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究
ノ
ｌ
　
Ｌ
「

「
源
氏
物
語
」
の

「
行
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
『
源
氏
物
語
』
テ
ク
ス
ト
は
、
伝
承
史
的
方
法

の
視
座
か
ら
す
れ
ぱ
、
基
層
か
ら
表
層
に
至
る
幾

重
に
も
重
ね
合
わ
さ
れ
た
、
し
か
も
ひ
と
つ
の
完

結
し
た
伝
承
構
成
体
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
伝
承

の
小
さ
な
端
切
れ
と
し
て
の
伝
承
断
片
は
ど
の
よ

う
た
構
造
を
も
つ
の
か
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』

テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
伝
承
を
織
り
こ
ん
で
い

る
の
か
。
そ
の
こ
と
は
、
織
り
こ
ま
れ
る
伝
承
の

ほ
か
な
ら
ぬ
侯
承
で
あ
る
こ
と
の
保
証
を
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
い
か
に
求
め
る
か
と
い
う
問
い
に
連

な
っ
て
い
く
。

　
　
テ
ク
ス
ト
は
編
集
さ
れ
た
織
物
で
あ
る
か
ぎ

　
り
、
明
ら
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
、
伝
承
断

塩
　
　
田
　
和
　
　
子

　
片
を
組
み
こ
ん
で
い
る
。
そ
の
最
小
単
位
は
、

　
徴
し
づ
け
を
担
っ
た
鍵
言
葉
斥
２
ミ
◎
己
と
、

　
そ
の
縁
取
り
と
し
て
の
決
ま
り
文
句
ｑ
ｑ
Ｓ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
異
肩
易
。
・
｝
昌
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

　
今
、
こ
の
小
論
で
扱
お
う
と
す
る
光
源
氏
の
歌

は
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
伝
承
断
片
で
あ
り
、

そ
こ
に
組
み
こ
ま
れ
た
「
行
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」
が

決
ま
り
文
句
で
あ
る
。
こ
の
「
行
く
へ
知
ら
れ

ぬ
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
が
、
い
か
な
る
鍵
言
葉

と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
『
源
氏
物
語
』
テ

ク
ス
ト
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
に
組
み
こ
ま
れ
た
か

を
考
察
す
る
こ
と
が
、
『
源
氏
物
語
』
テ
ク
ス
ト

の
基
層
と
表
層
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
な

、

る
に
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
准
拠
論
か
ら
す

る
と
こ
ろ
の
歴
史
性
に
お
げ
る
解
釈
で
は
な
く
、

む
し
ろ
神
話
性
に
お
げ
る
解
読
の
間
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
須
磨
巻
の
光
源
氏
の
歌
を
中
心
と
し

て
、
　
『
源
氏
物
語
』
テ
ク
ス
ト
の
重
層
性
の
そ
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　
か
り
そ
め
の
道
に
て
も
、
か
二
る
旅
を
た
ら
ひ

　
給
は
ぬ
心
地
に
、
心
陵
そ
さ
も
、
を
か
し
さ
も
、

　
め
づ
ら
か
た
り
。
大
江
殿
と
い
ひ
げ
る
所
は
、

　
い
た
く
荒
れ
て
、
松
ぱ
か
り
ぞ
、
し
る
し
な
り

　
げ
る
。

　
　
か
ら
国
に
名
を
の
こ
し
げ
る
人
よ
り
も
行
く

　
　
へ
知
ら
れ
ぬ
家
居
を
や
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
須
磨
二
・
３
０
頁
）

　
「
か
ら
国
に
」
の
歌
は
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈

史
に
お
い
て
は
い
か
に
把
握
さ
れ
て
き
た
か
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

ず
紫
明
抄
が
「
楚
屈
原
を
い
ふ
」
と
し
、
続
い
て

河
海
抄
が
「
楚
の
屈
原
が
は
な
た
れ
た
り
し
事
を

　
（
５
）

い
ふ
歎
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
花
鳥
鉄
情
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は
、
　
「
河
海
に
は
楚
の
屈
原
か
江
潭
に
な
か
さ
れ

