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一、

w
弁
内
侍
日
記
』
の
表
現
と
そ
の
問
題
点

　
　
　
　
　
　
1

　
中
世
女
流
日
記
は
、
中
古
の
作
品
と
比
較
す
る
と
一
段
価
値
の
低
い
も
の
と
、

従
来
、
認
識
さ
れ
て
き
た
。
中
で
も
『
弁
内
侍
日
記
』
は
、
『
中
務
内
侍
日
記
』

と
並
ん
で
評
価
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
文
芸
性
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、

こ
の
作
品
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
近
年
、
今
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

敏
子
氏
ら
に
よ
る
評
価
の
見
直
し
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
作
品
の

表
現
面
で
気
付
い
た
、
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
『
弁
内
侍
日
記
』
の
研
究
は
、
池
田
亀
鑑
氏
の
、
「
微
笑
の
文
学
」
と
の
記
述
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ら
始
ま
っ
た
。
大
内
摩
耶
子
氏
、
今
関
敏
子
は
、
こ
の
作
品
が
「
お
も
し
ろ
し
」

「
を
か
し
」
と
い
っ
た
、
明
る
く
肯
定
的
な
感
情
を
示
す
形
容
詞
を
多
用
し
て
い

る
こ
と
を
述
べ
、
今
関
氏
は
、
こ
の
こ
と
が
「
作
者
の
性
格
の
反
映
で
あ
り
、
作

苗
日±

井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
4
）

品
を
明
る
い
も
の
に
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

　
作
品
の
素
材
は
、
確
か
に
明
る
い
も
の
が
多
い
。

草
帝
の
即
位
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

血
ノ、

夫

例
え
ば
、
第
二
段
は
「
御
深

　
三
月
十
一
日
、
官
庁
に
て
御
即
位
。
は
る
の
日
も
こ
と
に
う
ら
・
か
な
り

し
に
、
さ
ま
ぐ
の
ぎ
し
き
ど
も
、
い
は
ん
か
た
な
く
め
で
た
し
。

（
以
下
、
引
用
は
今
関
敏
子
編
『
校
注
　
弁
内
侍
日
記
』
に
よ
る
）

の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
め
で
た
い
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
天
候

は
、
記
録
に
よ
る
と
、
大
雨
が
あ
り
、
大
風
が
吹
き
、
と
て
も
「
う
ら
ら
か
な
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
小
林
智
昭
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
小
林
氏
は
、
弁
内
侍
が
天
候
が
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
「
あ
ま
り

に
も
お
さ
な
く
無
心
で
」
あ
っ
た
か
ら
、
作
品
も
明
る
く
無
邪
気
な
も
の
に
な
っ

た
と
見
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
し
か
し
、
松
本
寧
至
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
「
弁
内
侍
は
め
で
た
い
こ
と

一
一
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を
書
く
の
が
仕
事
で
あ
っ
た
」
訳
で
あ
る
か
ら
、
「
天
候
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
お

さ
な
い
」
人
間
で
あ
っ
た
と
は
一
概
に
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
め
で
た

さ
」
の
た
め
に
悪
天
候
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
な
所
で
は
な
い
か
。

（
池
田
亀
鑑
氏
の
説
以
降
、
「
弁
内
侍
は
日
記
執
筆
時
に
少
女
だ
っ
た
」
と
見
る

向
き
が
一
部
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
森
田
兼
吉
氏
は
、
こ
の
作
品
に
は
「
弁
内
侍
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

三
十
代
の
人
生
が
描
か
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
。

　
こ
の
よ
う
に
弁
内
侍
は
、
宮
廷
讃
美
を
目
的
と
し
て
、
作
品
の
印
象
を
明
る
い

も
の
に
す
る
た
め
に
意
図
的
に
記
述
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
用
語
と
い
う
観
点
で
、
も
う
一
度
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
形
容

詞
に
つ
い
て
は
先
学
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、
「
主
に

形
容
語
を
修
飾
す
る
程
度
副
詞
の
使
い
方
」
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

