
1 弁内侍日記における文の断続に関する一考察

【
１
】
本
稿
は
、
鎌
倉
時
代
の
女
房
日
記
で
あ
る
『
弁
内
侍
日
記
』
の
、
た
だ

一
か
所
の
切
れ
続
き
に
つ
い
て
検
討
す
る
小
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
問
題
の
箇

所
は
左
の
傍
線
部
分
で
、
宝
治
元
（
１
２
４
７
）
年
の
上
皇
主
催
の
和
歌
会
の

記
事
（
通
例
58
段
と
さ
れ
る
（
１
））
で
あ
る
。

八
月
十
五
夜
、
常
磐
井
殿
に
て
院
の
御
会
侍
り
し
に
、
大
宮
大
納
言
、

万
里
小
路
大
納
言
、
藤
大
納
言
為
家
、
権
大
納
言
さ
ね
を
、
ゑ
も
ん
の

か
み
み
ち
な
り
、
吉
田
の
中
納
言
為
経
、
た
め
う
ぢ
、
た
め
の
り
な
ど
、

さ
ら
ぬ
殿
上
人
も
侍
り
し
か
ど
も
、
こ
れ
こ
そ
と
を
り
に
み
え
し
花
山

院
の
大
納
言
さ
だ
ま
さ
は
、
す
こ
し
さ
が
り
て
、
歌
講
ぜ
ら
れ
し
ほ
ど

に
ぞ
参
ら
れ
た
り
し
。

弁
内
侍
日
記
に
は
次
の
よ
う
な
注
釈
本
が
あ
る
。
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
底
本
（
２
）

に
お
い
て
当
該
箇
所
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
固
有
名
詞
の
漢
字
書
き
・
か
な

書
き
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
箇
所
に
関
し
て
は
本
文
に
異
同
は
無

か
っ
た
。

①　

玉
井
幸
助
『
弁
内
侍
日
記 

新
注
』（
大
修
館
書
店
、
初
版
１
９
５
８
年
、

増
訂
版
１
９
６
６
年
）　

※
底
本
＝
群
書
類
従
本

②　

今
関
敏
子
編
『
校
注 

弁
内
侍
日
記
』（
和
泉
書
院
、
１
９
８
９
年
）　

※
底
本
＝
彰
考
館
蔵
本

③　

岩
佐
美
代
子
校
注
・
訳
「
弁
内
侍
日
記
」『
中
世
日
記
紀
行
集
〈
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
48
〉』（
小
学
館
、
１
９
９
４
年
）　

※
底
本
＝

内
閣
文
庫
蔵
「
弁
内
侍
寛
元
記
」

【
２
】
こ
れ
ら
①
②
③
の
活
字
本
文
と
「
こ
れ
こ
そ
と
を
り
に
み
え
し
」
に
付

せ
ら
れ
た
注
記
や
現
代
語
訳
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
よ
う
。

（
ア
） 
さ
ら
ぬ
殿
上
人
も
侍
り
し
か
ど
も
、
こ
れ
こ
そ
と
を
り
に
み
え
し
花

山
院
の
大
納
言
定
雅
は
、
す
こ
し
さ
が
り
て
、
歌
講
ぜ
ら
れ
し
ほ
ど

弁
内
侍
日
記
に
お
け
る
文
の
断
続
に
関
す
る
一
考
察

―
こ
れ
こ
そ
と
を
り
に
み
え
し
花
山
院
の
大
納
言
さ
だ
ま
さ
は

―
勝　
　

田　
　

耕　
　

起
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に
ぞ
参
ら
れ
た
り
し
。（
①
）

●
［
注
記
］
こ
れ
こ
そ
と
を
り
に
み
え
し
―
未
勘

（
イ
） 
さ
ら
ぬ
殿
上
人
も
侍
し
か
ど
も
、
こ
れ
こ
そ
と
を
り
に
見
え
し
。
花

山
院
の
大
納
言
さ
だ
ま
さ
は
、
す
こ
し
さ
が
り
て
、
歌
講
ぜ
ら
れ
し

ほ
ど
に
ぞ
ま
い
ら
れ
た
り
し
。（
②
）

●
［
注
記
］
こ
の
人
達
だ
け
が
通
路
を
通
し
て
見
え
た
。

（
ウ
） 

さ
ら
ぬ
殿
上
人
も
侍
り
し
か
ど
も
、
こ
れ
こ
そ
通
り
に
見
え
し
。
花

山
院
大
納
言
定
雅
は
、
少
し
下
が
り
て
、
歌
講
ぜ
ら
れ
し
程
に
ぞ
参

ら
れ
た
り
し
。（
③
）

●
［
注
記
］
こ
れ
ら
の
人
々
が
目
の
届
く
範
囲
に
見
え
た
、
の
意
。

● 

［
現
代
語
訳
］
ま
ず
こ
ん
な
人
々
が
私
ど
も
の
方
か
ら
は
一
目
で

見
え
た
。

①
は
「
未
勘
」
と
し
、
初
版
か
ら
８
年
後
の
増
補
訂
正
版
で
も
解
釈
を
保
留

し
て
い
る
。
②
は
「
と
を
り
」
を
「
通
り
（
通
路
）」
と
解
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、「（
通
路
を
）
通
し
て
」
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
、
原
文
を
ど
う
捉

え
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
そ
し
て
「
見
え
し
。」
と
文
を
切
っ
た
。
③

は
先
行
す
る
②
の
文
終
止
の
位
置
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、「
と
を
り
（
に
）」
を

「
素
通
し
（
障
害
物
な
く
）」
の
意
と
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
（
イ
）（
ウ
）
の
よ
う
な
文
章
理
解
に
は
、
次
の
三

つ
の
語
法
上
の
問
題
点
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
１
） 

係
助
詞
「
こ
そ
」
の
結
び
が
「
見
え
し
。」
と
連
体
形
で
終
止
し

て
い
る
こ
と

（
２
） 

「
通
り
」
と
い
う
単
語
の
意
味
と
用
法

（
３
） 

接
続
助
詞
「
ど
も
」
と
の
内
容
上
の
つ
な
が
り

【
３
】
ま
ず
は
（
１
）
に
つ
い
て
文
法
史
的
な
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
一

般
的
に
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
係
り
結
び
の
弛
緩
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
３
）が
、

ゾ
や
ナ
ム
の
結
び
が
乱
れ
る
の
に
比
べ
て
、
コ
ソ
は
已
然
形
で
結
ぶ
と
い
う

ル
ー
ル
が
根
強
く
残
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
の
コ
ソ
を
含
む

