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｢源氏物語ｊは、手で書かれたものに他なりません。

私
は
、
「
源
氏
物
語
』
な
ど
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
物
語
を
専
門
と
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
一
○
年
は
、
鎌
倉
～
江
戸
時
代
に
書
写
さ
れ
た
写
本

を
調
査
し
つ
つ
、
『
源
氏
物
語
」
の
成
立
や
表
現
な
ど
を
研
究
し
て
来
ま

し
た
。
今
年
（
二
○
○
八
年
）
は
、
あ
ち
こ
ち
で
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」

と
銘
打
っ
た
イ
ベ
ン
ト
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
本

日
は
そ
の
話
は
ま
っ
た
く
致
し
ま
せ
ん
（
笑
）
。
「
西
暦
一
○
○
八
年
の
時

点
で
、
若
紫
巻
が
藤
原
公
任
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
『
紫
式
部
日
記
』

の
記
事
か
ら
窺
知
で
き
る
」
と
い
う
だ
け
で
、
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
の
お

祭
り
騒
ぎ
が
で
き
る
の
か
、
奇
妙
な
こ
と
で
す
ね
。
本
日
は
、
”
平
安
時

代
の
文
学
は
ど
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
か
“
〃
写
本
を
見
る
と
ど
ん
な

こ
と
が
わ
か
る
の
か
“
と
い
っ
た
話
を
し
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
申

し
訳
な
い
の
で
す
が
、
「
源
氏
物
語
』
の
話
は
、
最
後
の
方
ま
で
出
て
来

な
い
よ
う
な
気
も
致
し
ま
す
（
笑
）
。

〈
講
演
〉

『
源
氏
物
語
』
は
、
手
で
書
か
れ
た
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

演
題
の
「
手
で
書
か
れ
た
も
の
」
と
い
う
の
は
、
二
○
年
ほ
ど
前
に
出

さ
れ
た
「
季
刊
文
学
』
の
特
集
タ
イ
ト
ル
「
手
で
書
か
れ
た
も
の
」
か
ら

（
１
）

取
り
ま
し
た
。
こ
の
特
集
号
は
、
上
田
秋
成
、
宮
澤
賢
治
、
ラ
ン
ポ
ー
、

ヴ
ァ
レ
リ
ー
な
ど
の
自
筆
草
稿
（
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
）
を
扱
っ
た
論
稿

を
収
め
た
も
の
で
す
。
文
学
・
哲
学
・
音
楽
問
わ
ず
、
自
筆
草
稿
に
は
、

種
々
の
書
き
足
し
．
書
き
換
え
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
そ

れ
ら
を
仔
細
に
調
査
し
て
ゆ
く
と
、
構
想
の
変
容
過
程
や
、
テ
ク
ス
ト
の

流
動
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
、
と
い
う
わ
け
で
、
学
生
時
代
に
一
読

し
た
と
き
に
は
、
驚
歎
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

自
筆
草
稿
の
様
態
を
調
査
し
、
そ
の
生
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
研
究
を
、
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ー
ク
、
テ
ク
ス
ト
生
成
批
評
（
」
四
＆
目
巨
の

（
２
）

頤
の
ロ
の
（
】
ロ
ロ
の
）
と
一
一
一
一
口
い
ま
す
。
パ
リ
に
は
、
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
（
閂
口
の
（
ご
己
の
の
（
の
Ｈ
‐

１
自
筆
草
稿
へ
の
ま
な
ざ
し

加

藤
昌
嘉
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（
の
②
の
（
白
目
口
の
貝
房
日
ａ
の
目
の
の
近
代
テ
ク
ス
ト
草
稿
研
究
所
）
と
い

う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
今
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
写
し
て
お
り
ま
す

の
は
、
先
年
、
そ
の
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
で
頂
戴
し
て
来
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
す
。

そ
の
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
室
で
、
い
ろ
い
ろ
な
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

プ
ル
ー
ス
ト
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
草
稿
や
タ
イ
プ
原
稿
に
、

め
ま
い
が
す
る
ほ
ど
多
量
の
修
正
や
貼
り
紙
が
あ
る
こ
と
は
、
皆
さ
ま
よ

く
御
存
じ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｍ
で
は
、
そ
の
他
、
フ
ロ
ー
ベ
ー

ル
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
サ
ル
ト
ル
、
バ
ル
ト
な
ど
の
自
筆
草
稿
が
、
調
査
・

研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
御
覧
く

だ
さ
い
（
再
Ｓ
ｍ
ヘ
ヘ
ゴ
ョ
ゴ
・
言
日
・
の
ロ
の
・
坤
へ
）
。

ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ー
ク
、
テ
ク
ス
ト
生
成
批
評
と
い
う
の
は
、
従
来
の
文
献

ＬＰＩＮＩ

ＤＥＳＴＥＸＴＥＳ

ＥＴＭＡＮＵＳＣＲＩＴＳ

●■ＢＬ

学
・
校
勘
学
と
は
、
目
的
や
発
想
を
、
大
き
く
異
に
し
て
い
ま
す
。
従
来

の
文
献
学
・
校
勘
学
は
、
複
数
の
写
本
や
自
筆
草
稿
を
も
と
に
、
作
品
の

「
定
本
」
を
作
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
、
つ
ま
り
、
「
そ
の
作
品
の
最

も
正
し
い
形
」
の
復
元
を
目
指
し
て
い
た
、
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ー
ク
、
テ
ク
ス
ト
生
成
批
評
は
、
書
き
換
え
の
痕
跡
を

「
変
容
す
る
テ
ク
ス
ト
の
種
々
相
」
と
見
、
作
品
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
す
べ

て
を
重
視
し
、
汲
み
取
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。

ｉ
近
年
、
日
本
で
、
作
家
の
草
稿
を
最
大
限
に
尊
重
し
た
翻
訳
書
が
次
々

と
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
考
え
方
が
各
分
野
に
広
が
っ
て
い
る

（
３
）

か
ら
で
し
ょ
う
か
ね
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
文
学
の
研

究
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
の
研
究
で
も
、
マ
ル
ク

ス
＋
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
研
究
で
も
、
近
年
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
よ

（
４
）

う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
先
ご
ろ
出
さ
れ
ま
し
た
、
岩
波
文
庫
の
『
新
編

（
５
）

輯
版
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
。
：
…
こ
れ
は
、
私
が
い
つ
も
枕
元
に

置
い
て
い
る
本
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
表
紙
に
、
マ
ル
ク
ス
＋
エ
ン
ゲ
ル

ス
が
び
っ
し
り
書
き
込
み
を
し
た
草
稿
の
写
真
が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

翻
訳
書
は
、
書
き
換
え
前
の
文
章
も
書
き
換
え
後
の
文
章
も
再
現
す
る
た

め
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
書
い
た
部
分
は
明
朝
体
、
マ
ル
ク
ス
の
書
い
た
部
分

は
ゴ
シ
ッ
ク
体
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
追
補
し
た
部
分
は
太
明
朝
体
、
マ
ル
ク

ス
が
追
補
し
た
文
章
は
太
ゴ
シ
ッ
ク
体
、
抹
消
さ
れ
た
部
分
は
山
括
弧
の

中
に
…
…
と
い
う
複
雑
な
レ
イ
ア
ウ
ト
に
な
っ
て
い
て
、
読
み
始
め
る
と

す
ぐ
眠
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
笑
）
。

日
本
の
古
典
文
学
の
方
で
、
自
筆
草
稿
の
研
究
が
、
近
年
、
最
も
進
ん

で
い
る
の
は
、
上
田
秋
成
で
し
ょ
う
か
。
「
幸
い
に
も
自
筆
原
稿
が
残
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
問
題
解
決
だ
ろ
う
」
と
思
う
の
は
あ
さ
は
か

2４
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｢源氏物語』は、手で書かれたものに他なりません。

さ
て
、
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
の
文
学
を
考
え
る
さ
い
、
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ー

ク
、
テ
ク
ス
ト
生
成
批
評
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ど
こ
ま
で
適
用
可

能
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

「
近
現
代
と
前
近
代
を
ご
ち
や
ま
ぜ
に
す
べ
き
で
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
、
近
代
以
前

／
以
後
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
原
作
者
自
筆
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト

が
伝
存
し
て
い
る
か
否
か
」
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
り
ま
す
。

プ
ル
ー
ス
ト
の
研
究
、
バ
ル
ト
の
研
究
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
の
研
究
、

上
田
秋
成
の
研
究
、
宮
澤
賢
治
の
研
究
…
…
は
、
「
原
作
者
自
筆
の
草
稿

が
、
た
し
か
に
現
存
し
て
い
る
」
と
い
う
絶
対
的
な
前
提
を
も
と
に
成
立

し
て
い
ま
す
。
一
方
、
「
論
語
』
の
研
究
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
研
究
、

岡
本
か
の
子
の
研
究
、
「
枕
草
子
」
『
源
氏
物
語
」
の
研
究
…
…
は
、
「
原

作
者
自
筆
本
が
ま
っ
た
く
伝
存
し
て
い
な
い
」
と
い
う
大
前
提
か
ら
出
発

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
原
作
者
自
筆
の
「
源
氏

な
素
人
考
え
で
、
む
し
ろ
、
「
自
筆
草
稿
・
写
本
・
版
本
の
関
係
性
・
存

在
性
を
ど
う
捉
え
る
か
」
と
い
う
根
幹
的
な
問
題
が
浮
上
し
て
お
り
、
現

代
の
我
々
は
、
概
念
の
組
み
替
え
を
迫
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
と
こ

