
源
氏
物
語
の
文
章

1

「

も

の

な

り

」

の

場

会

1

－

は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
形
式
名
詞
「
も
の
」
に
「
な
り
」
の
結
合
し
た
「
も
の
な
り
」
の

意
味
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
に
説
が
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
も
私
見
を
発
表
し

①

た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
概
ね
抽
象
的
の
論
で
あ
っ
て
、
「
も

の
な
り
」
が
文
学
用
語
と
し
て
、
個
々
の
作
品
で
ど
の
よ
う
な
用
い
方
が
さ
れ

て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
触
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
小
柄
に
お

い
て
は
、
源
氏
物
語
の
中
で
、
「
も
の
な
り
」
が
い
か
な
る
場
面
に
、
い
か
な

る
表
現
意
図
の
も
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
表
硯
効
果
を

あ
げ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
よ
う
と
思
う
。

）（

1
、
研
究
対
象

1
親
子
の
御
契
り
は
、
絶
え
て
や
ま
ぬ
引
吋
咄
引
。

②

（
玉
ぢ
三
九
一
1
1
1
）

2
人
の
命
久
し
か
る
ま
じ
き
も
の
な
れ
ど
、
残
り
の
命
一
二
日
を
も
惜
し
ま

ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
（
手
習
二
三
六
－
1
0
）

の
ど
と
き
、
い
わ
ゆ
る
形
式
名
詞
「
も
の
」
と
断
定
助
動
詞
「
な
り
」
と
の
結

東
　
　
辻
　
　
保

和

合
し
た
表
現
を
研
究
の
対
象
と
す
る
。
そ
う
し
て
た
と
え
ば
、

3
㍍
猫
の
此
処
の
に
た
が
へ
る
さ
ま
し
て
な
む
侍
り
し
。
同
じ
や
う
な
る

引
叫
咄
れ
l
ど
、
心
を
か
し
く
人
馴
れ
た
る
掛
、
怪
し
く
な
つ
か
し
き
引
功

に
な
む
侍
る
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
四
－
4
）

で
、
前
者
の
「
も
の
な
れ
」
の
「
も
の
」
は
実
質
名
詞
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

③

対
象
か
ら
外
す
。
た
ゞ
し
、
時
枝
誠
記
博
士
も
言
わ
れ
た
ど
と
く
、
古
典
語
に

お
け
る
実
質
名
詞
と
形
式
名
詞
と
の
区
別
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
場
合
が

あ
る
の
で
、
た
と
え
ば
、
後
者
の
「
も
の
に
な
む
侍
る
」
な
ど
は
、
研
究
対
象

と
し
た
。
そ
こ
で
、
対
象
と
し
た
用
例
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

会
話
文
で
の
用
例

地
の
文
で
の
用
例
（
所
謂
草
子
地
を
含
む
）

心
内
語
で
の
用
例

…

…

…

…

六

十

七

…
…
…
…
二
十
一

・
二
一
十
一

合
計
　
百
九
例

2
、
研
究
方
法

小
塙
の
研
究
目
的
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
月

的
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
単
に
一
文
内
に
止
ま
ら
ず
、
他
の
文
表
現
と
の
意
味
関

係
に
も
必
然
的
に
関
わ
り
を
持
つ
。
た
と
え
ば
、
例
文
2
に
お
い
て
ほ
、
「
も

の
な
れ
ど
」
の
意
味
は
、
そ
れ
ま
で
の
叙
述
と
、
そ
れ
以
下
の
叙
述
と
の
関
係

即
ち
前
件
と
後
件
と
の
関
係
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
例
文



1
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
も
の
な
り
」
表
現
の
意
味
は
、
他
の
文
表
現
と
の
関

係
に
お
い
て
把
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
を
区
別
し
、

的
接
続
表
現
…
…
例
文
2
の
場
合

の
終
止
表
現
…
＝
例
文
1
の
場
合

と
す
る
。

⑥

従
来
、
文
表
現
に
お
け
る
表
現
意
図
の
研
究
は
、
松
井
利
男
氏
な
ど
に
よ
っ

て
推
進
せ
ら
れ
、
一
応
の
体
系
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
小
稿
に
お
い
て

⑤

は
、
一
ま
ず
、
「
記
し
こ
と
ば
の
文
型
川
1
対
話
資
料
に
よ
る
研
究
」
の
体
系

に
倣
い
、
源
氏
物
語
の
百
九
例
を
分
類
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
は

第
一
義
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
上
記
の
文
献
に
収
め
ら
れ
て
い
る
体
系
は

極
め
て
詳
細
で
あ
り
、
今
回
の
研
究
対
象
と
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
部
分
も

あ
る
の
で
、
そ
の
箇
所
は
省
略
し
て
記
す
る
。

次
に
考
察
の
手
順
と
し
て
は
、
〔
甲
〕
　
〔
乙
〕
　
〔
丙
〕
の
別
、
会
話
文
・
地

の
文
・
心
内
語
の
別
、
田
川
の
別
に
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
機
能
を
考
え
て
行
く
こ

と
と
し
た
い
。

コ（

本
節
で
は
、
会
話
文
に
お
け
る
「
も
の
な
り
」
表
現
に
つ
い
て
述
べ
る
。

〔
甲
〕
－
∽
接
続
表
現
を
通
じ
て
言
え
る
こ
せ
は
、
す
べ
て
前
件
と
後
件
と

の
関
係
と
し
て
把
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
件
は
、
・
第
二
表
の
ど
と

き
形
式
で
後
作
に
接
続
し
て
い
る
。
．

〔
第
二
表
〕

計）
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一
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も
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11001

も
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に
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を
l

も
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1

も
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に
な
む
侍
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1

も
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〔
乙
〕
－
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も
の
な
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〔
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〕
I
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も
の
な
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ぬ
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に

も
の
な
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ば

〔
甲
〕
㈹

地
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文

も
の
な
ら
ね
ば

も
の
な
ら
ね
ど

も
の
な
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け
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ば

も
の
な
る
を

も
の
な
れ
ば

も
の
な
れ
ば
に
や

も
の
に
て
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心

内

語
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な
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も
の
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ば

も
の
な
め
る
を



態　の　表　現＝・

樵　の．7
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希求の　〝

推定の　〝
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断定の様相
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表現

質問的表現
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判叙表現
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求めるところ
のない表現意
図
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図

〔甲〕

て
か
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し
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よ
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に
し
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も
の
な
り

も
の
な
り
け
り

な
む
…
も
の
な
り
け
る

2　110

も　も　も

の
な
り
け
り
　
　
　
2
て
も
の
な
り

の
に
な
む
　
　
　
　
l
首
の
な
り
け
り

の
に
な
む
あ
り
け
る
1

贅
㍑
招
け
れ
＝
一

こ

そ

…

も

の

な

れ

　

4

一

も
の
に
こ
そ

も
の
に
あ
り
け
る
か
な

も
の
も
が
な

212101

こ
そ
…
べ
き
も
の
な
れ
1

も
の
な
な
り

こ
そ
…
も
の
な
め
れ

も
の
に
な
む

も
の
に
な
む
あ
る

も
の
に
な
む
侍
る

も
の
に
も
あ
ら
ず

も
の
に

こ
そ
…
も
の
に
侍
れ

も
の
に
こ
そ

に
た
現
る

手
ら
表
す

相
あ
を
と

〔
第
二
表
〕

こ
の
表
に
見
る
よ
う
に
、
十
五
例
す
べ
て
が
条
件
接
続
法
で
あ
り
、
且
、
そ
．

こ
そ
…
も
の
に
は
あ
れ
1

も
の
に
な
む
侍
り
け
る
1

も
の
に
な
む
あ
り
け
る
1

も
の
に
こ
そ
あ
り
け
れ
2

も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
　
2

こ
そ
…
も
の
に
侍
り
け
れ
1

も
の
に
こ
そ
あ
め
れ
　
1

〔
丙
〕も

の
に
や
あ
ら
む
　
　
l

－　3　－

の
に
は
あ
ら
．
平
や
1

の
内
十
一
例
ま
で
が
順
接
確
定
条
件
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら



な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
前
件
と
後
作
と
の
意
味
関
係
を
具
体
例
に
即
し
て
考
察
し

て
行
く
こ
と
と
し
た
い
。

＜
判
断
の
根
拠
を
示
す
∨

「
い
と
難
き
事
。
誠
に
打
頼
む
べ
き
親
な
ど
に
て
見
譲
る
人
だ
に
、
女
親
に

離
れ
ぬ
る
は
、
い
と
あ
は
れ
な
る
事
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。
ま
し
て
忠
は
し
人

