
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
○
○
○
年
前
の
寛
弘
五
年
二
○
○
八
）
十
一
月
一
日
、
こ
れ
は
旧
暦
で
す
の
で
現
在
の
暦
で
は
一
二
月
七
日
に

あ
た
り
ま
す
が
、
こ
の
日
、
藤
原
道
長
の
屋
敷
で
五
○
日
目
の
誕
生
祝
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
漢
字
で
「
五
十
日
」
と
言
い
て
「
イ
カ
」

あ
つ
ひ
ら

と
訓
み
ま
す
。
こ
れ
は
道
長
の
娘
彰
子
が
一
条
天
皇
の
皇
子
敦
成
親
王
を
出
産
し
た
お
祝
い
で
す
。
こ
の
宴
会
を
記
録
し
た
『
紫
式
部
日

記
」
で
初
め
て
、
「
源
氏
物
語
」
の
名
が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
た
最
初
の
記
録
と
い
う
こ
と
に
な

律
手
と
い
、
う
こ
と
で
‐
す
。

記
」
で
初
め
一

る
わ
け
で
す
。

「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
由
来
は
「
源
氏
物
語
』
と
い
う
名
前
が
確
か
な
記
録
に
登
場
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
千

力
み

左
衛
門
の
督
（
藤
原
公
任
）
、
「
あ
な
か
し
こ
◎

人
も
見
え
給
は
ぬ
に
、
か
の
う
へ
は
ま
い
て
、

｜
『
源
氏
物
語
」
の
「
一
○
○
年
」

源
氏
物
語
の

ｌ
「
下
田
講
義
」
か
ら
「
阿
部
以
後
」
へ
Ｉ

▲

○
○
年

こ
の
わ
た
り
に
、
わ
か
む
ら
さ
き
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
う
か
が
ひ
給
ふ
。
源
氏
に
似
る

い
か
で
も
の
し
給
は
む
と
、
聞
き
ゐ
た
り
。
…
…
お
そ
る
し
か
る
べ
き
夜
の
御
酔
ひ

横

井
孝
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颪氏物語の一○○年

「
源
氏
物
語
』
全
体
、
五
十
四
帖
が
い
つ
完
結
し
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
紫
式
部
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
こ
の
時
点
よ
り
も
う
少

し
後
の
こ
と
で
す
が
、
正
確
に
い
つ
亡
く
な
っ
た
か
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
を
区
切
り
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
と
い
っ
て
も
、
大
体
一
○
○
○
年
前
こ
ろ
に
「
源
氏
物
語
」
が
出
来
上
が
っ
た
と
考
え
れ
ば
い

い
で
し
ょ
う
。
稲
賀
敬
二
氏
が
一
○
一
○
年
春
に
宇
治
十
帖
完
成
、
つ
ま
り
全
体
の
完
成
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
含
源
氏

の
作
者
紫
式
部
」
新
典
社
、
一
九
八
二
年
二
月
刊
）
、
私
は
こ
れ
を
支
持
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
五
十
四
帖
が
完
結
し
た

と
い
う
意
味
で
の
「
千
年
紀
」
は
も
う
少
し
後
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
学
問
的
な
細
か
い
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
、

「
源
氏
物
語
」
が
今
年
で
ほ
ぼ
一
○
○
○
歳
と
い
う
こ
と
で
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
本
日
の
テ
ー
マ
は
「
源
氏
物
語
一
○
○
年
」
で
す
か
ら
、
ゼ
ロ
が
一
つ
足
り
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は

こ
の
「
一
○
○
年
」
と
い
う
の
は
実
践
女
子
大
学
の
歴
史
と
ち
ょ
う
ど
重
な
り
ま
す
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
の
歴
史
に
お
い
て
は
こ
の

一
○
○
年
が
ま
さ
に
激
動
の
時
代
に
あ
た
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
考
盧
し
て
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
内
容
で
ご
理
解
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

な
め
り
と
見
て
、
事
果
つ
る
ま
ま
に
、
宰
相
の
君
（
女
房
）
に
い
ひ
あ
は
せ
て
、
隠
れ
な
む
と
す
る
に
、
東
お
も
て
に
殿
の
君
達
、

宰
相
の
中
将
（
源
経
房
）
な
ど
入
り
て
、
さ
わ
が
し
け
れ
ば
、
ふ
た
り
御
帳
の
う
し
ろ
に
居
か
く
れ
た
る
を
。
：
。
：

（
岩
波
文
庫
、
四
一
～
四
二
頁
。
た
だ
し
黒
川
本
に
よ
る
）

と
あ
る
一
節
が
そ
れ
で
す
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
「
若
紫
」
と
い
う
名
前
だ
け
が
出
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
段
階
で
「
若
紫
の
巻
」

が
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
、
当
時
の
公
家
た
ち
に
す
で
に
「
若
紫
」
で
通
じ
る
程
度
に
読
ま
れ
て
い

た
わ
け
で
す
か
ら
、
当
時
の
文
献
の
伝
わ
り
方
か
ら
し
て
、
少
な
く
と
も
半
年
な
い
し
一
年
以
上
前
に
は
完
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
よ
う
か
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大
沢
本
の
発
見

一
つ
は
「
大
沢
本
発
見
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
で
す
。
こ
れ
は
、
七
月
二
二
日
の
全
国
紙
ま
た
京
都
新
聞
な
ど
で
も
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

、
、

、
、
、

各
新
聞
で
は
「
大
沢
本
発
見
」
と
い
う
見
出
し
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
再
発
見
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
確
で
し
ょ
う
。
第
二
次

大
戦
の
直
前
、
昭
和
一
○
年
代
の
初
め
こ
ろ
で
す
が
、
東
京
帝
国
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
池
田
亀
鑑
氏
が
こ
の
大
沢
本
を
発
見
し
て
、
調

査
し
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
時
間
切
れ
で
調
べ
き
れ
ず
、
そ
の
後
行
方
が
知
れ
な
か
っ
た
た
め
に
詳
細
を
報
告
で
き
な
い
と
い
う
旨
を

著
書
「
源
氏
物
語
大
成
』
に
記
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
七
○
年
の
歳
月
を
経
て
、
よ
う
や
く
再
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
池
田
亀
鑑
氏
が
亡
く
な
っ
た
後
、
大
沢
家
の
手
を
離
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
か
、
誰
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
某
家
に
所
蔵
さ
れ
、
さ
ら
に
あ
る
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
た
わ

け
で
す
。
そ
れ
を
立
川
の
国
文
学
研
究
資
料
館
館
長
の
伊
井
春
樹
氏
が
数
年
か
け
て
調
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

さ
す
が
に
千
年
紀
と
い
う
こ
と
で
、
最
近
、
『
源
氏
物
語
』
の
話
題
が
新
聞
紙
上
を
に
ぎ
わ
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
と
り

わ
け
、
こ
の
夏
以
降
、
「
源
氏
物
語
」
の
写
本
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
話
題
が
か
な
り
大
き
な
紙
面
を
使
っ
て
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
こ
の
前
日
の
七
月
二
一
日
に
伊
井
春
樹
氏
が
大
阪
府
立
大
学
で
講
演
を
し
て
い
ま
す
。
論
題
は
「
幻
の
大
沢
本
源
氏
物
語
」
。
そ

こ
に
マ
ス
コ
ミ
各
社
が
詰
め
か
け
ま
し
た
。
朝
日
、
読
売
、
毎
日
、
産
経
、
日
経
、
さ
ら
に
地
元
の
京
都
新
聞
ほ
か
、
テ
レ
ビ
ク
ル
ー
も

二
最
近
の
報
道
か
ら
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源氏物語の一○○年

私
は
ま
だ
実
物
は
見
て
い
ま
せ
ん
が
、
伊
井
氏
だ
け
で
は
な
く
、
何
人
か
の
学
者
も
実
物
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
現
在
は

某
家
蔵
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
京
都
・
宇
治
市
に
あ
る
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
た
だ

し
、
現
在
（
注
Ｉ
二
○
○
八
年
九
月
末
現
在
）
は
陽
明
文
庫
所
蔵
の
「
源
氏
物
語
』
（
重
文
）
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
本
は
展

示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
何
か
複
雑
な
事
情
が
あ
る
よ
う
で
す
。

来
て
い
ま
し
た
。

飯
島
本
の
発
見

右
に
先
立
つ
七
月
一
二
日
の
読
売
新
聞
社
会
面
に
、
別
の
「
源
氏
物
語
五
十
四
帖
の
揃
い
本
が
見
つ
か
っ
た
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ

れ
ま
し
た
。
都
内
の
旧
家
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
折
し
も
新
国
立
美
術
館
で
開
か
れ
て
い
た
毎
日
書
道
展
で
、
書
道
家
飯
島
春

敬
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
公
開
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

室
町
時
代
中
期
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
大
沢
本
よ
り
は
新
し
い
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
枡
形
と
い
う
よ
り
も
や
や
縦
長

の
、
列
帖
装
と
い
う
綴
じ
方
を
し
た
も
の
で
す
。
用
紙
は
雁
皮
（
と
報
道
さ
れ
ま
し
た
が
、
実
際
は
雁
皮
と
楮
紙
の
漉
き
混
ぜ
で
す
）
で

上
質
の
も
の
で
す
。
あ
ま
り
言
き
込
み
も
な
く
、
虫
損
も
さ
ほ
ど
は
な
く
て
保
存
状
態
も
良
好
で
す
。

見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

暑
い
さ
な
か
で
し
た
が
、
私
も
聴
講
だ
け
が
目
的
で
東
京
か
ら
出
か
け
ま
し
た
。
伊
井
氏
の
話
術
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
内
容
自
体
も

興
味
深
く
、
行
っ
て
損
は
な
か
っ
た
と
思
え
ま
し
た
。

例
え
ば
朝
日
新
聞
に
は
見
出
し
に
「
別
本
」
と
い
う
文
字
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
さ
す
が
に
お
膝
元
の
京
都
新
聞
で
は
一
面
ト
ッ
プ
で

し
た
。
そ
こ
に
は
「
原
本
に
迫
る
手
が
か
り
」
「
他
に
な
い
記
述
」
「
重
文
級
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
写
本
と
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角
屋
本
の
発
見

