
『
源
氏
物
語
』
主
題
論
予
備
考
説

帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
つ
い
て

武

原

弘

 
 
 
 
 
」

 
『
源
氏
物
語
』
の
主
題
は
な
に
か
。
こ
の
物
語
の
本
質
を
見
き
わ
め
る
べ
く

設
け
ら
れ
る
こ
の
課
題
の
前
に
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
学
諸
賢
に
よ
る
考
論
が

重
ね
ら
れ
て
き
た
。
が
、
あ
ら
ゆ
る
批
判
に
超
越
し
て
ゆ
る
が
な
い
定
説
と
さ

れ
る
べ
き
、
明
確
な
解
答
は
い
ま
だ
見
ら
れ
な
い
と
言
え
る
。
お
よ
そ
一
定
の

帰
結
は
得
ら
れ
そ
う
も
な
い
『
源
氏
物
語
』
主
題
論
の
多
様
さ
、
困
難
さ
と
は
、

い
っ
た
い
何
に
因
由
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
は
こ
の
問
題
か
ら
考
察
を
は
じ
め

る
こ
と
に
す
る
。

 
右
に
つ
い
て
考
慮
さ
れ
る
原
因
の
第
一
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
は
な
は
だ
複

雑
な
構
造
を
示
す
大
長
篇
作
品
で
あ
る
点
に
あ
ろ
う
。
こ
の
物
語
は
、
基
本
的

に
三
部
構
成
に
よ
る
と
読
み
定
め
ら
れ
て
も
は
や
動
か
な
い
に
し
て
も
、
各
部

を
構
成
す
る
巻
々
の
承
接
関
係
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
過
程
そ
の
他
に
つ
い
て
、

や
や
も
す
れ
ば
非
連
続
、
不
整
合
の
相
が
見
ら
れ
、
特
に
第
一
部
の
物
語
に
お

い
て
そ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
非
連
続
の
連
続
な
る
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芸
形
象
を
読
み
と
る
べ
き
と
す
る
主
張
も
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
物
語
の
成
立
過
程
上
の
問
題
の
介
在
を
指
摘
す
る
立
場
か
ら
の
論
が
説

得
的
で
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
物
語
全
篇
を
貫
く
明
確
な
主
題
の
把
捉
ま
で
、
解
明

を
得
る
べ
き
あ
ま
り
に
多
大
の
課
題
が
認
め
ら
れ
る
。

 
原
因
の
第
二
は
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
主
題
形
成
の
あ
り
方
に
あ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
の
全
篇
を
一
貫
す
る
、
統
一
的
な
思
想
あ
る
い
は
モ
チ
ー
フ
が
、

は
じ
め
か
ら
予
定
調
和
的
に
あ
っ
た
と
は
到
底
読
ま
れ
ず
、
場
面
の
展
開
や
構

想
の
進
展
に
伴
い
つ
つ
主
題
は
徐
々
に
、
多
様
に
生
成
発
展
し
て
い
っ
た
も
の

と
読
ん
で
肯
ん
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
つ
と
に
江
淵
文
也

氏
は
論
じ
て
い
る
。

 
 
作
品
の
主
題
は
こ
れ
こ
そ
今
日
の
言
葉
で
い
う
弁
証
法
的
に
自
己
運
動
性

 
 
を
持
っ
た
展
開
の
原
動
力
を
内
に
蔵
し
て
い
た
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ

 
 
（
注
3
〕

 
 
う
。

あ
る
い
は
ま
た
、
長
谷
川
政
春
氏
に
よ
っ
て
も

 
 
源
氏
物
語
は
書
き
継
が
れ
て
ゆ
く
中
で
、
次
か
ら
次
へ
と
主
題
が
紡
ぎ
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 

 
 
さ
れ
て
、
発
展
あ
る
い
は
深
化
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

と
さ
れ
る
。
他
に
も
同
趣
の
考
論
は
多
い
。
そ
う
し
た
発
展
体
を
ト
ー
タ
ル
に

把
え
る
こ
と
は
、
言
う
べ
く
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
、
よ
り
根
本
的
と
も
考
え
ら
れ
る
第
三
の
原
因
は
、
主
題
論
の
方
法

に
つ
い
て
の
問
い
な
お
し
で
あ
る
。
従
来
、
主
題
と
は
作
品
を
貫
く
作
者
の
創

（1）

『
源
氏
物
語
』
主
題
論
予
備
考
説
 
一
帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
つ
い
て



作
意
図
な
い
し
は
思
想
と
い
う
実
体
を
予
想
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
作
品
と

し
て
の
虚
構
世
界
の
最
深
基
層
に
ひ
そ
め
ら
れ
て
在
る
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、

近
時
に
積
極
的
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
構
造
主
義
理
論
で
は
、
物
語
研
究
に
お
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

て
「
作
者
の
死
」
「
読
者
の
誕
生
」
が
そ
の
基
礎
に
前
提
さ
れ
る
の
で
、
『
源
氏

物
語
』
作
者
紫
式
部
の
創
作
意
図
、
思
想
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
主
題
論

の
視
座
か
ら
捨
象
さ
れ
、
ひ
き
か
え
に
重
要
視
さ
れ
る
の
は
読
者
（
さ
し
あ
た
っ

て
は
論
者
）
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
読
み
手
が
こ
の
物
語
を
ど
う
読
む
か
、
そ

の
読
み
が
そ
の
ま
ま
主
題
論
の
内
実
を
な
す
。
重
ね
て
長
谷
川
氏
に
学
ぶ
な
ら

ば
、 

 
「
主
題
」
を
作
家
の
側
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
読
者
の
側

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
か
ら
掘
り
起
こ
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
、

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
読
者
論
に
立
つ
主
題
論
は
、
当
然
の

ご
と
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
読
者
に
よ
る
独
自
に
し
て
多
様
な
主
題
論
と
し
て
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
秋
山
慶
氏
の
説
く
と
お
り
、

 
 
『
源
氏
』
の
成
立
の
同
時
代
か
ら
現
在
ま
で
『
源
氏
』
が
ど
う
読
ま
れ
て

 
 
き
た
か
、
す
な
わ
ち
『
源
氏
』
の
主
題
は
幾
変
転
を
重
ね
て
き
た
が
、
そ

 
 
の
こ
と
は
個
人
の
読
み
に
お
い
て
も
同
断
で
あ
ろ
う
。
彼
の
年
輪
と
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

 
 
に
『
源
氏
』
の
主
題
は
動
く
。

の
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
、
小
論
が
い
っ
そ
う
の
考
慮
を
は
ら
っ
て
お
き
た
い
問
題
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
読
者
の
側
に
立
っ
て
す
る
主
題
論
は
、
読
者
各
人
の
立
場
や
状
況
、

体
験
や
思
索
の
重
ね
読
み
を
通
し
て
多
様
か
つ
個
性
的
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
同
時
に
避
け
が
た
く
主
観
的
ひ
い
て
は
独
断
的
傾
向
に
つ
く
も
の
と
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
源
氏
物
語
』
主
題
論
の
代
表
例
「
も
の
の
あ
は
れ
」

論
で
さ
え
、
百
川
敬
仁
氏
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
時
代
・
社
会
と
の
関
わ
り
の
な

か
で
、
宣
長
に
相
当
の
、
か
な
り
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
「
作
品
」
読
み
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所
産
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
主
題
論
の
現
在
に
お
い
て
批
判

し
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
切
実
な
課
題
な
の
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