め
か
さ
む
に
つ
け
て
も
、
あ
ぢ
き
な
き
方
や
打
ち
ま
じ
り
、
人
に
心
も
お
か

れ
給
は
む
。
う
た
て
あ
る
忠
ひ
や
り
ど
と
な
れ
ど
、
か
け
て
さ
や
う
の
世
づ

い
た
る
筋
に
お
ぼ
し
寄
る
な
。
憂
き
身
を
つ
み
侍
る
に
も
、
女
は
忠
ひ
の
は

か
に
て
、
物
恩
ひ
を
添
ふ
る
も
の
に

な
む
侍
り
け
れ
ば
、
い
か
で
さ
る
方
を

も
て
離
れ
て
見
奉
ら
む
と
思
ひ
給
ふ
る
」
な
ど
聞
え
給
へ
ば
、
あ
い
な
く
も

宣
ふ
か
な
、
と
お
ぼ
せ
ど
（
浮
標
一
三
五
－
4
）
〔
六
条
御
息
所
1
光
源
氏
〕

六
条
御
自
炭
は
、
源
氏
を
全
面
的
に
信
頼
し
て
狼
を
託
す
の
で
は
な
か
っ
た
。

源
氏
が
斎
宮
に
好
色
心
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
と
、
歯
に
衣
を
着
せ
ず
に
言
い

切
る
の
で
あ
る
。
わ
が
狼
は
「
さ
る
方
を
も
て
離
れ
て
見
奉
ら
む
」
即
ち
、
男

女
関
係
か
ら
離
れ
さ
せ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
御
息
所
は

自
己
の
体
験
か
ら
槻
じ
取
っ
た
女
の
悲
し
い
宿
命
（
「
女
は
思
ひ
の
は
か
に
て
、

物
思
ひ
を
添
ふ
る
も
の
に
な
む
侍
り
け
れ
ば
」
）
を
絶
対
の
も
の
と
し
て
置

き
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
母
親
と
し
て
、
狼
に
は
さ
よ
う
な
苦
し
み
を
さ
せ
た

く
な
い
、
と
語
る
。
こ
の
御
息
所
の
こ
と
ば
は
、
若
か
り
し
日
の
思
い
出
に
源

氏
の
心
を
痛
く
刺
す
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
ち
さ
れ
ば
、
源
氏
も
「
あ
い
な
く

も
宣
ふ
か
な
」
と
思
い
、
昔
の
好
色
家
で
は
も
早
な
い
こ
と
を
語
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

こ
の
外
の
類
例
す
べ
て
を
調
べ
て
み
る
と
、
「
も
の
な
り
」
で
統
括
せ
ら
れ

た
前
件
は
、
そ
の
内
容
は
、
音
楽
の
技
楠
に
関
す
る
こ
と
、
女
の
宿
命
に
関
す

る
こ
と
、
俗
信
に
関
す
る
こ
と
、
世
態
人
情
に
関
す
る
こ
と
、
人
間
の
愛
執
に

関
す
る
こ
と
等
、
い
ず
れ
も
万
人
の
認
め
ざ
る
を
得
な
い
道
理
よ
り
成
り
、
そ

の
道
理
は
、
物
語
中
の
話
し
手
の
主
張
に
客
観
的
根
拠
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
物
語
中
の
聞
き
手
に
、
も
単
、
反
論
の
余
地
を
与
え
な
い
論
理
を
組
む
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
は
じ
め
に
指
摘
し
た
ど
と
く
、
前
作

の
「
も
の
な
り
」
の
ほ
と
ん
ど
が
、
順
接
確
定
条
件
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
既

に
暗
示
し
て
い
た
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
類
例
）
　
若
紫
一
八
四
－
7
　
花
散
見
四
四
八
1
1
1
　
常
夏
八
四
－
1
3
、

八
八
－
1
1
　
藤
袴
一
六
五
－
1
0
　
杭
柱
二
〇
三
－
3
　
若
葉
上
二
八
四
1
1
1

第
葉
下
四
〇
－
1
0
　
紅
堕
二
七
三
－
7
　
総
角
九
五
－
6
、
一
二
七
－
8

東
屋
六
五
－
8
　
淳
丹
一
六
二
－
3
　
手
習
二
三
六
－
1
0

〔
乙
〕
－
の
　
前
作
の
「
も
の
な
り
」
は
、
第
二
義
に
見
る
ど
と
く
、
三
例

と
も
順
接
確
定
条
作
法
で
あ
り
、
こ
の
点
、
〔
甲
〕
－
例
の
場
合
に
似
る
。

＜
要
求
の
根
拠
を
示
す
∨

今
朝
こ
こ
に
大
将
殿
の
物
し
拾
ひ
て
、
御
有
様
尋
ね
問
ひ
給
ふ
に
、
初
め
よ

り
、
あ
り
L
や
う
く
は
し
く
聞
え
侍
り
ぬ
。
御
志
深
か
り
け
る
御
中
を
背
き

給
ひ
て
、
あ
や
し
き
山
規
の
な
か
に
出
家
し
給
へ
る
事
、
却
り
て
は
燐
の
責

め
添
ふ
べ
き
事
な
る
を
な
む
承
り
驚
き
侍
る
。
い
か
が
は
せ
む
。
も
と
の
御
契

り
あ
や
ま
ち
給
は
で
、
愛
執
の
罪
を
晴
る
か
し
問
え
給
ひ
て
、
一
日
の
出
家

の
功
穂
は
競
り
無
⊥
訂
a
d
甜
ば
、
な
は
頼
ま
せ
給
へ
と
な
む
。

（
夢
淳
橋
三
二
五
－
1
1
）
　
〔
描
川
僧
都
1
浮
舟
（
消
息
）
〕

薫
の
来
訪
を
受
け
て
、
初
め
て
浮
舟
の
身
の
上
を
知
っ
た
横
川
の
僧
都
は
、

小
岩
を
遣
わ
し
て
浮
舟
に
消
日
脚
を
届
け
さ
せ
、
還
俗
し
て
誼
と
夫
婦
と
な
り
、

愛
執
の
罪
を
償
う
こ
と
を
勧
め
る
。
「
一
日
の
功
徳
は
競
り
無
き
も
の
な
れ

ば
」
と
い
う
忠
恕
は
、
現
実
に
は
功
を
奏
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
淳
舟
に
還
俗



を
強
く
決
心
さ
せ
よ
う
と
す
る
僧
都
の
、
深
い
思
い
や
り
か
ら
出
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
外
の
二
例
も
、
前
件
は
要
求
表
現
の
根
拠
と
し
て
の
内
容
を
持
っ
て
い

る
。
即
ち
、
宿
世
に
関
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
仏
教
思
想
に
関
す
る
こ
と
、
世

態
人
情
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
い
ず
れ
も
否
定
L
が
た
い
道
理
や
現
実
、
あ
る

い
は
人
知
を
超
え
て
存
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
理
法
を
根
拠
と
し
て
、
演
繹
的
に
、

相
手
に
反
論
の
余
地
を
与
え
ず
、
あ
る
行
為
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要

求
の
内
容
は
、
具
体
的
行
動
を
伴
う
場
合
と
、
情
緒
的
反
応
に
止
ま
る
場
合
と

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
の
要
求
を
相
手
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
た

め
に
、
「
も
の
な
り
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
類
例
）
若
菜
上
三
〇
六
－
4
　
竹
河
四
一
五
－
8

〔
丙
〕
－
∽

∧
判
断
の
根
拠
を
示
す
∨

「
見
奉
る
に
、
命
延
ぶ
る
御
有
様
ど
も
を
、
又
さ
る
た
ぐ
ひ
お
は
し
ま
し
な

む
や
、
と
な
む
恩
ひ
侍
る
を
、
い
づ
く
か
劣
り
給
は
む
、
物
は
限
り
あ
る

引
叫
な
l
細
ば
、
す
ぐ
れ
給
へ
り
と
て
、
頂
を
離
れ
た
る
光
や
ほ
お
は
す
る
。

只
こ
れ
を
す
ぐ
れ
た
り
と
は
開
ゆ
べ
き
な
め
り
か
し
」
と
う
ち
ゑ
み
て
見
奉

れ
ば
、
老
人
も
嬉
し
と
思
ふ
。
一
（
玉
蔓
三
八
二
－
6
）
　
〔
右
近
1
玉
堤
〕

右
近
は
、
久
し
ぶ
り
に
九
州
か
ら
上
洛
し
た
玉
章
の
姿
を
見
て
、
そ
の
美
し

さ
は
紫
上
に
劣
る
も
の
で
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
勿
論
、
玉
田
人
へ
の
好
意
の
然

