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な
と
の

な
と

解

釈

と

鑑

賞

狭

物

三五
ロロ

釈

解

衣

又
の
日
は
、
所
々
に
御
文
書
き
給
ふ
。
色
々
の
紙
の
、
色
は
だ

へ
な
ど
え
な
ら
ぬ
、
あ
ま
た
取
り
散
ら
し
て
、
墨
こ
ま
や
か
に
押

し
磨
り
つ
つ
書
き
給
ふ
。
御
手
は
、
「
げ
に
な
ど
て
か
少
し
物
の

心
知
ら
む
人
の
い
た
づ
ら
に
返
さ
む
L

と
、
見
ゆ
る
に
、
御
歌
ど

も
ぞ
、
な
べ
て
の
人
の
口
付
に
て
だ
に
を
か
し
と
も
見
え
ぬ
は
、

悪
し
う
人
の
ま
ね
び
た
め
る
に
や
。

〔
口
訳
〕

次
の
臼
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
に
は
、
中
将
の
君
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
お

手
紙
を
お
書
き
に
な
る
。
色
さ
ま
ざ
ま
の
紙
の
、
そ
の
色
や
紙
の
き
め
な
ど
の

何
と
も
号
一
口
え
ず
立
派
な
の
を
、
た
く
さ
ん
取
り
散
ら
し
て
、
墨
を
こ
ゆ
く
押
し

す
り
押
し
す
り
し
て
手
紙
を
お
書
き
に
な
る
。
そ
の
御
筆
践
は
、
「
ほ
ん
と
に

さ
ゆ
ら
し

さ
む
ら
し

さ
ゆ
ら
し

也

な
る
へ
し

。

（
本
学
助
教
授
）

（

9）
 

本

彦

田

義

ど
う
し
て
少
し
で
も
物
の
情
趣
を
解
す
る
人
な
ら
い
い
か
げ
ん
な
返
事
を
書
こ

う
か
、
い
や
、
き
っ
と
ま
心
こ
め
て
書
く
に
違
い
な
い
」
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
お

見
事
で
あ
る
、
が
、
御
歌
な
ど
は
、
普
通
の
人
の
つ
く
っ
た
も
の
と
し
て
さ
え
お

も
し
ろ
い
と
も
見
え
な
い
の
は
、
聞
き
伝
え
た
人
、
が
悪
く
誤
っ
て
言
い
伝
え
た

の
で
も
あ
ろ
う
か
。

〔
注
記
〕

。
叉
の
日
｜
前
に
「
卯
月
も
過
ぎ
て
五
月
四
日
に
も
な
り
に
け
り
」
と
あ
っ
た

の
で
、
こ
こ
は
五
月
五
日
、
端
午
の
節
句
の
日
で
あ
る
。
そ
の
端
午
の
節

句
の
お
祝
い
の
た
め
の
御
手
紙
で
あ
る
。

。
所
々
－
｜
次
の
「
左
大
将
の
御
女
」
「
一
条
院
の
姫
宮
」
な
ど
の
こ
と
で
あ

whvo 

o

色
々
の
紙
｜
当
時
手
紙
に
は
色
々
の
色
の
紙
を
用
い
て
い
た
。

。
色
は
だ
へ
「
色
は
だ
へ
」
と
い
う
語
は
、
竹
取
物
語
以
下
源
氏
物
語
な
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ど
、
当
時
の
文
献
に
は
見
当
ら
な
い
。
「
は
だ
へ
」
は
、
曽
丹
集
二
例
、

今
昔
物
語
一
例
、
徒
然
草
一
例
な
ど
あ
っ
て
、
当
時
す
で
に
使
用
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
人
の
肌
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
源
氏
物
語
・
梅
枝
の
巻
に
は
、
「
高
麗
の
紙
の
は
だ
細
か
に
な
ご

