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詞林　第68号　2020年10月

一
、
問
題
の
所
在

　

文
学
作
品
享
受
の
一
端
と
し
て
、
長
大
な
作
品
の
一
部
分
を
抜
き
出

す
（
抄
出
（、
と
い
う
行
為
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
行
為
に
は
、
本
文

や
和
歌
の
直
接
的
な
抄
出
だ
け
で
は
な
く
、
梗
概
の
作
成
や
、
作
品
の

絵
画
化
と
い
っ
た
営
為
も
、
一
部
分
を
掲
出
し
て
示
す
と
い
う
点
を
以

て
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
作
品
理
解
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
長
大
な
作

品
の
一
部
分
を
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ

の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
（
も
し
く
は
、
把
握
し
た
か
の
よ
う

に
見
せ
か
け
る
（
方
法
、
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

抄
出
と
は
、
作
品
創
作
を
め
ぐ
る
二
次
的
行
為
と
規
定
出
来
る
。『
源

氏
物
語
』
享
受
に
お
い
て
も
、
こ
の
抄
出
行
為
は
か
な
り
早
い
段
階
か

ら
確
認
出
来
、
文
字
資
料
以
外
で
あ
れ
ば
絵
画
資
料
が
特
に
注
目
さ
れ

て
き
た（
注
（
（。

　

こ
れ
ま
で
の
『
源
氏
物
語
』
享
受
に
関
す
る
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、

絵
巻
や
屏
風
絵
・
画
帖
・
扇
面
・
色
紙
絵
に
関
す
る
研
究
は
、
特
に
美

術
史
の
分
野
か
ら
蓄
積
が
な
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
も
多
く
の
成
果
が

報
告
さ
れ
て
い
る（
注
（
（。
そ
の
一
方
で
、
絵
と
と
も
に
示
さ
れ
る
本
文

の
抄
出
、
つ
ま
り
詞こ

と
ば

に
着
目
し
た
総
体
的
研
究
は
、『
源
氏
物
語
絵
巻
』

（
隆
能
源
氏
（
の
詞
を
対
象
と
す
る
諸
氏
の
蓄
積
は
あ
る
も
の
の（
注
（
（、

そ
の
他
の
詞
に
注
目
し
た
研
究
は
非
常
に
少
な
い
。
ま
た
、
時
代
に
関

し
て
も
、
室
町
期
以
降
の
諸
資
料
が
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
稀
で
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
史
の
偏
り
は
、
ひ
と
え
に
、
詞
が
絵
巻
の
本
文
（
詞
書
（

の
延
長
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
補
助
的
な
存
在
で
、
そ
れ
ゆ
え
絵
よ
り
も

価
値
が
一
段
劣
る
、
と
の
先
入
観
に
因
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
立
大
学
図
書
館
蔵
『
源
氏
物
語
絵
詞
』

へ
の
、
清
水
好
子
氏
の
言
及
が
注
目
さ
れ
る
。
当
該
本
は
、
室
町
末
期

の
作
と
さ
れ
る
列
帖
装
一
冊
で
、『
源
氏
物
語
』
各
巻
の
中
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
一
～
二
場
面
を
取
り
上
げ
、
絵
画
作
成
上
の
指
示
を
注
し
た
後
に
、

物
語
本
文
の
抜
書
（
詞
（
が
提
示
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の

詞
に
つ
い
て
、
清
水
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る（
注
（
（。

（
稿
者
注
：『
源
氏
物
語
絵
詞
』
の
詞
に
つ
い
て
（
歌
や
会
話
の
ほ

詞
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
一
端

―
―
『
源
氏
物
語
詞こ
と
ば

散ち
ら
し』
の
紹
介
を
か
ね
て
―
―

松
本　

大
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か
は
、
画
面
の
情
景
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
を
と
る
が
、
何
分

に
も
短
い
の
で
絵
巻
の
よ
う
な
長
い
説
明
は
な
い
。
概
し
て
最
高

潮
の
場
面
か
主
要
人
物
の
動
き
な
ど
を
微
視
的
に
述
べ
た
部
分
が

多
い
。（
中
略
（
絵
を
見
、
詞
に
至
っ
て
深
い
奥
行
き
を
探
ろ
う

と
し
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
短
い
の
で
よ
ほ
ど
詳

し
い
概
説
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
誰
の
言
葉
か
、
何
を
さ
す
の
か
分

か
ら
ぬ
場
合
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
つ
ま
り
詞
書
は
絵
解
き
の

役
目
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
書
陵
部
に
は
桂
宮
智
仁
親
王
や

伏
見
宮
、
霊
元
天
皇
の
詞
書
下
書
が
い
く
種
類
も
あ
る
。
光
吉
の

画
帖
も
詞
は
後
陽
成
帝
、
近
衛
家
熈
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の

詞
書
も
高
貴
の
能
筆
の
方
々
の
手
を
煩
わ
せ
ば
、
意
味
は
さ
ほ
ど

通
じ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。（
中
略
（
こ
の
冊
子
で

は
詞
書
の
方
が
重
々
し
く
尊
厳
な
気
配
は
す
る
。
そ
こ
に
は
す
で

に
堂
上
貴
族
や
連
歌
師
の
間
で
、
勝
手
に
文
章
を
書
き
換
え
る
こ

と
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
源
氏
物
語
本
文
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

想
像
さ
れ
る
。

氏
は
、
抜
書
さ
れ
た
詞
は
、
絵
を
解
釈
す
る
た
め
の
補
助
的
な
存
在
で

は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
意
味
を
持
つ
対
象
（
氏
は
「
権
威
あ
る
言
葉
」

と
す
る
（
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。『
源
氏
物
語
』
の
詞
が
権
威
性

を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う

が
、
や
や
も
す
る
と
絵
画
資
料
の
付
属
的
・
従
属
的
な
位
置
付
け
を
な

さ
れ
て
し
ま
う
詞
に
対
し
て
、
詞
そ
の
も
の
の
独
立
的
機
能
を
指
摘
し

た
点
は
、
大
い
に
傾
聴
に
値
し
よ
う（
注
（
（。
絵
と
詞
と
が
密
接
な
関
係

を
持
つ
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
詞
そ
の

も
の
の
性
格
や
実
態
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
抜
書
が
ど
の
よ
う
な
媒
体
に
為
さ
れ
た
か
と
い
う
点
も
、
必

須
の
検
討
事
項
と
目
さ
れ
る
。島
崎
健
氏
は
、曼
殊
院
に
蔵
さ
れ
る『
源

氏
物
語
』
関
連
資
料
の
中
か
ら
、
本
文
の
抄
出
を
示
す
典
籍
を
扱
い
な

が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る（
注
（
（。

（
稿
者
注
：
曼
殊
院
蔵
の
二
種
類
の
源
氏
抜
書
を
紹
介
し
た
上
で
、

そ
の
内
の
一
つ
、
良
恕
法
親
王
（
一
五
七
四
～
一
六
四
三
（
の
源

氏
抜
書
に
つ
い
て
（
本
書
は
や
は
り
色
紙
等
に
認
め
る
た
め
の
抜

書
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
源
氏
絵
の
色
紙
と
詞
書
の
色
紙
を
貼

り
混
ぜ
た
、
土
佐
一
得
筆
「
源
氏
物
語
色
紙
貼
交
屏
風
」（
東
京

国
立
博
物
館
蔵
（
と
い
っ
た
も
の
も
存
在
す
る
し
、
曼
殊
院
に
も
、

本
書
の
抜
書
箇
所
と
は
異

（
マ
マ
（
り
は
す
る
が
、
次
章
に
紹
介
す
る
よ

う
な
源
氏
絵
詞
色
紙
が
僅
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
（
求
め

に
応
じ
て
筆
を
と
り
、
色
紙
等
に
源
氏
物
語
の
詞
を
認
め
る
、
或

は
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
た
め
の
抜
書
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。

