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小
林
秀
雄
の
「
源
氏
物
語
」
論

―

相
関
と
対
立
の
物
語
構
造―

一
、
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
の
扱
い
に
つ
い
て

　

小
林
秀
雄
は
「
源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
、
独
立
し
た
ま
と
ま
っ
た
批
評
を
書
い
て
い
な
い
。
が
、
昭
和
十
年
代
以
降
、
源
氏
評
は
そ
の
著
作
に
散
在
し
て
い

る
。『
本
居
宣
長
』（『
新
潮
』
昭
和
40
年
6
月
〜
51
年
12
月
）
に
お
い
て
は
、『
古
事
記
伝
』
を
論
じ
る
前
段
に
「
源
氏
物
語
」
論
が
あ
り
、「
源
氏
」
は
本
居

宣
長
の
根
本
の
思
想
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
事
」
を
形
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
注
①
）

　

こ
れ
ま
で
、
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
は
、
小
林
の
日
本
回
帰
の
典
型
的
な
表
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
の
探
求
を
執
拗
に
繰
り
返
し
て
き
た
西
欧
哲
学

伊　

中　

悦　

子

　

小
林
秀
雄
は
長
編
評
論
『
本
居
宣
長
』
で
、
真
淵
な
ど
の
国
学
者
、
仁

斎
、
徂
徠
ら
在
野
の
反
朱
子
学
者
を
登
場
さ
せ
、
近
世
思
想
史
の
中
で
宣

長
を
主
人
公
に
思
想
の
ド
ラ
マ
を
描
い
た
。
だ
が
、
そ
の
ド
ラ
マ
の
中
心

と
な
る
思
考
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
小
林
秀
雄
自
身
の
思
考
過
程
が
際

立
っ
て
露
に
な
る
。『
源
氏
物
語
』、「
蛍
の
巻
」
の
物
語
論
の
分
析
に
は
、

宣
長
の
説
く
と
こ
ろ
を
読
み
と
る
思
考
の
回
路
は
ま
さ
に
小
林
自
身
の

思
想
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
真
実
と
物
語
、
歴
史
と
物
語
、

歌
と
物
語
、
言
葉
の
姿
と
意
味
、
こ
れ
ら
が
相
関
し
対
立
し
な
が
ら
深
ま

る
物
語
構
造
の
読
み
解
き
に
重
な
る
。
こ
の
物
語
構
造
は
、
宣
長
の
根
本

思
想
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
を
支
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
認

識
論
で
あ
る
と
し
た
小
林
秀
雄
の
批
評
の
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
物
語
の
中
の
存
在
を
「
実
」と
し
、
表
現
と
批
判
、創
造
と
享
受
の
相

関
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
に
、
日
本
文
学
に
お
け
る
思
想
を
含
み
こ
む

文
学
の
あ
り
よ
う
、
へ
の
小
林
秀
雄
の
答
え
の
一
端
が
あ
る
と
考
え
る
。

論　

文　

要　

旨
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の
伝
統
に
根
ざ
し
、「
日
本
的
な
も
の
」
を
「
西
欧
の
言
語
哲
学
に
よ
っ
て
溶
解
さ
せ
」、
中
で
も
源
氏
愛
読
者
と
し
て
の
宣
長
が
最
も
描
か
れ
て
い
る
と
も
評

さ
れ
て
い
る
。（
注
②
）
そ
れ
は
、
小
林
秀
雄
が
宣
長
の
『
石
上
私
淑
言
』
や
『
紫
文
要
領
』
に
最
も
共
感
し
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
説
が
分
厚
い
叙
述
に

な
り
、「
古
事
記
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
部
分
よ
り
多
い
こ
と
で
明
ら
か
だ
と
さ
れ
る
。（
注
③
）
ま
た
、『
本
居
宣
長
』
に
「
見
る
事
と
生
き
る
事
と
の
丁
度

中
間
に
、
い
つ
も
精
神
を
保
持
す
る
批
評
」
の
「
流
儀
」
を
み
て
、
小
林
秀
雄
の
引
用
は
一
種
の
対
話
で
あ
っ
て
、
解
説
で
は
な
い
、「
そ
の
対
話
が
思
想
の

劇
と
な
っ
て
い
き
」
小
林
は
「
自
分
と
い
う
本
体
」
に
出
会
っ
た
と
解
く
論
も
あ
る
。（
注
④
）
こ
の
点
、「
小
林
秀
雄
が
問
題
に
し
た
の
は
和
歌
を
詠
む
本
居

宣
長
で
は
な
い
。
小
林
は
「
物
の
あ
は
れ
」
を
知
っ
て
い
た
の
か
？
」
と
指
摘
し
（
注
⑤
）、
小
林
の
「
物
の
あ
は
れ
」
論
に
基
本
的
な
疑
問
を
呈
す
る
批
判

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
お
よ
び
批
判
は
、
小
林
秀
雄
が
繰
り
返
し
述
べ
る
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
は
「
認
識
論
」
で
あ
る
と
の
小
林
の
主
調
の
否
定
に
つ

な
が
る
。

　

と
り
わ
け
、
次
の
発
言
、「
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
の
は
、
宣
長
が
源
氏
物
語
か
ら
古
事
記
に
移
る
と
こ
ろ
の
小
林
の
扱
い
方
で
す
。
宣
長
に
あ
っ
て
は
源

氏
物
語
の
読
み
方
が
そ
の
ま
ま
古
事
記
の
よ
み
か
た
だ
っ
た
、
宣
長
は
古
人
の
心
を
直
視
し
た
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
。」（
注
⑥
）
と
い
う
疑
問
は
、
お

そ
ら
く
、
小
林
の
「
源
氏
」
と
「
古
事
記
」
へ
の
か
か
わ
り
方
に
差
異
を
見
出
し
、『
本
居
宣
長
』
へ
の
評
価
を
停
止
さ
せ
て
い
る
。

　
「
源
氏
」
か
ら
「
古
事
記
」
に
移
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

　
　

 

宣
長
は
、「
源
氏
」
の
本
質
を
、「
源
氏
」
の
原
文
の
う
ち
に
、
直
に
摑
ん
だ
が
、
そ
の
素
早
い
端
的
な
摑
み
方
は
、「
古
事
記
」
の
場
合
で
も
全
く
同
じ

で
あ
っ
た
。
大
事
な
の
は
、
宣
長
に
言
わ
せ
れ
ば
、
原
文
の
「
文カ
キ
ザ
マ体
」
に
あ
る
。（『
本
居
宣
長
』
二
十
八
310
頁
）（
注
⑦
）

と
し
て
、「
古
事
記
」
と
い
う
「
修
史
の
仕
事
」
で
は
、「
そ
の
旨
と
す
る
と
こ
ろ
が
、内
容
よ
り
も
表
現
に
あ
っ
た
」「
語
の
ふ
り
」
に
あ
っ
た
と
宣
長
の
弁
（「
古

事
記
伝
」
三
十
三
之
巻
」）
を
引
き
、『
古
事
記
』
を
読
む
た
め
の
宣
長
の
奮
闘
も
、
そ
の
「
ふ
り
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
す
る
。
が
、
そ
の

口
誦
の
言
葉
の
ふ
り
と
、
物
語
の
カ
キ
ザ
マ
が
ど
の
よ
う
に
一
致
す
る
か
、
直
接
の
説
明
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
疑
問
を
呈
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

し
て
も
、「
源
氏
」
か
ら
、「
古
事
記
」
へ
移
る
と
こ
ろ
に
は
、
批
評
す
る
側
と
し
て
の
小
林
に
踏
み
越
え
が
た
い
心
理
的
な
何
か
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
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の
移
る
と
こ
ろ
の
扱
い
方
は
、
既
に
、
二
つ
な
が
ら
「
古
人
の
心
を
直
視
し
た
」
読
み
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
で
一
応
の
答
え
は
あ
る
。

　

宣
長
は
「
源
氏
」
と
「
古
事
記
」
に
相
関
す
る
「
文カ
キ
ザ
マ体
」
を
感
得
し
、
物
語
の
核
と
な
る
「
物
の
あ
は
れ
」
に
よ
っ
て
、「
古
事
記
」
の
音
と
語
を
読
み
解

い
た
。「
源
氏
」
か
ら
「
古
事
記
」
へ
は
、
宣
長
の
方
法
の
問
題
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
林
の
「
扱
い
方
」
に
飛
躍
が
あ
る
と
す
れ
ば
、　

　
　

 

阿
礼
の
誦
ん
だ
と
こ
ろ
は
、
物
語
で
あ
っ
て
歌
で
は
な
か
っ
た
。
歌
は
、
物
語
に
登
場
す
る
人
物
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
、
物
語
の
文
を
成
し
て
い
る
の
で
、

歌
人
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
、一
人
立
ち
し
て
は
い
な
い
。
宣
長
な
ら
「
源
氏
」
の
よ
う
に
と
言
っ
た
で
あ
ろ
う
。
安
万
侶
の
表
記
法
を
決
定
し
た
も
の
は
、

与
え
ら
れ
た
古
語
の
散
文
性
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。（
二
十
八
321
頁
）

と
い
う
、
歌
と
、
物
語
を
対
立
関
係
で
、
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

歌
は
独
立
し
て
そ
の
世
界
を
形
成
し
、「
一
人
立
ち
」
す
る
。
が
、
口
誦
は
、
歌
で
は
な
く
物
語
で
あ
っ
た
と
は
、
登
場
人
物
を
、
そ
の
発
語
の
情
か
ら
想

像
さ
せ
、
直
接
事
実
を
と
ど
め
置
こ
う
と
す
る
語
り
の
欲
動
で
、
事
実
よ
り
事
実
ら
し
い
「
ま
こ
と
」
を
夢
想
さ
せ
、
語
り
の
反
復
で
時
間
を
と
ど
め
よ
う
と

し
、
哀
惜
の
情
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聞
く
人
と
の
共
同
制
作
で
、
そ
の
構
造
を
読
み
込
む
物
語
散
文
は
、
歌
の
よ
う
に
自
立
せ
ず
、
人
と
人
と
の

情
の
相
関
で
世
界
を
作
る
の
で
あ
る
。
歌
に
至
る
心
理
、〈
情
＝
こ
こ
ろ
〉
を
〈
文=

あ
や
〉
と
し
て
想
像
さ
せ
る
こ
と
が
、
物
語
の
本
質
に
は
あ
る
。

　
　

 「
源
氏
」
に
は
、
歌
学
者
を
、
歌
の
世
界
か
ら
、
歌
が
出
て
来
る
本
の
世
界
に
連
れ
戻
す
、
と
言
っ
て
い
い
抗
し
難
い
力
が
あ
る
。
宣
長
は
、
そ
れ
を
遅

疑
な
く
肯
定
し
た
。「
源
氏
」
の
作
者
は
、
歌
を
詠
む
だ
け
で
は
な
く
、
歌
を
詠
む
人
に
つ
い
て
語
り
も
す
る
の
だ
が
、
こ
の
物
語
の
語
り
手
と
し
て
の

力
量
は
、
歌
の
詠
み
手
と
し
て
の
力
量
を
遥
か
に
凌
ぎ
、
こ
れ
を
包
む
、
と
宣
長
は
見
た
。
こ
の
見
た
と
こ
ろ
が
、
在
来
の
「
歌
の
道
」
の
考
え
で
は
、

う
ま
く
解
け
な
い
と
知
る
や
、
彼
は
、
直
ち
に
、
こ
ち
ら
側
の
考
え
方
を
改
め
る
と
い
う
難
し
い
仕
事
に
か
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
彼
の
「
源
氏
」
論
で
あ
っ

た
。（
二
十
四
274
頁
）
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「
こ
ち
ら
側
の
考
え
方
を
改
め
る
」
と
は
、「
源
氏
」
を
歌
の
技
巧
の
宝
庫
と
し
て
で
は
な
く
、
言
葉
の
発
生
の
本も

