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「
引
用
」
と
は
ど
の
よ
う
に
有
効
な
視
点
か

山
田

利
博

一

王
朝
文
学
で
今
、
争
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
と
問
わ
れ
て
、
思
わ
ず
「
引
用
」
と
答
え
て

し
ま
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
書
い
て
い
た
論
文

が
、
た
ま
た
ま
そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
も

（
注
１
）

の
で
あ
っ
た
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
術
語
そ
の
も
の
が
非
常
に
今
日
的
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

無
論
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
平
安
後
期
物
語
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
も
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
し
、
後
に
掲
げ
る
「
引
用
」
の
定
義
に
も
あ
る
よ
う
に
、
引
歌
や
引
詩
も
そ
れ
と
し
て
数
え
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
従
来
全
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
初
期
の
源
氏
物
語
の
古
注
釈
な
ど
は
、
そ
れ
ら
を
指
摘
し
て
事
足
れ
り
と
し
て
い
た
面
も
あ
る
の

で
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
物
語
研
究
の
王
道
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
ほ
ん
の
少
し

前
ま
で
の
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
作
品
相
互
の
類
似
点
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
挙
げ
句
は
、
平
安
後
期
以

降
の
物
語
で
し
ば
し
ば
起
き
て
い
た
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の
模
倣
と
し
て
む
し
ろ
そ
の
作
品
が
貶
め
ら
れ

る
な
ど
と
い
う
事
態
も
出
来
し
た
り
し
て
、
作
品
の
方
法
と
し
て
の
「
引
用
」
の
意
味
性
の
追
求
な
ど
、

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
後
掲
の
定
義
中
に
あ
る
よ
う
に
、
バ
ル
ト
や
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
理
論
が
導
入
さ
れ

る
に
及
ん
で
、
日
本
に
於
け
る
「
引
用
」
の
概
念
も
が
ら
り
と
様
変
わ
り
し
、
ま
さ
に
そ
の
作
品
の
方
法

と
し
て
の
「
引
用
」
が
、
近
年
問
題
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
で
は
こ
こ
で
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
数
あ

る
「
引
用
」
の
定
義
で
も
最
善
の
も
の
と
思
わ
れ
る

『
國
文
學
』
平
成
７
年
７
月
臨
時
増
刊
号
「
キ
ー

、

ワ
ー
ド
１
０
０

古
典
文
学
の
術
語
集
」
中
の
、
藤
原
克
美
氏
に
よ
る
そ
れ
を
紹
介
し
て
、
本
稿
の
出
発

点
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

伝
統
的
な
国
文
学
研
究
に
お
い
て
も
、
も
と
よ
り
引
用
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
六
〇

年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
ら
に
よ
っ
て
編

み
出
さ
れ
た
記
号
学
的
テ
ク
ス
ト
理
論
に
お
い
て

「
す
べ
て
の
テ
ク
ス
ト
は
引
用
の
モ
ザ
イ
ク
と

、

し
て
形
成
さ
れ
る

（
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
「
言
葉
、
対
話
、
小
説
」
六
六
年
／
『
セ
メ
イ
オ
チ
ケ
』
所

」

le
texte

est
un

収

「
テ
ク
ス
ト
と
は
、
文
化
の
無
数
の
中
心
に
由
来
す
る
引
用
の
織
物
で
あ
る
（

）
、

（
バ
ル
ト
「
作
者
の
死
」
六
八
年
／

tissu
de

citations,
issues

des
m

ille
foyers

de
la

culture.

）
」

邦
訳
『
物
語
の
構
造
分
析
』
所
収
）
な
ど
と
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
引
用
は
テ
ク
ス
ト
の
生
成
に
関

わ
る
中
核
的
な
概
念
と
な
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
近
年
の
国
文
学
研
究
に
お
い
て
も
引
用
の
概
念

は
一
挙
に
拡
大
深
化
し
た
。
す
な
わ
ち
従
来
準
拠
・
出
典
・
源
泉
・
引
歌
・
話
型
・
パ
ロ
デ
ィ
と
い

intertextualité

っ
た
用
語
で
個
別
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
事
柄
が
、
多
元
的
な
引
用
の
相
互
連
関
（