主に形容語を修飾する程度副詞の用

例数

表1

い い い げ こ ま
と と と に と こ

い ど に と

と に

弁内侍 95 6 3 7 51 11

中務内侍（8） 14 0 2 14 13 3

かげろふ（9） 436 0 19 18 10 2

和泉式部（10 67 0 2 7 3 3

紫式部（11） 148 0 7 6 17 5

更級（la 95 0 4 7 2 3

讃岐典侍（13 31 0 9 9 3 10

たまきはる⑭ 4 0 5 0 6 15

うたたね（19 37 0 7 2 0 1

十六夜⑯ 44 0 7 0 3 1

竹むきが記（助 101 0 6 0 6 9

　
表
1
に
中
世
・
中
古
の
他
の
女
流
日
記
と
の
比
較
で
示
し
た
が
、

記
』
で
ま
ず
目
立
つ
の
は
、
「
こ
と
に
」
の
多
用
で
あ
る
。

『
弁
内
侍
日

①
五
月
の
廿
日
あ
ま
り
、
有
明
の
月
く
ま
な
く
て
、

　
に
、
（
七
段
）

こ
と
に
お
も
し
ろ
く
侍
し

分
量
的
に
は
小
品
と
い
え
る
、
こ
の
作
品
で
の
使
用
例
の
多
さ
は
か
な
り
目
立
つ

も
の
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
後
で
も
う
一
度
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
も
う

一
つ
『
中
務
内
侍
日
記
』
と
比
較
し
て
目
立
つ
の
は
「
い
と
」
の
使
用
数
で
あ
る
。

た
だ
、
「
い
と
」
は
「
こ
と
に
」
と
違
っ
て
、
他
の
作
品
で
も
使
用
例
は
多
い
。

そ
こ
で
、
試
み
に
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
上
の
部
で
の
「
い
と
」
の
用
い
方
と
『
弁

内
侍
日
記
』
で
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
る
。

　
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
上
で
は
「
い
と
」
は
8
6
例
、
『
弁
内
侍
日
記
』
で
は
、

「
い
と
い
と
」
6
例
を
含
め
る
と
1
0
1
例
「
い
と
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

「
い
と
」
の
被
修
飾
語
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
（
2
例
以
下
省
略
）

びくあをおかあ
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『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
で
・
「
い
と
あ
は
れ
な
り
」
と
い
う
表
現
が
比
較
的
多
い
の

に
対
し
て
、
『
弁
内
侍
日
記
』
で
の
「
い
と
お
も
し
ろ
し
」
と
い
う
表
現
の
多
用

が
特
に
目
立
つ
。
こ
の
ほ
か
、
明
る
く
肯
定
的
な
気
分
を
示
す
表
現
が
多
い
の
が

『
弁
内
侍
日
記
』
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
の
よ
う

な
表
現
の
多
用
で
、
「
明
る
さ
」
「
無
邪
気
さ
」
と
い
っ
た
も
の
が
印
象
づ
け
ら
れ

て
い
る
訳
で
あ
る
。
「
無
邪
気
さ
」
は
、
作
者
が
意
図
的
に
印
象
付
け
よ
う
と
し

た
も
の
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
弁
内
侍
は
め
で
た
い
こ
と
を
書
く
の

が
仕
事
だ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
「
明
る
さ
」
は
、
作
者
が

宮
廷
讃
美
の
た
め
に
意
図
的
に
印
象
付
け
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意

図
は
成
功
し
て
い
る
と
見
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
・

　
ま
た
、
同
じ
形
の
表
現
の
多
用
を
「
お
さ
な
さ
」
と
決
め
つ
け
る
訳
に
は
行
か

な
い
で
あ
ろ
う
。
「
め
で
た
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
あ
え
て
同
じ
形
を
繰
り
返
し

て
用
い
た
」
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
、

　
廿
日
は
り
ん
じ
の
御
む
ま
御
ら
ん
也
。
さ
き
ぐ
は
、
た
“
め
ぶ
が
ひ
き

わ
た
し
た
る
ば
か
り
に
て
あ
り
し
に
、
御
随
身
か
ね
み
ね
に
あ
げ
さ
せ
て
御

ら
ん
ぜ
し
、
い
と
を
も
し
ろ
し
。
公
卿
は
万
里
こ
う
ち
の
大
納
言
ぞ
候
給
し
。

け
づ
け
中
将
す
ゑ
ざ
ね
。
庭
の
月
か
げ
い
と
を
も
し
ろ
く
て
、
（
八
十
六
段
）

と
、
同
じ
段
で
続
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
表
現
上
、
「
無
神
経
」
だ
と
批

判
を
受
け
て
も
や
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
め
で
た
さ
」
を
印
象
付
け
る
た
め

で
は
あ
っ
て
も
、
少
し
「
表
現
力
が
未
熟
だ
」
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
文
章

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
「
無
邪
気
さ
」
と
い
う
印
象
を
与
え
る
一
要
因

