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20  
〔
古
文
〕

　
　�

　
次
の
文
章
は
、
中
国
・
宋そ

う

の
時
代
の
、
張

ち
ょ
う

観か
ん

と
い
う
人
物
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の

で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。�

〈
山
形
〉

　
宋
の
張
観
、
門
下
の
人
々
を
召
し
、
教
へ
示
さ
れ
し
は
、
わ
れ
、
勤
、
謹
、
和
、
緩

の
四
字
を
守
り
て
、
身
の
戒
め
と
し
て
侍は
べ

る
な
り
。
な
ん
ぢ
ら
も
、
此こ

の
四
字
の
心
持

ち
を
以も
つ

て
、
身
の
行
ひ
を
慎
む
べ
し
と
あ
り
け
り
。
弟
子
の
内
に
、
不
審
し
け
る
人
あ

り
て
、
申
し
け
る
は
、「
只た
だ

今い
ま

、
示
し
給た

ま

へ
る
四
字
の
内
、
勤
は
つ
と
む
る
、
謹
は
つ

つ
し
む
、
和
は
物
や
は
ら
か
に
し
て
と
と
の
ふ
る
徳
な
れ
ば
、
い
づ
れ
も
尤も
つ
とも

し
ご
く

な
る
御
教
へ
な
り
。
終
は
り
の
緩
と
い
へ
る
一
字
は
、
何
事
を
な
す
に
も
な
が
く
ゆ
る

や
か
に
せ
よ
と
い
へ
る
心
な
る
べ
し
。
し
か
ら
ば
、
こ
れ
は
油
断
の
や
う
な
る
心
持
ち

な
れ
ば
、
此
の
一
字
、
さ
ら
に
会ゑ

得と
く

つ
か
ま
つ
り
侍
ら
ず
。」
と
難
じ
け
り
。
張
観
、

答
へ
ら
れ
け
る
は
、「
仕
損
ず
る
こ
と
の
出い

で
来
る
は
、
大
か
た
み
な
、
急
ぎ
慌
て
て

な
す
よ
り
の
こ
と
な
ら
ず
や
。
万
事
は
よ
く
よ
く
後
先
を
考
へ
思
案
し
て
、
お
し
し
づ

め
、
ゆ
る
や
か
に
せ
ん
こ
そ
、
失
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
。」
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。

�

（「
智
恵
鑑
」
に
よ
る
） 510

弟
子

極
め
て
道
理
に
合
っ

た

意
味全

く

理
解
で
き
ま
せ
ん

非
難
し
た

失
敗
す
る

で
は
な
い
か

失
敗

⑴�

　「
と
と
の
ふ
る
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

⑵�

　
本
文
に
は
、
か
ぎ
か
っ
こ
（「
　
」）
で
く
く
ら
れ
た
部
分
の
ほ
か
に
、「
張
観
」
が
話
し

て
い
る
部
分
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
部
分
は
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
で
す
か
。
最

も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
教
へ
示
さ
れ
し
は
、　
～
　
し
侍
る
な
り
。

　
イ
　
教
へ
示
さ
れ
し
は
、　
～
　
慎
む
べ
し

　
ウ
　
わ
れ
、
勤
、
謹
、　
　
～
　
し
侍
る
な
り
。

　
エ
　
わ
れ
、
勤
、
謹
、　
　
～
　
慎
む
べ
し

⑶�

　「
弟
子
の
内
に
、
不
審
し
け
る
人
あ
り
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
不
審
し
け
る
人
」
が

「
張
観
」
の
考
え
を
非
難
し
た
の
は
、「
緩
」
の
字
の
も
つ
意
味
が
、
何
に
通
じ
る
と
考
え

た
か
ら
で
す
か
。
本
文
中
か
ら
十
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

⑷�

　「
張
観
」
が
「
緩
」
の
字
を
「
戒
め
」
と
し
て
い
た
理
由
を
、
次
の
よ
う
な
形
で
説
明
し

た
と
き
、

�

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
現
代
語
で
書
き
な
さ
い
。

　
　�
　
何
事
に
お
い
て
も
、
後
先
を
よ
く
考
え
、
心
を
落
ち
着
か
せ
て
ゆ
っ
く
り
と
取
り

組
め
ば
、

�

こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

古
文

･

漢
文

4著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

Sam
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21  
〔
漢
詩
と
漢
文
の
書
き
下
し
文
〕

　
　�
　
次
の
Ⅰ
・
Ⅱ
は
、
い
ず
れ
も
才
能
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。�

〈
福
井
〉

Ⅰ【
漢
詩
】

才
　
子
　
恃た
の

　
才
　
愚
　
守
　
愚

少
　
年
　
才
　
子
　
不ず

　
如し

　
愚 

請こ

　
看み

　
他
　
日
　
業
　
成
　
後

才
　
子
　
不
　
才
　
愚
　
不
　
愚

【
解
釈
】

才
子
は
才
能
を
あ
て
に
し
て
努
力
せ
ず
、
愚
者
は
己
の
愚
か
さ
を
知
っ
て
人
一
倍
努
力

す
る
。

だ
か
ら
少
年
時
代
に
才
子
で
あ
っ
た
者
は
、
何
も
し
な
け
れ
ば
愚
者
に
か
な
わ
な
く
な

る
。

い
つ
の
日
か
事
業
を
成
し
と
げ
た
あ
と
を
見
よ
。

才
子
は
才
子
で
な
く
な
り
、
愚
者
は
愚
者
で
な
く
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

