
そ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
、
「
さ
び
し
」
の
意
と
し
て
、
「
サ
ビ
サ

ビ
シ
」
の
音
便
だ
と
す
る
説
や
、
「
サ
ブ
サ
ブ
シ
」
の
平
語
と
す
る
説
が
あ

っ
た
。
ま
た
、
蒸
条
の
字
を
転
じ
て
「
請
条
シ
」
も
し
く
は
「
請
々
」
と
す

る
説
な
ど
、
語
源
は
定
ま
ら
な
か
っ
た
が
、
「
新
撰
字
鏡
』
に
拠
り
、
今
は

「
さ
く
さ
く
し
」
の
音
便
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。
「
寂
々
」
の
字
を
当
て

る
説
も
あ
る
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
原
田
芳
起
氏
が

『
平
安
時
代
文
学
語
彙
の
研
究
』
や
『
小
学
館
古
語
大
辞
典
」
の
「
さ
う
ざ

「
さ
う
ざ
う
し
」
と
は
、
あ
る
べ
き
も
の
が
な
く
て
物
足
り
な
い
様
を
い

う
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

あ
る
べ
き
物
事
が
な
く
て
、
も
の
足
り
な
い
気
持
が
す
る
。
て
も
ち
ぶ

さ
た
で
、
心
さ
び
し
い
。

「
源
氏
物
語
」
の
言
上
つ
ざ
う
し
」

は
じ
め
に
ｌ
「
さ
う
ざ
う
し
」
に
つ
い
て
Ｉ

う
し
」
の
注
記
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
類
義
語
に

は
、
「
さ
び
し
」
と
「
つ
れ
づ
れ
な
り
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
三
語

の
違
い
に
つ
い
て
は
、
原
田
氏
に
よ
る
と
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
主
観
的
状

態
、
「
さ
び
し
」
は
客
観
的
状
態
を
示
す
場
合
が
多
く
、
「
つ
れ
づ
れ
な
り
」

は
境
地
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
さ
び
し
」
「
つ
れ
づ
れ
な
り
」
に
対
し

て
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
情
趣
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

次
に
、
上
代
か
ら
中
世
の
主
要
文
学
作
品
に
お
け
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
の

使
用
数
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
・
主
な
作
品
全
三
十
作
品
の
「
さ
う
ざ
う

（
１
）

し
」
の
使
用
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
万
葉
集
」
…
０
「
古
今
和
歌
集
」
。
：
０
「
後
撰
和
歌
集
」
…
０
「
土
佐
日

記
」
．
：
０
「
蜻
蛉
日
記
」
…
５
「
和
泉
式
部
日
記
」
…
０
「
枕
草
子
』
…
９

「
紫
式
部
日
記
」
…
２
『
更
級
日
記
」
．
：
０
『
方
丈
記
」
：
０
「
徒
然
草
」

…
２
「
竹
取
物
語
一
・
：
０
「
平
中
物
語
」
…
１
『
伊
勢
物
語
』
。
：
０
『
落

窪
物
語
」
…
４
「
う
つ
ほ
物
語
」
…
妬
『
大
和
物
語
」
…
１
『
源
氏
物
語
」

．
：
餡
「
堤
中
納
言
物
語
」
…
２
『
夜
の
寝
覚
」
：
・
２
「
浜
松
中
納
言
物

川

口
敦
子

八
七



「
万
葉
集
」
「
古
今
和
歌
集
」
「
後
撰
和
歌
集
」
で
は
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
の

用
例
は
見
つ
か
ら
ず
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
「
歌
こ
と
ば
」
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
が
分
か
る
。
対
し
て
「
落
窪
」
『
う
つ
ほ
」
「
源
氏
」
「
栄
花
」
な

ど
、
物
語
に
お
い
て
多
用
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
日
記
・
随
筆
作
品
に
つ
い

て
は
、
「
蜻
蛉
」
「
枕
草
子
」
な
ど
で
使
用
が
あ
る
が
、
同
年
代
の
『
源
氏
」

八
十
三
例
に
対
し
て
「
枕
草
子
』
が
た
っ
た
の
九
例
し
か
な
い
こ
と
か
ら

も
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
が
概
ね
「
物
語
こ
と
ば
」
と
し
て
文
学
作
品
に
お
い

て
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
、
「
源
氏
」
の
八
十
三

と
い
う
数
は
他
の
物
語
作
品
と
比
べ
て
抜
き
ん
出
て
い
る
。
『
源
氏
」
以
前

の
物
語
で
は
、
「
竹
取
」
『
伊
勢
」
な
ど
平
安
初
期
の
主
要
な
作
品
で
は
使
用

が
な
く
、
「
落
窪
」
「
う
つ
ほ
」
で
本
格
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
「
う
つ
ほ
」
の
二
十
五
例
を
除
い
て
は
、
そ
の
使
用
数
は

