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真
名
本
『
方
丈
記
』
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
日
本
語
の
様
相

―
テ
キ
ス
ト
を
完
成
さ
せ
る
力
に
注
目
し
て
―

前　

嶋　

深　

雪

（
日
本
語
学
）

要　
　

旨

　

過
去
の
テ
キ
ス
ト
（
文
献
）
に
つ
い
て
の
表
記
に
お
け
る
研
究
に
は
、
対
象
と
す
る
文
字
列
を
抽
出
し
、
研
究
対
象
に
す
え
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
字
列
だ
け
を
対
象
と
す

る
場
合
、
テ
キ
ス
ト
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
完
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
ど
う
し
て
も
欠
け
て
し
ま
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
テ
キ
ス
ト
を
完
成
さ
せ
る
力
を
一
つ
ひ
と
つ
の
文

字
が
負
っ
て
い
る
こ
と
を
起
点
と
し
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
日
本
語
の
様
相
が
見
え
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
論
の
検
証
を
行
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
真
名
本
、
方
丈
記
、
漢
字
、
表
記
、
テ
キ
ス
ト

は
じ
め
に

　

こ
れ
は
、
過
去
に
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
（
文
献
）
を
正
確
に
見
、
正
し
い
出
発
点
を
定
め

る
方
法
論
を
確
立
す
る
た
め
の
一
つ
の
試
論
で
あ
る
。
過
去
に
書
写
さ
れ
、
現
存
す
る
テ
キ

ス
ト
の
中
に
あ
る
日
本
語
の
様
相
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
分
析
す
る
こ
と
が
、
正
し
く
日
本

語
の
情
報
を
見
つ
け
出
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
た
い
。

　

対
象
と
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
で
あ
る
。
比
較
的
短
い
作
品
で
あ
る
こ

と
、
影
印
本
と
注
釈
が
あ
る
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
た
め
に
だ
れ
で
も
見
ら
れ
る
状
況
に
あ

る
こ
と
、
真
名
本
と
い
う
表
記
上
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　

過
去
の
日
本
語
の
情
報
を
知
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
我
々
に
は
、
文
字
情
報
し
か
残
さ

れ
て
い
な
い
。
テ
キ
ス
ト
の
文
字
情
報
か
ら
日
本
語
の
様
相
を
と
ら
え
る
た
め
の
道
筋
を
記

す
こ
と
が
、
本
稿
の
ね
ら
い
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
か
ら
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
た
日
本
語
の
様
相
に
つ
い
て
、
そ
の
順
番
を
か
え
る
こ
と
な
く
記
す
と
い

う
手
順
を
踏
ん
で
書
き
進
め
る
こ
と
を
し
た
。

一　

真
名
本
『
方
丈
記
』
に
つ
い
て

　

過
去
に
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
は
、
も
と
も
と
の
テ
キ
ス
ト
の
作
成
者
と
し
て
の
書
き
手

と
書
写
を
行
っ
た
書
き
手
が
存
在
す
る
。
テ
キ
ス
ト
の
作
成
者
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
は
、
書
写
の
段
階
で
、
写
し
手
の
シ
ー
ニ
ュ
と
し
て
と
ら
え
た
と
こ
ろ
の
認
知
が
入
り

込
ん
で
、テ
キ
ス
ト
と
し
て
完
成
し
て
い
る
。
作
成
者
の
書
き
手
が
意
図
し
な
い
と
こ
ろ
で
、

写
し
手
の
認
知
が
含
ま
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
仮
名
遣
い
で
あ
っ
た
り
、
漢
字
表
記
の
仕
方

で
あ
っ
た
り
、
ま
た
は
文
脈
を
わ
か
り
や
す
く
解
釈
し
た
も
の
と
し
て
も
変
容
す
る
。

　

現
実
に
、
我
々
が
目
に
す
る
過
去
の
文
献
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
表
記
体
と
し
て

目
の
前
に
存
在
す
る
。
こ
の
生
成
過
程
に
、
我
々
は
手
を
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
だ
か
ら
こ

そ
、
つ
ね
に
書
か
れ
た
と
き
―
―
書
写
さ
れ
た
と
き
―
―
の
完
成
体
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
は
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存
在
し
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
み
つ
つ
、
今
、
現
前
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
取
り
扱
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
言
葉
を
た
ん

ね
ん
に
読
み
取
り
、
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
日
本
語
の
情
報
を
我
々
に
伝
え

て
い
る
の
か
を
見
い
だ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
は
、
一
丁
表
の
1
行
目
に
「
方
丈
記　
　

鴨
長
明
作
」
と
あ
り
、
最

後
に
「
保

」
と
署
名
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
本
文
に
も
目
移
り
に
よ
る
誤
写
や
書
き
入
れ

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
転
写
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

真
名
本
『
方
丈
記
』
の
も
と
も
と
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
既
に
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
上

で
、
現
段
階
の
完
成
体
の
形
と
し
て
の
情
報
を
伝
え
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
が
、
書
写
し
た
書
き
手
に
よ
る
認
知
の
痕
跡
に
よ
っ
て
、

も
と
も
と
の
写
し
取
っ
た
元
本
と
ど
の
く
ら
い
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
現
在
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
は
明
確
に
あ
ら
わ
す
も
の
が
な
い
。
こ
れ
は
、
考
察
の
出
発
点
が
、
こ
の
現
前
に

あ
る
真
名
本
『
方
丈
記
』
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

真
名
本
表
記
の
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す
る
意
図
は
、
真
名
本
の
中
を
た
ん
ね
ん
に
さ
ぐ
る
し

か
な
い
。
な
ぜ
、
真
名
本
と
し
て
テ
キ
ス
ト
を
完
成
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

こ
の
疑
問
は
、
方
丈
記
が
創
作
さ
れ
た
当
時
、
ひ
ら
が
な
表
記
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
表
記
が

成
立
し
て
い
た
ゆ
え
に
、
起
こ
る
。
真
名
本
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

漢
字
で
表
記
し
よ
う
と
い
う
意
思
が
な
け
れ
ば
行
わ
れ
得
ぬ
も
の
な
の
だ
。

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
を
作
成
す
る
た
め
に
は
強
い
意
思
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意

思
も
含
め
て
、
わ
れ
わ
れ
が
で
き
る
こ
と
は
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
に
あ
る
日
本
語
の
表
記

か
ら
―
―
現
前
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
文
字
情
報
か
ら
―
―
、
受
け
取
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

文
字
情
報
は
、
ほ
ぼ
読
ま
れ
る
た
め
に
存
在
す
る
。
と
す
れ
ば
、
真
名
本
の
テ
キ
ス
ト
を
作

成
し
た
作
成
者
も
、
写
し
手
で
あ
る
書
写
者
も
、
読
む
こ
と
を
意
識
し
て
、
現
在
の
完
成
体

で
あ
る
真
名
本
『
方
丈
記
』
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。

二　

語
ら
れ
た
内
容

　

研
究
対
象
を
限
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
な
ぜ
日
本
語
学
と
し
て
の
研

究
対
象
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
は
、
二
つ
の
視
点
か
ら
の
考
察
が
可
能
と
な
る
。
一
つ
は
意
味
内
容

（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）、
も
う
一
つ
は
現
れ
て
い
る
文
字
情
報
（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
）
で
あ
る
。
今
、

