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（特集━一）　源氏物語、古きがなかに新しきあり

　

実
践
女
子
大
学
、
文
芸
資
料
研
究
所
の
横
井
で
す
。

　
「
古
き
が
な
か
に
新
し
き
あ
り
」と
は
変
な
タ
イ
ト
ル
で
、「
温
故
知
新
」で
は
な
い
の
か
、
と
言
わ
れ
そ
う
な
の
で
す
が
、
ど
う
も
微
妙

に
違
う
、
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て
、
あ
え
て
こ
の
変
な
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
致
し
ま
す
。「
古
い
」と
い
う
言
葉
は
負
の
意
味
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
の
多
い
語
で
あ
り
、「
新
し
い
」は
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
、と
い
う
の
が
通
念
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、こ
と『
源
氏
物
語
』

の
研
究
に
お
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
古
い
古
い
と
敬
遠
さ
れ
て
い
る
見
解
が
、
そ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
新
し
い
境

地
を
、
む
し
ろ
切
り
拓
く
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
の
が
今
回
の
お
話
の
主
題
で
す
。

　
　
　
　

一　
『
源
氏
物
語
』
研
究
史
私
的
回
顧

　

い
き
な
り
わ
た
く
し
ご
と
で
恐
縮
で
す
が
、
私
は
一
九
四
九
年（
昭
和
二
四
年
）生
ま
れ
、
来
年
の
三
月
で
定
年
と
な
り
ま
す
。
怠
け

二
〇
一
九
年
度
国
文
学
科
公
開
講
座
講
演
会
「
源
氏
物
語
、
伝
統
と
未
来
」

源
氏
物
語
、
古
き
が
な
か
に
新
し
き
あ
り

横 

井
　
　
孝
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者
の
学
生
時
代
以
来
、も
う
五
〇
年
ち
か
く
な
り
ま
す
。
大
学
院
に
入
っ

て
そ
ろ
そ
ろ
少
し
は
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
思
い
始
め

た
の
が
一
九
七
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
と

な
り
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
新
し
い
研
究
方
法
が
台
頭
し
て
き
た
時
代
で
し

て
、
ひ
と
つ
の
画
期
で
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
、
戦
争
の
時
代
を
挟

ん
だ
前
後
の
時
代
は
、『
源
氏
物
語
』
は
我
々
が
読
ん
で
い
る
よ
う
な
形

で
は
な
く
、
も
っ
と
複
雑
な
成
り
立
ち
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
―
―

「
成
立
論
」
と
呼
ば
れ
る
議
論
が
学
界
を
席
巻
し
て
お
り
ま
し
た
。『
源

氏
物
語
』を
論
じ
る
人
は
、
若
い
研
究
者
も
大
家
も「『
源
氏
物
語
』の
成

立
は
…
…
」
と
い
う
こ
と
を
論
じ
な
い
と
『
源
氏
物
語
』
の
学
者
で
は
な

い
、
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
後
「
成
立
論
」
も
水
掛
け
論
に
な
り
頭
打
ち
に
な
っ

て
、
結
論
が
出
な
い
ま
ま
飽
き
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の

後
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
形
で
、
新
し
い
学
問
が
登
場
し
ま

し
た
。「
構
造
論
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
は
欧
州
の
学
者
た
ち
の
「
構

造
主
義
」
に
影
響
を
受
け
て
出
て
き
た
も
の
で
す
が
、「
構
造
主
義
」
の

学
者
と
し
て
有
名
な
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
（Claude 

Lévi-Strauss
、
一
九
〇
八
～
二
〇
〇
九
）や
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
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（特集━一）　源氏物語、古きがなかに新しきあり

（Louis Pierre A
lthusser

、
一
九
一
八
～
一
九
九
〇
）の
著
述
に
よ
る
も
の
。
あ
る
い
は
そ
の
後
に
接
続
す
る
よ
う
に
出
て
き
た「
テ
ク

ス
ト
論
」な
ど
で
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン（Jacques-M

arie-Ém
ile Lacan

、
一
九
〇
一
～
一
九
八
一
）、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト（Roland 

Barthes
、
一
九
一
五
～
一
九
八
〇
）、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ（Jacques D

errida

、
一
九
三
〇
～
二
〇
〇
四
）、
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ

（Julia K
risteva

、
一
九
四
一
～
）
と
い
っ
た
方
々
の
著
述
が
、
若
手
の
研
究
者
た
ち
の
論
に
は
盛
ん
に
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
八
〇

年
代
前
半
の
こ
と
で
す
。

　

私
も
、
こ
う
い
っ
た
一
世
を
風
靡
し
て
、
清
新
な
文
芸
理
論
だ
と
い
う
の
で
飛
び
つ
き
ま
し
て
、
―
―
『
源
氏
物
語
』
っ
て
複
雑
で
長

く
て
、
分
析
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
よ
ね
―
―
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
複
雑
で
長
く
て
難
し
い
作
品
を
、
き
れ
い
に
わ
か
り
や

す
く
料
理
し
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
期
待
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
名
前
の
方
々
の
本
―
―
私
は
語
学
が
苦
手
な
の
で
邦
訳
さ
れ
た
も

の
で
す
が
―
―
諸
氏
の
驥
尾
に
接
し
て
読
ん
で
み
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ど
う
も
私
の
頭
が
悪
い
せ
い
な
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
う
し
た

新
し
い
学
問
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
発
の
理
論
が
、
ど
う
し
て『
源
氏
物
語
』研
究
に
役
立
つ
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
争
う
よ
う
に
文
芸
理
論
を

取
り
入
れ
て
い
る
人
の
中
に
は
、
ど
う
も
カ
タ
カ
ナ
名
前
の
方
々
の
著
述
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
も
の
も
あ
っ
た

