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源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
の
編
集
句

広
　
　
岡

曜
　
　
子

は
じ
め

に

源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
に
は
、
「
か
の
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
こ
こ
に
源
氏
物
語
そ
の
も
の
の
方
法
を
明
ら
か
に

す
る
重
要
な
視
点
の
ひ
と
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
従
来
の
草
子
地
研
究
に
お
い
て
、
「
か
の
」
は
「
発
語
」
と
し
て
、
ス
ト
ー

リ
ー
上
の
転
換
や
場
面
の
転
換
を
示
す
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
「
か
の
」
の

用
い
ら
れ
方
の
す
べ
て
が
そ
う
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、

直
接
的
に
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
展
開
に
か
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
て
い

る
と
み
え
る
「
か
の
」
に
こ
そ
、
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
編
集
の
仕
組
み
が
認
め

ら
れ
は
し
な
い
か
。

　
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
は
幾
重
に
毛
重
な
っ
た
伝
承
の
構
成
体
で
あ
る
こ
と
を

「
か
の
」
も
ま
た
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
に
い
う
伝
承
と
は
、
源
氏

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
孜

物
語
そ
れ
自
体
が
と
り
こ
み
織
り
た
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
そ
れ
を
指
す
だ
げ
で

は
た
い
。
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
が
、
そ
れ
と
並
行
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
テ
ク
ス
ト

と
共
有
し
て
通
時
的
共
時
的
に
見
出
さ
れ
る
伝
承
断
片
を
編
集
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
た
い
。
さ
ら
に
、
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
が
、
さ
ま
ざ
ま

た
視
点
か
ら
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
　
「
か
く
ろ
へ
ご
と
」
と
呼
ぽ

れ
る
、
光
源
氏
に
ま
っ
わ
る
伝
承
を
「
物
語
り
」
と
い
う
方
法
に
お
い
て
編
集

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
源
氏
物
語
テ
ク

ス
ト
は
、
二
重
の
意
味
に
お
い
て
伝
承
断
片
が
編
集
さ
れ
た
構
成
体
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
と
、
源
氏
物
語
の
内
在
的
な
鍵
語
で
あ
る
「
か
の
」
が
密
接
に
か
か

わ
っ
て
い
る
の
で
は
た
い
か
。
　
「
か
の
」
は
伝
承
断
片
を
織
り
な
す
編
集
句
で

あ
っ
て
、
単
な
る
指
示
性
の
指
摘
を
も
っ
て
す
ま
せ
得
な
い
も
の
が
あ
る
に
違

い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
視
座
に
基
づ
い
て
、
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



源
氏
物
語
の
「
か
の
」
孜

（
一
）

　
空
蝉
が
伊
予
介
と
と
も
に
伊
予
へ
下
向
す
る
と
き
、
そ
れ
を
知
っ
た
光
源
氏

は
、
空
蝉
に
贈
物
を
っ
か
わ
せ
る
。
伊
予
介
に
空
蝉
と
の
こ
と
が
知
ら
れ
次
い

よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
空
蝉
へ
と
は
伝
え
ず
に
、
し
か
し
格
別
な
贈
物
を
揃
え
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
伊
予
の
介
、
神
無
月
の
朔
目
ご
ろ
に
、
く
だ
る
。
「
女
房
の
下
ら
ん
に
」

　
　
と
て
、
た
む
げ
、
心
殊
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
又
、
う
ち
く
に
も
、
わ
ざ
と

　
　
し
給
ひ
て
、
こ
ま
や
か
に
、
を
か
し
き
さ
ま
な
る
櫛
・
扇
多
く
し
て
、
幣

　
　
な
と
、
い
と
、
わ
さ
と
が
ま
し
く
て
、
か
の
小
桂
も
っ
か
は
す
。
　
（
一
・

　
　
　
　
　
　
リ

　
　
４
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
１
７
．
夕
顔
巻
）

　
櫛
、
扇
、
幣
、
小
桂
が
光
源
氏
か
ら
空
蝉
へ
の
贈
物
で
あ
る
。
そ
の
た
か
で
、

「
小
桂
」
だ
げ
が
「
か
の
小
桂
も
っ
か
は
す
」
と
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
。
櫛
、
扇
、
幣
と
同
じ
、
光
源
氏
の
目
前
に
「
小
桂
」
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
小
桂
」
に
っ
い
て
は
「
か
の
小
桂
も
っ
か
は
す
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
重
要
た
問
題
が
あ
る
。

　
指
示
語
と
し
て
の
「
か
の
」
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
阪
倉
篤
義
氏
の
見
解
が

　
２
〕

あ
る
。
氏
の
見
解
を
ま
と
め
れ
ぱ
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
「
こ
」
系
の
指
示
語
は
「
話
し
手
自
身
を
中
心
と
す
る
円
周
的
に
含
め
ら
れ

る
も
の
」
を
表
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
「
そ
」
系
の
指
示
語
は
「
聞
き
手
を
中
心
と
す
る
円
周
的
に
含
ま
れ
る
も

の
」
を
表
す
。

　
「
か
」
系
、
及
び
「
あ
」
系
の
指
示
語
は
「
話
し
手
と
聞
き
手
と
を
同
時
に

中
心
に
す
る
よ
う
な
、
大
き
た
円
周
の
中
に
含
ま
れ
た
も
の
」
を
表
す
。

　
阪
倉
篤
義
氏
の
見
解
の
な
か
で
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
「
話
し
手
が
『
あ
れ
』

と
言
え
ぱ
、
聞
き
手
が
、
す
ぐ
に
『
あ
あ
、
あ
れ
か
』
と
合
点
が
い
く
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
３
〕

も
の
に
っ
い
て
の
み
」
「
か
」
系
、
及
び
「
あ
」
系
の
指
示
語
が
用
い
ら
れ
る

と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　
で
は
、
は
じ
め
に
と
り
出
し
た
「
か
の
小
桂
も
っ
か
は
す
」
の
「
か
の
」
の

指
示
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
　
「
か
の
小
桂
も
っ
か
は
す
」
と
表
現
さ
れ