と

に
あ
る
情
の
う
ご
き
を
描
い
た
歌
の
本
道

を
示
す
も
の
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
指
す
。「
物
の
あ
は
れ
論
」
の
「
楫
を
取
っ
た
」（
十
二
133
頁
）
宣
長
の
源
氏
論
で
あ
り
、
そ
れ
を
宣
長
の
根
本
思
想
と

し
た
小
林
の
物
語
論
で
も
あ
る
。「
源
氏
」
か
ら
「
古
事
記
」
へ
移
る
と
こ
ろ
が
「
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
疑
問
を
と
く
カ
ギ
は
、
こ
の
物
語
論
に

あ
る
。
問
題
の
焦
点
を
、
小
林
秀
雄
が
『
本
居
宣
長
』
で
示
し
た
独
自
の
物
語
論
の
形
成
と
、
そ
の
物
語
論
が
小
林
の
批
評
の
方
法
と
重
な
り
な
が
ら
言
語
論

を
呼
び
出
し
た
事
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
実
際
を
昭
和
十
年
代
の
小
林
の
源
氏
評
か
ら
『
本
居
宣
長
』
に
お
け
る
源
氏
論
へ
と
追
究
し
て
み
た
い
。

二
、『
本
居
宣
長
』
以
前
の
小
林
の
源
氏
評

　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
、小
林
の
最
初
の
言
及
は
昭
和
11
年
「
文
学
の
伝
統
性
と
近
代
性
」（『
東
朝
』
12
月
25
〜
29
日
）
に
あ
る
。「
も
の
の
あ
は
れ
」

と
い
う
「
伝
統
的
観
念
に
大
き
な
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
」
で
、
日
本
文
学
の
伝
統
性
と
近
代
性
の
合
一
を
見
ら
れ
る
、
と
書
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
昭
和
25
年
「
好
色
文
学
」（『
新
潮
』
7
月
号
）
で
「
物
の
あ
は
れ
」
は
「
生
活
思
想
に
違
い
な
い
」「
好
色
の
思
想
は
、
物
の
あ
は
れ
の
思
想
と
し

て
完
成
し
た
。
そ
の
後
の
好
色
文
学
は
、源
氏
を
逃
れ
る
こ
と
も
、こ
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
」
と
す
る
。
昭
和
25
年
ま
で
の
小
林
に
は
、「
物
の
あ
は
れ
」

は
、
日
本
文
学
の
伝
統
的
観
念
、
生
活
思
想
、
好
色
の
思
想
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
昭
和
25
〜
26
年
ご
ろ
、
折
口
信
夫
氏
の
大
森
の
お
宅
を
訪
問
し
、
別
れ
ぎ
わ
に
、「
本
居
さ
ん
は
ね
、
や
は
り
源
氏
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
、「
源
氏
」

を
強
く
意
識
す
る
、『
本
居
宣
長
』
冒
頭
の
、
あ
の
大
森
の
一
場
面
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
34
年
「
好
き
嫌
い
」（『
文
藝
春
秋
』
5
月
号
）
で
、
伊
藤
仁
斎
を
論
じ
、『
本
居
宣
長
』
の
準
備
が
始
ま
る
。「
彼
（
宣
長
）
は
孔
子
を
、
物

の
あ
は
れ
を
知
っ
た
人
間
と
解
し
て
い
た
。
も
し
孔
子
が
源
氏
を
読
ん
で
い
た
ら
、
詩
三
百
篇
を
差
し
置
い
て
も
、
こ
れ
を
六
経
の
う
ち
に
加
え
た
で
あ
ろ
う
」

と
あ
る
。
こ
の
文
は
、
こ
の
ま
ま
『
本
居
宣
長
』
に
写
さ
れ
て
い
る
。

　

宣
長
を
離
れ
た
小
林
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
読
み
は
、
昭
和
35
年
「
平
家
物
語
」（『
文
芸
春
秋
』
７
月
号
）
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
。

125-伊中悦子氏.indd   128125-伊中悦子氏.indd   128 2018/02/21   10:07:242018/02/21   10:07:24



129

　
　

 
い
ま
で
も
、「
平
家
」
は
折
に
触
れ
て
読
む
が
、「
源
氏
」
と
な
る
と
、
ど
う
も
億
劫
で
あ
る
。
名
作
に
は
違
い
な
い
が
、「
源
氏
」
の
あ
の
綿
密
な
心
理

の
世
界
は
、
何
か
私
を
息
苦
し
く
す
る
も
の
が
あ
る
。
五
十
四
帖
の
う
ち
、
一
巻
挙
げ
る
な
ら
ど
れ
が
好
き
か
と
言
わ
れ
れ
ば
困
る
が
、
た
め
ら
わ
ず
に

言
え
ば
「
野
分
」
と
答
え
る
。
あ
そ
こ
で
「
源
氏
」
と
い
う
書
斎
の
窓
が
開
く
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
明
石
」
の
雷
鳴
が
源
氏
の

読
経
の
中
で
鳴
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
野
分
」
は
夕
霧
の
恋
情
の
う
ち
を
吹
く
。
そ
れ
が
「
平
家
」
に
な
る
と
、「
野
分
」
は
、
は
っ
き
り
と
京
中
を
吹
き

抜
け
る
「
飆

つ
む
じ
か
ぜ」
と
な
る
と
こ
ろ
が
気
持
ち
が
よ
い
。
心
理
の
枠
は
外
さ
れ
て
了
う
。
社
会
の
枠
さ
え
取
れ
て
了
う
。（「
平
家
物
語
」『
全
作
品
23
』、164
頁
）

　

小
林
の
評
論
「
平
家
物
語
」
は
戦
時
中
の
『
無
常
と
い
う
事
』
所
収
の
も
の
と
、
こ
の
戦
後
の
も
の
と
二
作
あ
る
。
小
林
の
「
平
家
」
は
、
政
争
と
合
戦
の

繰
り
返
し
で
あ
り
、
戦
の
雄
た
け
び
と
、
汗
と
筋
肉
の
動
き
と
、
あ
の
時
代
に
死
ん
で
い
っ
た
お
び
た
だ
し
い
人
々
へ
の
鎮
魂
の
書
で
あ
っ
た
、
と
読
め
る
。

そ
し
て
、
そ
の
評
に
は
反
戦
の
無
常
観
が
残
響
と
な
っ
て
鳴
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
源
氏
は
宣
長
の
愛
読
書
で
あ
っ
た
が
、
小
林
は
愛
読
者
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
野
分
」
の
中
心
場
面
は
、
私
見
で
は
垣
間
見
に
あ
る
。
台
風
の
翌
日
、
前
栽
へ
の
影
響
が
心
配
で
姿
を
見
せ
た
紫
の
上
を
、
通
り
か
か
っ
た
夕
霧
が
見
る
。

夕
霧
は
真
面
目
人
間
で
、
源
氏
君
は
勉
強
さ
せ
苦
労
さ
せ
て
、
理
想
の
貴
公
子
に
育
て
よ
う
と
し
た
、
葵
上
の
息
子
で
、
女
性
の
眼
か
ら
見
て
、
堅
実
な
理
想

の
男
性
像
を
託
さ
れ
て
い
る
。
紫
の
上
を
垣
間
見
て
、
春
爛
漫
に
咲
き
誇
る
満
開
の
桜
の
よ
う
な
ひ
と
、
と
思
う
。
紫
の
上
の
美
し
さ
は
、
垣
間
見
て
呆
然
と

す
る
ほ
ど
、
心
を
奪
わ
れ
る
夕
霧
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
美
し
さ
は
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
確
実
な
魅
力
と
な
る
。
ま
た
、
夕

霧
は
、
源
氏
君
が
養
女
に
し
た
玉
鬘
に
せ
ま
る
の
も
、
見
る
。
ま
る
で
、
源
氏
君
は
、
夕
霧
に
見
せ
つ
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
は
、
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
。

　

巧
み
な
心
理
描
写
の
あ
る
「
野
分
」
を
好
き
と
小
林
は
取
り
上
げ
な
が
ら
、「
平
家
」
の
「
飆
」
の
よ
う
な
魅
力
に
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
、
が
、
ま
さ
に

こ
の
「
好
き
」
に
理
由
あ
り
と
思
わ
れ
る
。「
源
氏
」
作
者
は
六
条
院
で
理
想
の
場
を
完
成
さ
せ
、
計
算
し
て
仕
込
ん
だ
物
語
の
伏
線
を
回
収
し
た
そ
の
時
に
、

源
氏
君
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
、
女
性
た
ち
の
感
情
が
解
き
放
た
れ
て
い
く
、
き
わ
だ
っ
た
物
語
性
が
現
れ
る
の
が
「
野
分
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　

小
林
は
「
源
氏
」
と
「
平
家
」
と
を
並
べ
て
批
評
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
で
、「
野
分
」「
飆
」
吹
く
そ
の
自
然
が
相
関
し
な
が
ら
、
心
理
と
情
景
が
対
立
す

る
時
代
と
社
会
の
背
景
ま
で
含
め
て
、
極
め
て
特
徴
的
に
「
物
語
」
構
造
を
捉
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
が
宣
長
の
眼
を
通
す
と
、
小
林
の
「
源
氏
」
世
界
へ
の
打
ち
込
み
度
合
い
が
違
っ
て
く
る
。『
本
居
宣
長―

「
物
の
あ
は
れ
」
の
説
に
つ
い
て
』
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（『
日
本
文
化
研
究
』
第
八
輯
所
収
岩
波
書
店
昭
和
35
年
9
月
）
で
は
、「
文
学
の
本
来
の
面
目
を
見
極
め
た
」
宣
長
の
根
本
思
想
、
思
想
の
原
動
力
は
「
物
の

あ
は
れ
」
の
説
で
あ
っ
た
と　

力
説
す
る
に
至
る
。

　
　

 

宣
長
は
、「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
極
め
て
微
妙
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
。（
略
）
彼
は
「
あ
ゝ
は
れ
」
と
い
う
感
動
と
「
あ
は
れ
」
の
認
識
と
は
別
事
で
あ

る
と
し
て
い
る
。（
略
）
彼
の
考
え
の
重
点
は
、
あ
ゝ
は
れ
と
い
う
生
活
感
情
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
は
れ
の
感
情
の
直
観
に
よ
る
意
識
化
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。（
略
）「
あ
は
れ
」
は
情
で
あ
っ
て
、
理
で
は
な
い
が
、「
あ
は
れ
を
し
る
」
に
は
、
情
理
と
も
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
あ
は
れ
」
と
「
あ
は
れ
を
知
る
」
は
、
感
動
と
そ
の
意
識
化
で
あ
り
、
対
立
す
る
も
の
が
、
情
理
と
も
に
働
く
相
関
に
よ
っ
て
「
人
間
心
理
の
実
相
」
を

描
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
昭
和
11
年
か
ら
35
年
ま
で
、
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
、
ゴ
ッ
ホ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
、
近
代
絵
画
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
、
西
欧
近
代
の
芸
術

と
人
と
思
想
に
材
を
と
り
、
代
表
的
な
作
品
を
発
表
す
る
な
か
で
、
日
本
文
学
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
、「
物
の
あ
は
れ
」
が
、
無
視
で
き
ぬ
も
の
と
し
て
、

そ
の
思
考
の
底
流
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
小
林
秀
雄
が
自
身
の
生
活
感
情
の
意
識
化
を
は
か
る
と
き
、
こ
の
意
識
を
支
え
る
言
葉
は
、
日
本
語
で
あ
る

ほ
か
な
く
、
日
本
語
の
源
流
は
、
歌
で
あ
り
物
語
で
あ
る
こ
と
を
突
き
詰
め
て
い
き
、『
本
居
宣
長
』
に
行
き
つ
い
た
よ
う
に
、
で
あ
る
。

三
、『
本
居
宣
長
』
の
中
心
は
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
物
語
論

　

