
推
厳
の
果
て
、
ム
7

私
達
が
知
る
事
の
出
来
る
そ
の
変
遷
の
最
後
の

形
に
お
い
て
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
客
観
性
を
有
し
、
自
己
統
一

の
一
応
の
成
呆
に
よ
っ
て
作
品
は
、
賢
治
か
ら
離
れ
か
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ

K
お
い
て
は
、
も
は
や
作
品
中
の
賢
治
の
生
涯
・
思

想
の
影
は
賢
治
固
有
の
経
験
で
は
な
く
、
客
観
的
経
験
と
な
る
。
賢

治
個
人
の
遍
歴
が
、
一
般
的
人
聞
の
普
遍
的
生
涯
の
一
部
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
、
そ
の
宇
宙
的
広
が
り
の

よ
う

K
、
い
よ
い
よ
無
限
の
魅
力
を
湛
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
あ
い
な
し
」

注

釈

注
1

「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
・
農
民
芸
術
の
産
者
よ
り

注
2

「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
角
川
文
庫
（
昭
日
・

1

・
m
山
）
中

「
新
し
い
古
典
復
刻
の
弁
」
（
小
倉
豊
文
氏
）
よ
り

田
村
芳
朗
著
「
法
華
経
1
真
理
・
生
命
・
実
践
」
中
公
新
書

問
（
昭
臼
・

8
・
5
）
よ
り

妹
ト
シ
の
死
（
大
正
日
年
）
の
後
、
知
人
等
に
名
無
し
で
配

布
さ
れ
た
手
紙
。
兄
の
チ
ュ
ン
セ
が
死
ん
だ
妹
の
ポ
｜
セ
を

探
し
求
め
る
と
い
う
、
賢
治
と
ト
シ
を
思
わ
せ
る
兄
妹
の
話

が
書
か
れ
て
あ
る
。

注
3

注
4

に
つ
い
て
の
考
察

源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て

次

口一口

序本
論

第
一
章
「
あ
い
な
し
」

κ
つ
い
て
の
概
説

第
1
節
古
辞
書
、
古
注
に
お
け
る
「
あ
い
な
し
」

第
2
節
「
あ
い
な
し
」
の
語
源

第
二
章
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
あ
い
な
し
」

第
1
節
『
源
氏
物
語
』
の
「
あ
い
な
し
」
と
他
作
品
の
「
あ
い

な
し
」
に
つ
い
て

「
あ
い
な
し
」
の
意
味

第
2
節
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二
十
八
回
生

汐

崎

町

子

第
I
項
「
あ
い
な
頼
み
」

第
E
項
心
情
語
と
し
て
の
「
あ
い
な
し
」

第
E
項
心
情
語
以
外
の
「
あ
い
な
し
」

第
3
節
「
あ
い
な
し
」
と
「
あ
ぢ
き
な
し
」

結
び

補
注

参
考
文
献

（
但
し
、
本
稿
で
は
、
第
一
章
を
、
一
「
あ
い
な
し
」
の
語
源
な
ど

と
し
て
ま
と
め
た
。
第
二
章
で
は
、
第
2
節
第

E
項
、
第
E
項
を
中

心
に
論
じ
た
。
）



一
、
「
あ
い
な
し
」
の
語
源
な
ど

『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
、
『
湖
月
抄
』
に
は
、
「
あ
い
な
し
」

に
つ
い
て
、
「
あ
ぢ
き
な
き
心
也
、
愛
な
き
也
」
と
あ
る
。
『
、
河
海

抄
』
、
『
眠
江
入
楚
』
も
、
大
体
同
じ
よ
う
な
注
が
付
し
て
あ
る
。

『
玉
の
小
櫛
』
に
は
、
「
此
調
数
も
な
く
多
く
有
、
そ
を
と
と
と
と
く

閏
九
わ
た
し
合
せ
て
か
む
か
ふ
る
に
、
伺
と
い
ふ
わ
き
ま
へ
も
な
し
に

う
ち
つ
け
に
物
す
る
乙
と
也
、
乙
』
も
そ
の
意
に
て
、
お
の
が
身
に

か
h
ら
ぬ
人
ま
で
も
、
何
と
い
ふ
乙
と
な
し
に
目
を
そ
ば
む
る
也
、

注
に
無
愛
也
、
あ
ぢ
き
な
く
也
な
ど
い
へ
る
皆
か
な
は
ず
」
と
あ
る
．

「
あ
い
な
し
」
は
古
辞
書
に
は
な
い
語
で
あ
り
、
語
源
も
未
詳
で
あ

る
。
前
に
あ
げ
た
古
注
を
み
る
と
、
一
方
は
、
「
愛
無
し
」
、
「
あ

ぢ
き
な
し
」
な
ど
を
、
そ
の
意
味
と
考
え
て
お
り
、
も
う
一
方
は
、

そ
れ
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
。
一
体
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
あ

ろ
う
か
。

乙
乙
で
、
文
学
作
品
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
、

「
あ
い
な
し
」
の
使
わ
れ
方
を
み
て
み
よ
う
。
表
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
に
お
け
る
「
あ
い
な
し
」
の
使
用
度
数
を
示
し
た
も
の
で
あ

