
五
六

「
源
氏
物
語
」
蛍
巻
物
語
論

評
価
基
準
の
再
検
討

広
　
　
川

勝
　
　
美

１

　
「
源
氏
物
語
」
蛍
巻
に
お
い
て
、
玉
餐
に
対
し
て
、
光
源
氏
の
語
る
物
語
諸

に
は
、
作
者
紫
式
部
の
物
語
Ｈ
文
学
観
が
托
さ
れ
て
い
る
と
み
て
ま
ち
が
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
れ
に
は
本
居
宣
長
の
論
考
を
は
じ
め
と

し
て
多
く
の
考
察
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
戦
後
に
お
け
る
古
典
文
学
研
究
、
源

氏
物
語
研
究
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
に
お
い
て
も
ま
た
、
新
た
な
研
究
方
法

へ
の
模
索
と
そ
れ
を
文
え
る
文
学
の
評
価
基
準
の
構
築
の
営
み
の
な
か
で
、
蛍

巻
の
物
語
論
が
あ
ら
た
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
わ
け
て
も
、
「
源
氏
物

語
」
の
う
ち
に
、
作
者
の
到
達
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
を
把
み
出
し
、
そ
の

方
法
に
つ
い
て
の
作
者
自
ら
に
よ
る
抽
象
化
、
理
論
化
の
証
跡
を
、
蛍
巻
の
一

文
に
求
め
よ
う
と
す
る
論
究
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
論
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
重

要
な
位
置
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
、
蛍
巻

に
う
か
が
え
る
物
語
論
の
本
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
は
た
し
て
そ

れ
が
近
代
小
説
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
に
連
な
っ
て
ゆ
く
性
質
の
も
の

で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
再
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
る
墓
ら
５
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
な
り
に

　
「
あ
な
む
っ
か
し
、
女
こ
そ
物
う
る
さ
が
り
せ
ず
、
人
に
欺
か
れ
む
と
う
ま

け
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぱ
）

れ
た
る
も
の
な
れ
・
。
こ
こ
ら
の
な
か
に
、
誠
は
い
と
す
く
な
か
ら
む
を
、
か

　
　
（
な
）

つ
し
る
し
る
、
斯
か
る
す
ず
ろ
ご
と
に
心
を
移
し
、
は
か
ら
れ
給
ひ
て
、
あ
つ

　
　
　
　
（
に
）
　
　
　
　
　
　
　
（
の
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
を
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
１

か
は
し
き
・
さ
み
だ
れ
・
が
み
の
乱
る
る
・
も
知
ら
で
書
き
給
ふ
よ
」

　
光
源
氏
の
説
く
物
語
論
の
冒
頭
は
、
物
語
肯
定
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
否

定
的
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
光
源
氏
ひ
と
り
の
も
の
で
は
な
く

て
、
世
問
、
と
く
に
男
性
申
心
の
社
会
、
の
一
般
的
通
念
で
も
あ
る
。
物
語

は
、
と
り
わ
け
、
「
す
ず
ろ
ご
と
に
心
を
移
し
、
は
か
ら
れ
給
」
ふ
女
の
世
界

に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
男
性
で
あ
る
光
源
氏
は
強
く
旨
摘
す



る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
し
か
し
、
光
源
氏
は
、
そ
の
物
語
批
判
を
他
な
ら
ぬ

女
性
で
あ
る
紫
式
部
の
手
に
よ
っ
て
語
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
、

男
性
で
あ
る
主
人
公
の
認
識
を
作
者
が
こ
と
ば
に
表
現
し
た
と
い
う
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
物
語
、
と
い
う
よ
り
は
、
物
語
的
世
界
に
憧
れ
て
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
欺
か
れ
は
か
ら
れ
た
の
は
、
男
性
で
あ
る
よ
り
は
、
女
性
の

体
験
の
な
か
に
よ
り
痛
烈
に
そ
の
疵
痕
を
残
し
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
る
）

た
。
そ
れ
は
、
「
靖
貯
日
記
」
の
、
例
の
「
世
申
に
お
ほ
か
た
ふ
る
も
の
が
た

り
の
は
し
な
ど
み
れ
ば
、
世
に
お
ほ
か
る
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
」
を
引
く
ま
で

も
な
く
、
女
性
の
自
意
識
形
成
史
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
女
性

の
生
は
、
ま
さ
に
物
語
的
世
界
に
よ
っ
て
育
く
ま
れ
な
い
あ
わ
さ
れ
っ
つ
一
体

と
な
り
な
が
ら
無
残
に
挫
折
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
物
語
の
否
定
は
、
直
ち
に
お
の
が
生
の
あ
り
よ
う
を
否
定
す
る

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
実
態
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
光
源
氏
の
こ
と
ば
に
托
し
て
語
ら
れ
る
、
物
語
否
定
の
論
は
、
作
者
紫

式
部
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
こ
ろ
の
女
性
と
貴
族
杜
会
の
人
間
の
生
の
否
定

的
批
判
的
認
識
に
う
ら
う
ち
さ
れ
っ
っ
提
示
さ
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
わ
ば
、
否
定
の
極
よ
り
端
を
発
し
て
、
な
お
も
語
る
こ
と
を
や
め
え

な
い
物
語
作
者
の
も
の
と
し
て
、
物
語
論
は
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
否
定
と
い
い
批
判
と
い
い
つ
っ
、
「
欺
か
れ
」
「
は
か
る
」
と
い
う
点
に
、
も

　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

と
も
と
物
語
は
そ
の
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
作
者
は
そ
の
実
認
め
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
思
わ
れ
る
。
野
村
糀
一
氏
は
、
「
こ
の
欺
き
は
か
る
と
い
う
機
能
は
、
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
の
昔
物
語
作
者
た
ち
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
人
の
悪
い
機

能
の
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
」
と
い
い
、
「
い
わ
ば
、
あ
の
よ
う
な
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
２

語
の
指
摘
は
、
同
時
に
い
っ
は
り
馴
れ
た
作
者
像
を
坪
び
起
す
も
の
な
の
だ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
説
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
作
者
紫
式
部
は
、
物
語
を
そ
ら
ご
と
と
認
め

っ
っ
、
し
か
も
、
「
婿
蛉
日
記
」
の
作
者
の
ご
と
く
そ
の
そ
ら
ご
と
を
全
面
的

に
排
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
ら
ご
と
で
あ
る
こ
と
に
か
え
っ
て
物
語
の
方
法
の

起
点
を
お
き
な
が
ら
「
源
氏
物
語
」
を
創
作
し
、
こ
の
時
点
に
至
っ
て
物
語
論

を
読
者
に
問
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
此
頃
を
さ

な
き
人
の
、
女
房
な
ど
に
時
々
読
ま
す
る
を
立
ち
聞
け
ば
、
物
よ
く
い
ふ
も
の

　
　
　
　
　
（
い
）

の
世
に
あ
べ
き
か
な
。
空
言
を
よ
く
し
馴
れ
た
る
口
つ
き
よ
り
ぞ
い
ひ
い
だ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
を
）

ら
む
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
じ
・
や
」
と
、
さ
ら
に
、
物
語
否
定
な
い

し
は
軽
視
す
る
態
度
を
と
り
っ
づ
け
な
が
ら
も
、
こ
れ
が
作
者
紫
式
部
の
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
心
地
）

観
の
真
意
で
は
な
い
こ
と
を
、
「
こ
ち
な
く
も
聞
え
お
と
し
け
る
か
な
」
と
い

う
光
源
氏
の
語
調
の
う
ち
に
こ
め
つ
つ
、
　
一
転
し
て
、
「
神
代
よ
り
世
に
あ
る

事
を
し
る
し
お
き
け
る
な
な
り
。
日
本
紀
な
ど
は
只
片
そ
ば
ぞ
か
し
。
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
（
う
）

に
こ
そ
道
々
し
く
委
し
き
裏
は
あ
ら
め
」
と
積
極
的
な
物
語
肯
定
を
主
張
す
る

こ
と
に
な
る
。
「
日
本
紀
な
ど
は
只
片
そ
ば
ぞ
か
し
」
と
い
う
断
言
の
な
か
に
、

「
そ
ら
ご
と
」
で
あ
る
「
物
語
」
を
「
ま
こ
と
」
の
史
書
に
対
時
さ
せ
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

す
る
物
語
作
者
紫
式
部
の
自
負
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
い
か
に
し
て
、
物
語
は
史
書
を
超
え
う
る
の
か
。
以
下
に
、

光
源
氏
の
口
を
か
り
て
述
べ
ら
れ
る
物
語
１
１
文
学
観
の
要
点
が
あ
る
。

　
「
そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
い
づ
る
事
こ
そ
な
け
れ
。
よ
き

も
あ
し
き
も
、
世
に
経
る
人
の
有
様
の
、
見
る
に
も
飽
か
ず
聞
く
に
も
あ
ま
る

事
を
、
後
の
世
に
も
言
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し
き
節
々
を
、
心
に
こ
め
が
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
と
）
　
　
　
　
　
　
（
い
）