ら
し
め
る
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
右
近
は
し
か
し
、
そ
れ
が
単
な
る
身
び
い
き
や
主

観
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
紫
上

が
美
し
く
と
も
「
頂
を
離
れ
た
る
光
」
が
あ
ろ
う
か
、
同
じ
人
間
で
あ
る
か
ら

に
は
有
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
「
物
は
限
り
あ
る
も
の
な
れ
ば
」
と
い
う
真
理
に

基
づ
い
て
、
右
近
は
自
己
の
判
断
に
確
た
る
根
拠
を
与
え
、
同
時
に
そ
れ
に
よ

っ
て
、
相
手
（
こ
の
場
合
は
玉
屋
の
乳
母
）
を
も
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
右
近
の
論
法
は
、
「
老
人
も
嬉
し
と
思
ふ
」
と
あ
る
と
お
り
、
み

ご
と
に
功
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。

（
類
例
）
夕
霧
二
八
六
1
8

〔
甲
〕
I
の
　
文
末
部
の
「
も
の
な
り
」
は
、
第
二
麦
に
見
る
ど
と
く
、
極

め
て
多
彩
で
あ
る
。
殊
に
「
け
り
」
の
結
合
し
た
例
が
十
四
例
あ
る
こ
と
に
注

目
し
て
お
き
た
い
。

＜
判
断
の
根
拠
を
示
す
∨

み
こ
た
ち
大
臣
の
御
臆
と
い
ヘ
ビ
、
な
は
さ
し
向
ひ
た
る
劣
り
の
所
に
は
、

人
も
思
ひ
お
と
し
、
親
の
御
も
て
な
し
も
、
え
ひ
と
し
か
ら
ぬ
勧
叫
吋
桝
。

ま
し
て
、
こ
れ
は
、
や
ん
ご
と
な
き
御
方
々
に
斯
か
る
人
出
で
物
し
給
は

ば
、
こ
よ
な
く
消
た
れ
給
ひ
な
む
。
程
々
に
つ
け
て
、
親
に
も
一
ふ
し
も
て

か
し
づ
か
れ
ぬ
る
人
こ
そ
、
や
が
て
お
と
し
め
ら
れ
ぬ
初
と
は
な
れ
。

（
薄
雲
二
三
三
－
1
3
）
　
〔
明
石
尼
1
明
石
上
〕

源
氏
は
、
明
石
上
腹
の
姫
を
、
自
分
の
方
に
引
き
取
り
、
砦
上
に
糞
育
さ
せ

よ
う
と
す
る
。
だ
が
明
石
上
は
進
ん
で
源
氏
の
意
向
に
従
お
う
と
は
し
な
い
。

し
か
し
、
果
し
て
姫
を
今
の
ま
ま
明
石
上
の
手
許
に
置
い
て
お
く
こ
と
が
、
痕

の
将
来
に
と
っ
て
幸
だ
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
名
門
出
自
の

女
性
の
問
に
あ
っ
て
、
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
▼
う
だ
ろ
う
。
明
石
尼
君
は
、
こ
の

際
、
生
み
の
母
の
悲
し
み
に
は
耐
え
て
、
姫
を
光
沢
氏
に
託
す
べ
き
だ
と
考
え

る
。
そ
こ
で
、
尼
封
は
、
明
石
上
に
諾
々
と
そ
の
訳
を
説
い
て
聞
か
せ
る
。
何

故
に
そ
う
す
べ
き
な
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
「
み
こ
た
ち
（
中
略
）
親
の
御
も
て

な
し
も
え
ひ
と
し
か
ら
ぬ
ー
も
の
な
り
」
こ
れ
が
世
の
常
、
貿
族
社
会
の
習
い
な

の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
一
句
は
、
明
石
上
に
対
し
て
、
大
き
な
力
を
持
つ
こ
と



に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
外
の
類
例
を
調
べ
て
み
る
の
に
、
そ
の
内
容
は
、
世
態
人
情
に
関
す
る

こ
と
、
仏
教
思
想
（
宿
縁
）
　
に
関
す
る
こ
と
、
女
の
宿
命
に
関
す
る
こ
と
等
、

既
に
〔
甲
〕
－
田
で
述
べ
た
の
と
同
様
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
言
い
得
る
。

（
類
例
）
御
幸
一
三
二
1
9
　
若
菜
上
二
八
八
－
2
　
若
葉
下
四
－
4
　
夕

印
璽
一
三
七
－
5
、
二
三
一
1
7
　
手
習
二
八
二
－
1

∧
願
望
の
根
拠
を
示
す
∨

あ
は
れ
な
り
し
夕
べ
の
け
ぶ
り
、
い
ひ
し
事
な
ど
、
ま
ほ
な
ら
ね
ど
そ
の
夜

の
か
た
ち
は
の
見
し
、
こ
と
の
ね
の
な
ま
め
き
た
り
し
も
、
す
べ
て
心
と
ま

れ
る
さ
ま
に
宣
ひ
い
づ
る
に
も
、
我
は
又
な
く
こ
そ
悲
し
と
思
ひ
嶽
き
し

か
、
す
さ
び
に
て
も
心
を
分
け
給
ひ
け
む
よ
と
、
た
だ
な
ら
ず
お
も
ひ
っ
づ

け
ら
れ
て
、
「
我
は
我
」
と
う
ち
背
き
な
が
め
て
、
「
あ
は
れ
な
り
し
世
の
有

様
か
な
」
と
、
独
り
ど
と
の
や
う
に
う
ち
歎
き
て
、
忠
ふ
ど
ち
置
く
方
に
は
あ

ら
ず
と
も
我
ぞ
け
ぶ
り
に
先
立
ち
な
ま
し
　
「
何
と
か
や
。
心
変
や
。
誰
に

よ
り
世
を
う
み
山
に
行
き
め
ぐ
り
絶
え
ぬ
涙
に
浮
き
沈
む
身
ぞ
　
い
で
や
、

い
か
で
か
見
え
率
ら
む
。
命
こ
そ
か
な
ひ
が
た
か
べ
い
も
の
な
め
れ
。
は
か

な
き
事
に
て
人
に
心
お
か
れ
じ
と
恩
ふ
も
、
只
一
つ
故
ぞ
や
」
と
て
、
筍
の

御
こ
と
引
寄
せ
て
、
掻
合
せ
す
さ
び
給
ひ
て
、
そ
そ
の
か
し
問
え
給
ヘ
ビ
、

か
の
す
ぐ
れ
た
り
け
む
も
ね
た
き
に
や
、
手
も
触
れ
給
は
ず
。

（
浮
標
二
八
－
6
）
　
〔
源
氏
1
葉
上
〕

明
石
上
と
の
関
係
を
紫
上
が
他
か
ら
聞
き
込
ん
で
は
困
る
と
思
っ
た
源
氏

は
、
自
ら
流
諦
時
代
の
思
い
出
を
語
る
。
明
石
上
を
得
た
こ
と
に
対
す
る
紫
上

の
不
満
の
徒
な
ら
ぬ
こ
と
を
察
し
た
源
氏
は
、
巧
み
に
話
の
焦
点
を
そ
ら
し
、

票
上
を
説
得
し
て
窮
地
を
逃
れ
よ
う
と
図
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
本
心
は
、
外

な
ら
ぬ
紫
上
に
あ
る
の
だ
、
す
べ
て
は
紫
上
を
思
う
た
め
な
の
だ
と
言
う
。
そ
の

切
り
札
と
も
言
う
べ
き
こ
と
ば
が
「
命
こ
そ
か
な
ひ
が
た
か
べ
い
も
の
な
め
れ
」

な
の
で
あ
る
。
こ
の
、
ま
さ
に
真
理
を
持
ち
出
さ
れ
た
紫
上
は
、
果
し
て
返

す
べ
き
こ
と
ば
を
失
い
、
わ
ず
か
に
等
の
弾
奏
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

