
「
源
氏
物
語
』

に
お
け
る

「
ゆ
か
し
」

本
稿
は
、
前
稿

|
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
ゆ
か
し
」
の
考
察
(
五
)

|
|

(
「
樟
蔭
国
文
学
」
第
二
十
九
号
)
に
引
続
き
、
「
椎
本
」
の
巻
か
ら
逐
次

用
語
例
を
検
討
し
て
い
く
。

こ
れ
は
「
ゆ
か
し
」
と
い
う
語
集
の
持
つ
、
語
義
・
成
長
・
心
理
・
好
奇
心
・

対
象
・
用
法
等
を
追
究
し
ま
と
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
椎
本
」
の
巻
で
は
、
「
ゆ
か
し
」
と
い
う
語
は
五
個
見
当
た
る
。
そ
れ
等

を
示
し
検
討
し
て
い
く
。

き
さ
ら
ぎ

M

ゆ

っ

か

は

っ

せ

ま

う

ぐ

-m'u

o

一
一
月
の
二
十
日
の
ほ
ど
に
、
兵
部
卿
宮
初
瀬
に
詣
で
た
ま
ふ
。
古
き
御
蹴

な
り
け
れ
ど
、
思
し
も
立
た
で
年
ご
ろ
に
な
り
に
け
る
を
、
字
治
の
わ
た

な
か
や
ど
り

I
l
l
1
1
1
1
1
1
J
1

り
の
御
中
宿
の
ゆ
か
し
さ
に
、
多
く
は
も
よ
ほ
さ
れ
た
ま
へ
る
な
る
べ
し
。

恨
め
し
と
言
ふ
人
も
あ
り
け
る
里
の
名
の
、
な
べ
て
睦
ま
し
う
恩
さ
る
る
、

か

ん

だ

ち

め

て

ら

じ

aう

ゆ
ゑ
も
は
か
な
し
ゃ
。
上
達
部
い
と
あ
ま
た
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
殿
上

び
と人

な
ど
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
世
に
残
る
人
少
な
う
仕
う
ま
つ
れ
り
。

一
番
目
は
、

「
ゆ
か
し
さ
L

と
名
詞
で
表
わ
れ
る
。

の
考
察

(
六
)

北

村

英

子

語
義
は
文
脈
に
即
し
て
考
察
す
る
と
、
「
ゆ
か
し
」
本
来
の
意
義
か
ら
派
生

し
た
、

「楽
し
さ
」
と
解
す
る
と
、
よ
り
適
切
な
訳
が
付
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
「
二
月
の
二
十
日
頃
に
、
兵
部
卿
宮
は
初
瀬
に
お
参
り
に
な
る
。
以

前
か
ら
の
御
祈
願
で
は
あ
っ
た
が
、
お
思
い
立
ち
に
な
ら
ぬ
ま
ま
何
年
に
も
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
を
、
字
治
の
あ
た
り
の
御
中
宿
り
の
楽
し
さ
に
、
主
と
し
て
お

出
か
け
に
な
る
お
気
持
ち
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
目
・
:
:
:
:
:
:
・
・
:
。
」

と
現
代
語
訳
出
来
る
。
当
時
、
初
瀬
詣
で
等
を
す
る
人
は
、
宇
治
の
あ
た
り
で

中
宿
り
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
花
鳥
徐
情
』
に
も
「
南
都

下
向
の
人
は
宇
治
を
中
や
と
に
す
後
々
の
御
幸
な
と
に
も
平
等
院
に
て
御
儲
の

事
あ
る
な
り
」
と
あ
る
。
匂
宮
も
、
二
月
二
十
頃
、
初
瀬
詣
で
の
帰
途
、
中
宿

り
を
宇
治
で
な
さ
り
た
い
お
気
持
ち
に
な
ら
れ
る
。
匂
宮
が
宇
治
に
強
く
心
惹

(
八
)

か
れ
た
理
由
は
、
『
眠
江
入
楚
』
に
も
「
兵
部
卿
宮
は
宮
ノ
姫
君
た
ち
を
聞
を

き
て
ゆ
か
し
く
お
ほ
す
な
る
へ
し
と
い
へ
る
也
」
と
あ
る
が
、
匂
宮
は
薫
に
八

宮
の
姫
君
の
話
を
聞
い
て
以
来
、
異
常
な
程
好
奇
心
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
場

-9-
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面
は
「
橋
姫
」
の
巻
に
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
と
、

例
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
る
御
物
語
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
字
治

の
宮
の
事
語
り
出
で
て
、
見
し
暁
の
あ
り
さ
ま
な
ど
く
は
し
く
聞
こ
え
た

せ

ち

お

ぽ

ま
ふ
に
、
宮
い
と
切
に
を
か
し
と
思
い
た
り
。
さ
れ
ば
よ
、
と
御
気
色
を

見
て
、
い
と
ど
御
心
動
き
ぬ
ベ
く
言
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。
:
:
:
(
中
略
)
:

ほ
の
か
な
り
し
月
影
の
見
劣
り
せ
ず
は
、
ま
ほ
な
ら
ん
は
や
。
け
は
ひ
あ

り
さ
ま
、
は
た
、
さ
ば
か
り
な
ら
む
を
ぞ
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
ほ
ど
と
お
ぼ

え
は
べ
る
べ
き
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

は
て
は
て
は
、
ま
め
だ
ち
て
い
と
ね
た
く
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
に
心
移
る
ま

じ
き
人
の
か
く
深
く
思
へ
る
を
、
お
ろ
か
な
ら
じ
と
ゆ
か
し
う
思
す
こ
と

限
り
な
く
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。

と
あ
る
。
こ
の
辺
り
の
場
面
の
説
明
は
、
既
に
、
前
稿
「
『
源
氏
物
語
』
に
お

け
る
「
ゆ
か
し
」
の
考
察
(
五
)
」
(
「
樟
蔭
国
文
学
」
第
二
十
九
号
)
で
述
べ

た
が
、
匂
宮
は
、
さ
ぞ
、
八
宮
の
姫
君
は
、
際
立
っ
た
美
質
の
備
わ
っ
た
女
性

で
あ
ろ
う
と
想
像
し
、
見
た
い
気
持
ち
が
募
る
。
そ
し
て
、
と
う
と
う
「
椎
本
」

の
巻
で
、
二
月
二
十
日
の
頃
、
か
ね
て
薫
か
ら
聞
い
て
い
た
、
宇
治
八
宮
の
姫

君
に
実
見
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
持
っ
て
、
初
瀬
詣
で
に
出
向
く
気

持
ち
に
な
る
。
そ
の
折
り
中
宿
り
す
る
事
を
楽
し
み
に
思
っ
て
い
る
の
は
、
ま

だ
噂
に
し
か
聞
い
た
こ
と
の
な
い
、
素
晴
ら
し
い
女
性
が
住
む
里
に
泊
っ
て
、

女
性
に
「
会
っ
て
み
た
い
」
そ
し
て
、
「
話
し
て
み
た
い
」
と
い
う
期
待
心
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
匂
宮
の
「
ゆ
か
し
」
の
志
向
対
象
は
、
「
宇
治
の