�

（
木
戸
孝
允
「
偶
成
」
に
よ
る
）

Ⅱ　
仲ち

ゅ
う

永え
い

の
通
悟
は
、
こ
れ
を
天
に
受
く
る
な
り
。
そ
の
こ
れ
を
天
に
受
く
る
や
、
材さ

い�

人じ
ん

よ
り
も
賢ま

さ

る
こ
と
遠
し
。
つ
ひ
に
こ
れ
衆
人
と
な
る
は
、
す
な
は
ち
そ
の
人
に
受
く

る
も
の
至
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
彼
の
そ
の
こ
れ
を
天
に
受
く
る
や
、
か
く
の
ご
と
く
そ
れ

賢
れ
る
な
り
。
こ
れ
を
人
に
受
け
ざ
れ
ば
、
か
つ
衆
人
と
な
る
。

ハ

レ ミ

ヲ

ハ

レ ル

ヲ

ノ

カ

ニ

フ

ヨ

ル
ノ

ハ

レ

ナ
ラ

ハ

レ

ナ
ラ

才
能
の
あ
る
人

人
名

幼
少
時
の
才
能

才
能

の
あ
る
人

は
る
か
に
優
れ
て
い
た

結
局

凡
人

人
か
ら
受
け
る
教
育
が

不
十
分
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る

幼
少
時
の
賢
さ
は
大
変
優
れ
た

も
の
で
あ
っ
た

受
け
な
い
の
で

　
今
そ
れ
こ
れ
を
天
に
受
け
ざ
る
は
、
も
と
よ
り
衆
人
な
り
。
又
、
こ
れ
を
人
に
受
け

ざ
れ
ば
、
衆
人
と
な
る
を
得
る
の
み
な
ら
ん
や
。

�

（
王
安
石
「
仲
永
を
傷
む
」
に
よ
る
）

⑴
　「
不ず

　
如し

　
愚 

」
を
書
き
下
し
文
に
す
る
と
「
愚
に
如
か
ず
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を

参
考
に
し
て
、
返
り
点
を
書
き
な
さ
い
。

不
　
　
如
　
　
愚

⑵
　
次
は
、
生
徒
が
文
章
Ⅰ
・
Ⅱ
に
つ
い
て
学
習
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
【
ノ
ー
ト
の
一

部
】
で
す
。
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　【
ノ
ー
ト
の
一
部
】

　
　
Ⅰ
・
Ⅱ
の
共
通
点

　
　
　 

・�

ど
ち
ら
の
文
章
も
、
も
と
も
と
才
能
が
あ
っ
た
者
で
も
磨
か
な
け
れ
ば

（
　
ａ
　
）
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　
　
Ⅰ
・
Ⅱ
の
相
違
点

　
　
　 

・�

Ⅰ
は
、
才
能
を
持
っ
て
い
て
も
、（
　
ｂ
　
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ

て
い
る
一
方
で
、
Ⅱ
は
、
才
能
を
持
っ
て
い
て
も
、（
　
ｃ
　
）
を
受
け
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
○
ま
と
め

　
　
　�

　
Ⅰ
は
、
本
文
の
「
愚
守
愚
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、（
　
ｄ
　
）
可
能
性
が
あ
る
、

と
説
い
て
い
る
。

　
⒜�

　（
　
ａ
　
）
に
あ
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
、
十
五
字
以
内
の
現
代
語
で
書
き
な
さ

い
。

5

も
と
も
と

し
か
も
そ
の
上

凡
人
に
な
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

カ

ニ

カ

ニ
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⒝�

　（
　
ｂ
　
）、（
　
ｃ
　
）
に
あ
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
二
字
の
現
代

語
で
書
き
な
さ
い
。

　
⒞�

　（
　
ｄ
　
）
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
ア
　
愚
者
の
ほ
う
が
最
終
的
に
成
功
す
る

　
　
イ
　
才
子
の
ほ
う
が
最
終
的
に
成
功
す
る

　
　
ウ
　
少
年
の
ほ
う
が
最
終
的
に
成
功
す
る

　
　
エ
　
後
日
の
ほ
う
が
最
終
的
に
成
功
す
る

22  

〔
古
文
〕

　
　�

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。�

〈
静
岡
〉

　
　
雲う

ん

山ざ
ん

と
い
へ
る
肩か

た

衝つ
き

、
堺さ

か
ひの

人ア
所
持
し
た
る
が
、
利
休
な
ど
招
き
て
、
は
じ
め
て
茶

の
湯
に
出
し
た
れ
ば
、
休
、
一
向
気
に
入
ら
ぬ
体て

い

な
り
。
亭
主
、
客
帰
り
て
後
、
当

世
、
休
が
気
に
入
ら
ぬ
茶
入
れ
お
も
し
ろ
か
ら
ず
と
て
、
五
徳
に
擲な

げ
うち

破わ
り

け
る
を
、
か

た
は
ら
に
有
り
け
る
知ち

音い
ん

の
人
も
ら
う
て
帰
り
、
手
づ
か
ら
継つ

ぎ

て
、
茶
会
をイ
催
し
、
ふ

た
た
び
休
に
見
せ
た
れ
ば
、
こ
れ
で
こ
そ
茶
入
れ
見
事
な
れ
と
て
、
こ
と
の
ほ
か
称
美

す
。
よ
て
こ
の
趣
き
も
と
の
持
主
方
へ
い
ひ
や
り
、
茶
入
れ
秘
蔵
せ
ら
れ
よ
と
てエ
戻
し

ぬ
。

　
　
そ
の
後
、
件く
だ
んの
肩
衝
、
丹た

ん

後ご

の
太
守
、
値
千
金
に
御
求
め
候さ

ふ
らひ
て
、
む
か
し
の
継
目

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
合
は
ざ
り
け
る
を
、
継
な
を
し
候
は
ん
や
と
小こ