抵
抗
す
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

＜
要
求
の
根
拠
を
示
す
∨

泣
き
ま
ど
ひ
て
、
「
け
ぶ
り
に
た
ぐ
ひ
て
、
慕
ひ
ま
ゐ
り
な
む
」
と
い
ふ
。

「
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
さ
な
む
世
の
中
は
あ
る
。
別
れ
と
い
ふ
も
の
の
悲
し

か
ら
ぬ
は
な
し
。
と
あ
る
も
か
か
る
も
、
同
じ
命
の
限
り
あ
る
引
取
に
1
恵
む

考
忠
ひ
慰
め
て
我
を
和
め
」
と
冒
示
こ
し
ら
へ
て
も
（
夕
顔
一
五
「
1
1
）

〔
源
氏
1
右
近
〕

夕
顔
の
野
辺
の
送
り
を
済
ま
せ
た
あ
と
、
源
氏
は
右
近
を
二
条
邸
へ
伴
お
う

と
す
る
が
、
右
近
は
、
そ
れ
を
肯
ん
じ
な
い
で
源
氏
を
因
ら
せ
る
。
そ
こ
で
源

氏
は
、
人
間
が
ど
の
よ
う
な
死
に
方
を
す
る
の
も
、
す
べ
て
天
命
で
あ
る

（
「
と
あ
る
も
か
か
る
も
、
同
じ
命
の
限
り
あ
る
も
の
に
な
む
あ
る
。
」
）
と
い
う

絶
対
の
理
法
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
近
を
慰
め
、
同
時
に
自
己
の
意
思
ど

お
り
に
相
手
を
従
わ
せ
よ
う
と
努
め
る
。
こ
の
源
氏
の
こ
と
ば
は
、
「
さ
な
む

世
の
中
は
あ
る
」
を
受
け
て
、
右
近
の
胸
に
重
々
し
く
響
い
た
こ
と
と
思
わ
れ

る
。こ

の
例
な
ど
は
、
「
も
の
な
り
」
表
現
の
前
後
に
命
令
を
表
わ
す
言
辞
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
も
の
な
り
」
表
現
が
＜
要
求
の
根
拠
を
示
す
V
と
い

う
こ
と
は
、
わ
か
り
み
い
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
命
令
的
言

辞
は
用
い
ら
れ
ず
、
間
接
的
に
要
求
を
表
わ
し
た
こ
と
ば
の
用
い
ら
れ
て
い
る

例
が
あ
る
。

よ
ろ
づ
の
事
、
時
に
つ
け
た
る
を
こ
そ
付
人
も
許
す
め
れ
。
げ
に
い
と
見
事

ら
ま
ほ
し
さ
御
有
様
は
、
こ
の
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
お
は
し
ま
す
め
れ
ど
、
盛



り
な
ら
ぬ
心
地
ぞ
す
る
や
。
こ
と
笛
の
し
ら
べ
、
花
鳥
の
色
を
も
ね
を
も
、

時
に
随
ひ
て
こ
そ
人
の
耳
に
も
と
ま
る
引
叫
嘲
れ
。
春
宮
は
い
か
が
。
」

（
竹
河
四
〇
〇
1
1
0
）
　
〔
中
将
1
玉
婁
〕

玉
塁
が
娘
を
冷
泉
院
に
奉
ろ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
玉
畳
の
息
、
中
将
　
（
右

兵
衛
督
）
は
反
対
す
る
。
婁
玉
の
冷
泉
院
に
抱
く
心
情
が
理
解
で
き
な
い
中
将

は
、
冷
泉
院
は
既
に
過
去
の
人
だ
と
言
う
。
で
は
何
故
に
過
去
の
人
に
奉
っ
て

は
い
け
な
い
の
か
。
中
将
は
自
己
の
主
張
が
独
断
で
な
い
こ
と
を
、
「
こ
と
笛

の
し
ら
べ
　
（
中
略
）
時
に
随
ひ
て
こ
そ
人
の
耳
に
も
と
ま
る
も
の
な
れ
」
と
い
・

う
世
態
人
情
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
立
証
し
．
よ
う
と
努
め
、
同
時

に
、
春
宮
に
姫
を
奉
る
よ
う
に
極
力
勧
め
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
ほ
か
、
音
楽
道
に
関
す
る
こ
と
、
学
問
・
寿
命
・
幸
福
の
併
立
L
が

た
い
こ
と
、
体
験
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
女
性
観
等
、
い
ず
れ
も
否
定
L
が
た
い

現
実
や
道
理
を
根
拠
と
し
て
、
相
手
に
何
ら
か
の
行
為
を
要
求
し
て
い
る
点

で
、
既
に
〔
乙
〕
－
の
で
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
様
で
あ
る
。

（
類
例
）
帯
木
六
〇
－
5
　
絵
合
二
〇
〇
－
1
3
　
乙
女
三
一
四
－
8
　
若

菜
下
一
一
四
1
6
　
柏
木
一
六
二
－
4
　
夕
霧
二
七
一
－
9
　
東
屋
三
一

－
3

八
当
為
・
規
範
の
提
示
∨

罪
に
当
る
こ
と
は
、
唐
土
に
も
わ
が
み
か
ど
に
も
、
か
く
世
に
す
ぐ
れ
何
事

に
も
人
に
殊
に
な
り
ぬ
る
人
の
、
必
ず
あ
る
こ
と
な
り
。
い
か
に
物
し
給
ふ

君
ぞ
。
故
母
御
息
所
は
、
お
の
が
叔
父
に
物
し
給
ひ
し
投
察
大
納
言
の
御
む

す
め
な
り
。
い
と
か
う
ざ
く
な
る
名
を
取
り
て
、
宮
仕
に
出
だ
し
給
へ
り
L

に
、
国
王
す
ぐ
れ
て
時
め
か
し
給
ふ
事
並
び
な
か
り
け
る
程
に
、
人
の
そ
ね

み
多
く
て
亡
せ
給
ひ
に
し
か
ど
、
こ
の
君
の
と
ま
り
給
へ
る
、
い
と
め
で
た

し
。
か
く
女
は
心
を
高
く
つ
か
ふ
べ
き
も
の
甘
甘
。
志
の
れ
か
か
る
田
舎
人

な
り
と
て
お
ぼ
し
捨
て
じ
。
（
須
磨
四
七
1
1
4
）
　
〔
明
石
入
道
1
北
方
〕

源
氏
が
須
磨
に
身
を
遠
い
た
こ
と
は
、
明
石
入
道
に
と
っ
て
は
、
周
っ
て
も

な
い
好
機
の
到
来
と
思
わ
れ
た
。
源
氏
に
わ
が
娘
を
奉
る
こ
と
に
は
、
北
方
は

反
対
す
る
。
し
か
し
、
入
道
は
唐
土
の
例
を
引
き
、
源
氏
と
入
道
と
の
緑
の
浅

か
ら
ぬ
こ
と
を
説
き
、
あ
た
か
も
桐
壷
更
衣
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
「
女
は
心
を
高
く
つ
か
ふ
べ
き
も
の
な
り
」
と
、
そ
れ
を
自
明
の
理
と
し

て
、
女
の
処
世
訓
を
語
る
の
で
あ
る
。
確
た
る
根
拠
の
無
い
こ
と
で
は
あ
っ
て

も
、
入
遺
に
は
、
そ
れ
が
唯
一
絶
対
の
遠
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
人
遺
の
権
幕
に
は
北
方
も
抗
し
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
力

有
る
者
に
よ
っ
て
、
自
明
の
理
と
し
て
語
ら
れ
た
「
も
の
な
り
」
表
現
は
、
お

そ
ら
く
相
手
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
類
例
）
乙
女
三
〇
九
－
1
3
　
手
習
二
六
〇
－
7

∧
あ
ら
た
に
話
題
を
起
こ
す
∨

「
琵
琶
こ
そ
女
の
し
た
る
に
憎
き
や
う
な
れ
ど
、
ら
う
ら
う
じ
き
引
叫
町

侍
れ
。
今
の
世
に
ま
こ
と
し
う
伝
へ
た
る
人
、
を
さ
を
さ
侍
ら
ず
な
り
に
た

り
。
何
の
み
こ
、
く
れ
の
源
氏
」
な
ど
か
ぞ
へ
姶
ひ
て
、
「
女
の
な
か
に

は
、
お
は
き
お
と
ど
の
山
里
に
こ
め
置
き
給
へ
る
人
こ
そ
、
い
と
上
手
と
聞

き
侍
れ
。
物
の
上
手
の
め
ち
に
は
侍
れ
ど
、
末
に
な
り
て
、
山
鳩
に
て
年
へ

た
る
人
、
い
か
で
さ
し
も
弾
き
す
ぐ
れ
け
む
。
か
の
お
と
ど
、
い
と
心
殊
に

こ
そ
忠
ひ
て
宣
ふ
折
々
侍
れ
」
　
（
乙
女
三
二
－
4
）
　
〔
内
府
1
雲
居
脛
〕

こ
の
「
も
の
な
り
」
表
現
は
、
内
府
の
こ
と
ば
の
冒
頭
に
出
て
く
る
。
こ
の

こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
以
下
、
女
性
と
琵
琶
と
の
関
わ
り
が
話
題
と
し
て
展
開