右
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
先
立
つ
三
月
二
日
、
京
都
新
聞
に
あ
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
鎌
倉
後
期
の
「
末
摘

す
み
や

花
」
の
巻
一
帖
だ
け
で
す
が
京
都
島
原
の
旧
揚
屋
「
角
屋
」
で
『
源
氏
物
語
」
の
一
本
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
島
原
は
現
在
の

か
が
い

京
都
駅
か
ら
北
西
に
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
旧
花
街
で
す
。
揚
屋
は
遊
女
な
ど
を
置
く
店
で
は
な
く
、
外
か
ら
舞
妓
や
芸
妓
を
呼
ん

で
客
の
も
て
な
し
を
す
る
場
所
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
現
在
は
「
角
屋
も
て
な
し
の
文
化
館
」
と
い
う
名
前
の
施
設
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
一
冊
だ
け
で
は
あ
る
け
ど
、
鎌
倉
後
期
の
『
源
氏
物
語
」
の
写
本
が
見
つ
か
っ
た
の
で
す
。
新
聞
記
事
に
は
大
々
的
に
「
別

本
」
と
い
う
文
字
が
躍
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
日
の
毎
日
新
聞
で
す
が
、
「
源
氏
物
語
写
本
、
第
三
の
系
統
」
と
見
出
し
に
あ
り
ま

、
、

す
。
「
別
本
」
は
青
表
紙
本
系
統
・
河
内
本
系
統
以
外
の
す
べ
て
、
の
意
味
で
す
か
ら
「
別
本
系
統
」
と
い
う
の
は
、
あ
り
え
な
い
用
語

こ
の
「
飯
島
本
」
に
つ
い
て
，

本
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

士
歩
十
９

な
の
で
す
が
。

ま
た
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
二
○
○
一
（
平
成
一
三
）
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
大
正
大
学
所
蔵
の
写
本
が
あ
り
ま
す
。
一
般
公
開
す

る
に
際
し
て
日
本
橋
高
島
屋
の
一
画
を
借
り
て
展
示
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
地
の
利
も
よ
か
っ
た
し
、
大
勢
の
お
客
さ
ん
で
混
み
合
っ

て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
見
学
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
伝
え
た
朝
日
新
聞
の
記
事
に
は
「
青
表
紙
本
」
と
い
う
文
字
が
あ
り

下
っ
て
八
月
二
日
の
朝
日
新
聞
の
文
化
楠
に
は
、
中
央
大
学
の
池
田
和
臣
教
授
が
こ
の
飯
島
本
に
つ
い
て
、
調
査
を
し
て
き
た
も
の

で
、
素
性
も
保
存
状
態
も
非
常
に
よ
い
も
の
と
語
っ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
て
も
、
全
国
各
紙
が
報
道
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
読
売
だ
け
で
は
な
く
、
毎
日
新
聞
に
も
「
別
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源氏物語の一○○年

さ
ら
に
二
○
○
三
年
に
は
、
立
川
の
国
文
学
研
究
資
料
館
が
、
江
戸
時
代
の
写
本
で
す
が
「
正
徹
本
」
（
の
写
し
）
と
呼
ば
れ
る
も
の

を
購
入
し
て
お
り
ま
し
て
、
専
門
家
の
問
で
は
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
。

で
は
、
そ
れ
ら
が
一
般
的
に
は
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
か
ら
紹
介
し
て
き
ま
し
た
專
門
用
語
、
す
な

わ
ち
キ
ー
ワ
ー
ド
を
お
さ
ら
い
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
お
手
許
の
因
同
間
凹
を
御
覧
下
さ
い
。

大
正
大
学
本
で
は
「
青
表
紙
本
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
「
青
表
紙
本
系
統
」
と
も
呼
ん
だ
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
あ

の
鎌
倉
時
代
の
大
歌
人
で
学
者
で
も
あ
っ
た
藤
原
定
家
（
二
六
二
～
一
二
四
四
）
が
校
訂
し
た
も
の
で
す
。
元
々
、
青
色
、
紺
色
の
表

紙
を
付
け
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
藤
原
定
家
が
校
訂
し
た
も
の
を
書
写
、
さ
ら
に
そ
れ
を
書
写
と
い
う
よ
う
に
広
ま
っ

て
い
っ
た
も
の
を
「
青
表
紙
本
系
統
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

ま
た
「
河
内
本
」
な
い
し
「
河
内
本
系
統
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
河
内
守
源
光
行
（
二
六
三
～
’
二
四
四
）
と

い
う
人
が
い
ま
す
。
二
六
三
年
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
し
、
没
年
も
同
じ
一
二
四
四
年
で
す
か
ら
定
家
と
ほ
ぼ
同
じ
年
代
で
す
が
、
こ
れ

一
○

斗
９

Ｉ
「
源
氏
物
語
』
に
関
し
て
こ
の
一
○
年
で
、
ま
ず
は
こ
の
二
○
○
一
年
の
大
正
大
学
本
（
青
表
紙
本
）
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
間

を
お
い
て
、
今
年
に
な
っ
て
三
つ
も
写
本
が
見
つ
か
り
ま
し
た
（
〔
付
記
〕
参
照
）
。
三
月
に
角
屋
本
（
別
本
）
、
七
月
に
飯
島
本
（
別

冑
表
紙
本
・
河
内
本
そ
し
て
別
本

本
）
、
八
月
に
大
沢
本
（
別
本
）
で
す

実
は
こ
れ
以
外
に
も
、
話
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
間
、
紹
介
さ
れ
た
も
の
は
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
一
九
九
九
年
こ
ろ

に
、
文
化
庁
が
「
平
瀬
本
」
を
購
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
専
門
家
の
間
で
は
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
数
年
後
に
千
葉
県
佐
倉
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
高
松
宮
家
本
と
い
う
の
を
購
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
時
折
展
示
さ
れ
て
い
ま
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「
○
○
系
統
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
こ
の
二
つ
だ
け
で
す
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
も
う
一
つ
が
問
題
の
も
の
な
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
別

本
」
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
本
で
す
。
こ
の
言
葉
は
池
田
亀
鑑
氏
が
作
っ
た
言
葉
で
す
が
、
青
表
紙
本
系
統
・
河
内
本
系
統
の
ど
ち
ら
に
も

属
さ
な
い
形
で
成
立
し
た
も
の
を
「
別
本
」
と
呼
ぶ
わ
け
で
す
。

今
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
「
別
本
」
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
冑
表
紙
本
、
河
内
本
が
話
題
に
な
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
か
っ

た
の
で
す
が
、
ご
く
最
近
で
は
、
「
別
本
」
が
各
新
聞
紙
上
な
ど
で
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

そ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
一
○
○
年
の
間
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
と
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現

在
、
図
耆
館
や
大
き
な
書
店
に
行
け
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
だ
り
、
手
に
入
れ
た
り
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
基
本
的
に

「
青
表
紙
本
系
統
」
の
も
の
で
す
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
す
く
な
く
と
も
專
門
家
の
間
で
は
「
別
本
」
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
一
○
○
年
の
間
に
何
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

と
そ
の
子
の
親
行
（
二
八
七
～
一
二
七
二
頃
）
も
河
内
守
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
二
人
を
合
わ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
学
統
を
継
い
だ

子
孫
を
含
め
て
河
内
学
派
と
呼
ん
だ
り
し
ま
す
が
、
こ
の
親
子
が
『
源
氏
物
語
」
を
校
訂
し
、
こ
ち
ら
も
そ
の
後
、
書
写
で
広
ま
っ
た
わ

牛
Ｊ
穴
Ｌ
半
９
０

ｉ
Ｖ
）
｝

一
源
氏
物
語
大
成
」
の
理
念

『
源
氏
物
語
大
成
」
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
池
田
亀
鑑
氏
（
一
八
九
六
～
一
九
五
六
）
が
編
集
し
た
も
の
で
、
全
体
で
二
八
○
○
ペ

ー
ジ
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
か
ら
五
六
（
同
三
二
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
以
来
、
池
田
氏

三
『
源
氏
物
語
大
成
」
以
後
と
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
の
本
文
』
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源氏物語の一○○年

池
田
亀
鑑
氏
は
こ
の
藤
原
定
家
が
校
訂
し
た
青
表
紙
本
、
ｌ
定
家
自
身
は
い
ろ
い
ろ
と
ア
ク
の
強
い
人
の
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、

恐
ら
く
い
ろ
い
ろ
な
本
を
見
比
べ
た
結
果
、
一
番
信
頼
し
う
る
に
足
る
、
と
い
う
よ
う
な
本
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
言
き
伝
え
て
、
そ
れ
が

そ
の
ま
ま
冑
表
紙
本
と
し
て
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

定
家
直
筆
の
も
の
と
い
う
の
が
、
現
在
、
尊
経
閣
文
庫
（
東
京
・
目
黒
区
駒
場
）
な
ど
に
四
冊
だ
け
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
青
表
紙

本
の
原
本
だ
ろ
う
、
残
念
な
が
ら
残
り
の
五
十
冊
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
定
家
の
青
表
紙
本
の
面
目
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い

が
、
い

と
あ
り
ま
す
。

と
書
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
同
じ

の
方
針
に
し
た
が
っ
て
源
氏
物
語
研
究
は
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。
池
田
亀
鑑
氏
は
そ
の
巻
一
・
校
異
篇
の
凡
例
で
、

諸
本
ノ
異
文
ノ
校
異
ヲ
表
記
ス
ル
タ
メ
ニ
、
ソ
ノ
中
カ
ラ
底
本
ト
ス
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
選
択
ス
ル
ニ
当
ツ
テ
ハ
、
厳
密
ナ
考
証
ヲ
重
ネ
タ

結
果
、
藤
原
定
家
ノ
青
表
紙
本
ヲ
以
テ
之
二
当
テ
ル
コ
ト
ト
シ
、
花
散
里
・
柏
木
・
早
蕨
ノ
三
帖
ハ
現
存
ス
ル
定
家
本
ヲ
用
ヰ
タ
。

ソ
ノ
他
ノ
諸
帖
二
於
テ
ハ
、
現
存
諸
本
中
定
家
本
ノ
形
態
ヲ
最
モ
忠
実
二
伝
へ
テ
ヰ
ル
ト
考
ヘ
ラ
レ
ル
大
島
本
ヲ
用
ヰ
タ
。

