
「
左
右
」
の
修
辞
法
の
展
開

八
九

　

平
安
時
代
の
仮
名
作
品
に
は
、「
左
右
」
の
語
の
使
用
が
確
認
で
き
る
。「
左

右
」
の
語
義
は
基
本
的
に
明
快
で
あ
る
が
、
用
例
の
中
に
は
漢
文
由
来
の
や
や

特
殊
な
も
の
や
、「
ひ
だ
り
み
ぎ
」
等
と
仮
名
表
記
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
紫
式
部
の
作
品
に
見
ら
れ
る
「
左
右
」
の
用
例

と
、
そ
の
次
世
代
に
あ
た
る
後
冷
泉
朝
の
諸
作
品
の
用
例
に
着
目
す
る
。
そ
れ

ら
の
用
例
は
「
左
右
」
の
一
語
に
複
数
の
意
味
を
重
ね
合
わ
せ
る
等
、
他
の
一

般
的
な
用
例
に
比
べ
語
の
意
味
に
広
が
り
を
持
た
せ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
用
例
は
、
漢
文
と
仮
名
文
、
韻
文
と
散
文
と
い
っ
た
複
数
の

文
体
の
間
を
交
錯
す
る
よ
う
に
し
て
展
開
し
た
と
お
ぼ
し
い
。「
左
右
」
の
語

は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
ほ
ぼ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
左
右
」
の
用
法
に

注
目
す
る
こ
と
は
、
仮
名
文
芸
の
一
様
相
の
究
明
と
し
て
有
効
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
具
体
的
に
、「
左
右
」
の
辞
書
的
な
語
義
、
及
び
諸
作
品
の
用
例
数
を

押
さ
え
た
上
で
、
紫
式
部
の
著
述
に
お
け
る
「
左
右
」
の
用
例
か
ら
、
後
冷
泉

朝
の
著
述
に
お
け
る
「
左
右
」
の
用
例
へ
と
順
に
注
目
し
、
そ
の
特
徴
を
考
察

し
た
い
。
考
察
の
過
程
で
は
関
連
す
る
漢
文
や
和
歌
の
用
例
に
も
適
宜
触
れ
つ

つ
、「
左
右
」
と
い
う
語
が
修
辞
に
よ
っ
て
複
数
の
意
味
を
担
わ
さ
れ
て
い
く

様
相
に
注
目
す
る
。

一　
「
左
右
」
の
語
義
と
用
例

　
「
左
右
」
は
各
辞
書
に
よ
り
、「
さ
い
う
」「
さ
う
」「
ひ
だ
り
み
ぎ
」
の
三
つ

に
適
宜
分
け
ら
れ
立
項
さ
れ
る
。
本
論
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
そ
れ
ら

を
引
用
し
た
い
。
主
要
な
二
辞
書
中
か
ら
、
平
安
時
代
以
前
の
用
例
が
あ
る
語

義
に
限
っ
て
引
用
す
る
が
、
原
則
と
し
て
漢
語
の
「
さ
い
う
」「
さ
う
」
と
和

語
の
「
ひ
だ
り
み
ぎ
」
は
ほ
ぼ
同
語
と
見
な
し
て
列
挙
し
、
用
例
自
体
は
省
略

し
た
。

『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
）

《
さ
い
う
》
①
ひ
だ
り
と
み
ぎ
。
両
側
。

《
さ
う
》
①
左
と
右
。
②
人
の
傍
ら
。
そ
ば
。
ま
た
、
傍
ら
に
い
る
人
。
そ
ば

「
左
右
」
の
修
辞
法
の
展
開

│
│ 

紫
式
部
か
ら
後
冷
泉
朝
へ 

│
│

大　

塚　

誠　

也
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近
く
仕
え
て
い
る
人
。
③
あ
れ
や
こ
れ
や
。
ま
た
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
言

い
立
て
る
こ
と
。
否
定
表
現
を
伴
っ
て
、
そ
の
必
要
も
な
い
ほ
ど
当
然
だ

と
い
う
意
味
で
用
い
る
。「
左
右
な
し
」「
左
右
に
及
ば
ず
」
の
形
が
多

い
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
オ
ン
ラ
イ
ン
版
、
二
〇
一
五
年
七
月
三
〇
日

参
照
）

《
さ
ゆ
う
》
①
ひ
だ
り
と
み
ぎ
。
左
側
と
右
側
。
ま
た
、
左
翼
と
右
翼
。
③

（
│
す
る
）
そ
ば
。
か
た
わ
ら
に
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
ば
近
く
仕
え
補

佐
す
る
こ
と
。
ま
た
は
、
そ
の
人
。
側
近
。

《
そ
う
》
①
左
と
右
。
さ
ゆ
う
。
②
そ
ば
。
か
た
わ
ら
。
ま
た
、
そ
ば
近
く
に

仕
え
る
者
。
さ
ゆ
う
。
④
あ
れ
こ
れ
言
う
こ
と
。
と
や
か
く
言
う
こ
と
。

ま
た
、
非
難
し
て
あ
れ
こ
れ
言
う
こ
と
。

《
ひ
だ
り
み
ぎ
》
①
左
と
右
。
左
側
と
右
側
。
さ
ゆ
う
。
そ
う
。
②
左
に
し
た

り
右
に
し
た
り
す
る
こ
と
。
あ
れ
こ
れ
と
す
る
こ
と
。
多
く
「
に
」
を

伴
っ
て
副
詞
的
に
用
い
る
。
か
れ
こ
れ
と
。
あ
れ
や
こ
れ
や
。
と
や
か

く
。
と
や
こ
う
。
③
舞
楽
で
、
左
舞
と
右
舞
。
左
方
の
楽
と
右
方
の
楽
。

他
の
主
な
古
語
辞
典
で
も
、
お
よ
そ
同
様
の
語
義
が
確
認
さ
れ
る
。
平
安
時
代

ま
で
の
語
義
を
ま
と
め
る
と
、
①
「
左
と
右
」、
②
「
傍
ら
・
側
近
」、
③
「
あ

れ
や
こ
れ
や
」
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
だ
ろ
う
。『
類
聚
名
義
抄
』
の
「
左
右
」

の
項
に
も
「
ト
ニ
カ
ク
ニ　

皆
去
声　

タ
ス
ケ　

タ
ス
ク
」（
天
理
図
書
館
善

本
叢
書
、
一
九
七
六
年
）
と
あ
り
、「
ト
ニ
カ
ク
ニ
」
が
③
、「
タ
ス
ケ
」「
タ

ス
ク
」
が
②
に
通
じ
る
。
こ
の
②
③
は
派
生
的
な
意
味
で
あ
り
、
そ
の
経
緯
に

留
意
し
た
い
。

　

②
「
傍
ら
・
側
近
」
は
、
中
国
の
漢
文
由
来
の
用
法
で
あ
り
、『
大
漢
和
辞

典
』（
修
訂
第
二
版
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
九
年
）
の
「
左
右
」
の
項
に
も

こ
の
語
義
と
用
例
が
載
る
。
本
朝
で
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
同
様
の
用
例
が
確

認
で
き
る
。

　

③
「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
は
、
中
国
の
用
例
に
確
認
で
き
ず
、
本
朝
に
用
法

の
起
源
が
あ
る
と
お
ぼ
し
い
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
そ
う
」
の
項
の
語

誌
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
、『
万
葉
集
』
で
は
「
左
右
将
為
／
カ
モ
カ
ク
モ
セ
ム
」

（
三
九
九
）
等
と
、「
左
右
」
に
「
ど
う
に
も
こ
う
に
も
」
と
い
う
よ
う
な
意
味

に
な
る
訓
が
複
数
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
本
朝
に
お
け
る
「
左ひ
だ
り

右み
ぎ

」
の
語
と
「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
と
い
う
派
生
的
意
味
と
の
繋
が
り
が
う
か

