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五
⽉
⼆
⼗
⽇
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
︑
め
-
た
に
使
う
こ
と
の
な
い
波
⽌
場
会
館
の
⼤
会
議
室
２
で
す
︒ 

︵
予
約
に
遅
れ
を
と
り
ま
し
た
︒
卯
年
⽣
れ
で
す
か
ら
し
P
う
が
な
い
で
す
か
ね
S
︶ 

い
つ
も
の
４
Ｂ
の
奥
で
す
︒
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
︒ 

さ
て
︑
テ
a
マ
の
⽅
は
︑ 

︽﹁
伊
勢
物
語
﹂
型
と
﹁
源
⽒
物
語
﹂
型
︾ 

と
し
て
お
き
ま
す
︒ 

前
回
︑
光
琳
の
﹁
燕
⼦
花
屏
⾵
﹂
を
眺
め
な
が
ら
︑
光
琳
は
﹁
伊
勢
物
語
﹂
派
だ
と
い
う
推
理
を
し
ま
し
た
︒ 

光
琳
の
制
作
姿
勢
は
︑﹁
伊
勢
物
語
﹂の
⽂
体
と
親
戚
だ
と
い
う
こ
と
を
⾔
い
た
か
-
た
の
で
す
が
︑そ
の
さ
い
︑

﹁
伊
勢
物
語
﹂
型
と
対
⽐
し
た
の
が
﹁
源
⽒
物
語
﹂
型
で
し
た
︵
広
い
意
味
で
の
表
出
体
と
し
て
の
⽂
体
の
型
の

対
⽐
で
す
︶︒ 

今
回
は
︑
こ
の
問
題
を
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
テ
ク
ス
ト
を
味
わ
い
な
が
ら
︑
も
う
少
し
煮
詰
め

た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

︵
以
上
︑
前
⼝
上
︶ 

 

 
去
年
の
⼗
⼆
⽉
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
し
た
か
︽
作
品
が
⽤
意
し
て
い
る
三
つ
の
感
興
︾
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
︒ 

﹁
作
品
鑑
賞
﹂
な
ど
と
⾔
い
ま
す
が
︑
こ
の
﹁
鑑
賞
﹂
の
中
⾝̶

そ
の
作
業
過
程

プ

ロ

セ

ス

を
少
し
分
析
し
て
み
る
と
︑
三

つ
の
層
か
ら
出
来
て
い
る
こ
と
が
解
り
ま
す
︒
ま
ず
︑ 

①
作
品
に
向
い
合
い
︑そ
の
作
品
世
界
に
浸
る
喜
び
︒こ
れ
が
感
興
・
喜
び
の
い
ち
ば
ん
外
側
を
包
ん
で
い
ま
す
︒ 

②
そ
う
し
て
作
品
を
眺
め
て
い
ま
す
と
︑
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
︑
い
ろ
ん
な
発
⾒
を
し
ま
す
︒
意
図
的
に
疑

問
を
⾒
つ
け
て
⾏
く
⼈
も
い
ま
す
︒美
術
館
の
鑑
賞
ガ
イ
ド
な
ん
か
そ
の
⽅
法
を
使
い
ま
す
ね﹁
そ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
⽩
い
塊
は
な
ぜ
⽩
な
の
で
し
P
う
か
﹂と
か
︒そ
う
い
う
問
い
か
け
が
新
し
い
知
識
を
与
え
て
く
れ
ま
す
︒

⼆
番
⽬
の
感
興
は
︑
作
品
か
ら
知
識
を
得
る
喜
び
で
す
︒ 

③
は
︑
そ
ん
な
作
品
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
制
作
さ
れ
た
か
︑
そ
の
制
作
過
程
を
推
理
し
制
作
⽅
法
を
知
る
喜
び

で
す
︒
こ
れ
は
専
⾨
的
な
作
業
に
⾒
え
ま
す
が
︑
誰
で
も
︑
そ
の
専
⾨
的
な
領
域
の
⼀
部
を
共
有
出
来
た
と
き
︑

そ
の
作
品
と
作
者
の
内
奥
に
触
れ
た
︑つ
ま
り
と
出
会
え
た
気
分
が
得
ら
れ
ま
す
︒専
⾨
家
は
専
⾨
家
で
そ
の
⽅