し
て
、
同
じ
「
源
氏
物
語
大
成
」
の
終
わ
り
に
近
い
巻
七
（
研
究
・
資
料
篇
）
の
凡
例
で
は
、

五
第
二
部
ニ
オ
イ
テ
ハ
、
源
氏
物
語
ノ
現
存
諸
本
ガ
、
イ
カ
ナ
ル
系
統
二
分
類
サ
レ
ル
カ
ニ
ッ
イ
テ
、
基
準
タ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
吟

味
シ
、
ソ
ノ
基
準
一
一
照
シ
テ
青
表
紙
本
・
河
内
本
・
別
本
ノ
三
種
二
大
シ
ウ
ル
コ
ト
ヲ
論
述
シ
ダ
。

六
冑
表
紙
本
ノ
規
定
二
関
シ
テ
ハ
、
現
存
ス
ル
原
本
四
帖
二
照
ラ
シ
、
ソ
ノ
面
目
ヲ
保
有
ス
ル
ト
信
ズ
ベ
キ
、
飛
烏
井
雅
康
筆
吉

見
正
頼
旧
蔵
本
（
※
こ
れ
は
、
大
島
雅
太
郎
氏
の
旧
蔵
耆
で
あ
る
た
め
に
、
現
在
で
は
京
都
文
化
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
い
ま
だ
に
「
大
島
本
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
）
ヲ
純
粋
ナ
モ
ノ
ト
確
認
シ
ダ
。
（
｜
頁
）

（
五
頁
）
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し
か
も
、
こ
の
青
表
紙
本
と
い
う
の
は
、
藤
原
定
家
が
校
訂
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
平
安
時
代
の
文
章
を
よ
く
伝

え
て
い
る
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
池
田
亀
鑑
氏
は
考
え
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
理
念
を
も
と
に
「
源
氏
物
語
大
成
」
全
八
巻
三
○
○
○
ペ
ー
ジ
近
く
と
い
う
雁
大
な
本
を
執
筆
し
た
た
め
に
、
皆
、
こ

れ
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
以
後
、
池
田
亀
鑑
氏
の
説
に
異
を
唱
え
る
人
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
ず
、
現
在
で
は
青
表
紙

本
、
と
り
わ
け
こ
の
大
島
本
さ
え
見
れ
ば
い
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
実
は
こ
の
大
島
本
も
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
活
字
に

す
る
際
に
は
カ
ギ
括
弧
を
付
け
た
り
、
平
か
な
ば
か
り
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
漢
字
を
あ
て
は
め
た
り
、
句
読
点
、
濁
点
を
加
え
た
り

し
て
読
み
や
す
く
し
て
あ
り
ま
す
。
「
そ
う
い
う
活
字
本
で
見
て
い
け
ば
い
い
の
だ
」
と
い
う
風
潮
が
現
在
で
は
専
門
家
の
間
で
も
圧
倒

的
多
数
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
す
る
と
、
「
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
る
人
た
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。

じ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
本
当
に
《

ぱ
い
い
、
と
考
え
た
よ
う
で
す
。

る
こ
の
大
島
本
、
こ
れ
を
信
頼
す
べ
き
も
の
と
し
、
と
に
か
く
青
表
紙
本
を
重
視
し
て
、
源
氏
物
語
を
読
み
解
い
て
い
く
べ
き
で
、
他
の

河
内
本
、
別
本
と
い
う
の
は
、
参
考
程
度
の
も
の
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

特
に
こ
の
河
内
本
と
い
う
の
は
、
校
訂
さ
れ
編
集
さ
れ
た
形
跡
が
明
白
で
す
の
で
、
編
集
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
の
文
体
に
直
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
、
別
本
に
い
た
っ
て
は
種
々
雑
多
な
も
の
が
混
在
し
、
い
ろ
い
ろ
な
ノ
イ
ズ
（
誤
謬
や
ら
後
人
の
勝
手
な
書
き
直
し
や
ら
）
が
混

じ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
本
当
に
参
考
程
度
で
い
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
と
に
か
く
、
こ
の
青
表
紙
本
と
い
う
の
を
突
き
詰
め
て
い
け

テ
キ
ス
ト
の
流
れ

そ
れ
は
と
も
か
く
、

戦
前
、
一
九
三
七

流
れ
を
見
る
た
め
に
、
青
表
紙
本
を
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
を
年
を
追
っ
て
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
昭
和
一
二
）
年
に
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
ま
で
は
「
湖
月
抄
」
と
い
う
本
が
基
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源氏物語の一○○年

山
岸
徳
平
氏
は
自
分
の
学
問
観
に
よ
っ
て
、
池
田
氏
の
推
す
大
島
本
で
は
な
く
、
中
世
後
期
以
降
ひ
ろ
く
読
者
を
獲
得
し
た
三
条
西
家

本
に
依
拠
す
べ
き
だ
、
と
い
う
主
張
の
も
と
に
「
古
典
文
学
大
系
」
の
編
集
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
や
は
り
「
源
氏
物
語
大

成
』
の
威
力
が
大
き
か
っ
た
の
か
、
そ
の
後
に
続
く
、
『
源
氏
物
語
』
の
本
は
ほ
と
ん
ど
が
大
島
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
も
の
で
す
。

一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
か
ら
は
京
都
大
学
の
玉
上
琢
弥
氏
が
「
源
氏
物
語
評
釈
」
と
い
う
全
二
十
巻
ほ
ど
の
注
釈
害
を
刊
行
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
青
表
紙
本
の
「
原
本
」
が
残
っ
て
い
る
四
帖
は
そ
れ
に
依
拠
し
て
、
残
り
は
す
べ
て
大
島
本
を
底
本
と
し
た
も
の
で
す

か
ら
、
基
本
的
に
大
島
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

一
九
七
○
（
昭
和
四
五
）
年
か
ら
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
小
学
館
・
旧
版
）
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
非
常
に
広
く
読
ま

本
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
「
湖
月
抄
」
は
江
戸
時
代
初
期
の
俳
人
・
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
北
村
季
吟
が
校
訂
・
編
集
し

た
全
六
十
冊
の
も
の
で
す
。
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
版
本
、
つ
ま
り
江
戸
時
代
初
期
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
す
。

次
に
戦
後
ま
も
な
く
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
に
朝
日
古
典
全
書
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
池
田
亀
鑑
氏
が
編
集
し
た
も
の
で

す
か
ら
、
当
然
、
自
説
に
し
た
が
っ
て
大
島
本
を
底
本
と
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
一
二
年
後
の
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
か
ら
『
古
典
文
学
大
系
」
の
シ
リ
ー
ズ
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
山
岸
徳
平

氏
が
校
訂
し
て
い
ま
す
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
の
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
あ
る
三
条
西
家
本
と
い
う
も
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
山
岸
徳
平
氏
は
私
ど
も
に
と
っ
て
は
身
内
と
も
い
う
べ
き
先
達
で
す
。
御
承
知
の
方
も
少
な
く
な
か
ろ
う
Ｉ
と
申

し
ま
す
の
は
、
実
践
女
子
大
学
の
学
長
を
永
ら
く
務
め
た
人
物
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
、
三
条
西
家
は
室
町
時
代
に
実
隆
二
四
五
五
～
一

き
ん
え
だ

さ
れ
き

五
三
七
）
・
公
条
（
一
四
八
七
～
一
五
六
三
）
・
実
枝
二
五
二
～
一
五
七
九
）
と
い
う
著
名
な
源
氏
物
語
研
究
者
の
家
柄
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
直
系
の
公
正
氏
が
実
践
女
子
大
の
教
員
と
し
て
勤
務
さ
れ
た
時
期
も
あ
り
、
御
家
流
香
道
の
宗
家
で
も
あ
り
ま
し

み
」
○
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れ
ま
し
た
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
も
も
ち
ろ
ん
大
島
本
で
す
。

こ
の
後
一
九
七
六
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
新
潮
日
本
古
典
集
成
」
（
新
潮
社
）
も
大
島
本
が
底
本
で
す
。

一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
に
岩
波
書
店
か
ら
新
し
い
『
古
典
文
学
大
系
」
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
既
に
山
岸
氏
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
時
間

、
、

が
経
過
し
て
い
た
の
で
、
新
た
に
五
、
六
人
の
学
者
が
共
同
で
編
集
に
あ
た
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
大
島
本
な
ど
、
で
は
な
く
大
島
本

、
、

だ
け
に
依
拠
す
る
と
し
て
新
味
を
出
し
た
テ
キ
ス
ト
で
し
た
。
大
島
本
に
欠
け
て
い
る
「
浮
舟
」
の
巻
だ
け
は
他
の
底
本
を
使
う
こ
と
に

し
、
残
り
五
十
三
帖
す
べ
て
を
大
島
本
を
底
本
と
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
一
九
九
四
年
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
（
小
学
館
）
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
七
○
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
の

新
版
で
す
が
、
こ
れ
が
現
在
も
っ
と
も
読
ま
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
上
段
に
頭
注
、
中
段
に
本
文
、
下
段
に
現
代
語
訳
と
い
う
構
成
で

す
。
一
般
の
人
に
も
読
み
や
す
く
、
上
段
の
注
釈
に
は
現
代
語
訳
を
載
せ
る
必
要
が
な
い
の
で
、
か
な
り
専
門
的
な
内
容
が
書
け
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
專
門
の
学
者
で
す
ら
こ
の
本
を
テ
キ
ス
ト
に
す
る
人
が
多
く
い
ま
す
。

以
上
、
要
す
る
に
、
戦
後
は
冑
表
紙
本
Ⅱ
大
島
本
を
主
体
に
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

諸
本
研
究
の
流
れ

次
に
は
『
源
氏
物
語
』
の
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
言
を
並
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
か
ら
一
九
五
六
（
昭
和
三
二
年
に
池
田
亀
鑑
氏
の
『
源
氏
物
語
大
成
」
全
八
巻
（
中
央
公
論
社
）
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
は
普
及
版
が
二
十
数
冊
に
分
冊
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
專
門
書
で
あ
り
、
端

