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『
源
氏
物
語
』
と
中
世
王
朝
物
語
、
そ
の
変
容
と
隔
絶

は
じ
め
に

中
世
王
朝
物
語
を
読
み
解
く
際
、
先
行
す
る
物
語
か
ら
の
影
響
を
考
え
る

こ
と
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
。
安
達
敬
子
氏
が

「読

解
の
基
礎
作
業
と
し
て
は
、
ま
ず
他
の
物
語
作
品
と
の
類
似
を
あ
ら
い
だ
し
、

そ
れ
が
作
品
の
内
部
に
持

つ
意
味
を
考
え
る
こ
と
が
相
変
わ
ら
ず
最
優
先
さ

（
１
）

れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述

べ
る
通
り
、
近
年
、
〈物
語
取
り
〉
と
い
う

手
法
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
他
作
品
か
ら
の
引
用

・
模
倣
箇
所
の
検
討

は
、
依
然
と
し
て
中
世
王
朝
物
語
研
究
の
急
務
と
し
て
あ
る
。

中
世
王
朝
物
語
相
互
の
関
係
性
ま
で
も
が
視
野
に
入
り

つ
つ
あ
る
現
在
、

『
源
氏
物
語
』
の
影
響
箇
所
に
つ
い
て
は
、
既
に
細
部
に
わ
た

っ
て
出
尽
く

し
た
感
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
す
べ
て
の
物
語
作
者
た
ち
が
等
し
く

『
源
氏

物
語
』
を
享
受
し
て
い
た
か
と
な
る
と
、
そ
こ
に
は
大
き
な
疑
念
が
差
し
挟

ま
れ
る
。
辛
島
正
雄
氏
は
、
『
木
幡
の
時
雨
』
に
お
け
る

「女
三
の
宮
の
立

ち
姿
」
と
い
う
表
現
が
、
『
源
氏
物
語
』
原
典
か
ら
の
影
響
で
は
な
く
、
『
源

藤

井

由

糸己

子

氏
小
鏡
』
を
介
し
た
二
次
的
享
受
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
指

摘
し
、
「
そ
う
し
た
理
解
の
あ
り
か
た
が
、
や
は
り
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
ひ
と

つ
の

《
源
氏
物
語
》
享
受
の
姿
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
る
ま
（に

」

と
述
べ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
従
来
、
単
に

『
源
氏
物
語
』
と
の
類
似
が
指
摘

さ
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
箇
所
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
視
野
に

入
れ
た
上
で
、
再
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
物
語
の
表
層
に
あ
ら
わ
れ
た
い
く

つ
か
の
表
現
に
着
目
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
表
現
史
に
お
け
る

『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
考
え
て
い
く

こ
と
と
す
る
。
『
源
氏
物
語
』
が
物
語
の
表
現
史
に
お
い
て
達
成
し
た
も
の

を
、
後
代
の
物
語
は
、
い
か
に
享
受
じ
、
い
か
に
再
構
成
し
て
い
る
の
か
。

あ
る
い
は
、
何
を
引
き
継
ぎ
、
何
を
引
き
継
が
な
か

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
中

世
王
朝
物
語
の
特
徴
を
照
ら
し
出
す
と
と
も
に
、
『
源
氏
物
語
』
が
物
語
史

に
お
い
て
確
立
し
た
も
の
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。



一

〈
源
氏
物
語
取
り
〉
の
実
相

ま
ず
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る

〈源
氏
物
語
取
り
〉
の
様
相
を
確
認
す

る
た
め
に
、
「
海
人
の
子
な
れ
ば
」
と
い
う
表
現
を
視
座
に
、
考
察
を
進
め

て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

Ａ

「
つ
き
せ
ず
隔
て
た
ま

へ
る
つ
ら
さ
に
、
あ
ら
は
さ
じ
と
思
ひ
つ
る
も

の
を
。
い
ま
だ
に
名
の
り
し
給

へ
。
い
と
む
く

つ
け
し
」
と
の
た
ま

へ

ど
、
「
海
人
の
子
な
れ
ば
」
と
て
、
さ
す
が
に
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
、
い

と
あ
い
だ
れ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
一〇
頁
）

夕
顔
巻
、
名
乗
り
を
求
め
る
光
源
氏
に
対
し
て
、
夕
顔
が

「海
人
の
子
な

れ
ば
」
と
答
え
る
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
の

「自
波
の
寄
す
る
な
ぎ
さ
に
世
を
過
ぐ
す
海
人
の
子
な
れ
ば
宿
も
さ
だ
め
ず
」

（巻
下

・
七
二

一
）
を
引
き
、
光
源
氏
の
問
い
を
は
ぐ
ら
か
す
内
容
と
な

っ

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
類
似
す
る
表
現
を
散
見
す
る
こ
と

（３
）

が
で
き
る
。
『
木
幡
の
時
雨
』
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

時
雨
は
れ
や
ら
で
、
三
四
日
も
過
ぎ
行
け
ば
、
「
な
ほ
誰
と
か
名
の
り

給

へ
。
尋
ね
行
く
べ
き
じ
る
し
に
だ
に
」
と
の
た
ま

へ
ば
、
「海
人
の

子
に
し
侍
れ
ば
」
と
て
、
と
け
や
ら
ぬ
も
こ
と
わ
り
に
て
、
…
…

（
一
八
七
頁
）

関
自
の
子
息
で
あ
る
男
君
か
ら
の
問
い
か
け
に
、
零
落
し
た
女
君
が
答
え

る
セ
リ
フ
の
中
に
、
「
海
人
の
子
に
し
侍
れ
ば
」
と
い
う
表
現
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
男
女
の
身
分
差
以
外
に
も
、
「
な
ほ
誰
と
か
名

の
り
給

へ
」
と
い
う
男
君
の
セ
リ
フ
や
、
「
と
け
や
ら
ぬ
も
こ
と
わ
り
に
て
」

と
い
う
女
君
の
態
度
ま
で
も
が
夕
顔
巻
と
極
め
て
類
似
し
た
も
の
と
な

っ
て

お
り
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、
明
ら
か
な

〈源
氏
物
語

取
り
〉
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
、
「
海

人
の
子
な
れ
ば
」
に
類
す
る
表
現
は
、
身
分
違
い
の
恋
を
表
す

一
種
の
符
牒

と
し
て
、
類
型
的

。
慣
用
表
現
的
に
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

さ
て
、
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
に
は
、
も
う

一
例
、
「海
人
」
に
関
わ
る
表

現
が
見
出
せ
る
。

Ｂ
右
近
を
召
し
出
で
て
、
の
ど
や
か
な
る
夕
暮
れ
に
物
語
な
ど
し
給
ひ
て
、

「
な
ほ
い
と
な
む
あ
や
し
き
。
な
ど
て
そ
の
人
と
知
ら
れ
じ
と
は
隠
い

給

へ
り
し
ぞ
。
ま
こ
と
に
海
人
の
子
な
り
と
も
、
さ
ば
か
り
に
思
ふ
を

知
ら
で
隔
て
給
ひ
し
か
ば
な
ん

つ
ら
か
り
し
」
と
の
た
ま

へ
ば
、
「
な

ど
て
か
深
く
隠
し
き
こ
え
給
ふ
こ
と
は
侍
ら
ん
。
い
つ
の
ほ
ど
に
て
か

は
何
な
ら
ぬ
御
名
の
り
を
聞
こ
え
給
は
ん
。
…
…
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、