た
と
き
、
「
か
の
」
は
、
指
示
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
や
象
徴
性
を
不
確
か
な
状
態

で
想
起
さ
せ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
か
の
小
桂
も
っ
か
は
す
」
と
表
現

さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
話
老
と
聴
老
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
光
源

氏
と
空
蝉
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
話
者
と
聴
老
と
も
に
知
り
得
て
い
る
こ

と
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
　
「
か
の
小
桂
も
っ
か
は
す
」
と
表
現

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
か
の
」
に
対
し
て
「
そ
の
」
は
、
話
者
が
指
示
対
象
を

知
っ
て
い
る
が
、
聴
者
は
指
示
対
象
を
知
ら
な
い
と
想
定
し
た
と
き
、
あ
る
い

は
話
者
が
指
示
対
象
を
よ
く
知
ら
な
い
と
き
指
示
さ
れ
る
。
「
こ
の
」
は
、
目

に
見
え
ぬ
も
の
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
眼
前
の
も
の
に
対
す
る
指
示
代
名
詞

的
性
質
が
あ
る
。
「
こ
の
」
は
、
話
者
だ
げ
が
そ
の
指
示
対
象
を
知
っ
て
い
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

場
合
に
指
示
さ
れ
る
と
言
え
る
。
　
こ
こ
で
「
小
桂
」
以
外
の
簡
、
扇
、
幣
が

「
か
の
」
と
指
示
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
話
老
と
聴
者
に
共
有
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
理
由
に
拠
る
。

　
指
示
語
と
し
て
の
「
か
の
」
を
源
氏
物
語
の
読
者
の
問
題
と
し
て
論
じ
た
の

は
上
野
英
二
氏
で
あ
っ
た
。
氏
は
「
か
の
」
は
「
語
手
と
読
者
に
共
有
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
５
〕

事
柄
を
指
示
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
「
語
手
と
読
者
に
共
有
さ
れ
る
事
柄
」
と
は
、
氏
の
言
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
）

「
そ
の
人
を
象
徴
す
る
よ
う
な
逸
事
」
を
意
味
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

考
察
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
か
の
」
の
指
示
性
を
「
か
の
」
に
続
く
語

の
象
徴
性
の
問
題
と
し
て
の
み
捉
え
て
は
た
ら
な
い
。

　
上
野
英
二
氏
は
、
「
か
の
」
が
、
登
場
人
物
の
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な

心
情
で
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
か
は
、
み
よ
う
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
「
語
手
と
読
者
に
共
有
さ
れ
る
事
柄
」
と
は
、
氏
の
指
摘
に
そ

く
し
て
言
え
ぱ
客
観
的
な
意
味
で
の
「
事
件
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

氏
は
次
の
よ
う
に
「
か
の
」
の
指
示
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
「
か
の
」
の
語
は
、
読
者
に
物
語
の
既
述
の
事
柄
に
立
ち
戻
っ
て
理
解

　
　
す
る
こ
と
を
促
す
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
「
か
の
空
蝉
」
と
い
う
の
は
、
従

　
　
っ
て
、
単
な
る
人
物
の
指
示
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
人
を
象
徴
す
る
よ
う
な

　
　
逸
事
ま
で
も
読
者
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
空
騨
」

　
　
と
い
う
語
が
、
「
あ
の
空
蝉
事
件
の
女
」
を
そ
の
外
延
と
し
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
孜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
　
が
了
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
「
か
の
空
蝉
」
と
表
現
さ
れ
た
と
き
、
　
「
か
の
」
の
指
示
対
象
が
直
示
的
に

聴
者
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
た
い
。
「
『
指
示
』
は
指
差
し
と
い
う
動

作
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
聴
者
の
側
で
の
解
釈
的
限
定
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
〕

倹
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
」
の
で
あ
り
、
「
『
指
示
』
が
指
示
で
あ
る
の
は
、

話
者
自
身
に
と
っ
て
で
は
た
く
、
　
（
中
略
）
聴
者
と
の
〃
共
犯
的
”
行
為
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
）

い
て
は
じ
め
て
『
指
示
』
が
存
立
す
る
」
の
で
あ
る
。
「
あ
の
空
揮
事
件
の
女
」

の
「
あ
の
」
と
は
、
指
示
さ
れ
る
も
の
の
内
容
が
既
に
話
者
と
聴
者
と
も
に
知

ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
こ
の
」
「
そ
の
」
と
の

差
異
が
あ
る
。
「
か
の
空
蝉
」
と
表
現
さ
れ
た
と
ぎ
、
光
源
氏
と
空
蝉
の
こ
と

は
既
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
あ
り
、
　
「
空
揮
」
な
る
語
を
あ
ら
た
に

指
示
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
か
の
小
桂
も
っ
か
は
す
」
「
か
の
空
蝉
」
と
表
現
さ
れ
た
と
き
、
あ
た
か

も
登
場
人
物
の
問
に
お
い
て
指
示
さ
れ
る
と
み
え
る
が
、
じ
つ
は
そ
れ
は
話
者

と
聴
老
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
仕
掛
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
仕
掛

げ
ら
れ
た
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
問
わ
な
げ
れ
ぼ
な
ら

な
い
。

　
し
か
し
、
「
か
の
小
桂
も
つ
か
は
す
」
「
か
の
空
蝉
」
の
「
か
の
」
と
い
う
指

示
語
だ
げ
で
指
示
対
象
が
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
　
「
〈
こ
れ
Ｖ
や
く
あ

れ
ｙ
は
、
指
示
の
身
振
り
を
考
慮
に
入
れ
て
さ
え
、
あ
る
く
対
象
Ｖ
の
境
界
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
孜

　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
　
　
　
但

定
に
十
分
で
な
い
」
の
で
あ
る
。
指
示
対
象
が
と
ら
え
ら
れ
る
に
は
、
「
ひ
と

　
　
　
阻
カ

つ
の
実
詞
」
が
必
要
で
あ
る
。
「
か
の
」
に
続
く
語
や
部
分
も
、
指
示
対
象
を

対
象
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
不
可
欠
た
は
ず
で
あ
る
。

　
夕
顔
巻
末
に
お
い
て
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
違
続
性
な
し
に
「
か
の
小
桂
も
つ
か

