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池
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
『
源
氏
物
語
』
と
書
道
の
関
係
は
―
―
ほ
と
ん
ど
が

仮
名
で
す
が
―
―
と
い
う
と
、
大
体
、
話
す
こ
と
が

同
じ
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
日
お
話
し
す
る
こ

と
も
、
既
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
重
な
る
内
容
、
同
じ
よ

う
な
話
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
雑
誌
な
ど
に
文

章
と
し
て
書
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ど
こ
か
で
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
ご
寛
容
い
た
だ
い
て
、
復
習
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
（
19
ペ
ー
ジ
か
ら
掲
載
）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
今
日
は
ス
ク
リ
ー
ン
を
使
い
ま
せ
ん
。
古
い
資
料

が
多
い
の
で
、赤
外
線
で
な
い
と
見
え
な
い
も
の
が
三
、

四
点
あ
り
ま
す
。
大
き
く
し
て
も
同
じ
な
の
で
す
。
だ

か
ら
、無
駄
な
の
で
や
め
ま
し
た
。
レ
ジ
ュ
メ
の
四
枚
、

五
枚
目
に
出
て
い
る
写
真
版
を
見
て
い
た
だ
い
て
、
最

後
の
図
13
、図
14
は
こ
こ
に
持
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、

実
物
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

に
い
た
し
ま
す
。

　

初
め
の
Ⅰ
か
ら
説
明
し
て
ま
い
り
ま
す
。
Ⅰ
と
Ⅱ
、

要
す
る
に
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
、
そ

れ
か
ら
仮
名
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
に
つ
い
て
あ
る
程

度
の
こ
と
を
実
は
話
し
た
い
の
で
す
。
そ
れ
を
前
提
に

し
て
お
話
し
し
た
い
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た

よ
う
に
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
今
日
は
割
愛
し
ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
よ
う
な
形
で
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

簡
単
に
触
れ
ま
す
。
ま
ず
Ⅰ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
１
、

２
、３
、４
と
あ
り
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
は
、
紫
式
部

が
書
き
ま
し
た
。
西
暦
で
言
い
ま
す
と
、
一
〇
〇
八
年

に
成
立
し
た
と
、
も
の
の
本
に
は
書
い
て
あ
り
ま
す
。

で
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
分
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。
知
識
と

い
う
も
の
は
、
得
ら
れ
た
結
果
だ
け
を
暗
記
す
る
の
な

ら
、
受
験
生
と
同
じ
で
そ
れ
を
見
て
覚
え
れ
ば
い
い
わ

け
で
す
が
、
も
う
少
し
知
識
を
深
め
よ
う
と
し
た
ら
、

な
ぜ
そ
れ
が
分
か
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
下
り
て

い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
か
ら
分
か
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
把
握
し
な
い
と
本
当
の
知
識
に
は
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
先
ほ
ど
言
っ
た
基
礎
知
識
と
い
う

こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
を
考
え
る
の
だ
っ
た
ら
、
な

ぜ
作
者
が
紫
式
部
だ
と
分
か
る
の
か
、
な
ぜ
成
立
年
代

が
分
か
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。し
か
し
そ
れ
を
今
日
話
す
と
時
間
が
な
い
の
で
、

残
念
で
す
が
詳
し
く
は
話
し
ま
せ
ん
。

　

ご
存
じ
の
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、『
紫
式
部
日

記
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
紫
式
部
は
作
品
を
三

つ
残
し
て
い
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
と
『
紫
式
部
日
記
』

と
『
紫
式
部
家
集
』（
個
人
歌
集
）
で
す
。
後
の
二
作
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一
番
大
き
な
問
題
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
草
仮

名
の
概
念
と
位
置
づ
け
で
す
。
私
は
、
は
っ
き
り
言
っ

て
、
草
仮
名
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
万
葉
仮

名
が
あ
り
ま
す
。
万
葉
仮
名
は
、
漢
字
で
す
。
そ
れ
を

崩
し
て
草
仮
名
に
な
っ
て
、草
仮
名
を
も
っ
と
崩
し
て
、

仮
名
に
な
っ
た
の
だ
、
女
手
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
説

明
が
あ
り
ま
す
。
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。

　

草
仮
名
資
料
の
一
番
古
い
も
の
と
し
て
、『
有
年
申

文
』
と
い
う
も
の
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
あ
れ
を
よ

く
見
て
く
だ
さ
い
。
数
行
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ

る
文
字
は
、
万
葉
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
あ
る

文
字
は
、草
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
あ
る
文
字
は
、

仮
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。「
と
」
や
「
い
」

な
ど
、
つ
ま
り
画
数
の
少
な
い
字
は
、
す
ぐ
に
仮
名

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
草
仮
名
ば

か
り
で
書
い
た
資
料
は
、
本
当
は
存
在
し
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
草
仮
名
と
い
う
も
の
を
、
仮

名
の
変
遷
史
上
の
あ
る
段
階
、
変
遷
史
上
の
概
念
と

考
え
た
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
で
す
。
万
葉
仮
名
が
全

部
草
仮
名
に
な
っ
て
、
草
仮
名
ば
か
り
で
書
か
れ
た

も
の
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
お
か
し
い

で
し
ょ
う
。
草
仮
名
ば
か
り
で
書
か
れ
た
も
の
は
、「
秋

萩
帖
」
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
、
わ
ざ
と
草
仮

名
ば
か
り
で
、
意
図
的
に
書
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

古
い
も
の
で
は
な
い
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
せ

い
ぜ
い
、『
源
氏
物
語
』
の
少
し
前
ぐ
ら
い
で
は
な
い

安
時
代
か
ら
書
は
芸
術
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、「
そ
う

だ
」
と
、
私
は
言
え
ま
せ
ん
。
半
分
は
そ
う
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
半
分
は
、
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
、
記

録
し
て
読
む
も
の
で
あ
っ
て
、
美
し
く
書
く
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
文
学
写
本
と
い
う
も
の
は
、

鎌
倉
時
代
の
写
本
か
ら
考
え
て
も
、
女
手
の
散
ら
し
書

き
な
ど
の
よ
う
な
、
連
綿
で
き
れ
い
に
書
い
て
あ
る
よ

う
な
書
き
方
は
、
恐
ら
く
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
書
は
文
学
と
の
交
流
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

書
だ
け
が
独
立
し
た
世
界
で
、
芸
術
的
な
書
が
初
め
か

ら
あ
っ
て
、
皆
が
き
れ
い
に
書
こ
う
と
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
。
書
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
環

境
で
書
か
れ
て
い
た
の
か
、
物
語
の
写
本
も
書
く
わ
け

で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
他
の
周
囲
の
も
の
（
文
学
）

と
書
の
関
係
を
、
本
当
は
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

Ⅱ
の
１
に
書
い
て
あ
り
ま
す
「
仮
名
の
成
立
」
と
い

う
大
問
題
で
す
が
、「
書
道
史
の
教
科
書
的
通
説
は
、

国
語
国
文
学
界
の
表
記
史
研
究
に
よ
っ
て
補
正
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
」
と
書
き
ま
し
た
。
国
語

学
に
は
、
表
記
史
と
い
う
分
野
が
あ
り
ま
す
。
仮
名
が

ど
う
や
っ
て
で
き
て
、
ど
う
や
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
っ

た
か
と
い
う
研
究
が
、古
く
か
ら
国
語
学
の
中
に
あ
り
、

そ
こ
で
ど
ん
ど
ん
新
し
い
成
果
が
出
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
が
書
道
史
に
還
元
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。

品
か
ら
生
い
立
ち
な
ど
も
分
か
り
、『
紫
式
部
日
記
』

に
書
い
て
あ
る
期
日
か
ら
、
作
者
は
紫
式
部
で
あ
り
、

大
体
い
つ
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。

　

続
い
て
「
は
じ
め
の
形
態
」、「
構
成
・
主
題
」
や
「
写

本
と
本
文
系
統
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、

五
十
四
巻
、
源
氏
物
語
五
十
四
帖
と
言
っ
て
い
ま
す

が
、
平
安
時
代
の
末
期
に
は
、『
源
氏
物
語
』
は
六
十

巻
あ
り
ま
し
た
。
初
め
か
ら
五
十
四
帖
だ
っ
た
か
ど
う

か
、
実
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
話
も
し
た
い
の
で

す
が
、
今
日
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

　

写
本
や
本
文
系
統
に
つ
き
ま
し
て
は
一
言
だ
け
触
れ

て
お
き
ま
す
が
、平
安
時
代
に
書
か
れ
た
『
源
氏
物
語
』

の
本
文
は
一
行
も
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
が
読
む
こ

と
の
で
き
る
一
番
古
い
も
の
は
、
藤
原
定
家
が
書
い
た

青
表
紙
本
の
数
帖
だ
け
で
す
。
国
宝「
源
氏
物
語
絵
巻
」

が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
絵
巻
な
の
で
、
い
わ
ゆ
る
文

学
の
本
文
と
は
違
い
ま
す
。
省
略
し
た
り
し
て
あ
り
ま

す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
写
本
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
ま

せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
藤
原
定
家
で
す
か
ら
、
鎌
倉
時

代
で
す
。
そ
れ
も
数
帖
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
五
十
四
帖

が
そ
ろ
っ
て
い
る
も
の
は
、
鎌
倉
中
期
ぐ
ら
い
の
写
本

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
は
、

平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
は
読
ん
で
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

次
に
Ⅱ
「
仮
名
の
成
立
史
と
文
学
史
」
で
す
。
皆
さ

ん
は
芸
術
的
な
書
を
お
書
き
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
平
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ま
す
。「
仮
名
の
み
な
ん
今
の
世
は
い
と
際
な
く
な
り

た
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
が
浅
薄
に

な
っ
て
い
く
末
世
だ
と
あ
り
ま
す
が
、
末
法
思
想
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
仏
陀
が
死
ん
で
か
ら
長
い
年

月
が
た
っ
て
、
末
法
と
い
う
時
代
に
入
る
と
、
仏
法
が

廃
れ
て
、
世
の
中
が
ひ
ど
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

が
、
日
本
で
言
う
と
、
一
〇
五
二
年
で
す
。
一
〇
五
二

年
は
、
ち
ょ
う
ど
「
高
野
切
」
が
書
か
れ
た
頃
で
す
。

だ
か
ら
、
藤
原
頼
通
は
、
宇
治
に
平
等
院
を
建
て
た
の

で
す
。
宇
治
の
平
等
院
は
、
末
法
思
想
と
関
係
し
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代
が
近
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

紫
式
部
は
、
世
の
中
は
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
る
け
れ
ど

も
、
仮
名
だ
け
は
今
が
一
番
す
ご
い
の
だ
と
考
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま

す
。
で
は
、「
今
の
世
」
と
は
、
い
つ
な
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
当
然
、
普
通
に
考
え
る
こ
と
は
、
紫
式

部
が
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
て
い
て
、
そ
の
中
で
言
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
紫
式
部
の
時
代
だ
ろ
う
と
い
う
の

が
、
一
つ
の
考
え
方
で
す
。
２
の
①
に
、
そ
れ
が
書
い

て
あ
り
ま
す
。
素
直
に
考
え
れ
ば
、
紫
式
部
の
時
代
で

す
。
紫
式
部
の
生
ま
れ
た
年
、
死
ん
だ
年
は
、
は
っ
き

り
分
か
り
ま
せ
ん
。
諸
説
が
あ
っ
て
、
九
七
〇
年
か
ら

九
七
八
年
頃
に
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
死

ん
だ
年
も
は
っ
き
り
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
〇
一
四
年
か

ら
一
〇
三
一
年
ぐ
ら
い
の
間
に
死
ん
だ
と
い
う
、
い
ろ

に
入
内
す
る
準
備
の
場
面
が
、
梅
枝
巻
に
長
々
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
紫
式
部
は
、
光
源
氏
の

口
を
借
り
て
、
仮
名
書
芸
に
つ
い
て
興
味
深
い
見
解

を
披
瀝
し
て
い
ま
す
。
肝
心
の
と
こ
ろ
だ
け
を
抜
粋

し
て
お
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
草
子
の
箱
に
入

る
べ
き
草
子
ど
も
の
、
や
が
て
本
に
も
し
た
ま
ふ
べ
き

を
選
ら
せ
た
ま
ふ
。
い
に
し
へ
の
上
な
き
際
の
御
手
ど

も
の
、
世
に
名
を
残
し
た
ま
へ
る
た
ぐ
ひ
の
も
、
い
と

多
く
さ
ぶ
ら
ふ
」。
い
ち
い
ち
逐
語
訳
し
て
い
る
と
時

間
が
足
り
な
く
な
る
の
で
、
括
弧
の
中
に
、
解
釈
を
書

い
て
お
き
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
源
氏
は
、
姫
君
の
嫁

入
り
道
具
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
手
習
い
の

手
本
と
す
る
た
め
に
、
伝
来
の
写
本
の
中
か
ら
優
れ
た

も
の
を
選
ぶ
。
ま
た
新
調
も
し
ま
す
。
光
源
氏
自
ら
が

筆
を
執
っ
て
、
新
し
い
写
本
を
、
手
本
の
た
め
に
作
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
辺
り

も
読
む
と
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す

が
、
今
日
は
深
入
り
し
な
い
で
お
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
ま
た
、次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
よ