こ
こ
で
示
し
て
い
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
・
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
は
、
テ
キ
ス
ト
全
体
を
シ
ー
ニ
ュ
と

と
ら
え
た
場
合
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
つ
ま
り
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
と
い

う
題
名
を
持
つ
シ
ー
ニ
ュ
は
、
ど
の
よ
う
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
・
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
の
か
と

い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
の
考
察
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
日
本
語
学
の
視
点
で
分
析
を
行
う
た
め
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
中
心
に
扱
う
が
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
に
つ
い
て
の
理
解
が
な
け
れ
ば
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
を
考
察
対
象
に
し
た
も

の
と
し
て
は
片
手
落
ち
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ
は
、

意
味
内
容
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
表
記
体
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら

だ
。

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
は
略
本
系
に
属
し
、
略
本
系
の
諸
本
に
は
、
長
享
本
と
延
徳
本
が
あ

る
。
こ
の
二
本
は
漢
字
ひ
ら
が
な
ま
じ
り
の
表
記
を
と
り
、
内
容
に
真
名
本
『
方
丈
記
』
と

は
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
を
対
象
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
系
統
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
異
同
に
よ
っ
て
真
名
本
『
方
丈
記
』

の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
完
成
体
を
乱
す
こ
と
は
し
な
い
。（
注
1
）

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
に
あ
る
言
葉
を
探
っ
て
い
く
と
、「
爰ニ 

我レ 

深キ 

渓 

頭
ノ
ホ
ト
リ
ニ

 

静ナ
ル

 

林ノ 

間ニ

方 

丈ナ
ル

 

結ヘ
リ

 

二
草ノ 

庵リ
ヲ

 

一
」
に
あ
る
「
我
」
の
表
出
を
境
に
、「
我
」
を
語
る
物
語
が
転
回
し
、

こ
の
転
回
さ
れ
た
「
我
」
を
語
る
物
語
は
、
テ
キ
ス
ト
の
末
尾
の
前
に
あ
る
「
今ノ 

方
丈
之

庵リ 

能ク 

叶ヘ
ル

 

二
我
心ニ 

一
」
ま
で
続
い
て
い
く
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
我
」
は
「
方
丈
の
庵
」

と
結
び
つ
い
て
お
り
、
こ
こ
に
、「
方
丈
の
庵
に
支
え
ら
れ
た
「
我
」
を
語
る
物
語
」
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
は
「
我
」
を
語
る
物
語
か
ら
始
ま
り
、
終
わ
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
こ
の
「
我
」
を
語
る
物
語
を
支
え
て
い
る
、
よ
り
大
き
な
枠
組
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、真
名
本
『
方
丈
記
』
が
「
行
川
之ノ

水ハ 

不シ
テ

 

レ
絶
而
然モ 

非ス 

二
本ノ 

水ニ 

一
」
で
は
じ
ま
り
、

「
導カ

ン
コ
ト

  

二
六
趣
四
生
之ノ

群
類ヲ 

一
幾
計ノ 

楽ソ
ヤ

 

乎
」
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
行
川
」
で
開
示
さ
れ
た
物
語
に
つ
い
て
は
、
こ
の
末
尾
の
言
葉
が
引
き
受
け
る

と
い
う
大
き
な
枠
組
み
を
持
ち
、
そ
の
枠
組
み
の
中
に
、「
方
丈
の
庵
に
支
え
ら
れ
た
「
我
」

を
語
る
物
語
」
が
す
っ
ぽ
り
と
収
ま
る
全
体
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
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題
名
の
「
方
丈
記
」
が
示
す
と
お
り
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
示
さ

れ
た
「
行
川
」
か
ら
語
ら
れ
る
物
語
の
中
に
す
っ
ぽ
り
お
さ
ま
っ
て
い
る
「
方
丈
の
庵
で
の

我
を
語
る
記
」
で
あ
り
、
こ
の
題
名
に
よ
っ
て
内
容
が
示
さ
れ
、
逆
に
こ
の
示
さ
れ
る
内
容

に
よ
っ
て
「
方
丈
記
」
以
外
の
題
名
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、真
名
本
『
方

丈
記
』
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
「
方
丈
記
」
の
題
名
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
の
内
容
と
し
て
申
し
分
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
は
、
現
前
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
完
成
体
と
し
て
、
構
造
に

お
い
て
も
破
綻
な
い
完
成
体
と
し
て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ

は
同
時
に
、
文
学
作
品
と
し
て
も
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
は
、
完
成
体
と
し
て
の
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
中
に
あ
る
文
字
情
報
に
つ
い
て
も
、

研
究
対
象
と
し
て
た
え
得
る
価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
と
も
な
る
。

三　

対
象
の
厳
選

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
の
特
異
な
点
は
、
略
本
・
広
本
を
含
め
て
、
漢
字
表
記
を
採
用
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
方
丈
記
」
諸
本
と
比
較
し
て
特
異
な
だ
け
で
は
な
く
、

加
え
て
、
当
時
の
表
記
の
様
相
か
ら
も
特
異
で
あ
る
こ
と
も
加
え
て
お
く
。

　

こ
の
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
書
写
は
、
江
戸
時
代
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
明
確
で
は
な
い

た
め
、
鴨
長
明
が
生
き
て
い
た
一
二
〇
〇
年
前
後
か
ら
一
七
〇
〇
年
代
ま
で
の
時
間
の
幅
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

鎌
倉
か
ら
江
戸
の
時
代
に
お
い
て
、
漢
字
表
記
を
採
用
す
る
テ
キ
ス
ト
に
は
、
文
書
や
手

紙
、
古
記
録
、
日
記
（
土
佐
日
記
を
は
じ
め
と
す
る
か
な
表
記
の
日
記
で
は
な
く
、
公
家
や

神
道
の
家
に
残
さ
れ
て
い
る
漢
字
表
記
の
日
記
）
が
存
在
す
る
。
往
来
物
を
ひ
も
と
く
と
よ

く
わ
か
る
が
、
漢
字
表
記
を
採
用
す
る
と
い
っ
て
も
、
漢
字
の
表
現
形
態
に
は
型
が
あ
る
。

往
来
物
は
、
ま
さ
に
そ
の
漢
字
表
現
の
型
を
知
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
日
記
の
目
的
は

備
忘
録
で
あ
り
、
日
時
や
出
来
事
、
必
要
な
こ
と
が
ら
を
忘
れ
な
い
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。

こ
ち
ら
も
、
だ
れ
が
、
な
に
を
、
ど
う
し
た
な
ど
の
事
柄
が
わ
か
れ
ば
い
い
た
め
、
漢
字
に

よ
る
表
現
に
型
を
持
つ
。
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す
る
た
め
の
型
が
最
初
に
あ
り
、
漢
字
を
そ
こ

に
当
て
は
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
つ
ま
り
、言
葉
が
先
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

漢
字
表
現
の
型
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

　

一
方
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
は
、「
行
川
」
で
示
さ
れ
始
め
る
大
き
な
枠
の
中
に
、「
方
丈

の
庵
に
支
え
ら
れ
た
「
我
」
を
語
る
物
語
」
が
収
ま
る
構
造
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
高
度
な
物

語
を
形
づ
く
る
言
葉
が
先
に
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
漢
字
表
記
に
し
て
い
く
と
い
う
生
成
の
違