た
だ
し
、
直
接
の
実
例
は
未
だ
見
出
し
得
て
い
な
い
。

こ
の
島
崎
氏
の
指
摘
は
、
色
紙
に
認
め
る
た
め
の
抜
書
、
と
位
置
付
け

た
点
に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ

て
い
る
色
紙
（
色
紙
形
（
も
、
本
来
的
に
は
絵
画
資
料
と
の
対
応
―
氏

の
指
摘
以
外
に
も
、
徳
川
美
術
館
蔵
土
佐
光
則
絵
『
源
氏
物
語
画
帖
』

や
同
館
蔵
徳
川
秀
忠
筆
『
源
氏
物
語
画
帖
』
等
、
絵
と
詞
を
各
々
別
の

色
紙
に
描
く
資
料
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
―
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
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あ
ろ
う
が
、（
た
と
え
絵
が
存
在
し
な
く
と
も
（
詞
の
み
で
の
享
受
が

成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
色
紙
と
い
う
媒
体
に
因
る
と
こ
ろ

も
あ
ろ
う
が
、
絵
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
分
立
す
る
、
詞
の
あ
り
方
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
島
崎
氏
は
「
直
接
の
実
例
は
未

だ
見
出
し
得
て
い
な
い
」
と
す
る
が
、
後
に
示
す
伝
良
恕
法
親
王
筆
源

氏
物
語
色
紙（
注
（
（や
、
今
回
紹
介
す
る
『
源
氏
物
語
詞
散
』
等
は
、
そ

の
実
例
か
と
思
わ
れ
る
。
享
受
史
を
振
り
返
る
と
、
色
紙
に
つ
い
て
は
、

『
源
氏
秘
義
抄
』
が
伝
え
る
鎌
倉
六
代
将
軍
宗
尊
親
王
の
屏
風
作
成
の

際
に
見
え
る
記
述（
注
（
（が
最
も
古
く
、
早
い
段
階
か
ら
用
い
ら
れ
た
形

態
と
推
測
さ
れ
る
。
現
存
す
る
色
紙
形
で
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
蔵

『
源
氏
物
語
画
帖
』（『
実
隆
公
記
』
に
見
ら
れ
る
も
の
（
が
ま
と
ま
っ

た
も
の
と
し
て
は
最
も
古
く
、
時
代
が
下
っ
た
も
の
し
か
残
存
し
て
い

な
い
も
の
の
、
享
受
形
態
と
し
て
既
に
鎌
倉
期
に
は
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
詞
の
抄
出
も
絵
画
と
同
様
に
、
歴
史
的
な
積
み
重
ね
を
有
す
る
事

象
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
先
述
の
と
お
り
、
従
来
の
研
究
で
は
、
絵
と
詞
が
揃
い
で

存
在
す
る
作
品
で
あ
っ
て
も
、
絵
の
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
詞
の
部

分
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
詞
（
抜
書
（
部
分
の
総
体
的
な
把
握
は
、

な
さ
れ
て
い
な
い
。
室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
の
『
源
氏
物
語
』

抄
出
資
料
を
見
渡
す
と
、
絵
の
み
の
享
受
も
当
然
あ
る
が
、
絵
と
詞
が

一
体
と
な
っ
て
享
受
さ
れ
る
例
や
、
詞
の
み
の
享
受
の
例
も
確
認
さ
れ

る
。
美
術
史
研
究
の
一
環
で
あ
れ
ば
絵
画
部
分
の
検
討
の
み
で
も
十
分

で
あ
ろ
う
が
、
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
重
要
な
文
字
資
料
を
蔑
ろ

に
す
る
行
為
は
致
命
的
な
見
落
と
し
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か（
注
（
（。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
問
題
点
を
改
善
す
べ
く
、
学
会

未
紹
介
資
料
で
あ
る
『
源
氏
物
語
詞こ

と
ば

散ち
ら
し

』
を
用
い
な
が
ら
、
詞
に
着

目
し
た
研
究
の
可
能
性
を
示
す
。
絵
に
型
が
あ
る
こ
と
は
夙
に
有
名
で

あ
る
が
、
詞
で
も
同
様
の
現
象
が
十
分
に
想
定
可
能
で
あ
ろ
う
と
の
見

通
し
の
も
と
、
そ
の
一
端
を
紐
解
く
こ
と
と
す
る（
注
（0
（。

二
、『
源
氏
物
語
詞
散
』
の
基
礎
的
情
報

　

ま
ず
は
、『
源
氏
物
語
詞
散
』
の
書
誌
情
報
を
示
す
。
全
体
像
は
別

添
の
翻
刻
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

写
本
、
一
軸
。
巻
子
装
。
縦
23.0
㎝
×
横
963.4
㎝
。
唐
草
文
様
布
表
紙
、

金
箔
地
極
彩
色
秋
草
図
入
見
返
し
。
料
紙
は
楮
紙
。
一
部
、
破
損
あ
り
。

書
写
は
一
筆
で
、
江
戸
前
～
中
期
頃
の
も
の
か
。
蔵
書
印
等
は
な
く
、

現
在
は
奈
良
大
学
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る（
注
（（
（。

　

外
題
は
な
く
、
内
題
は
「
源
氏
物
語
詞
散
」
と
す
る
（【
写
真
1
】（。

尾
題
も
無
い
が
、末
尾
に「
以
上
源
氏
一
部
色
紙
ち
ら
し
」と
あ
る（【
写

真
2
】（。
書
名
は
内
題
に
よ
り
『
源
氏
物
語
詞
散
』
と
銘
し
、「
詞
散
」

は
「
こ
と
ば
ち
ら
し
」
と
読
ん
で
お
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
末
尾
の
「
源

氏
一
部
色
紙
ち
ら
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
元
々
は
特
定
の
名
称
が

付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
全
五
十
四
帖
の
抄
出
本
文
が
、
巻
順
に
列
挙
さ
れ
る
。

正
方
形
の
枠
が
示
さ
れ
、
末
尾
に
も
「
色
紙
ち
ら
し
」
の
語
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
明
ら
か
に
も
と
は
色
紙
で
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
も
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【
写
真
１
】『
源
氏
物
語
詞
散
』
冒
頭

【
写
真
２
】『
源
氏
物
語
詞
散
』
末
尾
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し
く
は
、
色
紙
に
記
す
際
の
書
例
集
と
し
て
の
側
面
も
あ
っ
た
か
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
色
紙
に
記
す
詞
と
い
う
性
質
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
各
巻
の
本
文
は
様
々
な
散
ら
し
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

も
と
の
色
紙
は
装
飾
用
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

色
紙
と
い
う
性
格
上
、
も
と
の
色
紙
が
複
数
人
の
手
に
よ
っ
た
可
能
性

も
、
十
分
に
想
定
さ
れ
る
。

　

抜
き
書
き
箇
所
は
、
源
氏
絵
に
描
か
れ
る
典
型
的
場
面
と
対
応
す
る

本
文
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
具
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、『
絵
入
源
氏

物
語
』
の
絵
部
分
に
対
応
す
る
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
た
と
え
『
絵
入

源
氏
物
語
』
に
絵
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
て

い
る
各
種
の
代
表
的
な
絵
巻
・
絵
画
資
料
等
と
比
較
す
れ
ば
、
必
ず
い

ず
れ
か
と
の
対
応
が
確
認
出
来
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
物
語
本
文
の
抄

出
は
、『
源
氏
物
語
詞
散
』
の
作
成
者
が
独
自
に
選
定
し
た
の
で
は
な
く
、

既
に
『
源
氏
物
語
』
の
代
表
的
な
場
面
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
箇
所

を
用
い
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
絵
に
典
型
が
あ
っ
た
よ
う
に
、

お
そ
ら
く
、
詞
に
も
典
型
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
染
筆
者
は
、
典
型

を
意
識
し
つ
つ
、
抜
く
本
文
の
増
減
や
散
ら
し
方
等
に
よ
っ
て
、
各
自

の
独
自
性
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
当
該
資
料
も
、
そ
う
い
っ
た
一
資

料
で
は
な
か
っ
た
か
。
色
紙
の
詞
の
み
を
扱
い
、
し
か
も
散
ら
し
書
き

の
具
体
的
様
相
を
伝
え
る
点
が
、
当
該
資
料
の
最
も
大
き
な
学
術
的
価

値
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　

冒
頭
に
は
、「
後
鳥
羽
院　

定
家　

両
作
」
と
、
後
鳥
羽
院
と
藤
原

定
家
が
本
資
料
の
作
者
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
る
が
、
後
述
す
る
本
文
系