が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
安
中
期
に
な
る
と
、『
小
右
記
』
の
「
但

至
于
召
上
事
只
在
勅
定
、
左
右
難
定
申
」（
長
徳
三
年
〈
九
九
七
〉
四
月
五
日

条
）
や
、『
御
堂
関
白
記
』
の
「
今
日
随
定
、
後
日
可
左
右
云
」（
寛
弘
三
年

〈
一
〇
〇
六
〉
正
月
一
六
日
条
）
の
よ
う
に
、
漢
文
日
記
に
も
こ
の
語
義
と
お

ぼ
し
い
用
例
が
散
見
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
左
右
」
に
は
異
な
る
由
来
の
派
生
的
意
味
が
併
存
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
が
文
芸
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
修
辞
を
な
し
て
い
る
の
か
、

各
用
例
を
調
査
す
る
上
で
留
意
し
た
い
。

　

で
は
、
後
冷
泉
朝
以
前
の
仮
名
作
品
に
お
け
る
「
左
右
」
の
用
例
を
概
観
す

る
。「
左
右
」「
さ
う
」「
ひ
だ
り
み
ぎ
」
等
、
表
記
の
異
な
る
も
の
を
全
て
あ

わ
せ
て
カ
ウ
ン
ト
し
、
先
に
示
し
た
①
②
③
の
意
味
に
分
け
る
と
、
つ
ぎ
の
表
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の
よ
う
に
な
る
。
用
例
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
と
角
川
書
店
の
新
編
国
歌
大
観
の
本
文
を
用
い
、
各
語
彙
索
引
類
と

検
索
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
併
用
し
た
。
な
お
、「
左
右
」
の
用
例
が
確
認
で
き
な

か
っ
た
『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
和
泉
式
部
日
記
』、
並
び

に
『
万
葉
集
』
や
勅
撰
集
等
の
諸
歌
集
は
表
か
ら
除
外
し
た
。

　

語
義
的
な
内
分
け
は
①
「
左
と
右
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、『
大
和
物
語
』

の
「
女
の
墓
を
ば
な
か
に
て
、
左
右
に
な
む
、
男
の
墓
ど
も
今
も
あ
な
る
」

（
三
七
〇
頁
）
等
の
物
の
両
端
の
意
や
、『
う
つ
ほ
物
語
』
俊
蔭
巻
の
「
左
、
右

の
大
将
、
御
琴
ど
も
合
は
せ
て
…
…
」（
①
一
一
八
頁
）
等
の
官
職
の
左
右
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

派
生
的
な
語
義
の
用
例
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
祭
の
使
巻
の
「
い
ま
だ
左
右

の
念
に
預
か
ら
ず
」（
①
四
八
八
・
四
八
九
頁
）
等
が
③
「
あ
れ
や
こ
れ
や
」

の
意
と
し
て
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、『
源
氏
物
語
』

『
紫
式
部
日
記
』
等
の
特
殊
な
数
例
が
本
稿
の
対
象
と
す
る
修
辞
的
な
「
左
右
」

で
あ
り
、
節
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
た
い
。
な
お
関
連
す
る
用
例
と
し
て
、

「
左
も
右
も
」
と
い
う
語
句
も
五
例
確
認
で
き
た
が
、
全
て
次
節
以
降
で
引
用

す
る
た
め
、
右
の
表
か
ら
は
割
愛
し
た
。

二　

紫
式
部
の
「
左
右
」
の
修
辞
法

　

紫
式
部
は
著
述
に
お
い
て
、
従
来
の
一
般
的
な
「
左
右
」
の
用
い
方
を
す
る

一
方
で
、
い
く
つ
か
の
用
例
で
は
複
数
の
意
味
を
一
つ
の
「
左
右
」
に
重
ね
合

わ
せ
る
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
用
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
の
内
容
と
密
接
に
関
わ
る

問
題
を
は
ら
む
よ
う
で
あ
り
、
個
々
の
検
討
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以

下
、
紫
式
部
の
用
例
の
中
で
修
辞
的
な
用
法
が
確
認
で
き
る
『
源
氏
』
の
四
例

表

① 
左と右

② 
傍ら・側近

③ 
あれやこれや 総　数

大和物語 1 0 0 1
かげろふ日記 1 0 0 1
うつほ物語 48 0 1 49
落窪物語 1 0 0 1
枕草子 8 0 0 8
源氏物語 18 0 ※4 21
紫式部日記 3 1 0 4
更級日記 2 ※2 0 2
浜松中納言物語 1 1 0 2
夜の寝覚 0 1 0 1
狭衣物語 2 0 0 2
栄花物語 39 0 1 40
源順馬名歌合 1 0 0 1
赤染衛門集 1 0 0 1
東宮学士義忠歌合 1 0 0 1

※二つの語義を併せ持つと判断した用例は、複数回カウントした。
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と
『
紫
式
部
日
記
』
の
一
例
に
的
を
絞
り
、
順
に
検
討
し
た
い
。
な
お
、「
左

右
」
に
つ
い
て
作
品
成
立
当
時
の
表
記
、
発
音
に
遡
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
引
用
に
際
し
て
「
左
右
」
の
箇
所
は
本
稿
末
尾
に
示
し
た
底
本
の
表
記
を

そ
れ
ぞ
れ
用
い
、
そ
の
参
考
と
し
た
。

　

ま
ず
は
、『
源
氏
』
空
蝉
巻
の
小
君
の
用
例
を
検
討
す
る
。

Ａ
小
君
を
御
前
に
臥
せ
て
、
よ
ろ
づ
に
恨
み
、
か
つ
は
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。

（
中
略
）
姉
君
待
ち
つ
け
て
い
み
じ
く
の
た
ま
ふ
。「
あ
さ
ま
し
か
り
し

に
、
と
か
う
紛
ら
は
し
て
も
、
人
の
思
ひ
け
む
こ
と
避
り
ど
こ
ろ
な
き

に
、
い
と
な
む
わ
り
な
き
。
い
と
か
う
心
幼
き
を
か
つ
は
い
か
に
思
ほ
す

ら
ん
」
と
て
、
恥
づ
か
し
め
た
ま
ふ
。
ひ
だ
り
み
ぎ
に
苦
し
く
思
へ
ど
、

か
の
御
手
習
と
り
出
で
た
り
。 

（
①
一
三
〇
頁
）

右
の
場
面
は
、
空
蝉
弟
で
あ
る
小
君
が
、
光
源
氏
か
ら
は
「
よ
ろ
づ
に
恨
」
ま

れ
、
空
蝉
か
ら
は
「
恥
づ
か
し
め
」
ら
れ
、「
ひ
だ
り
み
ぎ
に
苦
し
く
思
」
う

と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
と
い
う
意
味
と
、

光
源
氏
と
空
蝉
の
二
者
の
板
挟
み
に
あ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
と
、
二
つ
の
意

味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
、「
左
右
」
に
二
つ
の
意
味
を
重

ね
合
わ
せ
る
と
い
う
技
法
は
『
源
氏
』
以
前
に
は
見
出
さ
れ
ず
、
紫
式
部
に
よ

り
拓
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
お
ぼ
し
い
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
状
況
に
「
左
右
」
の

語
が
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
場
面
は
、
以
後
の
紫
式
部
の
用
例
に
も
複
数
認
め

ら
れ
る
た
め
、
そ
の
点
に
も
留
意
し
た
い
。

　

つ
ぎ
に
、『
源
氏
』
須
磨
巻
の
和
歌
の
用
例
を
検
討
す
る
。

Ｂ
そ
の
夜
、
上
の
い
と
な
つ
か
し
う
昔
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ
し
御
さ
ま
の
、

院
に
似
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
し
も
恋
し
く
思
ひ
出
で
き
こ
え
た
ま
ひ

て
、「
恩
賜
の
御
衣
は
今
此
に
在
り
」
と
誦
じ
つ
つ
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
御