て
、
い
ひ
お
き
始
め
た
る
な
り
。
よ
き
さ
ま
に
い
ふ
と
て
は
、
よ
き
事
の
限
り

　
　
　
　
　
　
　
（
目
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
や
）

を
え
り
出
で
、
人
・
に
従
は
む
と
て
は
、
又
あ
・
し
き
さ
ま
の
珍
ら
し
き
事
を

　
　
　
　
（
て
・
）

取
り
集
め
た
る
、
皆
か
た
ぐ
に
っ
け
た
る
、
こ
の
世
の
ほ
か
の
事
な
ら
ず
か

し
。
」

　
自
ら
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
っ
い
に
語
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
物
語
」
作
者
に
と
転
身
し
て
い
く
必
然
的
な
成
り
ゆ

き
を
「
心
に
こ
め
が
た
く
て
、
い
ひ
お
き
始
め
た
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
ば
は

示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
執
筆
の
動
機
を
解
き
明
か
す
と
い
う
よ
り
は
、
物
語
を

「
そ
ら
ご
と
」
と
熟
知
し
な
が
ら
、
な
お
も
、
そ
の
「
そ
ら
ご
と
」
に
身
を
か

け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
内
面
の
緊
張
し
き
っ
た
衝
動
を
さ
し
示
し
て
い
よ

う
。
「
源
氏
の
作
者
に
と
っ
て
は
、
実
人
生
は
、
筆
と
紙
と
相
摩
す
る
と
こ
ろ

の
、
書
く
と
い
う
行
為
に
す
べ
て
も
た
れ
か
か
っ
て
し
ま
う
と
い
え
そ
う
だ
。

作
者
の
全
身
全
霊
は
、
一
本
の
筆
に
集
注
し
、
筆
さ
き
か
ら
ひ
ら
け
て
い
く
虚

構
の
世
界
に
お
け
る
磁
場
の
形
式
が
、
作
者
の
、
そ
こ
に
し
か
生
き
ら
れ
ぬ
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
３

構
の
実
人
生
だ
と
い
っ
て
よ
い
」
と
は
秋
山
度
氏
の
指
摘
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

を
、
こ
の
蛍
巻
物
語
論
に
よ
み
と
る
の
は
許
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
現
実
社

会
に
お
け
る
生
へ
の
不
満
と
絶
望
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
状
況
の
申
か
ら
、
そ
れ

は
同
時
に
、
か
つ
て
の
物
語
へ
の
訣
別
で
あ
る
の
だ
が
、
も
は
や
そ
れ
以
外
に

求
め
よ
う
の
な
い
場
と
し
て
新
た
な
「
物
語
」
が
創
造
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
り

か
は
、
蘇
生
す
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
適
切
か
も
知
れ
な
い
。

　
「
そ
ら
ご
と
」
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
、
現
実
社
会
に
絶
望
し
た

生
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
「
物
語
」
の
方
法
に
っ
い
て
、
先
に
も
引
い
た
よ
う

に
、
「
よ
き
さ
ま
に
い
ふ
と
て
は
、
よ
き
事
の
限
り
を
え
り
出
で
、
人
に
従
は

む
と
て
は
、
又
あ
し
き
さ
ま
の
珍
ら
し
き
事
を
取
り
集
め
た
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
「
物
語
」
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
題
材
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
構
造

・
表
現
と
も
に
作
者
の
選
択
が
働
い
て
い
る
こ
と
の
確
か
な
自
覚
が
こ
こ
に
あ

る
。
そ
こ
に
創
作
意
識
の
定
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、

「
典
型
論
」
「
虚
構
論
」
に
か
か
わ
っ
て
い
く
も
の
を
思
わ
せ
は
す
る
。
そ
し

て
、
戦
後
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
立
脚
す
る
「
源
氏
物
語
」
評
価
の
中
核

も
そ
の
点
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
「
こ
の
論
が
、
今
日
、
わ
た
し
た
ち
が
聞
く
リ
ア
リ
ズ
ム
論
と
、
な
ん
と
似

通
っ
て
い
る
こ
と
か
！
紫
式
部
は
、
こ
の
物
語
論
に
お
い
て
『
現
実
性
』
を

重
視
し
、
表
面
的
一
面
的
視
野
を
退
け
、
人
間
的
に
感
興
深
い
素
材
を
あ
げ
、

そ
の
方
法
と
し
て
は
、
典
型
像
を
作
り
出
す
た
め
の
『
虚
構
性
』
を
説
き
、
読



者
の
た
め
の
文
学
的
な
面
白
さ
と
い
う
点
に
ま
で
言
及
し
、
現
実
と
虚
構
と
の

文
学
的
統
一
の
世
界
が
、
物
語
文
学
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で

　
　
註
４

あ
っ
た
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
蛍
巻
の
物
語
論
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
を
見
て
取
っ
て
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
「
源
氏
物
語
」
を
中
心
と
す
る
物
語
Ｈ
文
学
史
の
全
体

像
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
企
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
と
一
線
を
画
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
蛍
巻
の
物
語
論
の
実
態
に
っ
い
て
な
お
も
み
き
わ
め
る
必

要
が
あ
る
。
こ
の
物
語
論
か
ら
、
直
ち
に
、
「
虚
構
論
」
、
さ
ら
に
、
「
近
代
小

説
的
虚
構
論
一
農
開
し
う
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
、
「
皆
か
た
ぐ
に
つ
け

た
る
、
こ
の
世
の
ほ
か
の
事
な
ら
ず
か
し
」
と
い
う
こ
と
ば
の
理
解
に
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
リ
テ
イ

る
。
こ
れ
は
、
虚
構
性
の
う
ち
に
は
ら
み
こ
ま
れ
た
真
実
性
、
と
い
う
、
ま
さ

に
近
代
リ
ァ
リ
ズ
ム
の
方
法
に
必
ず
し
も
一
直
線
に
た
ぐ
り
よ
せ
ら
れ
は
し
な

い
の
で
は
な
い
の
か
。
「
真
実
性
」
と
い
う
以
前
に
、
「
事
実
性
」
の
尊
重
が
、

「
こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
ず
か
し
」
の
一
語
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

の
か
。
「
そ
の
人
の
上
と
て
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
」

と
い
い
つ
っ
、
物
語
の
背
後
に
「
そ
の
人
の
上
」
が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
、

に
ち
が
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
思
わ
せ
る
。
そ
の
身
の
上
を
「
あ
り
の

ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
」
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
心
に
こ
め
難
く
て
、
言
ひ

置
き
は
じ
め
た
る
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

　
「
事
実
性
」
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
「
事
実
談
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
「
真

実
性
」
の
保
証
を
求
め
よ
う
と
す
る
点
に
物
語
、
と
い
う
よ
り
は
古
代
女
流
か

な
散
文
文
学
の
本
質
が
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ

る
、
日
記
と
物
語
の
分
岐
点
は
、
い
か
な
る
点
に
あ
る
の
か
。
端
的
に
言
っ

て
、
同
じ
く
「
事
実
談
」
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、
日
記
は
、
正
し
く
、

現
実
に
起
っ
た
事
柄
に
も
と
づ
く
「
事
実
談
」
で
あ
り
、
物
語
は
創
ら
れ
た
事

柄
に
も
と
づ
い
て
「
事
実
談
を
装
う
も
の
」
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
両
者
は

区
分
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

「
光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
ぐ
レ
つ
、
い
ひ
消
た
れ
給
ふ
と
が
多
か
ン
な
る

に
、
い
と
ど
斯
か
る
す
き
ご
と
ど
も
を
末
の
世
に
も
聞
き
伝
へ
て
、
か
ろ
び
た

る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
給
ひ
け
る
か
く
ろ
へ
ご
を
を
さ
へ
、
語
り
伝
へ
け

む
人
の
物
い
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
」

　
「
帝
木
」
巻
頭
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
　
「
源
氏
物
語
」
が
光
源
氏
の
身

の
上
に
ま
っ
わ
る
事
柄
を
見
聞
し
た
古
女
房
が
語
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い

る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
物
語
」
の
世
界
の
奥
底
に
は
、
さ
ら
に
無
限
に
拡
が
る
「
事
実
」
の
世
界

の
重
層
が
あ
る
。
そ
の
「
事
実
」
の
な
か
か
ら
、
「
事
実
」
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
「
真
実
性
」
を
保
証
さ
れ
つ
つ
、
語
り
手
は
も
の
が
た
る
べ
き
「
物

語
」
を
選
り
す
ぐ
っ
て
織
り
な
し
て
み
せ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
想

定
、
約
束
事
の
上
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
の
が
「
源
氏
物
語
」
の
方
法
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
源
氏
物
語
の
作
者
は
、
草
子
地
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
事
実
と
を
区
別
し
て
、
物
語
は
事
実
を
見
聞
し
た
者
が
物
語
っ
た

と
こ
ろ
を
記
録
し
編
集
し
た
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
勿
論
虚
構

で
あ
る
が
、
こ
の
虚
構
に
よ
っ
て
物
語
の
世
界
は
そ
の
広
さ
と
深
さ
を
加
え
る

　
　
　
註
５

こ
と
に
な
る
」
と
い
う
見
解
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
事
実
性
」
に
依
拠

