
集
』
に
は
、「
若
紫
」
の
用
例
は
確
認
で
き
な
い
が
、
同
集

に
見
え
る
「
若
草
」、
お
よ
び
「
紫
」
の
表
現
に
は
、
平
安
期
以
降
の

「
若
紫
」
例
に
通
じ
る
要
素
が
あ
る
。
よ
っ
て
お
そ
ら
く
、
こ
の
二
語
が
、

語
彙
的
、
表
現
的
に
融
合
し
た
点
に
歌
語
「
若
紫
」
が
現
出
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、「
若
紫
」
の
生
成
基
盤
に
あ
っ
た
と
思
し
き
「
若
草
」
が
、

春
を
強
く
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
歌
語
で
あ
る
の
に
対
し
、「
若
紫
」
の
用

例
に
は
、
春
と
の
強
固
な
結
び
つ
き
は
看
取
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
点

を
踏
ま
え
、
ま
た
、「
若
」
を
冠
さ
な
い
「
紫
」
と
の
共
通
性
や
語
感

差
な
ど
も
勘
案
す
る
と
、
平
安
前
期
和
歌
の
、
特
に
植
物
を
意
味
す
る

場
合
の
「
若
紫
」
が
喚
起
す
る
具
体
的
な
姿
と
は
、
瑞
々
し
く
柔
和
な
、

掘
り
た
て
の
紫
根
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

一　

は
じ
め
に

筆
者
は
以
前
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
中
核
で
あ
る
「
若
紫
の
す
り
衣
」

詠
を
考
察
対
象
と
し
、
紫
の
摺
り
染
色
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
踏
ま

え
、「
若
紫
」
と
は
、
掘
り
た
て
の
、
乾
燥
さ
せ
て
い
な
い
生
紫
根
を

平
安
前
期
和
歌
の
「
若
紫
」
が
喚
起
す
る
心
象

　
　

―

「
若
草
」
と
の
連
関
と
径
庭
と
を
中
心
に―
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イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
た①

。
ま
た
別
に
、『
う
つ

ほ
物
語
』
の
作
中
贈
答
歌
を
材
と
し
て
、
染
料
と
し
て
の
紫
草
の
性
質

や
、
そ
の
染
色
工
程
の
あ
り
よ
う
が
、
和
歌
表
現
に
少
な
か
ら
ず
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
論
じ
た②

。
そ
の
際
に
も
同
様
に
、「
若

紫
」
は
晩
秋
に
収
穫
し
た
て
の
紫
根
を
指
す
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

以
上
ふ
た
つ
の
拙
稿
は
、
平
安
前
期
和
歌
、
さ
ら
に
限
定
す
る
と
、

『
源
氏
物
語
』
以
前
の
和
歌
に
お
け
る
「
若
紫
」
が
具
体
的
に
指
示
し

て
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
「
若
紫
」
と
い
う
歌
語
が
喚
起
す
る
心
象
に

つ
い
て
、
結
果
的
に
同
じ
見
解
に
た
ど
り
つ
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
若
紫
」
に
関
す
る
検
討
が
、
こ
れ
ら
の
拙
稿
で
十
全
に
行
わ
れ
た
と

考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
筆
者
の
考
え
に
も
、
未
だ
流
動
的
な
面

が
あ
る
。

本
稿
で
は
、「
若
紫
」
が
喚
起
す
る
具
体
的
な
心
象
に
つ
い
て
、
よ

り
細
密
に
考
え
て
ゆ
く
に
あ
た
り
、
ま
ず
そ
も
そ
も
「
若
紫
」
な
る
歌

語
が
、
ど
の
よ
う
に
和
歌
史
に
立
ち
上
が
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の
過
程

を
改
め
て
辿
り
か
え
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、『
万
葉
集
』
か
ら
用

例
の
見
え
る
「
若
草
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
、「
紫
」
が
も
っ
て
い
る
恋
表

現
と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
重
な
り
あ
い
、「
若
紫
」
と
い
う
歌
語
が

発
想
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
、
順
を
追
っ
て
述
べ
る
。

さ
ら
に
、「
若
紫
」
の
発
想
源
に
存
す
る
か
と
思
わ
れ
る
「
若
草
」
と

の
差
異
性
を
検
討
し
、「
若
草
」
を
対
岸
に
お
い
て
見
え
て
く
る
「
若

紫
」
の
特
性
を
示
す
。
そ
し
て
最
後
に
、「
若
紫
」
が
喚
起
す
る
心
象
・

原
像
を
検
討
す
る
段
へ
と
立
ち
戻
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。

な
お
、
本
稿
の
考
察
対
象
は
、
主
に
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
和
歌
に

お
け
る
「
若
紫
」
用
例
で
あ
る
。「
若
紫
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
同
物
語

を
経
て
大
き
く
変
化
す
る
と
考
え
る
た
め
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
以
前
の
和

歌
か
ら
、
こ
の
語
が
本
来
的
に
示
し
て
い
た
具
体
像
を
検
討
し
て
ゆ
き

た
い
。

二　
「
若
紫
」
の
語
義―

植
物
か
ら
色
名
へ
の
敷
衍
と
い
う
想
定―

「
若
草
」
と
「
若
紫
」
と
の
連
関
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
「
若

紫
」
と
い
う
歌
語
の
原
義
が
、
植
物
と
し
て
の
紫
草
に
あ
っ
た
だ
ろ
う

こ
と
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
た
い
。
こ
の
後
に
論
じ
る
、
平
安
前
期

和
歌
に
、『
万
葉
集
』
に
は
用
例
の
な
か
っ
た
「
若
紫
」
な
る
歌
語
が

現
出
す
る
過
程
を
検
討
す
る
た
め
に
、
押
さ
え
て
お
く
べ
き
基
本
と
考

え
る
た
め
で
あ
る
。

さ
て
、
現
在
一
般
的
に
、
歌
語
と
し
て
の
「
若
紫
」
に
は
大
別
し
て

二
通
り
の
意
味
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
歌
こ
と

ば
歌
枕
大
辞
典③

』
に
よ
れ
ば
、

①　

植
物
の
紫
草
の
若
い
も
の

②　

紫
草
の
根
で
染
め
た
淡
い
紫
色

の
二
義
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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3