る。

ζ

の
表
よ
り
、
「
あ
い
な
し
」
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
使
わ
れ

る
時
代
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
「
あ
い

な
し
」
は
、
九

0
0年
代
後
半
、
『
鯖
蛤
日
記
』
、
『
宇
津
保
物
語
』

か
ら
み
え
始
め
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
作
品
に
は
、
全
く
用
例
が
見

当
た
ら
な
い
。
そ
し
て
、
乙
乙
に
あ
げ
た
中
古
文
学
の
ほ
と
ん
ど
の

作
品
に
、
「
あ
い
な
し
」
の
用
例
が
み
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
散
文

で
は
、
『
大
鏡
』
を
除
い
た
す
べ
て
の
作
品
に
、
乙
の
語
が
使
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
と
は
対
称
的
に
、
韻
文
に
は
、
中
古
を
合
ひ
ど
の
時

代
に
も
一
例
も
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
「
源
氏
物
語
』
の
一

O
五

例
を
最
頂
に
、
「
夜
の
寝
覚
』
に
三
四
例
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』

に
一
三
例
、
そ
し
て
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
一
七
例
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
『
方
丈
記
凶
、

『
平
家
物
語
』
な
ど
の
中
世
の
作
品
に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
わ

ず
か
に
、
『
徒
然
草
』
、
『
増
鏡
』
に
五

l
六
例
使
わ
れ
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
と
の
二
作
品
は
、
い
ず
れ
も
擬
古
文
の
性
格
が
強
い
こ

と
か
ら
、
「
あ
い
な
し
」
は
中
古
文
学
独
特
の
語
と
言
え
る
の
で
あ

ザ
令
。

注
向

＠
汝
ガ
目
ノ
極
メ
テ
愛
克
ク
醜
キ
ニ
抜
キ
代
へ
ム
ト
云
フ
〈
今
音
物

語
（
1
）一二

O
五
頁
三
行
）

＠
継
母
な
り
し
人
、
下
り
し
閣
の
名
を
宮
に
も
い
は
る
』
に
、
異
人
一

に
品
は
し
て
後
も
猶
そ
の
名
い
は
る
と
き
〉
て
、
親
の
今
は
あ
い
引

な
き
よ
し
、
い
ひ
や
ら
む
と
あ
る
に

朝
倉
ゃ
い
ま
は
雲
井
に
聞
く
物
を
、
猶
木
の
ま
ろ
が
名
の
り
を

や
す
る
（
一
安
級
日
記
五

O
一
二
頁
六
行
）

＠
は
『
今
昔
物
語
第
四
巻
』
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
乙
で

は
、
「
愛
元
シ
」
と
い
う
表
記
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
＠
の
『
更
級

日
記
』
の
例
壱
考
え
て
み
る
と
、
乙
の
場
合
、
「
合
無
し
」
が
適
当

と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
の
継
母
が
孝
標
と
別
れ
、
今
は
宮
仕
え
を
し

て
い
る
が
、
孝
標
が
、
以
前
、
上
総
介
だ
っ
た
時
、
継
母
も
一
緒
に

下
っ
て
い
た
乙
と
か
ら
、
宮
中
で
ま
で
上
総
大
輔
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

「
今
さ
ら
そ
う
い
う
名
を
使
う
の
は
似
合
わ
な
い
か
ら
、
そ
う
し
な

い
方
が
よ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
よ
う
だ
。

＠
か
か
ら
ぬ
年
だ
に
、
御
覧
の
日
の
童
の
心
地
ど
も
は
、
お
ろ
か
な



〔表 i〕 文学作品にみる「あいなし J

西暦 作 品 使用度数 西暦 作 品 使用度数

712 古 事 記 。 明恵上人歌集 。
720 日 本 書 紀 ／／／  子 載 集 。

万 葉 集 。 ぷ－－.； 三日土 物 語 1 

竹 取 物 至ロ五ロ 。 山 家 集 。
900 管 家 文 草 。 堤中納言物語 4 

管 家 後 集 。 とりかへばや物語 17 

905 古 l寸>.. 集 。 無 名 草 子 1 

伊 勢 物 語 。 松浦宮物語 2 

935 土 佐 日 記 。 新 古 4 集 。
伊 勢 集 。1212 方 丈 記 。

951 後 撰 集 。1216 宇治拾遺物語 。
950頃 大 平日 物 圭ロロ五 。 海 道 記 。

平 中 物 語 。 関 居 友 。
蛸 蛤 日 記 8 建礼門院右京大夫集 2 

宇津保物語 13 1242 東 関 紀 行 。
落 窪 物 語 10 平 家 物 言菩 。
多武峯少将物語 1 な よ 竹物語 。
枕 草 子 9 十六夜 日 記 。

