
5　古典注釈の展開を通して

［
二
〇
一
九
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

中
世
か
ら
近
世
へ

─
十
六
・
十
七
世
紀
の
思
想
史
的
課
題

古
典
注
釈
の
展
開
を
通
し
て
─
宗
祇
か
ら
契
沖
へ

─

前
田
　
雅
之

は
じ
め
に

　

ざ
っ
く
り
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
古
典
と
は
、
校
訂
さ
れ
た
本
文
と

注
釈
書
を
も
っ
た
正
典
（
＝
カ
ノ
ン
）
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
中

世
日
本
に
お
い
て
は
、
文
芸
書
に
限
っ
て
言
え
ば
、『
古
今
集
』・

『
伊
勢
物
語
』・『
源
氏
物
語
』
が
古
典
に
該
当
す
る
（
注
釈
や
本
文
の

系
統
を
三
書
と
異
に
し
つ
つ
も
幼
学
書
で
あ
っ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
も
入
れ
て

よ
い
）。
ま
た
、
古
典
と
古
典
語
が
あ
る
他
の
前
近
代
文
明
社
会
＝

漢
文
文
化
圏
・
大
乗
仏
教
文
化
圏
（
漢
文
＝
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
な
ど
）、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
文
化
圏
（
古
典
チ
ベ
ッ
ト
語
＝
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
な

ど
）、
小
乗
仏
教
文
化
圏
（
パ
ー
リ
語
な
ど
＝
ス
リ
ラ
ン
カ
・
東
南
ア
ジ
ア

な
ど
）、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
化
圏
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
＝
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ

ア
な
ど
）、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
圏
（
古
典
ア
ラ
ビ
ア
語
＝
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
〜

モ
ロ
ッ
コ
、
東
欧
な
ど
）、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
（
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ

テ
ン
語
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
な
ど
）
と
比
較
す
る
と
、
日
本
以
外
の

文
明
社
会
が
宗
教
書
（
仏
典
・
コ
ー
ラ
ン
・
聖
書
な
ど
）・
哲
学
書
（
十

三
経
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
や
注
釈
な
ど
）・
歴
史
書
（
史
記
・
ヘ
ロ
ド

ト
ス
・
ア
エ
ネ
イ
ス
な
ど
）
が
古
典
の
中
核
に
位
置
す
る
の
に
対
し
て
、

『
古
今
集
』・『
伊
勢
物
語
』・『
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
古
典
的
文
芸

書
の
価
値
が
異
様
に
高
い
こ
と
に
加
え
て
、
中
国
・
朝
鮮
が
漢
文
作

品
の
み
を
古
典
と
す
る
の
に
対
し
て
、
和
漢
の
二
つ
を
古
典
と
す
る

こ
と
が
日
本
古
典
の
特
質
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
（
そ
の
意
味
で
、

イ
ラ
ン
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
宗
教
・
哲
学
・
法
の
言
語
と
し
て
の
古
典
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ア
ラ
ビ
ア
語
、
文
学
の
言
語
と
し
て
の
ペ
ル
シ
ャ
語
、
ム
ガ
ル
帝
国
に
お
け
る

公
用
語
＝
ペ
ル
シ
ャ
語
、
俗
語
＝
ウ
ル
ド
ゥ
ー
と
い
う
使
い
分
け

─
初
期
ム

ガ
ル
詩
人
は
ペ
ル
シ
ャ
語
か
つ
ウ
ル
ド
ゥ
ー
詩
人
で
あ
っ
た

─
は
比
較
検
討

に
値
し
よ
う
）。

　

次
に
、『
古
今
集
』・『
伊
勢
物
語
』・『
源
氏
物
語
』
の
三
書
は
、

ほ
ぼ
平
安
末
期
（
一
一
七
〇
年
ご
ろ
）
か
ら
後
嵯
峨
院
時
代
（
ほ
ぼ
一
二

五
〇
年
代
）
に
か
け
て
、
古
典
と
し
て
確
立
し
、
こ
こ
に
、
私
の
命

名
に
な
る
〈
古
典
的
公
共
圏
〉
が
成
立
し
た
。
つ
ま
り
、
公
家
・
寺

家
・
武
家
の
う
ち
、
ど
の
権
門
に
属
し
て
い
て
も
古
典
知
と
和
歌

（
室
町
以
降
は
連
歌
・
和
漢
聯
句
も
加
わ
る
）
の
実
作
が
で
き
な
い
と
一
人

前
の
人
間
と
し
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
時
代
が
確
立
し
た
の