的
に
い
え
ば
資
料
集
で
す
の
で
、
使
い
こ
な
す
に
は
か
な
り
手
強
い
本
と
い
え
ま
す
。

こ
れ
が
專
門
的
に
は
根
幹
と
な
る
基
本
文
献
と
し
て
ず
っ
と
読
ま
れ
続
け
て
い
た
の
で
す
が
、
一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
に
本
学
に
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一
九
八
九
年
か
ら
二
○
○
二
年
に
か
け
て
と
い
う
長
い
年
月
を
か
け
て
伊
井
春
樹
氏
を
は
じ
め
と
し
た
複
数
の
専
門
家
が
「
源
氏
物
語

別
本
集
成
」
を
刊
行
し
ま
し
た
。
今
ま
で
ま
っ
た
く
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
「
別
本
」
を
集
め
て
読
者
に
提
供
し
よ
う
と
い
う
本
で
す
。

さ
ら
に
二
○
○
一
（
平
成
二
三
年
に
は
大
阪
大
学
の
加
藤
洋
介
氏
が
「
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
」
と
い
う
や
は
り
こ
れ
ま
で
注

目
さ
れ
な
か
っ
た
河
内
本
に
つ
い
て
の
本
を
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
阿
部
氏
の
『
源
氏
物
語
の
本
文
」
刊
行
以
来
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
阿

部
氏
は
そ
の
著
耆
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

『
源
氏
物
語
」
の
本
文
は
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
共
に
「
源
氏
物
語
』
の
原
典
そ
の
ま
ま
の
本
文
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
。
つ
ま

り
校
訂
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
手
を
加
え
て
い
る
ら
し
い
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
：
…
他
の
作
品
（
注
ｌ
「
源
氏
物
語
」
以

外
）
の
伝
本
の
場
合
の
よ
う
に
、
多
少
崩
れ
て
は
い
て
も
、
原
典
の
本
文
の
姿
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
夢
を
持
つ
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
四
四
～
四
五
頁
）

先
ほ
ど
の
池
田
亀
鑑
氏
は
、
定
家
の
青
表
紙
本
を
見
て
い
け
ば
、
そ
れ
は
遠
く
の
向
こ
う
側
に
、
素
通
し
の
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
、
平
安

時
代
の
『
源
氏
物
語
」
の
姿
が
現
れ
て
、
そ
し
て
、
平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
」
の
姿
の
少
し
向
こ
う
に
紫
式
部
が
害
い
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
、
つ
ま
り
「
源
氏
物
語
」
の
原
典
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
夢
を
抱
い
て
『
源
氏
物
語
大
成
」
を
執
筆
し
た
わ
け
で
す

が
、
阿
部
氏
は
ま
る
で
そ
の
夢
を
打
ち
砕
く
よ
う
に
「
そ
う
い
う
夢
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
に
べ
も
な
く
否
定
し
た
わ
け
で
す
。

、
り
士
寺
す
、

勤
務
し
て
い
た
阿
部
秋
生
氏
Ｉ
つ
ま
り
本
学
に
お
け
る
私
・
横
井
の
前
々
任
者
に
あ
た
り
ま
す
が
Ｉ
四
六
判
と
い
う
サ
イ
ズ
で
二
五

○
ペ
ー
ジ
と
い
う
、
専
門
書
と
し
て
は
か
な
り
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
本
『
源
氏
物
語
の
本
文
」
を
刊
行
し
ま
し
た
。
こ
の
辺
り
が
境
目
と
な
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阿
部
氏
の
主
張
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
Ｉ
青
表
紙
本
・
河
内
本
・
別
本
、
こ
の
三
種
類
の
分
類
で
は
、
青
表
紙
本
が
そ
れ
以
前
の

本
の
忠
実
な
写
し
で
あ
る
と
い
う
、
証
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
冑
表
紙
本
」
「
河
内
本
」
と
い
う
呼
び
名
は
こ
れ
ら
が
成
立
し
た

鎌
倉
時
代
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
池
田
亀
鑑
氏
は
、
現
在
我
々
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
「
源
氏
物
語
』
の
写
本
を
、
そ
う
い
う
元
々
あ
る
名

称
に
当
て
は
め
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
学
問
的
手
続
き
と
し
て
は
問
題
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
青
表
紙
本
な
ら
ば
そ
の
概
念
を
突
き

詰
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
証
拠
を
拾
い
集
め
て
、
現
代
ま
で
降
り
て
き
て
、
現
在
我
々
が
見
る
写
本
と
突
き
比
べ
て
、
こ
れ
は
「
青
表
紙
本

系
統
」
と
明
証
す
る
の
で
あ
れ
ば
わ
か
る
。
け
れ
ど
も
、
「
青
表
紙
本
」
と
い
う
名
称
が
先
に
あ
っ
て
、
途
中
の
経
過
を
省
略
し
て
、
今

我
々
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
、
「
こ
れ
が
青
表
紙
本
だ
」
と
当
て
は
め
て
し
ま
っ
た
の
は
乱
暴
な
の
で
は
な
い
か
、
と
阿
部
氏
は

主
張
し
た
わ
け
で
す
↑

直
し
て
み
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
、
こ
う
し
て
説
明
を
す
る
と
簡
単
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
今
ま
で
盲
点
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
な
に
し
ろ
池
田

亀
鑑
氏
が
二
千
数
百
ペ
ー
ジ
か
ら
の
「
源
氏
物
語
大
成
」
を
、
若
い
研
究
者
た
ち
の
力
を
借
り
た
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
独
力
で
作
り
上

げ
た
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
皆
が
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

池
田
氏
が
こ
の
本
を
執
筆
す
る
た
め
に
ど
れ
く
ら
い
の
『
源
氏
物
語
」
の
写
本
を
見
た
か
と
い
う
と
、
三
万
冊
か
ら
五
万
冊
だ
ろ
う

と
、
本
人
も
言
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
だ
か
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
写
本
を
見
た
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
池
田
氏
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
皆
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
阿
部
氏
は
、
冷
静
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
論
理
構
造
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
異
議
申
し
立
て
を
し
て
検
証
し

「
阿
部
」
以
後
の
経
過

二
○
○
一
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
大
正
大
学
本
の
時
の
よ
う
に
、
古
い
写
本
で
あ
れ
ば
冑
表
紙
本
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
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初
め
に
か
け
て
の
こ
と
で
す

そ
し
て
今
年
二
○
○
八
年
に
は
、
「
源
氏
物
語
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
が
別
本
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
大
々
的
に
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
阿
部
氏
が
三
月
表
紙
本
、
河
内
本
い
ず
れ
も
期
待
で
き
な
い
」
と
主
張
し
た
こ
と
が
起
爆
剤
、
導
火
線
と

な
っ
て
、
時
限
爆
弾
の
よ
う
に
な
っ
て
現
在
爆
発
し
て
い
る
と
の
で
は
な
い
か
、
と
私
に
は
思
え
ま
す
。

と
く
に
阿
部
氏
が
『
源
氏
物
語
の
本
文
」
二
五
○
ペ
ー
ジ
の
う
ち
、
半
分
以
上
を
費
や
し
て
い
る
の
が
「
『
源
氏
物
語
』
別
本
の
本
文
」

と
い
う
論
文
で
す
。
非
常
に
長
編
で
、
岩
波
書
店
が
刊
行
し
て
い
る
『
文
学
」
と
い
う
雑
誌
に
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
も
の
が
初

出
で
す
。
四
○
○
字
詰
原
稿
用
紙
に
し
て
二
○
○
枚
近
く
あ
り
ま
す
。
学
生
の
卒
論
一
、
二
本
分
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
別
本
」
を
前
面
に
押
し
出
し
た
論
文
を
初
め
て
言
い
た
の
は
阿
部
氏
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
阿
部
氏
が
東
大
を
定
年
退
職

し
て
、
実
践
女
子
大
に
赴
任
し
て
か
ら
、
満
を
持
し
た
よ
う
に
し
て
発
表
さ
れ
た
の
が
こ
の
論
文
で
す
。

こ
の
論
文
が
多
く
の
学
者
た
ち
に
衝
撃
を
与
え
、
「
源
氏
物
語
』
の
「
別
本
」
を
読
む
人
が
増
え
、
一
九
八
○
年
代
の
半
ば
か
ら
、
一

定
の
咀
噌
す
る
時
間
を
経
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

題
に
な
っ
て
い
な
い
。
（

な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。

ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
や
国
文
学
研
究
資
料
館
が
本
を
入
手
し
た
と
い
っ
て
も
あ
ま
り
話

迄
に
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
青
表
紙
本
や
河
内
本
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
マ
ス
コ
ミ
は
も
ち
ろ
ん
、
専
門
家
の
間
で
も
話
題
に

実
は
そ
の
前
に
も
、

四
下
田
歌
子
『
源
氏
物
語
講
義
」

各
種
の

『
源
氏
物
語
」
の
写
本
が
発
見
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
正
か
ら
昭
和
の

江
戸
時
代
に
は
、
さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
『
湖
月
抄
』
が
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
「
湖
月
抄
』
Ⅱ
『
源
氏
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物
語
』
で
し
た
。
こ
れ
は
こ
れ
で
悪
く
は
な
い
の
で
す
が
、
堂
上
貴
族
の
問
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
な
他
見
を
許
さ
ぬ
写
本
で
は
な
く
、
一

般
庶
民
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
形
、
版
本
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ど
う
し
て
も
現
代
の
一
「
源
氏
物
語
一
の
学
者
は
軽
視
す
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
末
、
そ
し
て
明
治
・
大
正
と
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
普
通
の
人
は
こ
の
『
湖
月
抄
」
を

読
む
以
外
『
源
氏
物
語
」
を
読
む
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

各
種
の
写
本
は
公
家
の
邸
や
寺
院
、
神
社
な
ど
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
く
に
公
家
な
ど
は
京
都
の
冷
泉
家
の
よ
う
に
「
勅

封
」
つ
ま
り
天
皇
が
封
を
す
る
と
い
う
形
式
で
権
威
づ
け
さ
れ
、
当
主
で
す
ら
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
状
態
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
『
源
氏
物
語
』
を
読
み
た
け
れ
ば
『
湖
月
抄
』
し
か
な
い
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
の
は
、
実
践
女
子

