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一
　
は
じ
め
に
─
─
本
文
の
尊
重
と
本
文
校
訂
の
関
係
─
─

　

文
学
作
品
の
本
文
校
訂
と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
─
─
文
学
の
研
究
に
た

ず
さ
わ
る
以
上
、
常
に
意
識
さ
せ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
作
者

自
筆
の
原
稿
は
お
ろ
か
、
成
立
時
か
ら
数
百
年
に
わ
た
る
伝
写
の
過
程
す
ら

容
易
に
と
ら
え
が
た
い
作
品
の
場
合
、
現
存
す
る
本
文
に
転
訛
が
み
ら
れ
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
意
図
的
に
本
文
が
改
変
さ
れ
る
こ
と
さ

え
め
ず
ら
し
く
は
な
か
ろ
う
。

　

正
し
い
本
文
に
至
る
こ
と
は
可
能
か
。
そ
も
そ
も
何
を
も
っ
て
「
正
し
い
」

と
い
え
る
の
か
。
個
々
の
作
品
ご
と
に
伝
本
の
状
況
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
一
概

に
は
い
え
な
い
。
校
訂
に
つ
い
て
も
、
底
本
の
改
訂
を
極
力
避
け
る
立
場
か

ら
、
改
め
る
こ
と
に
積
極
的
な
立
場
ま
で
あ
る
が
、
現
代
に
お
け
る
お
お
よ

そ
の
傾
向
を
ま
と
め
る
と
、
作
者
自
筆
本
あ
る
い
は
祖
本
の
再
建
が
困
難
な

中
で
、
諸
伝
本
の
序
列
化
を
回
避
も
し
く
は
解
体
し
、
特
定
の
本
が
も
つ
個

性
を
尊
重
す
る
と
い
う
「
脱
序
列
化
」
の
方
針
が
文
学
研
究
の
共
通
の
方
法

と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
ろ
う１
。
た
と
え
ば
異
文
・
異
本
に
つ
い
て
も
、
か
つ

て
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
ノ
イ
ズ
と
み
な
し
て
い
た
の
が
、
今
日
で
は
、
む
し

ろ
異
文
・
異
本
の
生
成
そ
の
も
の
を
肯
定
し
、
積
極
的
に
研
究
対
象
と
す
る

の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
き
た
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
研
究
に
関
し
て
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
傾
向
が

み
と
め
ら
れ
る
。
本
稿
の
三
節
で
も
言
及
す
る
が
、
こ
こ
で
要
点
の
み
お
さ

え
る
。
諸
本
の
校
合
に
よ
っ
て
作
者
自
筆
本
に
近
づ
く
こ
と
な
ど
到
底
無
理

で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
青
表
紙
本
」
あ
る
い
は
「
定
家
本
」
と
呼

ば
れ
て
き
た
『
源
氏
物
語
』
諸
本
群
で
も
、
ほ
と
ん
ど
の
巻
々
で
は
定
家
当

人
の
ま
と
め
た
本
に
す
ら
遡
り
き
れ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
る２
。
一

方
、
個
々
の
写
本
・
版
本
ご
と
の
本
文
の
調
査
・
検
討
は
活
況
を
呈
し
て
い

る
。
他
の
物
語
文
学
・
日
記
文
学
な
ど
の
研
究
状
況
を
み
て
も
、『
狭
衣
物

語
』
の
よ
う
に
諸
本
間
の
異
同
が
甚
だ
し
い
作
品
に
関
し
て
は
『
源
氏
物
語
』

に
先
ん
じ
て
そ
う
し
た
研
究
が
展
開
し
て
き
た
と
い
え
る
し
、
そ
れ
以
外
の

作
品
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
近
い
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ひ
と
ま
ず
、
個
々
の
写
本
が
有
す
る
本
文
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
る
と
い

う
方
針
に
は
賛
同
す
る
。
た
だ
し
、「
で
き
る
限
り
」
と
い
う
場
合
の
ラ
イ

　

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
校
訂
を
め
ぐ
っ
て

─
─ 「
須
磨
」
巻
の
「
く
し
と
ら
す
る
」
攷 

─
─

陣
　
野
　
英
　
則
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ン
を
ど
こ
に
引
く
べ
き
か
。
近
年
、
校
訂
に
際
し
て
底
本
本
文
を
改
め
る
こ

と
そ
の
も
の
を
忌
避
す
る
と
い
う
傾
向
が
つ
よ
く
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
か
な
る
善
本
で
あ
っ
て
も
、
本
文
に
疵
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ

り
え
な
い
。
疵
を
疵
の
ま
ま
の
こ
し
た
い
の
な
ら
ば
、
翻
刻
本
文
を
掲
出
す

れ
ば
よ
い
。
校
訂
本
文
を
た
て
る
以
上
、
難
読
の
箇
所
、
あ
る
い
は
本
文
の

乱
れ
の
甚
だ
し
い
箇
所
な
ど
に
関
し
て
は
、
何
ら
か
の
積
極
的
対
応
が
不
可

欠
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
定
家
本
『
伊
勢
物
語
』
の
よ
う
に
長
ら
く
権

威
づ
け
ら
れ
て
き
た
本
文
で
あ
っ
て
も
、
後
藤
［
二
〇
〇
〇
］
が
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
校
訂
を
要
す
る
箇
所
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

校
訂
に
あ
た
り
本
文
を
改
め
る
と
い
う
営
為
を
放
棄
も
し
く
は
忌
避
す
る

こ
と
に
対
し
て
は
、
石
田
［
一
九
八
九
］、
お
よ
び
同
論
文
を
ふ
ま
え
た
加

藤
［
二
〇
一
一
］
が
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
両
論
文
が
述
べ
る
と
お
り
、

必
要
に
応
じ
て
本
文
を
改
め
る
こ
と
に
よ
り
読
解
の
案
を
示
す
こ
と
は
、
研

究
者
と
し
て
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
責
務
で
あ
ろ
う３
。
稿
者
と
し
て
も
、
本

文
を
尊
重
し
た
上
で
な
お
不
審
が
の
こ
る
場
合
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
訂
案

を
考
え
て
み
る
こ
と
に
及
び
腰
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、
細
々
と
し
た
本
文
の
異
同
ま
で
ふ
く
め
る
と
そ

の
揺
ら
ぎ
は
か
な
り
大
き
い
と
も
い
え
る
が
、
諸
本
を
照
ら
し
あ
わ
せ
て
も

な
お
意
味
が
通
ら
な
い
、
あ
る
い
は
文
脈
を
な
さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
箇
所