平安前期和歌の「若紫」が喚起する心象

た
し
か
に
、
現
存
和
歌
に
確
認
さ
れ
る
「
若
紫
」
の
初
例
は
、『
伊

勢
物
語
』
初
段
が
擁
す
る

春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
し
ら
れ
ず

で
あ
り
、
こ
の
「
若
紫
」
は
、
春
日
野
で
採
取
さ
れ
た
紫
根
、
す
な
わ
ち
、

植
物
の
紫
草
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
詠
に

影
響
を
受
け
た
と
思
し
き
、
京
極
御
息
所
歌
合
で
の
次
の
二
首
、

今
年
よ
り
に
ほ
ひ
そ
む
め
り
春
日
野
の
若
紫
に
手
々
な
ふ
れ
そ
も

（
四
〇
）

ち
は
や
ぶ
る
神
も
知
る
ら
む
春
日
野
の
若
紫
に
た
れ
か
手
ふ
れ
ん

（
四
二
）

な
ど
も
同
様
に
、
植
物
の
「
若
紫
」
を
詠
ん
だ
例
で
あ
る
。

ま
た
、
他
に
「
若
紫
」
用
例
の
比
較
的
早
い
も
の
と
し
て
、

藤
浪
の
か
か
れ
る
き
し
の
松
は
老
ひ
て
若
紫
に
い
か
で
咲
く
ら
ん

（
順
・
二
一
五
）

染④

む
れ
ど
も
色
は
こ
か
ら
ず
み
ゆ
る
か
な
若
紫
に
あ
れ
ば
な
る
べ
し

（
藤
六
・
一
三
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
紫
色
の
色
相
を
「
若
紫
」
と
表

現
す
る
例
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
用
例
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
平
安
前
期
和
歌
に
お
い
て

「
若
紫
」
が
、
植
物
、
も
し
く
は
紫
の
色
相
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
概
説
す
れ
ば
「「
若
紫
」
は
植
物
の
紫
草
、
あ
る
い
は
色
相

を
表
す
」
と
な
る
が
、
そ
の
原
義
は
や
は
り
「
植
物
の
紫
草
」
で
、
色

相
は
そ
こ
か
ら
敷
衍
し
た
語
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
的

な
広
が
り
に
対
す
る
想
定
の
根
拠
は
二
点
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
に
は
、

「
若
」
を
冠
さ
な
い
「
紫
」
の
語
義
的
広
が
り
と
同
様
の
過
程
を
、「
若

紫
」
も
た
ど
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

早
く
伊
原
昭
氏
が
論
じ
ら
れ
、
拙
稿
に
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
特
に

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
紫
」
は
、
主
に
植
物
と
し
て
、
染
料
と
し
て

の
性
格
が
強
く
、
い
ま
だ
概
念
的
な
色
彩
語
と
し
て
自
在
に
機
能
す
る

段
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た⑤

。
平
安
期
に
入
り
、
徐
々
に
「
紫
」
は
、

和
歌
表
現
の
中
で
も
、
植
物
名
、
ま
た
は
染
料
名
で
あ
る
紫
草
の
意
識

を
離
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
形
容
す
る
概
念
的
な
色
名
と
し
て
扱
わ

れ
る
例
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。「
若
紫
」
の
場
合
も
、「
紫
」
と
同

様
に
、
植
物
の
意
が
先
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
紫
根
か
ら
生
み
出
さ
れ

る
色
相
を
も
指
し
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
過
程
で
捉
え
る
の

が
、
穏
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
も
う
一
点
の
理
由
は
、
そ
も
そ
も
色
彩
が
淡
い
こ
と
を
「
若
」
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で
表
す
こ
と
が
、
非
常
に
特
異
な
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ

る
。「
若
」
を
冠
し
て
色
彩
の
薄
色
を
指
す
、
そ
う
し
た
類
例
が
他
に

あ
る
だ
ろ
う
か
。「
若
赤
」「
若
青
」、
あ
る
い
は
「
若
紅
」「
若
藍
」
な

ど
と
い
う
表
現
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
と
対
照
す
れ
ば
、「
若
紫
」
の

「
若
」
が
紫
の
色
相
の
薄
さ
を
指
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
特

殊
性
を
見
て
と
れ
る
。
色
相
の
「
薄
さ
」
を
表
現
す
る
こ
と
が
、「
若
」

の
用
い
ら
れ
方
と
し
て
一
般
的
で
な
い
以
上
、「
若
紫
」
の
「
若
」
は

元
々
植
物
の
状
態
を
指
し
、
そ
こ
か
ら
、「
紫
の
薄
色
」
を
も
意
味
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
順
序
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
し
て
、「
若
紫
」
と
い
う
語
が
始
発
点
に
お
い
て
植
物
を
指
し
て

い
た
と
措
定
す
る
と
、「
紫
（
紫
草
）」
と
い
う
植
物
名
に
「
若
」
を
冠

そ
う
と
す
る
発
想
の
淵
源
と
し
て
浮
か
ぶ
の
は
、『
万
葉
集
』
に
も
用

例
の
確
認
で
き
る
「
若
草
」「
若
菜
」
と
い
っ
た
、
植
物
に
関
連
す
る

語
彙
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
で
も
と
り
わ
け
、
表
現
的
な
連
関
と
い

う
意
味
で
注
目
し
た
い
の
は
「
若
草
」
で
あ
る
。

三　
「
若
紫
」
の
形
成
過
程―

「
若
草
」
と
「
紫
」
と
の
融
合―

こ
こ
か
ら
は
、「
若
紫
」
と
「
若
草
」
と
の
歌
語
的
共
通
性
に
目
を

留
め
つ
つ
、「
若
草
」
と
「
紫
」
の
両
語
が
相
ま
っ
て
、「
若
紫
」
と
い

う
歌
語
が
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
想
を
傍
ら
に
置
き
な

が
ら
、
論
を
進
め
て
ゆ
く
。

時
系
列
か
ら
考
え
る
と
順
番
が
逆
に
な
る
が
、
こ
の
仮
想
は
、
例
え

ば
『
源
氏
物
語
』
の
若
紫
巻
を
思
い
起
こ
す
こ
と
で
、
ま
ず
あ
る
程
度

の
説
得
性
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
に
よ
る
紫
の
君
の

発
見
と
交
流
、
そ
し
て
自
邸
へ
の
引
き
取
り
を
中
心
に
描
き
、「
若
紫
」

の
巻
名
を
有
す
る
同
巻
に
は
、
作
中
和
歌
に
「
若
草
」
の
モ
チ
ー
フ
が

多
々
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
若
紫
巻
の
内
容
を
見
て

ゆ
く
と
、
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
紫
の
君
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
む
し
ろ
「
若
草
」