う
な
つ
か
し
き
が
色
な
ど
は
は
な
や
か
な
ら
で
、
：
：
：
」
と
い
う
用
例
が

あ
る
。
こ
れ
は
「
は
だ
」
で
は
あ
る
が
、
「
紙
の
は
だ
」
で
、
す
な
わ
ち

「
紙
の
き
め
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
は
だ
」
と
「
は
だ
へ
」
と
は
同
じ
意

と
考
え
ら
れ
る
の
で
「
色
は
だ
へ
」
も
「
紙
の
色
と
紙
の
き
め
」
の
意
と

思
わ
れ
る
。
全
訳
王
朝
文
学
叢
書
（
土
口
沢
義
則
著
）
に
は
「
色
さ
ま
ん
＼

の
紙
質
な
ど
も
」
と
あ
り
、
日
本
古
典
全
一
書
（
朝
日
新
聞
社
刊
）
の
頭
註

に
も
「
色
や
紙
質
な
ど
」
と
解
し
て
あ
る
。
九
条
家
本
に
は
「
い
ろ
あ

い
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
だ
と
色
の
具
合
の
意
と
な
る
。
内
閣
文
庫
本

（
岩
波
書
店
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
は
「
色
は
だ
へ
」
の
語
が
な
い

の
で
問
題
は
な
い
。

。
こ
ま
や
か
｜
こ
の
語
の
解
に
は
、
①
こ
ま
ご
ま
し
い
さ
ま
。
②
濃
い
き
ま
。

③
上
品
で
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
④
情
が
厚
い
。
⑤
親
密
だ
。
⑥
ニ
ツ

コ
リ
笑
う
さ
ま
に
い
う
語
（
明
解
古
語
辞
典
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
②
の
意
に
と
っ
た
。

。
御
歌
ど
も
云
々
166
「
狭
衣
下
紐
」
に
は
「
草
子
の
作
者
の
卑
下
也
」
と
あ

り
、
「
日
本
文
学
大
系
」
の
頭
註
に
も
「
草
子
の
作
者
の
謙
遜
で
、
凡
作

の
意
」
と
あ
る
。
物
語
の
中
で
は
中
将
の
君
の
歌
で
も
、
実
際
に
は
作
者

が
作
っ
た
歌
な
の
で
、
謙
遜
し
て
一
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

。
ま
ね
ぶ
｜
解
と
し
て
は
、
①
ま
ね
し
て
い
う
。
②
ま
ね
す
る
③
そ
の
ま
ま
を

人
に
語
る
（
明
解
古
語
辞
典
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
③
の
意
で
、

「
言
い
伝
え
」
「
開
き
伝
え
」
の
意
。

。
た
め
る
｜
「
た
る
め
る
」
が
音
韻
変
化
で
「
た
ン
め
る
」
と
な
り
、
そ
の

「
ン
」
の
音
の
表
記
の
方
法
が
当
時
な
か
っ
た
の
で
無
表
記
と
し
た
も

び
ん

の
。
「
便
な
し
」
を
「
び
な
し
」
と
表
記
す
る
の
に
同
じ
。

む
す
め
せ
ん
え
う
で
ん

左
大
将
の
御
女
、
宣
耀
殿
と
関
与
え
て
、
春
宮
に
い
み
じ
う
時
め

き
給
ふ
を
、
い
か
な
る
風
の
便
り
に
か
、
ほ
の
か
に
見
聞
え
さ
せ

給
ひ
け
り
。
さ
れ
ど
、
い
か
で
か
思
ふ
さ
ま
に
し
も
あ
ら
む
。
御

せ
う
そ
く

消
息
な
ど
だ
に
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
で
は
通
ふ
こ
と
難
く
ぞ
あ
り
け

る
。
あ
ま
り
待
遠
な
る
も
恋
し
く
思
ひ
出
で
ら
れ
給
ひ
て
、

恋
ひ
わ
た
る
挟
は
い
つ
も
乾
か
ぬ
に
今
日
は
、
あ
や
め
の
ね
さ

へ
な
か
れ
て

-45-

〔
口
訳
〕

左
大
将
の
御
娘
で
、
宣
耀
殿
の
女
御
と
申
し
上
げ
て
、
春
宮
に
た
い
そ
う
ご

寵
愛
を
う
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
う
わ
さ
が
き
っ
か

け
で
か
、
こ
っ
そ
り
お
あ
い
あ
そ
ば
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
思
う
よ
う