り
し
ま
し
た
。
結
局
、
こ
う
し
た
新
し
い
理
論「
構
造
論
」「
テ
ク
ス
ト
論
」「
語
り
」論
／
「
読
み
」論
…
…
次
か
ら
次
へ
と
出
て
く
る
目

新
し
い
も
の
を
使
っ
て『
源
氏
物
語
』が
み
ご
と
に
腑
分
け
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
ま
ま
で
し
た
。
こ
れ
ら
も
飽
き
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
人
さ
え
い
ま
せ
ん
。
私
自
身
少
し
ず
つ
、
こ
う
し
た
新
潮
流
に
乗
る
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

ゆ
き
、
誰
も
見
向
き
も
し
な
い
よ
う
な
地
味
な
地
味
な
研
究
を
続
け
て
、
現
在
に
至
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

た
ま
た
ま
目
に
し
た
本
に
こ
う
い
う
一
節
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
代
に
特
有
な
歴
史
認
識
や
政
治
認
識
の
変
化
に
過
敏
な
ま
で
に
反
応
し
た
り
、
欧
米
の
そ
の
時
々
の
最
新
理
論
を
ふ
り
か
ざ
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し
た
り
す
る
、
こ
ざ
か
し
く
、
こ
む
ず
か
し
い
古
典
研
究
は
、
も
う
願
い
下
げ
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
ど
ん

ど
ん
文
学
研
究
が「
文
学
」の
質
と
無
縁
な
も
の
に
下
落
し
て
し
ま
う
。

 （
島
内
景
二『
光
源
氏
の
人
間
関
係
』新
潮
選
書
・
新
潮
社
、
一
九
九
五
年
二
月
刊
）

　

な
る
ほ
ど
、
同
じ
よ
う
な
考
え
の
人
も
い
る
も
の
だ
な
、
と
ち
ょ
っ
と
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
た
だ
、
傍
線
部
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
、

ど
ん
ど
ん
文
学
研
究
が「
文
学
」の
質
と
無
縁
な
も
の
に
下
落
し
て
し
ま
う
」と
い
う
箇
所
に
は
ひ
っ
か
か
り
を
覚
え
ま
す
。

　

最
近
の
私
は
、「
文
学
」と
い
っ
た
概
念
を
、
古
典
の
―
―
た
と
え
ば『
源
氏
物
語
』な
ど
に
直
接
押
し
当
て
る
こ
と
に
警
戒
し
て
お
り
ま

す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、「
文
学
」
と
い
う
概
念
は
近
代
現
代
の
所
産
で
す
。
一
〇
〇
〇
年
前
の
紫
式
部
が
―
―
「
文
学
」
に
相
当
す
る
よ

う
な
何
か
し
ら
を
感
じ
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
―
―
そ
ん
な
概
念
を
持
っ
て
い
た
は
ず
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
当
時
の
人
た
ち

に
と
っ
て
の
物
語
は
、
娯
楽
、
愉
し
み
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま

す
。
と
す
る
と
、「
文
学
」な
ど
と
い
う
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
議
論
は
、『
源
氏
物
語
』に
は
無
縁
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
今
で

は
そ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　

二　

な
ぜ
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
か

　
『
源
氏
物
語
』は
、
質
量
の
大
き
さ
、
筋
書
き
の
複
雑
さ
、
古
さ
、
影
響
力
の
大
き
さ
深
さ
、
な
ど
に
よ
る
魅
力
に
満
ち
て
い
て
、
研
究

者
・
読
者
を
惹
き
付
け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
論
者
の
多
く
は
、
―
―
さ
き
ほ
ど
の
ナ
ン
ト
カ
論
・
カ
ン
ト
カ
論
の
よ
う

に
、
外
国
の
カ
タ
カ
ナ
名
前
の
方
々
の
権
威
を
借
り
て
、
さ
な
が
ら
虎
の
威
を
借
る
狐
の
よ
う
に
隠
れ
蓑
に
し
て
、
実
は
お
の
れ
の
内
な
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（特集━一）　源氏物語、古きがなかに新しきあり

る『
源
氏
物
語
』を
説
く
の
に
性
急
で
、
そ
の
時
代
そ
の
時
代
の
意
識
・
知
識
で
、
こ
の
古
代
の
物
語
を
裁
断
し
よ
う
と
し
て
き
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
も
そ
も「
な
ぜ『
源
氏
物
語
』が
書
か
れ
た
か
」と
い
う
根
本
的
な
問
い
に
す
ら
、
観
念
論
ぬ
き
に
は
応
答
で
き

な
い
ん
で
す
ね
。
お
手
元
の
資
料
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

紫
式
部
の
評
伝
の
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
今
井
源
衛
さ
ん
の『
紫
式
部
』の
一
節
に
こ
ん
な
ふ
う
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
執
筆
の
心
理
的
動
機
に
つ
い
て
は
…
…
将
来
に
希
望
の
な
い
未
亡
人
の
日
々
の
つ
れ
づ
れ
を
紛
ら
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
…
…
単
な
る
読
書
人
や
博
識
家
に
と
ど
ま
り
得
な
い
で
、
み
ず
か
ら
物
語
の
創
作
に
赴
い
た
理
由
は
、
よ
し
ん
ば
少
女
未

婚
時
代
か
ら
の
習
作
の
経
験
を
考
え
る
と
し
て
も
、
根
本
的
に
は
式
部
の
生ヴ
ア
イ
タ
リ
テ
イ

命
力
が
、
夫
の
死
を
機
と
し
て
凍
結
の
危
機
に
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
猛
然
と
そ
れ
を
拒
み
、
彼
女
を
し
て
積
極
的
に
み
ず
か
ら
生
き
よ
う
と
決
意
し
、
そ
れ
を
実
行
さ
せ
た
と
こ

ろ
に
こ
そ
在
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
今
井
源
衛『
紫
式
部
』人
物
叢
書
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
三
月
刊
、）

　

