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斐
文
会
特
別
講
座

「
源
氏
物
語
の
千
年
」

は
じ
め
に

今
年
二

O
O八
年
は
、
源
氏
物
語
の
こ
と
が
『
紫
式
部
日
記
』
に
記
さ

れ
て
ち
ょ
う
ど
千
年
と
い
う
こ
と
で
、
源
氏
物
語
千
年
紀
と
称
し
て
、
各

地
で
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
お
そ
ら
く
も
っ

と
も
大
き
い
企
画
が
、
京
都
文
化
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
千

年
紀
展
」
だ
と
思
い
ま
す
。
大
阪
女
子
大
学
元
学
長
の
片
桐
洋
一
先
生
を

委
員
長
と
し
て
、
藤
本
幸
一
氏
を
副
委
員
長
、
徳
川
美
術
館
の
四
辻
秀
紀

氏
、
五
島
美
術
館
の
名
児
耶
明
氏
、
そ
し
て
私
、
京
都
文
化
博
物
館
の
学

芸
員
を
企
画
委
員
と
し
て
、
二

O
O六
年
八
月
か
ら
話
し
合
い
が
も
た
れ
ま

し
た
。
企
画
委
員
会
で
は
、
展
示
内
容
・
展
示
方
法
な
ど
の
大
枠
を
決
め
、
「
源

氏
物
語
大
展
」
と
仮
称
さ
れ
た
も
の
が
最
終
的
に
「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」

と
な
り
、
二

O
O七
年
の
秋
に
、
本
格
的
な
準
備
期
間
に
入
り
ま
し
た
。

図
録
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
博
物
館
学
芸
員
の
野
口
則
氏
と
私

と
で
、
具
体
的
な
展
示
構
成
と
図
録
の
内
容
を
協
議
し
、
片
桐
委
員
長
に
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清
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婦
久
子

ご
相
談
し
な
が
ら
詰
め
て
い
き
ま
し
た
。
源
氏
物
語
の
世
界
を
ど
の
よ
う

に
一
般
の
方
々
に
伝
え
る
の
か
、
物
語
内
容
を
美
術
作
品
を
用
い
て
具
体

的
な
「
場
面
」
と
し
て
示
す
に
は
ど
う
す
る
か
を
何
度
も
協
議
し
ま
し
た
。

展
示
作
品
の
中
に
は
、
物
語
の
場
面
が
特
定
し
に
く
い
も
の
も
あ
り
、
こ

れ
ま
で
細
か
い
所
に
つ
い
て
は
不
明
の
ま
ま
紹
介
さ
れ
て
き
た
も
の
も
あ

り
ま
し
た
の
で
、
絵
画
を
専
門
と
す
る
野
口
氏
と
源
氏
物
語
を
専
門
と
す

る
私
と
で
、
何
度
も
何
度
も
話
し
合
い
し
メ

l
ル
交
換
し
、
図
録
の
レ
イ

ア
ウ
ト
や
物
語
場
面
の
絵
の
解
説
を
確
定
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
作
業
の
中
で
確
信
し
た
こ
と
は
、
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌

が
、
多
く
の
絵
画
作
品
を
生
み
出
し
、
そ
の
絵
画
作
品
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
源
氏
物
語
が
長
く
人
々
に
愛
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
絵

画
を
扱
う
場
合
、
多
く
は
源
氏
物
語
の
ス
ト
ー
リ
イ
と
重
ね
合
わ
せ
て
説

明
さ
れ
る
例
が
こ
れ
ま
で
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
晩
年
の
光
源

氏
を
描
い
た
絵
に
お
い
て
、
過
去
の
罪
を
思
い
苦
悩
す
る
源
氏
な
ど
と
い
っ

た
説
明
も
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
の
画
面
と
調
書

五
九



を
丁
寧
に
鑑
賞
す
る
と
、
一
つ
の
場
面
を
忠
実
に
描
き
、
そ
の
場
面
の
前

後
で
詠
ま
れ
た
歌
を
表
し
て
い
る
例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
ま
た
、
私
達
は
安
易
に
「
伝
統
的
な
源
氏
絵
」
な
ど
と
言
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
二
疋
の
様
式
を
繰
り
返
し
描
い
た
閉
じ
構
図
・
図
様
の
現
存
作
品

が
多
く
、
そ
れ
を
見
る
機
会
が
多
い
か
ら
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
様

式
化
さ
れ
た
絵
が
伝
統
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
も
実
は

不
明
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
本
講
座
で
は
「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
と
、
や
は
り
私
自
身

が
企
画
に
関
わ
り
ま
し
た
秋
の
展
示
「
読
む
、
見
る
、
遊
ぶ
源
氏
物
語

の
世
界
」
に
展
示
さ
れ
た
作
品
(
本
稿
で
は
*
・
*
世
界
と
し
て
各
図
録
の
作

品
番
号
を
示
し
た
)
を
ス
ラ
イ
ド
で
ご
紹
介
し
な
が
ら
、
お
話
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
ま
た
、
会
場
の
前
方
に
は
府
大
の
図
書
館
で
お
借
り
し
ま
し

た
版
本
を
並
べ
て
あ
り
ま
す
か
ら
後
ほ
ど
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
れ
と
は
別

に
、
資
料
に
挿
絵
を
掲
載
し
ま
し
た
「
絵
入
源
氏
」
を
は
じ
め
、
私
自
身

の
本
も
何
冊
か
持
参
し
ま
し
た
の
で
、
こ
ち
ら
は
お
手
に
と
っ
て
ご
覧
い

た
だ
き
ま
す
。

一、

源
氏
物
語
の
風
景
と
絵
画

大
阪
女
子
大
学
の
学
部
時
代
、
私
は
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
六
条
院
』

の
存
在
」
と
い
う
暖
昧
な
題
名
の
卒
業
論
文
を
書
き
ま
し
た
。
二
年
前
、

六

O

大
阪
女
子
大
学
が
府
大
に
統
合
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
手
書
き
の

拙
い
卒
論
が
、
ち
ょ
う
ど
三

O
年
ぶ
り
に
手
元
に
戻
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

図
書
館
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
恥
ず
か
し
か
っ
た
の
で
ほ
っ
と
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
読
み
直
し
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
拙
い
な
が
ら
も

自
分
の
研
究
の
原
点
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
卒
論
以
来
、
私
が
源

氏
物
語
の
最
大
の
魅
力
と
し
て
常
に
意
識
し
続
け
て
い
ま
し
た
の
は
、
季

節
と
自
然
の
風
景
と
人
の
心
と
の
関
わ
り
が
豊
か
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

で
す
。
初
期
の
論
で
は
「
自
然
描
写
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
単
な

る
「
自
然
」
(
天
然
の
意
味
)
で
は
な
く
、
人
の
心
が
と
ら
え
た
「
風
景
」

こ
そ
が
源
氏
物
語
の
特
色
で
あ
る
と
思
い
至
り
、
大
学
院
の
雑
誌
「
百
舌

烏
国
文
」
に
初
め
て
投
稿
し
た
論
文
は
「
源
氏
物
語
の
風
景
」
と
い
う
題

で
し
た
。
二
十
編
ほ
ど
の
拙
論
を
書
き
直
し
て
収
め
た
拙
著
の
題
も
『
源

氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
と
し
ま
し
た
。
平
凡
な
書
名
な
が
ら
、
意
外
に

も
同
じ
題
の
書
物
は
な
く
、
大
量
に
発
表
さ
れ
る
源
氏
物
語
研
究
に
お
い

て
も
、
も
っ
と
も
一
般
的
普
遍
的
な
テ

l
マ
と
思
わ
れ
る
風
景
論
・
和
歌

論
の
比
率
は
決
し
て
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
研
究
の
意
義
を
特
に
実
感
し
ま
し
た
の
は
、
源
氏
物
語
成
立
か
ら

今
日
ま
で
の
千
年
間
の
享
受
の
歴
史
と
そ
れ
を
示
す
具
体
的
な
作
品
に
接

し
た
時
で
す
。
源
氏
物
語
を
見
習
う
べ
き
「
古
典
」
と
位
置
づ
け
た
藤
原

俊
成
・
定
家
も
ま
た
、
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
を
高
く
評
価
し
て
い
ま



し
た
。
多
く
の
絵
画
作
品
も
ま
た
、
絵
に
し
や
す
い
美
し
い
光
景
だ
け
で

は
な
く
、
人
の
心
を
表
す
風
景
に
注
目
し
、
登
場
人
物
の
詠
ん
だ
歌
の
題

材
を
絵
の
中
に
描
い
て
い
ま
す
。
源
氏
物
語
が
千
年
も
の
問
、
と
ぎ
れ
る

こ
と
な
く
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
た
の
は
、
そ
の
風
景
と
和
歌
が
優

れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

1
.

須
磨
の
風
景
と
和
歌

名
文
と
し
て
名
高
い
須
磨
巻

の
風
景
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

削
剥
州
柑
い
ろ
い
ろ
咲
き

乱
れ
、
お
も
し
ろ
き
夕
暮

れ
に
、
湖
則
併
叫
剖
引
酬

に
出
で
た
ま
ひ
て
た
た
ず

み
た
ま
ふ
御
さ
ま
の
ゆ
ゆ

し
う
清
ら
な
る
こ
と
、
所

が
ら
は
ま
し
て
こ
の
世
の

も
の
と
見
え
た
ま
は
ず
。

削
剖
倒
の
な
よ
よ
か
な
る

し

お

ん

紫
苑
色
な
ど
た
て
ま
つ
り

て
、
細
や
か
な
る
御
直
衣
、

図
①
「
絵
入
源
氏
」
須
磨
巻
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し

や

か

む

に

ぶ

つ

の

で

し

帯
し
ど
け
な
く
う
ち
乱
れ
た
る
御
さ
ま
に
て
、
「
釈
迦
牟
尼
仏
弟
子
」

と
名
の
り
て
、
ゆ
る
る
か
に
ぷ
制
対
副
ぺ
刻
、
ま
た
世
に
知
ら
ず
聞

こ
ゆ
。
沖
よ
り
州
説
対
側
頃
同
州

d
u別
対
こ
ぎ
行
く
な
ど
も
聞
こ

ゆ
。
ほ
の
か
に
、
た
だ
小
さ
き
鳥
の
浮
か
べ
る
と
見
や
ら
る
る
も
、

心
細
げ
な
る
に
、
願
似
謝
料
司
蝋
Q
剤
、
州
問
側
部
に
ま
が
へ
る
を

引
引
材
料
叫
た
ま
ひ
て
、
一
棋
の
こ
ぽ
る
る
を
か
き
払
ひ
た
ま
へ
る
御

刊
寸
剖
、
剥
剖
剃
瑚
に
映
へ
た
ま
へ
る
は
、
ふ
る
里
の
女
恋
し
き
人
々

の
心
、
み
な
な
ぐ
さ
み
に
け
り
。

(
源
氏
)
倒
刷
は
恋
し
き
人
の
つ
ら
な
れ
や
旅
の
空
飛
成
丙
の
悲
し
き

舟
歌
や
雁
の
声
な
ど
、
音
の
風
景
で
、
海
辺
の
暮
ら
し
の
寂
し
さ
を
語
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
場
面
を
忠
実
に
描
い
た
の
が
、
図
①
の
「
絵
入
源
氏
」
(
*

腿
*
世
界
幻
参
照
)
挿
絵
で
す
。
本
文
の
傍
線
部
が
絵
に
描
か
れ
た
も
の
、

波
線
は
音
の
風
景
で
す
。
源
氏
は
沖
の
舟
の
音
や
雁
の
声
を
聞
い
て
そ
ち

ら
を
眺
め
ま
す
。
お
供
の
人
に
は
源
氏
の
姿
や
お
経
を
読
む
声
と
、
沖
の

舟
や
雁
と
が
奥
行
き
の
あ
る
映
像
と
な
っ
て
見
え
て
い
ま
す
。
遠
景
と
し

て
小
さ
い
舟
、
上
空
に
連
な
る
雁
を
描
き
、
そ
れ
を
庭
の
前
栽
で
つ
な
い

で
い
ま
す
。
雁
は
大
き
す
ぎ
ま
す
が
、
源
氏
と
お
供
の
人
達
三
人
が
そ
れ

ぞ
れ
望
郷
の
思
い
を
雁
に
託
し
て
歌
に
詠
み
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
強
調
す

る
意
図
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
と
同
じ
場
面
を
描
い
た
美
術
作
品

に
は
、
他
に
、
土
佐
光
起
『
源
氏
物
語
図
扉
風
』
(
福
岡
市
美
術
館
*
羽
)
や

_._ 
/、



伝
土
佐
光
吉
お
よ
び
狩
野
氏
信
の
『
源
氏
物
語
五
十
四
帖
扉
風
』

(
*
2
*

ー
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

2
.
後
世
の
評
価

源
氏
物
語
の
風
景
は
、
単
な
る
自
然
描
写
で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
心

情
と
重
な
る
心
象
風
景
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
歴
史
的
に
高

く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
「
古
典
」
と
い
う
の
は
、
単
な
る
古
文

で
は
な
く
、
典
拠
と
な
る
規
範
と
す
べ
き
作
品
を
言
い
ま
す
が
、
源
氏
物

語
が
「
古
典
」
と
し
て
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
後
世
の
人
の
評
価
が
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
古
典
文
学
の
多
く
は
、
十
三
世
紀
の
初
め
に
藤
原