ろ
づ
の
こ
と
、
昔
に
は
劣
り
ざ
ま
に
、
浅
く
な
り
ゆ

く
世
の
末
な
れ
ど
、
仮
名
の
み
な
ん
今
の
世
は
い
と

際
な
く
な
り
た
る
」。
す
べ
て
の
こ
と
が
昔
よ
り
劣
っ

て
、
浅
薄
に
な
っ
て
い
く
末
世
で
あ
り
ま
す
が
、
仮
名

の
書
だ
け
は
、
今
の
時
代
が
こ
の
上
な
く
す
ば
ら
し
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
と
、
は
っ
き
り
と
書
い
て
あ
り

で
し
ょ
う
か
。

　

後
で
説
明
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
あ
る
部
分
に
、
い

ろ
い
ろ
な
書
体
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
こ
に
草
が
出
て

き
ま
す
。
男
手
も
出
て
き
ま
す
。
女
手
も
出
て
き
ま
す
。

当
然
、
真
仮
名
す
な
わ
ち
万
葉
仮
名
も
出
て
き
ま
す
。

だ
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に
は
、
意
図
的
に
い

ろ
い
ろ
な
書
き
方
が
で
き
た
の
で
す
。
草
仮
名
ば
か
り

で
書
こ
う
と
思
え
ば
、「
秋
萩
帖
」
の
よ
う
な
も
の
は

書
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
仮
名
の
歴
史
的
変
遷
の
あ
る

段
階
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
意
図
的
に
書
い
た
の
で

す
。
一
番
初
め
の
草
仮
名
資
料
で
あ
る
「
有
年
申
文
」

の
段
階
で
、
八
七
〇
年
ぐ
ら
い
の
と
て
も
古
い
も
の
で

す
が
、
そ
の
段
階
で
す
で
に
、
万
葉
仮
名
も
あ
る
し
、

草
仮
名
も
あ
る
し
、
も
う
平
仮
名
体
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
も
の
も
あ
る
、
そ
れ
ら
を
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
し
て

書
い
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
草
仮
名
ば
か
り
で
書

い
た
歴
史
的
段
階
は
、
私
は
存
在
し
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
同
じ
よ
う
な
問
題
が
他
に
も
あ
り
、
仮
名
の
成

立
史
の
問
題
と
し
て
話
し
た
い
の
で
す
が
、
今
日
は
時

間
が
な
い
の
で
、
や
め
て
お
き
ま
す
。

　

い
き
な
り
本
題
に
入
り
ま
す
。
Ⅲ
の
『
源
氏
物
語
』

の
仮
名
書
芸
論
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
初
め
に
、
仮

名
は
「
今
の
世
」
が
絶
頂
と
、
紫
式
部
は
考
え
て
い

ま
す
。
ど
こ
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か

と
い
う
と
、
梅
枝
巻
と
い
う
巻
に
あ
り
ま
す
。
光
源

氏
の
一
人
娘
の
明
石
姫
君
と
い
う
人
が
い
て
、
春
宮
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は
、
冷
泉
天
皇
で
す
。
だ
か
ら
、
準
拠
説
に
よ
っ
た

ら
、
歴
史
上
の
村
上
天
皇
で
す
。
す
な
わ
ち
天
暦
時
代

で
す
。
天
暦
と
い
う
年
号
は
、
九
四
七
年
か
ら
九
五
七

年
の
間
で
す
。
ち
ょ
う
ど
九
五
〇
年
前
後
で
す
。
そ
れ

は
、『
源
氏
物
語
』が
作
ら
れ
た
一
〇
〇
八
年
頃
か
ら
五
、

六
十
年
前
の
、
小
野
道
風
の
時
代
で
す
。
小
野
道
風
は

八
九
四
年
に
生
ま
れ
て
九
六
六
年
に
死
ん
で
い
ま
す
か

ら
、
九
五
〇
年
ぐ
ら
い
は
ま
だ
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
準
拠
論
で
考
え
る
と
、
道
風
の
時
代
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。「
ど
っ
ち
な
の
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

素
直
に
、
紫
式
部
が
「
今
の
世
」
だ
と
言
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
こ
れ
は
紫
式
部
の
時
代
で
、
行
成
の
時
代
だ

と
考
え
る
か
、そ
う
で
は
な
く
準
拠
論
を
当
て
は
め
て
、

こ
れ
は
小
野
道
風
の
時
代
だ
、
つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』

よ
り
も
五
、六
十
年
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と

考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
の
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
を
検
証
し
ま
し
ょ
う
。
仮
名
が
絶
頂
に
達
し
た

「
今
の
世
」
と
は
、
行
成
の
時
代
な
の
か
、
道
風
の
時

代
な
の
か
。
ヒ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
梅
枝
巻
の
本
文
は
、

次
の
よ
う
に
続
い
て
い
ま
す
。「
古
き
跡
は
、
定
ま
れ

る
や
う
に
は
あ
れ
ど
、
ひ
ろ
き
心
ゆ
た
か
な
ら
ず
、
一

筋
に
通
ひ
て
な
ん
あ
り
け
る
。妙
に
を
か
し
き
こ
と
は
、

外
よ
り
て
こ
そ
書
き
出
づ
る
人
々
あ
り
け
れ
ど
」
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
訳
し
ま
す
。
古
い
筆
跡
は
字
形
や
書

醍
醐
天
皇
で
す
。
だ
か
ら
、
桐
壺
の
帝
は
、
醍
醐
天
皇

を
モ
デ
ル
に
し
て
い
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
の
中
の
次

の
帝
は
朱
雀
帝
で
す
が
、
歴
史
上
も
次
に
朱
雀
帝
が
い

ま
す
。
だ
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
朱
雀
帝
は
、
歴
史

上
の
朱
雀
帝
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、『
源
氏
物
語
』

の
中
の
冷
泉
帝
は
、
歴
史
上
の
村
上
天
皇
、
光
源
氏
は

源
高
明
が
モ
デ
ル
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
説
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
次

に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
山
田
孝
雄
さ
ん
の
『
源

氏
物
語
の
音
楽
』
と
い
う
本
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い

ま
す
。『
源
氏
物
語
』
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
音
楽
関

係
の
記
述
を
す
べ
て
調
べ
て
い
ま
す
。
声
調
や
楽
器
や

唱
歌
や
歌
謡
な
ど
、
音
楽
関
係
の
も
の
が
た
く
さ
ん
出

て
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
全
部
調
べ
て
、『
源
氏
物
語
』

の
中
に
出
て
く
る
音
楽
は
、
一
条
天
皇
の
時
代
で
は
な

く
て
、
延
喜
、
天
暦
時
代
だ
と
い
う
結
論
を
出
し
て
い

ま
す
。
一
条
天
皇
は
、
紫
式
部
が
生
き
て
い
た
と
き
の

天
皇
で
す
。
延
喜
は
醍
醐
天
皇
で
す
。
紀
貫
之
が
生
き

て
い
た
頃
で
す
。
天
暦
は
村
上
天
皇
、
小
野
道
風
が
生

き
て
い
た
時
代
で
す
。
物
語
の
時
代
設
定
と
し
て
は
、

『
河
海
抄
』
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
桐
壺
帝
は
、
醍

醐
天
皇
が
モ
デ
ル
で
す
。
朱
雀
天
皇
は
、
朱
雀
院
、
歴

史
上
の
朱
雀
天
皇
で
す
。
冷
泉
天
皇
は
、
村
上
天
皇
で

す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
道
風
の
時
代
で
す
。

　

梅
枝
巻
の
仮
名
に
関
す
る
記
述
が
、
こ
の
準
拠
論
に

当
た
る
形
で
書
い
て
あ
る
と
し
た
ら
、
梅
枝
巻
の
天
皇

い
ろ
な
説
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
幅
が
で
き
て

し
ま
い
ま
す
。
三
蹟
で
有
名
な
藤
原
行
成
は
、
九
七
二

年
に
生
ま
れ
て
、
一
〇
二
七
年
に
死
ん
で
い
ま
す
。
紫

式
部
と
藤
原
行
成
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
藤
原
行
成
の
時
代
だ
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
が
一
つ
で
す
。

　

し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
を
読
む
上
で
は
、
そ
う
簡

単
に
い
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
次
の
②
で
す
。
②
を
見

て
く
だ
さ
い
。「
準
拠
」
説
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。『
源

氏
物
語
』
は
、
物
語
の
世
界
を
約
百
年
前
に
設
定
し
て

書
き
始
め
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
は
、
平
安
末
期
か
ら
あ
り

ま
す
。平
安
末
期
で
も
、も
う
読
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
、
江
戸
時
代

を
通
じ
て
、
さ
ら
に
も
の
す
ご
い
数
の
注
釈
書
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
か
か
い
し
ょ
う
」
と
読
む
の

で
す
が
、『
河
海
抄
』
は
南
北
朝
時
代
に
四
辻
善
成
と

い
う
人
が
作
っ
た
注
釈
書
で
す
。
な
ぜ
有
名
か
と
い
う

と
、
準
拠
論
が
書
い
て
あ
る
の
で
、
有
名
な
の
で
す
。

『
河
海
抄
』に
は
、次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
物

語
の
時
代
は
、
醍
醐
・
朱
雀
・
村
上
、
三
代
に
準
ず
る

闕
。」
そ
し
て
、「
桐
壺
帝
は
延
喜
、
朱
雀
院
は
天
慶
、

冷
泉
院
は
天
暦
、
光
源
氏
は
西
宮
左
大
臣
、
如
此
相
当

す
る
也
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
物
語
の
中
の
桐
壺
帝

は
延
喜
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
延
喜
と
は
、
歴
史
上
の
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ら
で
す
。
定
家
は
偉
い
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
だ
に
続

い
て
い
ま
す
。
で
も
、
定
家
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を

す
る
人
で
す
。

　

定
家
が
写
し
た
『
土
佐
日
記
』
は
国
宝
に
な
っ
て
今

残
っ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
高
校
で

習
っ
た
冒
頭
は
、「
を
と
こ
も
す
な
る
0

0

日
記
と
い
ふ
も

の
を
、
を
ん
な
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
0

0

」
で
、「
な

り
」
が
二
か
所
出
て
き
ま
す
。
初
め
の
「
な
り
」
は
終

止
形
に
接
続
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
伝
聞
推
定
で
あ

る
、
次
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
連
体
形
に
接
続
す
る

か
ら
、
こ
れ
は
断
定
の
「
な
り
」
で
あ
る
と
、
そ
こ
で

違
い
を
覚
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、伝
聞
推
定
の
「
な
り
」

は
、
鎌
倉
時
代
に
は
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
定

家
の
写
し
た
も
の
を
見
て
く
だ
さ
い
。「
を
と
こ
も
す

な
る
」
と
書
い
て
い
ま
せ
ん
。「
を
と
こ
も
す
と
い
ふ

0

0

0

」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
伝
聞
だ
か
ら
、「
と
い
ふ
」
に

直
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。初
め
の
一
ペ
ー
ジ
だ
け
で
、

三
か
所
ぐ
ら
い
直
し
て
い
ま
す
。
定
家
は
、
そ
の
よ
う

な
人
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
信
じ
ま
せ
ん
。

　

だ
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
る
本
文
は
、
で

は
ど
う
し
て
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

為
家
と
い
う
、
定
家
の
長
男
が
い
ま
す
。
す
ぐ
一
年
ぐ

ら
い
後
に
、
同
じ
本
を
ま
た
為
家
が
写
し
て
い
ま
す
。

三
十
八
歳
で
す
。
定
家
の
よ
う
に
老
眼
で
は
な
い
し
、

仮
名
の
字
母
ま
で
忠
実
に
写
し
て
い
ま
す
。
平
安
時
代

の
字
母
に
は
鎌
倉
時
代
に
は
使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
も

な
も
の
は
非
常
に
数
が
少
な
い
で
す
が
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。①
か
ら
⑤
ま
で
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。

レ
ジ
ュ
メ
の
４
枚
目
、
５
枚
目
に
写
真
版
が
挙
が
っ
て

い
ま
す
の
で
、そ
れ
と
引
き
比
べ
て
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
ず
、
図
１
で
す
。
藤
原
定
家
臨
書
の
、
紀
貫
之

自
筆
『
土
佐
日
記
』
の
巻
末
部
分
で
す
。『
土
佐
日
記
』

と
い
う
作
品
は
、
日
本
の
古
典
文
学
の
中
で
、
唯
一
、

特
別
な
作
品
で
す
。
な
ぜ
特
別
か
と
い
い
ま
す
と
、
先

ほ
ど
、『
源
氏
物
語
』
の
写
本
の
こ
と
に
ふ
れ
、
平
安

時
代
の
も
の
は
一
行
も
残
っ
て
い
な
い
と
言
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
『
土
佐
日
記
』
は
、
紀
貫
之
の
原
本

が
読
め
ま
す
。
紀
貫
之
の
原
本
が
、
京
都
の
三
十
三

間
堂
の
後
白
河
法
皇
の
宝
蔵
に
あ
り
、
室
町
時
代
ぐ
ら

い
ま
で
、
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
恐
ら
く
、
そ
の
後

応
仁
の
乱
で
焼
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
藤
原
定
家
は

七
十
四
歳
の
と
き
に
、『
土
佐
日
記
』
の
原
本
、
紀
貫

之
の
筆
跡
を
写
し
て
い
ま
す
。
写
本
し
て
い
る
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
定
家
は
、
偉
大
な
学
者
で
あ
る
し
、