に
お
あ
い
に
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
御
手
紙
な
ど
で
さ
え
、
普
通
一
般
の
挨

拶
程
度
で
し
か
や
り
と
り
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
か
っ
た
。
お
あ
い
申
す
の
が

待
遠
で
あ
る
に
つ
け
て
も
恋
し
く
思
い
出
さ
れ
な
さ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
歌
を

お
贈
り
に
な
る
。

ず
っ
と
恋
い
続
け
て
い
る
の
で
、
私
の
挟
は
一
択
で
い
つ
も
か
わ
か
な
い
の
で

す
が
、
ま
し
て
今
日
は
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
で
、
家
々
の
軒
に
さ
す
あ

や
め
の
根
が
涙
で
流
れ
る
ほ
ど
に
も
、
思
い
に
た
え
か
ね
て
声
に
出
し
て
泣

か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

〔
注
記
〕



。
宣
惚
殿
｜
せ
ん
え
う
で
ん
。
平
安
京
内
裏
の
殿
舎
の
つ
内
裏
の
北
方
、
貞

観
殿
の
東
に
あ
る
御
殴
。
女
御
の
居
所
で
、
そ
の
御
殿
に
住
ま
わ
れ
る
女

御
を
御
殿
の
名
称
に
よ
っ
て
、
宣
擁
殿
ま
た
は
宣
耀
殿
の
女
御
な
ど
と
称

す
る
の
で
あ
る
。
女
御
は
皇
后
に
次
ぎ
天
皇
の
寝
所
に
侍
る
女
性
で
あ
る

が
、
上
皇
・
皇
太
子
の
妃
を
も
い
う
。
こ
こ
は
春
宮
の
女
御
で
あ
る
。
狭

衣
は
飛
鳥
井
の
女
君
を
得
る
前
に
、
こ
の
女
性
と
か
な
り
親
し
く
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

。
春
宮

I
狭
衣
の
父
の
堀
川
大
殿
の
兄
に
あ
た
る
一
条
院
の
御
子
。
後
の
後
一

条
院
。

。
時
め
く
一
「
時
を
得
て
栄
え
る
」
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
界
に
お

い
て
「
時
め
く
」
と
い
え
ば
大
臣
な
ど
に
な
っ
て
は
ぶ
り
の
よ
い
人
々
の

こ
と
を
い
い
、
芸
能
界
で
は
一
流
の
人
気
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
は
、
お
后
方
の
中
で
「
時
を
得
て
栄
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ご