衣
は
ま
こ
と
に
身
は
な
た
ず
、
か
た
は
ら
に
置
き
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　

 

う
し
と
の
み
ひ
と
へ
に
も
の
は
思
ほ
え
で
ひ
だ
り
み
ぎ
に
も
ぬ
る
る

袖
か
な　

 

（
②
二
〇
三
頁
）

右
の
和
歌
は
、
須
磨
に
蟄
居
し
て
い
る
光
源
氏
が
、
朱
雀
帝
を
悲
喜
こ
も
ご
も

に
思
い
出
し
た
折
の
も
の
で
あ
る
。
下
の
句
「
ひ
だ
り
み
ぎ
に
も
ぬ
る
る
袖
か

な
」
は
、
左
右
の
袖
の
意
と
、「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
の
感
情
に
よ
っ
て
落
涙
す

る
意
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

　

こ
の
Ｂ
の
「
左
右
」
に
つ
い
て
久
富
木
原
玲
氏
は
、
つ
ぎ
の
赤
染
衛
門
の
一

首
と
、『
万
葉
集
』
の
二
首
を
参
考
と
し
て
挙
げ
る
（
１
）。

１
ゆ
く
み
ち
の
ひ
だ
り
み
ぎ
な
る
す
ま
ひ
草
か
た
わ
け
て
こ
そ
と
る
べ
か
り

け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　

 （『
赤
染
衛
門
集
』
五
六
六
・
も
の
へ
ま
う
づ
る
み
ち
に
、

す
ま
ひ
草
の
は
な
の
い
と
お
ほ
か
る
を
、
ほ
と
け
に
た
て

ま
つ
ら
ん
と
い
へ
ば
、わ
が
を
ら
ん
と
あ
ら
そ
ふ
を
見
て
）

　

２
不
相
念
人
乎
也
本
名
白
細
之
袖
漬
左
右
二
哭
耳
四
泣
裳

ア
ヒ
オ
モ
ハ
ヌ
ヒ
ト
ヲ
ヤ
モ
ト
ナ
シ
ロ
タ
ヘ
ノ
ソ
デ
ヒ
ツ
マ
デ
ニ
ネ
ノ
ミ

シ
ナ
ク
モ 

（『
万
葉
集
』
巻
四
・
六
一
四
）

　

３
吾
妹
子
之
吾
呼
送
跡
白
細
布
乃
袂
漬
左
右
二
哭
四
所
念

ワ
ギ
モ
コ
ガ
ワ
レ
ヲ
オ
ク
ル
ト
シ
ロ
タ
ヘ
ノ
ソ
デ
ヒ
ツ
マ
デ
ニ
ナ
キ
シ
オ

モ
ホ
ユ 

（『
万
葉
集
』
巻
一
一
・
二
五
一
八
）



「
左
右
」
の
修
辞
法
の
展
開

九
三

久
富
木
原
氏
は
、
紫
式
部
の
時
代
に
「
左
右
」
の
歌
句
が
稀
な
こ
と
を
指
摘

し
、
右
の
『
万
葉
集
』
二
首
の
「
左
右
／
マ
デ
」
と
い
う
助
詞
が
、
当
時
あ
る

い
は
「
左
右
の
袖
を
濡
ら
し
た
」
と
訓
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
と
述
べ
る
。
可
能
性
の
指
摘
と
し
て
示
唆
に
富
む
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
稿
者
は
紫
式
部
の
「
左
右
」
を
考
え
る
上
で
は
、
直
接
交
流
の
あ
っ

た
赤
染
衛
門
の
存
在
や
、
彼
女
の
「
す
ま
い
草
」
の
歌
に
お
け
る
「
左
右
」

が
、
道
の
左
右
の
意
に
相
撲
の
左
右
の
意
を
響
か
せ
て
い
る
こ
と
の
方
に
注
目

し
た
い
（
２
）。

　

つ
ぎ
の
『
為
信
集
』
の
歌
も
同
様
で
あ
る
。

４
か
ら
衣
ひ
だ
り
も
み
ぎ
も
ぬ
ら
す
ら
ん
い
ま
か
た
そ
で
は
た
れ
が
た
め
に
ぞ

（『
為
信
集
』
二
七
・
返
し
）

二
句
は
「
ひ
だ
り
も
み
ぎ
も
」
で
あ
り
、
解
釈
が
難
解
な
歌
で
あ
る
が
、
左
右

の
袖
が
そ
れ
ぞ
れ
誰
か
の
た
め
に
濡
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
恋
歌
で
あ
る
。
こ

れ
は
左
右
の
袖
が
涙
で
濡
れ
る
と
い
う
点
で
Ｂ
の
光
源
氏
の
歌
と
似
通
う
。
笹

川
氏
が
詳
し
く
論
じ
る
よ
う
に
、『
為
信
集
』
の
為
信
は
紫
式
部
の
祖
父
と
も

目
さ
れ
て
お
り
、
直
接
的
な
関
係
を
想
定
し
う
る
間
柄
で
あ
る
（
３
）。

　

紫
式
部
は
赤
染
衛
門
と
交
流
が
あ
り
、『
為
信
集
』
の
為
信
と
も
交
流
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
先
後
関
係
の
推
定
は
困
難
だ
が
、
二
者
の
和
歌
と
Ｂ

の
光
源
氏
の
和
歌
と
の
同
時
代
的
な
影
響
関
係
の
問
題
は
、
留
意
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
赤
染
衛
門
の
技
法
や
『
為
信
集
』
の
発
想
は
、
紫
式
部
の
「
左

右
」
の
修
辞
法
に
つ
い
て
影
響
を
与
え
た
、
あ
る
い
は
影
響
を
受
け
た
可
能
性

が
想
定
さ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
、『
源
氏
』
真
木
柱
巻
の
鬚
黒
の
用
例
を
検
討
す
る
。

Ｃ「
な
ほ
こ
の
ご
ろ
ば
か
り
。
心
の
ほ
ど
を
知
ら
で
、
と
か
く
人
の
言
ひ
な

し
、
大
臣
た
ち
も
ひ
だ
り
右
に
聞
き
思
さ
ん
こ
と
を
憚
り
て
な
ん
、
と
だ

え
あ
ら
む
は
い
と
ほ
し
き
。
思
ひ
し
づ
め
て
な
ほ
見
は
て
た
ま
へ
。
…
…
」

（
③
三
六
三
頁
）

こ
れ
は
鬚
黒
か
ら
北
の
方
へ
の
台
詞
で
あ
り
、
大
臣
達
が
「
ひ
だ
り
右
に
聞
き

思
」
う
こ
と
を
憚
っ
て
、
仕
方
な
く
新
婚
の
玉
鬘
の
も
と
へ
行
く
の
だ
と
い
う

外
出
の
言
い
訳
で
あ
る
。
こ
の
大
臣
達
と
は
、
玉
鬘
の
養
父
で
あ
る
太
政
大
臣

光
源
氏
と
実
父
で
あ
る
内
大
臣
（
元
頭
中
将
）
を
指
す
。
玉
鬘
の
結
婚
に
対

し
、
巻
の
冒
頭
か
ら
二
大
臣
の
見
解
が
対
と
な
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
「
左
右
」
も
、「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
と

い
う
意
味
と
、
光
源
氏
と
内
大
臣
と
い
う
二
者
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
二
者
が
大
臣
で
あ
る
点
も
言
葉
遊
び
に
な
っ
て
い

る
。
左
大
臣
と
右
大
臣
を
合
わ
せ
て
「
左
右
大
臣
」
と
呼
称
す
る
こ
と
は
当

時
一
般
的
で
あ
り
、
物
語
で
も
「
左
右
の
大
臣
」（『
う
つ
ほ
』
吹
上
下
巻
①

五
二
一
頁
）、「
左
右
大
臣
」（『
源
氏
』
行
幸
巻
③
二
九
〇
頁
）
等
の
用
例
が
確

認
で
き
る
。
光
源
氏
と
内
大
臣
は
左
右
大
臣
で
は
な
い
が
、
Ｃ
の
「
大
臣
た
ち

も
ひ
だ
り
右
に
聞
き
思
さ
ん
」
と
い
う
表
現
は
、
左
右
の
官
職
で
あ
る
大
臣
を

意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
鬚
黒
は
通
例
の
男
君
と
は
違
い
、
愚
直
で
戯
画
的