偉
大
な
歌
人
で
あ
る
し
、
自
信
家
だ
っ
た
の
で
、
い

ろ
い
ろ
勝
手
な
こ
と
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。『
源
氏
物

語
』
で
も
藤
原
定
家
が
残
し
た
青
表
紙
系
統
の
写
本
が

大
事
に
さ
れ
ま
す
が
、
実
は
、
私
は
あ
ま
り
定
家
を
信

じ
て
い
ま
せ
ん
。
河
内
本
と
い
う
も
う
一
つ
の
系
統
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
で
も
、『
源
氏
物
語
』
の
活
字
に
な
っ
た
本
は
百

パ
ー
セ
ン
ト
、
青
表
紙
本
で
す
。
定
家
信
仰
が
あ
る
か

式
が
決
ま
っ
て
い
て
型
通
り
で
は
あ
る
が
、
豊
か
な
多

様
性
に
乏
し
く
て
画
一
的
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
古
い
筆
跡
は
、
多
様
性
が
な
い
、
画
一
的
で
、

ど
れ
も
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
れ
に
対
し
て
、

巧
み
で
趣
深
い
、
妙
に
を
か
し
き
筆
跡
は
、「
外
よ
り

て
こ
そ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
外
よ
り
て
」

と
い
う
言
葉
が
難
解
な
の
で
す
が
、
外
か
ら
寄
っ
て
く

る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
外
か
ら
寄
っ
て
く
る
と
い

う
こ
と
は
、
遠
く
か
ら
近
づ
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

す
か
ら
、
今
か
ら
近
い
世
の
中
と
い
う
意
味
に
な
る
で

し
ょ
う
。
よ
っ
て
、
近
年
に
な
っ
て
か
ら
、
書
き
始
め

る
人
た
ち
が
現
れ
た
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
古
い
筆
跡
は
、
字
形
や
書
式
が
決
ま
っ
て

い
て
、画
一
的
で
、型
ど
お
り
で
あ
り
、今
に
近
く
な
っ

て
か
ら
、
も
っ
と
多
様
で
、
自
由
で
、
個
性
的
な
書
が

書
か
れ
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
、
で
は
、
準
拠

論
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
、
確
か
め
ま
す
。
準
拠
論
で

す
と
道
風
の
時
代
で
す
か
ら
、
九
〇
〇
年
代
の
半
ば
で

す
、
天
暦
時
代
だ
か
ら
九
五
〇
年
ぐ
ら
い
の
道
風
の
時

代
の
筆
跡
に
、
多
様
性
に
富
ん
で
個
性
的
な
仮
名
が
書

か
れ
て
い
た
か
、
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
確
認

で
き
れ
ば
、
準
拠
論
が
い
い
の
か
、
紫
式
部
の
時
代
が

い
い
の
か
が
分
か
る
は
ず
で
す
。

　

そ
こ
で
、
天
暦
期
に
絞
ら
な
い
で
、
天
暦
期
前
後
の

仮
名
の
遺
品
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
確
実
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日
記
』
に
も
、あ
り
ま
す
。
初
め
か
ら
二
文
字
目
で
す
。

定
家
の
臨
書
し
た
も
の
で
す
と
、「
わ
す
れ
が
た
く
」

の
「
す
」
の
字
形
が
お
か
し
い
で
す
ね
。
数
学
の
「
数
」

だ
け
れ
ど
も
、
字
形
が
お
か
し
い
で
す
。
定
家
は
、
こ

の
字
を
書
き
慣
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

「
す
」
は
、
定
家
の
時
代
に
は
あ
ま
り
書
か
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
図
２
は
、
同
じ
「
す
」
を
使
っ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
大
体
同
じ
よ
う
な
仮
名
を
書
い
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

次
は
③
で
す
。「
醍
醐
寺
五
重
塔
初
層
天
井
板
落
書
」。

五
重
塔
の
一
階
の
天
井
に
使
っ
て
い
る
材
木
に
、
大
工

さ
ん
が
和
歌
を
落
書
き
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
の

図
３
で
す
。
こ
れ
も
板
に
落
書
き
し
て
い
る
か
ら
、
墨

が
飛
ん
で
し
ま
っ
て
、
肉
眼
で
は
よ
く
読
め
ま
せ
ん
。

一
文
字
一
文
字
だ
と
、拾
い
読
み
が
で
き
ま
す
。
一
応
、

翻
刻
は
図
の
横
に
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
み
る

と
、
一
文
字
一
文
字
、
拾
え
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
や
は
り
、
図
１
や
図
２
と
似
た
よ
う
な
仮

名
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

④
は
最
近
発
掘
さ
れ
て
、
新
聞
な
ど
で
大
騒
ぎ
に

な
っ
た
も
の
で
す
。
二
〇
一
六
年
に
山
梨
県
か
ら
出
て

き
ま
し
た
、
ケ
カ
チ
遺
跡
出
土
の
刻
書
土
器
で
す
。
先

ほ
ど
の
墨
書
土
器
の
よ
う
な
も
の
は
、
お
酒
な
ど
を
飲

む
と
き
に
ふ
ざ
け
て
歌
を
詠
ん
で
、
そ
れ
を
墨
で
書
く

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
へ

ら
か
何
か
で
粘
土
を
削
っ
て
歌
を
書
い
て
い
ま
す
。
だ

に
戻
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
最
後
の
行
、
①

で
す
。
藤
原
定
家
臨
書
、
紀
貫
之
自
筆
『
土
佐
日
記
』

の
巻
末
部
分
で
す
。『
土
佐
日
記
』
の
記
事
は
、
承
平

五
年
、
九
三
五
年
二
月
十
六
日
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

は
っ
き
り
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
紀
貫
之
は
九
四
五

年
頃
に
死
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
土
佐

日
記
の
記
事
の
年
月
日
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
十
年
ぐ
ら

い
生
き
て
い
ま
し
た
。『
土
佐
日
記
』
は
当
然
、
そ
の

間
に
書
か
れ
ま
し
た
。
九
三
五
年
か
ら
九
四
五
年
の
間

に
書
か
れ
ま
し
た
。
九
五
〇
年
に
近
い
で
す
ね
。
だ
か

ら
、
天
暦
期
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
す
。
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
そ
れ
が
一
番
目
で
す
。

　

二
枚
目
に
参
り
ま
す
。
②
で
す
。
平
安
京
左
兵
衛
府

跡
か
ら
出
土
し
た
墨
書
土
器
で
す
。
こ
れ
も
は
っ
き
り

し
た
年
代
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
緒
に
出
土
し
た
、

考
古
学
的
な
出
土
物
か
ら
、
大
体
、
九
〇
〇
年
代
の
前

半
か
ら
半
ば
に
か
け
て
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
半
ば
に

か
け
て
と
い
う
と
、
天
暦
期
に
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ

も
天
暦
期
近
辺
の
仮
名
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
図
２
で
す
。
土
器
に
墨
書
き
し
て
あ
る

の
で
よ
く
見
え
ま
せ
ん
が
、
一
文
字
一
文
字
だ
っ
た
ら

分
か
り
ま
す
。
一
行
目
は
上
の
方
か
ら
「
い
つ
の
ま
に

わ
す
ら
れ
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、そ
の
最
後
の
「
わ

す
ら
れ
」
の
所
。「
わ
」
は
分
か
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
、

昭
和
の
「
和
」
で
す
。
次
、
数
学
の
「
数
」
で
す
。
こ

れ
と
同
じ
よ
う
な
字
形
が
、
先
ほ
ど
の
貫
之
の
『
土
佐

の
が
結
構
あ
る
の
で
、
鎌
倉
時
代
の
人
に
は
読
み
に
く

い
の
で
す
。
為
家
は
、
正
確
に
写
し
ま
し
た
。
為
家
の

本
を
見
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
習
っ
た
よ
う
に
、「
を
と

こ
も
す
な
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ

が
原
本
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

定
家
が
偉
か
っ
た
こ
と
は
、
写
本
し
た
と
き
に
、
最

後
の
二
ペ
ー
ジ
だ
け
を
臨
書
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、
貫
之
の
筆
跡
を
そ
の
ま
ま
臨
書
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
、
図
１
で
す
。
こ
れ
は
、
最
後
の
一
ペ
ー
ジ
で
す
。

本
文
は
四
行
あ
り
ま
す
。「
わ
す
れ
か
た
く
ゝ
ち
を
し

　

き
こ
と
お
ほ
か
れ
と　

え
つ
く
さ
す
と
ま
れ　

か
う

ま
れ
と
く
や
り
て
む
」、
こ
れ
は
最
後
の
文
で
す
。
さ

ら
に
漢
文
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

要
す
る
に
、
貫
之
の
筆
跡
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知

る
た
め
に
、
形
の
ま
ま
書
い
て
お
く
の
だ
と
書
い
て
あ

り
ま
す
。
漢
文
の
二
行
目
に
、「
謀
詐
の
輩
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
定
家
の
時
代
か
ら
、
貫
之
の
筆
跡
な
ど

と
い
っ
た
ら
、
皆
、
欲
し
く
て
欲
し
く
て
し
か
た
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
謀
詐
の
輩
」
と
は
、
い
ん
ち
き

な
や
つ
ら
で
、
貫
之
の
筆
跡
だ
と
言
っ
て
、
い
い
加
減

な
も
の
を
見
せ
て
い
る
。「
そ
れ
は
偽
物
だ
か
ら
、
こ

う
い
う
字
が
本
当
な
ん
だ
。
そ
れ
を
見
せ
る
た
め
に
、

臨
書
し
て
お
く
」
と
書
い
て
、
臨
書
し
た
わ
け
で
す
。

貫
之
の
筆
跡
は
、
こ
の
よ
う
な
字
だ
っ
た
の
で
す
。
だ

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
貫
之
の
筆
跡
が
分
か
り
ま
す
。

　

一
枚
目
の
最
後
の
行
か
ら
二
枚
目
に
か
け
て
の
記
事
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大
事
な
と
こ
ろ
は
、
次
の
ま
と
め
の
と
こ
ろ
で
す
。

読
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
二
枚
目
の
七
行
目
、
ア
ス
タ
リ

ス
ク
の
と
こ
ろ
で
す
。
結
論
で
す
。「
こ
れ
ら
天
暦
期

近
辺
の
仮
名
は
み
な
古
体
で
朴
直
な
字
姿
」。
①
や
⑤
、

①
は
写
本
で
す
。
⑤
も
写
本
で
す
。
他
者
に
読
ま
れ
る

こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
①
や
⑤
は
他
者
に
読
ま
れ

る
こ
と
を
意
識
し
た
仮
名
で
、
②
や
③
や
④
は
、
あ
ま

り
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
。
お
酒
を
飲
ん
だ
そ
の
土
器
の

底
に
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
歌
を
書
い
た
り
、
天
井
板
に
落

書
き
し
た
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
人
に
読

ま
れ
る
こ
と
を
あ
ま
り
意
識
し
て
書
い
て
い
ま
せ
ん
。

で
も
、
そ
の
差
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
、
個
人
的

な
世
界
の
こ
と
を
、「
褻け

」と
い
い
ま
す
。
褻け

に
対
し
て
、

反
対
語
は
何
か
と
い
う
と
、「
晴
れ
」
で
す
。「
晴
れ
の

儀
式
」
と
言
い
ま
す
よ
ね
。
儀
式
な
ど
で
皆
の
目
に
さ

ら
さ
れ
た
り
、
写
本
の
よ
う
に
皆
に
読
ま
れ
る
こ
と
を

意
識
し
た
も
の
は
、
や
は
り
晴
れ
の
も
の
で
す
。
そ
う

で
は
な
い
も
の
は
、
褻け

の
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
個
人

の
私
生
活
の
中
で
行
わ
れ
る
書
で
す
。
こ
の
時
代
の
も

の
は
、
晴
れ
も
褻け

も
似
た
よ
う
な
字
姿
の
仮
名
で
書
か

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

特
に
自
家
集
切
の
仮
名
は
、
同
じ
文
字
の
形
が
活
字

の
よ
う
に
定
ま
っ
て
い
て
、
重
ね
て
み
る
と
、
ぴ
た
り

と
合
致
し
ま
す
。
同
じ
仮
名
は
皆
、
同
じ
よ
う
な
字
体

で
、
重
な
る
よ
う
な
字
形
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
芸
術

な
り
混
じ
っ
て
い
ま
す
。

　

⑤
の
説
明
を
読
み
ま
す
。「
伝
紀
貫
之
筆
自
家
集
切
。

成
立
年
代
に
諸
説
あ
る
が
、
早
く
に
見
る
者
は
貫
之
の

晩
年
、
九
〇
〇
年
代
半
ば
近
く
の
書
写
と
す
る
」。
こ

れ
は
不
打
ち
の
料
紙
を
使
っ
て
い
ま
す
。不
打
ち
と
は
、

こ
う
ぞ
を
原
料
に
し
た
楮
紙
が
あ
り
ま
す
が
、楮
紙
は
、

漉
い
た
ま
ま
書
く
と
、
繊
維
が
荒
い
の
で
毛
羽
立
ち
ま

す
。
写
本
な
ど
を
見
て
も
、
皆
、
打
っ
て
い
ま
す
。
砧

な
ど
で
打
っ
て
、
表
面
を
な
だ
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
見
で
は
、
鳥
の
子
な
の
か
、
楮
紙