し
つ
つ
「
物
語
」
を
構
成
し
て
い
く
の
が
、
古
代
の
女
流
か
な
散
文
文
学
に
共

通
し
て
み
ら
れ
る
よ
り
基
本
的
な
特
質
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
『
物
語
』
と
い
う
用
語
の
一
般
的
な
意
味
は
、
文
学
と
し
て
の
物
語
と
は

限
ら
な
い
と
共
に
、
又
た
だ
の
会
話
（
『
物
い
ふ
』
）
と
も
違
っ
て
ゐ
た
。
…

日
頃
の
物
語
・
様
々
の
物
語
・
ふ
る
き
物
語
等
の
日
常
談
話
の
中
に
も
物
語
と

称
す
べ
き
、
主
題
と
情
調
と
分
量
と
を
有
っ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
後
宮
女

性
の
杜
会
で
は
物
語
と
よ
ぷ
の
で
あ
り
、
文
学
と
し
て
の
虚
構
の
物
語
は
、
こ

れ
ら
の
一
般
的
物
語
を
素
材
と
し
て
作
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。
い
は
ば
物
語
が

物
語
を
う
む
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
虚
構
に
基
く
二
重
性
は
殆
ど
意
識
さ
れ

　
　
　
　
　
　
註
６

ず
に
使
は
れ
て
ゐ
る
。
」

　
事
実
に
も
と
づ
く
事
実
談
Ｈ
も
の
が
た
り
、
と
い
う
方
法
を
、
よ
り
目
的
意

識
的
に
自
ら
の
も
の
と
し
た
の
が
紫
式
部
で
あ
り
、
そ
の
「
源
氏
物
語
」
で
あ

ろ
う
。
も
と
も
と
「
そ
ら
ご
と
」
で
あ
る
は
ず
の
物
語
が
、
「
事
実
談
」
の
形

態
を
装
う
こ
と
を
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
に
「
源
氏
物
語
」
固
有
の
世
界
が
切
り
開

か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
描
か
れ
た
る
部
分
の
外
に
描
か
れ
ざ
る
部
分
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
７

り
、
後
者
が
前
者
を
文
え
て
い
る
」
と
い
う
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や

く
、
「
物
語
」
が
「
史
書
」
に
対
決
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、

「
源
氏
物
語
」
に
は
、
年
次
意
識
と
吏
実
・
準
拠
の
尊
重
が
認
め
ら
れ
る
の
で

註
８

あ
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
は
じ
め
て
、
「
日
本
紀
な
ど
は
只
片
そ
ば
ぞ
か
し
」

と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
山
中
裕
氏
は
、
「
源
氏
物
語
」
に
歴
史
物
語
成
立
の

要
因
さ
え
み
い
だ
そ
う
と
し
、
さ
ら
に
「
六
国
史
は
事
実
の
羅
列
に
過
ぎ
な

い
。
と
こ
ろ
が
源
氏
物
語
に
は
人
間
の
運
命
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ

が
単
に
今
ま
で
あ
っ
た
物
語
の
よ
う
に
架
空
の
事
実
の
み
で
は
な
く
、
世
に
行

わ
れ
得
る
事
実
、
い
い
換
え
れ
ば
、
延
喜
よ
り
寛
弘
頃
ま
で
の
貴
族
社
会
に
行

わ
れ
得
た
事
実
を
物
語
に
し
て
書
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物

語
は
文
学
で
は
あ
る
が
、
式
部
の
意
図
か
ら
み
て
も
、
そ
の
中
に
事
実
性
・
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
９

実
性
を
た
っ
ぷ
り
と
含
ま
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
」

と
述
べ
て
い
る
。
総
じ
て
い
う
な
ら
ば
、
紫
式
部
は
、
そ
の
「
源
氏
物
語
」
を

語
り
す
す
む
に
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
事
実
談
」
の
体
裁
を
と
る
こ
と

を
意
図
的
に
追
及
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
方
法
が
蛍
巻
の
物

語
論
と
し
て
定
着
し
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註
－
　
本
文
引
用
は
全
て
、
吉
沢
義
則
氏
「
対
校
源
氏
物
語
新
釈
」
に
よ
る
。

註
２
　
野
村
精
一
氏
「
虚
構
の
論
理
－
物
語
批
評
の
歴
史
・
序
説
１
」
（
「
源
氏

　
　
物
語
の
創
造
」
所
収
）

詳
３
　
秋
山
塵
氏
「
物
語
文
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
」
１
源
氏
物
語
を
中
心



註
４

註
５

註
６

請
７

二
上詞

８
詑
９

に
ー
（
「
日
本
文
学
」
一
九
六
七
年
十
月
号
所
収
）

　
南
波
浩
先
生
「
物
語
文
学
」
第
三
章

　
藤
村
潔
氏
「
源
氏
物
語
の
構
造
」
第
四
章

　
阿
部
秋
生
氏
「
物
語
の
形
成
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
二
十
五
年
十

月
所
収
）

　
玉
上
琢
弥
氏
「
源
氏
物
語
の
構
成
」
（
「
源
氏
物
語
研
究
」
所
収
）

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
清
水
好
子
氏
「
源
氏
物
語
論
」
を

あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
山
中
裕
氏
「
歴
史
物
語
成
立
序
説
」
第
一
章

２

　
「
源
氏
物
語
」
は
、
「
事
実
談
Ｈ
も
の
が
た
り
」
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
お

い
て
成
立
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
事
実
談
」
な
る
も
の
が
装
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
紫
式
部
の
方
法
の
真
髄
が
あ
っ
た
。
そ

れ
に
し
て
も
、
「
新
し
い
自
由
な
フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
　
　
事
実
が
作
り
話
化
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
根
っ
か
ら
の
作
り
話
が
出
現
し
、
そ
の
新
し
い
フ
ィ
ク
シ
ヨ

ン
に
よ
っ
て
、
墳
末
な
事
実
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
空
想
の
世
界
の
果
て
し
な
い

展
開
、
人
間
の
内
な
る
真
実
や
人
間
関
係
に
お
け
る
深
い
真
実
の
追
及
の
新
し

い
可
能
性
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
っ
た
だ

　
註
１
０

ろ
う
か
。
」
と
い
う
問
い
は
、
な
お
も
残
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
事

　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
譜
」
螢
巻
物
語
論

実
性
か
ら
の
解
放
」
と
い
い
な
が
ら
、
「
源
氏
物
語
」
は
、
そ
の
よ
っ
て
立
っ

と
こ
ろ
の
根
底
に
「
事
実
を
装
う
も
の
」
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成

立
し
え
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
成
り
立
ち
と
本
質
に
お
い
て
、
近
代
小
説
の
方
法

と
性
質
を
異
に
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代
女
流
か
な
散
文
文
学
、
と
り
わ
け
「
源
氏
物
語
」

と
そ
の
蛍
巻
物
語
論
と
が
、
近
代
小
説
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
方
法
の

円
周
上
に
置
か
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
「
リ
ア
リ
ズ
ム
論
」
を
主
と
し
て
提
起
し

た
日
本
文
学
協
会
の
大
会
の
推
移
の
概
要
を
み
る
な
か
で
問
題
の
所
在
を
明
ら

か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
文
学
協
会
は
、
　
一
九
五
一
年
の
第
六
回
大
会
に
お
い
て
、
「
民
族
と
文

学
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
。
民
族
と
い
う
契
機
が
な
ぜ
文
学
研
究
に
導

入
さ
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
、
後
に
広
末
保
氏
は
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　
「
そ
れ
は
、
民
族
の
独
立
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
文
学
は
ど
う
こ
た
え
ね
ば

な
ら
ぬ
か
、
ど
う
し
た
ら
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
現
実
的
な
問
題

意
識
か
ら
で
あ
っ
た
。
　
（
中
略
）
こ
の
き
び
し
い
課
題
に
こ
た
え
う
る
た
め
に

は
、
従
来
の
方
法
の
な
か
に
あ
っ
た
客
観
主
義
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
実
の
矛

盾
に
対
し
て
は
無
力
な
観
念
論
的
図
式
主
義
を
克
服
し
た
、
一
層
科
学
的
で
実

践
性
の
あ
る
方
法
を
発
見
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
（
中
略
）
と
も
か
く
、

こ
の
民
族
と
文
学
の
問
題
を
す
え
、
こ
れ
と
取
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
戦
後
の
文
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「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論
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学
研
究
は
は
じ
め
て
あ
る
べ
き
軌
道
の
う
え
に
の
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
」

　
た
し
か
に
、
「
民
族
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
現
実
の
社
会
的
政
治
的

状
況
に
文
学
が
ど
う
こ
た
え
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
と
い
う
観
点
を
も
ち
こ
ん
だ
と

い
う
こ
と
に
お
い
て
積
極
的
な
役
割
を
果
し
は
し
た
。
そ
れ
は
、
新
し
い
民
族

文
学
創
造
へ
の
方
向
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
古
典
文
学
の
伝
統
の
再
評
価
に

つ
い
て
も
、
そ
の
基
準
に
対
す
る
反
省
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
こ
の
問
題
意
識
が
具
体
的
な
研
究
の
結
果
に
お
い
て
、
は
た
し
て
有
効
性

を
も
ち
え
た
の
か
ど
う
か
。
そ
の
実
態
は
こ
の
年
の
日
本
文
学
協
会
の
大
会
を

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
。
「
源
氏
物
語
」
を
ふ
く
む
古
代
後
期