は
す
」
と
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
た
「
か
の
」
が
源
氏
物
語
そ
の
も
の
の
方

法
に
い
か
に
関
与
し
て
い
る
か
を
次
に
明
ら
か
に
し
な
げ
れ
ば
た
ら
た
い
。

（
二
）

　
（
一
）
で
論
じ
た
話
老
と
聴
者
の
共
有
性
の
問
題
を
、
源
氏
物
語
そ
れ
自
体
の

間
題
と
し
て
考
察
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
客
観
的
な
「
事
件
」
と
し
て
「
か
の
」
が
指
示
す
る
の
で
は
な

く
、
光
源
氏
の
行
為
に
話
者
と
聴
者
が
立
ち
合
っ
て
い
る
と
み
る
な
ら
ば
、
源

氏
物
語
に
お
け
る
「
か
の
」
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。

　
「
か
の
小
桂
も
つ
か
は
す
」
に
お
い
て
「
か
の
」
と
指
示
さ
れ
る
前
に
、
「
小

桂
」
（
ま
た
は
「
薄
衣
」
）
に
ま
つ
わ
る
光
源
氏
の
行
為
が
あ
る
。
そ
の
行
為
に

相
当
す
る
部
分
を
、
．
現
行
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
順
に
あ
げ
て
み
る
。

　
　
　
ａ
．
火
近
う
と
も
し
た
り
。
　
「
母
屋
の
中
柱
に
そ
ば
め
る
人
や
、
わ
が

　
　
心
か
く
る
」
と
、
ま
づ
目
と
父
め
給
へ
ぱ
、
濃
き
綾
の
単
襲
な
め
り
。
何

　
　
に
か
あ
ら
む
上
に
着
て
、
頭
つ
き
細
や
か
に
、
小
さ
き
人
の
、
■
も
の
げ
な

三
〇

　
　
き
姿
ぞ
し
た
る
。
（
一
・
ｕ
・
空
蝉
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
ｂ
．
か
の
、
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
薄
衣
を
取
り
て
、
出
で
給
ひ
ぬ
。
　
（
一

　
　
・
１
７
・
空
蝉
巻
）

　
　
　
１

　
　
　
Ｃ
．
あ
り
つ
る
小
桂
を
、
さ
す
が
に
、
御
衣
の
下
に
引
き
入
れ
て
、
大

　
　
殿
籠
れ
り
。
（
一
・
１
９
・
空
蝉
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
ｄ
．
か
の
薄
衣
は
、
小
桂
の
、
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に
し
め
る
を
、

　
　
身
近
く
な
ら
し
て
、
見
居
給
へ
り
。
（
一
・
２
０
・
空
蝉
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
ａ
～
ｄ
の
な
か
で
重
要
な
こ
と
は
、
ａ
で
ば
「
か
の
」
と
指
示
さ
れ
な
い
の

に
対
し
て
、
ｂ
で
は
「
か
の
、
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
薄
衣
を
取
り
て
、
出
で
給
ひ

ぬ
」
と
指
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ａ
は
、
光
源
氏
が
空
蝉
を
か
い
ま
見
る
と

き
の
こ
と
で
あ
る
。
空
蝉
の
着
物
を
見
る
光
源
氏
の
行
為
に
話
者
と
聴
者
が
立

ち
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
何
に
か
あ
ら
む
上
に
着
て
」
い
る
小
桂
ら
し
き

着
物
に
つ
い
て
の
こ
と
は
、
話
者
と
聴
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い

こ
れ
に
対
し
ｂ
で
は
「
か
の
、
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
薄
衣
を
取
り
て
、
出
で
給
ひ

ぬ
」
と
「
か
の
」
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
な
畦
か
。
「
脱
ぎ
す
べ

し
た
る
薄
衣
」
の
こ
と
は
、
話
老
と
聴
老
に
既
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
ａ
と
ｂ

と
の
間
に
、
薄
衣
を
脱
ぎ
残
し
て
空
蝉
が
光
源
氏
か
ら
逃
げ
去
っ
た
こ
と
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
あ
さ
ま
し
く
』
お
ぽ
え
て
、
と
も
か
く
も
思

ひ
わ
か
れ
ず
、
や
を
ら
起
き
出
で
二
、
生
絹
な
る
単
衣
一
つ
を
着
て
、
す
べ
り

出
で
に
げ
り
。
」
（
一
・
１
５
・
空
蝉
巻
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
か
の
、
脱
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
１



す
べ
し
た
る
薄
衣
」
と
は
、
空
蝉
と
光
源
氏
と
の
間
で
、
光
源
氏
に
よ
っ
て
特

定
さ
れ
る
「
薄
衣
」
で
あ
る
と
み
え
る
が
、
じ
っ
は
光
源
氏
の
行
為
に
立
ち
合

う
話
老
と
聴
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
「
薄
衣
」
な

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
過
去
の
「
薄
衣
」
を
光
源
氏
が
思
い
出
す
と
い
う

登
場
人
物
の
心
理
的
時
問
の
問
題
で
は
た
い
。
Ｃ
で
は
、
「
か
の
」
と
指
示
さ

れ
た
い
。
「
あ
り
つ
る
小
桂
」
の
「
あ
り
つ
る
」
は
、
む
し
ろ
登
場
人
物
の
心

理
的
時
問
に
関
与
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
作
中
の
存
在
を
指
示
す
る
の
み

で
、
「
っ
る
」
に
読
者
の
関
与
す
る
契
機
は
な
い
。
ｄ
で
は
、
「
か
の
薄
衣
は
、

小
桂
の
、
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に
し
め
る
を
」
と
指
示
さ
れ
る
。
ａ
～
Ｃ
に
。

お
い
て
の
「
小
桂
」
「
薄
衣
」
に
。
つ
い
て
の
こ
と
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
か
の
薄
衣
は
、
小
桂
の
、
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に
し
め
る
を
」