な
の
か
、
分
か
り
ま
せ
ん
。
顕
微
鏡
で
繊
維
を
見
な
い

と
ど
ち
ら
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
結
構
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
定
家
は
古
典
学
者
で
す
か
ら
、
寸

法
や
、ど
の
よ
う
な
紙
に
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

き
ち
ん
と
記
し
て
い
ま
す
。
定
家
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で

す
が
、
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
『
土
佐
日
記
』
の
原
本
、

定
家
が
見
た
も
の
は
、
そ
こ
に
不
打
ち
の
紙
だ
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
打
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
が

さ
が
さ
の
紙
で
す
。
古
い
時
代
に
は
、
書
き
に
く
い
と

は
思
い
ま
す
が
、
料
紙
装
飾
を
そ
れ
ほ
ど
や
っ
て
い
な

く
て
、
楮
紙
に
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
自
家
集
切
も
、
不
打
ち
の
紙
に
書
い
て
あ
り
ま

す
。
料
紙
の
有
り
様
か
ら
見
て
、
そ
し
て
そ
の
筆
跡
か

ら
見
て
、
も
し
か
し
た
ら
貫
之
の
最
晩
年
の
筆
跡
で
は

な
い
か
と
、私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
理
由
で
、

古
筆
切
で
す
が
、
こ
れ
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

か
ら
、
刻
書
土
器
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
図
４
を
見
て

く
だ
さ
い
。
は
っ
き
り
し
た
年
代
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
周
り
の
考
古
学
的
な
出
土
品
な
ど
で
検
討
し
た
結

果
、
九
〇
〇
年
代
半
ば
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
九
五
〇

年
ぐ
ら
い
、
つ
ま
り
、
天
暦
時
代
、
道
風
の
時
代
で
す
。

「
わ
れ
に
よ
り
お
も　

ひ
く
る
ら
ん
し
け
い　

と
の
あ

は
す
や
み　

な
は
ふ
く
る　

は
か
り
そ
」
と
歌
一
首
が

書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
一
字
一
字
拾
う
と
、
大
変

古
朴
な
、
今
の
わ
れ
わ
れ
が
使
う
平
仮
名
の
よ
う
な
感

じ
で
す
。

　

要
す
る
に
、
①
も
②
も
③
も
④
も
、
非
常
に
仮
名
の

姿
が
似
通
っ
て
い
る
、
同
じ
よ
う
な
字
形
で
書
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
皆
さ
ん
が
芸
術
的
に

お
書
き
に
な
る
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な
字
母
の
仮
名
を

使
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
は
や
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
同
じ
よ
う
な
字
体
の
仮
名
を
使
っ
て
書
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

図
５
で
す
。古
筆
切
の
筆
者
は
伝
称
筆
者
で
す
か
ら
、

本
当
の
年
代
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
資
料
に
使
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
図
５
は
古
筆
切

で
す
が
、
私
は
、
か
な
り
古
い
も
の
、
天
暦
時
代
の
も

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
伝
紀
貫
之
筆
の
自

家
集
切
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
自
家
集
、
つ
ま
り
、

紀
貫
之
の
歌
集
の
断
簡
で
す
。見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、

す
ご
く
変
な
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
草
仮

名
風
で
す
。
漢
字
の
字
母
が
分
か
る
よ
う
な
仮
名
が
か
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書
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
恋
文
で
す
か
ら
、
男
の
普
通
の

世
界
の
書
き
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
女
性
の

個
人
的
な
手
紙
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
先
ほ

ど
言
っ
た
、
晴
れ
で
は
な
く
て
、
褻け

の
世
界
で
は
、
こ

の
よ
う
な
字
が
早
く
も
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
た
だ

し
、
こ
れ
は
特
別
で
す
。
女
性
の
褻け

の
世
界
で
す
。
男

の
世
界
で
は
書
き
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
、
資
料
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況

で
書
か
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。
同
じ
時
代
だ
か
ら
と
た
だ
並
べ
た
ら
、「
じ
ゃ

あ
も
う
、
連
綿
書
い
て
る
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
で

ほ
し
い
で
す
。
Ｔ
Ｐ
Ｏ
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
場

に
よ
っ
て
書
き
方
が
変
わ
る
わ
け
で
、
女
性
の
褻け

の
世

界
で
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
早
く
も
始
ま
っ
て
い
る

と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
手
紙
は
相

手
が
読
み
ま
す
か
ら
、
読
み
手
を
意
識
し
て
い
ま
す
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
き
れ
い
な
、
流
麗
な
、

連
綿
の
女
手
で
書
く
こ
と
が
早
く
発
達
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

次
を
ま
た
読
み
ま
す
。「
女
性
の
私
的
な
（
褻
）
世

界
で
は
女
手
が
進
化
し
て
い
た
と
思
う
。
読
み
手
を
よ

り
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

天
暦
期
と
い
う
の
は
、
枕
草
子
や
大
鏡
で
名
高
い
村
上

天
皇
の
宣
耀
殿
の
女
御
の
逸
話
の
あ
っ
た
時
代
」。
こ

れ
は
ど
の
よ
う
な
話
か
と
い
い
ま
す
と
、
大
臣
の
姫
君

次
第
紙
背
仮
名
消
息
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
図

７
で
す
。
そ
れ
ら
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
両
方
と

も
、
連
綿
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
連
綿
の
流
麗
な
女
手

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
虚
空
蔵
は
九
六
六
年
ぐ
ら
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
や
は
り
九
五
〇
年
に
近
い
頃

で
す
。
道
風
の
時
代
と
考
え
て
い
い
で
す
が
、連
綿
で
、

き
れ
い
な
女
手
で
、
返
し
書
き
が
あ
り
ま
す
。
図
７
を

見
て
く
だ
さ
い
。
手
紙
の
本
文
は
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
か
と
い
う
と
、
後
ろ
か
ら
三
行
目
の
頭
か
ら
で
、

「
ひ
と
ひ
の
お
ほ
む
か
へ
り
に
は
」
が
書
き
出
し
で
す
。

ず
っ
と
書
い
て
い
っ
て
、
最
後
で
書
け
な
く
な
る
と
前

の
余
白
に
戻
っ
て
、
返
し
書
き—

追
っ
て
書
き
と
も

言
い
ま
す
が—

す
る
の
で
す
。
追
っ
て
書
き
が
三
行

書
い
て
あ
り
ま
す
。
全
体
を
見
る
と
、
散
ら
し
書
き
の

よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
書
が
、
実
は
九
五
〇
年
近
辺

に
も
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。「
虚
空
蔵
菩
薩
念
誦
次
第
紙
背
仮
名
消
息
」

に
は
、
散
ら
し
書
き
を
思
わ
せ
る
返
し
書
き
、
追
っ
て

書
き
や
、
行
頭
を
徐
々
に
左
下
げ
に
す
る
書
式
が
見
ら

れ
ま
す
。
天
暦
期
の
多
く
の
仮
名
は
、
古
体
で
あ
り
ま

し
た
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
大
変
古
い
仮
名
の
姿
で

し
た
。
図
６
と
図
７
は
両
方
、
手
紙
で
す
。
仮
名
で
書

い
て
い
ま
す
。
誰
が
書
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
女
性
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
男
は
、
手
紙
を
書
く
と
き
は
、
漢

文
で
書
き
ま
す
。
女
性
に
恋
文
を
送
る
と
き
は
仮
名
で

的
に
書
こ
う
と
し
た
ら
、
同
じ
字
母
で
も
、
同
じ
よ
う

に
書
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
字
形
を
変
え
ま
す
よ
ね
。
し
か

し
、
こ
れ
は
、
活
字
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
恐
ら
く
天

暦
時
代
は
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

と
、
私
は
思
い
ま
す
。
道
風
の
時
代
で
す
。

　

藤
原
定
家
臨
書
の
、
貫
之
自
筆
『
土
佐
日
記
』
の
巻

末
部
分
も
、
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に

『
源
氏
物
語
』
に
書
い
て
あ
っ
た
、「
定
ま
れ
る
」「
ひ

ろ
き
心
ゆ
た
か
な
ら
ず
」「
一
筋
に
通
ひ
て
」、
こ
の
よ

う
な
筆
跡
は
、
そ
の
よ
う
な
表
現
に
当
た
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。『
源
氏
物
語
』
が
言
う
、
仮
名
書
芸

が
最
高
レ
ベ
ル
に
達
し
た
今
と
は
い
つ
か
、
こ
の
時
代

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
紫
式
部
が

生
き
た
時
代
で
す
ね
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
結
論
で
す
。
梅
枝
巻
に
書
か
れ
て
い
る
、

仮
名
は
今
の
世
が
最
高
だ
と
言
う
の
は
、
紫
式
部
の
時

代
の
こ
と
だ
、
行
成
の
時
代
の
こ
と
だ
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
も
う
一
つ
注
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
仮
名
の
変
遷
史
と
も
関
わ
り
ま
す
が
、

レ
ジ
ュ
メ
の
文
章
を
捕
捉
説
明
し
ま
す
。「
因
幡
国
司

解
案
紙
背
仮
名
消
息
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
図

６
に
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
か
な
り
古
い
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
九
〇
五
年
か
ら
九
三
〇
年
ぐ

ら
い
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
紀

貫
之
の
時
代
で
す
。
そ
れ
か
ら
、「
虚
空
蔵
菩
薩
念
誦
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違
い
ま
せ
ん
。
も
う
連
綿
で
書
い
て
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
女
性
の
個
人
的
な
世
界
で
は
、
か

な
り
早
く
か
ら
連
綿
や
女
手
が
始
ま
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
写
本
を
取
っ
た
り
、
人
が
見
る
も
の
の
と
き
は
、

そ
う
で
は
な
い
、
先
ほ
ど
の
『
土
佐
日
記
』
や
自
家
集

切
の
よ
う
な
、
古
朴
な
字
で
書
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

そ
の
次
で
す
。
も
う
一
つ
、
注
意
す
べ
き
点
が
あ
り

ま
す
。
二
枚
目
の
真
ん
中
辺
り
で
す
。「
注
意
を
要
す

る
絵
合
巻
」
で
す
。

　
「
絵
合
巻
」と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。先
ほ
ど
の「
梅

枝
巻
」
よ
り
も
八
年
ぐ
ら
い
前
の
巻
で
す
。
藤
壺
の
御

前
で
物
語
絵
合
と
い
う
も
の
が
行
わ
れ
ま
す
。
物
語
を

絵
巻
物
に
し
た
も
の
を
、
右
と
左
に
分
か
れ
て
出
し

合
っ
て
、
歌
合
の
よ
う
に
、
勝
ち
負
け
を
競
う
儀
式
で

す
。
こ
れ
は
晴
れ
の
場
で
す
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
左
方
が
、『
竹
取

物
語
』
の
絵
巻
で
、
詞
書
を
紀
貫
之
が
書
い
て
い
る
と

あ
り
ま
す
。
右
方
が
、『
宇
津
保
物
語
』
の
俊
蔭
の
巻

で
す
。
詞
書
を
小
野
道
風
が
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、紀
貫
之
と
道
風
だ
か
ら
、

九
〇
〇
年
ぐ
ら
い
と
九
五
〇
年
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
の
場
で
は
右
と
左
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
て
、
右
の
道
風
の
筆
跡
の
こ
と
を
「
今
め
か
し
う
を

か
し
げ
に
、目
も
輝
く
ま
で
見
ゆ
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

変
遷
史
で
す
。
教
科
書
的
な
記
述
の
中
に
は
、
恐
ら
く

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
書
い
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
連
綿
の
女
手
は
早
く
か
ら
進
化
し

た
、
実
は
、
そ
れ
は
も
っ
と
早
く
か
ら
進
化
し
て
い
る

と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
す
で
に
『
古
今
集
』
成
立

よ
り
も
前
に
、
女
性
の
世
界
で
は
書
か
れ
て
い
た
と
、

私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
は
何
か
。
そ
れ
が
そ

の
次
の
、「
教
王
護
国
寺
檜
扇
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

五
枚
目
の
初
め
に
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
図
８
で
す
。
こ

れ
は
檜
扇
で
す
か
ら
、
木
の
上
に
書
い
て
い
ま
す
。
千

手
観
音
と
い
う
観
音
様
の
、
中
が
空
洞
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
右
腕
の
空
洞
の
部
分
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

仏
像
の
願
主
や
、
願
い
を
か
け
た
り
し
た
人
が
、
自
分

の
持
ち
物
を
仏
像
の
体
内
に
入
れ
る
の
で
す
。そ
し
て
、

檜
扇
で
す
か
ら
、
当
然
、
こ
れ
は
、
女
性
が
持
っ
て
い

た
も
の
で
す
。
よ
く
見
え
ま
せ
ん
が
、
図
８
を
見
て
い

た
だ
く
と
、一
行
目
の
漢
字
は
何
と
な
く
分
か
り
ま
す
。

「
无
量
授
如
来
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
。次
に「
に
も
」と
、

こ
れ
は
連
綿
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
に
も
」
と
つ
な
げ

て
書
い
て
あ
り
ま
す
。
次
は
「
た
て
」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。「
た
て
」
と
、
こ
れ
も
連
綿
で
二
文
字
続
け
て