／
テ
ク
ス
ト
連
関
・
相
互
テ
ク
ス
ト
性
な
ど
と
も
訳
さ
れ
る
）
と
し
て
、
よ
り
包
括
的
統
合
的
に
捉

え
な
お
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
記
号
学
的
テ
ク
ス
ト
理
論
に
お
け
る
引
用
の

概
念
じ
た
い
は
、
何
ら
か
の
源
泉
や
出
典
の
特
定
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

(

傍
線
・
引
用
者)

特
に
末
尾

「
す
な
わ
ち
」
以
降
に
、
こ
の
「
引
用
」
と
い
う
視
点
の
新
た
な
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
、

、

本
稿
も
、
そ
の
驥
尾
に
付
そ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
こ
の
定
義
の
唯
一
の
問
題
点
ら

、

。

、

し
き
も
の
を
指
摘
し
て
お
け
ば

そ
れ
は
傍
線
を
付
し
た
箇
所
で
あ
る

こ
の
主
体
が
作
者
だ
と
し
た
ら

同
じ
く
『
國
文
學
』
平
成

年
４
月
号
の

「
源
氏
物
語
研
究
の
新
し
い
テ
ー
マ
集

」
で

「
引
用
は

、

、

11

50
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書
き
手
の
引
用
の
意
図
を
考
証
す
る
視
座
か
」
と
い
う
問
い
に
、

未
だ
に
そ
う
信
じ
て
疑
わ
な
い
石
頭
が
い
る
の
に
驚
く
。
引
用
と
は
再
引
用
で
あ
り
、
書
き
手
で

は
な
く
、
読
み
手
の
視
座
だ
。
私
が
責
任
を
取
れ
る
の
は
、
私
と
い
う
主
体
が
そ
う
読
ん
だ
＝
再
引

用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
以
前
と
は
異
な
る
意
味
を
生
産
し
た
範
囲
だ
け
で
あ
る
。
書
き
手
も
そ
う
思

っ
て
い
た
か
、
い
な
か
っ
た
か
な
ど
の
意
図
は
証
明
の
し
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
る

「
紫
式
部
」

。

と
い
う
錦
の
御
旗
を
、
自
己
の
読
み
の
権
威
付
け
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い

（
傍
線
・
引
用
者
）

。

と
の
答
え
を
付
け
ら
れ
た
東
原
伸
明
氏
の
意
見
と
、
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
し
ま
う
。
勿
論
藤
原
氏
の
傍

線
部
に
は
、
実
際
に
は
主
体
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
取
ら
な
い
こ
と
も
理
論
上
可
能
で

は
あ
る
が
、
そ
の
項
末
尾
に

「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
引
用
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
論
者
は
そ
れ
を

、

作
者
の
意
図
的
な
引
用
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
無
意
識
的
な
引
用
と
し
て
論
じ
て
い
る
の

か
と
い
っ
た
議
論
の
位
相
を
明
確
に
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
わ
け

で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
故
「
引
用
」
を
考
え
る
上
で
は
、
藤
原
氏
の
言
葉
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
各
自
が
ど
う
考
え
る
か

と
い
う
問
題
が
先
ず
存
在
し
、
い
わ
ば
そ
れ
が
、
こ
の
件
に
関
す
る
争
点
の
第
一
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

、

、

、

。

、

は
結
局

各
人
の
学
問
観

或
い
は
責
任
観
と
い
っ
た

大
き
な
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る

と
言
う
の
は

傍
線
を
付
し
た
東
原
氏
の
意
見
は
、
実
に
尤
も
で
あ
り
、
誰
に
も
反
論
な
ど
で
き
は
し
な
い
が
、
稿
者
が

考
え
る
学
問
と
は
、
幻
想
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
何
ら
か
の
形
で
社
会
に
還
元
し
得
る
も
の
で
、
そ

れ
こ
そ
が
我
々
学
者
が
社
会
に
対
し
て
取
れ
る
唯
一
の
責
任
の
よ
う
な
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
の
で
、
や

は
り
こ
れ
に
は
従
え
な
い
の
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
に
は
異
論
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
し
、
稿
者
自
身
も
、

将
来
的
に
は
考
え
を
変
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
こ
と
に
無
自
覚
に
研
究
を