 
い
か
に
す
れ
ば
偏
狭
な
読
者
主
義
と
も
呼
ぶ
べ
き
主
観
的
、
恣
意
的
主
題
論

を
超
え
て
、
よ
り
確
か
な
、
よ
り
全
う
な
主
題
論
の
地
平
は
拓
か
れ
て
く
る
の

か
。
馬
引
の
秋
山
論
文
の
な
か
で
、
「
『
源
氏
物
語
』
を
ど
う
読
む
か
、
と
は
い

え
私
の
読
み
は
常
に
動
い
て
い
る
」
と
肯
ん
ず
る
氏
こ
そ
、
あ
る
べ
き
本
来
の

『
源
氏
』
主
題
研
究
の
方
法
論
か
ら
実
践
ま
で
あ
く
な
き
考
究
を
続
け
て
き
て

い
る
一
人
で
あ
り
、
か
く
述
べ
つ
つ
な
さ
れ
る
氏
の
主
題
論
の
確
か
な
説
得
性
、

共
通
の
理
解
、
同
意
の
得
ら
れ
や
す
さ
の
ゆ
え
ん
が
学
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
か
ね
て
氏
が
強
調
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
『
源
氏
』
主
題
論
に
せ
よ
、

人
物
論
に
せ
よ
、
そ
の
方
法
と
し
て
の
肝
要
事
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
作
品

の
「
文
体
」
（
「
文
脈
」
「
表
現
」
と
も
）
に
密
着
し
て
「
物
語
の
論
理
」
の
必

然
を
読
み
明
か
す
作
業
と
し
て
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

 
 
 
 

る
。
そ
れ
は
、
自
ら
構
造
論
に
も
及
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
が
、

き
わ
ま
る
と
こ
ろ
「
作
品
論
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
氏
の
主
題
論
は
、

方
法
と
し
て
作
者
の
側
に
の
み
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
読
者
の
側
に

の
み
立
つ
も
の
で
も
な
い
。
あ
え
て
言
う
な
ら
作
品
そ
の
も
の
の
側
に
立
つ
主

題
論
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
阿
部
好
臣
氏
が
説
く
よ
う
に

 
 
作
品
へ
の
読
み
が
、
作
者
の
精
神
や
状
況
に
い
つ
の
ま
に
か
す
り
か
え
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

 
 
れ
て
い
る
（
中
略
）
そ
の
先
に
主
題
が
み
え
て
こ
な
い
。

と
す
る
主
題
論
の
困
難
さ
、
危
う
さ
は
、
や
や
も
す
れ
ば
付
き
ま
と
う
の
か
も

（2］



知
れ
な
い
。
が
、
作
品
論
と
し
て
の
主
題
論
は
、
こ
う
し
た
困
難
を
よ
く
超
克
．

す
る
も
の
と
確
信
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主
題
論
は
、
も
と
も
と
文

学
作
品
が
作
者
と
読
者
双
方
の
関
係
営
み
の
う
ち
に
生
成
結
果
す
る
も
の
で
あ

る
そ
の
本
源
性
に
立
脚
し
、
し
た
が
っ
て
作
者
論
と
読
者
論
の
い
ず
れ
か
一
方

に
偏
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
統
合
止
揚
す
る
新
た
な
位
相
に
お
い
て
行
わ

れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
端
的
に
、
作
者
の
い
な
い
文
学
作
品
は
存
在
せ
ず
、

ま
た
読
者
の
い
な
い
そ
れ
も
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
文
学
作
品
の
成
立
は
、

両
者
の
存
在
を
契
機
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
主
題
論

の
可
能
性
も
そ
の
点
に
求
め
ら
れ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

 
か
く
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
側
に
立
つ
主
題
論
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の

要
諦
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
次
節
に
お
い
て
、
そ
の
具
体
論
を
試
み
た

い
。
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
、
帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
つ

い
て
の
考
察
と
す
る
。

二

 
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
主
題
性
と
は
何
か
。
す
な
わ
ち
挿
話
と
し
て
は
や
や

長
大
な
、
込
み
入
っ
た
女
性
論
談
義
の
物
語
を
ど
う
読
み
解
く
か
。
い
ま
さ
ら

な
が
ら
の
内
容
要
約
で
は
あ
る
が
、
物
語
の
要
点
は
、
光
源
氏
を
中
心
と
す
る
、

い
ず
れ
劣
ら
ぬ
好
色
の
朋
輩
四
人
の
男
性
が
、
妻
と
選
び
た
い
理
想
の
女
性
像

に
つ
い
て
議
論
す
る
そ
の
場
面
の
終
始
に
お
い
て
、
中
の
品
の
女
性
が
話
題
の

中
心
に
据
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
議
論
展
開
の
基
本
は
、
一
般
論
、

比
喩
論
、
体
験
論
の
順
を
追
う
形
で
進
行
し
て
い
る
。
こ
の
「
品
定
め
」
女
性

論
の
物
語
場
面
に
つ
い
て
、
諸
先
学
の
論
解
に
学
び
つ
つ
小
論
を
す
す
め
よ
う
。

 
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
は
や
く
藤
岡
作
太
郎
氏
が
説
い
た
と
こ
ろ

 
 
源
氏
物
語
の
本
意
は
実
に
婦
人
の
評
論
に
あ
り
。
（
中
略
）
雨
夜
の
品
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
が
源
氏
一
篇
の
総
評
と
も
い
う
べ
き
は
心
な
し
。

理
想
の
女
面
の
上
ほ
か
の
女
性
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
描
写
を
通
し
て
、
作
者

紫
式
部
が
「
自
己
の
婦
人
観
を
発
表
せ
り
」
と
の
論
断
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
島

津
久
基
氏
に
よ
っ
て
も
同
趣
の
講
解
が
な
さ
れ
、

 
 
源
氏
の
作
者
は
物
語
の
中
で
作
中
の
人
物
の
口
を
通
し
て
時
々
諸
種
の
論

 
 
評
を
試
み
る
。
（
中
略
）
此
の
品
定
め
の
所
論
が
、
以
後
婦
人
の
大
切
な

 
 
庭
訓
と
し
て
遵
奉
せ
ら
れ
依
拠
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
社
会
的
価
値

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

の
大
な
る
も
説
か
れ
た
。
「
品
定
」
に
作
者
自
身
の
ま
と
ま
っ
た
「
婦
人
論
・

女
性
観
」
を
読
ん
で
の
所
説
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
従
来
の
見
解
に
対
し
、
阿
部
秋
生
氏
は
趣
旨
を
異
に
す
る
考
論
を

 
 
 
 
 
お
 

提
示
し
た
。
「
品
定
め
」
の
女
性
論
が
法
華
経
の
三
周
説
法
の
型
を
借
り
て
行

わ
れ
て
い
る
と
の
『
花
鳥
余
情
』
説
を
重
視
し
て
、

 
 
こ
の
品
定
が
、
源
氏
の
た
め
に
説
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
一
般
論

 
 
を
作
者
が
試
み
た
と
い
ふ
性
質
の
も
の
で
は
な
い
（
中
略
）
、
こ
こ
に
「
雨

 
 
夜
の
品
定
」
を
お
い
た
の
は
、
作
者
の
独
自
な
女
性
評
論
を
披
渥
す
る
た

 
 
め
で
は
な
く
し
て
、
か
う
し
た
通
念
的
な
、
し
か
も
好
色
心
密
の
女
性
観

 
 
が
、
主
人
公
の
源
氏
に
ど
う
作
用
し
、
源
氏
が
ど
う
反
応
す
る
か
を
語
る

 
 
こ
と
で
あ
っ
た

と
し
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
源
氏
の
中
の
品
の
女
性
に
対
す
る
好
色
心
に
よ
っ

て
、
以
降
の
い
わ
ゆ
る
帯
木
十
六
帖
の
物
語
が
始
発
、
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
論

解
し
た
。
重
ね
て
氏
説
を
引
用
す
れ
ば

 
 
作
者
は
、
物
語
を
構
成
す
る
必
要
か
ら
こ
の
場
面
を
設
け
た
も
の
で
（
中

 
 
略
）
、
こ
の
十
六
帖
が
、
「
雨
夜
の
品
定
」
を
冒
頭
に
据
え
た
一
連
の
物
語

『
源
氏
物
語
』
主
題
論
予
備
考
説
-
帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
つ
い
て

（3）



 
 