書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
連
綿
が
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
何
年
ぐ
ら
い
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
恐
ろ
し
く
古

く
、
八
八
〇
年
ぐ
ら
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
八
〇
〇

年
代
の
末
で
す
。
先
ほ
ど
ふ
れ
た
「
有
年
申
文
」
と
い

う
草
仮
名
の
一
番
古
い
資
料
か
ら
、
十
年
ぐ
ら
い
し
か

が
、
村
上
天
皇
と
結
婚
し
ま
し
た
。
そ
の
姫
君
が
子
供

の
と
き
、
父
親
か
ら
ど
の
よ
う
な
教
え
を
受
け
た
か
と

い
う
と
、「
一
つ
に
は
御
手
を
な
ら
ひ
た
ま
へ
」、
中
略

し
ま
す
が
、「
さ
て
は
、
古
今
の
歌
二
十
巻
を
み
な
う

か
べ
さ
せ
た
ま
ふ
を
、
御
学
問
に
は
せ
さ
せ
た
ま
へ
」。

つ
ま
り
、
ま
ず
初
め
に
仮
名
の
筆
跡
を
習
え
、
そ
の
次

は
古
今
集
を
す
べ
て
暗
記
し
ろ
、
と
父
親
に
言
わ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
が
、
身
分
の
高
い
女
性
の
教
養
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
天
皇
や
身
分
の
高

い
貴
族
と
結
婚
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

中
略
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
音
楽
で
す
。
楽
器
を
弾
け
る
よ
う
に
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
が
、
平
安
時
代
の
身
分
の
高
い
女
性
の

三
大
教
養
で
し
た
。
そ
れ
が
で
き
な
い
と
、
一
人
前
に

な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。村
上
天
皇
の
妻
の
話
で
す
か
ら
、

天
暦
時
代
で
す
。
女
性
教
育
の
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
男
の
世
界

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
貴
族
の
姫
君
の
教
養
と
し
て
、
仮
名
を
手
習
す
る

こ
と
が
定
着
し
て
い
る
時
代
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、

土
佐
日
記
の
巻
末
部
分
の
臨
書
や
、
墨
書
土
器
や
、
醍

醐
寺
五
重
塔
初
層
の
天
井
の
板
落
書
や
、
刻
書
土
器
の

よ
う
な
素
朴
で
古
体
な
仮
名
ば
か
り
が
書
か
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
、
主
に
女
性
の
褻

の
世
界
で
は
、
美
し
く
洗
練
さ
れ
た
女
手
が
成
立
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
」。
こ
れ
も
、
私
流
の
、
仮
名
の
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古
筆
切
は
除
き
ま
す
。「
伝
道
風
」
と
な
っ
て
い
て
も
、

道
風
の
時
代
の
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
が
、
院

政
期
の
も
の
で
す
。「
高
野
切
」
以
降
の
も
の
で
す
。

平
安
古
筆
と
わ
れ
わ
れ
が
言
っ
て
い
る
も
の
は
、
ほ
と

ん
ど
が
院
政
期
の
も
の
と
考
え
て
い
い
で
す
。
そ
れ
ら

を
除
い
た
、
確
実
な
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
の
仮
名
遺

品
を
、
①
か
ら
④
ま
で
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
説

明
し
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
五
枚
目
に
写
真
版
が
挙
が
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
図
版
と
見
比
べ
な
が
ら
聞
い
て
く
だ
さ

い
。
説
明
の
と
こ
ろ
を
読
み
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
時

代
の
仮
名
で
注
意
す
べ
き
資
料
は
、
①
「
稿
本
北
山
抄

紙
背
仮
名
消
息
」
と
、③
「
因
明
義
断
略
記
紙
背
和
歌
」

の
二
つ
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

　

図
９
が
「
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
」
で
す
。
こ
れ
は

き
れ
い
で
す
ね
。
流
麗
な
、
連
綿
と
女
手
、
追
っ
て
書

き
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
散
ら
し
書
き
の
よ
う
に
見
え
ま

す
。
一
行
一
息
で
書
き
下
ろ
す
よ
う
な
、
の
び
や
か
な

連
綿
が
大
変
き
れ
い
で
す
。行
頭
を
左
下
げ
に
し
た
り
、

上
下
さ
せ
た
り
し
て
変
化
を
つ
け
て
い
る
し
、
返
し
書

き
も
あ
り
ま
す
。
追
っ
て
書
き
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

散
ら
し
書
き
に
通
じ
る
書
き
方
を
し
て
い
ま
す
。
手
紙

と
い
う
個
人
的
な
褻
の
世
界
の
行
為
で
は
あ
っ
て
も
、

読
み
手
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
非
常
に
美

し
く
、
洗
練
さ
れ
た
書
き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
女
性
の
褻
の
世
界
、
個
人
の
世
界
で
も
、
連
綿
と

散
ら
し
書
き
な
ど
の
書
き
方
が
、
さ
ら
に
進
化
し
て
い

に
し
て
い
る
と
い
う
。
村
上
天
皇
と
小
野
道
風
は
同
時

代
の
人
で
あ
る
。
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
絵
合
は
細

部
に
わ
た
っ
て
、
村
上
天
皇
の
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
と

い
う
、
有
名
な
歌
合
に
準
拠
し
て
い
る
」。
天
徳
四
年

内
裏
歌
合
は
、
い
ろ
い
ろ
な
お
め
で
た
い
も
の
を
用
意

し
て
、
盛
大
に
行
わ
れ
た
儀
式
な
の
で
、
後
の
歌
合
の

お
手
本
に
な
り
ま
し
た
。
恐
ら
く
、
村
上
天
皇
の
天
徳

四
年
内
裏
歌
合
を
モ
デ
ル
に
し
て
、「
絵
合
巻
」
の
絵

合
が
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と

は
、
準
拠
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
村
上
天
皇
の
時
代
の

こ
と
と
し
て
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
違
い
が

起
こ
っ
て
い
ま
す
。「
梅
枝
巻
」
は
、
準
拠
を
使
っ
て

い
ま
せ
ん
。「
絵
合
巻
」
は
、
準
拠
を
使
っ
て
書
い
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
絵
合
巻
」
の
絵
合
の
晴
れ
の
行

事
に
お
い
て
は
、
準
拠
説
の
言
う
と
お
り
、
道
風
の
時

代
で
す
か
ら
、
道
風
の
書
を
、『
源
氏
物
語
』
の
今
の

時
代
と
い
う
設
定
で
語
っ
て
い
ま
す
。「
絵
合
巻
」
と
、

そ
れ
か
ら
僅
か
八
年
後
の
「
梅
枝
巻
」
で
は
、
今
の
時

代
の
書
と
言
っ
て
い
る
も
の
が
、
別
の
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。『
源
氏
物
語
』

を
読
む
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
細
心
の
注
意
を
し
な
い

と
、
読
み
間
違
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
３
に
行
き
ま
す
。
最
後
の
検
証
で
す
。

紫
式
部
が
言
う
よ
う
に
、
紫
式
部
の
時
代
は
、
本
当
に

仮
名
の
全
盛
期
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

を
考
え
て
み
ま
す
。
成
立
年
次
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い

「
今
め
か
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。「
今

め
か
し
」
と
は
、
現
代
風
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
道
風

の
筆
跡
が
、
現
代
的
だ
と
こ
こ
で
は
言
っ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
と
違
い
ま
す
。
先
ほ
ど
見
た
、
こ
こ
か
ら
八
年

後
の
「
梅
枝
巻
」
で
は
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
仮
名
が
発
達
し
た
の
は
、
紫
式
部
の
時
代
と
考
え

な
け
れ
ば
お
か
し
い
と
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
、
道
風
の
時
代
が
「
今
め
か
し
い
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。「
お
か
し
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
ね
。
し
か
し
、
き
ち
ん
と
読
め
ば
、
少
し
も
お

か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

先
ほ
ど
こ
れ
は
、
晴
れ
の
儀
式
の
場
だ
と
言
い
ま
し

た
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
晴
れ
の
儀
式
な
ど
を

書
く
場
合
に
、
実
は
準
拠
が
使
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

百
年
か
ら
五
、六
十
年
前
の
時
代
設
定
で
書
か
れ
ま
す
。

す
べ
て
に
準
拠
論
が
通
じ
る
の
で
は
な
く
て
、
晴
れ
の

儀
式
を
描
写
す
る
と
き
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ

れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　
「
絵
合
巻
」
で
は
、
小
野
道
風
の
筆
跡
を
、「
現
代
的

で
、
華
や
か
で
美
し
い
、
ま
ば
ゆ
い
ほ
ど
だ
」
と
評
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
道
風
の
書
が
、『
源

氏
物
語
』
の
今
の
時
代
の
書
に
な
っ
て
い
ま
す
。
加
え

て
、
こ
の
と
き
の
天
皇
は
誰
か
と
い
う
と
、
冷
泉
天
皇

で
す
。
冷
泉
天
皇
は
歴
史
上
の
村
上
天
皇
を
モ
デ
ル
に

し
て
い
る
か
ら
、ま
さ
に
道
風
の
時
代
に
合
致
し
ま
す
。

「
準
拠
説
に
よ
れ
ば
、
歴
史
上
の
村
上
天
皇
を
モ
デ
ル
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は
行
成
の
息
子
の
行
経
の
筆
跡
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、今
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
行
成
が
、

ど
の
漢
詩
を
書
く
か
、ど
の
歌
を
書
く
か
、メ
モ
を
作
っ

た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
行
成
の
メ
モ
で
す
。
今
で

は
、
こ
れ
は
行
成
筆
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
伝
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
成
真
筆
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
下
書
き
で
す
。
つ
ま
り
、
人
が
見
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
道
長
の
日
記
も
、
子
孫
は
見
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
記
だ
か
ら
、
書
い
て
す
ぐ
に
誰
か

に
見
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
両
方
と

も
、
褻け

の
世
界
の
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
世
界
だ
と

き
れ
い
に
書
こ
う
と
し
な
い
か
ら
、
図
10
も
図
12
も
似

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
分
か
り
や
す
い
仮
名
で
書
い
て

い
ま
す
。連
綿
を
使
っ
て
流
麗
に
書
く
の
で
は
な
く
て
、

一
字
一
字
、
は
っ
き
り
と
分
か
り
や
す
い
文
字
で
書
い

て
い
ま
す
。
上
の
段
の
図
９
や
図
11
と
、
図
10
と
図
12

の
違
い
が
出
て
く
る
の
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
、
書
の
場

の
問
題
で
す
。
ど
の
よ
う
な
状
況
で
書
か
れ
た
書
な
の

か
に
よ
っ
て
、
全
然
違
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
に
気

を
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
説
明
し
た
こ
と
を
、
ざ
っ
と
読
み
ま
す
。
三
枚
目

の
初
め
か
ら
読
ん
で
い
き
ま
す
。
要
す
る
に
、
道
長
の

こ
の
日
記
の
こ
と
で
す
が
、「
他
人
の
目
を
意
識
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
美
的
洗
練
を
目
指
し
て
書

か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
く
ま
ぬ
運
筆
に
、
か
え
っ

文
庫
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
、
和
歌
を
書
い
た
箇
所

が
二
か
所
あ
り
ま
す
。
当
然
、
仮
名
で
書
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
一
つ
を
、
図
10
に
挙
げ
て
い
ま
す
。
割
と
古

朴
な
仮
名
で
す
。
図
９
の
手
紙
や
、
図
11
の
和
歌
の
書

き
方
と
比
べ
る
と
、
む
し
ろ
天
暦
期
の
仮
名
に
近
い
、

連
綿
も
あ
ま
り
し
て
い
な
い
、
分
か
り
や
す
い
仮
名
の

書
体
ば
か
り
を
使
っ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

道
長
の
自
筆
で
す
。
だ
か
ら
、
紫
式
部
の
時
代
で
す
。

②
の
「
御
堂
関
白
記
和
歌
」
は
、
日
記
で
す
の
で
記
録

と
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、④「
屏
風
詩
歌
切
」、図
12
で
す
。こ
れ
は
、

屏
風
の
色
紙
形
を
揮
毫
す
る
た
め
の
手
控
え
で
す
。
メ

モ
で
す
。
も
う
少
し
説
明
し
ま
す
と
、
当
時
の
貴
族
が

書
い
た
日
記
が
残
っ
て
い
ま
し
て
、
一
〇
一
八
年
一
月

に
道
長
の
息
子
の
頼
通
が
、
大
饗
と
い
う
宴
会
を
開
き

ま
し
た
。
お
正
月
の
お
祝
い
か
、
併
せ
て
誰
か
の
昇
進

の
お
祝
い
な
ど
の
と
き
に
、
大
饗
と
い
う
大
宴
会
を
開

き
ま
す
。
そ
の
と
き
に
屏
風
を
新
調
し
ま
し
た
。
屏
風

に
は
絵
が
描
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
屏
風
の
上
に
、

四
角
い
色
紙
形
が
貼
っ
て
あ
っ
て
、
そ
こ
に
漢
詩
や
和

歌
を
書
き
ま
す
。
で
は
、
そ
の
和
歌
は
誰
が
書
い
た
か

と
い
う
と
、そ
の
日
記
に
き
ち
ん
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

行
成
が
書
い
た
と
、
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の

下
書
き
で
す
。
つ
ま
り
、
漢
詩
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を

選
ぶ
か
、
和
歌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
選
ぶ
か
と
い
う

こ
と
を
書
い
た
、
下
書
き
の
メ
モ
で
す
。
少
し
前
ま
で

る
と
考
え
て
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
が
、
そ
の
次
で
す
。
書
道
の
本

