
し
か
し
、
今
日
の
お
話
は
一
般
的
に
古
筆
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
近
世
前
に
書
写
さ
れ
た
仮
名
書
き
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
歌
集
や
物
語
、
例
え
ば
『
古
今
和
歌
集
」
や
「
源
氏
物
語
」
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
に
書
写
さ
れ
た
古
筆
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
『
源
氏
物
語
」
の
各
時
代
の
古
筆
を
並
べ
て
み
た
の
が
、
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
あ
る

「
源
氏
物
語
の
古
筆
切
」
コ
ピ
ー
資
料
で
す
。
お
断
り
し
て
お
き
た
い
の
は
、
現
実
に
は
平
安
時
代
の
一
『
源
氏
物
語
』
の
写
本
と
い
う
も

の
は
遣
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
「
隆
能
源
氏
」
と
い
わ
れ
る
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
訶
耆
は
遣
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
平
安
の

書
道
の
手
本
に
は
な
ら
な
い
た
め
で
す
。

私
が
今
日
お
話
す
る
の
は
、
一
源
氏
物
語
』
の
古
筆
切
の
害
、
そ
こ
に
言
か
れ
て
い
る
仮
名
の
形
に
関
す
る
話
で
す
。
古
筆
と
は
一
般

的
に
は
近
世
前
に
耆
写
さ
れ
た
、
主
に
仮
名
書
き
の
テ
キ
ス
ト
で
す
。
た
だ
、
書
道
や
美
術
の
ほ
う
で
古
筆
と
い
う
と
、
室
町
以
降
は
含

め
な
い
の
が
普
通
で
す
。
こ
れ
ら
の
分
野
で
対
象
と
す
る
古
筆
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
初
期
ま
で
、
ひ
い
き
目
で
も
十
四
世
紀
初
頭
ま

で
で
す
。
何
故
か
と
言
え
ば
理
由
は
簡
単
で
、
そ
れ
以
降
の
古
筆
は
美
し
く
な
い
と
さ
れ
、
美
し
く
な
い
古
筆
は
美
術
の
研
究
の
対
象
や

時
代
を
映
す
仮
名
の
か
た
ち

ｌ
「
源
氏
物
語
』
の
古
筆
切
の
場
合
Ｉ

別

府
八一入宇

目ロ

子
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こ
れ
が
、
さ
ら
に
室
町
時
代
に
な
る
と
、
重
厚
で
立
派
な
感
じ
が
し
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
に
あ
っ
た
楚
々
と

し
た
、
つ
つ
ま
し
や
か
な
美
し
さ
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

各
時
代
の
仮
名
害
に
つ
い
て
、
ざ
っ
と
し
た
印
象
を
お
話
し
ま
し
た
。
そ
の
印
象
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
言
に
は
色
も

構
図
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
注
目
点
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
一
字
一
宇
の
字
形
で
す
。
た
と
え
ば
、
整
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
堅
苦
し
さ
の
な
い
形
、
整
い
方
が
活
字
の
よ
う
で
、
明
確
で
角

張
っ
た
形
、
少
し
崩
れ
た
形
、
縦
長
な
形
、
扁
平
な
形
、
細
身
で
ス
マ
ー
ト
な
形
、
豊
満
な
形
な
ど
で
す
。

少
し
ゆ
る
ん
だ
と
い
う
感
じ
で
す
、

こ
れ
に
比
較
す
る
と
、
鎌
倉
時
代
の
書
は
、
整
い
方
が
か
っ
ち
り
と
し
た
印
象
で
す
。
活
字
に
慣
れ
て
い
る
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
整
い
方
も
心
地
よ
く
、
美
し
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
書
道
や
美
術
の
世
界
で
は
こ
の
き
ち
ん
と
し
た
整
い
方
は

美
し
い
と
は
認
め
な
い
よ
う
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
仮
名
と
い
う
の
は
、
整
斉
、
謹
直
そ
し
て
明
確
な
印
象
で
す
。
こ
れ
が
南
北
朝
時
代
の

も
の
に
な
る
と
、
そ
の
謹
直
な
感
じ
が
少
し
崩
れ
て
き
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
よ
う
も
な
く
崩
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