法
を
⽰
唆
さ
れ
⾃
分
の
仕
事
に
活
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

 
こ
う
し
て
︿
浸
る
﹀︿
⾒
つ
け
る
﹀︿
知
る
﹀
の
三
つ
の
感
興
は
︑
そ
ん
な
に
分
析
的
な
過
程
を
経
な
く
︑
し
か

し
継
起
的
に
重
な
り
合
い
な
が
ら
︑︿
作
品
﹀
と
作
品
を
観
る
︿
私
﹀
の
関
係
を
作
り
上
げ
て
⾏
き
ま
す
︒ 

 
こ
れ
は
作
品
を
味
わ
う
感
興
で
す
が
︑こ
の
感
興
が
あ
-
て
こ
そ
︑作
者
⾃
⾝
も
制
作
す
る
喜
び
を
持
つ
こ
と
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が
出
来
る
の
で
す
︒ 

 
制
作
す
る
場
合
に
別
の
作
品
が
⼤
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
／
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
の
は
︑こ
の︿
三
つ
の

感
興
﹀
が
作
者
の
裡
に
揃
-
て
︑
③
の
⽅
法
を
⽰
唆
し
て
い
る
と
き
で
す
︒ 

 
光
琳
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄と
謡
曲
の﹁
杜
若
﹂か
ら
こ
ん
な
⽰
唆
を
得
て
あ
の
屏
⾵
を
着
想
し
た
の
で
し
P
う
︒ 

 
前
回
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
で
は
︑
そ
の
着
想
振
り
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
終
-
て
し
ま
-
た
の
で
す
が
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄

と
﹃
源
⽒
物
語
﹄
が
光
琳
の
中
で
ど
ん
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
︑
今
⽇
は
も
う
少
し
⼆
つ
の
﹁
物
語
﹂
の
そ
の

⽂
体
の
特
徴
を
︑
奥
⾏
き
を
持
-
て
眺
め
︑
そ
の
違
い
を
は
-
き
り
さ
せ
︑
こ
れ
は
光
琳
だ
け
で
な
く
︑
⽇
本
の

美
と
知
の
営
み
の
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
で
働
い
て
い
る
﹁
型
﹂
で
あ
る
こ
と
を
︑
考
え
て
⾏
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

 
つ
ま
り
︑
も
-
と
具
体
的
に
イ
セ
型
と
ゲ
ン
ジ
型
は
ど
の
よ
う
に
異
な
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
発
揮
し
︑
そ

れ
ぞ
れ
と
関
わ
り
合
-
て
い
る
か
︒
そ
れ
を
⾒
届
け
た
い̶
そ
こ
で
︑
ま
ず
﹃
伊
勢
物
語
﹄
と
﹃
源
⽒
物
語
﹄
の

冒
頭
の
⽂
章
を
じ
-
く
り
味
わ
-
て
︑
い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
し
P
う
︒ 

 
そ
の
前
に
︒
も
う
少
し
︑
予
備
体
操
を
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
は̶

 

 
こ
の
⽇
本
列
島
に
あ
-
て
営
ま
れ
て
き
た
美
と
知
の
活
動
の
発
端
は
︑﹁
⼟
﹂
を
握
-
て
掌

て
の
ひ
ら

を
開
き
︑
そ
の

⼟
塊

つ
ち
く
れ

に
⼈
形

ひ
と
が
た

を
⾒
た
と
こ
ろ
︵
縄
⽂
草
創
期
の
粥
⾒
井
尻
⼟
偶
の
誕
⽣
︶
か
ら
観
察
出
来
ま
す
︒
こ
れ
は
ま
た
︑

︿
⾒
⽴
て
﹀
と
い
う
⽅
法
の
誕
⽣
で
も
あ
り
ま
す
︒ 

 
こ
の
︿
⾒
⽴
て
﹀
と
い
う
⽅
法
意
識
が
︑
⻑
い
な
が
い
縄
⽂
の
諸
時
代
を
潜く

ぐ

り
な
が
ら
︑
弥
⽣
時
代
を
経
て
古

墳
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
へ
つ
な
が
り
︑
⼤
陸
か
ら
来
た
︿
⽂
字
⽂
化
﹀
と
出
会
い
︑︿
無
⽂
字
時
代
﹀
は
終
り

を
告
げ
︑
そ
こ
で
⻑
い
あ
い
だ
溜
め
込
ん
で
き
た
い
ろ
い
ろ
な
経
験
︵
知
︶
を
︑
⽂
字
表
出
に
よ
る
情
感
と
思
考