で
写
真
版
が
載
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
大
事
な
資
料
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

「
因
明
義
断
略
記
紙
背
和
歌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

で
す
。
寛
弘
七
年
、
一
〇
一
〇
年
の
奥
書
が
あ
る
『
因

明
義
断
略
記
』
の
巻
末
に
書
か
れ
て
い
る
和
歌
で
す
。

『
因
明
義
断
略
記
』
は
、
仏
典
の
注
釈
書
の
よ
う
な
も

の
で
す
。
こ
れ
は
、
男
が
書
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
巻
末
の
余
白
に
和
歌
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ

れ
も
男
が
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
坊
さ
ん
か
も
し
れ

な
い
と
思
い
ま
す
。
図
11
が
、
こ
れ
で
す
。
驚
く
べ
き

は
、「
な
つ
に
こ
そ　

さ
き
か
ゝ
り　

け
れ
ふ
ち　

の

は
な　

ま
つ
に
と
の
み
も　

お
も
ひ　

け
る
か　

な
」。

一
〇
〇
六
年
ぐ
ら
い
に
成
立
し
た
『
拾
遺
和
歌
集
』
に

載
っ
て
い
る
和
歌
が
、「
継
色
紙
」
の
よ
う
な
散
ら
し

書
き
に
さ
れ
て
い
ま
す
。『
因
明
義
断
略
記
』
は
仏
書

で
あ
る
し
、「
伝
領
東
大
寺
漣
乗
院
経
庫
蔵
」
と
も
書

い
て
あ
る
の
で
、
経
蔵
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に

奥
書
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
僧
侶
の
筆
跡
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
筆
線
は
結
構
強
く
て
、
そ
れ

で
い
て
優
美
な
書
き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
僧
侶
で
も

こ
れ
ぐ
ら
い
の
も
の
は
書
い
て
い
た
の
で
す
。
紫
式
部

の
時
代
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
確
実
な
資
料
と
し
て
、
②
の
『
御
堂
関

白
記
』。
道
長
の
自
筆
の
日
記
で
、
国
宝
で
す
。
陽
明



　 全 日 本 書 道 連 盟 会 報 第170号 （ 17 ）令和６（2024）年４月15日

た
紫
式
部
は
仮
名
の
爛
熟
期
絶
頂
期
を
知
ら
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。」と
い
う
こ
と
で
す
。こ
れ
が
結
論
で
す
。

　

大
体
こ
こ
ま
で
で
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
は
済
み

ま
し
た
が
、最
後
に
付
け
足
し
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、

二
つ
の
古
筆
に
つ
い
て
、
一
個
五
分
で
説
明
し
ま
す
。

　

最
近
の
こ
と
で
す
が
、
紫
式
部
の
時
代
に
仮
名
は
完

成
期
に
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
る

資
料
が
二
つ
出
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
図
13
を
説
明
し

ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
Ⅳ
の
①
で
す
。

　

伝
行
成
筆
古
今
集
切
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
、
優

美
で
た
く
み
な
散
ら
し
書
き
と
、
流
麗
で
雅
な
筆
致
で

名
高
い
古
筆
切
で
す
。
特
に
白
鶴
美
術
館
と
春
敬
記
念

書
道
文
庫
の
も
の
は
、
異
な
る
色
の
料
紙
を
継
い
だ
、

大
変
美
し
い
も
の
で
、
ツ
レ
は
五
枚
あ
り
ま
す
。『
古

今
集
』
以
外
の
歌
を
書
い
た
も
の
や
、
色い
ろ

紙が
み

で
な
い
も

の
も
あ
り
ま
す
。
今
度
出
て
き
た
も
の
は
、『
拾
遺
集
』

の
歌
を
書
い
た
色
紙
を
継
い
だ
、
六
葉
目
で
す
。

　

私
は
、
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
古
筆
切
の
料
紙
の
年
代

測
定
を
や
っ
て
い
ま
す
。
余
白
を
一
ミ
リ
ぐ
ら
い
、
糸

の
よ
う
に
切
り
出
し
て
測
定
し
ま
す
。
完
璧
な
写
本

だ
っ
た
ら
私
も
切
り
ま
せ
ん
が
、
古
筆
切
は
切
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
余
白
を
切
り
出
し
ま
す
。
表
具

に
掛
け
る
と
き
、
表
具
屋
さ
ん
が
、
化
粧
断
ち
と
い
っ

て
、
き
れ
い
な
四
角
形
に
な
る
よ
う
に
、
一
ミ
リ
ぐ
ら

い
周
り
を
切
り
ま
す
。
あ
れ
が
あ
る
と
、
測
れ
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
紙
を
無
駄
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

か
ら
み
て
、『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に
、
す
で
に
流
麗

な
連
綿
、
巧
妙
な
散
ら
し
書
き
が
十
分
に
発
達
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
頃
の
仮
名
、
紫

式
部
時
代
の
仮
名
は
、
端
正
優
雅
で
あ
り
、
完
成
期
に

達
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。」と
、私
は
思
い
ま
す
。「
完

成
期
」
と
い
う
言
葉
を
、
あ
え
て
使
っ
て
い
ま
す
。
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
次
の
４
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

紫
式
部
は
、
仮
名
の
爛
熟
期
、
絶
頂
期
を
知
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ

れ
が
見
て
い
る
平
安
仮
名
古
筆
は
、
ほ
と
ん
ど
が
院
政

期
の
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
〇
五
〇
年
以
降
の
も
の

で
す
。
紫
式
部
は
生
き
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
知
ら
な
い

の
で
す
。
読
み
ま
す
。
ア
ス
タ
リ
ス
ク
の
と
こ
ろ
で
す
。

「
だ
が
、
右
の
ご
く
わ
ず
か
な
摂
関
期
の
仮
名
遺
品
を

除
く
と
、
現
存
す
る
平
安
時
代
仮
名
古
筆
の
名
品
と
さ

れ
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
十
一
世
紀
半
ば
の
高
野

切
か
ら
十
二
世
紀
初
め
の
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
、

二
十
巻
本
類
聚
歌
合
辺
り
ま
で
に
集
中
し
て
い
る
。
そ

の
中
に
寸
松
庵
色
紙
、
升
色
紙
、
小
島
切
、
針
切
、
紙

縒
切
、
香
紙
切
、
本
阿
弥
切
、
元
永
本
古
今
集
、
二
十

種
に
お
よ
ぶ
筆
跡
に
よ
る
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
な

ど
、
個
性
に
満
ち
た
名
跡
が
ひ
し
め
い
て
い
る
。
仮
名

書
芸
の
爛
熟
期
は
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
も
五
十
年
ほ

ど
後
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
に
と
っ
て
、

自
分
の
生
き
た
時
代
で
た
だ
一
つ
誇
れ
る
も
の
、
そ
れ

は
仮
名
書
芸
で
あ
っ
た
。
が
、
生
ま
れ
る
の
が
早
す
ぎ

て
気
品
と
強
さ
と
雅
趣
を
宿
し
て
い
る
」、
良
い
筆
跡

だ
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
け
れ
ど
も
、「
こ
れ
ら
は
あ

く
ま
で
当
時
の
常
用
体
」、
日
常
の
筆
跡
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。「
か
つ
、
褻
の
世
界
の
仮
名
の
姿
で
あ
り
、

他
者
を
意
識
し
た
晴
れ
の
世
界
の
字
姿
と
は
異
な
る
も

の
。
こ
の
両
者
の
よ
う
な
仮
名
の
姿
は
、
姫
君
の
手
習

い
の
手
本
、
贈
答
用
の
豪
華
本
な
ど
当
時
の
仮
名
書
芸

美
を
目
指
し
た
字
姿
で
は
な
い
。
他
人
の
目
を
意
識
し

な
い
常
用
体
の
仮
名
」—

『
源
氏
物
語
』
は
、「
た
だ
の

仮
名
」と
言
っ
て
い
ま
す
。「
た
だ
の
」と
出
て
き
ま
す
。

女
手
と
、
た
だ
の
仮
名
は
違
い
ま
す—
「
で
あ
っ
て
、

い
つ
も
そ
の
よ
う
な
飾
り
気
の
な
い
仮
名
を
書
い
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
書
は
目
的
、
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
よ
っ
て
書

き
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
目
的
の
異
な
る
仮
名
を
同

じ
俎
上
で
論
じ
て
は
、
真
実
を
見
失
う
。」
②
や
④
を

根
拠
に
し
て
、
行
成
の
時
代
の
、
つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』

の
時
代
の
仮
名
が
さ
ほ
ど
洗
練
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

言
う
人
も
い
ま
す
が
、
場
の
違
う
仮
名
を
一
緒
く
た
に

見
て
い
る
わ
け
で
、そ
れ
は
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
記
の
中
に
書
い
て
あ
る
、
人
が
見
な
い
書
き
方
や
、

自
分
の
メ
モ
の
た
め
に
行
成
が
書
い
た
も
の
は
、
人
が

見
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
筆

跡
で
書
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、晴
れ
の
場
で
は
、も
っ

と
き
ち
ん
と
美
し
い
字
体
で
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

ア
ス
タ
リ
ス
ク
の
と
こ
ろ
で
す
。「
こ
れ
ら
の
資
料
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誤
差
範
囲
の
一
番
古
い
年
代
で
す
。
括
弧
の
中
の
数
字

が
、
炭
素
14
の
年
代
で
す
。
何
千
年
も
の
大
木
を
切
り

倒
し
て
、
年
輪
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
年
輪
は
一
年
ご
と

で
し
ょ
う
。
そ
の
一
年
ご
と
の
年
輪
の
中
に
入
っ
て
い

る
炭
素
14
を
測
定
し
て
、
年
代
を
出
す
グ
ラ
フ
が
で
き

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
当
て
は
め
て
、年
代
を
出
し
ま
す
。

単
純
な
正
比
例
の
グ
ラ
フ
な
ら
ば
交
点
は
一
つ
で
す
か

ら
、
炭
素
14
の
年
代
に
当
た
る
年
代
は
一
個
し
か
出
て

き
ま
せ
ん
が
、
実
際
の
グ
ラ
フ
は
波
う
つ
よ
う
に
揺
れ

て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
あ
る
年
代
だ
と
、
交
点
が
二
つ

も
三
つ
も
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
九
九
八

年
、
一
〇
〇
四
年
、
一
〇
一
二
年
と
、
炭
素
14
の
年
代

が
複
数
出
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。こ
の
中
の
ど
れ
か
が
、

一
番
確
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
誤
差
範
囲
の
一

番
遅
い
も
の
が
、
一
〇
二
三
年
で
す
。
九
九
八
や
、
一

〇
〇
四
や
、
一
〇
一
二
は
、『
源
氏
物
語
』
の
時
代
に

近
い
年
代
で
す
。
こ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
は
、『
源
氏

物
語
』
の
時
代
と
い
う
こ
と
で
す
。「
高
野
切
」
よ
り

古
か
っ
た
の
で
す
。

　
「
高
野
切
」
は
、
私
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
測

れ
ま
せ
ん
。
同
じ
時
代
の
古
筆
が
あ
り
ま
す
。「
十
巻

本
歌
合
」
は
、
同
じ
時
代
で
す
。
そ
れ
は
持
っ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
を
測
っ
た
ら
、
違
う
年
代
が
出
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
①
の
最
後
の
ほ
う
に
書
い

て
あ
り
ま
す
。
一
〇
二
四
（
一
〇
四
八
、
一
〇
九
九
、

一
一
一
九
、
一
一
四
二
、
一
一
四
七
）
一
一
六
〇
、

ん
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
二
シ
グ
マ
、
二
標
準

偏
差
の
計
算
で
出
し
た
も
の
は
、
確
率
が
九
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
で
す
。
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
、
そ
の

誤
差
範
囲
に
、
紙
の
年
代
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

昔
、
紙
は
貴
重
で
す
か
ら
、
何
十
年
も
何
百
年
も
置

い
て
か
ら
書
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
言
う
人
も
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
平
安
時
代
の
実
態
を
知
ら
な
い
人
で

す
。『
源
氏
物
語
』
の
中
に
も
出
て
き
ま
す
が
、
紙
屋

院
と
い
っ
て
、
北
野
天
満
宮
辺
り
に
朝
廷
の
紙
漉
き
場

が
あ
っ
て
、
上
質
紙
を
漉
い
て
い
ま
し
た
が
、
光
源
氏

が
、
何
か
必
要
の
あ
る
と
き
に
は
、
そ
こ
で
漉
か
せ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、す
ぐ
に
使
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
余
っ

た
余
剰
の
紙
な
ど
、
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
何
十
年

も
、
百
年
も
二
百
年
も
古
い
紙
を
使
う
こ
と
は
あ
り
得

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
末

摘
花
と
い
う
女
性
が
、
父
親
の
遺
品
で
あ
る
古
い
紙
を

使
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ば
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
と
は
違
い
ま
す
。
江
戸
時
代
は
商
業
が
発
達
し