わ
た
り
の
中
宿
」
、
即
ち
「
宇
治
に
住
む
八
宮
の
姫
君
達
」
へ
の
好
奇
心
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
匂
宮
と
い
う
優
越
者
的
立
場
の
男
性
の
好
奇
心

は
、
年
下
の
女
性
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
う
き
う
き
と
し
た
落
ち
着
か
な
い
陽

性
的
心
理
を
伴
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

次
の
用
語
例
を
検
討
す
る
。

。
薫
「
す
べ

て
、
ま
こ
と
に
、
し
か
恩
ひ
た
ま

へ
棄
て
た
る
け
に
や
は
べ
ら

か
た

む
、
み
づ
か
ら
の
事
に
て
は
、
い
か
に
も
い
か
に
も
深
う
思
ひ
知
る
方
の

は
べ
ら
ぬ
を
、
げ
に
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
声
に
め
づ
る
心
こ
そ
背
き

か
せ
S

が
た
き
こ
と
に
は
ベ
り
け
れ
。
さ
か
し
う
聖
だ
っ
迦
葉
も
、
さ
れ
ば
や
、

た

ひ

と

こ

ゑ

こ

と

起
ち
て
舞
ひ
は
ベ
り
け
む
」
な
ど
聞
こ
え
て
、
飽
か
ず
一
声
聞
き
し
御
琴

ね

t
d
i
l
l-1
1
1
1-
-

の
音
を
切
に
ゆ
か
し
が
り
た
ま
へ
ば
、
う
と
う
と
し
か
ら
ぬ
は
じ
め
に
も

せ
ち

と
や
思
す
ら
む
、
御
み
づ
か
ら
あ
な
た
に
入
り
た
ま
ひ
て
、
切
に
そ
そ
の

か
し
き
こ
え
た
ま
ふ
。

二
番
目
は
、
「
ゆ
か
し
が
り
」
と
動
詞
の
連
用
形
で
表
わ
れ
る
。

語
義
は
諸
書
に
は
多
く
、
「
所
望
な
さ
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
「
ゆ
か
し
」

本
来
の
意
義
か
ら
考
え
る
と
、
『
源
氏
物
語
評
釈
』
が
示
す
よ
う
に
「
聞
き
た

が
る
」
と
解
し
た
方
が
、
よ
り
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
薫
は

姫
君
の
か
き
な
ら
す
琴
の
音
を
聞
く
こ
と
を
所
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
・
:
:
・
、
以
前
に
残
り
惜
し
く
も
一
声
聞
い
た
姫
君
の
御
琴
の
音

を
、
し
き
り
に
聞
き
た
が
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
八
の
宮
は
薫
と
姫
君
方

と
が
お
近
づ
き
の
き
っ
か
け
に
と
で
も
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、

御
自
身
姫
君
達
の
お
部
屋
に
お
は
い
り
に
な
っ
て
、
し
き
り
に
お
す
す
め
申
し

あ
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
」
と
現
代
語
訳
出
来
る
。
こ
の
「
飽
か
ず
一
声
聞
き

し
御
琴
の
音
」
と
は
「
橋
姫
」
の
巻
の
次
の
叙
述
を
指
す
。

こ

と

ね

近
く
な
る
ほ
ど
に
、
そ
の
琴
と
も
聞
き
わ
か
れ
ぬ
物
の
音
ど
も
、

10 
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ペ
ー
に
聞
k
ゆ
い
「
常
に
か
く
遊
び
た
ま
ふ
と
聞
く
を
、
つ
い
で
な
く
て
、

親
王
の
御
琴
の
音
の
名
高
き
も
え
聞
か
ぬ
ぞ
か
し
。
よ
き
を
り
な
る
べ
し
」

と
思
ひ
つ
つ
入
り
た
ま
へ
ば
、
琵
琶
の
声
の
響
き
な
り
け
り
。
能
能
郡
に

調
べ
て
、
世
の
常
の
描
き
A
口
は
せ
な
れ
ど
、
所
か
ら
に
や
耳
馴
れ
ぬ
心
地

し
て
、
掻
き
か
へ
す
般
の
ま
も
、
も
の
き
よ
げ
に
お
も
し
ろ
し
。
軒
の
宅

あ
は
れ
に
な
ま
め
い
た
る
声
し
て
、
絶
え
絶
え
聞
こ
ゆ
。

こ
の
時
の
琴
の
音
の
、
こ
ろ
こ
ろ
と
ま
ろ
び
出
て
く
る
よ
う
な
柔
ら
か
く
な
ま

め
か
し
い
響
き
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
恥
か
い
い
r
か
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
音
楽
に
耳
を
傾
け
、
好
奇
心
を
強
く
抱
く
薫
は
、
実
父
譲
り
の
音
楽
を

愛
す
る
血
筋
を
受
け
継
い
で
い
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
こ
の
音
楽
好
き
で
あ
る

薫
は
、
聴
覚
が
敏
感
に
働
き
、
美
し
い
音
色
を
聞
き
た
い
と
い
う
美
意
識
が
常

に
心
中
に
潜
在
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
用
語
例
中
に
見
ら
れ
る

「
ゆ
か
し
が
る
」
は
、
未
知
の
も
の
で
は

な
く
、
す
で
に
一
度
ち
ょ
っ
と
体
験
し
た
、
惹
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
美
し
い

琴
の
音
色
を
、
再
び
体
験
し
た
い
と
所
望
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
庇
護
者
的
立

場
に
あ
る
薫
と
い
う
男
性
が
、
庇
護
さ
れ
る
立
場
に
あ
る
、
八
宮
の
姫
君
の
弾

奏
す
る
美
し
い
音
色
に
向
け
ら
れ
た
好
奇
心
で
あ
る
。
薫
の
聴
覚
的
欲
求
の
心

裡
に
は
、
強
い
期
待
心
と
陽
性
的
心
理
を
伴
っ
て
い
る
。

次
の
用
語
例
の
検
討
に
移
る
。

。
世
の
常
の
懸
想
び
で
は
あ
ら
ず
、
心
深
う
物
語
の
ど
や
か
に
聞
こ
え
つ
つ

も
同
川
川
崎
い
ば
、
さ
る
べ
き
御
凱
へ
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
ご
一
の
宮
い

と
ゆ
か
し
う
田
川
い
た
る
も
の
を
、
と
心
の
叫
に
は
恩
ひ
出
で
つ
つ
、
わ
が

心
な
が
ら
、
な
ほ
人
に
は
異
な
り
か
し
、
さ
ば
か
り
、
御
心
も
て
、
ゆ
る

い
た
ま
ふ
こ
と
の
、
さ
し
も
急
が
れ
ぬ
よ
、

こ
れ
は
三
番
目
で
、
「
ゆ
か
し
う
」
と
形
容
詞
の
連
用
形
で
表
わ
れ
る
。

語
義
を
文
脈
に
即
し
て
考
察
す
る
と
、
「
会
い
た
く
」
と
解
す
る
の
が
最
も

適
切
で
あ
り
、

「
こ
の
薫
は
、
世
の
常
の
懸
想
人
の
よ
う
で
は
な
く
、
考
え
深

く
お
話
を
物
静
か
に
申
し
上
げ
な
が
ら
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
姫
君
も
、
そ
れ

