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与
謝
野
晶
子
『
新
譯
源
氏
物
語
』
の
文
体
の
成
立

佐　

藤　

由　

佳

Ⅰ　
は
じ
め
に

　
『
源
氏
物
語
』
は
、
日
露
戦
争
と
第
一
次
世
界
大
戦
に
挟
ま
れ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
一
九
一
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
与
謝
野
晶
子（

１
）の

手
に

よ
り
、
初
め
て
口
語
体
に
よ
る
現
代
語
訳
が
な
さ
れ
た
。

『
新
譯
源
氏
物
語
』
全
三
巻
四
冊
。
金
尾
文
淵
堂
。

　
「
上
巻
」 

（
桐
壺
～
乙
女
） 

明
治
四
五
年　

二
月
一
一
日　
　

四
六
一
頁

　
「
中
巻
」 

（
玉
鬘
～
夕
霧
） 

明
治
四
五
年　

六
月
二
五
日　
　

九
二
二
頁

　
「
下
巻
の
一
」 

（
御
法
～
寄
生
） 

大
正　

二
年　

八
月
二
一
日　

一
三
五
八
頁

　
「
下
巻
の
二
」 

（
東
屋
～
夢
の
浮
橋
） 

大
正　

二
年
一
一
月　

三
日　

一
八
一
九
頁
（
通
し
）

　

こ
の
晶
子
に
よ
る
『
新
譯
源
氏
物
語
』
は
、
版
元
を
替
え
る
な
ど
し
な
が
ら
昭
和
一
一
年
ま
で
に
単
行
本
だ
け
で
一
三
種
以
上
が
出
版
さ
れ

て
い
る（

２
）。

そ
の
後
は
、
晶
子
自
身
に
よ
る
二
度
目
の
現
代
語
訳
で
あ
る
『
新
新
譯
源
氏
物
語
』（
昭
和
一
三
年
一
〇
月
～
昭
和
一
四
年
九
月
、
全

六
巻
、
金
尾
文
淵
堂
）
が
、
や
は
り
版
元
を
替
え
な
が
ら
陸
続
と
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
平
成
一
三
年
一
一
月
に
は
、『
与
謝
野
晶
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子
の
新
訳
源
氏
物
語
』（
全
二
巻
、
角
川
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、『
新
新
譯
』（
以
下
、『
新
新
譯
源
氏
物
語
』
は
『
新
新
譯
』
と
称
す
る
）

刊
行
後
も
『
新
譯
』（
以
下
、『
新
譯
源
氏
物
語
』
は
『
新
譯
』
と
称
す
る
）
は
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
人
々
に
読
み
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
は
、
晶
子
以
後
も
吉
澤
義
則
、
谷
崎
潤
一
郎
、
窪
田
空
穂
、
玉
上
琢
彌
、
円
地
文
子
、
今
泉
忠
義
、
瀬
戸
内
寂
聴
、

大
塚
ひ
か
り
、
林
望
、
中
野
幸
一
、
角
田
光
代
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
生
か
し
た
試
み
が
現
代
に
至
る
ま
で
不
断
に
続
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
晶
子
の
『
新
譯
』
は
、
最
新
の
も
の
と
し
て
『
与
謝
野
晶
子
の
源
氏
物
語
』（
全
三
巻
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア

文
庫
）
が
平
成
二
〇
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
て
、
現
代
の
読
者
も
身
近
に
入
手
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
初
版
刊
行
以
来
現
代
に
及
ぶ
ま
で
読
み
継

が
れ
て
い
る
『
新
譯
』
の
特
質
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　

ま
ず
は
、
晶
子
自
身
の
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
。『
新
譯
源
氏
物
語
』〈
下
巻
の
二
〉
末
尾
に
、「
新
譯
源
氏
物
語
の
後
に
」
と
題
す
る
、

次
の
述
懐
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。（
私
に
よ
り
ル
ビ
は
省
き
、
傍
線
お
よ
び
波
線
を
付
し
た
。）

　

こ
の
書
の
譯
述
の
態
度
と
し
て
は
、
畫
壇
の
新
し
い
人
人
が
前
代
の
傑
作
を
臨
摹
す
る
の
に
自
由
模
寫
を
敢
て
す
る
如
く
、
自
分
は
現

代
の
生
活
と
遠
ざ
か
つ
て
、
共
鳴
な
く
、
興
味
な
く
、
徒
ら
に
煩
瑣
を
厭
は
し
め
る
や
う
な
細
個
條
を
省
略
し
、
主
と
し
て
直
ち
に
原
著

の
精
神
を
現
代
語
の
樂
器
に
浮
き
出
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
。
細
心
に
、
ま
た
大
膽
に
努
め
た
。
必
ず
し
も
原
著
者
の
表
現
法
を
襲
は
ず
、

必
ず
し
も
逐
語
譯
の
法
に
由
ら
ず
、
原
著
の
精
神
を
我
物
と
し
て
譯
者
の
自
由
譯
を
敢
て
し
た
の
で
あ
る
。

　

晶
子
は
、
自
ら
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
、
次
の
四
点
を
方
法
と
し
て
採
用
し
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

・
煩
わ
し
い
細
部
を
省
略
し
た
。

　

・
細
心
か
つ
大
胆
に
訳
し
た
。

　

・
作
者
の
表
現
法
を
踏
襲
し
な
い
。

　

・
逐
語
訳
を
し
な
い
。

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
、「
原
著
の
精
神
を
我
物
」
と
し
た
上
で
「
譯
者
の
自
由
譯

4

4

4

を
敢
て
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
。『
新
譯
』
は
、
必
ず
し
も
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原
文
に
忠
実
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、『
新
譯
』
は
い
わ
ば
晶
子
の
身
体
を
通
過
し
た
晶
子
だ
け
の
、言
い
換
え
る
な
ら
ば
他
に
置
き
換
え
の
で
き
な
い
、晶
子
独
自
の
「
自

由
譯
」
だ
っ
た
。
あ
ま
た
あ
る
現
代
語
訳
の
中
で
も
、
そ
の
文
学
的
喚
起
力
に
お
い
て
『
新
譯
』
が
最
も
衝
撃
的
だ
と
感
じ
る
の
は
、
私
一
人

で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
理
由
の
根
源
が
、「
こ
の
小
説
を
味
解
す
る
點
に
つ
い
て
自
分
は
一
家
の
抜
き
難
い
自
信
を
有
つ
て
居
る
」（
前
掲
書
）

と
自
ら
が
言
う
よ
う
に
、
晶
子
自
身
の
文
学
者
と
し
て
の
強
烈
な
個
性
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
歪
み
得
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
後
に
『
新
新
譯
』
で
逐
語
訳
の
方
針
に
転
換
し
た
晶
子
の
『
新
譯
』
に
お
け
る
文
体
の
成
立
が
、
す
べ
て
文
学
者
晶
子
の
独
自

性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
同
時
代
の
作
家
た
ち
と
の
比
較
を
通
し
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

Ⅱ　
『
新
譯
』
の
「
桐
壺
」
巻
頭
部
の
特
質

　

