
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

︱
﹁
い
よ
い
よ
﹂
﹁
悲
し
ぶ
﹂
﹁
愁
ふ
﹂﹁
推
し
量
る
﹂

︱

藤

井

俊

博

一

は
じ
め
に

﹁
い
よ
い
よ
﹂﹁
悲
し
ぶ
﹂﹁
愁
ふ
﹂
の
�

語
は
︑
漢
文
訓
読
文
に
例
が
多
い

一
方
︑
平
安
和
文
の
中
で
は
用
例
が
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

こ
れ
ら
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
和
文
体
の

用
語
と
見
做
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
が
漢
文
に
基
づ
く
表
現
を

多
く
導
入
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
こ
れ
ら
は
訓
読
的
語
彙
の
導
入
と
い

う
観
点
か
ら
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑
漢
文
訓
読
文
に
例
の
多
い

﹁
悲
し
ぶ
﹂﹁
愁
ふ
﹂
は
︑﹃
白
氏
文
集
﹄
な
ど
の
漢
語
の
影
響
を
受
け
た
翻
読

語
の
観
点
か
ら
も
検
討
す
べ
き
語
で
あ
る
︒

筆
者
は
藤
井
︵
二
〇
一
九
︶
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
連
文
の
漢
語
に
よ
る
同

義
的
結
合
の
複
合
動
詞
︵
翻
読
語
︶
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
︒
そ
の
際
︑
例
数
の
少
な
い
翻
読
語
を
﹃
源
氏
物
語
﹄
独
自
の
用
法
と
し
て

い
く
つ
か
検
討
し
た
が
︑
﹁
推
し
量
る
﹂
な
ど
他
作
品
に
も
見
え
る
高
頻
度
の

翻
読
語
に
つ
い
て
は
考
察
を
留
保
し
た
︒
こ
れ
ら
高
頻
度
の
翻
読
語
も
︑﹃
源

氏
物
語
﹄
の
文
体
的
特
徴
の
面
か
ら
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
例
の
多
い
右
の
�

語
を
取
り
上
げ
︑

漢
文
訓
読
語
や
翻
読
語
の
観
点
か
ら
文
体
的
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
︒

な
お
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
例
数
お
よ
び
本
文
は
︑
基
本
的
に
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
本
に
よ
る
﹁
中
納
言
﹂︵
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス

Ｃ
Ｈ
Ｊ
︶
を
用
い
︑

そ
の
他
︑
各
種
索
引
類
を
用
い
て
用
例
数
等
を
示
す①

︒

二

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
頻
用
さ
れ
る
漢
文
訓
読
語
﹁
い
よ
い
よ
﹂

副
詞
﹁
い
よ
い
よ
﹂
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
極
め
て
多
く
の
例
が
見
ら
れ

る
一
方
︑
他
の
和
文
作
品
で
の
使
用
例
は
概
し
て
多
い
と
は
言
え
な
い
︒

宇
津
保
物
語
15
例
︑
源
氏
物
語
104
例
︑
浜
松
中
納
言
物
語
15
例
︑
夜
の
寝

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
一



覚
�

例
︑
栄
華
物
語
�

例
︑
紫
式
部
日
記
�

例
︑
大
鏡
�

例
︑
蜻
蛉
日
記

�

例
︑
狭
衣
物
語
�

例
︑
伊
勢
物
語
�

例
︑
落
窪
物
語
�

例
︑
枕
草
子
�

例
︑
更
級
日
記
�

例
︑
讃
岐
典
侍
日
記
�

例
︵
竹
取
物
語
・
土
佐
日
記
・

大
和
物
語
・
平
中
物
語
・
和
泉
式
部
日
記
・
堤
中
納
言
物
語
に
例
な
し
︶

平
安
初
期
の
物
語
類
や
日
記
に
は
例
が
少
な
く
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
以
降
︑
そ

の
影
響
を
受
け
た
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄﹃
夜
の
寝
覚
﹄﹃
栄
華
物
語
﹄
に
例
が

多
く
な
り
︑
そ
の
他
︑
紫
式
部
自
身
の
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
や
漢
文
訓
読
調
を
含

む
﹃
大
鏡
﹄
な
ど
が
目
に
付
く
︒
こ
の
よ
う
な
偏
り
は
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
︑

築
島
裕
﹃
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
﹄
で
は
︑

Ａ

源
氏
物
語
に
見
え
な
い
も
の

Ｂ

源
氏
物
語
に
も
見
え
る
が
︑
用
法
や
用
例
が
か
ぎ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の

Ｃ

源
氏
物
語
に
も
見
え
る
も
の

に
わ
け
︑
Ａ
と
Ｂ
を
以
て
漢
文
訓
読
特
有
語
と
し
た
︒
Ｃ
に
属
す
る
﹁
い
よ
い

よ
﹂
は
和
文
語
と
さ
れ
︑
漢
文
訓
読
体
と
和
文
体
と
の
二
形
対
立
を
﹁
マ
ス
マ

ス
ー
い
と
ど
・
い
よ
い
よ
﹂
で
把
握
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に

例
が
多
い
こ
と
を
も
っ
て
﹁
い
よ
い
よ
﹂
を
和
文
語
と
し
﹁
ま
す
ま
す
﹂
と
対

立
さ
せ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
︒
漢
文
訓
読
文
で
は
︑﹃
訓
点
語
彙
集
成
﹄

に
﹁
イ
ヨ
イ
ヨ
﹂
は
162
例
が
見
え
︑
漢
文
訓
読
語
と
し
て
特
徴
的
だ
か
ら
で
あ

る
︵﹁
弥
﹂
50
例
﹁
逾
﹂
46
﹁
転
﹂
42
例
等
︶︒
そ
こ
で
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に

﹁
い
よ
い
よ
﹂
が
集
中
す
る
こ
と
は
︑
こ
の
語
が
和
文
語
で
あ
っ
た
た
め
で
は

な
く
漢
文
訓
読
語
を
排
除
し
な
い
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
文
体
上
の
性
格
に
よ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く
る
︒
次
に
︑﹁
い
よ

い
よ
﹂﹁
い
と
ど
﹂﹁
ま
す
ま
す
﹂
の
文
体
的
な
位
相
を
中
心
に
見
て
い
く
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
い
と
ど
﹂
﹁
い
よ
い
よ
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
あ
は
れ
な

り
﹂﹁
心
苦
し
﹂
﹁
恥
づ
か
し
﹂﹁
悲
し
﹂
な
ど
の
よ
う
な
心
理
表
現
に
係
り
︑

そ
の
度
が
増
す
意
味
を
表
す
用
法
が
多
く
見
ら
れ
る
︒

○
い
と
い
た
う
思
ひ
わ
び
た
る
を
い
と
ど
あ
は
れ
と
御
覧
じ
て
︑

︵
桐
壺
)

○
さ
れ
ば
よ
と
思
し
あ
は
せ
て
︑
い
よ
い
よ
あ
は
れ
ま
さ
り
ぬ
︒

︵
夕
顔
)

○﹃
参
り
て
は
︑
い
と
ど
心
苦
し
う
︑
心
肝
も
尽
く
る
や
う
に
な
ん
﹄
と
典
侍

の
奏
し
た
ま
ひ
し
を
︑

︵
桐
壺
)

○
え
忍
び
た
ま
は
ぬ
御
気
色
を
︑
い
よ
い
よ
心
苦
し
う
︑
な
ほ
思
し
と
ま
る
べ

き
さ
ま
に
ぞ
聞
こ
え
た
ま
ふ
め
る
︒

︵
賢
木
)

○
心
の
み
お
か
れ
て
︑
い
と
ど
疎
く
恥
づ
か
し
く
思
さ
る
べ
し

︵
紅
葉
賀
)

○
さ
さ
め
き
聞
こ
ゆ
れ
ば
︑
い
よ
い
よ
恥
づ
か
し
と
思
し
て
︑

︵
明
石
)