と
は
、
光
源
氏
の
心
内
で
あ
る
と
み
え
な
が
ら
、
そ
の
光
源
氏
の
心
内
に
話
者

と
聴
者
が
立
ち
合
い
、
話
老
と
聴
者
の
意
識
の
深
層
に
と
ら
え
ら
れ
た
「
小

桂
」
「
薄
衣
」
を
指
示
し
て
い
る
。
光
源
氏
の
行
為
に
立
ち
合
う
話
者
と
聴
者

に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
か
の
」
と
指
示
さ
れ
る
と
き
、
共
有
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
は
、
話
者
と
聴
者
の
意
識
の
深
層
に
喚
起
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に
し
め
る
」
「
薄
衣
」
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
、
光

源
氏
の
思
い
出
な
の
で
は
な
い
。
光
源
氏
の
思
い
出
で
あ
る
か
に
み
え
た
が
ら
、

話
者
と
聴
者
の
意
識
の
深
層
に
喚
起
さ
れ
る
「
か
の
薄
衣
」
「
か
の
小
桂
」
に
１

つ
い
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
か
の
薄
衣
」
「
か
の
小
桂
」
と
表
現
さ
れ
た
と

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
孜

き
、
空
蝉
が
光
源
氏
か
ら
薄
衣
を
脱
ぎ
残
し
て
逃
げ
去
っ
た
こ
と
へ
の
光
源
氏

の
思
い
が
ま
つ
わ
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
じ
つ
は
光
源
氏
の
思
い

に
立
ち
合
う
話
老
と
聴
者
の
意
識
の
深
層
が
「
か
の
薄
衣
」
　
「
か
の
小
桂
」
に

は
ま
つ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
か
の
」
は
、
空
蝉
や
、
さ
ら
に
は
光
源
氏

そ
の
人
の
心
内
の
み
に
関
与
す
る
問
題
で
は
た
い
の
で
あ
る
。

　
「
か
の
薄
衣
」
「
か
の
小
桂
」
に
つ
い
て
、
薄
衣
や
小
桂
は
「
か
の
」
と
い

う
語
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
話
者
と
聴
者
の
意
識
の

深
層
を
繰
り
返
し
喚
起
す
る
性
質
を
「
か
の
」
は
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ぱ
、
　
「
か
の
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
「
空
蝉
」
や
「
帯
木
」
に

っ
い
て
の
こ
と
が
、
繰
り
返
し
喚
起
さ
れ
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
か
の
空
蝉
」
の
「
空
蝉
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
女
君
そ
の
人
の
実
体
を
あ
ら
わ

す
の
で
は
な
い
。
光
源
氏
の
心
内
に
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
の
よ
う
に
指
示
さ
れ

る
「
か
の
空
蝉
」
に
。
つ
い
て
の
こ
と
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

　
「
か
の
空
蝉
」
の
場
合
、
「
空
蝉
」
た
る
呼
称
を
成
り
立
た
せ
る
と
こ
ろ
の

歌
語
が
話
者
と
聴
者
の
共
有
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
推
測
し
得
る
。

「
空
蝉
」
に
つ
い
て
の
こ
と
は
、
繰
り
返
し
あ
た
か
も
光
源
氏
の
心
内
に
喚
起

さ
れ
る
こ
と
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
源
氏
物
語
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
の

問
題
と
し
て
言
う
た
ら
ぱ
、
　
「
か
の
」
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
が
、
編
集
さ
れ
て

あ
る
の
で
は
た
い
か
。
女
君
そ
の
人
の
実
体
が
指
示
さ
れ
、
そ
の
女
君
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
孜

る
イ
メ
ー
ジ
や
象
徴
性
が
言
語
連
想
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
、
源
氏
物
語
の
夕
顔
巻
を
例
と
し
て
、
光
源
氏
の
心
内
に
立
ち

合
い
な
が
ら
さ
ら
に
考
察
し
て
み
る
。

　
　
　
竹
の
中
に
、
家
鳩
と
い
ふ
鳥
の
、
ふ
つ
二
か
に
鳴
く
を
、
き
二
給
ひ
て
、

　
　
か
の
、
あ
り
し
院
に
、
こ
の
鳥
の
鳴
き
し
を
、
「
い
と
恐
ろ
し
」
と
思
ひ

　
　
た
り
し
さ
ま
の
、
面
影
に
、
ら
う
た
く
お
も
ほ
し
出
で
ら
る
れ
ぱ
（
一
・

　
　
８

　
　
６
・
夕
顔
巻
）

　
　
１

　
こ
れ
は
、
夕
顔
死
後
、
光
源
氏
が
二
條
院
で
夕
顔
と
の
こ
と
を
想
起
す
る
部

分
で
あ
る
。
喚
起
さ
れ
る
「
か
の
、
あ
り
し
院
」
の
こ
と
は
、
光
源
氏
の
心
内

に
立
ち
合
う
話
者
と
聴
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
こ
の
鳥
」
の
こ
と

は
、
共
有
さ
れ
て
は
い
次
い
。
「
こ
の
鳥
の
鳴
き
し
を
、
「
い
と
恐
ろ
し
」
と
思

ひ
た
り
し
さ
ま
の
」
以
下
の
部
分
は
、
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
校
い
の
で

あ
る
。
「
こ
の
鳥
」
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
い
ま
は
じ
め
て
指
示
さ
れ
、
明
ら
か

に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
こ
の
鳥
」
が
光
源
氏
に
と
っ
て
ど
ん
た
意
味
を
持

つ
か
は
、
い
ま
か
ら
指
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
明
ら
か
に
さ
れ
得
た
い

の
で
あ
る
。
聴
者
は
、
既
に
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
こ
の
鳥
」
を

と
ら
え
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
「
こ
の
鳥
」
の
指
示
対
象
は
、
　
「
こ
の

鳥
」
に
続
く
文
脈
内
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
」
と
「
か
の
」
の
差

異
は
、
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
点
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
こ
の
部
分
に
お
げ
る
「
こ
の
」
と
「
か
の
」
の
差
異
を
、
さ
ら
に
明
ら
か
に

