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｢源氏物語』の魅力

司
会
本
日
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
を
お
迎
え
し
ま
し
て
、
本

学
の
天
野
紀
代
子
先
生
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
．
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
先
生
の
三
名

に
よ
り
、
「
「
源
氏
物
語
』
の
魅
力
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

行
い
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
、
改
め
て
ご
紹
介
の
必
要
も
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー

ン
先
生
の
も
と
で
研
鎖
を
積
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
各
地
で
教
鞭
を
取
ら
れ
た

後
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
移
ら
れ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
教
授

を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
今
は
退
職
さ
れ
、
ア
ル
パ
カ
の
牧
場
を
経
営
し
て

お
ら
れ
ま
し
て
（
笑
）
、
日
本
文
学
研
究
と
ア
ル
パ
カ
の
牧
場
と
の
間
に
、

ど
の
よ
う
な
接
点
が
あ
る
か
と
い
う
お
話
も
一
度
お
伺
い
し
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
の
通
り
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
は
能
の

英
訳
で
大
変
に
高
い
評
価
を
得
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
八
年
間
掛
け

て
翻
訳
し
て
こ
ら
れ
た
、
「
源
氏
物
語
』
の
英
訳
と
し
て
は
三
番
目
に
あ

た
る
完
訳
本
が
、
二
○
○
一
年
に
完
成
し
て
、
そ
れ
が
大
変
高
く
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
英
訳
に
よ
り
、
海
外
の
源
氏
物
語
研
究
も
大
き
く
変

わ
っ
て
い
き
つ
つ
あ
る
、
そ
の
状
況
が
も
う
す
で
に
見
て
取
れ
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
よ
う
に
非
常
に
偉
大
な
お
仕
事
を
さ
れ
た
先
生
を
今
回
お
迎

え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
私
ど
も
に
と
っ
て
大
変
嬉
し
い
こ

と
で
す
。

一
一
○
○
七
年
八
月
三
十
日
、
国
際
交
流
基
金
賞
を
受
賞
さ
れ
、
十
月
に

は
東
京
大
学
で
記
念
講
演
が
あ
り
ま
し
た
が
、
大
変
盛
況
で
、
会
場
に
人

が
入
り
き
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
回
は
こ
の

よ
う
な
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
部
屋
で
、
本
当
に
贄
沢
な
二
時
間
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
大
変
幸
せ
な
こ
と
だ
と
、
私
ど
も
喜
ん
で
お
り
ま
す
。

で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
始
め
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
お
－
人
ず
つ
、

｜
言
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。
ま
ず
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
、
お
願

い
致
し
ま
す
。

ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
「
源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
一
一
一
一
一
口
で
何
が
言
え
る

か
分
か
ら
な
い
の
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
天
野
先
生
の
資
料
に
直
接
入
っ
て
、

話
題
を
細
か
く
し
て
頂
い
た
方
が
扱
い
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
源

氏
物
語
」
は
す
ご
い
で
す
（
笑
）
。

天
野
紀
代
子
今
日
は
「
源
氏
物
語
』
は
す
ご
い
、
と
い
う
お
話
が
で
き

る
の
で
、
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
最
初
に
一
言
申
し
上
げ
ま
す

と
、
「
源
氏
物
語
』
は
同
時
代
の
批
評
と
い
う
か
、
感
想
が
残
っ
て
い
る

大
変
珍
し
い
作
品
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
例
え
ば
一
条
天
皇
が
、
「
こ
の

人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
」
と
い
っ
て
、
学
識
の
あ
る
女
性

の
書
い
た
歴
史
物
語
の
よ
う
な
評
価
を
す
る
か
と
思
う
と
、
藤
原
道
長
が

好
き
者
の
物
語
を
書
い
て
評
判
だ
か
ら
男
が
放
っ
て
は
お
か
な
い
だ
ろ
う

よ
、
な
ど
と
言
い
掛
け
て
く
る
。
も
っ
と
例
を
挙
げ
て
も
い
い
ん
で
す
け

れ
ど
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
つ
の
享
受
の
幅
で
、
『
源
氏
物
語
』
が
読
み

継
が
れ
て
一
○
○
○
年
あ
る
っ
て
い
う
の
は
本
当
に
珍
し
い
し
、
面
白
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
一
条
天
皇
の
方
が
な

か
な
か
賢
い
な
と
い
う
感
想
で
す
け
れ
ど
も
、
で
も
や
は
り
、
好
き
者
の

物
語
だ
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
『
源
氏
物
語
」
は
語
れ
な
い
わ
け
で
、
「
魅

力
」
と
い
う
と
幅
が
あ
っ
て
、
ど
こ
を
話
題
に
し
た
ら
い
い
の
か
迷
い
ま

す
が
…
…
そ
の
た
め
に
、
今
日
は
ち
ょ
っ
と
、
資
料
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
。
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
ま
さ
に
天
野
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
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と
お
り
で
、
あ
る
国
際
学
会
が
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
で
開
か
れ
た

時
に
、
「
源
氏
物
語
」
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
時
、
あ
る
発

表
者
が
「
源
氏
物
語
』
は
い
わ
ば
マ
ン
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
だ
Ｉ
日

本
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
な
く
て
で
す
ね
（
笑
）
ｌ
大
邸
宅
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
、
部
屋
が
幾
つ
も
あ
り
、
人
々
が
い
ろ
ん
な
部
屋
に
入
っ
て

い
っ
て
、
覗
く
場
合
も
あ
る
し
、
良
く
探
し
回
る
部
屋
も
あ
れ
ば
、
全
く

発
見
さ
れ
て
い
な
い
部
屋
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
今
日
は
、
私
は
専
門
が
日
本
の
音
楽
史
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

ち
ょ
っ
と
特
殊
な
見
方
を
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
末
席
を
汚
さ
せ
て

頂
き
な
が
ら
、
私
の
見
て
い
る
「
源
氏
物
語
」
の
魅
力
と
い
う
も
の
を

ち
ょ
っ
と
お
話
し
で
き
れ
ば
な
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
天
野
先
生
に
ち
ょ
っ
と
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
一

条
天
皇
の
言
葉
で
、
彼
は
具
体
的
に
何
を
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

天
野
出
だ
し
の
桐
壷
の
巻
あ
た
り
を
読
ん
で
１
１
女
房
に
読
ま
せ
て
耳

か
ら
闘
い
た
の
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
こ
の
物
語
は
ち
ょ
っ
と
前
の
時
代

の
歴
史
物
だ
、
と
い
う
感
想
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
史
記
」
だ
っ

て
読
ん
で
い
る
作
者
で
す
か
ら
、
日
本
の
、
漢
文
で
書
か
れ
た
歴
史
書
、

国
史
に
も
通
じ
て
い
る
女
性
の
書
い
た
物
語
だ
と
、
そ
う
い
う
感
心
の
仕

方
じ
ゃ
な
い
か
と
。

設
定
の
妙
・
タ
イ
ラ
ー
訳
の
妙

天
野
で
は
、
本
文
の
内
容
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
『
源
氏
物
語
」

は
、
過
去
の
或
る
時
代
を
想
わ
せ
て
「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
と
始
ま
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
史
実
で
言
え
ば
九
六
九
年
，
源
高
明
が
左
遷
さ
れ
た
安

和
の
変
の
ち
ょ
う
ど
そ
の
前
後
に
紫
式
部
は
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
も
う
「
源
氏
」
の
時
代
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
「
源
氏
」

を
光
ら
せ
た
物
語
を
創
っ
た
と
い
う
の
が
、
大
き
な
意
味
の
あ
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
で
、
第
二
皇
子
を
「
源
氏
」
に
降
ろ
す
、
臣
籍
降
下
と
言

い
ま
す
が
、
そ
う
す
る
上
で
主
人
公
の
母
親
を
桐
壷
の
更
衣
と
し
た
こ
と

が
ｌ
「
設
定
の
妙
」
と
題
し
ま
し
た
が
、
出
発
点
で
す
ぐ
れ
た
設
定
だ

と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
こ
を
問
題
に
し
た
い
か
と
い
い
ま
す
と
、
更
衣
と
い
う
も
の
は

も
う
す
で
に
紫
式
部
の
時
代
に
は
い
な
か
っ
た
。
浅
井
虎
夫
の
「
女
官
通

ぷ
に
ん
ひ
ん

解
」
か
ら
「
歴
代
皇
后
・
妃
・
夫
人
・
嬢
の
概
表
」
を
貼
っ
て
お
き
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
「
女
御
、
更
衣
あ
ま
た
ざ
ぶ
ら
」
っ
て
い
た
時
代
は
、
醍

醐
天
皇
、
せ
い
ぜ
い
村
上
天
皇
の
時
ま
で
で
、
そ
れ
以
降
は
更
衣
と
い
う

妃
は
い
な
い
ん
で
す
ね
。
一
条
天
皇
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
。
女
御

や
更
衣
が
大
勢
仕
え
て
い
た
と
始
め
ら
れ
る
出
だ
し
で
、
読
者
は
す
ぐ
さ

ま
五
十
年
前
、
一
○
○
年
前
の
王
朝
を
想
像
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
作
者

が
ど
う
し
て
身
分
の
低
い
更
衣
を
持
ち
出
し
た
か
と
い
う
上
で
は
、
醍
醐

帝
の
更
衣
に
藤
原
桑
子
と
い
う
の
が
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
中
納
言
に

ま
で
な
っ
た
藤
原
兼
輔
の
娘
で
、
紫
式
部
に
と
っ
て
は
お
祖
父
さ
ん
の
姉

妹
に
当
た
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
創
作
の
上
で
重
要
に
関
わ
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
族
の
名
誉
で
あ
っ
た
入
内
が
、
更
衣
だ
っ

た
こ
と
へ
の
特
別
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
「
源
氏
物
語
」
は
、
主
人
公
の
母
を
死
ん
だ

大
納
言
の
娘
と
し
た
と
い
う
の
が
、
よ
く
で
き
た
設
定
だ
と
思
い
ま
す
。

で
、
「
御
局
は
桐
壺
な
り
」
と
い
う
こ
と
も
、
よ
く
「
源
氏
物
語
』
に

は
内
裏
図
が
付
い
て
い
て
、
一
番
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
局
と
説
明
さ
れ
ま

す
け
れ
ど
も
、
北
東
隅
の
桐
壷
が
妃
の
御
殿
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
は
、

４
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『源氏物語」の魅力

少
な
く
と
も
近
い
時
代
に
は
な
い
ら
し
い
の
で
す
。
九
七
○
年
か
ら
九
九

五
年
の
間
は
、
藤
原
伊
尹
、
兼
家
、
道
隆
ら
が
曹
司
と
し
て
使
い
、
桐
壷

で
内
宴
や
除
目
を
や
っ
た
記
録
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
摂
政

じ
き
ろ

ら
の
直
蘆
、
宿
泊
所
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
御
殿
を
、
こ
の
更
衣
に
あ

て
が
っ
た
わ
け
で
す
。
物
語
は
そ
の
後
、
明
石
の
姫
君
が
東
宮
妃
に
な
る

時
、
「
桐
壺
の
御
方
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
も

光
源
氏
の
宿
泊
所
が
こ
こ
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
風
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
天
皇
妃
と
し
て
の
更
衣
も
、
妃
の
局
と
し
て
の
桐
壷
も
、
現

在
形
で
は
あ
り
え
な
い
、
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
こ
の
内
裏
図
に
あ
る
よ
う
な
宮
中
を
作
者
は

経
験
し
た
こ
と
が
な
く
、
後
に
宮
仕
え
に
出
た
一
○
○
六
年
以
降
も
、
一

条
院
が
内
裏
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
ん
な
大
々
的
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
一
条
天
皇
は
、
九
九
九
年
の
内
裏
焼
亡
以
来
、
藤
原
氏

の
私
邸
だ
っ
た
一
条
院
を
今
内
裏
と
称
し
て
使
う
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
舞
台
は
、
現
実
と
は
大
い
に
違
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

物
語
は
、
主
人
公
の
母
を
こ
の
よ
う
に
設
定
し
て
出
発
し
た
と
い
う
こ
と

が
、
ま
ず
な
か
な
か
の
技
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

設
定
の
妙
と
い
う
こ
と
で
、
つ
づ
け
て
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

「
花
宴
」
巻
で
、
弘
徽
殿
の
女
御
の
妹
で
あ
る
朧
月
夜
と
細
殿
で
出
会
わ

せ
た
こ
と
も
、
注
目
に
値
し
ま
す
。
弘
徽
殿
の
西
側
の
長
い
廟
が
細
殿
で

す
が
、
そ
こ
は
北
門
か
ら
入
っ
た
男
性
官
人
た
ち
が
清
涼
殿
に
出
勤
す
る

通
路
に
面
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
人
通
り
が
多
く
、
し
か
も
寶
子

が
な
く
、
直
に
遣
り
戸
か
ら
入
れ
る
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
北
側

の
登
華
殿
の
細
殿
も
同
じ
条
件
で
、
そ
の
記
録
は
「
枕
草
子
」
に
い
く
つ

も
あ
っ
て
、
そ
こ
は
男
性
と
の
接
点
と
な
る
開
放
的
な
空
間
だ
っ
た
わ
け

立
ち
寄
っ
た
ら
、
三

の
口
が
開
い
て
い
た

の
で
、
そ
こ
か
ら
そ

お
つ
と
入
っ
た
と
。

そ
う
し
ま
す
と
、

若
々
し
い
声
で
「
朧

月
夜
に
似
る
も
の
ぞ

な
き
」
と
う
ち
論
じ

て
、
こ
ち
ら
に
来
る

人
が
い
る
で
は
な
い

か
、
と
あ
り
ま
す
。

寝
る
の
は
惜
し
い
よ

う
な
朧
月
の
夜
に
、

ち
ょ
っ
と
上
気
し
た

女
性
が
一
人
で
現
わ

れ
る
珍
し
い
場
面
で

す
。
「
源
氏
物
語
』

に
は
、
雀
を
追
い
か

け
て
い
る
少
女
の
姿

で
す
。
清
少
納
言
は
九
九
九
年
の
内
裏
焼
亡
以
前
か
ら
宮
仕
え
し
て
い
ま

し
た
か
ら
、
そ
ん
な
ス
リ
ル
に
富
ん
だ
細
殿
を
「
い
み
じ
う
を
か
し
」
と
、

活
写
し
て
い
ま
す
。
紫
式
部
は
そ
こ
を
体
験
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
光
源
氏
が
敵
方
の
姫
君
と
偶
然
に
出
く
わ
す
場
所
を
細
殿
に
し
た
の

は
、
な
か
な
か
考
え
ら
れ
た
設
定
で
す
。
「
花
宴
」
の
後
で
、
酔
い
心
地

の
光
源
氏
は
藤
壷
の
部
屋
に
入
れ
ず
、
背
中
合
わ
せ
の
弘
徽
殿
の
細
殿
に
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を
覗
き
見
る
シ
ー
ン
は
「
若
紫
」
に
あ
り
ま
し
た
が
、
女
性
が
足
で
歩
い

て
登
場
す
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
細
殿
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ

て
い
る
出
会
い
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
女
は
始
め
は
驚
き
ま
す
が
、
源

氏
と
分
か
っ
て
ほ
っ
と
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
こ
の
後
は
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
に
続
け
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
、

こ
こ
の
く
だ
り
で
、
最
後
に
「
ほ
ど
な
く
明
け
ゆ
け
ば
」
と
、
明
け
て
ほ

し
く
な
い
夜
が
瞬
く
間
に
明
け
た
と
い
う
場
面
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
こ

ま
で
段
階
を
追
っ
て
読
ん
で
く
れ
ば
、
彼
と
彼
女
が
初
め
か
ら
相
思
相
愛

だ
と
い
う
こ
と
が
か
な
り
は
っ
き
り
了
解
さ
れ
ま
す
。
「
ほ
ど
な
く
明
け

た
」
の
で
す
か
ら
、
言
外
に
甘
美
な
時
間
の
経
過
を
理
解
し
な
が
ら
読
む

の
が
当
然
で
す
が
、
タ
イ
ラ
ー
訳
以
前
は
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
読
め
て
い

な
い
ん
だ
と
い
う
お
話
を
、
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
か
ら
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
そ
れ
で
、
私
は
こ
の
段
を
細
殿
の
こ
と
か
ら
話
題
に
し
て
み

ま
し
た
。

ネ
ル
ソ
ン
こ
の
場
面
の
光
源
氏
と
、
朧
月
夜
ｌ
名
前
が
わ
か
ら
な
い

の
で
そ
う
呼
ぶ
し
か
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
、

そ
の
男
女
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。
今
、
天
野
先
生
が
相
思
相
愛
と
い
う

見
方
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
英
語
に
よ
る
最
初
の
完
訳
と
し
て
有
名
に

な
っ
た
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
は
一
九
一
一
○
～
一
九
三
○
年
代
に
か
け
て
出
版
さ

れ
ま
し
た
が
、
か
な
り
大
き
く
作
り
直
し
な
が
ら
「
源
氏
物
語
」
を
英
訳

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
す
ご
い
快
挙
だ
っ
た
と
い
う
風
に
思
う

ん
で
す
が
、
こ
の
場
面
に
関
し
て
い
え
ば
１
１
１
本
当
に
こ
う
い
う
言
葉
を

使
っ
て
い
い
か
ど
う
か
、
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
Ｉ
ウ
ェ
イ

リ
ー
訳
は
レ
イ
プ
に
近
い
よ
う
な
捉
え
方
し
か
で
き
な
い
訳
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

天
野
先
生
の
資
料
で
は
線
を
引
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
原
文
の
最
後
の

あ
た
り
に
は
「
酔
ひ
心
地
や
例
な
ら
ざ
り
け
ん
、
ゆ
る
さ
む
こ
と
は
口
惜

し
き
に
、
女
も
若
う
た
を
や
ぎ
て
、
強
き
心
も
知
ら
ぬ
な
る
べ
し
、
ら
う

た
し
と
見
た
ま
ふ
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳

で
は
、
こ
の
最
後
に
相
当
す
る
部
分
に
「
固
の
の
。
ｇ
、
。
庁
匡
の
。
ミ
ロ
ョ
ミ

ミ
二
ケ
の
Ｈ
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
ぬ
の
ご
巨
肝
ミ
ミ

ミ
ご
～
」
と
い
う
の
は
相
当
強
い
口
語
的
な
表
現
で
す
。
何
と
訳
せ
ば

い
い
ん
で
し
ょ
う
か
、
「
自
分
の
思
い
通
り
に
す
る
」
と
い
っ
た
言
い
方

に
な
る
わ
け
で
す
が
、
男
性
が
無
理
や
り
自
分
の
や
り
た
い
事
を
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
表
現
に
な
り
ま
す
。
で
、
そ
れ
に
続
く
「
ほ
ど
な
く
明
け