少
な
い
と
い
え
る
。
源
氏
以
後
の
物
語
で
は
、
「
栄
花
」
「
大
鏡
」
と
い
う
歴

史
物
語
や
「
と
り
か
へ
ぱ
や
」
な
ど
で
数
例
見
つ
か
る
が
、
や
は
り
使
用
数

は
少
な
く
、
「
平
家
」
「
保
元
」
な
ど
の
時
代
に
な
る
と
用
例
は
見
ら
れ
な
く

な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
『
源
氏
」
に
特
徴
的
な
語
彙

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
「
源
氏
』
を
軸
に
「
さ
う
ざ
う
し
」
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
が
作
品
の
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
わ
れ
る

語
」
：
０
『
栄
花
物
語
』
．
：
Ⅲ
『
大
鏡
」
：
５
『
狭
衣
物
語
』
：

物
語
集
」
：
・
２
『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
」
。
：
６
「
平
家
物
語
」

治
拾
遺
物
語
」
…
０
『
保
元
物
語
』
：
０
『
と
は
ず
が
た
り
」
．

１
土
『
く
う
垂
日

：
０
「
字

・
０

一
節
文
脈
か
ら
見
る
「
さ
う
ざ
う
し
」

『
源
氏
」
に
お
け
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
対
象
・
場
面

と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
始
め
る
こ
と
と
す
る
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
と
は

（
２
）

「
物
足
り
な
い
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

藤
壺
の
喪
中
で
神
事
が
中
止
に
な
っ
た
折
の
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
通
り

な
ら
あ
っ
た
も
の
が
、
事
情
に
よ
り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
故
源
氏

は
物
足
り
な
く
、
寂
し
く
感
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
あ
る
べ
き
も
の
が
な

い
と
い
う
、
心
が
満
足
し
な
い
様
」
を
表
す
の
が
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
基

本
の
形
で
あ
る
。
『
源
氏
」
の
八
十
三
例
を
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
対
象
と
な

る
も
の
で
分
類
し
た
時
、
以
下
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
、
何
に
対
し
て
「
さ
う
ざ
う
し
」
と
感
じ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
作
品
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
。
『
源
氏
』
に
お
け
る
「
さ
う
ざ
う

し
」
の
特
徴
、
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
逆
に
言
え

ば
、
「
源
氏
」
で
特
徴
的
な
「
さ
う
ざ
う
し
」
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
源
氏
」
と
い
う
作
品
の
特
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ｌ

夕
つ
方
、
神
事
な
ど
も
と
ま
り
て
さ
う
ざ
う
し
き
に
、
つ
れ
づ
れ
と
思

し
あ
ま
り
て
、
五
の
宮
に
例
の
近
づ
き
た
参
り
ま
ふ
。
（
朝
顔
）

第
一
章
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
「
さ
う
ざ
う
し
」

、
、
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ノ



Ｉ
・
Ⅱ
は
、
死
別
や
屋
敷
を
離
れ
る
な
ど
で
、
人
と
別
れ
別
れ
に
な
る

（
な
っ
た
）
こ
と
に
対
す
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
存
在

し
て
い
た
人
間
が
己
の
周
り
か
ら
消
え
て
し
ま
う
、
そ
の
物
足
り
な
さ
、
寂

し
さ
を
表
現
す
る
語
と
な
っ
て
い
る
。
Ｉ
の
場
合
は
死
と
い
う
永
遠
の
別
れ

で
あ
り
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
原
因
と
な
る
人
物
は
こ
の
世
に
は
存
在
し
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
Ⅱ
の
場
合
は
距
離
的
な
別
れ
で
あ
る
場
合
が
多

い
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
原
因
と
な
る
人
物
は
感
情
の
主
体
者
と
同
じ
世
界

に
生
き
て
は
い
る
が
、
会
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
Ⅲ
は
、
Ｉ
．
Ⅱ
に
よ
っ
て

お
こ
る
心
細
い
生
活
に
対
す
る
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
一
緒
に
暮
ら
し

て
い
た
人
物
と
の
別
れ
に
よ
り
、
「
独
り
住
み
」
に
な
っ
た
り
、
寂
し
い
生

活
を
送
る
。
Ｉ
．
Ⅱ
が
人
と
の
別
れ
と
い
う
出
来
事
に
対
し
て
「
さ
う
ざ
う

①
の
「
人
の
不
在
」
に
つ
い
て
は
、
対
象
や
場
面
設
定
に
よ
っ
て
さ
ら
に

小
分
け
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
人
の
不
在
に
よ
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
三
十
八
例

②
男
女
間
の
色
恋
に
関
す
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ

十
八
例

③
宴
や
祭
り
な
ど
、
行
事
に
関
す
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
十
二
例