○
冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
︑
い
と
ど
か
き
つ
か
む
方
な
く
悲
し
げ
に
な
が
め
過

ご
し
た
ま
ふ
︒

︵
蓬
生
)

○
大
臣
も
︑
か
く
重
き
御
お
ぼ
え
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
も
︑
い
よ
い
よ
悲
し

う
あ
た
ら
し
と
思
し
ま
ど
ふ
︒

︵
柏
木
)

こ
れ
ら
心
理
表
現
の
例
に
加
え
︑
情
景
描
写
で
も
共
通
す
る
語
に
係
る
例
が

あ
る
︒
両
語
に
明
確
な
区
別
は
指
摘
し
が
た
く
同
義
的
と
言
え
よ
う
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
二



○
ま
だ
ほ
の
暗
け
れ
ど
︑
雪
の
光
に
︑
い
と
ど
き
よ
ら
に
若
う
見
え
た
ま
ふ
を
︑

老
人
ど
も
笑
み
さ
か
え
て
見
た
て
ま
つ
る
︒

︵
末
摘
花
)

○
あ
ま
た
宮
た
ち
の
か
く
お
と
な
び
と
と
の
ひ
た
ま
へ
ど
︑
大
宮
は
︑
い
よ
い

よ
若
く
を
か
し
き
け
は
ひ
な
ん
ま
さ
り
た
ま
ひ
け
る
︒

︵
総
角
)

﹃
源
氏
物
語
﹄
で
両
語
に
明
確
な
意
味
の
相
違
は
認
め
が
た
い
と
す
れ
ば
︑

も
と
も
と
の
文
体
位
相
の
相
違
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

上
代
の
﹃
万
葉
集
﹄
で
は
︑
小
林
︵
一
九
六
七
︶
が
漢
文
訓
読
語
を
用
い
た

と
す
る
大
伴
旅
人
の
和
歌
に
﹁
い
よ
よ
ま
す
ま
す
﹂
が
見
ら
れ
る
︒
山
部
赤
人

の
用
い
た
﹁
い
や
ま
す
ま
す
﹂
と
と
も
に
例
を
挙
げ
て
お
く
︒

○
世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し
い
よ
よ
ま
す
ま
す
悲
し
か
り
け
り

︵﹃
万
葉
集
﹄
七
九
三
・
大
伴
旅
人
)

○
清
き
河
内
そ
春
へ
に
は
花
咲
き
を
を
り
秋
へ
に
は
霧
立
ち
渡
る
そ
の
山
の
い

や
ま
す
ま
す
に
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
常
に
通

は
む

︵﹃
万
葉
集
﹄
七
五
九
・
山
部
赤
人
)

﹁
い
や
﹂
は
客
観
表
現
﹁
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
﹂
に
用
い
て
い
る
が
︑﹁
い
よ
よ
﹂

は
心
理
表
現
﹁
悲
し
﹂
に
用
い
る
点
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
と
同
様
で
あ
る
︒

﹁
い
よ
よ
﹂
は
﹁
い
よ
い
よ
﹂
の
母
音
連
続
を
避
け
た
語
形
で
あ
る
︒﹁
い
よ

い
よ
﹂
は
﹁
弥
弥
﹂︵
次
第
に
増
す
意
︒﹃
漢
書
﹄﹃
後
漢
書
﹄
等
︶
を
ヒ
ン
ト

に
し
た
翻
読
語
と
思
わ
れ
︑﹁
弥
﹂﹁
転
﹂﹁
逾
﹂
等
の
訓
読
に
多
く
用
い
ら
れ

た
︒﹁
い
よ
よ
﹂
も
漢
文
訓
読
語
と
し
て
平
安
中
期
頃
ま
で
例
が
あ
る
︵﹃
天
理

本
金
剛
般
若
経
験
記
平
安
初
期
点
︵
八
五
〇
︶﹄﹁
逾
イ
ヨ
ヽ
﹂﹃
立
本
寺
本
法

華
経
寛
治
明
詮
移
点
︵
一
〇
八
七
︶
﹄﹁
転
イ
ヨ
ヽ
﹂
︶
︒

一
方
︑
平
安
時
代
の
和
歌
で
は
︑
一
般
に
﹁
い
と
ど
﹂
を
用
い
た
︒

古
今
�

例
︑
後
撰
11
例
︑
拾
遺
�

例
︑
後
拾
遺
�

例
︑
金
葉
�

例
︑

詞
花
�

例
︑
千
載
�

例
︑
新
古
今
21
例

和
歌
の
用
語
は
︑
和
文
体
の
物
語
の
基
調
語
と
も
な
る
︒﹁
い
よ
い
よ
﹂
が

比
較
的
多
い
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
も
︑﹁
い
と
ど
﹂
は
各
々
46

例
・
337
例
も
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
で

は
次
例
の
よ
う
に
作
中
歌
で
も
﹁
い
と
ど
﹂
15
例
が
見
ら
れ
る
︒

○
羽
衣
の
う
す
き
に
か
は
る
今
日
よ
り
は
う
つ
せ
み
の
世
ぞ
い
と
ど
悲
し
き︵

幻
)

和
歌
で
は
﹁
い
よ
い
よ
﹂
の
使
用
は
例
外
的
で
︑
八
代
集
で
は
﹃
古
今
和
歌

集
﹄﹃
詞
花
和
歌
集
﹄
に
次
の
各
�

例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
︒

○
お
ひ
ぬ
れ
ば
さ
ら
ぬ
別
も
あ
り
と
い
へ
ば
い
よ
い
よ
見
ま
く
ほ
し
き
君
哉

︵
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
九
〇
〇

伊
豆
内
親
王
)

○
あ
ふ
事
は
ま
ば
ら
に
あ
め
る
い
よ
す
だ
れ
い
よ
い
よ
我
を
わ
び
さ
す
る
哉

︵﹃
詞
花
和
歌
集
﹄
二
四
四

恵
慶
)

﹁
ま
す
ま
す
﹂
も
︑﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
に
�

例
あ
る
の
み
で
あ
る
︒

○
く
も
り
な
き
鏡
の
光
ま
す
ま
す
も
て
ら
さ
ん
影
に
か
く
れ
ざ
ら
め
や

︵﹃
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
四
四
三

能
信
)

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
三



︵
表
�

︶﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
例
数

天
竺
震
旦
部

本
朝
仏
法
部

本
朝
世
俗
部

い
よ
い
よ

88

179

75

ま
す
ま
す

�

�

�

い
と
ど

�

�

�

︵
表
�

︶
中
世
の
説
話
集
・
軍
記
物
語
の
例
数

打聞集

華法百座

金沢文庫

三宝絵

宇治拾遺

発心集

撰集抄

十訓抄

古今著聞

沙石集

保元物語

平治物語

延慶平家

覚一平家

い
よ
い
よ

�

12

	

24

20




14

�

43

35

11

�

90

27

ま
す
ま
す

�

�

�

�

�

�

	

�

�

�

�

�

	

�

い
と
ど

�

�

�

�

19

15

34

�

�

�




�

83

24

以
上
の
ご
と
く
︑﹁
い
と
ど
﹂
が
和
歌
に
多
い
の
に
対
し
︑﹁
い
よ
い
よ
﹂
は

漢
文
訓
読
文
で
例
が
多
い
︒
古
い
例
で
は
石
山
寺
本
﹃
大
智
度
論
﹄
天
安
二
年

点
︵
八
五
八
︶︵
大
坪
二
〇
一
七
が
指
摘
︶
や
︑﹃
漢
書
楊
雄
伝
﹄
天
暦
二
年
点

︵
九
四
八
︶
の
例
が
あ
り
︑
漢
文
訓
読
文
の
常
用
語
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ

う
な
偏
り
を
勘
案
す
る
と
︑
平
安
初
期
の
﹃
古
今
和
歌
集
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄﹃
宇

津
保
物
語
﹄﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
い
よ
い
よ
﹂
は
和
歌
和
文
の
用
語
で
な
く
︑