‥
…
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
七
頁
）

夕
顔
が
急
死
し
た
後
、
光
源
氏
は
右
近
を
呼
び
出
し
、
あ
ら
た
め
て
夕
顔

の
素
性
を
問
う
。
そ
の
光
源
氏
の
セ
リ
フ
に
、
「
ま
こ
と
に
海
人
の
子
な
り

と
も
」
の
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
が
、
こ
の
表
現
も
ま
た
、
中
世

王
朝
物
語
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
『
し
の
び
ね
物
語
』
の
例
を
挙
げ
て
お

０
　

　

　

　

　

　

　

　

　

、



お
ろ
か
に
思
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
心
深
く
隠
し
給
ふ
こ
そ

つ
ら
け

れ
」
と
の
た
ま

へ
ば
、
「
な
に
に
か
は
隠
し
給
は
ん
。
い
つ
の
ほ
ど
に

又
御
名
の
り
を
し
給
は
ん
。
…
。こ

と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
…
…

Ｔ
一六
頁
）

「
海
人
の
子
と
聞
き
た
て
ま

つ
る
と
も
」
と
い
う
表
現
の
み
な
ら
ず
、
「夕

つ
か
た
」
と
い
う
時
間
設
定
、
「
御
乳
母
を
召
し
て
」
と
い
う
状
況
設
定
、

ま
た
、
乳
母
の
セ
リ
フ
の
内
容
ま
で
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
な

〈源
氏
物
語
取

り
〉
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

『
し
の
び
ね

物
語
』
と
夕
顔
巻
Ｂ
の
場
面
に
は
、
決
定
的
な
相
違
点
が
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ｂ
の
場
面
は
、
先
に
見
た
Ａ
の
場
面
を
受
け
る
も
の
で

あ
り
、
生
前
夕
顔
は
自
身
を

「
海
人
の
子
」
に
た
と
え
て
い
た
が
本
当
に
そ

う
で
あ

っ
て
も
構
わ
な
い
、
と
解
釈

で
き
る
く
だ
り
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
し
の
び
ね
物
語
』
は
、
Ａ
に
該
当
す
る
場
面
を
持
た
な
い
、
と
い
う
点

で

あ
る
。

た
し
か
に
、
Ａ
に
相
当
す
る
場
面
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
『
し
の
び
ね

物
語
』
が
読
め
な
く
な
る
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
事
実
、
「
海
人
の

子
と
聞
き
た
て
ま

つ
る
と
も
」
の
表
現
が
唐
突
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、

そ
の
直
前
に
は
、
「
い
か
な
る
人
の
御
子
に
て
お
は
す
る
ぞ
」
と
い
う
発
間

が
あ
ら
た
に
置
か
れ
、
整
合
性
が
図
ら
れ
て
い
る
し
、
夕
顔
巻
Ｂ
の
場
面
に

あ

っ
た

「
ま
こ
と
に
」
と
い
う
、
Ａ
の
場
面
を
直
接
受
け
る
語
が
、
『
し
の

び
ね
物
語
』
に
お
い
て
は
恐
ら
く
意
図
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
『
し
の
び
ね
物
語
』
は
、
全
編
に
お
い
て

〈源

氏
物
語
取
り
〉
が
多
く
、
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
独
自
の

物
語
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
今
見
た
場
面
も
、
い
わ
ば
そ

の
よ
う
な

『
し
の
び
ね
物
語
』
の
典
型
的
な
手
法
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
原
典
か
ら
の

〈ず
ら
し
〉
こ
そ
が
、

『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
隔
絶
に
繋
が
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
平
安
後
期
物
語
で
あ
る

『夜
の
寝
覚
』
（原
作
）
に
も
、
同

様
の
事
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ａ
「
い
か
が
は
せ
む
。
か
か
る
べ
き
宿
世
に
こ
そ
は
あ
ら
め
な
。
中
納
言

な
ど
の
心
と
ど
め
た
ま
ふ
や
う
も
あ
ら
ば
、
さ
ば
か
り
、
い
か
な
る
海

人
の
子
の
も
と
に
あ
り
と
も
、
中
納
言
子
と
名
の
り
来
る
者
あ
ら
ば
、

と
、
願
ひ
お
ぼ
す
に
、
さ
も
あ
ら
ば
、
な
か
な
か
い
と
め
で
た
か
る
べ

き
こ
と
な
り
」
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　

工全

一頁
）

こ
こ
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
る

「
い
か
な
る
海
人
の
子
の
も
と
に
あ
り
と

も
」
と
い
う
表
現
は
、
男
主
人
公
た
る
中
納
言
の
父
太
政
大
臣
が
、
中
納
言

の
子
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
卑
し
い
女
の
も
と
に
い
る
こ
ど
も
で
も
か
ま
わ
な
い
、

と
述
べ
る
く
だ
り
に
あ
る
。
表
現
自
体
は
、
夕
顔
巻
Ｂ
の

「
ま
こ
と
に
海
人

の
子
な
り
と
も
」
と
類
似
し
て
は
い
る
も
の
の
、
場
面
設
定
と
し
て
は
か
な

り
異
な

っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
世

界
と

『
源
氏
物
語
』
の
世
界
が
ま

っ
た
く
隔
絶
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

次
の
場
面
か
ら
見
て
取
れ
る
。

ｂ

「
…
…
い
と
角
生
ひ
、
目

一
つ
あ
ら
む
が
、
な
ほ
品
の
ほ
ど
も
あ
な
づ

ら
は
し
か
ら
ざ
ら
む
人
間
き
こ
そ
い
峻
一き
心
ざ
し
な
く
て
も
、
用
ゐ
ら

る
べ
き
も
の
に
は
は
べ
れ
。
さ
る
基
さ
だ
め
て
、
う
ち
忍
び
て
は
、
海

人
の
子
を
も
尋
ね
は
べ
ら
む
。
…
…
」
　
　
　
　
　
（巻

一　
四
五
頁
）

17



こ
れ
は
、
先
に
見
た

ａ
の
場
面
に
先
行
す
る
く
だ
り
で
、
宮
中
将
が
中
納

言
に
女
性
論
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
も

「海
人
の
子
」
と
い
う
表
現

が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
直
前
の

「
さ
る
基
」
＝
歴
と
し
た
正
妻

と
の
対
に
な

っ
て
お
り
、
忍
び
妻
と
い
っ
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
着
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
新
編
全
集

の
頭
注
が

「
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の

「
海
人

の
子
な
れ
ば
」
が
ひ
び
い
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
夕
顔
の
イ
メ
ー
ジ

が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
宮
の
中
将

の
こ
と
ば
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
中
納
言
に
反
劉
さ
れ
る
。

ｃ

「
宮
の
中
将
の
言
ひ
し
や
う
に
、
深
き
山
の
麓
、
さ
び
し
き
蓬
、
葎
の

下
よ
り
、
あ
り
し
月
影
を
見

つ
け
た
ら
ば
、
げ
に
い
み
じ
き
山
人
の
女

と
い
ふ
と
も
、
苦
し
か
る
べ
き
や
う
も
な
く
、
心
の
惹
く
に
ま
か
せ
て

も
、
も
て
な
し
迎

へ
寄
せ
て
む
か
し
。
…
…
」
　

　

（巻

一　

五
〇
頁
）

「
海
人
」
を

「
山
人
」
と
ず
ら
し
な
が
ら
も
、
表
現
的
に
は
、
夕
顔
巻
Ｂ

の

「
ま
こ
と
に
海
人
の
子
な
り
と
も
」
と
繋
が

っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
ふ

た

つ
の
場
面
を
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
が

立
ち
現
れ
て
く
る
仕
掛
け
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
面

を
踏
ま
え
て
、

ａ
の
く
だ
り
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
夜

の
寝
覚
』
に
お
け
る
、
か
な
り
高
度
な

〈源
氏
物
語
取
り
〉
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な

『夜
の
寝
覚
』
の
意
図
を
、
後
代

の
物
語
が
必
ず
し
も
正
確
に
は
理
解
し
て
い
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
は
、
他
で
も
な
い
、
『夜
の
寝
覚
』
の
改
作
本
た
る
中
村
本