し
事
は
か
り
を
し
る
さ
れ
た
り
こ
の
ほ
か
流
刑
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

か
う
ふ
り
し
人
は
代
々
に
た
え
す
あ
り
し
事
也
」

と
河
海
抄
の
説
に
対
し
て
異
を
説
え
、
細
流
抄
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

二
人
に
か
き
る
へ
か
ら
さ
る
也
」
と
同
趣
旨
の

反
論
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
注
の
論

点
は
「
か
ら
国
に
名
を
の
こ
し
げ
る
人
」
を
屈
原

に
特
定
す
る
こ
と
の
是
非
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
河

海
抄
は
、
先
の
自
説
に
続
げ
て
『
楚
辞
』
を
引
い

た
あ
と
で
、
　
『
杜
詩
注
』
と
『
後
漢
郡
国
志
注
』

の
屈
原
の
居
宅
の
地
所
に
関
す
る
注
を
並
記
し
て

い
る
。
こ
れ
は
「
家
居
」
の
解
に
ふ
れ
て
く
る
こ

と
で
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
行
く
へ
知

ら
れ
ぬ
」
は
や
は
り
不
問
に
ふ
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
逆
に
、
　
「
行
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」
が
「
准

拠
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
を
解

釈
し
よ
う
と
す
る
河
海
抄
の
注
釈
の
視
座
か
ら
は

み
え
な
い
位
相
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
は
た
い
か
。
こ
と
は
、
光
源
氏
の
「
流
離
」

と
い
わ
れ
る
も
の
の
内
実
に
か
か
わ
っ
て
こ
よ

う
。
は
た
し
て
そ
れ
は
、
都
か
ら
外
縁
の
地
へ
と
　
は
、
「
行
き
た
る
方
知
ら
れ
ず
。
は
て
も
知
ら
れ

い
う
水
平
的
な
移
行
と
の
み
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ず
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
語
義
と
し
て
い
う
た
ら

た
し
か
に
、
編
集
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
ぱ
、
こ
の
こ
と
に
っ
き
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
こ

光
源
氏
は
、
須
磨
と
い
う
特
定
の
場
所
を
目
ざ
す
　
こ
で
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
「
行
く
へ
知
ら
れ

の
で
あ
り
、
そ
の
「
旅
」
は
、
こ
の
世
の
も
の
と
　
ぬ
」
の
解
釈
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
「
行

し
て
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
で
あ
る
と
し
て
も
、
く
へ
」
と
い
う
語
を
と
っ
て
み
て
も
、
は
た
し
て

テ
ク
ス
ト
を
基
層
に
お
い
て
解
読
す
る
な
ら
ば
、
　
そ
れ
は
、
「
行
く
方
」
「
行
く
末
」
「
行
く
べ
き
方
」

そ
の
「
流
離
」
は
む
し
ろ
、
こ
の
世
を
超
え
た
異
と
互
換
性
を
も
つ
の
か
。
こ
の
よ
う
に
間
う
の
は
、

た
る
コ
ス
モ
ス
ヘ
の
垂
直
的
な
転
位
と
み
た
す
べ
　
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
が
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在

き
で
あ
る
と
す
る
の
が
小
論
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
　
す
る
語
彙
と
し
て
「
行
く
へ
」
と
と
も
に
、
こ
れ

れ
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
「
か
ら
国
に
」
の
歌
の
　
ら
の
語
を
有
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

基
層
に
「
魂
を
尋
ね
る
」
伝
承
断
片
を
認
め
る
こ
　
そ
れ
を
類
義
語
と
い
っ
て
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な

と
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
点
で
光
源
氏
が
、
　
い
。
「
か
ら
国
に
」
の
歌
が
「
行
く
方
」
「
行
く
末
」

『
窒
物
語
』
に
編
集
さ
れ
た
小
野
篁
と
、
准
拠
論
　
あ
る
い
は
「
行
く
先
」
な
ど
で
は
な
く
「
行
く
へ
」

で
は
な
く
伝
承
史
に
お
い
て
同
じ
位
置
に
立
っ
こ
　
と
い
う
語
を
組
み
こ
ん
だ
と
す
る
と
き
、
　
「
行
く

と
を
予
想
せ
し
め
る
。
問
題
は
、
「
行
く
へ
知
ら
　
へ
」
が
伝
承
史
に
１
お
い
て
担
う
意
味
と
価
値
に
お

れ
ぬ
」
の
理
解
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
　
　
い
て
、
こ
の
語
を
必
然
と
す
る
理
由
が
求
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