で
あ
る
こ
と
は
明
白

 
 
 
 
 
 

と
す
る
。

 
い
ま
、
阿
部
氏
説
に
学
ぶ
二
つ
の
要
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
は
、

「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
が
作
者
の
女
性
観
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

く
、
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
上
必
要
と
さ
れ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
の

二
は
、
そ
の
主
題
性
は
作
中
の
限
定
さ
れ
た
範
囲
（
「
蛭
木
」
三
帖
あ
る
い
は

こ
れ
を
含
む
玉
笹
系
十
六
帖
）
の
物
語
に
の
み
有
効
に
作
用
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
作
品
の
文
脈
、
構
造
に
即
し
て
読
む
に
、
二
点
と
も
肯
ん
ぜ
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
承
認
、
支
持
す
る
後
の
論
者
は
多
い
。
し

か
し
、
他
方
に
お
い
て
阿
部
氏
説
と
は
大
異
の
論
を
主
張
す
る
立
場
も
あ
る
の

で
、
い
ま
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。

 
す
で
に
は
や
く
、
『
細
流
抄
』
が
「
桐
つ
ほ
巻
は
序
分
ま
で
も
い
り
た
・
す

此
巻
物
語
の
序
分
也
」
と
注
記
し
た
ご
と
く
に
、
こ
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
は

物
語
全
篇
の
公
序
と
し
て
も
読
ま
れ
て
き
た
。
『
眠
江
入
楚
』
、
『
源
氏
物
語
新

釈
（
真
渕
）
』
な
ど
を
経
て
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
読
み
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。

西
郷
信
綱
氏
の
説
論
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

 
 
雨
夜
の
品
定
め
は
こ
う
し
て
た
ん
に
一
場
の
気
紛
れ
な
議
論
で
あ
る
ど
こ

 
 
ろ
か
、
そ
の
射
程
は
全
篇
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
帯
木
」

 
 
「
空
蝉
」
「
夕
顔
」
三
帖
の
こ
と
に
狭
く
限
ろ
う
と
す
る
見
解
に
は
従
い

 
 
が
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

と
の
論
断
を
知
る
。
あ
る
い
は
近
時
に
鈴
木
一
雄
氏
が
論
ず
る
に
、
「
品
定
め
」

の
女
性
論
は

 
 
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
主
張
と
価
値
を
持
ち
、
『
源
．
氏
物
語
』
全
体
の
精
神

 
 
的
基
底
と
し
て
潜
み
、
流
れ
、
全
篇
を
貫
い
て
い
く

と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が

 
 
そ
の
ま
ま
作
者
の
抱
懐
す
る
婦
人
観
、
女
性
観
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

 
 
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レ
 

と
、
従
来
の
総
序
説
を
批
判
的
に
受
け
と
め
た
上
で
の
考
論
で
、
鈴
木
氏
説

に
や
や
先
ん
じ
て
な
さ
れ
た
日
向
一
雅
氏
説

 
 
お
そ
ら
く
「
品
定
め
」
の
女
性
論
は
作
者
に
と
っ
て
持
続
的
な
問
い
で
あ
っ

 
 
た
の
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
物
語
創
作
の
た
め
に
作
者
は
こ
の
問
い
を
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
り
返
し
問
い
直
し
た

が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
構
成
、
展
開
上
の
意
義
を
認
め
た
上
で
の
総
序

説
と
言
え
る
。

 
さ
て
、
い
わ
ば
作
品
論
に
立
つ
主
題
論
を
め
ざ
す
小
論
の
立
場
で
、
「
品
定
め
」

女
性
論
を
ど
う
読
み
解
く
か
。
旦
ハ
体
的
に
物
語
本
文
に
即
し
て
の
分
析
作
業
に

た
ず
さ
わ
っ
て
み
た
い
。

 
「
品
定
め
」
女
性
論
の
前
文
“
帯
木
鉢
冒
頭
文
は
、
周
知
の
と
お
り
、
後
の

夕
顔
巻
末
尾
文
と
明
ら
か
な
首
尾
照
応
関
係
に
あ
る
草
子
地
文
で
、
常
套
法
な

が
ら
、
こ
こ
で
も
再
読
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

 
 
光
る
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
答
多
か
な
る

 
 
に
、
い
と
ど
、
か
か
る
す
き
事
ど
も
を
末
の
世
に
も
聞
き
つ
た
へ
て
、
軽

 
 
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
語
り

 
 
つ
た
へ
け
ん
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を

 
 
中
り
ま
め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
．
（
下
略
）
（
帯
木
、
ω
一
五
三
頁
）

か
や
う
に
く
だ
く
だ
し
き
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び
た
ま
ひ
し

も
い
と
ほ
し
く
て
み
な
も
ら
し
ど
ど
め
た
る
を
、
な
ど
帝
の
皇
子
な
ら
ん

（4）



 
 
か
ら
に
、
見
ん
人
さ
へ
か
た
ほ
な
ら
ず
も
の
ほ
め
が
ち
な
る
と
、
作
り
事

 
 
め
き
て
と
り
な
す
人
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
な
ん
。
あ
ま
り
も
の
言
ひ
さ

 
 
が
な
き
罪
避
り
ど
こ
ろ
な
く
。
（
夕
顔
、
ω
i
一
九
五
～
一
九
六
頁
）

右
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
「
悪
木
」
「
空
蝉
」
「
夕
顔
」
三
帖
が
作
者
（
語
り
手
）

に
よ
っ
て
一
括
り
の
物
語
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
義
を

い
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
作
品
構
造
上
の
た
し
か
な
枠
組
み
で
あ
る
と
読
ま
れ
る
。

そ
の
枠
組
み
の
な
か
の
基
礎
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
品
定
め
」
女
性
論
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
そ
の
射
程
は
自
ら
右
三
帖
に
限
定
さ
れ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
細
部
叙
述
に
即
し
て
読
め
ば
、
「
か
か
る
す
き
事
」
「
軽
び
た
る
名
」

「
忍
び
た
ま
ひ
け
る
隠
ろ
へ
ご
と
」
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
人
物
空
蝉
、
夕

顔
と
の
色
恋
沙
汰
を
指
し
て
言
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
「
か
や
う
の
く
だ
く
だ

し
き
」
「
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び
た
ま
ひ
し
」
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
「
品
定
め
」

女
性
論
は
、
明
ら
か
に
彼
女
た
ち
二
人
の
物
語
へ
の
登
場
を
導
く
下
準
備
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
三
帖
の
物
語
の
付
加
延
長
上
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
な
、
人
物
末
摘
花
、
玉
器
の
物
語
を
併
せ
見
て
も
、
さ
き
に
触
れ
た

阿
部
説
の
と
お
り
、
作
品
構
成
上
の
基
本
骨
格
は
変
わ
ら
な
い
し
、
そ
の
主
題

性
の
面
で
も
一
貫
性
が
確
認
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
い
ず
れ

の
女
性
人
物
も
「
中
の
品
」
に
評
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
没
落
貴
族
の
出
自
に
あ

り
、 

 
も
と
は
や
む
ご
と
な
き
筋
な
れ
ど
、
世
に
経
る
た
づ
き
少
な
く
、
時
世
に

 
 
う
つ
ろ
ひ
て
お
ぼ
え
衰
へ
ぬ
れ
ば
、
心
は
心
と
し
て
事
足
ら
ず
、
（
下
略
）

 
 
（
喬
木
、
ω
一
五
九
頁
）

し
か
も
、
そ
の
性
格
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
、

 
 
人
の
心
々
お
の
が
じ
し
の
立
て
た
る
お
も
む
き
も
見
え
て
、
（
中
略
）
今
は
、

 
 
た
だ
、
品
に
も
よ
ら
じ
、
容
貌
を
ば
さ
ら
に
も
言
は
じ
、
（
中
略
）
た
だ

 
 
ひ
と
へ
に
も
の
ま
め
や
か
に
静
か
な
る
心
の
お
も
む
き
な
ら
む
（
同
、
ω

 
 