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
論
か
ら
や
が
て
明
石
上
の
こ
と
、
更
に
年
寄
っ
て

明
石
姫
を
儲
け
た
源
氏
へ
の
糞
望
、
と
い
う
よ
う
に
、
音
渠
論
は
次
第
に
政
敵



へ
の
権
勢
争
論
へ
と
発
展
し
て
行
く
。
そ
こ
に
、
内
府
の
人
間
が
浮
き
彫
り

に
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
口
頭
の
「
も
の
な
り
」
表
現
は
、
こ
の
よ

う
に
見
る
時
、
重
要
な
契
按
と
し
て
付
置
づ
け
ら
れ
て
い
渇
も
の
と
言
え
よ

・つ。
他
の
二
例
も
、
冒
－
封
に
「
も
の
な
り
」
表
現
が
位
置
し
て
い
る
。

（
新
例
）
明
石
七
五
－
3
　
若
菜
下
三
一
－
1
2

＜
具
体
的
体
験
か
ら
の
普
遍
性
確
認
・
発
見
を
示
す
∨

「
あ
は
れ
、
さ
も
寒
き
年
か
な
。
命
長
け
れ
ば
か
か
る
世
に
も
あ
ふ
討
叫
咄
引

け
り
」
と
て
、
う
ち
泣
く
も
あ
り
。
「
故
宮
お
は
し
ま
し
し
世
を
、
な
ど
て
か

ら
し
と
思
ひ
け
む
。
か
く
頼
み
な
く
て
も
過
ぐ
る
引
叫
瑚
り
l
け
り
。
」
と
て

飛
び
立
ち
ぬ
べ
く
ふ
る
ふ
も
あ
り
。
（
末
摘
花
二
五
五
－
5
）
　
〔
末
摘
花
の

女
房
達
〕

恩
わ
ぬ
逆
境
に
立
た
さ
れ
た
時
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
女
房
達
は
、
今
ま
で
気
づ
が
な
か
っ
た
人
間
の
宿
命
、
人
間
の
本
性
に
患

い
到
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
辞
が
、
詠
款
的
場
面
で
欺
き
と
共
に
吐
か
れ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
前
後
の
叙
述
か
ら
十
分
推
察
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
期
の
「
も
の
な
り
」
表
現
は
、
い
ず
れ
も
自
己
の
体
験
か
ら
人
間
の
普

違
和
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
表
現
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
表
現
に
は
、

作
中
人
物
の
感
動
が
付
随
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
こ
で
更
に
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
「
け
り
」
の
結
合
し
た
例
が
十
三
例
と
い
う
、
〔
甲
〕
－
川
の
中
で

は
最
も
多
数
を
か
ぞ
え
る
こ
と
で
あ
る
。
一
々
用
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の

に
、
「
具
体
的
体
験
か
ら
の
普
遍
性
認
識
あ
る
い
は
発
見
を
表
現
」
す
る
場
合

に
は
、
「
も
の
な
り
」
で
も
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
上
に
「
け

り
」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
認
諾
が
確
か
め
ら
れ
、
同
時
に
詠
獣
性

が
伴
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
け
り
」
が
一
方
で
回
想
、
あ
る
い
は

①

「
事
江
・
発
見
」
を
表
わ
す
と
言
わ
れ
、
ま
た
他
方
で
は
、
古
く
か
ら
詠
数
を

表
わ
す
助
動
詞
と
言
わ
れ
て
き
た
の
も
、
故
の
有
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
期
例
）
霹
水
七
五
1
5
　
琴
二
四
五
－
7
　
茄
班
三
五
－
4
　
琶
生
一
六

〇
1
8
　
拓
標
二
四
－
6
　
乙
女
三
一
二
－
5
　
蛍
五
九
－
1
　
笥
火

九
七
－
8
　
野
分
一
二
一
－
1
2
　
御
幸
一
四
五
－
7
　
第
某
上
三
七
二
－
4

若
葉
下
四
三
－
3
、
七
七
－
4
　
横
笛
一
七
六
－
2
　
夕
霧
二
六
七
1
1
3

稚
本
五
八
－
5
　
宿
水
三
一
二
1
6
　
東
屋
五
六
－
6
　
淳
丹
一
〇
五
－
1
1

〔
丙
〕
－
の

＜
要
求
の
根
拠
を
示
す
∨

人
の
程
の
心
苦
し
き
に
、
名
の
朽
ち
な
む
は
さ
す
が
な
り
。
人
々
ま
ゐ
れ

ば
、
「
取
り
隠
さ
む
や
。
か
か
る
わ
ざ
は
、
人
の
す
る
頓
叫
l
こ
叫
や
薗
引
む
」

と
、
う
ち
う
め
き
給
ふ
。
（
末
摘
花
二
六
五
－
9
）
　
〔
源
氏
1
企
婦
〕

源
氏
は
、
末
摘
花
の
名
の
朽
ち
る
こ
と
を
恐
れ
、
命
婦
に
、
「
取
り
隠
さ
む

や
」
と
例
の
衣
を
隠
す
こ
と
を
命
ず
る
。
源
氏
の
庇
護
を
う
け
て
い
る
者
の
す

べ
き
こ
と
で
は
な
い
（
「
か
か
る
わ
ざ
は
、
人
．
の
す
る
紅
の
に
ゃ
あ
ら
む
」
）

と
い
う
源
氏
の
こ
と
ば
は
、
二
人
の
立
場
の
違
い
を
患
え
ば
、
反
論
の
余
地
の

無
い
も
の
だ
け
に
、
命
婦
の
肺
腑
に
こ
た
え
た
に
違
い
な
い
。

⊃
（

本
節
で
は
、
地
の
文
に
お
け
る
「
も
の
な
り
」
表
現
に
つ
い
て
述
べ
る
。

〔
甲
〕
I
の
　
こ
れ
に
属
す
る
用
例
は
、
す
べ
て
、
前
件
と
後
件
と
の
関
係

と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
二
麦
に
見
る
ど
と
く
、
十
七
例
の
内

の
殆
ど
が
順
接
確
定
条
件
法
で
あ
る
こ
と
も
、
前
節
に
述
べ
た
会
話
文
の
場
合



と
同
じ
傾
向
で
あ
る
。

∧
あ
る
結
果
に
至
っ
た
理
由
を
示
す
（
無
作
為
的
、
無
意
識
的
）
V

か
う
忍
び
刃
心
び
に
通
ひ
給
ふ
と
、
は
の
聞
き
た
る
も
あ
る
べ
し
。
心
知
ら
ぬ

も
ま
じ
り
て
、
大
方
に
と
や
か
く
や
と
人
の
御
う
へ
は
、
斯
か
る
山
隠
れ
な

れ
ど
、
お
の
づ
か
ら
聞
ゆ
る
も
の
な
れ
ば
、
「
い
と
を
か
し
げ
に
こ
そ
物
し

給
ふ
な
れ
。
軍
の
こ
と
じ
ゃ
う
ず
に
て
、
故
宮
の
閉
幕
遊
び
な
ら
は
し
姶
ひ

け
れ
ば
」
な
ど
、
l
口
々
に
言
ふ
。
（
総
角
一
五
四
－
1
4
）

匂
官
が
宇
治
へ
通
い
出
し
て
か
ら
、
人
々
が
八
宮
の
姫
君
に
関
し
て
、
色
々

な
喝
を
し
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
止
む
を
得
ぬ
こ
と
、
人
の
世
の
常
で
は

あ
る
。
「
人
の
御
う
へ
は
（
中
略
）
お
の
づ
か
ら
開
ゆ
る
も
の
な
れ
ば
」
と
話

⑦主
は
説
明
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
理
由
付
け
は
、
物
語
の
筋
の
展
間