統
の
傾
向
、
ま
た
色
紙
へ
の
抜
き
書
き
と
い
う
時
代
性
を
鑑
み
る
と
、

本
書
の
成
立
が
鎌
倉
期
と
は
到
底
考
え
難
い
。
後
世
の
偽
り
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
後
鳥
羽
院
と
定
家
に
仮
託
す
る
点
は
、

当
該
資
料
の
正
統
性
や
権
威
性
を
主
張
せ
ん
が
た
め
の
所
作
で
あ
り
、

当
該
資
料
に
あ
る
種
の
伝
書
と
し
て
の
性
質
が
付
与
さ
れ
て
い
た
と
捉

え
た
い（
注
（（
（。
こ
の
点
は
、
抜
き
出
さ
れ
る
本
文
部
分
の
み
で
は
な
く
、

散
ら
し
書
き
の
書
式
（
散
ら
し
方
（
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

　

散
ら
し
方
に
着
目
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
類
型
・
特
徴
が
見
い
出
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
冒
頭
の
桐
壺
巻
は
、
唯
一
、
写
本
へ
の
書
写
形
態
の

よ
う
に
、
散
ら
さ
ず
に
整
然
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
品
の
冒
頭

に
あ
た
る
た
め
の
処
置
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、紅
葉
賀
巻
・
明
石
巻
・

行
幸
巻
・
竹
川
巻
・
浮
舟
巻
で
は
、
和
歌
集
や
和
歌
懐
紙
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
、
さ
も
詞
書
（
も
し
く
は
歌
題
（
と
和
歌
で
あ
る
か
の
よ
う
な

形
式
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
最
も
顕
著
に
見
え
る
の
は
紅
葉
賀
巻

（【
写
真
1
】（
で
あ
り
、「
け
む
し
～
大
殿
の
」
が
詞
書
、「
頭
中
将
」

が
詠
者
名
、「
か
た
ち
～
木
也
」
が
和
歌
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
抄
出

本
文
の
内
容
と
は
全
く
異
な
り
な
が
ら
、
和
歌
を
窺
わ
せ
る
趣
向
と

な
っ
て
い
る
。
別
の
散
ら
し
と
し
て
は
、
枠
全
体
を
使
い
、
斜
め
に
複

数
行
を
書
く
場
合
が
見
ら
れ
る
。
葵
巻
（【
写
真
1
】（・
松
風
巻
・
夕

霧
巻
・
橋
姫
巻
・
総
角
巻
が
こ
れ
に
当
た
る
。

　

こ
の
よ
う
な
散
ら
し
方
は
、
本
資
料
が
独
自
に
生
み
出
し
た
も
の
で

は
な
く
、
和
歌
色
紙
で
の
書
方
を
踏
ま
え
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
、
想

像
に
難
く
な
い
。
室
町
後
期
以
降
、『
古
今
和
歌
集
』
や
『
新
古
今
和
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歌
集
』
の
色
紙
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
和
歌
色
紙
と
の
関
連
も
、

十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
絵
に
対
す
る
詞
で
あ
る
と
仮

に
想
定
す
る
な
ら
ば
、
瀟
湘
八
景
和
歌
を
意
識
し
た
書
式
か
と
も
考
え

ら
れ
る
。
現
に
、『
源
氏
物
語
』
享
受
資
料
の
中
に
は
、
瀟
湘
八
景
和

歌
を
踏
ま
え
た
、
同
志
社
大
学
図
書
館
蔵
『
源
氏
八
景
絵
巻
』（注
（（
（や
早

稲
田
大
学
図
書
館
九
曜
文
庫
蔵
『
源
氏
八
景
詞
書
』（注
（（
（等
が
存
在
し
て

お
り
、
こ
う
い
っ
た
資
料
と
の
影
響
関
係
も
考
察
の
対
象
に
含
め
る
べ

き
か
と
思
わ
れ
る
。
散
ら
し
方
や
文
字
の
配
列
順
な
ど
に
つ
い
て
は
、

な
お
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
り
、
現
段
階
で
は
十
分
な
調
査
・
考
究
が

及
ん
で
い
な
い
。
諸
賢
よ
り
の
ご
指
摘
ご
教
導
を
賜
れ
れ
ば
、
幸
甚
で

あ
る
。

　

次
に
、
伝
本
状
況
を
確
認
す
る
。
管
見
の
限
り
で
は（
注
（（
（、
奈
良
大

学
蔵
本
の
他
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
同
内
容
の
典
籍
が
蔵
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た（
注
（（
（。

　

書
陵
部
蔵
本
は
、
袋
綴
の
写
本
一
冊
で
、
縦
24.0
㎝
×
横
17.0
㎝
、
表
紙

に
打
ち
付
け
書
き
に
て
「
源
氏
物
語
抜
書
重
條
卿
御
筆
」
と
あ
る
の
み
で
、

内
題
、
尾
題
と
も
に
無
く
、
奥
書
も
存
し
な
い
。「
重
條
卿
」
と
は
、

江
戸
中
期
の
公
卿
、
庭
田
重
條
（
1650
～
1725
（
を
指
す
。
書
陵
部
蔵
本
で

は
、
一
面
ご
と
に
各
巻
が
配
さ
れ
、
各
抄
出
の
冒
頭
に
片
仮
名
に
て
巻

名
が
示
さ
れ
る
。
色
紙
を
表
す
枠
は
存
在
し
な
い
が
、
各
面
の
下
部
三

分
の
二
を
枡
形
色
紙
に
見
立
て
た
と
思
し
く（
上
部
三
分
の
一
は
空
白
（、

文
字
の
散
ら
し
は
す
べ
て
各
面
の
下
部
三
分
の
二
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

表
題
の
「
源
氏
物
語
抜
書
」
の
み
で
は
分
明
で
は
な
い
が
、
書
陵
部
蔵

【
写
真
３
】『
源
氏
物
語
詞
散
』
紅
葉
賀
巻

【
写
真
４
】『
源
氏
物
語
詞
散
』
葵
巻
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本
も
明
確
に
色
紙
形
を
意
識
し
た
書
写
形
態
と
認
め
ら
れ
る
。

　

書
陵
部
蔵
本
は
、
題
や
枠
線
の
有
無
や
装
訂
の
面
で
は
、
奈
良
大
学

蔵
本
と
は
異
な
る
様
相
で
あ
る
も
の
の
、
字
母
・
字
配
り
・
散
ら
し
方

に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
一
致
を
見
せ
る
。
そ
の
た
め
、
両
者
の
本
文
を
比

較
す
る
と
、
奈
良
大
学
蔵
本
の
誤
脱
が
補
え
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、

藤
裏
葉
巻
（【
写
真
1
】（
に
お
い
て
は
、
詞
が
「
露
け
き
春
を
す
こ
し

き
て
」
と
あ
っ
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
が
、
奈
良
大
学
蔵
本
で
は
「
露
け
き

す
こ
し
き
て
」
と
、「
春
を
」
の
部
分
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
箇
所
は
、

書
陵
部
蔵
本
と
の
比
較
に
よ
り
、
書
写
の
際
に
誤
っ
て
書
き
落
と
さ
れ

た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
奈
良
大
学
蔵
本
の
書
写
状
況
は
、
良
好
で
は

な
く
、
こ
の
他
に
も
誤
字
・
脱
字
等
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

に
加
え
て
、
奈
良
大
学
蔵
本
は
、
行
末
や
色
紙
下
部
の
不
自
然
な
字
詰

め
が
散
見
さ
れ
る
。
次
に
示
す
藤
袴
巻
（【
写
真
6
】（
や
蛍
巻
（【
写

真
1
】（
の
よ
う
に
、
行
末
尾
の
一
字
か
ら
二
字
が
左
横
に
ず
れ
て
い

た
り
、
不
自
然
に
窮
屈
な
文
字
詰
め
で
あ
っ
た
り
、
散
ら
し
の
傾
斜
具

合
が
下
部
で
は
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

色
紙
枠
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
の
痕
跡
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の

よ
う
な
事
象
か
ら
は
、
書
陵
部
蔵
本
が
奈
良
大
学
蔵
本
に
先
行
す
る
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
書
陵
部
本
に
も
独
自
異
文
や
誤
脱
が
存
在
し
、
両