で
あ
る
（
そ
の
後
、
な
ん
と
か
明
治
維
新
ま
で
維
持
さ
れ
た
。
井
伊
直
弼
や
島

津
久
光
の
事
跡
を
改
め
て
参
照
さ
れ
た
い
）。
言
っ
て
み
れ
ば
、
三
権
門
を

跨
が
っ
て
共
通
す
る
知
的
＝
文
化
的
＝
素
養
的
価
値
が
古
典
・
和
歌

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ）

1
（

。

　

以
後
、
古
典
は
、
三
書
の
注
釈
を
軸
に
、
鎌
倉
後
期
・
南
北
朝
・

室
町
初
期
の
多
様
な
展
開
を
乗
り
越
え
、
応
仁
の
乱
勃
発
の
二
年
後
、

東
常
縁
（
一
四
〇
一
〜
八
四
）
か
ら
二
度
に
亙
っ
て
古
今
伝
授
を
受
け

た
連
歌
師
宗
祇
（
一
四
二
一
〜
一
五
〇
二
）
が
三
条
西
実
隆
（
一
四
五

五
〜
一
五
三
七
）
に
再
伝
授
を
し
て
以
来
、
他
の
『
伊
勢
』・『
源
氏
』

も
同
様
に
伝
授
さ
れ
、
断
絶
し
た
「
二
条
家
」
と
は
異
な
る
「
二
条

派
」
と
し
て
古
典
注
釈
の
正
統
派
的
存
在
と
な
っ
た
。
鎌
倉
末
期
か

ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
多
く
生
ま
れ
た
「
古
今
注
」・「
伊
勢
注
」
の

超
越
的
（
密
教
的
・
天
台
本
覚
論
的
・
儒
家
的
）
な
注
釈
が
収
束
し
て
い

く
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
（
と
は
い
え
、
後
述
の
よ
う
に
、「
顕
と
密
」
の

世
界
観
に
覆
わ
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
は
二
条
派
に
お
い
て
も
「
下
心
」・「
裏
説
」

と
い
っ
た
形
で
超
越
的
解
釈
は
残
存
す
る

）
2
（

）。
連
歌
師
・
古
典
注
釈
家
の
枠

組
み
に
囚
わ
れ
な
い
大
立
者
で
あ
る
宗
祇
は
そ
の
間
、
絶
対
的
存
在

と
し
て
仰
い
だ
藤
原
定
家
（
一
一
六
二
〜
一
二
四
一
）
の
二
作
品
（『
百

人
一
首
』・『
詠
歌
大
概
』）
の
古
典
化
を
実
現
し
た
（
他
方
、
擬
書
『
雨

中
吟
』・『
未
来
記
』
も
古
典
と
な
っ
た
。
江
戸
期
に
は
「
三
部
抄
」
と
呼
ば
れ

た
）。
即
ち
、
二
書
の
注
釈
書
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
が
定
家
校
訂
の
『
青
表
紙
本
』
に
変
わ

っ
て
い
く
の
は
宗
祇
以
降
の
現
象
で
あ
る）

（
（

。

　

だ
が
、
江
戸
文
化
が
実
質
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
と
お
ぼ
さ
れ
る
元

禄
期
前
後
と
な
る
と
、
様
相
が
変
わ
っ
て
く
る
。
中
世
的
伝
統
と

は
異
な
る
斬
新
な
注
釈
も
現
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
格

と
言
え
る
人
物
が
契
沖
（
一
六
四
〇
〜
一
七
〇
一
）
で
あ
る
（
他
方
、
ほ

ぼ
同
時
代
を
生
き
た
北
村
季
吟〈
一
六
二
四
〜
一
七
〇
五
〉は
、『
湖
月
抄
』
を
見

れ
ば
分
か
る
よ
う
に
中
世
注
釈
の
集
大
成
者
で
あ
る
）。『
万
葉
集
』
注
釈
を

一
新
し
た
『
万
葉
代
匠
記
』（
初
稿
本
元
禄
元
・
一
六
八
七
年
、
精
選
本
元

禄
三
年
）
を
も
の
し
た
契
沖
は
、『
百
人
一
首
改
観
抄
』（
元
禄
五
年
）、

『
源
註
拾
遺
』（
元
禄
九
年
）
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
百
人
一
首

注
」・「
源
氏
註
」
に
対
す
る
根
源
的
な
批
判
を
加
え
て
、
新
た
な
注
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7　古典注釈の展開を通して