に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
、
「
こ
と
に
」
の
多
用
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　
「
こ
と
に
」
は
全
部
で
5
1
例
み
え
る
が
、
「
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
」
の
例
は
8

例
（
七
十
段
の
「
こ
と
に
さ
え
て
お
も
し
ろ
し
」
の
例
を
含
め
て
も
9
例
）
で
あ

り
、
「
い
と
お
も
し
ろ
し
」
の
よ
う
に
反
復
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
「
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
」
も
次
の
よ
う
に
、

　
は
な
ざ
か
り
こ
と
に
お
も
し
ろ
か
り
し
に
、
た
め
う
ち
の
中
将
奉
行
に
て
、

御
ま
り
あ
り
。
花
山
ゐ
ん
の
大
納
言
、
冷
泉
大
納
言
、
万
里
こ
う
ち
の
大
納

言
、
左
衛
門
督
、
右
衛
門
督
、
す
け
ひ
ら
、
き
ん
た
“
、
た
め
う
ち
、
た
め

の
り
、
た
か
行
。
ひ
く
れ
か
・
る
程
、
こ
と
に
お
も
し
ろ
く
侍
し
か
ば
、
（
八

十
七
段
）

同
じ
段
で
続
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
「
幼
稚
だ
」
「
下
手
だ
」
と
い

う
よ
う
な
印
象
を
持
つ
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
こ
の
ほ
か
百
二
十

五
段
で
も
「
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
」
が
続
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
用
語
・
表
現
も
作
品
を
「
幼
稚
」
だ
と
感
じ
さ
せ
る
一
要
因
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
3

　
『
弁
内
侍
日
記
』
が
明
る
く
好
ま
し
い
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る

所
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
弁
内
侍
が
宮
廷
讃
美
の
た
め
に
、
作
品
を
明
る
い
印
象
の

＝
二
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も
の
に
し
よ
う
と
意
図
的
に
記
述
を
行
っ
た
こ
と
も
、
特
質
と
し
て
認
め
る
べ
き

点
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
中
世
の
美
意
識
を
感
じ
さ
せ
る
「
荒
涼

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

さ
へ
の
注
目
」
と
い
う
点
も
、
一
方
で
は
『
弁
内
侍
日
記
』
の
特
徴
と
し
て
挙
げ

ら
れ
、
特
質
と
し
て
数
え
る
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
評
価
す
べ
き
点
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
無
邪
気
」

で
「
お
さ
な
い
」
作
品
と
の
み
見
ら
れ
、
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

の
は
、
同
じ
箇
所
に
同
じ
表
現
を
繰
り
返
す
と
い
う
、
表
現
上
の
配
慮
の
な
さ
が

災
い
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
少
な
く
と
も
、
低
評
価
に
つ
な
が
る
一
要
因
に

は
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
所
で
あ
る
。

一一

A
『
中
務
内
侍
日
記
』
の
表
現
の
問
題
点

　
　
　
　
　
　
1

　
『
中
務
内
侍
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
岩
佐
美
代
子
氏
に
よ
る
本
文
の
制

　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

定
や
新
し
い
解
釈
、
寺
島
恒
世
氏
に
よ
る
新
し
い
視
点
か
ら
の
読
み
等
が
示
さ
れ
、

再
評
価
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
従
前
の
低
評
価
を
招
い
た
一
要
因
と
し
て
の
、
こ
の
作
品
に
お
け

る
表
現
の
問
題
点
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
2

　
『
中
務
内
侍
日
記
』
の
表
現
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
内
摩
耶
子
氏
に

　
　
　
（
2
4
）

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
氏
の
考
察
は
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
扶
桑
拾
葉

集
本
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
岩
佐
氏
の
主
張
す
る
彰
考
館
本
で
見
る
と
、

一
四

大
内
氏
の
考
察
は
有
効
性
を
失
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
大
内
氏
が
指
摘
さ
れ

た
点
な
ど
を
中
心
に
、
「
表
現
の
ま
ず
さ
」
に
つ
い
て
彰
考
館
本
で
確
認
し
て
い

き
た
い
。

　
ま
ず
、
二
十
一
段
で
あ
る
が
、
大
内
氏
に
よ
っ
て
「
あ
は
れ
」
が
繰
り
返
し
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
段
で
あ
る
。