名
文
で
す
。
何
か
見
て
き
た
よ
う
な
、
と
申
し
ま
す
か
。
…
…
要
す
る
に
、
紫
式
部
は
自
分
の
た
め
に
『
源
氏
物
語
』
を
書
き
始
め
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

と
い
い
た
い
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
実
際
、
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
次
の
資
料
を
ご
覧
下
さ
い
。
倉
本
一
宏
さ
ん
と
い
う

方
、
文
学
の
ほ
う
で
は
な
く
歴
史
学
者
の
方
で
す
。

『
源
氏
物
語
』を
書
き
記
す
た
め
に
は
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
紙
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
枚
の
紙
を
四よ
つ

半は
ん

本ぼ
ん

と
し
て
四
丁
と
す
る
と
、
一
丁
は
表
裏
で
二
頁
と
な
る
か
ら
、
一
紙
か
ら
八
頁
が
取
れ
る
。
現
存
最
善
本
の

写
本
と
さ
れ
て
い
る
大
島
本
を
見
た
限
り
で
大
ま
か
な
平
均
を
取
り
、
乱
暴
な
仮
定
を
行
う
と
、
一
行
に
二
〇
字
書
く
と
し
て
、
一
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頁
十
行
と
す
る
と
、
一
頁
に
は
二
〇
〇
字
、
つ
ま
り
は
一
紙
で
一
六
〇
〇
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る（
…
…
）。

　
『
源
氏
物
語
』は
全
編
五
十
四
巻
で
九
四
万
三
一
三
五
字
で
あ
る
。
こ
れ
を
記
す
た
め
に
は
六
一
七
枚
の
料
紙
が
必
要
と
な
る
。
内

訳
は
、「
桐
壺
」巻
か
ら「
藤
裏
葉
」巻
ま
で
の
第
一
部
が
四
三
万
九
四
六
五
字
で
二
九
一
枚
、「
若
菜
上
」巻
か
ら「
幻
」巻
ま
で
の
第
二

部
が
一
九
万
三
八
五
一
字
で
一
二
五
枚
、「
匂
に
お
う

兵ひ
よ
う

部ぶ

卿き
よ
う」巻
か
ら「
夢
ゆ
め
の

浮う
き

橋は
し

」巻
ま
で
の
第
三
部
が
三
〇
万
九
八
一
九
字
で
二
〇
一
枚

で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
清
書
用
の
料
紙
の
問
題
で
あ
り
、
下
書
き
用
の
紙
や
、
書
き
損
じ
て
反ほ

故ご

に
し
た
紙
は
、
膨
大
な
量
に
の
ぼ

る
は
ず
で
あ
る
。
表
紙
や
裏
表
紙
用
の
紙
も
勘
定
に
入
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
一
紙
一
六
〇
〇
字
で
計
算
し
て
み
た
枚
数
だ

が
、
一
紙
を
袋
ふ
く
ろ

綴と
じ

に
し
て
四
〇
〇
字
を
書
い
た
場
合
に
は
、
二
三
五
五
枚
と
い
う
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
料
紙
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
。
…
…

　

い
っ
た
い
中
級
官
人
の
未
亡
人
に
し
て
貧
乏
学
者
の
女む
す
めで
あ
る
紫
式
部
に
、こ
れ
ほ
ど
の
料
紙
が
入
手
し
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

下
書
き
用
に
は
為
時
の
使
い
古
し
の
反
故
紙
の
紙
背
を
使
用
し
た
に
し
て
も
、
ま
さ
か
清
書
用
に
は
そ
う
は
い
く
ま
い
。

　

い
ず
れ
か
か
ら
大
量
の
料
紙
を
提
供
さ
れ
、
そ
こ
に『
源
氏
物
語
』を
書
き
記
す
こ
と
を
依
頼
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
可
能

性
が
も
っ
と
も
高
い
の
は
、
道
長
を
措お

い
て
は
他
に
あ
る
ま
い
。『
源
氏
物
語
』と
い
う
物
語
は
、
は
じ
め
か
ら
道
長
に
執
筆
を
依
頼

さ
れ
、
料
紙
の
提
供
を
受
け
て
起
筆
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
、
こ
こ
に
提
示
し
て
み
た
い
。

（
倉
本
一
宏『
紫
式
部
と
平
安
の
都
』吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
刊
、）

　

こ
の
文
章
の
な
か
ば
、
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「（『
源
氏
物
語
』
に
は
）
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
料
紙
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
」

「
い
っ
た
い
中
級
官
人
の
未
亡
人
に
し
て
貧
乏
学
者
の
女む
す
めで

あ
る
紫
式
部
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
料
紙
が
入
手
し
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
」と
指
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摘
し
て
い
ま
す
。
さ
す
が
歴
史
学
者
ら
し
く
て
、
モ
ノ
を
物
理
的
な
ほ

う
か
ら
攻
め
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
図
版
で
ご
覧
い
た
だ
く
の
が
江
戸
時
代
の
版
本
『
紫
文
蜑
之
囀
』

（
享
保
八
年
高
橋
与
惣
次
板
）
の
口
絵
で
す
。
右
下
の
紫
式
部
が
左
上
の

ご
主
人
・
彰
子
中
宮
に
『
源
氏
物
語
』
を
献
上
す
る
と
い
う
図
柄
で
す
。

中
央
に
積
み
上
げ
ら
れ
た『
源
氏
物
語
』が
、
ど
う
や
ら
袋
綴
に
な
っ
て

い
ま
す
。
紫
式
部
の
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な
い
本
の
形（
装
幀
）に
な
っ

て
い
ま
す
し
、
一
面
に
畳
が
敷
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
平
安
時
代
に

は
な
い
風
俗
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
挿
絵
画
家
の
想
像
力
で
す
の
で
、