文
の
末
尾
の
形
態
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。
彰
考
館
本
に
お
け
る
58

段
以
外
の
用
例
（
和
歌
を
除
く
50
例
）
を
整
理
す
る
と
次
頁
の
表
の
よ
う
に

な
る
。
分
類
の
用
語
、
類
例
は
小
田
勝
『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』（
和
泉

書
院
、
２
０
１
５
年
、
438
～
447
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

弁
内
侍
日
記
に
お
け
る
係
助
詞
コ
ソ
の
結
び
は
、
半
数
以
上
が
已
然
形
で

あ
る
。
そ
し
て
已
然
形
で
結
ば
な
い
場
合
（
特
殊
構
文
）
で
も
、（
Ａ
）
や
（
Ｂ
）

や
（
Ｃ
）
は
平
安
時
代
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
用
例
が
あ
り
、
珍
し
い
現
象
で
は

な
い
。（
Ｄ
）
は
院
政
時
代
か
ら
現
れ
る
句
型
で
、
大
鏡
の
例
な
ど
が
あ
る
（
小

田
２
０
１
５
：
445
頁
）。

問
題
は
（
Ｅ
）（
Ｆ
）
の
不
整
合
の
例
で
、（
Ｅ
）
の
用
例
［
01
］
は
結
び

の
形
に
諸
本
で
異
同
が
な
い
。
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［
01
］ 

三
日
が
ほ
ど
は
様
々
の
御
遊
び
ど
も
あ
り
、
な
ど
聞
こ
え
し
こ
そ
、

い
に
し
へ
、
九
条
右
大
臣
の
畳で
う

六ろ
く

う
ち
給
ひ
た
り
け
ん
こ
と
思
ひ

出
で
ら
れ
て
、
今
更
ゆ
ゆ
し
。（
138
段
）

コ
ソ
を
含
む
文
を
形
容
詞
の
終
止
形
で
結
ん
だ
例
は
枕
草
子
に
あ
り
（
37
段

「
茎
は
、
い
と
赤
く
き
ら
き
ら
し
く
見
え
た
る
こ
そ
、
あ
や
し
け
れ
ど
を
か

し
。」）、
上
代
に
も
遡
り
う
る
（
催
馬
楽
・
大
芹
「
小
芹
こ
そ
茹
で
て
も
旨

し
」（５
））
の
で
、
少
な
い
な
が
ら
形
と
し
て
は
存
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、（
Ｆ
）
★
は
過
去
の
助
動
詞
の
連
体
形
で
結
ぶ
も
の
で
、
こ
ち

ら
に
は
諸
本
で
異
同
が
あ
る
。

［
02
］ 

四
条
大
納
言
、
女
房
た
ち
誘
ひ
て
、
御
帳
の
後
ろ
よ
り
は
つ
か
に

覗
き
て
侍
り
し
こ
そ
、
い
と
お
も
し
ろ
か
り
し
。
閑
院
大
納
言
た

ち
は
さ
ら
な
り
。
い
と
興
あ
り
て
侍
り
し
に
、
内
大
臣
殿
、
い
か

に
は
や
し
奉
れ
ど
も
う
る
は
し
く
も
立
ち
給
は
ざ
り
し
に
、（
102

段
・
彰
考
館
本
）

［
03
］ 

は
つ
か
に
覗
き
て
侍
り
し
こ
そ
、
い
と
お
も
し
ろ
か
り
し
か
。
閑

院
大
納
言
た
ち
は
さ
ら
な
り
。（
102
段
・
群
書
類
従
本
（
６
）・
内
閣
文
庫

寛
元
記
本
（
７
）・
伴
直
方
書
写
本
（
８
）、
松
平
文
庫
本
（
９
）ほ
か
）

問
題
の
58
段
の
箇
所
を
文
献
②
③
の
よ
う
に
「
こ
れ
こ
そ
通
り
に
見
え
し
。」

と
読
も
う
と
す
る
場
合
、
彰
考
館
本
の
連
体
形
止
め
の
例
［
02
］
は
一
つ
の

根
拠
に
な
り
そ
う
だ
が
、
右
の
全
50
例
に
見
た
よ
う
に
弁
内
侍
日
記
の
係
り

結
び
）
（1
（

に
は
総
じ
て
「
違
例
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
無
く
、
寛
元
記
本
）
（（
（

を
始
め

と
す
る
複
数
の
伝
本
で
「
お
も
し
ろ
か
り
し
か
」
と
し
て
い
る
点
を
考
慮
す

る
と
、
彰
考
館
本
102
段
は
「
か
」
の
脱
字
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
見

え
し
」
は
〈
動
詞
＋
し
〉
だ
が
、「
お
も
し
ろ
か
り
し
」
は
〈
形
容
詞
カ
リ
活

用
＋
し
〉
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
形
が
前
述
〈
こ
そ
～
ゆ
ゆ
し
〉
の
よ
う
な
形

容
詞
終
止
形
結
び
と
紛
れ
て
、「
し
」
で
終
わ
る
誤
写
（
脱
字
）
を
惹
き
起
こ

し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
係
り
結
び
と
し
て
見
た
場
合
、「
～
こ
そ
…
見
え
し
。」

形
態

例
数
所
在
段
（
括
弧
内
の
数
字
は

同
一
話
内
の
用
例
数
）

已
然
形
結
び

26

７
８
18 

19 

36 

37 

42 

50 

52 

57 

63

 

64 

68 

85
（
２
）
90 

94 

97
（
２
）

101 

102 

114 

117 

121 

141 

161

文構殊特
（
Ａ
）
結
び
の
流
れ
（
コ
ソ
～
ど
も
、）

１

54

（
Ｂ
）
結
び
の
省
略
（
会
話
文
言
い
さ
し
）

14

18 

24 

45 

51
（
２
）
74 

81 

85 

88

 

111 

121 

140
（
２
）
164

（
Ｃ
）
係
り
結
び
の
不
成
立
（
４
）

１

85

（
Ｄ
）
結
び
の
末
尾
に
終
助
詞
（
コ
ソ
～
や
）

１

112

（
Ｅ
）
係
り
結
び
の
不
整
合
①
終
止
形
結
び

１

138

（
Ｆ
） 

 