大
学
の
創
設
者
で
あ
る
下
田
歌
子
も
同
様
で
し
た
。

実
践
女
子
大
学
内
部
の
研
究
史
と
し
て
は
、
下
田
歌
子
の
「
源
氏
物
語
講
義
」
の
存
在
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
し
た
が
、
外
部

に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私
も
元
は
外
部
か
ら
来
た
人
間
で
す
が
、
外
部
で
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
『
源
氏
物

語
」
に
関
し
て
下
田
歌
子
の
名
前
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

私
も
実
践
女
子
大
学
に
赴
任
し
て
か
ら
、
内
部
の
人
間
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
は
も
う
少
し
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
本
で
は
な
い
か
、
と
気
が
付
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

せ
き

下
田
歌
子
、
元
は
平
尾
妬
で
す
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
宮
中
へ
の
出
仕
は
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
で
す
。

そ
し
て
歌
作
の
上
手
で
あ
っ
た
の
で
、
皇
后
か
ら
言
わ
れ
て
「
歌
子
」
と
改
名
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

「
源
氏
物
語
一
一
へ
の
憧
れ

『
源
氏
物
語
講
義
」
首
巻
（
実
践
女
学
校
出
版
部
、
一
九
三
四
・
刊
）
の
「
緒
言
」
（
閤
阿
間
凹
）
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
吾
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い
て
い
ま
す
。
「
い
つ
と
は
な
し
に
聞
き
覚
え
て
い
た
「
源
氏
物
語
』
の
名
称
に
あ
こ
が
れ
、
早
く
読
ん
で
み
た
い
、
早
く
読
ん
で

み
た
い
と
熱
望
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
の
一
巻
も
目
に
触
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
父
は
の
た
も
う
、
源
氏
物
語

は
名
文
で
は
あ
ろ
う
が
、
少
女
に
は
害
あ
り
て
、
益
な
き
書
で
あ
る
。
大
人
に
な
っ
て
家
庭
で
も
作
っ
た
の
ち
に
せ
よ
と
、
厳
禁
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
」
Ｉ
な
に
し
ろ
、
歌
子
が
生
ま
れ
育
っ
た
平
尾
家
は
、
江
戸
時
代
以
来
、
代
々
漢
学
者
と
し
て
有
名
な
家
で
す
。
当
時
の

漢
学
者
で
す
か
ら
ガ
チ
ガ
チ
で
す
。
漢
書
は
山
の
よ
う
に
あ
っ
て
も
、
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
和
書
の
類
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
さ

す
が
に
和
歌
に
関
す
る
歌
書
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
和
文
い
わ
ゆ
る
や
わ
ら
か
い
軟
文
の
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

Ｉ
「
そ
の
の
ち
作
歌
の
手
引
き
し
て
い
た
だ
い
た
何
某
の
老
尼
の
机
上
に
、
た
ま
た
ま
湖
月
抄
の
載
せ
て
あ
る
の
を
見
て
、
ま
た
懇
々

と
そ
の
借
覧
を
願
っ
た
が
、
や
は
り
聞
か
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
の
熱
望
を
気
の
毒
に
思
わ
れ
た
か
、
よ
う
や
く
同
耆
の
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
を
抜
い
て
、
時
々
聞
か
さ
れ
る
の
が
、
ど
ん
な
に
お
も
し
ろ
く
、
う
れ
し
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
。
Ｉ

下
田
歌
子
は
こ
の
後
、
宮
仕
え
を
い
た
し
ま
す
。
宮
中
で
の
仕
事
は
二
四
時
間
勤
務
の
よ
う
な
も
の
で
、
大
変
に
忙
し
く
、
宮
中
に
は

「
源
氏
物
語
』
の
写
本
な
ど
は
、
そ
れ
こ
そ
山
の
よ
う
に
献
上
さ
れ
て
い
た
り
、
元
々
天
皇
家
が
所
有
し
て
い
て
、
見
る
こ
と
は
簡
単
で

し
た
が
、
そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
せ
ん
で
し
た
し
、
自
分
の
関
心
も
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
下
田
歌
子
は
結
婚
に
よ
り
宮
中
か
ら
退
下
し
ま
す
。
そ
し
て
家
塾
を
開
い
て
実
践
女
子
学
園
の
前
身
と
な
る
学
問
所
を
作

り
、
女
子
教
育
の
必
要
性
に
目
覚
め
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
感
じ
て
、
俄
然
、
そ
の
研
究
に
熱
中
し
、
授
業
に

取
り
入
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

河
内
本
の
時
代

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
金
子
元
臣
の
『
定
本
源
氏
物
語
新
解
』
と
い
う
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
金
子
氏
は
下
田
家
と
は
無
関
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係
の
よ
う
で
す
が
、
実
は
一
時
期
、
実
践
女
子
学
園
に
勤
務
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
重
要
な
古
写
本
、
古
典
籍
を
所
有
し
て
い
ま
し

た
。
第
二
次
大
戦
の
際
に
空
襲
が
激
し
く
な
る
と
、
そ
れ
ら
を
個
人
で
所
有
し
て
い
る
の
は
不
安
だ
と
い
う
こ
と
で
、
実
践
女
子
学
園
に

寄
託
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
結
局
空
襲
に
遭
い
、
下
田
家
の
貴
重
な
品
々
と
と
も
に
燃
え
て
し
ま
い
ま
す
。
下
田
歌
子
が
持
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
「
源
氏
物
語
」
に
関
す
る
多
く
の
書
物
も
も
る
と
も
に
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

話
が
戦
災
に
ま
で
先
走
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
少
し
戻
り
ま
し
ょ
う
。
一
九
三
四
年
に
は
「
源
氏
物
語
講
義
首
巻
』
が
刊
行
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば
『
源
氏
物
語
』
の
解
題
編
、
研
究
編
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
大
き
さ
は
四
六
判
と
い
う
コ
ン
パ
ク
ト
な

も
の
で
す
が
、
三
○
○
ペ
ー
ジ
を
越
え
る
分
厚
い
も
の
で
す
。
紙
も
上
質
で
、
持
ち
重
り
の
す
る
本
で
す
。

同
じ
年
に
「
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
」
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
尾
張
徳
川
家
が
所
蔵
し
て
い
た
河
内
本
源
氏
物
語
の
写
真
版
で

す
。
こ
れ
に
解
説
を
付
け
た
の
が
山
岸
徳
平
氏
で
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
三
六
（
昭
和
二
）
年
、
首
巻
に
つ
い
で
『
源
氏
物
語
講
義
第
一
巻
』
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
第
一
帖
「
桐

壺
」
の
巻
か
ら
三
帖
「
空
蝉
」
の
巻
ま
で
の
注
釈
書
で
す
。
非
常
に
詳
細
な
内
容
で
す
。

自
分
の
宮
中
生
活
と
『
源
氏
物
語
」
の
記
述
を
対
比
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
（
固
圃
阿
凹
を
ご
参
照
下
さ
い
）
。
こ
の
よ
う
に
宮
中
体
験

を
書
い
た
注
釈
書
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
も
し
完
結
し
て
い
た
ら
大
変
に
貴
重
な
本
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
惜
し
ま
れ
ま
す
。

ま
た
、
第
四
帖
の
「
夕
顔
」
の
巻
に
相
当
す
る
原
稿
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
戦
災
で
失
わ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
第
一
巻
』
の
刊
行
後
、
お
そ
ら
く
「
若
紫
」
の
注
釈
以
降
を
書
い
て
い
る
途
中
だ
と
思
い
ま
す
が
、
同
年
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、

草
稿
だ
け
が
残
さ
れ
ま
す
。
数
年
前
に
実
践
女
子
学
園
の
図
書
館
の
方
々
が
一
致
協
力
し
て
草
稿
を
整
理
し
、
こ
の
「
若
紫
」
の
巻
を
単

行
本
と
し
て
刊
行
い
た
し
ま
し
た
（
「
源
氏
物
語
講
義
若
紫
」
実
践
女
子
学
園
、
二
○
○
二
年
三
月
刊
）
・

ま
た
、
一
九
四
二
年
に
池
田
亀
鑑
氏
が
「
校
異
源
氏
物
語
』
を
刊
行
し
ま
す
。
本
の
形
に
な
っ
た
『
源
氏
物
語
大
成
」
の
前
身
で
す
。
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源氏物語の一○○年

『
源
氏
物
語
」
諸
本
の
「
発
見
」
略
年
譜

江
戸
時
代
「
湖
月
抄
」
な
ど
が
標
準
本
文

↑

一
九
二
一
（
大
正
一
○
）
年
「
平
瀬
本
（
河
内
本
と

一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
金
子
元
臣
『
定
本
源
氏
物
語
新
解
」
（
金
子
、
河
内
本
を
入
手
）

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
「
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
』

一
九
三
○
～
一
九
三
一
（
昭
和
五
～
六
）
年
池
田
亀
鑑
「
大
島
本
」
発
見

一
九
三
六
（
昭
和
一
二
年
下
田
歌
子
「
源
氏
物
語
講
義
第
１
巻
」

山
岸
徳
平
『
河
内
本
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
（
「
尾
州
家
本
」
の
研
究
）

一
九
三
七
～
一
九
四
○
（
昭
和
一
二
～
一
五
）
年
吉
沢
義
則
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
」
（
湖
月
抄
と
河
内
本
を
対
校
）

一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
池
田
亀
鑑
『
校
異
源
氏
物
語
」
（
大
島
本
使
用
）

一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
山
脇
毅
『
源
氏
物
語
の
文
献
学
的
研
究
」
（
「
平
瀬
本
」
の
研
究
）

一
九
五
三
～
一
九
五
六
（
昭
和
二
八
～
三
一
）
年
池
田
亀
鑑
「
源
氏
物
語
大
成
」
（
大
島
本
使
用
）

や

現
代
の
状
況
へ

「
源
氏
物
語
」
の
諸
本
が
ど
の
よ
う
に
発
見
さ
れ
て
き
た
か
を
、
年
表
風
に
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
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本
が
発
見
さ
れ
ま
す
＆

湖
月
抄
と
い
う
の
は
青
表
紙
本
の
流
れ
を
く
む
、
青
表
紙
本
系
統
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
す
。
こ
の
湖
月
抄
に
飽
き
た
ら
な
い
、
不
審