｜
ｎ

斗
， 『

源
氏
」
の
古
筆
と
し
て
資
料
に
入
れ
ま
し
た
。

実
際
に
ご
覧
い
た
だ
く
と
、
初
め
て
古
筆
を
目
に
す
る
方
で
も
、
平
安
時
代
の
仮
名
、
鎌
倉
時
代
の
仮
名
、
南
北
朝
時
代
の
仮
名
、
室

町
時
代
の
仮
名
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
名
書
き
か
ら
受
け
る
印
象
は
、
か
な
り
違
う
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
（
図
１
）
。

平
安
時
代
の
「
隆
能
源
氏
」
の
訶
耆
は
、
た
し
か
に
大
変
に
美
し
い
も
の
で
す
。
害
の
美
し
さ
は
な
か
な
か
表
現
し
に
く
い
も
の
で
す

が
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
と
比
較
し
て
み
る
と
、
全
体
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
様
子
が
、
ゆ
っ
た
り
と
優
雅
で
、
た
お
や
か
な
感
じ
で
す
。

た
お
や
か
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
だ
ら
し
な
い
感
じ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
優
雅
な
の
に
整
っ
て
い
る
の
が
、
平
安
時
代
の
仮
名
の
特
徴
で
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『源氏物語」の古筆切の場合一時代を映す仮名のかた
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時代を映す仮名のかた ち－『源氏物語」の古筆切の場合一

の「
乃
」
と
い
う
字
を
見
る
と
、
字
形
は
鎌
倉
期
に
は
非
常
に
ス
マ
ー
ト
な
の
で
す
が
、
南
北
朝
時
代
に
は
少
し
形
が
緩
ん
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
室
町
期
に
な
る
と
、
ど
か
っ
と
座
っ
た
よ
う
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。
「
ひ
」
と
い
う
字
で
は
、
く
る
っ
と
回
す
転
折
の
部
分
が
鎌

倉
期
に
は
非
常
に
鋭
角
な
の
に
対
し
、
南
北
朝
期
に
は
や
や
開
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
室
町
期
に
な
る
と
、
す
っ
か
り
巾
広
に
開

い
て
し
ま
う
た
め
に
、
や
は
り
座
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
「
ぬ
」
と
い
う
字
で
は
、
鎌
倉
期
は
端
正
な
形
で
す
。
そ
れ
が
南
北
朝
期
に

な
る
と
少
し
崩
れ
た
感
じ
に
な
っ
て
、
室
町
期
に
な
る
と
さ
ら
に
崩
れ
た
感
じ
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
「
は
」
や
「
け
」
の
よ
う
な
左
右

の
部
分
か
ら
成
る
仮
名
は
、
鎌
倉
期
に
は
左
右
の
縦
画
が
平
行
に
縦
長
で
ス
マ
ー
ト
で
す
が
、
そ
れ
が
南
北
朝
期
に
は
、
左
右
の
縦
画
の

傾
け
て
書
く
）
が
多
／

こ
れ
が
南
北
朝
期
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
、

み
ま
し
た
（
図
２
）
。

ま
た
、
字
を
構
成
す
る
筆
線
の
様
子
と
い
う
の
も
注
目
点
で
す
。
線
の
太
い
、
細
い
。
書
の
本
な
ど
に
い
う
線
の
肥
痩
で
す
。
あ
る
い

は
、
起
筆
（
筆
の
入
る
と
こ
ろ
）
や
収
筆
（
出
る
と
こ
ろ
）
の
線
質
に
鋭
さ
が
目
立
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
字
と
字
の
つ
な
が
り
で
あ
る
連
綿
の
様
子
も
大
事
な
注
目
点
で
す
。
連
綿
が
伸
び
や
か
で
流
麗
で
あ
る
と
か
、
停
滞
し
て
い

る
と
か
、
連
綿
が
流
麗
な
あ
ま
り
一
字
一
宇
が
読
み
取
り
に
く
い
と
か
、
連
綿
は
あ
る
が
、
一
字
一
宇
が
川
碓
な
形
で
読
み
と
り
や
す
い

と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
に
注
意
し
て
、
改
め
て
『
源
氏
物
語
』
の
古
筆
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

字
形
を
平
安
時
代
と
鎌
倉
時
代
と
で
比
べ
て
み
ま
す
（
図
３
右
）
。
例
え
ば
、
「
あ
や
し
」
「
あ
は
れ
」
の
言
か
れ
方
を
比
較
す
る
と
、