本
の
直
接
的
な
前
後
関
係
を
規
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
現
段
階
で
は
、

祖
本
を
同
一
に
す
る
関
係
と
見
做
す
に
留
め
て
お
き
た
い
。

　

最
後
に
、
抄
出
さ
れ
た
詞
の
本
文
系
統
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
く
。

紙
幅
の
都
合
上
、
す
べ
て
の
本
文
異
同
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な

【
写
真
５
】『
源
氏
物
語
詞
散
』
藤
裏
葉
巻

【
写
真
６
】『
源
氏
物
語
詞
散
』
藤
袴
巻
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い
が
、
端
的
な
例
と
し
て
、
桐
壺
巻
で
の
異
同
を
一
箇
所
示
す（
注
（（
（。

校
合
本
＝
池
横
肖
三
大
明
吉
穂
徹
証
正
榊
枝
保
／
宮
尾
為
平
大
兼

岩
／
各
陽
麦
国
阿

　

・
［
た
て
ま
つ
る
］　　
　
　
　

肖
三
吉
証
正
榊
枝
保
／
／
陽

　
　

 

［
た
て
ま
つ
る
〈
に
イ
〉］　 

徹

　
　

 

［
た
て
ま
つ
る
に
］　　
　
　

池
横
大
明
穂
／
／
各
麦

　
　

 

［
た
て
ま
つ
る
（
る
ノ
上
カ
ラ
り
た
る
に
ヲ
書
く
（
に
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

／
為
／

　
　

 

［
た
て
ま
つ
り
た
る
に
］　　

／
宮
尾
平
兼
岩
／

　
　

 

［
奉
た
る
に
］　　
　
　
　
　

／
／
阿

　
　

 

［
た
て
ま
つ
り
た
る
に
は
］　

／
大
／

　
　

 

［
た
て
ま
つ
れ
る
に
］　　
　

／
／
国

「
た
て
ま
つ
る
」
か
「
た
て
ま
つ
り
た
る
」
か
、
ま
た
「
に
」
を
有
す

る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
点
で
、
各
系
統
が
特
徴
的
に
分
か
れ
る
。
右

の
通
り
、
大
ま
か
に
は
青
表
紙
本
系
統
で
あ
る
と
認
定
出
来
る
。
全
体

を
通
観
し
て
も
、
独
自
異
文
を
持
つ
箇
所
も
あ
る
が
、
多
く
の
一
致
を

見
せ
る
伝
本
と
し
て
は
、
天
理
大
学
蔵
肖
柏
本
（
略
号
「
肖
」（、
日
本

大
学
蔵
三
条
西
家
本
（
略
号
「
三
」（、
穂
久
邇
文
庫
蔵
本
（
略
号
「
穂
」（、

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
正
徹
本
（
略
号
「
徹
」（、
書
陵
部
三
条
西
家
本
（
略

号
「
証
」（、
大
正
大
学
蔵
本
（
略
号
「
正
」（
等
が
挙
げ
ら
れ
、
室
町

【
写
真
７
】『
源
氏
物
語
詞
散
』
蛍
巻
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期
に
流
布
し
た
と
さ
れ
る
青
表
紙
本
本
文
と
一
致
す
る
傾
向
に
あ
る
。

な
お
、
全
体
の
異
同
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
現
存
す
る
特
定
一
本
へ
の

依
拠
は
想
定
し
が
た
い
。
依
拠
し
た
伝
本
が
取
り
合
わ
せ
本
で
あ
っ
た

可
能
性
や
、
も
と
の
色
紙
が
作
成
さ
れ
る
際
に
、
複
数
の
資
料
を
取
り

合
わ
せ
て
用
い
た
、
も
し
く
は
、
複
数
の
染
筆
者
が
各
々
異
な
る
本
文

に
依
拠
し
た
等
、
様
々
な
要
因
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

　

抜
き
書
き
の
本
文
系
統
に
関
し
て
は
、
別
資
料
で
は
あ
る
も
の
の
、

同
じ
く
抄
出
本
文
を
有
し
て
い
る
大
阪
府
立
大
学
図
書
館
蔵
『
源
氏
物

語
絵
詞
』
に
対
す
る
片
桐
洋
一
氏
の
指
摘
が
興
味
深
い（
注
（（
（。

（
稿
者
注
：『
源
氏
物
語
絵
詞
』
の
本
文
系
統
に
つ
い
て
検
討
し
た

上
で
（
こ
の
「
源
氏
物
語
絵
詞
」
の
本
文
が
、
定
家
本
系
統
の
中

で
も
、
現
在
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
飛
鳥
井
雅
康
筆
本
の
類

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
対
立
す
る
本
文
と
一
致
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
ま
と
め
て
結
論
を
言
っ
て
し

ま
え
ば
、
定
家
本
系
統
の
中
の
肖
柏
本
・
三
条
西
家
本
と
非
常
に

近
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
が
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
詞
散
』
と
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
と
で
は
、
抄
出
の
長
さ
や

箇
所
、
さ
ら
に
は
同
一
場
面
の
本
文
で
あ
っ
て
も
一
致
し
な
い
等
、
差

異
も
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
、
と
も
に
室
町
期
に
流
布
し
て
い
た
本
文

を
見
せ
る
こ
と
は
、
偶
然
の
一
致
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
単
に
本
文

系
統
の
み
の
話
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
抄
出
の
作
成
時
期
や
文
化
的
背

景
と
も
連
動
す
る
、
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
抄
出
さ
れ

た
詞
そ
の
も
の
の
総
体
的
・
体
系
的
な
把
握
が
希
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

典
型
の
実
態
―
そ
こ
に
は
典
型
化
の
過
程
も
含
ま
れ
る
―
と
、
そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
扱
う
か
と
い
う
各
資
料
ご
と
の
実
相
、
こ
の
二
点
を
詳
ら

か
に
す
る
こ
と
で
、
各
資
料
の
特
質
や
資
料
間
の
距
離
は
、
よ
り
明
解

か
つ
正
確
に
浮
か
び
上
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、
詞
を
抜
き
書
き
す
る
資
料
群

　

詞
を
抜
き
書
き
す
る
資
料
に
は
、
抜
き
書
き
の
表
現
形
態
ま
で
も
分

明
に
分
か
る
も
の
（
散
ら
し
方
等
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た

か
分
か
る
も
の
（
と
、
該
当
本
文
の
み
を
示
す
に
留
ま
る
も
の
（
抄
出

本
文
の
み
が
、
特
定
の
形
態
を
伴
わ
ず
に
書
き
出
さ
れ
た
も
の
（
と
に
、

二
分
さ
れ
る
。

　

前
者
は
、
実
際
に
色
紙
形
や
扇
面
と
し
て
残
っ
て
い
る
資
料
（
絵
に

書
き
込
ま
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
（
や
、
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
『
源
氏

物
語
詞
散
』
の
よ
う
に
特
定
の
形
態
が
意
識
さ
れ
た
と
思
し
き
資
料
が

こ
れ
に
当
た
る
。
絵
画
資
料
に
付
随
す
る
も
の
も
多
い（
注
（（
（。
書
法
や

料
紙
等
、
具
体
的
な
装
飾
や
美
術
的
側
面
が
端
的
に
表
れ
て
お
り
、
実

体
的
な
資
料
と
言
え
よ
う
。

　

後
者
は
、
実
際
の
享
受
形
態
は
不
分
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
抄
出
箇

所
の
把
握
や
、
依
拠
本
文
の
検
討
に
関
し
て
は
、
十
分
に
機
能
す
る
。

先
に
触
れ
た
大
阪
府
立
大
学
図
書
館
蔵
『
源
氏
物
語
絵
詞
』
や
、
こ
れ

ま
で
梗
概
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
資
料
の
一
部
等
が
、
該
当
す

る（
注
（0
（。

　

以
下
で
は
、『
源
氏
物
語
詞
散
』
が
色
紙
に
よ
る
詞
の
享
受
で
あ
っ
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た
点
を
踏
ま
え
、
色
紙
形
を
一
つ
の
指
標
と
し
、
複
数
の
現
存
資
料
と