五
八
一
六
五
頁
）

男
た
ち
の
理
想
に
よ
く
か
な
っ
た
、
す
ぐ
れ
た
人
格
の
持
ち
主
な
の
で
あ
っ
た
。

ひ
っ
き
ょ
う
す
る
に
、
「
品
定
め
」
に
お
け
る
中
の
品
の
女
性
推
奨
論
は
、
い

わ
ゆ
る
寒
寒
系
十
七
帖
の
物
語
を
構
成
す
る
そ
の
序
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ

の
議
論
内
容
に
沿
っ
て
源
氏
に
引
き
合
わ
せ
ら
れ
る
、
中
・
下
層
の
そ
れ
ぞ
れ

の
境
遇
や
状
況
ま
た
思
念
や
生
き
方
を
一
身
に
負
い
生
き
る
主
体
存
在
と
し
て

の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
登
場
を
用
意
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
と
読
ま
れ
る
。
作

品
構
…
造
に
密
着
し
て
の
「
品
定
め
」
女
性
論
の
読
解
は
か
く
の
ご
と
く
で
あ
ろ

う
。 

し
か
し
、
い
ま
一
方
、
「
品
定
め
」
女
性
論
の
射
程
を
物
語
全
篇
に
及
ぶ
と

見
る
立
場
に
つ
い
て
も
、
本
文
叙
述
に
即
し
て
の
再
吟
味
が
な
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
作
品
の
主
軸
を
形
成
し
て
い
く
「
上
の
品
」
の
女
性
-
藤
壷
や
雲

上
、
朝
顔
や
六
条
御
息
所
な
ど
多
く
の
主
要
人
物
の
物
語
に
、
「
品
定
め
」
女

性
論
は
ど
う
関
与
…
機
能
し
て
い
る
の
か
。
文
脈
や
表
現
に
即
し
て
こ
れ
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
、
小
論
の
当
面
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
帯
書
巻
製

本
文
中
（
前
掲
）
の
「
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
答
」
は
、
娩
曲
に
源
氏
の
身
に
ま

つ
わ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
指
し
て
言
お
う
と
し
た
叙
述
で
あ
る
の
は
確
実
と
し

て
も
、
そ
れ
は
桐
壷
巻
の
物
語
内
容
を
承
け
て
は
い
な
い
。
い
ま
語
り
起
こ
そ

う
と
し
て
い
る
空
蝉
、
夕
顔
と
の
色
恋
沙
汰
を
指
し
て
も
い
な
い
（
続
く
叙
述

「
い
と
ど
」
か
ら
が
そ
れ
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
）
。
文
意
を
解
く
べ
く
さ
ら

に
文
脈
を
た
ど
る
と
、

 
 
忍
ぶ
の
乱
れ
や
と
、
疑
ひ
き
こ
ゆ
る
こ
と
も
あ
り
し
か
ど
、
さ
し
も
あ
だ

『
源
氏
物
語
』
主
題
論
予
備
考
説
 
-
帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
つ
い
て

（5）



 
 
め
き
目
馴
れ
た
る
う
ち
つ
け
の
す
き
ず
き
し
さ
な
ど
は
好
ま
し
か
ら
ぬ
御

 
 
本
性
に
て
、
ま
れ
に
は
、
あ
な
が
ち
に
ひ
き
違
へ
心
づ
く
し
な
る
こ
と
を

 
 
御
心
に
思
し
と
ど
む
る
癖
な
む
あ
や
に
く
に
て
、
さ
る
ま
じ
き
御
ふ
る
ま

 
 
ひ
も
う
ち
ま
じ
り
け
る
。
（
同
、
ω
1
五
三
～
五
四
頁
）

と
続
く
が
、
こ
こ
で
「
忍
ぶ
の
乱
れ
」
「
う
ち
つ
け
の
す
き
ず
き
し
さ
」
の
叙

述
が
読
者
に
連
想
さ
せ
る
の
は
伊
勢
物
語
初
段
で
、
源
氏
物
語
作
中
で
は
い
ま

か
ら
語
り
展
べ
ら
れ
る
「
中
の
品
」
の
女
と
の
恋
物
語
を
示
唆
す
る
も
の
と
解

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
の
対
比
叙
述
が
「
あ
な
が
ち
に
ひ
き
違
へ
心

、
、
つ
く
し
な
る
」
「
癖
」
「
さ
る
ま
じ
き
御
ふ
る
ま
ひ
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
ま

さ
し
く
「
上
の
品
」
の
女
性
と
の
源
氏
の
あ
や
に
く
の
恋
を
指
す
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
餐
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

読
ん
で
、
源
氏
の
高
貴
な
女
性
た
ち
と
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
恋
物
語
と
、
そ

の
な
か
で
は
あ
く
ま
で
余
談
挿
話
の
ス
タ
イ
ル
で
語
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
「
中
の
品
」
女
性
た
ち
と
の
好
色
沙
汰
の
物
語
と
が
、
物
語
の
読
者
（
聞

き
手
）
に
と
っ
て
は
、
前
後
し
つ
つ
も
併
行
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
も
の
と
冷

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
状
況
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
下
上
系
十
七

帖
の
物
語
が
先
行
し
、
帯
木
三
帖
（
こ
れ
を
含
む
玉
婁
系
十
六
帖
）
が
後
記
挿

入
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
断
定
的
に
は
論
じ
難
い
が
、
少
な
く
と
も
藤
壷
と
の

不
義
密
通
の
物
語
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
程
度
が
読
み
聞
か
れ
て
い
た
と
推
測

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
読
者
（
聞
き
手
）

に
対
す
る
帯
木
巻
巻
頭
の
草
子
地
1
1
断
り
の
口
調
で
あ
る
と
読
ん
で
妥
当
な
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
文
脈
の
な
か
に
続
い
て
語
ら
れ
る
「
品

定
め
」
女
性
論
が
、
物
語
プ
ロ
ッ
ト
の
上
で
の
限
定
枠
を
守
り
つ
つ
、
同
時
に

作
者
に
あ
る
対
読
者
意
識
に
お
い
て
い
つ
で
も
そ
れ
を
逸
脱
超
越
す
る
位
相

で
、
自
在
な
発
展
親
和
力
を
も
つ
表
現
体
な
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
つ
ま
り
、
い

ま
の
「
品
定
め
」
女
性
論
は
、
「
中
の
品
」
の
階
層
に
あ
る
女
性
、
空
蝉
や
夕

顔
な
ど
に
対
す
る
源
氏
の
好
奇
心
・
好
色
心
発
動
の
契
機
を
物
語
内
に
用
意
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
明
と
し
て
、
こ
の
や
や
く
だ
け
過
ぎ
た
「
中
の
品
」

女
性
推
奨
論
が
、
「
上
の
品
」
一
そ
れ
も
最
高
貴
と
す
べ
き
藤
壷
、
そ
の
ゆ
か

り
の
直
上
、
あ
る
い
は
ま
た
朝
顔
姫
君
や
六
条
御
息
所
た
ち
ど
源
氏
と
の
p
心

づ
く
し
し
の
恋
物
語
を
、
一
部
す
で
に
読
み
知
ら
さ
れ
て
い
た
読
者
に
対
し
て

語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
創
作
過

程
に
あ
っ
た
作
者
（
語
り
手
）
の
対
読
者
意
識
の
な
か
で
、
「
品
定
め
」
女
性

論
は
自
ら
前
後
に
長
々
し
い
草
子
地
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
本
題
に

入
っ
て
か
ら
も
終
始
屈
折
し
た
譜
諺
口
調
を
帯
び
て
語
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
主
題
性
に
お
い
て
も
、
「
中
の
品
」
女
性
推
奨
論
が

物
語
の
本
筋
と
し
て
の
「
上
の
品
」
の
女
性
の
物
語
と
共
存
融
和
す
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
無
類
の
理
想
的
主
人
公
光
源
氏
に
は
、
あ
く
ま
で