　
『
源
氏
物
語
辞
典
』
の
「
ゆ
く
へ
」
の
項
に
は
、
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
行
く
へ
」

「
行
く
方
。
行
く
べ
き
方
。
行
く
末
。
行
き
た
る
　
と
い
う
語
と
結
び
つ
い
て
、
い
か
た
る
鍵
言
葉
が

方
。
」
と
あ
る
。
そ
し
て
「
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
」
　
配
置
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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か
に
な
る
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
を

通
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
「
行
く

へ
知
ら
れ
ぬ
」
が
、
単
た
る
常
套
的
、
形
式
的
表

現
で
は
た
く
、
ま
さ
に
伝
承
性
を
有
す
る
決
ま
り

文
句
と
し
て
定
位
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
行
く
へ
」
は
、
須
磨
巻
の
当
該
例
を
含
め
て

『
源
氏
物
語
』
に
三
十
六
例
を
数
え
る
。
そ
の
た

か
で
も
テ
ク
ス
ト
に
織
り
こ
ま
れ
た
歌
に
お
い
て

し
ば
し
ぼ
認
め
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
今
、
考
察

の
対
象
と
し
て
い
る
「
か
ら
国
に
」
の
歌
を
除
い

て
、
そ
れ
ら
を
次
に
列
挙
し
て
み
る
。

　
＠
世
に
知
ら
ぬ
心
地
こ
そ
す
れ
有
明
の
月
の
ゆ

　
　
く
へ
を
空
に
ま
が
へ
て
（
花
宴
一
・
０
９
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
　
来
し
方
も
行
く
へ
も
知
ら
ぬ
沖
に
出
で
二
あ

　
　
は
れ
い
づ
く
に
君
を
こ
ふ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
童
二
・
３
１
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
　
ゆ
く
へ
な
き
空
に
消
ち
て
よ
か
父
り
火
の
た

　
　
よ
り
に
た
ぐ
ふ
煙
と
な
ら
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
警
火
三
・
４
１
頁
）

　
＠
な
れ
こ
そ
は
岩
も
る
あ
る
じ
み
し
人
の
ゆ
く

　
　
へ
は
知
る
や
宿
の
真
清
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
裏
葉
三
・
０
３
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
◎
行
く
へ
な
き
空
の
煙
と
な
り
ぬ
と
も
思
ふ
あ

　
　
た
り
を
立
ち
は
離
れ
じ
（
柏
木
四
・
１
７
頁
）

　
＠
こ
の
春
は
柳
の
め
に
ぞ
玉
は
ぬ
く
咲
き
散
る

　
　
花
の
ゆ
く
へ
知
ら
ね
ぱ
（
柏
木
四
・
４
６
頁
）

　
¢
大
空
を
通
ふ
ま
ぽ
ろ
し
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ

　
　
魂
の
ゆ
く
へ
尋
ね
よ
　
　
（
幻
四
・
１
３
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
＠
た
ち
花
の
小
島
は
色
も
変
ら
じ
を
こ
の
浮
舟

　
　
ぞ
ゆ
く
へ
知
ら
れ
ぬ
　
（
浮
舟
五
・
３
７
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
　
あ
り
と
見
て
手
に
は
取
ら
れ
ず
見
れ
ぱ
又
倒

　
　
く
へ
も
知
ら
ず
消
え
し
蜻
蛉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
五
・
３
６
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
＠
心
こ
そ
憂
き
世
の
岸
を
離
る
れ
ど
行
く
へ
も

　
　
知
ら
ぬ
あ
ま
の
浮
木
を
（
手
習
五
・
９
２
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
こ
れ
ら
の
歌
に
み
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
も
、