の
比
較
・
対
照
を
行
い
な
が
ら
、
当
該
資
料
の
相
対
的
位
置
付
け
を
示

し
た
い
。
ま
た
、
詞
に
よ
る
享
受
自
体
が
持
つ
本
来
的
な
意
味
・
機
能

を
広
範
に
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

色
紙
形
の
形
態
を
採
る
資
料
の
う
ち
、『
源
氏
物
語
』
全
帖
に
及
ぶ

も
の
と
し
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
家
旧
蔵
『
源
氏
詞

抜
書
』（注
（（
（や
、
紅
梅
文
庫
旧
蔵
『
源
氏
物
語
色
紙
形
』（
注
（（
（が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
全
体
像
を
把
握
す
る
際
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
資

料
と
し
て
非
常
に
有
用
で
あ
る
。
高
松
宮
家
旧
蔵
『
源
氏
詞
抜
書
』
は
、

霊
元
院
宸
筆
で
、
や
や
縦
長
の
色
紙
に
、
散
ら
し
書
き
等
の
様
々
な
書

法
に
よ
っ
て
詞
が
記
さ
れ
る
。
紅
梅
文
庫
旧
蔵
『
源
氏
物
語
色
紙
形
』

も
、
色
紙
形
を
意
識
し
た
上
で
の
、
散
ら
し
書
き
と
な
っ
て
い
る
。
抄

出
さ
れ
る
物
語
本
文
は
、『
源
氏
物
語
詞
散
』
を
加
え
た
三
者
で
の
比

較
で
は
、
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
巻
も
あ
れ
ば
、
全
く
異
な
る
箇
所
が
用
い

ら
れ
る
巻
も
あ
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
資
料
間
の
直
接
的
な
影

響
関
係
は
想
定
出
来
な
い
も
の
の
、
共
通
点
が
見
出
せ
る
箇
所
も
存
在

す
る
。例
え
ば
、紅
梅
文
庫
旧
蔵『
源
氏
物
語
色
紙
形
』の
桐
壺
巻（【
写

真
8
】（
は
、
全
色
紙
で
唯
一
、
散
ら
し
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

『
源
氏
物
語
詞
散
』
の
桐
壺
巻
で
の
書
法
と
同
様
で
あ
り
、
書
法
に
関

す
る
特
定
の
形
式
（
慣
例
（
に
従
っ
た
も
の
と
思
し
い
。

　

ま
た
、
色
紙
へ
の
書
法
を
考
察
す
る
際
に
は
、
実
際
に
色
紙
そ
の
も

の
と
し
て
残
っ
て
い
る
色
紙
を
も
、
対
象
に
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
全
帖
を
残
す
資
料
に
比
し
て
、（
あ
る
一
つ
の
巻
の
み
を

【
写
真
８
】
紅
梅
文
庫
旧
蔵
『
源
氏
物
語
色
紙
形
』
桐
壺
巻

【
写
真
９
】
伝
曼
殊
院
良
恕
法
親
王
筆
『
源
氏
物
語
色
紙
』
紅
葉
賀
巻
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記
す
（
色
紙
一
枚
と
し
て
残
存
す
る
も
の
の
方
が
、
圧
倒
的
に
多
い
。

こ
れ
は
、
も
と
は
揃
い
で
あ
っ
た
も
の
が
、
分
割
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ

う
か
。
元
の
全
体
像
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
各
巻
の
具
体
的
様
相
を
把

握
す
る
に
は
、
十
分
に
機
能
す
る
。
以
下
、
架
蔵
資
料
に
よ
り
、
そ
の

実
例
の
一
部
を
示
す
。

　
【
写
真
1
】
は
、
久
曽
神
昇
氏
に
よ
っ
て
「
伝
曼
殊
院
良
恕
法
親
王

筆
源
氏
物
語
注
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
書
式
や
形
態
を
鑑
み

る
と
、
何
ら
か
の
注
釈
書
で
は
な
く
、
色
紙
へ
の
抜
き
書
き
と
判
断
さ

れ
る
。
抄
出
本
文
は
、
左
か
ら
右
へ
と
書
か
れ
、
右
下
が
り
と
な
っ
て

い
る
。
各
種
の
絵
画
で
も
よ
く
描
か
れ
る
、
紅
葉
賀
巻
の
代
表
的
な
場

面
を
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
抄
出
内
容
自
体
に
独
自
性
を
見
出
す
こ
と

は
難
し
い
。
本
資
料
の
価
値
は
、
散
ら
し
の
方
法
や
文
字
配
置
と
い
っ

た
、
文
字
と
し
て
の
表
現
に
こ
そ
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
紹

介
し
た
『
源
氏
物
語
詞
散
』
紅
葉
賀
巻
の
様
相
と
比
較
し
て
も
、
ほ
ぼ

同
一
の
本
文
箇
所
を
扱
い
な
が
ら
、
色
紙
と
し
て
は
全
く
異
な
る
趣
向

を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
抄
出
本
文
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う

に
書
き
表
す
の
か
、
と
い
う
点
も
、
色
紙
創
作
上
の
重
要
な
文
芸
性
・

美
術
性
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
点
は
、
色
紙
の
装
飾
性
と
い
う
点

と
大
き
く
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。【
写
真
10
・
11
】
は
、
伝
未
詳
の

色
紙
で
あ
る
が
、
流
麗
な
散
ら
し
書
き
と
と
も
に
、
下
絵
の
豪
華
さ
に

も
目
を
惹
か
れ
る
。
抄
出
本
文
に
直
接
関
わ
る
下
絵
で
は
な
い
が
、
例

え
ば
【
写
真
11
】
で
は
住
吉
社
や
舟
の
景
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

澪
標
巻
の
色
紙
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
意
図
的
な
下
絵
選
択
で

【
写
真
10
】
伝
未
詳
『
源
氏
物
語
色
紙
』
賢
木
巻

【
写
真
11
】
伝
未
詳
『
源
氏
物
語
色
紙
』
澪
標
巻
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あ
っ
た
と
窺
え
る
。【
写
真
10
】
の
下
絵
は
、
松
か
、
杉
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
事
例
が
特
異
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
遣
い
、
散
ら
し
、

下
絵
入
り
の
装
飾
等
、
色
紙
が
総
合
芸
術
的
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
く
様

が
見
て
取
れ
る
。【
写
真
12
】
は
、
和
歌
の
み
を
抜
き
書
き
し
た
も
の

で
あ
り
、
物
語
抄
出
と
い
う
意
味
で
は
や
や
性
質
を
異
に
す
る
か
と
も

思
わ
れ
る
が
、
装
飾
色
紙
に
散
ら
し
書
き
が
な
さ
れ
て
い
る
点
を
以
て
、

詞
を
抜
き
書
き
し
た
資
料
群
に
含
め
る
べ
き
対
象
と
位
置
付
け
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
現
存
色
紙
の
詳
細
な
作
成
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、【
写

真
1
】
が
良
恕
法
親
王
（
1574
～
1643
（、【
写
真
12
】
が
六
条
有
和
（
1624
～

1684
（
と
伝
称
筆
者
を
付
す
よ
う
に
、
本
稿
で
紹
介
し
た
『
源
氏
物
語
詞

散
』
が
作
成
さ
れ
た
と
思
し
き
時
期
や
、
絵
と
詞
を
各
々
別
の
色
紙
に

認
め
た
徳
川
美
術
館
蔵
土
佐
光
則
絵
『
源
氏
物
語
画
帖
』
等
の
作
成
時

期
と
も
重
な
る
こ
と
に
は
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

現
存
す
る
資
料
に
は
、
短
冊
や
団
扇
形
と
、
色
紙
以
外
の
形
態
を
と
る

も
の
も
あ
る
（【
写
真
11
・
11
】（。
こ
れ
ら
も
色
紙
同
様
、
美
麗
な
装

飾
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。

　