は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
な
ど
に
比
較
す
れ
ば
か
な
り
少
な
い
と
い
え
よ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
個
々
の
写
本
ご
と
に
本
文
を
尊
重
す
る
と
い
う
姿
勢
も
か
な

り
有
効
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
陥
穽
は
な
い
か
。
特
に
、
諸
伝
本
間

に
（
ほ
と
ん
ど
）
異
同
が
な
い
よ
う
な
箇
所
で
不
審
点
が
あ
る
場
合
を
考
え

て
み
よ
う
。
当
然
、
諸
注
釈
な
ど
が
さ
ま
ざ
ま
解
釈
を
試
み
て
い
る
が
、
本

文
そ
れ
自
体
の
問
題
と
と
ら
え
て
改
訂
試
案
を
示
す
、
と
い
う
選
択
肢
は
端

か
ら
は
ず
す
の
が
通
常
の
よ
う
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
須
磨
」
巻
で
五
節
の
君
と
光
源
氏
と
の
交
信
が
語
ら
れ
る

段
の
、
菅
原
道
真
の
故
事
を
ふ
ま
え
た
箇
所
、「
む
ま
や
の
お
さ
に
く
し
と

ら
す
る
人
」（『
源
氏
物
語
大
成
』
四
二
六
頁
）
の
傍
線
部
を
例
に
検
討
し
て
み

る
。
こ
の
「
く
し
」
が
難
解
で
、
中
世
の
古
注
釈
以
来
、「
口
詩
」
説
と
「
句

詩
」
説
な
ど
が
示
さ
れ
、
現
代
の
諸
注
も
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
支
持
す
る
。

し
か
し
、「
口
詩
」
に
し
ろ
「
句
詩
」
に
し
ろ
、『
源
氏
物
語
』
成
立
時
あ
た

り
ま
で
の
使
用
例
が
確
認
で
き
な
い
。
本
文
異
同
を
確
認
す
る
と
ご
く
一
部

に
「
く
し
」
を
「
し
」
と
す
る
写
本
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
情
報
も
参
考
に

し
つ
つ
、
本
文
転
訛
が
生
じ
た
可
能
性
を
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
管

見
の
限
り
、
そ
う
し
た
試
み
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

　

ま
ず
は
二
節
に
お
い
て
、『
源
氏
物
語
』
以
外
の
平
安
時
代
文
学
の
中
か

ら
、
積
極
的
に
校
訂
を
考
え
る
べ
き
事
例
を
示
し
て
み
る
。
次
に
三
節
で
、

『
源
氏
物
語
』
本
文
に
関
す
る
近
年
ま
で
の
議
論
に
つ
い
て
瞥
見
・
整
理
し

た
の
ち
、
四
節
に
お
い
て
「
須
磨
」
巻
の
「
く
し
と
ら
す
る
」
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

二
　
積
極
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
校
訂

　
　
─
─
『
平
中
物
語
』
と
『
枕
草
子
』
の
例
か
ら
─
─

　

ま
ず
、『
平
中
物
語
』
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
写
本
は
静
嘉
堂
文

庫
蔵
本
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
鎌
倉
期
の
書
写
と
目
さ
れ
る
本
に

は
、
意
味
の
解
し
に
く
い
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

又
こ
の
お
と
こ
見
か
よ
ひ
に
し
て
人
め
に
は
つ
れ
な
う
て
う
ち
に
は
も
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の
い
ひ
か
よ
は
す
こ
と
は
あ
れ
と
あ
ふ
へ
き
こ
と
は
か
た
く
そ
あ
り
け

る 

（
三
三
段
、
四
八
オ
）

こ
こ
で
は
三
十
三
段
の
冒
頭
を
翻
刻
し
て
み
た
。
傍
線
部
「
見
か
よ
ひ
に
し

て
」
が
難
解
で
あ
る
。
諸
注
の
大
半
は
、
た
と
え
ば
「
男
女
が
逢
う
と
い
う

特
別
の
意
味
で
な
く
、
お
見
舞
い
と
か
、
あ
い
さ
つ
を
交
わ
す
、
と
い
う
程

度
の
通
い
方
」（
遠
藤
［
一
九
六
四
］）
の
よ
う
に
推
察
す
る
が
、
不
審
が
の
こ

る
。
と
い
う
の
は
、『
平
中
物
語
』
成
立
以
前
も
以
後
も
、「
見
か
よ
ひ
」
の

例
が
ま
っ
た
く
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
似
た
表
現
と
し
て
、『
源
氏

物
語
』
に
「
見
た
て
ま
つ
り
か
よ
ふ
」
が
二
例
、
ま
た
『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』

に
「
見
か
よ
は
す
」
の
例
が
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館
）

は
、
前
者
を
「
か
よ
っ
て
行
っ
て
会
う
。
一
説
に
、
会
っ
て
心
が
通
う
」、

後
者
を
「
世
話
を
し
た
り
消
息
を
往
来
さ
せ
た
り
す
る
」
と
解
す
る
。
先
の

遠
藤
説
は
、『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』
の
例
を
手
が
か
り
に
し
た
解
釈
だ
が
、

時
代
が
か
な
り
く
だ
る
上
に
、「
見
」
て
（
世
話
を
し
て
）
か
つ
「
か
よ
は
す
」

（
消
息
を
往
来
さ
せ
る
）
と
い
う
意
の
例
と
、『
平
中
物
語
』
の
名
詞
的
な
「
見

か
よ
ひ
」
と
は
似
て
非
な
る
語
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

　

な
お
、
傍
線
部
の
あ
と
、
引
用
文
中
の
破
線
部
は
、
ひ
き
つ
づ
き
「
こ
の

お
と
こ
」
を
主
体
と
す
る
叙
述
と
み
て
お
く
。
た
と
え
ば
清
水
［
一
九
七
二
］

の
現
代
語
訳
は
、「
見
か
よ
ひ
に
し
て
」
を
「
親
し
く
つ
き
あ
っ
て
い
る
女

で
」
と
や
や
強
引
に
解
し
た
上
で
、
破
線
部
の
途
中
「
い
ひ
か
よ
は
す
こ
と

は
あ
れ
と
」
ま
で
を
女
側
の
対
応
と
解
し
た
よ
う
だ
が
、
叙
述
の
主
体
が
切

り
替
わ
り
す
ぎ
で
あ
り
、
従
え
な
い
。

　