組
織
の
奥
に
沈
め
ま
す
︒
発
す
れ
ば
す
ぐ
に
消
え
記
憶
と
い
う
眼
に
視
え
な
い
⼈
の
⾝
体
の
ど
こ
か
に
蓄
積
さ

せ
て
お
く
し
か
な
か
-
た
⾔
葉
が︵
そ
れ
は
い
つ
ど
ん
な
ふ
う
に
変
質
変
形
し
︑あ
る
い
は
消
滅
す
る
か
も
し
れ

な
い
︶︑
⽂
字
と
い
う
⼈
の
⼒
で
消
す
こ
と
の
出
来
な
い
形
を
も
-
て
︑
永
遠
に
遺
し
て
置
く
モ
ノ
と
な
-
て
︑

登
場
し
た
の
で
す
︒
⼤
陸
で
は
︑
そ
う
や
-
て
﹁
世
界
﹂
を
︑
⾃
分
の
︵
⼈
の
︶
掌
に
納
め
／
治
め
て
い
る
こ
と

を
教
え
ら
れ
た
の
で
す
︒ 

 
そ
れ
ま
で
の
⼟
の
塊
︵
⼟
偶
︑
⼟
器
︶
や
壁
に
模
様
を
彫
-
た
り
︵
線
紋
︶
塗
り
込
ん
だ
り
︵
漆
︶︑
草
や
藁

を
編
ん
で
染
め
た
り
︵
⾐
類
︑
籠
な
ど
︶︑
⽊
を
組
ん
で
住
居
や
乗
物
︵
⾈
︶
を
作
-
た
り
︑
⾷
物
の
⽤
意
︑
煮

炊
き
︑
保
存
を
し
︵
⽯
器
︑
壺
︑
鉢
︶︑
⾝
体
を
飾
-
た
り
︵
装
⾝
具
︑
刺
⻘
な
ど
︶
し
て
い
た
と
き
に
遺
し
伝

え
て
き
た
図
柄
︑
模
様
と
決
定
的
に
異ち

が

う
な
に
か
︑̶

﹁
永
遠
﹂
を
⼈じ

ぶ
ん

の
⼿
で
形
に
す
る
⽅
法
を
確
実
な
も
の
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に
す
る
こ
と
を
︑
⽂
字
は
可
能
に
し
た
の
で
す
︒
図
柄
や
模
様
も
ま
た
﹁
永
遠
﹂
へ
の
願
い
祈
り
を
籠
め
て
作
ら

れ
て
い
た
け
れ
ど
︑﹁
声
﹂
が
そ
の
ま
ま
形
を
取
る
︑
そ
し
て
そ
れ
が
ナ
ニ
モ
ノ
デ
モ
ナ
ク
︑
ソ
ノ
モ
ノ
デ
ア
ル

概
念
︑
思
惟
の
形
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
︑
そ
ん
な
ふ
う
な
﹁
永
遠
﹂
性
は
も
て
な
か
-
た
︒
そ
の
技
を
獲
得
し
た

の
で
す
︒
こ
れ
を
︿
掌
か
ら
⼿
へ
﹀
と
象
徴
的
に
⾔
う
こ
と
が
出
来
ま
す
︒︿
無
⽂
字
⽂
化
﹀
か
ら
︿
⽂
字
⽂
化
﹀

へ
の
歴
史
的
転
換
は
︑
⼈
の
技
の
︿
掌
か
ら
⼿
へ
﹀
の
変
化
で
す
︒︿
産
む
﹀
か
ら
︿
作
る
﹀
へ
の
転
換
と
⾔
い

換
え
る
こ
と
も
出
来
ま
す
︒ 

 
 
古
倭や

ま
と

⾔
葉
は
声
の
み
で
伝
え
合
-
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
時
期
︑
⽂
字
と
し
て
漢
字
を
使
-
て
倭
語
順
漢
⽂

が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
万
葉
仮
名
前
⾝
で
す
︒
弥
⽣
末
か
ら
古
墳
時
代
で
す
︒
そ
う
い
う
試
み
を
経
て
︑
万
葉

仮
名
︵
漢
字
の
⾳
を
倭
⾔
葉
の
⾳
と
照
応
さ
せ
た
漢
字
を
選
び
表
記
す
る
︶
が
考
え
出
さ
れ
ま
す
︒
こ
の
と
き
す