堀ぼ
り

遠
州
へ
相
談
候
へ

ば
、
遠
州
、
こ
の
肩
衝
破わ

れ
候
ひ
て
、
継
目
も
合
は
ぬ
に
て
こ
そ
利
休
も
お
も
し
ろ
が

　
ｂ

　
ｃ

510

＊

＊

利
休

ま
っ
た
く
気
に
入
ら
な
い
様
子

＊

今
の

世
の
中
で

つ
ま
ら
な
い

＊

投
げ
つ
け
割
っ
た
の
を

そ
ば

に
い
た
知
り
合
い
の
人
が

自
ら
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て

と
り
た
て
て

ウ
ほ
め
た

た
え
た
だ
か
ら
こ
の
こ
と
を

大
切
に
し
ま
っ
て
お
き
な
さ
い
返
し
た

前
述
の

＊

大
金
で
お
買
い
求
め
に
な
り
ま
し
て

合
わ
な
か
っ
た
の
で

つ
な
ぎ
合
わ
せ
直
し
ま
し
ょ
う
か

＊

小
堀
遠
州

割
れ
ま
し
て

合
わ
な
い
か
ら
こ
そ

興
味
深
く
感
じ
て
お

り
、
名
高
く
も
聞き

こ

え
侍は

べ

れ
。
か
や
う
の
物
は
、
そ
の
ま
ま
に
て
お
く
が
よ
く
候
ふ
と
申

さ
れ
き
。

�

（
藤
原
庸
軒
・
久
須
美
疎
安
「
茶
話
指
月
集
」
に
よ
る
）

　（
注
）
肩
衝
…
茶
の
湯
で
使
用
す
る
抹ま

っ

茶ち
ゃ

を
入
れ
て
お
く
、
陶
器
製
の
茶
入
れ
の
一
種

　
　
　����

利
休
…
千
利
休
。
安あ

土づ
ち

桃
山
時
代
の
茶
人

　
　
　����

亭
主
…
茶
の
湯
で
茶
を
た
て
て
接
待
す
る
人

　
　
　����

五
徳
…
鉄
瓶
な
ど
を
置
い
て
火
に
か
け
る
た
め
の
金
属
製
の
道
具

　
　
　����

丹
後
の
太
守
…
丹
後
国
の
領
主
。
丹
後
国
は
今
の
京
都
府
の
一
部

　
　
　����

小
堀
遠
州
…
小
堀
政ま
さ

一か
ず

。
江
戸
時
代
初
期
の
大
名
で
茶
人

⑴
　「
か
た
は
ら
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

⑵�

　
　
　
線
ア
～
エ
か
ら
、
そ
の
主
語
に
あ
た
る
も
の
が
同
じ
で
あ
る
も
の
を
二
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

⑶�

　
亭
主
が
、「
擲
ち
破
け
る
」
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
は
、
雲
山
と
い
う
茶
入
れ
を
ど
の

よ
う
に
感
じ
た
か
ら
で
す
か
。
亭
主
が
こ
の
茶
入
れ
に
感
じ
た
こ
と
を
、
こ
の
茶
入
れ
に

対
す
る
利
休
の
様
子
が
分
か
る
よ
う
に
、
現
代
語
で
書
き
な
さ
い
。

⑷�

　
小
堀
遠
州
は
、
丹
後
の
太
守
に
、
雲
山
と
い
う
茶
入
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
助
言
を

し
て
い
ま
す
か
。
そ
の
助
言
を
、
小
堀
遠
州
が
述
べ
て
い
る
、
こ
の
茶
入
れ
に
対
す
る
利

休
の
評
価
と
利
休
が
そ
の
よ
う
に
評
価
し
た
理
由
が
分
か
る
よ
う
に
、
現
代
語
で
書
き
な

さ
い
。

り

評
判
高
く
世
間
に
知
ら
れ
て

い
ま
す

こ
の
よ
う
な

申
し

上
げ
な
さ
っ
た
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エ
　
ま
じ
め
で
正
し
い
行
い
を
し
、
清
廉
潔
白
な
生
き
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵�

　「②
禍
福
は
門
無
し
、
惟
だ
人
の
召
く
所
の
み
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
家
臣
が
ど
れ
だ
け
幸
せ
で
あ
る
か
は
、
仕
え
る
主
君
に
よ
る
と
い
う
こ
と
。

　
イ
　
幸
せ
に
な
る
か
不
幸
に
な
る
か
は
、
そ
の
人
の
行
動
し
だ
い
と
い
う
こ
と
。

　
ウ
　
幸
せ
な
人
生
を
送
れ
る
か
ど
う
か
は
、
家
柄
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
。

　
エ
　
安
易
に
人
の
誘
い
に
乗
る
こ
と
は
、
不
幸
を
招
く
原
因
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

⑶�

　「③
夫
の
魚
鳥
と
、
何
を
以
て
異
な
ら
ん
や
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理

由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
動
物
の
世
界
と
同
じ
よ
う
に
人
間
の
世
界
も
弱
肉
強
食
で
あ
る
か
ら
。

　
イ
　
自
分
が
欲
す
る
も
の
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
し
て
い
る
か
ら
。

　
ウ
　
ど
れ
だ
け
努
力
を
し
て
も
自
分
よ
り
強
い
者
に
は
逆
ら
え
な
い
か
ら
。

　
エ
　
慎
重
に
な
り
す
ぎ
る
と
獲
物
を
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
。

⑷�

　
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
一
致
す
る
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