小
林
秀
雄
の
『
本
居
宣
長
』
は
、
先
述
の
通
り
「
古
事
記
」
よ
り
も
「
源
氏
」、
と
り
わ
け
「
物
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
論
じ
る
分
量
が
格
段
に
多
い
。
そ

れ
は
、「
物
の
あ
は
れ
の
論
」
に
向
き
合
う
に
あ
た
っ
て
、「
文
学
の
本
質
に
つ
き
、
で
き
る
限
り
明
瞭
な
観
念
を
規
定
し
て
み
る
事
」（
十
二
133
頁
）
を
目
的

と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
小
林
は
「
物
の
あ
は
れ
」
の
源
泉
た
る
「
源
氏
」
の
「
物
語
の
ま
こ
と
」
を
、論
の
中
心
に
置
い
た
。
本
居
宣
長
が
『
紫
文
要
領
』

で
評
釈
の
中
心
に
置
い
た
の
が
「
蛍
の
巻
」
の
物
語
論
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
小
林
も
こ
こ
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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会
話
は
、
夢
中
に
な
っ
た
玉
鬘
を
か
ら
か
う
源
氏
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
。「
あ
な
む
つ
か
し
、
女
こ
そ
、
物
う
る
さ
が
り
せ
ず
、
人
に
欺
か
れ
ん
と
、
生

ま
れ
た
る
も
の
な
れ
」―

そ
う
言
っ
て
了
っ
て
は
、
身
も
蓋
も
な
い
が
、
物
語
に
は
、「
ま
こ
と
」
少
な
く
、「
空
ご
と
」
が
多
い
と
は
知
り
な
が
ら
読
む

読
者
に
、「
げ
に
、
さ
も
あ
ら
ん
と
、
哀
を
み
せ
」
る
物
語
作
者
の
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
、
よ
ほ
ど
口
の
上
手
な
、「
空
言
を
し
な
れ
た
る
」
人
で
あ

ろ
う
、い
か
が
な
も
の
か
、と
い
う
源
氏
の
言
葉
に
、玉
鬘
は
機
嫌
を
損
じ
、「
げ
に
、い
つ
わ
り
な
れ
た
る
人
や
、さ
ま
〴
〵
に
さ
も
く
み
侍
ら
ん
、た
ゞ
、

い
と
ま
こ
と
の
こ
と
と
こ
そ
、
思
ひ
給
へ
ら
れ
け
れ
」
と
や
り
返
す
（
十
三
142
頁
）

　
『
紫
文
要
領
』（
上
巻
）
に
は
、「「
げ
に
、
さ
も
あ
ら
ん
と
、
哀
を
み
せ
」
と
い
ふ
所
が
、
源
氏
物
語
の
緊
要
也
。
物
の
あ
は
れ
を
知
る
と
い
ふ
は
、
こ
ゝ
の

事
也
。
そ
の
哀
れ
を
し
ら
さ
む
た
め
の
源
氏
物
語
也
」
と
あ
る
。
宣
長
が
源
氏
君
の
言
葉
に
「
式
部
の
下
心
」
を
読
む
の
に
応
じ
て
、
小
林
も
作
者
の
創
作
意

図
を
読
み
、「
作
者
式
部
は
、
源
氏
と
玉
鬘
を
通
じ
て
、
己
を
語
っ
て
い
る
、
と
宣
長
は
解
し
て
い
る
」
と
小
林
は
解
く
。
そ
し
て
、

　
　

 

玉
鬘
の
源
氏
に
対
す
る
抗
議
だ
が
、
当
然
、
玉
鬘
の
物
語
へ
の
無
邪
気
な
信
頼
を
、
式
部
は
容
認
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
認
め
な
け
れ
ば
、
物
語
へ
の
入

り
口
が
無
く
な
る
だ
ろ
う
。「
ま
こ
と
」
か
「
そ
ら
ご
と
」
か
と
問
う
分
別
か
ら
物
語
に
近
付
く
道
は
あ
る
ま
い
。
ま
ず
必
要
な
も
の
は
、
分
別
あ
る
心

で
は
な
く
、
素
直
な
心
で
あ
る
。
宣
長
は
、
玉
鬘
の
返
答
を
評
釈
し
、
こ
こ
に
は
、
特
に
、
式
部
の
「
下
心
」
は
見
え
な
い
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
、「
君

子
は
あ
ざ
む
く
べ
し
」
と
い
う
言
葉
を
思
え
と
い
う
心
は
あ
る
、
と
書
い
て
い
る
。（
十
三
142
頁
）

　
「
ま
こ
と
の
こ
と
と
こ
そ
」
が
、
物
語
の
入
り
口
で
あ
り
、
こ
の
つ
ぶ
や
き
は
『
古
事
記
』
と
お
な
じ
く
「
語
の
ふ
り
」
を
写
す
「
カ
キ
ザ
マ
」
で
も
あ
る
。

玉
鬘
は
、
物
語
を
事
実
と
し
て
「
素
直
」
に
受
容
す
る
こ
と
で
、
数
奇
な
自
分
の
運
命
を
自
分
の
物
語
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
語
に
よ
る
自
己
認
識

と
、
他
と
共
有
で
き
る
感
情
と
を
、
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
物
語
世
界
の
登
場
人
物
に
、「
古
人
の
心
を
直
視
」
す
る
よ
う
に
、
小
林
は
眼
を
向
け
る
。

　

玉
鬘
の
素
直
な
心
、
君
子
の
よ
う
な
素
直
な
心
に
こ
そ
「
信
」
が
あ
り
、
こ
れ
を
入
り
口
に
物
語
の
成
立
を
見
る
。
こ
こ
が
、
宣
長
か
ら
受
け
留
め
た
小
林

の
物
語
論
１
、
物
語
享
受
者
の
論
で
あ
り
、
素
直
な
心
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
で
、
物
語
世
界
が
成
立
す
る
と
い
う
基
本
構
造
の
指
摘
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
玉
鬘
の
反
論
で
、
源
氏
君
は
「
げ
に
〜
」
と
一
歩
引
き
、
物
語
を
擁
護
し
、
全
体
は
偽
り
だ
が
、
そ
の
中
に
、
ま
こ
と
は
隠
さ
れ
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
ま
す
ね
と
応
じ
る
。
こ
こ
が
物
語
論
２
、
物
語
は
ま
こ
と
の
事
の
暗
示
で
あ
る
、
そ
の
う
え
、
次
に
、「
日
本
紀
」
ま
で
持
ち
出
し
て
、
物
語
を
持
ち

上
げ
る
源
氏
君
。

　
　

 

物
語
こ
そ
「
神
代
よ
り
、
よ
に
あ
る
事
を
、
し
る
し
お
き
け
る
な
な
り
、
日
本
紀
な
ど
は
、
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
、
こ
れ
ら
に
こ
そ
、
み
ち
〳
〵
し
く
、
く

は
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
、
と
て
わ
ら
ひ
給
」―

作
者
は
、
そ
の
自
信
を
秘
め
て
現
さ
な
か
っ
た
。
源
氏
君
を
笑
わ
せ
な
け
れ
ば
、
読
者
の
笑
い
を
買
っ
た

で
あ
ろ
う
。「
人
の
き
ゝ
て
、
さ
て
は
、
神
世
よ
り
の
事
を
記
し
て
、
道
〳
〵
し
く
、
く
は
し
く
、
日
本
紀
に
も
ま
さ
れ
る
物
の
や
う
に
思
ひ
て
、
作
れ

る
か
と
、
あ
ざ
け
ら
れ
ん
事
を
く
み
は
か
り
て
、
そ
の
難
を
、
の
が
れ
ん
為
に
、
か
く
い
へ
る
也
」
と
宣
長
は
言
う
。（
十
三
144
頁
）

　

宣
長
は
「
日
本
紀
」
を
持
ち
出
す
の
は
、
あ
ざ
け
ら
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
と
、
作
者
式
部
の
下
心
を
読
む
。
物
語
と
歴
史
書
と
の
力
関
係
を
か
ん
が
え
れ

ば
、
国
政
に
関
わ
る
「
日
本
紀
」
を
例
に
し
て
、
笑
い
な
が
ら
「
物
語
」
に
は
人
を
動
か
す
力
が
あ
る
と
持
ち
上
げ
る
源
氏
君
を
描
く
作
者
は
、
享
受
者
の
側

に
齎
さ
れ
る
影
響
を
読
み
込
ん
で
い
た
と
い
う
の
が
、
宣
長
の
評
釈
で
あ
る
。
こ
こ
が
物
語
論
３
、
源
氏
君
の
物
語
擁
護
の
二
回
目
、
冗
談
め
か
し
て
、「
日

本
紀
な
ど
は
、
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
」
と
、
物
語
に
は
歴
史
に
ま
さ
る
真
実
が
あ
る
と
い
う
。

　

小
林
は
、
宣
長
の
源
氏
評
釈
が
物
語
に
固
有
な
「
ま
こ
と
」
の
説
を
形
成
し
た
も
の
と
し
て
、
式
部
と
い
う
作
者
は
、
ま
さ
に
宣
長
で
あ
る
と
見
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
源
氏
君
を
笑
わ
せ
な
け
れ
ば
、
読
者
の
笑
い
を
買
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
、
こ
の
部
分
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
宣
長
で
は
な

く
小
林
だ
。
小
林
は
、
源
氏
の
君
を
笑
わ
せ
る
こ
と
で
、
事
実
の
枠
組
み
を
破
壊
し
、
再
構
築
す
る
力
を
「
物
語
」
に
持
た
せ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
。
そ
し

て
、
源
氏
君
の
言
葉
を
受
け
止
め
た
読
者
、
物
語
享
受
者
、
そ
の
代
表
た
る
玉
鬘
の
心
情
の
ほ
う
に
焦
点
を
持
っ
て
い
く
。

　
　

 

騙
さ
れ
て
、
玉
鬘
が
、
物
語
を
「
ま
こ
と
」
と
信
ず
る
、
そ
の
「
ま
こ
と
」
は
、
道
学
者
や
生
活
人
の
「
ま
こ
と
」「
そ
ら
ご
と
」
と
の
区
別
を
超
え
た

も
の
だ
。（
略
）「
物
語
」
に
固
有
な
「
ま
こ
と
」
で
あ
る
。（
略
）
宣
長
の
解
に
よ
れ
ば
、
作
者
が
実
際
に
見
聞
し
た
こ
と
か
、
見
聞
し
た
と
想
像
し
た
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事
か
は
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
源
氏
君
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
み
る
に
も
あ
か
ず
、
聞
に
も
あ
ま
る
こ
と
」
と
思
っ
た
、
作
者
の
心
の
動
き
を
現
す
。（
略
）

宣
長
の
註
に
よ
れ
ば
、「
人
に
か
た
り
た
り
と
て
、
我
に
も
人
に
も
、
何
の
益
も
な
く
、
心
の
う
ち
に
、
こ
め
た
り
と
て
、
何
の
あ
し
き
事
も
あ
る
ま
じ

け
れ
共
、
こ
れ
は
め
ず
ら
し
と
思
ひ
、
是
は
お
そ
ろ
し
と
思
ひ
、
か
な
し
と
思
ひ
、
お
か
し
と
思
ひ
、
う
れ
し
と
思
ふ
事
は
、
心
に
計
り
思
ふ
て
は
、
や

み
が
た
き
物
に
て
、
必
ず
人
々
に
か
た
り
、
き
か
せ
ま
ほ
し
き
物
也
」、「
そ
の
心
の
う
ご
く
が
、
す
な
は
ち
、
物
の
哀
を
し
る
と
い
ふ
物
な
り
、
さ
れ
ば

此
物
語
、
物
の
哀
を
し
る
よ
り
外
な
し
」。（
十
三
144
〜
145
頁
）

　

物
語
を
歴
史
に
勝
る
真
実
と
す
る
だ
け
で
は
、
宣
長
か
ら
受
け
留
め
た
小
林
の
物
語
論
は
終
わ
ら
な
い
。
物
語
論
４
は
、
作
者
の
創
作
意
識
で
あ
る
。
宣
長