な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
彼
の
言
い
訳
の
台
詞
に
お
い
て
こ

の
よ
う
な
修
辞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
諧
謔
性
を
助
長
し
て
い
る
と
い



九
四

え
る
。

　

ち
な
み
に
、
の
ち
の
『
無
名
草
子
』
の
玉
鬘
評
に
は
、「
世
に
と
り
て
と
り

ど
り
に
お
は
す
る
大
臣
た
ち
二
人
な
が
ら
左
右
の
親
に
て
、
い
づ
れ
も
お
ろ
か

な
ら
ず
数
ま
へ
ら
れ
た
る
ほ
ど
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
…
…
」（
一
九
四
頁
）

と
あ
る
。
玉
鬘
の
恵
ま
れ
た
境
遇
の
説
明
と
し
て
鬚
黒
の
台
詞
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
Ｃ
の
「
左
右
」
の
表
現
は
、
一
方
で
は
玉
鬘
の

境
遇
を
い
み
じ
く
も
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

つ
ぎ
に
、『
源
氏
』
若
菜
上
巻
の
夕
霧
の
用
例
を
検
討
す
る
。

Ｄ
…
…
女
君
の
、
今
は
と
う
ち
と
け
て
頼
み
た
ま
へ
る
を
、（
中
略
）
な
の

め
な
ら
ず
、
や
む
ご
と
な
き
方
に
か
か
づ
ら
ひ
な
ば
、
何
ご
と
も
思
ふ
ま

ま
な
ら
で
、
ひ
だ
り
み
ぎ
に
安
か
ら
ず
は
、
わ
が
身
も
苦
し
く
こ
そ
は
あ

ら
め
…
… 

（
④
三
八
頁
）

こ
れ
は
女
三
の
宮
降
嫁
問
題
が
出
来
し
た
際
の
夕
霧
の
心
中
思
惟
で
あ
り
、
現

在
は
妻
雲
居
雁
と
安
定
し
た
関
係
に
あ
り
、
女
三
の
宮
に
か
か
ず
ら
っ
て
は
苦

難
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
を
冷
ま
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
左
右
」
は
「
あ
れ
や

こ
れ
や
」
の
意
味
と
、女
三
の
宮
と
雲
居
雁
と
い
う
二
者
の
意
味
が
含
ま
れ
る
。

　

夕
霧
は
「
ま
め
人
」
と
称
さ
れ
る
実
直
な
人
物
で
あ
り
、
二
人
の
女
性
と
の

関
係
を
忌
避
す
る
姿
勢
は
相
応
し
い
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
の
ち
の
匂
兵

部
卿
巻
で
こ
の
夕
霧
が
、
雲
居
雁
と
落
葉
の
宮
と
「
夜
ご
と
に
十
五
日
づ
つ
、

う
る
は
し
う
通
ひ
住
」（
⑤
二
〇
頁
）
ん
で
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。

夕
霧
は
実
直
さ
ゆ
え
に
一
度
は
思
い
冷
ま
し
た
二
人
の
女
性
関
係
を
、
の
ち

に
実
直
さ
ゆ
え
に
一
五
日
ず
つ
通
い
住
む
の
で
あ
る
。
こ
の
匂
兵
部
卿
巻
か
ら

Ｄ
の
夕
霧
の
心
中
思
惟
を
捉
え
直
す
と
き
、「
ま
め
人
」
と
し
て
の
諧
謔
性
が

認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
作
者
紫
式
部
の
長
編
的
構
想
と
し

て
、
実
直
な
夕
霧
が
二
人
の
妻
を
持
つ
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
が
、
長
ら
く
念
頭

に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
作
品
も
用
法
も
変
わ
る
が
、『
紫
式
部
日
記
』
の
道
長
と
親
王
達
の

用
例
を
検
討
す
る
。

Ｅ「
年
ご
ろ
、
宮
の
す
さ
ま
じ
げ
に
て
、
一
と
こ
ろ
お
は
し
ま
す
を
、
さ
う

ざ
う
し
く
見
た
て
ま
つ
り
し
に
、
か
く
む
つ
か
し
き
ま
で
、
ひ
だ
り
み
ぎ

に
見
た
て
ま
つ
る
こ
そ
う
れ
し
け
れ
」
と
、
お
ほ
と
の
ご
も
り
た
る
宮
た

ち
を
、
ひ
き
あ
け
つ
つ
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。 

（
二
一
七
頁
）

こ
れ
は
酔
っ
た
道
長
が
、
外
孫
で
あ
る
敦
成
・
敦
良
両
親
王
の
姿
を
見
て
満

悦
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。「
ひ
だ
り
み
ぎ
」
に
は
二
人
の
親
王
と
い
う
意

味
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
和
漢
の
史
書
の
先
例
を
調
べ
る
と
、
他
に

「
身
近
に
」
の
意
味
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

例
え
ば
、『
魏
書
』
明
帝
紀
に
は
「
明
皇
帝
諱
叡
、
字
元
仲
、
文
帝
太
子
也
、

生
而
太
祖
愛
レ
之
常
令
レ
在
二
左
右
一
」
と
あ
り
、
明
帝
が
幼
少
時
、
父
帝
に
愛
さ

れ
常
に
「
左
右
」、
す
な
わ
ち
身
近
に
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
。『
漢
書
』
成
帝
紀

に
も
「
孝
成
皇
帝
元
帝
太
子
也
（
中
略
）
帝
愛
レ
之
字
曰
レ
太

－

孫
常
置
二
左
右
一

年
三
歳
…
…
」
と
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

　

本
朝
の
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も
、
垂
仁
天
皇
の
幼
少
期
の
「
天
皇
愛

之
、
引
二
置
左
右
一
」（
①
二
九
八
頁
）
や
、
誉
津
別
命
の
「
天
皇
愛
之
、
常

在
二
左
右
一
」（
①
三
〇
〇
頁
）、
欽
明
天
皇
の
「
天
皇
愛
之
、
常
置
二
左
右
一
」



「
左
右
」
の
修
辞
法
の
展
開

九
五

（
②
三
五
六
頁
）
と
同
様
の
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
左
右
」
も
、
天

皇
の
身
近
に
置
か
れ
る
と
い
う
表
現
で
あ
り
、
父
帝
の
寵
愛
を
表
し
て
い
る
（
４
）。

　

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
史
書
に
お
い
て
父
帝
の
寵
愛
を
受
け
る
慣
用
的
な
表

現
と
し
て
、
身
近
と
い
う
意
味
で
「
左
右
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。『
紫
式
部
日
記
』
は
状
況
こ
そ
違
う
が
、
こ
う
し
た
先
例
を
踏
ま
え
て
両

親
王
へ
祝
意
を
持
た
せ
、「
左
右
」
の
表
現
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
Ｅ
の
記
事
か
ら
は
、
道
長
が
実
際
に
「
左
右
」
の
発
言
を
し
た
可
能

性
と
、
記
録
者
で
あ
る
紫
式
部
が
「
左
右
」
の
脚
色
を
し
た
可
能
性
と
、
二
通

り
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
紫
式
部
は
和
漢
の
歴
史
に
通

じ
て
い
た
と
お
ぼ
し
く
（
５
）、

こ
の
表
現
を
意
識
的
に
記
述
し
た
と
推
察
で
き
る
。

　