「
初
草
」
の
語
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。

鈴
木
宏
子
氏
は⑥

、
若
紫
巻
へ
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
『
伊

勢
物
語
』
初
段
、
四
十
一
段
、
四
十
九
段
の
三
章
段
に
共
通
す
る
性
質

の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
春
日
野
、
若
草
、
初
草
」
な
ど
と
い
っ
た
「
若
草
」

の
モ
チ
ー
フ
を
も
つ
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
光
源
氏
が
療
養
先
の
北
山
で
紫
の
君
を
初
め
て
目
に
す

る
場
面
で
あ
る
。
年
頃
は
す
で
に
十
歳
前
後
に
至
り
な
が
ら
、
男
の
子

の
よ
う
に
走
り
回
り
、
顔
に
赤
く
こ
す
っ
た
跡
を
の
こ
し
て
、「
雀
が

逃
げ
た
」
と
言
っ
て
は
愚
図
る
、
あ
ま
り
に
も
幼
い
紫
の
君
を
、
養
育

す
る
祖
母
の
尼
君
は
不
安
な
心
も
ち
で
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
、

尼
君
が
傍
ら
に
い
た
女
房
と
と
も
に
詠
ん
だ
の
が
、
次
の
二
首
で
あ
る
。

尼
君　

 

お
ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ず
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え

む
空
な
き
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女
房　

 

初
草
の
お
ひ
行
く
末
も
知
ら
ぬ
間
に
い
か
で
か
露
の
消
え
む

と
す
ら
む

両
歌
に
あ
る
「
若
草
」「
初
草
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
紫
の
君
を
た

と
え
て
い
る
。

登
場
し
て
間
も
な
く
の
う
ち
に
「
若
草
」「
初
草
」
に
比
せ
ら
れ
た

紫
の
君
は
、
そ
の
後
も
同
巻
の
作
中
和
歌
で
、

光
源
氏　

 

初
草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
露
ぞ
か
わ

か
ぬ

な
ど
と
、
終
始
「
初
草
」「
若
葉
」
な
ど
に
た
と
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

光
源
氏　

 

手
に
摘
み
て
い
つ
し
か
も
見
む
紫
の
根
に
か
よ
ひ
け
る
野
辺

の
若
草

と
、
藤
壺
と
の
血
縁
を
踏
ま
え
て
詠
み
だ
さ
れ
た
一
首
に
よ
り
、
同
巻

の
巻
名
「
若
紫
」
が
導
き
出
さ
れ
た
と
す
る
古
注
釈
以
来
の
定
説
は
、

も
は
や
説
明
を
要
し
な
い
だ
ろ
う⑦

。

以
上
の
よ
う
に
、「
若
草
」
の
モ
チ
ー
フ
に
、
ゆ
か
り
色
で
あ
る
「
紫
」

と
い
う
要
素
が
重
な
り
あ
い
、「
若
紫
」
と
い
う
巻
名
に
つ
な
が
っ
て

ゆ
く
流
れ
は
、「
若
草
」
と
「
紫
」
と
が
融
合
し
て
「
若
紫
」
な
る
歌

語
が
現
れ
出
で
る
、
和
歌
表
現
の
流
れ
の
縮
図
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
若
紫
巻
の
巻
名
の
由
来
か
ら
還
元
し
て
考
え
る
と
、『
万
葉

集
』
に
既
に
用
例
が
見
え
る
「
若
草
」、
お
よ
び
「
紫
」
の
表
現
が
融

合
し
て
、
平
安
朝
和
歌
に
「
若
紫
」
と
い
う
歌
語
が
立
ち
現
わ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
仮
想
の
蓋
然
性
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。

で
は
以
下
に
、『
万
葉
集
』、
お
よ
び
『
古
今
集
』
の
「
若
草
」
と
「
紫
」

の
例
を
挙
げ
つ
つ
、
引
き
続
き
「
若
紫
」
の
現
出
過
程
を
、
表
現
面
か

ら
追
っ
て
ゆ
く
。
前
述
し
た
と
お
り
、
現
存
す
る
和
歌
に
お
い
て
、「
若

紫
」
と
い
う
歌
語
の
初
見
は
以
下
の
『
伊
勢
物
語
』
初
段
所
収
歌
で
あ

る
。
著
名
な
章
段
で
は
あ
る
が
、
後
の
考
察
に
も
関
わ
る
た
め
、
煩
雑

な
が
ら
全
文
を
掲
出
す
る
。

　

む
か
し
、
男
、
初
冠
し
て
、
奈
良
の
京
春
日
の
里
に
、
し
る
よ

し
し
て
、
狩
に
い
に
け
り
。
そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女

は
ら
か
ら
す
み
け
り
。
こ
の
男
か
い
ま
み
て
け
り
。
思
ほ
え
ず
、

ふ
る
里
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け

り
。
男
の
、
着
た
り
け
る
狩
衣
の
裾
を
き
り
て
、
歌
を
書
き
て
や

る
。
そ
の
男
、
信
夫
摺
の
狩
衣
を
な
む
着
た
り
け
る
。

　
　

 

春
日
野
の
若
む
ら
さ
き
の
す
り
ご
ろ
も
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ

り
し
ら
れ
ず

と
な
む
お
ひ
つ
き
て
い
ひ
や
り
け
る
。
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と

と
も
や
思
ひ
け
む
。
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み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し

わ
れ
な
ら
な
く
に

と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。
昔
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び

を
な
む
し
け
る
。

こ
こ
で
の
「
若
紫
」
は
、
従
来
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
男

が
春
日
野
で
見
出
し
た
、
若
く
美
し
い
姉
妹
を
暗
喩
し
て
い
る
。
ま
た
、

紫
の
す
り
染
め
を
ほ
ど
こ
し
た
衣
は
、
男
の
心
に
恋
が
芽
生
え
た
こ
と

を
表
す
。
つ
ま
り
、

①　

若
い
女
性
、
恋
人
、
も
し
く
は
想
い
を
寄
せ
る
人
の
比
喩

②　

染
色
と
恋
の
表
現
と
の
深
い
つ
な
が
り

と
い
う
ふ
た
つ
の
要
素
を
、
こ
こ
で
の
歌
語
「
若
紫
」
は
有
す
る
。
そ

し
て
、
上
代
か
ら
平
安
前
期
の
和
歌
に
お
い
て
、「
若
草
」
は
①
の
要

素
を
、「
紫
」
は
②
の
要
素
を
示
す
例
が
、
少
な
か
ら
ず
確
認
で
き
る
。

以
下
に
①
②
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
、『
万
葉
集
』『
古
今
集
』
か
ら
数
首