い
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
漢
字
で
書
か
れ
た
文
献
の
中
に
お
い
て
も
、
生
成
過
程

の
点
で
特
異
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

言
葉
が
先
に
あ
り
、
漢
字
表
記
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
漢
字
と
、
当
時

の
日
本
で
話
さ
れ
て
い
た
日
本
語
（
言
葉
）
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
条
件
と

な
る
。
す
で
に
当
時
の
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
は
、
話
す
・
書
く
・
聞
く
と
い
う
日
本
語
が

漢
字
と
と
も
に
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
成
立
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
日
本
語
の
言
葉
と
漢
字
へ
の
行
き
来
が
非
常
に
ス
ム
ー
ズ
で
、真
名
本『
方

丈
記
』
の
作
成
者
で
あ
る
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
は
、
話
す
・
書
く
・
聞
く
中
で
、
日
本
語

の
言
葉
を
発
し
た
と
た
ん
、
漢
字
の
形
は
す
ぐ
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
か
ん
で
い
た
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
漢
字
の
形
を
す
ぐ
に
イ
メ
ー
ジ
化
で
き
る
ま
で
に
漢
字
に
長
け
て
い
た
日

本
語
話
者
に
は
、
一
字
の
漢
字
ま
た
は
二
字
以
上
の
ま
と
ま
っ
た
漢
字
群
を
、
視
覚
（
言
葉

の
ま
と
ま
り
・
言
語
化
が
意
識
に
上
ら
な
い
ほ
ど
の
早
い
意
味
内
容
の
受
信
）
で
受
け
取
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
視
覚
優
位
に
な
る
ゆ
え
に
、
漢
字
は
、
読
み
手
が
受
け
取
る
際
の

受
信
の
早
さ
を
加
速
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
読
み
手
が
視
覚
に
お
い
て
つ
ま
ず
い
て
し
ま
う

漢
字
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
こ
の
手
続
き
に
反
す
る
こ
と
な
る
た
め
、「
真
名
本
『
方
丈
記
』

に
表
記
さ
れ
た
漢
字
は
、
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
、「
表
記
さ
れ
た
漢
字
は
特
殊

で
は
な
い
」
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
特
異
で
は
な
い
た
め
に
考
察
が
可
能
に
な
る
こ
と
、
そ

し
て
、「
特
異
と
考
え
ら
れ
る
漢
字
に
つ
い
て
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
」
こ
と
が
、
こ
こ

で
明
ら
か
に
な
る
。

　

加
え
て
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
は
、
本
文
と
な
る
漢
字
だ
け
で
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
返
り
点
や
送
り
仮
名
や
ふ
り
が
な
の
位
置
に
あ
る
カ
タ
カ
ナ
に
つ
い
て
も
、

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
注
2
）
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四　

研
究
対
象
と
な
る
も
の

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
で
は
、
打
ち
消
し
に
は
ほ
と
ん
ど
「
不
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

3
カ
所
の
み
、「
不
」
を
用
い
ず
、
カ
タ
カ
ナ
で
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。（
注

3
）

　
　

姿モ 

替ス 

振
舞モ 

同シ
ケ
レ
ト
モ

  
共
（
1
オ
7
）

　
　

不ネ
ト
モ

    

レ
懶

モ
ノ
ウ
カ
ラ
ヌ
ト
ハ

   

共
随ヘ 

レ
人ヲ 
従リ 
レ
顧リ
ミ
ル

  

レ
人ヲ 

安シ  

（
3
ウ
2
）

　
　

自ラ 

歩タ
ユ
カ
ラ
ヌ
ニ
ハ
ア
ラ
ネ
ト
モ

             

（
3
ウ
3
）

　

こ
れ
ら
「
不
」
を
用
い
な
い
打
ち
消
し
を
転
写
者
が
行
っ
た
の
か
、
も
と
も
と
の
真
名
本

『
方
丈
記
』
を
作
成
し
た
者
が
行
っ
た
か
ど
う
か
は
、
知
る
す
べ
は
な
い
。
た
だ
、
先
に
示

し
た
と
お
り
、
出
発
点
は
、
現
前
に
あ
る
真
名
本
『
方
丈
記
』
で
あ
る
こ
と
は
ゆ
る
が
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
転
写
者
に
お
い
て
、「
不
」
を
用
い
ず
打
ち
消
し
を
表
現
で
き
て
い
る
と
こ

ろ
が
出
発
点
と
な
る
。

　

ま
た
、
漢
字
が
な
く
、
カ
タ
カ
ナ
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
　

東
南ノ 

角
五
尺ニ
ハ

 

蕨ハ
ラ
ヒ
ノ
ホ
ト
ロ
ヲ

      

敷キ  

（
2
ウ
7
）

　
　

自ラ 

歩タ
ユ
カ
ラ
ヌ
ニ
ハ
ア
ラ
ネ
ト
モ

             

　
　

何ニ 

故
ニ
カ
サ
シ
モ

     

営ミ 

苦ン 

レ
身ヲ  

（
3
ウ
7
）

　

カ
タ
カ
ナ
が
あ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
正
し
く
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
漢
字
の
み
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
完
成
で
き
得
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
同
時
に
、
カ
タ

カ
ナ
は
本
文
の
漢
字
と
同
等
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
表
す
。
こ

れ
ら
を
転
写
者
の
誤
写
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
転
写
者
に
お
い
て
も
、
カ
タ
カ

ナ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

漢
字
の
本
文
の
脇
に
あ
る
カ
タ
カ
ナ
は
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
テ
キ
ス
ト
を
完
成
さ
せ

る
た
め
に
、
テ
ン
ス
、
ア
ス
ペ
ク
ト
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
等
、
叙
述
ま
で
を
背
負
う
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
真
名
本
『
方
丈
記
』
を
成
立
さ
せ
て
い
る
要
素
と
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
非
常
に
大

切
な
情
報
を
持
つ
。
ま
し
て
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
は
文
学
作
品
で
あ
り
、
言
葉
が
、
文
が
、

文
章
が
先
に
あ
っ
て
、
真
名
本
の
形
と
な
っ
た
。
カ
タ
カ
ナ
が
重
要
な
役
割
を
負
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
日
本
語
に
つ
い
て
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
カ
タ

カ
ナ
を
対
象
と
す
る
意
義
が
こ
こ
で
明
確
に
な
る
。

　

補
足
し
て
お
こ
う
。
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
本
文
に
は
、
漢
字
と
カ
タ
カ
ナ
の
ほ
か
に
も

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
返
り
点
及
び
音
読
符
、訓
読
符
が
存
在
す
る
。
真
名
本
『
方
丈
記
』

に
お
け
る
返
り
点
は
、
―
―
「
又
其ニ 

相 

對ス
ル

 

則ハ 

彼ヲ 

孚ミ 

養ン
テ

 

様
々 

心ヲ 

費シ 

」
と
何
も
付
さ

れ
て
い
な
い
箇
所
も
あ
れ
ば
、「
無シ 

レ
悔モ 

下
不ネ
ハ

 

二
人ニ 

雑ル 

身ナ
ラ

 