し
な
げ
れ
ぱ
た
ら
た
い
。
「
か
の
、
あ
り
し
院
」
の
こ
と
は
、
光
源
氏
に
と
っ

て
と
い
う
言
い
方
で
い
え
ぱ
、
単
に
過
去
の
こ
と
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
光
源

氏
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
か
の
、
あ
り
し
院
」
の

こ
と
は
、
目
前
に
触
れ
よ
う
と
し
て
も
触
れ
ら
れ
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
い
て
、
二
度
と
再
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

「
か
の
、
あ
り
し
院
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
「
こ
の
鳥
」
と
は
、
い
ま
光
源
氏
が
目
前
に
見
て
い
る
も

の
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
。
光
源
氏
に
と
っ
て
、
触
れ
よ
う
と
す
れ
ぱ
触
れ

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
か
の
、
あ
り
し
院
」
へ
の
か

か
わ
り
に
み
ら
れ
る
隔
絶
感
は
た
い
。
「
こ
の
鳥
」
と
は
、
こ
の
世
に
お
い
て
、

も
の
と
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
「
鳥
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
夕
顔
巻
の
後
の
末
摘
花
巻
に
お
い
て
も
、
夕
顔
と
の
こ
と
は
「
か
の
砧
の
音

も
、
耳
に
っ
き
て
聞
き
に
く
か
り
し
さ
へ
、
恋
し
う
お
ぽ
し
出
で
ら
る
二
ま
二

に
」
（
一
・
刎
・
末
摘
花
巻
）
「
か
の
、
物
に
お
そ
は
れ
し
を
り
、
お
ぼ
し
出
で

ら
れ
て
」
（
一
・
蝸
・
末
摘
花
巻
）
と
、
繰
り
返
し
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
世
に
お
い
て
再
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

夕
顔
と
の
こ
と
が
、
末
摘
花
と
の
関
係
に
お
げ
る
光
源
氏
の
行
動
の
ひ
と
っ
の

基
準
、
観
範
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
か
の
」
と
指
示
さ
れ

た
と
き
、
「
か
の
」
の
指
示
対
象
は
話
者
と
共
有
さ
れ
、
即
自
化
さ
れ
て
い
る
。



話
者
と
指
示
対
象
は
「
こ
の
」
「
そ
の
」
の
よ
う
に
－
対
立
関
係
に
は
な
い
。
共

有
さ
れ
、
即
自
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
指
示
対
象
は
、
「
モ
ノ
」
で
は
な
く
「
コ

征
２

ト
」
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
共
有
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
「
コ
ト
」

を
基
準
、
規
範
と
し
て
、
編
集
す
る
と
こ
ろ
に
源
氏
物
語
の
方
法
を
み
て
と
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
他
の
女
君
と
の
比
較
関
係
に
よ
っ
て
導
き
出
さ

れ
る
問
題
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
世
な
ら
ざ
る
こ
と
と
し
て
の
、
隔
絶
さ
れ
た

基
準
、
規
範
と
し
て
の
「
コ
ト
」
で
あ
る
。
「
思
へ
ど
も
な
ほ
飽
か
ざ
り
し
夕

顔
の
露
」
（
一
・
３
５
・
末
摘
花
巻
）
の
こ
と
は
、
次
に
続
く
末
摘
花
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
２

を
、
そ
れ
が
光
源
氏
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
の
か
規
定
し
続
げ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　
「
か
の
」
と
同
じ
「
か
」
と
い
う
語
根
を
持
つ
語
の
ひ
と
つ
に
「
か
し
こ
」

が
あ
る
。
島
崎
健
氏
は
、
こ
の
世
の
み
え
る
も
の
に
、
「
か
し
こ
」
の
指
示
対
象

　
　
　
　
　
　
　
ｃ

を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
氏
の
見
解
と
、
い
ま
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
位
相
を
異

に
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
「
か
の
」
に
続
く
「
あ
り
し
院
」
と
は
、
単
に
「
場

所
」
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
さ
て
も
、
い
と
美
し
か
り
つ
る
児
か
な
。
何
人
な
ら
ん
。
か
の
人
の

　
　
御
か
は
り
に
、
明
げ
暮
れ
の
な
く
さ
め
に
も
、
見
は
や
」
（
一
・
８
７
・
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
紫
巻
）

　
こ
れ
は
、
若
紫
を
か
い
ま
見
た
光
源
氏
が
、
そ
の
後
で
若
紫
に
っ
い
て
想
起

す
る
部
分
で
あ
る
。
目
前
に
み
た
若
紫
に
っ
い
て
「
か
の
人
の
御
か
は
り
」
と

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
孜

指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
夕
顔
の
よ
う
に
藤
壷
は
死
者
で
は
た
い
。

し
か
し
「
か
の
人
」
と
指
示
さ
れ
た
と
き
「
か
の
人
」
は
、
光
源
氏
に
と
っ
て

隔
絶
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
目
前
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
若
紫
は
、
隔
絶
さ
れ

た
藤
壷
の
存
在
を
通
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
「
か
の
人
の
御
か
は
り
」
と
は
、

従
来
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
女
君
と
女
君
と
の
身
代
り
の
論
理
と
い
う
意
味
と

し
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
隔
絶
さ
れ
た
藤
壷
と
の
「
コ
ト
」
を
競

範
と
し
て
、
増
殖
す
る
テ
ク
ス
ト
を
「
か
の
人
の
御
か
は
り
」
に
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
三
）

　
『
細
流
抄
』
に
お
い
て
「
か
の
」
と
「
か
の
」
に
続
く
部
分
は
、
「
草
子
地
」

と
注
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
彼
の
大
弐
の
北
の
方
、
の
ぼ
り
て
、
お
ど
ろ
き
思
へ
る
さ
ま
、
侍
従
が
、

　
　
う
れ
し
き
物
の
、
今
し
ぽ
し
、
ま
ち
聞
え
ざ
り
げ
る
心
浅
さ
を
、
恥
づ
か

　
　
し
う
思
へ
る
程
な
ど
を
、
い
ま
す
こ
し
、
問
は
ず
語
り
も
昔
ま
ほ
し
げ
れ

　
　
ど
、
い
と
、
頭
い
た
く
、
う
る
さ
く
、
物
憂
げ
れ
ぱ
な
む
。
今
又
も
、
っ

　
　
い
で
あ
ら
む
折
に
、
思
ひ
出
で
二
な
ん
、
聞
ゆ
べ
き
と
ぞ
。
（
二
・
６
０
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
蓬
生
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
４