何い

つ時
の
時じ

だ
い代

で
あ
つ
た
か
、
帝み

か
どの

後こ
う
き
う宮

に
多お

ほ

く
の
妃ひ

ひ
ん
た
ち

嬪
逹
が
あ
つ
た
。
こ
の
中な

か

に
一ひ

と
り人

陛へ
い
か下

の
勝す

ぐ

れ
た
寵ち

よ
うを

受う

け
て
居ゐ

る
人
が
あ
る
。

こ
の
人ひ

と

は
極き

は

め
て
權け

ん
も
ん門

の
出し

ゆ
つ
し
ん身

と
云い

ふ
の
で
も
な
く
、
ま
た
今い

ま

の
地ち

ゐ位
が
後こ

う
き
う宮

に
お
い
て
さ
ま
で
高た

か

い
も
の
で
も
な
か
つ
た
。
多お

ほ

く
の

女ぢ
よ
せ
い性

の
嫉し

つ
と妬

が
こ
の
人ひ

と

の
身し

ん
ぺ
ん邊

に
集あ

つ
まる

の
は
云い

ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
人ひ

と

よ
り
も
位ゐ

ち置
の
高た

か

い
人ひ

と

は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以い

か下
の
人ひ

と

の
嫉し

つ
と妬

は
甚

は
な
は
だし

い
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
こ
の
人ひ

と

は
苦く

る

し
い
、
悲か

な

し
い
日ひ

を
宮き

う
ち
ゆ
う中

で
送お

く

つ
て
居ゐ

た
。
そ
の
上う

へ

く
よ
く
よ
と
物も

の
お
も思

ひ
ば
か
り
を
す
る

結け
つ
く
わ果

病び
や
う
し
ん

身
に
さ
へ
な
つ
た
。
陛へ

い
か下

は
二は

た
ち十

に
な
る
や
な
ら
ず
の
靑せ

い
ね
ん年

で
あ
る
。
戀こ

ひ

の
た
め
に
は
百

ひ
や
く
く
わ
ん

官
の
批

も
意い

に
介か

い

せ
ら
れ
な
い
、
い

よ
い
よ
寵ち

よ
う
あ
い愛

は
こ
の
人ひ

と

一ひ
と
り人

に
集あ

つ
まる

さ
ま
で
あ
る
。こ
の
人ひ

と

も
百

ひ
や
く
ほ
う方

嫉
視
の
中な

か

に
陛へ

い
か下

の
愛あ

い

一ひ
と

つ
を
た
よ
り
に
し
て
生い

き
て
居ゐ

る
。（『
新
譯
』

「
桐
壺
」
巻
頭
部
）

　

こ
の
訳
文
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
り
、比
較
の
基
準
と
し
て
『
源
氏
物
語
大
成
』(

池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』〈
巻
一
〉「
校
異
篇
」

昭
和
二
八
年
六
月
二
五
日　

中
央
公
論
社
）
を
、
次
に
掲
げ
る
。
今
、
仮
に
こ
れ
を
原
文
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る（

３
）。
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い
つ
れ
の
御
時
に
か
女
御
更
衣
あ
ま
た
さ
ふ
ら
ひ
給
け
る
な
か
に
い
と
や
む
こ
と
な
き
ゝ
は
に
は
あ
ら
ぬ
か
す
く
れ
て
時
め
き
給
あ
り
け

り
は
し
め
よ
り
我
は
と
思
あ
か
り
給
へ
る
御
方
〳
〵
め
さ
ま
し
き
も
の
に
お
と
し
め
そ
ね
み
給
お
な
し
ほ
と
そ
れ
よ
り
下
ら
う
の
更
衣
た

ち
は
ま
し
て
や
す
か
ら
す
あ
さ
ゆ
ふ
の
宮
つ
か
へ
に
つ
け
て
も
人
の
心
を
の
み
う
こ
か
し
う
ら
み
を
お
ふ
つ
も
り
に
や
あ
り
け
む
い
と
あ

つ
し
く
な
り
ゆ
き
も
の
心
ほ
そ
け
に
さ
と
か
ち
な
る
を
い
よ
〳
〵
あ
か
す
あ
は
れ
な
る
物
に
お
も
ほ
し
て
人
の
そ
し
り
を
も
え
は
ゝ
か
ら

せ
給
は
す
世
の
た
め
し
に
も
な
り
ぬ
へ
き
御
も
て
な
し
也
か
ん
た
ち
め
う
へ
人
な
と
も
あ
い
な
く
め
を
そ
は
め
つ
ゝ
い
と
ま
は
ゆ
き
人
の

御
お
ほ
え
な
り
も
ろ
こ
し
に
も
か
ゝ
る
こ
と
の
お
こ
り
に
こ
そ
世
も
み
た
れ
あ
し
か
り
け
れ
と
や
う
〳
〵
あ
め
の
し
た
に
も
あ
ち
き
な
う

人
の
も
て
な
や
み
く
さ
に
な
り
て
楊
貴
妃
の
た
め
し
も
ひ
き
い
て
つ
へ
く
な
り
ゆ
く
に
い
と
は
し
た
な
き
こ
と
お
ほ
か
れ
と
か
た
し
け
な

き
御
心
は
へ
の
た
く
ひ
な
き
を
た
の
み
に
て
ま
し
ら
ひ
給

　

両
者
の
比
較
を
と
お
し
て
、
大
き
く
次
の
九
点
が
相
違
と
し
て
確
認
で
き
る
。
以
下
、『
源
氏
物
語
大
成
』
は
『
大
成
』
と
称
す
る
。

一
、
文
字
数

『
大
成
』　　

三
八
六
文
字

『
新
譯
』　　

二
九
三
文
字
（
句
読
点
一
五
字
を
除
く
）

二
、
文
の
数

『
大
成
』　　
　
　
　

六
文

『
新
譯
』　　
　
　
　

九
文

三
、
漢
字
の
使
用

『
大
成
』　　
　

三
九
文
字

『
新
譯
』　　

一
〇
一
文
字

四
、
敬
語
の
使
用
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『
大
成
』　　

一
二
箇
所
（
尊
敬
の
動
詞
１
、
尊
敬
の
補
助
動
詞
６
、
尊
敬
の
接
頭
語
５
）

『
新
譯
』　　

な
し

五
、
文
脈『

大
成
』　　
（
原
文
の
ま
ま
）

『
新
譯
』　　

入
れ
替
え
あ
り
。

六
、
文
体『

大
成
』　　
（
原
文
の
ま
ま
）

『
新
譯
』　　

文
末
を
「
だ
」「
で
あ
る
」
の
常
体
と
す
る
。

七
、『
大
成
』
に
は
見
ら
れ
ず
『
新
譯
』
の
み
に
見
ら
れ
る
用
語
・
表
現
等
の
存
在

『
新
譯
』
傍
線
部

八
、『
大
成
』
に
は
あ
り
な
が
ら
『
新
譯
』
に
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
用
語
・
表
現
等
の
存
在

『
大
成
』
傍
線
部

九
、『
大
成
』
本
文
に
即
し
な
が
ら
も
独
自
の
解
釈
を
施
す
用
語
・
表
現
等
の
存
在

『
新
譯
』
波
線
部

　

右
に
掲
げ
た
九
点
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
か
ら
、
晶
子
の
『
新
譯
』
に
お
け
る
現
代
語
訳
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
、
逐
語
訳
で
は
な
く
内
容
が
圧
縮
さ
れ
た
要
約
で
あ
る
。

二
、
原
文
の
六
つ
の
文
を
九
つ
の
文
に
分
解
・
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
意
が
明
快
。

三
、
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
の
多
用
に
よ
り
、
文
意
が
明
快
。

特
に
二
字
熟
語
の
多
用
（
何
時
・
時
代
・
後
宮
・
妃
嬪
・
一
人
・
陛
下
・
權
門
・
出
身
・
地
位
・
女
性
・
嫉
妬
・
身
邊
・
位
置
・
以
下
・
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宮
中
・
結
果
・
病
身
・
二
十
・
靑
年
・
百
官
・
批

・
寵
愛
・
百
方
・
嫉
視
）
は
、
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

四
、
敬
語
の
省
略
に
よ
り
、
文
意
が
通
じ
や
す
い
。

原
文
は
、
主
語
が
明
示
さ
れ
ず
と
も
敬
語
に
よ
り
主
語
が
明
ら
か
に
な
る
の
だ
が
、
敬
語
を
省
略
し
た
一
方
で
、『
新
譯
』
は
九
文
中