定
家
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
評
価
し
書
写
し
伝
え
て
き
た
も
の
な
の
で
す
。

定
家
が
選
ん
だ
と
さ
れ
る
百
人
一
首
に
は
、
次
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

淡
路
島
村
刻
刻
刊
馴
の
噺
引
声
に
幾
夜
樹
剣
山
間
ぬ
凋
閣
の
関
守

(
百
人
一
首
、
源
兼
昌
)

実
は
、
こ
の
歌
は
私
が
最
初
に
覚
え
た
歌
な
の
で
す
が
、
淡
路
島
と
須
磨

と
を
行
き
来
す
る
千
鳥
の
声
が
聞
こ
え
、
毎
晩
の
よ
う
に
目
覚
め
て
寂
し

い
夜
を
過
ご
す
、
と
い
う
映
像
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
名
歌
で
す
。

こ
れ
は
源
氏
物
語
の
、

友
明
劇
も
ろ
剤
に
噺
引
闘
は
一
人
樹
剣
州
の
床
も
た
の
も
し

(
須
磨
巻
)

_，_ 
/、

と
い
う
歌
に
倣
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
源
氏
が
孤
独
感
を
詠
ん
だ
歌
で

す
が
、
こ
れ
を
兼
昌
は
関
守
の
独
り
寝
の
わ
び
し
さ
に
置
き
換
え
て
詠
ん

だ
の
で
す
。
ま
た
、
定
家
自
身
は
、
兼
昌
歌
と
右
の
須
磨
巻
の
歌
を
基
に

し
て
次
の
歌
を
作
り
ま
し
た
。

旅
寝
す
る
夢
路
は
た
え
ぬ
須
瑚
州
闘
村

A
判
制
剥
の
暁
の
声

(
拾
追
随
草
、
上
、
藤
原
定
家
)

さ
ら
に
、
三
首
目
の
、

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
淵
叫
剖
劇
の
秋
の
夕
暮
れ

(
新
古
今
集
、
秋
上
、
藤
原
定
家
)

は
、
定
家
が
自
ら
新
古
今
集
に
入
れ
た
歌
で
す
が
、
こ
れ
も
須
磨
の
風
景

を
基
に
し
た
歌
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

定
家
の
父
俊
成
は
、
当
時
の
歌
壇
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
歌
の
大
師

匠
で
す
が
、
そ
の
俊
成
は
、

源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
こ
と
な
り
(
六
百
番
歌
合
、
判
詞
)

と
い
う
名
言
を
残
し
て
い
ま
す
。
「
六
百
番
歌
合
」
と
い
う
宮
廷
行
事
で
判

者
を
務
め
た
俊
成
は
、
源
氏
物
語
の
歌
に
詠
ま
れ
た
こ
と
ば
を
知
ら
ず
に

批
判
し
た
グ
ル
ー
プ
の
歌
を
負
け
と
判
定
し
ま
し
た
。
こ
の
発
言
は
歌
詠

み
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
以
後
、
源
氏
物
語
は
歌
詠
み
に
よ
っ
て

長
く
尊
重
さ
れ
続
け
ま
す
。
そ
の
前
に
俊
成
が
言
っ
た
、

紫
式
部
、
歌
詠
み
の
ほ
ど
よ
り
、
物
書
く
筆
は
殊
勝
な
り



(
六
百
番
歌
合
、
判
詞
)

と
い
う
こ
と
ば
も
、
た
だ
紫
式
部
が
歌
人
と
し
て
よ
り
小
説
家
と
し
て
す

ぐ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
紫
式
部
が
日

常
生
活
の
中
で
詠
む
歌
よ
り
も
、
物
語
の
中
で
風
景
を
作
り
登
場
人
物
に

歌
を
詠
ま
せ
る
創
作
こ
そ
が
勝
っ
て
い
る
と
評
価
し
た
も
の
な
の
で
す
。

俊
成
も
ま
た
、
須
磨
の
風
景
を
歌
に
詠
ん
で
い
ま
す
。
俊
成
自
身
が
選

ん
だ
勅
撰
集
・
千
載
集
に
は
、
次
の
二
首
、

調
劇
の
関
耕
珂
例
割
に
噺
引
制
劇
か
た
ぶ
く
月
は
な
れ
も
か
な
し
き

(
千
載
集
、
冬
、
藤
原
俊
成
)

浦
伝
ふ
磯
の
苫
屋
の
か
ぢ
枕
き
き
も
な
ら
は
ぬ
測
d
剖
か
な

(
千
載
集
、
踊
旅
、
藤
原
俊
成
)

が
入
れ
ら
れ
、
定
家
が
選
ん
だ
新
勅
撰
集
に
は
、
父
・
俊
成
の
詠
歌
、

劇
刻
引
制
引
沖
つ
風
ふ
け
ひ
の
淵
叫
則
叶
対
の
空

(
新
勅
操
集
、
冬
、
藤
原
俊
成
)

月
き
よ
み

が
入
っ
て
い
ま
す
。
俊
成
・
定
家
父
子
は
、
源
氏
物
語
の
こ
と
ぱ
や
表
現

を
い
た
ず
ら
に
模
倣
し
て
は
い
け
な
い
と
歌
人
た
ち
に
厳
し
く
諭
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
須
磨
の
歌
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ
け
よ
く
似
た
歌
を

作
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
源
氏
物
語
の
須
磨
の
風
景
を
高
く
評
価

し
、
積
極
的
に
そ
の
方
法
に
学
び
詠
歌
の
題
材
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年
」

源
氏
物
語
が
す
ぐ
に
世
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
『
紫
式
部
日
記
』
の
記

事
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
千
年
も
の
間
綿
々
と
伝
え
ら

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
源
氏
物
語
の
風
景
を
、
歌
詠
み
が
ま
ず
評

価
し
、
歌
を
尊
重
す
る
文
化
の
中
か
ら
絵
が
描
か
れ
ま
し
た
。
平
安
時
代

か
ら
江
戸
時
代
ま
で
、
歌
は
常
に
文
化
の
中
心
に
あ
り
ま
し
た
。
源
氏
物

語
は
ど
ん
な
時
に
ど
ん
な
歌
を
詠
め
ば
よ
い
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
歌
詠

み
の
手
引
き
書
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
源
氏
物
語
を
題
材

に
し
た
絵
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
が
歌
を
詠
む
場
面
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

き
ま
す
。
歌
が
な
い
場
合
は
、
必
ず
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
「
こ
と
ば
」
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
絵
師
は
、
た
だ
美
し
い
か
ら
源
氏
物
語
の
風

景
を
描
い
た
の
で
は
な
く
、
物
語
の
登
場
人
物
の
心
を
表
す
風
景
と
し
て
、

物
語
の
こ
と
ぼ
や
歌
に
注
目
し
て
描
い
た
の
で
す
。
博
物
館
に
展
示
さ
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
美
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
場
合
、
源
氏
物
語
の
こ
と
ば
や
歌
、

そ
し
て
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
心
情
に
注
意
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。
す
る
と
、

源
氏
物
語
が
千
年
間
も
愛
さ
れ
続
け
た
理
由
が
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い

ま
す
。3

.
宇
治
の
風
景
と
和
歌

絵
画
に
描
か
れ
た
名
場
面
で
は
、
た
び
た
び
す
ぐ
れ
た
歌
が
詠
ま
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
歌
の
こ
と
ば
が
物
語
の
巻
名
に
な
っ
て

ー&同.
ノ、



う巻い
。のる
名例
場が
面多
をい
見の
てで
みす
ま。

し浮
よ舟

図
②
「
絵
入
源
氏
」
浮
舟
巻

い
と
は
カ
な
げ
な
る
も
の

と
明
け
暮
れ
見
出
閉
山
町
A
q

さ
き
舟
に
乗
り
た
ま
ひ
て
、

さ
し
渡
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、

は
る
か
な
ら
む
岸
に
し
も

こ
ぎ
離
れ
た
ら
む
や
う
に
心
細
く
お
ぼ
え
て
、
っ
と
っ
き
て
抱
か
れ

た
る
も
、
い
と
ら
う
た
し
と
お
ぼ
す
。
剖
明
例
刑
判
刈
州
国
川
寸
刻

叫
副
叫

d
u引
材
剖
に
、
「
こ
れ
な
む
樹
叫
川
副
」
と
申
し
て
、
御
舟

し
ば
し
さ
し
と
ど
め
た
る
を
見
た
ま
へ
ば
、
大
き
や
か
な
る
岩
の
さ

ま
し
て
、
さ
れ
た
る
常
磐
木
の
か
げ
茂
れ
り
。
「
か
れ
見
た
ま
へ
、
い

と
は
か
な
け
れ
ど
、
千
歳
も
経
べ
き
鮒
d
溺
討
を
」
と
の
た
ま
ひ
て
、

(
匂
宮
)
年
経
と
も
か
は
ら
む
も
の
か
橘
の
小
島
の
崎
に
ち
ぎ
る
心

lま女
も
、
め
づ
ら
し
か
ら
む
道
の
や
う
に
お
ぼ
え
て
、

(
浮
舟
)
樹
叫
川
副
の
色
は
か
は
ら
じ
を
こ
の
淵
刑
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら

れ
ぬ

こ
の
歌
に
よ
っ
て
浮
舟
と
呼
ば
れ
る
女
君
と
匂
宮
が
対
岸
の
別
荘
に
小
舟

六
回

で
渡
り
ま
す
。
女
は
こ
れ
ま
で
、
宇
治
川
に
浮
か
ぶ
小
舟
を
「
い
と
は
か

な
げ
と
明
け
暮
れ
見
出
し
て
」
き
ま
し
た
。
匂
宮
に
誘
わ
れ
て
、
そ
の
小

舟
に
乗
り
込
み
ま
す
が
、
こ
ん
な
こ
と
に
慣
れ
て
い
ま
せ
ん
。
泳
げ
る
は

ず
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
心
細
く
て
匂
宮
に
ひ
し
と
抱
か
れ
ま
す
。
そ
ん

な
女
を
匂
宮
は
か
わ
い
い
と
思
い
ま
す
。
有
明
の
月
が
明
る
く
さ
し
て
水

面
を
照
ら
し
、
船
頭
が
「
こ
れ
な
む
橘
の
小
島
」
と
言
っ
た
の
を
見
る
と
、

・0

小
島
の
橘
の
常
緑
樹
が
青
々
と
見
え
ま
す
。
匂
宮
は
、
「
年
経
と
も
か
は
ら

む
も
の
か
」
と
、
そ
の
緑
の
深
さ
に
託
し
て
永
遠
の
愛
を
哲
い
ま
す
。
か

た
や
浮
舟
は
「
樹
叫
川
副
の
色
は
か
は
ら
じ
を
こ
の
滑
瑚
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら

れ
ぬ
」
と
、
緑
の
色
は
変
わ
ら
ず
と
も
、
こ
の
よ
る
べ
な
い
浮
舟
の
行
方

は
わ
か
り
ま
せ
ん
と
、
は
か
な
い
小
舟
に
託
し
て
我
が
身
の
不
安
定
な
境

遇
を
詠
み
ま
し
た
。
図
②
の
「
絵
入
源
氏
」
(
*
世
界
幻
参
照
)
や
『
十
帖

源
氏
』
(
*
世
界
盟
参
照
)
ほ
か
、
版
本
の
挿
絵
で
も
こ
の
場
面
を
描
い
て

い
る
の
は
、
絵
画
的
な
場
面
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の

心
情
が
風
景
と
和
歌
で
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
場
面
を
描
い
た
絵
画
は
非
常
に
多
く
、
「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
に

展
示
さ
れ
た
作
品
だ
け
で
も
、
伝
光
吉
お
よ
び
狩
野
氏
信
の
『
五
十
四
帖

扉
風
』
(
*
2
*
3
)
、
土
佐
光
則
画
『
源
氏
物
語
画
帖
』
(
*
也
、
岩
佐
又

兵
衛
『
和
漢
故
事
説
話
図
』
(
福
井
県
立
美
術
館
*
必
)
、
清
原
雪
信
『
源
氏

物
語
図
』
(
板
橋
区
立
美
術
館
*
円
む
な
ど
で
も
、
上
空
に
有
明
の
月
、
雪
の



か
か
っ
た
橘
の
小
島
、
小
舟
に
二
人
の
姿
が
共
通
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

異
な
る
の
は
、
船
頭
や
女
房
が
描
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
だ
け

で
す
。
こ
の
図
は
、
後
の
浮
世
絵
で
も
好
ま
れ
ま
す
。
京
都
文
化
博
物
館

の
秋
の
展
示
「
読
む
、
見
る
、
遊
ぶ
源
氏
物
語
の
世
界
」
展
に
出
さ
れ

ま
し
た
三
代
歌
川
豊
田
に
よ
る
三
枚
組
の
大
判
錦
絵
『
源
氏
物
語
浮
舟

図
』
(
*
世
界
布
)
や
、
そ
れ
を
見
立
て
絵
に
し
た
作
品
写
世
界
制
)
に
も

見
ら
れ
、
多
く
の
浮
世
絵
に
こ
の
図
様
が
継
承
さ
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の
す
ぐ
れ
た
風
景
(
情
最
)
と
和
歌
が
、

多
く
の
美
術
・
文
学
を
生
み
出
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
具
体
的