　
　
　
今
す
こ
し
と
は
す
か
た
り
も
　
草
子
地
也

　
こ
の
都
分
の
他
に
も
、
「
『
か
の
、
を
か
し
か
り
つ
る
火
影
在
ら
ぱ
、
い
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

は
せ
む
』
に
、
お
ぽ
し
た
る
も
、
悪
き
御
心
浅
さ
た
め
り
か
し
。
」
（
一
・
１
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

空
蝉
巻
）
に
つ
い
て
、
「
草
子
地
也
」
「
双
也
」
「
批
判
也
」
「
草
子
の
地
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胴

っ
た
注
釈
を
加
え
て
い
る
注
釈
書
が
あ
る
。
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
の
性
質
は

「
草
子
地
」
と
か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
た
い
か
。

　
述
べ
て
き
た
「
か
の
」
に
つ
い
て
の
問
題
を
、
さ
ら
に
、
源
氏
物
語
と
読
老

の
問
題
と
し
て
考
察
し
た
い
の
で
あ
る
。
井
爪
康
之
氏
は
、
『
細
流
抄
』
に
お

い
て
「
『
弄
花
抄
』
や
『
一
葉
抄
』
が
、
作
老
の
詞
や
草
子
の
詞
と
い
う
語
で

注
記
し
て
き
た
、
物
語
作
者
が
あ
ら
わ
に
介
し
て
い
る
地
の
文
あ
る
い
は
、
作

中
世
界
に
つ
い
て
の
注
記
や
感
想
を
の
べ
て
い
る
地
の
文
に
対
し
て
草
子
地
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但

い
う
語
を
用
い
る
よ
う
に
統
一
し
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
「
草
子
地
」
が

「
作
中
世
界
に
つ
い
て
の
注
記
や
感
想
を
の
べ
て
い
る
地
の
文
」
と
す
る
指
摘

は
重
要
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ぱ
、
作
中
世
界
に
対
し
て
、
読
老
の
立
場
か
ら
注

記
や
感
想
を
の
べ
て
い
る
「
草
子
詞
」
と
は
、
「
作
中
世
界
の
注
」
と
、
「
作
中

世
界
の
批
評
・
感
想
」
の
働
き
を
す
る
と
い
う
。

　
「
か
の
」
と
い
う
語
が
「
作
中
世
界
」
と
読
者
と
の
間
に
お
い
て
働
く
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
た
こ
と
か
。
　
『
河
海
抄
』
が
「
か
の
」
を
ど
の
よ

う
に
読
ん
で
い
る
か
を
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
か
の
」
の
語
の
問

題
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

　
『
河
海
抄
』
は
、
次
の
よ
う
に
「
か
の
」
と
指
示
さ
れ
る
都
分
に
つ
い
て
注

釈
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
四

　
　
か
の
は
二
き
二
も
い
さ
た
は
れ
に
げ
り

　
　
　
空
蝉
の
こ
と
な
り

　
　
　
は
二
き
二
の
心
も
し
ら
て
と
あ
り
し
こ
と
な
り
　
い
さ
な
ふ
は
さ
そ
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
ｑ
の

　
　
　
心
な
り
　
引
率

　
　
か
の
す
き
給
に
げ
む
も
や
す
か
ら
ぬ
思
に
む
す
ほ
二
れ
て
や
た
と
を
し
は

　
　
か
る
に

　
　
　
過
去
者
也
　
柏
木
も
え
ん
煙
の
む
す
ほ
二
れ
し
事
也

　
　
か
の
つ
く
は
山
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匹
９

　
　
　
浮
舟
君
の
母
の
事
也
　
常
陸
介
が
妻
な
れ
は
当
国
の
名
所
を
云
也

　
『
河
海
抄
』
は
、
「
か
の
」
を
、
空
蝉
や
柏
木
と
い
う
固
有
名
詞
を
直
示
的

に
指
示
す
る
語
と
し
て
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
　
「
か
の
」
の
次
に
続
く
語

や
都
分
を
、
「
か
の
」
に
よ
っ
て
位
置
付
げ
よ
う
と
す
る
読
み
方
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
「
か
の
」
の
指
示
対
象
と
は
な
に
か
。
「
は
二
き
上
の
心
も
し
ら
て
と
あ

り
し
こ
と
」
と
し
て
、
「
か
の
」
を
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。　

『
河
海
抄
』
以
外
の
注
釈
書
は
、
「
か
の
」
を
ど
う
読
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

う
か
。
た
と
え
ば
『
湖
月
抄
』
は
、
「
か
の
さ
し
っ
ど
ひ
た
る
」
（
一
．
１
４
．
夕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
ｏ

顔
巻
）
に
つ
い
て
「
夕
顔
の
心
を
源
の
思
ひ
給
ふ
也
」
と
注
記
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
部
分
の
「
か
の
」
が
夕
顔
そ
の
人
を
指
示
す
る
と
い
う
注
記
の
し
方
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
か
の
」
が
光
源
氏
の
心
内
に
か
か
わ
る
語
と
い
う
と
ら
え
方
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

あ
る
。
ま
た
二
葉
抄
』
で
は
、
　
「
か
の
人
の
四
十
九
日
」
（
一
・
７
・
夕
顔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
七
日
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
山

巻
）
｝
」
つ
い
て
「
十
月
四
五
目
の
程
四
十
九
目
に
あ
た
る
へ
し
」
と
注
記
を
加

え
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
「
か
の
」
が
特
定
の
時
問
を
指
示
す
る
と
い
う
注
記

の
し
方
で
あ
る
。
「
か
の
」
は
、
時
間
的
距
離
を
指
示
す
る
と
い
う
と
ら
え
方

で
あ
る
。
一
」
れ
ら
の
注
記
の
し
方
と
『
河
海
抄
』
の
解
釈
と
は
、
あ
き
ら
か
に

差
異
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
『
河
海
抄
』
は
、
「
か
の
」
の
次
に
く
る
語
及
び