『夜
寝
覚

物
五
Ｌ

に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

「
い
か
が
は
せ
ん
。
さ
る
べ
き
宿
世
こ
そ
あ
る
ら
め
。
お
の
づ
か
ら
中

納
言
殿
、
日
と
ど
め
給
ふ
事
も
あ
ら
ば
、
さ
ば
か
り
殿
の
、
『
い
か
な

る
海
人
の
子
な
り
と
も
、
こ
の
中
納
言
の
子
と
名
の
ら
ば
』
と
、
よ
に

心
も
と
な
く
思
し
嘆
き
た
る
に
、
さ
や
う
の
事
も
あ
ら
ば
、
異
事
の
め

で
た
か
ら
ん
よ
り
も
、
身
に
あ
ま
り
た
る
幸
ひ
に
て
こ
そ
あ
ら
め
」
と
、

忍
び

つ
つ
言
ひ
ゐ
た
る
に
、
…
…
　
　
　
　
　
　
（巻

一
　

一壬
ニ
ハ
頁
）

こ
の
場
面
は
、
原
作

ａ
の
場
面
を
ほ
ぼ
忠
実
に
模
し
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
に
置
か
れ
た

「
い
か
な
る
海
人
の
子
な
り
と
も
」
の
表
現
は
、

ａ
の

「
い
か
な
る
海
人
の
子
の
も
と
に
あ
り
と
も
」
と
微
妙
な
差
異
を
見
せ

る
。

つ
ま
り
、
原
作
の

「
海
人
の
子
」
が
ひ
と
ま
と
ま
ヶ
で
相
手
の
女
性
を

指
し
て
い
た
の
に
対
し
、
中
村
本
の
表
現
で
は
、
原
作
の

「
も
と
に
あ
り
」

が
な
く
な

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
海
人
」
が
女
性
を
、
「
子
」
が
こ
ど
も
を

指
す
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
厄
介
な
こ
と
に
、
表
面
的
な
表
現

だ
け
見
れ
ば
、
中
村
本
の

「
い
か
な
る
海
人
の
子
な
り
と
も
」
は
、
原
作
の

「
い
か
な
る
海
人
の
子
の
も
と
に
あ
り
と
も
」
よ
り
も
、
源
泉

で
あ
る

『
源

氏
物
語
』
の

「
ま
こ
と
に
海
人
の
子
な
り
と
も
」
に
近
づ
い
て
見
え
る
。
素

直
な

〈源
氏
物
語
取
り
〉
の
用
例
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
内

実
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
理
解
し
て
い
な
い
、
誤
用
と
し
か
言
え
な

い
用
法
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
中
村
本
は
、
原
作
に
お
け

る
ｂ

。
ｃ
に
該
当
す
る
場
面
を
、
ま
る
ご
と
欠

い
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

「
海
人
」
＝
卑
し
い
者
と
い
う
共
通
理
解
を
除
け
ば
、
源
泉
で
あ
る

『
源
氏

物
語
』
と
は
隔
絶
し
た
も
の
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

今
、
『
し
の
び
ね
物
語
』
・
『
夜
の
寝
覚
』
に
見
た
よ
う
に
、
後
代
の
物
語



に
お
け
る

〈源
氏
物
語
取
り
〉
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
や
工
夫
を
凝
ら
し
た

上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
世
界
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
再
構
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
原
典
か
ら
の

〈
ず
ら
し
〉
を
、
無
自
覚
な
ま
ま
に
他
の
物

語
が
模
倣
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
距
離
は
ま
す
ま
す

遠
い
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
取
り
込

も
う
と
す
る

〈源
氏
物
語
取
り
〉
と
い
う
方
法
が
、
逆
に
、
『
源
氏
物
語
』

か
ら
後
代
の
物
語
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う

一
因
と
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
、
と

い
う

一
種
ね
じ
れ
た
現
象
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
は
圧
倒

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
原
典
か
ら
の
明
ら
か
な
変
容
と
、
時
に

は
隔
絶
す
ら
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
部
分
に
こ
そ
、
中

世
王
朝
物
語
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
節
以
降
、
そ
の
特
徴
と
は
何
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。

一
一

「
も
の
の
さ
と
し
」
の
表
現
史

『
源
氏
物
語
』
明
石

。
薄
雲
両
巻
で
描
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
天
変
地
異
は
、

物
語
に
お
い
て
、
「
さ
と
し
」
。
「
も
の
の
さ
と
し
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ

っ

て
表
さ
れ
る
。
今
、
そ
の
全
用
例
を
引
い
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

▼
明
石
巻

①

「京
に
も
、
こ
の
雨
風
、
あ
や
し
き
物
の
さ
と
し
な
り
と
て
、
仁
王
会

な
ど
行
は
る
べ
し
と
な
む
聞
こ
え
侍
り
し
。
内
に
参
り
給
ふ
上
達
部
な

ど
も
、
す
べ
て
道
閉
ぢ
て
、
政
も
絶
え
て
な
む
侍
る
」
な
ど
、
は
か
ば

か
し
う
も
あ
ら
ず
、
か
た
く
な
し
う
語
り
な
せ
ど
、
…
…
　
（五
三
頁
）

②
君
お
ぼ
し
ま
は
す
に
、
夢
う

つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
静
か
な
ら
ず
、
さ
と
し

の
や
う
な
る
事
ど
も
を
、
来
し
方
行
く
末
お
ぼ
し
あ
は
せ
て
、
…
…
夢

の
中
に
も
父
帝
の
御
教

へ
あ
り

つ
れ
ば
、
又
何
ご
と
か
疑
は
む
、
と
お

ぼ
し
て
、
御
返
り
の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（五
九
頁
）

③
そ
の
年
、
朝
廷
に
も
の
の
さ
と
し
し
き
り
て
、
物
騒
が
し
き
事
多
か
り
。

二
月
十
三
日
、
神
鳴
り
ひ
ら
め
き
、
雨
風
騒
が
し
き
夜
、
帝
の
御
夢
に
、

院
の
帝
、
御
前
の
御
階
の
も
と
に
立
た
せ
給
ひ
て
、
御
気
色
い
と
あ
し

う
て
、
院
み
き
こ
え
さ
せ
給
ふ
を
、
か
し
こ
ま
り
て
お
は
し
ま
す
。

（七
三
頁
）

④
去
年
よ
り
、
后
も
御
物
の
怪
悩
み
給
ひ
、
さ
ま
ざ
ま
の
物
の
さ
と
し
し

き
り
、
騒
が
し
き
を
、
い
み
じ
き
御

つ
つ
し
み
ど
も
を
し
給
ふ
じ
る
し

に
や
よ
ろ
し
う
お
は
し
ま
し
け
る
御
目
の
悩
み
さ
へ
、
こ
の
頃
重
く
な

ら
せ
給
ひ
て
、
物
心
細
く
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ば
、
七
月
廿
余
日
の
程
に
、