　
同
じ
き
十
三
日
、
播
磨
の
中
将
、
日
ご
ろ
の
わ
づ
ら
ひ
重
く
な
り
て
、
今

は
た
の
み
な
く
な
ん
と
き
く
。
あ
は
れ
に
悲
し
き
を
、
思
ひ
な
が
ら
今
ま
で

と
は
ぬ
お
こ
た
り
も
う
た
て
く
て
、

　
　
い
か
に
し
て
し
ば
し
こ
の
世
に
影
と
め
ん

　
　
わ
か
れ
ん
こ
と
の
悲
し
く
も
あ
る
か
な

　
　
か
ぎ
り
な
く
あ
は
れ
と
の
み
は
な
げ
け
ど
も

　
　
い
は
ね
ば
人
の
し
ら
ず
ぞ
あ
る
ら
ん

　
「
あ
る
か
な
き
か
の
や
う
に
て
、
う
き
身
、
世
に
か
げ
と
ど
む
べ
き
こ
こ

ち
せ
ぬ
心
ぼ
そ
さ
は
、
た
だ
思
ひ
や
れ
」

と
い
へ
ば
、

　
　
い
さ
や
げ
に
あ
は
れ
悲
し
と
思
ひ
け
る

　
　
心
の
ほ
ど
も
今
こ
そ
は
し
れ

こ
と
わ
り
も
げ
に
と
悲
し
く
あ
は
れ
な
り
。
こ
よ
ひ
は
十
三
夜
ぞ
か
し
。
御

会
あ
れ
ど
も
ま
じ
ら
ね
ば
、
あ
は
れ
に
、
い
つ
し
か
、
こ
の
世
な
が
ら
あ
ら

ま
し
か
ば
の
悲
し
さ
も
、
や
う
や
う
人
々
あ
は
れ
が
る
。

（
以
下
、
引
用
は
小
久
保
崇
明
編
『
水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
本
　
中
務
内
侍

日
記
ー
本
文
篇
ー
』
に
よ
る
）
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大
内
氏
は
、

こ
の
場
合
「
あ
は
れ
な
り
」
を
用
い
る
必
然
性
は
確
か
に
あ
り
得
る
の
で
、

尤
な
事
と
理
解
は
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
同
語
を
く
り
返
し
用
い
る
と

い
う
愚
策
よ
り
他
に
表
現
の
方
法
を
持
合
わ
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
他
に
適
当
な
語
は
い
く
ら
で
も
あ
る
筈
と
思
わ
れ
る
。
用
語
を
何
回
も

く
り
か
え
し
用
い
る
と
い
う
無
神
経
、
用
語
に
対
す
る
配
慮
の
な
さ
、
感
覚

の
に
ぶ
さ
が
思
わ
れ
る
。

と
し
て
い
る
が
、
事
情
は
彰
考
館
本
本
文
に
よ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
「
あ
は
れ
」
だ
け
で
な
く
「
か
な
し
」
も
反
復
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

ま
た
、
三
十
四
段
で
は
、

（
略
）
男
に
は
左
中
将
た
め
か
ぬ
ば
か
り
な
り
。
警
護
の
す
が
た
に
て
参
り

た
る
い
と
や
さ
し
く
み
ゆ
。
権
大
納
言
の
す
け
殿
、
新
宰
相
殿
、
女
房
三
人
、

男
三
人
、
数
に
も
れ
ぬ
身
、
わ
れ
な
が
ら
嬉
し
う
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
還
御
は

ほ
の
ぼ
の
と
あ
く
る
ほ
ど
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
雪
う
ち
は
ら
ふ
警
護
の
す
が
た

ど
も
、
や
さ
し
く
お
も
し
ろ
く
見
え
た
り
。

と
「
や
さ
し
く
み
ゆ
」
と
い
う
表
現
が
反
復
使
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
七
十