大
目
に
見
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
が
こ
う
や
っ
て
大

量
に
紙
を
消
費
し
て
、
ご
主
人
に
献
上
さ
れ
る
―
―
こ
の
よ
う
な
具
体

性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
想
像
力
と
い
う
も
の
を
尊
重
し
て
あ
げ
た

い
、
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
さ
き
ほ
ど
倉
本
一
宏
さ
ん
が
指
摘
し
た
よ
う
な
膨
大
な
紙

を
必
要
と
す
る
作
品
で
す
し
、
そ
し
て
和
紙
と
い
う
の
は
、
今
も
昔
も

非
常
に
高
価
な
も
の
で
し
た
。
今
で
し
た
ら
画
材
屋
さ
ん
に
行
け
ば
、

お
金
さ
え
出
せ
ば
い
く
ら
で
も
手
に
入
り
ま
す
。
普
通
の
経
済
力
が
あ

れ
ば
、
一
〇
枚
、
一
〇
〇
枚
と
入
手
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ほ
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と
ん
ど
が
ホ
ー
ム
メ
イ
ド
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
あ
っ
た
時
代
に
紙
を
入
手
す
る
と
い
う
の
は
、
た
と
え
お
金
が
あ
っ
た
と
し
て
も
な
か

な
か
手
に
入
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
、手
に
入
り
に
く
い
紙
を
膨
大
に
消
費
す
る
の
が『
源
氏
物
語
』と
い
う
作
品
だ
と
す
る
と
、

そ
ん
な
貴
重
な
も
の
を
自
分
の
た
め
だ
け
に
使
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
根
本
的
な
問
題
で
す
し
、
当
然
の
疑
問
だ
と
思

う
の
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た『
源
氏
物
語
』の
研
究
者
は
お
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

三　

作
者
に
は
「
紙
」
に
よ
る
制
約
が
あ
る

　

次
の
資
料
を
見
て
頂
き
ま
し
ょ
う
。
柿
本
奨
と
い
う
方
の
書
か
れ
た
文
章
で
す
が
、『
源
氏
物
語
』で
は
な
く『
蜻
蛉
日
記
』に
つ
い
て
の

解
説
の
一
部
で
す
。

　
「
身
の
上
を
の
み
す
る
日
記
」と
も
い
う
所
か
ら
、
述
作
の
目
的
は
自
身
の
身
の
上
を
語
る
に
あ
っ
た
と
わ
か
る
…
…
そ
し
て
、「
天

下
の
人
の
、
品
高
き
や
と
、
問
は
む
た
め
し
に
も（
ア
ナ
タ
ハ
）せ
よ
か
し
」と
い
う
よ
う
に
、
誰
か
に
語
り
か
け
て
い
る
。
こ
の
述

作
は
自
身
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
読
者
を
予
想
し
、
そ
の
人
に
披
露
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
語
り
か
け
て
い
る
相
手

は
、
作
者
の
語
る
所
に
一
々
う
な
づ
き
、
共
に
喜
び
、
共
に
悲
し
む
よ
う
な
、
同
じ
心
の
同
性
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
で
な
け

れ
ば
、
語
り
か
け
る
道
理
が
な
い
。
…
…
本
日
記
に
は
、
作
者
の
半
生
に
わ
た
る
生
活
経
験
を
述
べ
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
読
む
に

最
も
ふ
さ
わ
し
い
人
は
、
こ
れ
か
ら
長
い
人
生
行
路
を
歩
い
て
ゆ
く
べ
き
若
い
子
女
で
あ
ろ
う
。
…
…
「
た
め
し
に
も
せ
よ
か
し
」

と
い
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
効
用
が
目
的
で
あ
る
。
そ
う
し
た
目
的
を
持
つ
に
至
る
に
は
、
作
者
自
身
の
内
部
に
お
い
て
、
自
身
の

過
去
の
生
活
経
験
に
何
ら
か
の
意
義
を
見
出
だ
し
、
文
字
を
借
り
て
形
象
化
し
、
世
に
残
し
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
い
う
述
作
意
識
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が
は
た
ら
い
た
に
違
い
あ
る
ま
い
が
、
そ
の
自
目
的
は
、
効
用
と
い
う
他
目
的
と
相
関
関
係
に
あ
り
、
自
目
的
が
す
べ
て
で
あ
っ
た

と
は
思
え
な
い
。
…
…
述
作
者
に
と
っ
て
書
く
こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
自
身
の
救
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
道
綱
母
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
述
作
者
一
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
書
く
こ
と
自
体
を
目
的
に
し
て
い
る
と

の
み
考
え
る
限
り
、
そ
れ
は
単
な
る
観
念
論
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
こ
の
当
時
は
述
作
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
効
用

を
ね
ら
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。（

柿
本
奨「
解
説
」『
蜻
蛉
日
記
』角
川
文
庫
・
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
一
一
月
刊
所
収
）

　

こ
こ
で
柿
本
さ
ん
が
い
う
の
は
、
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、「
こ
の
当
時
は
述
作
は
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
効
用
を
ね
ら
っ

て
な
さ
れ
る
も
の
」
―
―
つ
ま
り
、
貴
重
な
紙
に
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
は
、
す
べ
て
何
か
誰
か
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
、
自
分
の
た

め
に
書
く
な
ん
て
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
―
―
自
分
の
こ
と
自
分
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
あ
え
て
紙
に
書
く
必
要
な

ど
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
れ
よ
り
も
、
特
定
の
誰
か
の
た
め
、
特
定
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
が
た
め
に
、
文
章
と
い
う
も
の
が
紙
に
書
か

れ
る
の
だ
―
―
そ
う
柿
本
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
『
蜻
蛉
日
記
』は
、
悔
い
の
多
い
人
生
を
歩
ん
で
き
た
作
者
が
、
自
分
と
同
じ
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
気
持
ち
・
目
的
が
あ
っ