の
上
で
は
、
必
ず
し
も
不
可
欠
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
言
辞
を
詣

主
が
用
い
る
の
は
、
た
だ
単
に
物
語
の
展
開
の
必
然
性
を
語
る
に
止
ま
ら
ず
、

⑧

託
主
が
、
物
語
の
聴
者
目
当
て
に
、
世
間
と
は
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
、
と

語
り
か
け
る
視
座
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
類
例
）
関
屋
一
八
一
－
1
0
　
給
合
一
九
九
1
3
　
若
菜
上
三
四
〇
－
1
0

夕
霧
二
四
八
－
1
0
　
手
習
二
三
四
－
3

＜
あ
る
行
為
を
な
し
た
理
由
を
示
す
（
作
為
的
、
意
識
的
）
∨

又
「
物
の
へ
ん
げ
に
も
あ
れ
、
目
に
見
す
見
す
、
生
け
る
人
を
斯
か
る
雨
に

ぅ
ち
矢
は
せ
む
は
、
い
み
じ
き
事
な
れ
ば
」
な
ど
、
心
々
に
い
ふ
。
下
衆
な

ど
は
、
い
と
騒
が
し
く
、
物
を
う
た
て
い
ひ
な
す
も
の
な
れ
ば
、
人
さ
わ
が

L
か
ら
ぬ
隠
れ
の
方
に
な
む
臥
せ
た
り
け
る
。
（
手
習
二
三
七
－
6
）

浮
舟
が
救
わ
れ
て
後
、
人
か
ら
隠
れ
た
場
所
に
臥
せ
ら
れ
た
理
由
を
説
明
し

て
い
る
。
「
下
衆
な
ど
は
、
い
と
騒
が
し
く
、
物
を
う
た
て
い
ひ
な
す
も
の
な

れ
ば
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
か
か
る
理
由
の
説
明
が
何
故
に
必
要
で
あ
っ
た
か
を

考
え
て
み
る
の
に
、
．
や
は
り
前
例
同
株
、
話
主
が
駈
者
目
当
て
の
、
そ
れ
も
、

こ
の
場
合
は
、
背
後
に
貴
族
階
級
生
半
受
者
と
し
て
予
想
し
た
、
殊
更
め
い
た

表
現
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
新
例
）
鈍
火
一
〇
〇
－
1
0
　
橋
姫
三
二
－
7

∧
あ
る
感
情
を
誘
う
に
至
っ
た
理
由
を
示
す
∨

ほ
の
か
に
か
き
鳴
ら
し
給
ふ
。
を
か
し
う
聞
ゆ
。
何
ば
か
り
探
き
手
な
ら
ね

ど
、
物
の
音
が
ら
の
筋
殊
な
る
も
の
な
れ
ば
、
聞
き
に
く
く
も
お
ぼ
さ
れ

ず
。
（
末
摘
花
二
三
四
－
1
2
）

源
氏
が
末
摘
花
の
琴
に
心
を
寄
せ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

「
物
の
音
が
ら
の
筋
殊
な
る
も
の
な
れ
ば
」
と
言
い
、
琴
一
般
の
特
性
を
根
拠

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
類
例
）
明
石
七
四
1
1
　
絵
合
一
八
六
－
1
0
　
杭
柱
一
八
三
－
5
　
東
屋

三
三
－
1
0
　
手
習
二
六
七
－
9

∧
あ
る
感
情
に
つ
い
て
古
歌
引
用
に
よ
る
説
明
∨

い
づ
れ
も
わ
が
物
に
て
見
奉
ら
む
に
、
答
む
べ
き
人
も
な
し
か
し
と
、
取
り

返
部
材
鋤
咄
み
ね
ど
、
を
こ
が
ま
し
う
心
一
つ
に
恩
ひ
乱
れ
給
ふ
。
（
総
角

一
六
〇
－
1
4
）

薫
は
、
八
宮
の
姫
君
を
失
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。
そ
の
苦
の
心
情
に

対
し
て
、
話
主
が
古
歌
の
一
部
を
引
い
て
、
批
判
的
に
説
明
を
加
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
古
歌
の
引
用
で
あ
る
点
、
他
の
用
例
と
は
別
に
扱
う
べ
き
で
あ
ろ

，つ。

〔
甲
〕
－
の

＜
具
体
的
体
験
か
ら
の
普
遍
性
確
認
・
発
見
を
示
す
∨

名
残
だ
に
な
く
あ
さ
ま
し
さ
事
、
と
宮
は
臥
し
ま
ろ
び
姶
ヘ
ビ
、
か
ひ
な

し
。
親
と
闘
ゆ
と
も
、
い
と
斯
く
は
な
ら
は
す
ま
じ
き
引
叫
瑚
引
け
り
。
見



奉
る
人
々
も
、
こ
の
御
事
を
、
又
ゆ
ゆ
し
う
歎
き
開
ゆ
。
（
夕
霧
二
五
四
1

3
）

古
注
に
は
見
当
ら
な
い
が
、
こ
の
「
も
の
な
り
」
表
現
は
、
草
子
地
と
見
な

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
一
条
御
息
所
の
没
後
、
落
葉
宮
の
悲
数
は
異
常
な
ま
で

で
あ
る
。
話
主
は
、
自
己
の
倫
理
観
を
そ
の
ま
ま
表
明
し
、
聴
者
が
そ
れ
に
共

感
し
て
く
れ
る
こ
と
を
、
密
か
に
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
も
の
な
り
」
表
現
は
、
往
々
に
し
て
、
詔
主
の
、
享
受
者
を
目
当
て
と
す

る
教
訓
説
話
の
趣
を
持
っ
て
い
る
。

（
類
例
）
野
分
一
一
六
1
1
2
　
柏
木
一
五
八
－
2
　
匂
宮
三
五
二
－
1
4

㈲

本
節
で
は
、
心
内
語
に
お
け
る
「
も
の
な
り
」
表
現
に
つ
い
て
述
べ
る
。

〔
甲
〕
－
の
　
前
件
の
「
も
の
な
り
」
は
、
第
二
表
に
見
る
ど
と
く
、
す
べ

て
条
件
接
続
法
で
あ
る
。
こ
の
点
で
会
話
文
・
地
の
文
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

＜
判
断
の
根
拠
を
示
す
∨

斯
く
忍
び
た
る
こ
と
の
、
あ
や
に
く
に
い
ち
じ
る
き
顔
つ
き
に
て
さ
し
山
で

給
へ
ら
む
こ
そ
管
し
か
る
ぺ
け
れ
。
女
こ
そ
、
何
と
な
く
紛
れ
、
あ
ま
た
の

′
人
の
見
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
安
け
れ
、
と
思
す
に
（
柏
木
一
三
一
－
1
0
）

女
三
の
宮
は
男
子
を
出
産
す
る
。
こ
れ
が
女
子
で
あ
れ
ば
よ
か
ろ
う
に
と
源

氏
は
悩
む
の
で
あ
な
何
故
に
男
で
な
く
女
で
あ
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
根
拠

が
「
女
こ
そ
、
何
と
な
く
紛
れ
、
あ
ま
た
の
人
の
見
ぬ
も
の
な
れ
ば
」
に
表
わ

さ
れ
て
い
る
。
男
女
の
宿
命
的
存
在
の
観
念
が
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
の
類
例
を
見
て
も
、
や
は
り
人
間
の
宿
命
に
関
す
る
こ
と
、
自
然
な
人
情

に
関
す
る
こ
と
が
「
も
の
な
り
」
表
現
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

（
湖
例
）
関
屋
一
八
一
－
8
　
柏
木
六
四
－
7

＜
不
可
為
の
事
を
為
す
と
仮
定
す
る
∨

世
の
人
の
聞
き
伝
へ
む
の
ち
の
謀
り
も
安
か
ら
ざ
る
べ
き
を
憧
り
て
、
誠

の
神
の
助
に
も
あ
ら
む
を
、
背
く
叫
叫
硯
引
ば
、
又
こ
れ
よ
り
ま
さ
り
て
、

人
笑
は
れ
な
る
目
を
や
見
む
。
（
明
石
六
六
－
5
）

源
氏
は
、
明
石
入
道
の
招
き
を
容
れ
て
明
石
へ
渡
る
。
そ
の
行
動
に
踏
み
切

ら
せ
た
も
の
は
、
「
誠
の
神
の
助
に
も
あ
ら
む
を
、
背
く
も
の
な
ら
ば
、
又
こ

れ
よ
り
ま
さ
り
て
、
人
笑
は
れ
な
る
目
を
や
見
む
。
」
と
い
う
信
念
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
絶
対
に
背
い
て
は
な
ら
な
い
神
意
を
仮
に
も
背
け
ば
、
必
ず
悪
し
き