諸
注
の
中
で
、『
日
本
古
典
全
書
』（
山
岸
［
一
九
五
九
］）
の
み
が
傍
線
部

の
改
訂
案
を
示
し
て
い
る
。

「
え
か
よ
は
ず
し
て
」
の
誤
写
で
あ
ら
う
。
通
ふ
事
が
出
来
な
い
の
で
。

「
み
」
は
片
仮
名
の
「
ミ
」
の
如
き
「
え
」、「
ひ
」
は
「
い
」
に
似
た
「
は
」

か
ら
の
誤
写
、「
に
」
は
「
須
」
か
ら
来
た
「
す
」
の
誤
写
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
対
し
て
萩
谷
［
一
九
七
八
］
は
「
甚
だ
し
い
推
測
批
判
で
従
い
難
い
」

と
す
る
。
た
し
か
に
、
た
や
す
く
是
認
し
う
る
推
測
で
は
な
い
か
も
知
れ
な

い
が
、
こ
う
し
た
転
訛
の
想
定
を
最
初
か
ら
排
除
す
る
の
が
学
的
に
正
当
な

の
だ
ろ
う
か
。
右
の
山
岸
説
の
方
向
で
、
な
お
検
討
を
重
ね
て
み
よ
う
。

　
「
見
か
よ
ひ
」
の
「
見
」
は
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
で
は
「
見
」
を
崩
し
た

字
で
あ
り
、
漢
字
と
も
平
仮
名
と
も
解
し
う
る
が
、
そ
の
字
の
形
は
「
衣
」

を
字
母
と
す
る
「
え
」
に
も
か
な
り
近
い
。
し
た
が
っ
て
、
底
本
の
表
記
を

尊
重
す
る
な
ら
ば
、「
え
」
か
ら
「
見
」
へ
の
転
訛
の
可
能
性
を
考
え
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
見
か
よ
ひ
に
」
の
「
に
」
に
つ
い
て
も
、
底
本
で

は
「
尓
」
を
字
母
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、「
寸
」
を
崩
し
た
「
す
」
に

も
似
て
い
る
。
こ
う
し
た
本
文
転
訛
の
可
能
性
を
考
え
て
、
先
の
傍
線
部
を

「
え
か
よ
は
す
し
て
」
と
改
め
て
み
よ
う
。
す
る
と
文
意
は
、
詳
細
不
明
な

が
ら
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
男
は
女
の
も
と
に
通
う
こ
と
が
で
き
ず
、
表
面

上
は
さ
り
げ
な
く
し
つ
つ
も
、
内
々
に
は
「
も
の
い
ひ
か
よ
は
す
」
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
る
が
、「
あ
ふ
」
段
階
ま
で
は
す
す
め
ら
れ
な
い
、
と

い
う
よ
う
に
理
解
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、「
え
か
よ
は
す
し
て
」

と
改
め
た
場
合
、
破
線
部
後
半
の
「
あ
ふ
へ
き
こ
と
は
か
た
く
そ
あ
り
け
る
」

と
内
容
が
近
似
す
る
点
に
不
審
を
い
だ
く
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

『
平
中
物
語
』
で
は
そ
う
し
た
近
接
箇
所
で
の
反
復
に
近
い
表
現
が
ま
ま
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

引
用
箇
所
の
あ
と
で
は
、
男
と
相
手
の
女
を
ふ
く
む
男
女
の
一
群
が
花
摘
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み
に
出
か
け
、「
山
に
ま
し
り
て
あ
そ
ふ
」
と
語
ら
れ
る
（
た
だ
し
一
部
の
注

に
別
解
あ
り
）。
相
手
の
女
は
、『
平
中
物
語
』
の
諸
章
段
で
よ
く
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
女
房
の
一
群
に
属
す
る
者
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、「
あ
ふ
」
と
い
う
親
密
な
関
係
に
至
ら
ず
と
も
、
集
団
で
気
楽
に
遊
興

を
共
に
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
、『
平
中
物
語
』
の
他
の
章
段
か
ら
も
類
推

さ
れ
る
。
諸
注
は
、
花
摘
み
に
出
か
け
た
男
女
混
合
の
集
団
に
参
加
し
て
い

る
主
人
公
の
男
と
女
、
と
い
う
内
容
を
も
と
に
、「
見
か
よ
ひ
」
と
い
う
、

他
に
例
を
み
な
い
文
字
列
の
意
味
を
想
像
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
手
順
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

次
い
で
、
唯
一
の
伝
本
し
か
な
い
『
平
中
物
語
』
と
は
対
照
的
な
、『
枕

草
子
』
の
よ
う
な
作
品
で
は
ど
う
か
。「
職し
き

の
御
曹
司
の
西に
し

面お
も
ての
立た
て

蔀じ
と
みの
も

と
に
て
」
の
段
の
一
節
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

…
…
を
の
つ
か
ら
み
つ
へ
き
お
り
も
を
の
れ
か
ほ
ふ
た
き
な
と
し
て
見

給
は
ぬ
も
ま
こ
ゝ
ろ
に
空
こ
と
し
給
は
さ
り
け
り
と
思
ふ
に
…
…

 

（
四
七
段
、
一
三
一
頁
）

こ
の
傍
線
部
が
解
し
に
く
い
の
だ
が
、
三
巻
本
・
能
因
本
と
も
に
異
同
は
確

認
さ
れ
な
い４
。
萩
谷
［
一
九
八
一
］
は
、
傍
線
部
を
と
り
あ
げ
た
四
六
八
頁

で
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

こ
の
本
文
個
所
に
全
く
異
文
は
な
い
が
、
諸
注
は
悉
く
、
こ
れ
に
副
詞

マ
コ
ト
ニ
と
同
じ
働
き
を
認
め
て
、「
空
ご
と
し
給
は
ず
」
に
か
か
る

も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
原
作
者
清
少
納
言
も
「
ま

こ
と
に
そ
ら
ご
と
し
給
は
ざ
り
け
り
」
と
叙
述
す
れ
ば
、
最
も
正
確
な

表
現
が
出
来
た
わ
け
で
、
と
り
分
け
て
特
異
な
「
ま
ご
こ
ろ
に
」
と
い

う
用
語
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

三
巻
本
本
文
を
能
う
限
り
尊
重
し
つ
つ
、『
枕
草
子
』
諸
本
に
「
全
く
異
文

は
な
い
」
と
認
識
し
た
こ
と
か
ら
、
本
文
転
訛
の
可
能
性
を
一
切
顧
慮
し
な

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
注
が
苦
し
ま
ぎ
れ
に
解
釈
す
る
と
お
り
、
こ