に
は
、
『
源
氏
物
語
千
年
紀
展
』
図
録
の
、
五
十
四
帖
扉
風
解
説
・
総
論
・

コ
ラ
ム
・
名
場
面
鑑
賞
・
源
氏
物
語
和
歌
(
抄
)
な
ど
に
も
数
多
く
例
示

し
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
今
回
の
展
示
に
は
出
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
国
宝
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
(
徳
川
美
術
館
・
五
・
品
美
術
館
)
も
、
和

歌
を
尊
重
し
て
詞
書
を
選
び
絵
固
化
し
た
作
品
で
す
。
他
に
も
源
氏
物
語

に
は
数
多
く
の
名
場
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
好
き
な
場
面
を
選
ん

で
鑑
賞
す
る
だ
け
で
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
絵
師
た
ち
も
源
氏
物
語
の
中

か
ら
名
場
面
を
選
ん
で
描
く
楽
し
み
を
見
出
し
ま
し
た
。
源
氏
物
語
を
読

ん
で
感
動
す
る
だ
け
で
な
く
、
芸
術
家
や
歌
人
や
作
家
た
ち
は
、
そ
の
感

動
か
ら
新
し
い
作
品
を
次
々
と
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。
源
氏
物
語
に
は
、

表
現
者
た
ち
の
創
造
性
を
か
き
立
て
る
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
源

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年

氏
物
語
が
千
年
間
も
伝
え
ら
れ
て
き
た
理
由
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

(
第
一
部
終
了
)

休
憩
時
間
に
は
、
府
大
で
お
借
り
し
て
き
ま
し
た
版
本
の
展
示
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
は
、
「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
で
実
際
に
展
示
さ
れ
た

原
本
で
す
。
同
じ
本
の
別
の
巻
々
が
、
い
ま
図
書
館
で
も
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
で
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
あ
と
の
お
話
で
は
、
配

布
資
料
・
ス
ラ
イ
ド
と
と
も
に
図
書
館
の
展
示
目
録
も
使
用
し
ま
す
。

一一、

大
阪
女
子
大
学
の
蔵
書
と
源
氏
物
語
研
究

1
.

『
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
と
版
本

源
氏
物
語
千
年
紀
と
言
う
と
、
千
年
も
背
に
こ
の
よ
う
な
長
編
・
名
作

が
作
ら
れ
た
こ
と
を
素
附
ら
し
い
と
い
う
評
価
が
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
こ

と
は
確
か
に
素
附
ら
し
い
こ
と
で
す
が
、
千
年
前
の
作
品
が
た
ま
た
ま

残
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
千
年
も
の
問
、
人
々
は
忘

れ
る
こ
と
な
く
源
氏
物
語
を
常
に
愛
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
後
の
世
に
伝

え
て
き
ま
し
た
。
「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
に
お
い
て
、
国
宝
・
重
文
を
一

箇
所
に
集
め
た
意
義
は
も
ち
ろ
ん
大
き
い
の
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、

今
回
の
展
示
の
大
き
な
特
色
は
、
古
い
時
代
の
美
術
品
や
貴
重
な
資
料
を

展
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
古
典
・
源
氏
物
語
を
現
代
に
ま
で
伝
え
て
き
た

六
五



近
世
の
大
衆
文
化
を
も
広
く
紹
介
し
た
こ
と
で
す
。
私
は
か
ね
て
、
源
氏

物
語
が
近
現
代
の
人
々
の
手
に
渡
る
過
程
を
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
源
氏

物
語
の
近
代
的
研
究
が
大
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
古
典
文
学
研
究
に
お
い

て
従
来
軽
視
さ
れ
て
き
た
近
世
の
享
受
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
古
典
文
学
に
お
け
る
享
受
に
つ
い
て
は
、
片
桐
洋
一
先
生
が

研
究
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
嵯
峨
本
伊
勢
物
語
や
『
仁
勢
物
語
』
、
そ
し
て

整
版
本
な
ど
、
近
世
に
お
け
る
享
受
史
に
つ
い
て
も
、
近
世
文
学
専
門
の

研
究
者
が
敬
服
さ
れ
る
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
源
氏
物
語
に

つ
い
て
も
、
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
『
湖
月
抄
』
に

先
立
つ
テ
キ
ス
ト
『
首
書
源
氏
物
語
』
を
初
め
て
影
印
本
の
形
で
紹
介
す

る
こ
と
、
そ
の
巻
末
付
録
と
し
て
、
同
時
代
の
絵
入
り
版
本
の
挿
絵
を
場

面
ご
と
に
比
較
し
て
解
説
を
つ
け
る
と
い
う
企
画
を
提
案
し
編
集
さ
れ
ま

し
た
。
源
氏
物
語
の
絵
入
り
版
本
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
は
、
吉
田
幸

一
氏
の
『
絵
入
本
源
氏
物
語
考
』
(
昭
和
六
十
二
年
、
青
裳
堂
書
庖
日
本
書
誌
学

大
系
)
が
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
影
印
叢
書
『
首
番
源
氏
物
語
』
(
和

泉
書
院
、
昭
和
五
十
五
年
1
)
の
刊
行
は
、
そ
れ
よ
り
七
年
も
早
く
、
吉
田

氏
が
初
め
て
「
絵
入
源
氏
」
に
つ
い
て
お
書
き
に
な
っ
た
論
文
よ
り
数
年

も
前
の
こ
と
で
す
。
ま
だ
大
学
院
生
で
あ
っ
た
私
は
、
片
桐
先
生
の
ご
指

導
の
も
と
、
大
阪
女
子
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
源
氏
物
語
の
絵
入
り
版

六
六

本
を
す
べ
て
調
査
し
、
『
首
書
源
氏
物
語
』
の
丁
数
と
挿
絵
の
枚
数
と
を
数

え
て
一
覧
表
を
作
り
ま
し
た
。
ま
た
、
影
印
本
の
版
下
の
た
め
に
、
『
首
書

源
氏
物
語
』
原
本
の
汚
れ
や
シ
ミ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
写
真
を
修
正
す
る
下

準
備
を
し
ま
し
た
。
影
印
叢
書
『
首
書
源
氏
物
語
』
の
編
者
は
、
総
論
・

桐
査
を
片
桐
先
生
が
編
集
な
さ
っ
た
後
、
帯
木
巻
以
下
は
著
名
な
研
究
者

が
分
担
し
て
担
当
さ
れ
ま
し
た
が
、
巻
末
の
絵
入
り
本
挿
絵
の
解
説
は
、

全
巻
を
私
一
人
に
任
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
具
体
的
な
成
果
は
、
拙
著
『
源
氏
物
語
版
本
の
研
究
』
に
ま
と
め

ま
し
た
が
、
「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
で
は
、
そ
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
近

世
に
お
い
て
源
氏
物
語
が
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
た
の
か
を
、
実
際
の
書

物
を
展
示
す
る
形
で
示
し
ま
し
た
。
実
際
に
展
示
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
々

は
、
最
後
の
コ
ー
ナ
ー
で
版
本
ば
か
り
が
時
代
順
に
並
べ
ら
れ
た
地
味
な

展
示
に
驚
か
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
庶
民
の
親
し
ん
だ
源

氏
物
語
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
斐
文
会
講
座
で
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、

「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
お
よ
び
「
読
む
、
見
る
、
遊
ぶ
源
氏
物
語
の
世

界
展
」
の
下
地
と
な
っ
た
研
究
が
、
ま
さ
に
、
大
阪
女
子
大
学
を
拠
点
と

し
て
成
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
な
の
で
す
。
単
に
私
個
人
の
研
究
が

大
阪
女
子
大
学
所
蔵
本
で
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
資

料
を
有
効
に
用
い
る
学
問
の
伝
統
が
大
阪
女
子
大
学
に
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。



2
.
『
源
氏
物
語
絵
調
』
に
つ
い
て

大
阪
女
子
大
所
蔵
の
源
氏
物
語
関
係
書
と
い
え
ば
、
『
源
氏
物
語
絵
詞
』

(
*
立
が
最
も
有
名
で
す
。
数
あ
る
源
氏
物
語
関
係
資
料
の
中
で
、
美
術

史
・
国
文
学
の
分
野
に
お
け
る
必
須
文
献
と
も
言
え
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

今
で
は
、
源
氏
物
語
展
に
必
ず
出
展
さ
れ
る
資
料
で
す
が
、
こ
れ
は
、
研

究
者
が
積
極
的
に
研
究
し
紹
介
し
た
か
ら
こ
そ
世
に
出
た
も
の
な
の
で
す
。

こ
の
書
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
絵
指
示
の
書
物
で
す
。
宮
内
庁
書
陵
部
に

も
類
書
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
詳
し
い
の
で
す
。
こ
の
資
料
の
来

歴
を
、
『
大
阪
女
子
大
学
五
十
年
史
』
と
玉
上
琢
輔
先
生
が
「
女
子
大
文
学
」

十
九
号
に
お
書
き
に
な
っ
た
文
を
参
考
に
し
て
一
覧
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

昭
和
M
年
府
立
大
阪
女
子
大
学
創
設
平
林
治
徳
学
長
(
国
文

学
)
・
源
豊
宗
(
美
術
)
ほ
か

『
源
氏
物
語
絵
詞
』
の
購
入
玉
上
琢
禰
(
国
文
学
)
・

境
問
四
郎
(
国
文
学
)
ほ
か

清
水
好
子
「
源
氏
物
語
絵
画
化
の
一
方
法
|
新
資
料
「
源

氏
物
語
絵
調
」
紹
介
|
」
(
「
国
諸
国
文
」
)

五
島
美
術
館
「
源
氏
物
語
ー
そ
の
文
学
と
美
術
」
展
に

出
展
美
術
史
の
必
読
文
献
と
し
て
認
知

本
学
所
蔵
「
源
氏
物
語
絵
詞
」
複
製
(
『
女
子
大
文
学
」

昭
和
幻
年

昭
和
お
年

昭
和
鈎
年

昭
和
位
年

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年
」

昭
和
印
年

国
文
編
十
九
号
)
解
説
・
玉
上
琢
嫡

京
都
国
立
博
物
館
「
源
氏
物
語
の
美
術
」
に
出
展

録
総
説
目
白
畑
よ
し
・
玉
上
琢
粥

大
学
院
創
設
玉
上
琢
禰
・
片
桐
洋
一
・
橋
本
四
郎
・

土
田
衛
ほ
か
『
大
阪
女
子
大
学
和
漢
書
目
録
』

『
源
氏
物
語
絵
詞
|
翻
刻
と
解
説
|
』
(
大
学
堂
持
出
)

片
桐
洋
一
・
大
阪
女
子
大
学
物
語
研
究
会
編

図

昭
和
田
年

昭
和
田
年

こ
の
書
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
(
学
科
主
任
は
境
問
四
郎
)
購
入
さ
れ
、
昭

和
三
十
五
年
に
、
清
水
好
子
氏
が
源
豊
宗
氏
お
よ
び
玉
上
先
生
の
依
頼
で

調
査
し
、
京
大
の
雑
誌
「
国
語
国
文
」
に
そ
の
資
料
的
価
値
を
世
に
聞
い

ま
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
後
に
清
水
氏
の
著
書
『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方

法
』
(
東
大
出
版
会
、
昭
和
五
十
五
年
)
に
収
め
ら
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
が
初
め
て
展
示
さ
れ
た
の
は
、
五
島
美
術

館
の
「
源
氏
物
語
ー
そ
の
文
学
と
美
術
」
で
し
た
。
そ
し
て
昭
和
四
十
二

年
に
は
、
大
学
の
紀
要
「
女
子
大
文
学
園
文
編
」
に
原
本
の
影
印
が
掲
載

さ
れ
、
昭
和
五
十
八
年
に
は
、
片
桐
先
生
が
当
時
の
院
生
・
卒
業
生
と
と

も
に
活
字
翻
刻
し
て
『
源
氏
物
語
絵
詞
|
翻
刻
と
解
説
|
』
を
公
刊
さ
れ
、

研
究
者
が
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
今
回
の
「
千
年
紀

展
」
で
は
、
こ
の
『
絵
詞
』
を
、
重
要
な
資
料
と
し
て
展
示
・
紹
介
し
ま

し
た
宗
門
)
。
い
ま
図
書
館
で
は
、
こ
の
原
本
が
展
示
さ
れ
、
会
場
に
は
、

六
七



そ
の
影
印
が
掲
載
さ
れ
た
「
女
子
大
文
学
国
文
編
」
を
持
参
し
ま
し
た
の

で
、
ご
覧
下
さ
い
。

昭
和
五
十
年
の
春
、
京
都
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
の

美
術
」
で
は
、
玉
上
先
生
も
指
導
に
当
た
っ
て
お
ら
れ
、
図
録
に
総
説
を

お
書
き
に
な
り
、
こ
の
『
絵
詞
』
も
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
私
も