八
文
に
お
い
て
主
語
を
明
示
し
て
い
る
。

五
、
文
脈
を
前
後
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
文
意
が
た
ど
り
や
す
い
。

例
え
ば
、「
い
と
や
む
こ
と
な
き
ゝ
は
に
は
あ
ら
ぬ
か
す
く
れ
て
時
め
き
給
あ
り
け
り
」（『
大
成
』）
と
い
う
一
文
に
つ
い
て
、
内
容

を
二
分
割
し
前
後
を
入
れ
替
え
、
二
つ
の
文
に
分
け
て
「
こ
の
中
に
一
人
陛
下
の
勝
れ
た
寵
を
受
け
て
居
る
人
が
あ
る
。
こ
の
人
は

極
め
て
權
門
の
出
身
と
云
ふ
の
で
も
な
く
、
ま
た
今
の
地
位
が
後
宮
に
お
い
て
さ
ま
で
高
い
も
の
で
も
な
か
つ
た
。」（『
新
譯
』）
と

す
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
「
寵
を
受
け
て
居
る
人
」
の
存
在
（
根
幹
）
が
ま
ず
提
示
さ
れ
、
次
に
、
そ
の
身
分
（
枝
葉
）
と
い
う
付
帯

要
件
が
後
者
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
配
置
に
よ
り
、
文
意
が
明
快
。

六
、
文
末
を
常
体
（「
だ
」「
で
あ
る
」
調
）
で
括
る
こ
と
に
よ
り
、
簡
潔
か
つ
緊
張
感
の
あ
る
文
体
と
し
て
い
る（

４
）。

七
、 

必
要
な
文
脈
を
補
い
、
ま
た
は
、
ま
っ
た
く
新
た
な
要
素
を
加
え
て
文
意
・
状
況
を
明
快
に
し
て
い
る
。
特
に
、「
陛
下
は
二
十
に
な

る
や
な
ら
ず
の
靑
年
で
あ
る
」
は
、
原
文
に
は
全
く
存
在
せ
ず
、
訳
者
の
読
み
お
よ
び
考
察
の
結
果
、
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

八
、
原
文
の
文
言
の
省
略
、
ま
た
は
概
括
に
よ
り
、
文
意
が
通
じ
や
す
い
。

大
き
な
省
略
個
所
と
し
て
は
、「
楊
貴
妃
」
の
逸
話
を
削
除
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
筋
に
は
関
係
な
く
、
結
果
の

み
を
記
述
す
れ
ば
、
無
く
て
も
文
意
は
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。

九
、 

晶
子
独
自
の
解
釈
に
よ
る
補
足
等
が
行
わ
れ
、
文
意
が
通
じ
や
す
い
。「
は
し
め
よ
り
我
は
と
思
あ
か
り
給
へ
る
御
方
〳
〵
め
さ
ま
し

き
も
の
に
お
と
し
め
そ
ね
み
給
」
を
「
多
く
の
女
性
の
嫉
妬
が
こ
の
人
の
身
邊
に
集
る
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
」
と
訳
す
こ
と
に
よ
り
、

「
め
さ
ま
し
き
」
感
情
が
「
嫉
妬
」
で
あ
る
こ
と
を
明
快
に
示
し
て
い
る
。
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右
に
見
る
と
お
り
、
晶
子
『
新
譯
』
は
、
原
典
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
て
取
り
込
み
、
さ
ら
に
換
骨
奪
胎
し
、
自

由
闊
達
に
（
当
時
の
）
現
代
語
に
翻
訳
し
た
「
自
由
譯

4

4

4

」
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
敢
え
て
そ
の
訳
文
の
内
容
で
は
な
く
、
形
式
に
着
目
し
た
時
に
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
特
質
が
導
き
出
さ
せ
る
だ
ろ
う
か
。

右
に
あ
げ
た
九
つ
の
う
ち
、
特
に
「
二
」「
三
」「
六
」
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

Ⅲ　
同
時
代
の
文
学
作
品
と
の
文
体
比
較

　

こ
こ
で
晶
子
の
『
新
譯
』
の
文
体
に
つ
い
て
、
前
節
で
挙
げ
た
特
質
の
う
ち
、
き
わ
め
て
分
か
り
や
す
い
視
覚
の
観
点
（「
二
」「
三
」
お
よ

び
「
六
」）
か
ら
、
次
の
点
を
立
項
し
て
同
時
代
の
文
学
作
品
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

１
． 

漢
字
の
字
数　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
一
字
（
３
３
％
）

２
． 

熟
語
（
固
有
名
詞
は
除
く
）
の
語
数　
　

二
四
語
（
重
複
は
除
く
）

３
． 

文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
文

４
． 

文
末
表
現　
　
　
　
　
　
　
「
だ
」「
で
あ
る
」
調

　

比
較
対
象
は
、
作
品
始
発
箇
所
か
ら
三
〇
八
字
（
前
掲
『
新
譯
』「
桐
壺
」
巻
頭
部
の
、
句
読
点
を
含
ん
だ
字
数
）
ま
で
の
冒
頭
部
と
す
る
。

字
数
の
統
一
の
観
点
か
ら
段
落
を
取
り
払
い
、
見
や
す
さ
を
優
先
す
る
た
め
ル
ビ
を
取
り
払
っ
た
。
ま
た
、
漢
字
の
熟
語
（
固
有
名
詞
を
除
く
）

に
傍
線
を
付
し
た
。

　

対
象
作
品
は
、
与
謝
野
晶
子
と
生
年
月
日
が
近
い
作
家
の
も
の
で
、
明
治
四
五
年
か
ら
大
正
二
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
『
新
譯
』
と
刊
行

年
月
日
が
近
い
も
の
と
し
た
。
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【
女
性
作
家
】

①
長
谷
川
時
雨（

５
）

「
雲
」

（
６
）誠

二
が
都
を
出
た
の
は
、
春
は
根
に
歸
つ
て
、
熱
烈
な
夏
の
生
活
に
入
ら
う
と
し
な
が
ら
、
床
し
か
つ
た
昨
日
の
、
見
果
ぬ
夢
を
慕
う
て

煩
悶
し
て
居
る
、
四
月
の
末
の
雨
の
日
で
あ
つ
た
。
雨
に
か
ゝ
る
と
埋
れ
て
居
た
花
の
塵
が
、
蒸
れ
て
に
ほ
ふ
イ
ン
バ
ネ
ス
を
引
か
け
て
、

上
野
驛
を
出
發
し
た
夕
暮
、
本
鄕
臺
か
ら
山
下
へ
突
き
る
と
、
不
忍
池
の
附
近
で
は
、
氣
の
早
い
初
袷
の
瀟
洒
な
蛇
の
目
傘
に
も
行
き
あ

つ
た
。
見
捨
て
ゝ
ゆ
く
忍
が
岡
は
、
新
綠
の
裝
に
な
つ
て
、
生
々
し
た
女
の
何
處
か
に
濕
つ
た
面
影
が
あ
る
。
誠
二
の
父
親
は
、
株
式
界

の
方
の
人
で
あ
つ
た
の
に
、
其
中
で
も
豪
放
と
い
つ
た
性
な
の
で
、
其
生
存
の
う
ち
は
、
玄
關
も
中
の
口
も
、
ま
し
て
勝
手
口
は
訪
來
る

人
が
絕
な
か
つ
た
。
廣
い
水
口
に
敷
詰
た
御
影
石
は
乾
い
た
事
が
な
か
つ
た
。
ぬ
ぎ
す
て
た
上
草
履
の
鼻
緒
に
も
、
襷
の
配