④
退
屈
な
時
、
物
寂
し
い
時
の
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ

八
例

⑤
そ
の
他

七
例

１
人
が
亡
く
な
る
Ⅱ
人
と
別
れ
る
・
会
え
な
く
な
る
Ⅲ
寂
し
く
暮

ら
す
Ⅳ
子
ど
も
の
不
在
．
少
な
さ

『
源
氏
物
語
一
の
「
さ
う
ざ
う
し
」

の
よ
う
な
、
男
が
色
恋
事
に
対
し
て
真
面
目
す
ぎ
る
の
も
物
足
り
な
い
と
い

う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
が
三
例
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
男
の
好
色
を

読
者
に
説
明
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
物
足
り
な

い
状
況
を
強
調
し
、
そ
の
物
足
り
な
さ
を
満
た
す
た
め
の
行
動
を
説
得
づ
け

る
役
割
が
あ
る
と
い
え
る
。
③
は
、
宴
や
祭
り
な
ど
の
催
し
も
の
に
対
し
何

か
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
時
、
ま
た
そ
れ
が
中
止
も
し
く
は
見
に
行
け
な
い

時
に
使
わ
れ
て
い
る
。
④
は
、
日
々
の
生
活
の
中
で
起
こ
る
、
手
持
ち
無
沙

汰
な
時
で
あ
る
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
い
時
間
の
慰
め
に
、
人
と
会
っ
た
り
会

話
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
会
話
が
始
ま
る
前
、
物
語
が
動
き
出

す
前
の
場
面
で
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
い
場
面
が
物
語
の
導
入
と
な
っ
て
い
る
。

し
」
さ
を
感
じ
る
の
に
対
し
て
、
Ⅲ
は
そ
の
後
の
生
活
、
環
境
に
対
し
て

「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
の
中

に
は
、
亡
き
人
や
過
去
に
対
す
る
思
い
が
あ
る
。
Ⅳ
に
つ
い
て
は
、
源
氏
の

君
の
子
ど
も
の
少
な
さ
に
関
し
て
の
使
用
が
多
い
。
子
が
で
き
ず
（
少
な

く
）
「
さ
う
ざ
う
し
」
か
つ
た
が
、
新
た
に
子
が
手
に
入
っ
た
、
な
ど
の
最

終
的
に
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
が
満
た
さ
れ
た
用
例
が
多
い
。
②
に
つ
い
て

は
、
特
に
男
性
視
点
で
の
、
女
性
に
関
す
る
様
々
な
事
へ
の
物
足
り
な
さ
を

言
う
場
合
が
多
い
。
ま
た
、

御
齢
の
ほ
ど
、
人
の
な
び
き
め
で
き
こ
え
た
る
さ
ま
な
ど
思
ふ
に
は
、

す
き
た
ま
は
ざ
ら
ん
も
情
け
な
く
、
さ
う
ざ
う
し
か
る
べ
し
か
し
．

（
夕
顔
）

八
九



そ
の
他
に
、
①
～
④
の
い
ず
れ
に
も
分
類
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
五
例
ほ
ど

あ
る
。
会
話
の
中
で
相
手
が
自
分
の
思
う
よ
う
な
言
動
を
し
な
い
こ
と
に
対

し
て
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
を
感
じ
て
い
る
場
面
な
ど
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
源
氏
」
で
は
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
様
々
な
場
面
で
使

わ
れ
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
以
下
が
考
え
ら
れ
る
。

喪
失
感
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
く
な
っ
た
も
の
の
存
在
が
際
立

つ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
喪
失
感
を
慰
め
る
た
め
の
行
動
の
動
機
付
け
が
で
き

る
。
そ
し
て
物
足
り
な
さ
が
満
た
さ
れ
た
時
、
過
去
の
満
た
さ
れ
な
い
状
況

を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
の
充
実
し
た
状
況
が
際
立
つ
。
「
さ
う
ざ

う
し
」
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
々
に
と
っ
て
そ
れ
が
満

た
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
満
た
さ
れ
て
ほ
し
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
人
々
の
人
生
に
お
い
て
重
き
を
占
め
る
も
の
の
は
ず
で
あ

る
。
人
々
に
と
っ
て
そ
れ
が
己
の
人
生
を
充
実
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
を
求
め
、
得
ら
れ
な
い
場
合
は
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
を
感
じ
る
の
で
あ

る
。
「
源
氏
」
の
世
界
で
は
、
そ
の
満
た
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
満
た
さ
れ
て

ほ
し
い
も
の
は
男
女
の
関
係
、
子
ど
も
の
存
在
、
行
事
の
存
在
な
ど
で
あ

り
、
一
生
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
人
と
の
交
流
で
あ
る
。
恋
愛
な
ど
は
、

．
あ
る
べ
き
も
の
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
喪
失
感
を
強
調
す
る