玉
上
先
生
の
解
説
を
受
け
な
が
ら
拝
見
し
ま
し
た
が
、
国
宝
の
『
源
氏
物

語
絵
巻
』
が
す
べ
て
出
展
さ
れ
、
扇
面
法
華
経
な
ど
、
著
名
な
美
術
品
や

工
芸
品
が
数
多
く
展
示
さ
れ
て
い
た
の
が
圧
巻
で
し
た
。
昭
和
六
十
年
に

は
、
片
桐
先
生
が
指
導
に
当
た
ら
れ
た
堺
市
博
物
館
の
「
源
氏
物
語
の
絵

画
」
に
『
絵
調
』
が
出
展
さ
れ
、
以
後
、
『
源
氏
物
語
絵
調
』
は
大
阪
女
子

大
学
の
貴
重
書
の
中
で
最
も
有
名
で
よ
く
参
照
・
引
用
さ
れ
る
文
献
と
な

り
ま
し
た
。
源
氏
物
語
の
享
受
、
源
氏
物
語
の
美
術
を
論
じ
る
時
に
は
、

国
宝
『
絵
巻
』
と
と
も
に
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
背
景
に

は
、
こ
の
文
献
を
学
術
的
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
清
水
好
子
・
玉
上
琢
鏑
・

片
桐
洋
一
と
い
う
三
人
の
偉
大
な
学
者
の
研
究
が
あ
る
の
で
す
。

3
.
源
氏
物
語
の
版
本

「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
に
出
し
た
版
本
は
次
の
通
り
で
す
。

-Rは大

阪
女
子
大
学
蔵
(
現
府
立
大
学
蔵
)
本
、
古
は
架
蔵
本
で
、
「
千
年
紀
展
」

に
出
た
原
本
に
は
、
(
)
内
の
*
作
品
番
号
の
す
ぐ
下
に
安
食
を
つ
け

』、ー、
i
】

''a
，J

ま
し
た
。1

慶
長
中
期
三
六
O
五
頃
)
古
活
字
十
行
本
『
源
氏
物
語
』
(
*
釘
)

2
慶
長
末
年
(
一
六
一

O
頃
)
伝
嵯
峨
本
『
源
氏
物
語
』
(
*
錦
*
世

界
26 

3
元
和
九
年
(
一
六
二
二
一
)
版
『
源
氏
物
語
』
言
明
)

む

ば

っ

①
寛
永
正
保
(
一
六
四
O
頃
)
刊
、
無
政
無
刊
記
整
版
本
「
源
氏
物
語
」

(
*
別
交
)

②

a
慶
安
三
年
(
一
六
五
O
)
山
本
春
正
蹴
絵
入
版
本
「
源
氏
物
語
」

(
*
限
会
問
*
世
界
U
・S
・
-
-
初
の
絵
入
り
版
本

b
万
治
三
年
(
一
六
六
O
)
横
本
、
絵
入
版
本
「
源
氏
物
語
」
合
:

a
の
異
版

c
寛
文
(
一
六
七
O
頃
)
無
刊
記
小
本
、
絵
入
版
本
「
源
氏
物
語
」

*
(
*
即
)
・
:
a
の
異
版

ば
ん
す
い
い

ιろ

③
承
応
二
年
(
一
六
五
三
)
松
永
貞
徳
政
、
版
本
『
万
水
一
露
』
(
*
削

き
:
・
初
の
注
釈
付
テ
キ
ス
ト
・
本
文
は
①

④
寛
文
十
三
年
(
一
六
七
三
)
刊
、
一
竿
斎
蹴
『
首
書
源
氏
物
語
』
(
*

刷
さ
:
・
初
の
頭
注
付
テ
キ
ス
ト
・
本
文
は
②
b

⑤
延
宝
元
年
(
一
六
七
一
ニ
)
北
村
季
吟
政
『
湖
月
抄
』
(
*
邸
主
:
・
①

ー
④
を
結
集
し
た
テ
キ
ス
ト
・
本
文
は
②

a

1
3
3
は
古
活
字
版
と
言
う
、
木
で
作
ら
れ
た
活
字
版
で
す
。
せ
い
ぜ
い



数
十
部
し
か
印
刷
し
な
い
希
少
価
値
の
高
い
本
で
、
貴
族
や
武
家
へ
の
贈

答
品
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
①
以
下
は
、

庶
民
が
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
整
版
本
で
、
こ
れ
は
一
枚
板
に
版
画
形

式
で
彫
っ
て
印
刷
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
う
ち
①
は
、
政
文
も
刊
年
も
な

い
の
で
素
性
不
明
の
た
め
「
素
源
氏
」
な
ど
と
乱
暴
な
呼
び
方
が
な
さ
れ

て
い
た
版
本
で
す
が
、
天
理
図
書
館
や
中
之
島
図
書
館
な
ど
の
所
蔵
本
や

近
世
の
書
籍
目
録
な
ど
を
調
査
し
て
、
②
の
「
絵
入
源
氏
」
に
先
立
つ
寛

永
・
正
保
頃
に
出
版
さ
れ
た
最
初
の
整
版
本
と
判
断
し
た
も
の
で
す
。
①
以

前
の
版
本
は
、
大
阪
女
子
大
学
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
②
以
後
の
版
本
と
、

①
と
同
時
期
の
版
か
と
思
わ
れ
る
そ
の
他
の
古
典
版
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い

ま
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
手
に
と
っ
て
調
査
し
た
結
果
、
源
氏

物
語
の
み
な
ら
ず
多
く
の
古
典
版
本
の
前
後
関
係
を
特
定
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

影
印
本
『
首
書
源
氏
物
語
』
の
巻
末
付
録
に
使
用
し
た
絵
入
り
版
本
は
、

②
の

a
b
c
と
、
次
の
⑦

t
⑫
で
す
。

⑥
承
応
三
年
(
一
六
五
回
二
華
堂
切
臨
政
『
源
氏
網
目
』
字
削
)
・
:
:

過
去
の
絵
を
批
判
し
訂
正
し
た
注
釈
書

⑦
承
応
三
年
(
一
六
五
回
)
野
々
口
立
岡
政
『
十
帖
源
氏
』
(
*
町
安
*

世
界
m
a
s
-
-
-
①
を
元
に
し
た
絵
入
り
梗
概
書

③
明
暦
三
年
(
一
六
五
七
)
絵
入
り
『
源
氏
小
鏡
』
女
平
世
界
聞
き

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年
」

-
:
初
の
絵
入
り
『
源
氏
小
銃
』

び
ん
か
が
み

⑨
万
治
三
年
(
一
六
六
O
)
小
島
宗
賢
・
鈴
村
信
房
『
源
氏
費
鏡
』
(
*

m
-
R
*
世
界
闘
)
・
:
③
を
簡
略
化
し
た
俳
書

⑩
寛
文
元
年
(
一
六
六
一
)
野
々
口
立
岡
蹴
『
お
さ
な
源
氏
』
占
円
安

m
*
世
界
泊
)
:
:
:
⑦
を
半
分
に
簡
略
化
し
た
書

⑪
貞
享
二
年
(
一
六
八
五
)
版
『
源
氏
大
和
絵
鑑
』
(
外
題
「
新
版
源
氏

絵
鏡
」

)
(
*
m
-
R
)

⑫
寛
文
十
二
年
(
一
六
七
二
)
松
曾
版
『
お
さ
な
源
氏
』
:
:
:
⑩
の
異

版
安

一
覧
で
は
、
原
則
と
し
て
初
版
の
名
称
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
大
阪
女
子

大
学
所
蔵
本
は
、
厳
密
に
は
、
刊
記
や
版
が
異
な
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

②

a
の
「
絵
入
源
氏
」
の
場
合
で
す
と
、
初
版
は
無
刊
記
で
す
が
、
大
阪

女
子
大
学
に
は
、
承
応
三
年
(
一
六
五
四
)
八
尾
勘
兵
衛
の
版
が
二
種
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
版
式
が
異
な
り
ま
す
。
一
方
(
版
式
I
)
は
初
版
と
同
じ
で
折
り

目
に
巻
名
と
丁
数
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一
方
(
版
式
H
)
は
後
の
刷
り
で
、

ノ
ド
の
所
に
巻
名
記
号
と
丁
数
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
承
応

三
年
に
八
尾
勘
兵
衛
か
ら
初
め
て
市
販
さ
れ
た
時
の
初
刷
り
と
、
何
年
か

後
に
版
式
を
変
え
て
出
さ
れ
た
後
刷
り
本
で
す
。
こ
の
二
つ
の
版
式
の
八

尾
版
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
、
吉
田
幸
一
氏
の
説
の
誤
り
に

気
づ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
版
の
調
査
を
経
て
、
「
絵
入
源
氏
」
の

六
九



初
版
は
慶
安
三
年
(
一
六
五
O
)
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
す
。

ま
た
、
私
が
編
集
を
担
当
し
ま
し
た
『
首
書
源
氏
物
語
』
絵
合
・
松
風

二
巻
の
本
文
を
調
査
し
て
い
た
時
に
、
②
b
の
万
治
版
横
本
「
絵
入
源
氏
」

の
本
文
と
の
一
致
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
④
『
首
書
源
氏

物
語
』
の
底
本
が
②
b
万
治
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
b
万
治
本
が
a
慶
安
本
「
絵
入
源
氏
物
語
」
の
海
賊
版
で
あ
る
こ

と
も
、
本
文
お
よ
び
挿
絵
を
比
較
し
て
わ
か
り
ま
し
た
。
次
の
表
に
、
吉

田
説
と
の
違
い
を
示
し
て
い
ま
す
。

ウ イ ア

本f万台
刷簡初 鹿安本

。〉

無F小本記l 
版初

身が改roJ ずい
がI版式 版応承

後刷り が日
ゴEコi

れ本非山も
年

版初
八 田

尾勘兵衛
説

正
版式

自

てし れそ 日版式 頃~n無記本司l

別集人が れぞ去棋陛を
刷が桂り がI ?古

初版
慶安

水

説

版式
年

そ
の
他
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
吉
田
氏
の
『
絵
入
本
源
氏
物
語
考
』
を

参
照
し
、
影
印
本
『
首
書
源
氏
物
語
』
巻
末
解
説
を
訂
正
し
ま
し
た
。
女

子
大
所
蔵
の
⑨
『
源
氏
費
鏡
』
は
、
京
都
で
出
版
さ
れ
た
万
治
三
年
政
本

な
が
ら
、
そ
の
再
版
に
当
た
る
天
和
三
年
(
一
六
八
三
)
版
『
源
氏
費
鏡
』

七。

(
外
題
「
源
氏
物
語
絵
抄
乙
で
あ
る
こ
と
、
無
刊
記
の
『
源
氏
物
語
大
概
抄
』

は
、
⑩
寛
文
元
年
版
『
お
さ
な
源
氏
』
の
後
刷
り
改
組
本
で
あ
る
こ
と
、

⑫
寛
文
十
二
年
(
一
六
七
二
)
松
会
版
『
お
さ
な
源
氏
』
(
女
子
大
本
は
彩
色

の
丹
緑
本
)
は
、
江
戸
版
の
『
お
さ
な
源
氏
』
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
す
。

こ
の
あ
た
り
の
関
係
や
出
版
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
源
氏
物
語
の
世

界
」
展
の
図
録
巻
末
の
源
氏
物
語
享
受
史
年
表
に
も
示
し
て
お
き
ま
し
た
。

4
.

版
本
書
誌
学
の
調
査
研
究

以
上
の
版
本
の
前
後
関
係
や
影
響
関
係
は
、
個
々
の
本
文
・
挿
絵
・
書

誌
な
ど
、
細
か
い
調
査
を
経
て
独
自
に
判
定
し
た
結
果
で
す
。
が
、
こ
の

一
覧
が
あ
た
か
も
自
明
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
例
も
見
受
け
ら
れ
ま
す

(
三
間
村
雅
子
『
記
憶
の
中
の
源
氏
物
語
』
新
潮
社
な
ど
)
。
古
活
字
版
が
(
私

の
調
査
し
た
)
伝
嵯
峨
本
や
元
和
本
だ
け
で
あ
る
か
の
よ
う
な
記
述
や
、

「
す
べ
て
は
絵
入
り
本
か
ら
始
ま
っ
た
」
と
い
う
見
出
し
な
ど
、
少
な
く

と
も
近
世
初
期
の
版
本
が
ど
の
よ
う
に
流
布
し
伝
来
し
て
き
た
の
か
を
十

分
に
考
慮
し
な
い
と
ら
え
方
が
目
に
つ
き
ま
す
。
こ
れ
は
東
京
を
中
心
に

し
た
考
え
で
す
が
、
江
戸
で
は
、
こ
れ
ら
の
版
本
の
う
ち
流
布
し
て
い
た

の
が
半
数
程
度
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
文
化
的
状
況
が
関
係
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
①
無
蹴
無
刊
記
本
、
②
慶
安
三
年
「
絵
入
源
氏
物
語
」

の
初
版
、
③
『
万
水
一
露
』
、
④
『
首
書
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
本
文
全
文



が
掲
載
さ
れ
た
五
十
四
巻
も
の
本
が
出
回
る
こ
と
は
少
な
く
、
十
巻
の
⑦

『
十
帖
源
氏
』
で
す
ら
、
江
戸
で
入
手
す
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
と
言
え
ば
⑤
『
湖
月
抄
』
ば
か

り
が
流
布
し
、
『
源
氏
小
鏡
』
は
、
江
戸
で
手
軽
に
作
ら
れ
た
鶴
屋
版
や
須

原
屋
版
、
『
お
さ
な
源
氏
』
は
初
版
で
は
な
く
師
宣
画
の
江
戸
版
、
そ
し
て

江
戸
の
庶
民
は
『
修
紫
田
舎
源
氏
』
に
よ
っ
て
源
氏
物
語
を
知
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
『
読
む
、
見
る
、
遊
ぶ
源
氏
物
語
の
世
界
』
の
展