釈
の
あ
り
よ
う
を
作
り
上
げ
た
。
契
沖
の
は
る
か
遠
方
に
本
居
宣
長

が
大
成
し
た
国
学
な
い
し
は
国
学
的
古
典
学
が
控
え
て
い
る
こ
と
は

改
め
て
贅
言
を
要
し
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
宗
祇
の
『
百
人
一
首
注
』（『
宗
祇
抄
』）
と
契

沖
の
『
改
観
抄
』
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
中
世
と
近
世
に
お

け
る
注
釈
態
度
・
対
象
分
析
・
他
注
に
対
す
る
批
判
意
識
を
比
較
検

討
し
て
、
注
釈
を
通
し
て
み
た
中
世
か
ら
近
世
へ
の
思
想
史
的
展
開

を
跡
づ
け
て
い
き
た
い
（
な
お
、
紙
幅
の
都
合
上
、『
源
氏
物
語
』
注
釈
の

比
較
は
省
略
し
た
）。

百
人
一
首
注
釈
に
お
け
る
中
世
と
近
世
─
宗
祇
と
契
沖

　

百
人
一
首
を
古
典
と
し
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
宗
祇
で

あ
る
が
、
以
後
、
宗
祇
注
は
、
中
世
の
、
な
い
し
は
、
近
世
に
お

い
て
も
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
特
徴
を
見
る
た

め
に
、
こ
こ
で
は
、
十
番
歌
（
蟬
丸　

こ
れ
や
こ
の
）・
十
九
番
歌
（
伊

勢　

難
波
が
た
）・
百
番
歌
（
順
徳
院　

も
も
し
き
や
）
を
検
討
し
、
そ
れ

に
対
す
る
契
沖
の
解
釈
を
対
比
的
に
論
じ
て
み
た
い
。
な
お
、
テ
ク

ス
ト
は
、
小
川
剛
生
編
『
百
人
一
首
宗
祇
抄 

姉
小
路
基
綱
筆
』（
三

弥
生
書
店
、
二
〇
一
八
年
）、
契
沖
『
改
観
抄
』（『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊

10
』
鈴
木
健
一
・
鈴
木
淳
校
注
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年
）
を
用
い
、
適

宜
、
句
読
点
、
濁
点
、
括
弧
等
を
施
し
た
。

　

ま
ず
は
十
番
歌
で
あ
る
。

　
　

十　
　
　
　
　
　
　
　

蟬
丸

こ
れ
や
こ
の
ゆ
く
も
帰
る
も
別
て
は
し
る
も
し
ら
ぬ
も
逢
坂

の
関

此
哥
の
こ
と
書
に
相
坂
の
関
に
庵
室
を
作
て
住
侍
り
け
る
に
行

か
ふ
人
を
み
て
と
あ
り
。
是
や
此
と
は
、
相
坂
の
関
に
お
ち
付

五
文
字
也
。
お
も
て
は
旅
客
の
往
来
の
さ
ま
の
［
一
字
欠
、
他

本
儀
］
明
也
。
下
心
は
会
者
定
離
也
。
行
も
帰
る
も
流
伝
の
心

也
。
関
は
関
を
ま
ぬ
が
る
ゝ
義
也
。
万
法
一
如
に
帰
す
る
理
と

ぞ
。（
後
略
）

　

宗
祇
は
、
蟬
丸
の
「
こ
れ
や
こ
の
」
和
歌
を
、「
お
も
て
」
と

「
下
心
」、
言
い
換
え
れ
ば
、「
顕
（
お
も
て
）」
と
「
密
（
下
心
）」
で

捉
え
て
い
く
。
表
層
的
（
＝
お
も
て
）
に
は
、
旅
客
の
往
来
の
様

を
詠
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
深
層
的
（
＝
下
心
）
に
は
、
会
者
定

離
と
い
う
仏
教
的
な
無
常
感
が
歌
の
真
意
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
行
も
帰
る
も
」
は
「
流
伝
の
心
」
で
あ

り
、「
関
」
は
「
関
を
ま
ぬ
か
る
ゝ
義
」
で
あ
り
、
両
者
は
ほ
ぼ
同

意
と
な
る
（「
関
を
ま
ぬ
が
る
ゝ
」、
即
ち
、
留
ま
ら
な
い
か
ら
「
流
伝
」
と

な
ろ
う
）。
だ
が
、
最
後
に
至
っ
て
、
一
気
に
反
転
す
る
の
だ
。
そ
れ

が
「
万
法
一
如
に
帰
す
る
理
」
で
あ
る
。
会
者
定
離
＝
流
伝
的
状
況
、

言
い
換
え
れ
ば
、「
万
法
」
が
「
一
如
」
と
い
う
理
に
帰
着
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
は
仏
教
的
真
理
を
描
い
て
い
る
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と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
人
は
ま
ず