て
、
娘
―
―
養
女
で
す
が
―
―
に
語
り
か
け
て
い
る
の
だ
、
そ
う
柿
本
さ
ん
は
解
説
し
て
い
ま
す
。

　

紫
式
部
に
戻
っ
て
、『
紫
式
部
日
記
』と
い
う
の
も
、
紫
式
部
が
お
仕
え
し
て
い
る
ご
主
人
の
家
の
慶
事
、
中
宮
彰
子
が
一
条
天
皇
の
男

の
子
を
出
産
す
る
と
い
う
重
大
な
事
件
の
記
録
と
し
て
、彰
子
中
宮
や
そ
の
父
親
の
藤
原
道
長
に
献
上
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
皇
子
・

敦
成
親
王
は
天
皇
家
の
継
嗣
と
し
て
や
が
て
皇
位
に
つ
き
ま
す
し
、そ
の
子
を
擁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
道
長
一
家
の
慶
事
の
記
録
と
し
て
、

残
す
べ
き
も
の
と
し
て『
紫
式
部
日
記
』と
い
う
作
品
が
あ
る
わ
け
で
す
。
他
の
も
の
、『
源
氏
物
語
』も
、
自
分
の
た
め
で
な
く
、
同
様
に
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他
人
の
た
め
に
書
か
れ
て
あ
る
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
一
番
考
え
や
す
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

同
志
社
大
学
の
廣
田
收
さ
ん
が
「『
源
氏
物
語
』
は
誰
の
た
め
に
書
か
れ
た
か
」
と
い
う
、
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
の
論
文
を
書
い
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

…
…
本
稿
の
目
的
は
た
だ
ひ
と
つ
、『
源
氏
物
語
』の
初
期
形
の
本
文
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
さ
て
措

き
、
何
よ
り
も
ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
は
中
宮
の
た
め
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
宮
付
き
女
房
で
あ
っ
た
紫
式
部
が
、
帝
王

学
な
ら
ぬ
中
宮
学

0

0

0

を
中
宮
に
進
講
申
し
上
げ
る
こ
と
を
意
図
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
す
る
事
で
あ

る
。

　

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
す
に
は
前
提
が
あ
る
。
ま
ず
、
紫
式
部
が
出
仕
前
に『
源
氏
物
語
』の
一
部（
も
し
く
は
そ
の

前
段
階
で
あ
る
習
作
の
物
語
）
を
、
す
で
に
書
い
て
い
た
可
能
性
―
成
立
論
の
問
題
も
存
す
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
長
編
化
に
伴

う
物
語
の
制
作
は
、
出
仕
以
後
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
、
紫
式
部
が
藤
原
道
長
の
要
請
に

従
っ
て
、
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
の
も
と
に
出
仕
し
た
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
長
が
長
保
元（
九
九
九
）年
に
入
内
さ

せ
た
彰
子
は
わ
ず
か
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、…
…『
源
氏
物
語
』が
中
宮
彰
子
に「
身
代
わ
り
の
恋
の
物
語
」と
し
て
、ス
ト
ー

リ
ー
の
面
白
さ
を
中
心
に
読
ま
れ
た
と
理
解
し
て
も
別
段
構
わ
な
い
。
た
だ
、
中
宮
彰
子
の
成
長
、
成
熟
に
応
じ
て
、
こ
の
物
語
が

複
雑
で
深
く
仕
掛
け
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
期
し
た
も
の
だ
と
考
え
た
い
。

（
廣
田
收
「『
源
氏
物
語
』
は
誰
の
た
め
に
書
か
れ
た
か
―
―
中
宮
学
に
向
け
て
」『
古
代
物
語
と
し
て
の
源
氏
物
語
』
武
蔵
野
書
院
、

二
〇
一
八
年
八
月
刊
）
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こ
の
文
章
の
な
か
ほ
ど
、「
紫
式
部
が
出
仕
前
に
…
…
『
源
氏
物
語
』の
一
部
を
、
す
で
に
書
い
て
い
た
可
能
性
―
成
立
論
の
問
題
も
存

す
る
が
、
…
…
長
編
化
に
伴
う
物
語
の
制
作
は
、
出
仕
以
後
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と
が
妥
当
」で
あ
り
、「
紫
式
部
が
藤
原
道
長
の
要
請
に

従
っ
て
、
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
の
も
と
に
出
仕
し
た
」
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
は
、
彰
子
が

中
宮
と
し
て
成
長
・
成
熟
す
る
た
め
の
教
科
書
、
中
宮
と
し
て
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
世
間
智
に
長
け
た
紫
式
部
が
、
世
間
と

い
う
も
の
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
書
い
た
の
だ
、
と
廣
田
さ
ん
は
説
か
れ
た
わ
け
で
す
。
細
か
い
、
気
に
な
る
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
私
は
こ
の
論
文
に
対
し
て
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
視
点
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
非
常

に
重
要
だ
と
思
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

と
申
し
ま
す
の
は
、
先
程
来
申
し
上
げ
て
い
る「
紙
」の
問
題
。『
源
氏
物
語
』が
大
量
に
使
っ
て
い
る
、
貴
重
、
稀
少
な
紙
を
ど
う
し
た

の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
謎
が
解
け
な
い
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
廣
田
さ
ん
倉
本
さ
ん
の
意
見
に
し
ば
ら
く
は
耳
を
傾
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
自
分
の
た
め
に『
源
氏
物
語
』を
書
い
た
な
ど
と
い
う
議
論
は
、
そ
の
後
の
後
の
後
で
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　

四　

読
者
に
も
「
紙
」
に
よ
る
制
約
が
あ
る

　

作
者
の
側
に「
紙
」に
よ
る
制
約
が
あ
る
と
す
る
と
、
読
者
の
側
に
も『
源
氏
物
語
』を
獲
得
す
る
―
―
自
分
の
手
許
に
置
く
た
め
に
も
書