ま
た
、「
か
く
む
つ
か
し
き
ま
で
、
ひ
だ
り
み
ぎ
に
」
と
い
う
表
現
は
、
満

悦
し
て
い
る
道
長
の
冗
談
で
あ
る
が
、
所
狭
い
ほ
ど
や
、
煩
わ
し
い
ほ
ど
と

い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
身
近
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
も
連
続
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

　

以
上
、『
源
氏
』
の
四
例
と
『
紫
式
部
日
記
』
の
一
例
を
検
討
し
た
。
い
ず

れ
も
二
つ
の
意
味
を
含
む
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
三
つ
に
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
Ａ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
具
体
的
な

人
物
を
対
象
と
し
つ
つ
、
ス
ト
ー
リ
ー
上
諧
謔
的
な
い
し
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
描

写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
Ｂ
は
和
歌
中
の
用
例
で
あ
り
、
同
時
代
の
和

歌
と
の
影
響
関
係
が
あ
る
。
第
三
に
、
Ｅ
は
他
と
違
い
漢
文
的
な
用
法
を
踏
ま

え
、
幼
い
両
親
王
へ
祝
意
を
向
け
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
紫
式
部
が
仮
名

文
に
お
い
て
、「
左
右
」
と
い
う
語
に
対
し
異
な
る
複
数
の
修
辞
法
を
用
い
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
「
左
右
」
の
技
法
は
、
パ
タ
ー
ン
と
し
て
紫
式
部
の
次
世
代
で
あ

る
後
冷
泉
朝
の
文
芸
作
品
に
そ
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
節
で
は

次
世
代
の
用
例
群
を
め
ぐ
り
、
さ
ら
に
「
左
右
」
の
修
辞
を
検
討
し
た
い
。

三　

後
冷
泉
朝
の
「
左
右
」
の
修
辞
法

　

本
節
で
は
紫
式
部
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
作
品
、『
更
級
日
記
』『
浜
松
中

納
言
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』
と
、
散
逸
物
語
で
あ
る
『
袖
濡
ら
す
』
を
中
心
に

扱
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
先
の
表
に
示
し
た
通
り
、「
左
右
」
の
用
例
数
が
僅

少
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
修
辞
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
菅
原
孝
標
女
作
と
伝
わ
る
『
更
級
』
の
、
遺
児
達
の
用
例
を
検
討
す

る
。Ｆ

母
な
ど
は
皆
亡
く
な
り
た
る
方
に
あ
る
に
、
形
見
に
と
ま
り
た
る
幼
き

人
々
を
左
右
に
臥
せ
た
る
に
、
あ
れ
た
る
板
屋
の
ひ
ま
よ
り
月
の
も
り
来

て
、
児
の
顔
に
あ
た
り
た
る
が
、
い
と
ゆ
ゆ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
袖
を
う

ち
お
ほ
ひ
て
、
い
ま
一
人
を
も
か
き
寄
せ
て
、
思
ふ
ぞ
い
み
じ
き
や
。

（
三
〇
五
頁
）

Ｇ
母
亡
く
な
り
に
し
姪
ど
も
も
、
生
ま
れ
し
よ
り
ひ
と
つ
に
て
、
夜
は
ひ
だ

り
み
ぎ
に
臥
し
起
き
す
る
も
、
あ
は
れ
に
思
ひ
出
で
ら
れ
な
ど
し
て
、
心

も
そ
ら
に
な
が
め
暮
ら
さ
る
。
立
ち
聞
き
、
か
い
ま
む
け
は
ひ
し
て
、
い

と
い
み
じ
く
も
の
つ
つ
ま
し
。 

（
三
二
六
頁
）
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Ｆ
は
姉
の
死
に
際
し
、
作
者
で
あ
る
孝
標
女
が
形
見
の
遺
児
達
を
「
左
右
に
」

寝
か
せ
添
い
臥
す
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
一
人
は
袖
で
覆
い
、
も
う
一
人
は
か

き
寄
せ
て
い
る
の
で
、
遺
児
は
二
人
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｇ
は
孝
標
女

が
慣
れ
な
い
出
仕
の
折
、
か
つ
て
姉
の
遺
児
達
と
「
ひ
だ
り
み
ぎ
に
」
添
い
寝

し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

　

こ
の
反
復
さ
れ
る
「
左
右
」
は
い
ず
れ
も
、
二
人
の
幼
児
を
左
側
と
右
側
に

寝
か
せ
る
と
い
う
意
味
の
他
に
、「
身
近
に
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
添
い
臥
し
と
い
う
行
為
が
近
接
す
る
も
の
で
あ
る
の

に
加
え
、
二
人
の
幼
児
に
「
左
右
」
が
使
用
さ
れ
る
例
は
稀
で
あ
り
、
先
例
と

し
て
は
前
節
の
Ｅ
『
紫
式
部
日
記
』
中
の
「
お
ほ
と
の
ご
も
」
っ
て
い
た
両
親

王
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
孝
標
女
は
日
記
中
で
『
源
氏
』
を
耽
読
し
て
い
る

が
、
彼
女
は
『
紫
式
部
日
記
』
も
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
く（６
）、

こ
の
よ
う
な

受
容
は
十
分
あ
り
え
た
と
推
察
さ
れ
る
。
た
だ
、『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る

史
書
に
依
拠
し
た
祝
意
は
、『
更
級
』
で
は
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
用
例
と
し
て
、『
三
宝
絵
』
須
太
那
太
子
の
二

児
の
場
面
も
あ
る
。

「
二
人
ノ
子
吾
ヲ
棄
テ
ヽ
誰
ニ
付
テ
去
リ
ヌ
ル
ゾ
。
伏
ス
時
モ
居
ル
時

モ
常
ニ
左
リ
右
ニ
有
テ
、
吾
ガ
手
ニ
菓
子
モ
ノ
有
レ
バ
悦
ビ
テ
来
リ
乞

ヒ
…
…
」 

（
五
七
頁
）

こ
れ
は
須
太
那
太
子
の
二
児
が
失
踪
し
た
際
、
妻
が
常
に
身
近
に
い
た
彼
等
を

思
い
、
嘆
き
悲
し
む
場
面
で
あ
る
。「
常
ニ
左
リ
右
ニ
有
テ
」
は
、
前
節
で
見

た
史
書
の
よ
う
に
「
身
近
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
解
釈
の
可
能
性
と

し
て
、「
二
人
ノ
子
」
の
意
味
も
包
含
し
て
い
る
と
見
な
し
う
る
表
現
で
あ
る
（
７
）。

　

孝
標
女
が
『
三
宝
絵
』
の
こ
の
箇
所
を
踏
ま
え
て
い
る
か
は
推
測
の
域
を
出

な
い
が
、
母
子
の
離
別
と
悲
哀
と
い
う
雰
囲
気
、
二
児
と
と
も
に
常
に
起
居
す

る
と
い
う
描
写
は
、
右
の
『
更
級
』
の
二
場
面
と
似
通
っ
て
い
る
。『
紫
式
部

日
記
』
と
併
せ
こ
の
『
三
宝
絵
』
も
、
あ
る
い
は
『
更
級
』
の
「
左
右
」
に
影

響
を
与
え
た
先
例
か
も
し
れ
な
い
。

　

つ
ぎ
に
同
様
の
例
と
し
て
、『
浜
松
』
巻
二
の
二
児
の
場
面
を
検
討
す
る
。

Ｈ
こ
れ
（
引
用
者
注
│
若
君
）
を
わ
が
も
と
に
て
、
姫
君
と
ひ
だ
り
み
ぎ
に

遊
ば
せ
て
見
ま
ほ
し
う
、
あ
か
ず
お
ぼ
い
た
れ
ど
、
な
ほ
思
ふ
や
う
あ
り

て
、
籠
め
置
き
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
。 

（
一
八
五
頁
）

こ
れ
は
主
人
公
の
中
納
言
が
、
別
邸
に
住
む
若
君
を
自
邸
に
引
き
取
り
、
児
姫

君
と
と
も
に
「
ひ
だ
り
み
ぎ
に
」
遊
ば
せ
た
い
と
望
む
場
面
で
あ
る
。
若
君
は

唐
后
と
の
密
通
に
よ
り
儲
け
た
男
児
で
あ
り
、
尼
姫
君
と
の
子
で
あ
る
児
姫
君

と
違
い
、
お
お
や
け
に
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

　
『
浜
松
』
は
、『
更
級
』
仮
名
奥
書
や
作
中
の
内
部
的
徴
候
か
ら
孝
標
女
の
作

と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
Ｈ
の
表
現
に
つ
い
て
も
『
更
級
』
の
Ｆ
・
Ｇ
と
の

