
源
氏
物
語
文
体
論
の
一
方
法

n
H

か

一
文
体
と
享
受
者

「
文
体
」
と
い
う
悶
語
は
、
現
代
で
は
、
使
わ
れ
る
人
や
場
な
ど
の
違
い
に

ょ
っ
て
、
と
き
ど
き
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
を
表
わ
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
て
の
文
革
は
デ
ス
体
だ
。
」
と
い
う
と
き
の
そ
れ
と
、
「
こ

れ
は
柔
ら
か
な
文
体
だ
。
」
と
い
う
と
き
の
そ
れ
と
で
は
、
「
文
体
」
の
概

念
の
と
ら
え
方
は
、
大
い
に
違
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

っ
ま
り
、
「
文
体
」
と
は
、
あ
る
文
章
表
規
が
持
つ
内
容
や
形
式
か
ら
、
そ

の
享
受
者
が
ど
ん
な
印
象
を
受
け
る
か
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
摸
足
さ
れ
得

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
源
氏
物
語
細
流
抄
」
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
宇
治
十
帖
の
事
、
娘
の
大
弐
の
三
位
が
筆
と
い
へ
る
説
あ
り
。
師
説
不
用
之
。

其
故
は
文
体
前
に
か
ほ
れ
り
、
紫
式
部
が
撃
に
あ
ら
ず
と
い
へ
る
義
な
れ
ど
、

是
は
態
と
文
体
を
か
へ
た
る
也
。
時
四
代
、
年
七
十
先
余
の
事
を
苦
る
故
に
、

其
問
に
人
の
詞
づ
か
ひ
な
ど
も
、
不
知
し
て
か
は
り
も
て
行
き
末
代
に
な
る
お

も
む
き
を
見
せ
た
る
也
、
尤
式
部
が
笠
な
る
ペ
し
。
」
　
（
増
註
湖
月
些
ニ
〇
五

ペ
ー
ジ
か
ら
）

こ
れ
は
、
そ
の
主
張
の
正
否
は
別
と
し
て
も
、
古
来
の
「
文
体
」
概
念
の
と

ら
え
方
の
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
側
面
を
元
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
「
文
体
」
は
、
表
現
者
が
異
な
る
と
変
わ
る
。

二
、
つ
文
体
」
は
、
表
現
者
の
意
図
に
よ
っ
て
変
わ
り
得
る
。

三
、
「
詞
づ
か
ひ
」
（
「
文
体
」
の
、
ひ
と
つ
の
l

と
ら
え
方
で
あ
る
。
）

l
は
、
時
代
と
と
も
に
変
わ
る
。

つ
ま
り
、
こ
ゝ
で
も
、
「
文
体
」
は
、
古
来
、
一
般
的
・
規
準
的
な
面
と
、

個
性
的
・
主
体
的
な
面
と
が
、
そ
の
概
念
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
面
は
、
互
い
に
か
ら
み
合
い
、
一
体
と
な
っ
て
、

享
受
者
の
文
体
印
象
を
か
た
ち
づ
く
る
。
と
り
わ
け
、
一
個
の
文
章
作
品
を

対
象
と
し
た
ば
あ
い
の
文
体
研
究
に
お
い
て
は
、
両
者
を
識
別
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
方
法
論
は
、
以
上
の
こ
と
を
も
一
つ
の
前
提
と
し
て

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
文
体
の
、
個
性
的
・
主
体
的
な
面
が
、
た
と
え
ば
、
源
氏
物
語
の

文
章
表
現
の
上
で
、
な
に
が
し
か
の
特
定
の
形
状
曇
云
し
て
い
る
は
ず
だ
と
い

う
仮
説
．
は
、
さ
き
の
前
提
と
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
。



こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
林
英
夫
博
士
の
ど
説
明
を
わ
た
く
し
な
り
に
引
用
さ

せ
て
い
た
ゞ
く
と
、

「
あ
る
作
家
の
あ
る
作
品
が
あ
る
特
定
の
文
体
効
果
を
発
揮
す
る
と
す
れ
ば
、

彼
の
用
ひ
た
言
語
は
あ
る
特
定
の
形
状
を
と
っ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
か
の