漢
文
訓
読
調
の
文
章
語
を
取
り
入
れ
た
結
果
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
点
は
︑
訓
読
調
の
強
い
中
世
の
和
漢
混
淆
文
を
中
心
に
﹁
い
よ
い
よ
﹂

が
定
着
し
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
︒
院
政
期
の
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
は
342
例

も
の
例
が
あ
る
︒﹁
ま
す
ま
す
﹂﹁
い
と
ど
﹂
と
と
も
に
三
部
の
例
数
を
示
す
と

︵
表
�

︶
の
よ
う
で
あ
り
︑﹁
い
よ
い
よ
﹂
は
本
朝
仏
法
部
を
中
心
に
広
く
分
布

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
舩
城
︵
二
〇
一
一
︶
は
︑﹁
い
よ
い
よ
﹂
は
当
時

の
新
し
い
文
章
様
式
の
用
語
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
漢
文

訓
読
文
で
頻
用
さ
れ
る
﹁
い
よ
い
よ
﹂
は
和
漢
混
淆
文
の
一
般
的
用
語
と
な
り

定
着
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
の
一
方
で
︑
和
文
臭
の
強
い
﹁
い
と
ど
﹂︑

漢
文
訓
読
臭
の
強
い
﹁
ま
す
ま
す
﹂
は
用
例
数
が
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
︒

︵
表
�

︶
に
院
政
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
や
軍
記
物
語
の
例
を
示
し
て
お
い
た

が
︑
漢
文
訓
読
調
の
強
い
仏
教
説
話
集
な
ど
で
は
概
ね
﹁
い
よ
い
よ
﹂
を
多
く

用
い
る
が
︑
訓
読
的
な
性
格
が
強
い
﹁
ま
す
ま
す
﹂
の
例
は
概
し
て
少
な
い
︒

一
方
︑﹃
撰
集
抄
﹄
な
ど
和
文
調
の
強
い
作
品
で
は
﹁
い
と
ど
﹂
が
多
く
用
い

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
︑
﹁
い
よ
い
よ
﹂
と
﹁
い
と
ど
﹂
が
漢
文
訓
読
体
と
和
文

体
の
指
標
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑﹃
打
聞
集
﹄
の
﹁
い
よ
い
よ
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
通
常
﹁
ま
す
ま
す
﹂

と
読
ま
れ
る
﹁
増
﹂﹁
倍
﹂
字
に
付
訓
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
観
智
院
本
類
聚
名

義
抄
﹄
に
﹁
倍
﹂﹁
愈
﹂
の
両
字
に
﹁
マ
ス
マ
ス
﹂﹁
イ
ヨ
イ
ヨ
﹂
の
訓
が
見
え

る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
︑
﹃
打
聞
集
﹄
の
﹁
い
よ
い
よ
﹂
は
﹁
ま
す
ま
す
﹂
と

同
義
の
漢
文
訓
読
語
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
︒

和
漢
混
淆
文
に
多
く
用
い
ら
れ
る
漢
文
訓
読
語
は
︑
訓
読
臭
が
弱
く
︑
和
文

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
四



体
に
も
馴
染
み
や
す
い
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
も
︑
和
歌
・
和
文
的
表
現

と
し
て
の
﹁
い
と
ど
﹂
を
基
調
に
し
な
が
ら
︑
和
文
体
に
も
な
じ
み
や
す
い
漢

文
訓
読
調
の
﹁
い
よ
い
よ
﹂
を
導
入
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

三

漢
文
訓
読
語
﹁
悲
し
ぶ
﹂
の
和
文
・
和
漢
混
淆
文
で
の

活
用

﹁
い
よ
い
よ
﹂
と
同
じ
く
︑
漢
文
訓
読
文
に
頻
出
し
な
が
ら
﹃
源
氏
物
語
﹄

で
例
の
多
い
語
と
し
て
﹁
悲
し
ぶ
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒﹁
悲
し
ぶ
﹂
は
︑
築
島

裕
﹃
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
﹄
で
は
︑
Ｂ
﹁
源
氏
物
語
に

も
見
え
る
が
用
法
や
用
例
が
限
ら
れ
て
い
る
も
の
﹂
と
さ
れ
漢
文
訓
読
語
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
︒
単
独
動
詞
の
﹁
悲
し
ぶ
﹂
は
�

例
だ
け
だ
が
︑
こ
こ
で
は
︑

名
詞
形
﹁
悲
し
び
﹂
12
例
や
︑﹁
恋
ひ
悲
し
ぶ
﹂
�

例
﹁
悲
し
び
思
ふ
︵
悲
し

び
思
す
︶﹂
�

例
の
複
合
動
詞
な
ど
︑
応
用
的
な
用
法
が
多
い
点
に
注
目
し
た

い
︒

○﹁
過
ぎ
は
べ
り
に
し
人
を
︑
世
に
思
う
た
ま
へ
忘
る
る
世
な
く
の
み
︑
今
に

悲
し
び
は
べ
る
を
︑
こ
の
御
事
に
な
む
︑
も
し
は
べ
る
世
な
ら
ま
し
か
ば
︑

⁝
⁝

動
詞
︵
須
磨
)

○
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
公
人
︑
女
房
な
ど
の
年
古
め
き
た
る
ど
も
さ
へ
︑
恋
ひ

悲
し
び
き
こ
ゆ
る
︒

複
合
動
詞
︵
柏
木
)

○
母
な
る
人
な
ん
い
み
じ
く
恋
ひ
悲
し
ぶ
な
る
を
︑
か
く
な
ん
聞
き
出
で
た
る

と
告
げ
知
ら
せ
ま
ほ
し
く
は
べ
れ
ど

複
合
動
詞
︵
夢
浮
橋
)

○
御
土
器
ま
ゐ
り
て
︑﹁
酔
ひ
の
悲
し
び
涙
灑
く
春
の
盃
の
裏
﹂
と
も
ろ
声
に

誦
じ
た
ま
ふ
︒

名
詞
︵
須
磨
)

○
願
ひ
た
ま
ひ
し
し
る
し
に
や
︑
つ
ひ
に
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
︑
ま
た
︑
こ
れ

を
悲
し
び
思
す
こ
と
限
り
な
し
︒

複
合
動
詞
︵
桐
壺
)

意
味
の
面
か
ら
言
う
と
︑
こ
れ
ら
の
例
は
単
純
に
悲
し
い
と
言
う
だ
け
で
は

な
く
﹁
慕
う
・
恋
う
﹂
の
含
意
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
第
一
例
の
﹁
悲
し
ぶ
﹂

は
﹁
過
ぎ
は
べ
り
に
し
人
﹂
を
慕
う
・
恋
う
意
味
を
含
ん
で
お
り
︑
第
二
例
第

三
例
の
複
合
動
詞
﹁
恋
ひ
悲
し
ぶ
﹂
と
意
味
が
重
な
る
点
が
あ
ろ
う
︒

﹁
恋
ひ
悲
し
ぶ
﹂
は
ど
の
よ
う
な
漢
語
の
翻
読
語
で
あ
る
か
は
未
詳
と
せ
ざ

る
を
得
な
い
が
︑
漢
語
﹁
悲
恋
﹂
︵
﹃
魏
書
﹄
﹃
隋
書
﹄
等
︶
や
﹁
哀
慕
﹂︵﹃
白

氏
文
集
﹄
巻
五
十
七
﹁
與
㆓

南
詔
清
平
館
㆒

書
﹂
等
︶
な
ど
が
候
補
に
考
え
ら
れ

る
︒
あ
る
い
は
第
一
例
の
よ
う
な
意
味
を
明
確
化
す
る
た
め
に
翻
読
語
的
な
語

形
と
し
て
作
っ
た
造
語
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒

第
四
例
の
名
詞
﹁
酔
ひ
の
悲
し
び
﹂
は
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
十
七
・
律
詩
﹁
十