ず
つ
挙
げ
る
。

①　

 

若
い
女
性
、
恋
人
、
夫
・
妻
の
比
喩
と
し
て
の
「
若
草
」

春
日
す
ら 

田
に
立
ち
疲
る 

君
は
哀
し
も 

若
草
の 

妻
な
き
君
は 

田
に
立
ち
疲
る 

（
万
葉
・
巻
七
・
一
二
八
五 

よ
み
人
し
ら
ず
）

若
草
の 

新
手
枕
を　

ま
き
そ
め
て 

夜
を
や
隔
て
む 

憎
く
あ
ら

な
く
に 

（
万
葉
・
巻
十
一
・
二
五
四
二 

よ
み
人
し
ら
ず
）

春
日
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
我
も
こ

も
れ
り 

（
古
今
・
春
上
・
一
七 

よ
み
人
し
ら
ず
）

②　

恋
の
表
現
と
深
く
つ
な
が
る
「
紫
」
の
染
色

託
馬
野
に　

生
ふ
る
紫
草　

衣
に
染
め　

い
ま
だ
着
ず
し

て　

色
に
出
で
に
け
り 

（
万
葉
・
巻
三
・
三
九
五 

笠
女
郎
）

韓
人
の 

衣
染
む
と
い
ふ 

紫
の 

心
に
染
み
て 

思
ほ
ゆ
る
か
も

（
万
葉
・
巻
四
・
五
九
六 

麻
田
陽
春
）

恋
し
く
は
し
た
に
を
思
へ
紫
の
ね
ず
り
の
衣
色
に
い
づ
な
ゆ
め

（
古
今
・
恋
三
・
六
五
二 

よ
み
人
し
ら
ず
）

こ
の
よ
う
に
、「
若
草
」
は
、「
つ
ま
」
を
引
き
出
す
枕
詞
と
し
て
機

能
す
る
ほ
ど
に
、
若
い
女
性
、
時
に
男
性
の
場
合
も
あ
る
が⑧

、
恋
人
や

夫
婦
関
係
に
あ
る
人
の
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
「
紫
」
を

衣
に
染
め
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、
心
に
恋
心
が
染
み
入
る
こ
と
に
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
両
語
の
交
差
す
る
点
に
、『
伊
勢
物
語
』

初
段
の
「
若
紫
」
と
い
う
語
と
語
義
は
あ
る
。「
若
草
」
と
「
紫
」
と

が
交
差
す
る
点
に
、
歌
語
「
若
紫
」
が
現
出
し
た
と
考
え
る
ゆ
え
ん
で

あ
る
。
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四　

 「
若
草
」
と
「
若
紫
」
の
差
異
性 

 

―

季
節
特
定
の
可
・
不
可
と
い
う
視
点
か
ら―

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
若
紫
」
と
「
若
草
」、
及
び
「
紫
」
と
の
共
通

性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
特
に
「
若
草
」
と
「
若
紫
」
と

を
対
照
さ
せ
る
と
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
結
び
つ
き
が
強
い
と
思
わ
れ
る
こ

の
両
語
に
も
、
相
容
れ
な
い
性
質
が
看
取
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
季
節

特
定
の
可
・
不
可
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
若
草
」
は
、
お
お
か
た
に
お
い
て
早
春
に
芽
生
え
る
草
葉
を
指
す
。

前
に
挙
げ
て
き
た
数
首
の
例
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
が
、
以
下
に
今
少
し
、

『
万
葉
集
』
以
降
、
平
安
前
期
ご
ろ
ま
で
の
用
例
を
挙
げ
る
。

春
日
す
ら 

田
に
立
ち
疲
る 

君
は
哀
し
も 

若
草
の 
妻
な
き
君
は 

田

に
立
ち
疲
る 

（
万
葉
・
巻
七
・
一
二
八
五　

よ
み
人
し
ら
ず
）

春
は
ま
づ
あ
づ
ま
ぢ
よ
り
ぞ
若
草
の
こ
と
の
は
つ
げ
よ
武
蔵
野
の
風

 

（
古
今
六
帖
・「
人
づ
て
」・
二
八
六
四
）

か
た
を
か
の
雪
間
に
き
ざ
す
若
草
の
は
つ
か
に
見
え
し
人
ぞ
恋
し
き

 

（
好
忠
・
二
二
）

こ
の
よ
う
に
、「
若
草
」
が
示
す
季
節
感
は
、
一
貫
し
て
春
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
平
安
前
期
の
「
若
紫
」
の
例
は
、「
若
草
」
の
よ
う

な
特
定
の
季
節
と
の
結
び
つ
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
。「
若
草
」
の
ほ
か

に
も
「
若
菜
」「
若
葉
」
な
ど
、「
若
」
を
冠
す
る
歌
語
と
強
固
な
つ
な

が
り
を
見
せ
る
季
節
は
春
だ
が
、「
若
紫
」
の
用
例
を
概
観
し
て
も
、

そ
う
し
た
傾
向
は
薄
い
。

前
掲
し
た
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
「
若
紫
」
に
つ
い
て
は
、
春
の
例

に
数
え
て
も
、
基
本
的
に
は
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
初
段
の
中

核
で
あ
る
一
首
は
、「
春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣
」
と
、
春
を
イ
メ
ー

ジ
さ
せ
る
「
春
日
野
」
の
地
名
で
詠
み
起
こ
さ
れ
、
ま
た
、
主
と
し
て

春
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
鷹
狩
り
を
契
機
と
し
た
恋
物
語
で
あ
る
こ

と
な
ど
が
、
有
力
な
判
断
材
料
に
な
る
。

し
か
し
、
春
を
感
じ
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
『
伊
勢
物
語
』
初
段
で
さ
え
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
も

そ
も
こ
の
段
は
、
季
節
を
は
っ
き
り
と
は
特
定
し
て
い
な
い⑨

。
た
と
え

ば
、
後
代
に
絵
画
化
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
初
段
を
見
て
ゆ
く
と
、
こ