こ
れ
ら
抜
き
書
き
さ
れ
た
本
文
は
、
本
文
の
正
統
性
や
読
解
の
正
確

性
よ
り
も
、
装
飾
性
や
美
術
品
と
し
て
の
価
値
に
重
き
が
置
か
れ
て
い

る
。
こ
の
姿
勢
は
、
由
緒
あ
る
証
本
や
学
説
を
伝
え
る
こ
と
で
は
な
く
、

新
た
な
文
芸
作
品
と
し
て
視
覚
的
に
『
源
氏
物
語
』
を
再
生
成
を
目
指

し
た
も
の
で
あ
る（
注
（（
（。
詞
が
、
単
に
物
語
内
容
を
伝
え
る
だ
け
で
は

な
く
、
文
字
そ
の
も
の
と
し
て
美
術
的
役
割
を
も
担
っ
て
い
た
、
と
捉

え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
『
源
氏
物
語
』
本
文
享
受
史
上
の
新
た
な
潮
流

【
写
真
12
】
伝
六
条
有
和
筆
『
源
氏
物
語
色
紙
』
宿
木
巻

【
写
真
11
】『
源
氏
物
語
短
冊
』
各
種（
注
　21
（
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を
指
摘
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
詞
の
抜
き
書
き
の
全
て
が
該
当
す
る

訳
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
扱
っ
た
諸
資
料
の
よ
う
に
、
本
文
が
、
物
語

内
容
を
伝
え
る
以
外
の
意
味
を
持
ち
、
活
発
に
再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た

事
象
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考
究
の
俎
上
に
載
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

四
、
終
わ
り
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
詞
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
享
受
と
い
う
問
題
を
、
色
紙

形
の
資
料
を
中
心
に
扱
っ
て
き
た
。
管
見
の
限
り
で
あ
っ
た
た
め
、
資

料
の
見
落
と
し
や
、
十
分
に
調
査
や
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
箇
所
も
多

い
。
ま
た
、
抜
き
書
き
に
関
し
て
、
扱
え
な
か
っ
た
形
態
の
対
象
も
あ

る（
注
（（
（。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
目
を
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、

詞
の
享
受
実
態
の
一
端
を
紐
解
く
こ
と
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
成

果
・
指
針
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
。
詞
は
、
単
な
る
文
字
情
報
の
羅
列

で
は
な
い
。
作
品
享
受
の
実
相
が
、
如
実
に
表
出
し
た
重
要
な
資
料
で

あ
る
。
今
後
、
詞
へ
の
検
討
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
埋
も
れ
て
い
た
作
品

享
受
の
掘
り
起
こ
し
が
期
待
さ
れ
る
。
さ
ら
に
詞
が
付
い
て
い
る
絵
画

作
品
に
つ
い
て
も
、
詞
の
選
定
や
そ
の
書
法
と
い
う
観
点
を
用
い
る
こ

と
で
、
別
角
度
か
ら
、
当
該
資
料
作
成
の
背
景
や
過
程
を
検
証
出
来
る

の
で
は
な
い
か
。
抜
き
書
き
を
行
っ
て
い
る
多
種
多
様
な
資
料
を
今
一

度
見
直
し
、
総
体
的
に
把
握
し
た
上
で
、
相
対
的
に
位
置
付
け
直
す
時

期
に
来
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
こ
そ
が
、
文
学
研
究
側
に
求
め
ら
れ

た
、
新
た
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

今
回
対
象
と
し
た
の
は
『
源
氏
物
語
』
の
享
受
資
料
で
あ
っ
た
が
、

色
紙
へ
の
抜
き
書
き
は
『
源
氏
物
語
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
古

今
歌
や
新
古
今
歌
等
の
和
歌
色
紙
を
は
じ
め
、散
文
作
品
で
あ
れ
ば『
伊

勢
物
語
』
や
『
徒
然
草
』
の
色
紙
形
も
確
認
出
来
て
い
る
。
や
や
も
す

る
と
、
歌
書
の
枠
す
ら
も
飛
び
越
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
美
麗
な
装
飾
色

【
写
真
11
】『
源
氏
物
語
団
扇
詞
』
紅
葉
賀
巻
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紙
を
用
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
室
町
末
期
（
桃
山
期
（
か
ら
江
戸
前
期

に
隆
盛
が
見
ら
れ
、
こ
の
時
期
に
装
飾
を
伴
っ
た
色
紙
を
新
た
に
創
り

出
そ
う
と
す
る
、
文
化
動
向
が
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
と
す
る
な
ら

ば
、
各
作
品
ご
と
の
独
立
し
た
享
受
形
態
で
は
な
く
、
文
化
現
象
と
い

う
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
装
飾
色
紙
の
詞
を
捉
え
直
す
必

要
が
あ
ろ
う
。
今
後
の
多
角
的
な
研
究
進
展
を
待
ち
た
い
。

注（１
（
こ
れ
に
関
し
て
は
絵
巻
の
作
成
が
最
も
早
い
も
の
か
。
元
永
二
年
（
一

一
一
九
（
に
白
河
院
が
中
宮
璋
子
へ
絵
巻
作
成
を
依
頼
し
た
こ
と
（『
長
秋

記
』（
や
、
十
二
世
紀
前
半
の
作
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
絵
巻
』（
隆
能
源
氏
（

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
源
氏
歌
集
や
注
釈
書
の
作
成
も
認
め
ら

れ
る
。

（
２
（
近
年
の
体
系
的
な
研
究
と
し
て
は
、
佐
野
み
ど
り
『
源
氏
絵
集
成
』（
藝

華
書
院
、
二
〇
一
一
（
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
に
も
、
稲
本
万
里
子
『
源
氏
絵

の
系
譜
』（
森
話
社
、
二
〇
一
八
（、
龍
澤
彩
『
絵
巻
で
読
む
源
氏
物
語
』（
三

弥
井
書
店
、
二
〇
一
七
（
を
は
じ
め
、
著
書
・
論
文
が
見
ら
れ
る
。

（
３
（
久
下
裕
利
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
―
物
語
絵
の
視
界
―
』（
笠
間
書
院
、

一
九
九
六
（
や
、
清
水
婦
久
子
『
国
宝
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
を
読
む
』（
和

泉
書
院
、
二
〇
一
一
（
は
、
文
学
研
究
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
絵
巻
研
究
の
、

近
年
の
達
成
点
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

（
４
（
清
水
好
子
「
源
氏
物
語
絵
画
化
の
一
方
法
」（『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』、

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
。
初
出
『
国
語
国
文
』
第
21
巻
第
５
号
、
一

九
六
〇
・
五
（。

（
５
（
こ
の
指
摘
に
対
し
て
、
片
桐
洋
一
氏
は
、
当
該
資
料
は
絵
画
制
作
の
際

の
参
考
書
や
手
控
え
の
類
い
で
あ
り
、「「
源
氏
物
語
」
に
通
じ
た
文
化
人
が

注
文
主
の
依
頼
に
応
じ
て
、「
源
氏
物
語
」
全
巻
か
ら
絵
に
す
べ
き
場
面
を

選
び
、
そ
の
部
分
の
物
語
本
文
を
詞
書
と
し
て
抄
出
す
る
と
と
も
に
、
絵
と

す
べ
き
図
様
を
詳
細
に
記
述
し
て
呈
出
し
た
も
の
」と
す
る（
片
桐
洋
一「
解

題
」、
片
桐
洋
一
・
大
阪
女
子
大
学
物
語
研
究
会
編
著
『
源
氏
物
語
絵
詞
―

翻
刻
と
解
題
―
』、
大
学
堂
出
版
、
一
九
八
三
（。
当
該
資
料
が
絵
画
作
成
と

密
接
に
関
わ
る
点
は
疑
い
な
い
が
、
詞
と
絵
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
か

に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
を
残
す
か
。

（
６
（
島
崎
健
「
源
氏
詞
抜
粋
の
書
―
そ
の
他
、
源
氏
絵
詞
色
紙
、
等
―
」（『
国

語
国
文
』
第
11
巻
第
２
号
、
一
九
八
二
・
二
（。
な
お
、
当
該
論
文
は
、
紹

介
と
い
う
性
質
上
、
資
料
の
一
部
分
の
み
し
か
掲
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
体

像
を
細
か
く
検
証
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
詳
細
を
ご
存
じ
の
先
生
が

お
ら
れ
た
ら
、
是
非
に
ご
教
授
い
た
だ
き
た
く
、
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第

で
あ
る
。

（
７
（
久
曽
神
昇
『
源
氏
物
語
断
簡
集
成
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
（
所
収
。