い
な
い
だ
ろ
う
が
、
顕
と
密
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
中
世
に
あ

っ
て
は
、
幾
分
、
超
越
的
で
は
あ
る
が
、
充
分
に
納
得
で
き
る
解
釈

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

他
方
、
契
沖
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
や
此
行
も
か
へ
る
も
別
て
は
し
る
も
し
ら
ぬ
も
あ
ふ
坂

の
関

後
撰
雑
一
、
あ
ふ
坂
の
関
に
庵
室
を
作
り
て
住
侍
け
る
に
ゆ
き

か
ふ
人
を
み
て
と
て
腰
句
「
別
つ
ゝ
」
と
あ
り
。
素
性
集
に
も

あ
る
は
不
審
な
れ
ど
そ
れ
も
腰
の
句
後
撰
に
お
な
じ
。
是
や
此

と
は
是
や
此
あ
ふ
坂
の
せ
き
と
末
を
さ
し
て
い
へ
り
。
あ
ふ
坂

は
都
を
出
て
近
江
路
に
出
る
所
の
関
な
り
。
こ
ゝ
を
越
て
東
海

東
山
北
陸
等
の
諸
国
へ
お
も
む
け
ば
、
往
来
し
げ
き
な
り
。
行

は
都
を
出
て
田
舎
へ
ゆ
く
な
り
。
帰
る
は
諸
国
よ
り
都
へ
帰
る

を
い
ふ
。
別
れ
つ
ゝ
と
は
蟬
丸
の
心
に
ゆ
き
か
ふ
人
の
見
え
ず

な
る
を
別
と
思
ふ
な
り
。（
中
略
）
か
く
別
る
れ
ど
も
、
わ
か
る

れ
ば
、
又
か
な
ら
ず
あ
ふ
な
ら
ひ
に
て
、
ゆ
く
は
帰
り
、
帰
り

は
さ
ら
に
ゆ
き
て
し
る
も
し
ら
ぬ
も
又
皆
あ
へ
ば
、
相
坂
の
関

と
名
付
け
し
は
是
や
此
故
と
了
解
し
た
る
心
な
り
。
行
も
帰
る

も
し
る
も
し
ら
ぬ
も
別
つ
ゝ
又
皆
あ
ふ
と
い
ふ
心
を
句
を
隔

て
ゝ
わ
か
ち
て
い
へ
り
。
古
抄
に
会
者
定
離
の
心
と
い
ふ
は
、

発
句
と
結
句
と
の
首
尾
に
違
却
せ
り
。（
後
略
）

　

契
沖
は
、『
後
撰
集
』『
素
性
集
』
と
の
異
同
（
三
句
「
別
つ
ゝ
」）

を
示
し
た
後
、「
こ
れ
や
こ
の
」
の
意
味
を
、
逢
坂
の
関
と
末
を
指

し
て
い
う
と
い
う
よ
う
に
、
具
体
的
に
場
所
を
限
定
し
て
い
く
。
そ

し
て
、「
行
も
か
へ
る
も
」
に
つ
い
て
は
、「
行
」
は
都
か
ら
田
舎
へ
、

「
帰
る
」
は
諸
国
か
ら
都
へ
と
い
う
移
動
を
示
す
も
の
で
、「
別
れ

つ
ゝ
」
は
、
詠
者
蟬
丸
の
心
に
行
き
交
う
人
が
見
え
な
く
な
る
こ
と

を
別
れ
と
思
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
、
実
に
具
体
的
で

あ
る
。
そ
う
し
て
、
行
く
も
帰
る
も
知
る
の
も
知
ら
な
い
の
も
、
別

れ
な
が
ら
又
会
う
と
い
う
意
味
を
、
句
を
隔
て
て
分
け
て
い
っ
た
の

だ
と
解
く
。
和
歌
の
表
現
に
沿
っ
た
素
直
な
解
釈
で
あ
る
。
加
え
て
、

『
宗
祇
抄
』
に
あ
る
会
者
定
離
の
心
説
を
否
定
す
る
。
こ
こ
に
あ
る

の
は
、
超
越
性
の
喪
失
で
あ
る
。

　