こ
は
ど
う
み
て
も
「
ま
こ
と
に
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
。
連
綿
体
で
「
ま

こ
と
に
」
の
「
と
」
の
部
分
が
「
ゝ
ろ
」
に
転
ず
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
無
理
な

く
想
像
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
場
合
、
諸
注
は
諸
本
間
の
異
同
が
な
い
た
め

に
本
文
を
改
め
よ
う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
せ
め
て
注
記
に
お
い
て
、

「
ま
こ
と
に
」
か
ら
「
ま
こ
ゝ
ろ
に
」
へ
の
転
訛
の
可
能
性
に
ふ
れ
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
真
心
に
空
言
し
給
は
ざ
り
け
り
」
と
い
う
「
と

り
分
け
て
特
異
な
」
表
現
に
固
執
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
本
文
に
問
題
が
み
ら
れ
る
箇
所
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
。
と
は
い
え
、
一
節
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
実
際
は
作
品
ご
と
に
（
長
篇

の
場
合
巻
ご
と
に
）
伝
本
の
状
況
も
、
本
文
異
同
の
様
態
も
か
な
り
異
な
る
。

一
概
に
本
文
を
改
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
右
の
例
と
は
逆

に
、
従
来
は
改
訂
が
当
然
と
さ
れ
て
き
た
箇
所
を
底
本
の
ま
ま
解
読
す
る
努

力
が
求
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
近
年
で
は
、
た
と
え
ば
『
か
げ
ろ
ふ
の
日

記
』
諸
本
の
中
で
最
善
本
と
さ
れ
な
が
ら
「
末
流
転
写
本
の
観
が
あ
る
」
と

も
評
さ
れ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
の
本
文
に
対
し
、「
可
能
な
限
り
、

改
訂
を
避
け
る
」
方
針
を
と
っ
た
例
が
あ
る
（
日
記
文
学
研
究
会 

蜻
蛉
日
記
分

科
会
［
二
〇
〇
八
］
な
ど
）。
そ
う
し
た
試
み
が
ど
こ
ま
で
正
し
い
か
、
に
わ

か
に
判
断
し
え
な
い
が
、
硬
直
化
し
た
改
訂
本
文
の
見
な
お
し
も
大
切
で
あ

ろ
う
。

　

要
は
、
本
文
校
訂
と
い
う
も
の
は
容
易
に
一
般
化
・
標
準
化
し
が
た
い
の

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
校
訂
に
際
し
て
底
本
本
文
は
尊
重
さ
れ
る
べ
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き
だ
。
し
か
し
、
解
釈
が
甚
だ
困
難
な
場
合
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
転
訛

の
あ
り
よ
う
を
推
察
し
て
み
る
と
い
う
手
続
き
を
端
か
ら
排
除
す
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
。三

　『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
関
す
る
研
究
動
向
な
ど

　
『
源
氏
物
語
』
諸
本
に
つ
い
て
は
、
池
田
亀
鑑
に
よ
る
青
表
紙
本
・
河
内

本
・
そ
し
て
別
本
と
い
う
三
分
類
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
分
類
に

つ
い
て
は
阿
部
［
一
九
八
六
］
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
批
判
的
な
検
討
が

今
日
ま
で
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
別
本
群
の
諸
本
に
関
す
る

綿
密
な
調
査
・
検
討
、
あ
る
い
は
現
代
諸
注
が
底
本
と
し
て
採
択
す
る
こ
と

の
多
い
大
島
本
（
古
代
学
協
会
蔵
本
）
に
つ
い
て
の
議
論
な
ど
も
、
し
ば
ら
く

前
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
本
稿
で
特

に
問
題
に
し
た
い
部
分
に
限
っ
て
瞥
見
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
諒
と
さ
れ

た
い
。

　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

源
氏
物
語
』（
柳
井
・
室
伏
ほ
か
［
一
九
九
三
～
一

九
九
七
］）
の
校
訂
担
当
者
の
一
人
で
あ
る
室
伏
［
二
〇
〇
八
］
は
、「
数
あ

る
伝
本
は
各
個
に
読
み
解
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
単
純
な
誤
字
を
除

け
ば
、
伝
本
を
相
互
に
つ
き
合
わ
せ
改
訂
す
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
に
尽
き

る
」
と
述
べ
た
上
で
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
研
究

を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

研
究
の
新
し
い
方
向
と
し
て
従
来
、
諸
本
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
き

た
青
表
紙
本
が
、
本
文
の
性
格
か
ら
、
平
安
時
代
に
伝
来
し
た
別
本
の

一
つ
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
本
文
の
類
別
化
が
提

唱
さ
れ
、
そ
れ
に
賛
同
す
る
研
究
者
が
、
こ
と
に
本
文
研
究
を
心
が
け

る
人
た
ち
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
諸

本
を
類
同
化
せ
ず
、
一
本
を
見
つ
め
る
傾
向
を
た
ど
り
始
め
て
き
た
こ

と
は
、
早
く
か
ら
そ
の
意
見
を
推
奨
し
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
、
ま
こ

と
に
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
青
表
紙
本
」
を
「
平
安
時
代
に
伝
来
し
た
別
本
の
一
つ
」
と
い
う

の
は
、
阿
部
［
一
九
八
六
］
を
ふ
ま
え
た
室
伏
流
の
理
解
だ
が５
、
注
意
し
て

お
き
た
い
の
は
、
右
の
よ
う
に
「
単
純
な
誤
字
を
除
け
ば
、
伝
本
を
相
互
に

つ
き
合
わ
せ
改
訂
す
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
方
針
を
示
す
際
に
、
諸
伝
本
間

で
（
ほ
と
ん
ど
）
異
同
が
な
い
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
顧
慮
し

て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、
平
安
末
ま
で
に
書
写
さ
れ
、
か
つ
本
と
し
て
の

ま
と
ま
り
を
保
っ
て
い
る
も
の
に
め
ぐ
り
会
う
こ
と
は
ま
ず
無
理
で
あ
る
。

一
方
、
藤
原
定
家
当
人
に
よ
り
（
ま
た
は
そ
の
監
督
下
で
）
作
成
さ
れ
た
定
家

本
（
青
表
紙
本
）、
な
ら
び
に
源
光
行
・
親
行
父
子
の
校
訂
に
よ
る
河
内
本
、

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
前
期
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』

成
立
時
か
ら
約
二
百
年
も
の
時
の
経
過
が
あ
り
、
本
文
転
訛
は
さ
ま
ざ
ま
に

生
じ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
十
一

月
、「
御
冊
子
つ
く
り
」
の
段
で
は
「
物
語
の
本
ど
も
」
の
「
書
き
か
え
」

に
言
及
が
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
は
相
当
早
く
か
ら
三
種
な
い
し
は
四
種