一
恥ル 

上
レ
姿ヲ 

」
な
ど
も
あ
る
―

―
、
統
一
性
が
な
く
、
正
確
と
も
言
え
な
い
。
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
こ
の
返
り
点
が
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
と
し
て
負
う
も
の
は
、
返
り
点
と
し
て
の
存
在
を
示
す
こ
と
を
第
一
目
的
と
し
て

い
る
こ
と
、
返
り
点
を
打
つ
こ
と
に
目
的
が
あ
り
、
そ
の
レ
ベ
ル
は
諮
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
返
り
点
を
含
め
た
漢
字
の
テ
キ
ス
ト
を
つ
く
る
こ

と
が
目
的
で
あ
り
、
正
確
に
、
統
一
性
を
も
っ
た
返
り
点
を
打
つ
こ
と
を
求
め
て
い
た
も
の

で
は
な
い
の
だ
。

　

返
り
点
は
、
あ
る
ま
と
ま
っ
た
漢
字
群
を
言
葉
の
ま
と
ま
り
と
し
て
視
覚
で
伝
え
る
こ
と

に
役
立
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
よ
い
。
も
し
も
、
返
り
点
が
な
く
、
漢
字
を
書
き
連
ね
る
こ
と

を
す
れ
ば
、
言
葉
の
句
切
り
、
文
の
区
切
れ
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
真
名
本
と
し
て
成
立
す

る
た
め
に
は
、
返
り
点
や
読
符
が
言
葉
の
ま
と
ま
り
の
単
位
と
し
て
、
ま
た
は
文
の
単
位
と

し
て
の
表
示
に
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
の
記
号
で
あ
る
た
め
に
、
返
り
点
の
正
確
性
は
尊

重
さ
れ
な
く
と
も
十
分
に
用
を
足
す
こ
と
と
な
り
、
付
さ
れ
る
と
同
時
に
、
返
り
点
や
読
符

が
視
覚
で
の
受
信
の
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

先
に
、
漢
字
が
な
く
と
も
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
な
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
カ
タ
カ
ナ
に
よ
る
と
述
べ
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
転
写
の
途
中
で
「
不
」
や
当
該

の
漢
字
が
脱
落
し
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
、
ま
し
て
本
文
中
に
は
、「
不
」
の
後
の
書

き
入
れ
で
あ
る
「
工
◦

不

雇
」
と
い
う
例
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
不
」
や

当
該
の
漢
字
が
な
く
と
も
、
カ
タ
カ
ナ
に
よ
っ
て
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ

（
3
ウ
3
）（
打
ち
消
し
の
「
不
」
が
な
い
例
と
重
複
）
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と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
前
に
あ
る
真
名
本
『
方
丈
記
』
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
が
ど
れ
ほ
ど
に
真
名
本
『
方
丈
記
』
を
支
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
重

要
性
も
ま
た
こ
こ
に
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
作
成
時
に
は
、
現
前
に
あ

る
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
ま
ま
で
な
く
と
も
、
す
で
に
カ
タ
カ
ナ
、
返
り
点
、
読
符
が
存
在

し
た
こ
と
を
も
証
明
す
る
こ
と
と
な
る
。

五　

真
名
本
『
方
丈
記
』
の
カ
タ
カ
ナ

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
視
覚
に
よ
っ
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
受
信
を
早
め
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
を
読
み
手
に
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
に
お
い
て
は
、
カ

タ
カ
ナ
を
示
す
こ
と
で
、
示
さ
れ
な
い
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
作
用
を
も
含
ん

で
い
る
。
た
と
え
ば
、「 

傍ハ
ニ

 

」
と
「
ハ
ニ
」
の
カ
タ
カ
ナ
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、「
そ
バ
ニ
」

の
読
み
―
―
「
ハ
ニ
」
に
よ
っ
て
「
傍
」
は
「
か
た
は
ら
」
で
は
な
い
と
い
う
、「
そ
ば
」

の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
導
か
れ
る
こ
と
―
―
が
確
定
さ
れ
る
。
カ
タ
カ
ナ
を
付
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
付
さ
れ
て
い
な
い
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
受
信
の
ス
ピ
ー
ド
を
促
し

て
い
る
。
逆
に
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
カ
タ
カ
ナ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
こ
の
逆
の
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
極
力
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
に
お
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
す
べ
て

を
負
っ
て
い
る
漢
字
は
、
こ
の
手
続
き
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
こ
に
何
ら
か
の
日

本
語
に
つ
い
て
の
情
報
と
日
本
語
の
様
相
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
に
お
い
て
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
す
べ
て
カ
タ
カ
ナ
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
の
は
、
以
下
の
漢
字
で
あ
る
。
便
宜
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
別
の
た
め
に
①
〜
㉘
の
数
字

を
付
し
て
い
る
。

　
　

①
澱ヨ

ト
ミ

（
1
オ
2
）　　
　
　
　
　
　

 

②
轉ウ
タ
カ
タ潟
（
1
オ
2
）

　
　

③
萎シ

ホ
ム

（
1
ウ
4
）　　
　
　
　
　
　

 

④
栖ス
ミ
カ

（
1
ウ
5
）

　
　

⑤
絞シ

ホ
ル

（
1
ウ
6
）　　
　
　
　
　
　

 

⑥
殿
ヲ
ク
レ
テ

（
1
ウ
6
）

　
　

⑦
育
ハ
コ
ク
ム

（
1
ウ
6
）　　
　
　
　
　
　

⑧
サ
マ
ヨ
ウ

（
1
ウ
7
）

　
　

⑨
路ロ

ト
ウ
ニ頭
（
1
ウ
7
）　　
　
　
　
　
　

⑩
勵
ハ
ケ
マ
シ
ム

（
2
オ
7
）

　
　

⑪
苦ミ

耳ノ
ミ
カ
ハ

　

 

（
2
オ
8
）　　
　
　
　
　

⑫
任
サ
モ
ア
ラ
ハ
ア
レ
他
（
2
オ
8
）

　
　

⑬
頭
ホ
ト
リ
ニ

（
3
オ
1
）　　
　
　
　
　
　

⑭
圍カ
コ
ミ

（
2
ウ
5
）

　
　

⑮
湛

タ
ヽ
ヘ
タ
リ

（
2
ウ
6
）　　
　
　
　
　

 

⑯
蕨
ハ
ラ
ヒ
ノ

（
2
ウ
7
）

　
　

⑰
暖

ア
タ
ヽ
メ

（
2
ウ
8
）　　
　
　
　
　
　

⑱
鈎ツ
リ
タ
ナ
ヲ棚
（
3
オ
1
）

　
　

⑲
縦タ

ト
イ

（
3
オ
1
）　　
　
　
　
　
　

 

⑳
不ス
レ

ウ
ラ
メ
シ
カ
ラ

（
3
ウ
1
）

　
　

㉑ 

不ネ
ト
モ

  

レ

懶
モ
ノ
ウ
カ
ラ
ヌ
ト
ハ

 

共
（
3
ウ
2
）　 

㉒ 

事ハ
サ

（
3
ウ
2
）

　
　

㉓
奴ヤ

ツ
コ

（
3
ウ
5
）　　
　
　
　
　
　

 

㉔
懐ナ
ツ
カ
シ
ク敷
（
4
オ
3
）

　
　

㉕
想ヲ

モ
イ
ヤ
リ像
（
4
オ
4
）　　
　
　
　
　

 

㉖
様タ
メ
シ

（
4
オ
5
）

　
　