き
写
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紫
式
部
が
書
い
た
の
は
た
っ
た
一
部
で
す
が
、
作
者
の
生
前
に
す
で
に
書
写
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
評
判

に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
評
判
と
あ
れ
ば
手
許
に
も
欲
し
い
。
で
す
が
、
欲
し
け
れ
ば
自
分
で
紙
を
集
め
書
き
写
す
、
あ
る
い
は
誰
か
に

書
き
写
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
な
る
と
、
こ
こ
で
も
問
題
に
な
る
の
が「
書
写
料
紙
の
問
題
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
作
者
に

大
量
の
紙
が
必
要
だ
っ
た
と
同
様
に
、
読
者
に
な
る
に
も
大
量
の
紙
が
必
要
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。



― 206 ―

　

た
と
え
ば
、
こ
の
図
版
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

こ
れ
は
現
在
展
示
し
て
お
り
ま
せ
ん
（
注
―
二
〇
一
九
年
一
一
月
か
ら
公
開
講
座
当
日
ま
で
香
雪
記
念
館
で
「
実
践
女
子
大
学
貴
重
書

展
」を
開
催
中
だ
っ
た
）が
、
一
昨
年
の
展
覧
会
で
展
示
し
た
古
筆
切
で
す
。「
伝
藤
原
為
家
筆
大
四
半『
源
氏
物
語
』薄
雲
の
巻
切
」で
す
。

も
と
は
一
冊
の
本
の
形
で
あ
っ
た
の
が
、
解
体
さ
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
国
内
に
散
ら
ば
っ
て
、
そ
れ
を
実
践
女
子
大
学
が
買
い
求
め
た
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と
い
う
も
の
で
す
。
こ
う
し
た『
源
氏
物
語
』の
古
筆
切
を
集
め
て
解
説
書
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
お
手
元
の
資
料
に
そ
の
解

説
の
一
部
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。

　

縦
三
二
・
九
セ
ン
チ
、
横
二
六
・
三
セ
ン
チ
。
一
連
の
い
ず
れ
の
ツ
レ
も
こ
の
よ
う
に
大
型
で
、
い
わ
ゆ
る
大お
お
よ
つ
は
ん
ぎ
れ

四
半
切
で
あ
る
。
字

面
の
高
さ
、
二
八
・
〇
セ
ン
チ
。

　

料
紙
は
斐
紙
。
…
…
右
端
に
も
と
大
和
綴
で
あ
っ
た
孔
の
痕
跡
が
四
つ
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の『
源
氏
物
語
』写
本
は
列
帖
装
で
あ
る

こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
大
型
本
の
場
合
、
綴
じ
糸
に
か
か
る
料
紙
の
重
さ
に
耐
え
る
装
幀
方
法
と
し
て
大
和
綴
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
本
断
簡
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
尾
州
家
本
も
同
様
に
大
和
綴
で
あ
る
。
全
体
、
特
に
左
右
の
端
に
湿
損
で
紙
の
繊
維
が
蒸

れ
た
痕
が
明
ら
か
。
本
文
は
一
一
行
書
き
、
句
読
に
朱
点
が
打
た
れ
て
い
て
、
河
内
本
の
形
状
を
な
す
。
…
…

　

薄
雲
の
巻
冒
頭
近
く
の
一
節
の
断
簡
。
明
石
の
姫
君
を
紫
の
上
の
許
に
引
き
取
り
た
い
と
い
う
光
源
氏
の
要
請
に
、
明
石
の
君
は

逡
巡
す
る
。
本
断
簡
は
、
姫
君
の
将
来
の
た
め
に
も
紫
の
上
の
手
に
託
す
べ
き
だ
、
と
諭
す
源
氏
の
台
詞
の
途
中
か
ら
書
き
出
さ
れ

て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
中
登
・
横
井
孝
編『
源
氏
物
語　

古
筆
の
世
界
』武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
〇
年
五
月
刊
予
定
）

　
「
縦
三
二
・
九
セ
ン
チ
、
横
二
六
・
三
セ
ン
チ
」。
―
―
非
常
に
大
き
な
も
の
で
す
。
も
と
は
巨
大
本
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
の
冊
子
で

し
た
。
こ
の
解
説
に
三
行
目「
料
紙
は
斐
紙
」と
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
こ
の
一
連
の
古
筆
切
に
対
し
て
、
斐
紙（
雁
皮
）と
考
え
ら
れ

て
き
て
、
先
達
か
ら
そ
う
教
わ
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
お
り
ま
し
た
。「
ツ
レ
」と
い
う
一
連
の
他
の
古
筆
切
は
も
と
よ
り
、

失
わ
れ
た
部
分
も
含
め
て
こ
の
も
と
冊
子
本
は
、
五
四
帖
分
全
部
揃
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
紙
数
か
ら
推
す
に
、
相
当
な
資
力
、
経

済
力
が
な
け
れ
ば
揃
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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こ
の
後
、
江
南
先
生
・
白
戸
先
生
か
ら
ご
講
演
を
頂
き
ま
す
が
、
両
先
生
に
よ
る
４
Ｋ
デ
ジ
タ
ル
の
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ
と
い
う
新
兵

器
の
調
査
で
は
、
ど
う
や
ら
斐
紙
で
は
な
く
、
楮
紙
七
割
に
雁
皮
が
三
割
の
、
い
わ
ゆ
る「
鳥
の
子
紙
」で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
を
聞
い
て
、
一
旦
が
っ
か
り
は
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
雁
皮
が
三
割
も
混
じ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
全
体
に「
打
紙
」

と
い
っ
て
敲
い
て
光
沢
を
出
し
て
あ
る
、
一
枚
一
枚
か
な
り
手
を
掛
け
た
紙
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
や
は
り
、
鎌
倉
時
代
初
期
・