進
め
る
よ
り
は
よ
ほ
ど
良
い
の
で
あ
り

「
引
用
」
が
そ
の
試
金
石
と
ま
で
は
言
わ
な
い
が
、
少
な
く
と

、

も
そ
れ
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
非
常
に
重
要
な
も
の
だ
と
ま
で
は
言
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
章
で
は
「
引
用
」
を
、
読
者
が
理
解
す
る
と
作
者
が
期
待
し
て
い
る
も
の
、
換
言
す
れ

ば
、
作
者
と
読
者
が
共
犯
的
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
論
じ
て
い
く
が
、
抽
象
的
物
言
い
ば
か
り

し
て
も
、
余
り
理
解
は
得
ら
れ
ま
い
。
そ
こ
で
そ
ろ
そ
ろ
具
体
例
に
移
り
た
い
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、

藤
原
氏
の
定
義
に
も
あ
る
と
お
り

「
引
用
」
の
概
念
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
全
て
を
一
度
に
論
ず

、

る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
王
朝
文
学
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
平

安
後
期
以
降
の
作
品
に
そ
れ
が
多
い
の
は
自
明
で
あ
る
が
、
あ
い
に
く
稿
者
は
そ
の
専
門
家
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
や
は
り
一
番
詳
し
い
源
氏
物
語
の
、
し
か
も
引
歌
と
引
詩
文
に
絞
っ
て
論
じ
た
方
が
良
心
的
と

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
は
そ
れ
を
、
他
の
作
品
に
も
及
ぼ
し
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
一
応
の

免
罪
符
と
し
て
、
本
稿
の
例
示
を
始
め
た
い
。

二

前
節
末
で
「
引
詩
文
」
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
出
し
た
が
、
申
し
訳
な
い
け
れ
ど
も
こ
れ
は
造
語

。

、

「

」

、

、

で
あ
る

こ
れ
も
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に

今
ま
で

引
詩

と
い
う
術
語
は
あ
っ
た
が

そ
れ
だ
と

漢
籍
の
中
で
も
詩
し
か
入
ら
な
い
こ
と
に
な
り
（
現
に

『
源
氏
物
語
事
典

「
表
現
・
発
想
事
典
」
で

、

』

「
引
詩
」
の
項
を
担
当
さ
れ
た
新
間
一
美
氏
の
定
義
に
よ
れ
ば
そ
う
で
あ
る

『
史
記
』
を
始
め
と
す

）
、

る
史
書
や
、
仏
典
等
も
「
引
用
」
す
る
場
合
を
含
む
に
は
不
適
当
で
あ
る
し
、
そ
の
術
語
自
体
も
、
今
で

も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
や
や
疑
わ
し
い
。
と
言
う
の
は
、
そ
の
語
は
確
か
に
『
源
氏
物
語
事

典
』
に
は
立
項
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
語
の
類
書
に
は
皆
無
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
そ
れ
と
触
れ
合

う
も
の
を
巻
末
付
録
に
掲
げ
て
い
る
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
源
氏
物
語
（
以
下
、
新
全
集
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本
と
略
称
）
も
、
そ
の
標
題
は
「
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
引
用
一
覧
」
で
あ
っ
て
、
や
は
り
そ
の
語
を
使
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
次
第
で
新
た
な
語
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
対
象
を
や
や
広
げ

、

「

」

。

「

」

、

た
だ
け
で

概
念
的
に
は

引
詩

と
余
り
変
わ
ら
な
い
つ
も
り
で
あ
る

そ
し
て

引
詩

の
定
義
は

新
間
氏
に
よ
れ
ば
「
引
歌
」
と
余
り
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
要
は
「
引
歌
」
の
定
義
さ
え
し
っ
か
り
し
て
お

け
ば

「
引
詩
文
」
の
定
義
は
そ
れ
を
応
用
で
き
る
と
な
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
７
年
７
月
臨
時
増

、

刊
号
の
、
渡
辺
久
寿
氏
に
よ
る

「
物
語
や
日
記
の
散
文
中
に
、
あ
る
特
定
の
古
歌
や
同
時
代
の
既
成
の

、

歌
の
一
部
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
飾
を
し
た
り
、
表
現
効
果
を
高
め
て
文
学
的
情
趣
を
深
め
た

り
す
る
」
と
い
う
の
が
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
。

但
し
こ
の
「
文
飾
を
し
た
り
」
以
下
は
、
勿
論
正
し
く
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
明
瞭
と
も
言
い