「
行
く
へ
」
が
「
知
ら
ず
」
あ
る
い
は
「
な
き
」

と
結
び
つ
い
て
表
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

四
〇

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
歌
か
ら

鍵
言
葉
を
取
り
だ
す
こ
と
を
し
た
い
。
そ
の
作
業

は
、
個
々
の
歌
に
つ
い
て
、
ど
の
人
物
が
ど
の
よ

う
な
状
況
と
場
面
に
お
い
て
詠
ま
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
、

『
源
氏
物
語
』
テ
ク
ス
ト
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
物
語

と
い
う
俗
な
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
編
集
さ
れ
る
際

に
織
り
こ
ま
れ
る
主
題
的
意
図
に
か
か
わ
る
こ
と

が
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
表
層
の
レ
ヴ

ェ
ル
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ

そ
う
し
た
編
集
的
部
分
を
剥
離
し
、
歌
の
た
か
に

ど
の
よ
う
た
徴
し
づ
げ
を
負
っ
た
鍵
言
葉
が
配
置

さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
右
に
あ
げ
た
十
首
の
歌
の
う
ち
、
＠
・
　
・
＠

・
¢
の
四
首
が
潅
ん
ら
か
の
形
で
「
死
者
」
に
つ

い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
注
意
さ

れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
編
集
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
の
次
元
に

と
ど
ま
っ
て
、
ひ
と
し
な
み
に
「
死
」
と
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
は
た
ら
た
い
だ
ろ
う
。
こ
の
四
首
に
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あ
っ
て
、
　
「
行
く
へ
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
は
何
　
や
「
散
る
花
」
と
い
う
形
姿
に
お
い
て
と
ら
え
ら

か
。
そ
れ
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
る
亡
き
人
の
「
魂
」
の
回
帰
す
べ
き
異
界
で
は

　
＠
み
し
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
ど
こ
か
に
あ

　
　
空
の
煙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
特
定
の
場
所
で
は
な
く
、
ま
さ
に
方
位
性
に
お

　
　
咲
き
散
る
花
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
し
か
想
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
コ
ス
モ
ス

　
¢
魂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。
そ
の
方
位
性
に
お
い
て
、
い
わ
ば
可
視

と
し
て
取
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
歌
の
な
か
に
ー
と
不
可
視
の
は
ざ
ま
に
あ
る
「
煙
」
や
「
散
る

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
単
た
る
景
物
を
示
す
語
で
な
　
花
」
は
、
境
界
性
、
媒
介
性
を
徴
し
づ
げ
ら
れ
た

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
死
老
を
　
語
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
語
と
結
び
っ
く

し
の
ぶ
よ
す
が
な
ど
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
行
く
へ
」
た
る
語
は
、
こ
の

ず
、
こ
れ
ら
の
語
が
選
び
と
ら
れ
て
く
る
理
由
は
　
世
の
水
平
の
方
向
性
を
超
え
た
異
界
へ
の
垂
直
の

何
な
の
か
。
今
は
こ
の
世
に
は
い
た
い
、
し
か
し
、
方
位
性
を
担
い
う
る
語
と
し
て
定
位
す
る
。

か
つ
て
は
確
実
に
存
在
し
た
も
の
を
ど
こ
に
求
め
　
　
そ
の
意
味
で
、
　
「
魂
の
行
く
へ
」
を
「
大
空
」

る
の
か
。
　
「
煙
」
に
し
て
も
「
花
」
に
し
て
も
、
　
に
お
い
て
尋
ね
る
と
す
る
¢
の
歌
に
は
、
よ
り
明

そ
れ
自
体
は
可
視
的
た
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
瞭
に
基
層
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
　
「
空
」
へ
立
ち
昇
る
こ
と
　
る
。
こ
の
歌
は
、
可
視
的
な
、
し
た
が
っ
て
一
見

に
お
い
て
、
ま
た
、
「
散
る
」
こ
と
に
。
お
い
て
、
　
景
物
と
み
え
る
も
の
さ
え
い
っ
さ
い
詠
み
こ
ま
な

そ
れ
が
や
が
て
消
失
す
る
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
ま
で
　
い
。
む
し
ろ
、
直
接
異
界
に
対
し
て
呼
び
か
げ
て

を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
　
い
る
と
さ
え
い
え
る
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
行