１
．
漢
字
の
字
数　
　
　
　
　

一
二
三
字
（
４
０
％
）

２
．
熟
語
の
語
数　
　
　
　
　
　

二
四
語

３
．
文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
文

４
．
文
末
表
現　
　
「
だ
」「
で
あ
る
」
調

②
森
し
げ（

７
）

「
お
は
ま
」

（
８
）

世
田
ケ
谷
村
の
別
荘
に
八
重
子
は
寂
し
い
月
日
を
送
つ
て
ゐ
る
。
別
荘
は
頃
日
落
成
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
最
初
座
敷
の
格
天
井
に
、
父

が
好
み
で
画
工
に
誂
へ
て
、
金
地
に
花
鳥
を
極
彩
色
で
か
か
せ
た
と
こ
ろ
が
、
ど
う
間
違
つ
た
か
、
二
三
枚
足
ら
な
い
で
、
穴
に
な
つ
て

ゐ
た
。
八
重
子
は
そ
の
一
枚
に
、
画
の
先
生
に
勧
め
ら
れ
て
、
蓮
の
花
を
か
い
た
。
父
が
そ
れ
を
見
て
、
蓮
は
実
の
多
い
も
の
で
め
で
た

い
と
云
つ
た
。
丁
度
八
重
子
の
縁
談
の
纏
ま
り
掛
か
つ
た
時
で
あ
つ
た
の
で
、
さ
う
言
つ
た
の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
空
頼
み
で
あ
つ
た
。
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そ
の
う
ち
落
成
し
た
別
荘
の
、
今
八
重
子
が
ゐ
る
間
の
次
の
間
に
は
、
新
し
い
箪
笥
長
持
、
塗
り
立
て
の
衣
桁
、
櫛
台
手
箱
、
文
箱
な
ど
、

皆
光
る
や
う
に
新
し
い
も
の
ば
か
り
が
置
い
て
あ
る
。
併
し
こ
れ
は
未
来
を
夢
み
て
ゐ
る
道
具
で
は
な
く
て
、
過
去
を
語

１
．
漢
字
の
字
数　
　
　
　
　

一
一
六
字
（
３
８
％
）

２
．
熟
語
の
語
数　
　
　
　
　
　

二
四
語

３
．
文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
文

４
．
文
末
表
現　
　
「
だ
」「
で
あ
る
」
調

　

漢
字
の
字
数
に
つ
い
て
は
、『
新
譯
』
本
文
の
漢
字
字
数
の
多
さ
に
、
現
代
を
生
き
る
我
々
は
等
し
く
一
驚
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
こ
の
比

較
に
よ
れ
ば
、
同
時
代
の
女
性
作
家
二
人
は
い
ず
れ
も
晶
子
の
漢
字
使
用
数
に
お
い
て
勝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
作
品
は
熟
語
の
数

が
全
く
同
じ
で
あ
る
。

　

一
方
、
文
末
が
常
体
で
あ
る
点
は
、
三
者
に
共
通
す
る
。

　

文
の
数
に
つ
い
て
は
、
晶
子
が
幾
分
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
あ
え
て
言
え
ば
こ
の
あ
た
り
に
晶
子
の
独
自
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う

で
も
あ
る
。

【
男
性
作
家
】

①
永
井
荷
風（

９
）

「
す
み
だ
川
」）

（1
（

何
か
の
用
事
で
今
年
の
盆
に
は
と
う
〳
〵
行
か
ず
に
し
ま
つ
た
處
か
ら
、
俳
諧
師
の
松
風
庵
蘿
月
は
今
戸
で
常
盤
津
の
師
匠
を
し
て
居
る

實
の
妹
を
た
づ
ね
て
見
た
い
と
毎
日
さ
う
思
つ
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
流
石
日
ざ
か
り
の
暑
さ
に
は
家
を
出
か
ね
て
、夕
方
の
來
る
の
を
待
つ
。

夕
方
に
な
る
と
竹
垣
へ
朝
顔
を
か
ら
ま
し
た
勝
手
口
で
行
水
を
つ
か
つ
た
後
其
の
ま
ゝ
眞
裸
躰
で
晩
酌
を
傾
け
、
や
つ
と
の
事
で
膳
を
離
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れ
る
の
で
、
七
月
の
黄
昏
も
家
々
で
焚
く
蚊
遣
り
の
烟
と
共
に
い
つ
か
夜
に
な
つ
て
、
盆
栽
を
並
べ
て
簾
を
か
け
た
窓
外
の
往
來
に
下
駄

の
音
、
職
人
の
鼻
歌
、
人
の
話
聲
が
賑
に
聞
え
出
す
。
蘿
月
は
其
か
ら
直
ぐ
に
今
戸
へ
行
く
つ
も
り
で
格
子
戸
を
出
る
け
れ
ど
、
其
の
邊

の
凉
臺
か
ら
聲
を
か
け
ら
れ
る
が
ま
ゝ
に
腰
を
下
す
と
、
一
杯
機
嫌
の
話
好
き
に
、
い
つ
も
極
つ
て
八
時
か
九
時
の
時
計

１
．
漢
字
の
字
数　
　
　
　

一
二
六
文
字
（
４
１
％
）

２
．
熟
語
の
語
数　
　
　
　
　
　

二
九
語
（
重
複
は
除
く
）

３
．
文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
文

４
．
文
末
表
現　
　
「
だ
」「
で
あ
る
」
調

②
有
島
武
郎）

（（
（

「
幻
想
」）

（1
（彼

れ
は
或
る
大
望
を
持
つ
て
ゐ
た
。
生
れ
て
か
ら
十
三
四
年
の
無
覺
醒
な
時
代
を
除
い
て
は
、
春
秋
を
迎
へ
送
つ
て
ゐ
る
中
に
、
そ
の
不

思
議
な
心
の
誘
惑
は
、
元
來
人
な
つ
こ
く
出
來
た
彼
れ
を
引
き
ず
つ
て
、
段
々
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
孤
獨
の
衜
に
這
入
り
こ
ま
し
た
。
ふ
と
身

の
ま
は
り
を
見
﨤
る
時
、
自
分
な
が
ら
驚
い
た
り
、
懼
れ
た
り
す
る
や
う
な
事
が
起
つ
て
ゐ
る
の
を
發
見
し
た
。
今
の
こ
の
生
活
―
―
こ

の
生
活
一
つ
が
彼
れ
の
生
く
べ
き
唯
一
の
生
活
で
あ
る
と
思
ふ
と
、
大
望
に
引
き
ま
は
さ
れ
て
、
移
り
變
つ
て
行
く
己
れ
自
身
を
危
ぶ
ん

で
見
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
や
う
な
事
も
あ
つ
た
。
根
も
葉
も
な
い
幻
想
の
翫
弄
物
に
な
つ
て
腐
り
果
て
る
自
分
で
は
な
い
か
。
生
活
の

不
充
實
か
ら
來
る
倦
怠
を
辛
う
じ
て
迯
げ
る
卑
劣
な
手
段
と
し
て
、
自
分
で
も
氣
付
か
ず
に
、
何
時
の
間
に
か
我
れ
か
ら
案
じ

１
．
漢
字
の
字
数　
　
　
　
　

一
一
三
字
（
３
７
％
）

２
．
熟
語
の
語
数　
　
　
　
　
　

二
二
語
（
重
複
は
除
く
）

３
．
文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
文

４
．
文
末
表
現　
　
「
だ
」「
で
あ
る
」
調
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有
島
武
郎
に
つ
い
て
は
、
各
項
目
と
も
同
世
代
の
女
性
作
家
と
大
差
は
な
い
。
永
井
荷
風
に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
の
数
が
少
な
い
こ
と
な
ら