　
ア
　
太
宗
は
鳥
と
魚
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
家
臣
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
い
た
。

　
イ
　
太
宗
は
自
然
界
の
道
理
を
例
に
と
っ
て
家
臣
に
理
想
の
主
従
関
係
を
示
し
た
。

　
ウ
　
太
宗
は
た
と
え
話
を
用
い
て
家
臣
に
長
く
富
や
地
位
を
守
る
方
法
を
語
っ
た
。

　
エ
　
太
宗
は
家
臣
と
の
結
束
を
強
め
る
た
め
に
昔
の
失
敗
談
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
。
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〔
古
文
〕

　
　�

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。�

〈
愛
知
〉

　
太た

い

宗そ
う

、
侍
臣
に
謂い

ひ
て
曰い

は
く
、「
古
人
云い

ふ
、『
鳥
、
林
に
棲す

む
も
、
猶な

ほ
其そ

の
高

か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
、
復ま

た
木
末
に
巣
く
ふ
。
魚
、
泉
に
蔵か

く

る
る
も
、
猶
ほ
其
の

深
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
、
復
た
其
の
下
に
窟
穴
す
。
然し

か

れ
ど
も
人
の
獲う

る
所
と
為な

る
者
は
、
皆
、
餌
を
貪
る
に
由よ

る
が
故
な
り
。』
と
。
今
、
人
臣
、
任
を
受
け
て
、
高

位
に
居を

り
、
厚こ

う

禄ろ
く

を
食は

む
。①
当ま

さ

に
須

す
べ
か
らく

忠
正
を
履ふ

み
、
公
清
を
踏
む
べ
し
。
則す

な
はち

災
害

無
く
、
長
く
富
貴
を
守
ら
ん
。
古
人
云
ふ
、『②
禍
福
は
門
無
し
、
惟た

だ
人
の
召ま

ね

く
所
の

み
。』
と
。
然
ら
ば
其
の
身
を
陥

お
と
し
いる

る
者
は
、
皆
、
財
利
を
貪た

ん

冒ぼ
う

す
る
が
為た

め
な
り
。�

夫か

の
魚
鳥
と
、
何
を
以も

つ

て
異
な
ら
ん
や
。
卿け

い

等ら

、
宜よ

ろ

し
く
此こ

の
語
を
思
ひ
、
用も

つ

て
鑑か

ん

誡か
い

と
為な

す
べ
し
。」
と
。�

（「
貞
観
政
要
」
に
よ
る
）

　（
注
）�

太
宗
…
唐
の
第
二
代
皇
帝
の
李り

世せ
い

民み
ん

の
こ
と

⑴�

　「①
当
に
須
く
忠
正
を
履
み
、
公
清
を
踏
む
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ

て
太
宗
が
言
い
た
い
こ
と
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

　
ア
　
主
君
と
家
臣
の
信
頼
関
係
を
大
切
に
し
、
社
会
の
安
定
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　
イ
　
人
民
の
た
め
に
働
く
べ
き
で
あ
り
、
高
位
高
官
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
ウ
　
国
が
豊
か
に
な
る
に
は
、
役
人
が
清
貧
の
生
活
に
甘
ん
じ
る
必
要
が
あ
る
。

5

＊

そ
ば
に
控
え
る
家
臣
に
言
う
こ
と
に
は

そ
れ
で

も
な
お

さ
ら
に
高
い
木

の
枝

水
中
の
洞
穴
に
住
ん
で
い
る

そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず

多
額
の
報
酬
を
得

て
い
る

そ
う
す
れ
ば

だ
か
ら

③

お
前
た
ち

戒
め
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24  
〔
古
文
〕

　
　�
　
次
の
文
章
は
、「
古こ

今こ
ん

著ち
ょ

聞も
ん

集じ
ゅ
う」

の
一
節
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に

答
え
な
さ
い
。�

〈
京
都
〉

　
九く

条で
う

の
大
相
国
浅
位
の
時
、
な
に
と
な
く
后き

さ
き

町ま
ち

の
井
を
、
立
ち
よ
り
て
底
を
の
ぞ

き
給た
ま

ひ
け
る
ほ
ど
に
、
丞し

や
う

相じ
や
うの

相
見
え
け
る
。
う
れ
し
く
お
ぼ
し
て
帰
り
給
ひ
て
、

鏡
を
と
り
て
見
給
ひ
け
れ
ば
、
そ
の
相
な
し
。
い
か
な
る
事
に
か
と
お
ぼ
つ
か
な
く

て
、
ま
た
大
内
に
参
り
て
、
か
の
井
を
の
ぞ
き
給
ふ
に
、
さ
き
の
ご
と
く
こ
の
相
見
え

け
り
。
そ
の
後
し
づ
か
に
案
じ
給
ふ
に
、

Ａ

�

見
る
に
は
そ
の
相
な
し
。

Ｂ

�

見
る
に
は
そ
の
相
あ
り
。
こ
の
事
、
大お

と
ど臣

に
な
ら
ん
ず
る
事
遠
か
る
べ
し
。

つ
ひ
に
は
む
な
し
か
ら
じ
、
と
思
ひ
給
ひ
け
り
。
は
た
し
て
は
る
か
に
程
へ
て
な
り
給

ひ
に
け
り
。
こ
の
大
臣
は
、
ゆ
ゆ
し
き
相
人
に
て
お
は
し
ま
し
け
り
。
宇う

治ぢ

の
大
臣

も
、
わ
ざ
と
相
せ
ら
れ
さ
せ
給
ひ
け
る
と
か
や
。

�
（「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
に
よ
る
）

　（
注
）�

九
条
の
大
相
国
…
藤
原
伊
通
　
　
浅
位
の
時
…
位
の
低
か
っ
た
頃

　
　
　 