1002頃 源 氏 物 語 105 うたたねの記 。
紫 式 部 日記 4 1330頃 徒 然、 草 6 

和泉式部日記 2 増 鏡 5 

狭 衣 物 量ロ五ロ 1 重 物 圭ロロ五
。

浜松中納言物語 13 1518 閑 吟 集 。
夜 の 寝 九＂＂ι 34 きのふはけふの物語 。

1060 更 級 日 記 2 1683 雑 兵 物 語 。
栄 華 物 語 用例あり 1685 野ざらし紀行 。
大 鏡 。1688 更科紀行・笈の小文 。

1142 極楽願往生歌集 。1694 奥 の 細 道 。
1144 詞 花 集 。l~B～ 2 安 愚 楽 鍋 。
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ら
ざ
る
も
の
を
、
ま
し
て
い
か
な
ら
ん
な
ど
、
心
も
と
な
く
ゆ
か

し
き
に
、
歩
み
並
び
つ
L
、
出
で
来
た
る
は
、
あ
い
な
く
胸
つ
ぶ

れ
て
い
と
ほ
し
く
乙
そ
あ
れ
。
き
る
は
、
と
り
わ
き
て
深
う
心
よ

す
べ
き
あ
た
り
も
な
し
か
し
。
（
紫
式
部
日
記
四
七
九
頁
一

O
行）

＠
は
、
五
節
の
舞
姫
に
従
う
童
女
た
ち
を
、
帝
が
御
覧
に
な
る
、
御

覧
の
儀
の
と
と
で
あ
る
。
そ
と
に
ず
ら
り
と
並
ん
だ
童
女
達
、
皆
、

属
医
劣
つ
け
難
い
美
し
き
で
あ
る
。
他
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
美
し
さ
を

誇
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
若
い
男
性
も
混
じ
っ
た
多
く
の
人
々
に
ま

じ
ま
じ
と
見
ら
れ
る
気
持
ち
を
察
す
る
と
、
筆
者
は
、
「
胸
つ
ぶ
れ

て
い
と
ほ
し
く
」
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
「
と
り
わ
き

で
深
う
心
よ
す
べ
き
云
々
」
で
わ
か
る
よ
う
に
、
筆
者
が
特
別
に
ひ

い
き
に
し
て
い
る
者
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
の
場
合

の
「
あ
い
な
く
」
は
、
「
理
屈
に
合
わ
な
い
と
と
に
」
と
い
う
よ
う

な
意
味
と
考
え
ら
れ
、
＠
と
同
様
、
「
合
無
し
」
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

「
あ
い
な
し
」
は
、
＠
の
よ
う
に
、
確
か
に
「
愛
無
し
」
の
意
味

で
使
わ
れ
る
と
と
も
あ
る
が
、
＠
、
、
＠
の
よ
う
に
、
「
合
無
し
」
と

と
れ
る
も
の
が
非
常
に
多
い
。
「
愛
無
し
」
で
あ
れ
ば
、
そ
の
需
の

意
味
は
お
よ
そ
見
当
が
つ
く
。
「
い
や
な
」
と
か
、
「
お
も
し
ろ
く

な
い
」
と
か
、
不
快
な
感
情
が
そ
乙
に
読
み
取
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
「
合
無
し
」
は
、
直
接
に
感
情
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。

あ
る
基
準
に
照
ら
し
て
、
合
わ
な
い
と
い
う
事
実
が
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
合
わ
な
い
、
似
合
わ
な
い
と
感
じ
る
こ
と
は
、
不

満
な
感
情
へ
と
発
展
し
や
す
い
。
＠
の
場
合
、
「
あ
い
な
き
」
は
、

孝
標
の
不
満
と
す
る
気
持
ち
を
表
わ
す
と
考
え
れ
ば
、
「
愛
無
し
」

の
意
味
に
非
常
に
近
づ
い
て
く
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
合
無
し
」

が
、
「
愛
無
し
」
と
混
同
さ
れ
た
と
い
う
乙
と
が
考
え
ら
れ
る
。
時

代
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
文
学
の
担
い
手
も
変
化
し
た
た
め
に
、
『
更

級
日
記
』
の
時
代
に
は
「
合
無
し
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
『
今
背
物

語
』
や
『
湖
月
抄
』
の
時
代
に
は
、
「
愛
無
し
」
へ
と
意
味
が
転
化

し
て
し
ま
っ
た
ζ

と
も
考
え
ら
れ
る
と
と
で
あ
る
。

二
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
あ
い
な
し
」

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
表

E
に
示
す
と
お
り
、
一

O
五
例
の
「
あ

い
な
し
」
が
見
ら
れ
る
。
乙
乙
で
は
、
「
あ
い
な
頼
み
（
頼
め
）
」

を
除
い
た
一

O
一
例
に
つ
い
て
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
。

ま
ず
表

E
よ
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
宿
木
の
巻
に
、

「
あ
い
な
し
」
が
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、

ζ

れ
も
、
「
あ
い
な
し
」
の
意
味
と
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

と
ζ

ろ
で
、
一
章
に
お
い
て
、
「
あ
い
な
し
」
は
「
合
無
し
」
で

あ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
ま
ず
、

川
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。
不
都
合
だ
。

と
い
う
意
味
が
読
み
取
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
＠
「
：
・
か
く
心
や
す
き
御
住
ま
ひ
は
、
た
だ
い
と
う
ち
と