（
６
）

ろ
で
す
。

つ
ま
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
せ
よ
、
マ
ル
ク
ス
に
せ
よ
、
上
田
秋
成
に
せ

よ
、
宮
澤
賢
治
に
せ
よ
、
井
伏
鱒
二
に
せ
よ
、
我
々
が
本
屋
で
購
入
し
て

読
ん
で
い
る
も
の
は
、
し
ょ
せ
ん
、
変
容
を
つ
づ
け
る
テ
ク
ス
ト
の
一
つ

の
様
態
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

２
平
安
文
学
の
写
本
は
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か

物
語
」
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
原
作
者
自
筆
の
『
枕
草
子
」
は
存
在
し
ま
せ

ん
。
原
作
者
自
筆
の
『
徒
然
草
』
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
原
作
者
自
筆
の
「
平

家
物
語
」
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
…
…
文
学
史
年
表
に
載
っ
て
い
る
平
安
～

鎌
倉
時
代
の
文
学
の
う
ち
、
原
作
者
自
筆
本
が
伝
存
し
て
い
る
作
品
は
、

（
７
）

皆
無
に
等
し
い
、
と
一
一
一
口
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
で
は
、
そ
の
と
き
、
我
々

は
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
テ
ク
ス
ト
に
向
か
え
ば
よ
い
の
か
。

こ
れ
ま
で
の
文
献
学
・
校
勘
学
は
、
あ
ま
た
の
ヴ
ァ
リ
ァ
ン
ト
（
異
文

・
異
本
・
異
版
）
を
調
査
し
、
そ
れ
を
比
較
し
た
う
え
で
、
「
原
作
者
は

こ
う
書
い
た
に
違
い
な
い
」
「
こ
ち
ら
の
表
現
の
方
が
妥
当
で
あ
る
」
「
こ

れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
」
と
推
測
し
て
「
定
本
」
を
作
っ
て
来
ま
し
た
。

写
本
を
読
め
ぬ
一
般
読
者
は
、
研
究
者
が
推
測
を
重
ね
て
校
訂
し
た
「
定

本
」
を
、
「
原
作
者
の
書
い
た
も
の
」
と
思
い
込
ん
で
読
ん
で
い
る
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。

け
だ
し
、
古
典
文
学
の
研
究
者
が
、
テ
ク
ス
ト
生
成
批
評
か
ら
学
ぶ
も

の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
「
す
べ
て
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
は
、
テ
ク

ス
ト
の
変
容
の
種
々
相
で
あ
り
、
す
べ
て
は
同
価
値
で
あ
る
」
と
い
う
発

想
・
考
え
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

本
日
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
写
本
を
仔
細
に
観
察
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
作
品
の
捉
え
方
が
変
わ
る

こ
と
が
あ
る
。

②
原
作
者
自
筆
本
が
存
在
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
あ
ま
た
の
写
本
の
揺
れ
動

き
す
べ
て
を
、
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

§
§

§

く
う
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
写
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
昨
年
（
一
一
○
○
七

年
）
の
「
明
治
古
典
会
・
七
夕
古
書
大
入
札
会
」
の
出
品
カ
タ
ロ
グ
で
す
。
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こ
の
写
本
で
瞠
目
す
べ
き
は
、
和
歌
が
一
宇
下
げ
で
書
記
さ
れ
て
い
る

、
、

｝
」
と
で
す
。
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
は
、
内
容
が
日
記
的
で
は
あ
る

も
の
の
、
現
存
す
る
写
本
は
い
ず
れ
も
、
和
歌
を
一
～
二
字
高
い
位
置
に

（
８
）

書
記
し
て
い
る
の
で
、
歌
集
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
あ
く

ま
で
も
「
日
記
的
歌
集
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
御
覧
の

よ
う
に
、
こ
の
写
本
で
は
、
和
歌
を
、
地
の
文
よ
り
も
低
い
位
置
に
書
記

し
て
い
ま
す
。
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」
を
日
記
と
し
て
享
受
し
た
人
々

が
中
世
に
は
確
か
に
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

§
§

§

今
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
写
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
大
東
急
記
念
文
庫

本
「
枕
草
子
」
の
レ
プ
リ
カ
で
す
。
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
と
い
う
文
字

が
見
え
る
と
思
い
ま
す
。
プ
リ
ン
ト
に
、
翻
刻
を
載
せ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
新
出
写
本
の
写
真
。
プ
リ
ン
ト

に
は
、
一
部
の
翻
刻
を
載
せ
ま
し
た
。
我
々
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
こ
う

し
た
古
書
蝉
の
目
録
も
、
大
切
な
資
料
な
ん
で
す
よ
。

【
Ｂ
】
大
東
急
記
念
文
庫
本
「
清
少
納
言
枕
草
子
」
中
巻

【
Ａ
】
明
治
古
典
会
本
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
（
永
享
一
二
年
写
）

ふ
と
心
に
お
ほ
え
し
を
思
ひ
い
て
ら
る
国
ま
国
に
わ
か
め
ひ
と
つ

に
見
ん
と
て
か
き
を
く
な
り

わ
れ
な
ら
て
た
れ
か
あ
は
れ
と
み
つ
く
き
の
あ
と
も
し
す
ゑ
の
世
に

の
こ
る
と
も

た
か
く
ら
の
ゐ
ん
の
御
く
ら
ゐ
の
こ
ろ
［
以
下
略
］

「
淵
は
」
の
段
で
す
。
こ
ち
ら
も
、
「
ふ
ち
は
」
の
下
で
改
行
さ
れ
て
い

ま
す
。
前
田
本
で
も
版
本
ｓ
春
曙
抄
」
）
で
も
、
「
～
は
」
章
段
の
冒
頭

は
、
多
く
、
こ
の
よ
う
に
書
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
は
、

「
瓜
に
描
き
た
る
稚
児
の
顔
」
の
主
語
で
は
あ
る
ま
い
。
「
淵
は
」
も
、
「
か

し
こ
淵
は
い
か
な
る
底
の
心
を
見
て
ざ
る
名
を
付
け
け
ん
と
お
か
し
。
」

私
が
高
校
生
の
時
分
は
、
「
う
つ
く
し
き
も
の
は
、
瓜
に
描
き
た
る
児

の
顔
だ
。
」
と
い
う
解
釈
で
教
わ
り
ま
し
た
。
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
は
、

「
瓜
に
描
き
た
る
児
の
顔
」
の
主
語
だ
と
教
わ
り
ま
し
た
。
現
在
で
も
そ

、
、
、
、

う
で
す
か
？
．
し
か
し
、
右
の
大
東
急
記
念
文
庫
本
で
は
、
「
う
つ
く
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

き
も
の
」
の
下
で
改
行
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
次
の
文
の
主
語
と
は
考
え

が
た
い
書
記
法
で
す
。
こ
れ
は
、
大
東
急
本
の
み
の
特
徴
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
前
田
本
で
も
版
本
弓
春
曙
抄
』
）
で
も
、
「
～
も
の
」
章
段
の
冒
頭

は
、
多
く
、
こ
の
よ
う
に
書
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

【
Ｃ
】
大
東
急
記
念
文
庫
本
『
清
少
納
言
枕
草
子
」
上
巻

ふ
ち
は

か
し
こ
ふ
ち
は
い
か
な
る
そ
こ
の
心
を
み
て
ざ
る
名
を
つ
け
、
ん
と

お
か
し
な
い
り
そ
の
ふ
ち
た
れ
に
い
か
な
る
人
の
を
し
へ
け
ん

あ
を
色
の
渕
こ
そ
お
か
し
け
れ
［
以
下
略
］

う
つ
く
し
き
も
の

う
り
に
か
き
た
る
児
の
か
ほ
す
蘭
め
の
子
の
ね
す
な
き
す
る
に
を
と
り

く
る
［
以
下
略
］

2６
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｢源氏物語」は、手で書かれたものに他なりません。

斑
山
文
庫
旧
蔵
本
の
「
枕
草
子
」
冒
頭
で
す
。
高
校
の
教
科
書
に
載
っ

て
い
る
『
枕
草
子
」
の
冒
頭
文
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な

り
ゆ
く
山
ぎ
は
…
…
」
と
い
さ
さ
か
文
章
が
異
な
る
の
で
、
不
審
に
思
う

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
、
『
枕
草
子
」
の
本

文
で
す
。
原
作
者
自
筆
本
は
伝
存
し
て
い
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
の
本
文
が

の
主
語
で
は
あ
る
ま
い
。
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
「
に

く
き
も
の
」
等
の
文
字
列
は
、
小
見
出
し
の
よ
う
に
書
記
さ
れ
て
い
る
。

「
淵
は
」
「
馬
は
」
「
物
語
は
」
等
の
文
字
列
は
、
小
見
出
し
の
よ
う
に
書

記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
当
枕
草
子
」
に
お
け
る
「
～
も
の
」
「
～
は
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
各
章
段
に
お
け
る
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
ろ
う
。
…
…
写
本
を
見
る
限