后
町
の
井
…
内
裏
に
あ
る
、
皇
后
の
宮
殿
へ
渡
る
通
路
の
か
た
わ
ら
に
あ
る
井
戸

　
　
　 

丞
相
の
相
…
大
臣
の
人
相
　
　
お
ぼ
し
て
…
お
思
い
に
な
っ
て

　
　
　 

大
内
…
内
裏
　
　
大
臣
に
な
ら
ん
ず
る
事
…
大
臣
に
な
る
と
い
う
こ
と

　
　
　 

つ
ひ
に
は
む
な
し
か
ら
じ
…
い
ず
れ
は
必
ず
大
臣
に
な
れ
る
の
で
あ
ろ
う

　
　
　 

ゆ
ゆ
し
き
…
す
ば
ら
し
い
　
　
相
人
…
人
相
を
見
て
そ
の
人
の
将
来
の
運
勢
を
占
う
人

　
　
　 

宇
治
の
大
臣
…
藤
原
頼
長
　
　
わ
ざ
と
…
特
に
依
頼
し
て

⑴
　

Ａ

�

、

Ｂ

�

に
あ
て
は
ま
る
表
現
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を

次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
Ａ
　
井
に
て
近
く
　
　
Ｂ
　
鏡
に
て
遠
く

　
イ
　
Ａ
　
井
に
て
遠
く
　
　
Ｂ
　
鏡
に
て
近
く

　
ウ
　
Ａ
　
鏡
に
て
近
く
　
　
Ｂ
　
井
に
て
遠
く

　
エ
　
Ａ
　
鏡
に
て
遠
く
　
　
Ｂ
　
井
に
て
近
く

⑵
　
次
の
会
話
文
は
、
未
波
さ
ん
と
幸
治
さ
ん
が
本
文
を
学
習
し
た
あ
と
、
本
文
に
つ
い
て

話
し
合
っ
た
も
の
の
一
部
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

5

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

未
波
　�

　
本
文
に
あ
る
「
大
相
国
」
や
「
丞
相
」
と
い
う
言
葉
は
唐
名
と
い
っ
て
、
日

本
の
役
職
を
中
国
風
に
言
い
換
え
た
名
称
の
よ
う
だ
よ
。

幸
治
　�

　
そ
れ
ぞ
れ
「
太だ

い

政じ
ょ
う

大だ
い

臣じ
ん

」
と
「
大
臣
」
の
唐
名
な
ん
だ
ね
。
当
時
の
日
本

の
貴
族
は
、
中
国
の
古
典
を
教
養
と
し
て
学
ん
で
い
た
ん
だ
よ
ね
。
本
文
に

登
場
す
る
九
条
の
大
相
国
と
宇
治
の
大
臣
も
学
ん
で
い
た
よ
う
だ
よ
。

未
波
　�

　
そ
う
だ
ね
。
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
教
科
書
に
、「
韓か

ん

非ぴ

子し

」
の
一
節
と

し
て
、「
之こ

れ

を
誉ほ

め
て
曰い

は
く
、『
吾わ

が
盾
の
堅
き
こ
と
、
能よ

く
陥と

ほ

す
も
の
莫な

き
な
り
。』
と
。」
が
載
っ
て
い
た
ね
。
現
代
の
私
た
ち
も
、
古
代
中
国
の
高

名
な
思
想
家
の
言
葉
や
故
事
成
語
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ん
で
い
る
よ

ね
。

幸
治
　�

　
そ
う
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
本
文
か
ら
、
九
条
の
大
相
国
は
ど
の
よ
う
な
人

物
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
な
。

未
波
　�

　
本
文
か
ら
、
九
条
の
大
相
国
は
、
大
臣
の
人
相
が
見
え
る
条
件
を
冷
静
に

考
え
て
物
事
を
見
通
す
、
分
析
力
の
あ
る
人
物
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る

ね
。

幸
治
　�

　
う
ん
。
九
条
の
大
相
国
の
予
想
通
り
、「�

�

」
大
臣
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
筆
者
が
九
条
の
大
相
国
を
「
ゆ
ゆ
し
き
相
人
」
だ
と
表
現
し
て
い
る

の
も
納
得
だ
ね
。

⒜�

　
会
話
文
中
の
「
之
を
誉
め
て
曰
は
く
、『
吾
が
盾
の
堅
き
こ
と
、
能
く
陥
す
も
の

莫
き
な
り
。』
と
。」
は
、
漢
文
で
は
「
誉
之
曰
吾
盾
之
堅
莫
能
陥
也
」
の
よ
う
に
記
し

ま
す
。
こ
れ
に
句
読
点
、
返
り
点
、
送
り
仮
名
な
ど
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
最
も
適