べ
て
の
⾳
を
⼀
つ
づ
つ
漢
字
に
宛
て
て
⽂
に
す
る
と
︑と
て
つ
も
な
く
⻑
い
⽂
章
に
な
る
し
︑画
数
の
多
い
⼀
字

⼀
字
の
書
記
に
費
や
す
時
間
も
語
る
と
き
の
声
の
速
さ
と
対
応
し
な
い
︑
等
々
の
理
由
か
ら
例
外
を
作
-
た
︒

玖
沙
訶

く

さ

か

と
い
う
姓
は
⽇
下
の
ま
ま
に
す
る
と
か
︑
帯
の
字
で
多
羅
斯

た

ら

し

と
訓
ず
る
と
か
を
し
た
︵﹁
古
事
記
序
﹂
太
安

萬
侶
︶︒
こ
の
例
外
は
︑
倭
⾔
葉
使
⽤
者
の
お
気
に
⼊
り
に
な
-
た
よ
う
で
︑
万
葉
集
で
は
ど
ん
ど
ん
そ
の
使
⽤

域
が
拡
張
し
て
⾏
き
︑﹁
相
⾒
つ
る
か
も
﹂
を
﹁
相
⾒
鶴
鴨
﹂
と
書
い
た
り
︑﹁
懐
か
し
﹂
を
﹁
夏
樫
﹂
と
書
い
た

り
す
る
⼈
が
出
て
来
ま
す
︒
つ
い
に
は
︑
後
世
﹁
偽
書
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
ん
な
表
記
も
あ
り
ま
す
︒
万
葉
仮

名
で
書
き
ま
す
︒ 

 
若
草
乃

わ
か
く
さ
の

新
⼿
枕

に
い
た
ま
く
ら

乎を

巻
始
⽽

ま
き
そ
め
て

夜
哉

よ
を
や

将
間

へ
だ
て
む

⼆
⼋
⼗
⼀

に

く

く

不
在

あ
ら
な

国く
に 

 
︵
若
草
の
新
⼿
枕

に
い
た
ま
く
ら

を
ま
き
そ
め
て
夜よ

を
や
へ
だ
て
む
⼆
⼋
⼗
⼀

に

く

く

あ
ら
な
く
に
︶︵
巻
⼗
⼀
 

２
５
４
２
︶ 

﹁
⼋
⼗
⼀
﹂
と
書
い
て
﹁
く
く
﹂
と
訓よ

ま
せ
る
の
で
す
︒
ほ
か
に
こ
の
歌
は
︑﹁
国
﹂
な
ど
も
倭
⾳
で
訓
ま
せ
た

り
︑
⼀
⾳
⼀
字
原
則
か
ら
離
れ
て
⾃
在
に
表
記
し
て
い
ま
す
が
︑﹁
⼋
⼗
⼀
﹂
と
書
い
て
﹁
く
く
3
九
九
﹂
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
︒
独
創
的
で
さ
え
あ
り
ま
す
︒
と
い
う
よ
り
遊
ん
で
い
ま
す
︒
万
葉
集
で
こ
の
作
者
だ
け
が
こ
ん

な
遊
び
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
ほ
か
に
も
︵
次
の
は
⻑
歌
な
の
で
︑
該
当
部
冒
頭
だ
け
を
引
⽤
し
ま
す
︶︑ 

百
岐
年

も
も
き
ね

三
野

み

の

之の

国く
に

之の

⾼
北
之

た
か
き
た
の

⼋
⼗
⼀
隣
之

く

く

り

の

宮
尓

み
や
に

⽇
向
尓

ひ
む
か
ひ
に…

 

 
︵
も
も
き
ね
美
濃

み

の

の
国く

に

の
⾼
北

た
か
き
た

の
泳く

く
り

の
宮み

や

に
⽇
向

ひ
む
か
ひ

に…

︶︵
巻
⼗
三
 

３
２
４
２
︶
と
か
︑ 

⽟
社
者

た
ま
こ
そ
ば

緒
之
絶
薄

を
の
た
え
ぬ
れ
ば

⼋
⼗
⼀
⾥

く

く

り

喚
鶏

つ

つ

⼜
物

ま
た
も

逢
登
⽈

あ
ふ
と
い
へ

⼜
⽑
不
相
物
⾳

ま
た
も
あ
は
ぬ
も
の
は

嬬
尓
有
来

つ
ま
に
あ
り
け
り…

 