に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
「
古
代
後
期
に
お
け
る
民
族
と
文
学
」
と
題
す
る
佐

山
済
氏
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
古
代
に
は
民
族
的
な
要
素
が

あ
っ
て
、
そ
の
申
か
ら
す
く
な
く
と
も
し
だ
い
に
民
族
的
な
文
学
が
形
成
さ
れ

て
い
っ
た
と
思
う
。
そ
の
過
程
な
り
時
点
な
り
を
古
代
の
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ

い
か
。
」
と
い
う
課
題
を
設
定
し
、
そ
れ
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
「
古
代
的
律
令
制
に
よ
る
上
か
ら
の
民
族
的
統
一
と
か
り
に
呼

ぷ
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
今
ま
で
述
べ
た
現
実
の
地
底
か
ら
の
動
揺
に
よ
っ
て
崩

れ
は
じ
め
た
こ
と
は
、
そ
れ
と
人
間
意
識
を
媒
介
と
し
て
出
て
く
る
文
化
面
に

も
著
し
く
み
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
敢
え
て
な
し
た
と
こ
ろ
の
も

の
は
、
い
わ
ば
現
実
の
地
底
に
無
数
に
生
き
る
民
衆
の
も
っ
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
推
進
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
動
き
を
み
き
わ
め
、
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古
代
的
ワ
ク
の
中
に
摂
関
政
治
を
う
ち
た
て
、
同
族
的
私
的
性
各
を
も
っ
た
一

応
新
し
い
と
呼
ぷ
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
文
化
を
作
り
出
し
て
き
た
の
で

註
１
２

あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
。
っ
ま
る
と
こ
ろ
、
漢
詩
に
対
す
る
和
歌
、
漢
字
漢
文

に
対
す
る
か
な
文
が
、
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
民
族
的
・
日
本
的
文
学
と
し
て
お

し
出
さ
れ
て
く
る
基
盤
と
し
て
の
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
の
素
描
を
行
な
っ
た

に
す
ぎ
な
い
、
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
文
学
形
態
が
、

他
な
ら
ぬ
文
学
の
方
法
と
し
て
い
か
な
る
特
質
を
担
い
、
こ
の
時
期
に
必
然
的

に
生
成
し
た
の
か
、
が
っ
き
と
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
「
科
学

的
な
実
践
性
」
は
、
歴
史
学
の
そ
れ
を
文
学
の
な
か
に
導
入
す
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
佐
山
氏
に
と
っ
て
は
、
む
し

ろ
、
積
極
的
に
自
ら
の
方
法
に
歴
史
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と

に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
文
学
の
歴
史
に
は
、
文
学
の
独
自
な
法
則

も
存
す
る
と
お
も
う
が
、
文
学
の
成
立
と
発
展
と
が
、
具
体
的
な
歴
吏
的
過
程

の
現
実
と
の
連
関
と
規
定
関
係
と
の
切
り
離
し
が
た
い
も
の
の
中
に
あ
る
以

上
、
文
学
研
究
と
歴
史
学
と
は
同
時
に
切
り
離
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
く

註
珊る

」
と
い
う
氏
の
見
解
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
歴
史
学
の
成
果

を
摂
取
す
る
と
い
う
こ
と
の
正
当
さ
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、
な
お
、
文
学

の
歴
史
の
も
っ
相
対
的
に
独
自
な
世
界
が
理
論
的
に
把
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
単
に
佐
山
氏
の
み
が
負
う
べ
き
こ
と
で
は
な
く

日
本
文
学
協
会
と
そ
こ
に
結
集
す
る
研
究
者
の
全
体
が
負
う
べ
き
こ
と
で
あ



る
。
な
に
よ
り
も
、
「
民
族
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
設
定
そ
の
も
の
が
、

歴
史
学
に
依
拠
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
問
題
の
所
在
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
、
歴
史
学
研
究
会
は
一
九
五
一
年
に
お
い
て
、
祖

国
と
民
族
の
危
機
と
い
う
情
勢
に
直
面
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
『
歴
史
に
お
け

る
民
族
の
問
題
』
を
と
り
あ
げ
て
現
実
の
要
講
に
応
え
よ
う
」
と
し
て
、
「
国

　
　
　
　
　
　
　
註
〃

民
の
た
め
の
歴
史
学
」
の
創
造
を
計
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史

学
研
究
会
の
「
歴
史
に
お
け
る
民
族
の
問
題
」
１
「
国
民
の
た
め
の
歴
史
学
」

と
い
う
軌
跡
を
、
日
本
文
学
協
会
は
、
「
文
学
に
お
け
る
民
族
の
問
題
」
ｒ
「
国

民
の
た
め
の
文
学
」
と
い
う
視
野
の
中
に
把
え
な
お
そ
う
と
し
た
、
と
い
え
よ

う
か
。
現
実
の
政
治
的
社
会
的
課
題
を
ふ
ま
え
っ
つ
、
し
か
も
科
学
的
実
践
的

方
法
論
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
文
学
研
究
の
側
の
試
み
は
、
ま
さ
に
歴
史
学
の

成
果
の
上
に
お
お
か
た
依
存
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
、
歴
史
学
が

先
導
す
る
方
法
論
の
追
及
の
な
か
で
文
学
研
究
は
自
ら
の
方
法
論
を
確
実
に
は

も
ち
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
一
年
に
提
起
さ
れ
た
こ
の
課
題
を
、
よ
う
や
く
文
学
の
領
域
の
う
ち

で
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
日
本
文
学
協
会
は
、
　
一
九
五
二
年
以
降
、
「
日
本
文

学
の
伝
統
と
創
造
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
。
そ
の
な
か
か
ら
「
創
作
方

法
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
問
題
が
真
正
面
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
民
族
と
リ
ァ
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
に
立
っ
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
っ
て
の
素

朴
な
階
級
史
観
を
克
服
し
て
、
そ
れ
が
時
代
と
か
階
級
を
こ
え
た
古
典
の
普
遍

　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

的
な
、
永
続
的
な
価
値
に
っ
い
て
の
確
信
と
い
う
も
の
を
ふ
ま
え
、
し
か
も
な

お
、
あ
く
ま
で
も
こ
こ
に
文
学
発
展
の
客
観
的
な
合
法
則
性
を
明
ら
か
に
し
て

行
く
、
そ
う
い
う
方
向
へ
の
一
つ
の
重
要
な
め
ど
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
て
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
１
５

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
」

　
右
の
よ
う
に
、
猪
野
謙
二
氏
は
報
告
し
て
い
る
。
広
い
民
族
の
立
場
に
立
つ

リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
考
え
か
た
は
、
他
な
ら
ぬ
文
学
研
究
に
お
い
て
の
「
人
間

の
奪
還
、
芸
術
の
奪
還
」
を
め
ざ
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
文
学
に
よ
る
人
間

性
の
解
放
を
求
め
は
し
た
も
の
の
、
な
お
、
っ
ま
る
と
こ
ろ
そ
の
実
状
は
、

「
や
や
も
す
る
と
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
や
政
治
論
に
追
わ
れ
て
、
ま
だ
充
分

文
学
の
問
題
と
し
て
消
化
し
え
な
い
傾
き
」
が
あ
っ
た
、
と
い
う
広
末
保
氏
の

理
解
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
対
象
と
す
る
日
本
文
学
そ
の
も
の
の
本
質
に

根
ざ
し
っ
っ
、
そ
れ
を
研
究
者
の
立
脚
す
る
状
況
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
定

立
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
困
難
な
作
業
は
、
そ
の
要
求
の
正
当
さ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
現
実
の
政
治
的
社
会
課
題
を
先
行
さ
せ
る
問
題
意
識
の
中
に
は
十
分

な
結
実
を
な
お
も
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
リ
ア
リ
ズ
ム
論
」
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
文
学

外
の
、
あ
る
い
は
文
学
を
と
り
ま
く
政
治
的
社
会
的
課
題
を
第
一
義
的
に
文
学

研
究
の
根
底
に
置
こ
う
と
し
た
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
現
実
社
会
の
矛
盾
に
対
す
る
民
族
的
低
抗
に
基
盤
を
置
い
た
「
リ
ア
リ
ズ
ム

論
」
は
「
源
氏
物
語
」
の
世
界
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
民
衆
を
支
点
と
し
た
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「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

貴
族
階
級
の
自
己
否
定
の
営
為
の
う
ち
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
、
と
み
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
当
時
、
益
田
勝
実
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
上
層
貴
族
自
身
の
抵
抗
の
伝
統
を
織
承
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
作
者
自
身

そ
れ
に
満
足
し
得
ず
主
題
を
発
展
さ
せ
て
そ
の
よ
う
な
低
抗
の
弱
さ
を
は
っ
き

り
さ
せ
、
貴
族
杜
会
の
現
実
的
な
行
き
詰
り
の
救
い
の
な
い
状
態
を
リ
ア
ル
に

描
き
上
げ
た
点
を
問
題
に
せ
ね
ば
旭
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
源
氏
物
語
は
作
者