②
連
体
形
結
び
★

１

102

欠
字
等
で
判
別
不
能

５

140 
158 
161
（
２
）
175
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の
形
は
類
例
も
見
当
た
ら
ず
、
弁
内
侍
日
記
の
内
部
に
存
在
し
た
と
は
考
え

に
く
い
の
で
あ
る
。

【
４
】「
通
り
」
と
い
う
語
を
（
イ
）
の
よ
う
に
「
通
路
」
の
意
味
と
し
て
使
っ

た
例
は
同
時
代
の
用
例
［
04
］
が
あ
る
の
で
、
助
詞
「（
と
を
り
）
に
」
の
用

法
の
問
題
は
残
る
が
、「
と
を
り
」
に
つ
い
て
は
一
応
あ
り
う
る
解
釈
で
あ
る
。

［
04
］ 

院
渡
ら
せ
お
は
し
ま
す
と
て
、
人
々
は
立
ち
退
け
ど
、〈
中
略
〉
心

な
き
人
に
な
り
果
て
て
立
た
ぬ
を
、
少
納
言
殿
と
い
ふ
老
尼
の
、

か
た
は
ら
い
た
し
と
思
て
、
と
ほ
り
に
立
ち
て
招
き
騒
ぎ
し
が
、

お
か
し
け
れ
ど
、
心
得
ぬ
様
に
見
も
や
ら
で
ゐ
た
り
。

（
た
ま
き
は
る
・
遺
文
）

た
だ
し
、「
軒こ

ん

廊ら
う

を
通
り
て
」（
６
段
）
の
よ
う
な
対
象
の
建
物
や
女
房
た
ち

が
見
て
い
る
場
所
は
、
具
体
的
に
描
く
の
が
普
通
で
あ
り
、
公
達
の
動
向
を

遠
望
し
て
い
る
状
況
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

［
05
］ 

月
い
と
面
白
く
て
、
人
々
い
ざ
な
ひ
て
聞
き
に
お
は
せ
し
が
、
中

院
三
位
中
将
、
雅
忠
の
中
将
な
ど
、
軒こ

ん

廊ら
う

の
方
に
見
え
し
か
ば
、

空
し
く
て
立
ち
帰
り
た
り
し
を
、（
28
段
）

［
06
］ 

帳
台
の
試
こ
こ
ろ
み、
二
間
よ
り
や
を
ら
見
や
り
し
か
ば
、
摂
政
殿
厚
褄
・

柳
、
内
大
臣
殿
紅
梅
、
大
宮
大
納
言
松
襲
、
残
り
の
人
々
は
い
と

も
見
わ
か
ず
。（
70
段
）

日
記
全
体
を
通
し
て
描
写
は
具
体
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
歌
会
の
会
場
は
宮

廷
外
（
常
磐
井
殿
＝
西
園
寺
実
氏
邸
）
で
は
あ
る
が
、
見
え
た
場
所
を
描
写

し
て
い
る
の
に
「
通
り
」
と
い
う
曖
昧
な
単
語
を
使
う
こ
と
に
は
違
和
感
が

あ
る
。
一
方
、
③
の
（
ウ
＝
一
目
で
見
え
た
）
説
に
つ
い
て
は
、〈
見
え
る
〉

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
ト
オ
ル
と
い
う
動
作
が
限
定
修
飾
し
て
い
る
も
の
と

し
て
、

［
07
］ 

夜
に
入
り
ぬ
れ
ば
、
御
前
の
松
の
光
に
と
ほ
り
て
見
ゆ
る
に
、
御

透す
き

影か
げ

の
お
は
し
ま
さ
ね
ば
、
あ
や
し
と
思
し
召
し
け
る
に

（
大
鏡
・
四
・
道
隆
）

と
い
う
例
が
あ
り
「
前
駆
の
持
っ
て
い
る
松
明
の
光
で
牛
車
の
中
が
透
い
て

見
え
る
」
と
い
う
意
味
だ
が
、〈
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
通
リ
テ
見
ユ
〉
と
い
う
形
と
、〈
Ａ

ガ
通
リ
ニ0

見
ユ
〉
と
い
う
形
と
は
全
く
異
な
る
。
後
者
の
類
例
は
見
い
だ
せ

ず
、（
ウ
＝
③
）
は
支
持
し
に
く
い
。

【
５
】
ま
た
、「
通
り
」
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
ト
ホ
リ
で
あ
る
こ
と
も
、
一

応
考
察
の
対
象
と
な
ろ
う
。
平
安
中
期
に
ハ
行
転
呼
音
に
よ
っ
てtoFori

は

tow
ori

と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
ト
ヲ
リ
と

発
音
通
り
に
書
か
れ
て
い
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
。
例
え
ば
同
じ
58
段
の

「
参
る
」
は
、
彰
考
館
本
で
「
ま
ゐ
る
」
で
は
な
く
「
ま
い
る
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
一
方
、「
言
ふ
」「
給
ふ
」「
あ
は
れ
」
な
ど
は
、
い
う
・
た
ま
う
・
あ
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わ
れ
と
は
書
か
れ
な
い
し
、
同
時
代
の
古
辞
書
和
訓
は
ト
ホ
ル
で
あ
る
（
色

葉
字
類
抄
、
類
聚
名
義
抄
）。

ハ
行
と
ワ
行
、
ワ
行
と
ア
行
な
ど
、
テ
キ
ス
ト
内
部
の
仮
名
遣
い
の
詳
細

な
デ
ー
タ
が
あ
れ
ば
、
仮
名
遣
い
に
揺
れ
の
無
い
部
分
に
つ
い
て
は
単
語
の

同
定
の
目
安
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
）
（1
（

、
と
考
え
て
、
彰
考
館
本
の
「
と
を
り

（
通
）」
と
「
を
り
（
折
）」
の
仮
名
遣
い
を
前
掲
書
②
お
よ
び
そ
の
底
本
（
注

２
に
記
載
）
に
よ
っ
て
調
査
し
た
。「
折
り
」
を
調
べ
た
の
は
、
当
該
箇
所
が

「
通
り
に
」
で
は
な
く
「
と
折
に
」
で
あ
る
可
能
性
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（
後
述
【
７
】）。