難
く
、
そ
れ
を
具
体
的
に
明
か
し
て
い
く
の
が

「
引
用
」
と
い
う
視
点
に
於
け
る
今
後
の
課
題
の
一
つ

、

と
思
わ
れ
、
本
稿
は
そ
の
一
端
を
源
氏
物
語
で
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
稿
者
が
最
も

注
目
す
る
の
は
「
引
用
」
の
分
布
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
周
知
の
如
く
源
氏
物
語
に
も
、
引
歌
や
引
詩

文
は
比
較
的
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
平
均
的
に
現
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
ず
と
粗
密
を
な
し

て
お
り
、
細
か
い
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
注
１
に
掲
げ
た
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
け
れ
ど
も
、
引

詩
文
・
引
歌
、
及
び
参
考
ま
で
に
和
歌
を
加
え
た
、
割
合
の
高
い
巻
低
い
巻
を
調
査
す
る
と
、
興
味
深
い

結
果
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
早
蕨
巻
で
、
こ
の
巻
は
、
和
歌
と
引
歌
の
一
頁
当
た
り

の
含
有
率
は
五
十
四
帖
中
最
も
高
い
の
だ
が
、
引
詩
文
に
つ
い
て
は
ゼ
ロ
で
、
逆
に
最
も
低
い
こ
と
に
な

る
。
こ
の
理
由
は
、
感
覚
的
に
も
分
か
り
そ
う
な
気
は
す
る
が
、
よ
り
明
瞭
に
な
る
の
は
、
松
風
巻
の
、

次
の
二
つ
の
場
面
を
参
照
し
た
時
で
あ
る
と
思
う
。

Ⅰ
「
世
の
中
を
棄
て
は
じ
め
し
に
、
か
か
る
他
の
国
に
思
ひ
下
り
は
べ
り
し
こ
と
も
、
た
だ
君
の
御
た

め
と
、
思
ふ
や
う
に
明
け
暮
れ
の
御
か
し
づ
き
も
心
に
か
な
ふ
や
う
も
や
と
思
ひ
た
ま
へ
た
ち
し
か

ど
、
身
の
つ
た
な
か
り
け
る
際
の
思
ひ
知
ら
る
る
こ
と
多
か
り
し
か
ば
、
さ
ら
に
都
に
帰
り
て
、
古

受
領
の
沈
め
る
た
ぐ
ひ
に
て
、
貧
し
き
家
の
蓬
葎
ど
も
の
あ
り
さ
ま
あ
ら
た
む
る
こ
と
も
な
き
も
の

、

、

、

か
ら

公
私
に
を
こ
が
ま
し
き
名
を
弘
め
て

親
の
御
亡
き
影
を
辱
め
む
こ
と
の
い
み
じ
さ
に
な
む

Ａ
や
が
て
世
を
棄
て
つ
る
門
出
な
り
け
り
と
人
に
も
知
ら
れ
に
し
を
、
そ
の
方
に
つ
け
て
は
よ
う
思
ひ

放
ち
て
け
り
と
思
ひ
は
べ
る
に
、
君
の
や
う
や
う
お
と
な
び
た
ま
ひ
も
の
思
ほ
し
知
る
べ
き
に
そ
へ

Ｂ

ａ

Ｃ

て
は
、
な
ど
か
う
口
惜
し
き
世
界
に
て
錦
を
隠
し
き
こ
ゆ
ら
ん
と
、
心
の
闇
晴
れ
間
な
く
嘆
き
わ
た

り
は
べ
り
し
ま
ま
に
、
仏
神
を
頼
み
き
こ
え
て
、
さ
り
と
も
か
う
つ
た
な
き
身
に
ひ
か
れ
て
山
が
つ

の
庵
に
は
ま
じ
り
た
ま
は
ま
じ
と
思
ふ
心
ひ
と
つ
を
頼
み
は
べ
り
し
に
、
思
ひ
よ
り
が
た
く
て
う
れ

し
き
こ
と
ど
も
を
見
た
て
ま
つ
り
そ
め
て
も
、
な
か
な
か
身
の
ほ
ど
を
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
悲
し
う