印
象
は
こ
の
形
状
の
仕
業
で
あ
る
。
故
に
前
者
を
後
者
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
る

1
こ
れ
が
私
の
考
へ
る
と
こ
ろ
の
文
体
論
の
仕
事
に
は
か
な
ら
な
い
。
」

（
「
文
体
論
の
建
設
」
五
ペ
ー
ジ
）

ま
た
、
逆
に
、
享
受
者
の
側
か
ら
い
え
ば
、
か
れ
が
文
出
早
作
品
か
ら
受
け
る

文
体
印
象
に
は
、
か
な
ら
ず
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
形
状
」
が
あ
り
、

両
者
に
は
、
必
然
的
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
L

は
、
一
享
受
者
の
立
場
か
ら
出
発
し
て
、
わ
た
く
し
な
り
に
、
こ
の
「
形
状
」

を
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
必
然
性
」
を
、
単
に
、
き
わ

だ
っ
た
「
形
状
」
と
い
う
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、
表
均
者
と
享
受
者
と
の
、
で
き
る

だ
け
生
々
し
い
接
点
に
お
い
て
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
源
氏
物
語
の
特
性
に
思

い
を
い
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
そ
の
文
体
を
萎
本
的
に
規
制
す
る
も
の
は
、

日
本
語
の
文
体
一
般
に
認
め
ら
れ
る
特
性
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
れ

は
、
こ
と
ば
に
よ
る
表
頭
が
必
然
的
に
持
っ
て
い
る
、
「
損
粂
性
」
　
「
時
間

性
」
と
い
う
特
性
で
あ
る
。

こ
の
特
性
を
、
享
受
者
の
側
か
ら
い
え
ば
、
「
糠
条
性
」
　
「
時
間
性
」
の
終

結
に
対
し
て
の
「
待
機
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
の
充
足

が
適
い
か
早
い
か
が
、
享
受
者
の
心
聖
に
、
あ
る
い
は
緊
張
感
を
、
あ
る
い
は

安
定
感
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
渾
氏
物
語
に
お
い
て

は
、
特
に
、
個
性
的
・
主
体
的
な
文
体
の
一
側
面
に
、
大
き
な
か
⊥
わ
り
あ
い

を
持
っ
て
い
る
♪
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
印
象
を
中
心
に
「
文
体
」

を
考
輿
す
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
蟄
式
部
日
記
に
、
「
よ
ろ
し
う
書
き
か
へ
た
り
L
は
、
み
な
ひ

き
失
ひ
て
、
」
　
（
日
太
古
輿
文
聖
大
罪
「
紫
式
部
日
記
」
四
七
三
ペ
ー
ジ
）
と

あ
る
よ
う
に
、
表
頭
者
が
、
紹
条
性
が
持
つ
自
由
と
拘
束
と
の
中
で
、
空
間
的

に
も
、
推
敲
の
手
を
施
し
た
結
球
の
文
体
に
は
、
お
の
ず
と
、
か
の
女
の
本
性

や
苦
図
が
表
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
い
う
自
由
と
拘
束
と
の
中
に
あ
っ
て
、
表
現
者
が
考
え
る
こ
と
の
一
つ

は
、
「
何
を
先
に
表
均
し
、
何
を
あ
と
に
表
現
す
る
か
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ

、
り
、
そ
れ
が
享
受
者
に
と
っ
て
は
、
緊
張
感
や
安
定
感
と
な
っ
て
、
具
体
的
な

印
象
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。

〓
　
文
体
諭
の
方
法

の
二
の
胃
も
、
同
じ
お
と
ど
の
寝
殿
を
時
々
の
榊
休
み
所
に
し
給
ひ
て
、
福
豆

を
御
曹
司
に
し
拾
ひ
て
、
右
の
大
殿
の
中
鳩
君
を
待
奉
り
給
へ
り
。
（
対
校

源
氏
物
語
新
釈
＝
以
下
、
源
氏
物
語
本
文
の
引
顆
に
お
い
て
は
同
l
じ
。
＝
匂

官
一
二
五
〇
ペ
ー
ジ
）

耽
読
頭
璃
首
を
、
唐
の
よ
そ
ひ
に
事
々
し
う
し
つ
ら
ひ
て
、
蠣
と
り
樟
さ
す
遠

．
へ
、
皆
震
ゆ
ひ
て
、
唐
土
だ
た
せ
丁
、
さ
る
大
き
な
る
池
の
な
か
に
さ
し
出

で
た
れ
ば
、
ま
こ
と
の
知
ら
ぬ
国
に
采
た
ら
む
心
地
し
て
、
あ
は
れ
に
面
白

く
見
な
ら
は
ぬ
女
房
な
ど
は
思
ふ
。
（
胡
蝶
二
〇
．
へ
ー
ジ
）

開
こ
れ
は
洞
．
氏
の
御
旗
に
も
離
れ
綾
へ
り
し
後
の
、
大
殿
わ
た
り
に
あ
り
け
る

わ
る
榊
声
の
、
落
ち
と
ま
的
殉
れ
る
が
、
固
は
ず
語
り
し
お
き
た
る
は
、
紫

の
ゆ
か
り
に
も
似
ざ
め
れ
ど
、
か
の
女
ど
も
の
い
ひ
け
る
は
、
「
洞
氏
の
勤

末
々
に
、
印
が
ご
と
ど
も
の
ま
じ
り
で
問
ぬ
る
は
、
我
よ
り
も
宜
の
か
ず
培



り
、
ほ
け
た
り
け
る
人
の
ひ
が
ご
と
に
や
」
な
ど
怪
し
が
り
け
る
、
何
れ
か

は
讃
な
ら
む
。
（
竹
河
三
八
三
ペ
ー
ジ
）

「
何
を
先
に
表
現
し
、
何
を
あ
と
に
表
甥
す
る
か
。
」
源
氏
物
語
を
、
こ
う
い

う
点
に
注
意
し
て
読
ん
で
み
る
。
こ
の
と
き
、
ご
く
自
然
に
享
受
者
が
注
慧

す
る
の
は
、
と
り
わ
け
、
「
誰
の
こ
と
、
何
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
」
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
い
ま
仮
に
、
こ
の
「
誰
の
こ
と
、
何
の
こ
と
」

に
あ
た
る
も
の
を
、
わ
た
く
し
な
り
に
「
主
題
」
と
呼
ぶ
こ
．
と
に
す
る
。
す
る

と
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
一
文
に
お
け
る
「
主
題
」
の
担
元
の
仕
方
が
、

か
な
り
自
由
に
、
そ
れ
だ
け
に
意
図
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
仮
説
が
生
ま
れ
る
。

た
と
え
ば
、
右
に
示
し
た
例
文
の
う
ち
、
山
の
文
に
お
い
て
は
、
一
文
の
主

題
に
対
し
て
の
、
享
受
者
の
待
扱
性
に
は
、
文
の
冒
頭
で
答
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
一
つ
の
主
題
に
添
っ
て
、
述
部
が
展
開
し
て
い
る
文
で
あ
る
。
「
二

の
官
」
で
一
貫
し
、
安
定
し
た
線
条
だ
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
「
松
の
文
に
お
い
て
は
、
「
童
べ
」
に
至
っ
て
答
え
ら
れ
た

か
に
見
え
な
が
ら
も
、
述
部
は
さ
ら
に
展
開
し
、
結
局
は
、
「
女
房
な
ど
」

と
、
享
受
者
に
と
っ
て
は
、
意
外
な
と
こ
ろ
に
落
着
い
て
い
る
。
誰
の
立
場
か

ら
の
描
写
だ
ろ
う
か
と
、
答
を
待
っ
て
い
る
享
受
者
の
心
は
、
じ
ら
さ
れ
る
。

一
方
、
脚
の
文
に
お
い
て
は
、
一
文
の
主
題
は
、
つ
ざ
つ
ぎ
に
い
ゝ
代
え
ら

れ
て
、
文
末
に
至
っ
て
い
る
。
特
異
な
例
で
あ
る
。
文
節
を
味
わ
い
つ
ゝ
、
耳

か
ら
聴
く
物
語
に
お
け
る
「
文
」
の
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
曲
折
に
は
、
享
受