ゆ
け
ば
」
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
は
「
の
巨
呂
の
巳
］
」
と
い
う
転
換
に
な
っ

て
お
り
、
な
ん
と
も
美
し
い
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
た
後
と
い
う
感
覚

で
は
な
く
て
、
急
に
明
る
く
な
っ
た
か
ら
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
よ
う
な
訳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
時
間
の
流
れ
方
が
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
て
、

決
し
て
相
思
相
愛
と
い
う
印
象
は
こ
の
訳
か
ら
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

戦
後
に
な
っ
て
、
よ
り
原
文
に
忠
実
な
英
文
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
が
六
○
年
代
あ
た
り
か
ら
が
ん
ば
っ
て
、
七
六

年
に
出
版
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
は
確
か

に
よ
り
正
確
で
す
し
、
原
文
に
近
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

分
か
り
や
す
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ぐ
ら
い
意
味
が
は
っ
き
り

し
て
い
ま
す
。
で
、
こ
の
場
面
に
関
し
て
は
や
は
り
原
文
に
よ
り
近
い
感

じ
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
時
間
の
経
過
が
や
は
り
ち
ょ
っ
と
違
う
風

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
。
一
番
最
後
の
所
で
、

源
氏
が
「
心
あ
わ
た
だ
し
」
く
感
じ
て
い
る
と
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の

理
由
を
「
ず
Ｈ
ｇ
ゴ
ロ
言
四
の
ｇ
ｐ
８
ｎ
冨
口
、
」
、
つ
ま
り
「
暁
が
近
づ
き
つ

６
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『源氏物語」の魅力

つ
あ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
風
に
訳
し
て
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
人
を
目
の
前
に
し
て
お
話
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の

で
す
け
れ
ど
、
タ
イ
ラ
ー
訳
で
は
、
時
間
の
流
れ
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、

非
常
に
上
手
い
具
合
に
改
行
し
て
あ
る
ん
で
す
。
改
行
の
あ
と
、

「
の
ロ
の
ロ
｜
の
凹
め
の
旦
亘
曰
く
の
ご
日
ロ
ｎ
戸
目
ロ
ケ
の
ミ
ロ
の
巨
已
の
①
（
Ｓ
ｍ
ロ
ュ
ロ
ミ
ー

宮
の
農
の
・
・
ロ
９
．
口
言
の
日
・
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
す
と
、
相
思
相
愛

の
そ
の
時
間
の
流
れ
が
早
く
過
ぎ
て
、
と
い
う
感
覚
が
読
め
て
、
原
文
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
れ
で
綺
麗
に
伝
わ
っ
て
く
る
な
と
い
う
風
に
感
じ
て
お

り
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ネ
ル
ソ
ン
た
ま
た
ま
以
前
に
こ
の
部
分
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
取
り
上
げ
た
理
由
は
も
と
も
と
何
だ
っ
た
の
か
１
１
１
多
分
、
タ
イ

ラ
ー
訳
を
読
ん
で
こ
の
場
面
が
や
っ
と
味
わ
え
た
と
い
う
か
、
そ
れ
ま
で

実
は
源
氏
は
嫌
な
男
だ
、
と
ん
で
も
な
い
事
を
や
る
奴
な
ん
だ
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
が
（
笑
）
、
こ
う
い
う
訳
に
な
っ
て
、
よ
り
人
間
的
と
い
う

の
か
、
よ
り
多
面
的
な
も
の
が
タ
イ
ラ
ー
訳
の
源
氏
像
の
中
で
感
じ
ら
れ
、

こ
の
場
面
が
特
に
気
に
入
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
先
生
何
か
あ
り
ま
す
か
。
こ
の
場
面
に
関
し
て
。

タ
イ
ラ
ー
私
は
翻
訳
し
な
が
ら
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
も
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ

カ
ー
訳
も
見
て
い
な
か
っ
た
ん
で
、
自
分
の
考
え
に
添
っ
て
、
自
分
の
読

み
方
に
添
っ
て
、
英
語
の
言
葉
を
並
べ
ま
し
た
が
、
上
手
く
い
っ
た
と
聞

い
て
嬉
し
い
で
す
。
そ
う
で
す
ね
、
私
は
ち
ょ
う
ど
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
感
覚
で
、
こ
の
文
章
を
並
べ
て
み
ま
し
た
。
私
が
考
え

て
い
る
内
容
が
伝
わ
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。

ネ
ル
ソ
ン
も
う
一
つ
、
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
訳
で
す
ご
く
気
に
入
っ
て
い

る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
て
も
よ
い
で
す
か
。
今
の
場
面
の
前
の
方
で
、
原
文

で
は
「
か
や
う
に
て
、
世
の
中
の
過
ち
は
す
る
ぞ
か
し
」
と
い
う
心
中
表

現
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
源
氏
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
タ
イ
ラ
ー
訳
で
は
、
「
目
亘
の
一
ｍ
ｇ
ミ
ロ
の
。
□
｝
の
、
①
〔
＆
の
目
‐

の
①
一
ぐ
の
の
一
日
・
耳
・
号
｝
ゆ
ず
①
岳
・
后
亘
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、

心
中
表
現
を
、
引
用
符
を
使
わ
ず
に
現
在
形
（
目
匡
の
冴
言
言
）
で
お
書

き
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
英
語
と
し
て
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
と
こ

ろ
な
ん
で
す
。
登
場
人
物
た
ち
の
考
え
て
い
る
こ
と
が
、
本
当
に
生
き
生

き
と
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
処
理
の
仕
方
な
ん
で
す
ね
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳

と
か
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
で
該
当
箇
所
を
見
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ

る
直
接
話
法
や
間
接
話
法
と
い
う
伝
統
的
な
表
現
法
を
用
い
て
い
ま
す
。

例
え
ば
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
で
す
と
、
コ
ニ
の
一
口
閂
目
□
①
円
の
巨
呂
胃
２
日
‐

の
〔
目
Ｏ
の
の
四
の
旨
の
言
昌
・
ロ
巴
の
ｇ
二
・
号
岸
三
・
８
日
宮
・
己
の
百
ｍ
の
旨
‐

畳
・
ロ
の
一
言
・
ロ
、
言
の
①
目
」
の
よ
う
に
、
「
過
去
形
の
動
詞
言
・
后
亘
十
引

用
符
」
を
使
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
直
接
話
法
と
い
う
や
り
方
で

す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
の
方
は
「
岸
三
四
の
弓
巨
の
．

ｐ
の
弓
・
長
官
（
富
｛
四
一
四
ｓ
旨
く
一
斤
の
」
声
閂
』
・
ヨ
ロ
註
戸
」
と
あ
る
ん
で
す
が
、

「
戸
園
の
旨
巨
の
」
と
い
う
過
去
形
が
表
す
よ
う
に
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
間

接
話
法
と
い
う
も
の
で
、
引
用
符
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
過
去

形
に
時
制
を
合
わ
せ
て
書
く
の
が
英
語
の
大
原
則
で
す
。
伝
統
的
な
英
語

の
書
き
方
で
は
、
そ
れ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
、
タ
イ
ラ
ー

先
生
は
そ
れ
を
守
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
引
用
符
を
使
わ
ず
に
現
在
形

で
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
非
常
に
味
の
あ
る
、
ま
た
す
ご
い
迫
力

の
あ
る
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
い
う
、
独
自
の
ｌ
独
自
と
言
っ
て
い

い
か
ど
う
か
ｌ
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
て
、
本
当
に
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
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て
く
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
い
う
内
容
の
扱
い
方
は
、
宇
治
十
帖
、
第
三
部
ま
で
翻

訳
し
て
考
え
出
し
た
も
の
で
す
け
れ
ど
、
特
に
第
一
部
の
始
め
の
巻
々
に

は
、
最
初
は
間
接
話
法
を
か
な
り
使
っ
て
い
ま
し
た
。
で
、
第
二
部
、
第

三
部
に
達
す
る
と
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
、
書
き
直
し
た
ん
で

す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
第
三
部
は
内
容
が
非
常
に
豊
か
な
の
で
、
間
接

話
法
で
は
と
て
も
い
け
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
始
め
の
巻
々
に

戻
っ
て
、
様
式
を
変
え
た
ん
で
す
。

ネ
ル
ソ
ン
も
う
一
つ
が
和
歌
の
処
理
で
す
。
和
歌
の
処
理
も
三
者
三
様

で
お
も
し
ろ
い
な
と
思
い
ま
す
ね
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
あ
ま
り
和
歌
だ
と
か

詩
だ
と
か
は
言
わ
な
い
で
、
文
章
に
取
り
込
む
形
で
訳
す
こ
と
が
多
い
で

す
。
こ
の
場
面
で
も
「
深
き
夜
の
」
で
始
ま
る
和
歌
が
あ
り
ま
す
が
、
ウ

ェ
イ
リ
ー
は
文
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
サ

イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
の
方
は
二
行
詩
と
い
う
形
式
を
使
っ
て
い
ま
す
。

百
日
①
曰
言
昌
、
亘
急
の
皇
・
冨
目
ご
日
・
・
Ｐ

Ｂ
ｐ
の
【
①
一
の
ロ
。
＆
白
、
日
厨
□
ｇ
ｏ
巨
昏
の
す
。
■
□
す
①
【
三
の
①
皀
巨
の
面

こ
う
し
た
二
行
詩
は
本
来
、
強
弱
リ
ズ
ム
や
脚
韻
を
大
切
に
す
る
の
が

英
語
の
伝
統
で
す
け
れ
ど
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
は
そ
う
い
っ
た
こ

と
は
あ
ま
り
考
え
な
い
で
、
意
味
だ
け
伝
え
る
よ
う
な
形
の
詩
に
な
っ
て

い
ま
す
。
個
人
的
に
一
言
え
ば
、
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

一
方
、
タ
イ
ラ
ー
先
生
は
全
く
違
う
処
理
を
な
さ
っ
て
い
て
、
全
編
を
通

し
て
和
歌
を
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
し
て
、
中
央
に
来
る
よ
う
に
配
置
を
し
て
、

し
か
も
．
ｌ
私
が
読
む
と
皆
さ
ん
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
か
と
思
う
ん

で
す
が
、

亘
員
さ
直
言
・
弓
の
○
三
畠
へ
Ｓ
ｇ
の
山
巨
ご
＆
言
弓
９
口
曾
叶
へ

奇
四
房
目
の
８
ｍ
の
の
口
目
の
へ

．
ご
ロ
Ｓ
ｍ
ご
句
三
ｓ
Ｓ
の
の
①
日
ご
阿
白
○
○
口
へ
ロ
。
Ｓ
膏
閃
」
鼻
の
四
日
の
巨
巳

Ｃ
ｇ
＆
塾

英
語
の
音
節
数
が
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ

で
八
○
○
首
ぐ
ら
い
で
し
た
つ
け
、
七
○
○
…
…
。

タ
イ
ラ
ー
七
九
五
（
笑
）
。
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『源氏物語」の魅力

ネ
ル
ソ
ン
そ
れ
が
す
べ
て
こ
う
い
う
形
で
、
英
語
の
音
節
数
と
日
本
語

の
音
数
律
が
合
わ
せ
て
あ
る
と
い
う
、
な
ん
と
す
ご
い
技
な
ん
で
し
ょ
う
。

タ
イ
ラ
ー
多
く
の
英
語
の
読
者
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
と
思
い
ま
す
け

れ
ど
（
笑
）
。

司
会
そ
う
い
う
手
法
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
形
で
獲
得
さ
れ
た
の
で
す

か
。
先
ほ
ど
、
能
の
翻
訳
の
ご
業
績
に
つ
い
て
も
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、

能
の
英
訳
を
さ
れ
て
い
る
時
、
や
は
り
能
が
持
っ
て
い
る
五
と
七
と
い
う

音
数
律
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
訳
さ
れ
て
、
そ
の
時
の
作
業
を
参
考
に
な

さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

タ
イ
ラ
ー
私
の
場
合
に
は
、
能
を
五
・
七
・
五
調
に
英
訳
し
た
の
は
、

最
近
完
成
し
た
「
源
氏
供
養
』
し
か
な
い
ん
で
す
よ
。
「
源
氏
物
語
」
を

翻
訳
し
た
経
験
に
基
づ
い
て
「
源
氏
供
養
』
を
そ
う
い
う
風
に
訳
し
た
ん

で
す
。
こ
れ
も
第
三
部
に
至
っ
て
、
つ
ま
り
第
四
十
二
巻
の
「
匂
宮
」
巻

に
至
っ
て
、
私
の
そ
こ
ま
で
の
和
歌
の
扱
い
は
と
て
も
だ
め
だ
と
気
が
つ

い
て
、
ま
た
始
め
か
ら
や
り
直
そ
う
と
決
心
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
は
ど

う
い
う
形
で
翻
訳
す
れ
ば
い
い
の
か
。
私
は
「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
の
内

容
を
本
当
に
上
手
く
読
者
に
伝
え
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
だ
、
要
す
る
に

「
源
氏
物
語
」
の
和
歌
を
上
手
く
翻
訳
す
る
に
は
、
私
の
力
が
及
ば
な
い

と
思
っ
た
の
で
、
考
え
た
結
果
、
少
な
く
と
も
作
品
へ
の
好
意
を
示
す
た

め
、
「
三
斤
こ
こ
と
い
う
気
持
ち
で
、
じ
ゃ
あ
五
・
七
・
五
に
訳
し
て
み

よ
う
、
私
の
他
に
も
和
歌
を
訳
し
た
人
は
何
人
か
い
る
の
で
す
か
ら
、
「
二

【
昌
一
」
と
い
う
気
持
ち
を
示
す
た
め
に
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

ま
あ
、
意
外
と
上
手
く
い
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
が
。
失
敗
も
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
成
功
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
い
て

い
の
私
の
翻
訳
の
読
者
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
と
思
い
ま
す
が
（
笑
）
。

ネ
ル
ソ
ン
で
も
考
え
て
み
れ
ば
、
和
歌
と
い
う
も
の
は
形
式
の
あ
る
も

の
な
ん
で
す
ね
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
何
か
決
ま
っ
た
形
式
が
欲
し
か
っ
た
ん
で
す

ね
。
で
、
は
っ
き
り
し
た
形
式
に
す
る
ん
だ
っ
た
ら
、
五
・
七
・
五
調
に

す
る
し
か
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ム
（
脚
韻
）
を
つ
け
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
と
て
も
無
理
だ
と
。

ネ
ル
ソ
ン
一
番
古
い
「
源
氏
物
語
」
の
英
訳
と
い
う
の
が
、
実
は
最
初

の
完
訳
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
で
は
な
く
て
、
後
に
官
僚
と
し
て
有
名
に
な
る

末
松
謙
澄
と
い
う
人
が
、
二
十
代
の
頃
イ
ギ
リ
ス
で
勉
強
し
て
い
た
時
に
、

最
初
の
十
七
巻
ぐ
ら
い
ま
で
英
文
の
抄
訳
を
し
た
も
の
な
ん
で
す
ね
。
一

八
八
二
年
に
出
た
か
と
思
う
ん
で
す
が
。
そ
こ
で
、
和
歌
を
脚
韻
を
使
っ

た
四
行
詩
に
し
て
訳
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
今
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
、

な
ん
と
も
奇
妙
な
感
じ
が
し
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
や
は
り
、
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
、
詩
と
は
何
か
と
い
う
考
え
方
が
、
今
か
ら
見
れ
ば
け
つ

こ
う
古
臭
い
と
言
い
ま
す
か
、
極
め
て
形
式
ば
つ
た
よ
う
な
形
式
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
、
当
時
の
書
評
を
読
ん
で
み
る
と
、

詩
が
な
か
な
か
綺
麗
だ
と
い
う
評
価
が
あ
っ
た
よ
う
で
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
脚
韻
な
し
の
詩
は
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

ネ
ル
ソ
ン
二
十
世
紀
に
な
っ
て
い
わ
ゆ
る
自
由
詩
と
い
う
も
の
が
生
ま

れ
て
き
て
か
ら
、
逆
に
脚
韻
を
使
う
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。

タ
イ
ラ
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
以
外
（
笑
）
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
今

で
も
脚
韻
は
生
き
て
い
ま
す
。
何
人
か
の
詩
人
は
使
っ
て
い
ま
す
よ
。

ネ
ル
ソ
ン
私
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と

日本文學誌要第７７号９

Hosei University Repository



遠
い
お
話
で
す
ね
（
笑
）
。

タ
イ
ラ
ー
そ
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
訳
の
中
に
二
行
に
分
け
て
配
置
し

た
と
い
う
の
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
さ
ん
も
そ
う
さ
れ
た
の
で
す

が
、
こ
れ
は
和
歌
が
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
そ
う
し

た
ん
で
す
。
翻
訳
を
読
み
な
が
ら
和
歌
を
飛
ば
し
て
い
る
読
者
が
少
な
く

な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
よ
（
笑
）
。
ど
だ
い
、
原
文
の
和
歌
の
翻
訳
は

不
可
能
で
す
。
だ
か
ら
、
二
行
で
い
い
と
、
そ
う
思
っ
た
ん
で
す
。
今
、

「
伊
勢
物
語
』
を
翻
訳
し
て
お
り
、
共
著
と
い
う
こ
と
で
、
□
曰
く
の
円
の
ご
ａ

因
回
ご
＆
０
．
－
巨
白
亘
囚
の
］
・
の
盲
四
三
・
の
Ｓ
言
氏
と
協
力
し
て
や
っ
て
い
ま

す
。
彼
は
、
解
釈
・
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。
私
が
慣
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
前
と
同
じ
よ
う
に
、
和
歌
は
や
は
り
五
・
七
・
五
調
に

訳
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
は
五
行
に
分
け
て

い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
『
伊
勢
物
語
」
の
場
合
は
和
歌
が
中
心
に