．
満
た
さ
れ
な
い
も
の
を
満
た
そ
う
と
行
動
す
る
き
っ
か
け
・
理
由
づ
け

．
満
た
さ
れ
な
い
も
の
が
満
た
さ
れ
た
う
れ
し
さ
を
際
立
た
せ
る

二
節
巻
・
人
物
か
ら
見
る
「
さ
う
ざ
う
し
」

次
に
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
に
関
わ
る
巻
や
人
物
の
か
た
よ
り
を
見
な
が

ら
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
が
多

く
使
わ
れ
て
い
る
巻
は
「
葵
」
で
、
八
例
あ
る
。
続
い
て
「
若
菜
下
」
七

例
、
「
若
菜
上
」
六
例
、
三
市
木
」
「
幻
」
五
例
と
な
る
。
「
葵
」
で
は
、
葵
の

上
の
死
後
、
そ
の
悲
し
み
を
綴
る
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
三
例

あ
り
、
そ
の
他
五
例
は
用
途
が
様
々
で
、
場
面
、
感
情
の
主
体
、
「
さ
う
ざ

う
し
」
の
対
象
と
な
る
も
の
は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
葵
の

上
の
死
が
原
因
と
な
っ
て
起
こ
る
も
の
や
そ
れ
を
誘
導
す
る
も
の
で
、
「
葵

の
上
の
死
」
が
軸
と
な
っ
て
い
る
。
「
葵
」
は
葵
の
上
の
死
に
よ
っ
て
紫
の

上
が
正
妻
と
な
る
な
ど
、
物
語
が
大
き
く
展
開
す
る
巻
で
あ
る
。
「
若
菜
」

は
、
そ
の
前
の
玉
鍾
十
帖
中
、
七
つ
の
巻
で
「
さ
う
ざ
う
し
」
が
使
わ
れ
て

い
な
い
の
に
対
し
、
上
下
を
合
わ
す
と
十
三
例
と
、
使
用
数
が
多
い
。
こ
の

巻
も
、
「
葵
」
と
同
様
、
女
三
の
宮
降
嫁
と
い
う
、
物
語
が
大
き
く
動
く
出

来
事
が
起
こ
る
。
「
若
菜
上
・
下
」
で
は
、
冷
泉
帝
や
髭
黒
、
真
木
柱
、
蛍

兵
部
卿
宮
、
朧
月
夜
な
ど
様
々
な
人
物
の
動
向
を
描
く
中
で
「
さ
う
ざ
う

し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
源
氏
に
つ
い
て
は
、
「
若
菜
上
」
で
は
三
例
、
「
若

菜
下
」
で
は
二
例
が
源
氏
が
心
情
の
主
体
で
あ
る
。
そ
の
多
く
が
、
自
身
の

子
に
関
連
す
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
で
あ
り
、
晩
年
の
源
氏
に
と
っ
て
己
の

現
代
の
価
値
観
に
も
似
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
行
事
や
風
流

ご
と
は
京
に
住
む
貴
族
に
と
っ
て
、
我
々
が
考
え
て
い
る
以
上
に
生
活
の
大

事
な
一
部
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

九
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血
筋
の
行
く
末
が
気
が
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
『
源
氏
』
の
登
場
人
物
の
中
で
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
心
情
の
主
体

に
な
る
人
物
は
、
多
い
順
に
源
氏
二
十
六
例
、
紫
の
上
七
例
、
大
宮
四
例
、

匂
宮
四
例
、
薫
四
例
、
朱
雀
帝
二
例
、
冷
泉
帝
二
例
、
頭
の
中
将
二
例
で
あ

、
、

る
。
紫
の
上
と
大
宮
を
除
く
と
高
貴
な
男
性
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
紫
の
上
が
心
情
の
主
体
で
あ
る
七
例
の
う
ち
五
例
は
、
源
氏
の
主
観
で

あ
る
。
紫
の
上
の
心
情
は
源
氏
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
特
徴

的
で
あ
る
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
会
話
の
中
で
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
八

十
三
例
中
三
十
四
例
が
会
話
文
で
、
話
し
手
は
源
氏
が
十
八
例
と
半
分
以
上

を
占
め
、
大
宮
が
三
例
、
朱
雀
帝
と
匂
宮
が
二
例
ず
っ
と
な
る
。
「
さ
う
ざ

う
し
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
高
貴
な
人
間
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
人
物
が
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
対
象
と
な
る
例
は
、
用
例
が
確
実
な

も
の
だ
け
で
見
る
と
、
源
氏
八
例
、
葵
、
薫
、
中
の
君
、
浮
舟
な
ど
が
一
例

挙
げ
ら
れ
る
。
人
物
が
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
対
象
と
な
る
例
と
い
う
の
は
、