（
９
）

り
、
そ
う
捉
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
捉
え
て
み
る
と
、
初
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
読
み
方
も
、
ガ
ラ

リ
と
変
わ
っ
て
く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
高
校
生
の
時
分
も
現
在

も
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
、
「
春
は
、
あ
け
ぼ
の
伝
と
を
か
し
こ
「
春

は
、
あ
け
ぼ
の
が
趣
深
い
」
と
解
釈
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
た

し
か
に
、
「
春
は
」
の
下
で
改
行
し
て
い
る
写
本
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
つ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
写
本
を
見
る
と
、
「
春
は
」

は
、
「
あ
け
ぼ
の
」
の
主
語
で
は
な
く
、
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
な
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
ら
れ
て
来
ま
す
。

【
Ｄ
】
吉
田
幸
一
蔵
、
斑
山
文
庫
本
「
枕
草
紙
』
乾
巻

春
は
あ
け
ほ
の
、
空
は
い
た
く
か
す
み
た
る
に
や
う
ノ
ー
白
く

な
り
行
山
の
は
の
す
こ
し
つ
鷺
あ
か
み
て
む
ら
さ
き
た
ち

た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
ひ
き
た
る
も
い
と
を
か
し
［
以
下
略
］

こ
ん
な
ふ
う
に
、
複
数
の
『
枕
草
子
」
写
本
を
見
て
い
る
と
、
従
来
の

注
釈
書
に
お
け
る
解
釈
を
再
考
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ

れ
る
問
題
が
、
次
々
と
浮
上
し
て
来
る
の
で
す
。

§
§

§

「
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
「
源
氏
物
語
」
の
話
を
し
な
い
な
あ
」
と
お
田
し

い
の
方
が
多
い
よ
う
で
す
が
（
笑
）
、
し
ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
い
ま
せ
。

今
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
写
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
青
諮
書
屋
本
の
「
土

左
日
記
』
の
写
真
で
す
。
プ
リ
ン
ト
に
、
翻
刻
を
載
せ
ま
し
た
。

本
来
の
も
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
え
、
ど
ち
ら
も
『
枕
草
子
」
だ
、

と
言
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
こ
の
写
本
は
、
「
春
は
」
と
「
あ
け
ぼ
の
、
空
は
」
と
、
二
つ

の
「
は
」
節
が
あ
る
と
こ
ろ
が
、
甚
だ
不
自
然
で
す
。
直
下
に
「
か
す
み

た
る
」
と
い
う
述
語
が
あ
る
の
で
、
こ
の
節
の
主
語
は
「
あ
け
ぼ
の
国
空

は
」
の
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
春
は
」
の
方
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
こ
の
私
の
解
釈
を
わ
か
り
や
す
く
表
示
す
る
た
め
、
【
Ｄ
】

の
本
文
に
漢
字
を
宛
て
、
句
読
点
を
付
け
、
濁
点
を
付
け
、
適
当
な
位
置

で
改
行
し
て
み
ま
す
。

春
はあ
け
ぼ
の
国
空
は
、
い
た
く
霞
み
た
る
に
、

や
う
ノ
ー
白
く
な
り
行
く
山
の
端
の
、
少
し
づ
国
赤
み
て
、

紫
だ
ち
た
る
雲
の
、
細
く
た
な
び
き
た
る
も
、

い
と
を
か
し
。
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こ
の
写
本
は
、
紀
貫
之
自
筆
の
「
士
左
日
記
」
を
、
藤
原
為
家
が
忠
実

に
書
写
し
た
写
本
の
写
し
で
す
。
右
で
線
を
付
し
た
の
は
、
和
歌
で

す
。
御
覧
の
通
り
、
日
付
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
き
ち
ん
と
改
行
さ
れ
て
い

る
が
、
和
歌
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
改
行
さ
れ
て
い
な
い
。
市
販
の
「
土
左

日
記
』
の
注
釈
書
で
は
、
和
歌
が
あ
れ
ば
、
改
行
二
字
下
げ
で
レ
イ
ア
ウ

ト
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
現
代
人
の
勝
手
な
処
理
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

す
な
わ
ち
、
「
土
左
日
記
』
は
、
漢
文
の
日
記
を
摸
し
て
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
の
で
、
日
が
変
わ
る
た
び
に
改
行
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
和
歌
を

記
す
と
き
も
、
わ
ざ
わ
ざ
改
行
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
、
写
本
を

〈
皿
）

見
る
と
わ
か
る
わ
け
で
す
。
道
長
の
「
御
堂
関
白
記
』
で
も
実
資
の
「
小

右
記
』
で
も
、
和
歌
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ま
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
、

い
ち
い
ち
改
行
二
字
下
げ
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
ま
せ
ん
。
原
作
者
自

筆
の
『
土
左
日
記
』
も
そ
う
だ
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

§
§

§

【
Ｅ
】
東
海
大
学
桃
園
文
庫
蔵
、
青
鶏
書
屋
本
『
士
左
日
記
』

二
日
あ
め
か
せ
や
ま
す
ひ
国
と
ひ
よ
も
す
か

ら
か
み
ほ
と
け
を
い
の
る

三
日
う
み
の
う
へ
き
の
ふ
の
や
う
な
れ
は

ふ
れ
い
た
さ
す
か
せ
ふ
く
こ
と
や
ま
ね

は
き
し
の
な
み
た
ち
か
へ
る
こ
れ
に

く
れ
ぬ
［
以
下
略
］

た
ま
を
ぬ
か
ぬ
な
り
け
り

な
き
も
の
は
お
ち
つ
も
る
な
み
た
の

つ
け
て
よ
め
る
う
た
を
魁
よ
り
て
か
ひ

か
く
て
け
ふ

天
理
図
書
館
に
あ
る
、
伝
西
行
筆
の
竹
河
巻
で
す
。
ｉ
～
線
を
付
し
た

の
は
、
和
歌
で
す
。
和
歌
の
頭
も
尻
も
、
改
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
の

文
中
に
埋
没
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
写
本
の
す
べ
て
の
和
歌
が

こ
の
よ
う
に
書
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
鎌
倉
時
代
に

書
写
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
』
写
本
の
な
か
に
は
、
こ
う
し
た
例
が
ま
ま
見

（
皿
）

ら
れ
ま
す
。
平
安
時
代
の
物
壷
叩
・
日
記
に
お
い
て
は
、
和
歌
が
あ
っ
て
も

改
行
し
な
い
書
記
法
が
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

と
な
る
と
、
次
の
、
末
摘
花
巻
冒
頭
の
文
章
に
、
い
さ
さ
か
の
疑
い
が

「
平
安
～
鎌
倉
時
代
の
物
語
や
日
記
で
は
、
和
歌
は
、
改
行
二
字
下
げ

で
表
記
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
市
販
の
活
字
注
釈
書
に
馴
れ
て
し
ま
っ

た
現
代
人
の
思
い
込
み
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
和
歌
の
位
置
で
わ
ざ
わ
ざ
改
行

二
字
下
げ
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ど
う
も
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
こ

と
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
「
源
氏
物
語
』
写
本
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
記
さ
れ

て
い
る
も
の
が
、
ま
ま
存
在
し
ま
す
。

【
Ｆ
］
天
理
図
書
館
蔵
、
伝
西
行
筆
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻

し
て
上
ら
う
の
よ
み
か
け
た
ま
へ
る

な
り
と
や
き
た
む
ら
ん
し
た
に
ほ
国
ゑ
む
花
の

Ｉし
つ
え
を
さ
ら
は
そ
て
ふ
れ
て
心
み
た
ま
へ
な

と
す
さ
ふ
に
［
以
下
略
］

く
ち
は
や
し
と
き
、
て
よ
そ
に
み
て
も
き
国

す
こ
し
い
る
め
け
む
め
の
は
つ
は
な
す
こ
し

お
り
て
み
は
い
と
典
に
ほ
ひ
は
ま
さ
る
や
と

2８
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『源氏物語」は、手で書かれたものに他なりません。

末
摘
花
巻
の
冒
頭
は
、
光
源
氏
が
、
急
死
し
た
夕
顔
を
忘
れ
る
こ
と
が

出
来
ず
、
そ
の
面
影
を
追
い
求
め
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

結
局
、
知
り
合
っ
た
女
が
、
セ
ン
ス
も
器
量
も
悪
い
末
摘
花
だ
っ
た
、
と

い
う
展
開
は
、
皆
さ
ま
御
存
じ
の
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

右
の
三
条
西
本
は
、
岩
波
書
店
の
日
本
古
典
文
学
大
系
の
底
本
に
な
っ

た
写
本
で
す
。
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
、
右
の
部
分
は
、
次
の
よ
う
に

活
字
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
じ
て
来
ま
す
。

【
Ｇ
］
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
三
条
西
本
「
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻

お
も
へ
と
も
な
を
あ
か
さ
り
し
ゆ
ふ
か
ほ
の
露
に

を
く
れ
し
ほ
と
の
心
ち
を
と
し
月
ふ
れ
と
お

ほ
し
わ
す
れ
す
こ
魯
も
か
し
こ
も
う
ち
と

け
ぬ
か
き
り
の
け
し
き
は
み
こ
画
ろ
ふ
か
き
方

の
御
い
と
ま
し
さ
に
け
ち
か
く
な
つ
か
し
か

り
し
あ
は
れ
に
に
る
物
な
う
こ
ひ
し
ぐ
お
も

ほ
え
給
［
以
下
略
］

お
も
へ
ど
も
、
な
ほ
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
、
お
く
れ
し
ほ
ど
の
心