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
見
え
ざ
る
彼
方
こ
そ
、
「
煙
」
　
く
へ
」
が
「
魂
」
な
る
よ
り
根
源
的
た
存
在
を
示

す
語
と
結
合
す
る
こ
と
を
み
て
お
く
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
古
注
以
来
「
大
空
を
」

の
歌
と
そ
の
興
拠
と
さ
れ
て
き
た
『
長
恨
歌
』
と

の
伝
承
の
並
行
関
係
を
い
う
こ
と
に
お
い
て
で
あ

る
。
河
海
抄
は
、
「
此
歌
の
心
は
蜀
方
士
か
楊
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

妃
に
た
っ
ね
あ
ひ
た
り
し
事
也
」
と
し
て
い
る
が
、

こ
こ
は
、
こ
ち
ら
の
俗
な
る
存
在
と
し
て
固
有
の

名
を
与
え
ら
れ
た
人
物
と
し
て
の
楊
貴
妃
を
尋
ね

る
こ
と
で
は
た
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
魂
を

尋
ね
る
」
と
い
う
伝
承
断
片
を
織
り
こ
ん
だ
こ
と

に
お
い
て
、
「
大
空
を
」
の
歌
と
『
長
恨
歌
』
と

は
、
テ
ク
ス
ト
の
基
層
に
お
い
て
通
底
す
る
と
い

わ
た
げ
れ
ぼ
た
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
き
た
と
き
、
さ
き
の
歌
の
う

ち
、
¢
・
　
・
＠
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
よ
り
表

層
の
修
辞
性
に
傾
く
と
し
て
も
、
や
は
り
、
境
界

性
、
媒
介
性
を
孕
む

　
¢
月

　
　
沖

　
　
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



ト
ー

ノ究研
と
い
う
鐘
言
葉
と
の
結
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
こ

と
は
み
て
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
＠
を
問
題
に
す
る
な
ら
ぱ
、
「
行
く

へ
知
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
が
「
浮
舟
」

な
る
鍵
言
葉
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
位
相
は
、
伝
承
史
の
視
座
か
ら
、
「
ア
イ
デ
ソ

テ
ィ
テ
ィ
」
の
「
変
換
に
つ
い
て
の
可
能
態
と
し

て
の
浮
舟
の
ペ
ル
ソ
ナ
は
、
ま
さ
に
『
ゆ
く
へ
知

ら
れ
ぬ
』
と
い
う
述
語
的
な
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
お

　
　
　
　
　
（
１
０
）

い
て
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、
す
で
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
行
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

と
は
、
「
『
イ
ヅ
ヘ
』
に
か
あ
る
聖
た
る
ト
ポ
ス
」

を
志
向
す
る
方
位
性
に
お
い
て
必
然
的
に
選
び
と

ら
れ
た
決
ま
り
文
句
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
う
ま

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

で
も
次
く
、
「
い
づ
へ
」
と
「
行
く
へ
」
の
「
へ
」

の
同
質
性
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
「
へ
」
は
「
一
定

の
場
所
で
は
た
く
そ
の
周
辺
で
あ
り
、
あ
る
場
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

の
中
心
や
奥
で
は
な
く
て
端
近
な
と
こ
ろ
」
で
あ

る
。
そ
こ
に
境
界
的
た
位
相
を
み
る
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
。
　
「
行
く
へ
」
の
「
へ
」
も
、
見
え
ざ

る
異
界
に
至
り
う
る
回
路
を
潜
ま
せ
る
「
へ
」
で

あ
る
と
み
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
御
法
巻
に
お
げ

る
紫
上
の
「
わ
れ
一
人
、
行
く
へ
知
ら
ず
た
り
な

む
を
」
と
い
う
心
中
表
現
に
注
目
さ
れ
、
　
「
行
く

へ
」
の
語
の
『
源
氏
物
語
』
に
お
げ
る
用
例
を
分

類
・
検
討
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
氏
は
「
行
く
へ
知

ら
ず
」
に
つ
い
て
、
　
「
人
物
の
行
方
不
明
た
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