あ
る
人
物
（
主
体
）
が
他
の
人
物
の
性
格
、
行
動
な
ど
、
人
物
そ
の
も
の

（
対
象
）
に
対
し
て
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
を
感
じ
る
こ
と
、
つ
ま
り
マ
イ
ナ

ス
の
印
象
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
源
氏
に
つ
い
て
は
、
源
氏
に
恋
焦
が

れ
る
女
房
が
源
氏
の
色
恋
事
に
関
し
て
「
さ
う
ざ
う
し
」
と
感
じ
て
い
る
場

合
や
、
源
氏
の
子
が
少
な
い
こ
と
に
対
す
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
さ
な
ど
、
世

間
一
般
の
源
氏
の
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
薫
は
源
氏
と

同
じ
よ
う
に
、
色
恋
事
に
対
し
て
真
面
目
で
あ
る
こ
と
の
不
満
で
あ
る
。

葵
、
中
の
君
、
浮
舟
は
男
女
の
関
係
に
お
い
て
、
相
手
の
男
性
（
源
氏
と

薫
）
が
女
性
の
態
度
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
例
で
あ
る
。
人
物
が
対
象
と

『
源
氏
物
語
」
の
「
さ
う
ざ
う
し
」

三
節
「
さ
う
ざ
う
し
」
「
さ
び
し
」
「
つ
れ
づ
れ
な
り
」
三
語
の
比
較

こ
の
節
で
は
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
類
義
語
で
あ
る
「
さ
び
し
」
「
つ
れ
づ

れ
な
り
」
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
「
源
氏
」
の
中
で
「
さ
び
し
」
は
五
十
例

見
ら
れ
る
”
五
十
四
帖
中
二
十
七
の
巻
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
巻
の
か
た
よ

り
を
見
る
と
、
「
蓬
生
」
が
六
例
で
最
も
多
く
、
次
い
で
「
幻
」
「
橋
姫
」
五

例
、
「
末
摘
花
」
四
例
、
残
り
は
二
例
も
し
く
は
一
例
と
な
る
。
「
さ
び
し
」

は
主
に
、
邸
な
ど
人
物
が
住
ま
う
環
境
を
描
写
す
る
際
に
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
「
さ
び
し
」
を
「
さ
う
ざ
う
し
」
と
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
な

特
徴
が
分
か
る
。

な
る
の
は
男
女
の
恋
愛
事
に
関
わ
る
場
面
で
、
そ
の
際
心
情
の
主
体
は
男
性

が
多
く
、
対
象
は
女
性
に
比
重
が
置
か
れ
る
。
男
女
の
立
場
の
差
が
浮
き
彫

り
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
さ
う
ざ
う
し
」
と
の
共
通
点

・
人
の
不
在
に
よ
る
寂
し
さ
を
意
味
す
る
。

「
さ
う
ざ
う
し
」
と
の
相
違
点

・
地
の
文
が
多
い
。
（
五
十
例
中
四
十
例
・
対
し
て
「
さ
う
ざ
う
し
」
は

八
十
三
例
中
四
十
九
例
）

・
歌
で
の
用
例
が
あ
る
。

．
寂
し
い
暮
ら
し
な
ど
環
境
の
客
観
的
説
明
が
多
い
。

九
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次
に
、
「
つ
れ
づ
れ
な
り
」
は
、
『
源
氏
」
の
中
で
二
五
例
あ
り
、
三
十

九
の
巻
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
巻
の
か
た
よ
り
は
、
「
手
習
」
九
例
、
「
橋

姫
」
七
例
、
「
葵
」
「
賢
木
」
「
須
磨
」
六
例
、
「
若
菜
下
」
「
幻
」
「
東
屋
」

「
浮
舟
」
五
例
と
続
く
。
玉
鬘
十
帖
の
中
で
は
六
つ
の
巻
で
使
用
が
な
く
、

そ
れ
以
外
で
は
凡
そ
全
編
に
亘
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。
「
つ
れ

づ
れ
な
り
」
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
所
在
な
い
様
を
表
す
語
で
あ
り
、

「
源
氏
」
で
も
そ
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
ｃ
特
に
、
雨
や
夕
暮
れ

の
折
や
、
明
石
や
宇
治
な
ど
の
土
地
に
い
る
人
物
の
境
地
を
表
現
す
る
も
の

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
「
つ
れ
づ
れ
な
り
」
の
特
徴
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

次
に
、
三
語
を
巻
で
比
較
す
る
。

三
語
の
巻
別
使
用
頻
度
順
位

①
十
五
例
葵
・
幻
③
十
三
例
若
菜
下
・
橋
姫
⑤
十
一
例
東

・
地
の
文
が
主
だ
が
、
会
話
文
も
あ
る
。
（
地
の
文
六
十
六
例
会
話
二

十
五
例
）

・
手
紙
に
使
わ
れ
る
。
（
八
例
）

・
宇
治
十
帖
で
の
多
用
が
あ
る
。
（
三
十
七
例
）

．
寂
し
い
住
ま
い
、
雨
の
日
、
物
思
い
な
ど
の
場
面
で
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
。