が
、
芸
術
創
造
に
助
け
ら
れ
て
、
身
を
以
て
自
己
の
階
級
否
定
を
行
な
っ
て
行

く
自
己
克
服
の
過
程
に
お
い
て
、
彼
女
は
民
衆
を
発
見
し
て
行
っ
た
よ
う
に
思

　
註
町

え
ま
す
。
」

　
そ
う
は
い
う
も
の
の
、
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
、
民
衆
と
は
い
っ
た
い
何

で
あ
り
え
た
の
か
。
そ
し
て
、
真
実
の
と
こ
ろ
、
貴
族
社
会
に
根
ざ
し
た
作
者

の
自
己
否
定
　
　
自
己
転
換
は
何
を
支
軸
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
こ

と
の
意
味
に
お
い
て
、
「
源
氏
物
語
」
の
方
法
が
問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
文
学
協
会
は
一
九
五
三
年
の
大
会
に
お
い
て
、
「
日
本
文
学
の
伝
統
と

創
造
－
日
本
文
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
伝
統
－
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も

と
、
「
そ
れ
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
人
間
の
真
実
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た

か
。
ま
た
は
描
き
き
れ
な
か
っ
た
か
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
、
今
日
の
リ
ア
リ

ズ
ム
の
問
題
を
考
え
」
よ
う
と
し
た
。

　
古
代
部
門
に
つ
い
て
は
、
「
源
氏
物
語
の
問
題
」
と
題
し
て
、
秋
山
慶
氏
の

報
告
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
宣
長
に
よ
っ
て
う
ち
た
て
ら
れ
た
「
も
の
の
あ
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は
れ
」
論
と
い
う
も
の
が
克
服
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
今
日
承

け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
っ
い
て
の
反
省
の
上
に
立
っ
て
、
「
源
氏
物
語
の
世

界
が
い
か
な
る
現
実
の
反
映
で
あ
り
認
識
で
あ
り
批
判
と
し
て
の
文
学
的
世
界

で
あ
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
人
間
た
ち
が
い
か
な
る
文
学
的
形
象

で
あ
っ
た
の
か
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
文
学
史
を
「
蜻
蛉

を
軸
と
し
て
源
氏
へ
の
道
」
と
し
て
定
立
し
よ
う
と
し
つ
つ
、
「
源
氏
物
語
」

の
評
価
に
っ
い
て
、
「
問
題
は
、
そ
う
し
た
文
配
階
級
の
内
部
で
ど
れ
だ
け
自

分
た
ち
の
弱
点
を
発
見
し
、
予
見
し
て
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
そ
の
こ
と
を
作
者
は
決
し
て
世
界
観
と
し
て
は
っ
き
り
自
覚
し
認
識
し
て

い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
形
象
的
認
識
と
し
て
の
文
学
の
独
自
の
意

味
も
あ
る
と
思
う
の
で
し
て
、
こ
う
し
た
貴
族
社
会
内
部
に
お
け
る
強
烈
な
自

己
否
定
を
形
象
的
に
、
つ
ま
り
文
学
的
に
う
ち
だ
し
た
と
い
う
こ
と
が
問
題
な

の
で
す
。
源
氏
物
語
を
今
日
私
ど
も
の
古
典
と
し
て
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
唯

一
の
道
は
そ
う
し
た
点
で
の
偉
大
さ
へ
の
共
感
を
措
い
て
は
他
に
な
い
と
考
え

　
　
　
　
　
　
註
１
８

る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
て
高

い
現
実
認
識
の
文
学
で
あ
る
、
と
す
る
「
蜻
輪
日
記
」
の
切
り
開
い
た
文
学
伝

統
の
上
に
創
造
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
」
は
、
強
烈
な
自
己
否
定
を
そ
の
形
象
の

う
ち
に
有
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
再
び
、
今
日
の
創
造
を
文
え
る
伝
統
と
な
り

う
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
文
学
協
会
の
研
究
に
比
し
て
、

す
ぐ
れ
て
、
古
代
女
流
か
な
散
文
文
学
の
実
態
に
わ
け
い
り
っ
っ
も
、
「
源
氏



物
語
」
を
い
う
と
こ
ろ
の
国
民
文
学
と
し
て
認
め
、
物
語
の
方
法
を
、
な
お
か

つ
、
「
現
実
的
な
課
題
と
相
結
ぷ
」
地
点
に
求
め
、
近
代
小
説
に
お
け
る
リ
ア

リ
ズ
ム
の
直
線
上
の
発
端
に
位
置
す
る
と
し
た
。

　
こ
う
し
た
立
論
は
、
現
実
の
政
治
的
社
会
的
課
題
に
応
え
る
今
日
の
文
学
の

あ
り
か
た
を
強
調
す
る
こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
す
ぎ
て
い
た
と
い
え
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
「
今
日
遺
さ
れ
て
い
る
作
品
の
多
く
は
貴
族
の
文

学
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
感
動
さ
せ
る
の
は
そ
の
貴
族
の
形
象
的
思
惟
を
通
し
て

伝
わ
る
広
い
民
衆
の
息
づ
か
い
で
あ
る
。
（
中
賂
）
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
文

学
は
確
信
を
深
め
た
。
古
代
の
文
学
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
た
め
の
遺
産
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
”

と
い
う
確
信
を
深
め
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
古
代

女
流
か
な
散
文
文
学
そ
の
も
の
の
内
実
を
全
的
に
把
握
レ
つ
る
方
法
に
は
い
ま

だ
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
古
代
か
ら
現
代

へ
と
ひ
き
つ
が
れ
う
る
伝
統
の
脈
絡
の
連
続
の
相
の
発
見
の
み
が
あ
た
か
も
科

学
的
実
践
的
で
あ
る
か
の
よ
う
な
認
識
と
方
法
論
が
ぬ
き
が
た
い
も
の
と
し
て

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
日
本
文
学
協
会
を
中
心
と
す
る
戦
後
の
研
究
は
、
「
民
族
と
リ
ア
リ
ズ
ム
」

と
い
う
現
実
の
政
治
的
社
会
的
状
況
と
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
の

方
法
を
そ
の
ま
ま
に
古
典
文
学
の
研
究
と
評
価
の
方
法
と
し
て
導
き
い
れ
よ
う

と
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
源
氏
物
語
」
と
そ
の
蛍
巻
に
お
け
る
物
語

論
は
、
近
代
小
説
に
よ
り
ひ
き
っ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
そ
の
特
質
が
論
ぜ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

た
。
加
え
て
、
「
古
代
物
語
リ
ア
リ
ズ
ム
論
」
な
る
も
の
は
、
そ
の
問
趣
意
識

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
方
法
論
を
う
ら
づ
け
る
文
学
理
論
に
お
い
て
も
、
「
近
代

小
説
リ
ァ
リ
ズ
ム
論
」
に
よ
り
か
か
っ
て
い
た
、
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
日
本
文
学
協
会
の
、
当
時
に
お
け
る
、
指
導
的
理
論
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、

丸
山
静
氏
の
「
民
族
文
学
へ
の
道
」
は
、
同
時
に
、
古
典
評
価
の
基
礎
と
も
な

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
「
リ
ァ
リ
ズ
ム
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
矛
盾
を
近
代
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係

の
基
本
的
な
矛
盾
と
し
て
把
握
し
、
こ
の
近
代
社
会
固
有
の
悪
を
虚
構
性
（
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
）
と
い
う
独
得
の
手
段
に
た
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
し
、
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
と
社
会
、
内
部
と
外
部
の
対
立
を
超
え
て
、
人
間
本

来
の
統
一
的
全
体
を
恢
復
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
、
い
わ
ば
固
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
２
０

の
文
学
的
方
法
に
外
な
ら
な
い
。
」

　
丸
山
静
氏
に
お
い
て
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
近
代
社
会
に
固
有
の
文
学
の

方
法
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
個
人
と
社
会
、
内
部
と
外
部
と
の
対
立

は
、
物
語
で
あ
れ
小
説
で
あ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
そ
の
根
底
に
は
、
い
か
な

る
性
質
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
存
在
さ
せ
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
小

説
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
近
代
社
会
に
お
け
る
矛
盾
と
、
物
語
が
担

っ
た
と
こ
ろ
の
古
代
社
会
に
お
け
る
も
の
と
は
、
当
然
な
が
ら
、
そ
の
質
に
お

い
て
桐
連
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
間
性
回
復
の
欲
求
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

成
立
す
る
文
学
的
営
為
で
あ
り
な
が
ら
も
、
物
語
と
小
説
と
は
、
そ
の
方
法
と

本
質
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
同
質
性
を
示
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
異
質
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

お
の
ず
と
内
に
蔵
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
虚
構
性
」
そ
の
も
の
に
し
て

も
、
近
代
に
お
い
て
小
説
が
成
り
立
つ
た
め
の
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
不
可

欠
の
本
質
的
方
法
で
あ
っ
た
。

　
「
自
我
が
そ
の
お
の
れ
の
危
機
を
救
う
た
め
に
、
そ
れ
を
そ
う
さ
せ
て
い
る

杜
会
の
基
本
的
構
造
と
対
決
し
、
そ
の
対
決
の
う
え
に
あ
く
ま
で
自
己
を
実
現

せ
し
め
る
道
を
追
及
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
お
の
ず
か
ら
虚
構
が
要
請
さ
れ
ざ