結
果
を
招
く
と
い
う
、
神
へ
の
畏
怖
が
意
識
の
根
底
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
決
し
て
特
定
の
個
人
の
信
仰

ぁ
轟
溝
に
組
舅
損
得
措
ポ
表
に
見
る
ど
と
く
、
0
－

1

「
け
り
」
の
結
合
し
た
例
が
著
し
く
多
い
。
こ
れ
は
、
既
に
会
話
文
の
用
例
に
一

つ
い
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
と
、
同
傾
向
と
見
ら
れ
る
。

＜
具
体
的
体
験
か
ら
の
普
遍
性
確
認
・
発
見
を
示
す
＞

昔
の
心
な
ら
ま
し
か
ば
、
う
た
て
心
劣
り
せ
ま
L
を
、
今
は
、
世
の
中
を
皆

さ
ま
ざ
ま
に
忠
ひ
な
だ
ら
め
て
、
と
あ
る
も
か
か
る
も
、
き
は
観
る
る
事
は

難
き
引
咄
咄
り
l
け
り
、
と
り
ど
り
に
こ
そ
多
う
は
あ
り
け
れ
、
よ
そ
の
思
ひ

は
、
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
き
程
な
り
か
し
、
と
お
ぼ
す
に
、
さ
し
並
び
目
か
れ

ず
見
奉
り
給
へ
る
年
頃
よ
り
も
、
対
の
上
の
御
有
様
ぞ
な
は
あ
り
が
た
く
、

我
な
が
ち
も
お
は
し
立
て
け
り
と
お
ぼ
す
。
（
若
菜
上
三
二
四
－
1
3
）

多
く
の
女
性
に
接
し
て
き
た
源
氏
は
、
絶
対
的
優
位
に
立
つ
女
性
な
ど
と
い

う
も
の
は
存
在
し
得
な
い
の
だ
、
と
い
う
人
間
存
在
の
根
本
に
想
到
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
観
念
は
、
却
っ
て
、
紫
上
の
優
れ
た
資
質
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る



と
い
う
重
要
な
結
果
に
導
く
。

（
類
例
）
桐
責
五
－
2
　
末
摘
草
一
五
五
－
7
　
須
磨
九
－
1
4
　
討
茎
一
四

八
－
8
　
乙
女
三
四
九
－
1
、
≡
五
1
1
4
　
野
分
一
〇
四
－
6
　
東
屋
五

二
1
1
1
、
六
〇
－
1
2
　
浮
舟
一
二
六
－
2
　
手
堅
一
七
〇
－
5

＜
非
現
実
的
希
望
を
表
わ
す
∨

昔
あ
り
け
む
香
の
け
ぶ
り
に
つ
け
て
だ
に
、
今
一
た
び
見
奉
る
む
麒
軋
む
．
か

な
l
、
と
の
み
覚
え
て
、
や
ん
ご
と
な
き
方
ざ
ま
に
、
い
つ
し
か
な
ど
は
急
ぐ

心
も
な
し
。
（
宿
木
二
二
六
－
2
）

亡
き
大
君
へ
の
誼
の
心
情
で
あ
る
。
「
今
一
た
び
見
奉
る
も
の
」
そ
う
い
う

現
実
に
は
有
り
得
ぬ
こ
と
を
も
、
奇
跡
と
し
て
で
も
嘩
っ
わ
け
で
あ
る
。
さ
し

迫
り
、
高
ぶ
っ
た
心
情
を
表
わ
す
言
辞
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
点
も
、
類
例

（
玉
撃
二
五
九
1
4
）
に
共
通
す
る
。

∧
当
為
・
規
範
の
提
示
∨

は
か
な
さ
事
を
も
か
つ
見
つ
つ
、
我
よ
り
よ
は
ひ
ま
さ
り
、
も
し
は
位
高

く
、
時
世
の
零
せ
、
今
一
際
ま
さ
る
人
に
は
靡
き
従
ひ
て
、
そ
の
心
む
け
を

た
ど
る
べ
き
も
叙
な
り
l
け
り
。
し
り
ぞ
き
て
答
な
し
と
こ
そ
、
昔
の
さ
か
し

き
人
も
い
ひ
お
き
け
れ
。
（
明
石
六
六
1
5
）

源
氏
は
、
明
石
入
道
の
招
き
で
明
石
へ
渡
る
べ
き
か
否
か
を
考
え
る
。
そ
の

判
断
を
下
す
た
め
の
規
範
と
し
て
、
源
氏
の
依
拠
し
た
も
の
は
、
「
我
よ
り
よ

は
ひ
ま
さ
り
（
中
略
）
そ
の
心
む
け
を
た
ど
る
べ
き
も
の
な
り
け
り
。
」
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
源
氏
が
明
石
へ
渡
っ
た
こ
と
が
、
源
氏
物
語
の
構
想
の
中
で
正

大
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
「
も
の
な
り
」
表

現
の
意
義
も
ま
た
、
重
大
で
あ
る
と
言
え
よ
う
良

〔
丙
〕
－
の

＜
具
体
的
体
験
か
ら
の
普
遍
性
確
認
・
発
見
を
示
す
∨

女
ば
か
り
、
身
を
も
て
な
す
さ
ま
も
所
せ
う
、
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な

し
、
物
の
あ
は
れ
を
も
を
か
し
き
轟
を
も
、
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
引
き
入
り
、

沈
み
な
ど
す
れ
ば
、
何
に
つ
け
て
か
、
世
に
経
る
は
え
ば
え
し
さ
も
、
常
な

き
世
の
つ
れ
づ
れ
を
も
慰
む
べ
さ
ぞ
は
、
大
方
物
の
心
を
知
ら
ず
、
い
ふ
か

ひ
な
き
も
の
に
な
ら
ひ
た
ら
む
も
、
お
は
し
立
て
け
む
親
も
、
い
と
口
惜
し

か
る
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
ず
や
。
（
夕
霧
二
六
六
－
1
）

こ
れ
は
、
紫
上
の
女
性
相
と
し
て
表
明
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
問
自
答

と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
然
、
聴
者
の
共
感
を
期
待
し
た
言
辞
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。封（

以
上
の
第
二
節
か
ら
㌶
四
節
ま
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
表
誉
ラ
れ
ば
、
第
三

表
の
ど
と
く
で
あ
る
。

ま
た
、
第
三
表
と
第
一
表
と
を
結
び
付
け
た
も
の
が
第
四
藁
で
あ
る
。

ま
ず
、
文
の
表
現
意
図
に
よ
っ
て
「
も
の
な
り
」
表
現
を
分
期
し
た
と
こ
ろ

は
、
第
一
表
に
見
ら
れ
る
ど
と
く
で
あ
っ
て
、
会
話
文
・
心
内
語
の
多
様
さ
に

比
べ
て
、
地
の
文
は
単
純
で
あ
る
。
就
中
、
「
断
定
の
表
現
」
は
、
会
話
文
・

心
内
語
に
お
い
て
は
多
数
を
占
め
て
い
る
が
、
地
の
文
で
は
ご
く
位
か
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
客
織
表
現
に
多
く
用
い
ら
れ
る
「
時
の
表
現
」
は
、
地
の

文
に
多
く
て
、
会
話
文
・
心
内
語
に
少
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
会
話
文

・
心
内
語
と
地
の
文
と
の
性
格
の
違
い
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
当

然
の
帰
結
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
第
四
表
を
見
る
の
に
、
「
時
の
表
現
」
　
「
断
定
の
表
現
」
　
「
推
定
の

表
現
」
に
お
い
て
、
そ
の
分
布
が
多
彩
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
殊
に
「
断
定

の
表
現
」
に
お
け
る
「
A
L
 
r
B
L
r
F
」
が
多
数
で
あ
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
第
三
裏
を
見
る
の
に
、
「
A
」
か
ら
「
G
」
ま
で
は
、
会
話
文
・

心
内
語
に
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
、
地
の
文
で
は
、
「
F
」
に
四
例
見
ら
れ
る

の
み
で
あ
る
。
こ
の
四
例
は
、
い
わ
ゆ
る
草
子
地
に
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
地
の
文
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
次
い
で
「
H
」
か
ら
「
K
」
ま