相
関
性
を
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
ひ
だ
り
み
ぎ
」
に

も
、「
身
近
に
」
と
い
う
意
味
と
、
若
君
と
児
姫
君
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
添
い
臥
し
で
は
な
い
が
、「
わ
が
も
と

に
て
」「
ひ
だ
り
み
ぎ
に
遊
ば
せ
」
と
い
う
表
現
、
及
び
自
邸
に
引
き
取
り
た

い
と
い
う
そ
の
願
望
か
ら
、「
身
近
に
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
『
紫
式
部
日
記
』
の
両
親
王
の
面
影
は
薄
く
な
る
が
、
二
児
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を
め
ぐ
る
「
左
右
」
の
用
例
と
し
て
、
一
連
の
繋
が
り
が
想
定
さ
れ
る
（
８
）。

　

つ
ぎ
に
、『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
の
、
寝
覚
の
上
の
継
子
達
の
用
例
を
検
討
す

る
。Ｉ「

さ
ば
か
り
お
ほ
け
な
き
思
ひ
絶
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
宰
相
中
将
を
、
片
端

に
置
き
て
、
は
ら
か
ら
と
も
言
は
じ
、
大
納
言
も
、
思
ふ
ま
ま
に
、
く
ま

な
き
心
あ
る
人
な
り
、
か
か
る
人
々
を
左
右
に
置
き
た
ま
ひ
て
、
我
は
か

す
か
に
夜
を
明
か
い
た
ま
は
む
こ
そ
、
う
し
ろ
め
た
け
れ
。」

（
三
五
九
・
三
六
〇
頁
）

右
は
、
男
主
人
公
で
あ
る
内
大
臣
が
、
二
人
の
婿
の
存
在
を
危
惧
す
る
台
詞
で

あ
る
。
こ
の
時
、
寝
覚
の
上
の
も
と
に
は
故
老
関
白
の
遺
し
た
二
人
の
継
娘
が

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
宰
相
中
将
と
大
納
言
を
婿
取
っ
て
い
た
。
内
大
臣
は
、
二
人

の
婿
が
同
邸
に
住
む
寝
覚
の
上
に
懸
想
す
る
だ
ろ
う
と
心
配
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
左
右
」
の
用
例
も
、「
身
近
に
」
と
い
う
意
味
と
、
宰
相
中
将
と
大

納
言
と
い
う
意
味
と
、
二
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

「
左
右
に
置
」
く
と
い
う
表
現
や
、
距
離
の
近
さ
を
危
惧
す
る
こ
と
か
ら
は
、

先
ほ
ど
と
同
様
「
身
近
に
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
Ｉ

は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
状
況
や
色
恋
に
ま
つ
わ
る
煩
わ
し
さ
と
い
う
点
で
『
源

氏
』
の
Ａ
・
Ｃ
・
Ｄ
と
も
共
通
す
る
が
、「
左
右
」
に
「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
認
め
づ
ら
い
。

　
『
寝
覚
』
も
『
更
級
』
仮
名
奥
書
に
孝
標
女
の
作
と
伝
わ
っ
て
お
り
、
Ｆ
・

Ｇ
・
Ｈ
・
Ｉ
の
三
作
品
の
用
例
群
か
ら
は
、
あ
る
い
は
孝
標
女
は
「
左
右
」
の

用
法
と
し
て
、「
身
近
に
」
と
い
う
意
味
を
多
用
す
る
書
き
手
で
あ
っ
た
か
と

も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
の

意
味
を
多
用
し
た
紫
式
部
と
は
、
対
照
的
な
書
き
振
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

最
後
に
、
散
逸
物
語
で
あ
る
『
袖
濡
ら
す
』
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。『
袖

濡
ら
す
』
は
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
に
一
〇
首
、『
風
葉
和
歌
集
』
に
一
五
首

採
ら
れ
て
お
り
、
中
編
ク
ラ
ス
の
分
量
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。『
狭
衣
物

語
』
に
「『
袖
濡
ら
す
』
と
い
ふ
物
語
の
承
香
殿
女
御
」（
巻
三
②
一
八
一
頁
）、

「
法
音
寺
と
か
や
、
袖
濡
ら
す
宰
相
の
通
ひ
た
ま
ひ
し
所
」（
巻
四
②
三
七
六

頁
）
と
あ
る
た
め
、『
狭
衣
』
以
前
の
成
立
で
あ
り
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
に

か
け
て
知
名
度
の
あ
っ
た
作
品
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

物
語
の
内
容
と
し
て
は
、
男
主
人
公
の
宰
相
中
将
と
女
主
人
公
の
中
納
言
の

君
、
他
複
数
の
女
君
等
が
登
場
し
、
最
終
的
に
宰
相
中
将
は
太
政
大
臣
と
な

り
、
中
納
言
の
君
は
准
后
と
な
る
こ
と
が
現
存
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
松
尾

聰
氏
等
に
よ
り
具
体
的
な
復
元
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
（
９
）。

　
『
袖
濡
ら
す
』
に
お
け
る
「
左
右
」
と
の
関
連
箇
所
は
、
そ
の
物
語
名
自
体

で
あ
る
。
当
時
の
物
語
名
は
長
短
等
の
バ
リ
ア
ン
ト
が
頻
繁
に
発
生
す
る
も
の

で
あ
り
、『
袖
濡
ら
す
』
も
『
物
語
二
百
番
歌
合
』
の
後
百
番
巻
頭
で
は
「
左

毛
右
毛
袖
湿
」
と
記
載
さ
れ
、
同
六
四
番
右
の
詠
者
名
「
関
白
」
に
は
注
記
と

し
て
「
左
も
右
も
袖
ぬ
ら
す
宰
相
中
将
是
也
」
と
あ
る
）
₁₀
（

。
こ
こ
か
ら
、『
袖
濡

ら
す
』
の
物
語
名
は
「
左
も
右
も
袖
濡
ら
す
」
と
い
う
和
歌
的
表
現
の
一
部
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
「
左
も
右
も
袖
濡
ら
す
」
と
い
う
表
現
の
典
拠
は
、
松
尾
氏
等
が
指
摘

す
る
通
り
、
本
稿
二
節
で
引
用
し
た
Ｂ
『
源
氏
』
須
磨
巻
の
「
う
し
と
の
み
ひ
と
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へ
に
も
の
は
思
ほ
え
で
ひ
だ
り
み
ぎ
に
も
ぬ
る
る
袖
か
な
」
で
あ
る
か
と
考
え
ら

れ
る
。
松
尾
氏
は
二
人
の
女
性
の
た
め
に
流
す
涙
と
い
う
可
能
性
や
、
一
人
の
女

性
の
た
め
に
流
す
恋
慕
や
恨
み
の
涙
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
当
時

の
物
語
名
の
傾
向
と
し
て
、色
恋
の
涙
と
い
う
線
で
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
「
左
も
右
も
」
に
対
す
る
氏
の
解
釈
も
妥
当
で
あ
り
、
や
は
り
左
右
の

袖
と
い
う
意
味
に
加
え
、「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
と
い
う
意
味
、
ま
た
は
特
定
の
二

人
の
恋
人
と
い
う
意
味
等
、
複
数
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
₁₁
（

。

　