又
重
ね
て
、
京

へ
帰
り
給
ふ
べ
き
宣
旨
く
だ
る
。
　
　
　
　
（八

一
頁
）

▼
薄
雲
巻

⑤
そ
の
年
、
大
方
、
世
の
中
さ
は
が
し
く
て
、
朝
廷
ざ
ま
に
も
の
の
さ
と

し
し
げ
く
、
の
ど
か
な
ら
で
、
天

つ
空
に
も
例
に
違

へ
る
月
日
星
の
光

見
え
、
雲
の
た
た
ず
ま
ひ
あ
り
と
の
み
、
世
の
人
お
ど
ろ
く
事
多
く
て
、

道
々
の
勘
文
ど
も
奉
れ
る
に
も
、
あ
や
し
く
世
に
な
べ
て
な
ら
ぬ
事
ど

も
ま
じ
り
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
〓
一八
頁
）

周
知
の
通
り
、
明
石
巻
で
は
、
須
磨
で
起
こ
っ
た
暴
風
雨
が
都
に
ま
で
及

び
、
後
に
光
源
氏
を
帰
京

へ
と
導
く
き

っ
か
け
と
な
る
。
ま
た
、
薄
雲
巻
で

は
、
こ
の
騒
ぎ
の
最
中
に
藤
壺
が
死
去
、
冷
泉
帝
が
自
身
の
出
生
を
知
る
原



因
と
な

っ
た
出
来
事
で
も
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、

物
語
の
大
き
な
転
換
点
に
置
か
れ
る
事
象
と
し
て

「
も
の
の
さ
と
し
」
が
あ

り
、
そ
れ
は
、
③

「
朝
廷
に
」
。
⑤

「朝
廷
ざ
ま
に
」
と
い
う
こ
と
ば
が
冠

せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
神
仏
な
ど
の
お
告
げ
が
、
非
常
に

大
規
模
な
、
朝
廷

レ
ベ
ル
で
の
災
害
と
し
て
顕
現
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
①

に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
朝
廷
で
の
仁
王
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら

も
、
そ
の
被
害
の
大
き
さ
は
看
取
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
中
世
王
朝
物
語
に
も
ま
た
、
「
も
の
の
さ
と
し
」
と
い
う
こ
と
ば

は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
用
例
を
見
る
と
き
、

『
源
氏
物
語
』
と
の
明
ら
か
な
差
異
に
愕
然
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。

い
か
が
し
て
今

一
夜
だ
に
心
や
す
く
明
か
さ
ん
と
思
し
た
ば
か
る
に
、

さ
と
し
な
ら
ぬ
事
も
さ
と
し
な
る
さ
ま
に
や
と
り
な
さ
れ
け
ん
、
こ
の

内
蔵
頭
の
家
に
、
方
違

へ
た
ま
ふ
べ
き
に
、
あ
る
夜

一
夜
出
で
き
て
、

わ
り
な
く
か
ま
へ
て
あ
ひ
見
給
ふ
心
尽
く
し
に
、
宇
治
川
の
遠
の
里
思

ひ
や
ら
れ
て
、
人
目
絶

へ
て
語
ら
ひ
暮
ら
し
給
ふ
。

翁
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』

〓
一四
二
頁
）

女
君
に
な
ん
と
し
て
で
も
会
い
た
い
男
君
が
、
「
さ
と
し
な
ら
ぬ
事
も
さ

と
し
な
る
さ
ま
に
」
取
り
繕

っ
て
方
違
え
の
口
実
と
し
、
逢
瀬
の
き

っ
か
け

を
作
る
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

「
さ
と
し
」
は
、

極
め
て
個
人
的
な

「
さ
と
し
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
「
思
し
た
ば
か
る
」
と

い
う
こ
と
ば
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
際
に

「
さ
と
し
」
が
あ

っ
た
の

か
ど
う
か
さ
え
も
疑
わ
し
い
。
『
源
氏
物
語
』
の

「
さ
と
し
」
の
用
例
と
は
、

明
ら
か
に
位
相
が
違
う
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
た
だ
ち
に
、
中
世
王
朝
物
語
の
質

。
作
者
の
力
量
不
足

な
ど
と
い
っ
た
問
題

へ
と
帰
し
て
は
な
ら
な
い
。
俯
欧
的
に
物
語
の
表
現
史

を
辿
る
と
き
、
実
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
こ
そ
が
異
質
で
あ
る
こ
と
に

気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
新
中
納
言
、
…
…
小
野
よ
り
も
の
し
給
ひ
て
。
「
い
と
う
れ

し
く
も
の
し
給

へ
る
。
『
遅
く
お
は
せ
ば
、
御
迎

へ
に
ま
う
で
む
』
と

な
む
。
こ
こ
は
い
と
か
く
便
な
き
を
、
日
ご
ろ
侍
る
所
に
物
の
さ
と
し

な
ど
せ
し
か
ば
、
先

つ
頃
二
条
殿
に
な
む
ま
か
り
渡
り
て
侍
る
に
、
そ

こ
に
お
は
し
て
、
聞
こ
え
し
や
う
に
、
内
に
入
り
て
お
は
し
ま
せ
」
と

聞
こ
え
給

へ
ば
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
二
八
頁
）

『
う

つ
ほ
物
語
』
（国
譲

・
中
）
、
源
実
正
が
弟
実
忠
を
北
の
方
に
会
わ
せ

る
た
め
に
、
善
意
の
嘘
を

つ
く
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
の
用
例
は
、
「
日

ご
ろ
侍
る
所
」
で
起
こ
っ
た
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
設
定
、
実
際
に

「
さ
と
し
」
は
起
こ
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
、
男
女
の
再
会
の
口
実
に
な

る
と
い
う
機
能
ま
で

『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
と
酷
似
し
て
お
り
、
『
う

つ

ほ
物
語
』
と

『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
を
飛
び

越
え
、　
一
直
線
に
繋
が

っ
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る
物
語
文
学
に
お
い
て
、
「
も
の
の
さ
と
し
」
の

用
例
は
こ
の

『
う

つ
ほ
物
語
』
の
例
が
唯

一
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
く
だ

り
は
話
の
本
筋
に
無
関
係
な
場
面
に
置
か
れ
て
お
り
、
「
も
の
の
さ
と
し
」

を
物
語
の
主
筋
を
動
か
す
大
き
な
力
と
し
て
定
位
し
た
の
は

『
源
氏
物
語
』

で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い

の
は
、
『
う

つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る

「
も
の
の
さ
と
し
」
が
個
人

レ
ベ
ル
の



「
さ
と
し
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
さ
と
し
」
と
い
う
語

は
、
「古
く
よ
り
神
の
告
げ
知
ら
せ
の
意
に
用
い
ら
れ
て
叫
」
た
の
で
あ
っ

て
、
公
的

。
私
的
、
両
方
の
意
味
合
い
を
持
ち
う
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
引
い
た

『
源
氏
物
語
』
の
用
例
に
お
い
て
も
、
よ
り
細
か
く
見
て
い
け

ば
、
②
は
光
源
氏
、
④
は
弘
徽
殿
大
后
の
身
に
起
こ
っ
た

「
さ
と
し
」
で
あ

り
、
朝
廷
レ
ベ
ル
の

「
さ
と
し
」
と
連
動
し
つ
つ
も
、
個
人
レ
ベ
ル
の

「
さ

と
し
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、
こ
と
さ
ら
に
大
規
模
な

「
さ
と
し
」
に
は
、
「朝
廷
ざ
ま
に
」
と
、
そ

の
対
象
を
明
確
化
す
る
こ
と
ば
が
付
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
「
も
の
の
さ
と
し
」
の
表
現
史
に
お
い
て
、
『源
氏
物
語
』

こ
そ
が
異
質
で
あ
る
最
大
の
要
因
と
は
、
そ
の
公
的
な
性
質
に
よ
る
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
公
的
な
性
質
を
持

つ

「
さ
と

し
」
の
源
泉
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
史
書
や
男
性
の
漢
文
日
記
に
求
め