㉗

懈
ヲ
コ
タ
ル
ニ
ハ

（
4
ウ
2
）　　
　
　
　
　

㉘   ウル
ハ
シ
キ
コ
ト

    

（
5
オ
6
）

　

こ
れ
ら
の
漢
字
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
カ
タ
カ
ナ
が
付
さ
れ
た
の
は
、
次
の
四
つ
の
要

因
が
介
在
す
る
。
決
し
て
一
つ
の
要
因
に
よ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
二
つ
以
上
の
要
因
が
絡

み
合
う
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。
し
か
し
、
こ
の
四
つ
の
要
因
に
よ
る
な
ら
ば
、
全
て
の

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
覚
に
よ
る
受
信
の
ス
ピ
ー
ド
を
下
げ
る
こ

と
を
し
な
い
。
む
し
ろ
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
視
覚
の
立
ち
止
ま
り
を

防
ぐ
役
割
を
持
つ
。

　

Ⅰ　

漢
字
は
読
み
の
可
能
性
の
多
様
さ
を
含
ん
で
い
る

　
　
　
　

様タ
メ
シ

（「
ヨ
ウ
」
の
訓
み
も
あ
る
）、
奴ヤ
ツ
コ

（「
ヤ
ツ
」
の
訓
み
も
あ
る
）
な
ど

　

Ⅱ　

漢
字
は
格
や
陳
述
の
す
べ
て
を
、
ま
た
形
式
名
詞
を
負
う
こ
と
は
で
き
な
い

　
　
　
　

勵
ハ
ケ
マ
シ
ム

・

懈
ヲ
コ
タ
ル
ニ
ハ

（
注
4
）
な
ど

　

Ⅲ　

知
識
の
浅
深
に
よ
っ
て
、
難
し
く
読
め
な
い
漢
字
が
存
在
し
て
し
ま
う

　
　
　
　

任
サ
モ
ア
ラ
ハ
ア
レ
他
な
ど

　

Ⅳ　

漢
字
は
、
個
人
の
認
知
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る

　
　
　
　

轉ウ
タ
カ
タ潟
な
ど

　

日
本
語
の
様
相
と
し
て
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、
Ⅳ
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
書
き
手

の
認
知
と
と
も
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
表
記
は
、
中
国
か
ら

輸
入
し
た
漢
字
と
い
う
表
意
文
字
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
真
名
本
『
方
丈

記
』
で
は
、
カ
タ
カ
ナ
と
い
う
表
音
文
字
と
と
も
に
用
い
る
こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
が
つ
く
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
Ⅳ
は
、
当
該
の
日
本
語
に
つ
い
て
、
作
成
者
ま
た
は
書
写
者
の
認
知
を
含
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ん
で
成
立
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
日
本
語
話
者
の
認
知
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
日
本
語
の
様
相
に
つ
い
て
知
る
こ
と

と
同
義
と
な
ろ
う
。
書
き
言
葉
と
し
て
残
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
日
本
語
話
者
の
日
本
語
に

つ
い
て
の
生
き
た
認
知
が
そ
こ
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
時
に
、
現
前
に
あ
る

真
名
本
『
方
丈
記
』
を
形
づ
く
っ
た
当
時
の
日
本
人
の
日
本
語
に
対
す
る
思
考
を
た
ど
る
旅

と
な
る
。
Ⅳ
に
含
ま
れ
る
②
⑧
⑳
㉘
に
つ
い
て
、
書
き
手
の
認
知
に
よ
る
、
と
ら
え
ら
れ
た

日
本
語
の
様
相
を
示
し
て
い
く
。（
注
5
）

　
　
　
　

②
轉ウ

タ
カ
タ潟
（
1
オ
2
）

　
「
ウ
タ
カ
タ
」
は
、
日
葡
辞
書
「V

tacata.
ウ
タ
カ
タ
」、
和
英
語
林
集
成
に
「U

TA
G

ATA
.

ウ
タ
ガ
タ
」
と
あ
り
、
語
史
と
し
て
は
3
音
節
目
が
清
音
と
濁
音
で
あ
る
こ
と
が
併
存
し
た

時
期
も
あ
っ
た
。
日
葡
辞
書
に
は
「
詩
歌
語
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
雅
語
の
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢
字
表
記
に
は
、
色
葉
字
類
抄
「
沫
雨
」
が
見
え

る
が
、「
ウ
タ
カ
タ
」
の
漢
字
表
記
と
し
て
「
轉
瀉
」
が
古
辞
書
類
に
採
録
さ
れ
た
も
の
は

ま
だ
見
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、「
轉
瀉
」
に
「
ウ
タ
カ
タ
」
の
カ
タ
カ
ナ
が
付
さ
れ
て
い
な

い
場
合
、「
ウ
タ
カ
タ
」
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
視
覚
の
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
す
こ
と
な
く
導
く

の
は
難
し
い
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
に
は
、「
ウ
タ
カ
タ
」の
カ
タ
カ
ナ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
轉
瀉
」
の
漢
字
文
字
列
の
み
を
取
り
上
げ
て
し
ま
う
と
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
に
見
え

る
特
異
な
漢
字
と
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
を
完

成
さ
せ
る
力
を
起
点
に
し
た
場
合
に
導
か
れ
る
前
提
に
反
し
て
し
ま
う
た
め
、
こ
の
特
異
な

漢
字
と
い
う
可
能
性
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
よ
っ
て
、「
特
異
と
考
え
ら
れ
る
漢
字

に
は
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
正
確
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
呼
び
起
こ
す
こ
と

が
で
き
る
か
、
正
し
い
訓
み
に
立
ち
戻
れ
る
か
と
い
う
最
大
の
許
容
の
幅
に
お
け
る
認
知
の

は
ざ
ま
に
、
こ
の
漢
字
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
ぜ
、
こ
の
「
轉
瀉
」
が
採
用
で
き
得
た
の
か
。「
ウ
タ
カ
タ
」
は
、
日
葡
辞
書
に
「
雨

降
り
の
時
な
ど
に
、で
き
て
は
す
ぐ
に
消
え
る
大
き
な
水
泡
、す
な
わ
ち
、あ
ぶ
く
」
が
載
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、「
轉
」
は
「
ウ
タ
タ
」
の
訓
み
を
持
つ
こ
と
が
古
辞
書
類
か
ら
わ
か
っ

て
い
る
。
加
え
て
、「
ウ
タ
タ
」
は
、
日
葡
辞
書
に
「
移
り
変
わ
り
、
ま
た
は
、
移
り
変
わ
っ

た
り
、
交
替
し
や
す
い
こ
と
」
が
あ
り
、
ほ
か
に
は
、「V

tatagocoro.

ウ
タ
タ
ゴ
コ
ロ
」
と

し
て
「
移
り
や
す
い
心
、
ま
た
は
、
変
わ
り
や
す
い
意
思
」
の
複
合
語
も
採
録
さ
れ
て
い
る
。

「
ウ
タ
カ
タ
」
の
複
合
語
と
し
て
は
、
日
葡
辞
書
に
「V

tacatabiti.