な
点
が
あ
る
、
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
り
な
が
ら
、
他
に
参
照
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
不
満
に
思
う
人
た
ち
が

い
ま
し
た
。
そ
こ
に
し
ば
ら
く
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
河
内
本
が
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

河
内
本
は
青
表
紙
本
と
同
様
に
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
地
下
に
も
ぐ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
室
町
時
代
に

な
る
と
「
河
内
本
と
い
う
の
が
あ
る
そ
う
だ
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が

江
戸
時
代
を
経
て
明
治
時
代
に
な
る
と
、
湖
月
抄
に
不
満
を
持
つ
人
々
の
間
に
「
河
内
本
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
読
め
ば

「
源
氏
物
語
」
の
原
本
に
近
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
期
待
が
非
常
に
高
ま
り
ま
す
。

そ
う
い
う
期
待
の
最
中
に
平
瀬
本
が
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
皆
、
こ
の
河
内
本
に
飛
び
つ
き
ま
し
た
。
す
る
と
今
度
は
金
子
元
臣
氏

が
『
定
本
源
氏
物
語
新
解
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
版
を
刊
行
し
ま
し
た
。
上
に
簡
単
な
頭
注
が
付
い
て
、
下
が
本
文
と
い
う
簡
便
な
三
冊
組

の
テ
キ
ス
ト
で
す
。
そ
の
解
説
に
金
子
氏
は
「
実
は
自
分
は
河
内
本
を
入
手
し
た
」
と
し
て
二
、
三
枚
の
写
真
を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
れ

に
は
皆
驚
き
ま
し
た
。
河
内
本
が
そ
ん
な
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
瀬
本
、
金
子
本
と
い
う
こ
と
で
、
河
内
本
が
注
目
さ

そ
し
て
一
九
三
四
年
に
『
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
』
が
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
よ
う
な
単
行
本
の
写
真
版
で
公
開
さ
れ
た
わ
け
で

す
。
皆
、
ス
ワ
っ
と
こ
の
河
内
本
に
飛
び
つ
い
た
わ
け
で
す
。

な
に
し
ろ
時
間
が
ゆ
っ
た
り
流
れ
て
い
る
時
代
で
す
か
ら
、
前
後
一
○
年
以
上
の
開
き
が
あ
り
ま
す
が
、
今
年
一
年
間
で
三
冊
が
見
つ

か
っ
た
の
と
同
様
の
熱
狂
ぶ
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
前
後
し
て
、
一
九
三
○
～
三
一
年
に
池
田
亀
鑑
氏
は
大

れ
ま
す
。

ま
ず
は
江
戸
時
代
に
は
湖
月
抄
が
標
準
の
本
文
と
し
て
読
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
一
二
（
大
正
二
）
年
に
平
瀬
本
と
い
う
河
内
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源氏物語の一○○年

と
こ
ろ
が
、
一
九
四
二
年
、
す
で
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
て
い
た
時
期
で
す
が
、
池
田
亀
鑑
氏
が
「
校
異
源
氏
物
語
』
を
刊
行
し
て

大
島
本
を
底
本
と
し
ま
し
た
。
河
内
本
は
二
の
次
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
戦
争
中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
本
あ
る
い
は
情
報
と

し
て
の
流
通
は
か
ん
ば
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
ら
に
戦
争
末
期
の
昭
和
一
九
年
に
山
脇
毅
と
い
う
ほ
と
ん
ど
在
野
と
い
っ
て
い
い
研
究
者
が
『
源
氏
物
語
の
文
献
学
的
研
究
』
を
刊

行
し
ま
す
。
こ
れ
は
京
都
大
学
の
『
国
語
国
文
」
と
い
う
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
「
平
瀬
本
の
研
究
」
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
そ
の
当
時
よ
く
読
ま
れ
た
文
献
で
す
。

そ
の
後
、
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
五
六
年
に
池
田
亀
鑑
氏
の
『
源
氏
物
語
大
成
」
（
八
巻
）
が
刊
行
さ
れ
ま
す
が
こ
れ
は
、
一
九
四
二

年
の
「
校
異
源
氏
物
語
」
（
四
巻
）
を
大
増
補
し
た
も
の
で
、
こ
の
大
事
業
に
皆
驚
倒
し
ま
し
た
。

島
本
（
青
表
紙
本
）
を
発
見
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
河
内
本
へ
の
熱
望
・
熱
狂
の
さ
な
か
に
下
田
歌
子
の
「
源
氏
物
語
講
義
第
一
巻
」
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
、

河
内
本
に
つ
い
て
盛
ん
に
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
文
に
何
ら
か
の
注
記
を
つ
け
る
際
に
、
か
な
り
頻
繁
に
底
本
と
比
較
し
て
い
ま
す
。

下
田
歌
子
が
非
常
に
時
代
に
敏
感
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
事
例
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
同
じ
年
に
山
岸
徳
平
氏
の
『
河
内
本
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
が
刊
行
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
尾
州
家
本
の
解
説
書
で
す
。
さ

き
に
刊
行
さ
れ
た
尾
州
家
本
の
影
印
の
解
題
を
、
岩
波
書
店
で
あ
ら
た
め
て
独
立
し
た
著
書
と
し
て
刊
行
し
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
一
九
三
七
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
、
京
都
大
学
の
吉
沢
義
則
氏
が
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
を
刊
行
し
ま
す
。
こ
れ
は
湖
月

抄
と
河
内
本
を
同
時
に
読
め
る
よ
う
に
、
一
行
ず
つ
並
べ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
時
期
は
河
内
本
が
注
目
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

『
源
氏
物
語
大
成
」
に
よ
る
転
換
点
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そ
し
て
、
現
在
の
状
況
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
一
時
期
、
河
内
本
が
非
常
に
渇
望
さ
れ
、
「
河
内
本
が
あ
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
」
と
い
う
熱
狂
的
な
も
の
が
あ
り
、
皆
一

斉
に
河
内
本
に
飛
び
つ
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
時
に
は
新
聞
沙
汰
に
も
な
り
ま
し
た
。
学
者
た
ち
も
皆
河
内
本
を
読
ん
で
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
蓋
を
あ
け
て
み
る
と
、
ど
う
も
河
内
本
は
お
か
し
い
、
紫
式
部
の
生
き
て
い
た
平
安
時
代
中
期
の
表
現
と
し
て
は
ど
う
も

お
か
し
い
、
鎌
倉
時
代
の
表
現
で
は
な
い
か
、
と
い
う
部
分
が
出
て
き
て
、
「
ど
う
も
手
触
り
が
違
う
」
と
言
わ
れ
始
め
た
と
こ
ろ
で
、

大
島
本
が
見
つ
か
り
、
冑
表
紙
本
に
ま
た
戻
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
ま
た
青
表
紙
本
の
地
位
が
ゆ
ら
ぎ
始
め
ま
し

た
。
現
在
は
非
常
に
ホ
ッ
ト
な
と
こ
ろ
で
す
。

…
・
・
・
下
田
は
文
意
を
読
み
取
る
こ
と
を
尊
重
し
、
わ
か
る
本
文
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
研
究
者
と
し
て
本
文
に
対
時
し
た
の
で
は

な
い
。
「
源
氏
物
語
』
の
読
者
の
立
場
か
ら
よ
り
わ
か
り
や
す
い
本
文
を
求
め
て
諸
本
に
目
を
配
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
校
訂
本

文
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
河
内
本
に
目
が
向
い
て
い
た
時
代
だ
っ
た
と
い
う
背
景
も
大
い
に
関
係
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
に
熱
狂
的
に
河
内
本
が
も
て
は
や
さ
れ
た
時
期
、
大
正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
下
田
歌
子
は
学
者
と

し
て
遇
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
も
そ
う
で
す
。
研
究
史
上
そ
れ
は
明
ら
か
で
す
。
た
だ
、
専
門
家
と
は
違
う
場
に
立

ち
な
が
ら
も
、
下
田
歌
子
が
時
代
に
敏
感
に
反
応
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
伊
藤
氏
も
証
明
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
銘
記

し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
專
門
家
筋
だ
け
の
閉
鎖
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
」
の
研
究
史
に
、

〈
ヲ
年
‐
（
二
（

語
研
究
・
第
皿

し
て
い
ま
す
。

（
二
○
○
八
）
の
二
月
に
伊
藤
鉄
也
氏
が
発
表
さ
れ
た
「
〈
河
内
本
群
〉
を
指
向
し
た
下
田
歌
子
の
校
訂
本
文
」
二
講
座
源
氏
物

第
七
巻
」
お
う
ふ
う
）
の
中
で
、
『
源
氏
物
語
講
義
第
一
巻
』
に
示
さ
れ
た
本
文
の
部
分
を
分
析
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
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と
こ
ろ
が
、
下
田
歌
子
の
父
の
言
い
分
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
」
と
い
う
の
は
、
天
皇
の
お
后
を
犯
し
た
若
者
を
描
い
た
、
非
常
に

不
埒
な
作
品
で
あ
る
、
男
と
女
が
く
っ
つ
い
た
り
離
れ
た
り
と
下
賤
な
も
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
と
い
う
評
価
が
主
体
の
時
代
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
う
い
う
時
代
に
は
、
例
え
ば
南
総
里
見
八
犬
伝
の
よ
う
な
血
湧
き
肉
躍
る
、
勧
善
懲
悪
、
強
き
を
助
け
弱
き
を
く
じ
く
（
笑
）

Ｉ
こ
れ
は
冗
談
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
マ
ッ
チ
ョ
な
思
考
法
の
下
に
も
て
は
や
さ
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
『
源
氏
物
語
」
が
経
て
き
た
歴
史
を
ぎ
ゅ
っ
と
煮
詰
め
た
の
が
、
こ
の
一
○
○
年
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
青
表
紙
本
が
読

ま
れ
、
河
内
本
が
読
ま
れ
、
そ
し
て
ま
た
青
表
紙
本
が
読
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
今
、
別
本
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
別
本
と
い
う
の
は
、

非
常
に
複
雑
で
種
々
雑
多
な
も
の
、
何
や
ら
得
体
の
し
れ
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
ど
う
や
ら
古
そ
う
な
も
の
も
部
分
的
に
は
あ
る
。
汲
め