地
を
、
年
月
ふ
れ
ど
、
お
ぼ
し
わ
す
れ
ず
、
こ
餌
も
か
し
こ
も
、
う
ち

と
け
ぬ
限
り
の
、
け
し
き
ば
み
心
深
き
方
の
御
い
ど
ま
し
さ
に
、
け
ぢ

か
く
、
な
つ
か
し
か
り
し
あ
は
れ
に
、
似
る
物
な
う
こ
ひ
し
ぐ
、
お
も

ほ
え
給
ふ
。

不
審
な
の
は
、
光
源
氏
の
心
情
を
表
現
し
た
文
章
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
お
ぼ
せ
ど
も
」
で
な
く
「
お
も
へ
ど
も
」
に
な
っ
て
い
る
点
、
「
御

心
ち
」
で
な
く
「
心
ち
」
に
な
っ
て
い
る
点
で
す
。
冒
頭
文
を
、
も
う
一

度
、
音
読
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
お
も
へ
ど
も
／
な
を
あ
か
ざ
り
し
／
ゆ

ふ
が
ほ
の
／
露
に
を
く
れ
し
／
ほ
ど
の
心
ち
を
」
…
…
五
七
五
七
七
に

な
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
末
摘
花
巻
は
、
光
源
氏
の
和
歌
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
敬
語
が
付
い
て
い
な
い
の
は
、

和
歌
だ
か
ら
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
平
安
時
代
に
は
、
物
語
中
の

和
歌
は
、
改
行
さ
れ
ず
、
地
の
文
中
に
書
記
さ
れ
て
い
た
、
そ
れ
を
、
鎌

倉
時
代
の
人
々
は
、
適
宜
、
改
行
し
な
が
ら
書
写
し
た
、
し
か
し
、
和
歌

だ
と
気
づ
か
れ
ず
に
埋
没
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
、
ま
だ

（
吃
）

残
存
し
て
い
る
．
：
…
そ
ん
な
ふ
う
に
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

§
§

§

「
和
歌
が
地
の
文
中
に
埋
没
し
て
い
る
な
ん
て
あ
り
得
な
い
。
そ
ん
な

例
が
あ
っ
た
ら
出
し
て
み
ろ
」
と
お
思
い
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
ん
な
例
を
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
且
京
都
大
学
蔵
、
応
永
本

司
州
劉
利
Ⅱ
ヨ
ヨ
ヨ
１
回
お
く
に
も
い
ら
て
は
し

に
ふ
し
た
れ
は
つ
ゆ
ね
ふ
る
へ
く
も
あ
ら
す
［
以
下
略
］

し
さ
も
ま
た
き
に
お
ほ
ゆ
る
に
風
の
心
く
る
し

け
に
う
ち
な
ひ
き
た
る
に
は
た
国
い
ま
も
き
え

き
露
の
我
身
そ
あ
や
う
し
草
葉
に
つ
け

｛
『
和
泉
式
部
物
語
』

し
く
れ
ん
程
の
ひ
ざ
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ら
れ
て
い
ま
す
．
お
そ
ら
く
ｌ
線
部
「
割
引
劃
劃
：
…
」
は
、
も

と
も
と
和
歌
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
書
写
さ
れ
る
う
ち
に
、
五

七
五
七
七
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
地
の
文
に
陥
入
し
て
し
ま
っ
た
、

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「
和
泉
式
部
物
語
』

の
古
い
写
本
で
は
、
先
の
「
土
左
日
記
』
や
竹
河
巻
の
ご
と
く
、
和
歌
は

（
燗
）

改
行
さ
れ
ず
に
地
の
文
中
に
書
記
さ
れ
て
い
た
、
と
推
測
で
き
ま
す
。

こ
ん
な
例
を
見
る
と
、
や
は
り
、
【
Ｇ
］
の
末
摘
花
巻
冒
頭
、
「
お
も
へ

ど
も
…
…
」
も
、
書
写
者
に
気
づ
か
れ
ず
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
和
歌
だ
っ

た
と
言
え
る
に
違
い
な
い
と
、
そ
う
考
え
る
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

単
な
る
地
の
文
の
一
部
に
見
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
『
和
泉
式
部
集
」

を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
和
歌
が
存
在
す
る
の
で
す
（
正
集
捌
番
）
。

京
大
に
あ
る
『
和
泉
式
部
物
語
」
の
写
本
で
す
。
現
存
す
る
『
和
泉
式

部
物
語
』
の
写
本
は
、
す
べ
て
右
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
手
近
な

一
つ
を
挙
げ
ま
し
た
。
’
線
を
付
し
た
箇
所
に
漢
字
濁
点
を
宛
て
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
は
も
の
鼠
み
ぞ

あ
ゆ
ふ
草
葉
に
悲
し
か
り
け
る

消
え
ぬ
べ
き
露
の
我
が
身
ぞ
あ
や
う
し

草
葉
に
つ
け
て
悲
し
き
ま
侭
に

『
和
泉
式
部
物
語
』
中
の
和
歌
は
、
す
べ
て
、
「
和
泉
式
部
集
』
か
ら
採

§
§

§

現
在
市
販
さ
れ
て
い
る
物
壼
叩
の
注
釈
書
・
日
記
の
注
釈
書
で
は
、
写
本

の
も
と
も
と
の
表
記
は
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
『
伊
勢
物
語
』
に
せ
よ
「
枕
草
子
』
に
せ
よ
『
源
氏
物
語
」
に
せ

よ
『
更
級
日
記
』
に
せ
よ
、
注
釈
書
・
教
科
書
と
し
て
提
供
さ
れ
る
際
に
、

現
代
の
研
究
者
が
、
写
本
の
文
字
列
に
、
適
宜
、
漢
字
を
宛
て
、
句
読
点

・
濁
点
を
付
け
、
鉤
括
弧
を
加
え
、
改
行
し
て
い
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
で
改
行
し
、
ど
こ
に
句
読
点
を
付
け
、
ど
こ
に

鉤
括
弧
を
付
け
る
か
、
と
い
う
と
き
に
、
「
解
釈
」
が
混
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
注
釈
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
解
釈
の
所
産
で
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
解
釈
が
、
写
本
の
様
態
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
う
と
、

「
誤
読
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
の
乙
女
巻
に
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
大

島
本
の
本
文
を
、
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
て
掲
げ
ま
す
。

【
１
】
大
島
本
「
源
氏
物
語
』
乙
女
巻

め
の
と
た
ち
な
と
ち
か
く
ふ
し
て
う
ち
み
し

ろ
く
も
く
る
し
け
れ
は
か
た
み
に
を
と
も
せ
す

け
る
か
な
と
お
も
ひ
て
つ
画
け
て
宮
の
お
ま
へ
に
か
へ
り

て
な
け
き
か
ち
な
る
も
御
め
ざ
め
て
や
き
か
せ

給
ら
ん
と
つ
蚤
ま
し
く
み
し
ろ
き
ふ
し
給

へ
り

う
た
て
ふ
き
そ
ふ
荻
の
う
は
か
せ
身
に
も
し
み

さ
夜
中
に
と
も
よ
ひ
わ
た
る
か
り
か
ね
に

3０
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『源氏物語』は、手で書かれたものに他なりません。

雲
居
雁
と
の
仲
を
裂
か
れ
た
夕
霧
が
、
醤
々
と
し
て
和
歌
を
口
ず
さ
む

く
だ
り
で
す
。
１
１
線
を
付
し
た
の
が
、
和
歌
で
す
。
右
の
よ
う
な
書
記

の
仕
方
、
す
な
わ
ち
、
「
和
歌
の
冒
頭
は
、
改
行
一
一
字
下
げ
。
和
歌
の
末

尾
は
、
そ
の
ま
ま
地
の
文
に
つ
づ
く
」
と
い
う
の
が
、
鎌
倉
～
室
町
～
江

戸
時
代
の
物
語
写
本
・
日
記
写
本
の
、
最
も
標
準
的
な
書
記
法
で
す
。
『
源

氏
物
語
』
の
写
本
で
も
、
「
蜻
蛉
日
記
』
の
写
本
で
も
「
松
浦
宮
物
語
」

の
写
本
で
も
、
大
半
が
そ
の
よ
う
に
書
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
え
ば
、
今
年
、
大
学
院
の
演
習
で
、
「
八
重
葎
』
と
い
う
物
語

を
写
本
で
読
み
進
め
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
院
生
の
レ
ジ
ュ
メ

を
見
て
お
り
ま
す
と
、
な
ぜ
だ
か
、
和
歌
の
末
尾
の
と
こ
ろ
を
勝
手
に
改

行
し
た
翻
刻
を
見
か
け
ま
す
（
笑
）
。
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
和
歌
の
末

尾
が
そ
の
ま
ま
地
の
文
に
つ
づ
く
の
は
、
よ
ほ
ど
気
持
ち
が
悪
い
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
か
ね
。