寵
愛
を
う
け
で
は
ぶ
り
が
よ
い
意
に
な
る
の
で
あ
る
。

。
風
の
た
よ
り
に
｜
「
風
の
た
よ
り
」
は
、
う
わ
さ
・
評
判
の
意
。
次
の
宇
津

保
物
語
・
藤
原
君
巻
の
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

ほ
の
か
に
は
風
の
た
よ
り
に
見
し
か
ど
も

い
づ
れ
の
枝
と
知
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
。

。
恋
ひ
わ
た
る
涙
は
い
つ
も
乾
か
ぬ
に
今
日
は
あ
や
め
の
ね
さ
へ
な
か
れ
て

ね
1
懸
詞
。
あ
や
め
の
根
と
、
泣
く
音
に
か
け
る
。
な
か
れ
て
｜
懸
詞
。

あ
や
め
の
根
が
流
れ
る
意
と
、
泣
か
れ
る
意
に
か
け
る
。

（
下
の
句
〉

l
内
閣
文
庫
本
（
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）
で
は
「
今
日

の
菖
蒲
の
ね
を
ぞ
そ
へ
け
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

一
条
院
の
姫
宮
の
御
け
は
い
ひ
も
、

ほ
の
か
な
り
し
か
ば
に

ゃ
、
な
べ
て
な
ら
ぬ
心
地
せ
し
を
、
「
い
か
で
御
か
た
ち
な
ど
ょ

う
見
奉
ら
む
」
な
ど
心
に
か
か
り
給
ひ
て
、
小
将
の
命
婦
の
も
と

に
例
の
こ
ま
か
に
て
、
中
に
、

み
ど
も

思
ひ
っ
つ
岩
鋪
一
沼
の
あ
や
め
草
水
寵
り
な
が
ら

朽
ち
果
て
ね
と
や

あ
ま
た

な
ど
や
う
に
て
数
多
あ
め
れ
ど
、

同
じ
筋
な
れ
ば
と
ど
め
つ
。

〔
口
訳
〕

一
条
院
の
般
宮
の
ご
様
子
も
、
ち
ら
り
と
ご
ら
ん
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ

た
か
ら
か
、
普
通
で
な
く
美
し
く
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、

「
何
と
か
し
て
ご
容
貌
な
ど
よ
く
見
申
し
あ
げ
た
い
」
な
ど
、
心
に
か
か
り
な

さ
っ
て
、
少
将
の
命
婦
の
も
と
に
い
つ
も
の
よ
う
に
ね
ん
ご
ろ
な
手
紙
を
書
か

れ
て
、
そ
の
中
に
、

人
里
は
な
れ
た
岩
垣
沼
の
あ
や
め
草
が
、
水
に
こ
も
っ
た
ま
ま
そ
の
根
を
ひ

か
れ
る
こ
と
も
な
く
朽
ち
て
し
ま
う
よ
う
に
、
恋
し
い
気
持
を
心
の
中
に
思

っ
て
い
る
だ
け
で
口
に
も
出
さ
な
い
で
す
ま
し
て
し
ま
え
と
お
っ
し
ゃ
る
の

で
す
か
。

な
ど
と
い
っ
た
具
合
で
、
よ
そ
へ
も
た
く
さ
く
さ
ん
贈
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、

同
じ
よ
う
な
あ
や
め
の
節
句
に
ち
な
ん
だ
歌
ば
か
り
あ
る
か
ら
、
書
く
の
は
や

め
に
し
ま
し
た
。

〔
注
記
〕

。
一
条
院
の
姫
宮
I
春
宮
の
御
妹
。
後
に
一
口
間
宮
と
呼
ば
れ
る
方
で
、
飛
鳥
井

腹
の
狭
衣
の
娘
を
養
女
と
し
、
ま
た
後
年
斎
院
に
な
ら
れ
た
方
。

。
少
将
の
命
婦
l
ア
条
院
の
姫
宮
付
き
の
中
甜
聞
の
女
房
で
、
狭
衣
と
は
親
密
で
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あ
っ
た
よ
う
だ
。
命
婦
と
は
、
四
位
・
五
位
の
中
蕗
の
女
一
房
一
の
こ
と
で
、