ら
れ
る
。
『小
右
記
』
（寛
弘
二
年
十

一
月
十

一
日
）
の
記
事
を
挙
げ
て
お
く
。

乙
卯
、
参
内
、
…
…
蔵
人
広
業
朝
臣
伝
綸
旨
於
左
府
公
、
内
宴
可
行
乎
、

今
年
豊
年
、
而
天
変
性
異
相
働
、
…
…
六
月
以
後
天
変
廿
九
ケ
度
、
又

神
社
仏
寺
多
有
佐
異
、
依
定
申
内
宴
停
止
、
…
…
幸
八
省
可
被
行
如
法

仁
王
会
、
又
七
大
寺
延
暦
寺
仁
王
経
御
読
経
、
…
…
　
　
（二
〇
五
頁
）

こ
こ
で
語
ら
れ
る
天
変
は
、
「佐
異
」
と
い
う
語
で
表
さ
れ
、
「仁
王
会
」

が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
事
か
ら
も
、
『源
氏
物
語
』
の

「も
の
の
さ
と
し
」

と
共
通
す
る
点
が
多
く
見
ら
れ
る
。
古
注
に
は
、
先
に
引
い
た
①

・
⑤
の
用

例
に
対
し
て

「佐
異
と
い
ふ
な
り
」
翁
幌
江
入
楚
り

と
い
う
注
が
付
さ
れ

て
お
り
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

「
も
の
の
さ
と
し
」
と
、
漢
文
史
料
に

お
け
る

「
性
異
」
と
が
、
同

一
の
現
象
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
た
朝
廷
に
対
す
る

「
も
の
の
さ
と

し
」
と
は
、
そ
れ
ま

で
史
書
な
ど
、
〈公
〉
的
な
書
物

に
し
か
描
か
れ
な

か

っ
た
も
の
を
、
〈私
〉
的
な
物
語
と
い
う
場
に
取
り
込
み
、
し
か
も
そ
れ

に
重
要
な
意
味

・
機
能
を
持
た
せ
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
『
紫
式
部
日

記
』
に
お
け
る

「
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
。
ま
こ
と
に

才
あ
る
べ
し
」
公
一〇
八
頁
）
と
い
う

一
条
天
皇
の
評
を
引
く
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
は
、
物
語
の
表
現
史
に
お
け
る

『
源
氏
物
語
』
の
ひ
と

つ
の
達
成

で

あ

っ
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
王
朝
物
語
は
、
こ
の
達
成
を
な
ん
ら
引
き
継
い

で
い
な
い
の
で
あ
る
。
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る

「
さ
と
し
」
の
例
を
、
も

う

一
例
引
い
て
お
く
。

今
は
心
や
す
け
れ
ば
、
ひ
と

へ
に
お
り
さ
せ
給
ひ
な
ん
の
御
心
ま
う
け

な
り
。
同
じ
帝
と
申
せ
ど
、
あ
ま
ね
き
御
心
に
て
、
数
な
ら
ぬ
賎
男
ま

で
も
思
し
は
ぐ
く
み
、
う
る
は
し
か
り
け
る
御
政
を
、
惜
し
み
聞
こ
え

ぬ
人
な
し
。
殿
な
ど
も
、
許
し
た
て
ま

つ
り
給
は
ね
ど
、
も
の
の
さ
と

し
し
げ
け
れ
ば
、
い
か
さ
ま
に
も
の
ど
か
に
と
思
し
て
、
四
月
朔
日
ご

ろ
に
御
国
譲
り
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
苔
の
衣
』

一
一九
頁
）

帝
の
譲
位
に
関
わ
る
箇
所
で
あ
る
。
た
し
か
に
政
治
的
な

「
も
の
の
さ
と

し
」
で
は
あ
る
が
、
こ
の
く
だ
り
に
お
い
て
は
、
単
な
る
付
け
足
し
の
よ
う

な
感
を
拭
え
な
い
。
「
も
の
の
さ
と
し
」
以
前
か
ら
、
「
ひ
と

へ
に
お
り
さ
せ

給
ひ
な
ん
」
と
、
帝
の
譲
位
の
決
意
は
固
く
、
動
機
付
け
と
し
て
も
や
や
弱



い
う
え
に
、
こ
の
場
面
は
物
語
の
本
筋
に
さ
し
た
る
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
の

「
も
の
の
さ
と
し
」
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
『
源
氏
物
語
』
が
な
け
れ
ば
、
『
苔
の
衣
』
の
よ
う
に
、
帝
の

譲
位
の
場
面
に

「
も
の
の
さ
と
し
」
の
語
が
置
か
れ
る
こ
と
す
ら
な
か

っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
は
や
形
骸
化
し
た
、
単
な
る
指
標
に

し
か
す
ぎ
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
の
達
成
は
、
強
烈
な
印
象
だ
け
は
残
し
た

に
せ
よ
、
そ
の
内
実
は
受
け
継
が
れ
な
か

っ
た
。
な
ぜ
受
け
継
が
れ
な
か

っ

た
の
か
と
言
え
ば
、
端
的
に
言

っ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
必
要
で
は
な
か

っ

た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
『
源
氏
物
語
』
の
目
指
し

た
も
の
と
、
中
世
王
朝
物
語
の
目
指
し
た
も
の
の
ズ
レ
を
、
こ
の
差
異
に
感

じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
節
に
お
い
て
、
も
う
し
ば
ら
く

「
さ
と
し
」
の
用
例
を
め
ぐ

っ
て
考
察

を
続
け
た
い
。

〓
一

「
も
の
の
さ
と
し
」
の
変
容

『
源
氏
物
語
』
と
中
世
王
朝
物
語
の
中
間
に
位
置
す
る
平
安
後
期
物
語
は
、

中
世
王
朝
物
語
が

『
源
氏
物
語
』
を
ど
の
よ
う
に
摂
取
し
て
い
っ
た
か
を
考

え
る
際
、
そ
の
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

今
、
『
狭
衣
物
語
』
の

「
も
の
の
さ
と
し
」
の
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

ｉ
殿
の
内
に
お
び
た
た
し
き
も
の
の
さ
と
し
あ
る
を
、
物
間
は
せ
た
ま

へ

ば
、
源
氏
の
宮
の
御
年
あ
た
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
重
く

つ
つ
し
ま
せ
た
ま

ふ
べ
き
よ
し
を
、
あ
ま
た
申
し
た
る
を
、
い
と
恐
ろ
し
う
お
ぼ
じ
め
じ

お
ど
ろ
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
祈
り
ど
も
、
心
こ
と
に
始
め
な
ど
せ
さ

せ
た
ま
ふ
に
、
殿
の
御
夢
に
も
、
「賀
茂
よ
り
」
と
て
、
爾
宜
と
お
ぼ

し
き
人
参
り
て
、
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
二
　
一
〓
一九
頁
）

＝
斎
宮
も
あ
や
し
う
さ
と
し
が
ち
に
て
、
宮
も
な
や
ま
し
げ
に
し
た
ま
ふ

よ
し
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
嵯
峨
の
院
な
ど
も
お
ぼ
し
嘆
く
に
、
天
照
神
の
御

気
配
、
い
ち
じ
る
く
現
れ
出
で
た
ま
ひ
て
、
さ
だ
さ
だ
と
の
た
ま
は
す

る
こ
と
ど
も
あ
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
四
　
一二
〓
二
頁
）

『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
こ
の
二
例
の

「
も
の
の
さ
と
し
」
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
ｉ
の

「
さ
と
し
」
は
源
氏
宮
の
斎
院

へ
の
卜
定
を
、
＝
の

「
さ

と
し
」
は
狭
衣
大
将
の
即
位
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
促
す
も
の
で
あ