．
「
さ
う
ざ
う
し
」
「
さ
び
し
」
と
い
う
類
義
語
と
並
立
し
て
も
使
わ
れ

ブ
（
》
○

三
語
で
は
上
位
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
み
で
は
用
例

が
少
な
い
巻
は
、
「
橋
姫
」
「
須
磨
」
「
手
習
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
舞

台
が
そ
れ
ぞ
れ
宇
治
や
須
磨
、
小
野
の
里
に
移
り
、
一
層
寂
し
い
環
境
に
な

っ
た
様
子
を
描
く
た
め
の
説
明
文
と
し
て
「
さ
び
し
」
「
つ
れ
づ
れ
な
り
」

が
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
「
さ
び
し
」

「
つ
れ
づ
れ
な
り
」
は
環
境
の
客
観
的
状
態
を
指
す
場
合
が
多
い
と
い
う
こ

、
、

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
環
境
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
さ

う
ざ
う
し
」
は
、
「
葵
」
「
若
菜
上
・
下
」
な
ど
、
多
く
の
様
々
な
人
物
が
登

場
す
る
巻
、
し
か
も
場
面
の
移
り
変
わ
り
が
激
し
い
巻
で
人
物
の
心
情
を
表

、
、

す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
人
物
が
主
軸
と
な
っ
て
い
る
。
「
さ
う
ざ

う
し
」
は
『
源
氏
』
に
お
い
て
、
人
物
の
性
格
や
心
情
、
人
間
関
係
と
密
接

に
結
び
つ
き
な
が
ら
、
物
足
り
な
い
様
を
表
し
て
い
る
。

屋
⑥
十
例
須
磨
⑦
九
例
若
菜
上
・
宿
木
・
手
習
⑩
八
例

賢
木
・
蓬
生
・
少
女
⑬
七
例
帯
木
・
末
摘
花
・
薄
雲
・
朝
顔
・
浮

舟
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
巻
別
使
用
頻
度
順
位

①
八
例
葵
②
七
例
若
菜
下
③
六
例
若
菜
上
④
五
例
帯

木
・
幻
⑥
四
例
朝
顔
・
少
女
・
東
屋
⑨
三
例
澪
標
・
玉
鬘
・

宿
木
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最
後
に
、
「
源
氏
』
周
辺
の
作
品
『
落
窪
物
語
』
「
蜻
蛉
日
記
」
「
う
つ
ほ

物
語
」
「
枕
草
子
」
『
紫
式
部
日
記
」
『
栄
花
物
語
』
「
大
鏡
」
「
と
り
か
へ
ば

や
物
語
」
に
お
け
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

「
蜻
蛉
」
で
は
、
主
に
行
事
の
折
の
所
在
な
い
空
間
に
対
す
る
物
足
り
な

さ
と
、
男
女
の
恋
愛
に
関
わ
る
物
足
り
な
さ
を
表
現
す
る
用
例
が
見
ら
れ

る
。
兼
家
と
の
関
係
で
は
、
作
者
で
は
な
く
兼
家
を
主
体
と
す
る
心
情
と
し

て
登
場
し
て
い
る
。
「
う
つ
ほ
」
は
、
使
用
数
も
多
く
、
用
法
も
様
々
で
あ

る
が
、
凡
そ
「
人
の
不
在
」
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
「
う
つ
ほ
」
は
貴
族

社
会
を
描
い
た
長
編
物
語
で
あ
り
、
年
中
行
事
を
細
か
く
描
い
て
い
る
点
が

特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
行

事
の
場
面
が
多
い
。
行
事
や
後
宮
な
ど
の
王
朝
世
界
で
一
般
的
に
見
ら
れ
る

場
面
、
そ
の
中
で
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
主
体
、
原
因
と
な
る
人
物
の
人
間

関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
枕
草
子
』
は
、
作
者
の
日
常
的
な
生
活
で
起
こ

る
出
来
事
や
会
話
の
中
で
の
使
用
が
あ
る
。
「
う
つ
ほ
」
「
栄
花
」
「
大
鏡
」

が
あ
る
程
度
の
法
則
に
従
っ
た
使
い
方
で
あ
る
の
に
比
べ
、
「
枕
草
子
」
は

そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
・
場
面
に
従
っ
た
独
特
の
描
写
で
あ
る
。
物
語
と
日
記
・

随
筆
の
違
い
の
よ
う
に
思
う
。
『
栄
花
』
は
、
歴
史
物
語
と
し
て
、
宮
中
で

起
こ
る
公
式
的
な
出
来
事
を
叙
述
的
に
描
い
て
い
る
。
た
だ
、
史
実
と
異
な

る
描
写
も
あ
り
、
物
語
を
意
識
し
た
、
意
図
的
な
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
使
用