者
の
、
主
題
に
対
す
る
待
機
性
が
意
図
的
に
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。と

こ
ろ
で
、
国
語
表
頭
、
特
に
待
遇
表
頭
を
巧
み
に
駆
使
し
祷
て
い
た
時
代

の
国
語
表
現
に
お
い
て
は
、
一
文
に
お
い
て
は
、
述
部
が
む
し
ろ
中
心
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
ゝ
に
い
う
「
一
文
の
、
更
題
」
は
、
そ
の
中
に
「
隠
さ
れ

て
居
っ
た
も
の
、
包
ま
れ
て
居
っ
た
も
の
が
外
に
表
わ
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た

も
の
」
　
（
時
枝
誠
記
博
士
「
国
語
学
原
論
」
三
七
一
ペ
ー
ジ
）
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
と
、
一
文
の
主
題
に
つ
い
て
の
「
あ
と
先
」
の
考
察
は
、
一
文
に
お

い
て
展
開
し
、
文
末
に
ま
で
影
浮
力
を
持
っ
て
い
る
述
部
を
お
さ
え
る
こ
と
か

ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

0
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⑦
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く

く

く

○
左
の
お
ほ
殿
は
、
六
の
君
を
官
に
奉
り
拾
は
む
事
、
こ
の
月
に
と
恩
し
定
め

た
り
け
る
に
、
斯
く
恩
ひ
の
外
の
八
を
、
こ
の
程
よ
り
先
に
と
思
し
が
ほ
に

㊥
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′
、
　
　
④
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①
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】
コ
⑧

か
し
づ
き
す
ゑ
拾
ひ
て
、
離
れ
お
は
す
れ
ば
、
l
い
と
物
し
げ
に
思
し
た
り
と
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①

′

、

′

～

、

′

フ

～

′

、

ノ

）

ノ

置
き
給
ふ
も
い
と
は
し
け
れ
ば
、
和
文
は
時

⑧

く

ー

々
奉
り
給
ふ
。
（
早
蕨
二
一
二

ペ
ー
ジ
）

た
と
え
ば
、
右
の
一
文
で
は
、
ま
ず
傍
糎
を
施
し
た
八
つ
の
、
声
部
が
お
さ
え

ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
一
文
の
繰
条
に
添
っ
て
屋
開
し
、
文

末
に
ま
で
影
警
を
与
え
て
い
る
の
は
、
の
㊥
④
由
旬
で
あ
り
、
他
の
の
㊥
＠

は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
事
」
　
「
と
」
　
「
も
」
に
支
え
ら
れ
て
閉
鎖
し
て
い
る
。
一
文

の
主
題
に
関
与
す
る
の
は
、
前
者
の
み
で
あ
る
。

≡
　
桐
盃
巻
の
文
体
　
そ
の
一

〇
重
に
侍
り
し
持
、
女
房
な
ど
の
物
語
読
み
L
を
聞
き
て
、
い
と
あ
は
れ
に
悲

′

し
く
心
深
主
筆
が
な
と
、
淫
を
さ
へ
な
む
お
と
し
侍
り
し
。
（
帯
木
四
五

．
ヘ
ー
ジ
）

講
太
巻
に
お
け
る
、
右
の
±
南
頭
の
こ
と
ば
や
、
「
隆
能
愕
丘
」
琶
屋
巻
の

一
場
面
な
ど
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
源
氏
物
語
が
、
本
采
、
冊
子
絵
を

‖認



見
な
が
ら
、
読
ま
れ
る
の
を
耳
か
ら
鑑
賞
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
一
文

の
「
主
竃
一
に
つ
い
て
の
こ
の
考
冥
浸
、
さ
ら
に
生
々
し
い
露
点
と
結
び
つ
き

得
る
の
で
霊
た
い
か
。
垣
宕
た
ち
は
、
琴
ら
く
は
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
、
文
節