っ
て
、
極
め

て
政
治
的
か

つ
物
語
の
展
開
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
重
要
な
場
面
に

「
さ
と

し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。　
一
見
す
る
と
、
『
狭
衣
物
語
』
の
表
現
は
、
『
源
氏

物
語
』
の
達
成
を
忠
実
に
引
き
継
ぐ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
し

か
し
、
波
線
を
付
し
た
箇
所
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ｉ
は

「
殿
の
内
」
で
起

こ
っ
た

「
源
氏
の
宮
」
個
人
に
対
す
る
も
の
、
＝
も

「斎
宮
」
個
人
に
対
し

て
の
神
託
で
あ

っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

「朝

廷
ざ
ま
」
の

「
も
の
の
さ
と
し
」
と
は
、
や
や
位
相
の
ズ
レ
を
感
じ
さ
せ
る
。

つ
ま
り
、
『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
は
、
物
語
を
動
か
す
力
と
し
て
の

「
も

の
の
さ
と
し
」
の
機
能
は
保
持
し

つ
つ
も
、
個
人

レ
ベ
ル
の

「
さ
と
し
」

へ

と
、
そ
の
内
容

の
変
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

『
源
氏
物
語
』
を
十
分
に
意
識
し

つ
つ
も
、
新
た
な
物
語
を
切
り
開
こ
う
と

す
る

『狭
衣
物
語
』
の
意
図
的
な
操
作
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

第

一
節
で
検
討
し
た
通
り
、
こ
の
よ
う
な
変
容
こ
そ
が
後
代
の
作
品
に
対
し



て
重
い
意
味
を
持

つ
。
『
夜
の
寝
覚
』
の
例
も
挙
げ
て
お
く
。

七
月

一
日
、
い
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
も
の
の
さ
と
し
し
た
り
。
お
ぼ

し
お
ど
ろ
き
て
、
物
間
は
せ
た
ま

へ
ば
、
「中
の
姫
君
の
御
年
あ
た
り

て
、
重
く

つ
つ
し
み
た
ま
ふ
べ
し
」
と
な
む
、
あ
ま
た
の
陰
陽
師
か
ん

が

へ
申
し
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻

一　

一
三
二
頁
）

物
語
の
始
発
に
置
か
れ
た
こ
の

「
も
の
の
さ
と
し
」
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
中
君

の
物
忌
を
告
げ
る
も
の
で
、
そ
の
方
違
え
に
向
か

っ
た
九
条
の
家
に
お
い
て
、

男
君
と
の
あ
や
に
く
な
契
り
が
結
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
契
り
か
ら
始

ま
る
中
君
の
苦
悩
の
半
生
こ
そ
が
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
主
題
で
あ
る
こ
と
は

論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る

「
も
の
の
さ

と
し
」
と
は
、
物
語
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
非
常
に
重
い
意
味
を
持

っ
て

い
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
政
治
的
な
意
味
合
い
は
皆
無
で
あ

る
。
あ
く
ま
で
中
君
個
人

に
起

こ

っ
た
、
極
め
て
私
的
な

「
も
の
の
さ
と

し
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
『夜

の
寝
覚
』
も
ま
た
、
物
語
展
開
の

動
機
と
し
て
の

「
も
の
の
さ
と
し
」
と
い
う

『
源
氏
物
語
』
の
達
成
は
引
き

継
ぎ

つ
つ
も
、
そ
の
内
実
を
個
人

レ
ベ
ル
ヘ
と
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

Ｚつ
。そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
物
語
展
開
の
動
機
と
な
り
え
、
か

つ
、
あ
く
ま

で
私
的
な

「
も
の
の
さ
と
し
」
こ
そ
が
、
中
世
王
朝
物
語
に
受
け
継
が
れ
た

も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

・
七
月
の
朔
日
、
お
そ
ろ
し
き
さ
と
し
の
あ
り
け
る
を
、
騒
ぎ

つ
つ
、
占

は
せ
給
ふ
に
、
「御

つ
つ
し
み
の
事
、
お
と
ひ
め
君
の
御
年
に
あ
た
り

た
る
」
と
申
す
。
　

合
夜
寝
覚
物
語

（中
村
本
と

巻

一　

一壬

〓
二
頁
）

。
い
か
な
る
に
か
、
こ
の
御
身
に
さ
と
し
め
く
こ
と
さ
へ
う
ち

つ
づ
き
も

の
し
給

へ
ば
、
故
尚
侍
の
君
の
御
乳
母
、
木
幡
な
る
所
に
尼
に
な
り
て

お
こ
な
ひ
侍
る
所

へ
、
御
物
忌
と
て
、
女
房
た
ち
三
四
人
具
せ
き
こ
え

て
渡
し
た
て
ま

つ
り
給
ふ
。
　
　
　
　
Ｓ
木
幡
の
時
雨
』

一
八
三
頁
）

原
作

『
夜
の
寝
覚
』
の
改
作
本
た
る
中
村
本
に

「
さ
と
し
」
が
そ
の
ま
ま

使
わ
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て

（改
作
の
取
捨
選
択
の
中
で
、
「
さ
と
し
」

の
語
が
残

っ
た
意
味
は
重
要
視
す
べ
き
だ
ろ
う
）
、
『
木
幡
の
時
雨
』
に
お
い

て
も
、
物
語
の
冒
頭
に
置
か
れ
た

「
さ
と
し
」
が
女
君
を
方
違
え
に
導
き
、

そ
こ
で
男
君
と
の
契
り
が
結
ば
れ
る
と
い
う
展
開
が
、
『
夜
の
寝
覚
』
と
ほ

ぼ
同
型
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
に
、

『夜
の
寝
覚
』
の
直
接
的
な
影
響
を
説
い
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
、
前
節
で
引
い
た

『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
が
、
逢
瀬
の
機
会
を

つ

く
る
口
実
と
し
て

「
さ
と
し
」
を
用
い
て
い
た
よ
う
に
、
〈
さ
と
し
↓
方
違

え
↓
男
女
の
契
り
〉
と
い
う
展
開
は
、
物
語
の
ひ
と

つ
の
典
型
と
し
て

一
般

化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
の

「
も

の
の
さ
と
し
」
と
は
、
男
女
の
逢
瀬
の
き

っ
か
け
と
し
て
の
み
、
重
要
な
意

味
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

足
立
繭
子
氏
は
、
『
苔
の
衣
』
に
お
け
る

『
狭
衣
物
語
』
引
用
を
検
討
し
、

「
苔
の
衣
』
は
、
断
片
的
な

『狭
衣
』
引
用
の
果
て
に
、
む
し
ろ

『
狭
衣
』

の
表
現
も
ま
た
さ
ら
に
は

『
源
氏
』
の
表
現
さ
え
も
く
ぐ
り
抜
け
、
そ
れ
ら

が
指
し
示
す
の
よ
り
は
、
ず

っ
と
剥
き
出
し
の
、
あ
る
種
始
源
的
な
物
語
を

提
示
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
「始
源
的
な
物
語
」
、
そ
れ
は
や

は
り
、
〈男
女
の
仲
ら
い
〉
を
主
眼
と
し
た
物
語
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