な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、

「
源
氏
物
語
」
の
場
合
に
は
二
行
で
い
い
と
、
そ
う
い
う
風
に
思
っ
た
わ

け
で
す
。

ネ
ル
ソ
ン
私
は
、
「
タ
イ
ラ
ー
源
氏
」
の
和
歌
の
訳
が
と
て
も
気
に
入
っ

て
い
る
方
だ
と
思
い
ま
す
。
失
敗
作
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
（
笑
）
。

タ
イ
ラ
ー
あ
り
ま
す
よ
（
笑
）
。

ネ
ル
ソ
ン
い
や
、
感
動
し
な
が
ら
い
つ
も
読
ん
で
い
ま
す
。

テ
ー
マ
展
開
の
技

天
野
そ
ろ
そ
ろ
、
次
に
い
き
ま
し
ょ
う
か
。
資
料
に
は
、
「
テ
ー
マ
展

開
の
技
」
と
、
仮
に
題
を
つ
け
ま
し
た
。

あ
や
ま

光
源
氏
の
父
桐
壷
帝
の
后
へ
の
「
帝
の
御
妻
を
過
つ
」
と
い
う
一
一
口
葉
が

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
使
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
藤
壷
と
の
不
義
が
い
ず

れ
自
分
の
妻
の
密
通
と
い
う
形
で
報
い
を
う
け
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
作

品
の
大
筋
を
貫
い
て
い
る
、
と
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
。
そ
れ
が
第
一

段
階
で
は
、
息
子
の
夕
霧
が
、
「
野
分
」
巻
に
、
風
で
舞
い
上
が
っ
た
御

簾
の
隙
間
か
ら
紫
の
上
を
初
め
て
見
る
と
い
う
危
う
い
場
面
が
置
か
れ
ま

す
。
こ
れ
は
十
五
歳
の
少
年
の
視
線
で
、
廟
に
座
る
女
性
が
「
お
も
し
ろ

き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
」
と
い
う
風
に
描
か
れ
、
そ
の

次
の
行
に
「
顔
に
も
移
り
来
る
や
う
に
愛
敬
は
に
ほ
ひ
散
り
て
」
と
あ
り

ま
す
。
紫
の
上
の
「
に
ほ
ひ
」
、
照
り
映
え
る
美
し
さ
の
シ
ャ
ワ
ー
を
浴

び
た
よ
う
な
経
験
が
こ
こ
に
あ
っ
て
、
こ
の
体
験
が
、
生
涯
忘
れ
が
た
い

も
の
と
な
っ
て
い
く
。
た
だ
、
彼
の
場
合
は
「
あ
る
ま
じ
き
恩
ひ
」
と
い

う
言
葉
が
そ
の
後
に
あ
る
通
り
、
そ
れ
を
自
己
抑
制
し
て
、
そ
の
先
に
は

行
か
な
い
。
自
分
の
息
子
の
夕
霧
に
愛
す
る
紫
の
上
が
犯
さ
れ
る
と
い
う

不
義
密
通
が
成
立
す
れ
ば
、
「
源
氏
物
語
」
は
も
っ
と
厳
し
い
状
況
に
な

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
そ
れ
は
避
け
ら
れ
る
と
い
う
段
階
を
一

つ
こ
こ
に
置
い
て
お
い
て
、
そ
の
五
年
後
、
「
若
菜
上
」
巻
に
な
る
と
、

光
源
氏
は
も
う
四
十
代
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
、
夕
霧

の
友
人
で
あ
る
衛
門
督
柏
木
が
女
三
の
宮
を
覗
き
見
る
こ
と
が
あ
っ
て
、

そ
れ
は
風
、
嵐
で
は
な
く
、
猫
が
引
き
上
げ
た
御
簾
、
御
簾
の
そ
の
引
き

上
げ
ら
れ
た
隙
間
か
ら
見
る
と
い
う
設
定
が
こ
こ
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

源
氏
の
若
い
妻
、
女
三
の
宮
が
蹴
鞠
の
庭
を
見
て
い
た
の
で
す
。
で
、
こ

う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
後
に
六
年
も
の
間
、
柏
木
は
女
三
の
宮
へ
の
思
い

を
持
ち
続
け
て
、
手
放
さ
な
い
．
そ
れ
は
、
猫
を
譲
り
受
け
て
ｌ
そ
の

と
き
の
猫
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
形
代
と
し
て
、
愛
玩
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
「
若
菜
下
」
巻
で
、
つ
い
に
忍
ん
で
行
く
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『源氏物語ｊの魅力

と
い
う
風
に
、
女
三
の
宮
と
柏
木
の
密
通
が
成
り
立
つ
シ
ー
ン
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
い
こ
と
は
飛
ば
し
ま
す
け
れ
ど
、
結
局
「
あ
は
れ
と
だ
に
の
た

ま
は
せ
よ
」
と
い
う
よ
う
な
、
自
分
の
想
い
を
不
閥
と
思
っ
て
く
れ
れ
ば

満
足
だ
と
い
い
な
が
ら
、
彼
女
が
威
厳
を
持
っ
た
内
親
王
で
あ
る
よ
り
は

か
わ
い
ら
し
く
「
な
つ
か
し
く
ら
う
た
げ
」
で
、
手
を
さ
し
延
べ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
女
性
だ
っ
た
の
で
、
自
己
を
抑
制
す
る
分
別
が
失
せ
た
、
と

い
う
風
に
、
実
に
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
身
の
破
滅
も
辞
さ
な
い
、

何
処
へ
な
り
と
「
い
づ
ち
も
い
づ
ち
も
率
て
」
隠
し
て
し
ま
い
た
い
と
い

う
、
そ
れ
こ
そ
「
伊
勢
物
語
」
の
「
芥
川
」
の
段
の
よ
う
な
、
女
を
盗
み

出
し
た
い
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
る
逢
瀬
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
は
苦
し
む

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
苦
し
み
方
が
、
過
ち
を
犯
し
た
と
は
し
な
が

ら
、
「
帝
の
御
妻
を
も
と
り
過
つ
」
よ
う
な
大
罪
で
は
な
い
と
思
う
。
読

者
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
「
帝
の
御
妻
を
過
」
っ
た
光
源
氏
が
頭

に
残
っ
て
い
て
、
両
者
を
傭
臓
で
き
る
わ
け
で
す
か
ら
。
柏
木
は
大
罪
で

は
な
い
と
い
う
風
に
思
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
で
も
光
源
氏
の

目
が
怖
い
、
そ
れ
が
恐
怖
だ
と
。
彼
に
睨
ま
れ
た
ら
破
滅
だ
と
い
う
風
な

形
で
、
こ
の
光
源
氏
に
睨
ま
れ
る
こ
と
で
身
を
滅
ぼ
し
て
い
く
と
い
う
展

開
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
言
い
た
い
こ
と
は
、
御
簾
を
引
き
上
げ
る
嵐
や

猫
み
た
い
な
物
を
使
い
な
が
ら
、
上
手
に
、
普
通
な
ら
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
人
を
覗
き
見
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
テ
ー
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
が
、
実
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
取
り
上
げ

ま
し
た
。
タ
イ
ラ
ー
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

タ
イ
ラ
ー
私
も
、
光
源
氏
と
柏
木
、
女
三
の
宮
の
い
き
さ
つ
は
本
当
に

す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
東
大
の
講
演
で
も
取
り
上
げ
ま
し
た
け
ど
、
こ
の

辺
が
『
源
氏
物
語
』
の
最
高
峰
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私

に
言
わ
せ
れ
ば
や
は
り
、
こ
の
辺
が
本
来
の
ロ
四
ｍ
の
身
に
通
ず
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
。

天
野
そ
れ
で
、
光
源
氏
が
厳
し
く
睨
む
と
い
う
と
こ
ろ
は
。

タ
イ
ラ
－
そ
こ
は
「
無
名
草
子
」
に
も
採
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
確
か
に
、

か
わ
い
そ
う
な
柏
木
が
「
帝
の
御
妻
を
と
り
過
つ
」
、
そ
う
い
う
大
罪
で

は
な
い
と
い
う
も
の
の
、
し
か
し
、
相
手
が
光
源
氏
だ
か
ら
恐
い
。
確
か

に
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
箇
所
だ
と
思
い
ま
す
。
光
源
氏
と
紫
の
上
の
関

係
に
と
っ
て
も
ｌ
こ
れ
は
ま
た
後
で
出
て
く
る
問
題
だ
と
思
い
ま
す
け

れ
ど
も
。
私
が
「
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
書
い
た
一
番
最
初
の
論
文
は
、

そ
れ
で
こ
の
辺
を
扱
っ
た
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
当
時
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

伝
記
を
読
ん
で
い
ま
し
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
そ
う
い
う
人
間

だ
っ
た
ん
で
す
。
彼
に
睨
ま
れ
る
と
、
完
全
に
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

も
死
ん
で
し
ま
う
。
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
権
力
者
、
す
ご
い
カ
リ
ス
マ
を

持
っ
た
権
力
者
に
睨
ま
れ
て
し
ま
う
と
大
変
だ
と
。
だ
か
ら
、
天
野
先
生

が
最
初
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
は
二
極
Ｉ
歴
史
と
色

好
み
が
あ
り
、
色
好
み
の
面
は
確
か
に
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
最
近
、
数

十
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
状
況
だ
と
思
い
ま
す
が
、
色
好
み
の
方
に
重
点
が

置
か
れ
て
し
ま
っ
て
、
「
源
氏
物
語
」
に
は
そ
の
他
に
内
容
が
な
い
と
、

特
に
英
語
圏
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
私

は
そ
れ
に
対
し
て
反
発
し
て
、
光
源
氏
は
む
し
ろ
ボ
ス
、
権
力
者
だ
と
見

て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
彼
の
目
に
重
点
を
置
い
て
、
だ
い
た
い
何
か
原
稿

を
頼
ま
れ
る
と
、
い
つ
も
そ
う
い
う
風
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
で
、

こ
こ
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
証
拠
に
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
色
好
み
と
は
一
切

関
係
な
い
。
た
だ
、
権
力
者
と
い
っ
て
も
単
な
る
権
力
者
で
は
な
く
て
、

よ
り
す
ご
い
カ
リ
ス
マ
を
持
っ
た
人
で
、
彼
は
や
っ
ぱ
り
冗
談
じ
ゃ
な
く
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（
笑
）
、
本
当
に
す
ご
い
人
間
で
す
ね
。

司
会
光
源
氏
は
須
磨
、
明
石
に
鏑
居
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
時
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
彼
が
許
さ
れ
る
一
つ
の
き
っ
か
け
に
、
朱
雀
天
皇

の
夢
の
中
に
亡
く
な
っ
た
桐
壺
院
が
現
わ
れ
て
、
睨
み
つ
け
た
た
め
に
、

天
皇
が
目
の
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

「
睨
む
」
と
い
う
行
為
と
権
力
、
ま
あ
、
王
権
の
問
題
に
ま
で
持
っ
て
い

く
の
は
ち
ょ
っ
と
無
理
か
と
も
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
場
面
も
、

今
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

タ
イ
ラ
ー
そ
の
当
時
は
光
源
氏
は
住
吉
の
神
に
守
ら
れ
て
い
た
ん
で
す

ね
。
ま
あ
、
住
吉
の
神
の
お
か
げ
で
、
そ
う
い
う
夢
を
見
た
、
と
い
う
こ

と
で
私
は
見
て
い
ま
す
が
。
光
源
氏
は
直
接
は
何
も
し
な
い
で
そ
う
い
う

風
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
。

人
間
洞
察
の
深
さ
ｌ
光
源
氏

天
野
権
力
者
の
、
ボ
ス
の
目
の
力
の
話
に
な
っ
た
の
で
、
も
う
少
し
続

け
さ
せ
て
頂
く
と
、
嫌
が
っ
て
い
る
柏
木
を
御
賀
の
試
楽
、
リ
ハ
ー
サ
ル

を
や
る
っ
て
い
う
ん
で
来
い
と
呼
び
つ
け
て
、
嫌
が
る
柏
木
に
お
酒
を
飲

ま
せ
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。
音
楽
の
才
能
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
会

合
に
ぜ
ひ
必
要
だ
と
丁
重
な
招
待
状
は
出
す
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
は

そ
の
密
通
事
件
に
関
し
て
は
決
し
て
許
さ
な
い
。
で
、
「
御
目
止
ま
れ
ど

さ
り
げ
な
く
」
、
睨
ん
だ
と
は
書
か
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
を
押

し
殺
し
た
対
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
時
間
が
た
っ
と
、
「
お
前
も
年
を
取

る
ぞ
」
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
「
あ
ん
な
風
に
柏
木
が
笑
み
を
浮
か
べ

て
い
る
の
は
、
老
人
と
し
て
は
決
ま
り
が
悪
い
」
な
ど
と
、
柏
木
は
廟
笑

す
る
わ
け
も
な
い
ん
で
す
け
ど
自
潮
的
に
言
う
か
と
思
う
と
、
皮
肉
に
転

じ
て
「
さ
り
と
も
、
い
ま
し
ば
し
な
ら
む
。
さ
か
さ
ま
に
行
か
ぬ
年
月
よ
・

老
い
は
、
え
の
が
れ
ぬ
わ
ざ
な
り
、
と
て
う
ち
見
や
り
た
ま
ふ
」
と
あ
り

ま
す
。
こ
の
「
見
や
る
」
が
つ
ま
り
睨
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
「
若
者
だ
っ
て
い
ず
れ
は
老
い
て
い
く
ぞ
」
と
言
い
、
「
ま
あ
、
私

も
消
え
て
い
く
け
れ
ど
、
年
月
は
逆
さ
ま
に
は
流
れ
な
い
ん
だ
か
ら
、
誰

し
も
老
い
は
逃
れ
ら
れ
な
い
」
と
、
相
手
へ
の
皮
肉
と
自
ら
へ
の
自
潮
を

こ
ん
な
風
に
吐
き
な
が
ら
も
、
目
は
柏
木
を
捕
え
る
。
そ
れ
以
来
、
彼
は

病
気
に
な
っ
て
、
死
ん
で
い
く
。

死
ん
で
い
っ
た
後
で
も
光
源
氏
は
彼
を
不
燗
な
奴
だ
と
思
っ
た
り
、
苦

さ
を
抱
え
な
が
ら
い
く
ん
で
、
権
力
者
な
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
心
を
抱

え
な
が
ら
の
人
生
だ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
を
紫
の
上
は
知
ら
な
い
わ
け

で
す
ね
、
あ
る
意
味
。
光
源
氏
の
苦
し
み
は
紫
の
上
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
ｌ
紫
の
上
の
苦
し
み
は
ま
た
後
で
や
り
ま
す
け
れ
ど
も
．
し
た
が
っ

て
、
誰
が
加
害
者
で
誰
が
被
害
者
の
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
ん
な
、
自
潮
し
た
り
愚
痴

を
言
っ
た
り
皮
肉
っ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
内
面
を
抱
え
る
人
生

だ
っ
た
と
い
う
風
に
、
光
源
氏
の
一
生
を
読
む
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、

正
編
は
の
ん
き
な
色
好
み
の
物
語
だ
っ
て
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
、
と

い
う
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
特
に
、
第
二
部
で
の
光
源
氏
の
心
理
的
な
洞

察
は
本
当
に
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
彼
の
頭
の
中
で
考
え
て
い
る
こ
と
に

は
、
色
々
な
次
元
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
柏
木
を
憎
む
と
同
時
に
同
情
す
る
、

そ
れ
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
そ
れ
は
人
生
そ
の
も
の
だ
。
心
理

的
に
非
常
に
説
得
力
が
あ
っ
て
、
迫
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
第
一
部
に

は
、
そ
れ
に
似
た
と
こ
ろ
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
第
三
部
に
は
も
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｢源氏物語」の魅力

う
、
そ
れ
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
い
、
第
三
部
は
そ
う
い
う

立
場
か
ら
見
て
い
ま
す
。

ネ
ル
ソ
ン
私
は
、
音
楽
を
研
究
し
て
い
る
関
係
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
、
い
つ
も
ぞ
っ
と
す
る
場
面
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
夕
霧
が
、

例
の
柏
木
の
笛
を
光
源
氏
の
元
に
持
っ
て
行
き
ま
す
。
源
氏
は
も
ち
ろ
ん

そ
れ
が
誰
の
笛
で
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
来
て
し
ま
っ
た
の
か
分
か
っ
て
い

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
分
か
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
を
見

て
、
夕
霧
が
「
あ
あ
、
こ
れ
は
く
さ
い
な
あ
」
（
笑
）
と
思
っ
て
し
ま
う
、

あ
の
親
子
関
係
も
す
ご
い
な
っ
て
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。

天
野
さ
っ
き
の
「
野
分
」
巻
の
と
こ
ろ
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
ね
、
ジ
ー
っ

と
見
て
る
の
ね
、
夕
霧
は
。

ネ
ル
ソ
ン
あ
と
は
紫
の
上
が
亡
く
な
っ
た
後
の
場
面
。
や
っ
と
、
源
氏

は
彼
女
を
夕
霧
に
見
せ
る
。
ま
あ
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
害
が
な
い
の
で
す
け
れ
ど
（
笑
）
、
で
も
そ
こ
ま
で
、
そ
こ
ま
で
、

ま
た
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
源
氏
の
内
面
が
そ
れ
こ
そ
こ
こ
で

感
じ
ら
れ
て
。
ま
た
、
い
や
、
す
ご
い
洞
察
力
だ
な
っ
て
。
洞
察
力
で
も

あ
る
し
、
想
像
力
で
も
あ
り
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
「
源
氏
物
語
」
が
色
好
み
ば
か
り
と
か
、
そ
う
い
う
風
に
見

て
い
る
読
者
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
は
、
本
当
に
「
源
氏
物
語
』
を

読
ん
だ
の
か
と
。
「
読
ん
で
き
た
」
っ
て
言
う
人
も
い
る
ん
で
す
よ
。
で

も
、
特
に
第
二
部
に
は
何
も
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
実

は
「
源
氏
物
語
』
は
あ
れ
ほ
ど
有
名
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
大
変
難
し
い
作

品
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
大
変
難
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
を
マ
ス
タ
ー

す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

天
野
今
日
の
聴
衆
は
、
単
な
る
色
好
み
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
一
人
も

い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
（
笑
）
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
（
笑
）
。
そ
れ
は
そ
う
で
し
ょ
う
け
れ
ど
。
し