示
図
録
に
「
模
倣
・
転
用
の
文
化
」
と
い
う
コ
ラ
ム
を
書
き
ま
し
た
が
、

「
江
戸
文
化
」
で
は
、
京
都
で
出
版
さ
れ
た
版
本
を
模
倣
し
転
用
し
、
時

に
盗
用
し
て
新
し
い
出
版
物
を
作
る
こ
と
が
一
般
的
で
し
た
。
現
在
の
国

文
学
に
お
い
て
も
、
関
西
で
地
道
な
基
礎
研
究
が
な
さ
れ
、
東
京
の
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
で
は
、
派
手
な
研
究
が
も
て
は
や
さ
れ
る
風
潮
が
あ
り
ま
す
。

私
達
が
学
ん
だ
大
阪
女
子
大
学
の
研
究
は
、
ま
さ
に
関
西
ら
し
い
地
道
な

基
礎
的
研
究
を
重
視
す
る
も
の
で
し
た
。

「
絵
入
源
氏
」
が
四
種
類
も
揃
っ
て
い
る
図
書
館
は
決
し
て
多
く
は
な

い
で
し
ょ
う
。
東
大
図
書
館
に
「
絵
入
源
氏
」
が
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
関

東
大
震
災
以
後
の
寄
贈
に
よ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
吉
田
氏
が
初
版
と
誤

解
し
た
「
絵
入
源
氏
」
の
取
り
合
わ
せ
本
は
、
な
ん
と
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
で

装
丁
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
京
大
の
図
書
館
に
は
数
種
類

の
「
絵
入
源
氏
」
が
あ
り
、
初
版
が
二
種
類
、
う
ち
「
千
年
紀
展
」
に
展

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年
」

示
し
た
彩
色
の
「
絵
入
源
氏
」
(
*
問
)
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
は
別
に
京

大
文
学
部
閲
覧
室
に
は
、
「
絵
入
源
氏
」
の
異
版
で
あ
る
横
本
と
小
本
も
揃

え
ら
れ
、
珍
し
い
後
刷
り
の
出
雲
寺
和
泉
橡
版
「
絵
入
源
氏
」
も
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
大
阪
女
子
大
学
に
三
種
四
版
の
「
絵
入
源
氏
」

が
あ
る
様
に
似
て
い
ま
す
。
京
大
に
「
絵
入
源
氏
」
が
入
れ
ら
れ
た
時
期

と
経
緯
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
光
景
に
、
私
は
大
阪
女
子
大
の
学
統
と

深
く
つ
な
が
る
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
版
本
が
大
阪
女
子
大

に
あ
る
こ
と
は
、
資
料
へ
の
理
解
あ
る
先
生
方
が
お
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ

を
有
効
に
用
い
た
研
究
を
す
る
学
問
の
伝
統
が
あ
る
か
ら
で
す
。

「
絵
入
源
氏
」
と
言
え
ば
、
玉
上
琢
嫡
先
生
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』
に
す

べ
て
の
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
が
「
絵
入
源
氏
」
の
存
在
を

知
っ
た
の
も
、
玉
上
先
生
の
も
と
で
卒
業
論
文
を
製
作
し
て
い
る
時
に
熟

読
し
た
『
評
釈
』
の
挿
絵
に
よ
っ
て
で
す
。
ま
た
同
じ
頃
、
土
田
衛
先
生

の
ご
指
導
の
も
と
で
、
私
た
ち
学
生
は
図
書
館
の
原
本
に
当
た
っ
て
『
大

阪
女
子
大
学
和
漢
書
目
録
』
の
校
正
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
、
い
く
つ
か
の
版
本
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
が
、
一
度
に

多
く
の
版
本
に
接
し
た
の
は
そ
の
と
き
が
初
め
て
で
し
た
。
当
時
の
大
学

で
は
、
学
生
が
図
書
館
の
貴
重
苦
に
触
れ
て
勉
強
す
る
機
会
が
あ
り
ま

し
た
。大

阪
女
子
大
学
に
お
け
る
版
本
に
関
わ
る
研
究
を
、
年
代
順
に
挙
げ
て

七



み
ま
す
。
女
は
女
子
大
本
を
利
用
し
た
も
の
で
す
。

昭
和
泊
年
玉
上
琢
掛
川
『
源
氏
物
語
評
釈
』
(
角
川
書
応
)
の
各
所
に
「
絵

入
源
氏
物
語
」
②

a
の
挿
絵

こ
の
頃
、
順
次
、
源
氏
物
語
の
版
本
が
多
数
購
入
・
寄
贈
さ
れ
、
図

書
館
の
蔵
書
と
な
る
。

昭
和
田
年
1

総
論
・
桐
壷
』
以
下
、

十
六
冊
刊
行
(
和
泉
書
院
)
④
の
影
印
本
女

※
巻
末
付
録
に
「
江
戸
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
版
本
の
挿
絵
」
(
消
水

姉
久
子
)
女
②
1
⑫
の
挿
絵
比
較
と
解
説

清
水
婦
久
子
「
版
本
『
絵
入
源
氏
物
語
』
の
諸
本
(
上
)

片
桐
洋
一
編
『
首
書
源
氏
物
語

平
成
元
年

(
下
)
」
(
「
背
須
我
波
良
」
お
・
ぬ
)

※
吉
田
幸
一
『
絵
入
本
源
氏
物
語
考
』
(
昭
和
昭
一
年
、
青
裳
堂
持
府
)
の

説
の
誤
り
を
訂
正
安
②

a
二
種
の
版
の
相
違
よ
り
女
②
b
c

平
成
5
年
1

清
水
婦
久
子
編
『
絵
入
源
氏
』
桐
壷
・
夕
顔
・
若
紫
(
お

う
ふ
う
)
②

a
の
活
字
テ
キ
ス
ト

※
国
文
学
研
究
資
料
館
原
本
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
源
氏
物
語

(
絵
入
)
[
承
応
版
本
]
C
D
l
R
O
M
』
(
岩
波
書
庖
)

平
成
時
年

清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
版
本
の
研
究
』
(
和
泉
書
院
)
*
①

1
⑫
ほ
か
の
版
本
書
誌
学
研
究

資
料
は
常
に
手
元
に
置
い
て
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
大
学
院
修
了
後

ー七

は
、
母
校
に
出
向
く
機
会
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
し
、
図
古
館
の
良
重
古

を
自
由
に
閲
覧
で
き
る
環
境
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
版
本
を
私
狩

で
購
入
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
「
千
年
紀
展
」
「
世
界
展
」

の
両
方
に
出
し
ま
し
た
し
、
今
日
み
な
さ
ん
の
お
手
に
と
っ
て
い
た
だ
い

た
も
の
も
私
個
人
の
も
の
で
す
。
和
本
の
程
さ
、
丈
夫
さ
は
、
こ
う
し
て

直
に
触
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
本
文
を
一
字
一
旬

校
合
す
る
作
業
や
、
版
本
の
印
制
の
具
合
を
確
か
め
る
た
め
に
は
、
自
分

で
買
っ
て
持
つ
の
が
一
番
で
す
。
平
成
5
年
の
『
絵
入
源
氏
』
テ
キ
ス
ト

は
、
架
蔵
本
を
用
い
て
活
字
紹
介
し
た
も
の
で
す
。

「
絵
入
源
氏
」
の
価
値
は
挿
絵
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
絵
入
源
氏
」

本
文
の
写
真
(
*
胞
m
*
世
界
訂
)
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ

れ
ま
で
の
版
本
に
は
な
か
っ
た
読
点
や
濁
点
、
傍
注
が
本
文
に
初
め
て
つ

け
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
④
『
首
書
源
氏
物
語
』
字
削
)
お
よ
び
⑤
『
湖

月
抄
』
(
*
脂
)
の
底
本
に
な
り
ま
し
た
。
活
字
テ
キ
ス
ト
『
絵
入
源
氏
』

に
は
多
く
の
本
と
の
本
文
校
異
を
示
し
た
こ
と
で
、
「
絵
入
源
氏
」
の
本
文

が
近
世
流
布
本
の
基
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
認
知
さ
れ
、
平
成
十

一
年
に
は
岩
波
書
底
か
ら
全
巻
の
活
字
翻
刻
デ

l
タ
が

C
D
I
R
O
M
と

し
て
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

C
B
I
R
O
M
の
底
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館

の
本
で
す
が
、
資
料
館
が
持
っ
て
い
な
い
別
冊
付
録
の
画
像
は
、
「
千
年
紀

展
」
「
世
界
展
」
に
も
出
し
た
架
蔵
本
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
『
源



氏
物
語
版
本
の
研
究
』
で
は
、
大
阪
女
子
大
本
と
架
蔵
本
の
ほ
か
、
東
大
、

京
大
、
天
理
図
書
館
、
中
之
島
図
書
館
な
ど
、
各
地
で
調
査
し
た
多
く
の

源
氏
物
語
版
本
を
扱
っ
て
い
ま
す
。

5
.
書
誌
学
的
研
究
の
重
要
性

「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
の
う
ち
、
近
世
の
版
本
に
つ
い
て
は
私
の
研

究
に
基
づ
い
て
構
成
し
、
展
示
作
品
に
つ
い
て
も
、
調
査
し
た
も
の
で
保

存
状
態
が
よ
く
、
書
誌
・
内
容
の
わ
か
っ
て
い
る
も
の
を
選
定
し
ま
し
た
。

大
阪
府
立
大
学
に
は
、
先
の
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
を
借
用
す
る
必
要
が
あ

り
、
大
阪
女
子
大
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
版
本
に
つ
い
て
も
書
誌
と
保
存
状

態
を
熟
知
し
て
い
る
の
で
借
用
を
依
頼
し
ま
し
た
。
し
か
し
残
念
な
こ
と

が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
図
録
と
展
示
に
お
い
て
は
、
現
在
の
所
蔵

者
を
記
載
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
た
め
、
す
で
に
統
合
さ
れ
て
い
た
大
阪

府
立
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
図
書
館
蔵
と
記
載
さ
れ
、
大
阪
女
子
大
学

の
名
前
が
出
な
い
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
野
口
氏
が
資
料
の
撮
影
に

セ
ン
タ
ー
図
書
館
に
出
向
い
た
と
き
に
、
図
書
館
員
が
版
本
の
判
別
に
手

間
取
り
、
約
束
の
時
間
が
何
時
間
も
延
長
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
府
大
の
言
語
文
化
学
会
会
報
に
、
展
示
お

よ
び
図
録
に
大
阪
女
子
大
学
の
名
称
の
な
い
こ
と
が
博
物
館
担
当
者
の
不

手
際
で
あ
る
と
で
も
受
け
取
れ
る
発
言
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
が
、
博
物

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年
」

館
は
所
蔵
者
か
ら
の
情
報
に
従
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
所
蔵
者
の
名
称
が

変
わ
っ
た
も
の
を
博
物
館
が
勝
手
に
名
称
を
変
え
て
記
載
で
き
る
は
ず
も

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
た
だ
し
、
『
絵
調
』
に
つ
い
て
は
、
「
大
阪
女
子
大
本

源
氏
物
語
絵
詞
」
で
学
界
に
周
知
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
片
桐
先
生
の
お
出

し
に
な
っ
た
活
字
本
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
『
万
水
一
露
』
の
見
返

し
に
は
、
大
阪
女
子
大
学
の
所
蔵
者
印
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
「
千
年

紀
展
」
図
録
の
写
真
宗

m)
に
も
確
か
に
見
え
ま
す
。
大
阪
女
子
大
学

の
名
前
は
、
こ
う
し
て
本
が
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
録
に
と
ど
め

ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
博
物
館
に
出
展
す
る
資
料
の
撮
影
に
際
し
て
図
書

館
側
が
十
分
に
資
料
を
確
認
し
て
お
か
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
だ
と
思
い

ま
す
。
三
十
年
前
、
院
生
の
私
が
『
首
書
源
氏
物
語
』
編
集
の
た
め
に
調

査
す
る
か
ら
と
大
阪
女
子
大
学
図
書
館
に
お
願
い
し
て
お
く
と
、
約
束
の

目
、
当
時
の
職
員
は
、
朝
早
く
か
ら
準
備
し
て
、
確
実
に
版
本
を
全
巻
(
一

四

O
冊
ぐ
ら
い
あ
り
ま
し
た
)
揃
え
て
、
特
別
閲
覧
室
に
準
備
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
片
桐
先
生
か
ら
の
ご
指
示
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
と
も
と
司
書
志
望
で
あ
っ
た
私
に
は
、
指
針
と
な

る
態
度
で
し
た
。
大
学
図
書
館
は
昔
と
変
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
う
し
た
事
が
あ
り
な
が
ら
、
「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
に
展
示
さ

れ
る
と
、
「
本
学
図
書
館
の
所
蔵
資
料
が
『
源
氏
物
語
千
年
紀
展
』
に
出

七



ま
し
た
」
と
宣
伝
し
、
同
じ
資
料
ば
か
り
が
あ
ち
こ
ち
に
展
示
さ
れ
ま

す
。
『
首
書
源
氏
物
語
』
巻
末
の
解
説
や
「
千
年
紀
展
」
図
録
の
解
説
が

そ
の
ま
ま
展
示
目
録
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
た

び
に
複
雑
な
気
持
ち
が
し
て
い
ま
す
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
資
料
は
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
も
、
紹
介
者
が
い
な
け
れ
ば
埋