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る６
。

　

さ
て
、
右
の
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
た
上
で
、『
源
氏
物
語
』
の
現
存
す

る
諸
伝
本
（
さ
ら
に
古
注
釈
所
引
の
本
文
）
を
見
比
べ
て
も
異
同
が
（
ほ
と
ん
ど
）

確
認
さ
れ
な
い
箇
所
な
が
ら
、
ど
う
に
も
解
釈
し
が
た
い
と
い
う
場
合
に

は
、
ど
う
対
応
す
る
の
が
望
ま
し
い
か
。
異
文
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
通
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常
は
「
誤
写
を
想
定
す
る
の
は
安
易
の
謗
り
を
免
れ
な
い
」（
今
西
［
二
〇
〇

七
］）
と
さ
れ
る
（
積
極
的
に
転
訛
を
疑
う
本
居
宣
長
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
な
ど

は
例
外
的
と
い
え
よ
う
）。
た
し
か
に
、
あ
く
ま
で
も
慎
重
に
考
え
る
必
要
は

あ
る
。
だ
が
、
異
文
が
み
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
転
訛
を
疑
っ
た
り
改
訂
案
を

考
え
た
り
す
る
な
ど
も
っ
て
の
外
、
と
決
め
つ
け
る
の
も
ま
た
、
安
易
で
は

な
か
ろ
う
か
。
作
者
自
筆
本
で
も
、
そ
れ
に
近
い
本
で
も
誤
り
は
起
こ
り
う

る
。「
御
冊
子
つ
く
り
」
の
段
で
は
、
作
者
自
筆
本
か
ら
複
数
の
人
々
が
「
物

語
の
本
」
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ
う
い

う
早
い
段
階
で
転
訛
が
生
じ
、
そ
れ
が
現
存
諸
本
の
ル
ー
ツ
に
当
た
る
、
と

い
う
こ
と
も
現
象
と
し
て
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

　

右
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
対
し
、「
作
者
自
筆
本
に
近
づ
こ
う
と

い
う
幻
想
を
い
だ
い
て
い
る
の
で
は
？
」
と
い
う
批
判
も
あ
る
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、
作
者
自
筆
本
を
絶
対
の
起
源
と
考
え
る
必
要
は
な
い
し
、
実
際

に
『
源
氏
物
語
』
で
は
そ
う
考
え
る
こ
と
に
無
理
も
あ
る
。
要
は
意
味
が
と

れ
な
い
、
ま
た
文
脈
を
な
さ
な
い
等
々
の
問
題
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
探

究
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
問
題
を
ふ
く
む
箇
所
な
の
で
あ
り
、
探
究
の
方
向

の
一
つ
と
し
て
、
改
訂
試
案
の
検
討
も
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

右
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
た
上
で
、
次
節
で
具
体
的
に
「
須
磨
」
巻
の
本

文
を
検
討
し
て
み
る
。

四
　「
須
磨
」
巻
の
「
く
し
と
ら
す
る
」
攷

　

大
宰
大
弐
は
筑
紫
か
ら
上
京
す
る
道
す
が
ら
、
須
磨
に
謫
居
す
る
光
源
氏

に
見
舞
い
の
消
息
を
送
る
。
そ
の
大
弐
の
娘
五
節
の
君
は
、
光
源
氏
の
か
つ

て
の
恋
人
で
あ
っ
た
。
大
弐
は
息
子
の
筑
前
守
に
光
源
氏
宛
の
消
息
を
託
し

た
が
、
五
節
は
お
そ
ら
く
別
途
算
段
し
て
光
源
氏
に
手
紙
を
送
っ
た
。
次
に
、

光
源
氏
が
五
節
に
対
し
て
歌
を
返
す
と
い
う
箇
所
か
ら
引
用
す
る
。
こ
こ
で

は
大
島
本
（
古
代
学
協
会
蔵
本
）
の
影
印
に
拠
っ
て
翻
刻
し
た
。
な
お
、
大
島

本
の
こ
の
箇
所
で
、
本
文
の
補
入
・
見
せ
消
ち
な
ど
は
な
い
。

こ
ゝ
ろ
あ
り
て
ひ
き
て
の
つ
な
の
た
ゆ
た
は
ゝ
う
ち
す
き
ま
し
や

す
ま
の
う
ら
浪

い
さ
り
せ
む
と
は
お
も
は
さ
り
し
は
や
と
あ
り
む
ま
や
の
お
さ
に
く
し

と
ら
す
る
人
も
あ
り
け
る
を
ま
し
て
お
ち
と
ま
り
ぬ
へ
く
な
む
お
ほ
え

け
る 

（
四
一
丁
オ
）

　

右
の
傍
線
部
は
、『
大
鏡
』
時
平
伝
に
み
え
る
菅
原
道
真
の
故
事
を
ふ
ま

え
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

ま
た
、
播は
り
ま
の
く
に

磨
国
に
お
は
し
ま
し
つ
き
て
、
明あ
か
し石
の
駅む
ま
やと
い
ふ
所
に
御
宿

り
せ
し
め
た
ま
ひ
て
、
駅
の
長を
さ

の
い
み
じ
く
思
へ
る
気け

色し
き

を
御
覧
じ

て
、
作
ら
し
め
た
ま
ふ
詩
、
い
と
か
な
し
。

駅え
き

長ち
や
う

驚
ク
コ
ト
ナ
カ
レ
、
時
ノ
変へ
ん

改が
い　
　

一い
つ

栄え
い

一い
つ

落ら
く

、
是こ

レ
春
し
ゆ
ん

秋じ
う 

（
七
六
頁
）

　

早
速
、
二
重
傍
線
部
の
「
く
し
」
に
つ
い
て
諸
注
の
情
報
を
整
理
し
て
み

よ
う
。
ま
ず
、
現
存
最
古
の
『
源
氏
釈
』
に
つ
い
て
は
、
説
明
を
要
す
る
。

『
源
氏
釈
』
諸
本
中
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
源
氏
物
語
注
釈
』
所
収
の
「
源

氏
或
抄
物
」
の
み
、「
私
書
之
或
抄
云
」
以
降
の
細
字
書
入
れ
の
中
で
「
句
詩
」

説
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
人
の
付
加
し
た
注
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
外