に
応
じ
た
御
返
事
な
ど
を
申
し
あ
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
匂
宮
が
た
い
そ
う
こ

の
姫
君
に
会
い
た
く
お
思
い
で
あ
る
の
に
と
、
心
の
中
で
は
思
い
出
し
な
が
ら
、

我
な
が
ら
や
は
り
他
の
男
と
は
違
っ
て
い
る
な
あ
、
:
:
・
:
:
」
と
現
代
語
訳
出

来
る
。
こ
の
叙
述
は
用
語
例
の
二
番
目
か
ら
場
面
が
展
開
し
て
き
で
い
る
が
、

薫
が
八
の
宮
の
姫
君
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
様
子
か
ら
、
匂
宮
も
ど
ん
な
美
質

の
備
わ
っ
た
女
性
で
あ
ろ
う
か
と
想
像
を
逗
し
く
し
、

「会
い
た
い
」
そ
し
て

「
話
し
た
い
」
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
あ
ろ
う
と
、
薫
は
内
心
思
っ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
薫
は
、
「
橋
姫
」
の
巻
で
、
八
の
宮
の
姫
君
達
を
月
光
の
も
と

で
垣
間
見
た
時
の
印
象
を
、
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。

ほ
の
か
な
り
し
月
影
の
見
劣
り
せ
ず
は
、
ま
ほ
な
ら
ん
は
や
。
け
は
ひ
あ

り
さ
ま
、
は
た
、
さ
ば
か
り
な
ら
む
を
ぞ
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
ほ
ど
と
お
ぼ

え
は
べ
る
べ
き
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

こ
の
言
葉
は
、
匂
宮
の
好
奇
心
を
煽
り
、

は
て
は
て
は
、
ま
め
だ
ち
て
い
と
ね
た
く
、
お
ぼ
ろ
け
の
人
に
心
移
る
ま

じ
き
人
の
か
く
深
く
恩
へ
る
を
、
お
ろ
か
な
ら
じ
と
刷
州
リ
引
思
す
こ
と

限
り
な
く
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。

と
、
匂
宮
の
心
は
か
え
っ
て
姫
君
達
に
意
識
を
強
め
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
考
察
し
て
い
る
用
語
例
の
三
番
目
は
、
右
に
示
し
た
つ
橋
些
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の
巻
の
引
用
個
所
を
受
け
て
い
る
。
匂
宮
は
薫
か
ら
姫
君
を
見
た
印
象
を
聞
い

て
以
来
、
「
見
た
い
」
・
「
会
い
た
い
」
そ
し
て
「
話
し
た
い
」
気
持
ち
が
募
る

一
方
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
、
薫
は
ひ
そ
か
に
思
い
出
し
て
い
る
。
薫
の
心
中

で
あ
る
が
、
匂
宮
の
姫
君
達
に
対
す
る
好
奇
心
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
は
、
未
知
の
こ
と
に
対
し
て
、
期
待
心
を
働
か
せ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

視
覚
的
願
望
の
心
裡
に
は
、
不
安
定
な
陽
性
心
情
を
伴
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
好
奇
心
を
持
つ
主
体
者
は
、
匂
宮
と
い
う
優
越
者
的
立
場
に
あ
る
田
窪
で
、

弱
者
で
あ
る
女
性
、
姫
君
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
意
識
で
あ
る
。

次
の
用
語
例
を
見
て
い
く
。

。
花
盛
り
の
こ
ろ
、
宮
、
か
ざ
し
を
思
し
出
で
て
、
そ
の
を
り
見
聞
き
た
ま

'
A
V

こ

ひ
し
君
た
ち
な
ど
も
、
「
い
と
ゆ
ゑ
あ
り
し
親
王
の
御
住
ま
ひ
を
、
ま
た

も
見
ず
な
り
に
し
こ
と
」
な
ど
、
お
ほ
か
た
の
あ
は
れ
を
口
々
聞
こ
ゆ
る

に
、
い
と
ゆ
か
し
う
恩
さ
れ
け
り
。

四
番
目
は
、
「
ゆ
か
し
う
」
と
形
容
詞
の
連
用
形
で
表
わ
れ
る
。

語
義
は
、
『
湖
月
抄
』
に
「
匂
宮
は
姫
君
の
事
ゆ
か
し
う
お
ぼ
す
也
」
と
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
匂
宮
は
姫
君
を
字
治
詣
で
以
来
慕
わ
し
く
思
っ
て
お
り
、

「
会
い
た
い
」
そ
し
て
「
話
し
た
い
」
気
持
ち
が
募
る
。

『
源
氏
物
語
評
釈
』
に
は
「
行
き
た
く
」
・
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
は
、

「
お
逢
い
し
た
く
」
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
古
典
全
集
』
が
示
す

よ
う
「
ゆ
か
し
」
本
来
の
意
義
、
「
会
い
た
く
」
と
解
し
た
い
。
そ
し
て
、

「
花
盛
り
の
頃
、
匂
宮
は
、
昨
年
初
瀬
詣
で
の
帰
り
に
、
『
か
ざ
し
』
の
歌
の
や

り
と
り
を
お
思
い
出
し
に
な
ら
れ
て
、
そ
の
時
、
そ
れ
を
見
聞
き
な
さ
っ
た
君

達
な
ど
も
、
『
た
い
そ
う
趣
の
あ
っ
た
親
王
の
お
住
ま
い
を
、
二
度
と
見
る
こ

と
も
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
こ
と
』
な
ど
、
世
の
常
の
は
か
な
さ
を

口
々
に
申
し
上
げ
る
の
で
、
宮
は
た
い
そ
う
姫
君
に
お
会
い
し
た
く
お
思
い
に

な
る
の
で
あ
っ
た
。
」
と
現
代
語
訳
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
場
面
は
、
用

語
例

一
の
「
椎
本
」
の
冒
頭
部
分
を
・
つ
け
て
お
り
、
こ
の
一
年
前
の
二
月
二
十

日
頃
の
花
ざ
か
り
の
季
節
に
し
た
字
治
詣
で
以
来
、
八
宮
の
姫
君
達
の
こ
と
を

匂
宮
は
ゆ
か
し
く
思
っ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
み
る
と
、
本
用
語
例
中
の