 
︵
⽟
こ
そ
ば
緒を

の
絶た

え
ぬ
れ
ば
く
く
り
つ
つ
ま
た
も
合
ふ
と
い
へ
ま
た
も
あ
は
ぬ
も
の
は
妻
に
あ
り
け
り…

︶ 

 
︵
巻
⼗
三
 

３
３
３
０
︶ 
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な
ど
あ
り
︑﹁
⼋
⼗
⼀
﹂
を
﹁
く
く
﹂
と
訓
ま
せ
る
表
記
法
は
⼀
般
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒ 

 
ほ
か
に
も
︑﹁
⼗
六
﹂
を
﹁
し
し
﹂
と
訓
じ
た
り
︵﹁
朝
猟

あ
さ
か
り

に
⼗
六

し

し

踏
み
起
し
⼣
猟

ゆ
う
か
り

に
⿃
踏
み
⽴
て
﹂︵
巻
六
 

９

２
６
︶
な
ど
も
あ
り
ま
す
︒
も
う
⼀
つ
紹
介
し
た
い
例
が
あ
り
ま
す
︵
こ
れ
も
⻑
歌
な
の
で
⼀
部
だ
け
の
引
⽤
に

し
ま
す
が
︑
万
葉
集
巻
九
に
﹁
天
平
元
︵
１
７
９
２
︶
年
冬
⼗
⼆
⽉
の
歌
﹂
と
あ
-
て
︑
班
⽥
使

は
ん
で
ん
し

と
し
て
駆
り
出

さ
れ
た
下
級
官
吏
の
嘆
き
の
歌
で
す
︶︒ 

 …

毎
⾒

み
る
ご
と
に

恋
者

こ
ひ
は

雖
益

ま
さ
れ
ど

⾊
⼆

い
ろ
に

⼭
上
復
有
⼭

出

︵

い

で

︶

者
は
︵
ば
︶

⼀ひ
と

可
知

し
り
ぬ
べ

美み…
 

 
 
 
 
 
 
 
 

︵
⾒
る
ご
と
に
恋
は
ま
さ
れ
ど
⾊い

ろ

に
出い

で

ば
⼈
知
り
ぬ
べ
み
︶︵
１
７
８
７
︶ 

﹁
⼭
上
復
⼭
有

や
ま
の
う
え
に
ま
た
や
ま
あ
り

﹂
と
訓
じ
た
い
語
順
で
﹁
⼭
﹂
の
う
え
に
﹁
⼭
﹂
で
す
か
ら
﹁
出
﹂
と
い
う
漢
字
を
⽰
し
て
い
る

わ
け
で
す
︒﹁
出
﹂
を
宛
て
て
お
け
ば
い
い
と
こ
ろ
で
す
︒
古
事
記
︵
和
銅
五
年
７
１
２
年
︶
の
時
代
に
試
み
提
起

さ
れ
た
和
⽂
表
記
の
原
則
が
︑万
葉
集
で
は︵
こ
れ
は
７
２
９
年
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
⼆
⼗
年
と
経
-
て
い

ま
せ
ん
︶
こ
ん
な
遊
び
が
出
来
る
ほ
ど
漢
字
3
か
な
表
記
が 
⾃
在
さ
が
成
熟
し
て
い
る
の
に
驚
き
ま
す
︒ 

 
こ
の
遊
び
が
︑
時
を
超
え
て
俳
諧
と
い
う
世
界
を
産
ん
だ
の
で
す
が
︵
そ
の
間
数
百
年
︑
俳
諧
の
⽔
脈
は
深
く

潜
航
し
て
い
た
の
で
す
ね
︶︑
⽂
字
を
誌
す
に
当
-
て
漢
字
を
仮
名
化
し
て
⾏
く
過
程
で
の﹁
漢
字
﹂と﹁
仮
名
﹂

と
い
う
⾔
葉
の
表
記
の
た
め
の
⼆
つ
の
軸
の
⾃
在
な
選
択
姿
勢

く
み
あ
わ
せ

が
︑
こ
の
時
代
の
⼈
び
と
の
知
を
⽀
え
て
お
り
︑

そ
れ
が
︑
伊
勢
物
語
型
と
源
⽒
物
語
型
︵
も
う
⼀
つ
の
︿
⼆
軸
﹀︶
を
誘
い
出
し
た
と
⾔
え
る
で
し
P
う
︒ 

 
  