結
果
、
動
詞
「
と
を
る
」
６
例
、「
と
を
す
」
２
例
で
、
二
拍
目
を
「
お
」

や
「
ほ
」
と
す
る
も
の
は
無
か
っ
た
。
一
方
「
折
り
」
は
、
動
詞
「
折
る
」、

名
詞
「
折
り
」
の
他
に
「
折を
り

松ま
つ

」「
折を
り

節ふ
し

」「
折を
り

句く

」
と
い
っ
た
複
合
語
も
含

め
て
38
例
あ
っ
た
が
、「
お
り
て
」
と
「
を
ら
ん
」（
69
段
）、「
お
り
を
え
た
る
」

（
122
段
）
と
「
を
り
を
え
て
」（
165
段
）
な
ど
か
ら
、「
折
る
」
に
つ
い
て
は
語

句
に
よ
る
書
き
癖
の
よ
う
な
も
の
が
無
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
）
（1
（

。
つ
ま
り
、
問

題
の
「
と
を
り
に
」
部
分
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
仮
名
遣
い
上
、「
通
り
に
」

に
も
「
と
折
に
」
に
も
解
釈
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
表
記
は
ど
ち
ら
か

を
積
極
的
に
排
除
す
る
手
掛
か
り
に
な
ら
な
か
っ
た
。

【
６
】
最
後
に
、（
３
）
接
続
助
詞
ド
モ
の
働
き
と
指
示
語
の
指
示
内
容
に
つ

い
て
【
２
】
の
（
イ
）
説
＝
〈
訳
：
こ
の
人
達
だ
け
が
通
路
を
通
し
て
見
え
た
〉

を
検
討
し
て
み
よ
う
。
歌
会
へ
の
参
加
者
を
列
挙
す
る
と
こ
ろ
か
ら
58
段
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

院
の
御
会
侍
し
に
、

大
宮
大
納
言
、
万
里
小
路
大
納
言
、
藤
大
納
言
為
家
、
権
大
納
言
さ
ね

を
、
ゑ
も
ん
の
か
み
み
ち
な
り
、
吉
田
の
中
納
言
為
経
、
た
め
う
ぢ
、

た
め
の
り
な
ど
（「
は
べ
り
き
」
省
略
？
）。

さ（
　
　
　
従
　
　
　
属
　
　
　
節
　
　
　
）

ら
ぬ
殿
上
人
も
侍
し
か
ど
も
、
こ ↓

れ
こ
そ
と
を（
　
主
　
節
　
）

り
に
見
え
し
。

花
山
院
の
大
納
言
さ
だ
ま
さ
は
、
す
こ
し
さ
が
り
て
、
う
た
講
ぜ
ら
れ
し

ほ
ど
に
ぞ
ま
い
ら
れ
た
り
し
。（
②
）

「
こ
れ
こ
そ
」
の
「
こ
れ
」
は
大
宮
大
納
言
か
ら
た
め
の
り
ま
で
の
、
顔
を

見
て
名
前
が
分
か
る
人
々
の
こ
と
を
指
し
、「
殿
上
人
は
他
に
も
い
た
け
れ
ど

も
、
こ
の
人
た
ち
だ
け
が
、
通
路
に
見
え
た
。
定
雅
は
少
し
遅
れ
て
参
上
し

た
」
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
こ
の
8
人
ほ
ど
だ
け
が
通
路
に
見
え
た
と
い

う
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
情
報
価
値
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
次
の
文
の
定
雅

が
遅
れ
て
来
た
と
い
う
内
容
と
は
ど
う
繋
が
る
の
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
見
え
た
対
象
を
限
定
す
る
と
き
に
は
、
一
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般
的
に
副
助
詞
「
の
み
」
や
「
ば
か
り
」
が
使
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、

コ
ソ
が
持
つ
〈
対
象
を
排
他
的
に
選
択
・
強
調
す
る
〉
性
質
と
は
こ
う
い
う

も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
弁
内
侍
日
記
に
は
次
の
よ
う
な

例
が
あ
る
。

［
08
］ 

石
灰
の
間
に
、
還
か
へ
り

立だ

ち
つ
く
づ
く
と
待
ち
て
居
た
り
し
、
冷
え
ざ

ま
も
い
と
堪
へ
が
た
し
。〈
中
略
〉
摂
政
殿
、
公
卿
に
は
花
山
院
宰

相
中
将
ば
か
り
ぞ
見
え
し
。（
27
段
）

［
09
］ 

（
帝
の
鶏
は
）
飼
ひ
立
て
ら
れ
し
い
み
じ
さ
ば
か
り
に
て
こ
そ
侍
れ
、

御
鳥
柄
は
あ
や
し
げ
な
れ
ば
（
85
段
）

［
10
］ 

「
阿
弥
陀
仏
連
歌
、
た
だ
三
人
せ
ん
」
と
仰
せ
言
あ
り
。（
117
段
）

［
11
］ 

雲
居
ま
で
匂
ひ
来
ぬ
れ
ば
梅
の
花
垣
根
が
く
れ
も
名
の
み
な
り
け

り
（
79
段
）

（
イ
）
説
の
よ
う
な
状
況
を
表
す
に
は
一
般
的
に
「
ば
か
り
」
が
使
わ
れ
、

か
つ
係
り
結
び
と
も
共
起
し
て
い
る
た
め
、
コ
ソ
の
係
り
結
び
が
単
独
で
「
ば

か
り
」
の
意
味
（
限
定
）
を
表
す
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

【
７
】
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
こ
れ
こ
そ
通
り
に
見
え
し
。」
と
解
す
る
従

来
説
は
語
法
上
も
、
ま
た
文
脈
上
も
不
自
然
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ

で
本
稿
が
提
案
す
る
の
が
、「
み
え
し
」
で
文
を
切
ら
ず
に
、
連
体
形
を
普
通

の
連
体
修
飾
語
と
し
て
解
す
る
見
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
字
を
宛
て
て

括
弧
と
句
読
点
を
付
け
、
複
文
の
構
造
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