も 
 
上
が
上
を
選
り
出
で
て
も
、
な
ほ
あ
く
ま
じ
く
見
え
た
ま
ふ
。
（
帝
位
、

 
 
ω
⊥
ハ
一
頁
）

先
行
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
読
者
（
聞
き
手
）
に
は
あ
る
。
当
の
源
氏
自
身
が
、

「
中
の
品
」
女
性
談
義
を
聞
き
な
が
ら
、

 
 
君
は
人
ひ
と
り
の
御
あ
り
さ
ま
を
心
の
中
に
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。
こ
れ

 
 
に
、
足
ら
ず
、
ま
た
さ
し
過
ぎ
た
る
こ
と
な
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
か
な

 
 
と
あ
り
が
た
き
に
も
、
い
と
ど
胸
ふ
た
が
る
。
（
同
、
ω
1
九
〇
～
九
一
頁
）

と
、
藤
壷
の
面
影
を
胸
中
に
追
い
続
け
て
い
る
。
右
の
叙
述
が
、
先
行
の
「
桐

壷
」
巻
の
み
を
承
け
て
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
解
し
が
た
く
、
と
り
わ
け

（6）



「
い
と
ど
」
の
措
辞
が
読
者
（
聞
き
手
）
に
理
解
さ
れ
る
だ
け
の
先
行
藤
壷
物

語
の
文
脈
を
予
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
藤
壷
に
対
す
る
切
な
る
思
慕
を

不
断
に
抱
き
続
け
る
源
氏
に
対
し
て
、
「
中
の
品
」
女
性
へ
の
好
奇
、
好
色
を

も
い
ま
容
認
し
て
も
よ
い
と
す
る
物
語
読
者
（
聞
き
手
）
の
心
理
を
迎
え
と
る

作
者
の
表
現
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
か
く
て
、
読
者
論
に
立
つ
「
品
定
め
」
女
性
論
の
読
解
で
は
、
そ
こ
で
の
文

脈
に
密
着
し
て
帯
木
三
帖
（
ひ
い
て
は
玉
墨
書
十
六
帖
）
に
限
定
的
な
作
品
構

造
性
を
読
み
つ
つ
、
同
時
に
他
の
い
わ
ゆ
る
紫
上
里
諸
事
の
物
語
に
も
相
侯
っ

て
関
連
、
併
行
す
る
、
多
元
的
か
つ
重
層
的
な
語
り
の
表
現
構
造
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
必
然
的
に
「
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
の
あ
り
よ

う
に
つ
い
て
も
、
同
断
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
い
っ
そ

う
精
し
い
考
察
を
進
め
る
べ
く
、
次
節
に
お
い
て
読
者
論
に
立
つ
視
座
に
重
ね

て
、
作
者
論
に
立
つ
そ
れ
を
あ
わ
せ
て
の
作
品
分
析
を
試
み
た
い
。

三

 
見
て
き
た
ご
と
く
、
「
品
定
め
」
の
女
性
論
は
、
作
品
構
成
上
の
必
要
や
作

者
（
語
り
手
）
の
対
読
者
意
識
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
条
件
下
で
語
り
出
さ
れ
て
い

て
、
い
か
に
も
複
雑
な
構
造
、
表
現
を
示
す
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
心
主
題

は
も
は
や
明
確
で
あ
る
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
男
性
の

側
か
ら
す
る
、
妻
と
選
ぶ
べ
き
理
想
的
な
女
性
像
追
求
の
論
で
あ
る
。
そ
の
理

想
像
を
「
中
の
品
」
の
女
性
の
な
か
に
見
出
そ
う
と
す
る
議
論
の
赴
く
先
に
、

空
蝉
や
夕
顔
さ
ら
に
は
末
摘
花
、
玉
鍾
ら
の
登
場
が
導
か
れ
て
く
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
と
し
て
、
も
と
よ
り
彼
女
た
ち
は
源
氏
の
妻
と
し
て
選
ば
れ
る
対

象
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
源
氏
に
と
っ
て
理
想
的
な
女
性
1
1
妻
は
、
作
中
に

す
で
に
明
ら
か
な
、
藤
壷
の
形
代
二
上
で
あ
る
。
一
見
、
「
品
定
め
」
、
の
女
性

論
と
岩
上
の
人
物
像
と
は
直
結
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
件
の
女
性
論
の
主

題
性
が
紫
譜
系
諸
巻
を
も
合
わ
せ
全
篇
に
及
ぶ
と
す
る
見
解
を
重
視
す
る
な
ら

ば
、
両
者
に
お
け
る
相
即
重
合
の
関
係
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
物
語
叙
述
の
細
部
に
つ
い
て
そ
れ
を
検
し
て
み

た
い
。

 
紫
上
の
物
語
初
登
場
を
語
る
若
紫
巻
は
、
執
筆
の
先
後
関
係
問
題
は
い
ま
は

お
く
と
し
て
、
帯
木
巻
「
品
定
め
」
女
性
論
と
密
接
な
即
応
関
係
に
あ
る
も
の

と
読
ま
れ
る
。
美
し
い
、
可
憐
な
少
女
を
垣
間
見
た
源
氏
が
感
涙
に
む
せ
ぶ
の

は
、 

 
限
り
な
う
心
を
尽
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
く
似
た
て
ま
つ
れ
る
（
若

 
 
紫
、
ω
1
二
〇
七
頁
）

 
 
か
の
人
の
御
か
は
り
に
、
明
け
暮
れ
慰
め
に
も
見
ば
や
（
同
、
ω
i
二
〇

 
 
九
頁
）

と
の
叙
述
に
即
し
て
、
少
女
が
源
氏
の
ひ
そ
か
に
思
慕
し
て
や
ま
な
い
藤
壷
と

面
ざ
し
が
よ
く
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の
は
自
明
と
し
て
、
上
木
巻
「
品
定
め
」

場
面
中
の
叙
述

 
 
君
は
人
ひ
と
り
の
御
あ
り
さ
ま
を
心
の
中
に
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。
（
前

 
 
掲
）

に
、
ま
さ
し
く
通
底
、
即
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
後
、
源

氏
は
そ
の
藤
壷
の
ゆ
か
り
、
可
憐
無
垢
な
若
紫
を
掠
奪
同
然
の
し
方
で
自
邸
に

引
き
取
り
、
教
育
を
施
す
。
将
来
、
理
想
の
女
性
、
さ
ら
に
は
妻
に
育
て
上
げ

た
い
考
え
か
ら
、

 
 
女
は
、
心
や
は
ら
か
な
る
な
む
よ
き
。
（
若
紫
、
ω
1
二
五
七
頁
）

『
源
氏
物
語
』
主
題
論
予
備
考
説
 
-
帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
つ
い
て

（7）



と
教
え
る
の
だ
が
、
こ
の
場
面
は
「
品
定
め
」
の
女
性
黒
子
の

 
 
た
だ
ひ
た
ぶ
る
に
児
め
き
て
や
は
ら
か
な
ら
む
人
を
と
か
く
ひ
き
つ
く
ろ

 
 
ひ
て
は
、
な
ど
か
見
ざ
ら
む
。
心
も
と
な
く
と
も
、
直
し
ど
こ
ろ
あ
る
べ

 
 
し
。
（
同
、
ω
1
六
四
頁
）

と
の
談
義
に
脈
絡
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
従
順
素
直
な
女
が
、

 
 
げ
に
、
さ
し
向
ひ
て
見
む
ほ
ど
は
、
さ
て
も
、
ら
う
た
き
方
に
罪
ゆ
る
し

 
 
見
る
べ
き
を
、
立
ち
離
れ
て
、
さ
る
べ
き
こ
と
を
も
言
ひ
や
り
、
を
り
ふ

 
 
し
に
し
出
で
む
わ
ざ
の
、
あ
だ
事
に
も
ま
め
事
に
も
、
わ
が
心
と
思
ひ
得

 
 