か
し
、
も
っ
と
広
い
世
界
を
考
え
て
…
…
。

天
野
そ
う
。
本
当
に
そ
う
。

タ
イ
ラ
ー
特
に
私
の
翻
訳
は
、
ど
う
い
う
読
者
の
た
め
に
翻
訳
し
た
か
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と
言
う
と
、
多
く
の
場
合
に
は
学
生
の
た
め
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
。
そ
れ

は
分
か
っ
て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
読
者
ば
か
り
じ
ゃ

な
く
て
、
一
般
読
者
。
そ
う
い
う
人
間
が
ま
だ
ま
だ
い
る
ん
だ
っ
た
ら
…
…

天
野
ま
だ
ま
だ
い
っ
ぱ
い
い
る
ん
で
す
、
そ
れ
は
日
本
に
も
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
一
般
読
者
の
受
け
に
、
私
は
特
に

興
味
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。

ネ
ル
ソ
ン
大
学
で
「
源
氏
物
語
』
を
英
語
で
教
え
る
場
合
に
は
、
学
生

は
ま
だ
若
い
っ
て
い
う
問
題
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
よ
。

ネ
ル
ソ
ン
二
十
歳
前
後
の
ア
メ
リ
カ
の
女
の
子
、
男
の
子
に
こ
れ
を
読

ま
せ
て
も
ど
う
か
な
と
い
う
気
が
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
私
が
、

例
え
ば
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
や
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
に
反
応
し
た
の
と

同
じ
よ
う
に
、
源
氏
は
嫌
な
奴
で
、
レ
イ
ピ
ス
ト
な
ん
だ
と
い
う
風
に
思
っ

て
し
ま
っ
て
、
や
は
り
そ
う
い
う
話
ば
っ
か
り
な
ん
だ
、
と
い
う
印
象
を

持
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

司
会
私
も
授
業
で
、
文
学
部
の
学
生
以
外
に
、
法
政
大
学
の
い
ろ
ん
な

学
部
の
学
生
に
、
古
典
文
学
を
教
え
て
い
る
ん
で
す
。
「
源
氏
物
語
」
も

取
り
上
げ
ま
す
。
他
学
部
の
学
生
も
大
学
入
学
ま
で
に
「
源
氏
物
語
」
は

習
っ
て
き
て
は
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
い
て
い
習
っ
て
い
る
の
が
、

「
桐
壷
」
巻
の
最
初
の
部
分
。
そ
れ
か
ら
「
若
紫
」
巻
の
源
氏
の
垣
間
見

の
場
面
ぐ
ら
い
し
か
勉
強
し
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
で
す
の
で
、
ち
ょ
っ

と
言
い
方
は
下
品
で
す
け
れ
ど
も
、
一
般
の
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
、
光

源
氏
は
ロ
リ
ー
タ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
非
常
に
強
い

ん
で
す
（
笑
）
。
で
、
私
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
た
い
と
思
っ
て
、

政
治
的
な
側
面
、
例
え
ば
、
天
皇
に
な
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
皇
子

に
も
な
れ
ず
に
源
氏
に
降
ろ
さ
れ
て
し
ま
い
、
で
も
そ
ん
な
人
物
が
准
太

政
天
皇
に
ま
で
登
り
つ
め
て
、
強
大
な
権
力
を
掌
握
す
る
に
至
る
と
い
う
、

非
常
に
政
治
的
な
問
題
を
抱
え
た
物
語
な
ん
で
す
よ
っ
て
教
え
る
と
、
そ

の
時
の
感
想
文
に
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
だ
い
た
い
「
光
源
氏
は
た
だ
の

プ
レ
イ
ボ
ー
イ
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
」
。
私
が
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

理
解
し
て
く
れ
る
学
生
も
い
る
ん
で
す
が
、
で
も
、
や
っ
ぱ
り
、
海
外
の

人
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
の
物
語
－
－
「
源

氏
物
語
』
は
、
例
え
ば
ド
ラ
マ
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
も
な
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
う
い
う
側
面
が
強
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
一
般
的
に

は
や
は
り
そ
う
い
う
理
解
が
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
よ
ね
…
…

タ
イ
ラ
ー
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
最
後
ま
で
読
ん
で
く
れ
る

読
者
は
割
合
に
少
な
い
で
す
し
、
そ
し
て
読
ん
だ
上
で
少
し
考
え
て
く
れ

た
と
い
う
読
者
も
ま
た
少
な
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
も
難
し
い
で
す

よ
。

ネ
ル
ソ
ン
数
年
前
、
オ
ペ
ラ
に
も
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
。
三
木
稔
と

い
う
日
本
人
の
作
曲
家
が
作
曲
し
て
、
台
本
は
○
・
言
毎
畳
囚
日
と
い
う

ア
メ
リ
カ
人
で
す
か
ね
。

タ
イ
ラ
ー
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
人
で
、
因
の
巳
四
己
回
国
畳
〔
の
ロ
の
オ
ペ
ラ

の
台
本
を
書
い
た
人
で
す
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
の
方
が
書
い
た
台
本
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
ど
っ

ち
か
と
言
う
と
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
よ
う
な
内
容
に

な
っ
て
い
て
、
聴
衆
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
い
う
印
象
を
持
っ
た
ら
し
い
で

す
ね
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
。

ネ
ル
ソ
ン
オ
ペ
ラ
評
な
ど
を
読
む
と
、
こ
れ
は
東
洋
の
ド
ン
・
フ
ァ
ン
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｢源氏物語」の魅力

の
話
だ
、
ど
う
の
こ
う
の
っ
て
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

天
野
た
だ
ち
ょ
っ
と
色
っ
ぽ
い
場
面
と
か
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
場
面
が
な
い

わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
注
意
深
く
読
む
と
、
露
骨
で
は
な
い
け
れ
ど
ド
キ
ド

キ
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ
と
。

紫
の
上
の
造
型
ｌ
「
我
は
我
」
～
一
・
ヨ
ー
～

天
野
今
度
は
、
タ
イ
ラ
ー
先
生
に
「
我
は
我
」
の
お
話
を
伺
い
た
い
こ

と
も
あ
る
の
で
、
紫
の
上
側
の
心
の
系
譜
を
追
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
澪
標
」
巻
で
、
源
氏
が
、
明
石
の
君
に
女
の
子
が
生
ま
れ
た
た
め
、
初

め
て
紫
の
上
に
告
白
す
る
場
面
で
す
。
紫
の
上
は
嫉
妬
深
い
、
嫉
妬
を
表

す
女
性
と
し
て
、
あ
る
意
味
、
そ
れ
が
魅
力
と
も
さ
れ
て
き
ま
し
た
か
ら
、

出
だ
し
の
所
は
「
怨
じ
た
ま
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
恨
ん
だ

り
も
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
で
も
、
そ
の
う
ち
光
源
氏
も
多
少
調
子
に
乗
っ

て
、
明
石
の
浦
で
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
か
を
語
っ
て
し
ま
う
ん
で

す
ね
。
「
す
べ
て
御
心
と
ま
れ
る
さ
ま
に
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
愛
着
消

し
が
た
い
も
の
と
し
て
語
る
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
紫
の
上
は
、
自
分

の
方
は
都
で
悲
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
に
、
た
と
え
す
さ
び
で
あ
っ

て
も
他
の
女
に
心
を
分
け
た
の
だ
と
「
た
だ
な
ら
ず
」
思
う
、
そ
こ
の
所

に
、
「
我
は
我
と
う
ち
背
き
な
が
め
て
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
私
は
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
ご
論
文
を
読
ん
で
い
ま
せ
ん
で
、
こ

こ
の
と
こ
ろ
を
ど
う
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ぜ
ひ
お
話
を
伺
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
私
が
一
番
最
初
に
論
文
を
書
い
た
の
は
、
こ
の
「
我
は
我
」

に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
す
。
最
初
、
翻
訳
に
取
り
組
ん
だ
時
に

は
、
私
自
身
は
『
源
氏
物
語
』
の
翻
訳
を
し
て
も
、
「
源
氏
物
語
」
に
つ

い
て
別
に
一
言
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
風
に
思
っ
て
い
ま
し

た
。
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が
す
で
に
出
て
い
る
の
で
、

私
に
は
何
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
の
「
我
は
我
」
を
読
ん
で
、
な
ぜ
か
大
変
興
味
を
惹
か
れ
て
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し
ま
っ
て
。
紫
の
上
が
そ
れ
程
自
立
し
て
い
る
と
は
、
そ
の
瞬
間
ま
で
は

思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
「
我
は
我
」
を
読
ん
で
、
あ
あ
、
彼
女
に

は
光
源
氏
と
は
別
に
自
分
自
身
の
生
涯
、
ラ
イ
フ
が
あ
る
と
、
そ
の
こ
と

に
気
が
つ
い
て
感
動
し
た
ん
で
す
。
そ
し
て
「
我
は
我
」
を
読
ん
で
、
調

べ
て
み
た
い
と
。
そ
う
い
う
意
志
で
少
し
ず
つ
そ
れ
に
関
係
し
た
色
々
な

こ
と
を
メ
モ
に
と
っ
て
、
最
終
的
に
は
「
我
は
我
」
を
出
発
点
に
し
て
、

光
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
を
ず
っ
と
終
わ
り
ま
で
追
及
し
て
い
っ
た
ん
で

す
。
そ
の
関
係
で
初
め
て
、
女
三
の
宮
降
嫁
の
重
要
性
を
考
え
て
、
理
解

し
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
要
す
る
に
、
紫
の
上
の
こ
の

よ
う
な
自
立
性
が
い
か
に
大
事
な
物
語
の
要
素
で
あ
る
か
、
だ
ん
だ
ん
に

わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
実
は
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
話
が
ず
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

に
続
い
て
「
あ
は
れ
な
り
し
世
の
あ
り
さ
ま
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
私
は
、

翻
訳
の
最
初
の
内
は
、
現
代
語
訳
は
絶
対
見
な
い
っ
て
い
う
決
心
を
し
て

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
小
学
館
の
新
編
全
集
を
使
っ
て
い
ま
し
た
ん
で
、

時
々
思
わ
ず
下
の
方
を
見
て
、
「
あ
あ
、
こ
れ
は
私
の
書
い
た
ば
か
り
の

も
の
と
ち
ょ
っ
と
違
う
な
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
、
や
っ
ぱ
り
時
々
、

現
代
語
訳
を
見
て
お
い
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
分
か
っ
た
ん
で
す
。

で
、
だ
か
ら
、
私
が
「
あ
は
れ
な
り
し
世
の
あ
り
さ
ま
か
な
」
を
「
少
已

ョ
の
葛
円
の
。
□
、
①
の
。
冨
己
二
Ｓ
ｍ
の
岳
の
Ｈ
」
と
訳
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ

れ
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
後
で
、
い
ろ
ん
な
注
釈
書
、

中
世
の
注
釈
な
ど
を
見
て
み
ま
し
た
が
、
こ
の
「
あ
は
れ
な
り
し
世
の
あ

り
さ
ま
か
な
」
の
解
釈
が
本
当
に
ま
ち
ま
ち
で
、
色
々
あ
り
ま
す
よ
。
本

当
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
天
野
先
生
の
方
が
は
る
か
に
ご
存
じ
か
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
、
「
シ
己
言
の
言
①
Ｒ
の
○
口
。
①
ｍ
・
富
ご
こ
さ
ぬ
の
弓
の
烏
」
と
は

ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
解
釈
も
、
少
な
く
と
も
昔
は
あ
っ
た
よ
う
で
、
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。

天
野
過
去
に
お
い
て
は
感
動
的
な
仲
だ
っ
た
の
に
、
と
い
う
と
こ
ろ
で

す
ね
。
も
う
そ
れ
は
昔
の
こ
と
だ
と
。

タ
イ
ラ
ー
こ
の
一
行
を
読
ん
で
、
大
変
紫
の
上
に
同
情
し
ま
し
た
。

天
野
こ
の
「
我
は
我
」
と
い
う
響
き
は
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
、
日
常

語
じ
ゃ
な
い
、
特
別
な
語
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
小
学
館
新
編
全
集
本

は
引
歌
を
全
く
無
視
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
岩
波
の
新
大
系
は
、
「
引

歌
が
あ
る
か
」
と
し
て
、
参
考
歌
と
し
て
『
弁
乳
母
集
』
か
ら
一
首
挙
げ

て
い
ま
す
。
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
ご
論
文
に
は
そ
の
弁
乳
母
の
歌
も
引
か
れ

て
い
ま
す
が
、
今
日
、
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
持
っ
て
来
ま
し
た
の
は
「
和
泉

式
部
日
記
』
で
す
が
、
そ
の
中
に
「
君
は
君
わ
れ
は
わ
れ
と
も
へ
だ
て
ね

ば
心
々
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
は
」
と
い
う
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
あ
な
た
は
あ

な
た
、
私
は
私
と
隔
た
っ
て
い
て
も
、
空
間
的
に
は
離
れ
て
い
て
も
心
は

別
々
の
は
ず
は
な
い
と
い
う
、
も
う
少
し
幸
せ
な
意
味
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
和
歌
が
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
例
を

紫
式
部
は
知
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

タ
イ
ラ
ー
あ
る
い
は
、
こ
の
弁
乳
母
も
和
泉
式
部
も
『
源
氏
物
語
」
か

ら
採
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
う
い
う
可
能
性
は
な
い
で
す
か
。

天
野
弁
乳
母
の
場
合
は
あ
り
ま
す
ね
。
大
弐
の
三
位
と
交
流
の
あ
る
よ

う
な
、
後
の
人
で
す
か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
採
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

タ
イ
ラ
ー
和
泉
式
部
は
…
こ
れ
は
以
前
の
も
の
…
？

天
野
は
い
。
こ
の
部
分
は
一
○
○
三
年
の
記
事
で
す
か
ら
。

タ
イ
ラ
ー
要
す
る
に
、
和
泉
式
部
の
引
歌
だ
と
。

天
野
そ
れ
は
確
定
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
韻
文
ぽ
く
は
な
い
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｢源氏物語』の魅力

で
す
か
、
「
我
は
我
」
っ
て
。
五
音
で
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
か
。

天
野
日
常
の
言
葉
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
け

れ
ど
。
で
も
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
も
引
歌
な
ん
て
書
い
て
ま
せ
ん
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
し
た
ら
、
韻
文
に
似
て
い
る
と
い
う
か
。

天
野
韻
文
ぽ
い
か
な
っ
て
い
う
。

タ
イ
ラ
ー
そ
れ
、
大
変
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、

和
泉
式
部
は
そ
れ
を
ど
こ
か
ら
取
っ
た
の
で
す
か
。
自
分
で
作
り
出
し
た

ん
で
し
ょ
う
か
。

天
野
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
日
記
も
、
た
だ
幸
せ
な
恋
の
記
録
じ
ゃ

な
く
て
、
「
我
は
我
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
日
記
で
す
も
の
ね
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
、
光
源
氏
が
紫
の
上
に
対
し
て
「
我

は
我
」
と
考
え
よ
、
と
言
う
ん
で
す
ね
、
明
石
の
君
と
の
関
係
で
。
そ
の

場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
違
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
大
変
面

白
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
の
「
我
は
我
」
を
ロ
四
日
目
」
と
訳
し
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
難
し
か
っ
た
の
は
、
現
代
英
語
の
言
い
方
じ
ゃ

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
今
で
は
「
日
白
日
の
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
文
法
の
上
で
は
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
紫
の
上
の

よ
う
な
人
に
は
文
法
が
正
し
い
も
の
で
（
笑
）
。
十
九
世
紀
に
は
こ
う
い

う
言
い
方
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
現
代
英
語
に
は
な
い
で
す
。

ネ
ル
ソ
ン
ど
う
し
て
も
動
詞
の
後
で
す
か
ら
、
目
的
格
に
し
て
し
ま
う

ん
で
す
ね
。
で
も
、
言
動
詞
だ
か
ら
補
語
と
い
う
、
主
格
と
同
じ
形
が

本
来
の
形
な
の
で
、
「
百
日
閂
」
が
正
し
い
英
語
で
す
。

タ
イ
ラ
ー
ヨ
日
日
の
」
と
い
っ
た
ら
ご
く
普
通
の
表
現
で
す
け
れ
ど
、

し
か
し
文
法
の
上
で
は
…
…
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
う
い
う
わ
け
で
格
調
高
い
訳
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

天
野
そ
う
で
す
か
…
…
。
紫
の
上
の
自
立
っ
て
い
う
お
言
葉
が
出
て
き

た
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
が
「
澪
標
」
巻
と
い
う
す
ご
く
早
い
時
期
の
話

で
、
第
二
部
に
な
れ
ば
そ
れ
が
ず
っ
と
続
く
わ
け
で
、
女
三
の
宮
の
こ
と

を
聞
か
さ
れ
た
時
に
は
、
す
で
に
「
逃
れ
難
い
こ
と
だ
」
と
、
も
う
や
き

も
ち
を
焼
く
の
焼
か
な
い
の
の
世
界
で
は
な
い
域
で
の
苦
し
み
に
な
っ
て

い
る
。
そ
う
い
う
段
階
で
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
と
い
う
の
が
成
り
立
つ
ん

で
す
け
れ
ど
。
ま
た
、
あ
る
時
、
「
若
菜
下
」
巻
で
す
け
れ
ど
も
、
紫
の

上
が
出
家
を
願
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
「
こ
の
世
は
か
ば
か
り
と
、
見
は

て
つ
る
心
地
す
る
齢
に
も
な
り
に
け
り
」
っ
て
、
ま
だ
三
十
七
才
だ
か
八

才
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
世
は
だ
い
た
い
見
極
め
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
、

出
家
さ
せ
て
下
さ
い
と
、
初
め
て
申
し
出
る
フ
レ
ー
ズ
で
す
。
「
諦
め
」

と
い
う
言
葉
を
良
い
意
味
で
使
い
た
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
だ
い
た
い

明
ら
か
に
で
き
た
、
わ
か
っ
た
」
と
い
う
、
こ
の
と
こ
ろ
、
さ
っ
き
の
紫

の
上
の
自
立
と
い
う
こ
と
で
い
う
な
ら
ば
、
と
て
も
重
要
じ
ゃ
な
い
か
っ

て
い
う
風
に
読
み
た
い
で
す
。

ネ
ル
ソ
ン
で
も
、
出
家
は
さ
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
ね
。

天
野
そ
う
で
す
ね
。
ず
－
つ
と
ざ
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
ね
。