次
に
、
十
九
番
歌
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

 『
宗
祇
抄
』
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

十
九　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢

難
波
が
た
み
じ
か
き
蘆
の
ふ
し
の
ま
も
あ
は
で
此
世
を
す
ぐ

し
て
よ
と
や

（
中
略
）
哥
の
心
は
、
思
ひ
そ
め
し
よ
り
此
か
た
人
に
も
え
む
を

も
と
め
、
こ
と
ば
を
も
尽
し
心
を
も
く
だ
き
、
あ
る
は
た
の
め

て
す
ぐ
し
あ
る
は
又
か
げ
も
は
な
れ
ず
し
て
年
月
を
重
ぬ
れ
ば
、

さ
て
も
い
か
ゞ
せ
む
な
ど
思
ひ
あ
ま
り
た
る
う
へ
に
、
打
歎
て

い
ひ
出
た
る
哥
な
り
。（
後
略
）
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9　古典注釈の展開を通して

　

宗
祇
は
、
こ
こ
で
は
、「
下
心
」
説
に
立
た
な
い
。
徹
頭
徹
尾
詠

者
に
寄
り
添
う
の
だ
。
恋
し
始
め
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
人
に
縁
を

求
め
、
言
葉
を
尽
く
し
、
心
を
砕
き
、
あ
る
い
は
、
相
手
が
自
分
に

期
待
し
て
い
る
と
思
っ
て
過
ご
し
、
あ
る
い
は
、
相
手
の
俤
も
離
れ

な
い
で
年
月
を
重
ね
て
い
く
と
、
そ
れ
に
し
て
も
恋
が
成
就
し
な
い

の
で
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
思
い
が
余
っ
た
末
に
嘆
い
て
声

に
出
た
歌
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
八
方
手
を
尽
く
し
て

み
た
も
の
の
、
な
ん
と
し
て
も
相
手
に
会
え
な
い
苦
境
の
思
い
が
一

気
に
あ
ふ
れ
出
た
歌
と
い
う
の
で
あ
る
。
表
現
か
ら
離
れ
て
そ
こ
ま

で
読
み
込
ん
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
詠
者
の

心
情
と
一
体
化
し
た
宗
祇
の
解
釈
は
多
く
の
人
々
の
共
感
を
得
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

　

他
方
、
契
沖
は
全
く
別
の
解
釈
を
す
る
。

な
に
は
が
た
短
き
蘆
の
ふ
し
の
ま
も
あ
は
で
此
世
を
過
し
て

よ
と
や

新
古
今
恋
一
題
し
ら
ず
。
家
集
に
も
題
な
し
。
難
波
が
た
は
蘆

を
い
は
む
た
め
蘆
は
ふ
し
の
ま
を
い
ひ
此
世
を
い
は
む
た
め
な

り
。
ふ
し
の
ま
と
い
へ
ば
、
す
な
は
ち
、
み
じ
か
き
心
あ
れ
ど

も
、
わ
き
て
み
じ
か
き
蘆
の
と
よ
め
る
は
、
其
み
じ
か
き
が
中

の
み
じ
か
き
ほ
ど
を
い
は
む
と
て
な
り
。
人
丸
の
歌
に
「
夏
野

ゆ
く
を
じ
か
の
つ
の
ゝ
つ
か
の
ま
も
」
と
よ
ま
れ
た
る
に
お
な

じ
。
又
万
葉
に
家
持
の
長
歌
に
も
な
び
く
玉
藻
の
ふ
し
の
間
も

と
よ
め
り
。
す
こ
し
ば
か
り
の
対
面
は
や
す
か
る
べ
き
物
を
ひ

と
へ
に
い
と
ひ
て
し
ば
し
ば
か
り
の
あ
ふ
事
も
な
く
て
、
此
世

を
過
し
は
て
よ
と
の
心
歟
と
恨
む
る
心
ふ
か
し
。（
後
略
）

　

契
沖
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、「
難
波
が
た
」
は
「
蘆
」
を
い

う
た
め
、「
蘆
」
は
「
ふ
し
の
ま
」
と
い
っ
て
「
此
世
」
を
い
う
た

め
、
次
い
で
「
ふ
し
の
ま
」
は
「
み
じ
か
き
が
中
に
み
じ
か
き
ほ

ど
」
を
い
う
た
め
で
あ
る
と
あ
る
よ
う
に
、
和
歌
表
現
の
仕
組
み
の

解
明
に
あ
っ
た
。
加
え
て
人
丸
歌
を
引
い
て
、
そ
の
表
現
類
型
の
妥

当
性
を
説
明
し
た
後
、
歌
の
意
味
は
、
ほ
ん
の
少
し
の
対
面
な
ど
は

簡
単
な
は
ず
な
の
に
、
一
途
に
私
を
厭
い
て
ほ
ん
の
少
し
も
会
う
こ

と
が
な
く
、
私
に
こ
の
世
を
過
ご
し
終
え
よ
と
い
う
の
か
の
心
と
す

る
。
恨
み
の
歌
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
正
当
な
理
解
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
詠
者
と
の
一
体
で
は
な
く
、
和
歌
表
現