け
た
る
さ
ま
に
、
ふ
く
み
萎
え
た
る
と
そ
よ
け
れ
．
う
は
べ
ば
か
り

つ
く
ろ
ひ
た
る
御
装
ひ
は
あ
い
な
く
な
む
」
（
初
音
＠
一
四
八
頁

一
O
行
）
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
末
摘
花
の
服
が
寒
々
と
し
て
い

る
の
を
、
気
が
ね
の
い
ら
な
い
住
ま
い
で
は
、
ふ
っ
く
ら
と
萎
え
て

い
る
の
が
よ
い
の
に
、
そ
れ
は
似
合
わ
な
い
と
源
氏
が
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
他
に
、
＠
限
り
な
き
御
お
ぼ
え
の
、
あ
ま
り
も
の
騒
が
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（）内は必

活用

総数 有害
然
一
れ
一

ω

巳
一
け
一

2

一る一

υ

体
一
か
一
以

連
一
き
一
司

「あいなし」

連 用｜終止

く ｜ぅ｜かり｜し
印刷I14帥I2 l2ll 14帥

活用形別にみる

耕
一
川
一
山

幹
一
唯
一
割

語
一
郎
一
引

〔表 E

105 

1 0 5例

松 絵 関 蓬 湾 明 須 監花 賢 葵 花
襲末理若 タ 4ク工＂＂二一 帯 桐

風 i口~ 屋 生 標 石 磨 木 宴 紫 顔 蝉 木 宝E

1 。1 。3 4 2 1 7 1 。1 2 2 4 。1 1 

キ白

重下 藤重梅

産
藤 行 野 饗 常 埜 胡 初 玉 少 朝 薄

木 枝 袴 幸 分 火 夏 喋 音 重重． 女 顔 雲
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「あいなし」巻別の〔表 E

し
き
ま
で
暇
な
げ
に
見
え
た
ま
ひ
し
を
、
通
ひ
た
ま
ひ
し
所
ど
乙
ろ

も
、
か
た
が
た
に
絶
え
た
ま
ふ
乙
と
ど
も
あ
り
、
軽
々
し
き
御
忍
び

歩
き
も
b
h
h？
？
思
し
な
り
て
、

ζ
と
に
し
た
ま
は
ね
ば
、
い
と
の

ど
や
か
に
、
今
し
も
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
り
。
（
賢
木

。
九
五
頁
九
行
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
は
桐
壷
院
の
崩
御
に
よ
っ
て
、

世
の
中
が
一
転
レ
、
不
遇
せ
ら
れ
て
い
る
時
の
乙
と
で
あ
る
。
源
氏

も
と
の
経
験
に
よ
っ
て
成
長
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
前
の
よ
う
な

軽
々
し
い
忍
び
歩
き
を
、
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
思
い
始
め
て
い
る
。

次
に
、

ω不
満
だ
・
不
本
意
だ
。
と
い
う
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
＠
を
取
っ
て
み
て
も
、
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
思
う
こ