平
安
時
代
は
柔
ら
か
い
感
じ
の
整
い
方
で
、
鎌
倉
時
代
は
禰
字
の
よ
う
に
、
謹
直
な
感
じ
の
整
い
方
で
す
。

筆
線
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
図
ｌ
の
平
安
と
鎌
倉
の
例
を
比
べ
る
と
、
ど
ち
ら
も
細
い
の
で
す
が
、
鎌
倉
時
代
の
方
が
、
側
筆
（
筆
を

傾
け
て
書
く
）
が
多
く
な
る
た
め
に
、
太
い
線
が
所
々
に
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
．
平
安
時
代
の
方
が
、
均
一
に
細
い
感
じ
で
す
。

こ
れ
が
南
北
朝
期
、
室
町
期
に
な
る
と
、
ま
ず
字
形
は
し
だ
い
に
緩
ん
で
、
で
っ
ぷ
り
し
た
感
じ
に
な
り
ま
す
。
筆
線
に
つ
い
て
は
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
墨
が
黒
々
と
し
て
太
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
字
を
鎌
倉
期
、
南
北
朝
、
室
町
期
で
拡
大
し
て
比
較
し
て
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作
る
形
が
横
に
膨
ら
み
、
室
術

た
座
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

筆
線
も
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
、
し
だ
い
に
黒
々
と
太
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

連
綿
に
つ
い
て
も
違
い
を
見
る
た
め
に
、
「
た
ま
へ
ど
」
「
な
れ
ど
も
」
と
い
う
文
字
列
を
平
安
期
と
鎌
倉
期
で
比
べ
て
み
ま
し
た
（
図

３
左
）
。
平
安
期
の
連
綿
は
流
麗
で
連
続
感
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
行
が
、
何
と
な
く
右
に
傾
い
て
い
く
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
直

線
的
な
連
綿
を
す
る
た
め
に
、
下
の
文
字
を
右
に
ず
ら
し
て
連
綿
し
て
ゆ
く
た
め
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
行
の
末
尾
が
右
に
ず
れ
る
の
で

す
。
鎌
倉
期
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
一
行
の
中
の
各
文
字
の
中
心
が
合
っ
て
い
て
、
一
行
の
中
心
は
ず
れ
る
こ
と
な
く
垂
直
に
通
っ
て

い
ま
す
。
文
字
と
文
字
と
が
連
綿
線
で
繋
が
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
前
の
文
字
の
右
下
か
ら
次
の
文
字
の
左
上
に
か
け
て
斜
め
の
連
綿
線

で
繋
が
っ
て
い
た
り
し
ま
す
が
、
直
線
的
な
連
綿
の
た
め
に
、
下
の
字
を
右
に
ず
ら
し
、
そ
の
た
め
に
行
が
右
に
ず
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
鎌
倉
の
仮
名
の
「
き
ち
ん
と
し
た
」
印
象
は
、
こ
の
一
行
の
中
心
線
が
垂
直
に
通
っ
て
い
る
こ
と
に
負
う
所
が
大
き
い
と
思

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
字
形
や
線
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
期
ま
で
は
ス
マ
ー
ト
さ
や
細
さ
は
保
た
れ
て
い
て
、
南
北
朝
期
く
ら
い
を
境

に
、
字
形
は
ど
か
っ
と
座
っ
た
よ
う
な
形
に
、
線
は
黒
々
と
太
く
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
連
綿
に
つ
い
て
は
、
平
安
と

鎌
倉
の
間
で
変
化
し
て
、
鎌
倉
期
以
降
は
一
行
の
中
心
を
垂
直
に
通
す
耆
写
が
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

書
道
や
美
術
の
世
界
で
、
平
安
期
の
古
筆
だ
け
が
評
価
さ
れ
る
の
は
、
直
線
的
で
美
し
い
連
綿
を
評
価
す
る
た
め
で
、
ひ
い
き
目
に
見

が
下
る
に
つ
れ
、
字
、

を
失
っ
て
い
き
ま
す
。

り
ま
せ
ん
。

わ
れ
ま
す
。

鎌
倉
期
以
降
の
南
北
朝
期
、
室
町
期
も
行
が
右
に
ず
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
な
く
、
一
行
の
中
心
は
垂
直
に
通
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
時
代

下
る
に
つ
れ
、
字
間
や
行
川
を
詰
め
た
書
写
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
連
綿
は
ま
す
ま
す
、
伸
び
や
か
な
美
し
さ