の
分
析
と
他
の
例
に
基
づ
い
た
自
己
の
読
解
の
妥
当
性
の
主
張
で
あ

る
。

　

最
後
に
、
百
番
歌
で
あ
る
。

　
　

百　
　
　
　
　
　
　
　

順
徳
院

百
敷
や
ふ
る
き
軒
ば
の
忍
ぶ
に
も
な
を
あ
ま
り
あ
る
昔
成
け

り
も
ゝ
し
き
や
と
打
出
た
る
五
文
字
は
、
大
方
、
み
よ
し
野
や
、

を
は
つ
せ
な
ど
云
に
は
か
は
れ
り
。
万
の
心
こ
も
れ
り
。
心
は

王
道
の
す
た
れ
行
を
歎
思
召
儀
也
。
末
の
世
に
な
れ
ば
、
昔
を
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忍
ぶ
は
な
ら
ひ
な
る
に
、
王
道
お
と
ろ
へ
て
は
一
身
の
御
見
上

の
み
な
ら
ず
、
天
下
万
民
の
た
め
な
れ
ば
、
忍
ぶ
と
云
に
も
、

な
を
あ
ま
り
あ
る
心
を
の
べ
た
ま
へ
る
な
り
。
此
御
哥
と
巻
頭

の
御
歌
は
い
づ
れ
も
王
道
の
心
を
よ
み
給
へ
る
、
う
ち
に
上
古

の
風
と
当
世
の
風
と
の
す
が
た
か
は
れ
り
。
よ
く
思
ひ
さ
と
る

べ
し
と
ぞ
侍
る
。

　

宗
祇
は
、「
も
も
し
き
や
」
の
初
句
が
「
み
よ
し
野
や
」
や
「
を

は
つ
せ
」
な
ど
と
い
う
初
句
と
は
異
な
り
、「
万
の
心
」
が
籠
も
っ

て
い
る
と
解
く
。「
万
の
心
」
と
は
、「
王
道
の
す
た
れ
行
を
嘆
思
召

儀
」
で
あ
る
か
ら
、
順
徳
院
が
王
道
の
廃
れ
て
い
く
こ
と
を
嘆
い
て

い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
承
久
の
乱
に
敗
れ
て
佐
渡
に
配
流
と
な

っ
た
順
徳
院
の
嘆
き
と
は
、
宗
祇
に
拠
れ
ば
、「
一
身
の
御
身
上
」

だ
け
で
は
な
く
、「
天
下
万
民
の
た
め
」
だ
か
ら
、「
忍
ぶ
」
と
い
っ

て
も
、
さ
ら
に
あ
ま
り
あ
る
心
を
述
べ
た
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
言

っ
て
み
れ
ば
、
天
下
万
民
の
た
め
に
王
道
の
衰
頽
を
嘆
く
順
徳
院

と
い
う
王
者
の
慨
嘆
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
百
人
一
首
』

が
巻
頭
の
天
智
天
皇
、
巻
末
の
順
徳
院
と
い
う
王
道
の
和
歌
で
枠
組

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
上
古
＝
天
智
天
皇
と
当
世
＝
順
徳
院

と
の
間
で
王
道
の
姿
が
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
よ
く
認
識
せ
よ
と

強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
和
歌
に
政
教
性
を
求
め
て
い
く
姿

勢
も
中
世
的
な
注
釈
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た）

（
（

。

　

こ
う
し
た
注
釈
に
対
し
て
、
契
沖
は
、
定
家
が
後
鳥
羽
院
・
順

徳
院
を
本
集
に
入
れ
た
理
由
、
次
に
、「
も
も
し
き
や
」
の
意
味
を

『
万
葉
集
』・『
古
事
記
』
等
の
用
例
か
ら
「
禁
中
は
百
官
の
座
あ
る

故
に
百
敷
の
心
な
り
」
と
検
証
し
て
い
っ
た
あ
と
、
こ
の
よ
う
に
述

べ
る
。ふ

る
き
軒
端
と
は
当
時
帝
徳
の
お
と
ろ
へ
た
る
事
を
よ
せ
た
ま

へ
り
。
武
臣
あ
た
ら
し
く
威
を
ふ
る
ひ
て
、
ふ
る
き
王
道
を
用

ぬ
世
な
れ
ば
、
か
く
は
た
と
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。
忍
ぶ
に
も
猶