の
『
源
氏
釈
』
諸
本
で
は
「
く
し
」
に
関
す
る
説
は
な
い
。
な
お
、『
光
源

氏
物
語
抄
』
所
引
の
「
伊
行
」
説
で
は
、「
駅
長
…
…
」
の
漢
詩
を
掲
出
し

た
直
後
に
小
字
で
「
是
則
句
詩
也
」
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
後
人
の
付
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加
の
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。

　

鎌
倉
時
代
の
注
釈
で
は
『
紫
明
抄
』
が
、
ま
ず
「
或
人
」
の
説
と
し
て
「
櫛
」

説
を
あ
げ
る
が
、
そ
れ
を
否
定
し
た
上
で
「
口
詩
」
説
を
提
唱
す
る
。
ま
た

『
水
原
抄
』
か
ら
秘
説
を
抄
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
原
中
最
秘
抄
』
は
、「
或

人
」
の
「
句
詩
」
説
に
言
及
す
る
も
の
の
、
や
は
り
「
口
詩
」
を
良
し
と
す

る
。
南
北
朝
期
成
立
の
『
河
海
抄
』
は
、「
句
詩
」
説
だ
け
で
な
く
、「
櫛
」

説
、
さ
ら
に
「
駈
仕
」
説
ま
で
紹
介
す
る
も
、「
口
詩
」
を
支
持
す
る
。「
口

詩
」
説
の
根
拠
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
古
注
で
は
「
口
号
」「
口
宣
」
な
ど
と

の
関
わ
り
に
言
及
し
て
い
る
が
、「
口
詩
」
の
用
例
そ
の
も
の
は
ま
っ
た
く

見
出
さ
れ
て
い
な
い
。
以
降
、
主
な
古
注
で
は
『
河
海
抄
』
の
説
を
踏
襲
す

る
場
合
が
多
く
、
た
と
え
ば
『
仙
源
抄
』、『
花
鳥
余
情
』、『
一
葉
抄
』、『
萬

水
一
露
』
の
「
閑
」
な
ど
、
さ
ら
に
現
代
で
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩

波
書
店
）、『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

（
小
学
館
）
な
ど
が
「
口
詩
」
を
支
持
、
あ
る
い
は
優
勢
と
み
て
い
る
。

　

一
方
、『
光
源
氏
物
語
抄
』
所
引
の
「
伊
行
」
説
と
『
原
中
最
秘
抄
』
に

も
み
え
て
い
た
「
句
詩
」
説
は
、
室
町
時
代
の
『
細
流
抄
』、『
明
星
抄
』
か

ら
『
紹
巴
抄
』、『
岷
江
入
楚
』
の
「
箋
聞
」、『
源
氏
物
語
新
釈
』（
賀
茂
真
淵
）

な
ど
、
さ
ら
に
は
現
代
の
『
日
本
古
典
全
書
』（
朝
日
新
聞
社
）、『
源
氏
物
語

評
釈
』（
玉
上
琢
彌
、
角
川
書
店
）、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
）、『
源

氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』（
至
文
堂
）
な
ど
が
支
持
し
て
い
る
。
な
お
、

現
代
注
で
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）、『
源
氏
物
語
注
釈
』

（
風
間
書
房
）
の
よ
う
に
両
説
を
併
記
す
る
に
と
ど
め
る
も
の
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
い
く
つ
か
の
辞
典
を
確
認
し
て
み
る
と
、『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館
）、『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）
は
「
口
詩
」
を
立

項
す
る
の
に
対
し
て
、『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）、『
岩
波
古
語
辞
典
』（
岩

波
書
店
）
は
「
口
詩
」
と
「
句
詩
」
の
二
つ
を
並
べ
、
判
断
を
留
保
し
て
い
る
。

　

右
の
よ
う
に
、「
口
詩
」
と
「
句
詩
」
両
説
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
、

い
ま
だ
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。「
句
詩
」
で
あ
れ
ば
、
一
句
か
二
句
の
み

の
詩
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
き
た
が
、
漢
詩
に
お
い
て
「
句

詩
」
な
ど
と
い
う
用
語
・
術
語
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（『
日
本
古

典
文
学
大
系
』
の
補
注
も
指
摘
す
る
）。
一
方
の
「
口
詩
」
は
、
果
た
し
て
ど
う
か
。

『
大
鏡
』
に
み
え
る
道
真
の
故
事
が
『
源
氏
物
語
』
の
作
ら
れ
た
当
時
、
ど

の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
伝
承
に
お
い
て
道
真

が
口
頭
で
こ
の
漢
詩
を
「
駅
長
」
に
伝
え
た
と
解
す
べ
き
手
が
か
り
は
見
あ

た
ら
な
い
。「
須
磨
」
巻
で
の
光
源
氏
も
、
五
節
の
君
に
対
し
て
返
信
の
手

紙
を
届
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
か
ら
の
手
紙
を
見
た
あ
と
の
五
節
の

君
が
「
ま
し
て
お
ち
と
ま
り
ぬ
へ
く
な
む
お
ほ
え
け
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
っ
て
、
道
真
の
場
合
も
漢
詩
を
書
き
つ
け
、
そ
れ
を
「
駅
長
」
に

示
し
た
と
み
る
方
が
よ
く
照
応
す
る
。
さ
ら
に
、
ど
う
に
も
理
解
し
が
た
い

の
は
、口
頭
で
伝
え
る
詩
、つ
ま
り
音
声
と
し
て
の
言
葉
を
ど
う
や
っ
て
「
と

ら
す
」
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。「
と
ら
す
」
の
用
例
を
確
認
す
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
、
何
ら
か
の
物
体
が
与
え
ら
れ
る
（
渡
さ
れ
る
）
と
い
う
事
態

で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。

　

右
の
よ
う
に
「
句
詩
」
と
「
口
詩
」
の
い
ず
れ
も
支
持
し
が
た
い
と
な
る

と
、「
く
し
と
ら
す
る
」
の
「
く
し
」
と
い
う
文
字
列
そ
の
も
の
の
妥
当
性

に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
不
審
の
あ
る
箇
所
を
た
だ

わ
か
り
や
す
い
語
に
置
き
換
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。『
源
氏

物
語
』
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
・
考
察
が
少
な
く
と
も
七
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〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
。
そ
の
結
果
が
、
右
の

よ
う
な
状
況
で
あ
る
。転
訛
の
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、『
源
氏
物
語
大
成
』「
校
異
篇
」、『
河
内
本
源
氏
物
語
校
異
集
成
』、