中
世
王
朝
物
語
の
多
く
は
、
政
治
的
な
要
素
が
薄
い
。
帝
は
ひ
と
り
の
恋

す
る
男
と
な
り
、
朝
廷
は
主
人
公
を
出
世
さ
せ
る
程
度
の
働
き
し
か
持
た
な

い
。
そ
れ
が
、
物
語
の
冗
漫
さ
に
も
繋
が
り
、
時
代
の
制
約
を
受
け
た
恋
愛

模
様
の
み
が
語
ら
れ
る
物
語
展
開
は
、
個
々
の
作
品
の
類
似
化
を
招
く
。
し

か
し
、
そ
も
そ
も
物
語
が
本
来
的
に

「
女
ノ
御
心
ヲ
ヤ
ル
物
」
「
三
宝
絵
』

序
　
エハ
頁
）
で
あ

っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
政
治
的
な
要
素
な
ど
必
要
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
公
／
私
両
面
の
要
素
を
、
抜
き
差
し
な
ら
な

い
物
語
の
要
素
と
し
て
取
り
込
ん
だ

『
源
氏
物
語
』
こ
そ
が
異
質
で
あ

っ
て
、

中
世
王
朝
物
語
は
、
本
来
あ
る
べ
き
物
語
の
姿
を
取
り
戻
し
て
い
る
、
と
さ

え
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
も
の
の
さ
と
し
」
の
変
容
は
、
中
世
王
朝

物
語
の
指
向
性
を
端
的
に
表
す
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。足

立
氏
は
、
さ
ら
に
、
「
こ
の
よ
う
な
転
倒
し
た
あ
り
方
は
、
例
え
ば
、

「
準
拠
例
」
と
認
定
し
さ
え
す
れ
ば
、
「
先
例
」
（と
い
う
始
源
）
を
捏
造
し

て
し
ま
い
う
る
中
世
源
氏
学
の
あ
り
方
と
、
お
そ
ら
く
は
パ
ラ
レ
ル
な
も
の

だ
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
た
し
か
に
、
両
者
の
ベ
ク
ト
ル
の
向
き
は
同

じ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
の

〈公
〉
の
部
分
を
肥
大
化
さ
せ

て
い
っ
た
の
が
中
世
源
氏
学
の
姿
勢
で
あ

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
中
世
王
朝

物
語
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
『
源
氏
物
語
』
の

〈私
〉
の
部
分
を
肥
大
化
さ

せ
て
い
っ
た
営
為
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
、
中
世
王
朝
物

語
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
享
受
史
に
お
い
て
、
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
て
は

こ
な
か

っ
た
が
、
鎌
倉

・
室
町
の
注
釈
書
群
と
対
極
的
な
位
置
に
、
そ
れ
は

定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る

『
源
氏
物
語
』
享
受
を
め
ぐ

っ
て
、
い

く

つ
か
の
表
現
を
辿
り
な
が
ら
、
そ
の
実
相
を
考
察
し
た
。
『
源
氏
物
語
』

と
い
う
ひ
と

つ
の
達
成
を
見
な
が
ら
も
、
な
ぜ
そ
の
後
も
物
語
は
生
み
出
さ

れ
続
け
た
の
か
。
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
意
図
と
目
的
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ

る
。
中
世
王
朝
物
語
は
、
『
源
氏
物
語
』
か
ら
変
容
し
隔
絶
し

つ
つ
も
、　
一

面
で
は

『
源
氏
物
語
』
を
肥
大

・
発
展
さ
せ
た
営
為
と
し
て
あ

っ
た
。

本
稿
で
は
、
中
世
王
朝
物
語
総
体
と
し
て
の
特
徴
を
探
る
こ
と
を
主
眼
と

し
た
た
め
に
、
個
々
の
作
品
解
釈
に
つ
い
て
は
、
粗
雑
な
も
の
と
な

っ
て
し

ま

っ
た
。
理
解
の
足
ら
な
い
点
が
あ
れ
ば
、
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
の
考
察
を
通
し
て
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
け
る

『夜
の
寝

覚
』
の
影
響
は
、
看
過
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
の
印
象
を
持

っ
た
。
『
夜

の
寝
覚
』
そ
の
も
の
の
享
受
に
つ
い
て
も
不
明
な
点
は
多
い
が
、
『
源
氏
物

語
』
か
ら
中
世
王
朝
物
語
に
至
る
過
程
に
お
け
る
大
き
な
屈
折
点
と
し
て
、

個
々
の
作
品

へ
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
文
学
史
的
な
位
置
付
け
に
も
再
考
の

余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
考
察
し
て
い
き
た

い
。圧̈（１

）

安
達
敬
子

「源
氏
物
語
と
い
う
拘
束
―

『苔
の
衣
』
・
『木
幡
の
時
雨
』
の

場
合
―
」
「
源
氏
世
界
の
文
学
』
清
文
堂

Ｈ
ｌ７
）

（２
）

辛
島
正
雄

「『木
幡
の
時
雨
』
再
検
討

（そ
の
二
）
―

『源
氏
小
鏡
』
と

の
関
係
を
中
心
に
」
「
中
世
王
朝
物
語
史
論

下
巻
』
笠
間
書
院

Ｈ
ｌ３
）



（３
）

そ
の
他
に
も
、
以
下
の
例
が
確
認
で
き
る
。
『狭
衣
物
語
』
の
例
と
合
わ

せ
て
列
挙
し
て
お
く
。

『狭
衣
物
語
』
巻

一
（狭
衣
中
将
＝
飛
鳥
井
女
君
）

ま
た
我
が
ゆ
く
へ
を
も
海
人
の
子
と
だ
に
名
の
ら
ね
ば
、
心
く
ら
べ
に

て
、
た
だ
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
言
ひ
慰
め
つ
つ
、
こ
の

世
な
ら
ぬ
契
り
を
ぞ
か
は
し
た
ま
ひ
け
る
。
　
　
　
　
　
　
（七
〇
頁
）

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
巻

一

（
二
位
中
納
言
）

「
よ
し
や
、
い
く
ほ
ど
な
か
ら
ん
世
は
、
か
や
う
に
て
宿
も
さ
だ
め
ず
、

海
人
の
子
な
ど
の
や
う
に
て
も
あ
れ
か
し
。

つ
ゐ
の
住
み
か
と
、
い
づ

く
を
思
ふ
べ
き
に
て
も
あ
ら
ず
。
な
か
な
か
な
ら
む
あ
た
り
に
、
こ
と

う
る
は
し
う
と
り
こ
め
ら
れ
ん
心
地
よ
。
…
…
」
な
ど
、
あ
り
し
忍
ぶ

の
通
ひ
路
見

つ
け
ら
れ
に
し
後
よ
り
、
い
と
ど
は
か
な
き
こ
と
も
む
つ

か
し
う
、
懲
り
ぬ
る
心
地
し
た
ま
ふ
け
り
。
　
　
　
　
　
２

九

一
頁
）

『松
浦
宮
物
語
』
巻
二

（弁
少
将
橘
氏
忠
＝
唐
郡
后
）

「
か
ば
か
り
も
夜
な
夜
な
見
ゆ
る
夢
な
ら
ば
別
れ
の
道
を
誰
か
急

が
む

か
う
は
か
な
き
雲
の
行
方
ば
か
り
に
は
、
立
ち
と
ま
る
頼
み
や
は
あ
ら

ん
」
と
の
み
恨
む
れ
ど
、
「秋
風
を
だ
に
待
た
ぬ
別
れ
の
道
に
は
あ
り

か
定
め
ぬ
海
人
の
名
の
り
も
、
ま
し
て
」
と
つ
れ
な
け
れ
ば
、
恨
み
は

尽
き
ぬ
も
の
か
ら
、
言
ひ
し
ら
ぬ
思
ひ
の
み
ま
さ
り
て
、
…
…

全
一〇
六
頁
）

（４
）

一三
角
洋

一
氏
は
、
散
逸
物
語

『
あ
ま
人
』
を
め
ぐ

っ
て
、
「
あ
ま
の
子
な

れ
ば
名
の
る
に
足
ら
ず
」
「
あ
ま
の
子
な
り
と
も
思
い
妻
に
せ
ん
」
と
い
う

世
の
た
と
え
は
、
『
あ
ま
人
』
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述

べ
る

∩
『
あ
ま
人
』
の
成
立
と
趣
向
」
翁
物
語
の
変
貌
』
若
草
書
房

Ｈ

８
と

が
、
も
し
か
り
に

『
あ
ま
人
』
が
夕
顔
巻
の
場
面
に
な
ん
ら
か
の
影

響
を
与
え
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
先
に
見
た

『木
幡
の
時
雨
』
の
例

の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
夕
顔
巻
と
類
似
す
る
用
例
を
見
れ
ば
、
後
代
の
物
語