次
に
。
く
る
都
分
を
位
置
付
げ
、
保
証
す
る
と
こ
ろ
の
「
コ
ト
」
を
そ
こ
に
み
よ

う
と
し
て
い
る
。
『
湖
月
抄
』
『
一
葉
抄
』
は
そ
う
で
は
な
い
。
源
氏
物
語
の
作

中
世
界
の
特
定
の
人
物
や
時
問
に
。
直
示
的
に
「
か
の
」
の
指
示
対
象
を
置
き
換

え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
互
換
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
「
か
の
」
に
注
記
を

加
え
て
い
る
の
て
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
河
海
抄
』
の
「
　
　
の
事
」
と
い

う
注
釈
の
し
方
は
、
単
な
る
語
の
分
析
や
主
語
が
誰
で
あ
る
か
の
注
記
を
し
て

い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
井
爪
康
之
氏
は
ま
た
、
「
弄
花
抄
と
紹
巴
抄
を
総
合
す
れ
ぱ
、
『
い
は
れ
を
尺

し
た
』
こ
と
ぱ
が
源
氏
物
語
に
は
所
々
あ
り
、
そ
れ
ら
を
全
部
指
摘
は
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

が
、
注
釈
書
に
１
よ
っ
て
は
草
子
地
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
得
る
」
と
言
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ

「
い
は
れ
を
尺
し
た
る
」
及
び
「
訓
釈
す
る
な
り
」
と
注
釈
書
が
説
明
す
る
と

一
」
ろ
の
草
子
地
は
、
「
か
の
」
の
性
質
と
関
与
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　
¢
の
「
か
の
は
上
き
二
も
い
さ
た
は
れ
に
げ
り
」
に
っ
い
て
み
れ
ば
、
　
『
河

海
抄
』
は
、
「
か
の
」
に
続
く
「
は
二
き
上
も
い
さ
な
は
れ
に
げ
り
」
の
都
分

　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
致

に
っ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
巻
に
既
述
さ
れ
て
い
る
か
、
「
は
二
き
二
」
と
は
ど

の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
と
い
っ
た
注
記
を
加
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
　
「
か

の
は
二
き
二
も
い
さ
な
は
れ
に
げ
り
」
と
表
現
さ
れ
た
と
き
、
源
氏
物
語
と
読

者
の
共
有
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
。

源
氏
物
語
と
読
者
の
共
有
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
を
と
り

出
し
て
き
て
、
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
の
働
き
を
み
よ
う
と
す
る
方
法
が
と
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
源
氏
物
語
の
作
中
世
界
へ
の
注
と
は
異
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
『
湖
月
抄
』
『
一
葉
抄
』
の
「
か
の
」
に
っ
い
て
の
注
記
の
し
方

は
、
　
『
河
海
抄
』
の
解
釈
の
方
法
に
対
し
て
言
え
ぱ
、
源
民
物
語
の
作
中
世
界

へ
の
注
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
¢
に
つ
い
て
み
れ
ぱ
、
「
か
の
は
二
き
上
も
い
さ
た
は
れ
に
げ
り
」
と
表
現

さ
れ
る
と
き
、
源
氏
物
語
と
読
者
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
『
河
海
抄
』
の
注
釈

者
と
の
共
有
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
と
は
、
　
「
は
二
き
二

の
心
も
し
ら
て
と
あ
り
し
こ
と
」
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

　
登
場
人
物
の
誰
か
に
と
っ
て
の
、
と
い
う
限
定
付
げ
に
よ
っ
て
は
説
明
の
で

き
な
い
「
か
の
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
み
て
お
き
た
い
。

　
　
　
光
隠
れ
給
ひ
に
し
の
ち
、
か
の
御
影
に
立
ち
っ
ぎ
給
ふ
べ
き
人
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９

　
　
ら
の
御
末
々
に
。
あ
り
が
た
か
り
げ
り
。
（
四
・
４
・
匂
宮
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
光
源
氏
が
源
氏
物
語
か
ら
姿
を
消
し
た
後
の
、
匂
宮
巻
の
「
か
の
」
で
あ
る

こ
と
の
意
味
は
重
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
源
氏
物
語
の
「
か
の
」
改

注
釈
書
は
、
こ
の
都
分
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
注
釈
を
加
え
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲

『
湖
月
抄
』
は
「
か
の
」
を
「
源
氏
ノ
君
」
と
注
記
す
る
。
　
『
弄
花
抄
』
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢
ｏ

「
幻
巻
与
此
巻
之
問
九
年
な
る
べ
し
」
と
、
幻
巻
と
匂
宮
巻
の
時
間
的
距
離
に

つ
い
て
注
記
し
て
い
る
。
『
花
鳥
余
情
』
で
も
、
「
光
君
嵯
峨
院
に
隠
居
し
給
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｅ
刊

て
二
三
年
後
つ
ゐ
に
昇
選
し
給
ひ
し
こ
と
を
い
へ
り
」
と
時
間
的
距
離
に
つ
い

て
注
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
河
海
抄
』
は
、

　
　
ひ
か
り
か
く
れ
給
に
し
の
ち

　
　
　
六
條
院
崩
給
事
也
　
深
草
の
御
門
の
御
国
忌
に
　
文
屋
康
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｅ

　
　
　
草
深
き
霞
の
谷
に
影
か
く
し
て
る
日
の
く
れ
し
げ
ふ
に
や
は
あ
ら
む

と
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

　
「
か
の
」
と
指
示
さ
れ
な
げ
れ
ぱ
、
　
「
御
影
」
が
光
源
氏
で
あ
る
こ
と
の
根

拠
は
な
い
。
「
か
の
御
影
」
と
指
示
さ
れ
る
と
き
、
「
作
中
世
界
」
と
読
者
の
共

有
性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
「
六
條
院
崩
給
事
」
が
、
源
氏
物
語
そ
れ
自
体

の
深
層
か
ら
喚
起
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
「
光
」
と
は
、
こ
の
世
に
は