現
在
は
稿
者
の
架
蔵
に
帰
す
る
。

（
８
（『
源
氏
秘
義
抄
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

た
う
し
や
う
く
ん
三
品
親
王
の
御
所
の
ひ
や
う
ふ
の
し
き
し
か
た
の
け

む
し
の
え
か
き
弁
の
つ
ほ
ね
な
か
と
の
つ
ほ
ね
ゑ
の
ふ
き
や
う
人
ま
さ

た
か
二
て
う
の
ひ
や
う
ゑ
の
か
み
さ
き
の
二
て
う
の
ち
う
し
や
う
ま
さ

つ
ね
の
中
な
こ
ん
の
し
そ
く
か
く
れ
て
の
ち
し
や
う
く
ん
け
の
ね
う
は

う
こ
さ
い
し
や
う
の
御
つ
ほ
ね
は
こ
れ
く
な
い
き
や
う
か
り
う
の
ま
こ

な
り
な
ん
せ
ら
れ
け
る
よ
し
ひ
ろ
ふ
に
よ
り
て
ひ
や
う
ゑ
の
か
み
な
ら

ひ
に
弁
の
つ
ほ
ね
な
か
と
の
つ
ほ
ね
の
ち
ん
し
や
う
ゑ
つ
く
し
な
ら
ひ

に
ふ
き
や
う
人
わ
き
ま
へ
申
す
（
中
略
（
み
ち
〳
〵
の
み
な
も
と
た
ゝ

し
や
み
の
ふ
る
ま
ひ
を
つ
く
し
て
つ
ゝ
め
て
二
十
く
わ
ん
と
す
思
は
す
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な
は
ち
き
の
つ
ほ
ね
な
か
と
の
つ
ほ
ね
の
ふ
て
こ
と
は
ゝ
又
ほ
う
し
や

う
寺
の
て
ん
か
は
な
そ
の
ゝ
さ
ふ
な
ん
と
の
て
ほ
ん
な
り
こ
の
ほ
ん
つ

た
は
り
て
し
や
う
く
ん
け
に
あ
り
申
い
た
し
て
し
き
し
か
た
に
う
つ
せ

り
た
や
す
く
な
ん
を
く
わ
へ
ら
れ
か
た
り

（
私
校
訂
：
当
将
軍
、三
品
親
王
の
屏
風
の
色
紙
形
の
源
氏
の
絵
描
き
、

弁
の
局
、
長
門
の
局
、
絵
の
奉
行
人
ま
さ
た
か
、
二
条
の
兵
衛
の
督
、

先
の
二
条
の
中
納
言
の
子
息
隠
れ
て
後
将
軍
家
の
女
房
、
小
宰
相
の

御
局
は
、
こ
れ
、
宮
内
卿
家
隆
の
孫
な
り
。
難
ぜ
ら
れ
け
る
由
、
披

露
に
よ
り
て
、
兵
衛
の
監
督
、
な
ら
び
に
弁
の
局
、
長
門
の
局
の
陳

情
、
絵
作
師
な
ら
び
に
奉
行
人
、
わ
き
ま
へ
申
す
。（
中
略
（
道
々

の
源
、
た
だ
沙
弥
の
ふ
る
ま
ひ
を
尽
く
し
て
、
約
め
て
二
十
巻
と
す
。

思
は
ば
、
す
な
は
ち
、
紀
の
局
、
長
門
の
局
の
筆
、
詞
は
又
法
性
寺

の
殿
下
（
稿
者
注
：
藤
原
忠
通
（、
花
園
左
府
（
稿
者
注
：
源
有
仁
（

な
ん
ど
の
手
本
な
り
。
こ
の
本
、
伝
は
り
て
、
将
軍
家
に
あ
り
。
申

し
出
し
て
色
紙
形
に
写
せ
り
。
た
や
す
く
難
を
加
へ
ら
れ
が
た
し
。

（
後
略
（（

当
該
資
料
の
詳
細
は
、
稲
賀
敬
二
「『
源
氏
秘
義
抄
』
所
載
の
仮
名
陳
状
―

法
成
寺
殿
・
花
園
左
府
等
筆
廿
巻
本
源
氏
物
語
絵
巻
に
つ
い
て
―
」（『
国
語

と
国
文
学
』
第
11
巻
第
６
号
、
一
九
六
四
・
六
（、
寺
本
直
彦
「
源
氏
絵
陳

状
考
」（『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
』、風
間
書
房
、一
九
七
〇
。初
出
同
題
、『
国

語
と
国
文
学
』
第
11
巻
第
９
・
10
号
、
一
九
六
四
・
九
・
一
〇
（、
上
原
作

和
「「
廿
巻
本
『
源
氏
物
語
絵
巻
』」
詞
書
の
本
文
史
―
「〈
摂
関
家
伝
領
本
〉

群
」
と
別
本
三
分
類
案
鼎
立
の
た
め
に
」（『
光
源
氏
物
語
傳
來
史
』、
武
蔵

野
書
院
、
二
〇
一
一
。
初
出
同
題
、『
国
語
と
国
文
学
』
第
86
巻
第
５
号
、

二
〇
〇
九
・
五
（
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
９
（
な
お
、
こ
こ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
先
行
論
以
外
に
も
、
一
部
に
は
絵
巻

と
の
関
係
や
作
品
成
立
の
文
化
的
基
盤
を
述
べ
る
も
の
も
あ
る
が
、
単
発
的

な
資
料
紹
介
に
終
始
す
る
場
合
が
多
く
、
抄
出
さ
れ
た
詞
を
総
体
的
視
点
か

ら
取
り
扱
う
専
論
は
見
ら
れ
な
い
。

（
10
（
絵
と
詞
を
有
す
る
、
現
存
資
料
の
大
ま
か
な
見
取
り
と
し
て
は
、
絵
巻
・

画
帖
・
屏
風
・
そ
の
他
の
形
態
（
色
紙
等
（、
に
分
け
て
捉
え
て
い
る
。
特
に
、

画
帖
と
屏
風
に
つ
い
て
は
、
色
紙
形
と
も
共
通
す
る
部
分
を
持
つ
と
考
え
て

い
る
。
画
帖
で
あ
れ
ば
、
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
『
源
氏
物
語
手
鑑
』、

京
都
国
立
博
物
館
蔵
『
源
氏
物
語
画
帖
』、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
源
氏
絵
詞
』
等
、

屏
風
で
あ
れ
ば
、
浄
土
寺
蔵
『
源
氏
物
語
扇
面
貼
付
屏
風
』、
石
山
寺
蔵
『
源

氏
物
語
色
紙
貼
交
屏
風
』
等
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
多
数
現
存
す
る
が
、
こ

れ
ら
の
詞
部
分
を
、
文
学
研
究
の
側
か
ら
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
11
（
請
求
番
号
：111.16/G12

。

（
12
（『
源
氏
物
語
詞
散
』
と
の
書
名
も
、
こ
の
段
階
で
付
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。

（
11
（
請
求
番
号
：121.2/G1211

。
当
該
資
料
は
、
岩
坪
健
「
同
志
社
大
学
所

蔵
源
氏
物
語
絵
の
紹
介
」（『
同
志
社
国
文
学
』
第
81
巻
、
二
〇
一
六
・
三
（

に
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
11
（
請
求
番
号
：
文
庫10�A

0118

。
な
お
、『
源
氏
八
景
』
に
関
す
る
詳
細
は
、

岩
坪
健
「『
源
氏
八
景
』
の
本
文
―
付
〈
翻
刻
〉
同
志
社
大
学
蔵
「
源
氏
八

景
絵
巻
」―
」（『
同
志
社
国
文
学
』
第
88
巻
、
二
〇
一
八
・
三
（
を
参
照
の

こ
と
。

（
11
（『
源
氏
物
語
詞
散
』
も
し
く
は
『
源
氏
一
部
色
紙
ち
ら
し
』
の
書
名
を
冠

す
る
資
料
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
書
陵
部
蔵
本
の
典
籍
名

が
『
源
氏
物
語
抜
書
』
で
あ
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
詞

散
』
と
い
う
書
名
が
当
初
か
ら
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
傍
証
と
も
な
ろ
う