「
ゆ
か
し
」
は
、

匂
宮
と
い
う
優
越
者
的
立
場
の
男
性
が
、
弱
者
的
立
場
に
あ
る
姫
君
と
い
う
女

性
に
向
け
ら
れ
た
好
奇
心
で
あ
る
。
こ
の
匂
宮
の
好
奇
心
は
、
好
色
心
を
働
か

せ
、
「
会
い
た
い
」
と
い
う
視
覚
的
欲
求
の
心
裡
に
は
、
話
を
し
て
接
触
し
た

い
と
い
う
意
識
が
潜
在
し
て
い
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
一

年
前
に
宇
治
詣
で
を

し
て
か
ら
、
こ
の
欲
求
は
ま
す
ま
す
強
ま
る

一
方
で
、
落
ち
着
か
な
い
陽
性
心

情
を
伴
っ
て
い
る
。

次
の
用
語
例
を
検
討
し
て
い
く
。

お
ほ
と
の

お

と

ど

。
大
殿
の
六
の
君
を
思
し
入
れ
ぬ
こ
と
、
な
ま
恨
め
し
げ
に
大
臣
も
思
し
た

り
け
り
。
さ
れ
ど
、
匂
宮
「
刷
州
川
例
削
剖
仲
ら
ひ
な
る
一
刊
に
も
、
大
臣

の
こ
と
ご
と
し
く
わ
づ
ら
は
し
く
て
、
何
ご
と
の
紛
れ
を
も
見
と
が
め
ら

れ
ん
が
む
つ
か
し
き
」
と
、
下
に
は
の
た
ま
ひ
て
、
す
ま
ひ
た
ま
ふ。

こ
の
用
語
例
は
、
「
椎
本
」
の
巻
の
最
後
で
、
五
番
目
に
当
た
り
、

「
ゆ
か
し

げ
な
き
」
と
形
容
詞
の
連
体
形
で
、
否
定
の
形
で
表
わ
れ
る。

語
義
を
考
察
す
る
と
、

『湖
月
抄
』
に

「
六
の
君
は
匂
宮
の
御
母
か
た
に

つ

き
て
、
い
と
こ
に
て
ま
し
ま
せ
ば
也
」
と
あ
る
。
六
の
君
と
匂
宮
の
二
人
は
、

近
親
の
間
柄
な
の
で
、
す
で
に
性
格
や
人
柄
等
は
聞
い
て
知

っ
て
い
る
。
こ
れ
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か
ら
「
ゆ
か
し
げ
な
き
」
は
、
「
魅
力
の
な
さ
そ
う
な
」
と
解
す
る
の
が
最
も

適
切
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

「大
殿
の
六
の
君
を
、
宮
は
気
に
留
め

て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
、
い
さ
さ
か
恨
め
し
そ
う
に
大
臣
も
思
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
宮
は
、
『
魅
力
の
な
さ
そ
う
な
縁
で
あ
り
、

大
臣
が
大
層
う
る
さ
く
て
、
ど
ん
な
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
お
と
が
め
を
う

け
そ
う
な
の
が
厄
介
な
の
だ
』
と
、
内
々
に
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
聞
き
入
れ
ま

い
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
現
代
語
訳
出
来
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
検
討
吟
味
し
て
く
る
と
、

「
珍
し
く
な
い
も
の
」

・

「
知
り
つ
く
し
た
も
の
」
に
対
し
て
、
「
ゆ
か
し
げ
な
し
」
と
示
し
て
い
る
の
は

は
な
は
だ
興
味
が
あ
る
。
肯
定
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、

「珍
し
い
も
の
」
・
「
新

鮮
な
も
の
」

・
「
未
知
な
も
の
」
に
対
し
て
関
心
を
惹
く
こ
と
が
「
ゆ
か
し
」
の

基
本
的
な
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
は
、
落
ち
着
か
な
い
期
待
心
を
伴

う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
用
語
例
五
の
「
ゆ
か
し
げ
な
し
」
の
主
体
者
は
匂
宮
で
、
庇
護
者
的
立

場
に
あ
る
男
性
と
、
庇
護
さ
れ
る
べ
き
立
場
に
あ
る
六
の
君
と
い
う
女
性
の
間

柄
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
人
は
す
で
に
知
り
つ
く
し
た
間
柄
で

あ
る
か
ら
未
知
の
期
待
心
や
好
奇
心
は
な
く
、
主
体
者
で
あ
る
匂
宮
の
不
服

心
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
殊
に
匂
宮
の
言
葉
の
最
初
に
「
ゆ
か
し
げ
な

き
:
:
:
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
は
、
強
い
陰
性
心
情
を
示
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

以
上
「
椎
本
」
の
巻
の
五
例
を
検
討
吟
味
し
て
き
た
結
果
、
「
ゆ
か
し
さ
」

と
い
う
名
詞
形

・
「
ゆ
か
し
が
る
」
と
い
う
動
詞
形
・

「
ゆ
か
し
う
」
と
い
う
形

容
詞
形
・

「
ゆ
か
し
げ
な
き
」
と
形
容
詞
の
否
定
形
と
さ
ま
ざ
ま
の
語
形
で
表

わ
れ
て
い
る
。

語
義
は
用
語
例
一
に
お
い
て
は
、

「ゆ
か
し
」
本
来
の
意
義
か
ら
派
生
し
て
、

珍
し
く

「楽
し
さ
」
と
い
う
意
味
が
見
ら
れ
、
用
語
例
二
に
お
い
て
は

「聞
き

た
が
る
」、
用
語
例
三
・
四
に
お
い
て
は
両
方
共
「
会
い
た
い
」
と
解
さ
れ
、

「
ゆ
か
し
」
の
本
義
で
表
わ
れ
、
用
語
例
五
に
お
い
て
は
、
言
葉
の
発
語
に

「魅
力
の
な
さ
そ
う
な
」
と
派
生
的
な
語
義
で
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

次
に

「
ゆ
か
し
」
と
意
識
し
て
い
る
主
体
者
と
対
象
を
ま
と
め
る
。
用
語
例

一
は
匂
宮
の
心
情
で
、
「
宇
治
の
あ
た
り
の
中
宿
り
を
す
る
こ
と
」
に
好
奇
心

が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
八
宮
の
姫
君
が
住
ん
で
い
る
所
を
意
識
し
て
、

姫
君
に
対
す
る
好
色
心
か
ら
思
い
は
宇
治
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
用
語
例
二
は、

薫
が
姫
の
弾
奏
す
る
琴
の
音
を
聞
き
た
が
っ
て
い
る
。
薫
の
好
色
心
と
美
し
い

音
色
に
す
い
寄
せ
ら
れ
る
聴
覚
的
美
意
識
が
察
知
出
来
る
。
用
語
例
三
は
薫
の

心
中
で
あ
る
が
、
匂
宮
は
八
宮
の
姫
君
に
好
色
心
を
示
し
て
い
る
た
め
、

「
会

い
た
い
」
と
視
覚
的
欲
求
を
働
か
せ
て
い
る
。
用
語
例
四
も
、
匂
宮
の
好
色
心

か
ら
八
宮
の
姫
君
に
視
覚
的
欲
求
を
働
か
せ
て
い
る
。
用
語
例
五
は
、
匂
宮
の

言
葉
の
発
語
に
、
六
の
君
に
対
し
て
「
ゆ
か
し
げ
な
き
」
と
拒
否
的
な
態
度
を

示
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、

「椎
本
」
の

「
ゆ
か
し
」
の
特
色

は
、
優
越
者
的
立
場

・
庇
護
者
的
立
場
に
あ
る
男
性
が
、
弱
者

・
庇
護
下
に
あ

る
女
性
に
向
け
ら
れ
た
好
奇
心
で
、
そ
れ
は
用
語
例
五
以
外
は
、
好
色
心
・
期

待
心
等
の
陽
性
的
心
理
の
昂
揚
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
用
語
例
五