て
い
る
か
ら
物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
平
安
時
代

は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
書
い
た
年
代
と

紙
の
年
代
は
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
と
考
え
て
い
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

話
を
も
ど
し
ま
す
。
測
っ
た
結
果
、
色い
ろ
紙が
み
を
継
い
で

い
る
ほ
う
は
、
九
七
七
、（
九
九
八
、
一
〇
〇
四
、
一

〇
一
二
）、一
〇
二
三
と
い
う
結
果
で
し
た
。九
七
七
が
、

せ
ん
。
古
筆
切
で
切
ら
れ
て
い
て
、
余
白
が
あ
る
か

ら
、
そ
こ
を
使
っ
て
年
代
測
定
を
や
っ
て
い
ま
す
。
人

に
よ
っ
て
、
茶
化
す
人
は
、
紙
を
大
量
に
切
っ
て
、
機

械
に
入
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
世
界
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
先
端
科
学
の
世
界
で
す
。
物
質
の

根
源
は
、
た
ど
っ
て
い
く
と
、
分
子
に
な
っ
て
、
原
子

に
な
っ
て
、
私
が
中
学
校
で
習
っ
た
こ
と
は
そ
れ
ぐ
ら

い
で
し
た
が
、
さ
ら
に
電
子
や
素
粒
子
や
、
も
の
す
ご

い
、
目
に
見
え
な
い
世
界
に
入
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

物
質
を
測
る
機
械
が
、
年
代
測
定
の
機
械
で
す
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、大
気
を
吸
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
、

放
射
性
炭
素
14
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
ま
す
。
紙
の

元
は
植
物
で
す
。
だ
か
ら
、
植
物
も
炭
素
14
を
吸
っ
て

い
ま
す
。
紙
に
す
る
た
め
に
切
っ
て
し
ま
う
と
、
植
物

は
死
に
ま
す
。
呼
吸
し
な
く
な
る
か
ら
、
体
内
に
入
っ

た
炭
素
14
の
量
が
そ
こ
で
止
ま
り
ま
す
。
放
射
性
物
質

だ
か
ら
、
半
減
期
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
何
十
年
や

何
百
年
、
長
い
も
の
は
何
千
年
で
す
が
、
量
を
半
分
ず

つ
減
ら
し
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
現
在
残
っ
て
い
る

紙
の
中
の
炭
素
14
の
量
を
測
る
こ
と
で
、
何
百
年
前
に

作
ら
れ
た
紙
か
わ
か
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
言
っ
た
よ

う
に
、
目
に
見
え
な
い
世
界
の
こ
と
な
の
で
、
最
新
鋭

科
学
機
器
で
あ
る
加
速
器
質
量
分
析
装
置
に
よ
っ
て
測

定
し
ま
す
。
誤
差
は
大
き
い
で
す
が
、
あ
る
程
度
測
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

説
明
は
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
後
で
ゆ
っ
く
り
読
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の
も
の
だ
と
新
し
く
分
か
っ
た
、
二
つ
の
古
筆
で
す
。

　

本
日
持
参
し
た
も
の
が
も
う
一
点
あ
り
ま
す
。
中
央

公
論
社
の
『
日
本
の
書
』
と
い
う
本
に
三
蹟
の
真
筆
だ

け
を
挙
げ
て
あ
る
一
冊
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
、

こ
れ
が
カ
ラ
ー
写
真
で
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ

の
現
物
で
す
。
行
成
の
真
筆
で
散
逸
漢
詩
集
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
仮
名
で
は
な
く
て
、
漢
字
で
す
。
同
じ
時

代
の
和
様
の
漢
字
と
仮
名
が
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
見

比
べ
て
も
ら
い
た
い
の
で
、
持
っ
て
き
ま
し
た
。
以
上

の
三
点
が
『
源
氏
物
語
』
の
時
代
の
書
と
判
明
し
て
い

る
も
の
で
す
。

　

急
ぎ
ま
し
た
が
、こ
こ
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
と
は
ゆ
っ
く
り
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

�
　

発
見
し
た
と
き
に
驚
い
た
の
は
、
よ
く
見
る
と
、
青

く
、
薄
藍
の
繊
維
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

紙
は
、
古
い
紙
で
す
。
国
宝
「
智
証
大
師
諡
号
勅
書
」

（
小
野
道
風
筆
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

紙
も
、
同
じ
よ
う
な
紙
を
使
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど

言
っ
た
紙
屋
院
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
官
製
の
、
朝
廷
の

紙
漉
き
場
で
作
っ
た
上
質
紙
で
す
。
同
じ
紙
で
す
。
だ

か
ら
、「
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
こ
れ
、
古
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
」
と
思
っ
て
、
手
に
入
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
①
と

ま
っ
た
く
同
じ
年
代
が
出
ま
し
た
。
二
つ
と
も
『
源
氏

物
語
』
の
時
代
の
紙
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。

　

後
で
ゆ
っ
く
り
見
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
②
は
草
仮

名
風
の
仮
名
で
書
い
て
あ
る
文
字
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。「
由ゆ

」
や
「
无も

」
や
「
散さ

」、「
之し

」
や
「
保ほ

」
や

「
遠を

」「
佐さ

」「
数す

」「
美み

」「
奈な

」
は
、
草
仮
名
風
に
書

い
て
あ
り
ま
す
。
字
母
が
分
か
る
よ
う
な
字
体
で
書
い

て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
意
図
的
に
書
か
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

　

草
仮
名
風
の
文
字
を
た
く
さ
ん
織
り
込
ん
で
、
書
い

て
あ
り
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
の
中
に
、「
草
が
ち
」
と

い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。「
草
が
ち
」と
い
う
こ
と
は
、

草
仮
名
風
の
文
字
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
何

と
か
が
ち
」は
、多
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
。恐
ら
く
、

『
源
氏
物
語
』
が
「
草
が
ち
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は

こ
の
よ
う
な
書
き
方
な
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。
科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
、『
源
氏
物
語
』
時
代

こ
の
よ
う
な
年
代
が
出
て
き
ま
し
た
。
院
政
期
の
古
筆

切
を
他
に
も
五
、
六
点
測
り
ま
し
た
。
全
部
、
こ
の
数

字
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
数
字
が
出
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、

「
高
野
切
」
よ
り
後
、
一
〇
五
〇
年
よ
り
後
の
院
政
期

の
古
筆
を
測
る
と
全
部
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
で
出
て
き
ま

す
。
先
ほ
ど
の
パ
タ
ー
ン
を
見
て
く
だ
さ
い
。
先
ほ
ど

の
パ
タ
ー
ン
は
、
一
時
代
前
な
の
で
す
。

　

私
は
「
関
戸
本
古
今
」
を
測
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
あ
れ
も
料
紙
が
そ
っ
く
り
で
す
。
染
め
た

紙
に
そ
の
他
の
装
飾
が
あ
り
ま
せ
ん
。
料
紙
装
飾
が
同

じ
で
す
。
だ
か
ら
、「
高
野
切
」
よ
り
早
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。「
関
戸
本
古
今
」
を
測
っ
た
ら
こ
れ

と
同
じ
年
代
が
出
る
の
で
は
な
い
か
と
密
か
に
思
っ
て

い
ま
す
が
、残
念
な
が
ら
関
戸
は
持
っ
て
い
な
い
の
で
、

ま
だ
測
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
、
Ⅳ
の
②
、
図
14
で
す
。
こ
れ
は
、
ツ
レ

が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
一
点
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
歌
が

書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
歌
も
ど
こ
に
も
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。
国
文
学
の
分
野
で
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
と

い
う
何
十
巻
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。
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の
他
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も
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全
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こ
の
歌
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
だ
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ら
、
散
逸
し
て
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ま
っ
た
歌
集
の
歌
な
の
で
す
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写
本
が
残
ら
な
い
で
、

途
中
で
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く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
歌
な
の

で
す
。
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全日本書道連盟書道講演会源氏物語と紫式部の書道観池田和臣

令和五年一一月二〇日於国立新美術館

Ⅰ源氏物語についての基礎知識

１なぜ成立年代や作者が紫式部であると解るのか

２はじめの形態、何巻から成り立っていたか→時間がないので割愛

３構成・主題

４写本と本文系統

Ⅱ仮名成立史と文学史

１仮名の成立―書道史の教科書的通説は国語国文学の表記史研究

によって補正されねばならない点がある。→時間がないので割愛

２仮名の成立と和歌の変質

３仮名の成立と家集・仮名日記・物語の発生

Ⅲ源氏物語の仮名書芸論

１仮名は「今の世」が絶頂と紫式部は考えている

・梅枝巻、光源氏の一人むすめ明石姫君が春宮に嫁入りする準備の場面。紫式部は光源氏の口を借りて、仮名書

芸について興味深い見解を披瀝している。

「草子の箱に入るべき草子どもの、やがて本にもしたまふべきを選らせたまふ。いにしへの上なき際の御手ど

もの、世に名を残したまへるたぐひのも、いと多くさぶらふ」（源氏は姫君の嫁入り道具として、またそれを

そのまま手習の手本とするために、伝来の写本の中から優れたものを選ぶ。〈また、新調もする〉）

「よろづのこと、昔には劣りざまに、浅くなりゆく世の末なれど、仮名のみなん今の世はいと際なくなりたる」

きは

（すべてのことが昔より劣って浅薄になってゆく末世だけれど、仮名の書だけは今の時代がこの上なく素晴ら

しいものになっている）

２仮名全盛の「今の世」とはいつか

①紫式部の時代（九七〇から九七八～一〇一四から一〇三一）。藤原行成（九七二～一〇二七）の活躍した頃。

②「準拠」説。源氏物語は物語世界を約百年前に設定して書き始めているという説。河海抄「物語の時代は、

じゅんきょ

醍醐・朱雀・村上、三代に准ずる闕。桐壺帝は延喜、朱雀院は天慶、冷泉院は天暦、光源氏は西宮左大臣、如

か

此相当する也」（物語の桐壺帝は歴史上の醍醐天皇、朱雀帝は朱雀天皇、冷泉帝は村上天皇、光源氏は源高明

がモデル）。これは山田孝雄『源氏物語の音楽』（昭和九年、宝文館）によって実証されている。源氏物語の

音楽関係の記述全て（声調・楽器・唱歌・歌謡・神楽・東遊・踏歌・五節・管弦など）を分析し、源氏物語の

描く時代は一条朝ではなく延喜天暦時代とする。

梅枝巻の天皇は冷泉帝だから、準拠説によれば歴史上の村上天皇、すなわち天暦時代（九四七～九五七）に当

たる。源氏物語が作られた頃（一〇〇八）より五、六〇年ほど前の小野道風（八九四～九六六）が活躍した頃

に当たる。

→仮名が絶頂に達した「今の世」とは、①行成の時代か②道風の時代か。

・梅枝巻の本文は次のように続いている。

「古き跡は、定まれるやうにはあれど、ひろき心ゆたかならず、一筋に通ひてなんありける。妙にをかしきこ

あとたへ

とは、外よりてこそ書き出づる人々ありけれど……」（古い筆跡は、字形や書式が決まっていて型通りではあ

と

るが、豊かな多様性に乏しく画一的でどれも似ている。それに対して、巧みで趣深いものは、近年になってか

ら書き始める人たちが現れた。）

この言を裏返せば、「今の世」の仮名は字形や書式が決まっていず、画一的で型通りではなく、多様性に富み

個性的だということになる。

→多様性に富み個性的な仮名が、九〇〇年代半ばの天暦時代に書かれていたか、いなかったか。

・天暦期前後の仮名の遺品。確実なものは数少ないが、次のようなものがある。

①藤原定家臨書、紀貫之自筆土左日記の巻末部分【図１】。土左日記の記事は承平五年（九三五）二月一六日
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で終わっているので、九三五年から程なき頃の筆跡。