ウ
タ
カ
タ
ビ
ト
」
と
し

て
「
あ
る
人
の
愛
人
。
詩
歌
語
」
が
あ
る
。

　

日
葡
辞
書
に
「
ウ
タ
カ
タ
」「
ウ
タ
タ
」
を
含
ん
だ
複
合
語
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
ウ
タ
カ
タ
」
は
雅
語
で
あ
る
が
、消
え
か
け
て
い
る
日
本
語
で
は
な
く
、「
ウ
タ
タ
」
も
「
ウ

タ
カ
タ
」
も
室
町
末
期
に
は
、
身
近
な
言
葉
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
、「
移
り
変
わ
る
」

と
い
う
共
通
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
、「
轉
」
の
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
の
「
ウ
タ
タ
」
と
「
ウ
タ
カ
タ
」
の
音
の
近
さ
が
あ
る
。

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
に
お
け
る
こ
の
「
ウ
タ
カ
タ
」
は
次
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　

行
川ノ之
水ハ 

不シ
テ

 

レ
絶
而
然モ 

非ス 

二
本ノ 

水ニ 

一

澱ヨ
ト
ミ

浮フ 

轉ウ
タ
カ
タ瀉
且ツ 

消ヘ 

且
結テ 

久ク 

無シ 

二
留ル 

事
一

　

こ
の
「
轉
瀉
」
は
、「
留
ま
ら
な
い
泡
」、「
移
り
変
わ
る
泡
」
で
あ
る
。「
轉
」
に
「
ウ
タ
」

を
負
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
た
認
知
の
は
ざ
ま
が
こ
こ
に
あ
る
。「
ウ
タ
カ
タ
」
は
、「
泡
」
や

「
あ
ぶ
く
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
移
り
ゆ
く
も
の
、
移
ろ
い
ゆ
き
、
消
え
る
も
の
と
い
う
真

名
本
『
方
丈
記
』
の
文
脈
か
ら
の
、
よ
り
い
っ
そ
う
「
移
る
」
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
認

知
が
働
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
轉
」
で
は
「
ウ
タ
カ
タ
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、「
カ
タ
」
の
訓
み
を

持
つ
「
瀉
」
を
「
轉
」
の
下
に
採
用
し
て
い
る
。「
あ
ぶ
く
」
と
い
う
水
の
イ
メ
ー
ジ
は
損

な
う
こ
と
な
く
、「
ウ
タ
カ
タ
」
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
「
轉
瀉
」

は
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
視
覚
の
受
信
を
意
識
し
た
書
き
手
の
ぎ
り
ぎ
り
の
選
択
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

⑧
サ
マ
ヨ
ウ

（
1
ウ
7
）

　
「

」
は
「
サ
ス
ラ
フ
」
の
訓
み
を
持
つ
。
こ
れ
は
、
色
葉
字
類
抄
「
伶
　

サ
ス
ラ

フ　

流
浪
同　

同　
（
サ
畳
字
）」
や
類
聚
名
義
抄
に
「
伶
　

又
作

　

上
音
零　

下
普
丁
反　

サ
フ
ラ
フ　

和
リ
ヤ
フ
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
辞

書
類
で
は
「
伶

」
で
「
サ
マ
ヨ
フ
」
の
訓
み
を
持
ち
、「
伶

」
が
「
サ
ス
ラ
フ
」
か
ら
「
サ

マ
ヨ
フ
」
の
訓
み
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。



前嶋 : 真名本『方丈記』にとらえられている日本語の様相

- 63 -

　
　

或ハ 

殿
ヲ
ク
レ
テ

二

育
ハ
コ
ク
ム

親ニ 

一
有リ 

下
サ
マ

二
ヨ
ウ

于
路ロ
ト
ウ
ニ頭

一
孤
子モ 

上
（
1
ウ
7
）

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
の
「
サ
マ
ヨ
ウ

」
は
、
文
脈
上
、
親
を
探
し
て
「
さ
ま
よ
う
孤
子
」
で
も

あ
り
、
親
が
い
な
く
な
っ
て
「
さ
す
ら
う
孤
子
」
で
も
あ
る
。「

」
は
色
葉
字
類
抄
や

類
聚
名
義
抄
を
除
く
と
、
古
辞
書
類
や
文
献
に
は
「
サ
ス
ラ
フ
」
の
訓
み
で
さ
え
も
採
録
さ

れ
て
い
な
い
。
一
方
、「
伶

」
を
「
サ
マ
ヨ
フ
」
の
訓
み
と
す
る
も
の
は
、
古
辞
書
類
に

採
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、「

」
は
見
え
て
い
な
い
。

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
で
は
、
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
な
い
漢
字
の
並
び
で
あ
る
「

」

を
採
用
し
、「
サ
マ
ヨ
ウ
」
の
カ
タ
カ
ナ
付
す
。「
伶

」
で
は
な
く
、同
じ
訓
み
を
持
つ
「

」
を
採
用
し
、
本
来
の
訓
み
の
「
サ
ス
ラ
フ
」
で
は
な
く
、「
サ
マ
ヨ
フ
」
と
し
て
こ
こ

に
採
用
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
図
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
―
―
あ
る
い

は
、
意
図
が
加
え
ら
れ
な
く
と
も
日
本
語
の
様
相
―
―
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
サ
マ
ヨ
フ
」「
サ
ス
ラ
フ
」
は
差
異
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
違
う
言
葉
と
し
て
存
在
し
て
い

る
。
だ
が
、
真
名
本
『
方
丈
記
』
で
は
、
こ
の
二
つ
の
意
味
が
重
な
っ
て
い
る
日
本
語
の
様

相
を
示
す
と
き
に
、「

」
を
採
用
し
、「
サ
マ
ヨ
ウ
」
の
カ
タ
カ
ナ
で
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を

あ
え
て
注
記
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。「

」
の
漢
字
を
見
せ
る
こ
と
で
注
目
さ
せ
、
カ

タ
カ
ナ
も
同
時
に
視
覚
情
報
と
し
て
あ
た
え
て
い
る
。
読
み
手
の
視
覚
に
は
、
印
象
を
残
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
「
サ
マ
ヨ
フ
」
な
の
か
「
サ
ス
ラ
フ
」
な
の
か
、
意
味
の
確
定
が
で
き
な
い
こ
と
―
―
で

き
な
い
ゆ
え
に
、
意
味
の
広
が
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
―
―
、
そ
れ
は
、
シ
ニ
フ
ィ

エ
の
幅
を
広
げ
る
役
割
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
。

　
　
　
　

⑳
不ス
レウ

ラ
メ
シ
カ
ラ（
3
ウ
1
）

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
に
は
、「
ウ
ラ
ム
」
に
「
恨
」
の
漢
字
を
採
用
し
て
い
る
箇
所
が
見

え
て
い
る
。
日
葡
辞
書
で
は
「V

ram
i, uru, ita.

ウ
ラ
ミ
、
ム
ル
、
ミ
タ　

不
平
を
か
こ
つ
」、

「V
ram

exij.