も
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
玉
上
先
生
が
購
入
し
、
清
水
氏
が
紹
介
し
、
片

桐
先
生
が
公
刊
し
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
研
究
対
象
に
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ

そ
、
府
大
(
大
阪
女
子
大
)
が
誇
る
資
料
だ
と
公
言
で
き
る
の
で
す
。
「
絵

入
源
氏
」
、
『
十
帖
源
氏
』
、
『
源
氏
大
和
絵
鑑
』
な
ど
の
絵
入
り
版
本
は
、

そ
れ
ま
で
研
究
さ
れ
た
こ
と
も
な
く
、
『
首
書
源
氏
物
語
』
巻
末
で
初
め
て

紹
介
す
る
と
き
に
は
、
本
の
素
性
も
わ
か
ら
ず
、
手
探
り
の
状
態
で
解
説

を
書
き
ま
し
た
。
何
度
も
図
書
館
に
足
を
運
び
、
版
本
を
手
に
と
っ
て
調

査
し
、
複
写
し
た
も
の
を
各
図
書
館
に
持
ち
込
ん
で
は
比
較
し
、
本
文
を

一
字
一
句
校
合
し
、
挿
絵
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
そ
れ
で
よ
う
や
く
先
の
結

論
に
至
っ
た
の
で
す
。
図
録
の
解
説
も
次
第
に
簡
潔
に
書
け
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
研
究
の
苦
労
を
こ
と
さ
ら
言
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

書
誌
学
と
い
う
地
味
な
研
究
が
あ
っ
て
初
め
て
資
料
は
生
き
る
こ
と
を
、

こ
こ
で
あ
え
て
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
「
源
氏
物
語
千
年
紀
展
」
以
前
に
、
版
本
が
博
物
館
・
美
術
館
に

七
四

展
示
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
の
「
源
氏
物
語
の
絵
画
」
(
幌

市
博
物
館
)
と
平
成
十
七
年
の
「
絵
画
で
つ
づ
る
源
氏
物
語

l
描
き
継
が
れ

た
源
氏
絵
の
系
譜
」
(
徳
川
美
術
館
)
が
あ
り
ま
す
。
前
者
で
は
、
『
絵
詞
』

の
ほ
か
に
、
女
子
大
所
蔵
の
『
十
帖
源
氏
』
も
初
め
て
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
徳
川
美
術
館
の
展
示
で
は
、
珍
し
く
同
館
所
蔵
の
万
治
版
「
絵
入
源

氏
」
が
展
示
さ
れ
、
私
の
研
究
を
踏
ま
え
て
慶
安
本
「
絵
入
源
氏
」
の
異

版
で
あ
る
旨
の
詳
し
い
解
説
が
あ
り
、
近
世
の
美
術
史
に
お
け
る
版
本
の

意
義
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
国
文
学
お
よ
び
美
術
史
の
分
野
で
も
、

版
本
が
よ
う
や
く
研
究
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
、
近
世
初
期
の
源
氏
物
語
享
受
史
研
究
は
な
お
少
な
く
、
十
八
世
紀

以
後
の
「
江
戸
文
化
」
の
一
環
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
残
念

で
す
。先

ほ
ど
か
ら
紹
介
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
二

O
O八
年
秋
に
は
、
早

稲
田
大
学
名
誉
教
授
の
中
野
幸
一
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
九
曜
文
庫
」
な

ど
近
世
に
お
け
る
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
て
「
読
む
、
見
る
、
遊
ぶ
源

氏
物
語
の
世
界
展
」
を
し
ま
し
た
。
発
案
の
藤
本
孝
一
氏
を
委
員
長
と
し

て
、
中
野
氏
を
監
修
者
、
私
も
企
画
委
員
に
な
り
ま
し
た
。
半
年
と
い
う

短
い
準
備
期
間
な
が
ら
、
学
芸
員
の
市
川
彰
氏
と
私
と
で
相
談
し
、
中
野

氏
の
ご
協
力
の
も
と
、
今
度
は
近
世
絵
画
や
版
本
か
ら
始
ま
り
、
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
版
や
パ
ロ
デ
ィ
本
、
そ
し
て
浮
世
絵
へ
と
伝
え
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ツ



シ
ュ
な
近
世
の
源
氏
文
化
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
前
評
判
は

そ
れ
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
「
千
年
紀
展
」
の
よ
う
に
入
場
者

が
多
か
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
覧
く
だ
さ
っ
た
方
々
か
ら
は
大

変
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
の
感
想
を
多
数
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
展
示
に

も
、
春
の
「
千
年
紀
展
」
以
上
に
多
く
の
版
本
を
展
示
し
ま
し
た
が
、
こ

ち
ら
に
は
大
阪
府
立
大
学
所
蔵
本
は
借
用
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
の

版
本
の
本
文
系
統
図
(
推
定
》

京
都

一
口
阿
附
附
凶
陣
除
枯
脂
厚
木
。
.
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嗣
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展
示
の
背
景
に
は
、
三
十
年
前
に
大
阪
女
子
大
学
図
書
館
の
館
員
に
助
け

ら
れ
、
素
晴
ら
し
い
教
授
の
ご
指
導
の
も
と
、
大
学
院
修
了
生
が
一
つ
一

つ
の
版
本
を
調
査
し
比
較
し
た
書
誌
学
の
研
究
が
あ
り
ま
し
た
c

そ
の
成

果
は
、
こ
の
図
録
に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
ま
す
。
次
の
図
は
、
図
録
に
も

掲
載
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
て
き
た
こ
と
を
基
に
作
製
し

た
版
本
の
本
文
系
統
と
、
挿
絵
の
影
響
関
係
を
図
に
し
た
も
の
で
す
。
京

実
線
H
底
本
(
貌
子
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、
点
線
H
影
響
関
係
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源
氏
物
語
の
千
年
」
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七
六

江
戸

都
・
江
戸
と
わ
け
ま
し
た
通
り
、
京
都
で
編
集
・
出
版
さ
れ
た
も
の
が
江

戸
に
伝
え
ら
れ
、
模
倣
・
転
用
さ
れ
て
広
く
出
回
る
様
が
よ
く
お
わ
か
り

に

な

る

と

思

い

ま

す

。

(

第

二

部

終

了

)

一一、

和
歌
の
解
釈
と
版
本
研
究

最
初
に
映
像
で
手
間
取
り
ま
し
た
た
め
時
間
が
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

準
備
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
、
お
時
間
の
あ
る
方
の
ご



希
望
が
あ
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
に
し
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
で
は

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

大
阪
女
子
大
学
に
お
い
て
学
ん
だ
こ
と
は
、
源
氏
物
語
は
古
代
の
物
語

で
あ
る
か
ら
、
現
代
小
説
の
よ
う
に
読
む
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
玉
上
先
生
は
繰
り
返
し
そ
の
よ
う
に
お
話
し
に
な
り
、
片
桐
先
生

か
ら
も
形
を
変
え
て
教
わ
り
ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
玉
上
先
生
が
お
っ
し

ゃ
っ
た
こ
と
は
、
仮
説
の
上
に
仮
説
を
立
て
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
し
て
、
片
桐
先
生
か
ら
徹
底
的
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
、

研
究
は
実
証
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
片
桐
先

生
の
大
学
院
の
演
習
で
は
、
古
今
集
の
和
歌
を
多
く
の
注
釈
書
と
と
も
に

丁
事
に
読
む
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
会
得
し
た
こ
と
は
、

和
歌
を
正
し
く
読
む
た
め
の
方
法
と
と
も
に
、
源
氏
物
語
も
ま
た
伝
統
的

な
和
歌
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
こ
と

を
実
証
的
に
論
じ
た
の
が
、
拙
著
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
の
第
六

章
「
光
源
氏
と
夕
顔
」
で
す
。

こ
の
論
は
、
一
見
、
物
語
の
登
場
人
物
の
性
格
や
行
動
を
論
じ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
初
出
稿
で
は
、
「
ー
ー
贈
答
歌
の
解
釈
よ
り
|
」

と
い
う
副
題
を
つ
け
て
発
表
し
た
も
の
で
す
。
源
氏
物
語
の
研
究
で
も
っ

と
も
初
歩
的
か
つ
発
表
本
数
の
多
い
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
人
物
論
」
で
す

が
、
論
文
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
も
感
想
文
の
域
を
出
な
い
も
の
が
大

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年
」

半
で
、
実
証
的
と
は
ほ
ど
速
い
も
の
が
目
に
つ
き
ま
す
。
中
で
も
、
夕
顔

と
い
う
女
君
を
論
じ
た
も
の
は
、
そ
の
詠
歌
に
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
敷
街
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
「
仮
説
の
上
に
仮

説
」
が
乗
っ
て
い
る
状
態
な
の
で
す
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
詠
歌
の
表
現

を
検
討
し
て
み
る
と
、
従
来
の
説
で
は
そ
も
そ
も
歌
の
解
釈
を
間
違
っ
て

い
た
、
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
考
え
の
基
本
と
な
っ
た
の

が
、
『
湖
月
抄
』
以
前
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
版
本
「
絵
入
源
氏
」
に
よ
っ

て
源
氏
物
語
を
読
む
こ
と
で
あ
り
、
大
学
院
で
鍛
え
ら
れ
た
和
歌
の
解
釈

方
法
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
書
い
た
の
が
、
拙
著
『
光
源

氏
と
夕
顔

l
身
分
違
い
の
恋

l
』
(
新
典
社
新
書
)
で
す
が
、
一
般
の
読
者

お
よ
び
学
生
向
け
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
源
氏
物
語
の
専
門
家
か
ら
も
、

や
っ
と
夕
顔
の
歌
に
つ
い
て
理
解
で
き
た
と
の
意
見
を
多
数
い
た
だ
き
ま

し
た
。
以
下
、
そ
の
一
端
を
簡
単
に
お
話
し
し
ま
す
。

1
.

夕
顔
巻
の
鼠
景
と
和
歌

夕
顔
と
い
う
植
物
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
図
③
の
写
真
、
ヨ

ル
ガ
オ
科
の
観
賞
用
の
大
輪
の
き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
る
夕
顔
、
も
う
一

つ
は
、
図
④
の
写
真
、
干
瓢
の
材
料
に
な
る
ウ
リ
科
の
小
ぶ
り
の
花
で
す
。

ヨ
ル
ガ
オ
科
の
夕
顔
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
き
た
も
の
で
、
平
安
時
代
の

夕
顔
は
、
地
味
な
ウ
リ
科
の
野
菜
の
花
で
す
。
枕
草
子
に
も
、
名
前
は
よ

七
七



い
が
、
実
の
あ
り

さ
ま
が
良
く
な
い

と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ

の
花
が
咲
い
て
い

る
と
き
、
光
源
氏

が
た
ま
た
ま
目
を

留
め
、

夏
の
暑
い

盛
り
で
し
た
か
ら
、

図
③
ヨ
ル
ガ
オ

図
④
夕
顔

っ
か
け
で
、

白
い
花
が
涼
し
げ
に
思
え
て
、

あ
の
花
は
な
ん
だ
、

と
聞
い
た
こ
と
が
き

こ
の
物
語
が
始
ま
り
ま
す
。

少
し
さ
し

ど
間
引
が
が
石
川
づ
.
白

川
町
以
地
お

M
Mぽ
叫
が
.