は
、
作
者
の
心
の
う
ご
き
を
読
み
、
そ
の
心
の
動
き
が
「
物
の
哀
を
し
る
」
事
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
物
語
創
作
の
動
機
は
、
自
分
の
心
中
に
包
ん
で
お

け
な
い
、
現
実
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
、
そ
の
心
の
う
ご
き
、
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
宣
長
の
「
式
部
に
乗
り
移
っ
た
」
物
語
論
の
真
骨
頂
で
も
あ
る
と
い
う
。

　
　

 「
源
氏
物
語
」
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
は
、
大
作
家
の
創
作
意
識
で
あ
っ
て
、
単
な
る
一
才
女
の
成
功
で
は
な
い
。
こ
れ
が
宣
長
の
考
え
だ
。
自
分

の
書
く
こ
の
物
語
こ
そ
「
わ
ざ
と
の
事
」、
と
本
当
に
考
え
て
い
た
の
は
式
部
で
あ
っ
て
、
源
氏
君
で
は
な
い
。（
略
）
こ
の
大
批
評
家
は
、
式
部
と
い
う

大
批
評
家
を
発
明
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
「
源
氏
」
味
読
の
経
験
が
、
彼
の
「
源
氏
」
論
の
中
核
に
存
し
、
そ
こ
か
ら
本
文
評
釈
の
分
析
的
深
読
み

が
発
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（
同
前
）

　

宣
長
は
、「
わ
ざ
と
の
事
」
を
源
氏
君
の
言
葉
と
せ
ず
式
部
の
言
葉
と
す
る
。
実
は
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
は
小
林
で
も
あ
り
、
時
代
と
社
会
を

貫
く
人
間
真
実
と
し
て
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
こ
と
」
が
「
物
語
」
で
あ
る
と
し
て
、
文
学
の
本
質
を
作
者
の
側
か
ら
迫
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

際
立
つ
の
は
「
式
部
の
下
心
」
と
宣
長
の
言
う
作
者
論
、
創
作
論
に
た
い
し
て
、
納
得
し
よ
う
と
し
て
、
繰
り
返
し
、
そ
れ
で
よ
い
か
と
自
問
自
答
し
て
い

る
小
林
秀
雄
の
す
が
た
で
あ
る
。
さ
す
が
に
源
氏
君
の
言
葉
に
す
べ
て
を
代
弁
さ
せ
て
、式
部
の
創
作
意
識
を
取
り
出
す
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
、「
式
部
の
下
心
」

を
読
む
宣
長
を
「
式
部
と
い
う
大
批
評
家
を
発
明
し
」「
そ
こ
か
ら
本
文
評
釈
の
分
析
的
深
読
み
が
発
し
て
い
る
」
と
、
小
林
は
評
す
る
。
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以
上
の
、
物
語
論
、
1
物
語
は
ま
こ
と
の
事
と
信
じ
る
、
2
物
語
は
ま
こ
と
の
暗
示
で
あ
る
、
3
物
語
は
歴
史
に
ま
さ
る
ま
こ
と
が
あ
る
、
4
物
語
は
物
語

制
作
の
心
の
う
ご
き
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
流
れ
は
、
1
経
験
↓
2
事
↓
3
共
有
↓
4
物
語
成
立
、
の
４
段
階
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
林

秀
雄
は
、
物
語
理
論
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
物
語
構
造
へ
の
関
心
を
宣
長
に
見
た
。
語
り
手
の
位
置
を
源
氏
君
と
玉
鬘
に
、
語
り
手
が
生
み
出
す
時
間
な
ど
へ

の
こ
だ
わ
り
を
作
者
紫
式
部
に
見
て
、
宣
長
が
式
部
と
交
感
す
る
様
子
を
捉
え
、
批
評
を
加
え
て
い
く
。
そ
れ
が
、
直
接
的
事
実
の
経
験
は
、
歴
史
に
ま
さ
る

ま
こ
と
を
描
き
出
し
、
物
語
る
こ
と
で
聞
き
手
と
共
有
す
る
、
こ
の
制
作
意
識
こ
そ
が
物
語
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
、
４
段
階
を
踏
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
重
層
的
に
思
考
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
相
関
す
る
内
容
が
そ
の
ま
ま
作
者
と
作
品
の
内
的
対
立
を
生
み
、
対
立
が
相
関
を
深
め
る
と
い
う
、
物
語
構

造
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
造
は
、「
源
氏
」
を
読
む
本
居
宣
長
を
読
む
小
林
秀
雄
批
評
の
方
法
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

続
く
部
分
で
、
物
語
と
歴
史
の
問
題
が
現
れ
る
。

　
　

 

宣
長
の
評
釈
は
、
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
、
は
っ
き
り
し
た
文
学
様
式
論
に
よ
る
物
語
弁
護
な
の
で
あ
る
。
先
に
書
い
た
が
、
物
語
を
知
る
に
は
「
其
時

の
な
ら
ひ
」
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
ず
、「
其
時
の
な
ら
ひ
」
を
知
る
に
は
「
源
氏
」
は
最
上
の
物
語
だ
と
彼
は
考
え
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
彼
が
「
時

の
な
ら
ひ
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
時
、
今
日
流
行
の
歴
史
の
制
約
と
か
歴
史
の
限
界
と
か
い
う
考
え
は
、
勿
論
、
彼
の
念
頭
に
は
全
く
な
か
っ
た
事
を
わ

す
れ
ま
い
。（
略
）「
源
氏
」
に
つ
い
て
、
何
を
置
い
て
も
語
り
た
か
っ
た
の
は
、
こ
の
「
め
で
た
き
器
物
」
の
「
め
で
た
さ
」
の
秘
密
で
あ
る
。
そ
の
表

現
の
充
実
と
完
璧
と
の
力
で
あ
り
、「
其
時
の
な
ら
ひ
」
を
吾
が
物
と
し
た
作
家
の
制
作
の
自
由
で
あ
る
。（
十
四
147
頁
）　

　

お
そ
ら
く
小
林
秀
雄
は
、
こ
の
物
語
の
物
語
性
が
歴
史
性
と
と
も
に
あ
る
事
を
熟
知
し
（
注
⑧
）『
源
氏
物
語
』
に
、
歴
史
叙
述
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
ど

こ
が
違
う
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
を
問
う
た
。
源
氏
君
は
、
正
史
よ
り
物
語
の
ほ
う
が
「
み
ち
み
ち
し
」
と
言
い
、
宣
長
は
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
し
め
た
作

者
式
部
を
想
定
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
「
め
で
た
き
器う
つ
わ
も
の物」
に
た
と
え
た
。
つ
ま
り
、
玉
鬘
が
い
て
、
源
氏
君
に
語
ら
せ
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
制
作
し
た
作
者

が
い
る
、
物
語
と
し
て
完
全
な
構
造
が
あ
り
、
多
様
な
主
体
の
語
り
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。（
注
⑨
）

　

源
氏
物
語
は
歴
史
だ
、
と
い
う
と
き
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
は
事
実
を
記
述
し
た
物
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
歴
史
と
の
相
関
を
意
味
す
る
。
と
同
時
に
、
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歴
史
そ
の
も
の
で
は
な
い
物
語
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
歴
史
的
事
実
と
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
物
語
」
の
空
想
と
事
実
、
象
徴
と
現
実
と

の
両
世
界
に
通
じ
る
、
相
関
・
対
立
の
構
造
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
建
築
の
よ
う
な
剛
構
造
で
は
な
い
、
物
語
は
柔
構
造
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
4
段

階
を
踏
ん
で
物
語
論
に
迫
っ
た
。

　
「
式
部
は
、
わ
れ
知
ら
ず
、
国
ぶ
り
の
物
語
の
伝
統
を
遡
り
、
物
語
の
生
命
を
、
そ
の
源
泉
で
飲
ん
で
い
る
。」（
二
十
五
180
頁
）
と
小
林
は
評
し
た
。「
源
氏

物
語
」
は
物
語
の
原
型
、
神
話
の
い
の
ち
と
同
じ
物
語
創
造
を
目
指
し
た
と
説
く
。
小
林
の
批
評
は
、
宣
長
を
通
し
て
こ
の
神
話
的
世
界
観
創
造
に
も
似
た
創

作
動
機
に
、
物
語
世
界
の
成
立
を
見
た
。
千
年
を
隔
て
て
私
達
も
、
光
源
氏
伝
説
に
、
平
安
時
代
の
出
来
事
を
ま
こ
と
の
よ
う
に
想
う
で
は
な
い
か
、
と
。

　
　

 

物
語
が
、語
る
人
と
聞
く
人
と
の
間
の
真
面
目
な
信
頼
の
情
の
上
に
成
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
、物
語
は
生
ま
れ
も
し
な
か
っ
た
し
、伝
承
も
さ
れ
な
か
っ

た
ろ
う
。
語
る
人
と
聞
く
人
と
が
、
互
い
に
想
像
力
を
傾
け
合
い
、
世
に
あ
る
事
柄
の
意
味
合
や
価
値
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
協
力
し
創
作
す
る
、
こ
れ
が

神
々
の
物
語
以
来
変
ら
ぬ
、
言
わ
ば
物
語
の
魂
で
あ
り
、
式
部
は
新
し
い
物
語
を
作
ろ
う
と
し
て
こ
の
中
に
立
っ
た
。（
二
十
六
181
頁
）

　

式
部
と
い
う
作
者
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
作
る
、
語
る
、
そ
し
て
語
る
人
と
聞
く
人
と
の
協
力
な
し
に
物
語
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
分
析
が
極
め
て
自

然
に
流
れ
出
す
。「
言
葉
に
よ
っ
て
協
力
し
創
造
す
る
」
こ
こ
に
、「
神
々
の
物
語
」、
つ
ま
り
、「
言
霊
」
に
よ
る
言
語
共
同
体
、
そ
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
誇

れ
る
文
化
、
そ
れ
を
信
じ
る
力
に
つ
な
が
る
『
源
氏
物
語
』
を
、
小
林
は
、
批
評
の
核
心
と
し
て
摑
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
、
宣
長
は
式
部
と
い
う
「
作
者
」
を

「
発
明
」
し
た
と
は
、
宣
長
を
借
り
て
、
小
林
が
、
作
者
を
発
明
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

伝
統
的
に
は
、『
源
氏
物
語
』「
蛍
の
巻
」
の
物
語
論
は
物
語
享
受
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
宣
長
が
目
指
し
た
の
は
物
語
制
作
理
論
の
解
明
だ
っ
た
。

そ
れ
を
〈
読
む
〉
小
林
は
、
物
語
批
評
論
と
し
て
、
制
作
意
識
に
焦
点
を
当
て
た
。
そ
の
部
分
が
小
林
の
「
源
氏
」
論
の
一
歩
進
ん
だ
領
域
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
う
え
で
、
小
林
は
宣
長
が
「
手
枕
」
を
書
い
た
と
い
う
事
実
を
、「
看
過
す
る
事
が
出
来
な
い
」（
二
十
八
198
頁
〜
199
頁
）
と
し
、
自
ら
が
書
き
手
と
な

る
ほ
ど
に
制
作
方
法
を
自
分
の
物
に
し
た
こ
と
に
、
眼
を
向
け
る
。
表
現
を
体
現
で
き
る
ほ
ど
に
習
熟
す
る
こ
と
が
な
く
て
、
外
側
か
ら
何
が
理
解
で
き
る
か

と
い
う
、
小
林
自
身
の
批
評
方
法
の
確
認
宣
言
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
、
小
林
自
身
が
実
践
的
に
経
験
し
た
よ
う
に
、
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読
み
、
解
き
、
乗
り
移
り
、
越
え
て
行
か
ん
と
す
る
よ
う
に
、
批
評
を
創
造
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
の
、
批
評
と
し
て
の
伝
え
難
さ
の
告
白
に
近
い
。「
め