の
段
の
季
節
を
、
梅
の
花
な
ど
を
描
き
こ
む
な
ど
、
春
と
し
て
描
く
も

の
と
、
紅
葉
を
背
景
に
織
り
込
む
な
ど
、
秋
と
し
て
描
く
も
の
が
確
認

で
き
る
。

「
春
日
野
」、「
狩
」
な
ど
、
基
本
的
に
春
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
る

『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
絵
画
が
、
春
・
秋
の
間
で
季
節
的
な
揺
れ
を
見

せ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
、
先
行
研
究
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に⑩

、

直
接
的
に
は
、
春
日
と
い
う
地
に
関
連
し
て
描
き
こ
ま
れ
た
鹿
に
ひ
か

れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
中
世
以
降
の
和
歌
で
は
、
た
と
え
ば
、
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三
笠
山
月
さ
し
の
ぼ
る
影
さ
え
て
鹿
鳴
き
そ
む
る
春
日
野
の
原

（
西
行
法
師
家
集
・
二
六
三
）

　
　
　

春
日
野
に
鹿
あ
る
所

春
日
山
朝
日
ま
つ
ま
の
明
ぼ
の
に
鹿
も
か
ひ
あ
る
秋
と
つ
ぐ
な
り

（
拾
遺
愚
草
・
一
八
九
九
）

な
ど
、
春
日
と
鹿
を
同
時
に
詠
み
込
み
、
平
安
朝
和
歌
に
は
用
例
が
乏

し
い
「
秋
の
春
日
」
の
例
が
増
加
す
る
。
こ
の
よ
う
な
和
歌
表
現
の
変

化
も
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
絵
画
化
に
お
け
る
春
・
秋
の
間
の
季
節
不

定
現
象
と
不
可
分
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
先
学

に
よ
る
指
摘
が
あ
る⑪

。

ち
な
み
に
、
春
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
春
日
で
は
あ
る
が
、
少
数
派
な

が
ら
も
秋
の
春
日
を
詠
む
例
が
、
早
く
『
万
葉
集
』
か
ら
確
認
で
き
る
。

春
日
野
に　

咲
き
た
る
萩
は　

片
枝
は　

い
ま
だ
含
め
り　

言
な

絶
え
そ
ね 

（
万
葉
・
巻
七
・
一
三
六
三 

よ
み
人
し
ら
ず
）

秋
さ
れ
ば 

春
日
の
山
の 

も
み
ぢ
見
る 

奈
良
の
都
の 

あ
る
ら
く
を

し
も 

（
万
葉
・
巻
八
・
一
六
〇
四 

大
原
真
人
）

春
日
野
の　

萩
は
散
り
な
ば　

朝
東
風
の　

風
に
た
ぐ
ひ
て　

こ

こ
に
散
り
来
ね 

（
万
葉
・
巻
十
・
二
一
二
五 

よ
み
人
し
ら
ず
）

ま
た
、
平
安
期
和
歌
に
も
、
春
以
外
の
季
節
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
春
日

詠
は
僅
少
で
は
あ
る
も
の
の
、

春
日
野
の
野
辺
の
秋
萩
霜
雪
の
と
し
ふ
る
ご
と
に
色
ま
さ
り
け
り

（
能
宣
・
一
二
三
）

と
い
っ
た
、
秋
冬
の
詠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
例
も
勘
案

す
れ
ば
、「
春
日
野
」
と
い
う
語
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
絵
画
を

春
に
寄
せ
、
完
全
に
定
着
さ
せ
き
る
だ
け
の
引
力
が
不
足
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
、
指
摘
し
て
も
は
ば
か
り
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
同
様
の
こ
と
が
、
よ
り
強
く
「
若
紫
」
に
言
え
る
。
す
な
わ

ち
、
本
来
は
春
と
の
ゆ
か
り
が
深
い
「
若
」
を
冠
し
た
「
若
紫
」
は
、

実
際
に
は
春
と
い
う
季
節
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
連
想
さ
せ
る
も
の
で
は
な

い
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
も
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
絵
画
化
に
お

け
る
季
節
の
揺
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
以
下
に
挙
げ
る
『
後
撰
集
』
が
所
収
す
る
二
例
の
「
若

紫
」
例
は
、
と
も
に
植
物
の
紫
草
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
雑

部
に
配
列
さ
れ
、
特
定
の
季
節
を
思
わ
せ
る
語
彙
、
表
現
も
な
い
。

武
蔵
野
は
袖
ひ
つ
ば
か
り
わ
け
し
か
ど
若
紫
は
訪
ね
わ
び
に
き

（
後
撰
・
雑
二
・
一
一
七
七 

よ
み
人
し
ら
ず
）

ま
だ
き
か
ら
思
ひ
濃
き
色
に
染
め
む
と
や
若
紫
の
根
を
尋
ぬ
ら
ん

（
後
撰
・
雑
四
・
一
二
七
七 

よ
み
人
し
ら
ず
）
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ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
吹
上 

下
巻
の
作
中
和
歌
に
は
、

秋
深
み
野
辺
の
草
葉
は
老
い
ぬ
れ
ど
若
紫
を
今
は
頼
ま
む

（
吹
上 

下
巻
・
嵯
峨
院
）

と
、
晩
秋
に
「
若
紫
」
を
詠
む
例
も
確
認
さ
れ
る⑫

。

さ
ら
に
色
相
を
い
う
例
も
含
め
て
概
観
す
る
と
、「
若
紫
」
の
季
節

性
は
、
ま
す
ま
す
定
め
に
く
く
な
る
。
色
相
を
言
う
場
合
の
「
若
紫
」

の
多
く
は
、
花
の
色
、
と
り
わ
け
藤
の
花
を
形
容
す
る
場
合
が
多
い
。

た
と
え
ば
時
代
的
に
早
い
例
と
し
て
、

武
蔵
野
に
色
や
か
よ
へ
る
藤
の
花
若
紫
に
染
め
て
見
ゆ
ら
ん

（
亭
子
院
歌
合
・
二
九 
よ
み
人
し
ら
ず
）

が
あ
る
。
藤
の
花
は
、

春
夏
の
中
に
か
か
れ
る
藤
波
の
い
か
な
る
岸
か
花
は
よ
す
ら
ん

（
重
之
・
八
三
）

と
い
っ
た
和
歌
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
晩
春
か
ら
初
夏
、
す
な
わ
ち