タ
イ
ラ
ー
光
源
氏
の
反
応
は
、
ま
ず
「
私
が
出
家
し
た
後
な
ら
ど
う
ぞ
」
。

天
野
そ
う
言
い
ま
す
ね
。
「
あ
る
ま
じ
く
つ
ら
き
御
事
な
り
」
っ
て
あ

り
ま
す
か
ら
、
以
て
の
外
だ
、
許
さ
な
い
、
て
い
う
セ
リ
フ
で
す
ね
。

タ
イ
ラ
ー
こ
れ
は
本
当
に
、
私
は
ま
た
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
す
ご
い
っ
て
言

葉
を
使
い
ま
す
け
れ
ど
も
…
…

天
野
す
ご
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

タ
イ
ラ
ー
私
の
日
本
語
の
語
彙
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
私
の
知
っ
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て
る
言
葉
は
。
で
も
、
こ
れ
は
本
当
に
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ナ

ン
セ
ン
ス
で
す
よ
、
彼
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
（
笑
）
。
彼
は
彼
女
の
こ

と
を
気
に
か
け
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
な
か
な
か
出
家
は
し
な
い
。
「
私
が

出
家
し
て
か
ら
ど
う
ぞ
」
と
。
し
か
し
、
そ
れ
は
不
可
能
で
す
よ
。
こ
れ

は
意
味
を
な
さ
な
い
で
す
ね
。
彼
は
ど
れ
ほ
ど
…
…
頭
狂
っ
て
る
っ
て
い

う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
が
本
当
に
何
も
わ
か
ら
な

い
、
自
分
自
身
の
態
度
も
分
か
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
、
何
が
動
機
に
な
っ

て
い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
自
分
自
身
の
深
層
の
考
え
が
全
然
わ
か
ら
な

い
っ
て
い
う
こ
と
を
表
わ
す
箇
所
と
し
て
、
こ
こ
は
本
当
に
重
要
だ
と
思

い
ま
す
ね
。
ま
あ
、
弓
目
ａ
（
不
条
理
）
で
す
ね
。

天
野
何
度
も
申
し
出
て
も
許
さ
な
い
、
そ
の
一
番
の
根
本
は
、
手
放
し

た
く
な
い
…
…

タ
イ
ラ
ー
要
す
る
に
、
彼
は
一
度
把
握
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
絶
対
に

放
さ
な
い
。

天
野
そ
れ
を
器
の
大
き
い
優
し
さ
と
見
る
人
も
あ
り
ま
す
ね
。
六
条
院

に
も
二
条
院
に
も
住
ま
わ
せ
て
、
ち
ゃ
ん
と
経
済
的
な
援
助
を
す
る
っ
て

い
う
こ
と
で
は
。

ネ
ル
ソ
ン
ま
あ
、
そ
う
い
う
一
面
も
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
え
る
わ

け
で
す
し
、
須
磨
、
明
石
か
ら
戻
っ
て
来
て
か
ら
は
、
そ
ん
な
に
遊
び
人

で
は
な
く
な
り
ま
す
し
。

天
野
な
い
で
す
ね
、
全
然
。

ネ
ル
ソ
ン
き
ち
ん
と
、
と
い
う
一
言
い
方
を
し
て
も
い
い
ぐ
ら
い
に
関
係

を
持
っ
た
女
性
を
…
…

天
野
そ
う
で
す
ね
。
女
三
の
宮
の
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
い
ん
だ
と
い

う
こ
と
に
す
れ
ば
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
う
い
う
解
釈
も
…
…
特
に
男
性
に
多
い
ん
で
す
か
ね
（
笑
）
。

で
も
、
紫
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
も
う
辛
い
で
し
ょ
う
。

天
野
紫
の
上
の
記
述
を
追
っ
て
い
く
と
、
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
ｌ
「
若
菜
下
」
巻
で
す
が
．
光
源
氏
が
「
自
分
は
な
か
な
か

悲
し
み
も
あ
る
人
生
だ
っ
た
、
そ
れ
に
比
べ
て
あ
な
た
は
幸
運
だ
っ
た
ん

だ
よ
」
と
言
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
紫
の
上
は
「
も

の
は
か
な
き
身
に
は
過
ぎ
に
た
る
よ
そ
の
お
ぼ
え
は
あ
ら
め
ど
、
心
に
た

へ
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
ざ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け

る
」
と
、
世
間
の
評
判
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
心
に
抱
え
き
れ

な
い
嘆
き
が
離
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
が
自
分
の
た
め
の
「
祈
り
」
に
な
っ

て
い
る
と
答
え
ま
す
。
嘆
き
や
苦
悩
こ
そ
が
自
分
の
生
き
て
い
る
支
え
だ

と
い
う
よ
う
な
切
り
返
し
で
す
。
結
局
、
年
齢
は
下
で
す
け
れ
ど
、
そ
し

て
光
源
氏
よ
り
先
に
死
に
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
時
、
後
に
残
る
彼
が
心
配

だ
と
、
そ
う
一
言
っ
て
死
に
ま
す
の
で
、
こ
こ
か
ら
逃
げ
た
い
と
か
、
さ
っ

さ
と
出
家
さ
せ
て
く
れ
っ
て
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
愛
情
で
、
光
源

氏
に
対
し
て
も
生
涯
を
貫
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
い
ま
す
。
死
ぬ

間
際
に
自
分
に
は
も
う
未
練
は
な
い
け
れ
ど
も
、
残
さ
れ
た
あ
な
た
を
嘆

か
せ
る
こ
と
が
辛
い
、
と
言
う
と
こ
ろ
な
ど
、
す
ご
い
で
す
ね
。

司
会
私
な
ど
も
、
紫
の
上
の
人
物
設
定
と
し
て
活
き
て
い
る
な
と
思
い

ま
す
の
は
、
紫
の
上
に
は
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
、
こ
れ

は
非
常
に
大
き
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
私
自
身
も

子
ど
も
が
い
な
い
の
で
、
子
ど
も
が
い
る
、
い
な
い
の
違
い
、
そ
の
感
覚

が
実
際
、
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、

先
程
の
「
若
菜
下
」
巻
の
「
こ
の
世
を
か
ば
か
り
と
、
見
は
て
つ
る
心
地

す
る
齢
に
も
な
り
に
け
り
」
っ
て
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
よ
り
前
の
と
こ
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｢源氏物語」の魅力

ろ
で
冷
泉
帝
が
位
を
降
り
、
東
宮
が
帝
に
つ
い
て
い
る
、
そ
の
時
に
、
女

御
と
な
っ
て
い
る
明
石
の
姫
君
の
皇
子
が
東
宮
と
な
っ
て
い
て
、
紫
の
上

と
し
て
は
、
こ
の
後
は
も
う
、
生
み
の
親
で
あ
る
明
石
の
君
に
任
せ
て
も

い
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
う
す

る
と
、
あ
る
意
味
で
、
こ
の
世
で
の
自
分
の
役
割
は
も
う
終
わ
っ
た
と
い

う
感
覚
が
ど
こ
か
に
あ
っ
て
こ
そ
の
、
出
家
し
た
い
と
い
う
言
葉
か
な
と

い
う
風
に
思
う
ん
で
す
。
自
分
の
子
ど
も
が
い
れ
ば
、
自
分
が
出
家
し
た

り
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
子
ど
も
は
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
、
ま
だ

ま
だ
そ
う
い
う
思
い
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
子
が
い
な
い

か
ら
こ
そ
、
彼
女
の
思
い
は
結
局
、
光
源
氏
へ
一
筋
に
向
か
う
。
私
が
出

家
し
た
ら
、
彼
は
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
と
か
、
源
氏
一
人
に
思
い
が
集
ま
っ

て
し
ま
う
っ
て
い
う
の
は
ｌ
こ
ん
な
言
い
方
を
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の

議
論
と
は
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
二
人
の
関
係
は
、

私
と
し
て
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
か
、
そ
ん
な
感
じ
に
も
捉
え
ら
れ

る
ん
で
す
ね
。
い
か
が
で
し
ょ
う
。

タ
イ
ラ
ー
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
普
通
な
夫
婦
関
係
に

な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。

『
源
氏
物
語
』
の
音
楽

司
会
そ
れ
で
は
続
い
て
、
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
の
方
か
ら
、
「
源
氏
物
語
」

の
音
楽
に
関
す
る
問
題
を
ど
う
ぞ
。

ネ
ル
ソ
ン
時
代
設
定
と
い
う
話
が
、
始
め
の
ほ
う
に
あ
り
ま
し
た
当
源

氏
物
語
」
を
時
代
小
説
、
あ
る
い
は
歴
史
小
説
と
呼
ん
で
も
い
い
か
ど
う

か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
物
語
と
し
て
の
信
懸
性
を
高
め

る
た
め
、
音
楽
も
非
常
に
上
手
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
ち
ょ
っ
と

き
ん

し
て
み
よ
う
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。
で
、
琴
の
琴
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
中
国
の
七
絃
琴

ｌ
を
取
り
上
げ
て
、
資
料
を
作
っ
て
み
た
ん
で
す
．

ま
ず
、
表
に
つ
い
て
で
す
が
（
末
尾
添
付
〈
資
料
１
〉
参
照
）
、
「
御
遊

抄
」
と
い
う
、
中
世
、
十
五
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
御
遊
の
部
類
記
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
平
安
時
代
以
降
の
さ
ま
ざ
ま
な
記
録
か
ら

御
遊
の
記
述
を
抽
出
し
ま
し
て
、
そ
し
て
分
類
ご
と
に
並
べ
た
も
の
な
ん

で
す
け
れ
ど
、
そ
の
中
か
ら
琴
と
い
う
楽
器
が
用
い
ら
れ
る
例
だ
け
取
り

出
し
て
、
表
に
し
ま
し
た
。
全
部
で
八
例
あ
り
ま
し
た
。
朝
観
行
幸
と
内

宴
の
例
だ
け
で
、
ま
た
年
代
を
調
べ
ま
す
と
、
八
九
九
年
と
い
う
の
が
最

も
古
い
例
で
、
最
も
新
し
い
例
で
も
九
五
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
醍
醐
・
村
上
、
言
い
変
え
れ
ば
延
喜
・
天
暦
と
い
う
例
が
ほ
と
ん

ど
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
源
氏
物
語
」
で
琴
を
演
奏
す
る
男
性
は
、
光
源
氏
と
桐
壷
帝
、
あ
る
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い
は
八
の
宮
で
す
ね
。
あ
と
は
明
石
の
入
道
あ
た
り
で
し
ょ
う
か
。
女
性

で
は
末
摘
花
、
明
石
の
君
で
す
か
ね
。
そ
れ
か
ら
源
氏
が
女
三
の
宮
に
教

え
る
わ
け
で
す
ね
。
あ
と
は
宇
治
十
帖
の
方
で
、
小
野
の
尼
君
で
し
た
か
。

皇
統
と
い
え
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
、
主
に
皇
族
の
人
た
ち
が
弾
く
楽
器

と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
数
ヶ
所
に
亘
っ
て
、
源
氏
自
身

が
「
伝
承
が
ほ
と
ん
ど
途
絶
え
て
し
ま
い
そ
う
だ
」
と
言
う
の
で
す
が
、

特
に
、
「
若
菜
下
」
巻
に
そ
う
い
う
セ
リ
フ
が
多
く
出
て
く
る
わ
け
で
す

ね
。
時
代
設
定
と
し
て
は
、
ち
ょ
う
ど
琴
の
伝
承
が
途
絶
え
よ
う
と
し
て

い
た
、
村
上
天
皇
の
御
代
辺
り
な
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で

す
。
つ
ま
り
、
書
か
れ
て
い
る
時
点
か
ら
す
れ
ば
、
約
五
十
年
前
と
い
う

設
定
に
な
る
の
で
は
、
と
い
う
風
に
思
い
ま
す
。
表
に
示
し
て
あ
る
通
り
、

醍
醐
天
皇
自
身
が
琴
を
演
奏
し
て
い
る
例
が
延
喜
十
七
年
の
朝
観
行
幸
の

記
録
に
あ
り
ま
し
た
。
表
の
後
半
の
村
上
天
皇
の
頃
の
例
に
関
し
て
は
、

こ
れ
は
す
べ
て
重
明
親
王
が
弾
い
て
い
る
例
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
あ
、
源
氏
の
モ
デ
ル
論
な
ん
て
い
う
の
は
、
複
数
の
人
物
の
様
々
な
要

素
が
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
、
あ
ま
り
し
た
く
な
い
よ
う
な
気
が

き
ん

す
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
の
琴
の
琴
に
限
っ
て
一
一
日
え
ば
、
重
明
親
王
が
準

拠
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
風
に
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

準
拠
の
こ
と
を
い
え
ば
、
実
は
天
暦
二
年
三
月
九
日
の
朝
観
行
幸
の
記

録
が
、
「
少
女
」
巻
の
一
場
面
で
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
、

「
河
海
抄
』
な
ど
の
源
氏
注
釈
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
河
海
抄
」
は

逸
書
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
重
明
親
王
の
日
記
、
『
吏
部
壬
記
」
の
同
日
の

記
事
を
引
い
て
い
て
、
こ
れ
は
ま
た
、
後
に
な
っ
て
逸
文
資
料
を
集
め
て

編
纂
さ
れ
た
『
吏
部
王
記
」
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
『
御
遊
抄
」

の
記
述
と
は
少
し
異
な
る
書
き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
少
し
読
ま
せ
て

頂
き
ま
す
と
、
「
九
日
、
朱
雀
院
に
行
幸
す
、
帰
徳
の
問
」
Ｉ
〈
帰
徳
》

と
い
う
の
は
舞
楽
の
曲
名
で
、
高
麗
楽
の
舞
で
す
ｌ
「
帰
徳
の
間
、
楽

所
頗
る
遠
く
、
絃
の
音
分
明
な
ら
ず
、
右
大
臣
に
詔
し
て
云
は
く
、
絃
を

操
る
者
近
き
に
候
ず
る
が
宜
し
き
か
、
右
大
臣
之
を
奏
す
」
と
。
つ
ま
り

〈
帰
徳
》
の
演
奏
の
間
、
演
奏
者
が
あ
ま
り
遠
く
て
絃
楽
器
が
は
っ
き
り

聞
こ
え
な
い
か
ら
、
村
上
天
皇
が
右
大
臣
藤
原
師
輔
に
対
し
て
、
「
こ
う

し
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
て
、
近
い
所
に
絃
楽
器
の
演
奏

者
の
席
を
設
け
た
と
。
そ
こ
で
絃
楽
器
を
運
ん
で
き
て
も
ら
う
わ
け
で
す
。

「
上
皇
（
朱
雀
院
）
命
じ
て
図
書
寮
の
御
琴
を
召
き
し
む
、
式
部
卿
（
敦

実
親
王
）
和
琴
、
余
（
重
明
親
王
）
琴
、
左
衛
門
督
（
源
高
明
）
琵
琶
、

治
部
卿
（
源
兼
明
）
箏
」
１
１
当
時
の
名
人
た
ち
で
す
ｌ
「
ま
た
、
唱

歌
の
者
人
数
を
召
し
て
、
南
欄
に
候
ぜ
し
む
」
と
、
唱
歌
を
歌
う
人
々
ｌ

し
ょ
う
が

殿
上
人
で
し
ょ
う
か
ｌ
を
居
き
せ
ま
し
た
．
唱
歌
と
い
う
の
は
、
催
馬

楽
と
い
っ
た
歌
を
い
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
雅
楽
の
曲

の
旋
律
に
意
味
の
な
い
歌
詞
を
つ
け
て
歌
う
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
舞
楽
の
伴
奏
で
は
な
く
て
、
御
遊
と
見
て
差

し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
だ
か
ら
こ
そ
「
御
遊
抄
』
に
も
採
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
と
そ
っ
く
り
の
「
大
御
遊
び
」
が
「
少
女
」

巻
の
終
わ
り
近
く
、
二
月
二
十
日
過
ぎ
の
、
朱
雀
院
へ
の
行
幸
の
場
面
で

行
わ
れ
ま
す
。
「
楽
所
遠
く
て
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
、
御
前
に
御
琴
ど
も

召
す
。
兵
部
卿
宮
琵
琶
、
内
大
臣
和
琴
、
箏
の
御
琴
院
（
朱
雀
院
）
の
御

前
に
参
り
て
、
琴
は
例
の
太
政
大
臣
（
光
源
氏
）
賜
り
た
ま
ふ
。
さ
る
い

み
じ
き
上
手
の
す
ぐ
れ
た
る
御
手
づ
か
ひ
ど
も
の
尽
く
し
た
ま
へ
る
音
は

た
と
へ
ん
方
な
し
。
唱
歌
の
殿
上
人
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ふ
」
。
「
吏
部
王
記
」
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『源氏物語』の魅力

の
記
述
に
よ
く
似
て
い
る
わ
け
で
す
。
順
番
は
少
し
異
な
り
ま
す
が
、
や

は
り
四
種
の
絃
楽
器
を
男
性
名
人
が
演
奏
し
て
い
ま
す
し
、
唱
歌
を
歌
う

者
も
い
ま
す
。
「
源
氏
物
語
』
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
が
、
拠
り
所
と
な
っ

て
い
る
も
の
は
、
村
上
天
皇
の
御
代
の
御
遊
の
記
録
で
、
形
と
し
て
は
典

型
的
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

同
じ
四
種
の
絃
楽
器
を
中
心
に
行
わ
れ
た
の
は
、
あ
の
有
名
な
六
条
院

の
女
楽
で
す
。
あ
れ
は
も
ち
ろ
ん
想
像
上
の
こ
と
で
は
あ
る
の
で
す
が
、

十
分
、
村
上
帝
の
頃
で
あ
れ
ば
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
、
琴
と
い
う
楽
器
が
こ
う
い
っ
た
合
奏
で
、
ど
の
よ
う
な
音
楽
を
演
奏

し
て
い
た
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
多
分
、
他
の
楽
器
と
同
じ
旋

律
を
演
奏
し
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

あ
と
、
残
り
の
資
料
は
、
光
源
氏
が
琴
の
伝
承
に
つ
い
て
嘆
い
た
り
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
引
っ
張
っ
て
き
た
だ
け
で
す
。
「
若
菜
下
」
巻
で
、
女