料
利
引
旬
、
.J
印
出
棺
刊
で

料
叫
判
J •• 

μ制
対
日
制
叫
局

開
.
山
だ
ぶ
。
「
剖
叫
村

剖
刈
叫
叫
州
刑
判
」
と

御2ひ
随Tと
身:り
つご
いち
ゐた
てま
「ふ
かを

i
、
:
:
:
切
り
掛
け
だ
っ
も
の
に
、
い

図
⑤
「
絵
入
源
氏
」
夕
顔
巻

七
八

の
剖
引
閥
州
引
を
な
む
外
調
と
申
し
は
ベ
る
。
相
側
刑
判
は
人
め
き
て
、

州
引
制

q
u剖
瑚
捌
に
な
む
咲
き
は
ベ
り
け
る
」
と
申
す
。

お
忍
び
で
通
り
が
か
っ
た
車
の
中
か
ら
、
源
氏
は
白
い
花
に
目
を
と
め
ま

す
。
垣
根
に
青
い
蔓
草
が
道
い
か
か
り
、
白
い
花
が
ほ
ぼ
笑
む
よ
う
に
咲

い
て
い
ま
す
。
源
氏
は
、
「
を
ち
か
た
人
に
物
申
す
」
と
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
古
今
集
に
あ
る
求
婚
問
答
歌
、

を
む
か
た
び
と

※
う
ち
わ
た
す
謝
対
刈
に
も
の
申
す
わ
れ
そ
の
そ
こ
に
削
引
例
州
引
は

倒

例

制

そ

も

(

古

今

集

、

旋

頭

歌

)

春
さ
れ
ば
野
辺
に
ま
づ
咲
く
見
れ
ど
あ
か
ぬ
花
ま
ひ
な
し
に
た
だ
付

斗

引

べ

き

相

側

刻

な

れ

や

(

同

返

し

)

の
問
い
に
当
た
る
歌
の
一
句
で
す
。
警
護
の
役
人
で
あ
る
随
身
が
、
こ
れ

を
す
ば
や
く
察
知
し
、
歌
の
こ
と
ば
を
用
い
て
花
の
名
を
夕
顔
だ
と
答
え

ま
し
た
。
版
本
「
絵
入
源
氏
」
の
挿
絵
(
図
⑤
)
で
は
、
源
氏
の
方
へ
顔

を
向
け
て
振
り
返
っ
た
武
官
姿
の
男
が
随
身
で
す
。
半
蔀
を
四
五
問
上
げ

て
白
い
簾
が
涼
し
げ
な
家
か
ら
き
れ
い
な
額
つ
き
の
女
達
が
の
ぞ
い
て
い

ま
す
。源

氏
は
、
随
身
の
返
事
か
ら
、
小
さ
な
家
の
軒
先
に
咲
く
夕
顔
の
花
の

運
命
に
同
情
し
、
「
吋
倒

U
州
柑
叫
到
り
や
、
ひ
と
ふ
さ
折
り
て
参
れ
」
と

命
じ
ま
す
。
そ
の
様
子
を
見
て
、
家
の
中
か
ら
少
女
が
出
て
き
て
、
白
い

扇
を
差
し
出
し
、
「
こ
れ
に
置
き
て
参
ら
せ
よ
、
技
も
情
け
な
げ
な
め
る
花



を
」
と
、
随
身
に
持
た
せ
ま
す
。
源
氏
が
あ
と
で
そ
の
扇
を
見
る
と
、
そ

こ
に
は
、
控
え
め
な
美
し
い
筆
跡
で
歌
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が

次
の
場
面
で
す
。

し
そ
〈

惟
光
に
紙
燭
召
し
て
あ

り
つ
る
扇
ご
覧
ず
れ
ば
、

も
て
な
ら
し
た
る
移
り

香
い
と
染
み
な
つ
か
し

く
て
、
を
か
し
う
す
さ

び
書
き
た
り
。

図
⑥
「
絵
入
源
氏
」
夕
顔
巻

心
あ
て
に
引
料
料
封

制
民
ぶ
白
露
の
組
制

ぺ
ぎ
外
凋

2

そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
も
貴
は
か
に
ゆ
ゑ
づ
き
た

れ
ば
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
を
か
し
う
覚
え
た
ま
ふ
。

こ

れ

み

つ

し

そ

く

夕
暮
れ
に
な
っ
た
の
で
、
源
氏
は
惟
光
に
紙
燭
を
持
た
せ
て
先
ほ
ど
の
扇

を
見
ま
す
。
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
:
:
:
」
と
香
か
れ
た
歌
の
内
容

は
も
ち
ろ
ん
、
白
い
扇
の
う
つ
り
香
や
そ
こ
は
か
と
な
く
苦
か
れ
た
繊
細

な
筆
づ
か
い
に
も
、
源
氏
は
心
悲
か
れ
ま
す
。

こ
の
「
心
あ
て
に
」
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

り
ま
す
。

四
種
類
も
の
説
が
あ

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年
」

A
説
:
:
:
本
居
宣
長
説
(
十
九
世
紀
)
「
夕
顔
」
を
源
氏
の
顔
と
す
る
説

↓
無
礼
な
歌
・
夕
顔
娼
婦
説
(
円
地
文
子
)

あ
て
推
量
に
あ
の
方

l
源
氏
の
君
か
と
お
見
受
け
し
ま
す
。
白
露

が
そ
の
輝
き
を
増
し
て
い
る
夕
顔
の
花
|
夕
影
の
中
の
美
し
い
お

顔
を
(
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
)
※
新
編
全
集
で
は

B
説
に
変
更
・
(
岩
波
新
古
典
大
系
)

B
説
:
:
:
『
細
流
抄
』
説
(
十
六
世
紀
)
宣
長
が
文
法
的
誤
り
を
指
摘
↓

女
の
性
格
矛
盾
・
作
者
の
失
策
(
玉
上
)

こ
ん
な
賎
し
い
家
に
咲
く
風
情
の
な
い
夕
顔
の
花
に
光
彩
を
添
え

て
美
し
く
見
せ
る
白
露
の
光
、
そ
れ
は
光
の
君
と
推
し
量
ら
れ
る

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
岩
下
光
雄
『
源
氏
物
語
の
本
文
と
享
受
』
・
玉

上
琢
禰
『
源
氏
物
語
評
釈
』
・
角
川
文
庫
)

C
説
:
:
:
室
町
時
代
の
一
説
(
十
六
世
紀
)
頭
中
将
見
間
違
い
説
↓
文
法

的
誤
り
は
B
説
と
同
じ
・
元
夫
を
見
間
違
う
か

あ
て
推
量
な
が
ら
、
も
し
ゃ
あ
な
た
(
頭
中
将
)
さ
ま
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
あ
な
た
さ
ま
の
御
光
栄
を
い
た
だ
い
て
、
い
や
し
き
花

の
咲
く
こ
の
あ
た
り
も
光
輝
く
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
黒
須
重
彦

『
夕
顔
と
い
う
女
』
『
源
氏
物
語
私
論
』
)

D
説
:
:
:
室
町
時
代
の
一
説
(
十
六
世
紀
)
源
氏
の
問
い
に
花
の
名
を
答

え
た
歌
↓
女
の
性
格
に
も
文
法
的
に
も
合
う

七
九



あ
て
推
量
に
そ
の
花
か
と
見
て
い
ま
す
、
白
露
(
源
氏
様
)
の
光
が

加
わ
っ
て
真
っ
白
に
輝
い
て
い
る
夕
顔
の
花
を
。
(
泊
水
婦
久
子
『
源

氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
・
『
光
源
氏
と
夕
顔
|
身
分
違
い
の
恋
|
』
)

し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
が
夕
顔
と
い
う
女
性
の
人
物
像
に
深
く
関
わ
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
論

文
が
苦
か
れ
、
い
ま
だ
に
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
口
語

訳
を
読
む
前
に
、
ま
ず
、
素
直
に
こ
の
歌
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
て
み
ま

し
ょ
・
フ
。あ

て
推
量
に
「
そ
れ
」
か
と
見
て
い
ま
す
、
白
露
の
光
が
加
わ
っ
て

い
る
夕
顔
の
花
を

と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
「
そ
れ
」
は
、
夕
顔
の
花
を
指
し
て
い
る
と
考
え

る
の
が
自
然
で
す
。
ま
た
、
白
露
の
光
と
は
、
白
い
露
の
光
を
表
す
と
と

も
に
、
光
る
君
と
呼
ば
れ
た
光
源
氏
を
た
と
え
て
い
る
こ
と
、
野
菜
の
花

で
あ
る
夕
顔
は
も
ち
ろ
ん
後
に
夕
顔
と
呼
ば
れ
る
女
を
示
し
て
い
る
、
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
の
口
語
訳
を
見
る
と
、
も
っ
と
も
広
く
出
回
っ
て

い
る
の
が
、

A
説
で
、
な
ん
と
歌
の
「
夕
顔
」
を
源
氏
の
顔
の
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

B
で
は
、

A
と
同
じ
く
、
お
忍
び
の
源
氏
の
正
体
を
心
あ
て

に
言
い
当
て
た
と
す
る
説
で
す
が
、
「
そ
れ
」
は
「
白
露
の
光
」
を
指
す
と

し
て
い
ま
す
。
こ
の

B
説
は
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
本
居
宣
長
が
文
法

八
O 

的
に
間
違
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
も
の
で
、
宣
長
は
A
説
を
主
張
し
、
こ

れ
が
近
代
以
後
の
通
説
に
な
り
ま
し
た
。
夕
顔
と
い
う
女
性
は
、
物
語
で

一
貫
し
て
内
気
で
控
え
め
な
女
性
だ
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
二
つ

の
解
釈
は
、
ど
ち
ら
も
「
あ
な
た
は
も
し
か
し
た
ら
光
源
氏
さ
ん
で
は
?
」

と
、
身
分
を
隠
し
た
民
公
子
の
正
体
を
推
量
し
た
歌
だ
と
し
て
い
ま
す
。

従
っ
て
、
そ
の
歌
の
厚
か
ま
し
さ
と
女
の
性
格
と
の
聞
に
矛
盾
が
生
じ
る

と
指
摘
さ
れ
、
そ
の
矛
盾
を
埋
め
る
た
め
に
、
研
究
者
は
、
作
者
の
失
策

で
あ
る
と
か
、
こ
の
女
性
は
一
見
内
気
で
際
え
め
に
見
せ
な
が
ら
実
は
男

性
に
対
し
て
は
積
極
的
だ
と
か
、
挙
げ
句
の
果
て
に
娼
婦
の
よ
う
な
女
で

あ
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
を
加
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

C
説
で
は
、
女
の
恋
人
で
あ
っ
た
頭
中
将
だ
と
見
間
違
え
て
歌
を
贈
っ
て

き
た
の
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
根
強
い
支
持
者
も
い
ま
す
が
、

B
C
と
も
に
「
白
露
の
光
」
を
「
そ
れ
か
と
見
る
」
と
し
て
い
ま
す
の
で
、

宣
長
の
批
判
し
た
文
法
的
な
誤
り
は
解
消
で
き
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
も
一
長
一
短
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
A
B
C
説
の
共
通
点
は
、

歌
を
歌
と
し
て
で
は
な
く
単
な
る
せ
り
ふ
と
し
て
と
ら
え
、
口
語
訳
に
よ

っ
て
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
源
氏
物
語
の

歌
は
、
古
今
集
な
ど
の
伝
統
的
な
歌
の
表
現
や
発
想
を
基
に
し
て
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
拙
著
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
全
体
で
具

体
的
に
論
証
し
て
い
ま
す
が
、
夕
顔
の
歌
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ



こ
で
私
は
、
過
去
の
議
論
と
は
別
に
、
こ
の
歌
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
、
一
か
ら
考
え
直
し
ま
し
た
。
方
法
は
意
外

に
簡
単
で
す
。
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
他
の
歌
と
比
較
す
れ
ば
よ
い
の

で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
大
学
院
の
古
今
集
演
習
で
同
時
代
の
歌
の
例
を
基
に

し
て
正
し
い
解
釈
を
導
い
た
の
と
同
じ
方
法
な
の
で
す
。

2
.
白
い
花
の
風
景

果
た
し
て
「
心
あ
て
に
・
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
」
と
い
う
句
は
、
本
当
に
、

相
手
の
正
体
を
言
い
当
て
る
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
句
を
持
つ
歌

を
探
す
と
、
①

1
⑤
の
歌
が
出
て
き
ま
し
た
。
問
題
の
「
心
あ
て
に
」
の

歌
を
右
に
並
べ
て
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

O
川
刻
寸
叫
引
制
糾
副
司
慰
割
削
銅
叫
光
そ
へ
た
れ
外
調
例
制
(
源

氏
物
語
・
夕
顔
巻
)
:
:
:
夕
顔
/
白
露
の
光

①
州
制
寸
吋
折
ら
ば
や
折
ら
む
棚
制
叫
置
き
ま
ど
は
せ
れ
凶
絹
例
制

(
古
今
集
、
秋
下
、
凡
河
内
明
恒
)
白
菊
/
霜
(
白
)

②
叫
刻
寸
吋
慰
同
w

」
そ
わ
か
め
副
司
叫
い
づ
れ
か
花
の
ち
る
に
た
が

へ
る
(
後
模
集
、
冬
、
よ
み
人
知
ら
ず
)
白
梅
/
白
雪

出
制
尉
刻
明
久
方
の
あ
ま
ぎ
る
笥
の
な
べ
て
ふ
れ
れ

拾
遺
集
、
柿
本
人
麻
呂
)
白
梅
/
雪

③
 

ぱ
(
古
今
集
仮
名
序

④
わ
が
背
子
に
見
せ
む
と
思
ひ
し

雪
の
ふ

斐
文
会
特
別
講
座
「
源
氏
物
語
の
千
年
」

れ
れ
ば
(
万
葉
集
、
巻
八

⑤
則
樹
に
は
引
制
計
判
明
香
を
た
づ
ね
て
ぞ
知
る
べ
か

り
け
る
(
古
今
集
、
春
上
、
凡
河
内
粥
恒
)
白
梅
/
月
光

①
の
歌
は
、
百
人
一
首
で
有
名
で
す
が
、
平
安
時
代
の
人
々
が
規
範
と

し
た
古
今
集
の
歌
で
す
。
夕
顔
の
歌
と
形
が
大
変
よ
く
似
て
い
ま
す
。
「
心

あ
て
に
」
だ
け
で
は
な
く
、
ァ
日
露
の
」
と
「
初
霜
の
」
と
が
同
じ
で
あ
る

こ
と
が
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
か
。
露
と
霜
は
ど
ち
ら
も
水
滴
で
、
ど
ち
ら

も
白
で
す
。
霜
は
白
い
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
「
白
霜
」
と
言
わ
な
く
て
も
よ
い

の
で
す
。
露
は
い
ろ
ん
な
色
を
持
つ
か
ら
「
白
館
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ

し
て
白
菊
の
花
、
に
対
し
て
、
白
い
花
と
繰
り
返
さ
れ
た
夕
顔
の
花
、
だ

か
ら
、
夕
顔
の
歌
は
、
こ
の
期
恒
の
白
菊
の
歌
を
も
じ
っ
て
作
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
白
菊
の
歌
で
は
、
花
に
初
霜
が
置
い
て
惑
わ
せ