室
町
期
に
な
る
と
、
左
右
の
部
分
が
末
広
が
り
に
下
に
広
が
る
の
で
、
重
心
が
下
の
方
に
な
っ
て
、
こ
れ
も
ま
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『
源
氏
物
語
」
の
各
時
代
の
古
筆
切
の
印
象
の
違
い
は
、
和
歌
が
書
写
さ
れ
た
歌
切
で
も
同
様
で
す
。
平
安
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
は
、

連
綿
が
伸
び
や
か
で
直
線
的
で
、
行
は
右
に
ず
れ
て
い
き
ま
す
が
、
鎌
倉
期
に
な
る
と
き
ち
ん
と
、
行
の
中
心
が
垂
直
に
通
る
よ
う
に
な

り
、
活
字
の
よ
う
な
明
確
さ
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
南
北
朝
期
に
な
る
と
、
整
っ
た
字
形
が
少
し
ゆ
る
ん
で
き
て
、
室
町
期
に
な
る
に
つ

れ
、
文
字
は
で
っ
ぷ
り
と
し
た
形
に
、
線
は
太
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
歌
切
の
ほ
う
が
さ
ら
に
そ
の
傾
向
が
強
い
と
い
え
ま
す
。

さ
て
、
で
は
物
語
や
歌
集
の
古
筆
切
の
仮
名
の
言
風
の
印
象
の
違
い
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は

こ
の
よ
う
な
違
い
の
背
景
に
は
、
各
時
代
に
よ
っ
て
、
和
歌
が
主
に
詠
ま
れ
る
場
が
異
な
り
、
そ
の
場
の
違
い
に
よ
っ
て
和
歌
を
記
す
仮

名
の
形
が
異
な
り
、
こ
れ
が
古
筆
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
書
写
に
も
反
映
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
に
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
で
、
和
歌
が
盛
ん
に
贈
答
さ
れ
ま
し
た
。
私
的
な
場
で
詠
ま
れ
た
そ
れ
ら
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
あ
る
程
度
、
そ
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
く
れ
る
の
が
仮
名
消
息
で
す
。
平
安
時
代
の
消
息
を
見
る
と
、
直
線
的
で
息
の
長
い
連
綿
が
見

ら
れ
、
そ
の
直
線
的
な
連
綿
の
た
め
に
、
行
は
右
へ
右
へ
と
流
れ
て
い
き
ま
す
。
平
安
時
代
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
贈
答
さ
れ
た
和
歌
も
こ

ま
た
、
室
町
時
代
に
は
、
公
宴
歌
会
や
公
宴
続
歌
の
よ
う
な
儀
礼
的
な
場
、
歌
会
で
和
歌
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
主
に
な
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
場
で
し
た
た
め
ら
れ
た
和
歌
懐
紙
や
短
冊
の
仮
名
言
は
、
睾
色
も
黒
々
と
立
派
で
武
張
っ
た
印
象
が
あ
り
ま
す
。

ら
れ
、
そ
の
直
線
的
な
連
綿
の
た
盛

の
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

て
十
四
世
紀
ま
で
を
古
筆
と
認
め
る
の
は
、
こ
の
時
期
ま
で
は
、
何
と
か
字
形
と
筆
線
に
ス
マ
ー
ト
さ
と
細
さ
が
保
た
れ
て
い
る
た
め
で

っ
て
い
キ
エ
９
。

し
よ
》
っ
。

一
方
、
鎌
倉
時
代
に
は
和
歌
が
公
的
な
場
や
文
学
的
な
場
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
メ
イ
ン
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
、
吾

か
れ
る
和
歌
懐
紙
や
定
数
歌
の
文
字
は
、
場
に
ふ
さ
わ
し
く
明
確
で
き
ち
ん
と
整
い
、
行
が
右
に
寄
る
こ
と
な
く
、
中
心
線
が
垂
直
に
通