び
に
漢
字
の
字
数
と
熟
語
の
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
四
つ
の
比
較
項
目
全
体
を
概
観
す
る
な
ら
、
同
世
代
の
男
女
間
に
お
い
て
、
明
ら
か
な
差
異
は
見
出
し
難
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
晶
子
も
、
こ
の
時
代
の
潮
流
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
漢
字
の
頻
出
、
熟
語
の
多
用
、
常
体
に
よ

る
文
末
は
、
必
ず
し
も
晶
子
の
独
創
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅳ　
明
治
期
の
翻
訳
文
学
作
品
と
の
文
体
比
較

　

次
に
、
晶
子
が
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
翻
訳
文
学
作
品
と
『
新
譯
』
の
文
体
と
を
比
較
し
て
み
た
い
。

　

対
象
作
品
は
、『
新
譯
』
刊
行
以
前
に
、
他
言
語
作
品
を
翻
訳
し
た
小
説
と
す
る
。

　

比
較
の
範
囲
は
、
同
じ
く
作
品
冒
頭
か
ら
三
〇
八
字
ま
で
と
し
、
前
節
と
同
じ
処
理
を
施
し
た
。

【
女
性
に
よ
る
翻
訳
作
品
】

①
若
松
賤
子）

（1
（

「
ロ
ー
レ
ン
ス
」）

（1
（

自
分
は
彼
の
嬢
に
愛
さ
れ
て
居
な
い
と
承
知
し
て
は
居
り
升
た
が
、
戀
仇
が
あ
り
と
知
ら
ぬ
中
は
起
居
安
穏
や
か
に
、
戀
愛
が
苦
痛
と
は

化
し
ま
せ
ん
か
つ
た
。
性
質
は
極
く
謙
遜
で
、
自
ら
敬
虔
の
風
が
備
は
り
、
尤
も
開
闊
、
豪
毅
で
、
物
事
に
屈
し
臆
す
る
處
な
く
、
天
地

の
樂
し
き
方
面
を
見
る
た
ち
で
し
た
。
そ
れ
故
始
め
て
彼
の
嬢
に
出
逢
ひ
升
た
時
一
度
か
ふ
と
觀
察
を
下
し
て
、
あ
と
は
甚
だ
敷
心
に
恥

ぢ
升
た
ど
う
ぞ
も
つ
と
立
派
な
人
間
に
な
り
度
と
思
ふ
に
つ
け
、
既
往
に
拭
ひ
消
し
度
こ
と
な
ど
が
多
く
出
來
升
た
。
こ
れ
は
塵
に
穢
れ
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ぬ
純
白
な
姬
百
合
の
美
し
さ
、
可
愛
ら
し
さ
が
壯
年
の
理
想
を
高
め
て
、
淸
く
尊
き
こ
と
を
慕
ひ
、
渇
望
す
る
樣
に
且
つ
一
方
よ
り
己
が

歩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
世
の
姦
惡
な
る
を
思
ふ
て
隱
か
に
恥
ら
う
樣
に
導
き
た
い
故
で
し
た
。
嬢
の
如
き
潔
き
も
の
に
は
世
の
塵
隈

１
．
漢
字
の
字
数　
　
　
　
　

一
二
三
字
（
４
０
％
）

２
．
熟
語
の
語
数　
　
　
　
　
　

二
八
語

３
．
文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
文

４
．
文
末
表
現　
　
「
で
す
」「
ま
す
」
調

②
瀬
沼
夏
葉）

（1
（

「
六
號
室
」）

（1
（町

立
病
院
の
庭
の
内
、
午
房
、
蕁
草
、
野
蔴
な
ど
の
簇
り
茂
つ
て
る
邊
に
、
小
や
か
な
る
別
室
の
一
棟
が
あ
る
。
屋
根
の
ブ
リ
キ
板
は
錆

び
て
、
烟
突
は
半
破
れ
、
玄
關
の
階
段
は
粉
堊
が
剥
が
れ
て
、
朽
ち
て
、
雜
草
さ
へ
の
び
〳
〵
と
。
正
面
は
本
院
に
向
ひ
、
後
方
は
茫
廣

と
し
た
野
良
に
臨
ん
で
、
釘
を
立
て
た
鼠
色
の
塀
が
取
繞
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
の
尖
端
を
上
に
向
け
て
ゐ
る
釘
と
、
塀
、
さ
て
は
又
此
の
別
室
、

こ
は
露
西
亞
に
於
て
、
た
ゞ
病
院
と
、
監
獄
と
に
の
み
見
る
、
儚
き
、
哀
な
、
寂
し
い
建
物
。
蕁
草
に
掩
は
れ
た
る
細
道
を
行
け
ば
直
ぐ

別
室
の
入
口
の
戸
で
、
戸
を
開
け
ば
玄
關
で
あ
る
。
壁
際
や
、
暖
爐
の
周
邊
に
て
病
院
の
さ
ま
〴
〵
の
雜
具
、
古
寐
臺
、
汚
れ
た
病
院
服

ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
股
引
下
、
靑
い
縞
の
洗
浚
し
の
シ
ヤ
ツ
、
破
れ
た
古
靴
と
云
つ
た
や
う
な
物
が
、
ご
た
く
さ
と
、
山
の
や
う

１
．
漢
字
の
字
数　
　
　
　
　

一
二
八
字
（
４
２
％
）

２
．
熟
語
の
語
数　
　
　
　
　
　

三
一
語
（
重
複
は
除
く
）

３
．
文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
文

４
．
文
末
表
現　
　
「
だ
」「
で
あ
る
」
調

　

両
者
は
、「
同
世
代
の
女
性
作
家
」
お
よ
び
晶
子
に
比
し
て
、
熟
語
の
語
数
が
や
や
多
い
程
度
で
あ
り
、
漢
字
の
字
数
お
よ
び
文
の
数
に
つ
い
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て
は
、
同
世
代
の
女
性
作
家
と
ほ
ぼ
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
女
性
翻
訳
者
の
文
体
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
晶
子
の
独
自
性
は
認

め
難
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
若
松
賤
子
は
、「
で
す
」「
ま
す
」
調
を
採
用
し
て
い
る
の
が
他
に
相
違
す
る
。

【
男
性
に
よ
る
翻
訳
作
品
】

①
森
鷗
外）

（1
（

「
い
つ
か
君
は
歸
り
ま
す
」）

（1
（

一
群
の
鷗
が
丁
度
足
許
か
ら
立
つ
て
、
銳
い
、
貧
る
や
う
な
聲
で
鳴
き
な
が
ら
、
忙
し
く
湖
水
を
超
え
て
、
よ
ろ
め
く
や
う
に
飛
ん
で
行

つ
た
。
空
氣
は
雪
を
孕
ん
で
ゐ
て
、
英
風
園
の
木
立
の
上
を
雲
が
喘
ぐ
。
風
は
懀
み
を
以
つ
て
ぶ
つ
つ
か
る
や
う
に
顏
を
吹
く
。
ど
う
し

て
衜
を
歩
い
て
居
る
ん
だ
か
、
我
な
が
ら
不
思
議
な
や
う
に
思
は
れ
る
。
心
は
鈍
い
驚
き
に
滿
さ
れ
て
居
る
。
ふ
と
自
分
で
自
分
の
歩
く

足
の
數
を
か
ぞ
へ
、
又
路
ば
た
の
木
立
の
木
の
數
を
か
ぞ
へ
て
居
る
の
に
氣
が
つ
く
。
木
は
一
本
々
々
ゆ
つ
く
り
通
り
過
ぎ
る
。
十
五
、