年
三
月
三
十
日
⁝
⁝
﹂
に
あ
る
﹁
酔
悲
灑
㆑

涙
春
盃
裏
﹂
の
引
用
で
あ
る
︒

第
五
例
の
﹁
悲
し
び
思
す
﹂
は
﹁
悲
し
び
﹂
だ
け
で
意
味
が
通
じ
る
と
こ
ろ

を
﹁
哀
思
︵
悲
思
︶
﹂︵﹃
史
記
﹄﹃
漢
書
﹄﹃
後
漢
書
﹄
等
︶︑
あ
る
い
は
﹁
悲

思
﹂︵﹃
史
記
﹄﹃
漢
書
﹄﹃
後
漢
書
﹄
︑
魏
文
帝
﹁
雑
詩
﹂
等
︶
な
ど
の
漢
語
か

ら
の
類
推
で
﹁
思
す
﹂
を
付
け
た
翻
読
語
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
五



な
お
﹁
悲
し
び
思
ふ
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
思
ふ
︵
思
す
︶﹂
を
構
成
要
素
に
と
る

例
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
多
く
見
ら
れ
︑
次
の
よ
う
に
﹁
思
ひ
＋
心
理
動
詞
﹂

﹁
心
理
動
詞
＋
思
ふ
﹂
の
場
合
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
﹁
心
理
動
作
﹂
を
重
ね
て

い
る
点
で
︑
連
文
に
よ
る
翻
読
語
の
構
成
に
近
い
面
が
あ
る
︒

︵
思
ひ
＋
心
理
動
作
)

﹁
思
し
崇
む
﹂﹁
思
ひ
飽
く
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
侮
る
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
焦
ら

る
﹂﹁
思
し
ひ
浮
か
る
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
疑
ふ
﹂﹁
思
ひ
恨
む
﹂﹁
思
し
鬱う

ず
﹂﹁
思
ひ
倦う

む

ず
﹂﹁
思
ひ
お
ご
る
﹂﹁
思
し
怖
づ
﹂﹁
思
し
お
ご
る
﹂﹁
思

し
お
ぼ
ほ
る
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
驚
く
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
く
づ
ほ
る
﹂﹁
思
し

︵
ひ
︶
屈
す
﹂﹁
思
ひ
困
ず
﹂﹁
思
し
焦
が
る
﹂﹁
思
し
志
す
﹂﹁
思
し
好
む
﹂

﹁
思
し
こ
と
わ
る
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
懲
る
﹂﹁
思
し
忍
ぶ
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
知

る
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
し
を
る
﹂﹁
思
し
た
ば
か
る
﹂﹁
思
し
慰
む
﹂﹁
思
し

︵
ひ
︶
歎
く
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
悩
む
﹂﹁
思
し
願
ふ
﹂﹁
思
し
念
ず
﹂﹁
思
し

︵
ひ
︶
憚
る
﹂﹁
思
し
僻
む
﹂﹁
思
ひ
惚
く
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
惚
る
﹂﹁
思
し

迷
ふ
﹂﹁
思
し
喜
ぶ
﹂﹁
思
し
︵
ひ
︶
忘
る
﹂﹁
思
ひ
わ
ぶ
﹂

︵
心
理
動
作
＋
思
ふ
)

﹁
焦
れ
思
ふ
﹂﹁
推
し
量
り
思
ふ
﹂﹁
怖
ぢ
思
ふ
﹂﹁
お
と
し
め
思
ふ
﹂﹁
驚

き
思
ふ
﹂﹁
悲
し
び
思
す
︵
ふ
︶﹂﹁
悔
い
思
す
︵
ふ
︶﹂﹁
歎

き
思
す

︵
ふ
︶﹂﹁
願
ひ
思
す
︵
ふ
︶﹂﹁
喜
び
思
ふ
﹂﹁
惜
し
み
思
し
め
す
﹂

﹃
白
氏
文
集
﹄
で
も
﹁
思
﹂
を
心
理
動
作
に
結
び
つ
け
た
漢
語
が
見
え
る
︒

﹁
思
謀
﹂﹁
思
苦
﹂
﹁
思
量
﹂
﹁
思
憶
﹂
﹁
怨
思
﹂
﹁
疑
思
﹂﹁
凝
思
﹂

思
い
苦
し
む
場
面
を
描
く
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
関
わ
り
が
深
い
語
ば
か
り
で
あ
り
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
﹁
怨
思
﹂
﹁
疑
思
﹂
に
対
応
す
る
﹁
思
ひ
恨
む
﹂﹁
思
ひ
疑

ふ
﹂
も
あ
る
︒
心
理
を
描
く
複
合
動
詞
に
つ
い
て
竹
内
︵
一
九
八
六
︶
は
︑

﹁
思
ひ
～
﹂
に
﹁
心
の
う
ち
に
じ
っ
と
抑
え
な
が
ら
抱
く
﹂
意
が
あ
る
と
解
し

て
い
る
が
︑
こ
の
背
景
に
は
﹃
白
氏
文
集
﹄
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
︒

﹁
悲
し
ぶ
﹂
の
使
用
が
漢
語
・
漢
文
に
関
わ
る
と
す
れ
ば
︑
漢
文
訓
読
文
に

例
が
多
い
は
ず
で
あ
る
︒
築
島
裕
﹃
訓
点
語
彙
集
成
﹄
で
見
る
と
︑
﹁
カ
ナ
シ

ブ
﹂﹁
カ
ナ
シ
ビ
﹂
は
各
167
例
︑
25
例
と
多
く
の
例
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
︵
な

お
︑﹁
カ
ナ
シ
ム
﹂
25
例
︑﹁
カ
ナ
シ
ミ
﹂
�

例
︶︒
一
方
︑
和
文
作
品
で
は
用

例
は
極
め
て
少
な
く
︑
﹁
悲
し
ぶ
﹂
は
平
安
和
文
で
は
︑
漢
文
訓
読
の
影
響
が

あ
る
﹃
宇
津
保
物
語
﹄



例
の
他
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
�

例
﹃
浜
松
中
納
言
物

語
﹄
�

例
﹃
大
鏡
﹄
�

例
﹃
今
鏡
﹄
�

例
︵
﹁
悲
し
ぶ
﹂
﹁
悲
し
む
﹂
各
�

例
︶

が
あ
る
程
度
で
︑
そ
の
他
で
は
︑
﹃
竹
取
物
語
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄﹃
大
和
物
語
﹄

﹃
平
中
物
語
﹄﹃
落
窪
物
語
﹄
﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄﹃
土
佐
日
記
﹄﹃
蜻
蛉
日
記
﹄

﹃
枕
草
子
﹄﹃
更
級
日
記
﹄﹃
夜
の
寝
覚
﹄
︵
但
し
名
詞
﹁
悲
し
び
﹂
�

例
あ
り
︶

﹃
狭
衣
物
語
﹄﹃
栄
華
物
語
﹄
﹃
水
鏡
﹄
﹃
増
鏡
﹄
に
は
例
が
見
ら
れ
な
い
︒

た
だ
し
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
見
ら
れ
た
﹁
恋
ひ
悲
し
ぶ
﹂
な
ど
の
複
合
動
詞

は
︑﹁
悲
し
ぶ
﹂
を
用
い
る
他
作
品
に
も
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
︒
右
の
中
で

例
数
の
多
い
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
で
は
︑﹁
恋
ひ
悲
し
ぶ
﹂
�

例
﹁
恋
ひ
悲
し
む
﹂

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
六



︵
表
�

︶﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
例
数

天
竺
震
旦
部

本
朝
仏
法
部

本
朝
世
俗
部

悲
し
ぶ

22

51

11

悲
し
む

160

180

30

悲
し
み

�

�

�

�

例
︑﹁
泣
き
悲
し
ぶ
﹂
�

例
と
︑
複
合
動
詞
の
例
数
が
多
い
︒﹃
狭
衣
物
語
﹄

で
は
単
独
動
詞
の
例
は
な
い
が
︑﹁
恋
ひ
悲
し
む
﹂
�

例
﹁
惜
し
み
悲
し
む
﹂

�

例
の
複
合
動
詞
の
例
が
あ
る
︒﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
で
は
単
独
動
詞
�

例

だ
が
︑﹁
驚
き
悲
し
む
﹂
�

例
﹁
思
し
悲
し
む
﹂
�

例
﹁
悲
し
み
思
す
﹂
�

例

﹁
泣
き
悲
し
む
﹂
�

例
﹁
歎
き
悲
し
む
﹂
�

例
﹁
惜
し
み
悲
し
む
﹂
�

例
な
ど

の
複
合
動
詞
の
例
が
多
い
︒﹃
栄
華
物
語
﹄
も
単
独
動
詞
の
例
は
な
い
が
︑﹁
惜

し
み
悲
し
ぶ
﹂
�

例
が
見
え
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
漢
文
訓
読
語
が
和
文
作
品
に

導
入
さ
れ
る
際
に
は
︑
単
独
動
詞
よ
り
複
合
動
詞
︵
翻
読
語
︶
と
し
て
用
い
ら

れ
や
す
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
︒

右
の
中
で
も
︑﹁
泣
き
悲
し
む
﹂﹁
歎
き
悲
し
む
﹂
は
漢
文
訓
読
調
を
含
む

﹃
水
鏡
﹄
に
も
例
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
︵﹁
泣
き
悲
し
む
﹂
	

例
﹁
泣
き
悲
し

ぶ
﹂
�

例
﹁
歎
き
悲
し
ぶ
﹂
�

例
︶︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
な
る
と
後
述
の
よ
う

に
数
多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
漢
語
﹁
悲
泣
﹂﹁
悲
歎
﹂
を
転
倒

し
て
生
じ
た
翻
読
語
と
思
わ
れ
る
﹁
泣
き
悲
し
む
﹂﹁
歎
き
悲
し
む
﹂
は
や
が

て
和
漢
混
淆
文
の
特
徴
語
と
し
て
定
着
す
る
が
︑
平
安
後
期
の
和
文
作
品
に
す

で
に
そ
の
先
蹤
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

院
政
鎌
倉
期
の
和
漢
混
淆
文
に
な
る
と
﹁
悲
し
む
﹂
の
形
が
多
く
な
る
︒
院

政
期
の
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
で
は
﹁
悲
し
む
﹂﹁
悲
し
ぶ
﹂
の
両
形
が
存
し
て
い

る
︒︵
表
�

︶
に
部
毎
の
例
数
を
ま
と
め
た
が
︑
巻
二
〇
以
前
の
漢
文
訓
読
調

の
強
い
巻
を
中
心
に
全
体
に
分
布
し
て
お
り
︑
特
に
﹁
悲
し
む
﹂
が
和
漢
混
淆

文
の
用
語
と
し
て
定
着
し
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

ま
た
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
で
は
単
独
動
詞
に
加
え
て
︑
次
の
よ
う
な
複
合
動

詞
の
例
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒
﹁
悲
し
ぶ
﹂
﹁
悲
し
む
﹂
を
前
項
に
と
る

例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

﹁
悲
び
愛
す
﹂



例
︑﹁
悲
び
哀
ぶ
﹂
�

例
︑
﹁
悲
び
合
ふ
﹂
�

例
︑﹁
悲
び

云
ふ
﹂
�

例
︑﹁
悲
び
懼
る
﹂
�

例
︑
﹁
悲
び
傅
く
﹂
�

例
︑﹁
悲
び
悔
ゆ
﹂

�

例
︑﹁
悲
び
困
ぶ
﹂
�

例
︑﹁
悲
び
助
く
﹂
�

例
︑
﹁
悲
び
貴
ぶ
﹂
32
例
︑

﹁
悲
び
貴
む
﹂



例
︑
﹁
悲
び
泣
く
﹂



例
︑
﹁
悲
び
歎
く
﹂



例
︑﹁
悲
し

み
歎
く
﹂
�

例
﹁
悲
び
迷
ふ
﹂
�

例
︑
﹁
悲
び
養
ふ
﹂
�

例
︑﹁
悲
び
喜

ぶ
﹂
�

例

こ
れ
ら
は
︑
連
文
の
翻
読
語
に
よ
る
同
義
的
結
合
で
あ
る
た
め
︑
次
の
よ
う

に
転
倒
形
が
多
い
が
︑
﹁
～
悲
し
む
﹂
の
形
で
は
特
に
﹁
泣
き
悲
し
む
﹂﹁
歎
き

悲
し
む
﹂
の
例
が
多
く
︑
和
漢
混
淆
文
の
特
徴
語
と
な
っ
て
い
る
︒

﹁
哀
び
悲
ぶ
﹂
�

例
︑
﹁
哀
び
悲
む
﹂
�

例
︑﹁
悔
い
悲
む
﹂
�

例
︑﹁
貴
び

悲
ぶ
﹂
11
例
︑﹁
貴
み
悲
む
﹂
�

例
︑
﹁
泣
き
悲
む
﹂
143
例
︑﹁
歎
き
悲
ぶ
﹂

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
七



12
例
︑﹁
歎
き
悲
む
﹂
100
例
︑﹁
喜
び
悲
ぶ
﹂
�

例
︑﹁
喜
び
悲
む
﹂
11
例

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
で
は
︑﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄﹃
水
鏡
﹄
に
も
見
ら
れ
た

﹁
泣
き
悲
し
む
﹂﹁
歎
き
悲
し
む
﹂
を
筆
頭
に
︑
同
義
的
結
合
の
複
合
動
詞
の
形

で
多
く
用
い
て
い
る
︒
た
だ
し
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
﹁
悲
し
む
﹂﹁
悲
し
ぶ
﹂

は
﹁
愛
す
﹂﹁
哀
ぶ
﹂﹁
助
く
﹂﹁
貴
ぶ
﹂﹁
喜
ぶ
﹂﹁
養
ふ
﹂
な
ど
仏
教
的
感

動
・
仏
教
的
慈
悲
を
表
す
動
詞
と
の
結
合
が
中
心
で
あ
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の

人
を
恋
う
意
味
と
は
必
ず
し
も
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
︵
こ
れ
ら
の
﹁
悲
し

ぶ
﹂
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
は
︑
藤
井
二
〇
一
六
を
参
照
︶︒

中
世
で
は
﹁
悲
し
ぶ
﹂
の
例
は
さ
ら
に
後
退
し
︑﹃
延
慶
本
平
家
物
語
﹄
で

は
﹁
悲
し
ぶ
﹂
�

例
﹁
悲
し
む
﹂
37
例
で
あ
る
︒﹁
悲
し
む
﹂
の
形
は
︑﹃
宇
治

拾
遺
物
語
﹄
�

例
︑﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
46
例
な
ど
︑
物
語
用
語
と
し
て
定

着
し
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
︑﹃
宇
津
保
物
語
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄

の
用
い
た
﹁
悲
し
ぶ
﹂
は
︑
漢
文
訓
読
語
を
物
語
の
文
章
に
用
い
た
い
ち
早
い

例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
︒﹁
か
な
し
ぶ
﹂
を
は
じ
め
︑
築
島
が
Ｂ
と
し
て
挙
げ

た
77
語
の
動
詞
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
が
取
り
入
れ
た
漢
文
訓
読
語
と
し
て
︑
文

体
史
の
面
か
ら
注
目
す
べ
き
存
在
と
言
え
よ
う
︒

四

漢
文
訓
読
語
﹁
愁
ふ
﹂
と
そ
の
翻
読
語

﹁
い
よ
い
よ
﹂﹁
悲
し
ぶ
﹂
と
同
様
︑
漢
文
訓
読
文
に
例
が
多
い
が
︑﹃
源
氏

物
語
﹄
に
も
例
の
多
い
語
と
し
て
﹁
愁
ふ
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄

の
﹁
愁
ふ
﹂
は
﹁
悲
し
ぶ
﹂
と
同
じ
よ
う
に
名
詞
形
で
も
例
が
多
く
︑
動
詞

﹁
愁
ふ
﹂
28
例
︑
名
詞
﹁
愁
へ
﹂
23
例
が
見
え
る
︒
﹁
愁
ふ
﹂
は
築
島
の
分
類
で

Ｃ
﹁
源
氏
物
語
に
も
見
え
る
も
の
﹂
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

﹁
愁
ふ
﹂
は
︑
漢
文
訓
読
文
で
は
極
め
て
多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
︵﹃
訓
点
語
彙

集
成
﹄
で
﹁
ウ
レ
フ
﹂
175
例
﹁
ウ
レ
ヘ
﹂
45
例
︶
の
に
対
し
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

以
外
の
平
安
和
文
で
は
概
し
て
例
が
少
な
い
︒
す
な
わ
ち
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
	

例
︑﹃
夜
の
寝
覚
﹄
﹃
今
鏡
﹄
に
各
�

例
︑﹃
狭
衣
物
語
﹄
﹃
水
鏡
﹄
﹃
増
鏡
﹄
に

�

例
︑﹃
枕
草
子
﹄﹃
大
鏡
﹄﹃
栄
華
物
語
﹄
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
各
�

例
が

見
え
る
程
度
で
︑
﹃
竹
取
物
語
﹄
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹃
大
和
物
語
﹄﹃
平
中
物
語
﹄

﹃
落
窪
物
語
﹄﹃
堤
中
納
言
物
語
﹄
﹃
土
佐
日
記
﹄﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
﹃
紫
式
部
日
記
﹄

﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
例
が
見
ら
れ
な
い
︒
物
語
の
叙
述
で
あ
れ
ば
喜
怒
哀
楽
の

表
現
は
多
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
偏
り
に
は
意
味
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
︒
漢
文
訓
読
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
﹃
宇
津
保
物
語
﹄
に
も
あ
る

が
︑﹁
い
よ
い
よ
﹂
と
同
じ
く
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
後
の
作
品
で
徐
々
に
例
が
増

加
す
る
こ
と
が
窺
え
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
愁
ふ
﹂
は
漢
文
訓
読
語
の
性
格
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
が
︑

こ
の
語
は
﹁
愁
へ
顔
﹂﹁
愁
へ
泣
く
﹂
﹁
愁
へ
歎
く
﹂
な
ど
の
複
合
語
で
多
く
用

い
て
お
り
︑
そ
の
中
に
翻
読
語
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
︒

○
日
の
わ
づ
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
︑
愁
へ
顔
な
る
庭
の
露
き
ら
き
ら
と
し
て
︑

空
は
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
れ
る
に

︵
野
分
)

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
八



○
鹿
は
た
だ
籬
の
も
と
に
た
た
ず
み
つ
つ
︑
山
田
の
引
板
に
も
驚
か
ず
︑
色
濃

き
稲
ど
も
の
中
に
ま
じ
り
て
う
ち
な
く
も
愁
へ
顔
な
り
︒

︵
夕
霧
)

野
分
巻
の
例
は
︑
夜
来
の
風
雨
で
乱
れ
た
庭
の
露
の
き
ら
め
き
に
涙
を
流
す

か
の
ご
と
き
﹁
愁
へ
顔
﹂
を
見
出
し
︑
紫
の
上
を
思
慕
す
る
夕
霧
の
心
情
と
重

ね
る
︒
夕
霧
巻
の
例
は
︑
妻
を
恋
ふ
鹿
の
﹁
愁
へ
顔
﹂
を
通
し
て
︑
落
葉
宮
を

恋
う
夕
霧
の
心
情
を
投
影
し
て
い
る②

︒﹁
愁
へ
顔
﹂
の
よ
う
な
﹁
用
言
連
用
形

＋
顔
﹂
は
︑
62
種
137
例
が
見
ら
れ
︑
人
間
の
内
面
を
自
然
描
写
を
通
し
て
象
徴

的
に
描
く
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
特
徴
的
な
擬
人
法
と
さ
れ
て
い
る
︵
山
口
二
〇
一

八
︶︒﹁
愁
へ
顔
﹂
は
︑﹃
白
氏
文
集
﹄
に
例
が
見
え
る
漢
語
﹁
愁
顔
﹂﹁
憂
顔
﹂

を
ヒ
ン
ト
に
し
た
式
部
の
応
用
的
表
現
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
神
谷
︵
二
〇

〇
七
︶
に
も
指
摘
が
あ
る
が
︑
語
形
の
み
な
ら
ず
表
現
内
容
の
面
で
も
次
の
よ

う
な
例
に
関
連
が
指
摘
で
き
る
︒

○
且
持
㆓

一
盃
酒
㆒

︑
聊
以
開
㆓

愁
顔
㆒︒

︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
九
﹁
贈
㆓

別
楊
穎
士
・
盧
克
柔
・
殷
堯
藩
㆒

﹂
)

○
戯
及
㆑

此
者
︑
亦
欲
㆔

三
千
里
外
︑
一
破
㆓

愁
願
㆒︒

︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
五
十
二
﹁
和
二
微
子
一
詩
二
十
二
首

并
序
﹂
)

﹃
白
氏
文
集
﹄
の
例
は
︑
い
ず
れ
も
親
し
い
人
と
の
行
き
別
れ
と
な
っ
た
白

楽
天
の
﹁
愁
い
顔
﹂
を
描
い
て
い
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
と
﹃
白
氏
文
集
﹄
で
は
︑

と
も
に
人
を
恋
う
心
情
と
い
う
点
に
共
通
性
が
見
出
せ
よ
う
︒

複
合
動
詞
﹁
愁
へ
歎
く
﹂
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
他
︑﹃
宇
津
保
物
語
﹄﹃
水

鏡
﹄
に
も
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑﹃
白
氏
文
集
﹄﹃
文
選
﹄﹃
後
漢
書
﹄
等
に
見

え
る
漢
語
﹁
憂
歎
﹂
︑
も
し
く
は
﹃
楚
辞
﹄﹃
陶
淵
明
集
﹄﹃
元
氏
長
慶
集
﹄
等

に
見
え
る
﹁
愁
歎
﹂
に
よ
る
翻
読
語
で
あ
ろ
う
︒

○
こ
の
選
び
に
入
ら
ぬ
を
ば
恥
に
愁
へ
嘆
き
た
る
す
き
者
ど
も
あ
り
け
り
︒

︵
若
菜
下
)

○
受
レ
命
以
来
夙
夜
憂
歎

︵
﹃
文
選
﹄
巻
三
十
七

諸
葛
孔
明
﹁
出
師
表
﹂
)

○
苦
詞
無
㆓

一
字
㆒︑
憂
歎
無
㆓

一
声
㆒︒

︵
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
六
十
一
﹁
序
㆓

洛
詩
㆒

｣
)

若
菜
下
の
例
は
︑
源
氏
の
住
吉
詣
の
際
︑
神
楽
の
舞
人
に
選
ば
れ
な
か
っ
た

者
の
嘆
き
を
表
す
︒﹃
文
選
﹄
の
例
は
︑
孔
明
が
大
命
を
受
け
た
気
持
ち
で
あ

る
︒﹃
白
氏
文
集
﹄
の
例
は
﹁
洛
陽
の
詩
の
序
文
﹂
で
あ
り
︑
多
く
の
詩
人
た

ち
は
不
遇
を
詩
に
詠
ん
だ
が
︑
自
ら
の
詩
は
境
遇
に
苦
し
み
や
愁
い
歎
く
言
葉

は
一
声
も
な
く
︑
閑
居
の
中
で
詩
を
詠
む
喜
び
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
︒
不
運