春
・
夏
を
ま
た
い
で
咲
く
花
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
花
を

形
容
す
る
例
を
挙
げ
る
と
、

武
蔵
野
の
草
の
ゆ
か
り
に
藤
袴
若
紫
に
そ
め
て
に
ほ
へ
る

（
元
真
・
七
〇
）

な
ど
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
該
当
す
る
季
節
は
秋
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
色
名
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
形
容
す
る
に
あ

た
っ
て
、「
若
紫
」
は
い
よ
い
よ
特
定
の
季
節
を
呼
び
起
こ
す
歌
語
で

は
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、「
若
草
」
や
「
若
菜
」
が
、
そ
の
一
語
だ
け

で
春
を
喚
起
す
る
の
に
対
し
、「
若
紫
」
は
、
そ
れ
単
体
で
は
季
節
を

特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
語
な
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五　

平
安
前
期
の
「
若
紫
」
が
喚
起
す
る
心
象

こ
こ
ま
で
、『
万
葉
集
』
と
平
安
朝
前
期
和
歌
を
通
し
て
、
ま
ず
、「
若

紫
」
の
出
で
来
る
道
筋
に
、「
若
草
」
と
「
紫
」
と
の
語
義
的
、
お
よ

び
和
歌
的
イ
メ
ー
ジ
の
融
合
が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
、

「
若
草
」
を
比
較
対
照
と
し
て
、「
若
紫
」
に
看
取
で
き
る
季
節
特
定
の

不
可
能
性
に
つ
い
て
も
示
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
は
、
筆
者
が

本
来
の
目
的
と
し
て
い
た
、「
平
安
前
期
に
お
い
て
、「
若
紫
」
と
い
う

語
が
喚
起
す
る
具
体
像
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
と
い
う
点
の
検
討

に
思
考
を
戻
し
た
い
。

和
歌
表
現
と
は
、
必
ず
し
も
現
実
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
取
る
こ
と
を

目
指
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
点
は
い
っ
た
ん
置
く
。
こ
こ
ま
で
の
用
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例
を
踏
ま
え
て
、
き
わ
め
て
合
理
的
に
考
え
た
場
合
、
特
定
の
季
節
、

す
な
わ
ち
、
春
と
深
い
結
び
つ
き
を
示
さ
な
い
「
若
紫
」
は
、
早
春
に

芽
吹
い
た
紫
草
の
新
芽
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

本
稿
の
冒
頭
近
く
に
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
大
辞
典
』
を
引
き
、「
若
紫
」

の
語
義
の
ひ
と
つ
は
「
紫
草
の
若
い
も
の
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

を
示
し
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
解
説
の
「
若
い
も
の
」
と
い
う
定
義
が
、

も
し
芽
吹
い
た
ば
か
り
の
植
物
を
意
味
す
る
も
の
な
ら
ば
、
少
な
く
と

も
平
安
前
期
和
歌
の
「
若
紫
」
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
説
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
で
は
、「
若
紫
」
の
「
若
」
と
は
何
か
。

す
で
に
拙
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
だ
が⑬

、
紫
草
と
い
う
植
物
は
、

主
に
染
料
と
な
る
根
（
紫
根
）
に
注
目
が
集
ま
る
植
物
で
あ
る
。
日
常

生
活
の
み
な
ら
ず
、
文
学
表
現
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
は
変
わ
ら
な
い
。

本
稿
に
挙
げ
て
き
た
用
例
を
見
返
し
た
だ
け
で
も
、「
若
紫
の
根
」
に

注
目
し
、
染
色
を
意
識
し
て
形
成
さ
れ
た
和
歌
の
多
さ
は
、
十
分
に
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、「
若
紫
」
の
「
若
」
と
は
、「
未
成
熟
な
根
」「
発
育
し
き
っ

て
い
な
い
根
」
を
意
味
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
想
定
も
、

本
稿
の
中
で
見
て
き
た
「
若
紫
の
す
り
衣
」（『
伊
勢
物
語
』
初
段
）、「
思

ひ
濃
き
色
に
染
め
む
と
や
」（
後
撰
・
一
二
七
七
）
と
い
っ
た
例
を
前

に
す
る
と
、
や
は
り
「
若
紫
」
が
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
当
た
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
き
わ
め
て
、
染
色
の
現
実
に
そ
く
し
た

思
考
だ
が
、
未
発
達
で
、
染
料
成
分
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
な
い
紫
根

を
積
極
的
に
使
用
す
る
と
い
う
感
覚
が
、
染
色
を
日
常
と
し
て
い
た
王

朝
人
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
紫
根
染
色
で
は
、「
ひ
げ
根
」
と

称
さ
れ
る
よ
う
な
、
細
く
未
発
達
な
根
を
、
ま
ず
用
い
る
こ
と
は
な
い
。

和
歌
の
中
で
の
表
現
が
、
実
態
と
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
と
い

う
点
を
差
し
引
い
て
も
、
少
な
く
と
も
、「
思
ひ
濃
き
色
に
染
め
む
」

で
あ
る
と
か
、
通
常
染
色
よ
り
も
ダ
イ
レ
ク
ト
に
布
に
染
料
を
摺
り
つ

け
る
「
す
り
衣
」
に
、
染
料
成
分
が
不
足
し
て
い
る
「
未
発
達
な
根
」

を
使
う
な
ど
と
す
る
表
現
は
、
王
朝
人
に
は
発
想
さ
れ
に
く
い
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、「
若
紫
」
と
は
何
か
。「
紫
」
と
の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。「
紫
」
に
も
、「
若
紫
」
と
同
様
に
、

　
　

 「
い
み
じ
う
恨
む
れ
ば
、
時
々
は
き
こ
ゆ
る
折
も
あ
る
は
」

と
女
の
言
ふ
に

言
の
葉
は
色
や
は
見
ゆ
る
は
濃
紫
ふ
か
き
心
は
ね
そ
め
て
ぞ
し
る

（
兼
盛
・
二
五
）

な
ど
、
紫
草
の
「
根
」
に
注
目
し
、「
根
」
と
「
寝
」
を
掛
け
て
、
染

め
に
こ
と
よ
せ
た
恋
歌
の
表
現
が
散
見
す
る
。
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』

四
一
段
に
著
名
な
「
紫
」
の
詠
、

（193）
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紫
の
色
濃
き
時
は
め
も
は
る
に
野
な
る
草
木
も
わ
か
れ
ざ
り
け
る