ど
も
尽
き
ぬ
泉
と
ま
で
い
え
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ま
だ
見
極
め
ら
れ
て
い
な
い
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
何
か
地
下
水
脈

ま
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
一
○
○
○
年
の
間
に
「
源
氏
物
語
』
は
い
ろ
ん
な
浮
き
沈
み
が
あ
り
ま
し

た
。
書
か
れ
た
当
時
は
、
藤
原
道
長
、
彰
子
の
親
子
の
間
、
と
り
わ
け
式
部
が
出
入
り
し
て
い
た
宮
廷
の
サ
ロ
ン
で
は
「
源
氏
物
語
』
は

よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
藤
原
定
家
と
い
う
和
歌
の
道
の
大
先
達
が
源
氏
物
語
を
取
り
扱
い
ま
す
。
定
家
の
父
で
あ
る
俊
成

が
「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
也
」
（
建
久
四
年
〈
二
九
三
〉
『
六
百
番
歌
合
』
の
判
訶
）
と
い
っ
て
い
ま
す
。
現
代
風
に
言
え

ば
「
源
氏
物
語
を
読
ま
な
い
歌
詠
み
な
ん
て
、
あ
り
え
な
い
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
後
、
歌
詠
み
た
ち
は
『
源
氏
物
語
』
を
読

反
省
の
材
料
を
提
供
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

五
結
び
と
し
て
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け
れ
ど
も
こ
の
百
年
を
見
て
い
く
と
青
表
紙
本
か
ら
河
内
本
、
ま
た
青
表
紙
本
と
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
結
局
、

『
源
氏
物
語
』
は
紫
式
部
の
と
こ
ろ
ま
で
た
ど
り
着
け
る
か
ど
う
か
、
ど
う
も
た
ど
り
着
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
紫
式
部
の
二
百
年
後

ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
な
ら
、
何
と
か
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
頼
り
な
い
手
応
え
を
感
じ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い

か
、
と
い
え
ま
す
。
あ
ま
り
大
げ
さ
な
期
待
を
し
な
い
で
、
じ
っ
く
り
進
展
を
待
つ
し
か
な
い
。
学
問
と
い
う
の
は
辛
気
く
さ
い
も
の

で
、
あ
ま
り
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
囚
わ
れ
ず
に
地
道
に
続
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
学
者
は
「
源
氏
物
語
』

の
研
究
に
埋
没
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
一
○
○
年
は
「
源
氏
物
語
」
が
経
て
き
た
歴
史
を
凝
縮
し
た
で
、
非
常
に
ホ
ッ
ト
な
時
代
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
に
実
践
女

子
学
園
の
一
○
○
年
Ｉ
も
う
す
ぐ
二
○
周
年
に
な
り
ま
す
が
Ｉ
そ
れ
が
重
な
っ
て
く
る
時
期
に
居
合
わ
せ
る
と
い
う
の
は
、
私
に

と
っ
て
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
幸
せ
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

か
鉱
脈
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

〔
付
記
〕本

稿
は
二
○
○
八
年
九
月
二
七
日
に
行
っ
た
講
演
（
於
東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
）
の
テ
ー
プ
起
こ
し
で
あ
り
、
内
容
は
そ
の

時
点
ま
で
に
生
起
し
た
こ
と
に
限
定
し
て
あ
る
。
「
別
本
」
を
含
む
勝
安
芳
旧
蔵
本
が
武
庫
川
女
子
大
で
「
再
発
見
」
さ
れ
た
と

新
聞
各
紙
に
報
道
さ
れ
た
の
は
同
年
一
○
月
三
○
日
の
こ
と
で
あ
る
。

関
連
槁
と
し
て
「
源
氏
物
語
の
本
文
と
表
現
Ｉ
弓
大
成
』
以
後
」
と
「
阿
部
以
後
」
の
模
索
へ
向
け
て
Ｉ
」
（
横
井
孝
・

久
下
裕
利
Ⅱ
編
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
Ｉ
本
文
と
表
現
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
○
○
八
年
二
月
刊
、
所
収
）
、
「
「
源
氏
物

語
千
年
の
か
が
や
き
」
展
の
片
隅
に
」
（
「
国
文
研
ニ
ュ
ー
ズ
」
一
四
号
）
を
書
い
た
。
妾
々
参
看
を
乞
う
。
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周
卿
凹
凹
『
源
氏
物
語
』
諸
本
研
究
の…

Ａ
青
表
紙
本
（
青
表
紙
本
系
統
）

闇
閣
川
山
最
近
の
彌
氏
物

①
「
大
沢
本
」
。
：
…
…
別

②
「
飯
島
本
」
：
：
：
…
別

③
「
角
屋
本
」
：
…
．
…
別

口
な
ぜ
「
別
本
」
な
の
か
？

：
源
氏
物
語
千
年
紀
記
念
実
践
女
子
大
学
公
開
講
演
会

源
氏
物
語
の
一
○
○
年

A

Ｃ
別
本 藤

原
定
家
（
二
六
一…

Ｂ
河
内
本
（
河
内
本
系
統
）

二
○
○
年
」
の
意
味
一

河
内
守
源
光
行
二
一
六
三
～
一
二
四
四
）
・
親
行
二
一
八
七
～
一
二
七
二
頃
）
が
校
訂
し
た
。

『
源
氏
物
語
」
諸
本
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド

『
源
氏
物
語
」

（
二
六
二
～
一
二
四
一
）
が
校
訂
し
た
。

別別別
本本本

写
本
発
見
（
再
発
見
）
の
状
況

（
二
○
○
八
年
九
月
二
七
日
）

横
井
孝
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闇
悶
囿
哩
横
井
孝
「
「
未
央
柳
」
の
ゆ
く
ぇ
ｌ
下
田
歌
子
涜
氏
物
語
講
義
」
の
周
圏
を
め
ぐ
る
考
察
ｌ
」
（
涌
氏
物
語
の
始
発
ｌ

桐
壺
巻
論
集
」
（
竹
林
舎
、
’
’
○
○
六
年
一
一
月
刊
）

③
…
…
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
は
、
『
源
氏
物
語
』
研
究
の
新
し
い
時
代
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
テ
キ
ス
ト
の
発
掘
が
相

か
し
ら
が
き

次
ぎ
、
一
種
異
様
な
熱
気
の
籠
も
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
一
般
に
湖
月
抄
や
首
書
源
氏
物
語
で
読
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
近
世
以

来
、
待
望
久
し
い
河
内
本
の
一
本
・
平
瀬
本
が
発
掘
さ
れ
紹
介
さ
れ
た
の
が
大
正
一
○
年
二
九
二
二
。
金
子
元
臣
「
定
本
源
氏

物
語
新
解
」
上
巻
（
明
治
書
院
）
「
序
」
に
「
河
内
本
源
氏
を
入
手
し
た
」
と
報
じ
ら
れ
た
の
が
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
。
池
田

亀
鑑
が
芳
賀
矢
一
博
士
記
念
会
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
事
業
と
し
て
『
源
氏
物
語
」
の
諸
注
集
成
を
企
図
し
、
や
が
て
相
次
ぐ
河
内
本
発

見
を
奇
貨
と
し
て
、
河
内
本
を
底
本
に
し
た
『
校
本
源
氏
物
語
」
に
方
向
転
換
し
た
の
は
大
正
一
五
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

⑧
そ
し
て
後
の
『
源
氏
物
語
大
成
」
の
主
底
本
と
な
り
、
現
在
の
ほ
と
ん
ど
の
活
字
本
の
底
本
と
な
る
大
島
本
と
池
田
亀
鑑
が
出
会

っ
た
の
が
「
昭
和
五
・
六
年
の
間
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
…
…
し
か
も
新
た
な
校
本
の
作
成
は
急
速
に
進
み
、
『
源
氏
物
語
大
成
」

の
前
身
「
校
異
源
氏
物
語
』
全
五
巻
の
刊
行
が
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
一
○
月
で
あ
っ
た
。
戦
後
、
索
引
篇
・
研
究
資
料
篇
・

図
録
篇
が
大
増
補
さ
れ
て
『
大
成
』
が
成
っ
た
後
の
、
そ
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
問
、
昭
和

九
年
（
一
九
三
四
）
山
岸
徳
平
に
よ
っ
て
尾
張
徳
川
家
の
河
内
本
が
影
印
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

◎
こ
う
し
た
昭
和
初
年
の
本
文
研
究
の
状
況
の
な
か
で
、
実
践
女
子
大
学
の
創
始
者
で
あ
る
下
田
歌
子
が
独
自
に
『
源
氏
物
語
」
の

Ｂ
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
」
以
前
と
以
後
一

、
く
／
う
く
／
う
、
く
く
〆
う
ｈ
く
／
フ
ミ
ノ
間
ｒ
う
ぐ
〆
フ
ミ
／
、
ノ
、
く
〆
恩
Ｊ
Ｎ
ｆ
、
ノ
、
く
ノ

「
青
表
紙
本
系
統
」
「
河
内
本
系
統
」
以
外
の
（
種
々
雑
多
な
）
本
、
あ
る
い
は
そ
の
総
称
。
「
系
統
」
が
立
た
な
い
こ
と
に
注

；
垂
冒
必
○
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犀
陽
耐
凹
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
の
本
文
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
六
月
刊
）

①
本
文
は
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
共
に
「
源
氏
物
語
」
の
原
典
そ
の
ま
ま
の
本
文
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
校
訂
者
が
そ
れ

ぞ
れ
に
手
を
加
え
て
い
る
ら
し
い
：
…
他
の
作
品
の
伝
本
の
場
合
の
よ
う
に
、
多
少
崩
れ
て
は
い
て
も
、
原
典
の
本
文
の
姿
を
残
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
夢
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
四
四
～
五
頁
）

②
『
源
氏
物
語
』
の
巨
大
な
伝
本
群
を
前
に
し
て
、
こ
れ
を
文
献
学
的
に
処
理
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
ま
ず
本
文
そ
の
も
の
の
形

状
・
性
格
の
分
類
か
ら
は
じ
め
る
べ
き
で
、
こ
の
青
表
紙
本
と
は
と
い
う
類
の
課
題
を
正
面
に
立
て
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
：
：
・
そ
の
本
文
そ
の
も
の
を
扱
う
こ
と
を
後
ま
わ
し
に
し
て
、
伝
本
の
形
態
的
特
徴
に
頼
っ
た
こ
と
は
、
手
順
を
二
重
に
誤
る