る
を
え
な
い
し
、
ま
た
そ
う
し
た
社
会
の
基
本
的
構
造
と
の
対
決
の
き
び
し
さ

が
、
い
わ
ゆ
る
『
虚
構
の
真
実
』
を
保
障
す
る
最
後
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え

　
　
　
　
註
２
１

る
で
あ
ろ
う
。
」

　
そ
れ
に
対
し
て
、
古
代
女
流
か
な
散
文
文
学
に
お
け
る
物
語
、
こ
と
に
、

「
源
氏
物
語
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
方
法
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
物

語
世
界
の
構
成
に
あ
た
っ
て
、
作
者
に
よ
る
と
こ
ろ
の
現
実
の
選
択
と
再
構
成

を
土
台
と
す
る
と
い
う
意
味
の
限
り
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
虚
構
」
と
よ
ぷ

こ
と
が
可
能
な
方
法
が
求
め
ら
れ
は
し
た
。
け
れ
ど
も
、
物
語
の
方
法
の
根
幹

は
そ
の
点
に
は
な
い
。
「
物
語
」
の
「
真
実
性
」
を
保
証
す
る
も
の
は
、
現
実

と
の
対
決
の
き
び
し
さ
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
小
説
と
同
様
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
基
本
は
、
「
事
実
性
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
「
物
語
」

が
生
み
だ
さ
れ
享
受
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と
そ
う
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

「
装
わ
れ
た
事
実
談
」
に
「
物
語
」
の
真
実
性
が
求
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

註
１
０

註
ｕ

註
１
２

註
１
３

註
１
４

註
１
５

註
１
６

註
１
７

註
１
８

註
１
９

註
２
０

　
益
田
勝
実
氏
「
説
話
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
と
フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
物

語
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
四
年
四
月
所
収
）

　
広
末
保
氏
「
日
本
文
学
研
究
の
回
顧
と
展
望
－
戦
後
を
中
心
と
し
て
ー

（
「
日
本
文
学
研
究
法
」
日
本
文
学
講
座
－
所
収
）

　
佐
山
済
氏
「
古
代
後
期
に
お
け
る
民
族
と
文
学
」
　
（
「
日
本
文
学
の
遺

産
」
所
収
）

　
佐
山
済
氏
「
視
点
」
（
「
文
学
」
一
九
四
九
年
七
月
号
所
収
）

　
歴
史
学
研
究
会
編
「
歴
史
学
の
成
果
と
課
題
皿
」

　
猪
野
謙
二
氏
「
日
本
文
学
研
究
の
課
題
」
（
「
日
本
文
学
」
一
九
五
五
年

十
一
月
所
収
）

　
註
１
１
に
同
じ

　
益
田
勝
実
氏
「
源
氏
物
語
の
い
の
ち
」
（
「
日
本
文
学
」
第
二
巻
第
四
号

所
収
）

　
秋
山
度
氏
「
源
氏
物
語
の
間
題
」
（
「
続
日
本
文
学
の
伝
統
と
創
造
」
所

収
）　

杉
山
康
彦
氏
「
日
本
文
学
史
研
究
の
展
望
－
古
代
文
学
」
（
「
日
本
文
学

講
座
第
一
巻
日
本
文
学
研
究
法
」
所
収
）

　
丸
山
静
氏
「
民
族
文
学
へ
の
道
」
（
「
現
代
文
学
研
究
」
所
収
）



註
２
１
　
前
に
同
じ

３

　
「
装
わ
れ
た
事
談
」
の
形
態
に
お
い
て
成
り
立
っ
物
語
、
と
り
わ
け
「
源
氏

物
語
」
が
担
っ
た
課
題
と
方
法
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問

い
か
け
に
つ
い
て
、
蛍
巻
の
物
語
論
の
後
半
は
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
に
）

　
「
仏
の
、
い
と
う
る
は
し
き
心
に
て
説
き
お
き
給
へ
る
御
法
・
も
、
方
便
と

　
　
（
も
の
）

い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
悟
り
な
き
者
は
、
此
処
彼
処
た
が
ふ
疑
ひ
を
置
き
つ
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
定
ま
）

な
む
。
方
等
経
の
な
か
に
多
か
れ
ど
、
い
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
一
っ
旨
に
あ
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
の
）

て
、
菩
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
な
む
、
こ
の
人
の
・
・
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の

事
は
変
り
け
る
。
よ
く
い
へ
ば
、
す
べ
て
何
事
も
空
し
か
ら
ず
な
り
ぬ
や
」

　
な
に
ゆ
え
に
紫
式
部
は
、
い
ま
、
「
仏
の
方
便
」
を
も
ち
だ
し
て
自
ら
の
物

語
論
を
主
張
す
る
の
か
。
蛍
巻
の
物
語
論
そ
れ
自
体
が
、
帯
木
巻
の
い
わ
ゆ
る

「
雨
夜
の
晶
定
め
」
と
同
様
に
、
「
論
者
の
（
光
淑
氏
）
の
一
般
論
と
警
職
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
２
２

と
経
験
談
－
い
わ
ゆ
る
三
周
の
説
法
の
型
を
踏
ま
へ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

は
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
に
せ
よ
、
物
語
論
の
形
式
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
実

に
お
い
て
仏
教
思
想
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
「
方
便
」
は
、
紫
式
部
が
そ
の
物
語
論
の
抽
象
性
を
補
う
た
と
え
話
で
あ

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
説
い
た
こ
と
に
は
お
の
ず
と
必
然
性
が
み
う
け
ら

　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
「
仏
の
、
い
と
う
る
は
し
き
心
に
て
説
き
お
き
給
へ
る
御
法
も
、
方
便
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
２
３

ふ
こ
と
あ
り
て
」
と
は
、
す
で
に
岩
瀬
法
雲
氏
の
指
示
に
あ
る
ご
と
く
、
「
法

華
経
方
便
品
」
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た

と
え
ば
、
こ
れ
は
次
の
ご
と
き
経
句
と
著
し
い
同
質
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

「
舎
利
弗
よ
、
わ
れ
、
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
種
々
の
因
縁
、
種
々
の
警
職

を
も
っ
て
、
広
く
言
教
を
演
べ
、
無
数
の
方
便
を
も
っ
て
、
衆
生
を
引
導
し
、

諸
の
著
を
離
れ
し
め
た
り
」

　
「
仏
の
成
就
せ
る
所
は
、
第
一
の
希
有
な
る
難
解
の
法
に
し
て
、
唯
、
仏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
２
４

仏
と
の
み
、
乃
ち
能
く
諸
法
の
実
相
を
究
め
尽
せ
ば
な
り
」

　
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
経
典
へ
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
語
ら
れ
た
「
方

便
」
と
は
、
作
者
紫
式
部
に
と
っ
て
何
で
あ
る
の
か
。
「
源
氏
物
語
」
と
そ
の

物
語
論
に
つ
い
て
の
、
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
際
だ
っ
て
異
質
の
認
識
と
方
法

と
が
こ
こ
に
あ
り
は
し
ま
い
か
。
い
う
な
ら
ば
、
作
者
紫
式
部
が
自
ら
が
生
き

て
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
貴
族
社
会
の
現
実
に
っ
い
て
の
認
識
の
論
理
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
の
方
途
を
指
し
示
す
論
理
が
、

他
な
ら
ぬ
仏
教
思
想
の
う
ち
に
希
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
っ
い
に
現
実
批
判
と
そ
れ
よ
り
の

解
放
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
た
「
源
氏
物
語
」
の
方
法
と
そ
れ
を
支
え
る
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
蛍
替
物
謡
諭

と
が
一
体
と
な
っ
て
「
方
便
」
に
集
約
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
す
ぎ
で

あ
ろ
う
か
。

　
重
松
信
弘
氏
は
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
「
方
便
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
「
辛
く
悲
し
い
こ
と
が
起
っ
た
時
、
そ
れ
は
出
離
を
す
す
め
る
仏
の
方
便
で

な
い
か
と
思
う
の
は
、
照
覧
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
道
心
の
深
い
人
々
だ
け

に
み
ら
れ
る
自
省
の
思
い
で
あ
る
。
そ
の
思
い
は
照
覧
よ
り
も
、
仏
の
心
を
積

極
的
に
感
じ
て
い
る
。
」

　
「
方
便
の
思
い
は
道
心
が
深
く
て
、
そ
の
心
が
思
念
的
に
豊
か
に
耕
さ
れ
て

い
る
人
に
起
り
、
わ
が
身
に
起
っ
た
悲
し
い
こ
と
の
意
味
を
、
仏
の
与
え
た
救

済
の
た
め
の
試
練
の
よ
う
に
思
う
。
悲
し
さ
を
仏
の
大
慈
大
悲
の
心
に
よ
る
救

済
の
手
と
思
う
の
で
あ
り
、
高
度
の
宗
教
的
精
神
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
源
氏

・
薫
・
八
宮
の
三
人
は
こ
の
高
度
の
心
の
は
た
ら
き
を
持
っ
の
に
、
最
も
ふ
さ

　
　
　
　
　
註
２
５

わ
し
い
人
で
あ
る
。
」

　
「
源
氏
物
語
」
に
登
場
す
る
、
光
源
氏
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
群
像
の
多
く