 
 

⽇
本
の
⽂
化
は
︑
無
⽂
字
⽂
化
が
⽂
字
⽂
化
と
出
会
-
た
と
き
︿
⼆
軸
︵
⼆
中
⼼
軸
︶
楕
円
形
﹀
の
思
考
の 

 
 
基
盤
を
作
り
ま
し
た
︒
と
い
う
こ
と
は
︑︿
⼆
軸
︵
⼆
中
⼼
軸
︶
楕
円
形
﹀
の
思
考
は
︑
そ
れ
以
前
の
列
島 

 
 
無
⽂
字
⽂
化
時
代
に
あ
-
て
︑じ
-
く
り
と
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒⽂
字
⽂
化
の
時
代
に
⼊ 

 
 

-
て
も
︑
こ
の
︿
⼆
軸
楕
円
形
﹀
の
思
考
の
か
た
ち
は
続
い
て
⾏
き
ま
す
︒
縄
⽂
弥
⽣
⽂
化
を
︑
こ
の
︿
⼆ 

 
 
軸
楕
円
形
﹀
思
考
の
醸
成
期
と
し
て
⾒
直
し
て
⾏
く
作
業
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒
も
-
と
も
︑
列
島
の
歴
史 

 
 

を
こ
の
︿
⼆
軸
楕
円
形
﹀
の
原
理
で
整
理
す
る
作
業
も
不
可
⽋
で
す
ね
︒ 

 

﹃
源
⽒
物
語
﹄
は
意
外
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
古
代
中
国
漢
⽂
学
を
背
景
に
持
-
て
い
ま
す
︒ 

︵
今
⽇
読
む
﹁
桐
壺
﹂
で
確
認
出
来
ま
す
︶ 

﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
︑
古
倭
⾔
葉
︵
無
⽂
字
⽂
化
︶
を
背
景
に
し
て
い
ま
す
︒
古
倭
⾔
葉
を
背
景
に
す
る
限
り
︑
⽂

字
を
使
-
て
の
叙
述
は
極
⼒
控
え
／
抑
え
︑
少
な
⽬
で
す
︒ 
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﹃
源
⽒
物
語
﹄
の
作
者
は
︑
⽂
字
と
し
て
の
⾔
葉
の
限
界
を
知
-
て
い
て
︑
⼀
つ
ひ
と
つ
⼀ひ

と

群む
れ

⼀
群
の
⾔
葉
の
働

き
を
最
⼤
限
に
発
揮
さ
せ
よ
う
と
記
述
し
て
⾏
き
ま
す
︵
近
代
へ
！
︶︵
そ
れ
で
も
︑
源
⽒
物
語
の
⽂
体
に
み
ら

れ
る
⽂
章
や
⾔
葉
振
り
が
⾔
外
に
含
む
余
韻̶

無
⽂
字
⽂
化
の
遺
産̶

は
︑
近
代
⾔
語
の
持
つ
余
韻
よ
り
は
る

か
に
多
く
豊
か
で
す
︶︒ 

﹃
伊
勢
物
語
﹄
は
⽂
字
と
し
て
の
⾔
葉
の
⼀
つ
ひ
と
つ
︑
⼀
群

ひ
と
む
れ

⼀
群
の
働
き
は
最
⼩
限
に
し
て
︑
そ
の
⽂
字
振
り

素
朴
に
誌
し
て
︑
そ
こ
か
ら
響
き
出
る
︿
声
﹀
と
︿
像
﹀
の
働
き
を
⾃
在
に
さ
せ
て
い
ま
す
︒
そ
の
こ
と
が
後
世

逆
に
働
き
︑﹁
男
﹂を
史
上
の
実
在
の
⼈
物︵
業
平
︶に
仮
定
す
る
解
釈
を
蔓
延
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
︒ 

 

 
こ
ん
な
こ
と
を
前
も
-
て
⼼
得
て
お
い
て
い
た
だ
く
と
︑
⼆
つ
の
物
語
の
原
⽂
を
楽
し
く
読
め
る
の
で
は
な

い
か
︑
と
誌
し
て
み
ま
し
た
︒ 