に
お
い
て
は
、
珍
し
く
否
定
形
で
表
わ
れ
る
関
係
上
、
匂
宮
と
い
う
優
越
者
的
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立
場
の
男
性
が
弱
者
で
あ
る
女
性
に
向
け
ら
れ
た
陰
性
的
心
理
で
あ
る
。
こ
れ

を
肯
定
的
に
考
察
す
れ
ば
、
先
に
指
摘
し
た
如
く
、
「
新
鮮
な
も
の
」

・
「
未
知

な
も
の
」
に
対
し
て
、
基
本
的
に
は
使
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
巻
は
「
総
角
」
の
巻
で
あ
る
。
こ
の
巻
に
は
「
ゆ
か
し
」
の
用
語
は
四

個
所
に
わ
た
っ
て
表
わ
れ
る
。
そ
れ
を
逐
次
検
討
し
て
い
く
。

。
弁
参
り
て
、
「
い
と
あ
や
し
く
、
中
の
宮
は
い
づ
く
に
か
お
は
し
ま
す
ら

む
」
と
言
ふ
を
、
い
と
恥
づ
か
し
く
思
ひ
か
け
ぬ
御
心
地
に
、
い
か
な
り

き

の

ふ

け
ん
事
に
か
、
と
恩
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。
昨
日
の
た
ま
ひ
し
こ
と
を
思
し

出
で
て
、
姫
君
を
つ
ら
し
と
恩
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
明
け
に
け
る
光
に
つ

き
て
ぞ
、
壁
の
中
の
き
り
ぎ
り
す
這
ひ
出
で
た
ま
へ
る
。
思
す
ら
む
こ
と

の
い
と
い
と
ほ
し
け
れ
ば
、
か
た
み
に
も
の
も
言
は
れ
た
ま
は
ず
。
「
ゆ

か
し
げ
な
く
、
心
憂
く
も
あ
る
か
な
。
今
よ
り
後
も
心
ゆ
る
い
す
べ
く
も

あ
ら
ぬ
世
に
こ
そ
」
と
恩
ひ
乱
れ
た
ま
へ
り
。

こ
の
一
番
目
の
用
語
例
中
に
は
、
「
ゆ
か
し
げ
な
く
」
と
形
容
詞
の
連
用
形
で
、

否
定
の
形
で
表
わ
れ
る
。

語
義
を
考
察
す
る
と
、
諸
書
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
訳
を
見
る
。
「
源
氏
物
語
評

釈
』
に
は
、
「
ゆ
か
し
さ
も
な
く
し
」
と
あ
り
、
『
日
本
古
典
文
尚
早
全
集
』
に
は
、

「
あ
ら
わ
に
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
り
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
に
は
、

「
(
妹
の
姿
ま
で
す
っ
か
り
み
ら
れ
て
し
ま
っ
て
)
奥
ゆ
か
し
げ
も
な
く
」
と
そ

れ
ぞ
れ
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
こ
こ
で
は
逐
語
訳
的
に
考
え
て
、
現
代
語
の

「
ゆ
か
し
い
」
の
意
味
、
即
ち
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
が
示
す
よ
う
に
、

「
奥
ゆ
か
し
げ
も
な
く
」
と
解
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
「
・
;
:
:
、
中
の
君

が
ど
う
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
、
大
君
は
中
の
君
が
大
層
気
の
毒
な
の
で
、

お
互
い
に
物
も
言
え
な
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
『
(
中
の
君
だ
け
は
薫
に
も
見
せ

ず
に
し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
す
っ
か
り
見
ら
れ
て
し
ま
っ
て
)
奥

ゆ
か
し
げ
も
な
く
、
情
け
な
い
こ
と
に
な
っ
た
も
の
よ
、
こ
れ
か
ら
後
も
、
気

を
ゆ
る
し
で
は
な
ら
な
い
も
の
だ
』
と
思
い
悩
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
」
と

現
代
語
訳
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、
『
湖
月
抄
』
を
見
る
と
、
「
姫
君
の
心
也
。
随

分
中
君
を
ば
ゆ
か
し
げ
に
し
な
さ
ん
と
お
も
ふ
に
、
か
や
う
な
る
は
口
を
し
と

也
。
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
君
は
、
(
妹
の
姿
ま
で
す
っ
か
り
)
薫
に
見

ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ゆ
か
し
さ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
残
念
に

思
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
肯
定
的
に
考
え
る
な
ら
、
「
未
知
の
も
の
」

・
「
未
経
験

な
も
の
」
に
対
し
て
、
「
ゆ
か
し
」
は
使
わ
れ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
薫
か

ら
姫
に
向
け
ら
れ
た
意
識
と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
庇
護
者
的
立
場
に

あ
る
男
性
が
、
庇
護
下
に
あ
る
女
性
に
向
け
ら
れ
た
視
覚
的
意
識
と
い
え
よ
う
。

が
、
こ
れ
は
大
君
が
中
君
を
思
う
心
中
に
表
わ
れ
る
。

次
の
用
語
例
の
検
討
に
移
る
。

。
こ
な
た
か
な
た
ゆ
か
し
げ
な
き
御
こ
と
を
、
恥
づ
か
し
く
い
と
ど
見
た
ま

ひ
て
、
御
返
り
も
い
か
が
は
聞
こ
え
ん
、
と
思
し
わ
づ
ら
ふ
ほ
ど
、
御
使
、

ー
ν
ι
U
M
U
L
L

か
た
へ
は
、
逃
げ
隠
れ
に
け
り
。
あ
や
し
き
下
人
を
ひ
か
へ
て
ぞ
御
返
り

賜
ふ
。大

君
へ
だ
て
な
き
心
ば
か
り
は
通
ふ
と
も
な
れ
し
袖
と
は
か
け
じ
と
ぞ

恩
ふ

心
あ
わ
た
た
し
く
恩
ひ
乱
れ
た
ま
へ
る
な
ご
り
に
い
と
ど
な
ほ
な
ほ
し
き

を
、
思
し
け
る
ま
ま
と
待
ち
見
た
ま
ふ
人
は
、
た
だ
あ
は
れ
に
ぞ
思
ひ
な

さ
れ
た
ま
ふ
。
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二
番
目
の
用
語
例
に
は
、
「
ゆ
か
し
げ
な
き
」
と
形
容
詞
の
連
体
形
で
、