右
の
く
だ
り
は
、
例
え
ば
、
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
、

次
の
よ
う
に
活
字
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
ま
へ

身
に
ｊ
Ｄ
し
み
け
る
か
な
と
思
ひ
つ
づ
け
て
、
宮
の
御
前
に
か
へ
胸
ソ
て
嘆

き
が
ち
な
る
も
、
御
目
覚
め
て
や
聞
か
せ
た
ま
ふ
ら
ん
と
つ
つ
ま
し
く
、

み
じ
ろ
ぎ
臥
し
た
ま
へ
り
。

ふ

乳
母
た
ち
な
ど
近
く
臥
し
て
う
ち
み
じ
ろ
く
ｊ
、
苦
し
け
れ
ば
、
か
た
み

に
音
も
せ
ず
。

を
ぎ

ぺ
ｃ
夜
中
に
友
呼
び
わ
た
る
雁
が
ね
に
う
た
て
吹
き
添
ふ
荻
の

「
和
歌
の
前
後
で
改
行
す
る
」
と
い
う
の
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全

う
は
風

と
か
く
、
現
代
人
は
、
教
科
書
や
注
釈
書
に
載
る
『
枕
草
子
』
や
「
源

氏
物
語
」
を
見
て
、
そ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
、
そ
の
収
録
形
態
か
ら
、
無
意
識

の
う
ち
に
、
作
品
に
対
す
る
固
定
観
念
を
築
き
が
ち
で
す
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
「
荻
の
上
風
が
身
に
沁
み
る
」
と
一
一
二
口
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
夕
霧
の
つ
ぶ
や
き
は
、
五
七
五
七
七
で
は
終
わ
ら
ず
に
、
「
身

に
も
し
み
け
る
か
な
」
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
、
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

「
つ
ら
さ
が
」
な
ど
と
い
う
余
計
な
主
語
を
補
う
必
要
は
、
ま
っ
た
く
あ

り
ま
せ
ん
。
和
歌
の
末
尾
で
改
行
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
和
歌
と
地
の

文
を
つ
な
げ
て
解
釈
す
る
発
想
ま
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
残
念
で
な

り
ま
せ
ん
。
注
釈
書
が
付
け
た
句
読
点
や
鉤
括
弧
や
改
行
は
無
視
し
て
、

写
本
通
り
の
気
脈
で
本
文
を
解
釈
し
た
い
も
の
で
す
。

釈
は
、

さ
ら
に
吹
き
添
う
荻
の
上
風

集
の
方
針
な
の
で
、
仕
方
が
な
い
、
と
し
ま
し
ょ
う
。
問
題
は
、
解
釈
で

す
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、
右
の
和
歌
を
、
「
ま
夜
中
に
友
を
呼

び
交
し
な
が
ら
空
を
渡
っ
て
ゆ
く
雁
の
声
も
寂
し
く
聞
え
る
が
、
そ
の
う

え
に
荻
の
葉
末
を
渡
る
風
が
い
よ
い
よ
吹
き
加
わ
る
こ
と
よ
」
と
訳
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
「
身
に
も
し
み
け
る
か
な
」
を
、
「
つ
ら
さ
が
身
に
し
み

る
こ
と
よ
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
奇
怪
な
処
理
で
す
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
、

「
つ
ら
さ
が
」
と
い
う
、
本
文
に
な
い
主
語
を
足
す
の
で
し
ょ
う
か
。

写
本
で
読
む
限
り
、
こ
う
考
え
る
の
が
妥
当
で
す
。
和
歌
「
さ
夜
中
に
」

か
ら
、
「
身
に
も
し
み
け
る
か
な
」
ま
で
が
、
夕
霧
の
心
内
文
で
す
。
解

３
「
源
氏
物
語
』
の
写
本
は
、
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
か

真
夜
中
に
、
友
を
呼
び
つ
づ
け
る
雁
の
声
に
、
Ｉ
い
や
な
こ
ど
に
湖

が
、
身
に
も
沁
み
る
こ
と
だ
な
。
」
と
な
る
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こ
れ
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
の
橋
本
本
若
紫
巻
。
鎌
倉
時
代
に

書
写
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
」
写
本
で
す
。
或
い
は
、
こ
ち
ら
は
、
前
田
育

徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
の
、
藤
原
定
家
筆
の
花
散
里
巻
。
或
い
は
、
こ
ち

ら
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
、
中
山
本
柏
木
巻
。
或
い
は
、
こ

ち
ら
は
、
陽
明
文
庫
所
蔵
の
、
陽
明
本
、
或
い
は
、
こ
ち
ら
は
、
古
代
学

協
会
所
蔵
の
、
大
島
本
。
…
…
こ
れ
ら
を
御
覧
い
た
だ
い
て
、
お
わ
か
り

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
鎌
倉
～
室
町
～
江
戸
時
代
の
「
源
氏
物
語
』

写
本
は
、
通
常
、
一
巻
で
一
帖
二
冊
）
と
い
う
形
態
で
存
在
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
表
紙
に
は
、
通
常
、
巻
名
し
か
記
さ
れ
ま
せ

ん
。
裏
表
紙
を
見
て
も
、
見
返
し
を
見
て
も
、
「
源
氏
物
語
」
と
は
書
か

Illlll
鎌
倉
時
代
の
「
源
氏
物
語
』
写
本
の
画
像
を
、
い
く
つ
か
待
っ
て
参
り

ま
し
た
。
御
覧
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
何
番
目
の
巻
な
の
か
も
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
。つ
ま
り
、
「
源
氏
物
語
』
を
一
個
の
長
篇
と
捉
え
る
の
は
、
実
態
に
即

し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
き
り
つ
ぼ
」
で
一
作
品
、
「
は
、
き

木
」
で
一
作
品
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
。
「
源
氏
物
語
」
は
、
巻

の
単
位
で
発
表
さ
れ
、
巻
の
単
位
で
読
ま
れ
て
い
た
。
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

各
巻
を
光
源
氏
の
年
齢
順
に
並
べ
替
え
た
の
は
、
後
の
読
者
で
し
ょ
う
。

現
代
人
が
、
注
釈
書
が
並
べ
た
巻
順
に
従
っ
て
前
か
ら
ま
つ
す
ぐ
に
「
源

氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
る
の
は
、
当
時
の
読
ま
れ
方
と
か
け
離
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
れ
ら
写
本
に
、
「
紫
式
部
」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
い
な

い
こ
と
も
、
お
気
づ
き
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
「
源
氏
物
語
』
の

写
本
は
、
現
在
、
約
一
五
○
～
二
○
○
種
伝
存
し
て
い
ま
す
が
、
「
紫
式

部
」
と
表
紙
に
記
し
た
写
本
は
、
た
だ
の
一
つ
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
他
の
物
語
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
、
『
竹
取
物
語
」
で
も
「
う
つ
ほ

物
語
」
で
も
『
狭
衣
物
語
」
で
も
『
大
鏡
』
で
も
「
平
家
物
語
』
で
も
、

物
語
の
作
者
名
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
、
明
記
さ
れ
な
い
の
で
す
。

現
在
、
学
校
の
教
科
書
で
は
、
ヨ
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
紫
式
部
で
あ
る
」

と
教
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
わ
か
る
の
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
が
あ
る
か

ら
で
す
。
し
か
し
、
『
紫
式
部
日
記
」
を
つ
ぶ
さ
に
読
ん
で
も
、
「
若
紫
巻

と
そ
の
他
の
い
く
つ
か
の
巻
を
作
っ
た
の
が
紫
式
部
で
あ
る
」
と
窺
知
で

き
る
だ
け
で
、
「
現
存
す
る
五
四
帖
す
べ
て
を
紫
式
部
が
書
い
た
」
と
い

う
証
拠
は
、
ど
こ
に
も
存
在
し
ま
せ
ん
。

い
え
、
そ
れ
が
当
然
な
の
で
す
。
「
源
氏
物
語
』
以
前
の
物
語
、
『
竹
取

物
語
」
「
伊
勢
物
語
」
『
落
窪
物
語
」
「
う
つ
ほ
物
語
」
に
あ
っ
て
も
、
三
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『源氏物語』は、手で書かれたものに他なりません。

人
の
作
者
が
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
執
筆
し
た
」
と
見
ら
れ
る
物
語
は
、

（
Ｍ
〉

皆
無
に
等
し
い
の
で
す
か
ら
。
一
○
～
一
一
世
紀
、
物
壷
叩
と
い
う
も
の
は
、

宮
廷
に
お
い
て
、
著
作
権
も
署
名
性
も
な
い
慰
み
も
の
と
し
て
、
自
由
に

書
写
ざ
れ
自
由
に
改
訂
さ
れ
て
い
た
、
と
目
さ
れ
ま
す
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
、

三
つ
の
文
学
作
品
は
一
人
の
作
者
に
よ
っ
て
統
禦
さ
れ
て
い
る
」
と
い

う
幻
想
か
ら
解
き
放
た
れ
ま
し
ょ
う
（
笑
）
。

§
§

§

で
は
、
『
源
氏
物
譲
叩
」
の
本
文
も
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
の
「
源
氏
物
語
」
注
釈
書
は
、
大
島
本
と
か
定
家
本
と
か
い
っ
た