る
、
菊
の
上
に
霜
が
か
か
っ
て
い
る
た
め
に
、
ど
れ
が
白
菊
な
の
か
わ
か

ら
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
重
陽
の
節
句
の
た
め
、
朝
の
暗
い
う
ち
に
菊

を
折
り
取
ろ
う
と
し
た
ら
、
箱
が
か
か
っ
て
い
た
の
で
、
白
い
菊
か
ど
う

か
「
置
き
惑
わ
せ
る
』
と
詠
ん
だ
歌
な
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
夕
顔
の

歌
で
は
、
白
露
の
光
に
よ
っ
て
白
い
花
が
輝
い
て
か
え
っ
て
よ
く
見
え
ま

せ
ん
、
と
詠
ん
で
い
る
の
で
す
。

②
の
歌
で
「
花
」
と
あ
る
の
は
白
梅
で
す
。
冬
か
ら
春
に
か
け
て
、
花

が
咲
い
て
い
る
の
か
と
思
え
ば
白
雪
だ
っ
た
、
雪
が
降
っ
て
い
る
か
ら
そ

勾議
集
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れ
が
白
梅
な
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
「
心
あ
て

に
見
れ
ば
わ
か
る
」
と
言
い
ま
す
。
③
④
で
は
、
「
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え

ず
」
と
い
う
同
じ
句
で
す
。
夕
顔
の
歌
の
「
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
」
と
は
、

こ
の
「
そ
れ
と
も
見
え
ず
」
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
た
の
で
す
。
「
そ
れ
と

も
見
え
ず
」
で
は
、
雪
が
降
っ
て
い
る
か
ら
白
梅
が
は
っ
き
り
見
え
な
い
、

と
あ
き
ら
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
②
の
歌
で
は
「
心
あ
て
に
」
見
れ
ば

わ
か
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

⑤
の
歌
は
、
②
③
④
の
白
雪
と
白
梅
の
歌
を
、
月
夜
と
白
梅
の
歌
に
変

え
て
い
ま
す
。
月
夜
の
白
い
光
に
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
る
梅
の
花
を
見

分
け
に
く
い
の
で
香
り
で
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
を
詠
ん

だ
の
は
、
①
の
白
菊
の
歌
と
同
じ
凡
河
内
明
恒
で
す
。
射
恒
は
、
古
今
集

の
選
者
で
あ
り
、
そ
の
仮
名
序
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
③
の
人
麻
呂
歌
な
ど

の
白
雪
と
白
梅
の
歌
を
基
に
し
て
、
⑤
で
月
夜
と
白
梅
、
①
で
初
霜
と
白

菊
の
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
作
っ
た
の
で
す
。

源
氏
物
語
の
作
者
は
、
こ
の
銅
恒
の
方
法
に
な
ら
っ
て
白
露
の
光
と
夕

顔
の
歌
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
白
い
水
滴
や
光
に
じ
ゃ
ま
さ

れ
て
見
分
け
が
た
く
な
っ
た
白
い
花
の
風
景
を
詠
ん
だ
歌
で
す
。
夕
顔
の

歌
は
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
歌
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ

し
て
「
白
い
夕
顔
の
花
を
お
お
い
隠
す
よ
う
に
、
白
露
の
光
が
か
か
っ
て

い
ま
す
」
と
、
光
源
氏
を
「
白
露
の
光
」
に
喰
え
て
言
っ
た
の
で
す
。
こ

八

の
女
性
の
歌
が
あ
ま
り
に
も
高
尚
で
、
そ
の
み
す
ぼ
ら
し
い
住
ま
い
に
似

つ
か
わ
し
く
な
い
の
で
、
源
氏
は
「
い
と
思
ひ
の
ほ
か
」
意
外
に
思
っ
て

強
く
興
味
を
抱
い
た
の
で
す
。

従
っ
て
、

D
説
、
つ
ま
り
私
の
口
語
訳
で
は
、
「
あ
て
推
量
に
そ
の
花
か

と
見
て
い
ま
す
、
白
露
(
源
氏
様
)
の
光
が
加
わ
っ
て
真
っ
白
に
輝
い
て
い

る
夕
顔
の
花
を
」
と
な
り
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
車
に
乗
っ
て
い
る
貴
公
子

の
正
体
を
心
あ
て
に
言
っ
て
き
た
歌
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
む
し
ろ
源

氏
の
正
体
は
明
ら
か
な
の
で
、
「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
と
花
の
名
を

聞
か
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
あ
な
た
様
の
光
で
輝
い
て
見
定
め
ら
れ
な

い
の
で
す
が
夕
顔
の
花
だ
と
思
い
ま
す
」
と
控
え
め
に
答
え
た
歌
な
の
で

す
。
そ
も
そ
も
、
源
氏
の
つ
ぶ
や
い
た
「
を
ち
か
た
人
に
も
の
申
す
」
の

歌
に
は
返
し
の
歌
が
あ
り
ま
し
た
。
先
の
※
の
返
し
の
歌
「
春
さ
れ
ば
・
:

・
:
」
で
、
「
名
の
る
べ
き
花
の
名
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
名

を
名
乗
っ
て
ほ
し
い
と
求
婚
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
簡
単
に
は
名
乗
れ
ま

せ
ん
と
答
え
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
歌
に
お
い
て
も
ま
た
「
春
一
番
に

咲
く
」
梅
の
花
を
詠
ん
で
い
ま
し
た
。
夕
顔
は
、
こ
の
旋
頭
歌
に
倣
っ
て

「
心
あ
て
に
」
の
歌
で
花
の
名
を
答
え
ま
し
た
が
、
自
分
自
身
の
名
前
は
最

後
ま
で
名
乗
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

A
B
C
の
説
で
は
、
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
」
と
い
う
上
の
句
の

意
味
を
誤
解
し
て
い
ま
し
た
が
、
下
の
句
の
「
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔



の
花
」
と
い
う

光
景
に
つ
い
て

想
像
が
足
り
な

か
っ
た
の
で
す
。

図
③
た
そ
が
れ
・
夕
顔

光
そ
へ
た
る
夕

顔
と
は
、
た
だ

花
が
美
し
く
見

え
る
光
景
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

白
い
花
に
白
い
光
が
当
た
る
と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
図
⑦
の
写
真
は
、

フ
ラ
ッ
シ
ュ
搬
影
し
た
も
の
で
す
。
緑
の

大
き
な
葉
は
よ
く
見
え
ま
す
が
、
白
い
花

は
光
が
反
射
し
て
花
の
陰
影
が
見
え
ま
せ

ん
。
こ
れ
で
は
夕
顔
の
花
か
ど
う
か
わ
か

り
ま
せ
ん
ね
。

一
方
、
図
③
の
写
真
は
夜
、
フ
ラ
ッ
シ

ュ
な
し
で
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
暗
く
て

少
し
ピ
ン
ト
が
ぼ
け
て
い
ま
す
が
、
源
氏

が
返
し
た
、

寄
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
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が
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花
の
夕
顔

と
い
う
状
態
に
一
致
し
て
い
ま
す
。
白
い
扇
に
夕
顔
の
花
(
写
真
)
を
の

せ
る
と
、
図
⑨
の
写
真
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
決
し
て
夕
顔
の
花
が
引
き

立
つ
・
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
夕
顔
と
い
う
女
君
は
、
白
い
扇
と
い
う
小

道
具
を
使
っ
て
、
歌
に
詠
ん
だ
の
と
同
様
の
、
白
い
花
が
目
立
た
な
い
光

景
を
表
し
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
の
陶
芸
家
・
尾
形
乾
山
は
、
こ
の
夕
顔
の
花
の
風
情
を
黒
茶

碗
に
描
い
て
い
ま
す
(
大
和
文
華
館
蔵
*
回
)
。
そ
こ
に
白
い
文
字
で
書
か
れ

た
の
は
、
十
五
世
紀
の
学
者
、
三
条
西
実
隆
の
歌
「
寄
り
て
だ
に
蕗
の
光

ゃ
い
か
に
と
も
思
ひ
も
わ
か
ぬ
花
の
タ
が
ほ
」
で
す
。
下
地
が
白
で
は
目

立
た
な
い
、
夜
の
閣
を
表
す
黒
で
こ
そ
映
え
る
の
が
夕
顔
の
花
だ
と
い
う

こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
夕
顔
と
い
う
女
は
、
白

い
花
を
あ
え
て
白
い
扇
に
の
せ
て
贈
る
こ
と
で
、
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕

顔
と
い
う
光
景
を
表
そ
う
と
し
た
の
で
す
。

こ
の
出
来
事
か
ら
二
十
数
年
後
、
源
氏
も
ま
た
、
白
い
紙
に
あ
わ
雪
を

詠
ん
だ
歌
、

な
か
道
に
へ
だ
っ
る
ほ
ど
は
な
け
れ
ど
も
心
み
だ
る
る
け
さ
の
あ
は

雪
(
若
菜
下
巻
)

を
書
い
て
、
白
梅
を
添
え
て
女
三
宮
に
贈
り
ま
し
た
。
源
氏
物
語
の
世
界

は
華
や
か
で
き
ら
び
や
か
な
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
、
本
来

)¥.. 



の
雅
と
い
う
の
は
、
後
世
の
佑
び
や
さ
び
に
つ
な
が
る
控
え
め
な
風
景
を

言
う
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

3
.
実
証
的
作
品
論
と
書
誌
学
的
研
究

帝
木
・
空
蝉
・
夕
顔
と
続
く
三
巻
は
、
帯
木
三
帖
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
が
、
す
べ
て
「
身
分
違
い
の
恋
」
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
三
巻
は
、

光
源
氏
の
恋
愛
失
敗
談
を
描
い
た
巻
々
で
あ
る
と
同
時
に
、
高
貴
な
男
に

愛
さ
れ
た
身
分
の
低
い
女
の
嘆
き
を
描
い
た
物
語
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
「
白
露
の
光
と
夕
顔
の
花
」
と
い
う
風
景
は
、
光
源
氏
と
夕
顔
と
の
身

分
違
い
の
恋
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
ま
す
。
新
書
『
光
源
氏
と
夕
顔
』
で

は
、
光
源
氏
が
単
な
る
女
た
ら
し
で
は
な
い
こ
と
を
、
他
の
歌
か
ら
も
論

証
し
、
諸
説
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
作
ら
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
歴
史
も

述
べ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
『
湖
月
抄
』
に
宣
長
説
な
ど
を
加
え
て
活
字
化

し
た
『
増
註
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
に
頼
っ
て
研
究
し
て
き
た
近
代
の
源
氏

物
語
研
究
の
弊
害
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。
私
が
夕
顔
の
歌
の
解

釈
に
疑
問
を
抱
い
た
の
は
、
日
ご
ろ
か
ら
『
湖
月
抄
』
以
前
の
版
本
に
接

し
て
い
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
よ
り
実
証
的
に
解
釈
し
得
た
の
は
、
和
歌

を
実
証
的
に
解
釈
す
る
方
法
を
学
ん
で
い
た
大
阪
女
子
大
学
の
学
問
伝
統

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
斐
文
会
講
座
の
最
後
に
こ
の
夕
顔
論
を

紹
介
し
ま
し
た
の
は
、
そ
の
基
盤
と
な
る
作
品
論
と
版
本
書
誌
学
と
い
う

八
四

研
究
方
法
が
、
斐
文
会
会
員
の
皆
さ
ん
が
学
ば
れ
た
大
阪
女
子
大
学
の
学

統
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
端
的
な
例
だ
か
ら
で
す
。

以
上
で
、
講
演
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
遅
い
時
間
ま
で
お
つ

き
あ
い
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

本
稿
は
、
二

O
O八
年
十
一
月
十
七
日
、
大
阪
女
子
大
学
の
同
窓
会
・

斐
文
会
の
主
催
し
た
「
晩
秋
の
斐
文
会
特
別
講
座
」
(
場
所
・
大
阪
府
立
大
学

学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
)
に
お
け
る
講
演
録
を
基
に
、
部
分
的
に
修
正
を
加
え

た
も
の
で
す
。
講
演
の
休
憩
時
間
に
は
、
大
阪
府
立
大
学
(
元
大
阪
女
子
大

学
所
蔵
)
の
所
蔵
資
料
を
会
場
に
展
示
す
る
と
と
も
に
、
同
図
書
館
で
開

催
中
の
展
示
目
録
を
配
布
し
て
一
冊
ず
つ
具
体
的
に
説
明
し
ま
し
た
。
借

用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
大
阪
府
立
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
図
書
館

と
、
借
用
し
て
く
だ
さ
っ
た
青
木
賜
鶴
子
氏
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

講
演
で
は
、
京
都
文
化
博
物
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
千

年
紀
展
」
(
二
O
O八
年
四
月
二
十
六
日
1
六
月
八
日
)
お
よ
び
「
読
む
、
見
る
、

遊
ぶ
源
氏
物
語
の
世
界
」
(
同
十
月
二
日
4
3
十
一
月
十
六
日
)
で
展
示
さ
れ
た

作
品
を
ス
ラ
イ
ド
で
紹
介
ま
し
た
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
代
わ
り
に
そ
れ

ぞ
れ
の
図
録
の
作
品
番
号
を
示
し
ま
し
た
。
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