十
六
、
十
七
。
も
う
殆
ん
ど
歩
け
な
い
と
思
ふ
時
、
腰
掛
が
あ
つ
た
。
腰
を
掛
け
る
と
旋
律
が
耳
に
响
く
。
優
し
い
、
哀
れ
げ
な
旋
律
で

あ
る
。
さ
う
し
て
其
旋
律
は
ま
た
と
耳
を
離
れ
な
い
。
旋
律
は
靜
に
自
ら
押
へ
る
や
う
な
調
子
に
响
い
て
來
る
、
人
を
眠
ら
せ

１
．
漢
字
の
字
数　
　
　
　
　

一
〇
八
字
（
３
５
％
）

２
．
熟
語
の
語
数　
　
　
　
　
　

一
五
語
（
重
複
は
除
く
）

３
．
文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
文

４
．
文
末
表
現　
　
「
だ
」「
で
あ
る
」
調
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②
上
田
敏）

（1
（

「
ク
サ
カ
」）

11
（誰

の
で
も
無
い
、
名
も
付
い
て
ゐ
な
い
、
寒
さ
の
强
い
永
い
冬
を
何
處
で
過
す
の
や
ら
、
何
を
食
べ
て
生
き
て
ゐ
る
の
だ
か
。
空
腹
じ
い

事
は
同
じ
で
も
、
主
人
持
を
自
慢
に
し
て
威
張
つ
て
ゐ
る
他
の
犬
ど
も
は
、
此
犬
を
暖
か
い
藁
屋
に
寄
付
け
な
か
つ
た
。
饑
に
廹
つ
た
り
、

又
は
自
づ
と
類
を
求
め
る
心
に
驅
ら
れ
て
、
街
へ
出
て
行
く
と
、
子
供
逹
に
は
石
を
投
げ
ら
れ
る
、
大
人
は
勢
宜
く
呼
ん
で
呉
れ
る
が
其

長
く
曳
張
つ
た
口
笛
の
怕
ろ
し
さ
。
犬
は
度
切
粉
し
て
路
の
兩
側
を
彼
方
此
方
、
垣
根
に
は
突
當
る
、
往
來
の
人
に
は
衝
突
か
る
。
い
つ

も
終
は
村
端
の
廣
い
庭
の
奥
豫
て
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
隅
へ
迯
げ
て
行
く
。
其
處
で
傷
痕
や
怪
我
の
處
を
舐
め
な
が
ら
、
じ
つ
と
し
て
居
る

と
恐
怖
と
、
懀
惡
と
は
心
頭
に
萃
つ
て
來
る
。
唯
一
遍
、
可
愛
が
つ
て
呉
れ
た
人
が
あ
つ
た
。
酒
舗
か
ら
出
て
來
た
泥
酔
の

１
．
漢
字
の
字
数　
　
　
　
　

一
二
四
字
（
４
０
％
）

２
．
熟
語
の
語
数　
　
　
　
　
　

二
一
語
（
重
複
は
除
く
）

３
．
文
の
数　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
文

４
．
文
末
表
現　
　
「
だ
」「
で
あ
る
」
調

　

二
人
の
文
体
の
共
通
点
は
、
熟
語
の
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
即
し
て
や
や
詳
細
に
見
る
な
ら
、
次
の
よ
う
な
特

徴
が
見
い
だ
せ
よ
う
。

　

森
鷗
外
は
、
漢
字
の
字
数
が
少
な
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て
熟
語
の
語
数
も
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
一
方
、
文
の
数
が
他
の
作

家
に
比
し
突
出
し
て
多
い
。
こ
の
漢
字
の
字
数
が
少
な
く
、
文
の
数
が
多
い
と
い
う
結
果
は
、
晶
子
の
傾
向
と
同
じ
で
あ
る
。

　

上
田
敏
は
、
漢
字
の
字
数
が
や
や
多
め
で
あ
る
が
、
一
方
で
熟
語
の
語
数
は
や
や
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
作
家
た
ち
の
場
合
、
漢
字

の
字
数
の
多
い
場
合
は
、
熟
語
の
数
も
そ
れ
に
伴
い
多
く
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
反
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
漢
字
の
字
数

の
多
い
作
家
は
文
の
数
が
少
な
い
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
反
し
て
い
る
。



― 27 ―

【
翻
訳
と
『
新
譯
』
の
文
体
】

　

こ
れ
ま
で
、
晶
子
を
含
む
九
人
の
作
家
た
ち
の
形
式
的
文
体
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
森
鷗
外
と
晶
子
と
の
間
に
は
共
通
す
る
点
が

多
く
、
一
例
と
し
て
鷗
外
に
突
出
し
て
多
く
見
ら
れ
る
「
文
の
数
」
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
森
鷗
外
（
一
一
）、
晶
子
（
九
）、
森
し
げ
（
八
）、

上
田
敏
（
七
）
長
谷
川
時
雨
（
五
）、
有
島
武
郎
（
五
）、
瀬
沼
夏
葉
（
五
）、
若
松
賤
子
（
四
）、
永
井
荷
風
（
三
）
と
な
る
。
男
性
二
人
の
翻

訳
文
体
は
、
比
較
的
「
文
の
数
」
が
多
い
（
平
均
六
．
三
）
傾
向
に
あ
る
。

　

明
治
四
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
晶
子
に
よ
る
随
筆
集
『
一
隅
よ
り
』（
明
治
四
四
年
七
月
二
〇
日
、
金
尾
文
淵
堂
）
に
は
、
興
味
深
い
記
述
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。（
ル
ビ
は
、
私
に
よ
り
省
い
た
。）

・
・
・
歌
を
詠
み
初
め
た
計
り
の
人
は
見
當
の
分
ら
ぬ
事
が
多
く
、
其
れ
が
歌
と
し
て
發
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
情
想
で
あ
る
か
何
う
か
、
又
何

う
云
ふ
具
合
に
言
ひ
廻
せ
ば
感
じ
た
通
の
情
想
が
調
子
よ
く
出
せ
る
か
、
斯
う
云
ふ
内
容
や
技
巧
に
就
い
て
中
中
自
信
が
な
い
。
其
れ
で

已
む
を
得
ず
他
人
の
作
を
讀
ん
で
其
遣
口
を
模
倣
し
、
模
倣
し
乍
ら
少
し
づ
つ
自
分
の
感
じ
た
事
を
出
さ
う
と
す
る
。
習１

作
の
手
段
と
し

て
此
模
倣
と
云
ふ
事
は
誰
も
一
度
通
過
す
る
事
の
様
に
思
ひ
ま
す
。

　

併
し
惡
く
す
る
と
模
倣
が
癖
に
な
つ
て
、
何
時
迄
も
他
人
の
作
物
の
影
响
を
受
け
他
人
の
後
塵
を
拜
し
て
計
り
ゐ
る
弊
害
が
あ
る
。・
・
・

例
へ
ば
他
人
の
手
本
で
習
字
を
す
る
の
は
模
倣
で
あ
り
、
其
習
字
の
目
的
は
自
己
の
立
派
な
書
體
を
作
る
に
あ
る
如
く
、
歌２

の
模
倣
も
目

的
た
る
自
己
の
歌
を
完
全
に
製
作
す
る
迄
の
稽
古
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