ウ
ラ
メ
シ
イ　

不
満
に
、
残
念
に
、
あ
る
い
は
、
悲
し
く
思
わ
れ
る
よ
う
な
（
こ

と
）」
と
載
る
。
一
方
、
色
葉
字
類
抄
や
類
聚
名
義
抄
に
は
「

」
に
「
ウ
ラ
ム
」
の
訓
み

が
示
さ
れ
て
い
る
。「

」
も
「
恨
」
と
同
様
「
ウ
ラ
ム
」
の
訓
み
を
持
つ
が
、
真
名
本
『
方

丈
記
』
で
は
、「
ウ
ラ
ム
」
は
「
恨
」、「
ウ
ラ
メ
シ
」
は
「

」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、

「
ウ
ラ
メ
シ
」
の
カ
タ
カ
ナ
は
、
視
覚
の
た
め
に
も
有
効
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

不レ
ハ

 

レ
思
二
名
聞ヲ 

一
不ス
レ

ウ
ラ
メ
シ
カ
ラ

二
謗ル 

人モ 

一
（
3
ウ
1
）

　
　

不レ
ハ

 

レ
祈ラ 

二
檀
那ヲ 

一
不
レ
恨
レ
無
キ
コ
ト
ヲ
モ

     

レ
験ノ  

（
4
ウ
5
）

　

類
聚
名
義
抄
に
「

」
は
「
音
希　

ネ
ガ
フ　

ウ
ラ
ム　

オ
モ
フ　

マ
レ
ナ
リ　

オ
ツ　

ヤ
フ
サ
ガ
ル　

亦
希
」
と
あ
り
、「
恨
」
は
「
音
艮　

ウ
ラ
ム　

ク
ユ　

イ
キ
ト
ホ
ル
」
と

あ
る
。「

」
に
は
「
ネ
ガ
フ
」「
オ
モ
フ
」
な
ど
気
持
ち
の
意
味
の
訓
み
が
あ
る
一
方
、

「
恨
」
は
動
作
の
訓
み
を
―
―
し
か
も
、
マ
イ
ナ
ス
の
気
持
ち
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
動
作
で

あ
り
、
一
方
、「

」
は
マ
イ
ナ
ス
だ
け
で
は
な
い
、
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
―
―
持
つ
。

真
名
本
『
方
丈
記
』
で
は
、「
ウ
ラ
ム
」「
ウ
ラ
メ
シ
」
が
同
じ
漢
字
で
書
く
こ
と
が
で
き
な

い
ほ
ど
に
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
恨
」「

」

と
書
き
分
け
る
ほ
ど
、
日
本
語
話
者
に
お
け
る
差
異
と
し
て
、「
ウ
ラ
ム
」
と
い
う
動
作
と

気
持
ち
を
特
化
さ
せ
る
「
ウ
ラ
メ
シ
」
は
異
な
る
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

　

真
名
本
『
方
丈
記
』
の
「

」
に
よ
っ
て
、「
ウ
ラ
ム
」
と
「
ウ
ラ
メ
シ
」
の
差
異
を
理

解
す
る
契
機
と
な
る
こ
と
、
同
時
に
「
ウ
ラ
ム
」「
ウ
ラ
メ
シ
」
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
差
異
を

こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。（
注
6
）

　
　
　
　

㉘
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
ト

（
5
オ
6
）（
注
7
）

　
「

」
は
、
そ
の
訓
み
が
古
辞
書
類
に
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
漢
字
で
あ
る
。
類
聚
名
義

抄
に
「
　

音
翠
下

」、
天
文
本
字
鏡
鈔
に
「
　

ス
イ　

シ
ル
ナ
リ　

ヒ
タ
ス
」。「
ウ

ル
ハ
シ
」
の
訓
み
は
見
当
た
ら
ず
、「

」
か
ら
訓
み
を
導
き
出
す
こ
と
が
な
か
な
か
に
難

し
い
。
類
聚
名
義
抄
に
「
下

」
と
あ
る
の
は
、『
集
韻
』「

、
下

也
」
で
あ
り
、
天
文

本
字
鏡
鈔
「
シ
ル
ナ
リ
」
と
あ
る
の
は
、『
廣
韻
』「

、
汁
漬
也
」
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、「

」
か
ら
訓
み
を
さ
ぐ
る
と
い
う
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く

「
ウ
ル
ハ
シ
キ
」
の
カ
タ
カ
ナ
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
回
り
く
ど
い
手
法
を
用
い
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
過
程
を
踏
ま
な
け
れ
ば
、
訓
み
に
た
ど
り
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
視
覚
に
よ
る
受
信
の
際
に
は
、
か
な
ら
ず
カ
タ
カ
ナ
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

真
名
本
『
方
丈
記
』
は
「

」
に
「
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
ト
」
の
カ
タ
カ
ナ
を
持
つ
た
め
で
あ
ろ

う
、
下
の
文
字
と
の
幅
が
比
較
的
空
い
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
「

」
に
は
カ
タ
カ
ナ
が
付

さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　

だ
が
、
な
ぜ
「

」
な
の
か
。「
ウ
ル
ハ
シ
」
な
ら
ば
、
色
葉
字
類
抄
や
古
辞
書
類
に
あ

る
よ
う
な
「
直
」「
美
」「
麗
」
の
漢
字
を
採
用
す
れ
ば
、
視
覚
の
受
信
は
ス
ム
ー
ズ
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
「

」
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
視
覚
に
よ
る
立
ち
止
ま
り
が
必
ず
起

き
る
。
と
す
れ
ば
、「

」
に
よ
っ
て
、
読
み
手
の
視
覚
を
立
ち
止
ま
ら
せ
る
こ
と
を
意
識

さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、「

」
が
あ
る
こ
と
の
意
義
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、

こ
こ
に
「

」
を
採
用
し
た
理
由
と
な
る
。

　

あ
え
て
「

」
の
漢
字
を
採
用
し
た
と
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
ウ

ル
ハ
シ
」
を
「
直
」「
麗
」
の
漢
字
を
用
い
た
場
合
、
書
き
手
の
認
知
と
異
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
を
示
す
。

　
　

今ノ 

方
丈
之
庵リ 

能ク 

叶ヘ
ル

 

二
我
心ニ 

一
故ニ 

豊ニ
シ
テ

  

二
萬ツ 

物ノ 

一 

無シ 

二
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
ト

更ニ 

一
（
5
オ
6
）

　
「
ウ
ル
ハ
シ
」
は
真
名
本
『
方
丈
記
』
の
文
脈
で
は
、「
美
し
い
」
ゆ
え
に
整
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、「
満
ち
足
り
た
」
ゆ
え
に
十
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。「
美
」「
麗
」
で
は
、

こ
の
よ
う
な
視
覚
の
立
ち
止
ま
り
を
せ
ず
に
、
読
ま
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
を
、「

」
と
あ

る
こ
と
に
よ
り
、
注
意
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
シ
ニ
フ
ィ
エ

の
正
確
な
伝
達
に
役
立
つ
漢
字
の
採
用
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

お
わ
り
に

　

過
去
の
文
献
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
現
前
に
あ
る
。
形
と
い
う
の
は
、

そ
の
物
質
的
な
形
態
か
ら
、漢
字
や
か
な
等
の
書
記
形
態
ま
で
、さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
。
よ
っ

て
、
書
き
手
と
い
う
一
人
ひ
と
り
認
知
の
異
な
る
者
に
よ
っ
て
、
文
字
と
し
て
残
さ
れ
て
い

る
ゆ
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
同
じ
視
点
で
見
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。

　

日
本
語
の
様
相
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
日
本
語
の
様
相
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
は
、
テ
キ
ス
ト
の
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
テ
キ
ス
ト
か
ら
日
本
語
の
様
相
を
見
い
だ
す
作