院（

従

属

節

１

）

の
御
会
侍
り
し
に
、

大
宮
大
納
言
、
万
里
小
路
大
納
言
、
藤
大
納
言
為
家
、
権
大
納
言
さ
ね
を
、

ゑ
も
ん
の
か
み
み
ち
な
り
、
吉
田
の
中
納
言
為
経
、
た
め
う
ぢ
、
た
め
の
り

な
ど
、
さ
ら
ぬ
殿
上
人
も
侍（
従
属
節
２
）

り
し
か
ど
も
、

「
こ
れ
こ
そ
」
と
折を

り

に
見
え
し
花（

主

節

・

主

部

）

山
院
大
納
言
さ
だ
ま
さ
は
、

す
（

主

節

・

述

部

）

こ
し
さ
が
り
て
、
歌
講
ぜ
ら
れ
し
ほ
ど
に
ぞ
参
ら
れ
た
り
し
。 

（
私
案
）

「
と
を
り
に
」
は
「
通
り
に
」
で
は
な
く
「
と
・
折
に
」
と
い
う
単
語
の
構

成
と
し
、「
殿
上
人
は
た
く
さ
ん
い
た
け
れ
ど
も
、『
こ
の
人
は
』
と
い
つ
も

時
節
に
か
な
っ
て
見
え
た
あ
の
花
山
院
の
大
納
言
は
、
こ
の
日
は
遅
れ
て
来

た
」
と
接
続
助
詞
ド
モ
に
よ
っ
て
対
比
的
に
解
す
る
も
の
と
考
え
た
。
定
雅

の
不
在
・
遅
刻
は
、【
６
】
で
解
釈
し
た
よ
う
な
補
足
的
情
報
で
は
な
く
、
こ

の
日
の
歌
会
の
様
子
で
最
初
に
描
か
れ
た
中
心
的
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

無
論
、
こ
の
見
方
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
次
の
三
つ
の
点
に
関
す
る
実

証
が
必
要
で
あ
る
。

（
ａ
） 

口
語
と
し
て
の
「
こ
れ
こ
そ
」
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（
ｂ
） 

「
折
に
」
の
用
法

（
ｃ
） 
日
記
の
書
き
手
が
花
山
院
の
大
納
言
定
雅
に
注
目
し
て
い
た
と
い

う
こ
と

【
８
】
同
時
代
に
「
こ
れ
こ
そ
。」
と
言
い
さ
し
た
例
に
は
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
、
特
に
女
性
の
言
い
方
と
し
て
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

［
12
］ 

を
さ
な
き
人
の
お
は
し
け
る
を
、
少
将
「
あ
れ
は
い
か
に
」
と
宣

へ
ば
、
六
条
「
こ
れ
こ
そ
」
と
ば
か
り
申
し
て
袖
を
顔
に
押
し
当

て
て
涙
を
流
し
け
る
に
（
平
家
物
語
・
三
・
少
将
都
帰
）

［
13
］ 

昔
よ
り
何
事
も
う
ち
絶
え
て
、
人
目
に
も
「
こ
は
い
か
に
」
な
ど

お
ぼ
ゆ
る
御
も
て
な
し
も
な
く
、「
こ
れ
こ
そ
」
な
ど
言
ふ
べ
き
思

い
出
で
は
侍
ら
ざ
り
し
か
ど
も
、（
と
は
ず
が
た
り
・
四
）

［
14
］ 

〈
入
道
ガ
〉「
御
舎
利
や
持
ち
給
へ
る
。
渡
し
給
ひ
て
ん
や
」
と
云

へ
ば
、〈
中
略
：
巫
女
ハ
〉「
こ
れ
こ
そ
」
と
て
渡
し
奉
る
。
ま
た

感
涙
抑
へ
難
か
り
け
り
。

（
米
沢
本
沙
石
集
・
二
・
仏
舎
利
を
感
得
し
た
る
人
の
事
）

ま
た
、【
３
】
の
表
中
Ｂ
に
示
し
た
よ
う
に
「
こ
そ
」
で
終
わ
る
会
話
文
が
14

例
あ
り
、
弁
内
侍
日
記
で
使
わ
れ
る
言
い
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

【
９
】
次
に
（
ｂ
）
に
つ
い
て
、
連
体
修
飾
を
受
け
な
い
「
折
（
に
）」
の
例

を
確
認
す
る
。
弁
内
侍
日
記
に
は
合
計
7
例
存
す
る
。

［
15
］ 

権
大
納
言
、
昼
番
な
り
。「
前
の
番
勤
め
ざ
り
し
に
、
代
り
に
今
宵

は
夜
も
す
が
ら
候
は
ん
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
〈
中
略
〉「
思
は
ぬ
方

に
た
な
び
き
に
け
り
」
と
い
ふ
歌
を
詠
め
て
過
ぎ
給
ひ
し
、「
折
か

ら
面
白
し
」
な
ど
人
々
聞
こ
え
し
を
、（
145
段
、
新
編
全
集
訳
「
情

景
に
合
っ
て
面
白
い
こ
と
」）

［
16
］ 

色
々
の
紅
葉
も
、
折
を
得
た
る
心
地
す
。（
122
段
）

［
17
］ 

物
具
に
て
参
る
べ
き
よ
し
仰
せ
あ
り
し
か
ば
、
折
し
も
押
し
出
し

の
衣
、
用
意
な
き
よ
し
申
し
て
、
萎
え
た
ら
ん
も
又
い
か
が
と
て
、

弁
内
侍
「
し
ほ
れ
た
る
衣
な
着
せ
そ
大
海
の
海
女
の
袖
か
と
人
も

こ
そ
見
れ
」（
16
段
）

［
18
］ 

花
も
盛
り
に
面
白
き
に
霧
立
ち
わ
た
り
て
、
折
し
も
雁
の
鳴
き
渡

り
侍
り
し
か
ば
、（
62
段
）

い
ず
れ
も
慣
用
的
表
現
で
あ
る
が
、
衣
装
の
用
意
が
な
く
人
に
見
ら
れ
た
ら

困
る
、
と
言
っ
て
い
る
用
例
［
17
］
は
「
折
悪
し
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

単
独
の
「
折
」
の
良
し
悪
し
は
、
文
脈
に
依
存
し
て
い
る
。

「
折
に
」
の
形
は
弁
内
侍
日
記
に
は
無
い
が
、
同
時
代
の
説
話
に
次
の
よ
う

な
類
例
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。

［
19
］ 
先
の
歌
は
貫
之
が
歌
、
後
の
歌
は
満
誓
が
歌
な
り
。
を
り
に
ふ
る

歌
を
詠
じ
た
る
に
こ
そ
。
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（
米
沢
本
沙
石
集
）
（1
（

・
五
・
十
三　

学
生
の
歌
好
み
た
る
事
）

［
20
］ 
（
遭
難
し
て
島
に
流
れ
着
い
た
兄
妹
は
）
木
切
り
て
庵
な
ど
作
り
け

る
。
生な

り
物
の
木
の
、
を
り
に
生な

り
た
る
多
か
り
け
れ
ば
、
そ
れ

を
取
り
食
ひ
て
明
か
し
暮
ら
す
ほ
ど
に
、
秋
に
も
な
り
に
け
り

（
宇
治
拾
遺
物
語
・
四
・
四
）

用
例
［
19
］
は
恵
心
僧
都
の
弟
子
の
児
が
「
月
」
や
「
船
」
を
見
て
優
れ
た

歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
後
の
文
で
、
状
況
は
用
例
［
15
］
と
似