と
は
、
不
満
だ
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
⑥
は
、
似
つ

か
わ
し
く
な
い
と
自
ら
が
感
じ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
を
、

不
本
意
だ
と
思
う
気
持
ち
が
、
当
然
、
そ
と
に
存
在
す
る
。

次
に
あ
げ
る
も
の
が
聞
に
相
当
す
る
。

＠
大
将
の
、
を
か
し
や
か
に
わ
ら
ら
か
な
る
気
も
な
き
人
に
そ
ひ
ゐ

た
ら
む
に
、
は
か
な
き
戯
れ
言
も
つ
つ
ま
し
う
砂
い
な
J

い
息
さ
れ

て
・
：
（
真
木
柱
己
一
二
八
二
頁
三
行
）

＠
御
文
は
忍
び
忍
び
に
あ
り
け
り
。
身
を
う
き
も
の
に
思
ひ
し
み
た

ま
ひ
て
、
か
ゃ
う
の
す
き
ぴ
一
言
も
あ
い
な
く
思
し
け
れ
ば
、
心
と

け
た
る
御
答
へ
も
聞
ζ
え
た
ま
は
ず
（
真
木
柱
合
コ
一
八
四
頁
一
三

行
）玉

撃
は
、
も
は
や
、
髭
黒
大
将
の
妻
で
あ
る
。
そ
の
上
、
彼
は
冗

談
の
わ
か
ら
な
い
啓
一
物
だ
か
ら
、
戯
れ
言
や
す
さ
ぴ
ご
と
を
一
一
一
一
口
っ
て

遺
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
、
あ
え
て
そ
う
す
る
の

は
不
本
意
で
あ
る
し
、
玉
震
に
と
っ
て
は
、
迷
惑
な
、
不
満
な
と
と

-40一



で
あ
る
は
ず
だ
。

さ
ら
に
、
心
情
的
な
性
質
が
強
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、

＠
「
：
・
わ
が
思
ふ
方
は
異
な
る
に
譲
ら
る
る
さ
ま
も
あ
い
な
く
て
」

（
総
角
＠
二
九
二
頁
二
ニ
行
）
、
①
・
：
ζ

の
大
臣
に
怨
ぜ
ら
れ
は
て

ん
も
あ
い
な
か
ら
ん
（
宿
木
＠
三
七
一
頁
一
一
行
）
⑤
冬
の
御
方
に

も
、
時
々
に
よ
れ
る
匂
ひ
の
定
ま
れ
る
に
、
消
た
れ
ん
も
あ
い
な
し

と
思
し
て
（
梅
枝
②
四

O
一
頁
九
行
〉
な
ど
が
あ
る
。

＠
は
、
大
君
を
愛
し
て
い
る
の
に
、
中
の
君
を
勧
め
ら
れ
て
、
不

満
、
不
本
意
と
す
る
薫
の
心
境
。
①
は
匂
宮
の
心
情
で
、
タ
霧
に
恨

ま
れ
る
の
は
不
本
意
だ
と
い
う
も
の
。
＠
は
、
明
石
の
君
が
、
薫
物

合
わ
せ
で
、
他
の
人
に
負
け
る
の
は
、
不
本
意
だ
、
悔
や
し
い
と
思

っ
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
で
あ
る
。
他
に
、
薫
の
＠
「
砂
川
い
か
い
や
。

わ
が
心
よ
。
」
（
宿
木
三
七
六
頁
一
四
行
）
の
よ
う
に
、
嘆
き
に
近

い
心
情
も
、
不
本
意
な
気
持
ち
の
募
っ
て
い
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
人
目
を
「
あ
い
な
く
」
思
っ
て
い
る
例
が
三
例
あ
る
。

根
拠
の
な
い
と
と
を
勝
手
に
想
像
し
た
り
、
事
実
を
誇
彊
し
て
話
し

た
が
る
口
さ
が
な
き
に
、
不
満
を
抱
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

v「ノ

第
三
に
、
不
本
意
だ
と
思
う
気
持
ち
の
裏
に
、
他
の
人
に
対
す
る

配
慮
が
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

間
気
の
毒
だ
。
か
わ
い
そ
う
だ
。

①
「
つ
ひ
に
あ
る
べ
き
事
の
、
か
く
隔
た
り
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
を
、

か
の
人
も
も
の
し
と
思
ひ
嘆
か
る
ら
む
。
乙
の
御
心
に
も
、
今
は

や
う
や
う
お
ぼ
つ
か
な
く
あ
は
れ
に
思
し
知
る
ら
ん
。
方
々
心
お

か
れ
た
て
ま
つ
ら
む
も
あ
い
な
し
」
（
藤
裏
葉

e四
四
一
頁
一
行
）

紫
の
上
が
、
明
石
の
君
と
娘
が
離
れ
離
れ
に
暮
ら
し
て
い
る
ζ

と

を
、
親
子
は
一
緒
に
暮
ら
す
の
が
当
然
な
の
に
、
気
軽
に
会
う
ζ

と

も
で
き
な
い
の
は
、
不
似
合
い
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
①
の
場
合
、

明
石
の
母
子
は
、
会
え
な
く
て
不
満
な
の
で
あ
り
、
つ
ら
い
と
思
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
気
持
ち
を
思
い
や
る
紫
の
上
は
、
気
の
毒
だ

と
思
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
今
の
状
態
を
続
け
る
ζ
と

に
は
、
不
満
が
あ
り
、
不
本
意
な
の
で
あ
る
。

親
子
の
聞
の
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
は
、
他
に
、
内
大
臣
（
頭
中

将
）
が
、
娘
を
後
の
親
に
譲
る
と
と
を
「
あ
い
な
し
」
と
言
っ
て
い

る
例
が
あ
る
。
ま
た
、
源
氏
が
、
八
の
宮
の
勤
行
の
邪
魔
を
し
て
ま

で
対
面
す
る
の
は
、
「
あ
い
な
し
」
と
す
る
例
も
、
八
の
宮
に
対
し
一

て
は
気
の
毒
で
、
源
氏
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
叫

紫
の
上
が
女
三
の
宮
と
の
対
面
を
希
望
し
て
い
る
の
に
、
会
わ
せ
な

い
の
は
「
あ
い
な
し
」
と
、
源
氏
が
思
っ
て
い
る
も
の
も
、
気
の
毒

と
い
う
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
相
手
に
対
す
る
思
い
や
り
、
配
慮

が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
同
じ
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

最
後
に
も
う
一
つ
、
次
の
ζ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

川
間
無
駄
だ

乙
れ
も
、

ωの
「
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。
不
都
合
だ
。
」
と
い
う

意
味
と
表
裏
の
関
係
で
あ
る
。

①
「
か
ば
か
り
の
す
く
よ
け
心
に
思
ひ
そ
め
て
ん
ζ

と
、
諌
め
む
に

か
な
は
じ
。
用
ゐ
ぎ
ら
む
も
の
か
ら
我
さ
か
し
に
言
出
で
む
も
あ

い
な
い
」
（
夕
霧
⑮
四
四
四
頁
八
行
）

落
葉
の
宮
の
と
と
で
、
タ
霧
を
諌
め
た
と
し
て
も
、

一
途
な
性
格
の



人
で
あ
る
か
ら
、
耳
を
貸
さ
な
い
で
あ
ろ
う
と
源
氏
は
考
え
る
。

そ
れ
な
ら
、
し
で
も
無
駄
で
あ
り
、
せ
ぬ
が
ま
し
で
あ
る
と
い
う
考

え
で
あ
る
ら
し
い
。

同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
タ
霧
が
落
葉
の
宮
を
口
説
い
て
も
、
彼
女