は
生
死
不
明
を
意
味
す
る
成
句
的
表
現
語
句
」
で

あ
る
と
観
定
さ
れ
た
。
こ
の
観
定
に
対
し
て
、
小

論
の
立
場
か
ら
、
た
お
検
討
を
加
え
た
い
。
鈴
木

氏
は
、
ま
ず
人
物
か
そ
れ
以
外
、
す
た
わ
ち
物
象

か
と
い
う
区
分
を
た
て
て
お
ら
れ
る
。
「
そ
の
他
」

と
し
て
分
類
さ
れ
た
た
か
に
は
、
さ
き
に
考
察
を

加
え
た
◎
の
「
空
の
煙
」
・
＠
の
「
花
」
・
¢
の
「
魂
」

も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
「
人
物
を
物

　
　
　
　
　
（
ｕ
）

象
に
見
立
て
た
例
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
、
個
次
の
伝
承
断
片
と
し

て
の
歌
を
織
り
こ
み
つ
つ
編
集
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
の
表
層
に
お
い
て
読
み

と
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ

物
語
と
し
て
、
男
と
女
の
「
世
」
を
基
軸
と
し
て

織
り
な
さ
れ
る
俗
な
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
人
物
」
の
担
う

べ
き
主
題
論
的
意
味
が
か
た
ど
ら
れ
る
の
は
、
む

し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
基

層
と
迫
り
つ
つ
、
ほ
か
次
ら
ぬ
伝
承
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
語
そ
の
も
の
が
担
う
意
味
と
価
値
を
明
、

ら
か
に
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
こ
れ
ま
で

に
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
問
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
人
物
の

「
行
方
不
明
」
と
り
わ
げ
「
生
死
不
明
を
意
味
す

る
」
と
さ
れ
る
理
解
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
「
生
」

と
「
死
」
と
い
う
二
元
的
対
立
の
枠
組
み
を
も
っ

て
す
る
こ
と
で
、
　
「
行
く
へ
知
ら
ず
」
と
い
う
語

の
指
し
示
す
内
実
を
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
と
り
わ
げ
、
氏
が
「
明
ら
か
に
死
を
意

　
　
（
１
５
）

識
す
る
」
と
さ
れ
た
¢
の
歌
の
例
と

　
　
雨
と
な
り
、
し
ぐ
る
二
空
の
う
き
雲
を
い
づ
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れ
の
方
と
わ
き
て
な
が
め
む

　
　
ゆ
く
へ
な
し
や
　
　
　
　
（
葵
一
・
４
６
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

と
の
二
例
を
「
例
外
的
」
と
断
ず
る
こ
と
で
「
行

く
へ
知
ら
ず
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
が
明
ら
か
に

な
る
の
か
。
ま
ず
、
鈴
木
氏
の
い
わ
れ
る
「
生
」

「
死
」
が
断
絶
を
も
っ
て
対
立
的
に
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
自
体
が
、
近
代
的
な
生
死
観
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
し
な
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
。
鈴
木
氏