で
た
き
器
物
」
に
そ
っ
く
り
ま
ね
て
、
偽
物
と
承
知
で
も
作
り
た
い
欲
求
を
も
つ
宣
長
の
源
氏
愛
は
、「
手
枕
」
創
作
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
自
分
と
同
じ
面
を

見
た
小
林
は
、
宣
長
に
乗
り
移
っ
て
論
じ
、
誤
解
さ
れ
て
も
「
解
釈
を
拒
絶
し
て
動
じ
な
い
」
批
評
の
制
作
を
め
ざ
し
た
。

　

そ
の
伝
え
難
い
批
評
制
作
の
告
白
は
昭
和
十
年
代
か
ら
小
林
秀
雄
批
評
に
胚
胎
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、『
無
常
と
い
ふ
事
』
で
『
一
言
芳
談
抄
』
の
「
短
文
」

を
思
い
出
す
「
経
験
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。（
注
⑩
）
古
典
の
持
つ
文
体
と
言
語
へ
の
体
験
的
信
頼
が
基
礎
に
な
っ
て
、本
居
宣
長
の
言
語
観
に
入
っ
て
い
く
。

四
、
言
葉
、
歌
の
発
生
と
物
語

　

小
林
が
言
う
「
宣
長
の
言
語
観
の
基
礎
」
は
身
体
か
ら
発
す
る
音
、
長
い
息
、「
な
ふ
〳
〵
と
、
長
く
よ
ば
ゝ
る
」
感
動
の
声
に
ハ
ッ
と
し
た
わ
れ
が
、
そ

の
意
識
を
表
せ
る
言
葉
＝
詞
を
選
び
、
そ
の
詞
を
整
え
て
文
（
あ
や
）
を
作
り
、
辞
と
つ
な
げ
て
、
歌
と
な
る
。「
歌
の
道
」
は
感
情
を
整
え
て
、
わ
れ
を
対

象
化
し
、
人
と
人
が
暮
ら
す
社
会
に
、
生
を
全
う
す
る
道
を
教
え
る
。
単
な
る
嘆
き
の
声
が
言
葉
に
な
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
宣
長
の
言
語
観

を
追
っ
て
、
小
林
は
「
意
識
が
最
初
に
出
会
う
の
が
言
葉
と
い
う
も
の
」
と
し
、
言
葉
が
物
で
あ
り
、
物
が
言
葉
で
あ
る
よ
う
な
原
初
状
態
へ
と
遡
ろ
う
と
す

る
。
人
の
耳
は
、
育
っ
て
き
た
母
語
の
音
は
騒
音
の
中
で
も
聞
き
分
け
る
。
こ
の
可
聴
音
が
、
語
、
言
葉
を
紡
ぎ
出
す
。
祈
り
、
嘆
き
の
声
、
を
聞
き
分
け
て

言
葉
に
す
る
こ
と
が
、
言
葉
の
発
生
に
つ
い
て
の
直
観
的
体
験
と
し
て
「
文
字
」
を
思
い
出
す
経
験
を
『
無
常
と
い
ふ
事
』
で
描
い
た
面
も
見
逃
せ
な
い
。

　

こ
の
経
験
と
、「
声
の
調
子
や
抑
揚
が
整
う
こ
と
が
先
」
で
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
「
歌
」、
を
入
り
口
に
、
小
林
秀
雄
は
「
物
語
」
と
「
歴
史
」
の
構
造
を

文
学
言
語
の
構
造
と
し
て
彫
り
だ
し
、
人
間
の
精
神
の
根
源
に
あ
る
表
現
欲
求
や
文
学
の
永
遠
性
に
迫
っ
た
も
の
と
考
え
る
。（
注
⑪
）　

　

そ
し
て
、
言
葉
と
い
う
「
手
が
か
り
」
が
な
け
れ
ば
、
心
は
心
で
ど
う
に
も
始
末
の
つ
け
よ
う
が
な
い
、
そ
こ
に
、
歌
の
功
徳
が
あ
る
、「
詠
歌
ノ
第
一
義
ハ
、

心
ヲ
シ
ヅ
メ
テ
、
妄
念
ヲ
ヤ
ム
ル
ニ
ア
リ
」
と
い
う
宣
長
の
言
葉
（「
石
上
私
淑
言
」）
に
出
会
い
、（
二
十
二
250
頁
）「
歌
の
道
」
の
解
釈
に
、
説
明
の
困
難
さ

を
指
摘
し
な
が
ら
、
詠
歌
の
「
実
情
」
に
つ
い
て
、
言
葉
の
文
＝
あ
や
を
作
る
と
い
う
「
難
問
」
に
関
し
、
小
林
は
徹
底
し
て
語
り
つ
く
そ
う
と
す
る
。

　
「
よ
く
詠
も
う
」
と
す
る
「
実
情
」
と
、「
あ
り
の
ま
ま
に
詠
む
」
と
す
る
「
実
情
」
と
、
ど
ち
ら
も
歌
に
お
い
て
は
「
実
情
」
で
あ
る
。
実
情
が
実
情
と
し
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て
歌
に
な
る
。
宣
長
の
考
え
は
、「
実
の
心
と
歌
の
実
と
は
、
質
の
異
な
る
秩
序
に
属
し
、
両
者
は
直
に
連
続
し
て
は
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。」
歌
の

実
と
は
、
飽
く
ま
で
も
、「
歌
の
ヨ
シ
ア
シ
」
に
関
す
る
実
で
あ
っ
て
、
日
常
的
現
実
の
側
か
ら
は
、
偽
り
と
な
る
と
い
う
、「
既
知
の
実
の
心
の
側
か
ら
は
説

明
の
つ
か
ぬ
新
し
い
実
で
あ
る
」（
二
十
二
254
頁
）、「
歌
の
実
」
と
い
う
表
現
性
を
得
な
い
「
実
の
心
の
単
な
る
事
実
性
」
な
ど
は
、「
妄
念
」
と
か
「
散
乱
し

た
る
心
」
だ
と
、
宣
長
と
と
も
に
、
小
林
は
い
う
。（
二
十
二
257
頁
）「
歌
と
い
う
『
言
辞
の
道
』
が
孕
ん
で
い
る
謎
め
い
た
性
質
」
に
宣
長
が
直
面
し
「
タ
ダ

歌
ハ
、一
偏
ニ
カ
タ
ヨ
レ
ル
モ
ノ
ニ
テ
ハ
ナ
キ
ナ
リ
。
実
情
ヲ
ア
ラ
ハ
サ
ン
ト
オ
モ
ハ
バ
実
情
ヲ
ヨ
ム
ベ
シ
。
只
意
ニ
マ
カ
ス
ベ
シ
。
コ
レ
ス
ナ
ハ
チ
実
情
也
。

秘
ス
ベ
シ
〳
〵
」「
彼
に
は
難
問
が
露
な
形
で
見
え
て
い
た
」（
二
十
二
253
頁
）
と
。
言
辞
の
道
の
実
情
は
秘
し
た
ま
ま
、
理
解
を
超
え
た
も
の
と
し
て
お
く
の

が
よ
い
と
い
う
。

　

暮
ら
し
の
中
で
言
葉
を
使
用
す
る
に
し
て
も
、
日
常
的
に
意
を
よ
く
通
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
思
え
ば
文
飾
は
、
日
常
の
社
会
的
言
語
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
写
生
か
写
実
か
の
論
議
、
或
い
は
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
散
文
創
作
上
の
難
問
は
、
す
べ
て
こ
の
「
実
」
を
巡
っ
て
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
歌
は
異
な

る
秩
序
の
中
に
、
自
立
し
た
言
語
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
よ
う
に
、
文
学
の
言
語
は
伝
統
と
い
う
背
景
を
持
っ
て
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

で
は
、
何
故
「
秘
す
べ
し
」
と
し
た
か
と
い
う
疑
問
は
す
ぐ
に
起
こ
っ
て
く
る
。

　

そ
れ
は
「
事
件
」
か
ら
始
ま
っ
た
と
、
宣
長
の
回
想
文
が
引
か
れ
て
い
る
。

　
　

 

真
淵
の
「
冠
辞
考
」
が
、
あ
た
か
も
思
い
が
け
ず
生
じ
た
事
件
の
如
く
、
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
歌
の
ま
な
び
」
か
ら
、「
道
の
ま
な
び
」
に
転
ず

る
切
っ
か
け
を
作
っ
た
と
い
う
の
だ
が
。
事
件
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
た
説
明
を
欠
い
て
い
る
。（
十
九
214
頁
）

　

そ
の
「
事
件
」、
真
淵
の
『
冠
辞
考
』
の
基
本
的
な
考
え
は
「
お
も
ふ
こ
と
、
ひ
た
ぶ
る
な
る
と
き
は
、
言
足
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
あ
り
、
こ
の
情
態
を

土
台
に
し
て
、
歌
人
等
に
あ
っ
て
、
冠
辞
と
い
う
一
種
の
修
辞
の
盛
行
を
見
た
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
考
え
は
、「
心
ひ
た
ぶ
る
に
、
言
の
す
く
な
き
を
お
も

へ
ば
、
名
は
後
に
し
て
、
事
は
さ
き
に
し
有
べ
し
」
に
あ
っ
た
と
、
小
林
は
『
冠
辞
考
』
を
解
釈
す
る
。（
十
九
219
頁
）
名
＝
言
葉
は
後
で
、
事
が
先
、
と
い

う
こ
と
は
、
宣
長
の
主
張
と
は
全
く
逆
で
あ
る
。
宣
長
は
ま
ず
言
葉
が
第
一
で
あ
り
、
そ
れ
が
歌
の
秩
序
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
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真
淵
が
抱
い
て
い
た
基
本
的
な
直
観
は
、
今
日
普
通
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
で
言
え
ば
、
言
語
表
現
に
於
け
る
メ
タ
フ
ォ
ー
ア
の
価
値
に
対
し
て
働
い
て
い

た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。（
略
）
メ
タ
フ
ォ
ー
ア
と
は
、
言
わ
ば
言
語
の
意
味
体
系
の
成
長
発
展
に
、
初
動
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
真
淵
が
、「
万

葉
集
」
を
穴
の
あ
く
ほ
ど
見
詰
め
て
「
ひ
た
ぶ
る
に
真
ご
ゝ
ろ
な
る
を
、
雅
言
も
て
飾
れ
」
る
姿
に
感
得
し
た
も
の
は
、
こ
の
初
動
の
生
態
だ
っ
た
と
考

え
て
い
い
。

　
　

 　

以
上
、「
冠
辞
考
」
の
序
を
、
く
り
か
え
し
読
む
う
ち
に
、
思
い
得
た
と
こ
ろ
を
書
い
て
来
た
ま
で
だ
が
、
敢
え
て
言
え
ば
、
宣
長
が
そ
の
よ
う
に
「
冠

辞
考
」
を
読
ん
だ
と
想
像
し
て
み
て
も
い
る
。（
十
九
219
〜
220
頁
）

　

小
林
は
真
淵
と
宣
長
の
言
語
観
の
違
い
の
原
因
を
メ
タ
フ
ァ
ー
に
見
て
い
る
。
言
語
は
有
限
で
経
験
の
す
べ
て
を
表
現
で
き
な
い
、
だ
か
ら
メ
タ
フ
ァ
ー
が

生
ま
れ
る
、
真
淵
は
枕
詞
を
メ
タ
フ
ァ
ー
の
働
き
と
し
た
。
枕
詞
の
成
立
を
、
誰
に
も
共
通
の
知
覚
に
求
め
、
事
物
の
理
屈
で
解
き
、「
雅
言
も
て
飾
れ
る
」

と
の
真
淵
の
解
釈
は
、
説
明
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
隠
喩
＝
メ
タ
フ
ァ
ー
は
類
似
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
換
喩
＝
メ
ト

ニ
ミ
ー
は
置
き
換
え
、
一
部
で
全
体
を
示
す
。
隠
喩
と
換
喩
を
使
っ
て
、
全
体
が
共
鳴
し
あ
っ
て
小
宇
宙
を
創
る
、
こ
れ
を
詩
と
い
う
な
ら
、
歌
こ
と
ば
が
、