は
廃
か
な
い
。
こ
れ
以
上
や
っ
て
も
無
駄
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

＠
「
あ
い
な
か
り
け
る
心
く
ら
べ
ど
も
か
な
」
（
夕
顔
Q
二
五
八
頁

八
行
）源

氏
と
夕
顔
は
、
な
互
い
に
、
相
手
が
素
姓
を
明
か
さ
左
い
の
を
、

自
分
に
対
す
る
愛
情
が
そ
れ
ほ
ど
深
く
な
い
か
ら
だ
と
思
い
悲
し
ん
で

い
た
。
そ
の
う
ち
に
、
夕
顔
は
死
ん
で
し
ま
い
、
源
氏
は
初
め
て
真
相

を
知
る
．
＠
の
「
あ
い
な
か
り
け
る
」
は
、
な
ん
と
、
つ
ま
ら
ぬ
意

地
を
張
り
合
っ
た
乙
と
か
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
、
無
駄
だ

っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
他
に
、
中
将
の
君
が
、
常
陸
介
に
浮
舟

の
事
情
を
打
ち
明
け
る
場
面
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
浮
舟

が
、
薫
に
正
式
に
迎
え
取
ら
れ
て
か
ら
話
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
が
、

浮
舟
が
死
ん
で
（
失
綜
し
て
）
し
ま
っ
て
は
、
隠
す
の
は
無
駄
な
こ

と
だ
と
い
う
意
味
に
情
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
横
川
の
僧
都
が
、
薫
に

浮
舟
の
と
と
を
隠
し
、
だ
て
す
る
ζ

と
を
「
あ
い
な
し
」
と
し
て
い
る

例
も
、
薫
は
真
実
を
知
っ
て
い
る
よ
う
、
だ
か
ら
、
無
駄
で
、
が
え
っ

て
不
都
合
だ
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
あ
い
な
し
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、

結
論
と
し
て
次
の
こ
と
が
言
え
る
。

ま
ず
、
「
あ
い
な
し
」
の
第
一
義
は
、
川
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。

不
都
合
だ
。
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
派
生
と
し
て
、

ω無

駄
だ
。
と
い
う
意
味
を
持
っ
と
と
も
あ
る
。
ま
た
、
「
似
つ
か
わ
し

く
な
い
不
都
合
な
」
立
場
の
人
に
対
し
て
、
同
気
の
毒
だ
。
と
い
う

気
持
ち
を
表
わ
す
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い

る
の
は
、
「
似
つ
か
わ
し
く
な
い
、
不
都
合
な
」
乙
と
に
、

ω不
満

だ
。
不
本
意
だ
。
と
い
う
気
持
ち
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
ζ

ろ
で
、
次
に
あ
げ
る
例
は
、
川

1
凶
の
「
あ
い
な
し
」
の
意

味
で
は
、
一
一
見
、
解
決
が
つ
か
な
い
よ
う
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

①
「
ζ

れ
は
、
女
の
な
つ
か
し
き
さ
ま
に
て
し
ど
け
な
う
弾
き
た
る

こ
そ
を
か
し
け
れ
」
と
、
お
ほ
か
た
に
の
た
ま
ふ
を
、
入
道
は

b

い
な
く
う
ち
笑
み
て
：
・
（
明
石
②
二
三
二
頁
一
行
）

娘
を
ぜ
ひ
源
氏
児
、
と
前
々
か
ら
の
心
積
り
だ
っ
た
明
石
の
入
道

が
、
源
氏
が
「
琵
琶
は
女
が
弾
く
の
が
よ
い
」
と
、
一
般
論
と
し
て

言
っ
た
の
に
、
「
し
め
た
」
と
喜
ぶ
気
持
ち
か
ら
、
つ
い
、
顔
を
ほ
一

乙
ろ
ば
せ
る
。
「
あ
い
な
く
」
は
、
そ
の
「
う
ち
笑
み
て
」
に
か
か
唱

っ
て
い
る
。
乙
の
「
あ
い
な
く
」
を
、
入
道
の
心
情
を
表
わ
す
語
で

あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
「
う
ち
笑
み
て
」
に
矛
盾
す
る
。

＠
：
・
常
に
召
し
あ
り
て
、
源
氏
の
君
は
参
り
た
ま
ふ
。
世
の
中
の
乙

と
な
ど
も
、
隔
で
な
く
の
た
ま
は
せ
っ
つ
、
御
本
意
の
や
う
な
れ

ば
、
お
ほ
か
た
の
世
の
人
も
あ
い
な
く
う
れ
し
き
ζ

と
に
よ
ろ
と

び
き
乙
え
け
る
（
湾
標
。
二
七

O
頁
三
行
）

源
氏
が
、
再
び
京
へ
召
還
さ
れ
、
帝
と
睦
ま
じ
く
語
り
合
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
、
「
う
れ
し
き
こ
と
に
よ
ろ
ζ