て
い
る
。
そ
の
他
古
本
系
の
梵
舜
本
で
も
「
ヲ
リ
ニ
古
歌
ヲ
詠
ジ
ケ
ル
ニ
コ

ソ
」
で
副
詞
「
ヲ
リ
ニ
」
が
認
め
ら
れ
る
）
（1
（

。
新
編
全
集
で
は
「
そ
の
時
節
、

景
物
に
適
っ
た
古
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
」
と
訳
す
が
、
先
に
確
認
し
た

「
折
」
の
単
独
用
法
を
踏
ま
え
、
逐
語
的
に
連
用
修
飾
で
訳
せ
ば
「
そ
の
ち
ょ

う
ど
い
い
折
に
」
と
な
ろ
う
。
用
例
［
20
］
は
、
苗
を
船
に
積
ん
で
遭
難
し

て
か
ら
数
か
月
、
木
の
実
を
食
料
と
し
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、「
を
り
」
は

具
体
的
に
は
晩
春
か
ら
秋
に
か
け
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
、
共
有
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
「
か
か
る
」
の
よ
う
な
連
体
修
飾
語
に

よ
っ
て
は
限
定
し
に
く
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
節
・
タ
イ
ミ
ン
グ
を
単
に
「
を

り
（
に
）」
と
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
10
】
花
山
院
の
大
納
言
定
雅
は
、
こ
の
58
段
以
前
に
２
回
描
か
れ
て
い
る
。

［
21
］ 

大
宮
の
大
納
言 

琵
琶
、
花
山
院
の
大
納
言 

笛
、
兵
衛
督 

拍
子
、

お
も
し
ろ
し
と
も
い
へ
ば
な
か
な
か
な
り
。（
24
段
・
清
暑
堂
の
御

神
楽
）

［
22
］ 

行
ぎ
ゃ
う

香が
う

に
立
つ
人
々
、
左
大
臣
殿
鷹
司
殿
、
花
山
院
の
大
納
言
さ
だ

ま
さ
、
権
大
納
言
さ
ね
を
な
ど
ぞ
御
あ
か
し
の
光
に
ほ
の
み
し
り

た
り
し
、
さ
な
ら
ぬ
人
々
は
い
と
見
わ
か
ず
（
48
段
・
最
勝
講
）

こ
の
よ
う
に
、
定
雅
は
主
要
な
役
割
を
も
つ
殿
上
人
と
し
て
、「
さ
ら
ぬ
殿
上

人
」「
さ
な
ら
ぬ
人
々
」
と
は
区
別
さ
れ
て
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
）
（1
（

。

58
段
以
降
で
も
、
次
の
よ
う
に
再
三
登
場
し
、

［
23
］ 

た
め
う
ぢ
の
中
将
奉
行
に
て
御
鞠
あ
り
。
花
山
院
の
大
納
言
、
冷

泉
の
大
納
言
、
万
里
小
路
大
納
言
、
左
衛
門
督
、
右
衛
門
督
、
す

け
ひ
ら
、
き
ん
た
だ
、
た
め
う
ぢ
、
た
め
の
り
、
た
か
ゆ
き
（
87
段
）

［
24
］ 

三
月
二
十
八
日
、
改
元
な
り
。
公
卿
八
人
。
上
卿
花
山
院
の
大
納

言
さ
だ
ま
さ
、
経
光
の
宰
相
な
ど
ぞ
き
こ
え
し
。（
88
段
）

［
25
］ 

十
六
日
除
目
な
り
。
冷
泉
の
大
納
言
、
右
大
将
、
花
山
院
の
大
納
言
、

左
大
将
に
な
り
給
ふ
。
と
り
ど
り
に
ゆ
ゆ
し
き
大
将
た
ち
、
い
と

い
と
め
で
た
し
。（
127
段
）

［
26
］ 

左
大
将
さ
だ
ま
さ
、
右
大
将
き
ん
す
け
、
立
ち
並
び
て
、
こ
と
に

）
（1
（

給
ひ
し
見み

め目
こ
と
が
ら
た
め
し
な
く
〈
中
略
〉
人
々
い
づ

れ
か
猶
ま
さ
る
と
仰
せ
ら
れ
あ
ひ
（
138
段
）

［
27
］ 

昔
の
花
山
院
の
御
絵
〈
中
略
〉
侍
り
し
に
、
左
大
将
朝
光
、
右
大
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将
成
時
〈
中
略
〉
を
人
々
見
給
ひ
て
「
ゆ
ゆ
し
か
り
け
る

並
び
て
事
に
従
ひ
け
ん
、
い
か
に
、
い

」
仰
せ
ら
れ
し
か
ば
、

「
今
の
大
将
さ
だ
ま
さ
・
き
ん
す
け
、
な

」
と
て
、
弁
内
侍
、

「
咲
き
な
ら
ぶ
昔
の
花
の
色

枝
に
匂
は
ざ
ら
め
や
」（
153
段
）

と
評
価
が
高
い
。
58
段
を
除
い
て
、
定
雅
に
つ
い
て
は
宮
中
の
行
事
に
立
派

に
参
加
し
て
い
る
姿
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
日
記
が
最
終
的
に
い
つ

ま
と
め
ら
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
三
次
に
渡
る
生
成
過
程
が
あ
っ

た
こ
と
が
、
登
場
人
物
の
官
職
等
の
齟
齬
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
阿

部
１
９
９
８
＝
注
11
）。
日
次
の
記
で
は
な
い
か
ら
、
定
雅
が
活
躍
し
取
り
立

て
ら
れ
て
い
く
姿
を
見
届
け
た
上
で
、
回
想
し
つ
つ
「
こ
れ
こ
そ
、
と
折
に

見
え
し
」
と
58
段
に
記
す
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。

【
11
】
で
は
な
ぜ
、
定
雅
が
こ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
。

阿
部
真
弓
（
１
９
９
５
年
）
（1
（

）
は
、
弁
内
侍
日
記
の
構
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
。

全
体
を
通
じ
て
、
明
る
い
話
題
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
暗
い
内
容
を
持