否
定

の
形
で
表
わ
れ
る
。

語
義
は
文
脈
に
即
し
て
考
え
、
「
奥
ゆ
か
し
そ
う
も
な
い
」
と
解
し
、

「
大
君

は
、
自
分
も
中
君
も
、
か
つ
て
薫
に
見
ら
れ
た
、
奥
ゆ
か
し
そ
う
も
な
い
御
事

を
、
恥
ず
か
し
く

一
層
御
覧
に
な
っ
て
、
御
返
事
も
何
と
申
し
上
げ
よ
う
、
と

思
い
悩
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
う
ち
に
、
お
使
い
の
何
人
か
は
逃
げ
て
姿
を
隠
し

て
し
ま
っ
た
。
卑
し
い
下
人
を
引
き
止
め
て
御
返
事
を
お
渡
し
に
な
る
。
:
:
:
。

」
と
現
代
語
訳
出
来
よ
う
。
こ
れ
は
、
用
語
例
の
一
番
目
に
関
連
し
、
薫
と
い

う
男
性
に
姉
妹
共
に
姿
を
顕
に
見
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
「
ゆ
か
し

げ
な
き
御
こ
と
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
「
ゆ
か
し
」
の
用
法

究
明
へ
の
一
つ
の
手
掛
り
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

当
時
、
女
性
が
男
性
に
顔
を
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
恥
ず
べ
き
こ
と
と
し
、
通

常
、
女
性
は
男
性
に
や
た
ら
に
顔
を
見
せ
な
い
。
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
面
に

お
い
て
は
、
姉
妹
二
人
共
、
薫
に
顕
に
顔
を
見
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
「
ゆ
か
し
げ
な
し
」
と
示
し
て
い
る
。
換
号一目す
れ
ば
、
「
ゆ
か
し
」
は
、
露

骨
に
見
え
る
物
に
は
基
本
的
に
は
使
わ
な
い
。
「
見
え
な
い
も
の
」
・
「
未
経
験

な
も
の
」
・
「
未
知
の
も
の
」
に
対
し
て
、
憧
慢
し
心
惹
か
れ
る
思
い
を
指
す
の

が
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
用
語
例
に
お
い
て
も
、
庇
護
的
立
場
に
あ
る
優

越
者
と
し
て
の
男
性
が
、
庇
護
下
に
あ
る
女
性
を
顕
に
実
見
し
た
こ
と
に
対
し

て
、
「
ゆ
か
し
げ
な
し
」
と
否
定
の
形
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

次
の
用
語
例
の
検
討
に
移
る
。

み

す

〈
ち

。
御
簾
か
け
か
へ
、
こ
こ
か
し
こ
か
き
払
ひ
、

岩
隠
れ
に
積
れ
る
紅
葉
の
朽

ば

や

り

み

づ

み

〈

さ

葉
す
こ
し
は
る
け
、
遣
水
の
水
草
払
は
せ
な
ど
ぞ
し
た
ま
ふ
。
よ
し
あ
る

さ
か
抱

く
だ
も
の
、
肴
な
ど
、
さ
る
べ
き
人
な
ど
も
奉
れ
た
ま
へ
り
。
か
つ
は
ゆ

か
し
げ
な
け
れ
ど
、
い
か
が
は
せ
む
、
こ
れ
も
さ
る
べ
き
に
こ
そ
は
、
と

思
ひ
ゆ
る
し
て
、
心
ま
う
け
し
た
ま
へ
り
。

こ
の
三
番
目
の
用
語
例
に
は
、

「
ゆ
か
し
げ
な
け
れ
」
と
、
巳
然
形
で
否
定
の

形
で
表
わ
れ
る
の
は
、
珍
し
く
全
用
語
例
中
、

こ
こ
一
個
所
の
み
で
あ
る
。

語
義
を
考
察
す
る
と
、
意
訳
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
考
え
ら
れ
よ
う
が、

こ
こ
で
逐
語
訳
的
な
解
釈
を
試
み
る
と
、
そ
の
範
囲
は
か
な
り
狭
め
ら
れ
、
文

脈
か
・
り
し
て
、

「
ゆ
か
し
」
を

「奥
ゆ
か
し
い
」
と
解
し
、
現
代
語
の

「
ゆ
か

し
い
」
に
つ
な
が
る
意
味
に
と
る
と
文
意
は
通
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
ゆ
か

し
げ
な
け
れ
(
ど
と
は
、
「
奥
ゆ
か
し
さ
は
な
い
け
れ
ど
も
」
と
解
し
、
「:::。

(
こ
う
何
も
か
も
薫
に
頼
る
の
は
)
一
方
で
は
、
奥
ゆ
か
し
さ
は
な
い
け
れ
ど

も
、
ど
う
し
よ
う
、
こ
れ
も
前
世
か
ら
の
宿
縁
な
の
だ
ろ
う
と
、
大
君
は
あ
き

ら
め
て
、
心
積
り
を
な
さ
れ
た
。
」
と
現
代
語
訳
出
来
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
、
何
も
か
も
積
極
的
に
露
骨
な
態
度
で
薫
に
頼
る
の
は
、

「
ゆ
か

し
げ
な
け
れ

(
ど
と
と
表
わ
し
て
い
る
。
特
に
大
君
と
い
う
な
ま
め
か
し
い

女
性
が
薫
と
い
う
高
貴
な
男
性
に
接
す
る
態
度
と
し
て
は
、
「
ゆ
か
し
さ
」
が

な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
態
度
や
気
持
ち
を
積
極
的
に
露
骨

に
表
わ
し
た
醜
さ
に
は
「
ゆ
か
し
さ
」
は
な
い
。
む
し
ろ
、
態
度
や
気
持
ち
の

醜
さ
を
包
み
隠
し
、
は
っ
き
り
顕
に
外
に
表
わ
さ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
消
極
的

で
慎
ま
し
や
か
な
控
え
目
な
態
度
に
対
し
て

「
ゆ
か
し
さ
」
は
あ
る
。
特
に
高

貴
な
女
性
の
振
舞
い
や
態
度
は
こ
う
い

っ
た

「
ゆ
か
し
き
美
」
が
備
わ
っ

て
い

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
ゆ
か
し
」
の
用
法
は
是
認
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
本
用
語

例
の
検
討
に
戻
る
が
、

「
ゆ
か
し
き
美
」
が
備
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
大
君
の
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思
い
な
れ
ば
こ
そ
、
「
(
こ
う
何
も
か
も
薫
に
頼
る
の
は
)
一
方
で
は
、
奥
ゆ
か