中
期
と
い
っ
て
も
、
か
な
り
高
価
な
紙
を
使
っ
た
写
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
こ
れ
で『
源
氏
物
語
』五
四
帖
全
部
揃
え

て
書
写
さ
せ
た
人
と
い
う
の
は
、
相
当
な
資
力
を
持
っ
た
人
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
の
は『
源
氏
物
語
』は『
源
氏
物
語
』で
も
、
河
内
本
と
い
う
系
統
の
本
文
で
す
。
河
内
本
は
鎌
倉
幕
府
を
背
景
と

す
る
力
の
も
と
で
編
集
さ
れ
た
よ
う
で
す
の
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
紙
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
京

都
の
お
公
家
さ
ん
な
の
か
、鎌
倉
の
武
家
な
の
か
と
い
う
問
題
と
絡
ん
で
、注
目
す
べ
き
視
点
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、と
思
う
わ
け
で
す
。

　

こ
う
い
う
物
理
的
な
問
題
は
、
享
受
層
そ
の
も
の
も
想
像
さ
せ
る
、
貴
重
な
資
料
に
な
り
ま
す
。

　

も
う
少
し
ツ
レ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
全
部「
伝
藤
原
為
家
筆
大
四
半『
源
氏
物
語
』薄
雲
の
巻
切
」の
仲
間
で「
ツ
レ
」と
申
し
ま
す
。
す
べ
て
実
践
女
子
大
学
の
所
蔵
で

す
。
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も
う
ひ
と
つ
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
現
在
展
示
し
て
あ
る
も
の
で
す
。

　

寂
蓮
法
師（
一
一
三
九
～
一
二
〇
二
）の
筆
跡
と
伝
え
ら
れ
て
い
る『
源
氏
物
語
』若
紫
の
巻
の
一
節
で
す
。「
伝
寂
蓮
筆『
源
氏
物
語
』若

紫
の
巻
切
」と
申
し
ま
す
。
こ
れ
も
鎌
倉
時
代
中
期
こ
ろ
の
写
本
が
分
割
さ
れ
た
古
筆
切
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

縦
が
一
六
・
三
セ
ン
チ
、
横
一
四
・
四
セ
ン
チ
。
も
と
は
正
方
形
に
近
い
冊
子
で
、「
桝
形
本
」
と
い
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
「
伝
藤
原
為

家
筆
大
四
半
切
」
と
比
べ
て
、
か
な
り
小
さ
い
も
の
で
す
が
、
こ
れ
も
五
四
帖
揃
っ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
揃
っ
て
い
な
く
て
も
、
相
当

高
価
な
材
料
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
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鳥
の
子
と
い
う
、
さ
き
ほ
ど
名
前
が
出
て
き
た
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
高
級
な
料
紙
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
、
画
面
で
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
面
に
び
っ
し
り
と「
雲き

ら英
」が
引
か
れ
て
い
て
―
―
「
雲
英
」と
は
、
小
学
校
の
時

の
理
科
に
出
て
き
た
、
あ
の
雲
母
の
こ
と
で
す
ね
。
辞
書
で
は「
珪
酸
塩
鉱
物
」と
い
う
ん
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
粉
末
に
し
て
紙
の
繊

維
に
引
い
て
し
ま
う
の
で
す
が
、「
雲
英
引
き
」と
い
っ
て
、
紙
を
装
飾
す
る
技
法
の
一
つ
で
す
。
下
の
展
示
室
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と

思
う
ん
で
す
が
、
七
〇
〇
年
も
八
〇
〇
年
も
以
前
の
紙
が
、
古
筆
切
に
な
っ
て
も
ま
だ
、
見
る
角
度
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
キ
ラ
キ
ラ

と
輝
い
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
れ
も
手
の
か
か
っ
た
料
紙
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

手
の
ひ
ら
に
乗
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
小
さ
な
本
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
た
と
え
若
紫
の
巻
の
一
冊
だ
け
だ
っ
た
と
し
て
も
、
上
等
な

本
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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五　
「
紙
」
に
積
極
的
に
こ
だ
わ
る
わ
け

　

さ
て
、
以
上
で
私
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
尽
き
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
紙
」
に
こ
だ
わ
る
、
と
い
う
こ
と
も
、『
源

氏
物
語
』を
理
解
す
る
上
で
、
あ
る
い
は『
源
氏
物
語
』を
読
ん
で
き
た
人
た
ち
の
享
受
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
よ
う

な「
紙
」に
対
す
る
視
点
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

資
料
を
ご
覧
下
さ
い
。
山
岸
徳
平
と
い
う
先
生
の
―
―
岩
波
の
旧
版
の
古
典
大
系『
源
氏
物
語
』五
冊
の
著
者
で
あ
り
、
実
践
女
子
大
学

の
学
長
で
も
あ
っ
た
方
で
す
が
―
―
そ
の
『
河
内
本
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
と
い
う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
尾
張
徳
川
家
が
持
っ
て
い
て
、

現
在
徳
川
黎
明
会
所
蔵
の
尾
州
家
本『
源
氏
物
語
』を
徹
底
的
に
調
べ
上
げ
て
一
冊
の
大
き
な
本
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
中
に
あ
る
一
節

を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　

…
…
（
北
条
）
実
時
の
奥
書
に
も
見
え
る
が
如
く
、
こ
の
尾
州
家
本
は
、（
源
）
親
行
の
ま
だ
存
命
中
に
、
親
行
の
証
本
を
書
写
せ

し
め
た
も
の
で
あ
る
。
然
か
も
、
証
本
が
完
成
し
て
後
、
約
三
年
に
し
て
書
写
せ
し
め
ら
れ
た
。
其
れ
等
に
よ
つ
て
、
こ
の
本
文
は

河
内
本
と
し
て
、
今
日
、
絶
対
的
の
価
値
を
有
す
る
事
が
、
当
然
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

な
ど
と
尾
州
家
本
を
紹
介
し
て
お
り
ま
し
て
、

　