楽
の
場
面
の
前
後
に
あ
り
ま
す
。
前
の
と
こ
ろ
で
、
女
三
の
宮
に
琴
の
お

稽
古
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
彼
女
を
相
手
に
琴
に
つ
い
て
語
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
「
琴
、
は
た
、
ま
し
て
、
さ
ら
に
ま
ね
ぶ
人
な
く
な
り

に
た
り
と
か
。
こ
の
御
琴
の
音
ば
か
り
だ
に
伝
へ
た
る
人
を
ざ
を
さ
あ
ら

じ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
非
常
に
よ
く
似
た
表
現
が
ま
た
、
女
楽
が
終
わ
っ

た
と
こ
ろ
の
場
面
で
現
れ
ま
す
。
「
今
は
、
を
ざ
を
ざ
伝
ふ
る
人
な
し
と

か
。
い
と
口
惜
し
き
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
」
と
。
こ
れ
も
ま
た
、
伝
え
る
人

が
い
な
い
ん
だ
、
伝
え
て
行
く
べ
き
人
間
が
い
な
い
ん
だ
と
。
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
明
石
の
女
御
の
皇
子
た
ち
の
中
に
、
こ
の
宮
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
。
で
も
、
結
局
伝
え
な
い
ん
で
す
ね
。
光

源
氏
で
途
絶
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

少
し
手
前
の
音
楽
論
で
も
、
琴
の
話
が
非
常
に
大
き
な
部
分
を
占
め
て

い
る
と
い
う
の
が
ま
た
面
白
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
が
知
り
た
い

と
思
う
の
は
、
紫
式
部
が
琴
と
い
う
楽
器
と
ど
の
よ
う
な
接
点
が
あ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
耳
学
問
だ
け
だ
っ
た
か
、
様
々
な
記
録

を
見
て
い
る
の
は
確
か
で
す
け
れ
ど
、
楽
器
そ
の
も
の
を
見
て
い
な
い
の

か
、
あ
る
い
は
演
奏
に
出
く
わ
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
。
い
か
が
思

わ
れ
ま
す
か
。

天
野
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
う
で
す
か
。
実
は
巨
目
□
巴
亘
さ
ん
と
い
う
ア
メ
リ
カ

人
の
方
が
、
紫
式
部
の
伝
記
を
小
説
風
に
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
式
部
は

父
親
の
い
る
越
前
の
国
に
二
年
間
ほ
ど
行
っ
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ

ろ
に
宋
か
ら
使
節
団
が
き
て
い
た
ら
し
い
。
以
下
は
、
ダ
ル
ピ
ー
さ
ん
の

想
像
に
よ
る
創
作
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
使
節
団
の
一
人
が
琴
の
演
奏

者
で
あ
り
、
そ
こ
で
紫
式
部
が
琴
と
い
う
楽
器
に
出
会
っ
て
、
そ
し
て
演

奏
の
仕
方
と
い
う
も
の
を
実
際
に
目
に
し
た
、
と
い
う
の
で
す
。
い
か
が

な
も
の
で
す
か
ね
。
地
方
の
長
官
の
娘
が
父
親
に
つ
い
て
い
っ
て
も
、
果

た
し
て
外
国
人
と
ど
れ
だ
け
接
触
が
あ
り
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

天
野
そ
れ
は
多
分
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
父
親
の
も
た
ら
し
た
噂

で
「
琴
が
来
て
い
る
」
、
な
ん
て
い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
も
し
か
し
た
ら

と
て
も
印
象
深
い
こ
と
と
し
て
、
関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
。
あ
と
は
も
う
、
耳
学
問
と
書
物
に
よ
る
学
問
と
。

ネ
ル
ソ
ン
な
る
ほ
ど
。
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
の
は
、
女
楽
の
あ
と
の
場

》
」
か

面
で
、
女
一
二
の
宮
の
弾
き
方
を
評
価
し
て
い
る
時
に
、
「
胡
茄
の
調
べ
」

と
い
う
表
現
と
「
五
六
の
は
ら
」
と
い
う
琴
の
専
門
用
語
が
出
て
く
る
と

こ
ろ
で
す
。
「
胡
茄
の
調
べ
」
と
い
う
曲
が
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
今
、
東
京
国
立
博
物
館
に
楽
譜
が
残
っ
て
い
る
の
で
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す
が
、
七
～
八
世
紀
の
琴
の
楽
譜
で
、
唐
で
作
ら
れ
た
も
の
が
日
本
に
伝

来
し
て
い
る
の
で
す
。
楽
譜
の
末
尾
に
曲
名
の
リ
ス
ト
が
出
て
い
て
、
そ

の
中
に
「
胡
茄
の
調
べ
」
と
い
う
曲
が
挙
っ
て
い
る
ん
で
す
。
た
だ
、
小

学
館
の
新
編
全
集
本
で
は
、
本
文
が
「
胡
茄
の
調
べ
」
で
は
な
く
て
、
確

か
「
五
箇
の
調
べ
」
と
な
っ
て
い
た
よ
う
な
…
…
。

か
い
で

天
野
頭
注
二
十
一
一
に
は
、
「
古
注
以
来
、
五
箇
条
の
調
子
と
し
て
、
掻
手
、

か
た
た
れ

片
垂
」
と
か
い
く
つ
か
の
弾
き
方
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
そ
の
具
体
的

な
調
子
は
不
明
」
と
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
れ
は
疑
わ
し
い
で
す
ね
。
多
分
、
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、

誰
か
が
そ
の
よ
う
な
こ
じ
つ
け
を
し
て
し
ま
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
。
そ
の
後
に
ま
た
何
か
書
い
て
あ
っ
た
よ
う
な
…
…
。

天
野
「
胡
筋
と
い
う
名
の
曲
と
す
る
説
も
あ
る
。
」

ネ
ル
ソ
ン
こ
れ
が
本
当
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
、
当
時
の
楽
譜
に
曲

名
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
す
。
実
は
今
日
、
実
際
に

写
真
を
持
っ
て
き
た
ん
で
す
。
興
味
の
あ
る
方
が
も
し
い
ま
し
た
ら
、
お

見
せ
し
ま
す
。

次
に
「
五
六
の
は
ら
」
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
、
「
五
六
の
は
つ

は
つ
ら
つ

ら
つ
」
の
「
つ
」
の
無
表
記
と
解
釈
で
き
ま
す
。
「
擢
刺
」
と
い
う
手
法

が
、
実
は
琴
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
人
差
し
指
・
中
指
・
薬
指
の

三
本
の
指
で
一
本
の
絃
、
あ
る
い
は
隣
り
合
っ
た
一
一
本
の
絃
を
ま
ず
手
前

に
弾
い
て
か
ら
、
逆
の
動
作
で
ま
た
向
こ
う
へ
弾
き
ま
す
。
二
度
弾
く
ん

で
す
ね
。
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
で
は
「
五
六
の
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

隣
り
合
っ
た
絃
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
風
に
琴
の
技
法
が
正

し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
事
実
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は

耳
学
問
な
の
か
、
何
か
記
録
を
見
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く

絃
楽
器
、
琴
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
絃
楽
器
も
含
め
て
非
常
に
高
い
レ

ベ
ル
の
知
識
、
あ
る
い
は
技
術
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

タ
イ
ラ
ー
先
生
は
、
実
は
こ
の
部
分
を
訳
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。
注

が
つ
い
て
い
ま
し
て
、
技
法
の
名
前
が
出
て
き
て
、
内
容
が
良
く
分
か
っ

て
い
な
い
の
で
訳
さ
な
い
と
い
う
風
に
、
注
を
つ
け
ら
れ
た
ん
で
す
。
内

容
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、
ぜ
ひ
次

の
版
に
加
え
て
く
だ
さ
い
（
笑
）
。

タ
イ
ラ
ー
か
し
こ
ま
っ
て
ご
ざ
る
（
笑
）
。

ネ
ル
ソ
ン
「
源
氏
物
語
』
の
音
楽
と
い
う
の
は
、
や
は
り
先
程
例
え
て

言
っ
た
よ
う
に
、
部
屋
が
た
く
さ
ん
あ
る
建
物
の
中
の
一
つ
の
大
き
な
部

屋
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
ま
だ
あ
ま
り
調
べ
ら
れ
て
い
な
い
ん
だ
な
と

思
う
ん
で
す
。
今
説
明
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
、
楽
譜
に
曲
名
が
あ
っ
て
、

ま
た
手
法
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
音
楽
の
資
料
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
今
ま
で
に
様
々
な
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
ろ

そ
ろ
そ
う
で
は
な
く
て
、
音
楽
の
資
料
を
見
て
考
え
て
頂
き
た
い
な
、
と

い
う
風
に
思
う
の
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
注
釈
書
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
が
実
際

の
譜
面
を
見
て
。

司
会
で
も
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
ネ
ル
ソ
ン
先
生
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
か
、
実
際
の
と
こ
ろ
（
笑
）
。

ネ
ル
ソ
ン
ま
あ
、
そ
う
い
っ
た
楽
譜
と
か
は
、
影
印
な
ど
は
ほ
と
ん
ど

な
く
て
、
写
本
で
見
る
し
か
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
ん

で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
、
私
で
な
く
た
っ
て
い
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
音

楽
が
多
少
わ
か
る
人
間
で
あ
れ
ば
。

タ
イ
ラ
ー
で
あ
れ
ば
（
笑
）
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
う
い
う
わ
け
で
、
歴
史
物
語
と
し
て
の
「
源
氏
物
語
』
の
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｢源氏物語」の魅力

作
者
は
、
楽
器
の
使
い
方
も
上
手
い
な
と
思
う
と
同
時
に
、
琴
と
い
う
、

当
時
は
ほ
と
ん
ど
演
奏
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
の
楽
器
に
つ
い
て
も
非
常
に

高
い
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
面
白
い
こ
と
だ
な
と
。

タ
イ
ラ
ー
も
し
か
し
た
ら
、
第
三
部
の
尼
君
の
よ
う
な
、
記
録
に
出
て

こ
な
い
人
物
が
ま
だ
生
き
て
い
た
り
。

実
は
ち
ょ
っ
と
し
た
お
ま
け
も
持
っ
て
来
た
ん
で
す
。
「
源
氏
物
語
」

の
魅
力
の
一
つ
に
、
後
世
の
音
楽
や
芸
能
に
与
え
た
影
響
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
能
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。
今
演
じ
ら
れ
て
い
る
能
の
中
で
も
十

曲
ほ
ど
あ
り
ま
し
て
、
け
つ
こ
う
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
ん
で
す
け

こ
と

れ
ど
。
も
う
一
つ
重
要
な
音
楽
と
し
て
、
箏
組
歌
と
い
う
も
の
が
－
１
今

は
ほ
と
ん
ど
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て

非
常
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
音
楽
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
、
八
橋
検
校

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
八
橋
検
校
が
箏
組
歌
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
作
り
上
げ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
の
様
々
な
中
世
の

箏
歌
と
い
っ
た
も
の
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
箏
の
組
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を

作
っ
て
、
そ
の
箏
の
組
歌
が
全
部
で
三
十
数
曲
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、

半
数
く
ら
い
は
「
源
氏
物
語
」
が
典
拠
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
、
「
源

氏
物
語
」
だ
け
の
曲
も
あ
っ
て
、
そ
の
例
と
し
て
、
今
日
は
〈
若
葉
〉
と

い
う
曲
を
持
っ
て
き
ま
し
た
（
末
尾
添
付
〈
資
料
２
〉
参
照
）
。
下
の
ほ

う
が
〈
若
葉
〉
の
歌
詞
で
す
。
か
な
り
典
型
的
な
箏
組
歌
で
六
歌
構
成
に

な
っ
て
い
ま
し
て
、
各
歌
が
七
・
五
・
七
・
五
・
七
・
五
・
七
・
四
、
も

し
く
は
そ
の
変
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
和

歌
を
も
し
使
っ
た
場
合
は
文
字
数
が
足
り
な
い
か
ら
、
言
葉
を
補
っ
て
使

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
〈
若
葉
〉
と
い
う
曲
は
、
「
若
紫
」
巻

ネ
ル
ソ
ン
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
ど
こ
か
地
方
に
行
っ
て
い
た
り
と

か
、
古
い
伝
承
が
や
は
り
地
方
に
残
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
。

天
野
皇
統
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
の
小
野
の
尼
君
ね
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
う
で
す
ね
。
ど
う
い
う
出
自
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
ね
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の
、
光
源
氏
の
垣
間
見
の
と
こ
ろ
か
ら
、
宮
中
に
戻
っ
て
藤
壷
と
の
逢
瀬

が
起
き
る
前
ま
で
の
流
れ
の
和
歌
を
六
首
取
り
出
し
て
、
歌
詞
の
典
拠
に

使
っ
て
い
る
ん
で
す
。
上
の
方
が
「
源
氏
物
語
』
の
流
れ
で
す
。
一
応
、

小
学
館
新
編
全
集
本
の
見
出
し
を
小
文
字
で
掲
げ
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

本
文
は
少
し
大
き
め
な
文
字
に
し
て
み
ま
し
た
。
「
初
草
の
若
葉
の
う
へ

を
見
つ
る
よ
り
」
と
い
う
の
が
最
初
に
取
り
上
げ
て
い
る
和
歌
で
す
け
れ

ど
、
そ
れ
が
組
歌
で
は
、
「
緑
よ
し
あ
る
初
草
の
若
葉
の
上
を
見
つ
る

よ
り
い
と
ど
乾
か
ぬ
袖
の
露
な
ほ
憂
き
増
さ
る
旅
寝
か
な
」
と
い
う

風
に
、
非
常
に
綺
麗
な
歌
詞
に
作
り
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
続
く
歌
詞
も
和

歌
を
そ
の
ま
ま
の
順
番
で
使
い
、
こ
の
一
巻
を
ベ
ー
ス
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
番
最
後
の
六
歌
目
の
最
後
の
句
だ
け
が
「
絶
え
ぬ
契
り
を
頼

ま
ん
」
と
い
う
、
「
若
紫
」
巻
に
な
い
言
葉
を
補
っ
て
、
源
氏
と
紫
の
上

の
関
係
が
ず
っ
と
続
く
よ
う
に
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
終
わ
ら
せ
て
あ
り

ま
す
け
れ
ど
、
「
源
氏
物
語
」
の
言
葉
が
生
か
さ
れ
た
芸
能
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
、
皆
さ
ん
に
も
理
解
し
て
も
ら
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ

た
箏
組
歌
が
他
に
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。

も
う
一
例
だ
け
紹
介
し
ま
す
と
、
〈
橋
姫
〉
と
い
う
曲
が
あ
り
ま
し
て
、

宇
治
十
帖
の
「
橋
姫
」
巻
か
ら
和
歌
一
首
、
後
は
そ
の
続
く
巻
々
か
ら
和

歌
を
一
首
ず
つ
取
り
出
し
て
、
「
浮
舟
」
巻
ま
で
を
取
り
ま
と
め
て
い
る

曲
が
あ
り
ま
す
。
本
当
に
素
敵
な
曲
が
多
く
、
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
知
っ
て
頂

き
た
い
し
（
笑
）
、
音
楽
と
し
て
も
い
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
残
念

な
が
ら
、
演
奏
家
が
す
ご
く
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
日
本
中
ど
こ
を

捜
し
て
も
、
こ
の
曲
を
演
奏
で
き
る
の
は
も
う
十
人
以
下
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
す
み
ま
せ
ん
。
余
計
な
話
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
も
『
源

氏
物
語
』
の
魅
力
の
一
つ
な
ん
だ
と
い
う
風
に
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
か

『
源
氏
物
語
』
の
「
作
者
」

司
会
ち
ょ
う
ど
今
、
宇
治
十
帖
、
「
橋
姫
」
巻
の
話
な
ど
が
出
て
き
た

の
で
、
こ
こ
で
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
に
先
生
は
、
宇
治
十
帖
は
ち
ょ
っ
と
そ
れ
ま
で
と
は
違
う

と
、
作
者
論
に
ま
で
及
ん
で
、
お
考
え
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で

す
け
れ
ど
、
そ
の
辺
に
つ
い
て
、
今
一
度
お
聞
か
せ
頂
け
た
ら
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
読
ま
せ
て
頂
い
た
も
の
で
は
、
「
若
菜
下
」
巻
辺
り
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
、
も
う
す
で
に
そ
の
辺
り
か
ら
少
し
違
和
感
の
あ
る
と
こ
ろ

が
出
て
く
る
、
第
三
部
は
別
作
者
で
、
も
う
、
紫
式
部
は
作
者
と
い
う
よ

り
も
、
編
集
者
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ
て
、
例
え
ば
女
房
た
ち
を
取
り
ま

と
め
る
よ
う
な
形
で
作
品
を
仕
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も

お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
や
っ
ぱ
り
、
日
本
で
の
研
究
で
は
あ
ま
り
、
作
者
が
複
数

い
る
と
い
う
話
は
、
も
う
論
壇
に
も
上
っ
て
こ
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
っ

た
り
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
疑
問
を
挟
む
余
地
も
な
く
、
紫

式
部
が
作
者
と
い
う
大
前
提
で
読
み
進
め
て
き
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い

う
研
究
の
歴
史
も
背
景
に
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
改
め
て
そ
う
い
う
風
に

問
題
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
、
今
一
度
考
え
て
み
る
必
要
も
あ
る
の
か
な
、

と
い
う
気
も
し
て
き
ま
す
。
確
か
ネ
ル
ソ
ン
先
生
も
、
音
楽
の
扱
い
方
が

ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
な
…
…

ネ
ル
ソ
ン
異
質
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
も
タ
イ

ラ
ー
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
音
楽
と
い
う
の
は
、
第

一
部
、
第
二
部
を
通
し
て
、
あ
ま
り
ユ
ー
モ
ア
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
の

ら
、
ぜ
ひ
と
も
紹
介
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
す
。

2４

Hosei University Repository



『源氏物語ｊの魅力

で
す
。
も
ち
ろ
ん
源
内
侍
と
い
う
人
間
も
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
人
物
が
滑

稽
な
人
物
、
と
い
う
よ
り
も
、
行
動
が
ち
ょ
っ
と
、
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ

る
ん
で
す
け
れ
ど
、
決
し
て
彼
女
の
音
楽
を
け
な
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
よ
ね
。
立
派
な
琵
琶
の
奏
者
と
い
う
設
定
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ

れ
に
対
し
て
宇
治
十
帖
の
方
で
は
、
音
楽
が
ユ
ー
モ
ア
の
ポ
イ
ン
ト
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
例
の
尼
君
の
母
親
が
、
周
り

を
無
視
し
て
和
琴
を
勝
手
に
弾
く
と
か
、
あ
る
い
は
浮
舟
の
養
父
で
あ
る

常
陸
介
が
娘
た
ち
に
お
稽
古
を
つ
け
さ
せ
て
、
い
ち
い
ち
喜
ん
で
先
生
に

ご
褒
美
を
あ
げ
た
り
す
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。
音
楽
が
こ
の
よ
う

に
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
す
。

た
だ
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
京
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
宇
治
と
い
う

と
こ
ろ
へ
移
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
音
楽
の
あ
り
方
が

当
然
違
っ
て
き
て
も
い
い
と
、
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

タ
イ
ラ
ー
浮
舟
に
つ
い
て
で
す
が
、
彼
女
が
薫
か
ら
音
楽
を
何
も
習
わ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
信
じ
ら
れ
な
い
で
す
ね
、
私
か
ら
す

れ
ば
。
和
琴
も
弾
け
な
い
。

天
野
大
和
琴
を
東
琴
と
も
言
い
ま
す
の
で
、
東
国
に
育
っ
た
の
な
ら
そ

れ
ぐ
ら
い
は
弾
け
る
だ
ろ
う
と
尋
ね
ら
れ
て
、
恥
ず
か
し
い
思
い
を
す
る

場
面
は
あ
り
ま
す
。
嗜
み
の
悪
さ
が
強
調
さ
れ
て
、
習
う
ほ
う
に
は
発
展

し
ま
せ
ん
。

タ
イ
ラ
ー
え
え
。
そ
れ
は
本
当
に
不
思
議
で
不
可
解
で
す
。
お
母
さ
ん

の
中
将
の
君
が
、
浮
舟
を
う
ま
く
立
派
な
男
性
に
結
婚
さ
せ
た
い
の
な
ら
、

そ
の
た
め
に
音
楽
を
習
わ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
不
思
議
な

こ
と
で
す
。

作
者
の
問
題
は
も
う
解
決
が
つ
か
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
ｌ
や
っ
ぱ
り

ど
う
考
え
て
も
、
私
の
意
見
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
Ｉ
私
は
そ

の
問
題
を
何
年
か
考
え
て
、
最
終
的
に
は
論
文
に
も
書
き
ま
し
た
が
Ｉ

ま
だ
出
版
に
な
っ
て
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
ｌ
最
終
的
に
は
、
あ
る
意

味
で
は
、
作
者
の
こ
と
は
気
に
し
な
い
で
ほ
し
い
と
（
笑
）
。
つ
ま
り
、

一
人
の
作
者
と
い
っ
て
も
意
味
を
成
さ
な
い
し
、
複
数
の
作
者
と
い
っ
て

も
意
味
を
成
さ
な
い
。
ど
う
見
て
も
一
切
証
拠
も
な
い
ん
だ
し
。
た
だ
、

紫
式
部
が
た
っ
た
一
人
で
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
あ
の
順
で
物
語
を

書
い
た
と
い
っ
て
も
ど
う
も
無
理
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
特
に
第

三
部
に
は
そ
の
よ
う
な
問
題
が
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
続
い

て
い
ま
す
、
私
に
と
っ
て
。
要
す
る
に
、
第
二
部
を
書
い
た
作
者
が
、
第

二
部
を
書
い
て
か
ら
第
三
部
を
書
い
た
と
は
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。
私

個
人
の
考
え
と
し
て
で
す
よ
。
で
も
、
と
て
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

天
野
た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
「
紅
梅
」
と
「
竹
河
」
の
巻
が
あ
る
か
ら
で
す

ね
。

タ
イ
ラ
ー
そ
れ
も
。
「
匂
宮
」
「
紅
梅
」
「
竹
河
」
巻
、
そ
し
て
そ
れ
以

後
、
宇
治
十
帖
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
ん
で
す
よ
。
宇
治
十
帖
は
か
な
り
優
れ

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
紅
梅
」
「
竹
河
」
「
匂
宮
」
巻
は
誰
が
書
い
て
い

て
も
別
に
か
ま
わ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（
笑
）
。

ネ
ル
ソ
ン
で
も
異
質
な
も
の
も
感
じ
る
わ
け
で
す
し
、
「
橋
姫
」
巻
の

書
き
出
し
で
し
た
か
、
八
の
宮
の
紹
介
が
、
何
か
新
し
い
物
語
が
始
ま
る

か
の
よ
う
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

タ
イ
ラ
ー
私
は
ど
こ
か
で
書
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
が
、

「
橋
姫
」
巻
の
翻
訳
を
始
め
た
時
に
は
、
こ
れ
は
ま
た
全
く
知
ら
な
い
国

に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
強
く
感
じ
た
ん
で
す
。
今
、
見
た
こ
と
の
な
い
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●

世
界
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
な
と
。
そ
し
て
そ
れ
が
ず
っ
と
宇
治
十
帖
の
終

わ
り
ま
で
続
い
た
の
で
す
。
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
え
。

天
野
で
も
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
光
源
氏
の
話
を
あ
れ
だ
け
書
き

終
わ
っ
た
あ
と
に
、
若
者
た
ち
五
人
の
群
像
を
「
橋
姫
」
巻
か
ら
書
く
、

同
じ
作
者
の
若
々
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
ま
す
け
れ
ど
ね
。
つ
ま
り
、

宇
治
十
帖
は
あ
ま
り
抹
香
く
さ
い
話
と
読
ま
な
い
方
が
い
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
青
春
の
文
学
。

タ
イ
ラ
ー
実
は
、
私
は
何
回
か
講
演
の
中
で
家
内
の
ス
ー
ザ
ン
の
こ
と

を
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
彼
女
は
原
文
は
読
め
な
い
ん
で
す

が
、
私
が
「
源
氏
物
語
」
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
だ
時
に
は
、
彼
女
は
既
に

ず
っ
と
若
い
頃
か
ら
、
何
回
も
何
回
も
何
回
も
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
、
サ
イ
デ

ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
を
、
そ
し
て
段
々
タ
イ
ラ
ー
訳
へ
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
す
が
（
笑
）
、
何
回
も
何
回
も
読
ん
で
い
た
ん
で
す
。
洞
察
力
は
と

い
え
ば
、
読
者
と
し
て
の
彼
女
が
本
当
に
優
れ
て
い
ま
す
。
彼
女
に
教
わ
っ

た
こ
と
が
非
常
に
多
く
、
彼
女
が
い
な
け
れ
ば
、
私
の
『
源
氏
物
語
」
研

究
は
あ
る
い
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
今
の
よ
う
に

は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
彼
女
は
若
い
頃
、
宇
治
十
帖
の
こ
と
を

よ
く
考
え
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
本
人
は
「
源
氏
物

語
」
の
研
究
を
し
た
こ
と
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
宇
治
十
帖

に
つ
い
て
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
、
強
く
違
和
感
を
感
じ
た
そ
う

で
す
。
紫
式
部
が
全
部
書
い
た
と
い
う
風
に
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、

証
拠
は
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
彼
女
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

宇
治
十
帖
が
紫
式
部
の
作
品
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
非
常
に
若
い
頃
の
も

の
だ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
目
で
読
ん
だ
ん
で
す
。
要
す
る
に
、
『
源
氏
物

語
』
本
編
を
書
く
前
に
宇
治
十
帖
に
似
た
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
、
そ
し

て
本
編
を
書
き
終
え
て
、
編
集
し
て
工
夫
し
て
物
語
に
付
け
加
え
た
と
。

ス
ー
ザ
ン
は
そ
う
い
う
よ
う
な
読
み
方
で
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
国
文

学
の
世
界
の
考
え
方
と
ま
る
で
違
い
ま
す
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
お
か
し
く
聞

こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
非
常
に
面
白
い
発
想
だ
と
思

い
ま
し
た
。
最
初
の
う
ち
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
け
れ
ど
。
な
る
ほ
ど
、

例
え
ば
そ
う
い
う
、
非
常
に
若
い
頃
に
か
な
り
の
長
編
の
小
説
を
書
く
作
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｢源氏物語」の魅力

者
が
い
る
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
回
□
言
三
宮
耳
・
ロ
（
イ
ー
デ
ィ
ス
・
ウ

ォ
ー
ト
ン
）
と
か
国
Ｈ
・
貝
⑥
の
豆
の
『
の
（
ブ
ロ
ン
テ
姉
妹
）
と
か
、
英
語
圏

で
は
そ
う
い
う
人
間
も
い
な
く
は
な
い
の
で
す
ね
。
そ
し
て
紫
式
部
は
確

か
に
す
ご
い
才
能
を
も
っ
て
い
た
、
、
８
旨
の
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、

し
か
し
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
宇
治
十
帖
は
非
常
に
優
れ
て
は
い
る
ん
だ
け

れ
ど
、
本
格
的
な
、
目
旨
の
ま
で
達
し
て
い
な
い
と
、
私
は
そ
う
い
う
風

に
言
い
た
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
と
に
か
く
そ
れ
は
一
つ
の
見
方
だ
と

思
い
ま
す
。
本
当
に
謎
で
す
よ
、
宇
治
十
帖
は
。
「
紅
梅
」
「
竹
河
」
「
匂

宮
」
巻
は
今
は
置
い
て
お
い
て
。
宇
治
十
帖
は
解
決
が
つ
か
な
い
。
し
か

し
音
楽
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
ど
う
見
て
も
本
編
と
違
う
な
と
思
え
る
側
面

が
多
い
の
で
す
。

司
会
い
か
か
で
し
ょ
う
か
、
天
野
先
生
。

天
野
正
編
の
夕
霧
と
か
、
明
石
の
姫
君
が
女
御
に
な
っ
た
り
、
つ
ま
り

つ
な
が
っ
て
生
き
て
い
る
人
た
ち
を
、
例
え
ば
他
人
が
ど
う
し
て
上
手
に

あ
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
書
け
る
の
か
、
紫
式
部
よ
り
も
も
っ
と
優
れ
た

人
が
も
う
一
人
必
要
に
な
っ
て
し
ま
う
し
。

タ
イ
ラ
ー
い
や
、
よ
り
優
れ
た
人
じ
ゃ
な
く
て
い
い
で
す
よ
。
紫
式
部

の
レ
ベ
ル
に
は
ま
だ
ま
だ
ち
ょ
っ
と
至
ら
な
い
作
者
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

天
野
先
生
の
資
料
に
、
「
夕
霧
」
巻
の
と
こ
ろ
が
…
…
（
編
集
部
注
昌
女

ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
ざ
ま
も
と
こ
ろ
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の

は
な
し
…
…
わ
が
心
な
が
ら
も
、
よ
き
ほ
ど
に
は
い
か
で
た
も
つ
べ
き

ぞ
」
ｓ
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
路
源
氏
物
語
④
」
四
五
六
～
四
五
七

頁
）
を
指
す
）
紫
の
上
の
セ
リ
フ
で
す
ね
。
こ
こ
は
有
名
で
す
け
れ
ど
、

そ
こ
ま
で
翻
訳
し
て
み
て
驚
き
ま
し
た
よ
。
「
夕
霧
」
巻
の
前
半
ぐ
ら
い

に
も
、
同
じ
よ
う
な
違
和
感
を
感
じ
た
の
で
す
。
ど
う
も
お
か
し
い
、
何

か
く
ロ
わ
な
い
匂
い
と
か
色
彩
が
あ
る
と
、
そ
う
い
う
風
に
思
っ
た
ん
で
す
。

そ
し
て
、
こ
こ
も
そ
の
一
例
で
、
こ
の
セ
リ
フ
は
、
内
容
的
に
は
も
ち
ろ

ん
良
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
時
に
実
は
あ
ま
り
面
白

く
な
い
の
で
す
。

天
野
そ
う
で
す
ね
。

タ
イ
ラ
ー
何
て
言
い
ま
す
か
、
ち
ょ
っ
と
お
説
教
の
よ
う
な
気
持
が
し

て
、
紫
の
上
ら
し
く
な
い
物
の
考
え
方
、
言
葉
に
出
す
は
ず
の
な
い
言
い

方
、
彼
女
ら
し
く
な
い
と
そ
う
い
う
風
に
思
っ
た
の
で
す
。
今
で
も
非
常

に
は
っ
き
り
と
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
少
し
後
の
と

こ
ろ
か
ら
、
ま
た
以
前
と
同
じ
よ
う
な
雰
囲
気
が
戻
っ
て
き
た
と
い
う
風

に
感
じ
た
ん
で
す
。

天
野
そ
う
で
す
ね
。
長
く
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
中
で
は
お
説
教
が
あ
っ
た

り
、
音
楽
論
も
そ
う
で
す
け
ど
、
挟
み
込
ま
れ
て
い
て
、
物
語
と
し
て
は

違
和
感
の
あ
る
も
の
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
こ
も
、
女
の
生
き
方
を
論
じ

て
い
て
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
あ
る
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
だ
と
思
い
ま
す
け

れ
ど
。
女
と
い
う
も
の
は
と
、
こ
れ
に
近
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

よ
ね
。

タ
イ
ラ
ー
な
る
ほ
ど
ね
。
そ
し
て
「
夕
霧
」
巻
の
小
野
。

天
野
小
野
で
の
こ
と
？
あ
れ
も
余
計
？

タ
イ
ラ
ー
余
計
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
調
子
が
違
う
ん
で
す
。

こ
れ
は
、
歌
舞
伎
み
た
い
な
場
面
で
す
ね
。
歌
舞
伎
の
舞
台
に
も
似
た
よ

う
な
書
き
ぶ
り
で
は
な
い
で
す
か
ね
。

天
野
そ
う
で
す
ね
。
「
鈴
虫
」
巻
の
と
こ
ろ
ま
で
わ
あ
っ
と
き
て
、
「
夕

霧
」
巻
が
こ
れ
だ
け
あ
る
と
、
何
か
う
る
さ
い
と
い
う
か
、
寄
り
道
の
感

じ
も
し
ま
す
ね
。
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司
会
さ
て
、
こ
の
あ
と
に
も
も
っ
と
新
し
い
問
題
が
出
て
、
ま
す
ま
す

議
論
が
発
展
し
て
い
き
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
も
う
予
定
の

時
間
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
だ
、
折
角
の
機
会
で
す
の
で
、
今
日
、

会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
先
生
方
や
大
学
院
生
の
方
々
か
ら
、
質
問
や
ご

意
見
な
ど
、
本
日
の
議
論
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
何
か
ご
発
言
を
頂
け
た
ら

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
余
計
と
い
う
か
、
物
の
見
方
も
違
う
の
で
す
。

女
房
た
ち
が
、
小
野
の
家
の
前
に
い
る
彼
を
見
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
よ
ね
。
女
性
よ
り
美
し
い
と
か
。
こ
れ
は
歌
舞
伎
そ
の
も
の
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
他
に
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
全
然
無
い
で
す
か
ら
ね
。

天
野
で
も
、
光
源
氏
も
女
性
よ
り
美
し
い
と
何
度
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

女
性
と
し
て
見
た
い
と
。

タ
イ
ラ
ー
し
か
し
そ
れ
は
違
う
ん
で
す
よ
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
全
く
逆
。

そ
れ
は
男
性
が
見
て
言
う
と
こ
ろ
で
す
。
女
性
が
そ
う
受
け
取
る
の
は
こ

こ
し
か
な
い
の
で
す
よ
。
お
か
し
い
と
は
一
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
ど
う
も
違

う
と
。
見
方
が
違
う
、
考
え
方
が
違
う
、
感
覚
が
違
う
と
私
は
言
い
た
い

わ
け
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
紫
式
部
が
そ
れ
を
誓
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
も
し
か
し
た
ら
紫
式
部
は
編
集
者
で
あ
っ

た
た
め
に
、
そ
こ
を
そ
う
い
う
風
に
見
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す

ね
。

ネ
ル
ソ
ン
か
と
い
っ
て
、
「
御
法
」
巻
に
な
り
ま
す
と
、
み
ご
と
で
す

も
ん
ね
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
よ
。

天
野
そ
う
で
す
ね
。

〔
質
疑
応
答
〕

と
思
う
の
で
す
が
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

中
野
方
子
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

タ
イ
ラ
ー
先
生
の
東
大
で
の
ご
講
演
が
、
日
本
経
済
新
聞
に
出
て
い
た

の
を
読
ん
だ
だ
け
な
の
で
す
が
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
あ
と
で
ヴ

ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
が
「
源
氏
物
語
」
を
評
価
し
た
と
い
う
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
て
、
「
夕
顔
」
巻
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で

す
が
、
日
本
語
訳
が
出
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
そ
の
論
文
に
つ
い
て

ち
ょ
っ
と
…
…
。

タ
イ
ラ
ー
実
は
日
本
語
訳
が
、
国
際
交
流
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

う
出
て
い
ま
す
。

中
野
国
際
交
流
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
す
か
。

タ
イ
ラ
ー
藤
原
克
己
先
生
の
翻
訳
で
す
。

天
野
そ
れ
は
タ
イ
ラ
ー
先
生
の
ご
講
演
が
出
て
い
る
と
い
う
話
で
す
よ

ね
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
に
関
し
て
は
、
昨
日
、
ネ
ル
ソ
ン
さ
ん
に

伺
っ
た
の
で
す
が
、
一
九
二
五
年
の
『
ヴ
ォ
ー
グ
」
と
い
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
誌
に
出
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

タ
イ
ラ
ー
日
本
語
訳
も
出
て
い
ま
す
。
一
九
五
○
年
代
の
「
婦
人
公
論
」

と
か
に
出
ま
し
た
。
か
な
り
有
名
で
す
が
。
（
編
集
部
注
函
「
源
氏
物
語

を
読
ん
で
」
Ｓ
婦
人
公
論
」
一
九
五
二
年
一
月
）
。
「
文
芸
読
本
源
氏
物

語
』
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
一
年
）
に
再
録
。
な
お
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
、

司
燗
扁
霊
へ
四
（
一
九
一
一
五
年
七
月
）
に
掲
載
。
）

中
野
不
勉
強
で
す
み
ま
せ
ん
。

ネ
ル
ソ
ン
私
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
笑
）
。

タ
イ
ラ
ー
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
書
評
の
英
語
は
か
な
り
難
し
い