な

い

げ

内
命
婦
・
外
命
婦
・
上
の
命
婦
の
三
種
類
あ
り
、
内
命
婦
は
一
般
の
命
婦

の
こ
と
で
、
上
の
命
婦
は
天
皇
に
近
侍
す
る
者
を
い
い
、
外
命
婦
と
は
四

位
・
五
位
の
人
の
妻
で
あ
る
女
官
を
い
う
。

。
思
ひ
っ
つ
岩
垣
沼
の
あ
や
め
草
水
鏡
り
な
が
ら
朽
ち
果
て
ね
と
や

岩
垣
沼

i
垣
の
よ
う
に
岩
で
周
囲
を
か
こ
ま
れ
た
沼
の
意
で
、
「
岩
垣
」
に

「
言
は
ず
」
を
か
け
、
ま
た
人
目
に
つ
か
な
い
意
に
用
い
る
。

こ
の
歌
は
、
風
葉
集
・
恋
五
に
「
五
月
五
日
女
の
も
と
に
つ
か
は
さ
せ

給
ひ
け
る
、
狭
衣
の
帝
の
御
歌
」
と
し
て
の
せ
ら
れ
、
ま
た
百
番
歌
合
の

廿
番
に
は
「
二
位
の
中
将
と
聞
え
し
時
一
口
間
宮
に
」
と
い
う
詞
書
で
、
第

一
句
恩
へ
ど
も
、
第
二
句
は
か
な
き
沼
の
、
第
五
匂
何
ち
ゃ
果
て
な
む
、

と
な
っ
て
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
拾
遺
集
・
恋
一
・
柿
本
人
麻

呂
の
次
の
歌
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
万
葉
集
で
は
第
一
旬
が
「
青
山

の
」
と
な
っ
て
い
る
。

奥
山
の
岩
輝
一
沼
の
水
ご
も
り
に
恋
ひ
や
わ
た
ら
む
逢
ふ
よ
し
を
な
み

な
お
、
六
条
斎
院
物
語
合
六
番
の
、
宮
の
小
耕
作
「
山
石
垣
沼
」
と
い
う
物

語
は
、
こ
れ
ら
の
作
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
や
う
に
折
に
つ
け
た
る
言
の
葉
な
ど
は
散
ら
し
給
へ
ど
、
心

の
中
は
「
い
つ
ま
で
か
」
と
の
み
、
こ
の
世
は
か
り
そ
め
に
す
さ

ひ
と
へ

ま
じ
く
お
ぼ
さ
る
べ
き
、
丁
字
に
黒
む
ま
で
そ
そ
ぎ
た
る
御
単
衣

に
紅
の
御
袴
著
給
ひ
て
、
つ
ら
づ
ゑ
っ
き
て
池
の
あ
や
め
の
心
地

良
げ
に
茂
り
た
る
を
な
が
め
出
で
給
ひ
て
、
「
音
羽
の
山
に
は
」

た
ぐ
ひ

な
ど
口
ず
さ
み
給
へ
る
御
声
は
、
な
ほ
類
な
し
。

〔
口
訳
〕

こ
の
よ
う
に
季
節
に
つ
け
て
の
手
紙
な
ど
は
あ
ち
こ
ち
に
お
贈
り
に
な
る
け

れ
ど
、
心
の
中
で
は
「
い
つ
ま
で
生
き
ら
れ
る
も
の
か
」
と
ば
か
り
、
こ
の
世

は
か
り
そ
め
で
、
何
を
す
る
に
も
気
の
り
の
し
な
い
と
い
っ
た
気
持
な
の
だ
ろ

う
か
、
丁
字
の
染
料
を
黒
く
な
る
ま
で
注
ぎ
か
け
て
そ
め
た
御
単
衣
に
紅
の
御

袴
を
つ
け
ら
れ
て
、
ほ
ほ
づ
え
を
つ
い
て
池
の
あ
や
め
の
気
持
よ
い
ま
で
に
茂

っ
て
い
る
の
を
な
が
め
や
り
な
さ
っ
て
、
「
音
羽
の
山
に
は
」
な
ど
口
ず
さ
び

な
さ
る
御
声
は
、
や
は
り
く
ら
べ
も
の
な
く
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〔
注
記
〕

o

い
つ
ま
で
か
日
本
古
典
全
書
（
朝
日
新
聞
社
刊
）
の
頭
註
に
は
「
何
時
ま

で
婦
人
達
と
の
交
際
も
続
け
よ
う
。
こ
れ
も
も
う
暫
く
の
事
と
、
始
終
考

へ
」
と
あ
る
。
結
果
的
に
は
婦
人
達
と
の
交
渉
の
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
「
い
つ
ま
で
生
き
ら
れ
る
も
の
か
」
と
命
の
意
に
と
っ
た
。
内