『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』『
源
氏
物
語
別
本
集
成 

続
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
ほ

と
ん
ど
の
本
が
「
く
し
」
で
あ
り
、
系
統
に
よ
ら
ず
ほ
ぼ
安
定
し
て
い
る
と

い
え
る
。
し
か
し
、
横
山
本
と
池
田
本
、
そ
し
て
伏
見
天
皇
本
の
み
「
し
と

ら
す
る
」
と
あ
る
。
な
お
、
池
田
本
で
は
「
く
し
イ
」
と
傍
記
が
み
ら
れ
る
。

　

ご
く
少
数
な
が
ら
「
く
し
」
で
は
な
く
「
し
」
と
す
る
本
が
あ
る
わ
け
だ

が
、
さ
ら
に
古
注
釈
を
も
ふ
く
め
て
検
討
を
す
す
め
る
と
、
前
田
家
本
『
源

氏
釈
』
と
『
仙
源
抄
』
に
興
味
深
い
例
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
源

氏
釈
』
の
『
源
氏
物
語
』
所
引
本
文
は
基
本
的
に
「
く
し
」
だ
が
、
前
田
家

本
の
み
「
む
ま
や
の
お
さ
に
と
ら
せ
け
る
」
と
い
う
よ
う
に
「
く
し
」
が
な

い
上
、「
に
」
と
「
と
」
の
間
に
「
し
」
が
補
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
仙
源
抄
』
で
は
、「
口
詩
」
説
、「
駈
使
」
説
の
順
に
示
し
た
あ
と
で
、

「
愚
案
、
初
説
可
用
之
。
其
上
定
本
に
は
く
文
字
な
し
」
と
あ
る
。「
定
本
」

と
い
う
の
は
『
仙
源
抄
』
跋
文
に
み
え
る
「
定
家
卿
が
自
筆
本
」
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
長
慶
天
皇
が
本
当
に
定
家
自
筆
本
を
用
い
て
い
た
の
か
ど
う
か
は

と
も
か
く
、
用
い
ら
れ
た
定
家
本
の
本
文
は
「
し
と
ら
す
る
」
と
あ
っ
た
ら

し
い
。

　

以
上
の
検
討
よ
り
、「
く
し
」
と
い
う
本
文
に
固
執
す
る
よ
り
も
、「
し
と

ら
す
る
」
か
ら
の
本
文
転
訛
を
想
定
し
、「
詩
取
ら
す
る
」
と
解
釈
す
る
方

が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。「
し
」
か
ら
「
く
し
」
へ
の
本
文
転
訛
に
つ
い
て
は
、

平
安
期
の
「
之
」
を
字
母
と
し
た
「
し
」
か
ら
転
ず
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

よ
う７
。

　

な
お
、『
源
氏
物
語
』
本
文
中
で
、
漢
詩
は
多
く
の
場
合
「
ふ
み
」
あ
る

い
は
「
文
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
（
稿
者
の
確
認
に
よ
れ
ば
計
二
十
一
例
）。
漢

詩
を
「
し
」
ま
た
は
「
詩
」
と
表
記
す
る
例
は
非
常
に
少
な
く
、『
源
氏
物

語
大
成
』
の
本
文
で
は
わ
ず
か
に
「
帚
木
」
巻
の
一
例
の
み
で
あ
る８
。
要
は
、

「
し
」
＝
「
詩
」
の
用
例
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
、
本
文
転
訛
も
生
じ
や
す
い

と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、「
ふ
み
と
ら
す
る
」
と
い
う
本
文
は
あ
り
え
な
か
っ
た
か
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
ふ
み
」（
全
三
二
〇
例
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
語
義
を
便

宜
上
、
①
文
書
一
般
と
諸
々
の
文
書
、
②
漢
籍
・
経
典
、
③
学
問
（
漢
学
）、

④
漢
詩
文
、
⑤
手
紙
、
と
い
う
五
つ
に
分
け
て
精
査
し
た
こ
と
が
あ
る
（
陣

野
［
二
〇
一
三
］）。
た
と
え
ば
、「
少
女
」
巻
の
一
節
で
は
別
の
語
義
を
あ
ら

わ
す
「
ふ
み
」
が
連
続
し
て
用
い
ら
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
か
な
り
紛
ら
わ
し

い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
注
意
深
く
読
め
ば
②
～
⑤
の
語
義
は
確
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
特
に
漢
詩
文
を
あ
ら
わ
す
場
合
は
詩
宴
に
関
わ
る
例
な
ど
、
文

脈
か
ら
は
っ
き
り
と
特
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
で
と
り
あ

げ
た
例
は
ど
う
か
。
仮
に
「
ふ
み
と
ら
す
る
」
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
漢

詩
だ
と
特
定
し
う
る
手
が
か
り
は
「
む
ま
や
の
お
さ
」
の
み
と
な
っ
て
し
ま

い
、
か
な
り
都
合
が
悪
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
の
、「
し
」
＝
「
詩
」
の
用
例

で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

　

な
お
、
あ
え
て
別
の
転
訛
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
こ
う
。「
く

し
と
ら
す
（
る
）」
と
い
う
本
文
に
近
似
す
る
語
と
し
て
「
さ
し
と
ら
す
」

が
あ
る
。
こ
の
語
か
ら
の
転
訛
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
さ
し
と
ら
す
」
の
用
例
は
、「
浮
舟
」
巻
の
一

例
の
み
で
あ
る
。
次
に
伝
明
融
筆
本
の
影
印
に
拠
っ
て
、
翻
刻
本
文
を
あ
げ
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て
み
る
。

わ
た
く
し
の
人
に
や
え
ん
な
る
ふ
み
は
さ
し
と
ら
す
る
け
し
き
あ
る
ま

う
と
か
な
物
か
く
し
は
な
そ
と
い
ふ 

（
五
八
オ
～
五
八
ウ
）

こ
こ
で
は
、
宇
治
に
派
遣
さ
れ
た
薫
の
随
人
が
、
匂
宮
の
使
者
（
匂
宮
の
家

司
時
方
の
従
者
）
の
曖
昧
な
返
答
を
受
け
、「
私
用
の
相
手
（
恋
人
）
の
た
め

に
自
分
で
「
艶
な
る
」
手
紙
を
渡
す
も
の
か
」
と
、
相
手
の
「
物
か
く
し
」

を
察
し
て
問
い
詰
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
傍
線
部
で
「
さ
し
」
を
欠
き
、

単
に
「
と
ら
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
本
が
複
数
あ
る
（『
源
氏
物
語
大
成
』「
浮