な
ど
は
、
妻
そ
の
人
、
も
し
く
は
妻
へ
の
愛
情
の
強
さ
を
暗
喩
す
る
例

に
数
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
例
は
、
恋
人
関
係
、
夫
婦
関
係
に
あ
る
人

を
暗
喩
す
る
「
若
紫
」
と
、
同
工
の
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
、

　
　

 

池
の
ほ
と
り
に
さ
け
る
藤
の
も
と
に
、
女
ど
も
の
あ
そ
び
て

花
の
か
げ
を
み
た
る

藤
の
花
色
ふ
か
け
れ
や
か
げ
み
れ
ば
池
の
水
さ
え
こ
む
ら
さ
き
な
る

（
貫
之
・
六
二
）

紫
の
色
し
こ
け
れ
ば
藤
の
花
松
の
み
ど
り
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り

（
躬
恒
・
一
七
七
）

と
い
っ
た
、
花
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
と
り
わ
け
藤
と

の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
も
、「
若
紫
」
と
同
様
で
あ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
も
は
や
「
紫
」
と
「
若
紫
」
と
を
概
観
し
、
歌

語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
の
決
定
的
な
表
現
的
差
異
を
見
つ
け
だ
す

の
は
、
難
し
い
と
言
う
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
え
て
ひ
と
つ

挙
げ
る
な
ら
ば
、「
藤
浪
の
か
か
れ
る
き
し
の
松
は
老
ひ
て
若
紫
に
い

か
で
咲
く
ら
ん
（
順
・
二
一
五
）」
や
「
秋
深
み
野
辺
の
草
葉
は
老
い

ぬ
れ
ど
若
紫
を
今
は
頼
ま
む
（
う
つ
ほ
物
語 

吹
上
下
巻 

嵯
峨
院
）」
の

よ
う
に
、「
老
」
と
の
対
で
「
若
」
が
持
ち
出
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
対

比
表
現
に
使
用
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
る
と
い
う
点
ば
か
り
だ
ろ
う
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
の
「
若
紫
」
の
項
に
は
、
第
一
義

に
「
淡
い
紫
色
。
う
す
む
ら
さ
き
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
第
二
義
に
、「
植

物
「
む
ら
さ
き
（
紫
）」
の
異
名
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、「
若

紫
」
の
季
節
を
春
と
定
義
し
て
い
る
点
は
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
基
づ

く
と
従
い
難
い
が
、
特
に
、
植
物
と
し
て
の
「
若
紫
」
は
、
単
に
「
紫
」

の
別
称
な
の
だ
と
す
る
第
二
義
の
解
説
は
、
穏
当
な
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
解
説
に
不
足
な
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
語
感

差
へ
の
言
及
だ
ろ
う
。
総
合
的
に
用
例
を
見
渡
し
て
み
れ
ば
、「
紫
」

と
「
若
紫
」
の
与
え
る
印
象
が
、
ま
っ
た
く
の
合
同
だ
と
す
る
の
は
、

や
は
り
少
々
無
理
が
あ
る
。「
若
」
を
添
え
る
こ
と
で
生
じ
る
、「
若
」

を
冠
さ
な
い
「
紫
」
と
の
差
は
、
そ
の
語
が
有
す
る
瑞
々
し
さ
や
清
新

さ
、
柔
和
さ
や
頼
り
な
さ
、
淡
さ
と
い
っ
た
要
素
が
付
加
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
よ
っ
て
「
若
紫
」
は
、
色
相
の
淡
さ
や
、
人
物
の
若
々
し
さ

を
暗
喩
す
る
も
の
と
な
り
う
る
。
翻
せ
ば
、
そ
う
し
た
語
感
差
以
上
の

差
異
は
、
読
み
と
り
に
く
い
と
も
言
え
る
。

冒
頭
に
言
及
し
た
以
前
の
拙
稿
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
や
、『
う

つ
ほ
物
語
』
の
作
中
和
歌
に
あ
る
「
若
紫
」
を
、「
掘
り
た
て
の
、
瑞
々

し
く
ハ
リ
の
あ
る
生
の
（
乾
燥
前
の
）
紫
根
」
と
読
ん
だ
。「
若
紫
」

の
「
若
」
が
、
特
に
「
根
」
に
注
目
の
集
ま
る
紫
草
の
、
瑞
々
し
く
柔
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和
な
状
態
を
心
象
と
し
て
喚
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
読
み
は
や
は
り
捨

て
が
た
い
も
の
で
あ
る⑭

。
紫
根
の
主
な
収
穫
期
は
晩
秋
か
ら
初
冬
で
あ

る
た
め
、「
若
紫
」
の
「
若
」
が
、
早
春
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で

な
い
と
な
る
と
、
な
お
さ
ら
、「
若
紫
は
柔
ら
か
な
生
紫
根
」
と
い
う

考
え
に
執
し
た
く
も
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
非
常
に
現
実
的
に
、
合

理
的
に
、
染
色
や
染
料
の
実
態
に
引
き
つ
け
て
考
え
た
場
合
の
帰
着
点

で
、
歌
語
が
し
ば
し
ば
示
す
抽
象
性
・
概
念
性
と
い
う
観
点
を
排
し
た
、

そ
う
し
た
面
で
は
問
題
の
あ
る
結
論
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。