を
歎
く
舞
人
た
ち
と
自
身
の
境
遇
に
不
満
を
抱
か
ず
に
人
生
を
送
る
白
楽
天
と

の
心
情
に
は
落
差
が
あ
る
が
︑
同
じ
﹁
す
き
者
﹂︵
風
流
人
︶
と
し
て
の
境
遇

を
め
ぐ
る
感
情
表
現
と
い
う
面
で
共
通
点
も
見
出
せ
る③

︒

﹁
愁
へ
泣
く
﹂
に
対
応
す
る
﹁
愁
泣
﹂
は
﹃
後
漢
書
﹄
に
例
が
見
え
る
︒

○
姫
君
た
ち
︑
さ
て
は
い
と
幼
き
と
を
ぞ
率
て
お
は
し
に
け
る
︑
あ
る
は
上
を

恋
ひ
た
て
ま
つ
り
て
愁
へ
泣
き
た
ま
ふ
を
︑
心
苦
し
と
思
す
︒

︵
夕
霧
)

○
皆
日
夜
愁
泣
︑
思
欲
㆓

東
帰
㆒︒

︵
﹃
後
漢
書
﹄
巻
四
十
一

劉
盆
子
伝
)

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

五
九



﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
読
語
の
元
に
な
る
漢
語
は
︑
前
節
の
﹁
悲
し
ぶ
﹂
で
も

い
く
つ
か
例
を
示
し
た
よ
う
に
︑﹃
白
氏
文
集
﹄
の
み
な
ら
ず
中
国
正
史
類
の

漢
語
の
影
響
も
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
︵
藤
井
二
〇
一
九
参
照
︶︒

五

高
頻
度
の
翻
読
語
﹁
推
し
量
る
﹂

最
後
に
高
頻
度
の
翻
読
語
と
し
て
﹁
推
し
量
る
﹂
を
取
り
上
げ
て
お
く
︒

﹁
推
し
量
る
﹂
は
︑﹁
推
︑
度
也
﹂︵
管
子
注
︶﹁
測
︑
意
度
也
﹂︵
礼
記
注
︶

な
ど
の
訓
詁
を
背
景
に
﹁
推
測
﹂﹁
推
量
﹂
等
か
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
︒﹁
オ

シ
ハ
カ
ル
﹂
は
︑﹁
推
﹂
の
訓
読
語
と
し
て
観
智
院
本
﹃
類
聚
名
義
抄
﹄
の
他
︑

﹃
訓
点
語
彙
集
成
﹄
で
﹃
法
華
義
疏
﹄
平
安
中
期
点
な
ど
�

例
の
訓
読
例
が
あ

る
︒﹁
い
よ
い
よ
﹂
と
同
様
︑
和
文
に
溶
け
込
み
や
す
い
語
で
あ
っ
た
ら
し
く

漢
文
訓
読
調
の
作
品
以
外
で
も
広
く
例
が
見
ら
れ
る
︒

宇
津
保
物
語
�

例
︑
蜻
蛉
日
記
�

例
︑
落
窪
物
語
	

例
︑
枕
草
子
10
例
︑

源
氏
物
語
94
例
︑
狭
衣
物
語
14
例
︑
夜
の
寝
覚
16
例
︑
浜
松
中
納
言
物
語

13
例
︑
栄
華
物
語
57
例
︑
紫
式
部
日
記
�

例
︑
更
級
日
記
�

例
︑
大
鏡



例
︑
今
鏡
�

例
︑
水
鏡
�

例
︑
増
鏡
16
例
︑
讃
岐
典
侍
日
記



例
︑
堤
中

納
言
物
語
�

例
︑
今
昔
物
語
集
︵
本
朝
部
の
み
︶
13
例
︑
金
沢
文
庫
本
仏

教
説
話
集
�

例
︑
観
智
院
本
三
宝
絵
�

例
︑
保
元
物
語
�

例
︑
宇
治
拾
遺

物
語
�

例
︑
発
心
集
�

例
︑
覚
一
本
平
家
物
語
19
例
︑
延
慶
本
平
家
物
語

40
例
︑
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
�

例
︑
十
訓
抄
�

例
︑
古
今
著
聞
集



例
︑

十
六
夜
日
記
�

例
︑
と
は
ず
が
た
り
10
例
︑
徒
然
草
�

例

︵
例
が
見
ら
れ
な
い
作
品
↓
竹
取
物
語
︑
伊
勢
物
語
︑
大
和
物
語
︑
土
佐

日
記
︑
法
華
百
座
聞
書
抄
︑
平
中
物
語
︑
平
治
物
語
)

初
期
の
物
語
・
日
記
﹃
竹
取
物
語
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄﹃
大
和
物
語
﹄
﹃
土
佐
日

記
﹄
に
は
例
が
見
え
な
い
が
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
以
降
の
﹃
狭
衣
物
語
﹄﹃
夜
の
寝

覚
﹄﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
や
﹃
栄
華
物
語
﹄
な
ど
に
比
較
的
例
が
多
い
︒﹁
い

よ
い
よ
﹂
と
同
じ
よ
う
に
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
影
響
に
よ
っ
て
物
語
類
の
文
体

に
溶
け
込
ん
だ
語
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑
漢
文
訓
読
的
な
語
と
し
て
︑
中

世
以
降
の
和
漢
混
淆
文
に
も
受
け
継
が
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
︑
客
観
的
状
況
を
推
測
す
る
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
︒

○
か
く
て
︑
院
も
離
れ
お
は
し
ま
す
ほ
ど
︑
人
目
す
く
な
く
し
め
や
か
な
ら
む

を
推
し
は
か
り
て
︑
小
侍
従
を
迎
へ
と
り
つ
つ
︑
い
み
じ
う
語
ら
ふ
︒

︵
若
菜
下
)

○
今
宵
は
例
の
御
遊
び
に
や
あ
ら
む
と
推
し
は
か
り
て
︑
兵
部
卿
宮
渡
り
た
ま

へ
り
︒

︵
鈴
虫
︶︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
で
注
意
さ
れ
る
の
は
︑
登
場
人
物
や
語
り
手
の
立
場
か
ら
︑
人

物
の
心
理
や
そ
れ
に
伴
う
行
動
を
推
測
す
る
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
︒

○
は
か
な
き
木
草
︑
空
の
け
し
き
に
つ
け
て
も
と
り
な
し
な
ど
し
て
︑
心
ば
せ

推
し
は
か
ら
る
る
を
り
を
り
あ
ら
む
こ
そ
あ
は
れ
な
る
べ
け
れ
︑

中
司
の
君
↓
姫
君
の
心
柄
︵
末
摘
花
)

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

六
〇



○
と
ま
り
た
ま
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
を
見
た
て
ま
つ
る
心
地
ど
も
︑
た
だ
推
し

は
か
る
べ
し
︒

語
り
手
↓
源
氏
の
心
理
︵
若
菜
下
)

○
忘
れ
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
は
と
あ
は
れ
と
思
ふ
に
も
︑
い
と
ど
母
君
の
御
心
の

中
推
し
は
か
ら
る
れ
ど
︑
な
か
な
か
言
ふ
か
ひ
な
き
さ
ま
を
見
え
聞
こ
え
た

て
ま
つ
ら
む
は
︑

浮
舟
↓
母
君
の
心
中
︵
手
習
)

登
場
人
物
の
心
理
を
忖
度
す
る
場
面
の
多
い
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
推

し
量
る
﹂
は
鍵
語
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

人
物
の
心
理
を
推
し
量
る
例
は
︑
転
成
名
詞
で
も
﹁
推
し
量
り
﹂
�

例
﹁
推

し
量
り
事
﹂
�

例
が
見
え
る
︵
平
安
和
文
で
の
﹁
推
し
量
り
﹂
は
︑
他
に
﹃
紫

式
部
日
記
﹄
に
�

例
︑﹁
推
し
量
り
事
﹂
は
﹃
枕
草
子
﹄
に
�

例
の
み
︶︒

○
こ
の
﹁
音
無
の
滝
﹂
こ
そ
う
た
て
い
と
ほ
し
く
︑
南
の
上
の
御
推
し
は
か
り

事
に
か
な
ひ
て
︑
軽
々
し
か
る
べ
き
御
名
な
れ
︒

︵
行
幸
)