ち
な
み
に
本
稿
二
節
に
引
用
し
た
『
為
信
集
』
二
七
番
の
「
か
ら
衣
ひ
だ
り

も
み
ぎ
も
ぬ
ら
す
ら
ん
い
ま
か
た
そ
で
は
た
れ
が
た
め
に
ぞ
」
は
マ
イ
ナ
ー
で

あ
る
が
、『
袖
濡
ら
す
』
に
関
し
て
は
『
源
氏
』
と
同
程
度
に
内
容
の
重
な
り

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
典
拠
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
何
ら
か
の
経

緯
で
『
袖
濡
ら
す
』
作
者
の
目
に
触
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
）
₁₂
（

。

　

ま
た
、
こ
の
『
袖
濡
ら
す
』
の
「
左
も
右
も
」
と
い
う
七
音
の
表
現
に
関
し

て
は
、
成
立
時
期
と
お
ぼ
し
い
後
冷
泉
朝
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
相
関
性

を
有
す
る
和
歌
の
用
例
も
確
認
で
き
る
。

　

５
常
夏
は
い
つ
と
も
わ
か
ぬ
花
な
れ
ば
ひ
だ
り
も
右
も
ひ
と
し
と
ぞ
見
る

（『
或
所
歌
合
天
喜
四
年
四
月
』
一
二
・
六
番
判
詞
）

　

６
な
つ
か
し
き
花
橘
の
香
に
し
あ
れ
ば
左
も
右
も
わ
か
ず
こ
そ
し
め

（
同
一
八
・
九
番
判
詞
）

７
あ
や
め
ぐ
さ
ひ
だ
り
も
み
ぎ
も
か
た
ひ
け
ば
い
と
ま
も
あ
ら
じ
君
が
み
ご

も
り 

（『
皇
后
宮
歌
合
治
暦
二
年
』
一
六
・
し
も
つ
け
・
こ
れ
を
き
き
て
）

い
ず
れ
も
歌
合
に
お
け
る
詠
作
で
あ
る
が
、
５
・
６
は
判
者
「
式
部
大
夫
」
が

判
詞
に
代
え
て
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
り
、
７
は
歌
合
の
果
て
た
後
、
人
々
に
菖
蒲

が
配
ら
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
下
野
が
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
歌
合
の

つ
が
い
で
あ
る
「
左
右
」
を
「
左
も
右
も
」
と
詠
ん
で
い
る
。
成
立
の
先
後
関

係
と
い
う
問
題
は
残
る
が
、
当
時
「
左
も
右
も
」
と
い
う
歌
句
が
局
所
的
に
流

行
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
の
文
芸
圏
に
お
い
て
、
歌
合
と
物

語
創
作
は
と
も
に
高
貴
な
女
性
の
も
と
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は

近
し
い
位
置
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
、
後
冷
泉
朝
に
お
け
る
「
左
右
」
の
用
法
を
、
主
に
紫
式
部
か
ら
の

影
響
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
た
。『
更
級
』『
浜
松
』『
寝
覚
』
は
い
ず
れ
も

「
身
近
に
」
の
意
と
特
定
の
二
者
の
意
を
重
ね
て
用
い
て
い
る
。
特
に
『
更
級
』

『
浜
松
』
は
『
紫
式
部
日
記
』
と
同
じ
く
兄
弟
の
二
児
を
指
し
て
お
り
、
対
す

る
『
寝
覚
』
は
『
源
氏
』
の
用
例
と
状
況
が
似
通
っ
て
い
る
。『
袖
濡
ら
す
』

は
和
歌
的
表
現
の
系
譜
に
連
な
り
、
左
右
の
袖
の
意
と
「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
な

い
し
は
特
定
の
二
者
の
意
と
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
、『
源
氏
』
の

作
中
歌
か
ら
の
影
響
と
、
同
時
代
の
歌
合
関
連
歌
と
の
相
関
性
が
と
も
に
注
目

さ
れ
る
。四　

ま
と
め

　

本
稿
で
は
「
左
右
」
の
用
法
を
め
ぐ
り
、
具
体
例
の
精
査
を
も
っ
て
そ
の
修

辞
を
論
じ
た
。「
左
右
」
は
基
本
的
に
語
義
の
明
快
な
語
で
あ
る
が
、『
源
氏
』

を
は
じ
め
注
目
し
た
用
例
群
か
ら
は
、
場
面
に
即
し
て
二
種
類
の
意
味
を
重
ね



「
左
右
」
の
修
辞
法
の
展
開

九
九

合
わ
せ
る
修
辞
法
が
複
数
看
取
さ
れ
た
。

　

紫
式
部
の
著
述
に
お
い
て
は
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
確
認
で
き
、
次
世
代
の
後

冷
泉
朝
の
著
述
に
お
い
て
は
お
よ
そ
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
確
認
で
き
た
。
こ
の

二
世
代
は
約
五
〇
年
隔
た
っ
て
い
る
が
、「
左
右
」
の
修
辞
は
お
よ
そ
継
承
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、『
源
氏
』
中
の
本

文
表
現
や
引
き
歌
表
現
等
が
、
の
ち
の
作
品
に
引
用
さ
れ
る
例
は
無
数
に
存
在

す
る
。
し
か
し
、「
左
右
」
の
修
辞
の
よ
う
に
、
漢
文
の
影
響
や
和
歌
と
の
関

わ
り
等
、
複
数
の
異
な
る
系
統
が
仮
名
散
文
に
お
い
て
混
在
す
る
ケ
ー
ス
は
、

稀
に
見
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
左
右
」
に
近
似
す
る
例
と
し
て
は
、「
東
西
」「
あ
ふ
さ
き
る
さ
」
の
二
語

が
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
、「
東
西
」
は
『
う
つ
ほ
』
蔵
開
下
巻
の
「
東
西
知
ら

ず
な
む
」（
②
五
三
一
頁
）、『
う
つ
ほ
』
国
譲
上
巻
の
「
東
西
知
ら
ず
侍
り
て
」

（
③
一
〇
八
頁
）、『
枕
草
子
』
の
「
東
西
せ
さ
せ
ず
乞
ひ
取
り
て
」（
一
三
七

頁
）
の
三
例
が
数
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、「
あ
ふ
さ
き
る
さ
」
は
散
文
作
品

で
は
『
源
氏
』
帚
木
巻
「
と
あ
れ
ば
か
か
り
、
あ
ふ
さ
き
る
さ
に
て
」（
①

六
二
頁
）
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
比
較
し
て
も
、「
左
右
」
の
修
辞

は
、
継
承
や
変
遷
と
い
っ
た
側
面
が
特
に
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
左
右
」
の
修
辞
は
、
紫
式
部
を
ル
ー
ツ
と
し
、
孝
標
女
を
そ
れ
と

比
較
す
る
よ
う
な
書
き
手
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
一
方
で
、
紫
式
部
や

赤
染
衛
門
の
交
流
、
後
冷
泉
朝
に
お
け
る
女
房
文
化
圏
内
の
流
行
と
い
う
よ
う

な
、
書
き
手
の
交
友
圏
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
関
連
す

る
先
行
研
究
と
し
て
、
一
条
朝
に
つ
い
て
は
中
西
智
子
氏
の
論
稿
、
後
冷
泉
朝

に
つ
い
て
は
久
下
裕
利
氏
、
和
田
律
子
氏
の
論
稿
等
が
挙
げ
ら
れ
る
）
₁₃
（

が
、
後
冷

泉
朝
の
女
房
文
化
圏
に
関
し
て
は
、
稿
者
も
藤
原
長
家
を
め
ぐ
る
論
稿
や
、
大

弐
三
位
藤
原
賢
子
を
め
ぐ
る
論
稿
）
₁₄
（

に
お
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
本
稿
の

「
左
右
」
の
修
辞
法
を
め
ぐ
る
議
論
も
、
こ
れ
ら
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