写
本
を
も
と
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
、

研
究
者
が
、
句
読
点
・
濁
点
・
鉤
括
弧
を
付
け
、
漢
字
を
宛
て
て
い
ま
す
。

大
島
本
や
定
家
本
が
底
本
に
選
ば
れ
た
の
は
、
決
し
て
、
原
作
者
自
筆
本

に
近
い
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
存
す
る
約
一
五
○
～
二
○
○
種
の
「
源

氏
物
語
』
写
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
少
し
ず
つ
、
本
文
を
異
に
し
て
い
ま
す

が
、
ど
れ
が
原
作
者
自
筆
本
に
近
い
の
か
は
、
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
、
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
も
「
枕
草
子
』
に
つ
い
て
も

「
徒
然
草
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
皆
さ
ん

の
な
か
に
は
、
教
科
書
や
小
学
館
全
集
や
角
川
文
庫
で
読
ん
だ
「
源
氏
物

語
』
が
、
原
作
者
が
書
い
た
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で

い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
ら
活
字
化

さ
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
」
は
、
あ
く
ま
で
も
、
あ
ま
た
の
「
源
氏
物
語
』

の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

平
安
～
鎌
倉
時
代
の
物
語
・
日
記
・
歌
集
な
ど
で
、
原
作
者
自
筆
本
が

残
っ
て
い
る
も
の
は
殆
ど
な
く
、
か
つ
、
複
数
の
写
本
が
伝
存
し
て
お
り
、

か
つ
、
そ
れ
ら
写
本
の
本
文
は
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
、

日
本
の
古
典
文
学
の
実
態
で
す
。

こ
の
と
き
、
「
ど
の
写
本
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
源
氏
物
語
』
に
近
い
の

だ
ろ
う
？
」
と
い
う
夢
想
は
、
拠
棄
し
ま
し
ょ
う
。
私
は
、
存
在
す
る
す

べ
て
の
写
本
を
、
「
揺
れ
動
き
つ
づ
け
る
「
源
氏
物
語
』
の
種
々
相
」
と

捉
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
私
が
、
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ー
ク
か
ら
学
ん
だ

考
え
方
で
す
。
原
作
者
自
筆
本
が
残
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
ヴ
ァ
リ
ア

ン
ト
す
べ
て
、
変
化
す
る
本
文
す
べ
て
を
、
同
価
値
の
も
の
と
し
て
、
物

語
の
可
能
態
と
し
て
受
け
容
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
原
作
者
の
書

い
た
「
源
氏
物
語
』
が
最
も
優
れ
て
い
て
、
改
変
者
・
補
作
者
が
書
い
た

部
分
は
劣
っ
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
マ
ッ
チ
ョ
な
権
威
主
義
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
存
在
す
る
写
本
す
べ
て
を
『
源
氏
物
語
』
と
し
て
受
け
容
れ

れ
ば
、
原
作
者
と
か
改
変
者
・
補
作
者
と
か
い
っ
た
概
念
も
、
お
の
ず
と

消
滅
し
て
ゆ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

§
§

§

実
際
、
「
源
氏
物
壺
叩
」
の
本
文
が
、
写
本
に
よ
っ
て
ど
れ
く
ら
い
異
な

る
の
か
、
顕
著
な
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
す
。

［
Ｊ
］
蓬
左
文
庫
蔵
、
尾
州
家
本
「
源
氏
物
語
」
柏
木
巻

「
あ
は
れ
、
衛
門
の
か
み
」
と
い
ふ
こ
と
ぐ
さ
、
な
に
事
に
つ
け
て
も
、

い
は
い
人
な
し
。
六
条
の
院
に
は
、
ま
し
て
、
「
あ
は
れ
」
と
お
ぼ
し

い
づ
る
事
、
月
日
に
そ
へ
て
お
ほ
か
り
。
こ
の
わ
か
ぎ
み
を
、
御
心
ひ

と
つ
に
は
、
「
か
た
み
」
と
み
な
し
た
ま
へ
ど
、
人
の
お
も
ひ
よ
ら
ぬ

事
な
れ
ば
、
い
と
か
ひ
な
し
。

あ
き
つ
か
た
に
な
れ
ば
、
こ
の
君
、
は
ひ
ゐ
ざ
り
な
ど
し
給
ふ
さ
ま
の
、

し
ふ
よ
し
も
ナ

し
げ
よ
れ
ば
人
め
の
み
に
も
あ
ら
す
、
ま
Ⅲ
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尾
州
家
本
の
柏
木
巻
の
一
節
で
す
。
巻
末
部
分
を
挙
げ
ま
し
た
。
句
読

点
・
濁
点
・
鉤
括
弧
な
ど
は
、
加
藤
が
付
け
ま
し
た
。

柏
木
と
女
三
宮
の
密
通
に
よ
っ
て
薫
が
誕
生
す
る
も
の
の
、
女
三
宮
は

出
家
し
、
柏
木
は
死
去
し
ま
す
。
秋
に
も
な
る
と
、
蕪
は
ハ
イ
ハ
イ
を
す

る
よ
う
に
な
り
、
光
源
氏
は
、
誰
が
見
て
い
な
く
と
も
、
こ
の
薫
を
愛
お

し
く
思
い
、
つ
ね
に
抱
い
て
あ
や
し
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
実

は
、
傍
線
部
の
く
だ
り
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
新
日
本
古
典
文

学
大
系
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
や
角
川
文
庫
な
ど
に
は
、
存
在
し
て
い
ま

せ
ん
。
そ
れ
ら
注
釈
書
が
も
と
に
し
た
大
島
本
や
定
家
本
は
、
「
ゐ
ざ
り

な
ど
」
で
終
わ
っ
て
お
り
、
傍
線
部
分
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
す
。

傍
線
部
が
、
後
で
足
さ
れ
た
の
か
、
後
で
削
ら
れ
た
の
か
は
、
ま
っ
た

く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
現
在
、
活
字
本
で
「
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で

い
る
読
者
が
、
右
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
で

い
る
の
は
、
あ
ま
り
に
偏
頗
だ
、
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
傍
線
部
を
持
つ

写
本
は
他
に
も
伝
存
し
て
い
ま
す
（
平
瀬
本
、
保
坂
本
、
八
木
書
店
本
な

ど
）
。
密
通
の
子
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
愛
お
し
み
を
感
じ
る
光
源
氏
の

姿
は
、
中
世
の
読
者
た
ち
に
は
確
か
に
読
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
う
し
た
ヴ
ァ
リ
ァ
ン
ト
の
存
在
を
明
示
し
な
い
『
源
氏
物
語
』
注

釈
書
は
、
隠
蔽
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
言
う
よ
り
他
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

場
面
は
、
次
の
横
笛
巻
に
お
け
る
光
源
氏
と
薫
と
の
関
係
性
を
読
む
と
き
、

影
を
落
と
す
に
違
い
な
い
の
で
す
か
ら
。

§
§

§

あ
そ
び
き
こ
え
給
。

に
「
い
と
か
な
し
」
と
お
も
ひ
き
こ
え
給
て
、
つ
ね
に
、
い
だ
き
も
て

薫
と
匂
宮
の
板
挟
み
に
な
り
出
奔
し
た
浮
舟
が
、
横
川
の
僧
都
ら
に
救

わ
れ
、
意
識
を
取
り
戻
し
た
く
だ
り
で
す
。
浮
舟
は
、
尼
君
に
髪
を
と
か

し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
鏡
で
自
身
の
姿
を
見
て
、
「
こ
よ
な
く
衰
え
た
」

と
悲
し
ん
で
い
ま
す
。
実
は
、
波
線
部
の
く
だ
り
は
、
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
や
新
日
本
古
典
文
学
大
系
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
や
角
川
文
庫
な

ど
に
は
、
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
注
釈
書
が
も
と
に
し
た
大
島
本

や
池
田
本
な
ど
に
、
こ
の
部
分
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
す
。

浮
舟
が
鏡
を
見
て
自
己
の
樵
悴
ぶ
り
を
感
得
す
る
、
と
い
う
、
そ
れ
だ

け
の
一
節
な
の
で
、
「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
変
わ
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
お
思
い
の
方
が
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
く
だ
り
は
、
総

角
巻
の
次
の
場
面
を
受
け
て
構
成
さ
れ
た
、
と
見
ら
れ
る
の
で
す
。

次
は
、
保
坂
本
の
手
習
巻
の
一
節
で
す
。
句
読
点
・
濁
点
・
鉤
括
弧
な

ど
は
、
加
藤
が
付
け
ま
し
た
。

【
Ｌ
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
保
坂
本
「
源
氏
物
語
』
手
習
巻

わ
が
国
た
に
お
は
し
て
、
か
み
は
、
あ
ま
ぎ
み
の
み
け
づ
り
給
を
、
「
こ

と
人
に
て
ふ
れ
き
せ
む
は
、
う
た
て
」
お
ぼ
ゆ
る
に
、
て
づ
か
ら
、
は

た
、
え
せ
ぬ
わ
ざ
な
れ
ば
、
た
ぎ
す
こ
し
と
き
く
だ
し
て
、
紋
切
削
科
卿

た
び
、
か
う
な
が
ら
み
え
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
こ
そ
。
」
と
、
ひ
と
や