一
段
で
も
、

と

（
略
）
物
の
ね
す
み
の
ぼ
り
て
玄
上
の
御
ば
ち
お
と
こ
と
に
ひ
び
き
の
ぼ
り

て
、
和
琴
の
し
ら
べ
、
本
末
の
拍
子
に
合
せ
て
か
き
な
す
、
お
も
し
ろ
く
や

さ
し
き
に
、
ふ
る
め
か
し
な
ど
申
す
も
お
ろ
か
な
り
。
や
そ
ぢ
に
あ
ま
り
た

る
さ
ね
き
よ
の
二
位
の
声
の
色
む
か
し
ゆ
か
し
く
お
ぽ
ゆ
。
時
々
き
え
か
へ

り
て
、
年
の
し
る
し
と
、
か
す
か
な
る
を
り
に
も
、
玄
上
の
御
ば
ち
お
と
に

ま
ぎ
れ
て
、
お
も
し
ろ
く
や
さ
し
く
聞
ゆ
。
や
う
や
う
御
神
楽
も
は
つ
れ
ば

空
も
あ
け
ぬ
。
神
祇
官
も
こ
と
に
近
け
れ
ば
納
受
し
給
ふ
ら
ん
と
お
ぼ
え
て

心
の
う
ち
に
、

　
　
君
が
世
を
ち
よ
の
は
じ
め
と
い
の
る
か
な

　
　
神
の
つ
か
さ
の
ち
か
き
た
よ
り
に

御
神
楽
は
て
ぬ
れ
ば
人
々
禄
た
ま
は
り
て
い
で
ぬ
。
小
忌
の
す
が
た
、
あ
く

る
日
影
に
か
か
や
き
て
や
さ
し
く
見
ゆ
。

「
や
さ
し
」
が
反
復
使
用
さ
れ
て
い
る
。
大
内
氏
は
、

同
じ
部
所
に
同
じ
形
容
詞
を
繰
返
し
用
い
る
愚
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
適

当
な
用
語
が
外
に
あ
り
得
よ
う
に
と
無
神
経
さ
の
ほ
ど
が
歎
か
れ
る
し
、
持

前
の
語
彙
の
貧
弱
さ
が
嘆
ぜ
ら
れ
る
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
、

極
言
す
れ
ば
達
意
の
文
章
す
ら
書
け
て
い
な
い
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
五

さ
し
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た
る
文
才
も
な
く
、
根
本
的
に
は
緻
密
な
思
考
力
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
事
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
，

と
断
じ
て
い
る
が
、
や
は
り
彰
考
館
本
本
文
に
よ
っ
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
同
じ
箇
所
に
同
じ
表
現
を
重
ね
る
と
い
う
、
文
章
の
下
手
さ
は
、
『
弁
内
侍
日
記
』

の
場
合
と
同
様
、
こ
の
作
品
の
低
評
価
に
つ
な
が
る
一
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。　

　
　
　
　
　
3

　
岩
佐
美
代
子
氏
は
、
『
中
務
内
侍
日
記
』
が
『
源
氏
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

強
い
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
先
行
作
品
の
影
響
を
受
け
た
こ

と
が
直
ち
に
作
品
の
高
評
価
に
つ
な
が
る
訳
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
作
品
そ
れ

自
体
の
出
来
で
評
価
を
計
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
『
中
務
内
侍
日
記
』
の
出
来

に
は
疑
問
符
を
打
た
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
寺
島
恒
世
氏
は
、
こ
の
作
品
が
「
基
調
に
哀
愁
を
漂
わ
せ
る
」
の
は
「
叙

景
の
た
め
の
一
手
段
」
で
あ
り
、
「
風
景
描
写
は
、
京
極
派
和
歌
の
出
発
に
立
ち
会
っ

た
作
者
が
そ
の
歌
風
の
生
成
過
程
を
書
き
留
め
よ
う
と
す
る
意
図
に
発
し
て
い

　
　
　
　
　
（
2
6
）

た
」
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
点
に
『
中
務
内
侍
日
記
』
の
特
質
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、

相
当
に
作
品
を
読
み
込
ま
ね
ば
、
こ
う
い
っ
た
特
質
に
は
気
づ
か
な
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
用
語
を
何
度
も
繰
り
返
す
と
い
う
「
表
現
の
下
手
さ
」

一
六

に
は
一
見
し
て
気
が
つ
く
訳
で
、
も
う
少
し
表
現
に
対
じ
て
配
慮
が
有
っ
た
ら
、

評
価
も
ま
た
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
惜
し
ま
れ
る
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
、
ま
　
と
　
め

　
本
稿
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

○
『
弁
内
侍
日
記
』
『
中
務
内
侍
日
記
』
共
に
す
ぐ
れ
た
点
は
あ
る
の
だ
が
、

　
表
現
に
対
す
る
配
慮
の
な
さ
、
文
章
力
の
乏
し
さ
が
最
初
に
目
に
つ
き
、

　
作
品
の
特
質
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
注

（
1
）
　
今
関
敏
子
氏
「
弁
内
侍
日
記
」
二
中
世
女
流
日
記
文
学
論
考
」
昭
和
六
十
二
年

　
　
三
月
刊
、
和
泉
書
院
）
が
そ
の
代
表
と
言
え
よ
う
。

（
2
）
　
『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
』
（
昭
和
二
年
、
至
文
堂
）