が
あ
る
。
「
栄
花
』
で
は
、
物
足
り
な
い
と
い
う
負
の
感
情
を
描
く
こ
と

第
二
章
そ
の
他
周
辺
作
品
に
お
け
る
「
さ
う
ざ
う
し
」

「
源
氏
物
語
」
の
「
さ
う
ざ
う
し
」

で
、
そ
の
原
因
と
な
る
喪
わ
れ
た
も
の
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。
「
大
鏡
」

で
は
、
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
冒
頭
で
の
使
用
が
多
い
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
を

契
機
に
物
話
が
動
き
出
し
、
そ
の
話
の
見
せ
場
へ
と
進
ん
で
い
く
。
見
せ
場

と
は
、
主
に
道
長
の
素
晴
ら
し
さ
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
と
り

か
へ
ば
や
」
で
は
男
女
の
色
恋
事
で
使
わ
れ
て
い
る
。
「
さ
う
ざ
う
し
」
が

使
わ
れ
て
い
る
場
面
は
、
「
源
氏
」
な
ど
で
も
よ
く
見
ら
れ
た
ご
く
普
通
の

男
女
の
恋
愛
に
関
す
る
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
男
女
が
入
れ
替
わ
る
と
い
う

独
特
な
設
定
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
意
味
は
滑
稽
な
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
他
作
品
の
「
さ
う
ざ
う
し
」
が
使
わ
れ
る
場
面
や
そ
の
対

象
と
な
る
も
の
、
そ
の
心
情
が
も
た
ら
す
意
味
は
「
源
氏
」
の
場
合
と
大
き

な
相
違
が
な
い
と
い
え
る
。
特
に
源
氏
以
前
の
『
う
つ
ほ
」
は
「
源
氏
」
の

用
例
と
似
た
点
が
多
く
あ
り
、
そ
の
影
響
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
更
に
『
源

氏
』
以
降
の
作
品
、
例
え
ば
『
寝
覚
」
な
ど
は
、
『
う
つ
ほ
」
『
源
氏
」
を
受

け
継
い
だ
使
用
の
形
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
、
日
常
の
会

話
の
中
で
も
、
地
の
文
と
し
て
で
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
和
歌
で
使
わ
れ
る

用
例
は
な
く
、
情
趣
的
な
役
割
は
持
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
さ
う
ざ

う
し
」
は
『
源
氏
」
に
代
表
さ
れ
る
語
で
は
あ
る
が
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
が

も
た
ら
す
意
味
は
、
そ
の
他
周
辺
作
品
の
例
に
よ
っ
て
も
、
伺
う
こ
と
が
で

、

き
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
何
を
物
足
り
な
い
か
と
感
じ
る
か
と
い
う
点
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
世
界
や
登
場
人
物
の
価
値
観
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
全
体
を
通
し
て
、
無
い
も
の
（
無
く
な
っ
た
も
の
）
に
対
す
る
想
い
の
強

さ
と
、
物
足
り
な
さ
を
埋
め
る
た
め
の
行
動
を
強
調
す
る
役
割
が
あ
る
。

九



本
論
で
は
、
『
源
氏
」
に
お
け
る
「
さ
う
ざ
う
し
」
に
つ
い
て
調
べ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
『
源
氏
」
で
の
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
、
使
わ
れ
る
場
面
、
対

象
、
原
因
に
あ
る
程
度
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
「
さ
び

し
」
「
つ
れ
づ
れ
な
り
」
と
比
べ
て
、
源
氏
を
中
心
に
、
人
物
の
主
観
と
密

接
に
関
わ
る
心
情
語
彙
で
あ
る
こ
と
が
い
え
た
。
何
故
他
の
作
品
と
比
較
し

て
、
『
源
氏
』
で
は
「
さ
う
ざ
う
し
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
作
者
が
同
じ
で
あ
る
「
紫
式
部
日
記
』
で
は
二
例
し
か
な
く
、
作
者

の
特
徴
で
あ
る
、
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
比
較
的
使
用
の

多
い
『
う
つ
ほ
」
『
栄
花
』
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
王
朝
世
界
を
描
い
た

物
語
に
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
年
中
行
事
や

宴
、
後
宮
、
恋
愛
、
結
婚
、
人
の
死
、
誕
生
な
ど
、
貴
族
達
の
人
生
を
物
語

と
し
て
描
く
中
で
、
登
場
人
物
達
の
心
情
表
現
と
し
て
「
さ
う
ざ
う
し
」
が

何
ら
か
の
効
果
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
さ
び
し
」
や
「
つ
れ