さ
て
次
ぎ
に
内
容
を
見
る
に
、
紙
質
は
、
表
紙
も
中
味
も
共
に
鳥
の
子
で
あ
る
。
鳥
の
子
と
称
し
て
も
、
雁
皮
と
楮
の
繊
維
を
用

ひ
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
紙
に
更
に
灰
汁
を
引
き
、
打
つ
て
光
沢
を
出
し
た
所
謂
、
灰
汁
打（
ア
ク
ウ
チ
）で
あ
る
。
其
の
総
紙
数
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二
〇
五
八
枚
、
内
、
墨
付
一
八
八
八
枚
、
白
紙
一
七
〇
枚
に
な
つ
て
居
る
。
但
し
、
全
体
と
し
て
は
、
桐
壺
巻
に
二
枚
、
須
磨
巻
に

四
枚
、
明
石
巻
に
二
枚
、
藤
袴
巻
に
四
枚
、
横
笛
巻
に
四
枚
、
都
合
十
六
枚
の
落
丁
が
あ
る
。
落
丁
の
生
じ
た
無
時
代
は
不
明
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
後
世
で
あ
る
事
は
言
ふ
ま
で
も
無
い
。
兎
も
あ
れ
、
墨
付
の
部
は
一
頁
十
一
行
、
一
行
の
字
数
は
各
冊
に
よ
り
、
又
、

筆
者
に
よ
つ
て
も
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
凡
そ
十
七
字
乃
至
廿
三
字
程
度
で
あ
る
。

（
山
岸
徳
平『
河
内
本
源
氏
物
語
研
究
序
説
』岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
二
月
刊
）

と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
何
回
も「
鳥
の
子
」と
い
う
名
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
墨
が
乗
り
や
す
く
滲
み
に
く
い
良
質
の
紙
で

す
。
そ
れ
が
二
〇
五
八
枚
も
使
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。
堂
々
と
し
た
、
見
た
目
も
り
っ
ぱ
な
本
で
す
。

　

こ
れ
が
最
近
再
び
注
目
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、さ
き
ほ
ど
ご
覧
い
た
だ
い
た
こ
れ
―
―
「
伝
藤
原
為
家
筆
大
四
半
切
」

―
―
と
、
さ
す
が
に
筆
跡
こ
そ
違
い
ま
す
が
、
河
内
本
と
い
う
内
容
、
本
文
自
体
、
見
た
目
も
大
き
さ
ま
で
も
が
酷
似
し
て
い
る
か
ら
で
、

こ
の「
為
家
筆
」に
つ
い
て
、
最
近
、

　

本
文
は
明
瞭
に
河
内
本
の
特
徴
を
示
し
、
同
系
統
の
最
善
本
と
し
て
知
ら
れ
る
正
嘉
二
年（
一
二
八
五
）奥
書
尾
州
家
本
と
雁
行
す

る
か
、
む
し
ろ
こ
れ
に
先
立
つ
時
期
の
資
料
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
の『
源
氏
物
語
』写
本
に
は
升
形
本
が
多
く
、
大
四
半
本
で
あ
れ

ば
ほ
と
ん
ど
の
場
合
河
内
本
系
の
本
文
を
持
つ
と
こ
ろ
に
、
書
物
の
か
た
ち
と
内
容
の
密
接
な
連
関
が
看
取
さ
れ
る
。

 （『
和
歌
と
物
語　

鶴
見
大
学
図
書
館
蔵
貴
重
書
80
選
』鶴
見
大
学
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
刊
）

と
い
う
評
価
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
尾
州
家
本
は
、
本
来
は
河
内
本
で
も
何
で
も
な
い
本
文
に
河
内
本
の
書
入
を
し
た
結
果
と
し
て
河
内
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本
と
い
う
本
文
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
し
て
、
源
親
行
が
河
内
本
を
編
集
校
訂
す
る
際
の
稿
本
―
―
つ
ま
り
原
稿
で
あ
っ
た
と
い
う
学
者

も
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
尾
州
家
本
は
河
内
本
か
ら
距
離
を
お
く
べ
き
本
文
な
の
だ
、
こ
の
古
筆
切
は
純
然
た
る
河
内
本
で
、
源
親

行
の
校
訂
し
た
河
内
本
の
原
型
に
か
ぎ
り
な
く
近
い
テ
キ
ス
ト
な
の
だ
、
と
す
る
学
者
も
い
る
く
ら
い
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
議
論

の
ゆ
く
す
え
は
と
も
か
く
、
こ
の「
伝
藤
原
為
家
筆
大
四
半
切
」は
河
内
本『
源
氏
物
語
』の
発
生
に
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
も
あ
れ
、文
学
研
究
の
立
場
で
等
閑
に
付
し
て
い
た
、『
源
氏
物
語
』を
読
む
う
え
で
、「
紙
」と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
し
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

古
い
作
品
を
読
む
際
に
は
、
そ
の
作
品
の
母
体
で
あ
る
古
典
籍
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
古
典
籍
を
読
む
時
に
は
、
当
然

紙
に
書
か
れ
て
い
る
状
況
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
、
古
典
作
品
に
携
わ
る
研
究
者
は
誰
し
も「
紙
」を
見
て
い
る
は
ず
な
の
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ
し
か
便
利
な
活
字
を
通
し
て
し
か
読
ま
な
い
人
た
ち
が
増
え
て
き
て
、「
紙
」を
見
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
お
ざ

り
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
り
、
ま
た
大
き
な
発
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
一
端
を
、
蕪
雑
な
内
容
な
が
ら
お
話

し
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
専
門
的
に
調
査
し
て
下
さ
っ
て
い
る
、
江
南
和
幸
先
生
・
白
戸
満
貴
子
先
生
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ど

う
も
あ
り
が
と
う
こ
ざ
い
ま
し
た
。