つ
章
段
は
、
現
存
す
る
一
七
五
章
段
の
う
ち
、
十
四
例
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
で
注
意
が
喚
起
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
う
ち
十
例
が
、
宝
治
元
年
に
、

そ
れ
も
三
十
段
た
ら
ず
の
間
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
し
、
35
段
か
ら
52
段
を
内
容
に
よ
っ
て
Ａ
～
Ｅ
群
に
分
け
る
と
、
Ａ
（
こ

の
世
の
無
常
）
→
Ｂ
（
宮
廷
賛
美
）
→
Ｃ
（
こ
の
世
の
光
と
影
）
→
Ｄ
（
宮

廷
賛
美
）
→
Ｅ
（
こ
の
世
の
無
常
）
と
い
う
ふ
う
に
、「
宮
廷
を
め
ぐ
る
明
暗

が
対
比
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
」
と
い
う
。
そ
し
て
本
稿
で
問
題
に
し
て
い

る
58
段
は
、「
宮
廷
を
め
ぐ
る
禍
福
と
い
う
テ
ー
マ
を
有
す
る
点
で
（「
絶
頂

期
を
迎
え
た
西
園
寺
家
と
、
そ
の
陰
で
痛
恨
の
日
々
を
送
る
人
々
と
が
、
一

章
段
内
に
描
か
れ
て
い
る
」
Ｃ
群
と
）
同
一
線
上
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ

る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

定
雅
は
、
失
墜
し
た
九
条
家
で
は
な
い
し
、
政
権
を
握
っ
た
西
園
寺
家
で

も
な
い
が
、
西
園
寺
家
の
象
徴
で
あ
る
公き
ん

相す
け

（
＝
用
例
［
21
］
の
大
宮
大
納

言
＝
［
23
］
の
冷
泉
大
納
言
、
作
中
最
多
の
28
回
登
場
）
と
、
最
後
に
は
大

将
と
し
て
並
び
称
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
公
相
の
栄
華
を
描
く
た
め
の

0

0

0

ラ
イ
バ

ル
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ラ
イ
バ
ル
が
優
秀
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
公
相
が
光

る
の
で
あ
る
。

58
段
は
定
雅
に
関
し
て
は
唯
一
の
不
手
際
の
話
で
あ
り
、
さ
ら
に
ミ
ク
ロ

に
み
れ
ば
、
当
該
箇
所
「
こ
れ
こ
そ
、
と
折
に
見
え
し
」
定
雅
が
「
下
が
り

て
…
参
ら
れ
た
り
し
」
と
い
う
一
文
の
中
に
も
、
定
雅
自
身
の
「
明
」
と
「
暗
」

を
表
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
12
】
後
嵯
峨
院
の
歌
会
は
、
楽
し
い
は
ず
の
恒
例
行
事
で
あ
っ
た
。
が
、
58

段
は
楽
し
い
要
素
の
無
か
っ
た
、
寂
し
い
話
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
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ら
、
全
体
像
は
次
の
よ
う
に
①
～
④
の
展
開
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

八
月
十
五
夜
、
常
磐
井
殿
に
て
院
の
御
会
侍
り
し
に
、
大①

宮
大
納
言
、
万
里

小
路
大
納
言
、
藤
大
納
言
為
家
、
権
大
納
言
さ
ね
を
、
ゑ
も
ん
の
か
み
み
ち

な
り
、
吉
田
の
中
納
言
為
経
、
た
め
う
ぢ
、
た
め
の
り
な
ど
、
さ
ら
ぬ
殿
上

人
も
侍
り
し
か
ど
も
、「
こ
れ
こ
そ
」
と
折
に
見
え
し
花
山
院
の
大
納
言
さ
だ

ま
さ
は
、
す
こ
し
さ
が
り
て
、
歌
講
ぜ
ら
れ
し
ほ
ど
に
ぞ
参
ら
れ
た
り
し
。

月②

は
曇
り
が
ち
に
て
、
い
と
口
惜
し
。
こ③

の
暁
、
御み

く

匣し
げ

殿
う
せ
さ
せ
給
ひ
ぬ

と
聞
こ
え
し
程
な
れ
ば
、
よ
ろ
づ
物
あ
は
れ
な
り
。
御
連
歌
な
ど
も
あ
り
き
。

「
ま

④
④

た
見
る
か
げ
の
な
か
る
ら
ん
」
と
い
ふ
古
言
の
、
御
口
す
さ
み
に
聞
こ
え

し
も
い
と
あ
は
れ
に
て
、
弁
内
侍
、

秋
の
夜
の
浮
雲
晴
る
る
月
は
あ
れ
ど
ま
た
見
ぬ
影
を
誰
し
た
ふ
ら
ん

せ
っ
か
く
八
月
十
五
夜
に
西
園
寺
実
氏
邸
に
集
ま
っ
た
の
に
、
公き
ん

相す
け

と
並
ぶ

有
力
者
、
花
山
院
の
大
納
言
定
雅
は
来
な
い
（
①
）、
月
は
曇
り
が
ち
（
②
）、

そ
し
て
主
催
者
で
あ
る
院
の
后
が
そ
の
日
の
朝
に
亡
く
な
っ
て
お
り
（
③
）、

後
嵯
峨
院
も
寂
し
そ
う
で
気
の
毒
で
あ
る
（
④
）。
定
雅
の
不
在
（
遅
刻
）
は

こ
う
い
う
流
れ
の
最
初
に
位
置
付
け
ら
れ
た
残
念
な
出
来
事
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

「
こ
れ
こ
そ
と
を
り
に
見
え
し
」
と
い
う
言
葉
は
定
雅
に
つ
い
て
の
描
写
で

あ
り
、
日
記
全
体
の
展
開
と
も
関
係
す
る
高
密
度
の
表
現
と
と
ら
え
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
、
先
行
す
る
作
品
論
を
援
用
し
つ
つ
、
主
に
語
法
面

の
検
討
を
通
し
て
述
べ
た
。

注
（
１
）
以
下
、
弁
内
侍
日
記
に
お
け
る
用
例
の
所
在
は
、
便
宜
的
に
玉
井
幸
助
『
弁

内
侍
日
記 

新
注
』（
注
釈
本
①
）
の
一
七
五
章
段
の
切
り
方
に
拠
り
、
そ
の

数
字
で
示
す
。

（
２
）
①
は
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
請
求
番
号
２
６
１
―
０
０