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
憂
愁
と
苦
悩
と
を
分
け
も
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に

作
者
紫
式
部
の
貴
族
社
会
の
現
実
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
の
認
識
に
他
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
解
放
、
救
済
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
。

作
者
は
、
「
物
語
」
の
方
法
の
な
か
に
、
自
ら
の
そ
の
よ
う
な
欲
求
を
ぬ
り
こ

め
よ
う
と
計
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
く
）

　
「
か
か
る
事
の
筋
に
っ
け
て
、
い
み
じ
う
物
思
ふ
べ
き
宿
世
な
り
け
り
、
さ

ま
殊
に
心
ざ
し
た
り
し
身
の
、
思
ひ
の
外
に
斯
く
例
の
人
に
て
な
が
ら
ふ
る

　
　
　
　
　
（
も
）

を
、
仏
な
ど
の
憎
し
と
見
給
ふ
に
や
、
人
の
心
を
起
さ
せ
む
と
て
、
仏
の
し
給

ふ
方
便
は
、
慈
悲
を
も
隠
し
て
、
か
や
う
に
こ
そ
は
あ
な
れ
、
と
思
ひ
つ
づ
け

給
ひ
つ
つ
、
行
ひ
を
の
み
し
給
ふ
。
」
（
蜻
蛉
巻
）

　
浮
舟
入
水
後
の
薫
の
感
懐
で
あ
る
。
人
の
世
の
愛
執
の
苦
悩
の
う
ち
に
、
仏

道
帰
依
の
心
を
起
さ
せ
る
仏
の
方
便
を
知
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぴ
）

　
「
背
、
別
れ
を
悲
し
み
て
、
か
ば
ね
を
包
み
て
あ
ま
た
の
年
頸
に
か
け
て
侍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
な
ん
）

り
け
る
人
も
、
仏
の
御
方
便
に
て
・
・
、
か
の
か
ば
ね
の
袋
を
捨
て
て
、
遂
に

聖
の
道
に
も
入
り
侍
り
に
け
る
。
」
　
（
宿
木
巻
）

　
薫
に
対
す
る
阿
闇
梨
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ら
す
）

　
「
い
は
け
な
き
程
よ
り
、
悲
し
く
常
な
き
世
を
思
ひ
知
る
・
べ
く
、
仏
な
ど

の
す
す
め
給
ひ
け
る
身
を
、
心
強
く
過
ぐ
し
て
、
遂
に
来
し
方
行
く
先
も
た
め

し
あ
ら
じ
と
覚
ゆ
る
悲
し
さ
を
見
つ
る
か
な
」
（
御
法
巻
）

　
紫
上
と
の
死
別
に
際
し
て
の
光
源
氏
の
思
い
で
あ
る
。
そ
の
他
、
「
世
の
は

か
な
く
憂
き
を
知
ら
す
べ
く
仏
な
ど
の
お
き
て
給
へ
る
身
な
る
べ
し
」
（
幻

巻
）
、
「
世
の
中
を
殊
更
に
厭
ひ
離
れ
よ
と
す
す
め
給
ふ
仏
な
ど
の
、
い
と
斯
く

い
み
じ
き
物
は
思
は
せ
給
ふ
に
や
あ
ら
む
」
（
総
角
巻
）
な
ど
、
「
方
便
」
「
す

す
め
」
「
た
め
し
」
に
類
す
る
語
は
「
源
氏
物
語
」
の
う
ち
に
数
多
く
み
う
け

ら
れ
る



　
こ
の
よ
う
な
「
源
氏
物
語
」
の
実
態
を
み
る
と
き
、
蛍
巻
の
物
語
論
に
お
け

る
「
方
便
」
が
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
「
方

便
」
と
は
、
現
実
を
「
不
定
・
悲
衷
」
の
相
に
お
い
て
照
ら
し
出
し
、
エ
、
れ
よ

り
の
脱
却
を
い
ざ
な
う
も
の
で
あ
る
。
「
現
実
を
方
便
と
見
る
作
者
は
、
現
実

の
奥
に
そ
れ
を
支
え
る
真
実
を
見
通
し
て
、
そ
れ
と
の
交
渉
に
お
い
て
現
実
を

　
　
　
　
　
　
　
　
註
２
６

把
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
」
と
い
う
見
解
は
、
「
源
氏
物
語
」
の
方
法
と
思
想
と

の
中
核
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
蛍
巻
の
物
語
論
に
お
け
る
「
方
便
」
は
、
阿

部
秋
生
氏
の
い
う
ご
と
く
、
二
般
論
に
つ
づ
く
警
瞼
論
」
と
し
て
の
位
置
を

占
め
て
は
い
る
。
し
か
し
、
方
便
論
を
も
ち
出
す
こ
と
を
、
「
法
華
経
１
１
天

台
宗
義
の
権
威
を
籍
り
る
こ
と
も
加
は
っ
て
、
説
得
の
効
果
を
も
ち
う
る
の
で

　
註
２
７

あ
る
。
」
と
い
う
ね
ら
い
に
あ
る
、
と
い
っ
て
す
ま
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
人
間
の
矛
盾
も
、
は
か
な
さ
も
、
そ
の
存
在
の

根
拠
に
お
い
て
把
握
し
て
い
た
式
部
の
、
は
か
な
い
け
れ
ど
も
、
み
す
て
が
た

い
存
在
の
様
相
へ
の
肯
定
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
式
部
に
よ
っ
て
打

ち
た
て
ら
れ
た
文
学
理
念
は
、
ま
こ
と
に
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
、
仏
教
思
想

は
存
在
の
極
相
、
そ
の
微
妙
さ
を
語
る
点
に
お
い
て
式
部
に
影
響
を
及
ぼ
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
２
８

で
あ
ろ
う
」
と
い
う
理
解
に
よ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
紫
式
部
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
の
代
表
的
な
体
験
的
理
念
で

あ
る
仏
教
思
想
、
と
り
わ
け
浄
土
教
的
思
想
に
よ
っ
て
、
貴
族
社
会
と
そ
こ
に

生
き
る
人
間
の
問
題
を
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
、
「
源
氏
物

　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

語
」
の
方
法
に
深
く
ふ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

も
、
文
学
の
方
法
と
、
浄
土
教
的
思
想
の
か
か
わ
り
は
、
た
だ
紫
式
部
、
）
と
り

の
問
題
で
は
な
く
、
当
時
の
女
流
か
な
散
文
文
学
の
多
く
に
共
通
し
て
み
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

　
浄
土
教
思
想
と
散
文
文
学
と
は
延
喜
以
降
の
文
化
の
二
つ
の
典
型
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
２
９

と
い
う
石
母
田
正
氏
の
か
つ
て
の
端
的
な
見
解
を
、
い
ま
再
び
こ
こ
に
引
く
ま

で
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
石
母
田
正
氏
は
、
「
貴
族
社
会
の
没
落
と
解
体
を

深
く
体
験
し
、
反
省
し
、
そ
の
現
実
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
す
る
」
と
こ
ろ

に
、
こ
の
時
代
の
基
本
的
な
精
神
的
傾
向
を
求
め
、
さ
ら
に
、
「
氏
族
的
結
合

の
弛
緩
が
、
浄
土
信
仰
の
発
達
の
真
実
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
」
と
説
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
３
０

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
異
論
を
唱
え
た
井
上
光
貞
氏
は
、
貴
族
社
会
の
私

的
な
不
安
な
隷
属
化
の
契
機
を
重
視
し
、
「
此
の
様
な
社
会
関
係
の
育
ん
だ
独

自
の
生
活
感
情
こ
そ
無
常
観
の
受
容
の
契
機
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
ら
全
貴
族
社

会
の
回
心
を
導
い
た
」
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時

に
お
け
る
、
両
者
の
説
は
、
浄
土
教
思
想
受
容
の
直
接
的
要
因
に
つ
い
て
は
見

解
を
異
に
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
っ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
貴
族

社
会
の
律
令
制
か
ら
摂
関
制
へ
の
移
行
に
基
礎
を
置
く
と
い
う
点
に
お
い
て
は

一
致
し
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
貴
族
社
会
の
変
容
の
過
程
に
お
い
て
、

中
下
層
貴
族
は
、
事
実
上
、
藤
原
氏
北
家
の
隷
属
者
と
な
っ
て
い
か
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
隷
属
関
係
は
、
政
権
の
め
ま
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

る
し
い
変
化
動
揺
の
た
め
に
絶
え
ず
不
安
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

状
況
の
な
か
で
抱
か
ず
に
お
ら
れ
な
い
懐
疑
や
不
安
を
基
底
と
し
て
宗
教
的
求

道
心
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
時
代
に
お
け
る

浄
土
教
思
想
の
受
容
は
、
多
く
の
場
合
、
人
間
存
在
の
絶
対
的
な
有
限
性
に
つ

い
て
の
認
識
に
よ
る
宗
教
的
回
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
む

し
ろ
、
貴
族
社
会
に
対
す
る
不
満
な
り
失
望
な
り
に
も
と
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら

の
脱
却
そ
れ
自
体
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
そ

の
浄
土
を
欣
求
す
る
と
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
実
体
に
お
い
て
、
望
み
求
め
ら

れ
て
い
た
の
は
、
貴
族
社
会
の
現
実
の
た
だ
な
か
に
本
来
う
ち
た
て
ら
れ
る
べ

き
生
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
岸
を
志
向
し
つ
つ
、
実
は
、
此
岸
の
あ
る
べ
き

姿
を
祈
願
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
紫
式
部
も
ま
た
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と

に
っ
い
て
は
、
「
宗
教
的
回
心
へ
と
ゆ
り
動
か
し
て
い
っ
た
『
身
』
と
『
心
』

の
対
立
も
ま
た
わ
が
身
を
置
く
貴
族
杜
会
の
現
実
と
、
求
め
て
や
ま
な
い
理
想

的
世
界
と
の
疎
隔
感
に
由
来
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
『
身
』
即
『
心
』
、
『
煩

悩
』
即
『
菩
提
』
の
宗
教
的
諦
念
に
よ
る
救
い
は
未
だ
望
む
べ
く
も
な
か
っ

た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
此
岸
に
お
い
て
得
ら
れ
な
い
も
の
を
彼
岸
に
求
め
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
３
１

と
す
る
こ
と
に
求
道
の
真
意
が
あ
る
」
と
い
う
私
見
を
こ
こ
に
引
く
こ
と
は
許

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
平
安
時
代
に
お
い
て
、
紫
式
部
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
散
文
文
学

と
浄
土
教
思
想
は
、
藤
原
摂
関
杜
会
の
も
た
ら
す
人
間
性
解
体
を
と
り
と
め
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

う
と
す
る
共
通
の
課
題
を
背
負
う
も
の
と
し
て
共
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
紫
式

部
の
物
語
論
の
う
ち
に
浄
土
教
思
想
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
ゆ
え
な

し
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
蔵
土
で
あ
る
現
世
と
そ
こ
に
あ
る
人
間
存
在
の

不
定
と
無
常
の
種
々
相
を
、
そ
の
憂
世
を
厭
離
し
浄
土
を
欣
求
せ
よ
と
い
う
仏

の
「
方
便
」
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
「
物
語
」
は
、
貴
族
杜
会
と
そ
こ
に
生
き

る
人
間
の
悲
衷
と
苦
悩
の
種
々
相
を
、
あ
た
か
も
「
事
実
」
で
あ
る
か
の
ご
と

く
提
示
し
な
が
ら
、
そ
の
現
実
か
ら
の
解
放
さ
れ
る
道
筋
を
模
索
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
紫
式
部
に
と
っ
て
、
「
物
語
」
と
い
い
、
「
方
便
」
と
い

い
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
悲
劇
的
色
彩
を
も
っ
て
、
「
現
実
を
再
構
成
す
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
性
を

有
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
源
氏
物
語
」
の
方
法
の

う
ち
に
形
を
も
っ
て
創
り
だ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
通
し
て
紫
式
部

は
、
「
身
」
と
「
心
」
、
「
煩
悩
」
と
「
菩
提
」
と
い
う
二
元
的
対
立
を
超
剋
し

て
全
き
生
を
求
め
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
蛍
巻
の
い
わ
ゆ
る
物
語
論
の
前
半
と
後
半
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
、
「
源
氏
物
語
」
の
方
法
と
そ
れ
を
支
え
て
い
る
思
想
と
を
示
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
文
学
で
あ
る
「
物
語
」
の
方
法
と
、
宗
教
で
あ
る
「
方
便
」
の

方
法
と
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
す
で
に
、
西
郷
信
綱
氏
の
所
説
が
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。



　
「
浄
土
教
の
虚
構
性
は
、
あ
く
ま
で
観
想
的
に
現
実
か
ら
の
目
由
と
逃
避
を

志
向
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
と
の
理
念
的
和
解
を
と
げ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
物
語
の
虚
構
性
は
、
作
晶
と
い
う
客
観
物
を
っ
く
り
だ

す
こ
と
に
よ
っ
て
と
に
か
く
現
実
を
克
服
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
実
践
的
な
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
３
２

を
も
っ
て
お
り
、
構
想
力
と
し
て
は
た
ら
く
技
術
的
虚
構
性
で
あ
っ
た
。
」

　
西
郷
氏
の
い
う
「
浄
土
教
の
虚
構
性
」
は
、
蛍
巻
の
物
語
論
に
お
い
て
は
、

「
方
便
」
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
、
「
物
語
の
虚
構
性
」

と
は
、
紫
式
部
の
う
ち
に
重
な
り
つ
っ
あ
る
。
現
実
を
「
装
わ
れ
た
事
実
談
」

の
形
に
お
い
て
再
構
成
す
る
「
物
語
」
の
世
界
を
一
っ
の
完
成
さ
れ
た
も
の
と

し
て
自
立
さ
せ
る
論
理
は
、
分
裂
し
は
て
た
現
実
を
認
識
し
再
統
合
す
る
新
た

な
論
理
の
獲
得
を
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
紫
式
部
の
文
学
の
方

法
と
思
橿
と
し
て
の
浄
土
教
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
西
郷
氏
の
見
解
の
ご
と
く
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
質
の
世
界
を

志
向
す
る
。
浄
土
教
思
想
が
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の

も
と
に
お
け
る
人
間
存
在
は
、
そ
の
絶
対
的
有
限
性
を
ふ
ま
え
た
、
絶
対
他

者
阿
弥
陀
仏
へ
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
し
か
救
済
の
道
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
思
想
を
根
底
に
も
っ
物
語
は
、
そ
れ
自
体

文
学
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
杜
会
の
矛
盾
・
抑
圧
を
受
け
と
め
て
克
服

す
る
可
能
性
の
追
及
を
、
言
語
に
よ
る
形
象
の
問
題
に
移
し
か
え
つ
つ
人
間
性

の
統
一
的
全
体
を
無
限
に
定
立
し
よ
う
と
す
る
。
「
汲
氏
物
語
」
の
方
法
は
そ

　
　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

の
両
極
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
な
か
に
位
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
蛍

巻
の
物
語
論
は
、
そ
の
営
み
の
途
上
に
お
け
る
作
者
に
よ
る
と
こ
ろ
の
提
示
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
紫
式
部
に
ー
と
っ
て
、
そ
れ
以
後
も
、
人
間
存
在

が
阿
弥
陀
仏
の
救
済
と
い
う
宗
教
的
境
地
の
上
に
安
心
立
命
を
得
る
か
、
あ
る

い
は
、
人
問
存
在
が
あ
く
ま
で
も
自
己
臼
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
間
性
そ
の
も

の
の
あ
く
な
き
迫
及
の
遣
に
よ
る
か
、
と
い
う
二
者
択
一
的
な
決
断
の
場
に
自

身
を
置
き
っ
づ
け
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代

小
説
の
方
法
で
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
が
担
っ
た
課
趣
に
こ
た
え
る
思
想
と
方
法
と

は
、
相
連
す
る
性
質
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
「
装
わ

れ
た
事
実
談
」
に
よ
る
「
現
実
再
構
成
」
と
い
う
遣
筋
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
の
外
延
に
触
れ
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
物

語
は
物
語
な
の
で
あ
っ
て
、
小
説
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
付
記
　
本
稿
は
日
本
文
学
協
会
京
都
支
部
例
会
に
お
け
る
報
告
を
も
と
と
し

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
。

註
２
２

詫
２
３

詳
２
４

　
阿
部
秋
生
氏
「
螢
の
巻
の
物
語
論
」
（
東
京
大
学
教
養
学
部
「
人
文
科

学
科
紀
要
」
第
二
四
輯
所
収
）

　
岩
瀬
法
雲
氏
「
源
氏
物
語
と
往
生
要
集
－
源
氏
物
語
の
精
神
１
」
（
「
国

語
と
国
文
学
」
昭
和
四
十
年
二
月
号
所
収
）

　
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
両
氏
訳
詫
「
法
華
経
」
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「
源
氏
物
語
」
螢
巻
物
語
論

註
２
５
　
重
松
信
弘
氏
「
源
氏
物
語
の
仏
教
思
想
」
第
二
章
第
二
節

註
２
６
註
２
３
に
同
じ

註
２
７
　
註
２
２
に
同
じ

註
２
８
　
白
土
わ
か
氏
「
仏
教
と
日
本
文
学
の
接
点
へ
の
一
考
察
」
（
「
大
谷
学

　
　
報
」
第
四
十
八
巻
第
三
号
）

註
２
９
　
石
母
田
正
氏
「
中
世
的
世
界
の
形
成
」

註
３
０
　
井
上
光
貞
氏
「
藤
原
時
代
の
浄
土
教
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
一
九
四
八
年

　
　
一
月
所
収
）
．

註
３
１
　
拙
稿
「
『
紫
式
部
日
記
』
の
方
法
と
浄
土
教
思
想
・
試
論
」
（
「
同
志
杜

　
　
国
文
学
」
第
四
号
）

註
３
２
　
西
郷
信
綱
氏
「
源
氏
物
語
の
方
法
」
（
「
日
本
文
学
の
方
法
」
所
収
）

七
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