切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
誉
　
之
　
曰
、
「�

吾
　
盾
　
之の

　
堅
、　
莫
　
能
　
陥
　 

也な
り

。」

　
イ
　
誉
　
之
　
曰
、
「�

吾
　
盾
　
之の

　
堅
、　
莫
　
能
　
陥
　 

也な
り

。」

　
ウ
　
誉
　
之
　
曰
、
「�

吾
　
盾
　
之の

　
堅
、　
莫
　
能
　
陥
　 

也な
り

。」

　
エ
　
誉
　
之
　
曰
、
「�

吾
　
盾
　
之の

　
堅
、　
莫
　
能
　
陥
　 

也な
り

。」

レ メ
テ

ヲ

ハ
ク

ガ

キ
コ
ト

レ キ

レ ク

ス
モ
ノ

ト

レ メ
テ

ヲ

ハ
ク

ガ

キ
コ
ト

二 キ

ク

一 ス
モ
ノ

ト

二 メ
テ

ヲ

一 ハ
ク

ガ

キ
コ
ト

レ キ

レ ク

ス
モ
ノ

ト

二 メ
テ

ヲ

一 ハ
ク

ガ

キ
コ
ト

二 キ

ク

一 ス
モ
ノ

ト
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【
漢
文
】

　
孔
　
子
　
曰
　
、「
賜
　
失
　
之
　
矣
。
自よ

　
今
　
以
　
往
、
魯
　
人
、
不ざ

　
贖
　

人
　
矣
。
取
　 

其
　
金 

、
則
　
無
　
損
　
於
　
行
　
、
不ざ

　
取
　
其
　
金 

、
則
　

不ず

　
復
　
贖
　
人
　
矣
。」

　
子
　
路
、
拯
　
溺
　
者 

。
其
　
人
　
拝
　 

之
　
以
　
牛 

、
子
　
路
　
受
　
之 

。

孔
　
子
　
曰
　
、「
魯
　
人
　
必
　
拯
　 

溺
　
者
　
矣
。」

　
孔
　
子
　③
見
　
之
　
以
　
細 

、
観
　 

化
　
遠
　
也な

り

。

�

（「
呂
氏
春
秋
」
に
よ
る
）

　（
注
）
子
路
…
孔
子
の
弟
子

⑴
　「①
曰
は
く
」
の
ひ
ら
が
な
の
部
分
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

曰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵
　「②
其
の
人
」
と
は
、
誰
の
こ
と
で
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
孔
子
　
　
　

　
イ
　
賜
　
　

　
ウ
　
子
路
　
　

　
エ
　
溺
者

⑶
　「③
見
　
之 

」
に
、【
書
き
下
し
文
】
の
読
み
方
に
な
る
よ
う
に
、
返
り
点
を
書
き
な
さ
い
。

見
　
　
之
　
　 5

ハ
ク

レ セ
リ

ヲ

レ リ

レ ラ
ン

レ ハ

ヲ

二 ル
ト
モ

ノ

一 ヲ

チ

レ ク

二 ス
ル

一 ヒ
ニ

レ レ
バ

二 ラ

ノ

一 ヲ

チ

二 ト

タ

一レ ハ

ヲ

二 フ

一 ヲ

ノ

レ ス
ル
ニ

ヲ

レ テ
シ

ヲ

レ ク

ヲ

ハ
ク

ズ

二 ハ
ン
ト

一 ヲ

ル
ニ

ヲ

レ テ
シ

ヲ

レ ル
コ
ト

ヲ

キ

ル
ニ

ヲ

ル
ニ

ヲ

⒝
　
会
話
文
中
の�

�

に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
表
現
を
、
本
文
中
か
ら
七
字
で

書
き
抜
き
な
さ
い
。

25  

〔
漢
文
と
書
き
下
し
文
〕

　
　�

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。�

〈
広
島
〉

【
書
き
下
し
文
】

　
孔
子①
曰い

は
く
、「
賜
之こ

れ

を
失
せ
り
。
今
よ
り
以
往
、
魯
人
、
人
を
贖あ

が
なは

ざ
ら
ん
。
其そ

の
金
を
取
る
と
も
、
則す

な
はち

行
ひ
に
損
す
る
無
く
、
其
の
金
を
取
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
復ま

た

人
を
贖
は
ず
。」
と
。

　
子
路
、
溺
者
を
拯す
く

ふ
。②
其
の
人
之
を
拝
す
る
に
牛
を
以も

つ

て
し
、
子
路
之
を
受
く
。
孔

子
曰
は
く
、「
魯
人
必
ず
溺
者
を
拯
は
ん
。」
と
。

　
孔
子
之
を
見
る
に
細
を
以
て
し
、
化
を
観み

る
こ
と
遠
き
な
り
。

　
魯ろ

の
国
に
は
、
他
国
に
捕
ら
わ
れ
た
自
国
の
人
を
、
金
を
払
っ
て
救
出
し
た
人
に
対
し
て
、

後
に
国
が
そ
の
金
を
支
払
う
と
い
う
法
が
あ
っ
た
。
孔
子
の
弟
子
の
賜し

は
、
金
を
払
っ
て
魯
の

国
の
人
を
救
出
し
た
が
、
国
か
ら
の
金
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。

5

間
違
っ
て
い
る

救
出
し
な
く
な
る
だ
ろ
う

善
行
を
損
な
う

二
度
と

＊

救
助
し
た

謝
礼
す
る

救
助
す
る
だ
ろ
う

成
り
行
き
を
遠
く
ま
で
見
通
し
て
い
た
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26  
〔
古
文
〕