で
す
よ
。
非
常
に
文
学
的
と
い
う
か
。
本
当
に
素
晴
ら
し
い
ん
だ
け
れ
ど
、
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｢源氏物語」の魅力

難
し
い
で
す
ね
。
彼
女
は
、
特
に
夕
顔
の
花
の
話
を
。
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ

イ
リ
ー
ら
し
い
タ
ッ
チ
で
、
ち
ょ
っ
と
本
文
に
は
な
い
ん
で
す
が
（
笑
）
。

改
良
し
た
の
で
す
ね
。
彼
女
は
非
常
に
気
に
入
っ
た
の
で
す
。

中
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

園
明
美
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
先
程
の
「
桐
壷
」
巻
で
す
と
か
、
そ

れ
か
ら
阿
部
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
高
校
生
が
「
桐
壷
」
巻
と
「
若
紫
」

巻
を
教
わ
っ
て
い
る
っ
て
い
う
お
話
の
絡
み
で
、
私
事
な
ん
で
す
が
、
実

は
夫
が
高
校
の
教
員
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
「
桐
壷
」
巻
を
授
業
で
取
り

扱
っ
て
読
み
通
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
四
ヶ
月
か
か
っ
た
そ
う
で
す
。
週
に

五
十
分
、
二
回
ず
つ
や
っ
て
。
そ
れ
を
き
ち
ん
と
や
る
と
、
「
若
紫
」
巻

を
生
徒
た
ち
が
簡
単
に
感
じ
る
、
と
い
う
話
を
こ
の
前
聞
き
ま
し
た
。
な

ぜ
か
と
言
う
と
「
桐
壷
」
巻
は
制
度
の
こ
と
で
す
と
か
、
力
関
係
の
こ
と

で
す
と
か
、
理
屈
を
積
み
重
ね
た
も
の
な
の
で
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
ら

し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
翻
訳
の
仕
事
の
過
程
で
は
や
は
り
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
感
じ
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
す
ね
。
「
桐
壷
」
巻
は
比
較
的
、
文
学
的
に
は
優
れ

て
い
な
い
巻
だ
と
思
い
ま
す
。
悪
い
っ
て
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
が
、

た
だ
優
れ
て
い
る
っ
て
い
う
わ
け
で
も
な
い
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
に
対
し

て
、
「
若
紫
」
巻
は
、
非
常
に
読
み
や
す
く
、
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
と

て
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
「
桐
壺
」
巻
は
最
初
に
出
て
き
ま
す
か

ら
、
私
は
三
回
ほ
ど
翻
訳
し
た
ん
で
す
よ
。
一
回
目
も
一
一
回
目
も
満
足
で

き
な
く
て
。
私
に
と
っ
て
難
し
か
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
英
語
の
問
題
、

翻
訳
の
問
題
で
す
。
し
か
し
、
よ
く
分
か
り
ま
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
「
若
紫
」

巻
の
方
が
読
み
や
す
く
て
、
面
白
い
で
す
よ
ね
。

園
感
想
な
ん
で
す
が
、
注
な
ど
を
拝
見
し
て
い
ま
し
て
ｌ
私
が
呼
称
、

人
物
の
呼
び
名
に
と
て
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
ｌ
大
納
言
を

「
の
日
三
○
・
目
の
①
一
日
」
、
つ
ま
り
「
首
席
参
事
官
」
と
訳
し
て
ら
し
た
の

は
、
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
と
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
れ
も
「
タ
イ
ラ
ー
源
氏
」
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
な
ん
で
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す
ね
。

園
注
を
拝
見
し
て
、
い
ろ
ん
な
発
見
が
あ
っ
た
り
も
し
ま
す
。

ネ
ル
ソ
ン
そ
れ
で
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
と
比
べ
て
、
ち
ょ
っ

と
読
み
づ
ら
く
な
っ
て
は
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
。

タ
ィ
ラ
ー
そ
の
た
め
に
、
私
の
翻
訳
は
批
劉
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
ん
で

す
。
ち
ょ
っ
と
読
み
づ
ら
く
て
面
白
く
な
い
と
。

天
野
読
み
や
す
く
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
と
。

タ
イ
ラ
ー
ち
ょ
っ
と
、
最
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
翻
訳
の
仕
方
は
冒
険
だ

と
感
じ
て
は
い
た
ん
で
す
が
、
確
か
に
そ
う
で
す
。
一
般
読
者
の
立
場
か

ら
見
て
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
。

天
野
日
本
の
テ
キ
ス
ト
で
も
、
セ
リ
フ
だ
け
で
な
く
、
心
中
表
現
と
い

う
か
心
内
語
ま
で
鉤
括
弧
を
つ
け
て
い
た
時
期
が
あ
っ
て
、
読
み
や
す
く

し
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
今
は
段
々
、
そ
れ
を
取
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
ね
。

タ
イ
ラ
ー
私
の
翻
訳
は
、
学
者
は
歓
迎
し
て
く
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も

一
般
読
者
に
と
っ
て
は
…
…
。

山
崎
和
子
私
た
ち
が
和
歌
を
現
代
語
に
訳
し
て
い
て
も
け
つ
こ
う
難
し

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
，
和
歌
だ
と
今
の
表
現
そ
の
も
の
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

前
に
「
古
今
和
歌
集
」
に
載
っ
て
た
歌
、
そ
う
い
う
も
の
を
取
り
込
み
な

が
ら
歌
わ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
和
歌
を
翻

訳
さ
れ
る
時
に
、
先
生
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
と
い
う
か
…
…
。

タ
イ
ラ
ー
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
で
す
（
笑
）
。
脚
注
を
つ
け
る
し
か

な
い
ん
で
す
よ
。

山
崎
そ
れ
は
じ
ゃ
あ
、
往
っ
て
い
う
形
で
や
っ
ぱ
り
…
…
。

タ
イ
ラ
ー
本
当
に
大
事
だ
っ
た
ら
、
注
で
。
何
も
言
わ
な
い
方
が
い
い

時
も
、
実
は
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
ま
た
、
脚
注
を
見
て
、

逃
げ
て
し
ま
う
読
者
も
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
。

山
崎
で
も
や
っ
ぱ
り
、
基
本
的
に
は
「
源
氏
物
語
」
の
中
で
歌
が
ど
う

い
う
風
に
読
ま
れ
て
い
る
か
っ
て
い
う
の
を
、
誠
心
誠
意
読
ん
で
い
く
と

い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

タ
イ
ラ
ー
本
当
に
和
歌
は
仕
方
が
な
い
ん
で
す
よ
。
翻
訳
の
し
ょ
う
が

な
い
ん
で
す
。

山
崎
現
代
語
に
訳
し
て
い
て
も
、
本
当
に
難
し
い
。

タ
イ
ラ
ー
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。

天
野
ダ
ラ
ダ
ラ
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
。
五
・
七
・
五
・
七

・
七
と
こ
ん
な
風
に
う
ま
く
や
れ
た
ら
い
い
で
す
ね
。

山
崎
少
し
、
そ
う
い
う
の
を
心
が
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
ね
。

タ
イ
ラ
ー
実
は
、
何
ヶ
月
か
前
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

さ
れ
た
ん
で
す
、
電
話
で
。
で
、
そ
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
方
が
『
源
氏
物

語
』
と
か
和
歌
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
知
識
が
な
か
っ
た
み
た
い
で
、
た
だ

適
当
な
所
か
ら
引
い
て
、
一
つ
二
つ
質
問
を
出
し
て
き
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、

始
め
か
ら
和
歌
の
問
題
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
女
が
和
歌
に
つ
い

て
何
も
知
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
ま
し
た
。
私

だ
っ
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
だ
け
ど
、
私
よ
り
も
無
知
だ
っ
た
ん
で
す
よ

（
笑
）
。
や
っ
ぱ
り
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
を
聞
く
人
の
た
め
に
、
和
歌
は
ま
だ
ま

だ
日
本
の
精
神
だ
と
か
、
日
本
の
心
を
伝
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
話

し
た
か
っ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
す
ぐ
掛
詞
だ
と
か
、
縁
語
だ
と
か
を
ど

う
い
う
風
に
翻
訳
な
さ
れ
た
か
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
私
は
ま
あ
、
翻
訳
の

し
ょ
う
が
な
い
、
と
て
も
解
決
が
つ
か
な
い
問
題
だ
と
、
そ
れ
し
か
言
え

な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
彼
女
の
和
歌
に
対
す
る
考
え
方
は
、
私
た
ち
に
と
つ

3０
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｢源氏物語」の魅力

＄
弓
」
の
方
だ
Ｚ

う
か
、
調
子
が
幸

い
た
し
ま
し
た
。

タ
イ
ラ
ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
朝
廷
の
こ
と
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
言
葉
を
よ
く
知
っ
て
い
る
昔
の
イ
ギ
リ

ス
人
が
読
ん
だ
ら
、
怒
り
出
す
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
ね
（
笑
）
。

司
会
ま
だ
い
ろ
い
ろ
と
話
し
足
り
な
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

武
藤
美
枝
子
私
が
素
晴
ら
し
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
先
程
の
呼
称
の
訳

と
関
わ
り
ま
す
が
、
タ
イ
ラ
ー
訳
は
「
国
一
の
宣
旦
の
の
ど
」
と
か
「
国
」
の
向
己
‐

ロ
の
ご
Ｃ
の
」
と
か
に
な
っ
て
い
て
、
た
だ
単
に
「
両
目
ご
臼
・
円
」
じ
ゃ
な
い
と

こ
ろ
が
…
…
が
ら
っ
と
調
子
が
違
う
ん
で
す
よ
ね
、
そ
こ
で
。
で
、
こ
れ

が
女
房
の
語
り
口
を
採
っ
て
い
る
っ
て
い
う
構
成
か
ら
考
え
て
も
、
私
た

ち
が
普
通
に
親
し
ん
で
い
る
「
源
氏
物
語
」
っ
て
い
う
の
は
、
国
厨
三
且
‐

の
①
弓
」
の
方
だ
ろ
う
と
…
…
。
こ
れ
で
ぐ
っ
と
近
く
に
き
て
く
れ
る
と
い

う
か
、
調
子
が
素
晴
ら
し
い
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
感
動

方
あ
り
ま
せ
ん
。

て
非
常
に
興
味
深
い
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
。
大
抵
の
読
者
は
あ
ま
り
よ
く

分
か
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
和
歌
は
中
心
だ
、
『
源
氏
物
語
』
と
い
っ

た
ら
和
歌
が
中
心
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
相
変
わ
ら
ず
ず
っ
と
、
’

○
○
○
年
も
前
か
ら
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
以
来
、
和
歌
が
中
心
と
考

え
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
そ
し
て
私
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

考
え
さ
せ
ら
れ
た
ん
で
す
。
英
語
に
翻
訳
す
る
場
合
は
、
そ
う
い
う
意
味

で
和
歌
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
す
。
だ
か
ら
、
残
念
な
が
ら
、

英
訳
の
読
者
と
「
源
氏
物
語
」
の
現
代
日
本
語
訳
の
読
者
の
目
が
、
見
方

が
全
く
違
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
前
に
も

言
っ
た
よ
う
に
、
「
英
訳
版
源
氏
」
を
読
む
読
者
の
多
く
が
、
ま
る
き
り

和
歌
を
飛
ば
し
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
も
、
仕

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
時
間
に
制
約
も
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
辺

り
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
「
源
氏
物
語
」
の
魅
力
」
を
お
開
き
と
い
う
こ

と
に
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

天
野
・
ネ
ル
ソ
ン
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

タ
イ
ラ
ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

司
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
○
○
七
年
一
二
月
一
日
、
八
○
年
館
丸
会
議
室
）
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きん

〈資料１〉『御遊抄』における琴の演奏記録

『続群書類従」による。［］は割注。（）はネルソンによる補筆。
△

3２

醍醐 昌泰２

延喜1７

延喜1８

延長４

899

917

918

926

正月３日

３月16日

２月26日

８月16日

朝観行幸

朝観行幸

朝親行幸

朝親行幸

幸朱雀院。命本康親王弾琴。雅楽寮奏音

楽。殿上群臣時暢絃歌。［国史後抄｡］

御記。幸六条院。

法皇御在所左大臣融公宅。竜頭鶴首。楽

人唱歌者乗之。

御遊。皇帝琴。［御年ﾌﾞlf三｡］上野親王。

[笛｡]帥親王｡[琵琶｡]右大臣｡[和琴｡］

各唱歌相和云々・事了給禄。

行幸六条院。［御記｡］

笠。［保忠朝臣。又時々弾琴｡］笛。［上

野親王｡］琵琶。［前帥親王｡］箏。［中務

親王]琴｡[克明親王｡］［朽目]和琴。[左

大臣｡］

時々唱歌。事了給禄。

行幸六条院。［御記｡］

主上令弾和琴給。

式部卿親王。弾正親王。雅明親王。左大

臣。左衛門督藤原朝臣。各弾琴等。

村上 天暦元

天暦２

天暦５

947

948

951

正月９日

正月23日

３月９日

正月23日

朝観行幸

内宴

朝顔行幸

内宴

重幸同院（朱雀院)。［李部王記｡］

琵琶授式部卿。琴［山水｡］賜余（重明

親王)。箏給右大臣。［実頼｡］侍臣堪倭

者数人陪殿。右少将朝成吹笙奏双調。管

絃凝響。唱歌間出酒酎。是間右大臣吹笛。

右衛門督吹笙。宴酎賜禄。

重明親王弾琴。

[春鴬聴。席田。酒清司｡］

又幸同院（朱雀院)。［李部王記｡］

申刻蔵人頭右中将源雅信朝臣召右大臣。

舞二番｡

和琴。［式部卿親王｡］琴。［賜余（重明

親王)｡]琵琶。［左衛門督高明｡］箏。［治

部卿兼明｡］

又唱歌者数人候南欄。唱歌者少数。朝忠

朝臣聴昇殿。

笙。［朝忠朝臣。右近中将藤原朝臣｡］琵

琶。［延光朝臣｡］箏。［左大臣実頼｡］琴

[式部卿重明親王｡］和琴。［中務大輔博

雅朝臣｡］

安名尊。春鴬聴。席田。葛城０

。
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『源氏物語」の魅力

「
源
氏
、
瘡
病
を
わ
ず
ら
い
、
北
山
の
聖
を
訪
れ
る

二
、
源
氏
、
な
に
が
し
僧
都
の
坊
に
女
人
を
見
る

三
、
あ
る
供
人
、
明
石
の
入
道
父
娘
の
こ
と
を
語
る

四
、
源
氏
、
紫
の
上
を
見
い
だ
し
て
恋
慕
す
る

五
、
源
氏
、
招
か
れ
て
僧
都
の
坊
を
訪
れ
る

六
、
源
氏
、
紫
の
上
の
素
姓
を
聞
き
僧
都
に
所
望
す
る

七
、
源
氏
、
尼
君
に
意
中
を
訴
え
、
拒
ま
れ
る

初
草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り

旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ
ぞ
か
わ
か
ぬ

八
、
暁
方
、
源
氏
再
び
僧
都
と
対
座
、
和
歌
の
贈
答

吹
き
迷
ふ
深
山
お
ろ
し
に
夢
さ
め
て

涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音
か
な

九
、
僧
都
ら
と
惜
別
源
氏
、
尼
君
と
和
歌
を
贈
答

宮
人
に
行
き
て
か
た
ら
む
山
桜

風
よ
り
さ
き
に
来
て
も
見
る
べ
く

奥
山
の
松
の
と
ぼ
そ
を
ま
れ
に
あ
け
て

ま
だ
見
ぬ
花
の
顔
を
見
る
か
な

夕
ま
ぐ
れ
ほ
の
か
に
花
の
色
を
見
て

け
ざ
は
霞
の
立
ち
ぞ
わ
づ
ら
ふ

一
○
、
源
氏
、
君
達
と
帰
還
紫
の
上
、
源
氏
を
慕
う

一
一
、
源
氏
、
葵
の
上
と
不
和
紫
の
上
を
思
う

一
二
、
翌
日
、
源
氏
北
山
の
人
々
に
消
息
を
お
く
る

汲
み
そ
め
て
く
や
し
と
聞
き
し
山
の
井
の

浅
き
な
が
ら
や
影
を
見
る
べ
き

一
一
一
一
、
藤
壺
、
宮
中
を
退
出
源
氏
、
藤
壺
と
逢
う

『
源
氏
物
語
』
若
紫
和
歌

こ
と
く
み
う
た

く
資
料
へ
／
一
〉
『
源
氏
物
語
」
と
箏
組
歌

小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

《
若
葉
》
（
箏
組
歌
）

北
島
検
校
二
六
九
○
年
没
）
か
牧
野
検
校
（
生
没
年
不
詳
）
作
曲
。

六
い
つ
し
か
に
汲
み
初
め
て
梅
し
と
聞
き
し
山
の
井
の

浅
き
な
が
ら
も
さ
り
と
て
は
絶
え
ぬ
契
り
を
頼
ま
ん

三
い
ざ
さ
ら
ば
宮
人
に
行
き
て
語
ら
ん
桜
花

木
の
間
の
景
色
殊
な
る
を
風
よ
り
先
に
見
せ
ば
や

と
ぼ
そ

四
隠
れ
家
深
き
奥
山
の
松
の
一
扉
を
稀
に
開
け
て

ま
だ
見
ぬ
花
の
顔
ぱ
せ
を
見
る
よ
り
濡
る
る
衣
手

五
た
そ
か
れ
過
ぐ
る
折
か
ら
灰
か
に
見
え
し
花
の
色
に

迷
ふ
心
は
朝
霞
立
ち
煩
ふ
ぞ
も
の
蟇
き

二
現
な
や
独
り
寝
夜
半
の
枕
に
吹
き
迷
ふ

深
山
お
ろ
し
に
夢
覚
め
て
涙
も
よ
ほ
す
滝
の
音

ゆ
か
り

縁
よ
し
あ
る
初
草
の
若
葉
の
上
を
見
つ
る
よ
叩
Ⅳ

い
と
ど
乾
か
ぬ
袖
の
露
な
ほ
憂
き
増
ざ
る
旅
寝
か
な

宝
暦
五
二
七
五
五
）
年
刊
の
歌
本
、
「
撫
箏
雅
譜
集
』

の
本
文
を
翻
刻
し
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
た
。

日本文學誌要第７７号3３

Hosei University Repository