言
語
の
根
で
あ
り
、
日
常
言
語
は
詩
か
ら
派
生
し
て
、
日
常
世
界
に
適
応
す
る
表
現
型
と
な
る
の
だ
が
、
語
の
発
生
に
語
を
持
っ
て
臨
み
、
真
心
を
雅
言
で
飾

る
と
し
た
真
淵
に
宣
長
が
感
じ
た
差
異
は
、
逆
に
自
ら
の
言
語
観
、
音
、
声
の
調
子
を
整
え
る
歌
の
発
想
、
そ
の
相
関
と
、
対
立
を
意
識
化
さ
せ
ら
れ
た
事
件

だ
っ
た
。
宣
長
は
真
淵
に
同
意
で
き
な
か
っ
た
。
二
人
の
相
違
は
根
本
的
な
も
の
で
、
宣
長
の
歌
が
万
葉
風
に
拠
ら
な
い
こ
と
を
、
真
淵
は
き
び
し
く
非
難
し
、

破
門
の
こ
と
に
ま
で
至
る
の
だ
が
、
自
ら
の
本
質
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
真
淵
を
、
宣
長
は
終
始
、
師
と
仰
ぎ
続
け
る
。

　

人
間
の
言
語
は
最
初
に
、
詩
と
し
て
生
ま
れ
、
人
間
の
精
神
の
根
源
で
動
い
て
い
る
構
造
に
近
い
表
現
形
態
で
あ
る
と
は
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

の
『
言
語
起
源
論
』
に
も
あ
る
と
お
り
、
情
念
を
起
源
と
す
る
人
間
的
言
語
で
も
あ
っ
た
の
に
、
人
間
社
会
の
文
明
化
に
よ
っ
て
理
性
的
な
技
術
の
言
語
に
変

質
し
て
い
っ
た
。
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
言
語
は
技
術
、
方
法
に
格
下
げ
さ
れ
、
そ
の
創
造
的
な
、
多
様
で
、
豊
富
な
想
像
力
と
象
徴
性
を
失
う
。
ル
ソ
ー

が
理
性
的
な
技
術
言
語
か
ら
人
間
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
よ
う
に
、
宣
長
の
、「
事
よ
り
詞
が
先
」
も
、
そ
れ
に
近
い
。
小
林
は
、
そ
う
し
た
視
点
で
、
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真
淵
と
宣
長
を
見
て
、
宣
長
が
決
定
的
な
違
い
を
発
見
し
た
こ
と
を
「
事
件
」
と
呼
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

真
淵
の
「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
と
、
宣
長
の
「
た
お
や
め
ぶ
り
」
を
人
は
言
う
が
、
小
林
は
こ
れ
を
取
ら
な
い
。
真
淵
は
、
言
葉
の
足
ら
な
い
と
こ
ろ
を
補
う

役
割
と
し
て
の
枕
言
葉
の
研
究
に
没
入
し
、
そ
う
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
源
氏
」
の
否
定
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
は
初
動
の
言
に
か
た
よ
り
、「
物
の
あ
は
れ
」
を

益
々
遠
ざ
け
た
。
そ
こ
に
、
宣
長
は
「
真
淵
の
挫
折
の
微
妙
な
性
質
が
、
肌
で
感
じ
ら
れ
て
い
た
」
と
小
林
は
解
く
。（
十
九
220
頁
）

　

肝
心
な
と
こ
ろ
は
、
真
淵
の
「
言
た
ら
ず
」「
事
は
さ
き
に
し
あ
る
べ
し
」
と
い
う
こ
の
点
が
、
宣
長
の
譲
れ
な
い
一
点
で
あ
っ
た
こ
と
に
尽
き
て
い
る
。

　

宣
長
は
、「
自
分
の
仕
事
に
は
本
質
的
に
新
し
い
性
質
が
あ
る
事
を
自
覚
し
て
い
た
」（
三
十
237
頁
）
人
は
理
で
は
な
く
情
に
よ
り
、
物
の
あ
は
れ
を
知
る
、

嘆
き
の
声
、
が
あ
っ
て
こ
そ
、
言
葉
を
あ
や
な
せ
る
と
確
信
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
本
居
宣
長
』
の
な
か
で
も
、
言
語
論
で
、
と
り
わ
け
特
徴
あ
る
指
摘
は
、「
万
物
の
声
み
な
歌
也
と
い
ふ
は
蒙
説
也
」
と
説
く
宣
長
を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
歌
は
、
情
よ
り
い
ず
る
も
の
だ
か
ら
、
風
の
音
、
水
の
ひ
び
き
、
鳥
虫
の
声
、
す
べ
て
に
歌
が
あ
る
道
理
が
な
い
、
こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
述
べ

て
い
る
。
い
わ
ば
、「
古
今
集
仮
名
序
」
に
み
え
る
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
い
ず
れ
か
歌
を
詠
ま
ざ
り
け
る
、
へ
の
否
定
で
あ
る
。

　
　

 

鳥
虫
の
声
も
、
す
べ
て
歌
也
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
其
鳴
声
の
あ
や
あ
る
所
を
、
歌
と
い
ふ
也
。
又
人
の
詞
も
、
あ
や
有
て
、
う
た
は
る
ゝ
を
歌
と
い
ふ
。

其
他
は
歌
に
あ
ら
ず
。
た
ゞ
の
詞
也
。
か
つ
歌
は
、
有
情
の
物
の
み
有
て
、
非
情
の
物
に
は
、
歌
あ
る
事
な
し
。（
略
）
さ
れ
ば
、
万
物
の
声
み
な
歌
也

と
い
ふ
は
妄
説
也
。（「
石
上
私
淑
言
」）

　

小
林
は
改
め
て
問
う
、「
で
は
、
何
故
、
人
は
実
情
に
あ
や
を
な
そ
う
と
す
る
の
か
。」
そ
の
答
え
は
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
か
ら
だ
。」「
其
自
然
の
詞
の
あ

や
、
声
の
長
き
所
に
、
そ
こ
ゐ
な
き
あ
は
れ
の
深
さ
は
あ
ら
は
る
ゝ
也
。」（
前
掲
『
本
居
宣
長―

も
の
の
あ
は
れ
の
説
に
つ
い
て
』）
と
。

　
『
新
古
今
』
を
「
此
道
ノ
至
極
セ
ル
処
」
と
し
た
宣
長
だ
が
、「
却
っ
て
、
詠
歌
の
手
本
と
し
て
は
危
険
で
あ
る
と
警
告
し
て
い
る
。」
と
い
う
。（
二
十
二
243

頁
）「
姿
ハ
似
セ
ガ
タ
ク
、
意
ハ
似
セ
易
シ
」
と
宣
長
が
い
う
様
に
、
ど
れ
ほ
ど
巧
ん
で
も
、
表
現
は
マ
ネ
で
き
な
い
と
い
う
「
解
け
な
い
理
」
が
あ
る
故
に
、

手
本
と
す
る
の
は
い
っ
そ
う
「
危
険
」
で
あ
る
。（「
言
葉
」
昭
和
35
年
（
一
九
六
〇
）
12
月
「
文
芸
春
秋
」『
考
え
る
ヒ
ン
ト
』
シ
リ
ー
ズ
の
一
編
『
小
林
秀
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雄
全
作
品
23
』
107
頁
）
こ
う
し
た
宣
長
の
「
詞
」「
語
」
か
ら
、「
歌
」
へ
到
る
「
言
葉
」
の
発
生
と
そ
の
技
＝
わ
ざ
の
論
を
解
く
小
林
は
、「
あ
や
」
に
ば
か

り
眼
が
行
く
制
作
は
、
初
動
の
あ
は
れ
の
こ
こ
ろ
を
見
失
う
危
険
が
あ
る
と
識
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
小
林
は
言
語
論
的
な
解
明
を
目
指
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
い
か
に
克
明
に
た
ど
ろ
う
と
も
、「
経
験
」
を
出
発
点
と
す
る
か
ら
は
、

言
語
論
と
い
う
よ
り
は
認
識
論
へ
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

五
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
は
、
全
的
な
認
識

　

小
林
秀
雄
は
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
こ
と
」
は
、
感
情
論
で
は
な
く
認
識
論
で
あ
る
と
、
繰
り
返
し
論
じ
て
い
る
。

　
　

 

心
と
行
為
と
の
間
の
へ
だ
た
り
が
、
即
ち
意
識
と
呼
べ
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。
宣
長
が
「
あ
は
れ
」
を
論
ず
る
「
本も

と

」
と
言
う
時
、
ひ
そ
か
に
考
え
て
い

た
の
は
そ
の
こ
と
だ
。
生
活
感
情
の
流
れ
に
、
身
を
ま
か
せ
て
い
れ
ば
、
あ
る
時
は
浅
く
、
あ
る
時
は
深
く
、
お
の
ず
か
ら
意
識
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
生

活
感
情
の
本
性
へ
の
見
通
し
な
の
で
あ
る
。
放
っ
て
置
い
て
も
、「
あ
は
れ
」
の
代
表
者
に
な
れ
た
悲
哀
の
情
の
情
緒
を
説
く
な
ど
は
、末
の
話
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
次
第
で
、
彼
の
論
述
が
、
感
情
論
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
認
識
論
と
で
も
呼
び
た
い
よ
う
な
強
い
色
を
帯
び
て
い
る
の
も
当
然
な
の
だ
。
彼
の

課
題
は
、「
物
の
あ
は
れ
と
は
何
か
」
で
は
な
く
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
と
は
何
か
」
で
あ
っ
た
。（
十
四
150
頁
）

　

こ
れ
は
む
し
ろ
、
心
と
行
為
が
隔
た
っ
て
い
る
事
を
感
じ
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
問
う
と
こ
ろ
に
「
意
識
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、

心
と
行
為
は
隔
た
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
、
日
常
的
に
そ
れ
を
問
う
て
い
た
ら
、
行
為
に
至
れ
な
い
。
し
か
し
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
は
、
心
を
確
か

め
て
こ
そ
行
為
に
至
れ
る
と
い
う
事
が
肝
要
な
と
こ
ろ
だ
。

　
　

 

明
ら
か
に
、
彼
（
宣
長
）
は
、
知
る
と
感
ず
る
と
が
同
じ
で
あ
る
よ
う
な
、
全
的
な
認
識
が
説
き
た
い
の
で
あ
る
。
知
る
事
と
感
ず
る
事
と
が
、
こ
こ
で
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混
同
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。（
略
）
彼
が
式
部
と
い
う
妙
手
に
見
た
の
は
、「
物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
王
朝
情
趣
の
描
写
家
で
は
な
く
、「
物
の
あ

は
れ
を
知
る
道
」
を
語
っ
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。（
略
）
宣
長
は
「
道
」
と
い
う
言
葉
で
、先
験
的
な
原
理
の
如
き
も
の
を
、考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
が
、
個
々
の
心
情
の
経
験
に
脈
絡
を
つ
け
、
或
る
一
定
の
意
味
に
結
び
、
意
識
さ
れ
た
生
き
方
の
軌
道
に
乗
せ
る
、
基
本
的
な
、
或
い
は
純
粋
な
と
呼

ん
で
い
い
経
験
は
、
思
い
描
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
十
四　

151
頁
）

　
「
全
的
な
認
識
」
と
は
、
近
代
的
自
我
の
分
裂
を
知
ら
ず
、
自
意
識
の
悪
夢
、
心
と
行
動
の
不
一
致
に
悩
ま
な
い
、
そ
う
し
た
認
識
を
指
す
。「
純
粋
な
と
呼

ん
で
い
い
経
験
」
が
、
宣
長
の
思
い
描
い
た
「
道
」
で
あ
り
、
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
は
、
宣
長
か
ら
、
小
林
秀
雄
が
受
け
留
め