存
在
し
た
い
こ
の
世
な
ら
ざ
る
価
値
で
あ
る
。
こ
の
世
た
ら
ざ
る
か
な
た
か
ら

こ
ち
ら
へ
働
き
か
げ
て
く
る
「
光
」
で
あ
る
。
「
光
」
と
は
、
光
源
氏
そ
の
人

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
か
の
御
影
に
立
ち
っ
ぎ
給
ふ
べ
き
人
」
と
は
、
こ
の

世
な
ら
ざ
る
価
値
と
し
て
の
「
光
」
に
よ
っ
て
源
氏
物
語
に
位
置
付
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

　
「
コ
ト
」
を
規
範
と
し
て
増
殖
す
る
テ
ク
ス
ト
を
統
括
す
る
と
こ
ろ
に
、
述

べ
て
き
た
「
か
の
」
の
働
き
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
源
氏
物
語
の
編
集
の

仕
組
み
に
と
っ
て
、
「
か
の
」
は
不
可
欠
な
語
の
ひ
と
っ
で
あ
る
と
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
注

　
…
　
『
源
氏
物
語
』
の
テ
ク
ス
ト
引
用
は
、
す
べ
て
山
岸
徳
平
氏
校
注
『
源
氏
物
語
』

　
　
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
て
い
る
。
（
）
内
の
漢
数
字
は
巻
数
、
ア
ラ
ピ
ア
数
字
は
頁

　
　
数
、
最
後
に
巻
名
を
あ
げ
る
。

　
○
　
阪
倉
篤
義
氏
『
改
稿
目
本
文
法
の
話
』
（
教
育
出
版
株
式
会
杜
、
一
九
七
四
年
）
。

　
倒
　
同
書
、
一
五
四
頁
。

　
↑
Ｕ
　
「
コ
」
「
ソ
」
「
ア
」
系
の
指
示
詞
の
諸
間
題
に
つ
い
て
は
、
田
中
望
氏
、
正
保
勇

　
　
氏
『
目
本
語
の
指
示
詞
』
（
国
立
国
語
研
究
所
、
一
九
八
一
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て

　
　
い
る
。

　
伺
　
上
野
英
二
氏
「
源
氏
物
語
に
お
げ
る
読
者
の
問
題
」
『
国
語
国
文
』
（
一
九
八
五
年
、

　
　
三
月
）
二
七
頁
。

　
側
同
右
、
二
七
頁
。

　
ｍ
　
同
若
、
二
七
頁
。

　
働
　
廣
松
渉
氏
『
も
の
・
こ
と
二
」
と
ば
』
（
動
草
書
房
、
一
九
七
九
年
）
一
七
六
頁
。

　
側
　
同
書
、
一
七
七
頁
。

　
０
０
０
ニ
ァ
ユ
ク
回
、
Ｔ
・
ト
ト
回
フ
共
著
、
滝
田
文
彦
氏
他
訳
『
言
呈
胴
理
論
ハ
事

　
　
典
』
（
朝
目
出
版
杜
、
一
九
七
五
年
）
三
九
六
頁
。

　
○
む
　
同
書
、
三
九
六
頁
。

　
Ｇ
２
　
廣
松
渉
氏
、
前
掲
書
。

　
Ｇ
３
島
崎
健
氏
「
源
氏
物
語
五
十
四
帖
試
論
」
『
文
学
』
（
一
九
七
六
年
、
七
月
）
。

　
Ｇ
少
　
伊
井
春
樹
氏
編
『
細
流
抄
』
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
７
（
桜
楓
杜
、
一
九
八
○
年
）
。



↓
９

岨

６
）

○刀ｑ８ＧｇＱ０ＧＤＧ）固
キ
」

鵬触（
｛
｝

ｅａＧ珊（３Ｇ
榎
本
正
純
氏
『
源
氏
物
語
の
草
子
地
諾
注
と
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
八
二

年
）
。井

爪
康
之
氏
一
、
草
子
地
の
変
遷
　
　
一
葉
抄
か
ら
細
流
抄
へ
ー
」
『
中
世
文
芸
』

４
６
（
一
九
七
〇
年
、
三
月
）
七
〇
頁
。

　
玉
上
琢
彌
氏
編
、
山
本
利
達
氏
・
石
田
穣
二
氏
校
訂
『
河
海
抄
』
（
角
川
書
店
、

一
九
六
八
年
）
三
四
〇
頁
。

　
同
書
、
五
三
四
頁
。

　
同
書
、
五
九
〇
頁
。

　
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
１
、
源
氏
物
語
古
注
釈
大
成
第
九
巻
（
目
本
図
書
セ
ソ
タ

ー
、
一
九
七
八
年
）
一
九
三
頁
。

井
爪
康
之
氏
編
二
葉
抄
』
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
９
（
桜
楓
杜
、
一
九
八
四
年
）

六
五
頁
。

井
爪
康
之
氏
「
古
注
に
お
け
る
『
草
子
地
』
概
念
の
拡
散
現
象
　
　
注
釈
者
の
態

度
及
び
注
釈
書
彩
成
の
方
法
と
の
か
二
わ
り
」
広
島
文
芸
女
子
大
国
文
学
会
『
文
芸

国
文
学
』
９
号
（
一
九
八
○
年
、
九
月
）
一
頁
。

井
爪
康
之
氏
編
二
葉
抄
』
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
９
（
桜
楓
杜
、
一
九
八
四
年
）
、

伊
井
春
樹
氏
編
『
細
流
抄
』
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
７
（
桜
楓
杜
、
一
九
八
○
年
）
、

　
Ｇ
０
に
同
じ
、
二
〇
八
頁
。

伊
井
春
樹
氏
編
『
弄
花
抄
』
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
８
（
桜
楓
杜
、
一
九
八
一
二
年
）

二
三
〇
頁
。

伊
井
春
樹
氏
編
『
花
鳥
余
情
』
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
１
（
桜
楓
杜
、
一
九
七
八

年
）
。

　
○
刀
に
同
じ
、
五
三
三
頁
。

源
氏
物
語
の
「
か
の
」
孜

三
七
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