○
あ
や
し
き
御
推
し
は
か
り
に
な
む
︒

︵
朝
顔
)

行
幸
の
例
は
︑﹁
音
無
の
滝
︵
光
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
恋
心
を
暗
示
︶﹂
は
﹁
南

の
上
︵
紫
の
上
︶﹂
の
﹁
忖
度
﹂
通
り
の
名
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
︒
朝
顔

の
例
は
源
氏
の
言
葉
で
︑
女
五
の
宮
の
﹁
さ
り
と
も
劣
り
た
ま
へ
ら
む
と
こ
そ

推
し
は
か
り
は
べ
れ
﹂
と
い
う
発
言
を
受
け
て
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
既

述
の
﹁
か
な
し
ぶ
﹂﹁
う
れ
ふ
﹂
が
﹁
か
な
し
び
﹂
12
例
﹁
う
れ
へ
﹂
23
例
な

ど
転
成
名
詞
の
例
が
多
い
こ
と
に
も
照
ら
す
と
︑
漢
語
・
漢
文
に
関
わ
る
用
語

は
概
念
化
さ
れ
︑
名
詞
で
使
わ
れ
や
す
い
傾
向
が
窺
え
る
︒

紫
式
部
が
心
を
推
し
量
る
こ
と
を
概
念
化
し
て
捉
え
多
用
し
た
背
景
に
︑

﹃
白
氏
文
集
﹄
新
楽
府
の
漢
語
﹁
推
心
﹂
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

○
功
成
理
定
何
神
速
︑
速
在
㆔

推
㆑

心
置
㆓

人
腹
㆒︒

︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
三
・
新
楽
府
﹁
七
徳
舞
﹂
)

右
は
︑
太
宗
の
功
業
が
速
か
っ
た
の
は
︑
自
ら
の
赤
心
を
推
察
し
他
人
の
心
に

置
き
換
え
た
か
ら
と
の
意
味
で
あ
る
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
す
る
人
物
は
︑

他
者
の
心
を
忖
度
し
葛
藤
し
な
が
ら
行
動
す
る
︒
他
者
の
心
を
推
し
量
る
行
為

は
︑
物
語
を
展
開
さ
せ
る
重
要
な
契
機
の
一
つ
な
の
で
あ
る
︒

六

ま
と
め

本
稿
で
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
漢
文
訓
読
語
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
て
表
現

を
多
様
に
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
︑
漢
文
訓
読
語
が
漢
語
知
識
に
よ
っ
て
作
り

出
す
翻
読
語
︵
複
合
動
詞
・
複
合
名
詞
︶
の
形
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
場
合
が

多
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
︒
紫
式
部
は
︑﹃
白
氏
文
集
﹄
や
正
史
類
の
漢
文

の
知
識
を
元
に
︑
漢
文
訓
読
語
や
翻
読
語
を
駆
使
す
る
こ
と
で
語
彙
・
表
現
を

豊
か
に
し
︑
作
品
を
彩
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

本
稿
で
見
た
よ
う
な
和
文
に
導
入
さ
れ
や
す
い
漢
文
訓
読
語
・
翻
読
語
は
︑

後
の
和
漢
混
淆
文
で
も
多
く
見
ら
れ
る
要
素
で
あ
り
︑
和
漢
混
淆
文
の
﹁
漢
﹂

の
要
素
の
中
核
と
な
っ
て
い
く
語
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
︒

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
と
翻
読
語

六
一



注①

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︵
小
学
館
︶
に
よ
る
︒
作

品
ご
と
の
用
例
数
に
つ
い
て
は
﹃
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
﹄︵
笠
間
書
院
︶
を

参
照
し
た
他
︑
索
引
類
で
確
認
し
た
︒
使
用
し
た
索
引
類
は
次
の
も
の
で
あ
る
︵
編

者
名
は
省
く
︶︒﹃
伊
勢
物
語
総
索
引
﹄︵
明
治
書
院
︶﹃
大
和
物
語
語
彙
索
引
﹄︵
笠

間
書
院
︶︑﹃
平
中
物
語

本
文
と
索
引
﹄︵
洛
文
社
︶︑﹃
宇
津
保
物
語

本
文
と
索

引
﹄︵
笠
間
書
院
︶︑﹃
枕
草
子

本
文
及
び
総
索
引
﹄︵
和
泉
書
院
︶︑﹃
夜
の
寝
覚
総

索
引
﹄︵
明
治
書
院
︶︑﹃
狭
衣
物
語
語
彙
索
引
﹄︵
笠
間
書
院
︶︑﹃
浜
松
中
納
言
物
語

総
索
引
﹄︵
武
蔵
野
書
院
︶︑﹃
落
窪
物
語
総
索
引
﹄︵
明
治
書
院
︶︑﹃
堤
中
納
言
物
語

校
本
及
び
総
索
引
﹄︵
風
間
書
房
︶︑﹃
栄
花
物
語
本
文
と
索
引
﹄︵
武
蔵
野
書
院
︶︑

﹃
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
﹄︵
笠
間
書
院
︶︑﹃
水
鏡
本
文
及
び
総
索
引
﹄︵
笠
間
書
院
︶︑

﹃
増
鏡
総
索
引
﹄︵
明
治
書
院
︶︑﹃
保
元
物
語
総
索
引
﹄︵
武
蔵
野
書
院
︶︑﹃
平
治
物

語
総
索
引
﹄︵
武
蔵
野
書
院
︶︑﹃
延
慶
本
平
家
物
語

索
引
編
﹄︵
勉
誠
社
︶︑﹃
三
宝

絵
詞
自
立
語
索
引
﹄︵
笠
間
書
院
︶︑﹃
今
昔
物
語
集
索
引
﹄︵
岩
波
書
店
︶︑﹃
打
聞
集

の
研
究
と
総
索
引
﹄︵
清
文
堂
︶︑﹃
法
華
百
座
聞
抄
総
索
引
﹄︵
武
蔵
野
書
院
︶︑﹃
金

沢
文
庫
本
仏
教
説
話
集
の
研
究
﹄︵
汲
古
書
院
︶︑﹃
宇
治
拾
遺
物
語
総
索
引
﹄︵
清
文

堂
出
版
︶︑﹃
発
心
集
本
文
・
自
立
語
索
引
﹄︵
清
文
堂
出
版
︶︑﹃
撰
集
抄
自
立
語
索

引
﹄︵
笠
間
書
院
︶︑﹃
十
訓
抄
本
文
と
索
引
﹄︵
笠
間
書
院
︶︑﹃
古
今
著
聞
集
総
索

引
﹄︵
笠
間
書
院
︶︑﹃
慶
長
十
年
古
活
字
本
沙
石
集
索
引
編
﹄︵
勉
誠
社
︶︒
八
代
集

は
﹁
中
納
言
﹂
と
﹃
八
代
集
総
索
引
﹄︵
大
学
堂
書
店
︶
に
よ
る
︒
そ
の
他
︑﹃
源
氏

物
語
辞
典
﹄︵
角
川
学
芸
出
版
︶
を
参
照
し
た
︒
漢
籍
類
は
文
淵
閣
本
﹃
四
庫
全
書
﹄

︵
漢
字
情
報
シ
ス
テ
ム
︶
を
用
い
検
索
し
た
︒

②

な
お
︑﹁
愁
へ
＋
名
詞
﹂
の
複
合
語
に
は
﹃
増
鏡
﹄
の
﹁
愁
へ
心
﹂
も
あ
る
︒
元

に
な
る
漢
語
と
し
て
想
定
さ
れ
る
﹁
愁
心
﹂
は
︑﹃
白
氏
文
集
﹄
に
も
�

例
が
見
ら

れ
る
︒
そ
の
他
﹁
憂
心
﹂
も
﹃
後
漢
書
﹄﹃
毛
詩
﹄
に
見
え
る
︒

③

そ
の
他
︑﹁
愁
ふ
﹂
を
含
む
同
義
的
結
合
の
例
と
し
て
︑﹁
愁
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