嘆
き
は
べ
り
つ
れ
ど
、
若
君
の
か
う
出
で
お
は
し
ま
し
た
る
御
宿
世
の
頼
も
し
さ
に
、
か
か
る
渚
に

月
日
を
過
ぐ
し
た
ま
は
む
も
い
と
か
た
じ
け
な
う
、
契
り
こ
と
に
お
ぼ
へ
た
ま
へ
ば
、
見
た
て
ま
つ

ら
ざ
ら
む
心
ま
ど
ひ
は
し
づ
め
が
た
け
れ
ど
、
こ
の
身
は
長
く
世
を
棄
て
し
心
は
べ
り
、
君
た
ち
は

世
を
照
ら
し
た
ま
ふ
べ
き
光
し
る
け
れ
ば
、
し
ば
し
か
か
る
山
が
つ
の
心
を
乱
り
た
ま
ふ
ば
か
り
の

ｂ

御
契
り
こ
そ
は
あ
り
け
め
、
天
に
生
ま
る
る
人
の
、
あ
や
し
き
三
つ
の
途
に
帰
る
ら
む
一
時
に
思
ひ

な
ず
ら
へ
て
、
今
日
長
く
別
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
。
命
尽
き
ぬ
と
聞
こ
し
め
す
と
も
、
後
の
こ
と
思
し

Ｄ

い
と
な
む
な
。
避
ら
ぬ
別
れ
に
御
心
動
か
し
た
ま
ふ
な
」
と
言
ひ
放
つ
も
の
か
ら

「
煙
と
も
な
ら

、

、

、

」

む
夕
ま
で

若
君
の
御
事
を
な
む

六
時
の
勤
め
に
も
な
ほ
心
き
た
な
く
う
ち
ま
ぜ
は
べ
り
ぬ
べ
き
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と
て
、
こ
れ
に
ぞ
う
ち
ひ
そ
み
ぬ
る
。

（
以
下
、
源
氏
物
語
の
本
文
引
用
は
新
全
集
本
に
よ
る
。
②
四
〇
四
～
六
頁
）

Ⅱ

東
の
渡
殿
の
下
よ
り
出
づ
る
水
の
心
ば
へ
繕
は
せ
た
ま
ふ
と
て
、
い
と
な
ま
め
か
し
き
袿
姿
う
ち

と
け
た
ま
へ
る
を
、
い
と
め
で
た
う
う
れ
し
と
見
た
て
ま
つ
る
に
、
閼
伽
の
具
な
ど
の
あ
る
を
見
た

ま
ふ
に
思
し
出
で
て

「
尼
君
は
こ
な
た
に
か
。
い
と
し
ど
け
な
き
姿
な
り
け
り
や
」
と
て
、
御
直

、

衣
召
し
出
で
て
奉
る
。
几
帳
の
も
と
に
寄
り
た
ま
ひ
て

「
罪
軽
く
生
ほ
し
た
て
た
ま
へ
る
人
の
ゆ

、

ゑ
は
、
御
行
ひ
の
ほ
ど
あ
は
れ
に
こ
そ
思
ひ
な
し
き
こ
ゆ
れ
。
い
と
い
た
く
思
ひ
澄
ま
し
た
ま
へ
り

し
御
住
み
処
を
捨
て
て
、
う
き
世
に
帰
り
た
ま
へ
る
心
ざ
し
浅
か
ら
ず
、
ま
た
か
し
こ
に
は
、
い
か

に
と
ま
り
て
思
ひ
お
こ
せ
た
ま
ふ
ら
む
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
な
む
」
と
い
と
な
つ
か
し
う
の
た
ま
ふ
。

「
棄
て
は
べ
り
し
世
を
い
ま
さ
ら
に
た
ち
帰
り
、
思
ひ
た
ま
へ
乱
る
る
を
推
し
は
か
ら
せ
た
ま
ひ
け

Ｅ

れ
ば
、
命
長
さ
の
し
る
し
も
思
ひ
た
ま
へ
知
ら
れ
ぬ
る
」
と
う
ち
泣
き
て

「
荒
磯
陰
に
心
苦
し
う

、

Ｆ

、

、

思
ひ
き
こ
え
さ
せ
は
べ
り
し
二
葉
の
松
も

今
は
た
の
も
し
き
御
生
ひ
先
と
祝
ひ
き
こ
え
さ
す
る
を

浅
き
根
ざ
し
ゆ
ゑ
や
い
か
が
と
か
た
が
た
心
尽
く
さ
れ
は
べ
る
」
な
ど
聞
こ
ゆ
る
け
は
ひ
よ
し
な
か

Ｇ

ら
ね
ば
、
昔
物
語
に
、
親
王
の
住
み
た
ま
ひ
け
る
あ
り
さ
ま
な
ど
語
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
繕
は
れ
た
る