－45－



歌
集
や
物
語
な
ど
の
写
本

平安室町 鎌倉

心
優
雅

場

［
Ｍ
Ｈ
Ⅱ
］
明
確
蕊
目
の主

月日

蕊職;八

重
厚

N 》
坪
倉

儀礼的な場 プライベートな場 和
歌
が
メ
イ
ン
に
詠
ま
れ
る
場
と

そ
れ
に
即
し
た
仮
名§

公宴歌会の懐紙や短冊等

典礼にふさわしい重厚､立

派な形

歌会の折の和歌懐紙､定

数歌等

緊張を伴う場で､表現内容

を明確に伝える意志的で

厳格な形

図 4

男女間や親密な人同士の

贈答等

個人の心情を伝える情趣

あふれる優雅な形

い
ま
挙
げ
た
の
は
、
各
時
代
に
、
和
歌
が
メ
イ
ン
に
詠

ま
れ
た
場
と
、
そ
れ
を
記
し
た
文
字
で
あ
る
仮
名
の
様
子

で
す
。
そ
れ
ら
は
各
時
代
の
自
詠
の
和
歌
と
そ
れ
を
記
し

た
自
筆
の
仮
名
の
様
子
な
の
で
す
が
、
こ
の
各
時
代
に
メ

イ
ン
で
あ
っ
た
自
詠
自
筆
の
仮
名
の
か
た
ち
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
の
古
筆
、
つ
ま
り
お
そ
ら
く
は
能
書
家
が
テ
キ

ス
ト
を
書
写
し
た
仮
名
の
か
た
ち
と
は
響
き
合
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
平
安
時
代
は
、
王

に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
で
、
男
女
間
や
親
密
な
人
同
士
で

贈
答
さ
れ
る
も
の
と
し
て
和
歌
が
詠
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な

個
人
の
心
情
を
表
現
す
る
た
め
に
、
息
の
長
い
連
綿
や
睾

色
の
濃
淡
、
細
く
消
え
入
り
そ
う
な
線
質
な
ど
、
た
お
や

か
で
、
情
緒
あ
ふ
れ
る
耆
式
の
仮
名
が
書
か
れ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
平
安
期
の
古
筆
が
、
歌
集
や
物
語
の
テ
キ

ス
ト
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
長
い
連
綿
や
、
呈
色
の
濃

淡
な
ど
、
優
雅
さ
や
た
お
や
か
さ
を
重
視
し
た
書
写
は
、

こ
れ
ら
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
、
和
歌
が
公
的
な
場
や
文
学
的
な
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場
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
メ
イ
ン
に
な
る
と
、
こ
れ
を
記
す
仮
名
の
形
は
、
緊
張
を
伴
う
場
で
、
表
現
内
容
を
明
確
に
伝
え
る
、
意
思
的
で

厳
格
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
和
歌
懐
紙
や
定
数
歌
に
、
美
し
い
連
綿
の
た
め
に
行
が
右
に
寄
っ
て
い
く
こ
と
や
、
睾
色
の
濃
淡
、
消

え
入
り
そ
う
に
細
い
線
は
必
要
の
な
い
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
緊
張
し
た
場
で
の
き
ち
ん
と
し
た
害
き
方
が
、
鎌
倉
期
の
明
確
で
整
っ

た
写
本
の
仮
名
に
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

室
町
時
代
に
は
公
宴
歌
会
で
懐
紙
や
短
冊
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
文
字
は
典
礼
に
ふ
さ
わ
し
い
、
重
厚
で
立
派
な
仮
名
が
求

め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
懐
紙
の
端
作
り
に
も
、
題
に
も
、
和
歌
本
文
に
も
漢
字
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と

が
、
仮
名
の
か
た
ち
に
与
え
た
影
響
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
室
町
時
代
の
写
本
の
、
重
心
が
下
に
あ
る
、
ど
っ
か
り
と
座
っ
た
よ
う

な
か
た
ち
の
仮
名
は
、
懐
紙
や
短
冊
に
記
さ
れ
る
仮
名
の
か
た
ち
と
響
き
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
か
た
ち
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
平
安
時
代
の
古
筆
が
美
し
く
、
評
価
に
値

す
る
の
は
確
か
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
言
っ
て
し
ま
う
の
は
簡
単
で
す
が
、
で
は
、
そ
の
後
の
時
代
の
古
筆
は
全
く
美
し
く
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
文
化
と
し
て
仮
名
の
か
た
ち
を
考
え
た
場
合
、
時
代
に
よ
っ

て
そ
れ
が
変
化
を
す
る
の
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
何
か
が
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
私
は

各
時
代
の
古
筆
の
か
た
ち
を
、
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
「
源
氏
物
語
」
の
古
筆
を
例
に
、
お
話
し
て
み
ま
し

岸
」
○
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