　
　�
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。�

〈
愛
媛
〉

　
野や

州し
ゆ
う

糀は
な

崎さ
き

郷
の
う
づ
ら
は
鳴
く
こ
と
な
し
。
そ
の
隣
郷
は
音
を
立
つ
る
こ
と
の
よ

し
。
土
老
の
言
へ
る
、
い
つ
の
頃
に
や
、
糀
崎
何な
に

某が
し

と
い
へ
る
人
、
そ
の
地
を
領
し
、

う
づ
ら
を
好
み
て
あ
ま
た
飼
ひ
置
き
、
金
銀
を
ち
り
ば
め
し
籠
に
入
れ
て
寵ち
よ
う

愛あ
い

せ
し

が
、
あ
る
時
、
か
の
う
づ
ら
に
向
か
ひ
て
、
鳥
類
に
て
も
汝な
ん
ぢは
し
あ
は
せ
な
る
も
の
な

り
。
金
銀
を
ち
り
ば
め
し
籠
に
入
れ
て
心
を
尽
く
し
て
飼
ひ
置
く
は
、
う
れ
し
か
る
べ

き
こ
と
な
り
と
た
は
ぶ
れ
し
に
、
そ
の
夜
の
夢
に
う
づ
ら
来
た
り
て
、「
い
か
な
れ
ば

か
く
心
得
た
ま
ふ
や
。
金
銀
を
ち
り
ば
め
し
牢ら
う

を
作
り
て
御
身
を
入
れ
置
か
ば
、
心
よ

き
こ
と
な
る
べ
き
や
。」
と
言
ふ
と
見
て
、
夢
さ
め
ぬ
。
糀
崎
何
某
、
感
心
改
節
し
て
、

う
づ
ら
を
愛
す
る
こ
と
を
思
ひ
止
ま
り
、
飼
ひ
置
き
け
る
鳥
を
残
ら
ず
籠
を
出
し
、

「
汝
必
ず
音
を
立
つ
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
音
を
立
て
ば
、
ま
た
捕
ら
れ
ん
。」
と
教

化
し
て
放
し
け
る
が
、
そ
れ
よ
り
こ
の
一
郷
の
う
づ
ら
は
、
音
を
立
て
ざ
る
と
語
り
し

由よ
し

。�

（「
耳
嚢
」
に
よ
る
）

　（
注
）
野
州
糀
崎
郷
…
今
の
栃
木
県
足
利
市
付
近

　
　
　 

う
づ
ら
…
鳥
の
種
類
。
う
ず
ら

　
　
　 

土
老
…
そ
の
土
地
に
住
む
老
人

　
　
　 

寵
愛
…
特
に
大
切
に
し
て
か
わ
い
が
る
こ
と

　
　
　 

牢
…
罪
人
を
閉
じ
込
め
て
お
く
所

⑴
　「
た
は
ぶ
れ
し
に
」
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⒜
　「
た
は
ぶ
れ
し
に
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ

い
。

⒝
　「
た
は
ぶ
れ
し
に
」
は
、「
お
ど
け
て
言
っ
た
と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
糀
崎

何
某
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
か
。
糀
崎
何
某
が
言
っ
た
言
葉
を
本
文
中

か
ら
探
し
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の
三
字
を
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜
き
な
さ
い
。
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⑵
　
次
の
会
話
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
里り

奈な

さ
ん
と
拓た

く

也や

さ
ん
が
、
夢
か
ら
さ
め
た
あ
と

の
糀
崎
何
某
の
行
動
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
内
容
の
一
部
で
す
。
会
話
中
の�

ａ

�

～�

ｃ

�

に
あ
て
は
ま
る
適
切
な
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、

ａ

�

は
、

最
も
適
切
な
言
葉
を
本
文
中
か
ら
五
字
で
書
き
抜
く
こ
と
。
ま
た
、

ｂ

�

は
七
字
以

上
十
字
以
内
、

ｃ

�

は
十
五
字
以
上
二
十
五
字
以
内
の
現
代
語
で
書
く
こ
と
。

里
奈
さ
ん
　�

「
糀
崎
何
某
は
、
夢
を
見
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
変
わ
っ
た
よ

ね
。」

拓
也
さ
ん
　�

「
そ
う
だ
ね
。
糀
崎
何
某
の
夢
に
出
て
き
た
う
ず
ら
は
、『
金
銀
を
ち

り
ば
め
し
籠
』
を
『
牢
』
に
た
と
え
て
、
あ
な
た
自
身
が
そ
の
よ
う
な

場
所
に
置
か
れ
た
ら
、
そ
れ
は
、『�

ａ

�

』
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と

言
っ
て
い
た
ね
。」

里
奈
さ
ん
　�

「
糀
崎
何
某
は
、
そ
の
う
ず
ら
の
言
葉
を
聞
き
、
う
ず
ら
の
気
持
ち
に

な
っ
て
考
え
て
み
て
、

ｂ

�

こ
と
が
、
う
ず
ら
を
幸
せ
に
す
る
こ

と
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
ね
。」

拓
也
さ
ん
　�

「
野
州
糀
崎
郷
の
う
ず
ら
が
、
隣
郷
の
う
ず
ら
と
違
っ
て
鳴
か
な
い
の

は
、
糀
崎
何
某
が�

ｂ

�

と
き
の
、『�

ｃ

�

』
と
い
う
教
え
に
由
来

し
て
い
る
と
土
老
は
言
っ
て
い
る
よ
。」

ａｂ

7

10

ｃ
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⑴
　「
使
ひ
や
う
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

⑵
　「
我
が
物
と
は
思
は
れ
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
「
我
が
物
」
と
思
わ
れ
な
い
の
で
す

か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
昔
か
ら
あ
る
数
多
く
の
和
歌
の
一
部
を
組
み
合
わ
せ
て
詠
む
だ
け
だ
か
ら
。

　
イ
　
昔
か
ら
詠
み
継
が
れ
て
き
た
風
情
を
新
し
い
詞
で
詠
む
に
過
ぎ
な
い
か
ら
。

　
ウ
　
お
も
し
ろ
い
和
歌
に
な
る
よ
う
に
詞
を
た
だ
つ
な
い
で
詠
む
だ
け
だ
か
ら
。

　
エ
　
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
に
用
い
ら
れ
て
き
た
詞
で
和
歌
を
詠
む
し
か
な
い
か
ら
。