水
の
音
な
ひ
か
こ
と
が
ま
し
う
聞
こ
ゆ
。

Ｈ住
み
な
れ
し
人
は
か
へ
り
て
た
ど
れ
ど
も
清
水
は
宿
の
あ
る
じ
顔
な
る

わ
ざ
と
は
な
く
て
言
ひ
消
つ
さ
ま
、
み
や
び
か
に
よ
し
と
聞
き
た
ま
ふ
。

Ｉ「
い
さ
ら
ゐ
は
は
や
く
の
こ
と
も
忘
れ
じ
を
も
と
の
あ
る
じ
や
面
が
は
り
せ
る

Ｊ
あ
は
れ
」
と
、
う
ち
な
が
め
て
立
ち
た
ま
ふ
姿
に
ほ
ひ
を
世
に
知
ら
ず
と
の
み
思
ひ
き
こ
ゆ
。

（
②
四
一
一
～
三
頁
）

源
氏
の
帰
京
に
よ
り
、
明
石
巻
で
生
き
別
れ
た
御
方
は
、
そ
の
後
源
氏
の
一
人
娘
を
生
ん
だ
た
め
、
親

子
共
々
、
京
に
上
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
源
氏
の
邸
に
い
き
な
り
入
る
の
は
、
他
の
夫
人
方
の
手

、

、

、

前
気
が
引
け
る
の
で

御
方
の
母
尼
君
の
祖
父
・
中
務
宮
が

大
堰
に
邸
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
利
用
し

取
り
敢
え
ず
家
族
で
そ
こ
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
具
体
的
に
は
後
の
若
菜
上
巻
で
明
か
さ
れ

る
よ
う
に
、
娘
達
の
行
く
末
に
深
く
頼
む
と
こ
ろ
が
あ
る
入
道
は
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
た
め
、
自
ら
は

明
石
に
止
ま
る
決
意
を
し
、
親
子
は
、
涙
の
別
れ
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
Ⅰ
の
場
面
で
、
Ⅱ
は

そ
こ
か
ら
少
し
進
み
、
口
実
を
作
っ
て
大
堰
を
訪
れ
た
源
氏
が
、
尼
君
と
対
面
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

古
注
以
来
引
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
所

に
傍
線
、
引
詩
文
が
考
え
ら
れ
る
箇
所

に
二

（
注
２
）

（
注
３
）

重
傍
線
を
付
し
た
が
、
念
の
た
め
列
挙
す
れ
ば
、
Ａ
＝
『
古
今
集
』
巻
第
十
六
哀
傷
歌
八
六
二
、
在
原
し

げ
は
る
「
か
り
そ
め
の
ゆ
き
か
ひ
ぢ
と
ぞ
思
ひ
こ
し
今
は
か
ぎ
り
の
か
ど
で
な
り
け
り

（
和
歌
の
引
用

」

は
全
て
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る

、
Ｂ
＝
『
古
今
集
』
巻
第
五
秋
歌
下
二
九
七
、
つ
ら
ゆ
き
「
見
る
人
も

）

な
く
て
ち
り
ぬ
る
お
く
山
の
紅
葉
は
よ
る
の
に
し
き
な
り
け
り

『
後
撰
集
』
巻
第
十
恋
二
の
六
二
三
、

」
、

よ
み
人
し
ら
ず
「
お
も
へ
ど
も
あ
や
な
し
と
の
み
い
は
る
れ
ば
よ
る
の
錦
の
心
ち
こ
そ
す
れ

、
Ｃ

」（
注
４
）

＝
『
後
撰
集
』
巻
第
十
五
雑
一
・
一
一
〇
二
、
藤
原
兼
輔
「
人
の
お
や
の
心
は
や
み
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を

思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な

、
Ｄ
＝
『
古
今
集
』
巻
第
十
七
雑
歌
上
九
〇
〇
・
九
〇
一
、
伊
都
内
親
王

」

及
び
業
平
「
老
い
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
も
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ
見
ま
く
ほ
し
き
君
か
な