た
「
文
学
の
本
質
」
を
示
す
ビ
ジ
ョ
ン
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
物
語
作
者
は
、
登
場
人
物
の
行
為
に
関
し
て
、
心
が
確
か
に
そ
れ
を
求
め
て
い
る
と
い
う
、
心
の

道
筋
を
つ
け
ず
に
は
、
一
歩
た
り
と
も
登
場
人
物
を
動
か
す
事
が
出
来
な
い
。
そ
こ
が
、「
物
語
」
の
意
図
で
あ
り
、
制
作
の
意
識
に
な
る
わ
け
で
、「
心
と
行

為
の
隔
た
り
」
は
、
制
作
意
識
に
直
結
す
る
。
そ
れ
は
、
物
語
の
場
合
、
そ
の
聞
き
手
と
の
共
有
が
可
能
な
、
心
の
道
筋
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
を
、
物
語
作
者
の
「
全
的
な
認
識
」
と
す
る
の
だ
が
、
こ
の
認
識
と
は
、
小
林
に
と
っ
て
「
無
私
で
自
足
し
た

基
本
的
な
経
験
を
、
損
な
わ
ず
保
持
し
て
」「
高
次
な
経
験
に
豊
か
に
育
成
す
る
道
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。（
十
四
152
頁
）

　

認
識
論
は
人
間
が
外
界
を
諸
々
の
感
覚
を
通
じ
て
い
か
に
認
識
し
て
い
く
か
を
問
題
に
す
る
。
認
識
と
い
う
行
為
は
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
日
常
的
、
知
的
活

動
の
根
源
に
あ
る
。
そ
の
認
識
の
成
立
根
拠
と
普
遍
妥
当
性
を
論
ず
る
の
が
存
在
論
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
。「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
は
、
そ
う
し
た

認
識
論
で
あ
る
、
と
小
林
は
い
う
の
で
あ
る
。

　

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
知
覚
」
に
つ
い
て
の
研
究
も
こ
の
認
識
論
の
系
統
に
連
な
る
と
考
え
る
が
、
小
林
秀
雄
は
『
感
想
』
ベ
ル
グ
ソ
ン
論
で
、
二
つ
の
記
憶
に

つ
い
て
書
い
て
い
る
。「
認
識
は
、
記
憶
と
知
覚
と
の
二
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
た
或
る
物
で
は
な
い
。
記
憶
と
知
覚
と
が
同
じ
輪
道
を
追
い
つ
追
わ
れ
つ
し
て

い
る
運
動
で
あ
る
。
分
析
で
き
ぬ
運
動
を
、せ
め
て
も
描
写
し
た
い
と
い
う
努
力
が
、こ
の
よ
う
な
語
り
方
と
な
る
。」（『
感
想
』『
全
作
品
別
巻
１
』
263
頁
）
と
。

　
「
認
識
」
を
知
覚
の
「
運
動
」
と
説
い
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
そ
れ
を
「
分
析
で
き
ぬ
運
動
」
と
言
い
換
え
た
の
が
、
小
林
秀
雄
で
あ
る
。『
感
想
』
ベ
ル
グ
ソ
ン

論
を
、亡
き
母
の
魂
の
実
在
を
観
て
、「
お
っ
か
さ
ん
は
、今
は
蛍
に
な
っ
て
い
る
」
と
、直
接
経
験
の
描
写
で
始
め
て
い
る
。（『
感
想
』
昭
和
33
年
（
一
九
五
八
）

125-伊中悦子氏.indd   141125-伊中悦子氏.indd   141 2018/02/21   10:07:242018/02/21   10:07:24



142

5
月
、『
新
潮
』
連
載
開
始
、『
全
作
品　

別
巻
1
』
12
頁
）
こ
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
体
験
を
経
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
事
」
を
、
認
識
論
と
し

て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。（
注
⑫
）

　

そ
し
て
、声
の
調
子
を
整
え
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
物
語
の
人
物
造
形
こ
そ
、文
学
の
実
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
登
場
人
物
が
、

「
理
」
思
弁
に
拠
り
か
か
ら
ず
、
人
間
の
リ
ア
ル
と
し
て
「
認
識
」
＝
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
と
い
う
事
」
を
描
く
か
ら
こ
そ
、
小
林
は
宣
長
の
源
氏
物
語
愛

を
語
っ
た
。
言
語
論
は
い
か
に
精
密
に
語
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
使
う
人
間
の
「
情
」
こ
こ
ろ
、
を
共
時
的
、
横
断
的
時
間
で
捕
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
示
さ

れ
る
の
は
、
物
語
に
棲
み
、
物
語
を
生
き
る
「
存
在
」
か
ら
で
あ
る
。

六
、
浮
舟
評
に
み
る
相
関
と
対
立
の
物
語
構
造

　

宣
長
が
「
式
部
に
乗
り
移
り
」
式
部
の
、「
下
心
」
＝
制
作
意
図
を
追
っ
た
の
に
対
し
て
、
小
林
が
惹
か
れ
た
の
は
、
玉
鬘
で
あ
り
、
こ
の
物
語
人
物
を
通

し
て
「
物
語
論
」
は
、
人
間
の
形
を
と
り
物
語
論
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
浮
舟
へ
の
惹
か
れ
方
は
、
宣
長
を
越
え
て
、
ま
さ
に
小
林
独
自
で
あ

る
。

　
　

 

心
に
思
い
浮
か
ぶ
が
ま
ま
に
、
も
う
一
つ
説
明
の
補
足
め
い
た
事
を
書
こ
う
。
そ
れ
は
、
浮
舟
入
水
の
く
だ
り
の
浮
舟
評
で
あ
り
、（
略
）「
あ
だ
な
る
人

と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
も
一
身
を
失
て
、
両
方
の
物
の
哀
を
全
く
知
る
人
也
」（「
紫
文
要
領
」
巻
下
）―

「
物
の
哀
れ
を
し
る
」
と
い
う
意
味
合
い

に
つ
い
て
の
、
恐
ら
く
宣
長
の
一
番
強
い
発
言
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
玉
の
小
櫛
」
に
な
る
と
、
浮
舟
評
を
「
あ
だ
な
る
人
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
」
で
と
ど

め
、「
一
身
を
失
て
、
両
方
の
物
の
哀
を
全
く
し
る
人
也
」
と
い
う
肝
腎
な
言
葉
は
削
除
さ
れ
る
。（
十
五
165
頁
）

　

こ
こ
に
は
、「
説
明
の
補
足
」
と
し
て
、
特
別
な
小
林
の
「
思
い
」
が
あ
ふ
れ
、
自
身
の
一
番
強
い
関
心
事
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
と
こ
ろ
、
宣
長
が
削
除
し

た
言
葉
を
引
い
て
で
も
言
い
た
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
自
分
を
な
き
も
の
に
す
る
行
為
の
中
で
、
二
人
の
男
か
ら
の
思
い
を
受
け
留
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
何
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よ
り
も
「
心
と
行
為
の
隔
た
り
」
を
照
明
し
、
こ
こ
ろ
は
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
も
の
、
全
く
行
為
に
つ
な
が
ら
な
い
も
の
、
と
し
て
浮
き
出
し
て
く
る
。

　
　

 

追
い
詰
め
ら
れ
た
女
に
は
、
発
狂
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、（
略
）
浮
舟
に
は
、
匂
宮
の
肉
体
の
「
匂
ひ
」
は
、
薫
の
教
養
の
「
薫
り
」
よ
り
、
実

は
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
無
論
、
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
は
作
者
で
あ
っ
て
、
浮
舟
で
は
な
い
。（
十
五
168
頁
）

　

浮
舟
は
、
心
と
体
の
隔
た
り
を
意
識
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
苦
悩
は
結
論
と
し
て
、
匂
宮
の
肉
体
の
「
匂
い
」
の
知
覚
、
記
憶
を
獲
得
す
る
。
ま

た
、
二
つ
の
方
向
に
引
き
裂
か
れ
た
魂
は
、
宗
教
で
も
道
徳
で
も
な
い
、
物
と
し
て
の
自
己
確
認
、「
認
識
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
亡
魂
、
脱
我

の
特
異
な
心
理
状
態
か
ら
、
超
自
然
的
な
存
在
と
接
触
し
、
私
か
ら
他
人
へ
の
世
界
分
類
を
、
心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
把
握
す
る
。
こ
の
、
感
覚
の
論
理
性

は
、
知
性
が
内
在
す
る
こ
と
で
働
き
出
す
。
つ
ま
り
、
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
感
性
的
な
素
材
を
用
い
て
、
論
理
を
働
か
せ
よ
う
と
す
る
。
感
覚
的
な
も
の
と
知

性
的
な
も
の
と
、
二
つ
が
結
合
し
て
論
理
が
生
ま
れ
る
。
が
、
こ
れ
は
、
ひ
た
す
ら
証
明
可
能
な
限
り
で
の
論
理
し
か
認
め
な
い
立
場
か
ら
は
、
対
立
す
る
も

の
の
非
論
理
的
な
結
合
と
し
か
見
ら
れ
な
い
。「
怪
し
き
不
要
の
人
」
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

こ
の
浮
舟
の
人
物
造
形
と
の
相
関
か
ら
二
人
の
貴
公
子
も
、
そ
の
他
彼
女
を
取
り
巻
く
人
物
も
情
景
も
描
か
れ
る
。
物
語
で
は
登
場
人
物
が
自
身
の
言
葉
を

発
し
な
が
ら
生
き
る
事
で
、
物
語
内
の
相
関
関
係
が
深
ま
り
、
つ
な
が
り
、
次
の
相
関
を
形
成
す
る
。
だ
が
、
物
語
内
人
物
は
、
物
語
作
者
と
対
立
し
な
が
ら

も
、
小
林
の
い
う
「
作
者
」
の
そ
の
制
作
の
意
識
の
外
に
出
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　

 

式
部
の
表
現
の
め
で
た
さ
が
証
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
小
さ
な
浮
舟
を
取
っ
て
食
っ
た
、
作
者
の
大
き
な
強
い
意
識
そ
の
も
の
の
姿
で
あ
る
。
浮
舟

は
そ
れ
か
ら
逃
げ
ら
れ
は
し
な
い
。
こ
ん
な
女
に
も
生
き
る
理
由
が
あ
る
、
と
作
者
が
信
じ
て
い
な
け
れ
ば
「
手
習
」
も
「
夢
浮
橋
」
も
書
か
れ
た
筈
が

な
い
。（
十
五
170
頁
）

　

浮
舟
は
、
仏
教
や
儒
教
な
ど
の
人
倫
の
理
屈
で
裁
断
さ
れ
ず
、「
行
方
も
知
ら
ず
消
え
し
蜻
蛉
」
と
し
て
物
語
の
中
に
引
き
取
ら
れ
る
。「
作
者
の
大
き
な
強

125-伊中悦子氏.indd   143125-伊中悦子氏.indd   143 2018/02/21   10:07:242018/02/21   10:07:24



144

い
意
識
」
は
、
小
林
が
発
明
し
た
、
物
語
に
よ
っ
て
世
界
を
分
明
す
る
物
語
制
作
者
、
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
小
林
は
、
物
語
作
者
が
動
か
そ
う
と
す
る
以
上
に
、
物
語
世
界
の
中
の
登
場
人
物
の
心
理
に
入
っ
て
読
も
う
と
す
る
の
で
、「
少
々
ひ
ね
く
れ
た

物
の
言
い
方
」
に
な
る
と
い
う
。（
十
五
171
頁
）
玉
鬘
、
浮
舟
か
ら
小
林
は
、
人
は
「
私
」
と
い
う
物
語
の
中
に
棲
ん
で
、「
私
」
と
い
う
物
語
を
生
き
て
い
る
、

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
取
り
出
し
て
、
浮
舟
の
心
に
な
り
き
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
、
小
林
に
お
け
る
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
で
あ
り
、
小
林