０
１
、
30
頁
）、
②
は
『
彰
考
館
蔵 

弁
内
侍
日
記
』（
岩
佐
美
代
子
編
、
和

泉
書
院
影
印
叢
刊
50
、
１
９
８
６
年
）
61
頁
、
③
は
国
立
公
文
書
館
デ
ジ

タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
請
求
番
号
２
０
３
―
０
１
１
２
、
36
頁
）
に
よ
る
。

（
３
）『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、
２
０
０
１
年
）「
こ
そ
」
に
は
「
院
政
・

鎌
倉
期
以
降
、「
こ
そ
」
の
結
び
が
終
止
形
・
連
体
形
と
な
る
破
格
は
、
次

第
に
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
破
格
も
初
期
に
は
「
け
り
」、
伝
聞
「
な

り
」、
ム
系
の
助
動
詞
「
む
」「
ら
む
」「
け
む
」
に
多
い
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。〈
中
略
〉
や
が
て
破
格
の
範
囲
は
そ
の
他
の
助
動
詞
、
用
言
一
般

に
広
が
っ
た
」（
野
村
剛
史
執
筆
）
と
あ
る
。

（
４
）
例
は
「『
い
み
じ
か
ら
ん
と
こ
そ
思
ひ
し
に
』
な
ど
、
返
返
こ
こ
ろ
う
く
て
」

85
段
。

（
５
）
鍋
島
家
本
「
己
世
利
己
曽　

由
天
々
毛
牟
末
之
」

（
６
）
前
掲
（
①
の
）
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
下
巻
４
頁

（
７
）
前
掲
（
③
の
）
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
69
頁

（
８
）
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
２
０
３
―
０
１
１
０
下
巻
３
頁

（
９
）
坂
口
博
規
「
松
平
文
庫
本
「
後
深
草
院
弁
内
侍
歌
集
」
翻
刻
」（『
岩
見
沢

駒
沢
短
期
大
学
論
集
』
１
、
１
９
８
８
年
）
に
よ
っ
た
。
そ
の
他
、
伏
見
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家
本
（
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〈
伏
―
267
〉
74
頁
）、
筑
波
大

学
蔵
本
（
電
子
資
料
〈
ル
170
―
58
〉
68
頁
）
も
同
じ
。

（
10
）
山
口
雄
輔
「
係
り
結
び
よ
り
み
た
『
弁
内
侍
日
記
』
と
『
中
務
内
侍
日
記
』

の
文
体
」（『
立
正
女
子
大
学
紀
要
』
６
集
、
１
９
７
２
年
）
で
は
注
釈
書

①
を
テ
キ
ス
ト
と
し
、『
弁
内
侍
日
記
』
散
文
部
分
の
コ
ソ
は
55
例
、
う
ち

結
び
の
省
略
は
15
例
、
流
れ
は
５
例
と
す
る
。【
２
】
に
記
し
た
よ
う
に
、

注
釈
書
①
は
58
段
の
当
該
部
分
の
解
釈
を
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
山
口

が
ど
こ
に
分
類
し
た
か
は
不
明
。

（
11
）
注
釈
書
①
②
③
は
善
本
と
す
る
が
、
阿
部
真
弓
「『
弁
内
侍
日
記
』
の
総
合

的
研
究
」（
博
士
論
文
、
大
阪
大
学
、
１
９
９
８
年
）
で
は
「
内
閣
文
庫
蔵

本
『
弁
内
侍
寛
元
記
』
は
欠
落
の
多
い
、
劣
悪
な
本
を
祖
本
と
し
て
い
る
」

（
44
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
阿
部
は
２
０
１
４
年
刊
行
の
『
日
本
語
大
事

典
』「
弁
内
侍
日
記
」
項
目
に
お
い
て
は
「
現
存
本
で
は
彰
考
館
本
が
比
較

的
善
本
と
さ
れ
る
」
と
す
る
。

（
12
）
例
え
ば
文
脈
上
あ
き
ら
か
に
「
通
る
」
を
表
す
部
分
が
例
外
な
く
「
と
ほ
る
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
、「
と
を
る
」
と
表
記
さ
れ
た
部
分
は
別
語
と
判

断
す
る
と
い
う
こ
と
。

（
13
）「
お
り
」
21
例
、「
を
」
を
「
お
」
と
訂
す
る
も
の
15
例
、「
を
り
」
２
例
。

参
考
ま
で
に
、
玉
井
（
注
釈
①
305
頁
）
が
「
最
も
初
生
の
形
を
示
す
」
と
し
、

岩
佐
（
注
釈
③
144
頁
）
が
「
彰
考
館
本
と
並
ぶ
最
善
本
」
と
し
た
「
弁
内

侍
寛
元
記
本
」
も
前
掲
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
動
詞

「
と
を
る
」
５
例
、「
と
を
す
」
１
例
で
、
二
拍
目
を
「
お
」
や
「
ほ
」
と

す
る
も
の
無
し
。「
折
り
」「
折
る
」
と
そ
の
複
合
語
は
37
例
、「
お
り
」
18
例
、

「
を
り
」
17
例
、
漢
字
表
記
「
折
」
２
例
で
あ
っ
た
。

（
14
）
市
立
米
沢
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
請
求
記
号
：
米
沢
善
本
152
、

５
冊
目
20
頁
）
に
よ
る
。
画
像
の
よ
う
に
、
原
本
漢
字
カ
タ
カ
ナ
混
じ
り
で
、

当
該
箇
所
は
「
ヲ
リ
ニ
フ
ル
哥
ヲ
」
と
確
認
で
き
る
。「
ル
」
の
下
に
踊
り

字
は
無
く
、「
折
に
触ふ

る
る
歌
」
と
い
う
解
釈
は
無
い
。

【
画
像
】
米
沢
本
沙
石
集

（
15
）
流
布
本
は
「
二
（
つ
）
な
が
ら
古
歌
を
」
と
す
る
。

（
16
）
37
段
で
は
、
行
事
の
参
加
者
の
具
体
的
な
名
前
を
３
人
列
挙
し
た
後
「
残

り
の
人
々
は
聞
き
し
か
ど
も
忘
れ
に
け
り
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
お
り
、

意
図
的
な
待
遇
差
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）

は
本
文
の
欠
字
部
分
を
表
す
。

（
18
）「『
弁
内
侍
日
記
』
の
描
く
栄
枯
と
無
常
感
―
宝
治
元
年
章
段
の
構
想
を
め

ぐ
っ
て
―
」『
待
兼
山
論
叢
』
文
学
篇
29
号

（
本
学
教
授
）