で
は
、
地
の
文
に
見
ら
れ
る
が
、
会
話
文
や
心
内
語
に
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
分
布
の
差
異
は
、
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
用
例
の
分

析
の
結
果
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

会
話
文
で
は
、
作
中
の
話
し
手
が
自
己
の
立
場
や
主
張
、
判
断
、
あ
る
い
は

作
中
の
閃
き
手
へ
の
要
求
な
ど
が
何
を
根
拠
と
し
て
決
め
ら
れ
、
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
を
、
そ
の
必
然
性
を
作
中
の
聞
き
手
に
領
解
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
「
も
の
な
り
」
表
現
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
、
ま
ず

挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
A
」
や
「
B
」
の
用
例
の
多
い
こ
と
が
、

こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
・
＆
ら
れ
よ
う
。

次
に
、
作
中
の
話
し
手
は
、
「
F
」
の
用
例
に
見
ら
れ
る
ど
と
く
、
自
己
の

体
験
を
通
し
て
知
り
得
た
、
あ
る
い
は
確
認
・
発
見
し
得
た
事
柄
を
、
作
中
の

聞
き
手
に
伝
え
、
理
解
・
同
意
を
求
め
よ
う
と
し
た
場
面
に
「
も
の
な
り
」
表

現
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
場
面
に
「
も
の

な
り
」
表
現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
表
現
が
聞
き
手
に
強
い
影
轡
力
を
及

ぼ
し
得
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
話
し
手
が
知
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
か
か
る
表
現
機
能
を

有
す
る
「
も
の
な
り
」
表
現
は
、
従
っ
て
多
く
の
場
合
に
、
作
中
の
話
し
手
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
推
考
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
地
の
文
に
お
い
て
は
、
事
作
の
生
起
に
関
し
て
、
そ
れ
が
何
故
に
起
き

た
か
、
そ
の
必
然
性
を
「
も
の
な
り
」
表
現
を
用
い
て
、
話
主
が
敬
老
に
説
明

文豪：呪意図

推定の表現

現表の志意

表現　［1の求要明説

消極的行為要求の〝

積極的行為要求の〝

反語の表現　　11

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
第
三
表
の
「
H
」
か
ら
「
l
」
ま
で
の
数
字
が
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
内
容
に
到
っ
て
は
、
世
態
人

情
・
倫
理
・
宗
教
等
々
の
多
方
面
に
亘
っ
て
お
り
、
詔
主
が
聴
者
を
目
当
て
と

す
る
、
教
訓
的
あ
る
い
は
稗
雲
的
色
彩
の
色
濃
く
出
て
い
る
点
を
、
極
祝
し
て

は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

更
に
、
心
内
語
の
用
例
は
、
会
話
文
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
、
物
語
の
兎
要
な
場
面
に
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
事
作
の
進
展
の
必
然
的
論
由

が
述
べ
ら
れ
、
あ
る
い
は
人
間
存
在
や
自
然
界
に
関
わ
る
本
質
的
意
義
、
普
遍

的
価
値
が
説
明
さ
れ
て
、
享
受
者
に
、
そ
れ
ら
を
納
得
さ
せ
、
訴
え
か
け
つ

つ
、
物
語
は
進
行
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
「
も
の
な
り
」
表
現
が
源
氏
物
語
の
文
章
に
占

め
る
地
位
は
、
決
し
て
軽
く
な
い
と
考
え
る
。
な
お
、
平
安
時
代
の
他
の
物
語

と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
よ
う
と
思
う
。

（注）

①
「
判
断
文
に
お
け
る
『
こ
と
な
り
』
と
『
も
の
な
り
』
と
」
　
（
「
平
安
文

学
研
究
」
第
四
十
四
輯
所
収
）

①
「
対
校
源
氏
物
語
新
訳
」
の
ペ
ー
ジ
と
行
と
至
示
す
。
以
下
同
じ
。
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③
「
日
本
文
法
（
文
語
篇
）
」
二
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

④
「
文
型
・
基
本
文
型
－
学
習
基
本
文
型
へ
の
試
み
－
」
　
（
「
講
座
現
代
語

I
」
所
収
）

⑤
「
国
立
国
語
研
究
所
報
告
1
8
」
　
（
昭
3
5
・
3
）

⑥
山
蛸
良
幸
「
『
き
』
　
『
け
り
』
の
研
究
上
の
争
点
」
　
（
「
月
刊
文
法
」
第

二
巻
第
七
号
所
収
）

⑦
根
来
司
「
平
安
女
流
文
学
の
文
章
の
研
究
」
　
（
昭
4
4
・
1
0
）
参
照
。

①
話
主
次
元
に
お
い
て
、
話
主
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
聴
者
を
設
け
る
。

も

も

l

＼

′

1

1

～

ト

！

く

く

′

r

I

・

～

～

＼

く

く

く

～

～

（

く

く

く

　

　

　

…

　

　

　

く

く

、

ノ

、

く

く

、

～

と

く

（

′

～

、

作
中
の
聞
き
手
と
は
、
勿
論
異
な
り
、
ま
た
物
語
の
享
受
者
と
も
異
な
る
。

舵
者
に
は
そ
の
背
後
に
享
受
者
の
影
が
つ
き
ま
と
う
が
、
構
造
上
は
、
批
者

と
享
受
者
と
は
次
元
を
異
に
す
る
と
考
え
る
。

（
付
記
）
小
稿
は
、
昭
和
四
六
年
八
月
二
三
日
の
解
釈
学
会
全
国
大
会
に
お

い
て
発
表
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
。

（46・10・20）

－
高
知
大
学
助
教
授
－

柔
　
弱
　
　
　
　
（
そ
の
〓

◎
昭
和
4
6
年
度
大
学
院
修
士
論
文
題
目
　
＜
文
学
研

究
科
∨

○
万
葉
集
に
お
け
る
序
歌
の
研
究
　
上
田
設
大

○
平
安
時
代
の
記
録
語
に
つ
い
て
の
研
究

1
御
堂
関
自
記
を
中
心
に
ー
　
　
清
水
教
子

○
蕉
風
表
現
法
の
研
究

－
元
禄
三
・
四
年
を
中
心
に
ー
　
浜
　
森
太
郎

○
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
平
安
時
代
和
文
に
於
け

る
敬
語
法
の
研
究
　
　
　
　
　
　
深
山
桃
子

○
源
氏
物
語
と
中
国
文
学
　
　
　
　
山
崎
・
誠

◎
昭
和
4
6
年
度
卒
業
論
文
題
目
＜
文
学
部
∨

○
印
し
子
説
話
に
つ
い
て

ー
今
昔
物
語
を
中
心
と
し
て
－
　
石
井
由
美
子

○
樋
口
一
葉
研
究

1
一
葉
文
学
の
成
立
ま
で
－
　
　
大
畑
万
望
子

○
徒
然
草
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
織
田
貴
子

．
〇
今
昔
物
語
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
桜
井
け
い
子

○
高
野
山
文
霞
に
お
け
る
助
字
の
用
法
に
つ
い
て
の

考
察

〇
三
河
物
語
研
究

○
島
崎
藤
村
論

－
「
新
生
」
論
－

○
伊
藤
整
論

－
「
芸
」
の
理
l
論
を
追
っ
て
－

○
物
語
文
学
に
於
け
る
章
子
地
の
研
究

－
「
源
氏
物
語
」
を
中
心
に
－

○
雨
月
物
語
研
究

－
知
的
特
質
を
中
心
に
ー

○
谷
崎
潤
一
郎
論

○
赤
染
衛
門
研
究

佐
島
か
つ
ら

竹
本
行
雄

塚
本
な
な

長
川
美
保
子

西
　
小
夜
莞

萩
原
ひ
ろ
子

原
　
遺
子

－
そ
の
生
洋
に
つ
い
て
の
考
察
－
　
水
内
付
江

O
「
蛤
蛤
日
記
」
－
情
景
描
写
を
中
心
に
－

三
並
フ
サ
子

○
宇
津
保
物
語
の
研
究
　
　
　
　
　
渡
辺
な
な
子

O
「
新
古
今
歌
風
」
に
就
い
て
の
試
論

1
素
材
の
表
現
か
ら
み
た
そ
の
形
成
と
本
質
－

円
山
和
則

14

○
太
宰
治
論

○
芥
川
龍
之
介
論

川
瞭
和
啓

原
田
計
子
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