「
世
中
に

」
、

さ
ら
ぬ
別
の
な
く
も
が
な
千
世
も
と
な
げ
く
人
の
こ
の
た
め

ａ
＝

史
記

項
羽
本
紀

等
の

富

」
、

『

』「

」

、「

貴
不
帰
故
郷
、
如
衣
繍
夜
行

、
ｂ
＝
『
正
法
念
処
経
』
巻
二
十
七
「
観
天
品
第
六
之
六

、
Ｅ
＝
『
古

」

」
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今
六
帖
』
第
五
・
二
九
五
一

「
み
さ
ご
い
る
あ
ら
い
そ
な
み
に
袖
ぬ
れ
て
た
が
た
め
ひ
ろ
ふ
い
け
る
か

、

ひ
そ
も

、
Ｆ
＝
『
後
撰
集
』
巻
第
十
一
恋
三
・
七
九
二
、
よ
み
人
し
ら
ず
「
千
世
へ
む
と
契
り
お
き
て

」

し
姫
松
の
ね
ざ
し
そ
め
て
し
や
ど
は
わ
す
れ
じ

、
Ｇ
＝
『
紫
式
部
集
』
六
八

「
か
げ
見
て
も
う
き
わ

」

、

が
な
み
だ
お
ち
そ
ひ
て
か
ご
と
が
ま
し
き
た
き
の
お
と
か
な

、
Ｈ
＝
『
兼
澄
集
』
一
二
六

「
や
ど
あ

」

、

れ
て
む
か
し
の
ひ
と
は
な
け
れ
ど
も
す
み
つ
つ
み
づ
の
た
え
ぬ
を
ぞ
見
る

、
Ｉ
＝
『
古
今
六
帖
』
第
五

」

・
二
六
四
一

「
わ
が
こ
と
の
い
さ
ら
を
が
は
の
ま
し
み
づ
の
ま
し
て
ぞ
思
ふ
君
ひ
と
り
を
ば

、
Ｊ
＝

、

」

『
古
今
集
』
巻
第
十
八
雑
歌
下
九
八
四
、
よ
み
人
し
ら
ず

「
あ
れ
に
け
り
あ
は
れ
い
く
よ
の
や
ど
な
れ

、

や
す
み
け
む
人
の
お
と
づ
れ
も
せ
ぬ
」
で
あ
る
。

、

「

」

、

、「

」

「

」

見
て
分
か
る
よ
う
に

共
に
六
箇
所
の

引
用

を
含
む
が

こ
れ
は
こ
の
辺
り
が

引
用

の

山

と
も
呼
ぶ
べ
き
部
分
だ
か
ら
で
、
松
風
巻
全
て
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
次
段
落
で
触
れ
る
が
、
今
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
Ⅰ
に
は
引
詩
文
が
混
じ
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
Ⅱ
で
は
引
歌
の
み
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
は
偶
然
で
は
な
く
、
引
詩
文
の
「
山
」
と
引
歌

の
「
山
」
は
ほ
ぼ
重
な
る
の
だ
が
、
松
風
巻
は
や
や
例
外
で
、
こ
の
よ
う
に
少
し
ず
れ
を
生
じ
て
い
る
。

、

、

、

、

そ
れ
故
そ
の
箇
所
を

例
と
し
て
掲
げ
て
み
た
の
だ
が

こ
れ
は
多
分

Ⅰ
は
男
親
の
情
を
示
す
も
の
で

Ⅱ
は
女
親
の
心
情
を
示
す
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
そ
ん
な
に
き
れ
い
に
線
が
引
け
る
わ
け
で
も
な

い
の
だ
が
、
引
歌
の
割
合
の
高
い
巻
は
、
花
散
里
・
帚
木
・
関
屋
・
蓬
生
等
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
女
性

の
心
情
が
多
く
語
ら
れ
る
巻
々
で
あ
る
に
対
し
、
引
詩
文
の
割
合
が
高
い
巻
は
、
須
磨
・
幻
・
匂
宮
等
、

男
性
の
心
情
が
多
く
語
ら
れ
る
巻
々
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
り
、
先
程
の
早
蕨
巻
の
場
合
も
、