づ
れ
な
り
」
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
持
つ
人
物
の

（
３
）

「
主
観
の
表
出
」
と
い
う
特
徴
と
関
連
し
、
物
語
世
界
の
中
で
人
々
が
様
々

な
出
来
事
を
体
験
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
様
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
第
一
章
一
節
で
も
説
明
し
た
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
対
象
と
な
る

も
の
が
人
と
の
別
れ
や
恋
愛
、
行
事
な
ど
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
導
か
れ

る
。
「
物
足
り
な
い
」
の
対
象
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
れ

が
心
を
満
た
し
う
る
対
象
に
も
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
々
に
と
つ

お
わ
り
に

て
満
た
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
満
た
さ
れ
て
ほ
し
い
も
の
は
男
女
の
関
係
、
子

ど
も
の
有
無
、
行
事
の
有
無
や
内
容
な
ど
で
あ
り
、
一
生
の
中
で
繰
り
広
げ

ら
れ
る
人
と
の
交
流
で
あ
る
。

「
源
氏
」
は
、
源
氏
を
中
心
に
様
々
な
人
物
が
織
り
成
す
長
編
王
朝
文
学

作
品
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
「
さ
う
ざ
う
し
」
は
人
々
に
と
っ
て
大
切
な
人

生
の
一
部
で
あ
る
事
・
物
・
人
へ
の
物
足
り
な
さ
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
場

面
の
演
出
と
心
情
の
表
出
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
達
の
人
物
像
を
表
面
・
内

面
と
も
に
よ
り
鮮
明
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

た
め
に
「
さ
う
ざ
う
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。

《
汪（

１
）
『
源
氏
物
語
」
「
土
佐
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
」
「
和
泉
式
部
日
記
」

「
紫
式
部
日
記
」
「
竹
取
物
語
」
「
平
中
物
語
」
『
伊
勢
物
語
」
「
落
窪

物
語
』
『
う
つ
ほ
物
語
」
『
大
和
物
語
」
「
堤
中
納
言
物
語
」
に
つ
い

て
は
上
田
英
代
氏
の
「
古
典
総
合
研
究
所
」
言
元
Ｆ
三
ｓ
ミ
乏
乏
芝
．

照
昌
・
８
．
ご
）
に
拠
っ
た
。
そ
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

『
古
典
対
照
語
い
表
』
（
宮
島
達
夫
笠
間
書
院
一
九
七
一
年
）

『
枕
草
子
総
索
引
』
（
榊
原
邦
彦
ほ
か
編
右
文
書
院
一
九
六
八

年
）
『
平
安
日
記
文
学
総
合
語
彙
索
引
』
（
西
端
幸
雄
・
木
村
雅
則
・

志
甫
由
紀
惠
編
勉
誠
社
一
九
九
六
年
）
「
夜
の
寝
覚
総
索
引
」

（
阪
倉
篤
義
ほ
か
共
編
明
治
書
院
一
九
七
四
年
）
「
浜
松
中
納
言

物
語
総
索
引
』
（
池
田
利
夫
編
武
蔵
野
書
院
一
九
六
四
年
）
「
狭

衣
物
語
語
彙
索
引
」
（
塚
原
鉄
雄
・
秋
本
守
英
・
神
尾
暢
子
共
編

九
四



（
２
）
各
提

集
」
命

（
３
）
原
、

六
二
年

笠
間
書
店
一
九
七
五
年
）
『
今
昔
物
語
集
自
立
語
索
引
」
（
有
賀
嘉

寿
子
編
笠
間
書
院
一
九
八
二
年
）
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
総
索

引
」
（
鈴
木
弘
道
編
笠
間
書
院
一
九
七
七
年
）
『
天
草
版
平
家
物

語
語
彙
用
例
総
索
引
』
（
近
藤
政
美
・
池
村
奈
代
美
・
濱
千
代
い
づ

み
共
編
勉
誠
出
版
一
九
九
九
年
）
「
宇
治
拾
遺
物
語
総
索
引
」

（
増
田
繁
夫
等
編
・
境
田
四
郎
監
清
文
堂
一
九
七
五
年
）
「
保
元

物
語
総
索
引
」
（
坂
詰
力
治
・
見
野
久
幸
編
武
蔵
野
書
院
一
九

八
一
年
）
「
と
は
ず
が
た
り
総
索
引
」
（
辻
村
敏
樹
編
笠
間
書
院

八
一
年
）
「
と

一
九
九
二
年
）

各
作
品
の
本
文
・
意
味
に
つ
い
て
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

（
小
学
館
）
を
参
考
に
し
た
。

原
田
芳
起
『
平
安
時
代
文
学
語
彙
の
研
究
』
風
間
書
房
一
九

『
源
氏
物
語
』
の
「
さ
う
ざ
う
し
」

（
か
わ
ぐ
ち
・
あ
っ
こ
二
○
一
○
年
度
本
学
卒
業
生
）

に
拠
っ
た
。

九
五