は
、
こ
れ
ら
の
二
例
に
つ
い
て
、
「
い
ず
れ
も
死

者
の
魂
が
空
中
を
飛
翔
す
る
の
を
前
提
と
し
、
さ

ら
に
そ
れ
ら
が
漢
詩
文
の
投
影
に
よ
る
と
い
う

（
１
６
）

点
」
で
の
共
通
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
重
要
な

の
は
「
投
影
」
と
い
っ
た
単
な
る
先
行
作
品
の
影

響
を
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
よ
り
基
層
か
ら
引
き

継
が
れ
る
と
こ
ろ
の
「
魂
」
の
「
行
く
へ
」
を
尋

ね
る
伝
承
断
片
そ
の
も
の
が
織
り
こ
ま
れ
た
と
み

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
「
死
」
を
意
味
す
る
に

と
ど
ま
ら
な
い
、
「
行
く
へ
知
ら
ず
」
の
、
よ
り

始
原
的
な
あ
り
よ
う
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。

　
生
命
の
終
焉
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
「
行
く
へ

知
ら
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
古
代
の
生
死
観
は

示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
異
界
に

回
帰
す
る
「
魂
」
の
「
行
く
へ
」
の
不
可
視
性
に

お
い
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
知
ら
ず
」
と
い
う
こ
と

ぼ
と
の
結
合
を
必
然
と
す
る
と
い
え
る
。
鈴
木
氏

の
い
わ
れ
る
、
　
「
行
く
へ
」
が
否
定
語
を
伴
い
、

し
か
も
「
知
る
」
と
結
び
つ
く
こ
と
を
も
っ
て

す
る
「
成
句
的
表
現
語
句
」
な
る
定
義
の
内
実

は
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
行
く
へ
」
が
「
知
ら
ぬ
」
と
結
合
す
る
こ
と
の

必
然
性
は
、
始
原
的
な
「
へ
」
の
位
相
と
か
か
わ

る
異
界
へ
の
方
位
性
と
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世

の
も
の
た
る
「
人
」
か
ら
す
る
異
界
そ
の
も
の
と

そ
こ
に
至
る
回
路
の
不
可
視
性
に
よ
る
と
し
な
げ

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
伝
、
承
断
片

を
縁
取
る
決
ま
り
文
句
た
り
う
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
　
「
行
く
へ
」
の
語
の
み
が
負
う

こ
と
の
で
き
る
伝
承
性
で
あ
る
。
　
「
行
く
先
」
や

「
行
く
末
」
が
、
し
ぼ
し
ば
「
来
し
方
」
と
結
び

つ
い
て
、
こ
の
世
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
「
人
の

身
の
上
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
行
く
へ
」
は
、
見
え
ざ
る
異
界
へ
の
方
位
性
を

孕
む
語
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
本
質
的
に
異
質

で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
行
く
方
」
も
『
源
氏
物
語
』

テ
ク
ス
ト
に
一
例
な
が
ら
「
行
く
方
あ
れ
ど
」

（
末
摘
花
一
・
４
０
頁
）
と
す
る
方
向
性
の
確
定
を

　
　
　
　
　
　
２

示
す
例
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ぱ
、
や
は
り
、

「
行
く
先
」
や
「
行
く
末
」
と
同
じ
く
よ
り
表
層

に
お
い
て
組
み
こ
ま
れ
た
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
行
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」
は
、
俗
な
る
こ
の
世
と
見

え
ざ
る
、
そ
れ
ゆ
え
に
聖
な
る
異
界
と
を
結
ぶ
回

路
を
見
出
し
え
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か

え
っ
て
、
異
界
そ
の
も
の
を
実
在
と
し
て
あ
ら
し

め
る
。
そ
の
意
味
で
本
質
的
に
伝
承
性
を
担
う
語

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
小
論
の
考
察
の
出
発
点
と
し
た
「
か
ら
国
に
」

と
い
う
光
源
氏
の
歌
は
、
そ
こ
に
組
み
こ
ま
れ
た

「
行
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」
に
、
　
「
魂
の
行
く
へ
」
に

か
か
わ
る
伝
承
断
片
を
基
層
に
み
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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て
、
新
た
た
様
相
を
帯
び
て
み
え
て
く
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
歌
が
、
ほ
か
た
ら

ぬ
独
詠
歌
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。
須

磨
巻
の
歌
は
、
「
源
氏
が
須
磨
へ
出
立
す
る
際
の

離
別
の
歌
と
須
磨
に
お
け
る
講
居
の
生
活
の
歌
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

二
つ
に
判
然
と
分
か
れ
る
」
と
い
う
小
町
谷
照
彦

氏
の
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
　
「
離
別
」
と

「
講
居
」
と
い
う
主
題
的
枠
組
み
に
お
い
て
と
ら

え
ら
れ
て
き
た
。
あ
る
い
は
、
「
そ
の
和
歌
の
性

格
は
、
（
中
略
）
後
半
須
磨
講
居
の
部
分
は
、
都

の
女
性
た
ち
と
の
贈
答
歌
や
、
源
氏
と
従
老
た
ち

と
の
詠
歌
、
訪
れ
た
宰
相
中
将
と
の
唱
和
の
歌
、

そ
れ
に
源
氏
の
独
詠
歌
等
で
あ
る
が
、
だ
い
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