（
3
）
　
「
弁
内
侍
日
記
考
」
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
」
1
2
、
昭
和
三
十
九
年
三
月
）

（
4
）
　
（
1
）
に
同
じ
。

（
5
∀
　
「
弁
内
侍
日
記
ノ
」
ト
ー
法
語
と
の
か
か
わ
り
ー
」
（
『
専
修
国
文
」
1
5
、

　
昭
和
四
十
九
年
一
月
）
。
以
下
引
用
す
る
氏
の
論
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
6
）
　
「
弁
内
侍
日
記
と
中
務
内
侍
日
記
」
（
『
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
」
昭
和
五
十

　
八
年
二
月
、
明
治
書
院
）
。
こ
の
ほ
か
今
関
氏
の
（
1
）
の
論
文
に
「
宮
廷
讃
美
」
へ

　
　
の
言
及
が
あ
る
。

（
7
）
　
「
『
弁
内
侍
日
記
』
論
　
ニ
ー
弁
内
侍
と
少
将
内
侍
1
」
（
『
梅
光
女
学
院
大

　
学
　
日
本
文
学
研
究
』
2
6
、
平
成
二
年
十
一
月
）
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（
8
）
　
「
彰
考
館
本
「
中
務
内
侍
日
記
一
総
索
引
一
（
小
久
保
崇
明
他
編
）
に
よ
る
。

（
9
）
　
「
改
訂
新
版
　
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
」
（
佐
伯
梅
友
他
編
）
に
よ
る
。

（
1
0
）
　
「
和
泉
式
部
日
記
総
索
引
」
（
東
節
夫
他
編
）
に
よ
る
。

（
H
）
　
「
紫
式
部
日
記
用
語
索
引
一
（
東
京
教
育
大
学
中
古
文
学
研
究
部
会
編
）
に
よ
る
。

（
1
2
）
　
「
更
級
日
記
総
索
引
」
（
東
節
夫
他
編
）
に
よ
る
。

（
1
3
）
　
「
校
本
　
讃
岐
典
侍
日
記
」
（
今
小
路
覚
瑞
他
編
）
に
よ
る
。

（
1
4
）
　
『
た
ま
き
は
る
（
健
御
前
の
記
）
総
索
引
」
（
鈴
木
一
彦
他
編
）
に
よ
る
。

（
1
5
）
　
「
う
た
た
ね
　
本
文
及
び
索
引
」
（
次
田
香
澄
他
編
）
に
よ
る
。

（
1
6
）
　
「
十
六
夜
日
記
　
本
文
及
び
総
索
引
」
（
江
口
正
弘
編
）
に
よ
る
。

（
1
7
）
　
『
竹
む
き
が
記
総
索
引
」
（
渡
辺
静
子
他
編
）
に
よ
る
。

（
1
8
）
　
他
に
1
例
、
虫
く
い
で
「
い
と
お
も
し
［
川
川
］
」
と
な
っ
て
い
る
所
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
「
い
と
い
と
を
か
し
」
1
例
含
む
。

（
2
0
）
　
「
い
と
い
と
め
で
た
し
」
2
例
を
含
む
。

（
2
1
）
　
（
1
）
に
同
じ
。

（
2
2
）
　
「
「
中
務
内
侍
日
記
」
読
解
考
」
（
『
国
語
国
文
」
5
0
－
1
1
、
昭
和
五
十
六
年

　
　
十
一
月
）
、
『
彰
考
館
蔵
中
務
内
侍
日
記
」
（
昭
和
五
十
七
年
二
月
、
和
泉
書
院
）
そ

　
　
の
他
。

（
2
3
）
　
「
『
中
務
内
侍
日
記
」
の
風
景
－
書
く
こ
と
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日

　
　
本
文
学
」
平
成
三
年
七
月
号
）

（
2
4
）
　
「
中
務
内
侍
日
記
考
」
（
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
一
1
1
、
昭
和
三
十
八
年
三
月
）

　
　
以
下
引
用
す
る
氏
の
論
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
2
5
）
　
「
中
務
内
侍
日
記
と
狭
衣
物
語
」
（
『
国
文
鶴
見
』
1
8
、
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
）

　
　
そ
の
他
。

（
2
6
）
　
（
2
3
）
に
同
じ
。

一
七