る
こ
と
な
く
、
深
き
い
た
り
な
か
ら
む
は
い
と
口
惜
し
く
、
（
下
略
）
（
同
、

 
 
ω
一
六
四
～
六
五
頁
）

い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
で
は
、
男
に
と
っ
て
残
念
で
頼
り
な
い
と
い
う
欠
点
を

残
す
こ
と
に
な
る
（
「
中
の
品
」
の
女
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
ケ
ー
ス
）
。
が
、
若

い
紫
上
は
、
右
叙
述
の
後
半
に
相
当
す
る
源
氏
の
須
磨
諦
居
の
問
に
も
、
理
想

の
妻
像
を
明
確
に
す
る
も
の
と
し
て
造
型
さ
れ
て
お
り
、

 
 
よ
う
つ
の
こ
と
、
み
な
西
の
対
に
聞
こ
え
わ
た
し
た
ま
ふ
。
領
じ
た
ま
ふ

 
 
御
庄
、
御
牧
よ
り
は
じ
め
て
、
（
下
略
）
（
須
磨
、
ω
1
一
七
六
頁
）

こ
う
し
た
実
務
方
面
の
み
な
ら
ず
、
遠
い
辺
地
で
わ
び
住
ま
い
を
続
け
る
源
氏

を
慰
め
る
べ
く
、

 
 
心
こ
と
に
こ
ま
か
な
り
し
御
返
り
な
れ
ば
、
あ
は
れ
な
る
こ
と
多
く
て
、

 
 
（
中
略
）
物
の
色
、
し
た
ま
へ
る
さ
ま
な
ど
い
と
き
よ
ら
な
り
。
（
同
、

 
 
②
1
一
九
二
頁
）

文
に
も
贈
り
物
に
も
、
深
い
愛
情
と
配
慮
が
ゆ
き
と
ど
い
て
お
り
、
作
者
（
語

り
手
）
は
こ
こ
で
、
紫
上
の
理
想
的
な
人
格
を
称
賛
し
て
、

 
 
何
ご
と
も
ら
う
ら
う
じ
う
も
の
し
た
ま
ふ
を
思
ふ
さ
ま
に
て
、
（
同
、
ω

 
 
1
一
九
二
～
三
頁
）

と
叙
し
て
い
る
。
ひ
っ
き
ょ
う
す
る
に
、
須
磨
巻
前
後
か
ら
そ
の
造
型
を
確
か

な
も
の
に
す
る
紫
上
の
理
想
的
妻
像
は
、
反
措
定
の
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
た

し
か
に
「
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
即
応
整
合
す
る
文
脈
の
う
ち
に
型
ど

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

 
長
上
の
理
想
的
人
物
像
と
「
品
定
め
」
女
性
論
と
の
深
い
相
即
、
重
合
の
関

係
を
示
す
、
い
ま
一
つ
の
確
か
な
文
脈
・
表
現
を
押
さ
え
て
み
よ
う
。
若
紫
巻

頭
に
近
い
条
、
源
氏
が
少
女
紫
雲
を
垣
間
見
る
直
前
の
場
面
で
、
気
分
を
紛
ら

わ
す
た
め
の
春
山
遊
歩
に
出
か
け
た
源
氏
は
、
供
人
良
清
か
ら
前
播
磨
国
司
明

石
入
道
と
そ
の
娘
の
話
を
聞
か
さ
れ
る
。
父
入
道
は
娘
を
京
の
高
貴
の
人
と
結

婚
さ
せ
よ
う
と
、
そ
れ
だ
け
を
住
吉
明
神
に
祈
っ
て
、
娘
に
対
し
て
も

 
 
も
し
我
に
後
れ
て
、
そ
の
心
ざ
し
遂
げ
ず
、
こ
の
思
ひ
お
き
つ
る
宿
世
違

 
 
は
ば
、
海
に
入
り
ね
。
（
若
紫
、
ω
一
二
〇
四
頁
）

と
訓
じ
て
お
り
、
ま
た
、

 
 
代
々
の
国
の
司
な
ど
、
用
意
こ
と
に
し
て
、
さ
る
心
ば
へ
思
す
な
れ
ど
、

 
 
さ
ら
に
う
け
ひ
か
ず
。
（
同
、
ω
1
二
〇
三
頁
）

と
世
間
を
拒
む
「
世
の
ひ
が
も
の
」
で
あ
る
と
か
。
た
だ
し
、
娘
は

 
 
け
し
う
は
あ
ら
ず
、
容
貌
心
ば
せ
な
ど
は
べ
る
な
り
。
（
同
、
ω
1
二
〇

 
 
三
頁
）

そ
の
「
心
高
さ
苦
し
」
い
、
魅
力
的
な
女
性
ら
し
い
の
で
、
源
氏
の
興
味
を
強

く
ひ
き
つ
け
る
対
象
と
し
て
、
そ
の
片
鱗
だ
け
が
伺
い
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
後
の
明
石
巻
で
、
流
離
の
貴
公
子
と
出
会
い
、
契
り
を
交
わ
し
、
以
後
苦

悩
多
き
己
が
「
身
の
ほ
ど
」
「
宿
世
」
を
認
識
、
徹
底
的
な
自
己
卑
下
と
忍
従

と
に
よ
っ
て
世
に
処
し
生
き
ぬ
い
て
い
く
明
石
の
君
そ
の
人
で
あ
る
が
、
彼
女

（8）



が
こ
の
若
紫
巻
に
、
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
中
の
人
物
と
し
て
で
は
あ
れ
、
は
や
く

も
登
場
す
る
物
語
内
必
然
一
そ
の
論
理
な
い
し
意
味
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
小

論
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
再
吟
味
し
て
み
よ
う
。

 
若
紫
巻
に
お
け
る
明
石
親
思
の
風
評
話
題
は
、
単
に
こ
の
場
限
り
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
後
の
明
石
巻
以
降
の
物
語
展
開
の

伏
線
描
写
と
し
て
、
作
者
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
用
意
周
到
に
要
せ
ら
れ
た
も
の

と
解
さ
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
中
の
父
入
道
、
母
（
尼
）

君
、
娘
本
人
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
は
い
ま
だ
宝
形
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
明
石
巻

以
降
の
物
語
に
お
い
て
そ
の
内
面
ま
で
も
分
厚
く
造
型
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
人

間
像
1
そ
の
状
況
や
思
惟
世
界
す
べ
て
と
あ
ま
り
に
も
正
確
に
整
合
し
て
お

り
、
鈴
木
日
出
男
氏
の
論
説
ど
お
り
、

 
 
物
語
の
全
体
か
ら
明
石
一
族
の
物
語
を
抽
出
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
受
領
層

 
 
に
下
降
し
た
一
門
の
娘
明
石
の
君
が
光
源
氏
と
結
ば
れ
、
そ
の
こ
と
に

 
噛
よ
っ
て
一
門
の
再
興
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う
大
筋
は
、
初
め
か
ら
作
者
の

 
 
念
頭
に
あ
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
穏
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
若
紫
巻
執
筆
の
時
点
で
、
後
の
須
磨
・
明
石
巻

以
後
の
物
語
ま
で
も
が
作
者
に
構
想
さ
れ
て
い
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
明
石
君
の
年
令
の
こ
と
。
明
石
巻
で
推
定
さ

れ
る
十
八
才
か
ら
逆
算
す
る
と
、
若
紫
巻
で
の
彼
女
は
九
才
と
な
り
、
「
代
々

の
国
の
司
」
が
求
婚
す
る
年
令
の
女
性
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
に
な
る
。
表
現

の
細
部
に
こ
だ
わ
れ
ば
こ
う
し
た
矛
盾
を
散
見
す
る
も
の
の
（
作
中
人
物
の
年

令
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
六
条
御
息
所
、
下
上
な
ど
に
か
か
わ
る
叙
述
中
に
前