り
な
ら
ず
か
な
し
。
「
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
し
け
に
や
、
か
み
も
を
ち
ほ

そ
り
に
た
る
」
心
地
す
れ
ど
、
な
に
ば
か
り
も
を
ち
ず
、
い
と
お
ほ
く

て
、
六
尺
ば
か
り
な
る
す
ゑ
な
ど
、
い
と
う
つ
く
し
げ
な
り
。

ど
み
給
。
「
｝
」
よ
な
く
を
と
ろ
へ
に
た
り
か
し
。
を
や
に
、
い
ま
ひ
と
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｢源氏物語」は、手で書かれたものに他なりません。

右
の
ご
と
く
、
大
君
も
、
鏡
を
見
て
己
の
樵
悴
ぶ
り
を
感
得
し
、
そ
し

て
、
後
、
死
ん
で
ゆ
き
ま
す
。
【
Ｋ
】
の
浮
舟
の
姿
は
、
総
角
巻
を
知
っ

て
い
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
ま
る
で
、
大
君
の
反
復
で
あ
る
か
の
よ
う
に

映
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
新
日
本
古
典
文
学
大
系
や
新
潮

日
本
古
典
集
成
や
角
川
文
庫
な
ど
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い

コ
ト
バ
の
呼
応
、
表
現
の
重
合
が
、
別
の
写
本
で
起
こ
っ
て
い
る
、
と
い

う
わ
け
で
す
。
も
は
や
、
「
ど
ち
ら
の
本
文
が
原
作
者
自
筆
本
に
近
い
か
」

な
ど
と
い
う
問
は
、
ど
う
で
も
よ
く
な
り
ま
し
た
。
あ
ま
た
の
『
源
氏
物

語
』
写
本
が
、
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
表
現
を
異
に
し
て
お
り
、
し
か
も
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
中
世
～
近
世
に
は
確
実
に
読
み
継
が
れ
て
い
た
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
、
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
あ
ま
た
の
写
本
の
な
か
で
は
、

予
想
も
し
な
か
っ
た
表
現
の
重
な
り
、
巻
ど
う
し
の
繋
が
り
が
発
生
し
て

い
る
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
「
テ
ク
ス
ト
の
愉
楽
」
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
一
九
八
○
年
代
以
降
、
「
作
者
の
死
」
と
か
「
引
用
の
織
物
」

と
標
榛
し
て
い
た
物
語
研
究
者
た
ち
が
、
ど
う
し
て
、
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の

解
析
に
向
か
わ
な
か
っ
た
の
か
、
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
。
あ
ま
た
の
「
源

氏
物
語
」
写
本
、
あ
ま
た
の
「
枕
草
子
』
写
本
、
あ
ま
た
の
『
狭
衣
物
語
』

写
本
を
分
析
し
て
ゆ
け
ば
、
「
作
者
の
意
図
」
だ
の
「
読
者
の
読
み
」
だ

の
と
い
っ
た
低
次
元
の
土
俵
を
軽
々
と
超
え
、
縦
横
無
尽
に
広
が
り
絡
み

合
う
テ
ク
ス
ト
の
運
動
を
、
自
在
に
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
に
違
い
な

【
Ｌ
】
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
保
坂
本
「
源
氏
物
語
」
総
角
巻

ひ
め
宮
は
、
「
我
も
や
う
ノ
ー
ざ
か
り
す
ぎ
ぬ
る
み
ぞ
か
し
。
か
蔀
み

を
み
れ
ば
、
い
と
や
せ
ノ
ー
に
な
り
も
て
ゆ
く
を
。

注（
１
）
「
季
刊
文
学
〈
特
集
：
手
で
書
か
れ
た
も
の
〉
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九

一
年
春
号
）

（
２
）
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
本
が
参
考
に
な
り
ま
す
。

松
澤
和
宏
「
生
成
論
の
探
究
ｌ
テ
ク
ス
ト
・
草
稿
・
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

ー
」
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
○
○
三
年
）

（
３
）
以
下
の
本
に
は
、
作
家
の
自
筆
草
稿
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
見

て
い
る
だ
け
で
わ
く
わ
く
し
て
来
ま
す
。

マ
ラ
ル
メ
、
柏
倉
康
夫
訳
『
饗
の
一
振
り
は
断
じ
て
偶
然
を
廃
す
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
』
（
行
路
社
、
二
○
○
九
年
）

プ
ル
ー
ス
ト
、
高
遠
弘
美
訳
『
消
え
去
っ
た
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
」
（
光

文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
○
○
八
年
）

カ
フ
カ
、
丘
沢
静
也
訳
「
変
身
／
徒
の
前
で
他
二
編
』
（
光
文
社
古

典
新
訳
文
庫
、
二
○
○
七
年
）

い
の
に
…
…
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

⑥
ｇ

ｏ
９

．
９

以
上
、
本
日
は
、
「
『
源
氏
物
語
』
は
手
で
書
か
れ
た
も
の
に
他
な
り
ま

せ
ん
。
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
自
筆
草
稿
の
捉
え
方
に
つ
い
て
、

平
安
文
学
の
書
記
様
態
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
写
本
の
形

（
応
）

態
と
本
文
に
つ
い
て
、
あ
ら
あ
ら
お
話
し
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
修

士
論
文
や
博
士
論
文
を
執
筆
さ
れ
る
方
々
が
、
ふ
と
、
「
自
分
が
読
ん
で

い
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
ろ
う
？
」
と
疑
心
暗
鬼
に

な
り
ま
す
こ
と
を
祈
り
つ
つ
（
笑
）
、
本
日
の
講
演
を
終
え
た
い
と
思
い

ま
す
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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或
い
は
、
む
し
ろ
、
丸
善
な
ど
で
、
以
下
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ム
ッ
ク
を
入

手
さ
れ
る
こ
と
を
お
薦
め
致
し
ま
す
。

］
の
目
‐
旨
く
①
切
目
呂
賦
．
、
３
局
『
》
・
旧
ｍ
Ｂ
Ｓ
⑩
ｓ
“
苛
昌
Ｒ
日
日
の
邑
言
四
ａ
．

］
の
ｃ
①

国
の
ｑ
の
‐
言
日
向
ロ
の
国
国
の
】
．
、
忘
巳
の
凰
託
ｈ
》
Ｃ
日
日
①
ｂ
百
日
①
の
二
日
胃
ｇ

ｍ
Ｃ
Ｃ
画

（
４
）
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
の
自
筆
譜
を
調
査
し
録
音
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成

果
は
、
ご
巴
扁
と
い
う
レ
ー
ベ
ル
か
ら
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
・
エ
デ
ィ

シ
ョ
ン
と
し
て
、
随
時
発
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
初
録
音
の
オ
ペ
ラ
、
新

発
見
の
モ
テ
ッ
ト
な
ど
が
目
白
押
し
で
、
驚
歎
し
き
り
で
す
。
以
下
の

サ
イ
ト
に
、
日
本
語
に
よ
る
解
説
が
あ
り
ま
す
。

三
ｓ
碑
へ
ヘ
コ
ヨ
ミ
・
彦
曰
く
・
８
．
］
ロ
ヘ
ロ
の
葛
の
へ
日
号
一
の
ヘ
ヨ
◎
］
巴
◎
弓
、

ま
た
、
マ
ル
ク
ス
＋
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
（
新
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
）
の
編
輯
過
程

や
使
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
叢
が
参
考
に
な
り
ま
す
。

大
村
泉
十
宮
川
彰
編
「
マ
ル
ク
ス
の
現
代
的
探
究
」
（
八
朔
社
、
一
九

九
二
年
）

（
５
）
マ
ル
ク
ス
＋
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
廣
松
渉
編
訳
十
小
林
昌
人
補
訳
『
新
編
輯

版
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
（
岩
波
文
庫
、
二
○
○
二
年
）

（
６
）
私
は
、
秋
成
に
つ
い
て
は
門
外
漢
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
「
残
さ
れ
た

草
稿
や
写
本
を
ど
う
把
捉
す
る
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
、
以
下
の
本
・
雑
誌
か
ら
、
多
く
の
刺
戟
を
受
け
ま
し
た
。

長
島
弘
明
「
春
雨
物
語
」
の
自
筆
本
と
転
写
本
」
（
「
秋
成
研
究
」
東

京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
○
年
）

木
越
治
「
よ
く
わ
か
る
「
春
雨
物
語
芒
（
飯
倉
洋
一
十
木
越
治
編
『
秋

成
文
学
の
生
成
」
森
話
社
、
二
○
○
八
年
）

「
国
語
と
国
文
学
〈
特
集
：
「
春
雨
物
語
」
〉
」
（
東
京
大
学
国
語
国
文
学

会
、
二
○
○
八
年
五
月
号
）

「
文
学
〈
特
集
：
上
田
秋
成
没
後
二
○
○
年
〉
」
（
岩
波
書
店
、
二
○

○
九
年
一
・
二
月
号
）

（
７
）
た
だ
し
、
藤
原
道
長
の
「
御
堂
関
白
記
」
な
ど
、
平
安
～
鎌
倉
時
代
に

記
さ
れ
た
自
筆
の
日
記
（
古
記
録
）
が
伝
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ま

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
藤
原
俊
成
の
「
古
来
風
躰
抄
」
『
千
載
和
歌
集
」