を
中
心
に
、
一
つ
一
つ
の
、
述
部
を
お
さ
え
な
が
ら
、
結
局
は
誰
の
こ
と
・
何
の

こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
心
を
は
ず
ま
せ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
享
受
者
の
待
機
性
が
、
一
文
の
主
題
の
動
き
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
に
充
足
さ
れ
る
か
。
そ
れ
を
等
詩
し
た
で
あ
ろ
う
作
者
は
、
ど
の
よ
う

に
そ
の
昔
西
を
そ
の
動
き
に
盛
り
込
も
う
と
し
た
か
。
そ
の
あ
り
方
を
、
形
状

の
上
で
と
ら
え
て
、
わ
た
く
し
な
り
に
整
理
す
る
と
、
す
べ
て
の
文
は
、
つ
ぎ

の
四
つ
の
短
．
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

－
型
文
　
主
題
が
首
屋
一
貫
し
て
い
る
文

l
塾
文
　
主
題
が
首
尾
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
途
中
で
の
変
化
が
あ
る
文

Ⅲ
望
又
　
主
題
が
首
尾
で
異
な
り
、
途
中
で
の
変
化
が
一
回
ぎ
り
で
あ
る
文

Ⅳ
型
文
　
主
題
が
首
屋
で
異
な
り
、
し
か
も
、
途
中
で
の
変
化
が
複
数
で
あ

る
又

そ
こ
で
、
右
の
よ
う
に
分
類
し
た
四
つ
の
文
の
類
型
の
、
典
型
的
な
例
を
示

す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
（
　
）
内
の
記
号
は
、
同
一
主
題
を
同
一
記
号

の
す
け
の
聞
え
け
る
を
、
若
き
御
心
地
に
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
聞
え
総
ひ

て
、
常
に
参
ら
ま
ほ
し
う
、
な
づ
さ
ひ
見
事
ら
ぼ
や
と
覚
え
袷
ふ
。
（
桐
喜

二
五
ペ
ー
ジ
）

主
題
は
、
「
光
」
　
「
内
侍
の
す
け
」
　
「
光
」
　
「
光
」
と
変
化
し
て
い
る
。

○
吋
l
型
文
（
A
・
A
・
B
・
B
・
B
）

五
六
日
さ
ぶ
ら
ひ
拾
ひ
て
、
大
殿
に
二
三
日
な
ど
絶
え
大
「
1
に
ま
か
で
稔
ヘ

ビ
、
只
今
は
を
さ
な
き
御
程
に
、
罪
な
く
お
ぼ
し
な
し
て
、
い
と
な
み
か
し

づ
き
聞
え
拾
ふ
。
（
桐
彙
三
〇
ペ
ー
ジ
）

・
主
題
は
、
「
光
」
　
「
光
」
　
「
左
大
臣
」
　
「
左
大
臣
」
　
「
左
大
臣
」
と
変
化
し

て
い
る
。

○
Ⅳ
聖
文
（
A
・
B
・
C
）

藤
彙
な
ら
び
給
ひ
て
、

御
覚
え
も
と
り
｛
＼
な
れ
ば
、
軽
く
日
の
宮
と

で
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

○
－
型
文
（
A
・
A
・
A
・
A
）

一
の
呂
を
見
登
ら
せ
治
ふ
に
も

若
宮
の
榊
恋
し
さ
の
み
お
も
は
⊥
い
で
つ

つ
、
親
し
き
女
房
御
乳
母
な
ど
を
道
は
し
つ
つ
、
有
様
を
聞
召
す
。
（
桶
屋

九
ペ
ー
ジ
）

主
題
は
、
「
帝
」
で
一
貫
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
1

0
甘
型
文
（
A
・
B
・
A
・
A
）

偲
御
息
所
は
、
影
だ
に
覚
え
給
は
ぬ
を
、
「
い
と
よ
う
似
給
へ
り
」
と
内
侍

聞
ゆ
。
（
桐
喜
二
六
ペ
ー
ジ
）

主
題
は
、
「
藤
彙
」
　
「
御
覚
え
」
　
「
人
々
」
と
変
化
し
て
い
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
四
つ
の
文
の
類
型
が
、
桐
這
巻
に
お
い
て
は
、
ど