⑶
　

�

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

　
ア
　
今
　
　
　
イ
　
少
し
　
　
　
ウ
　
未
熟
　
　
　
エ
　
す
べ
て

⑷
　
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
歌
は
、
古
く
か
ら
同
じ
詞
を
用
い
て
詠
ま
れ
て
き
た
の
で
、
新
し
い
詞
で
情
を
表
現

す
る
よ
り
も
、
古
い
詞
を
用
い
て
い
た
当
時
の
人
の
思
い
を
想
像
し
な
が
ら
詠
む
こ
と

が
大
切
だ
と
述
べ
て
い
る
。

イ
　
歌
は
、
古
く
か
ら
詠
ま
れ
て
き
た
歌
を
ま
ね
る
こ
と
で
上
達
す
る
の
で
、
新
し
い
詞

を
取
り
入
れ
る
よ
り
も
、
古
い
詞
を
繰
り
返
し
用
い
て
詠
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

ウ
　
歌
は
、
本
来
、
古
い
詞
を
用
い
て
詠
む
こ
と
を
大
切
に
し
て
き
た
の
で
、
無
理
に
新

し
い
趣
向
を
凝
ら
そ
う
と
す
る
よ
り
も
、
古
い
詞
を
用
い
て
新
し
く
詠
む
こ
と
が
よ
い

と
述
べ
て
い
る
。

エ
　
歌
は
、
古
い
詞
を
用
い
な
が
ら
新
し
い
趣
向
を
凝
ら
し
て
詠
む
べ
き
も
の
だ
が
、
詠

ん
だ
歌
が
古
い
歌
と
似
て
し
ま
う
の
で
、
新
し
い
詞
を
用
い
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
述

べ
て
い
る
。

27  
〔
古
文
〕

　
　
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。�

〈
高
知
〉

　
問
ひ
て
曰い

は
く
。
昔
よ
り
数
知
ら
ず
詠よ

み
た
る
歌
の
こ
と
な
れ
ば
、
今
は
風
情
も
趣

向
も
み
な
こ
れ
ま
で
言
ひ
尽
く
し
て
、
お
も
し
ろ
く
新
し
き
歌
は
出い

で
来こ

ず
。
こ
と
に

和
歌
の
詞こ
と
ばは

至
り
て
少
な
き
も
の
な
れ
ば
、
も
は
や
先
輩
に
こ
と
ご
と
く
詠
み
尽
く
さ

れ
て
、
今
の
歌
は
そ
の
跡
を
少
し
づ
つ
詞
を
換
へ
て
詠
む
ま
で
の
こ
と
に
て
、
我
が
物

と
は
思
は
れ
ず
。
何
の
詮せ
ん

も
な
き
や
う
な
り
。

　
答
へ
て
曰
は
く
。
こ
れ
和
歌
を
知
ら
ず
。
未
熟
至し

極ご
く

の
問
ひ
な
り
。
す
べ
て
歌
は
古

き
詞
を
取
り
用
ひ
る
を
本ほ

意い

と
し
、
も
と
よ
り
用
ひ
る
詞
定
ま
り
て
、
世よ

よ々

み
な
同
じ

詞
の
内
を
用
ひ
来
た
れ
り
。
今い
ま

迄ま
で

詠
ま
ぬ
詞
な
り
と
も
、
よ
き
詞
出
で
来
た
ら
ば
構
は

ず
用
ひ
詠
む
べ
け
れ
ど
も
、
昔
よ
り
詠
ま
ぬ
詞
に
麗う
る

は
し
き
詞
は
、
今
詠
み
出
づ
る
と

い
ふ
こ
と
は
大お
ほ

方か
た

な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
さ
れ
ば
た
だ
古
き
詞
に
て
新
し
く
詠
み
な
す
べ

し
。
歌
は
古
き
詞
に
て
も
、
一
字
二
字
の
分
か
ち
、
て
に
は
の
使
ひ
や
う
な
ど
に
て
、

格
別
に
新
し
く
取
り
な
さ
る
る
な
り
。
趣
向
も
今
新
し
く
格
別
に
詠
み
出
で
ん
と
す
れ

ば
、
異
様
に
卑い
や

し
く
な
り
て
甚
だ
嫌
ふ
こ
と
な
り
。
た
だ
古
く
よ
り
詠
み
来
た
れ
る
風

情
を
、
お
も
し
ろ
く
新
し
く
詠
む
が
上
手
な
り
。
歌
知
ら
ぬ
人
は
、
詞
も
情
も
大
方
古

き
に
似
た
れ
ば
、
何
の
こ
と
も
な
き
一
通
り
の
歌
と
思
へ
ど
、
さ
に
あ
ら
ず
。
続
け

柄
、
使
ひ
や
う
に
よ
り
て
、
詞
も
情
も�
�

の
こ
と
に
て
甚
だ
新
し
く
お
も
し
ろ

く
な
る
こ
と
な
り
。

�

（
本
居
宣
長
「
排
蘆
小
船
」
に
よ
る
）

　（
注
）�

こ
と
に
…
特
に
　
　
詮
も
な
き
…
意
味
も
な
い

　
　
　 

至
極
…
こ
の
上
な
い

　
　
　 

一
字
二
字
の
分
か
ち
…
一
字
二
字
の
区
別

　
　
　 

て
に
は
…
助
詞
の
「
て
」・「
に
」・「
は
」

　
　
　 

異
様
に
…
ふ
つ
う
と
は
異
な
っ
て

　
　
　 

さ
に
あ
ら
ず
…
そ
う
で
は
な
い

　
　
　 

続
け
柄
…
続
け
方
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