（
中
略
）

・
・
・
私３

は
男
の
方
の
様
に
旅
行
な
ど
で
見
聞
を
擴
め
る
具
合
に
も
行
か
ぬ
。
又４

外
國
の
詩
歌
小
説
が
一
行
で
も
讀
め
る
の
で
は
無
い
。
其

れ
で
自
分
の
内
心
を
豊
富
に
す
る
爲
に
は
、
力
め
て
宅
へ
來
ら
れ
る
先５

輩
や
友
人
方
の
御
話
を
注
意
し
て
聴
く
。
氣
を
附
け
て
ゐ
る
と
不

用
意
な
御
話
の
中
に
も
私
の
胸６

に
思
ひ
當
る
事
が
少
な
く
な
い
の
で
大
變
に
得
を
し
ま
す
。

（
中
略
）
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私
は
ど
ち
ら
か
と
云
ふ
と
、
幼
い
時
か
ら
歴
史
に
關
し
た
書
物
が
第
一
の
嗜
好
で
す
。
其
れ
で
自
然
早
く
か
ら
日
本
の
古
文
學
に
も
親

み
ま
し
た
が
、
只
今
で
は
動
植
物
の
書
物
で
も
如
何
な
る
雜
書
で
も
手
當
た
り
次
第
に
讀
み
ま
す
。
文
學
物
で
は
脚
本
と
小
説
、
殊
に
森

先
生
な
ど
の
御
譯
し
に
な
る
飜
譯
を
讀
み
耽
り
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
推
察
で
き
る
こ
と
を
列
挙
す
る
。

１
．
詠
歌
に
際
し
、
初
め
は
模
倣
で
も
か
ま
わ
な
い
。

２
．
し
か
し
、
模
倣
は
、
自
身
の
作
品
を
確
立
す
る
た
め
の
稽
古
で
あ
る
。

３
．
見
聞
を
広
め
る
旅
は
女
の
身
で
は
困
難
で
あ
る
。

４
．
外
国
語
は
読
め
な
い
。

５
．
男
た
ち
の
会
話
の
中
か
ら
知
識
を
吸
収
す
る
。

６
．
耳
学
問
に
よ
り
、
自
ら
の
正
統
性
を
確
か
め
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
波
線
部
、「
殊
に
森
先
生
な
ど
の
御
譯
し
に
な
る
飜
譯
を
讀
み
耽
り
ま
す
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
晶
子
は
、
自
身

が
全
く
読
め
な
い
海
外
の
文
学
作
品
を
翻
訳
に
よ
っ
て
読
ん
で
い
る
。
翻
訳
の
文
体
に
馴
染
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
古
典
と
西
洋
の
作

品
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
原
典
を
現
代
語
に
移
し
換
え
る
作
業
と
い
う
点
で
は
同
一
で
あ
る
。

　

晶
子
の
二
回
目
の
訳
業
で
あ
る
、二
七
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
新
新
譯
源
氏
物
語
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。（
ル
ビ
は
、

私
に
よ
り
省
い
た
。）

・
・
・
森
林
太
郎
、
上
田
敏
二
博
士
の
序
文
と
、
中
澤
弘
光
畫
伯
の
繪
が
添
つ
て
居
た
。
そ
の
三
先
生
に
對
し
て
粗
雜
な
解
と
譯
文
を
し
た

罪
を
爾
來
二
十
幾
年
の
間
私
は
恥
ぢ
續
け
て
來
た
。
い
つ
か
は
三
先
輩
に
對
す
る
謝
意
に
代
へ
て
完
全
な
も
の
に
書
き
變
へ
た
い
と
願
つ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
・
・
・

　

晶
子
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
初
め
は
「
模
倣
」
で
も
構
わ
な
い
。
究
極
的
に
は
自
身
に
よ
る
確
立
が
実
現
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
晶
子
の
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訳
業
は
、
西
洋
文
学
の
翻
訳
文
体
の
「
模
倣
」
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
田
敏
の
翻
訳
の
特
徴
に
つ
い
て
、
塚
原
孝
氏
は
、「
上
田
敏
と
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
―
―
そ
の
翻
訳
を
中
心
に
―
―
」（
川
戸
道

昭
ほ
か
編
〈
明
治
翻
訳
文
学
全
集
《
翻
訳
家
編
》
１
７
〉『
上
田
敏
集
』
平
成
一
五
年
七
月
一
七
日　

大
空
社
）
で
、二
つ
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　

一
つ
目
は
、
会
話
文
に
つ
い
て
で
あ
る
。
上
田
敏
の
翻
訳
に
は
、「
・
・
・
地
の
文
か
ら
次
の
会
話
、
次
の
地
の
文
か
ら
そ
の
次
の
会
話
、
さ

ら
に
最
後
の
地
の
文
か
ら
次
の
会
話
が
、
読
点
で
接
続
さ
れ
て
い
る
」「
・
・
・
会
話
文
の
直
前
の
地
の
文
と
そ
れ
に
続
く
会
話
文
を
、
あ
る
場

合
に
は
地
の
文
に
あ
っ
た
動
詞
を
ま
っ
た
く
取
り
除
い
て
し
ま
っ
て
連
続
さ
せ
る
・
・
・
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
す
る
。

　

ま
た
、
二
つ
目
と
し
て
、「
原
文
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
こ
の
上
田
敏
で
は
、
文
の
数
が
異
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ

フ
作
『
沈
黙
』
の
一
部
分
を
、
宮
原
晃
一
郎
に
よ
る
逐
語
訳
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
訳
出
方
法
上
の
特
徴
が
あ
る
と
し
て

い
る
。上

田
敏
の
こ
の
訳
は
、
文
章
の
頭
か
ら
順
に
訳
出
し
、
い
わ
ゆ
る
句
読
点
に
関
し
て
は
比
較
的
自
由
な
裁
量
の
下
に
置
か
れ
た
結
果
で
あ

る
と
い
っ
て
ほ
ぼ
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
上
田
敏
の
訳
は
、
文
の
語
彙
、
前
後
の
脈
略
は
大
き
く
変
え
ら
れ
て
い
な
い

一
方
で
、
細
部
に
わ
た
っ
て
の
正
確
さ
あ
る
い
は
原
文
へ
の
忠
実
度
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ
再
編
し
直
さ
れ
た
訳
出
で
あ
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
箇
所
も
ま
た
、
明
ら
か
に
そ
こ
に
訳
者
で
あ
る
上
田
敏
の
意
図
が
感

（
マ
マ
）ら

れ
る
と
同
時
に
、
ご
く
限
ら
れ
た
箇
所

と
い
う
よ
り
は
、
至
る
所
に
見
ら
れ
る
表
現
と
し
て
、
そ
の
訳
文
の
特
徴
を
成
す
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

塚
原
氏
の
指
摘
す
る
上
田
敏
の
訳
出
方
法
は
、
そ
の
ま
ま
晶
子
の
『
新
譯
』
に
見
る
方
法
に
ぴ
た
り
と
符
合
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

文
脈
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
裁
量
に
よ
り
敬
語
な
ど
を
取
り
払
い
、
ま
わ
り
く
ど
い
長
文
を
適
宜
区
切
り
、
文
脈
上
取
り
払
っ

て
も
差
し
支
え
な
い
部
分
を
取
り
払
う
な
ど
し
て
再
編
さ
れ
た
晶
子
の
現
代
語
訳
（
前
出
の
「
一
」「
四
」「
五
」「
七
」「
八
」「
九
」）
は
、
鷗

外
や
上
田
の
訳
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
彼
女
に
と
っ
て
は
、
ご
く
自
然
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
一
年
、
増
田
于
信
に
よ
る
『
新
編
紫
史　
一
名
通
俗
源
氏
物
語
』
が
文
語
体
（
通
俗
語
）
で
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刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、口
語
体
に
お
い
て
は
晶
子
が
初
の
試
み
と
な
る
。
自
身
が
読
ん
だ
『
源
氏
物
語
』
を
口
語
体
で
訳
出
す
る
に
あ
た
り
、

当
時
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
西
洋
文
学
の
翻
訳
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
『
新
譯
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
独
自
の
文
体
す
な
わ
ち
晶
子
の
「
自
由
譯