か
。
ま
た
、
別
の
書
名
が
付
さ
れ
た
伝
本
の
存
在
も
、
大
い
に
想
定
さ
れ
る
。

（
16
（
請
求
番
号
：261

・110
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（
11
（
校
異
は
、
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
一
巻
（
中
央
公
論
社
、
一

九
五
三
（、
加
藤
洋
介
『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』（
風
間
書
房
、
二
〇

〇
一
（、
同
「
源
氏
物
語
校
異
集
成
（
稿
（」（http://w

w
w
2.itc.kansai-u.

ac.jp/~yk_kato/index.htm
l

（
に
よ
っ
た
。

（
18
（
前
掲
注
５
。

（
11
（
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
絵
と
詞
を
各
々
別
の
色
紙
に
描
く
場
合
も
あ
る
が
、

一
部
に
は
絵
画
部
分
に
直
接
詞
が
書
き
込
ま
れ
る
も
の
も
あ
る
。
前
掲
注
10

に
示
し
た
中
で
あ
れ
ば
、
浄
土
寺
蔵
『
源
氏
物
語
扇
面
貼
付
屏
風
』
で
は
、

絵
画
上
部
に
詞
が
示
さ
れ
る
。ま
た
、江
戸
初
期
の
作
成
と
思
し
き
架
蔵『
源

氏
物
語
絵
』
に
は
、
同
様
に
絵
画
上
部
に
樋
口
信
孝
、
大
炊
御
門
経
孝
、
竹

中
（
四
辻
（
季
有
に
よ
る
詞
が
書
き
込
ま
れ
る
。

（
20
（
例
え
ば
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
先
代
御
便
覧
』（
請
求
番
号
：261

・

1111

（
所
収
の
五
種
の
「
源
氏
物
語
抜
書
」
や
、
陽
明
文
庫
蔵
『
無
題
（
源

氏
物
語
梗
概
（』（
請
求
番
号
：211-11

（
は
、
各
巻
か
ら
複
数
の
場
面
の
本

文
を
抜
き
書
き
し
て
お
り
、『
源
氏
物
語
詞
散
』
と
同
一
箇
所
も
あ
る
。
書

陵
部
蔵
『
先
代
御
便
覧
』
が
五
種
類
の
抜
き
書
き
を
必
要
と
し
て
い
た
点
は
、

物
語
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
単
な
る
梗
概
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。わ
ざ
わ
ざ
五
種
も
の
抄
出
を
採
録
し
た
意
図
は
、抄
出
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
こ
の
資
料
の
他
に
も
、
書
陵
部
に

は
詞
の
み
の
資
料
が
散
見
さ
れ
る
。

（
21
（
請
求
番
号
：H-600-1111

。
江
戸
前
期
写
の
一
冊
。
小
川
剛
生
氏
は
、
屏

風
等
へ
の
貼
付
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
霊
元
院
の
「
私
的
な
場
で
の

『
源
氏
物
語
』
好
尚
の
一
端
を
示
す
史
料
」
と
位
置
付
け
る
（
国
文
学
研
究

資
料
館
編
『
源
氏
物
語　

千
年
の
か
が
や
き
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
（

の
解
題
よ
り
（。

（
22
（
架
蔵
。
写
本
、
一
冊
。『
女
房
三
十
六
人
哥
合
画
賛
』
と
合
綴
。
江
戸
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
成
立
か
。
各
巻
の
詞
の
み
を
、
色
紙
を
意
識
し
な

が
ら
、
散
ら
し
書
き
に
て
示
す
。『
源
氏
物
語
詞
散
』
同
様
、
具
体
的
な
散

ら
し
の
様
相
を
把
握
可
能
な
資
料
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
途
報
告

予
定
に
あ
る
。

（
21
（
一
番
右
の
短
冊
は
、
青
蓮
院
宮
尊
順
法
親
王
（
1591
～
1653
（
の
真
筆
と
認

め
ら
れ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
諸
資
料
と
同
時
期
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

（
21
（
こ
の
要
因
の
一
端
に
は
、
膨
大
な
『
源
氏
物
語
』
を
全
て
書
写
す
る
（
も

し
く
は
読
破
す
る
（
こ
と
の
困
難
さ
が
あ
る
と
考
え
た
い
。
さ
ら
に
は
、
既

存
の
古
筆
切
等
へ
の
対
抗
意
識
、
つ
ま
り
全
く
新
し
い
価
値
あ
る
芸
術
作
品

を
創
出
し
よ
う
と
し
た
意
図
も
、想
定
す
べ
き
か
と
も
思
わ
れ
る
。ま
た
、『
源

氏
物
語
』
の
本
文
（
テ
キ
ス
ト
（
を
新
た
な
形
態
で
作
成
す
る
行
為
に
は
、

物
語
作
品
を
い
か
に
所
有
・
保
有
す
る
か
と
い
う
問
題
が
大
い
に
関
わ
ろ
う

こ
と
も
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
21
（
例
え
ば
、
三
田
村
雅
子
氏
が
扱
っ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
伝
伏
見

院
筆
『
源
氏
物
語
抜
書
』（
三
田
村
雅
子
「「
抜
書
」
は
王
者
の
ふ
る
ま
い
」

（『
記
憶
の
中
の
源
氏
物
語
』、
新
潮
社
、
二
〇
〇
八
（（
や
、
原
豊
二
氏
所
蔵

の
『
源
氏
物
語
抜
書
』（
原
豊
二
「
抜
書
の
方
法
『
源
氏
物
語
』
の
享
受
世
界
」

（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
典
籍
研
究
ガ
イ
ダ
ン
ス�

王
朝
文
学
を
読
む
た

め
に
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
（（
等
は
、
横
長
の
打
曇
料
紙
を
使
用
し
て

い
る
公
家
の
抜
き
書
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ま
た
別
の
ま
と
ま
り
と
し
て
改

め
て
検
討
を
加
え
る
べ
き
対
象
と
考
え
ら
れ
る
。

【
付
記
】
過
日
急
逝
さ
れ
た
、
恩
師
加
藤
洋
介
先
生
に
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ

る
と
と
も
に
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
先
生
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
祈
念

し
ま
す
。
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



― 48 ―

詞林　第68号　2020年10月

『
源
氏
物
語
詞
散
』
翻
刻

■
凡
例

・
奈
良
大
学
図
書
館
蔵
『
源
氏
物
語
詞
散
』（
請
求
番
号（（（.（（/G（（

（
を
翻
刻
し
た
。

・
翻
刻
に
際
し
て
、
仮
名
は
す
べ
て
通
行
の
ひ
ら
が
な
に
統
一
し
た
。
漢
字
に
つ
い
て
は
、
一
部
新
字
体
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
異
体
字
・

略
字
等
は
通
行
の
字
体
で
示
し
た
。

・
底
本
の
文
字
配
置
や
改
行
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
こ
れ
を
反
映
さ
せ
た
。
た
だ
し
、
文
字
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
反
映
さ
せ
て
い

な
い
。
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た
ち
と
ま
り
て

　
　
　
　
　
　
　

 

い
と
あ
は
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　

 

覚
し
た
り

 

松

 

風

　

野
に　
　
　
　
　
　
　

荻
の

　
　

と
ま
り 　
　
　
　
　

 

え
た

　
　
　
　

ぬ
る　
　
　
　
　
　

 

な

　
　
　

君
た
ち　
　
　
　
　
　
　

と

　
　
　
　
　

小
鳥

　
　
　
　
　

 
し
る

つ
と
に　
　
　
　

し

　

し
て 　
　

 
は
か
り

　
　

ま
い
れ　
　

 
ひ
き

　
　
　
　

 

り　
　
　

つ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る



― 53 ―

『源氏物語詞散』翻刻

こな
ら
ひ

て
ふ

さ
え　
　
　

 

鶯
の

 
つ
り

　
　

わ
た
る　

う
ら
ゝ
か
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あ
と
を
も
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給
へ 

あ
さ
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み
る
程
に

 

う
し
ろ
に　

俄
に
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と
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と
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よ
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と
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ひ
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あ
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あ
け

ま
き

　

 

な
か
ら　
　
　

へ
た
て

　
　

 

は
か
り　
　
　
　

な
き
と
は

　
　
　

入
給
へ
る　
　

か
ゝ
る
を
や
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