②平安京左兵衛府跡出土墨書土器【図２】。九〇〇年代前半から半ばにかけてのもの。

③醍醐寺五重塔初層天井板落書【図３】。醍醐寺五重塔は天暦五年（九五一）一〇月に竣工、その頃のもの。

④二〇一六年ケカチ遺跡出土刻書土器【図４】。九〇〇年代半ば。

⑤伝紀貫之筆自家集切【図５】。成立年代に諸説あるが、早くに見る者は貫之（八六八頃～九四五）の晩年、

九〇〇年代半ば近くの書写とする。私見でも、不打ちの料紙から貫之晩年か没後すぐの天暦期と考える。

＊これら天暦期近辺の仮名はみな古体で朴直な字姿。①⑤の他者に読まれることを意識した仮名と②③⑤の個人

的な褻の仮名との差がない。とくに自家集切の仮名は、同じ文字の形が活字のように定まっていて、重ねてみ

け

るとぴたりと合致する。藤原定家臨書紀貫之自筆土左日記の巻末部分も同様の傾向。まさに、「定まれる」「ひ

ろき心ゆたかならず」「一筋に通ひて」とされる古い筆跡と見なすことができる。ということは、源氏物語の

言う仮名書芸が最高レベルに達した「今」とは、天暦期ではなく、やはり紫式部の生きた源氏物語の書かれた

時代とすべき。

ただし、留意すべきこと。因幡国司解案紙背仮名消息（九〇五～九三〇）【図６】、虚空蔵菩薩念誦次第紙背

仮名消息（九六六頃）【図７】は、連綿の流麗な女手。特に虚空蔵菩薩念誦次第紙背仮名消息には、散らし書

きを思わせる返し書き（追而書）や行頭を徐々に左下げにする書式が見られる。天暦期の多くの仮名は古体で

あったが、女性の私的な（褻）世界では女手が進化していたと思う。読み手をより強く意識して書かれていた

のである。また、天暦期というのは、枕草子や大鏡で名高い村上天皇の宣耀殿の女御の逸話（父大臣から「一

せんようでん

つには御手をならひたまへ、……さては、古今の歌二十巻をみなうかべさたまふを、御学問にはせさせたまへ」

と教えられ、古今集をすべて暗記したという話）のあった時代。貴族の姫君の教養として、仮名を手習するこ

とが定着している時代。そういう時代に、土左日記巻末部分臨書や、墨書土器や、醍醐寺五重塔初層天井板落

書や、刻書土器のような素朴で古体な仮名ばかりが書かれていたわけではなく、それらとは別に、主に女性の

褻の世界では、美しく洗練された女手が成立していたと考えられる。

さらに言えば、連綿の女手はすでに古今集成立よりも前に書かれている。教王護国寺檜扇（八七七）【図８】

であるが、やはり女性の私的な世界の遺品である。女性の褻の世界ではかなり早くから連綿と女手化が始まっ

ていたと考えられる。

・注意を要する絵合巻。藤壺の御前での物語絵合では、左方の竹取物語絵巻の詞書が紀貫之筆、右方の宇津保物

語俊蔭巻絵巻の詞書が小野道風となっている。そして、この道風の筆跡を「今めかしうをかしげに、目も輝く

まで見ゆ」（現代的で華やかで美しくまばゆいほどに見える）と評している。つまり、ここでは道風の書が源

氏物語の「今」の時代の書なのである。くわえて時の御門は冷泉帝。準拠説によれば歴史上の村上天皇をモデ

ルにしているという。村上天皇と小野道風は同時代の人。これのみならず、この絵合は細部にわたって、村上

天皇主催の天徳四年内裏歌合（九六〇）に準拠している。つまり、絵合巻の絵合の晴の行事においては、準拠

説の言うとおり、道風の書を源氏物語の「今」の時代の書という設定で語っている。絵合巻とそれからわずか

八年後の梅枝巻とでは、書の「今」が異なっていることに注意しなければならない。

３源氏物語の時代が仮名の全盛期だとする紫式部の見識は正しいか。

＊完成期にあったといってよかろう。

・確実な源氏物語の時代の仮名遺品＝成立年次が証明されていない古筆切を除くと確かなものはごくわずか。

①藤原公任筆稿本北山抄紙背仮名消息（九九六から一〇〇四年頃）【図９】

②藤原道長自筆御堂関白記和歌（一〇〇四年および一〇一一年）【図】 1
0

③因明義断略記紙背和歌（一〇一〇年頃）【図】 1
1

④藤原行成筆摂政藤原頼通大饗屏風詩歌切（一〇一八年）【図】 1
2

・源氏物語時代の仮名で注意すべき資料は、①稿本北山抄紙背仮名消息と③因明義断略記紙背和歌。

北山抄紙背仮名消息は一行を一息で書き下ろすような、暢びやかな連綿が美しい。行頭を左下げにしたり上下

させたりして変化をつけているし、返し書きもある。散らし書きに通じる書き方である。手紙という個人的な

褻の行為ではあっても、読み手を意識して書かれているので、美しく洗練された書き方になっている。

因明義断略記紙背和歌は、寛弘七年（一〇一〇）の奥書のある因明義断略記の巻末に書かれている和歌。驚く

べきは、「なつにこそさきかゝりけれふちのはなまつにとのみもおもひけるかな」（夏に咲きかかるものだっ

たのだ藤の花は。松にだけ咲きかかると思っていたよ）という拾遺和歌集（一〇〇六年前後成立）に載ってい

る和歌が、継色紙のような散らし書きにされている。因明義断略記は仏書であるし、「伝領東大寺蓮乗院経庫

蔵」とも記されているので、僧侶の筆跡かと推察されるが、筆線は勁くかつ優美である。

・②御堂関白記和歌は日記の記録。④屏風詩歌切は屏風色紙形を揮毫するための手控え（自分用のメモ書き）。
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他人の目を意識して書かれたものではない、美的洗練をめざして書かれたものではない。たくまぬ運筆に、か

えって気品と勁さと雅趣を宿しているのだが、これらはあくまで当時の常用体かつ褻の世界の仮名の姿であり、

他者を意識した晴れの世界の字姿とは異なるもの。この両者のような仮名の姿は、姫君の手習の手本、贈答用

の豪華本など当時の仮名書芸美を目指した字姿ではない。他人の目を意識しない常用体の仮名（「ただの仮名」）

であって、いつもそのような飾り気のない仮名を書いていたわけではない。書は目的、ＴＰＯによって書き分

けらるのであり、目的の異なる仮名を同じ俎上で論じては真実を見失う。それゆえ、これら②④を根拠にした

行成時代の、源氏物語時代の仮名がさほど洗練されていなかったとする説―「藤原道長の自筆日記である『御

堂関白記』に見える仮名や、藤原行成の筆と推定される『詩歌切』の仮名の姿をみていくと、三跡の時代にお

いては、漢字の和洋化に比べて、仮名の洗練は、さほど進んでいなかった様子が理解できます。」―は誤り。

＊これらの資料からみて、源氏物語の時代にはすでに流麗な連綿、巧妙な散らし書きが充分に発達していたと考

えられる。源氏物語の頃の仮名、紫式部時代の仮名は、端正優雅であり、完成期に達していたと言えよう。

４紫式部は仮名の爛熟期絶頂期を知らない。

＊だが、右のごくわずかな摂関期の仮名遺品を除くと、現存する平安時代仮名古筆の名品とされるものは、ほと

んどが一一世紀半ばの高野切から一二世紀初めの西本願寺本三十六人集、二十巻本類聚歌合あたりまでに集中

している。その中に寸松庵色紙、升色紙、小島切、針切、紙縒切、香紙切、本阿弥切、元永本古今集、二〇種

におよぶ筆跡による西本願寺本三十六人集など、個性に満ちた名跡がひしめいている。仮名書芸の爛熟期は、

源氏物語よりも五〇年程あとにやって来たのである。紫式部にとって自分の生きた時代でただ一つ誇れるもの、

それは仮名書芸であった。が、生まれるのが早すぎた紫式部は仮名の爛熟期絶頂期を知らなかったことになる。

Ⅳ新たに確認された源氏物語時代の古筆資料

・源氏物語時代の仮名は院政期の爛熟期ほどではないが完成期に達していた、という見解を実証する源氏物語時

代の仮名が、新たに確認された。

①伝藤原行成筆未詳散らし歌切【図】 1
3

伝藤原行成筆古今集切と呼ばれてきた名筆がある。優美でたくみな散らし書きと流麗でみやびな筆致で名高い

古筆切で、特に白鶴美術館と春敬記念書道文庫のものは、異なる色の料紙を継いだ美麗なもの。ツレは五葉あ

り、古今集以外の歌を書いたもの、色紙ではないものもある。拾遺集の歌を書いた色紙を継いだ六葉目が新出。

いろがみいろがみ

加速器質量分析法による放射性炭素の年代測定の結果、パーセントの確率で誤差範囲の中に実際の年代 1
4

9
5

を含んでいる２標準偏差（２シグマ）の誤差範囲が、９７７（９９８、１００４、１０１２）１０２３[ｃａ

ｌＡＤ]。誤差範囲の上限が九七七年、下限が一〇二三年で、炭素年代である（）内の九九八年・一〇〇四 1
4

年・一〇一二年のいずれかの可能性が高い。行成時代であるとか院政期であるとか、書写年代に諸説があった

が、高野切よりほぼ五〇年早い、まさに源氏物語の時代の仮名であった。源氏物語の時代の仮名は、このよう

にみごとな散らし書きが書かれていたのであり、爛熟期には至っていないが、完成期には達していたと言って

よい。科学的に証明された源氏物語の書かれた頃の流麗な仮名、紫式部が生きていた頃の優雅な仮名の実例。

ちなみに、高野切とほぼ同時期の筆跡とされる十巻本歌合は、１０２４（１０４８、１０９９、１１１９、１

１４２、１１４７）１１６０[ｃａｌＡＤ]で、この伝藤原行成筆未詳散らし歌切の誤差範囲より一段階遅れ

る年代であった。院政期の古筆はすべてこの十巻本歌合の誤差範囲に重なる結果が出ている。

②伝紀貫之筆草がち未詳歌切【図】 1
4

草仮名をあえて多用して出典未詳歌を書いた断簡。孤葉でツレは存在しない。料紙は斐紙で、秋萩帖第一紙な

どと同じ薄藍の漉き染め。「ふゆこもりさえしこほりをあかね／さすあをみなつきのものとみるかな」〈冬に

なって冷え冷えと凍てついていたあの氷を、六月の今は真夏に涼をもたらす好ましいものとして見ていること

ひい

だ〉という歌が書かれている。この歌は今に伝わる膨大な和歌資料の中に見いだせない散佚歌。注意されるの

はその字体・書体の古風さで、「由」（ゆ）・「无」（も）・「散」（さ）・「之」（し）・「保」（ほ）・「遠」（を）・「佐」

（さ）・「数」（す）・「美」（み）・「奈」（な）・「川」（つ）・「支」（き）・「那」（な）などが、字母である漢字

の面影を残した、いわゆる「草仮名」ふうの字体で書かれている。このような「草仮名」ふうの字体の比率を

多くした書き方を、源氏物語は「草がち」と呼んでいる。この新出資料こそが、源氏物語の言う「草がち」だ

と思われる。年代測定の結果は、９１０（）９１０、９７２（９９６、１００５、１０１２）１０２４。誤

差範囲の上限が九一〇年、下限が一〇二四年で、炭素年代である（）内の九九六年・一〇〇五年・一〇一 1
4

二年のいずれかの可能性が高い。９１０（）９１０の範囲は、計算上の僅かな数値の変動によるもので考慮

しなくともよい。また、９１０（）９１０と上限下限が同じ数値であるのは、小数点以下の省略によるもの

である。①伝藤原行成筆未詳散らし歌切とほぼ同じ年代で、高野切より五〇年ほどさかのぼる、源氏物語が書

かれた時代のもの。当時の仮名の書きざまのひとつ、「草がち」の姿を教えてくれる。
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【図１】藤原定家臨模紀貫之筆土左日記巻末【図２】平安京左兵衛府跡出土墨書土器

わすれかたくゝちをし／きことおほかれと／いつのまにわすられ／にけむあかみにはゆめの／

えつくさすとまれ／かうまれとくやりてむ□□はかはるうつゝなり

【図３】醍醐寺五重塔初層天井板落書【図４】ケカチ遺跡刻書土器（九○○年代半ば）

あふことのあけぬなからにあけぬれ／

はわれこそかへれこゝろやはゆく

【図５伝紀貫之筆自家集切】

われによりおも／ひくるらんしけい／とのあはすやみ／

なはふくる／はかりそ

ひとのいへにをむなのさくらのは／なみたる

わかやとのものなりなからさくらは／なちるをはえしもとゝめさ／

りける

【図６】因幡国司解案紙背仮名消息【図７】虚空蔵菩薩念誦次第紙背仮名消息

ひとひのおほむかへりには／かのひとに……

いとめつらしくとはせたまへる／よろこひをなん……
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【図８】教王護国寺檜扇

无量授如来にもたて／いねもころにま□□や

【図９】藤原公任筆稿本北山抄紙背仮名消息【図】藤原道長自筆御堂関白記和歌 1
0

六日雪深朝早左衛門監許かくいひやるわかなつむかすかのはらに

あやしきうしのこときはさゆき／ふれはこゝろつかひをけふさへそやる

てはへりしいかなりはへり

……
（追而書）あなかしこいとむつかし□

はへるをいとまこといともうれ

たまはせたりしか……

【図】因明義断略記紙背和歌【図】藤原行成筆摂政藤原頼通大饗屏風詩歌切 1
1

1
2

いろかへぬやまゐのころもぬきたれてよろつつよまてにつかふへきかな

なつにこそ／さきかゝり／けれふち／のはな／まつにとのみも／おもひ／けるか／な

【図】伝藤原行成筆未詳散らし歌切【図】伝紀貫之筆草がち未詳歌切 1
3

1
4

ふゆこもりさえしこほりをあかね

さすあをみなつきのものとみるかな

いさやまたこひてふこと／もしらぬみは／こやそなる／らむいこそね／られね

付記
本講演と同様の、あるいは重なる趣旨の文章を、少なからず書いています（講演もしています）。参考までにいささ

か挙げておきます。『古筆資料の発掘と研究』（青簡舎二〇一四年九月刊）。『墨「いろは」から始めるかな』（二

〇〇九年一・二月号）所収「かなと源氏物語」。『墨かなで書く源氏物語』（二〇一九年一・二月号）所収「源氏物

語の時代のかな」。『目の眼源氏モノ語り』（二〇二〇年一一月号）所収「古筆から知る源氏物語」。