し
さ
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
よ
う
、
:
::。」

と
思
案
を
調
明
か
せ
て
い
る
。

大
君
に
と
っ
て
薫
は
後
見
人
的
立
場
に
あ
る
。
そ
の
相
手
に
対
し
て
、
何
も
か

も
世
話
を
受
け
る
こ
と
を
「
ゆ
か
し
げ
な
け
れ
(
ど
)
L

と
心
を
混
乱
さ
せ
て

い
る
。
大
君
の
陰
性
的
心
理
が
察
知
出
来
る
。
ま
た
、
こ
の
思
案
は
未
経
験
の

こ
と
に
対
し
て
、
心
を
惑
わ
せ
て
い
る
と
い
え
る
。

次
の
用
語
例
を
検
討
し
て
い
く
。し

と

る

よ

も

。
風
の
い
と
は
げ
し
け
れ
ば
、
蔀
お
ろ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
四
方
の
山
の
鏡
と

み

ぎ

悼

み

が

見
ゆ
る
汀
の
氷
、
月
影
に
い
と
お
も
し
ろ
し
o'
京
の
家
の
限
り
な
く
と
磨

く
も
、
え
か
う
は
あ
ら
ぬ
は
や
、
と
お
ぼ
ゆ
。
わ
づ
か
に
生
き
出
で
で
も

の
し
た
ま
は
ま
し
か
ば
、
も
ろ
と
も
に
聞
こ
え
ま
し
、
と
恩
ひ
つ
づ
く
る

ぞ
、
絢
よ
り
あ
ま
る
心
地
す
る
。

薫
恋
ひ
わ
び
て
死
ぬ
る
く
す
り
の
刷
州
川
剖
に
雪
の
山
に
や
町
慨
を
仲
な

』
広
?
し

は

か

ば

げ

半
な
る
偏
教
へ
む
鬼
も
が
な
、
こ
と
つ
け
て
身
も
投
げ
む
、
と
思
す
ぞ
、

ひ
じ
り
ご
こ
ろ

心
き
た
な
き
聖
心
な
り
け
る
。

こ
れ
は
四
番
目
の
用
語
例
で
、
「
総
角
」
の
巻
の
最
後
に
当
た
り
、

「ゆ
か
し
き
」

と
形
容
詞
の
連
体
形
で
歌
の
中
に
表
わ
れ
る
。

こ
の
第
三
句
の

「
ゆ
か
し
き
(
に
こ
の
意
義
を
、
歌
意
か
ら
考
察
す
る
と
、

あ
ま
り
多
様
な
解
釈
は
成
り
立
た
ず
、
「
ゆ
か
し
」
本
来
の
意
義
の
基
盤
の
も

と
に
、
「
欲
し
い
(
の
で
)
」
と
解
し
て
ほ
と
ん
ど
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
6

歌

意
は
「
大
君
の
恋
し
さ
に
堪
え
か
ね
て
、
死
ぬ
薬
が
欲
し
い
の
で
、

雪
の
山
に

で
も
入
っ
て
、
姿
を
消
し
て
し
ま
お
う
か
し
ら
」
薫
が
眼
前
の
雪
山
を
見
て
、

薬
草
が
多
い
と
さ
れ
て
い
た
雪
山

(ヒ
マ
ラ
ヤ
山
)
に
は
、
死
ぬ
薬
も
あ
る
で

あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
が
欲
し
い
気
持
ち
を
歌
に
託
し
た
も
の
で
あ
る
。
薫
が
身

を
投
げ
た
い
程
、
恋
に
苦
し
ん
で
い
る
様
子
が
伺
わ
れ
る
が
、
こ
の
歌
の
核
心

は
「
ゆ
か
し
き
に
」
と
い
う
強
い
欲
求
の
部
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ

も

「ゆ
か
し
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
散
文
に
は
豊
富
に
見
ら
れ
活
発
な
活
動
を

見
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
中
に
は
あ
ま
り
例
を
見
な
い
。
恐
ら
く
歌

語
と
し
て
は
十
分
に
適
合
せ
ず
じ
ま
い
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
傾
向
に
あ
る
の
に
、

こ
の

「ゆ
か
し
」
と
い
う
形
容
詞
語
集
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
歌
の
中
に
感
情
の

盛
り
上
が
り
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
よ
ほ
ど
死
ぬ
薬
を
求
め
た
い
と

い
う
欲
求
が
強
い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
『
源
氏
物
語
阻
』
に
は
、
全

般
的
に
形
容
詞
が
多
用
さ
れ
て
い
る
関
係
も
あ
っ
て
か
、
あ
ま
り
歌
に
用
い
ら

れ
て
な
い

「
ゆ
か
し
」
と
い
う
語
震
が
、
こ
の
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「
ゆ
か
し
」
と
い
う
欲
求
の
表
白
が
、

表
現
の
中
核
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の
歌

に
は
、
必
要
か
つ
適
合
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
本
用
語
例
中
の
「
ゆ
か
し
」
の
用
法
は
、
求
め
る
こ
と
が
不
可
能
な

未
知
の
も
の
に
対
し
て
、
心
が
強
く
惹
か
れ
て
い
る
。
そ
の
心
裡
に
は
、
落
ち

着
か
な
い
陰
性
心
情
が
察
知
出
来
る
。

以
上
、

「総
角
」
の
巻
の
用
語
例
を
検
討
し
て
き
た
結
果
、
四
例
中
コ一
例
が
、

「
ゆ
か
し
げ
な
く
」
・
「
ゆ
か
し
げ
な
き
」
・
「
ゆ
か
し
げ
な
け
れ
」
と
、

「ゆ
か
し

+
げ
+
な
し
」
の
三
個
の
意
義
的
単
位
を
接
合
し
一
語
的
な
語
感
で
、
否
定
表

現
を
な
し
て
い
る
。
語
義
は
先
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、

三
例
と
も
現
代
語

の
「
ゆ
か
し
い
」
・
「
奥
ゆ
か
し
い
」
に
つ
な
が
る
意
味
の
、

「
奥
ゆ
か
し
げ
も

な
い
」
と
解
す
る
の
が
文
脈
的
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一 16-
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こ
の
よ
う
に
「
総
角
」
の
巻
に
お
い
て
は
、

三
例
と
も
同
じ
よ
う
に
否
定
表
現

で
、
同
一
的
意
味
を
用
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
偶
然
性
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
、
意
識
的
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
興
味
を
示
す
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
長
大
な
『
源
氏
物
語
』
も
後
半
部
に
な
っ

て
く
る
と
、

「
ゆ
か
し
」

本
来
の
意
義
か
ら
派
生
し
た
意
義
や
用
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い

る
の
は
、
時
代
の
推
移
を
感
じ
さ
せ
る
む
き
も
あ
る
。

で
は
、
こ
の
三
例
の
用
法
を
ま
と
め
る
と
、
薫
と
い
う
庇
護
者
的
立
場
の
男

性
に
、
庇
護
下
に
あ
る
女
性
で
あ
る
姫
君
達
の
顔
を
顕
に
見
ら
れ
て
し
ま

っ
た

こ
と
、
ま
た
、
大
君
が
薫
に
何
も
か
も
遠
慮
な
く
露
骨
な
態
度
で
薫
に
頼
る
醜

さ
を
、
「
ゆ
か
し
げ
な
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
否
定
表
現
を
逆
に
肯
定
的