後
不
整
合
を
読
む
と
こ
ろ
が
あ
る
）
、
物
語
の
基
本
構
想
を
論
ず
る
上
で
、
若

紫
巻
-
明
石
巻
の
承
接
連
関
の
確
か
さ
は
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
件
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
持
つ
構
想
上
の
重
み
を
考
慮
す
る
と
き
、
若
紫
巻
は
島

上
の
初
登
場
を
語
り
出
し
つ
つ
、
同
時
に
明
石
君
の
そ
れ
を
も
併
せ
語
る
も
の

で
あ
る
と
了
解
さ
れ
る
。
二
人
は
、
物
語
世
界
に
お
い
て
当
初
か
ら
対
偶
人
物

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
吉
岡
膿
氏
が

 
 
 
 
 
 
む

考
論
さ
れ
る
に
、

 
 
紫
上
が
初
登
場
す
る
同
じ
巻
で
、
何
の
理
由
も
な
く
明
石
君
の
登
場
が
予

 
 
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
二
人
が
最
初
か
ら
一
対
の
人
物
と
し
て
作

 
 
者
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
？
て
い
る
（
中
略
）
紫
上
と
明
石
君

 
 
は
、
や
が
て
物
語
上
に
実
現
す
る
理
想
的
現
実
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
正
鵠
を
射
た
卓
論
と
肯
ん
ぜ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

紫
上
i
明
石
君
一
対
の
物
語
構
想
を
確
認
し
た
上
で
、
苗
木
巻
「
品
定
め
」
の

女
性
論
が
作
中
に
お
け
る
明
石
君
造
型
に
ど
う
及
ん
で
い
る
か
が
検
証
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
文
脈
、
表
現
に
即
し
て
み
よ
う
。

 
黒
木
巻
「
品
定
め
」
場
面
に
見
ら
れ
る
次
の
ご
と
き
叙
述

 
 
中
の
品
に
な
む
、
人
の
心
々
お
の
が
じ
し
の
立
て
た
る
お
も
む
き
も
見
え

 
 
て
、
（
帯
木
、
ω
一
五
八
頁
）

 
 
受
領
と
い
ひ
て
、
他
の
国
の
事
に
か
か
づ
ら
ひ
営
み
て
品
定
ま
り
た
る
中

 
 
に
も
、
（
同
、
五
九
頁
）

 
 
思
ひ
や
る
こ
と
な
る
こ
と
な
き
閏
の
内
に
、
い
と
い
た
く
思
ひ
あ
が
り
、

 
 
は
か
な
く
し
出
で
た
る
こ
と
わ
ざ
も
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
見
え
た
ら
む
、
（
同
、

 
 
六
一
頁
）

 
 
す
べ
て
、
心
に
知
れ
ら
む
こ
と
を
も
知
ら
ず
顔
に
も
て
な
し
、
言
は
ま
ほ

 
 
し
か
ら
む
こ
と
を
も
、
一
つ
二
つ
の
ふ
し
は
過
ぐ
す
べ
く
な
む
あ
べ
か
り

 
 
け
る
。
（
同
、
九
〇
頁
）

『
源
氏
物
語
』
主
題
論
予
備
旧
説
 
一
帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
つ
い
て

（9）



な
ど
に
、
「
か
の
国
の
前
の
守
、
新
発
意
の
む
す
め
か
し
づ
き
た
る
」
「
け
し
う

は
あ
ら
ず
、
容
貌
心
ば
せ
な
ど
は
べ
る
」
（
若
紫
、
ω
1
二
〇
二
～
二
〇
三
頁
）
、

さ
ら
に
「
身
の
ほ
ど
知
ら
れ
て
、
い
と
は
る
か
に
ぞ
思
ひ
」
つ
つ
も
「
延
喜
の

御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
」
箏
の
琴
を
「
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
者
」
、
「
な
か
な
か

や
む
ご
と
な
き
際
の
人
よ
り
も
い
た
う
思
ひ
あ
が
り
て
、
ね
た
げ
に
も
て
な
し
」

（
明
石
、
吻
1
；
二
八
～
二
五
〇
頁
）
そ
の
す
ぐ
れ
た
人
格
性
を
も
っ
て
紫
上

と
共
に
源
氏
の
栄
華
を
支
え
続
け
て
い
く
明
石
君
の
原
像
を
読
み
つ
な
い
で
い

く
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
「
品
定
め
」
に
お
け
る
「
中
の
品
」
女
性
推
奨

論
は
、
直
裁
に
、
明
石
君
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
に
通
凝
し
て
い
る
も
の
と
解

さ
れ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
両
物
語
の
関
係
構
造
を
単
線
直
結
型
の
も
の
と
し

て
把
え
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
の
根
基
に
あ
る
「
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題

性
は
確
認
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
、
「
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
が
、
後
の
紫
上
物
語
、
明
石
君
物
語

に
も
遠
く
深
く
作
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
本
文
に
即
し
て
読
み

お
さ
え
て
み
た
。

四

 
小
考
の
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
を
要
説
し
た
い
。
主
題
論
の
方
法
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
作
者
論
に
立
っ
て
す
る
場
合
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
近
来
は
む
し
ろ

読
者
論
に
立
っ
て
す
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
が
、
そ
れ
は
多
様
な

主
題
曲
成
立
の
可
能
性
を
増
大
す
る
す
ぐ
れ
た
成
果
を
も
た
ら
し
つ
つ
、
同
時

に
作
品
世
界
に
お
け
る
統
一
原
理
、
思
想
性
を
や
や
も
す
れ
ば
見
失
わ
せ
る
危

う
さ
を
も
内
在
さ
せ
て
、
な
お
確
実
十
全
な
方
法
た
り
え
て
は
い
な
い
。
ひ
っ

き
ょ
う
は
、

 
 
主
題
論
と
い
っ
た
読
者
の
主
観
に
大
き
く
関
わ
っ
て
追
求
さ
れ
る
分
野
で

 
 
は
、
そ
う
し
た
見
解
の
残
る
と
こ
ろ
の
あ
る
の
は
当
然
で
も
あ
る
が
、
ま

 
 
た
、
共
通
の
理
解
に
至
り
得
る
は
ず
の
問
題
も
、
い
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て

 
 
い
る
。

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
課
題
を
克
服
す
べ
く
、
さ
ら
に
方
法
論
そ
の
も
の
が
追

求
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
再
び
作
品
そ
の
も
の
の
側
に
立
脚

す
る
主
題
論
の
あ
り
方
の
基
本
を
問
い
な
お
し
て
、
小
論
は
作
品
論
に
立
つ
源

氏
物
語
主
題
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
は
、
何
よ
り
も
作
品
の
構
造
、

そ
の
文
脈
や
叙
述
に
密
着
し
つ
つ
、
従
来
の
作
者
論
あ
る
い
は
読
者
論
に
立
つ

方
法
、
そ
の
達
成
を
も
統
合
包
摂
し
て
行
わ
れ
る
、
よ
り
確
か
な
作
品
分
析
に

基
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
実
践
作
業
と
し
て
、
小
論
は
帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定

め
」
女
性
論
の
主
題
論
的
考
察
を
試
み
た
次
第
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
点
と

す
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
ご
と
く
と
な
ろ
う
。

 
「
品
定
め
」
女
性
論
は
、
物
語
の
構
造
上
、
た
し
か
に
帯
木
三
帖
（
あ
る
い

は
こ
れ
を
含
む
玉
婁
系
十
六
帖
）
の
枠
づ
け
の
も
と
に
語
ら
れ
て
は
き
て
い
る
。

そ
の
主
題
性
に
つ
い
て
も
、
直
接
的
に
作
用
す
る
範
囲
と
は
そ
れ
ら
諸
巻
の
女

性
人
物
に
つ
い
て
の
物
語
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
作
品
の
構
造
性
、