余
り
あ
る
と
は
ふ
る
き
軒
に
は
し
の
ぶ
と
い
ふ
草
の
お
ふ
れ
ば
、

其
名
に
こ
と
よ
せ
て
上
の
参
議
等
の
歌
を
取
ら
せ
た
ま
ひ
て
昔

さ
か
り
な
り
し
世
を
し
の
び
お
ぼ
し
め
す
に
し
の
ぶ
心
は
た
え

ず
し
て
、
し
の
ぶ
べ
き
事
ど
も
は
猶
余
り
有
と
あ
そ
ば
せ
り
。

い
に
し
へ
の
太
平
な
り
し
時
に
今
を
か
へ
さ
ば
や
と
お
ぼ
せ
ど

か
へ
ら
ぬ
が
故
な
り
。（
中
略
）
天
智
天
皇
よ
り
こ
ゝ
に
い
た
り

て
や
う
〳
〵
五
百
五
十
年
許バ

カ

にリ

王
道
は
す
た
れ
て
行
な
は
れ
ず

な
り
に
き
。（
中
略
）
本
に
二
帝
の
御
歌
を
す
ゑ
て
、
末
に
両
院

の
御
う
た
を
載
ら
る
。
こ
れ
ま
た
一
部
の
首
尾
な
り
。

　

契
沖
は
、「
ふ
る
き
軒
端
」
を
「
帝
徳
の
お
と
ろ
へ
た
る
こ
と
」

の
喩
え
と
し
て
捉
え
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
武
臣
あ
た
ら
し
く
威

を
ふ
る
ひ
て
、
ふ
る
き
王
道
を
用
ぬ
世
な
れ
ば
」
と
し
た
。
即
ち
、

鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
、
承
久
の
乱
で
勝
利
を
収
め
て
、
武
士
の
世
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
い
に
し
へ
の
太
平
な
り
し
時

に
今
を
か
へ
さ
ば
や
と
お
ぼ
せ
ど
か
へ
ら
ぬ
」
こ
と
た
だ
た
だ
嘆
く
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11　古典注釈の展開を通して

和
歌
と
読
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、「
王
道
は
す

た
れ
て
行
な
は
れ
ず
な
り
に
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
王
道
衰
頽
の
現

実
を
素
直
に
認
め
て
、
そ
れ
故
に
悔
や
ん
で
も
悔
や
み
き
れ
な
い
心

情
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
祇
同
様
に
、
天
智
天
皇
と
順
徳
院

の
首
尾
の
あ
り
よ
う
を
契
沖
は
認
め
て
い
る
が
、
だ
が
、
嘆
き
の
あ

り
よ
う
は
、
政
教
性
を
重
視
す
る
宗
祇
と
は
位
相
を
異
に
し
て
い
る

こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
ほ
ん
の
三
首
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
中
世
の
代

表
的
注
釈
で
あ
る
『
宗
祇
抄
』
と
近
世
に
お
け
る
新
注
釈
で
あ
る

『
改
観
抄
』
の
違
い
を
見
て
き
た
。
両
者
の
違
い
は
、
超
越
性
の
有

無
（
十
番
歌
）、
詠
者
主
体
へ
の
一
体
化
の
有
無
（
十
九
番
歌
）、
そ
し

て
、
政
教
性
の
捉
え
方
の
違
い
（
百
番
歌
）
と
い
う
こ
と
に
換
言
で

き
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
差
異
を
以
て
、
中
世
と
近
世
の
違
い
と
言
え

る
か
ど
う
か
は
、
や
や
微
妙
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
応
の
見
通
し

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
に
上
げ
た
三
つ
の
差
異
は
、
中
世
に
お
い
て
は
、
和
歌
の
表

現
機
構
よ
り
も
、
顕
と
密
の
超
越
性
や
詠
者
と
注
釈
者
の
一
体
化
、

あ
る
い
は
政
教
性
を
重
視
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
今
さ
ら
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
宗
祇
は
連
歌
師
で
あ
り
、
歌
人
で
も
あ
っ
て
、
表