閣
文
庫
本
（
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）
で
は
本
文
に
異
同
が
あ
り
、

こ
の
週
間
は
な
い
。

。
ぉ
ぼ
さ
る
べ
き

i
上
に
係
助
詞
が
な
く
て
連
体
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
も

諸
本
に
異
同
が
あ
り
、
蓮
空
本
・
九
条
家
本
で
は

御
心
の
中
に
は
一
す
、
ち
に
も
の
の
み
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
さ
る
L

と
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
お
ぼ
き
る
L
」
と
連
体
形
で
あ
る
。
内
閣

文
庫
本
で
は

御
心
の
中
に
は
一
す
ぢ
に
も
の
の
み
心
ぼ
そ
く
て

と
な
っ
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
。
こ
の
連
体
形
の
用
法
に
つ
い
て
は
、

紫
式
部
日
記
新
釈
（
曽
沢
太
士
口
・
森
金
敏
）
に
説
が
あ
る
の
で
、
紹
介
し

よ〉フ。
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紫
式
部
日
記
の
所
謂
消
息
文
中
の
「
式
部
の
お
も
と
は
」
の
条
に
、



ま
み
、
額
つ
き
な
ど
、
ま
こ
と
に
清
げ
な
る
、
う
ち
笑
み
た
る
、

愛
一
も
多
か
り
。

こ
の
「
う
ち
笑
み
た
る
」
は
上
に
係
助
詞
が
な
く
て
連
体
形
止
の
形
を
な

し
て
い
る
。
評
註
紫
式
部
日
記
全
釈
（
阿
部
秋
生
〉
・
紫
式
部
日
記
全
釈

（
小
室
守
三
）
な
ど
で
は
「
清
げ
な
り
」
の
本
文
を
と
っ
て
い
る
の
で
問

題
は
な
い
が
、
前
記
紫
式
部
日
記
新
釈
で
は
「
清
げ
な
る
」
の
本
文
を
採

用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
連
体
形
は
、
類
従
本
な
ど
に
は
「
清
げ
な
り
」
と
終
止
形
に
な
っ

て
お
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
連
体
形
の
ま
ま
で
も
、
か
な
ら
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
。
連
休
形

は
、
或
る
一
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
連
用
形
と
同
じ
よ
う
な
ま
で
に
な
る

こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

vi－
－
〈
用
例
略
〉
：
：
：
た
だ
、
連
用
形
と

異
な
る
の
は
、
連
用
形
よ
り
も
は
る
か
に
強
く
そ
こ
に
詠
歎
の
思
ひ
入

れ
が
あ
る
点
で
あ
る
。

こ
の
説
も
面
白
い
と
は
思
う
が
、
な
お
不
安
も
残
る
。
と
こ
ろ
で
昭
和
四

十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
鎌
倉
市
図
書
館
蔵
の
本
文
は
次
の
ご
と
く
で
あ

る。
心
の
う
ち
は
い
つ
ま
で
か
と
の
み
こ
の
世
は
か
り
そ
め
に
も
の
す
さ

ま
し
く
そ
お
ほ
さ
る
へ
き

こ
こ
の
所
は
、
こ
の
稿
の
本
文
（
流
布
本
〉
と
同
系
統
と
思
わ
れ
る
が

「
そ
お
ほ
さ
る
べ
き
」
と
係
助
詞
「
そ
」
が
あ
る
。
こ
の
写
本
の
書
写
年

代
は
、
解
説
者
山
岸
徳
平
陣
士
に
よ
る
と
、
室
町
来
近
世
初
の
書
写
、
恐

ら
く
慶
長
・
寛
永
初
間
頃
の
筆
写
で
、
先
永
以
後
に
は
下
ら
な
い
、
と
の

こ
と
で
あ
。
私
に
は
、
こ
の
本
文
に
従
う
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ

司。。

0

丁
字
ち
ゃ
う
じ
。
丁
字
染
の
略
。
丁
字
を
煮
出
し
て
、
そ
の
し
る
で
染
め

た
も
の
。
黄
色
味
を
お
び
た
淡
紅
色
。
「
か
う
ぞ
め
（
呑
染
）
」
と
も
い

う
。
た
だ
し
、
香
染
め
よ
り
濃
い
い
と
い
う
説
も
あ
る
。

丁
字
は
フ
ト
モ
モ
科
の
常
緑
喬
木
。
モ
ル
ッ
カ
諸
島
・
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
な

ど
の
熱
帯
地
方
に
産
し
、
花
は
芳
香
を
有
し
淡
紅
色
。
著
か
ら
薬
剤
を
と

り
、
ま
た
花
枝
・
果
実
か
ら
油
を
と
っ
て
香
料
な
ど
に
す
る
。

。
丁
字
に
間
中
川
む
ま
で
注
ぎ
た
る
｜
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
か
ね
る
諮
で
あ
る
が
、

「
国
文
故
突
風
俗
語
集
釈
」
で
江
馬
務
氏
は
「
丁
字
の
染
料
を
黒
く
な
る

ま
で
注
ぎ
か
け
て
染
め
た
単
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

。
音
羽
の
山
に
は

l
諸
本
に
異
問
、
が
ひ
ど
い
。
主
な
る
も
の
を
あ
げ
る
と
次
の

ご
と
く
で
あ
る
。

一
、
を
と
は
の
山
に
は

l
承
応
版
本
（
流
布
本
）

二
、
一
首
に
み
て
り
｜
｜
鎌
倉
市
図
書
館
蔵
本

一
方
二
三
天
｜
｜
連
空
本

一
事
二
三
一
天
［
！
？
九
条
家
本

一
定
仏
三
天
1
1
1蓮
空
本
イ
・
九
条
家
本
イ

一
二
、
み
ど
り
也
！
｜
内
閣
文
庫
本

め
ぐ
り
く
る
l
l
f深
川
本

以
上
の
ご
と
く
、
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
そ
の
よ
っ
た
原
典
が
よ
く
わ
か

ら
な
い
。
篠
崎
五
三
六
氏
は
「
引
歌
と
狭
衣
物
語
」
（
国
語
国
文
、
昭
和

九
年
十
一
月
号
〉
で
、
「
古
今
六
帖
の
歌
で
も
、
ま
た
全
訳
王
朝
文
学
叢

書
の
頭
註
に
引
く
「
山
科
の
音
羽
の
山
の
音
に
だ
に
人
の
し
る
べ
く
我
が

恋
ひ
め
や
も
」
と
い
ふ
歌
で
も
こ
こ
に
は
適
当
し
た
も
の
で
は
な
い
。
何

と
な
れ
ば
、
狭
小
火
の
れ
に
上
っ
た
詞
は
心
地
よ
、
げ
に
茂
っ
た
池
の
菖
蒲
を

背
景
と
し
て
そ
の
厭
枇
の
心
を
表
現
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
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る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
日
本
古
典
全
書
（
朝
日
新
聞
社
刊
）
の
補
註

で
は
、
右
の
説
を
紹
介
し
た
あ
と
で
、
「
音
羽
の
山
に
は
と
い
ふ
拍
数
か

ら
考
へ
て
今
様
か
何
か
の
歌
謡
の
一
句
を
口
ず
さ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
」
と

い
っ
て
お
ら
れ
る
。
な
お
篠
崎
氏
の
文
の
中
に
も
、
「
厭
世
の
心
を
表
現

し
た
も
の
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
か
ら
考
え
る
と
、
お
経
の
文
句