業
を
行
う
場
合
に
、
対
象
を
厳
選
す
る
視
点
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
視
点
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

日
本
語
学
の
研
究
と
し
て
は
、
細
切
れ
の
日
本
語
の
情
報
を
た
だ
集
め
た
だ
け
に
過
ぎ
な
く

な
る
だ
ろ
う
。

　

言
葉
は
人
の
認
知
と
と
も
に
あ
る
。
日
本
語
が
、
漢
字
と
か
な
と
い
う
表
記
の
手
段
を
持

つ
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
の
認
知
を
分
析
す
る
際
の
手
が
か
り
の
ひ
と
つ
―
―
表
記

形
態
を
選
ぶ
こ
と
自
体
、
認
知
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
―
―
と
な
る
。
ま
し
て
や
、
テ
キ

ス
ト
と
し
て
日
本
語
を
書
き
記
す
た
め
の
文
字
で
は
な
か
っ
た
漢
字
で
書
き
留
め
る
作
業

は
、た
ぶ
ん
に
そ
の
書
き
手
の
認
知
が
含
ま
れ
る
。
日
本
語
の
テ
キ
ス
ト
は
、ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
な
ど
の
表
音
文
字
よ
り
も
ず
っ
と
人
の
認
知
と
と
も
に
あ
る
―
―
選
ぶ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
格
段
に
多
く
、
そ
こ
に
そ
の
人
の
認
知
が
必
ず
入
り
込
む
た
め
―
―
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な

ら
ば
、
色
濃
く
残
る
書
き
手
の
認
知
を
考
え
な
い
ま
ま
、
手
を
こ
ま
ぬ
く
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

日
本
語
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
日
本
語
の
情
報
が
、
お
そ
ら
く
、
た
ぶ
ん
に
、
詰
ま
っ
て
い
る
。

　

テ
キ
ス
ト
に
と
ら
え
ら
れ
た
日
本
語
の
様
相
を
見
つ
け
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
「
そ
の
よ

う
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
そ
の
よ
う
に
書
か

れ
た
理
由
」
を
見
い
だ
せ
る
た
め
の
方
法
論
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
視
点
で
書
き
手
の
認
知
を
知
る
手
法
を
研
ぎ
澄
ま

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
手
法
の
確
立
が
可
能
か
に
つ
い
て
検
証
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　
「
テ
キ
ス
ト
を
完
成
さ
せ
る
力
」
と
は
、
書
き
手
の
認
知
で
あ
る
。
そ
の
認
知
の
枠
を
と

ら
え
、
ど
の
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
日

本
語
の
情
報
を
た
ん
ね
ん
に
見
つ
め
て
い
く
こ
と
―
―
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
日
本
語
の
様
相

は
、
見
つ
け
出
そ
う
と
い
う
努
力
が
な
け
れ
ば
成
し
得
な
い
。
テ
キ
ス
ト
の
構
造
を
見
る
た

め
に
も
「
テ
キ
ス
ト
を
完
成
さ
せ
る
力
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
完
成
さ

せ
て
い
る
力
に
よ
っ
て
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
日
本
語
の
様
相
を
一
つ
ひ
と
つ
明
ら
か
に
す

る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
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注

注
1　

加
賀
元
子
・
田
野
村
千
寿
子
『
真
名
本
方
丈
記　

影
印
・
注
釈
・
研
究
』（
和
泉
書
院　

1994.10

）

「
方
丈
記
略
本
系
統
に
お
け
る
真
名
本
の
位
置
」
に
は
、
ま
と
め
と
し
て
次
の
こ
と
が
ら
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
　
　
　

1　

現
存
真
名
本
は
転
写
本
で
あ
り
、
原
真
名
本
が
存
在
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

2　

そ
の
原
真
名
本
を
遡
行
す
れ
ば
、
か
な
書
き
本
が
存
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

3　

略
本
三
本
間
の
関
係
は
、
直
列
的
前
後
関
係
で
は
な
く
、
並
列
的
系
統
関
係
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　
　

4　

さ
ら
に
、
現
存
真
名
本
の
表
現
か
ら
見
て
も
、
長
享
本
・
延
徳
本
よ
り
原
形
に
近
い
本
文

を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　

ま
た
、
漢
字
等
の
表
記
を
対
象
に
し
た
考
察
や
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て
も
「
研
究
」
の
中
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

注
2　

送
り
仮
名
、
迎
え
仮
名
、
捨
て
仮
名
、
形
式
名
詞
、
助
詞
や
助
動
詞
の
陳
述
に
か
か
わ
る
仮
名
、

す
べ
て
総
称
し
て
、
本
稿
で
は
「
カ
タ
カ
ナ
」
と
記
し
て
い
る
。

注
3　

注
1
の
真
名
本
『
方
丈
記
』
影
印
に
よ
る
。
丁
数
表
・
裏
行
数
の
順
で
（　

）
に
括
り
、
示
す
。

返
り
点
及
び
カ
タ
カ
ナ
は
載
せ
る
が
、
読
符
は
含
め
て
い
な
い
。
以
下
、
影
印
の
本
文
引
用
は
同
様
。

注
4　

漢
字
の
み
の
表
記
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
捨
て
る
と
い
う
前
提
に

立
っ
て
い
る
。
日
本
語
は
、
文
を
つ
く
る
場
合
に
は
、
古
辞
書
に
あ
る
よ
う
な
「
漢
字
」
＝
「
訓
み
」

の
関
係
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

注
5　

山
田
俊
雄
「
真
名
本
の
意
義
」（『
国
語
の
国
文
学
34（
10
）』1957.10

）
に
真
名
本
『
方
丈
記
』
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

⑴
の
真
名
本
に
お
け
る
和
歌
の
表
記
と
は
ま
た
ち
が
っ
た
特
別
の
表
現
意
欲
が
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
同
じ
漢
字
の
み
で
表
記
す
る
な
ら
ば
、
文
詞
を
え
ら
ぶ
。
し
か
も
そ
こ
に
は
よ
く
親

し
ま
れ
た
漢
文
学
の
諸
作
品
の
用
字
や
、
出
典
も
忘
れ
ら
れ
る
ほ
ど
慣
熟
し
た
語
句
が
波
の
よ

う
に
ひ
た
ひ
た
と
打
ち
寄
せ
て
脳
裏
に
出
入
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
表
現
意
欲
」「
脳
裏
に
出
入
し
て
ゐ
た
」
は
、
本
稿
で
言
う
「
認
知
」
に
あ
た
る
。

注
6　

易
林
本
に
も
「

ウ
ラ
メ
シ
」
が
あ
る
。「
恨
ウ
ラ
ム
」
も
同
じ
「
ウ
・
言
辞
門
」
に
あ
る
。「
ウ

ラ
ム
」
と
「
ウ
ラ
メ
シ
」
と
の
差
異
を
表
記
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

注
7　

長
享
本
・
延
徳
本
と
も
に
「
う
れ
は
し
き
」
と
あ
る
。「

」
は
「
ウ
レ
ハ
シ
」
の
訓
み
を
持
た

な
い
こ
と
、
本
論
で
異
同
に
よ
る
現
前
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
完
成
体
を
乱
す
こ
と
は
し
な
い

こ
と
よ
り
、「
ウ
ル
ハ
シ
」
と
す
る
。