に
考
え
る
こ
と
が

「
ゆ
か
し
」
の
用
法
解
決
へ

の一

つ
の
手
掛
り
と
な
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
結
局
、
露
骨
に
見
え
る
物
ゃ
、
何
も
か
も
積
極
的
に
露
骨
な

態
度
や
気
持
ち
を
表
わ
し
た
醜
さ
に
は
「
ゆ
か
し
さ
」
は
な
く
、
「
未
知
な
こ

と
」
・
「
未
経
験
な
こ
と
」
を
憧
憶
す
る
気
持
ち
ゃ
、
露
骨
な
態
度
や
気
持
ち
の

醜
さ
を
包
み
隠
し
、
消
極
的
で
慎
ま
し
や
か
な
控
え
目
な
態
度
に
対
し
て
、

「
ゆ
か
し
」
は
使
わ
れ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
辺
り
に
な
っ
て
く
る

と
、
「
ゆ
か
し
」
に

「見
た
い
」

・
「聞
き
た
い
」
・

「
知
り
た
い
」
等
の
感
覚
的

欲
求
の
他
に
、

「奥
ゆ
か
し
い
」
美
的
条
件
が
包
含
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
こ
と
が
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。

以
上
、
「
総
角
」
の
巻
の
用
語
例
付

-u・

日間
に
つ
い
て
、

一
括
し
て
ま
と
め
て
き
た
が
、
も
う
一
例
、
用
語
例
同

に
つ

い
て
ま
と
め
を
し
て
お
く
。

歌
の
第
三
句
目
に

「
ゆ
か
し
き
(
に
ご
と
用
い
ら
れ
て
い
る
意
義
に

つ
い

て
は
、
先
に
示
し
た
が
、
「
ゆ
か
し
」
本
来
の
意
義
素
の
も
と
に
、
「
欲
し
い

(
の
で
)
」
と
解
し
、
未
知
の
物
を
欲
求
し
て
い
る
が
、
得
る
事
が
不
可
能
で
あ

る
と
知
り
つ
つ
強
い
願
望
で
も
っ
て
歌
中
に
そ
の
気
持
ち
を
託
し
て
い
る
。
こ

の
「
ゆ
か
し
」
と
い
う
感
情
の
盛
り
上
が
り
の
心
複
に
は
、
不
安
定
な
陰
性
的

な
心
情
を
伴
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う。

こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
く
る
と
、
「
ゆ
か
し
」
と
い
う
欲
求
に
は、

多

く
不
安
定
な
心
の
動
揺
を
伴
う
こ
と
が
知
れ
て
き
た
。

で
は
次
の
巻
の
検
討
に
移
る
。
「
早
蕨
」
の
巻
で
は
、

「
ゆ
か
し
」

の
用
語
例

は

一
例
の
み
見
当
た
る
。
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

。
二
月
の
朔
日
ご
ろ
と
あ
れ
ば
、
ほ
ど
近
く
な
る
ま
ま
に
、
花
の
木
ど
も
の

け
し
き
ば
む
も
残
り
ゆ
か
し
く
、
峰
の
霞
の
た
つ
を
見
棄
て
ん
こ
と
も
、

と

こ

よ

お
の
が
常
世
に
て
だ
に
あ
ら
ぬ
旅
寝
に
て
、
い
か
に
は
し
た
な
く
人
笑
は

れ
な
る
事
も
こ
そ
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
つ
つ
ま
し
く
、
心
ひ
と

つ
に
思
ひ
明

か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。

こ
の
用
語
例
に
は
、
「
ゆ
か
し
く
」
と
形
容
詞
の
連
用
形
で
表
わ
れ
る。

語
義
は
文
脈
に
沿
っ
て
考
察
す
る
と
、
多
様
な
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
。
因
に

諸
書
の
解
釈
を
見
て
み
る
と
、
『
源
氏
物
語
評
釈
』
や
『
新
潮
日
本
古
典
集
成』

に
は
、
「
気
に
な
っ
て
」
と
訳
さ
れ
、

『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
は
、

「
奮
が

ふ
く
ら
む
の
を

『
け
し
き
ば
む
』
と
し
た
の
に
対
し
て
、
『
残
り
』
は
開
花
す

る
さ
ま
を
さ
す。」

と
あ
り
、
こ
の

「残
り
ゆ
か
し
く
」
の
個
所
を
、

「心
残
り

が
し
て
」
と
い
う
よ
う
に
心
情
的
な
訳
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

『
日
本
古
典
文

学
大
系
』
に
は
、

「見
た
く」

と
感
覚
面
か
ら
捉
え
た
訳
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、

「
知
り
た
く
」

・
「待
ち
遠
し
く」

・
「心
惹
か
れ
」
等
の
意
味
に
解
し

て
も
文
意
は
通
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
用
語
例
中
の

「
ゆ
か
し
」
は
、
文
脈
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に
沿
っ
て
考
え
た
場
合
、
多
様
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
等
は
す
べ

て
、
庭
の
花
の
普
が
開
花
す
る
有
様
に
寄
せ
る
好
奇
心
の
基
盤
の
上
に
解
釈
が

成
り
立
つ
。
こ
の
多
様
な
意
義
の
う
ち
、
今
回
こ
こ
で
は
、
「
ゆ
か
し
」

本
来

の
意
義
で
あ
る

「見
た
く
」
と
捉
え
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
「
引
越
は
二
月

の
初
め
ご
ろ
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
庭
の
花
の

木
々
の
奮
が
ふ
く
ら
ん
で
く
る
に
つ
け
て
も
、
咲
き
匂
う
有
様
が
見
た
く
、
峰

の
霞
の
た
つ
の
を
見
捨
て
て
行
く
の
も
:
:
:
」
と
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

も
示
す
よ
う
現
代
語
訳
し
て
お
き
た
い
。
中
の
君
は
引
越
す
る
時
期
が
近
づ
く

に
つ
れ
て
、
庭
の
木
の
花
に
好
奇
心
を
寄
せ
て
い
る
。
開
花
す
る
花
の
美
し
さ

を
憧
慣
し
、
待
ち
望
む
陽
性
心
理
が
一
瞬
働
く
が
、
そ
の
花
の
美
し
さ
も
見
ら

れ
ず
、
立
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
思
う
と
心
残
り
が
す
る
陰
性
心
理
が
働

い
た
り
、
心
が
落
ち
着
か
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、
未
知
の
美
し
い
物
を
憧
慢
す
る
気

持
ち
か
ら
、
「
見
た
い
」
と
い
う
欲
求
が
働
き
、
そ
の
心
裡
に
は
不
安
定
心
を

伴
う
こ
と
が
い
え
る
。

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
椎
本
」
の
巻
か
ら
「
早
蕨
」
の
巻
ま
で
の

「
ゆ
か
し
」
の
用
語
例
を
検
討
吟
味
し
て
き
た
。
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