に
お
け
る

『源
氏
物
語
』
の
影
響
力
は
動
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（５
）

『
し
の
び
ね
物
語
』
に
お
け
る

『源
氏
物
語
』
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
た
。
参
照
願
い
た
い
。

拙
稿

「『
し
の
び
ね
物
語
』
の
基
底
―
源
泉
と
し
て
の

『源
氏
物
語
』
明
石

一
族
の
物
語
―
」
（
詞
林
』
２５

Ｈ
・０

・
‐０
）

（６
）

室
町
和
歌
に
詠
ま
れ
る

「海
人
の
子
な
れ
ば
」
が
、
時
に
誤
用
さ
れ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（安
達
敬
子

「源
氏
詞
の
形
成
―
源
氏
寄
合
以
前

―
」
（前
掲

（１
）
書
と
。
「海
人
の
子
な
り
と
も
」
の
表
現
に
つ
い
て
も
、

和
歌
史
と
の
関
わ
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
だ
調
査
が
及
ん
で
い

な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ち
な
み
に
、
『源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、

「
い
か
な
る
…
…
と
も
」
と
い
う
表
現
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
、
中
世
王
朝
物
語
に
お
い
て
は
、
慣
用
的
な
表
現
と
し
て
一
般
化
し
て
い

た
よ
う
で
、
『石
清
水
物
語
』
に
も
同
様
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
こ
と
に
田
舎
人
と
言
ひ
つ
る
は
違
は
ざ
り
け
り
、
さ
ら
に
さ
ば
か
り

の
際
と
も
覚
え
ず
、
目
も
及
ば
ず
気
高
く
、
由
あ
り
つ
る
さ
ま
は
、
い

か
な
る
海
人
の
子
な
り
と
聞
く
と
も
、
心
劣
り
す
べ
き
心
地
せ
ず
。

（上
　
一
八
頁
）

（７
）

「も
の
の
さ
と
し
」
は

一
語
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
漠

然
と
し
た

「も
の
」
の
起
こ
す

「
さ
と
し
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
「さ

と
し
」
単
独
の
用
例
と
同
義
と
考
え
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
「夢
の
さ
と
し
」

と
い
う
言
い
方
は
あ
る
が
、
響
ク
の
も
の
の
さ
と
し
」
と
い
う
用
例
は
見
出

せ
な
い
こ
と
か
ら
、
「
さ
と
し
」
の
主
体
を
朧
化
し
た
表
現
が

「も
の
の
さ

と
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（８
）

物
語
文
学
以
外
で
は
、
次
の

『蜻
蛉
日
記
』
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
五
月
に
、
帝
の
御
服
脱
ぎ
に

（登
子
が
）
ま
か
で
給
ふ
に
、
さ
き
の
ご

と

「
こ
な
た
に
」
な
ど
あ
る
を
、
「夢
に
も
の
し
く
見
え
し
」
な
ど
言

ひ
て
、
あ
な
た
に
ま
か
で
給
へ
り
。
さ
て
し
ば
し
ば
夢
の
さ
と
し
あ
り

け
れ
ば
、
「違
ふ
る
わ
ざ
も
が
な
」
と
て
、
七
月
、
月
の
い
と
あ
か
き



に
、
か
く
の
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
（上

（安
和
元
年
）
・
八
七
頁
）

・
い
か
な
る
に
か
あ
ら
ん
、
あ
や
し
う
も
心
細
う
、
一涙
浮
か
ぶ
日
な
り
。

「立
た
ん
月
に
死
ぬ
べ
し
」
と
い
ふ
さ
と
し
も
し
た
れ
ば
、
こ
の
月
や

と
も
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（下

（天
禄
三
年
）
。
一
九
五
頁
）

ひ
と
つ
め
の
用
例
は
、
兼
家
の
同
母
妹
た
る
登
子
の
身
に
、
ふ
た
つ
め
の
用

例
は
、
道
綱
母
の
身
に
起
こ
っ
た

「
さ
と
し
」
で
あ
る
。
や
は
り
こ
こ
も
、

あ
く
ま
で
個
人
レ
ベ
ル
で
の

「
さ
と
し
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
捉
え
れ
ば
よ

い
だ
ろ
う
。

（
９
）

森
正
人

「
モ
ノ
ノ
ヶ

ｏ
モ
ノ
ノ
サ
ト
シ

・
物
佐

・
性
異
―
憑
霊
と
怪
異
現

象
と
に
か
か
わ
る
語
誌
―
」
「
国
語
国
文
学
研
究
』
２７

Ｈ
３

・
９
）

（１０
）

「佐
異
」
と
い
う
語
の
定
義
、
「
も
の
の
さ
と
し
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て

は
、
前
掲
注

（９
）
論
考
参
照
。

（
ｎ
）

足
立
繭
子

「転
倒
し
た

『狭
衣
物
語
』
―
鎌
倉
物
語

『
苔
の
衣
』
と

《始

源
》
な
る
も
の
へ
の
指
向
」
釜
］井
美
弥
子
編

『
〈
み
や
び
〉
異
説
―

『
源
氏

物
語
』
と
い
う
文
化
』
森
話
社

Ｈ
９
）

＊

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系

（岩
波
書
店
）
、
中
世
王
朝

物
語
の
引
用
は
鎌
倉
時
代
物
語
集
成

（笠
間
書
院
）
に
そ
れ
ぞ
れ
拠

っ
た
。
な

お
、
読
解
の
便
宜
を
図
り
、
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
他
の

作
品
の
引
用
テ
キ
ス
ト
は
、
以
下
の
通
り
。

・
『
う
つ
ほ
物
語
』
…
…
室
城
秀
之

『
う
つ
ほ
物
語

全
』
（お
う
ふ
う
）

島
狭
衣
物
語
』
…
…
新
潮
日
本
古
典
集
成

（新
潮
社
）

島
夜
の
寝
覚
』
・
『紫
式
部
日
記
』
…
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（小
学

館
）

島
蜻
蛉
日
記
』
・
コ
一宝
絵
』
…
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

（岩
波
書
店
）

島
小
右
記
』
…
…
増
補
史
料
大
成

（臨
川
書
店
）

［付
記
］
本
稿
は
、
中
古
文
学
会
関
西
部
会
第
十
回
例
会

（平
成
十
七
年
六
月
十

一
日

・
於
奈
良
女
子
大
学
）
お
よ
び

〓
多

Ｆ
一ｏ３
”
”】ｏ
●
２
０
ｏ
ユ
ｏヽ
８
８

Ｒ

，
ｏ
国
＞
３

（平
成
十
七
年
八
月
二
十

一
日

・
於
ウ
ィ
ー
ン
大
学
）
で
の
口
頭
発

表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
ご
教
示
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
に
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

―
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
―