に
あ
っ
て
は
、
俊
成
自
筆
の
写
本
や
、
写
本
の
断
簡
（
古
筆
切
）
が
伝

存
し
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
や
は
り
、
自
筆
本
が
あ
っ
て
も
、
問
題

が
一
気
に
解
決
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
以
下
の
論
文
は
、
自
筆
本
の
問
題
を
考
え
る
際
、
参
考
に
な
り

ま
す
。

池
上
禎
造
「
自
筆
本
と
誤
字
」
ｓ
漢
語
研
究
の
構
想
」
岩
波
書
店
、
一

九
八
四
年
）

（
８
）
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」
の
現
存
す
る
写
本
は
す
べ
て
、
「
和
歌
上
げ
」

で
書
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
断
簡
（
古
筆
切
）
で
は
、
「
和
歌
下

げ
」
で
書
記
さ
れ
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

杉
谷
寿
郎
「
伝
後
光
厳
院
筆
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
切
」
（
『
平
安
私
家

集
研
究
」
新
典
社
、
一
九
九
八
年
）

藤
井
隆
「
物
語
古
筆
切
に
つ
い
て
（
二
ｌ
概
観
と
新
資
料
ｌ
」
（
『
名

古
屋
大
学
国
語
国
文
学
」
七
号
、
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九

六
○
年
一
二
月
）

【
Ａ
】
に
挙
げ
た
写
本
は
、
「
和
歌
一
宇
下
げ
」
で
書
記
さ
れ
て
い
る
「
完

本
」
と
し
て
、
き
わ
め
て
貴
重
で
す
。
掲
出
し
た
和
歌
の
五
句
目
が
、

「
つ
た
は
ら
は
（
伝
は
ら
ば
と
で
な
く
「
の
こ
る
と
も
（
残
る
と
も
）
」
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｢源氏物語」は、手で書かれたものに他なりません。

に
な
っ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
ま
す
。

（
９
）
本
講
演
の
後
、
間
宮
厚
司
氏
か
ら
、
弓
～
は
」
章
段
は
、
助
詞
『
は
」

で
止
め
る
形
で
あ
る
の
に
、
『
～
も
の
」
章
段
は
、
ど
う
し
て
、
『
～
も

、

の
は
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
な
い
の
か
？
」
と
い
う
御
質
問
を
頂
戴

、
、

し
ま
し
た
。
な
ぜ
、
「
う
つ
く
し
き
も
の
は
」
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
は
」

と
い
う
形
で
は
な
い
の
か
、
逆
に
、
「
春
は
」
「
市
は
」
は
、
な
ぜ
、
「
春
」

「
市
」
と
い
う
形
で
は
な
い
の
か
。
今
の
私
に
は
答
え
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
「
～
は
」
章
段
の
冒
頭
は
、
御
主

人
さ
ま
が
「
春
は
？
」
と
尋
ね
、
お
仕
え
す
る
者
が
「
あ
け
ぼ
の
」
と

答
え
る
、
そ
ん
な
形
式
の
名
残
で
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
な
お

熟
考
す
べ
き
問
題
で
す
。

（
Ⅲ
）
写
本
に
お
け
る
改
行
／
非
改
行
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
優
れ
た
論
文
が

既
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

田
村
悦
子
「
散
文
（
物
語
・
草
子
類
）
中
に
お
け
る
和
歌
の
書
式
に
つ

い
て
」
（
『
美
術
研
究
」
三
一
七
号
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
、
’
九

八
一
年
七
月
）

今
西
祐
一
郎
「
「
私
」
の
位
置
ｌ
土
佐
日
記
・
か
げ
ろ
ふ
日
記
ｌ
」
二
岩

波
講
座
日
本
文
学
史
（
三
」
岩
波
書
店
、
’
九
九
六
年
）

今
野
真
二
「
書
記
に
お
け
る
「
行
」
意
識
」
ｓ
仮
名
表
記
論
孜
」
清
文

堂
出
版
、
二
○
○
｜
年
）

現
在
、
私
は
、
右
の
諸
論
に
追
加
し
得
る
用
例
を
調
査
中
で
す
。

（
、
）
他
に
は
、
天
理
図
書
館
蔵
の
伝
為
相
筆
の
末
摘
花
巻
や
、
国
冬
本
の
匂

宮
巻
（
実
は
夕
霧
巻
）
に
も
、
和
歌
が
地
の
文
中
に
埋
没
し
て
い
る
箇

所
が
観
察
さ
れ
ま
す
。

（
、
）
末
摘
花
巻
の
冒
頭
が
五
七
五
七
七
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘

し
た
の
は
、
玉
上
琢
弥
「
源
氏
物
語
の
引
き
歌
（
二
）
」
（
『
源
氏
物
語

評
釈
（
別
巻
ご
源
氏
物
語
研
究
」
角
川
書
店
、
’
九
六
六
年
）
で
す
。

し
か
し
、
玉
上
氏
は
、
こ
の
部
分
を
、
和
歌
的
な
地
の
文
と
捉
え
た
だ

け
で
、
も
と
も
と
和
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の

部
分
に
本
文
異
同
が
多
い
こ
と
を
慮
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

面
）
『
和
泉
式
部
物
語
」
の
和
歌
埋
没
現
象
は
、
こ
れ
ま
で
は
、
「
『
和
泉
式

部
物
語
」
の
原
本
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
」
「
あ
ま
た
の
写
本

の
ど
れ
が
原
本
に
近
い
か
」
と
い
っ
た
問
題
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
来

ま
し
た
。
以
下
の
論
文
な
ど
を
参
照
。

吉
田
幸
一
「
原
典
へ
の
復
原
の
問
題
と
三
系
統
本
の
祖
本
な
ら
び
に
別

本
の
想
定
」
（
『
和
泉
式
部
研
究
（
二
」
古
典
文
庫
、
一
九
六
四
年
）

し
か
し
、
む
し
ろ
、
「
平
安
時
代
の
物
語
・
日
記
は
、
ど
の
よ
う
に
書

記
さ
れ
て
い
た
か
」
と
い
う
問
題
の
一
つ
と
し
て
こ
の
事
象
を
捉
え
直

す
方
が
、
建
設
的
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
Ⅲ
）
「
竹
取
物
語
」
の
成
立
、
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
、
『
落
窪
物
語
」
の
成

立
、
『
う
つ
ほ
物
語
」
の
成
立
な
ど
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
本
と
、
拙

稿
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

玉
上
琢
弥
『
物
語
文
学
」
（
塙
選
書
、
一
九
六
○
年
）

片
桐
洋
一
『
源
氏
物
語
以
前
」
（
笠
間
書
院
、
二
○
○
一
年
）

加
藤
昌
嘉
「
作
り
物
語
と
作
り
物
語
」
Ｓ
日
本
古
典
文
学
史
の
課
題
と

方
法
」
和
泉
書
院
、
二
○
○
四
年
）

（
旧
）
本
講
演
で
述
べ
た
問
題
と
関
連
す
る
拙
稿
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。
御
笑

覧
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

加
藤
昌
嘉
「
源
氏
物
語
本
文
揺
動
史
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
二
巻

第
三
号
、
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
○
○
五
年
三
月
号
）
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※
本
稿
は
、
平
成
一
九
～
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究
（
Ｂ
）

「
作
り
物
語
写
本
の
残
存
状
況
と
書
写
様
態
に
関
す
る
研
究
」
（
課
題
番
号

乞
己
Ｓ
ｍ
①
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
す
。

※
本
稿
は
、
法
政
大
学
国
文
学
会
（
二
○
○
八
年
七
月
一
二
日
開
催
）
に
お
け

る
講
演
二
源
氏
物
語
」
は
手
で
書
か
れ
た
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
」
を
活

字
化
し
た
も
の
で
す
。
活
字
化
に
あ
た
っ
て
、
大
幅
に
修
正
の
手
を
入
れ
ま

し
た
。

加
藤
昌
嘉
「
句
読
を
切
る
。
本
文
を
改
め
る
。
」
（
伊
井
春
樹
監
修
『
講

座
源
氏
物
語
研
究
（
八
）
」
お
う
ふ
う
、
二
○
○
七
年
）

加
藤
昌
嘉
「
平
安
和
文
に
お
け
る
、
鉤
括
弧
と
異
文
」
言
語
文
」
九
一

輯
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
、
二
○
○
八
年
一
二
月
）

加
藤
昌
嘉
「
星
と
浮
舟
」
（
横
井
孝
ほ
か
編
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
ｌ

本
文
と
表
現
を
考
え
る
ｌ
』
新
典
社
、
二
○
○
八
年
）

加
藤
昌
嘉
「
本
文
研
究
と
大
島
本
に
対
す
る
妬
の
疑
問
」
ｓ
大
島
本
源

氏
物
語
の
再
検
討
』
和
泉
書
院
、
二
○
○
九
年
刊
行
予
定
）

加
藤
昌
嘉
「
「
と
」
の
気
脈
Ｉ
平
安
和
文
に
お
け
る
、
発
話
／
地
／
心

内
の
境
ｌ
」
ｓ
詞
林
一
四
○
号
、
大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会
、

二
○
○
六
年
一
○
月
）

（
か
と
う
ま
さ
よ
し
・
本
学
准
教
授
）
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