主
題
性
が
、
作
者
に
お
け
る
対
読
者
意
識
に
強
く
支
配
さ
れ
て
形
成
展
開
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
み
知
る
と
き
、
こ
こ
で
の
語
り
の
方
法
は
一
元
的
限

定
的
で
は
な
く
、
多
元
的
重
層
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
物
語
の
読
者
（
聞
き
手
）
た
ち
は
、
告
諭
巻
の
「
品
定
め
」
に
先
ん
じ

て
、
世
上
黒
具
巻
の
物
語
の
か
な
り
の
部
分
に
つ
い
て
青
黛
、
あ
る
い
は
享
受

中
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
物
語
享
受
煮
た
ち
に
十
分
容

認
鑑
賞
さ
れ
得
る
理
想
女
性
談
義
は
、
い
か
に
も
屈
折
多
い
譜
誰
文
体
に
よ
る

（10）



「
中
の
品
」
推
奨
論
で
あ
り
つ
つ
も
、
同
時
に
必
然
的
に
「
上
が
上
の
品
」
女

性
憧
憬
、
称
揚
の
論
に
も
通
じ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
物
語
は
い
ま
、

構
造
的
に
も
主
題
的
に
も
、
ま
さ
し
く
両
義
の
糸
で
紡
ぎ
織
り
な
さ
れ
る
べ
く

遠
大
な
構
想
の
も
と
に
展
開
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
端
緒
を
な
す
の
が
若
紫
巻
で

の
紫
上
と
明
石
君
の
対
偶
の
登
場
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ひ
っ
き
ょ
う
、
こ
の
対
偶

を
め
ぐ
っ
て
す
る
作
者
の
往
還
ま
た
は
螺
旋
の
型
の
精
神
運
動
と
し
て
、
「
品

定
め
」
の
女
性
論
、
ま
た
以
降
の
多
く
の
女
性
人
物
の
物
語
が
構
想
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

 
か
く
て
、
「
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
は
、
そ
の
射
程
が
物
語
全
篇
、
あ

ら
ゆ
る
主
要
女
性
人
物
像
に
及
ん
で
作
用
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
主
題
性
の
内
実
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
日
向
氏
の
高
論

に
学
ん
で
、

 
 
作
者
に
と
っ
て
繰
り
返
し
問
い
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
女
の
生
き
方
、
女
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
人
生
の
問
題
（
中
略
）
、
作
者
に
と
っ
て
持
続
的
な
問
い

と
考
え
る
に
、
至
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
女
の
生
き
方
」
の
問
題
を
、
当
時
の

社
会
現
実
に
お
い
て
最
も
真
摯
に
切
実
に
生
き
て
い
た
の
は
「
中
の
品
」
の
女

性
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
作
者
が
信
じ
て
疑
わ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
が
、

大
方
上
流
貴
顕
の
娘
た
ち
を
読
者
と
す
る
物
語
作
品
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ス
ト

レ
ー
ト
に
主
張
す
る
こ
と
は
や
は
り
躊
躇
わ
れ
．
る
状
況
が
予
想
さ
れ
得
る
。
こ

こ
で
作
者
の
お
び
た
だ
し
い
自
己
鱈
晦
が
は
じ
め
ら
れ
つ
つ
、
し
か
し
な
が
ら

平
安
貴
族
女
性
の
不
安
と
苦
悩
に
満
ち
た
人
生
の
あ
り
よ
う
は
、
作
中
人
物
の

出
自
身
分
を
超
越
し
て
共
通
の
も
の
と
確
実
に
形
象
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
に
お
け
る
対
読
者
意
識
を
視
座
に
と
り
込
ん
で
の
、
さ

さ
や
か
な
試
論
で
あ
る
。
こ
れ
を
ワ
ン
・
ス
テ
ッ
プ
に
、
さ
ら
に
源
氏
物
語
全

篇
に
わ
た
る
主
題
論
へ
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

き
た
い
。

読
み
を
深
め
て
ゆ

注
ω
仲
田
庸
幸
『
源
氏
物
語
の
文
芸
的
研
究
』
（
風
間
書
房
刊
、
昭
3
7
）
ほ
か
。

 
働
武
田
宗
俊
『
源
氏
物
語
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
刊
、
昭
2
9
）
ほ
か
。

 
㈹
淵
江
文
也
「
柏
木
の
不
審
-
源
氏
物
語
の
方
法
」
（
人
文
論
集
L
一
の
二
、

 
 
昭
4
0
）

 
ω
長
谷
川
政
春
コ
王
題
L
（
秋
山
虞
編
『
源
氏
物
語
事
典
』
学
燈
鉛
管
、
平

 
 
元
所
収
）

 
㈲
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
物
語
の
構
造
分
析
』
（
み
す
ず
書
房
刊
、
一
九
七
九
年
）

 
㈲
注
ω
に
同
じ
。

 
ω
秋
山
虜
「
源
氏
物
語
の
主
題
-
主
人
公
へ
の
視
角
か
ら
」
（
高
橋
亨
久
勾

 
 
保
朝
皇
霊
『
新
講
源
氏
物
語
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
言
置
、
一
 
臼

 
 
九
九
五
年
）

 
㈹
百
川
敬
仁
『
内
な
る
宣
長
』
（
東
京
大
学
出
版
会
刊
、
一
九
八
七
年
）

 
㈲
秋
山
慶
「
源
氏
物
語
-
作
品
と
作
中
人
物
」
（
『
源
氏
物
語
必
携
H
』
学
燈

 
 
社
刊
、
一
九
八
六
年
所
収
）

 
⑩
阿
部
好
臣
コ
王
題
L
（
秋
山
慶
編
『
源
氏
物
語
必
携
H
』
消
燈
社
刊
、
一

 
 
九
八
六
年
）

 
㈲
藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
全
史
2
』
岩
波
書
店
刊
、
明
3
8
）

 
囮
島
津
久
基
『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
巻
こ
（
中
興
館
刊
、
昭
5
）

 
⑯
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
（
東
京
大
学
出
版
寒
湿
、
一
九
五
九
年
目

 
0
4
注
⑯
に
同
じ
。

 
㈲
室
伏
信
助
「
源
氏
物
語
の
女
性
論
（
山
岸
徳
平
・
岡
一
男
編
『
源
氏
物
語

『
源
氏
物
語
』
主
題
論
予
備
考
説
 
一
帯
木
巻
「
雨
夜
の
品
定
め
」
女
性
論
の
主
題
性
に
つ
い
て



 
講
座
』
第
五
巻
、
有
精
堂
、
昭
4
6
）
ほ
か
。

㈲
西
郷
信
綱
『
源
氏
物
語
を
読
む
た
め
に
』
（
平
凡
社
刊
、
一
九
八
三
年
）

㈲
鈴
木
一
雄
「
雨
夜
の
品
定
め
」
論
1
『
源
氏
物
語
の
総
序
で
あ
り
う
る
こ

 
と
に
つ
い
て
一
』
十
文
字
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
2
5
、
一
九
九
四
、
九
）

03
卲
?
皷
?
u
雨
夜
の
品
定
め
ω
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
一
集
、

 
有
斐
閣
刊
、
昭
5
5
所
収
）

⑲
吉
岡
暖
「
紫
上
系
十
七
帖
の
構
想
」
（
「
む
ら
さ
き
」
第
六
輯
、
昭
4
2
、
笠

 
間
書
院
刊
『
源
氏
物
語
論
』
昭
4
7
所
収
）

⑳
日
向
一
雅
「
『
帝
木
』
三
帖
の
主
題
」
（
鈴
木
日
出
男
増
田
繁
夫
伊
井

 
春
樹
編
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
一
巻
、
風
間
書
房
刊
、
平
1
0
所
収
）

な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
（
新
編
）
ω
～

㈲
』
（
小
学
館
刊
）
を
用
い
、
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
源
氏
物
語
巻
名
、

全
集
巻
数
、
頁
数
を
記
入
し
た
。
記
し
て
謝
し
申
し
た
い
。
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