ぴ
き
ζ

え
け
る
」
世
の
人
が
、

同
時
に
、
川

l
凶
の
気
持
ち
で
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ζ

の
①

＠
の
問
題
は
、
「
あ
い
な
し
」
の
主
体
を
入
道
、
世
の
人
と
す
る
た

め
に
起
と
る
も
の
で
あ
る
。
乙
の
場
合
、
主
体
は
作
者
で
あ
る
と
と

れ
ば
、
川

1
凶
の
意
味
で
理
解
で
き
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
乙



の
よ
う
に
、
作
者
や
話
者
が
、
あ
る
人
物
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、

自
分
の
客
観
的
な
意
見
を
挿
入
す
る
の
に
用
い
た
「
あ
い
な
し
」
が

多
く
売
ら
れ
る
。
連
用
形
の
「
あ
い
な
く
」
、
「
あ
い
な
う
」
の
独

特
の
も
の
で
あ
り
、
「
あ
い
な
し
」
の
総
用
例
一

O
一
例
中
、
三
六

例
で
あ
る
。
と
の
場
合
の
意
味
も
、
根
本
に
お
い
て
、
前
に
あ
げ
た

ωl凶
と
考
え
て
よ
い
。
静
三
者
か
ら
み
る
ん
」
、
似
つ
か
わ
し
く
な

い
、
不
満
だ
。
「
（
第
三
者
か
ら
見
る
と
）
そ
う
す
る
（
な
る
）
必

然
性
が
な
い
の
に
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

＠
さ
て
、
ま
た
の
日
の
夕
つ
方
ぞ
渡
り
た
ま
へ
る
。
人
知
れ
ず
思
ふ

心
し
そ
ひ
た
れ
ば
、
あ
い
な
く
心
づ
か
ひ
い
た
く
せ
ら
れ
て
、
な

よ
よ
か
な
る
御
衣
ど
も
を
、
い
と
ど
匂
は
し
そ
へ
た
ま
へ
る
は
、

あ
ま
り
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
ま
で
あ
る
に
、
丁
子
染
の
扇
の
も
て

な
し
た
ま
へ
る
移
り
香
な
ど
さ
へ
、
た
と
へ
ん
方
な
く
め
で
た
し

（
宿
木
⑤
四
一
二
頁
二
行
）

＠
こ
の
ほ
ど
ま
で
は
漂
ふ
な
る
を
、
い
づ
れ
の
道
に
定
ま
り
て
赴
く

ら
ん
と
、
思
ほ
し
ゃ
り
つ
つ
、
念
請
を
い
と
あ
は
れ
に
し
た
ま
ふ
。

頭
中
将
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
あ
い
な
く
胸
騒
ぎ
て
、
か
の
撫
子
の

生
ひ
立
つ
あ
り
さ
ま
聞
か
せ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
か
ご
と
に
怖
ぢ
て

う
ち
出
で
た
ま
は
ず
。
（
夕
顔

θ
二
六
六
頁
一
四
行
）

薫
は
中
の
君
に
対
し
て
、
次
第
に
恋
愛
感
情
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、

彼
女
に
会
う
た
め
に
、
「
心
づ
か
ひ
い
た
く
せ
ら
れ
」
る
。
し
か
し
、

薫
が
粧
し
込
み
む
こ
と
は
、
客
観
的
に
、
突
き
放
し
た
見
方
を
す
る
と
、

必
然
性
の
な
い
乙
と
で
あ
る
。
＠
は
、
さ
ら
に
場
面
が
緊
迫
し
て
い

る
。
夕
顔
の
死
後
、
彼
女
と
縁
の
深
い
頭
中
将
を
見
て
、
源
氏
は
胸

が
騒
ぐ
。
こ
れ
も
＠
と
同
様
、
さ
め
た
見
方
を
す
れ
ば
、
必
然
性
の

な
い
ζ

と
な
の
で
あ
る
。
他
に
、
藤
壷
が
帝
に
源
氏
の
舞
っ
た
青
海

波
の
感
想
を
求
め
ら
れ
た
時
の
、
「
あ
い
な
う
、
御
答
へ
聞
こ
え
に

く
く
て
」
の
例
、
空
蝉
と
契
っ
た
後
に
、
夫
の
伊
予
介
と
対
面
し
て
、

彼
を
「
あ
い
な
く
ま
ば
ゆ
く
て
」
と
す
る
も
の
な
ど
、
す
べ
て
、
興

味
を
そ
そ
る
場
面
で
あ
る
。

乙
れ
ら
の
場
合
、
「
（
第
三
者
か
ら
見
る
と
）
そ
う
す
る
必
然
性

が
な
い
の
に
」
と
い
う
こ
と
ば
の
裏
に
は
、
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
、
当
事
者
の
強
い
心
の
動
き
が
見
ら
れ
る
。
「
あ
い
な
く
：
・
」