轟
旅
の
歌
の
性
格
を
も
つ
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

轟
旅
歌
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
「
か
ら
国
に
」
の
歌
は
、
即
境
的
景
物

を
詠
み
こ
ま
な
い
点
で
、
　
「
講
居
」
や
「
轟
旅
」

の
歌
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
超
え
る
独
自
の
位
相

を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ぱ
、
異
界
へ
の
方

位
性
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
歌
は

独
詠
歌
た
ら
ざ
る
を
え
た
か
っ
た
の
で
は
た
い
か

と
い
う
予
測
を
可
能
に
す
る
。

　
小
論
で
は
「
行
く
へ
知
ら
れ
ぬ
」
の
考
察
に
と

ど
ま
っ
た
が
、
「
か
ら
国
に
」
の
歌
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
光
源
氏
の
「
流
離
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の

構
造
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
稿
を
改
め
て
論

じ
る
こ
と
と
し
た
い
◎

　
・
注

　
（
１
）
　
「
伝
承
史
的
方
法
」
に
つ
い
て
は
廣
川
勝
美

　
　
　
先
生
『
も
の
が
た
り
研
究
序
説
伝
承
史
的
方

　
　
　
法
論
』
（
桜
楓
杜
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。

　
（
２
）
　
同
書
、
三
五
頁
。

　
（
３
）
　
山
岸
徳
平
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

　
　
　
源
氏
物
語
』
（
岩
波
書
店
）
。
　
（
　
）
内
は
、
巻

　
　
　
名
、
巻
数
、
頁
を
示
す
。
以
下
、
『
源
氏
物
語
』

　
　
　
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
古
典
文
学
大
系
本
に
よ

　
　
　
る
。

　
（
４
）
　
玉
上
琢
彌
氏
編
『
紫
明
抄
河
海
抄
』
（
角

　
　
　
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
、
六
五
頁
。

　
（
５
）
　
同
書
、
三
二
一
頁
。

　
（
６
）
伊
井
春
樹
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
－

　
　
　
松
永
本
　
花
鳥
錐
情
』
（
桜
楓
杜
、
　
一
九
七
八

　
　
　
年
）
、
九
五
頁
。

四
四

（
７
）
伊
井
春
樹
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
７

　
　
内
閣
文
庫
本
　
細
流
抄
』
（
桜
楓
杜
、
　
一
九
八

　
　
○
年
）
、
一
一
八
頁
。

（
８
）
　
北
山
難
太
氏
『
源
氏
物
語
辞
典
』
（
平
凡
杜
、

　
　
一
九
五
七
年
）
、
八
一
五
頁
。

（
９
）
　
に
Ｕ
前
掲
書
、
五
二
九
頁
。

（
１
０
）
（
ｕ
）
　
（
１
）
前
掲
書
、
三
四
一
頁
～
三
四
二
頁
。

（
１
２
）
　
上
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語

　
　
大
辞
典
上
代
編
』
（
三
省
堂
、
一
九
六
七
年
）
、

　
　
六
四
七
頁
。

（
１
３
）
（
１
４
）
（
１
５
）
（
１
６
）
鈴
木
目
出
男
氏
「
紫
上
の
絶

　
　
望
『
御
法
』
巻
の
方
法
１
」
『
文
学
・
語

　
　
学
』
第
四
九
号
、
一
九
六
八
年
九
月
。

（
１
７
）
　
小
町
谷
照
彦
氏
「
源
氏
物
語
の
和
歌
　
　
物

　
　
語
の
方
法
と
」
て
の
側
面
１
」
山
岸
徳
平
氏

　
　
・
岡
一
男
氏
監
修
『
源
氏
物
語
議
座
』
第
一
巻

　
　
（
有
精
掌
　
一
九
七
一
年
）
、
一
五
一
頁
。

（
１
８
）
寺
本
直
彦
氏
「
須
磨
の
わ
び
住
ま
い
」
秋
山

　
　
慶
氏
他
編
『
講
座
　
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
三

　
　
集
（
有
斐
閣
、
　
一
九
八
一
年
）
、
二
四
五
頁
～

　
　
二
四
六
頁
。
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