の
よ
う
な
割
合
で
分
布
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
他
の
四
つ
の

巻
と
と
も
に
、
そ
の
割
合
を
示
す
と
、
第
一
表
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
表
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桐
彙
巻
の
、
こ
の
割
合
の
あ
り
方
は
l
、
同
巻
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
一
つ
の

「
文
体
」
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
右
の
表
に
よ
る
と
、
同
巻
に
お

い
て
は
、
l
型
文
が
全
体
の
約
半
数
を
、
Ⅲ
塾
文
が
同
じ
く
的
四
分
の
一
を
、

そ
れ
ぞ
れ
占
め
て
お
り
、
つ
ゞ
い
て
、
Ⅳ
剖
文
、
甘
型
文
の
憶
に
多
く
な
っ
そ

い
る
。こ

の
割
合
は
、
他
の
四
つ
の
巻
に
も
、
ほ
ゞ
あ
て
は
ま
る
も
の
と
い
え
よ

ぅ
。
し
か
し
、
蕗
裏
葉
巻
の
I
型
文
、
匂
嘗
巻
の
∬
塑
文
、
夢
浮
橋
巻
の
∬
塾

文
と
Ⅳ
塾
文
な
ど
に
見
ら
れ
る
割
合
の
ゆ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

巻
の
特
殊
性
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
ゆ
れ
」
は
、
む
し
ろ
、
桐
彙
巻
や

幻
巻
の
方
に
あ
る
の
か
。
い
ま
の
と
こ
ろ
何
と
も
い
え
な
い
点
で
あ
る
。

四
　
桐
覇
巻
の
文
体
　
そ
の
二

こ
の
よ
う
な
割
合
で
分
布
し
て
い
る
、
桐
盃
巻
の
四
つ
の
文
剖
一
の
あ
り
方

は
、
一
つ
の
「
文
体
」
と
し
て
の
形
状
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
よ
う
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
数
値
が
、
そ
れ
だ
け
で
、
享
受
者
の
、
生
々
し
い
文
体
印
象

の
支
え
に
な
る
と
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
形
式
的
に
す
ぎ
よ
う
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
文
型
の
叉
そ
れ
ぞ
れ
と
、
桐
彙

巻
に
お
け
る
「
場
両
性
」
と
の
か
ゝ
わ
り
合
い
で
あ
る
。
四
つ
の
又
珂
そ
れ
ぞ

れ
が
、
表
甥
者
紫
式
部
の
、
本
性
や
意
図
の
必
然
的
な
表
わ
れ
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
右
の
「
か
ゝ
わ
り
合
い
」
に
も
、
何
ら
か
の
必
然
性
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
』

そ
う
い
う
仮
説
の
上
に
立
っ
て
桐
蛋
巻
に
お
け
る
、
こ
の
．
四
つ
の
文
型
の
分

布
の
あ
り
さ
ま
を
、
配
列
図
に
よ
っ
て
示
す
と
堅
l
表
の
よ
う
に
な
る
。
ち
な

み
に
．
、
他
の
四
つ
の
巻
の
図
を
も
、
あ
わ
せ
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
註
）
　
数
字
は
、
各
巻
に
お
け
る
文
の
旧
序
。
一
右
側
の
符
号
に
よ
っ
て
、
四

っ
の
文
型
の
区
別
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
分
け
た
。

1
符
号
な
し
＝
－
坦
文
。
2
0
印
＝
∬
醜
文
。
3
⑪
印
＝
町
単
文
。
4
数
字

が
ゴ
チ
ッ
ク
体
の
も
の
＝
Ⅳ
塾
叉
。
～
は
三
文
以
上
の
同
文
到
達
託
の
中
間

を
略
し
た
事
を
元
す
。

右
の
よ
う
に
、
四
つ
の
又
塾
が
、
至
ぜ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い

る
か
を
、
配
列
図
に
よ
っ
て
見
る
と
、
分
布
の
あ
り
方
に
は
、
か
な
り
の
か
た

よ
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
か
た
よ
り
」
．
の
必
然
性
を
解
釈
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
い
ま
、

同
型
文
の
達
続
と
場
面
と
の
か
ゝ
わ
り
合
い
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
つ
ざ
の