も
の
…
：
（
九
八
頁
）

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
》
７
．

注
釈
を
こ
こ
ろ
ざ
し
、
孜
々
と
『
源
氏
物
語
講
義
」
を
著
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
い
ず
れ
の
研
究
史
で

も
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
尾
州
家
河
内
本
の
影
印
が
徳
川
黎
明
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
昭
和
九
年
の

四
月
に
は
、
「
総
論
及
梗
概
」
を
収
め
る
『
源
氏
物
語
講
義
首
巻
』
（
実
践
女
学
校
出
版
部
）
が
総
三
七
四
頁
で
刊
行
さ
れ
、
次
い

で
昭
和
二
年
（
一
九
三
六
）
一
○
月
に
は
桐
壺
か
ら
空
蝉
の
巻
ま
で
の
全
文
の
注
釈
を
収
め
る
『
同
第
一
巻
』
（
同
）
が
総
四

八
六
頁
で
上
梓
さ
れ
た
。
著
者
は
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
一
○
月
に
逝
去
し
た
た
め
に
続
刊
は
中
絶
し
た
が
、
若
紫
の
巻
の
草

稿
が
存
し
、
さ
き
ご
ろ
「
源
氏
物
語
講
義
若
紫
」
（
実
践
女
子
学
園
、
二
○
○
二
・
三
刊
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
も
紅
葉
賀
の
巻
を
含
め
た
数
帖
の
講
義
の
速
記
録
も
遣
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
」
の
全
注
を
企
図
し
て
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胃 Ｃ
下
田
歌
子
「
源
氏
物
語
講
義
』
の
存
在
意
義

闇
卿
Ｈ
回
下
田
歌
子
『
源
氏
物
語
講
義
・
第
一
巻
」
（
実
践
女
学
校
出
版
部
、
’
九
一
一
一
六
年
五
月
刊
）
評
謹

お
そ
ら

○
大
殿
籠
。
明
治
時
代
、
単
に
「
み
こ
し
」
と
申
上
げ
た
。
現
今
も
恐
く
は
さ
う
で
あ
ら
う
。
「
聖
上
は
み
こ
し
に
な
っ
た
」
の
如
し
。

し
か

そ
れ
は
、
「
御
格
子
を
閉
し
奉
る
」
の
意
味
で
も
あ
ら
う
か
。
而
も
約
言
し
て
か
く
申
し
た
。

臣
下
田
歌
子
漏
氏
物
語
講
義
」
首
巻
（
実
践
女
学
校
出
版
部
、
’
九
三
四
年
四
月
刊
）
「
緒
言
」

た
ん
ぽ
が
い
が
い
二
ホ
ン
ア
ル
プ
ス

明
治
維
新
の
曙
光
も
ま
だ
灰
め
き
初
め
い
頃
、
東
儂
の
山
里
に
生
れ
た
自
分
は
、
旦
暮
磑
々
た
る
御
嶽
の
積
雪
を
望
み
、
模

糊
た
る
恵
那
山
の
雲
霧
を
眺
め
て
、
単
調
な
生
活
を
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、
幼
年
時
代
か
ら
深
く
和
歌
に
趣
味
を
有
っ
て
居
た
為

に
、
勢
ひ
古
文
学
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
「
女
の
癖
に
」
と
叱
ら
れ
っ
、
も
家
の
蔵
書
は
何
く
れ
と
な
く
、
手
当
り
次
第
に
読
過
し

か

た
け
れ
ど
も
、
何
分
自
分
の
家
は
三
代
続
き
の
漢
学
者
で
あ
っ
た
の
で
、
漢
籍
は
可
な
り
蔵
さ
れ
て
あ
っ
た
が
、
国
耆
は
余
り
沢
山

そ
れ
ゆ
え
い
つ

あ
こ
が

も
無
か
っ
た
。
其
故
何
時
と
は
無
し
に
聞
き
覚
え
て
居
た
源
氏
物
語
の
名
称
に
憧
慢
れ
、
早
く
読
ん
で
見
た
い
く
と
熱
望
し
て
居
た

な
に
が
し
、
く
く
く
げ
シ
シ

に
も
関
ら
ず
、
た
ず
の
一
巻
も
眼
に
触
れ
た
事
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
其
の
間
に
同
藩
士
の
某
が
湖
月
抄
を
所
持
し
て
居
る
と

の
た
ま

伝
聞
し
、
是
非
拝
借
し
て
戴
き
た
い
と
父
に
懇
願
し
た
所
が
、
父
は
日
ふ
、
「
源
氏
物
語
は
名
文
で
は
あ
ら
う
が
、
少
女
に
は
害
あ

り
て
益
無
き
言
で
あ
る
。
大
人
に
な
っ
て
家
庭
で
も
作
っ
た
後
に
せ
よ
」
と
厳
禁
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

の
ち

た
ま
た
、
く
く
く
く
〆
シ

こ
ん
こ
ん

其
の
後
作
歌
の
手
引
き
し
て
戴
い
た
某
老
尼
の
机
上
に
、
偶
ま
湖
月
抄
の
載
せ
て
あ
る
の
を
見
て
、
又
猿
々
と
そ
の
借
覧
を
願

っ
た
が
、
や
は
り
聞
か
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
余
り
の
熱
望
を
気
の
毒
に
恩
は
れ
た
か
、
漸
く
同
書
の
と
こ
ろ
人
、
を
抜
い
て
、

さ
い
じ

時
々
聴
か
さ
れ
る
の
が
、
ど
ん
な
に
面
白
く
嬉
し
く
感
じ
た
事
で
あ
ら
う
。
凡
て
が
貧
弱
な
蟇
爾
た
る
山
間
の
小
天
地
に
於
い
て
、

け
ん
ら
ん

報
ご
ふ
ま

え
が

い
か
ほ
ど

絢
燗
な
平
安
朝
の
盛
時
、
宮
廷
貴
族
の
豪
華
な
状
を
脳
裡
に
画
い
て
、
眼
底
に
浮
ぶ
唇
気
楼
に
、
如
何
程
胸
を
躍
ら
せ
た
事
で
あ
つ

た
ら
う
。

二

頁
…
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源氏物語の )○年

つ
ぼ
ね

○
め
だ
う
。
自
分
が
宮
中
奉
仕
中
（
明
治
の
御
宇
）
、
自
分
等
の
住
む
局
（
紅
葉
山
）
の
前
の
縁
を
、
す
べ
て
「
お
め
ん
だ
う
」
と
称

な
に
が
し

し
て
居
た
。
命
婦
某
の
談
に
「
伯
母
な
る
人
は
、
孝
明
天
皇
の
御
時
代
以
上
、
三
朝
に
仕
へ
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
老
伯
母
の
言
に
、

あ
お
う
ま
せ
ち
え

『
昔
は
白
馬
の
節
会
と
云
ふ
が
あ
り
。
其
の
白
馬
に
何
等
か
関
し
た
事
で
あ
っ
た
と
か
い
ふ
事
で
、
今
も
と
こ
ろ
ノ
ぐ
、
の
御
縁
に
、
馬
道

く
わ

の
名
が
残
っ
て
居
る
」
と
い
ふ
事
を
耳
に
し
た
」
と
云
は
れ
た
。
委
し
き
を
知
る
よ
し
の
無
か
っ
た
の
は
、
遺
憾
で
あ
る
。
（
三
○
頁
）

○
・
・
・
：
．
こ
れ
も
、
自
分
が
宮
中
奉
仕
の
頃
の
事
で
あ
る
が
、
恐
れ
な
が
ら
明
治
天
皇
様
は
、
常
に
整
然
と
御
定
ま
り
に
な
っ
て
居
る
御
居

ほ
か

間
、
又
は
御
格
子
の
室
（
御
寝
所
）
等
に
成
ら
せ
ら
れ
、
定
っ
た
御
廊
下
を
通
御
に
な
る
外
、
い
く
ら
も
離
れ
て
居
な
い
申
之
口
へ

さ
し
の
ぞ

も
、
御
差
窺
き
も
遊
ば
さ
れ
な
か
っ
た
位
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
御
炎
上
後
の
旧
赤
坂
御
所
で
、
極
め
て
御
狭
い
処
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
に

ひ
も
と

さ
い
し
よ
あ
つ
こ
と
じ

も
関
ら
ず
、
左
様
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
丁
度
源
氏
物
語
を
幡
い
た
り
し
て
居
た
時
、
た
し
か
税
所
敦
子
刀
自
だ
っ
た
か
、

「
今
の
御
事
を
考
へ
る
と
帝
が
度
々
成
ら
せ
ら
れ
た
な
ど
と
云
ふ
事
は
あ
っ
た
だ
ら
う
か
」
と
巾
さ
れ
る
と
、
老
年
の
某
女
官
が
、
「
ど

み
よ
う
ぶ

う
も
昔
は
さ
う
云
ふ
事
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
御
下
（
即
ち
命
婦
）
の
所
へ
さ
へ
、
昔
は
聖
上
が
成
ら
せ
ら
れ
た
事
が
あ
る
ら
し
い
」

と
云
は
れ
た
。
そ
れ
故
、
自
分
は
な
る
程
と
思
っ
て
、
「
さ
う
云
ふ
風
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
の
所
謂
御
下
ど
こ
ろ
の
伊
勢
が
、
宇
多
天

か
た

皇
の
皇
子
を
御
誕
生
申
上
げ
た
事
も
あ
っ
た
筈
で
す
」
な
ど
と
、
敦
子
刀
自
と
談
り
合
っ
た
事
を
追
懐
し
て
、
参
考
の
為
に
、
蕊
に
加

へ
て
空
直
イ
、
○

な
い
じ
ゆ

そ
し
て
、
陛
下
が
御
寝
所
へ
入
御
な
る
と
、
内
豐
や
う
の
人
が
、
「
み
か
う
し
」
と
ふ
れ
る
事
に
な
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。

二葺

八

〆へ

二

三
一＝

~貝
、一

宇
多
天

蕊
に
加

一
九
百
〈
）
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