従
来
、「
左
右
」
の
語
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
平
安
時

代
の
仮
名
作
品
に
お
い
て
は
、
当
時
の
文
芸
活
動
の
一
様
相
を
認
め
う
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
後
、
中
世
以
降
の
「
左
右
」
の
用
例
か
ら
は
、

「
あ
れ
や
こ
れ
や
」
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
語
義
、「
と
か
く
の
指
図
。

指
令
。
命
令
」「
善
悪
、
良
否
、
是
非
な
ど
の
裁
定
。
あ
れ
か
こ
れ
か
の
決
定
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
左さ

右ゆ
う

」
項
）
等
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
後
世

に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
語
義
の
拡
大
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
最
後
に
付

言
し
て
お
く
。

※
引
用
本
文
は
、「
左
右
」
と
そ
れ
に
類
す
る
部
分
を
除
い
て
基
本
的
に

「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
依
っ
た
が
、
和
歌
資
料
は
「
新
編
国
歌

大
観
」
に
、『
三
宝
絵
』
は
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
、『
魏
書
』

『
漢
書
』
は
「
和
刻
本
正
史
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
っ
た
。

※「
左
右
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
空
蝉
・
須
磨
・
真
木
柱
巻

は
大
島
本
を
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
巻
は
明
融
本
を
、『
紫
式
部
日
記
』

は
黒
川
本
を
、『
更
級
日
記
』
は
御
物
本
を
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
榊

原
家
旧
蔵
本
を
、『
夜
の
寝
覚
』
は
松
平
文
庫
本
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
。



一
〇
〇

注

（
１
）　

久
富
木
原
玲
「
歌
人
と
し
て
の
紫
式
部
│
逸
脱
す
る
源
氏
物
語
作
中
歌
│
」（『
源
氏

物
語
研
究
集
成
』
第
一
五
巻
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
）。

（
２
）　

ち
な
み
に
当
時
の
歌
合
に
お
け
る
「
左
右
」
の
用
例
は
、「
左
右
く
ら
ぶ
る
こ
ま
の

あ
し
は
や
み
わ
が
か
た
に
う
つ
か
ち
ぶ
ち
を
み
よ
」（『
源
順
馬
名
歌
合
（
二
十
巻
本
）』

四
）、「
ひ
だ
り
み
ぎ
ひ
く
て
も
た
ゆ
く
た
つ
い
と
は
い
づ
か
た
へ
か
は
よ
る
べ
か
る
ら

ん
」（『
東
宮
学
士
義
忠
歌
合
』
八
）
で
あ
る
。

（
３
）　

笹
川
博
司
『
為
信
集
と
源
氏
物
語
│
校
本
・
注
釈
・
研
究
│
』（
風
間
書
房
、

二
〇
一
〇
年
）。
な
お
、
笹
川
氏
も
こ
の
左
右
の
袖
の
和
歌
に
つ
い
て
、
為
信
と
紫
式

部
間
の
影
響
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
４
）　

ち
な
み
に
『
古
事
記
』
に
は
、
小
楯
連
が
二
人
の
王
子
を
見
つ
け
る
場
面
に
「
其
二

柱
王
子
坐
二
左
右
膝
上
一
」（
三
五
六
頁
）
と
あ
る
。

（
５
）　

浅
尾
広
良
「〈
紫
式
部
〉
と
『
日
本
紀
』
│
呼
び
起
こ
さ
れ
る
歴
史
意
識
│
」（『〈
紫

式
部
〉
と
王
朝
文
芸
の
表
現
史
』
森
話
社
、
二
〇
一
二
年
）
等
。

（
６
）　

小
谷
野
純
一
「「
更
級
日
記
」
に
於
け
る
「
紫
式
部
日
記
」
受
容
の
問
題
│
上
洛
後

の
記
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
平
安
文
学
研
究
』
第
六
一
輯
、
一
九
七
九
年
六
月
）、

和
田
律
子
「
宮
仕
え
の
記
│
物
語
の
男
君
│
」（『
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日

記
』
新
典
社
、
二
〇
〇
八
年
）
等
。

（
７
）　

ち
な
み
に
出
典
で
あ
る
『
六
度
集
経
』
須
太
拏
経
に
も
、「
吾
れ
坐
す
と
兒
立
ち
て

各
左
右
に
在
り
、
身
に
塵
有
る
を
観
て
競
ひ
て
共
に
拂
い
拭
ふ
」（『
國
釋
一
切
経
』
本

縁
部
六
、
大
東
出
版
社
、
一
九
三
二
年
）
と
あ
る
。

（
８
）　

ち
な
み
に
『
浜
松
』
の
も
う
一
例
は
「
さ
う
の
楽
屋
」（
巻
一
・
五
八
頁
）
で
あ
り
、

修
辞
的
で
な
い
た
め
考
察
対
象
か
ら
外
し
た
。

（
９
）　

松
尾
聰
「
袖
ぬ
ら
す
宰
相
中
将
の
物
語
」（『
平
安
時
代
物
語
の
研
究
』
改
訂
増
補

版
、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
三
年
）、
小
木
喬
「
袖
ぬ
ら
す
」（『
散
逸
物
語
の
研
究　

平
安
・
鎌
倉
時
代
編
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年
）、
樋
口
芳
麻
呂
「『
源
氏
物
語
』
と

散
逸
物
語
│
『
左
も
右
も
袖
ぬ
ら
す
』
物
語
を
中
心
に
│
」（『『
源
氏
物
語
』
と
そ
の

受
容
』
右
文
書
院
、
一
九
八
四
年
）。

（
10
）　

前
掲
（
９
）
松
尾
論
文
に
指
摘
が
あ
る
が
、『
明
月
記
』
貞
永
二
年
三
月
二
〇
日
条

に
も
「
左
右
袖
湿
」（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
）
と
あ
る
。

（
11
）　

ち
な
み
に
の
ち
の
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
、「
左
右
の
袖
を
濡
ら
し
わ
び

つ
つ
は
」（
二
七
〇
頁
）、「
う
れ
し
う
い
み
じ
き
に
左
右
の
袖
濡
る
る
心
地
し
て
」

（
二
九
八
頁
）、「
左
右
に
て
生
ほ
し
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」（
五
一
一
頁
）
と
、「
左
右
」

が
袖
に
二
例
、
幼
児
に
一
例
用
い
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
論
じ
た
修
辞
法
の
積
極
的
な

摂
取
を
見
て
取
れ
る
。

（
12
）　

前
掲
（
３
）
笹
川
著
書
も
、『
為
信
集
』、『
源
氏
』、『
袖
濡
ら
す
』
の
左
右
の
袖
の

表
現
を
、
併
せ
て
検
討
し
て
い
る
。

（
13
）　

中
西
智
子
「
紫
式
部
と
伊
勢
大
輔
の
贈
答
歌
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
引
用
│
「
作

り
手
」
圏
内
の
記
憶
と
連
帯
│
」（『
日
本
文
学
』
第
六
一
巻
第
一
二
号
、
二
〇
一
二

年
一
二
月
）、
久
下
裕
利
「
雪
と
月
と
」（『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』
武
蔵
野
書

院
、
二
〇
一
二
年
）、
和
田
律
子
「
藤
原
頼
通
文
化
世
界
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
摂
取

の
一
様
相
│
『
更
級
日
記
』
を
中
心
に
│
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
二
九
集
、

二
〇
一
四
年
四
月
）
等
。

（
14
）　

大
塚
誠
也
「『
更
級
日
記
』
の
一
基
底
│
藤
原
長
家
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
日
記
文
学

研
究
誌
』
第
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
六
月
）、
大
塚
誠
也
「『
狭
衣
物
語
』
の
「
大
弐
三

位
」
と
大
弐
三
位
藤
原
賢
子
│
物
語
の
結
末
部
に
関
し
て
│
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第

九
三
巻
第
四
号
、
二
〇
一
六
年
四
月
刊
行
予
定
）。