本
稿
、
お
よ
び
関
連
す
る
拙
稿
へ
の
ご
批
判
ご
批
正
を
待
ち
つ
つ
、

「
若
紫
」
と
い
う
歌
語
の
現
実
性
と
、
歌
語
的
概
念
化
の
時
期
・
過
程

は
、
今
少
し
詳
細
に
、
他
の
色
彩
、
染
料
と
和
歌
表
現
と
の
比
較
考
察

も
踏
ま
え
て
、
別
稿
を
期
す
所
存
で
あ
る
。

（
講
師　

日
本
文
学
）

注
① 

拙
稿
「「
若
紫
の
す
り
衣
」
考―

主
と
し
て
染
料
・
染
色
技
法
の
性
質
か
ら

考
え
る
『
伊
勢
物
語
』
初
段
形
成
へ
の
作
用―

」（
拙
著
『
平
安
朝
文
学
に

お
け
る
色
彩
表
現
の
研
究
』（
風
間
書
房
二
〇
一
一
年
）
所
収
）。

② 

拙
稿
「
平
安
朝
の
和
歌
と
染
色
・
染
料―

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
紫
」
を
め

ぐ
る
贈
答
歌
を
中
心
と
し
て―

」（
小
山
利
彦
氏
編
著
『
王
朝
文
学
を
彩
る

軌
跡
』（
武
蔵
野
書
院
二
〇
一
四
年
）
所
収
）。

③ 

久
保
田
淳
、
馬
場
あ
き
子
両
氏
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店

一
九
九
九
年
）。「
若
紫
」
の
項
の
執
筆
担
当
は
小
池
一
行
氏
。

④ 

新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
│

Ｒ
Ｏ
Ｍ
で
は
、
初
句
「
と
む
れ
ど
も
」。
し
か
し
、

山
口
博
氏
「
藤
原
輔
相
と
藤
六
集
」（『
王
朝
花
壇
の
研
究
』（
桜
楓
社

一
九
六
七
年
）
所
収
）
の
説
、「
第
一
句
「
と
む
れ
ど
も
」
は
「
染
む
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
に
従
い
、「
染
む
れ
ど
も
」
と
改
め
た
。

⑤ 

伊
原
昭
氏
「
紫
へ
の
疑
い
」（『
色
彩
と
文
学 

古
典
和
歌
を
し
ら
べ
て
』（
桜

楓
社
一
九
五
九
年
）
所
収
。
な
お
同
論
は
、『
万
葉
の
色 

そ
の
背
景
を
さ
ぐ

る
』（
笠
間
書
院
二
〇
一
〇
年
）
に
改
稿
版
が
再
録
さ
れ
て
い
る
）。
拙
稿

「「
紫
の
名
高
」
考―

万
葉
集
の
「
紫
」
と
「
名
」―

」（『
日
本
女
子
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
一
一
号 

二
〇
〇
五
年
三
月
）。
ま
た
、
西
山
秀

人
氏
は
（「
平
安
和
歌
の
色
│
紫
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」（『
国
文
学　

解
釈

と
教
材
の
研
究
』
第
五
一
巻
二
号
二
〇
〇
六
年
二
月
））
古
今
集
時
代
の
和

歌
に
お
い
て
、
紫
が
概
念
化
さ
れ
た
色
彩
語
と
な
る
過
程
に
、
漢
詩
文
の

影
響
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑥ 

鈴
木
宏
子
氏
「
若
紫
巻
と
古
今
集
」（『
王
朝
和
歌
の
想
像
力 

古
今
集
と
源

氏
物
語
』（
笠
間
書
院
二
〇
一
二
年
）
所
収
）。
原
岡
文
子
氏
『『
源
氏
物
語
』

に
仕
掛
け
ら
れ
た
謎
「
若
紫
」
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』（
角
川
学
芸
出
版

二
〇
〇
八
年
）
に
も
、
同
様
の
指
摘
が
あ
る
（
な
お
原
岡
氏
の
論
考
は
、『
源

氏
物
語
と
そ
の
展
開―

交
感
・
子
ど
も
・
源
氏
絵
』（
竹
林
舎
二
〇
一
四
年
）

に
、
改
稿
版
が
再
録
さ
れ
て
い
る
）。

⑦ 

こ
の
和
歌
が
、
巻
名
に
直
接
的
に
結
び
つ
く
と
す
る
見
解
は
、
早
く
『
花

鳥
余
情
』
に
指
摘
さ
れ
て
以
降
、
ほ
ぼ
定
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
ま

た
『
源
氏
物
語
』
の
巻
名
に
関
す
る
近
年
の
詳
論
と
し
て
は
、
清
水
婦

久
子
氏
『
源
氏
物
語
の
巻
名
と
和
歌―

物
語
生
成
論
へ
』（
和
泉
書
院

二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。

⑧ 

『
古
今
集
』
一
七
番
歌
「
つ
ま
も
こ
も
れ
り
」
の
「
つ
ま
」
は
、
男
女
の
ど

ち
ら
で
あ
る
か
断
じ
が
た
い
。
同
歌
は
『
伊
勢
物
語
』
第
一
二
段
に
も
所

収
さ
れ
、
こ
ち
ら
の
「
つ
ま
」
は
男
性
を
指
す
。

（191）
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平安前期和歌の「若紫」が喚起する心象

⑨ 

前
掲
注
①
の
拙
稿
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
季
節
を
初
春
と
見
た
が
、

本
稿
を
も
っ
て
考
え
を
改
め
た
い
。

⑩ 

千
野
香
織
氏
「
春
日
野
の
名
所
絵
」（『
秋
山
光
和
博
士
古
稀
記
念
美
術
史

論
文
集
』（
便
利
堂 

一
九
九
一
年
）
所
収
）
な
ど
。

⑪ 
前
掲
注
⑩
の
千
野
氏
論
文
に
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
絵
画
化
に
関
わ
る
、

中
世
以
降
の
「
秋
の
春
日
詠
」
の
影
響
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑫ 

こ
の
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
る
野
辺
の
枯
草
と
若
紫
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
年
齢

を
重
ね
た
嵯
峨
院
と
、
年
若
い
息
子
の
涼
を
暗
喩
し
て
い
る
。

⑬ 

前
掲
注
②
の
拙
稿
。
土
佐
秀
里
氏
「「
紫
草
の
に
ほ
へ
る
妹
」
考
」（『
古
代

研
究
』
第
四
七
号
二
〇
一
四
年
二
月
）
に
も
、「
紫
草
」
は
染
料
と
な
る

「
根
」
に
表
象
の
中
心
を
も
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑭ 

平
安
期
の
和
歌
に
は
、
染
料
や
染
色
に
由
来
す
る
日
常
的
、
現
実
的
感
覚

が
、
比
較
的
ダ
イ
レ
ク
ト
に
反
映
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
、

前
掲
注
②
の
拙
稿
で
指
摘
し
た
。

参
考

・ 

吉
見
武
夫
氏
「「
若
紫
」
の
色
彩
表
現―

和
歌
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
、『
源

氏
物
語
』 

若
紫
巻
へ
の
展
開
」（
中
古
文
学
会
平
成
二
六
年
度
春
季
大
会
（
於 

立
教
大
学
新
座
キ
ャ
ン
パ
ス
）
口
頭
発
表
）。

資
料
出
典

・ 

小
学
館 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』。

・ 

『
万
葉
集
』
を
除
く
和
歌
は
、
全
て
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
│

Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る

が
、
読
解
の
便
宜
上
、
適
宜
表
記
を
改
め
た
。
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