4

4

4

」
は
、
他
に
置
換
で
き
な
い
文
学
者
晶
子
の
強
烈
な
個
性
に
基
づ

き
つ
つ
、
も
う
一
方
で
は
、
同
時
代
の
男
女
を
問
わ
な
い
文
学
者
た
ち
の
潮
流
と
、
同
時
に
翻
訳
者
た
ち
の
文
体
と
が
相
俟
っ
て
成
立
し
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
（
１
）
明
治
一
一
年
一
二
月
七
日
、
大
阪
府
堺
市
に
誕
生
。
昭
和
一
七
年
五
月
二
九
日
没
（
六
五
歳
）。

（
２
）
佐
藤
由
佳
『
源
氏
物
語
現
代
語
訳
書
誌
集
成
』（
令
和
二
年
九
月
二
二
日　

新
典
社
）

（
３
）
晶
子
が
現
代
語
訳
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
依
拠
本
文
に
つ
い
て
、
晶
子
は
、
そ
れ
を
明
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
一
つ
に
確
定
す
る
こ
と
は
難
し

い
も
の
の
、
最
も
愛
読
し
た
の
が
「
絵
入
源
氏
物
語
」
無
刊
記
小
本
（
江
戸
初
期
）
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。（
以
上
、
神
野
藤
昭
夫
氏
の
ご
教
示

に
よ
る
（
平
成
二
八
年
一
二
月
九
日
、
愛
知
淑
徳
大
学
に
お
け
る
「「
晶
子
源
氏
」
誕
生
秘
話
」
と
題
す
る
講
演
））。

（
４
）
中
野
幸
一
氏
は
、
元
来
が
「
語
り
」
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
文
末
を
「
で
す
」「
ま
す
」
で
括
る
。『
正
訳　

源
氏
物
語
』（
全
一
〇
巻
）（
平

成
二
七
年
一
〇
月
～
同
二
九
年
六
月　

勉
誠
出
版
）

（
５
）
明
治
一
二
年
一
〇
月
一
日
、
東
京
市
に
誕
生
。
小
説
「
雲
」
は
、
明
治
四
一
年
九
月
に
『
文
藝
倶
楽
部
』
に
発
表
。
昭
和
一
六
年
八
月
二
二
日
没

（
六
三
歳
）。

（
６
）
瀬
沼
夏
葉
〈
明
治
文
學
全
集
８
２
〉『
明
治
女
流
文
學
集
（
二
）』（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
〇
日　

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

（
７
）
明
治
一
三
年
五
月
三
日
、
東
京
市
に
誕
生
。
明
治
三
五
年
二
三
歳
の
時
、
森
鷗
外
の
後
妻
と
し
て
再
婚
。「
お
は
ま
」
は
、
明
治
四
四
年
八
月
一

日
に
『
新
小
説
』
に
発
表
。
昭
和
一
一
年
四
月
一
八
日
没
（
五
七
歳
）。

（
８
）
大
塚
楠
緒
子
『[

新
編]

日
本
女
性
文
学
全
集
』〈
第
三
巻
〉（
平
成
三
〇
年
一
月
二
七
日　

菁
柿
堂
）
に
よ
る
。

（
９
）
明
治
一
二
年
一
二
月
三
日
、
東
京
市
に
誕
生
。『
す
み
だ
川
』
は
、
明
治
四
四
年
籾
山
書
店
か
ら
刊
行
。
昭
和
三
四
年
四
月
三
〇
日
没
（
八
一
歳
）。
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（
10
）
永
井
荷
風
〈
明
治
文
學
全
集
７
３
〉『
永
井
荷
風
集
』（
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
五
日　

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

（
11
）
明
治
一
一
年
三
月
四
日
、
東
京
市
に
誕
生
。「
幻
想
」
は
、
大
正
三
年
八
月
に
『
白
樺
』
に
て
発
表
。
大
正
一
二
年
六
月
九
日
没
（
四
六
歳
）。

（
12
）
有
島
武
郎
『
有
島
武
郎
全
集
』〈
第
一
巻
〉（
大
正
一
三
年
四
月
五
日　

叢
文
閣
）
に
よ
る
。

（
13
）
元
治
元
年
三
月
一
日
、
現
在
の
会
津
若
松
市
に
誕
生
。
イ
ン
ジ
ロ
ー
作
の
小
説
『
ロ
ー
レ
ン
ス
』
は
、
明
治
二
六
年
に
『
女
学
雑
誌
』
に
掲
載
。

明
治
二
九
年
二
月
一
〇
日
没
（
三
三
歳
）。

（
14
）
川
戸
道
昭
ほ
か
編
〈
復
刻
版　

明
治
の
女
流
文
学　

翻
訳
編　

第
一
巻
〉『
若
松
賤
子
集
』(

平
成
一
二
年
七
月
二
八
日　

五
月
書
房)

に
よ
る
。

（
15
）
明
治
八
年
一
二
月
一
一
日
、現
在
の
群
馬
県
高
崎
市
に
誕
生
。
紅
葉
と
共
同
で
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
な
ど
を
発
表
。
チ
ェ
ー

ホ
フ
作
品
を
多
数
翻
訳
し
て
い
る
。「
六
號
室
」
は
、
明
治
三
九
年
に
『
文
藝
界
』
に
発
表
。
大
正
四
年
二
月
二
八
日
没
（
四
一
歳
）。

（
16
）
川
戸
道
昭
ほ
か
編
〈
復
刻
版　

明
治
の
女
流
文
学　

翻
訳
編　

第
二
巻
〉『
瀬
沼
夏
葉
集
』(

平
成
一
二
年
九
月
二
八
日　

五
月
書
房)

に
よ
る
。

（
17
）
文
久
二
年
一
月
一
九
日
、
現
在
の
島
根
県
津
和
野
町
に
誕
生
。
外
国
文
学
の
翻
訳
、
翻
訳
戯
曲
や
翻
訳
詩
、
評
論
な
ど
も
手
掛
け
た
。『
新
譯
』

の
序
文
を
記
す
。
ル
ス
ト
著
『
い
つ
か
君
は
歸
り
ま
す
』
は
、
与
謝
野
鉄
幹
主
宰
の
雑
誌
『
明
星
』
に
明
治
四
一
年
に
発
表
。
大
正
一
一
年
七
月

九
日
没
（
六
一
歳
）。

（
18
）
川
戸
道
昭
ほ
か
編
〈
明
治
翻
訳
文
学
全
集
《
翻
訳
家
編
》
９
〉『
森
鷗
外
集
Ⅱ
』（
平
成
一
四
年
六
月
二
三
日　

大
空
社
）
に
よ
る
。

（
19
）
明
治
七
年
一
〇
月
三
〇
日
、東
京
市
に
誕
生
。
与
謝
野
鉄
幹
主
宰
の
雑
誌
『
明
星
』
に
も
作
品
を
発
表
。『
新
譯
』
の
序
文
を
記
す
。
ア
ン
ド
レ
ー

エ
フ
作
の
小
説
『
ク
サ
カ
』
は
、
明
治
四
二
年
『
新
小
説
』
に
発
表
さ
れ
た
作
品
。
大
正
五
年
七
月
九
日
没
（
四
三
歳
）。

（
20
）
川
戸
道
昭
ほ
か
編
〈
明
治
翻
訳
文
学
全
集
《
翻
訳
家
編
》
１
７
〉『
上
田
敏
集
』（
平
成
一
五
年
七
月
一
七
日　

大
空
社
）
に
よ
る
。

※
年
齢
表
記
は
数
え
年
と
し
た
。

（
博
士
後
期
課
程
）