（
注
５
）

こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
引
用
」
は
、
男
ま
た
は

女
の
心
情
世
界
を
作
り
上
げ
る
時
、
非
常
に
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
と
思
量
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
程
触
れ
た
巻
毎
の
粗
密
も
、
要
件
の
一
つ
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
で
引
用
は
で
き
な
い
け
れ

ど
も
、
例
え
ば
紅
葉
賀
巻
で
は
、
巻
全
体
の
約
三
割
し
か
な
い
源
典
侍
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

「
引
用
」
は

、

約
五
割
も
集
中
す
る
。
勿
論
こ
れ
は
、
源
氏
と
典
侍
と
の
雅
な
や
り
と
り
が
多
出
す
る
か
ら
だ
が
、
か
と

言
っ
て
典
侍
個
人
の
問
題
に
還
元
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
言
う
の
は
、
源
氏
の
相
手
が

頭
中
将
に
変
わ
っ
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
続
い
て
い
る
か
ら
で
、
と
す

れ
ば
こ
れ
は
、
残
り
は
極
め
て
政
治
色
の
強
い
こ
の
巻
に
於
い
て
、
こ
の
場
面
が
果
た
す
意
義
と
い
う
も

の
に
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

「
引
用
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
文
章
に
緩
急
を
付
け

、

る
こ
と
も
自
在
な
わ
け
で
、
そ
れ
が
巻
に
よ
る
多
寡
に
も
繋
が
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
引
用
」
の
効
果
は
今
一
つ
、
人
物
造
型
に
対
す
る
寄
与
も
考
え
ら
れ
る
が
、
既
に
鈴
木
一
雄
氏
の
言

及
も
あ
る

の
で
、
紙
幅
の
関
係
上
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

（
注
６
）

以
上

「
引
用
」
と
い
う
視
点
の
新
し
い
用
い
方
に
つ
い
て
三
点
ほ
ど
挙
げ
て
み
た
。
今
後
の
手
が
か

、

り
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注
１

拙
稿
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
引
用
」
─
引
歌
・
引
詩
文
を
手
が
か
り
に
─

（
王
朝
物
語
研
究

」

会
編
『
論
叢

源
氏
物
語
３
─
引
用
と
想
像
力
─
』

新
典
社

来
春
発
行
予
定

。
）

注
２

引
歌
の
認
定
は
、
伊
井
春
樹
編
『
Ｃ
Ｄ
‐
Ｒ
Ｏ
Ｍ

角
川
古
典
大
観

源
氏
物
語

（
平

）
に

』

11

よ
る
。

注
３

引
詩
文
の
認
定
は
、
今
井
源
衛
氏
に
よ
る
新
全
集
本
の
巻
末
付
録
に
基
本
的
に
は
従
い
、
氏
自
身

も
可
能
性
を
疑
わ
れ
る
も
の
を
中
心
に
取
捨
選
択
し
た
。

注
４

勿
論
こ
の
二
首
と
も
ａ
の
漢
文
（
但
し
、
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
氏
校
注
の
、
岩
波
・
新
日
本
古
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典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
の
当
該
歌
の
脚
注
に
は

「
繍
」
は
「
錦
」
と
は
異
な
る
か
ら

『
漢

、

、

書
』
項
羽
伝
の
方
が
出
典
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
当
否
を
判
断
す
る
ほ
ど
の
漢
文
力
は

稿
者
に
は
無
い
し
、
も
と
も
と
本
稿
で
は
出
典
を
確
定
す
る
つ
も
り
も
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
通
説

に
従
っ
て
お
く
）
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
の
成
立
を
考
え
る
時
、
平
安
時
代

、

、

、

人
の
和
歌
の
力
を
考
慮
す
れ
ば

漢
文
と
和
歌

作
者
の
頭
に
ど
ち
ら
が
あ
っ
た
か
は
即
断
で
き
ず

或
い
は
両
方
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
し
ば
ら
く
併
記
し
て
お
く
。
い
ず
れ
の
場
合
で

あ
っ
て
も
論
の
主
旨
に
は
抵
触
し
な
い
。

注
５

桐
壺
・
幻
等
は
例
外
的
に
ど
ち
ら
も
多
い
が
、
こ
れ
は
長
恨
歌
を
基
本
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

注
６

鈴
木
一
雄
「
源
氏
物
語
の
文
章

（

国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』

至
文
堂

昭

・
６

。

」
『

）
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崎
大
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教
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─
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