の
批
評
は
作
者
の
手
を
離
れ
て
、
登
場
人
物
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
物
語
批
評
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
浮
舟
評
は
、
宣
長
の
捉
え
た
作
者
紫
式
部
と
、
小
林
秀
雄
の
言
う
「
作
者
の
大
き
な
強
い
意
識
」
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
小
林
秀
雄
の
読

み
の
構
造
が
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
自
分
の
運
命
の
特
殊
性
の
完
璧
な
姿
と
し
て
現
れ
る
存
在
と
、
個
人
の
存
在
（
例
え
ば
宣
長
）
と
、
似
て
は
い
る
が
実
質

的
に
は
異
な
る
二
つ
へ
の
関
心
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
関
心
は
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
は
し
な
い
。
こ
の
重
な
ら
な
い

部
分
が
、
批
評
の
領
域
で
も
あ
る
し
、
小
林
が
生
き
る
現
実
と
の
微
妙
な
ず
れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
昭
和
時
代
の
批
評
の
顔
の
暗
示
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
身
は
必
ず
し
も
源
氏
愛
読
者
で
は
な
い
が
、
源
氏
愛
を
語
れ
る
宣
長
に
こ
そ
関
心
が
あ
っ
た
。
相
関
と
対
立
が
小
林
の
物
語

へ
の
読
み
だ
が
、
そ
れ
は
、
認
識
が
記
憶
と
知
覚
と
の
分
析
で
き
ぬ
運
動
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
実
は
明
確
な
対
立
を
取
り
出
す
た
め
の
も
の
で
な
く
、

次
の
相
関
を
作
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　

浮
舟
評
に
よ
っ
て
小
林
秀
雄
は
、
宣
長
（
物
語
世
界
の
絶
対
を
信
じ
る
享
受
者
）
か
ら
、
浮
舟
（
物
語
世
界
を
生
き
始
め
た
登
場
人
物
）、
作
者
（
物
語
の

構
造
を
作
っ
た
存
在
）、
と
い
う
三
つ
の
位
相
を
取
り
出
す
。
そ
し
て
、
小
林
秀
雄
は
第
四
の
位
相
に
つ
き
、
宣
長
も
物
語
を
も
批
評
す
る
批
評
家
と
な
れ
る
。

そ
の
方
法
を
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
小
林
秀
雄
は
浮
舟
と
の
自
己
内
対
話
を
も
と
に
、
作
者
式
部
を
作
り
出
し
、
そ
の
こ
と
で
、
作
品
制
作
の
構
造
を
認
識
し
、

そ
の
認
識
の
手
綱
を
取
っ
た
宣
長
を
逆
に
造
形
し
た
の
で
あ
る
。
物
語
論
4
段
階
は
、
こ
こ
に
至
り
つ
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
。

　
「
あ
は
れ
」
の
声
は
、
言
葉
、
そ
し
て
歌
と
な
っ
て
情
を
整
え
社
会
性
を
持
つ
。
言
葉
の
「
社
会
性
」
は
「
個
人
性
」
と
相
関
し
、
対
立
し
な
が
ら
物
語
世

界
を
造
形
す
る
。
仮
想
の
作
者
は
物
語
の
実
を
支
え
、
表
現
と
批
判
、
創
造
と
享
受
の
相
関
し
対
立
す
る
構
造
そ
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
構
造
に
よ
っ
て
『
古

事
記
伝
』
を
、
ど
の
よ
う
に
解
明
し
た
か
は
、
次
の
課
題
に
し
た
い
。

125-伊中悦子氏.indd   144125-伊中悦子氏.indd   144 2018/02/21   10:07:242018/02/21   10:07:24



145

注
記

①
表
記
上
、
二
重
カ
ギ
『
源
氏
物
語
』
は
古
典
作
品
そ
の
も
の
、
一
重
カ
ギ
「
源
氏
物
語
」
は
引
用
文
、
小
林
の
批
評
対
象
、
及
び
筆
者
の
対
象
を
示
す
。

②
権
田
和
士
「
超
越
と
言
葉
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
に
お
け
る
「
日
本
的
な
も
の
」
の
結
晶
化
と
溶
解
」（『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
二
〇
〇
九
・
三
・
二
三
）

③
綾
目
広
治
「
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
試
論
〜
言
語
論
と
歴
史
論
を
め
ぐ
っ
て
〜
」（『
文
教
国
文
』
一
九
八
五
・
一
・
三
一
）

④
山
本
七
平
『
小
林
秀
雄
の
流
儀
』（
一
九
八
六
・
五　

新
潮
社
刊
）

⑤
橋
本
治
『
小
林
秀
雄
の
恵
み
』（
二
〇
〇
七
・
一
二　

新
潮
社
刊
）

⑥
『
対
談
・「
小
林
秀
雄
の
文
学
と
思
想
」
吉
田

生
、
佐
藤
正
英
』
吉
田
発
言
（『
季
刊
日
本
思
想
史
』N

o45　

一
九
九
五
・
七
・
三
一　

ぺ
り
か
ん
社
）

⑦
『
小
林
秀
雄
全
作
品
27
』
310
頁
、
以
下
引
用
は
同
全
集
。『
本
居
宣
長
』
か
ら
の
引
用
は
、（　

）
内
に
漢
数
字
で
該
当
す
る
章
の
回
数
と
、
頁
数
を
記
す
。

⑧
『
座
談
会
「
千
年
の
物
語―

『
源
氏
物
語
』
と
日
本
文
化
』
高
橋
亨
、
小
嶋
菜
温
子
、
土
方
洋
一
（
一
九
九
九
・
一
一
・
一
五　

森
話
社
発
行
）

⑨
歴
史
書
と
物
語
と
の
差
異
を
崩
す
役
割
も
「
源
氏
物
語
」
は
果
た
し
た
（
注
⑧
座
談
会
、
土
方
洋
一
発
言
）　

⑩ 

『
無
常
と
い
う
事
』（『
文
学
界
』
昭
和
17
年
6
月
）。『
一
言
芳
談
抄
』
の
「
短
文
」
が
心
に
浮
か
ん
だ
経
験
。「『
古
事
記
伝
』
を
読
ん
だ
時
も
、
同
じ
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
解
釈

を
拒
絶
し
て
動
じ
な
い
も
の
だ
け
が
美
し
い
、
こ
れ
が
宣
長
の
抱
い
た
一
番
強
い
思
想
だ
」
と
あ
る
。
文
章
は
「
動
か
し
が
た
い
形
」
で
あ
り
、
思
い
出
す
歴
史
は
、「
文
字
」
と
し

て
現
れ
「
経
験
」
に
な
る
と
い
う
。「
解
釈
」
で
な
く
「
経
験
」
で
小
林
は
古
典
へ
一
挙
に
入
っ
て
い
く
。

⑪ 

権
田
和
士
『
言
葉
と
他
者　

小
林
秀
雄
試
論
』（
青
簡
舎
発
行
二
〇
一
三
・
一
〇
・
一
五
）
は
、
成
城
大
学
へ
寄
贈
の
蔵
書
「
小
林
秀
雄
文
庫
」
を
調
査
し
、
時
枝
誠
記
『
国
語
学
言
論
』

（
岩
波
書
店
一
九
四
一
年
刊
）『
国
語
学
史
』（
岩
波
書
店
一
九
四
〇
年
）
の
傍
線
書
き
込
み
を
上
げ
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
以
後
の 

言
語
認
識
を
小
林
は
時
枝
を
通
し
て
読
み
込
ん
で
い
た
と

し
、『
本
居
宣
長
』
は
「
歌
・
物
語
・
歴
史
・
神
話
と
そ
れ
ら
を
通
じ
た
認
識
論
、
そ
の
最
終
的
な
基
盤
と
し
て
の
言
語
に
つ
い
て
の
考
察
に
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

 

柳
父
章
『
文
体
の
論
理
小
林
秀
雄
の
思
考
の
構
造
』（
法
政
大
学
出
版
局
一
九
七
六
・
一
・
一
〇
）
は
、
西
欧
の
形
式
論
理
が
不
特
定
多
数
の
人
々
を 

説
得
す
る
の
に
対
し
、
小
林
秀
雄

の
思
考
の
論
理
は
、
第
一
人
称
の
人
間
が
、
第
二
人
称
の
人
間
を
相
手
に
語
る
言
葉
の
論
理
で
あ
る
と
す
る
。　

　

 

前
田
愛
「『
本
居
宣
長
』
に
お
け
る
言
語
意
識
」（『
国
文
学
』
一
九
七
五
・
二
）
は
小
林
の
言
語
観
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
言
語
学
の
反
映
も
指
摘
し
て
い
る
。
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⑫ 
小
林
の
認
識
論
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
伝
』
を
論
じ
る
際
に
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
科
学
的
思
考
方
法
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
野
生
の
思
考
」
の
よ
う
に
、
自
然
界
の
具
体
的
な

事
物
に
よ
っ
て
世
界
の
本
質
を
考
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
宣
長
が
国
学
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
同
じ
で
あ
る
。
西
欧
近
代
科
学
の「
進
歩
史
観
」で
も
な
く
、歴
史
の
中
心
に「
物
」

置
い
た
唯
物
史
観
で
も
な
く
、
こ
れ
を
批
判
し
た
サ
ル
ト
ル
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
で
も
な
く
、
連
続
性
と
非
連
続
性
が
同
時
に
共
存
す
る
自
然
界
の
秩
序
と
、
人
間
の
思
考
の
秩

序
も
お
な
じ
と
考
え
、
精
神
の
構
造
も
一
定
の
確
立
し
た
物
で
は
な
い
と
考
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

 

小
林
秀
雄
は
「
読
者
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
34
年
（
一
九
五
九
）
9
月
）
で
、
サ
ル
ト
ル
批
評
集
「
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ン
」
を
読
み
、「
ふ
と
置
か
れ
た
自
分
の
微
妙
な
シ
チ
ュ
ア
シ
オ

ン
の
一
局
面
を
は
っ
き
り
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
が
私
に
は
面
白
か
っ
た
。」「
こ
れ
は
批
評
と
い
う
も
の
の
要
諦
で
あ
ろ
う
。」
と
書
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
文
学
史
と
日
本
の

そ
れ
を
較
べ
て
み
る
と
、
日
本
は
三
倍
以
上
の
速
力
で
世
代
交
代
す
る
。
こ
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
は
「
空
想
的
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
は
、「
隠
さ
れ
た
流
れ
」
が
あ
り
、
外

部
か
ら
の
革
新
な
ど
で
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
書
く
。
小
林
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
論
ず
る
昭
和
35
年
頃
の
世
界
文
学
的
な
状
況
は
、
文
学
と
は
な
に
か
、
又
実
践
と
は
、
ま
た

実
在
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
サ
ル
ト
ル
批
判
と
し
て
の
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
（『
野
生
の
思
考
』
大
橋
保
夫
訳　

一
九
七
六
・
三
・
三
〇　

み
す
ず
書
房
刊
）
も
、

読
み
込
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
世
界
思
潮
と
連
動
し
、
内
在
す
る
思
考
の
方
向
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。「
日
本
的
な
も
の
」
を
西
欧
言
語
学
で
「
溶
解

さ
せ
た
」
の
で
は
な
く
、
小
林
は
宣
長
と
共
に
歩
い
て
、
文
学
の
本
質
と
表
現
の
実
、
日
本
文
学
の
「
隠
さ
れ
た
流
れ
」
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

＊
本
論
は
、
平
成
二
十
八
年
度
國
學
院
大
學
国
文
学
会
秋
季
大
会
に
て
口
頭
発
表
し
た
、「
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
に
お
け
る
源
氏
物
語
論
に
つ
い
て
」、
ま
た
、
國
學
院
大
學
大
学
院

平
成
二
八
年
度
石
川
ゼ
ミ
論
集
『
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
研
究
ノ
ー
ト
Ⅱ
』
に
掲
載
の
「
十
四
（
回
）
十
五
（
回
）―

「
物
語
」
は
「
物
の
あ
は
れ
を
知
る
道
」―

」
を
も
と
に
、

そ
の
後
の
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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