で
も
口
ず
さ
む
に
ふ
さ
わ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
句

も
見
当
ら
な
い
。

あ
り
つ
る
御
返
り
、
い
づ
れ
も
を
か
し
き
中
に
、
宣
耀
肢
の
は

御
手
も
心
異
に
を
か
し
げ
に
て
、

う
き
に
の
み
沈
む
み
く
づ
と
な
り
果
て
て

今
日
は
あ
や
め
の
ね
だ
に
な
か
れ
ず

と
あ
る
気
色
な
ど
、
む
か
ひ
聞
え
た
る
心
地
し
て
ら
う
た
げ
に
、

あ
は
れ
浅
か
ら
ね
ば
、
少
し
涙
ぐ
ま
れ
給
ひ
ぬ
。

〔
口
訳
〕

先
に
出
さ
れ
た
御
手
紙
の
ご
返
事
は
、
い
ず
れ
も
結
構
で
あ
る
そ
の
中
で
、

宣
耀
殿
か
ら
の
は
ご
筆
蹟
も
特
別
で
趣
深
く
、

ど
ろ
に
ば
か
り
沈
む
み
く
ず
の
如
く
、
つ
ら
い
患
い
の
中
に
沈
み
は
て
た
私

は
、
今
日
は
五
月
五
日
の
あ
や
め
の
節
句
の
日
で
、
そ
の
根
さ
え
流
れ
な
い

で
い
る
よ
う
に
、
声
に
出
し
て
泣
く
こ
と
さ
え
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
芦

に
出
し
て
泣
く
と
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
。

と
書
い
て
あ
る
様
子
な
ど
は
、
直
接
聞
い
申
し
て
い
る
心
地
が
し
て
か
あ
い
ら

し
く
、
し
み
じ
み
と
し
た
気
持
も
浅
く
な
い
の
で
、
少
し
涙
ぐ
ま
れ
な
さ
っ

た

〔
注
記
〕

。
あ
り
つ
る
｜
先
に
出
さ
れ
た
宣
耀
殿
や
一
条
院
の
姫
宮
方
へ
の
お
手
紙
の
ミ

ん』。

。
う
き
に
の
み
沈
む
み
く
づ
と
な
り
果
て
て
今
日
は
あ
や
め
の
ね
だ
に
な
か
れ

ず。う
き
懸
詞
。
泥
土
と
憂
き
。

み
｜
懸
詞
。
水
屑
の
み
と
身
。

ね
だ
に
な
か
れ
ず
！
懸
詞
。
根
だ
に
流
れ
ず
と
立
日
だ
に
泣
か
れ
ず
。

み
く
ず

i
水
中
の
ご
み
の
こ
と
。

ね
だ
に
な
か
れ
ず
｜
あ
な
た
は
声
に
出
し
て
泣
く
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

私
は
人
目
、
が
あ
る
の
で
声
に
出
し
て
泣
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
宣
耀
殿
は
東
宮
妃
。

こ
の
歌
は
、
「
百
番
歌
合
、
廿
こ
番
」
に
「
恋
ひ
わ
た
る
挟
は
い
つ
も
乾

か
ね
ど
今
日
は
菖
蒲
の
根
さ
へ
泣
か
れ
て
と
侍
り
け
る
御
返
し
、
一
条
院

宣
四
惜
敗
の
女
御
」
と
し
て
出
て
い
る
。
た
た
し
第
四
句
「
今
日
の
あ
や
め

の
」
。

参
考
歌
と
し
て
は
次
の
歌
が
あ
げ
ら
れ
る
。

麓
根
は
ふ
う
き
は
上
こ
そ
つ
れ
な
け
れ
下
は
え
な
ら
ず
思
ふ
心
を
（
古

今
六
帖
〉

い
か
で
か
く
ね
を
惜
し
む
ら
む
あ
や
め
草
う
き
に
は
声
も
立
て
つ
べ
き

ょ
を
（
詞
花
集
・
周
防
内
侍
）

。
む
か
ひ
聞
え
た
る
心
地
し
て
｜
宣
擢
殿
は
東
宮
妃
な
の
で
な
か
な
か
直
接
対

座
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
な
つ
か
し
い
ご
返
歌
を
み

て
、
せ
め
て
「
む
か
ひ
聞
え
た
る
心
地
」
が
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（
本
学
教
授
〉
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（
四
八
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）