と
い
う
、
実
に
冷
静
な
表
現
で
あ
る
の
に
、
そ
の
場
面
は
し
ば
し
ば

緊
迫
し
て
い
る
。
源
氏
の
す
ば
ら
し
い
青
海
波
に
み
と
れ
な
が
ら
も
、

彼
と
の
不
倫
の
恋
に
煩
悶
す
る
藤
壷
、
夕
顔
の
死
ん
だ
悲
し
み
と
、

頭
中
将
に
対
す
る
良
心
の
痛
み
と
が
交
錯
す
る
源
氏
の
心
情
は
、
ぃ
一

く
ら
と
と
ば
を
重
ね
て
も
、
書
き
つ
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
乙

4

に
、
「
あ
い
な
く
・
：
」
を
持
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
が
、

登
場
人
物
と
同
化
し
て
、
感
情
に
走
る
の
で
な
く
あ
く
ま
で
、
語

り
手
と
し
て
理
性
を
保
っ
て
い
る
、
心
に
く
い
表
現
と
解
釈
で
き
る

の
で
あ
る
。結

ぴ

『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
し
て
、
「
あ
い
な
し
」
に
つ
い
て
考
察

し
た
結
果
、
次
の
乙
と
が
得
ら
れ
た
。

「
あ
い
な
し
」
の
意
味
の
中
心
と
な
る
の
は
、
「
あ
る
基
準
に
照

ら
し
て
み
て
、
合
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
合

わ
な
い
」
と
感
じ
る
と
と
が
、
「
不
満
だ
」
、
「
不
本
意
だ
」
、



「
気
の
毒
だ
」
と
い
う
心
情
へ
と
、
し
ば
し
ば
発
展
し
て
い
る
。
場

面
、
状
況
に
よ
っ
て
、
乙
の
一
語
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
心
情
は
違
っ

て
く
る
。
多
義
性
と
酸
味
さ
を
備
え
た
語
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
腕

曲
表
現
宇
佐
好
ん
だ
、
平
安
の
女
流
文
学
に
、
「
あ
い
な
し
」
が
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
あ
い
な
し
し
の
多
義
性
暖
昧
き
が
、
腕
曲

性
と
結
び
つ
い
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

補
注

注
( 1) 

『
源
氏
物
語
』
は
、

そ
の
他
の
作
品
は
、

書
店
）
に
拠
る
。

日
本
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
拠
る
。

す
べ
て
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波

参
考
文
献

「
源
氏
物
語
語
義
の
研
究
』
山
崎
良
幸
（
風
間
書
房
）

『
平
安
女
流
文
学
の
と
と
ば
』
木
之
下
正
雄
（
至
文
堂
）

『
「
源
氏
物
語
K
な
け
る
あ
い
左
し
」
に
つ
い
て
』

行
本
と
よ
子
（
国
語
学
論
説
資
料
第
二
二
号
第
四
冊
）

『
源
氏
物
語
k
b
け
る
「
あ
い
乏
し
」
考
』

河
島
知
子
（
四
三
年
度
熊
本
女
子
大
学
卒
業
論
文
）

熊
本
県
鹿
本
郡
植
木
町
の
方
言
研
究

-44一

日

次

序
論

第
一
章

第
二
章

植
木
町
の
方
言
文
法
l
動
詞
l

植
木
町
方
言
調
査
に
よ
る
特
徴
的
左
語
の
分
布
と
概
観

結

び

序
論

人
々
は
地
域
社
会
に
な
い
て
、
い
か
左
る
言
語
生
活
を
営
ん
で
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
年
齢
・
性
別
・
職
業
等
の
違
い
が
実
際
の
一
言
語
生

活
に
与
え
る
影
響
K
着
眼
し
て
、

ζ

こ
で
は
筆
者
の
出
身
地
で
あ
り
、

熊
本
方
言
の
中
核
で
も
あ
る
鹿
本
郡
植
木
町
を
調
査
地
点
K
選
び
、

二
十
八
回
生

高

木

ち

か

子

植
木
町
に
な
け
る
言
語
生
活
の
実
状
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
同
時
K

熊
本
方
言
全
般
K
わ
た
っ
て
現
状
を
克
明
K
し
た
い
と
思
い
、
と
ζ

に
植
木
町
の
方
一
吉
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

第
一
章
植
木
町
の
方
言
文
法
！
動
詞
｜

動
詞
の
活
用

活
用
形
の
名
称
は
‘
な
る
べ
く
教
科
文
典
の
そ
れ
と
関
係
づ
け
る
様
、

心
が
け
た
。

形
態
上
差
が
あ
る
た
め
、
未
然
形
を
否
定
形
と
将
然
形
に
分
か
ち
、

形
態
上
差
が
念
い
と
ζ

ろ
か
ら
終
止
形
K
連
体
形
を
含
め
、
あ
る
程

度
話
し
言
葉
に
合
わ
せ
た
。