現
の
機
微
に
関
し
て
は
当
代
一
流
の
認
識
と
力
量
を
備
え
て
い
た
。

だ
か
ら
、
決
し
て
表
現
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど

も
、
表
現
か
ら
得
ら
れ
る
印
象
や
態
度
が
契
沖
や
契
沖
に
連
な
る
国

学
者
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
宗
祇
は
、
表
現
の
背
後
に
密
・
詠
歌

主
体
・
政
教
と
い
っ
た
目
に
見
え
な
い
存
在
を
露
わ
に
見
て
（
＝
幻

視
し
て
）
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
十

九
番
歌
の
よ
う
に
、
詠
歌
主
体
の
心
情
と
一
体
化
し
て
い
く
和
歌
の

読
解
は
、
現
代
人
の
心
を
も
打
つ
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。
嗚
呼
、
こ
の
和
歌
は
こ
ん
な
心
情
の
繊
細
な
と
こ
ろ
ま
で
汲

み
取
っ
て
く
れ
た
の
だ
な
と
い
う
思
い
を
抱
き
感
動
を
新
た
に
す
る

近
世
人
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
人
と
て
多
く
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

他
方
、
契
沖
は
そ
う
で
は
な
い
。
十
九
番
歌
の
意
味
を
「
恨
む
る

心
ふ
か
し
」
と
収
束
さ
せ
て
い
く
た
め
の
表
現
分
析
と
類
例
の
比
較

検
討
の
あ
り
よ
う
は
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
頗
る
近
代
的
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
詠
歌
主
体
に
代
わ
っ
て
、
契
沖
と
い
う
主
体
が

明
確
に
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

改
め
て
総
括
は
し
な
い
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
契
沖
は
こ
の
よ
う

な
態
度
を
採
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
ご
と
く
、
契
沖
は
密
教
僧

で
あ
る
。
超
越
は
お
手
の
物
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
密
教
僧
に
し

て
実
証
主
義
者
と
い
う
逆
説
的
な
立
場
に
敢
え
て
立
っ
た
契
沖
は
、

宗
祇
に
代
表
さ
れ
る
中
世
的
注
釈
に
見
ら
れ
る
、
表
現
を
超
え
た
現

前
し
な
い
も
の
を
い
と
も
簡
単
に
論
じ
る
と
い
う
曖
昧
な
態
度
に
耐
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え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
今
は
推
測
し
て
お
き

た
い
。
と
な
る
と
、
頼
り
に
な
る
の
は
具
体
的
な
表
現
や
類
例
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
こ
に
契
沖
自
身
の
内
部
矛
盾
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
今

後
の
課
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
近
世
的
実
証
主
義

は
密
教
僧
が
成
し
遂
げ
た
と
い
う
点
に
近
世
と
い
う
時
代
の
不
可
思

議
さ
や
可
能
性
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
だ
ま

だ
中
世
か
ら
近
世
へ
の
変
容
と
は
安
易
に
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

注
（
1
） 

例
え
ば
、
後
代
に
な
る
が
、
惜
し
く
も
夭
逝
し
た
、
室
町
幕
府

の
九
代
将
軍
足
利
義
尚
（
一
四
六
五
〜
一
四
八
九
）
が
主
催
し
た

『
将
軍
家
歌
合
』（
一
四
八
二
年
）
な
ど
、
三
権
門
の
代
表
（
親
王
・

摂
関
・
将
軍
・
門
跡
）
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
多
く
の
武

将
ま
で
参
加
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
室
町
後
期
に
お
け
る
和
歌
の
王

国
日
本
が
ま
さ
に
現
前
し
て
い
た
。
拙
稿
「
足
利
将
軍
家
に
お
け
る

政
事
と
文
事

─
武
家
執
奏
・
和
歌
・
打
聞
」（
拙
編
『
画
期
と
し

て
の
室
町

─
政
事
・
宗
教
・
古
典
学
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八

年
）
参
照
。

（
2
） 

拙
稿
「
顕
と
密

─
日
本
中
世
の
基
軸
」（『
国
語
と
国
文

学
』
二
〇
一
五
年
八
月
）
参
照
。

（
（
） 

伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究

─
室
町
前
期
』（
桜

楓
社
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
。

（
（
） 

宗
祇
『
両
度
聞
書
』
の
序
文
に
あ
る
「
天
下
は
正
直
の
二
字

に
て
お
さ
ま
る
者
な
り
。
然
ば
此
集
は
正
直
を
姿
と
せ
り
」（
片
桐

洋
一
編
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
（
三
）』
赤
尾
照
文
堂
、
一
九

八
一
年
）
な
ど
と
同
様
の
意
識
で
あ
る
。

 

（
明
星
大
学
教
授
）
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