よ
う
な
こ
と
が
い
え
よ
う
か
。

○
－
型
文

コ
訟
土
監
」
．
が
、
最
も
き
わ
だ
っ
た
連
続
性
を
元
し
て
い
る
個
所
で
あ

る
。
こ
ゝ
は
、
「
御
禄
の
物
、
う
へ
の
命
掃
取
り
て
脂
ふ
。
」
か
ら
、
「
作
法

世
に
め
づ
ら
し
き
ま
で
も
て
か
し
つ
き
臨
急
用
へ
り
。
」
ま
で
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
光
循
氏
元
服
の
儀
式
の
場
面
を
、
帝
と
左
大
臣
と
の
歌
を
も
ま
じ
え
て
、

窄
観
的
に
措
写
し
た
個
所
で
あ
る
。

○
甘
型
文

か
ず
少
な
い
文
型
で
あ
る
た
め
、
達
流
し
た
個
所
は
認
め
ら
れ
な
い
。
が
、

強
い
て
と
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
「
れ
」
と
「
ぴ
」
の
個
所
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
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も
長
文
で
、
「
2
7
」
は
、
－
型
文
で
あ
る
。
こ
ゝ
は
、
桐
彙
更
衣
が
里
に
下
る
　
　
た
。
一
つ
の
方
法
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
た
。

に
あ
た
っ
て
の
、
荷
の
．
蜘
膵
の
御
心
を
、
会
話
文
を
主
体
と
し
て
表
現
し
た
個

所
で
あ
る
。
「
2
8
」
は
、
「
…
壷
か
ん
で
さ
せ
給
ひ
っ
。
」
と
結
ば
れ
で
い

る
。

○
嘔
型
叉

「
一
合
～
－
畠
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
あ
た
り
〇
賀
～
－
巴
）
は
、

T
型
父
の
み
が
連
続
し
て
い
る
中
に
、
Ⅲ
塾
文
が
多
く
散
在
し
て
い
る
。
さ

て
、
こ
ゝ
は
、
T
型
女
で
と
り
あ
げ
た
個
所
の
些
別
に
あ
た
る
場
面
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
光
源
氏
元
服
の
儀
式
の
始
ま
り
か
ら
、
光
源
氏
の
着
座
ま
で
を
、

帝
や
皆
人
ら
の
涙
を
は
さ
ん
で
、
客
観
的
な
描
写
を
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

○
Ⅵ
型
文

「
3
0
～
3
4
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
（
た
ゞ
し
、
「
3
1
」
は
省
く
。
）
こ

ゝ
は
、
「
い
と
あ
へ
な
く
て
」
帰
っ
て
来
た
使
い
の
口
か
ら
、
更
衣
の
死
を
聞

い
た
と
き
の
、
帝
の
悲
し
み
の
紺
等
の
、
い
わ
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
あ
た
る

個
所
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
よ
う
な
こ
ゝ
ろ
み
の
結
果
が
、
は
た
し
て
、
他
の
達
振
個
所
を

は
じ
め
、
一
つ
一
つ
の
文
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
は
、
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
他
の
い
く
つ
か
の
連
流
個
所
か
ら
も
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
l

型
文
・
甘
塑
文
は
、
比
較
的
客
観
的
な
描
写
の
場
面
で
、
甘
塑
文
・
Ⅳ
型
文
は

そ
れ
に
対
し
て
、
登
場
人
物
の
心
理
の
動
き
を
措
写
す
る
場
面
が
多
い
よ
う
に

恩
わ
れ
る
。
こ
の
文
型
と
こ
の
場
面
と
、
そ
れ
が
、
享
受
者
の
文
体
印
象
の
一

画
の
大
き
な
支
え
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
、
桐
違
春
を
中
心
に
、
一
つ
に
は
文
型
の
数
的
な
割
合
か
ら
、
二
つ
に

は
、
そ
れ
ら
の
文
型
の
分
布
を
場
面
性
の
面
か
ら
、
「
文
体
」
を
考
察
し
て
み

（
一
九
六
三
・
一
一
・
二
九
）
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