舟
」
巻
の
底
本
で
あ
る
池
田
本
な
ど
）。

　
「
さ
し
と
ら
す
」
は
、
他
作
品
で
も
用
例
が
か
な
り
限
ら
れ
る
。
近
い
と

こ
ろ
で
は
、『
和
泉
式
部
日
記
』（
長
保
五
年
六
月
頃
）、『
う
つ
ほ
物
語
』（「
蔵

開
上
」
巻
）、
そ
し
て
『
紫
式
部
日
記
』（
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
八
日
）
に
各
一

例
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
あ
ま
り
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
語
だ
け
に
、
転
訛

が
起
こ
り
や
す
い
か
も
知
れ
な
い
が
、「
さ
し
と
ら
す
」
の
「
さ
」
か
ら
「
く
」

へ
の
転
訛
は
（
あ
り
え
な
く
は
な
い
が
）
や
や
想
定
し
づ
ら
い
か
。
ち
な
み
に
、

『
源
氏
物
語
大
成
』
の
情
報
を
も
と
に
、
六
〇
〇
例
ほ
ど
に
及
ぶ
本
文
中
の

「
さ
し
」
の
文
字
列
の
異
同
を
確
認
し
て
み
た
が
、「
く
し
」
と
い
う
異
同
は

見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、「
さ
し
」
に
対
し
て
「
さ
」
を
欠
く
と
い

う
異
同
は
若
干
み
ら
れ
た
。
あ
る
い
は
、「
さ
し
と
ら
す
る
」
→
「
し
と
ら

す
る
」
→
「
く
し
と
ら
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
転
訛
の
連
続
も
あ
り
え
た
の

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
さ
し
と
ら
す
る
」
だ
け
で
は
、「
駅
長
」
に
示
し
た

も
の
が
漢
詩
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
り
に
く
い
。
も
っ
と
も
無
難
な
想
定
は
、

「
し
と
ら
す
る
」
か
ら
の
転
訛
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
本
文
を
改
訂
し
、
特
に
「
口
詩
」
説
を
排
除
す
る
と
き
、
道

真
か
ら
漢
詩
が
記
さ
れ
た
紙
片
を
受
け
取
っ
た
「
駅
長
」
と
、
光
源
氏
の
返

歌
を
受
け
取
っ
た
五
節
の
君
と
の
対
応
が
明
確
に
な
る
。

　

な
お
、「
く
し
と
ら
す
る
人
〔
＝
道
真
〕
も
あ
り
け
る
を
」
の
直
後
、「
ま

し
て
お
ち
と
ま
り
ぬ
へ
く
な
む
お
ほ
え
け
る
」
に
つ
い
て
も
付
言
し
て
お
こ

う
。
な
ぜ
「
ま
し
て
」
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
古
注
釈
以
来
さ
ま
ざ

ま
な
説
が
あ
る
も
の
の
明
解
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
事
な
の
は
、「
駅
長
」

と
五
節
の
君
と
の
対
応
だ
け
で
な
く
、
道
真
と
五
節
の
君
と
の
共
通
点
で
は

な
い
か
。
道
真
は
筑
紫
ま
で
の
長
旅
の
途
次
に
あ
っ
た
。
一
方
の
「
須
磨
」

巻
で
は
、
五
節
の
君
が
筑
紫
か
ら
京
へ
向
け
て
移
動
中
で
あ
る
。
五
節
の
君

は
「
駅
長
」
と
同
様
、
高
貴
な
方
か
ら
詩
歌
を
与
え
ら
れ
た
が
、
旅
行
の
途

中
と
い
う
点
で
は
道
真
に
重
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
と
ら
え
た
と
き
、「
く

し
と
ら
す
る
人
」
に
も
「
ま
し
て
」、
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え

て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
左
遷
に
よ
り
大
宰
府
へ
向
か
わ
ね
ば
な

ら
な
い
道
真
の
苦
衷
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
そ
れ
に
も
「
ま
し
て
」

（
光
源
氏
へ
の
思
慕
ゆ
え
に
）
苦
悩
す
る
五
節
の
君
は
目
的
地
な
ど
か
ま
わ
ず
、

こ
の
地
に
「
お
ち
と
ま
り
」
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。

五
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
底
本
本
文
の
改
訂
を
忌
避
す
る
傾
向
を
批
判
し
た
上
で
、
意
味
が

通
ら
な
い
、
も
し
く
は
文
脈
を
な
さ
な
い
と
い
っ
た
箇
所
に
対
す
る
検
討
が

不
充
分
で
あ
る
と
き
、
た
と
え
そ
こ
に
本
文
異
同
が
（
ほ
と
ん
ど
）
な
い
と

し
て
も
、
多
角
的
に
吟
味
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
本
文
の
改
訂
試
案
を
示

す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
本
稿
で
具
体
的
に
と
り
あ
げ
た
「
須

磨
」
巻
の
「
く
し
と
ら
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
期
以
来
の
多
数
の
注
釈
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が
、「
口
詩
」
か
、
そ
れ
と
も
「
句
詩
」
か
と
い
う
課
題
に
向
き
あ
い
、
検

討
を
重
ね
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、「
く
し
」
と
い
う
本
文
そ
れ

自
体
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ほ

か
に
も
、
た
と
え
ば
「
松
風
」
巻
で
、
大
堰
の
中
務
宮
か
ら
伝
領
さ
れ
た
邸

の
管
理
人
の
鬚
面
を
形
容
す
る
「
つ
な
し
に
く
き
」（『
源
氏
物
語
大
成
』
五
八

一
頁
）
の
よ
う
に
、
語
義
未
詳
の
言
葉
な
ど
も
本
文
の
問
題
と
し
て
吟
味
す

る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、
今
日
に
お
け
る
水
準
に
合
わ
せ
て
本
文
校
訂
の
具
体
的
な
方
法
を

一
般
化
し
、
さ
ら
に
は
理
論
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は

甚
だ
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
古
典
文
学
に
限
っ
て
み
て
も
、

ジ
ャ
ン
ル
ご
と
、
と
い
う
よ
り
個
々
の
作
品
ご
と
に
伝
本
の
状
況
が
異
な
る

た
め
、
一
般
化
し
に
く
い
こ
と
こ
の
上
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
目
前

の
一
本
の
本
文
を
で
き
る
限
り
尊
重
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
本
文
の
慎
重
な
解

釈
を
も
っ
て
し
て
も
意
味
不
通
の
部
分
、
ま
た
文
脈
を
な
さ
な
い
部
分
が
あ

る
と
き
に
は
、
本
文
の
異
同
の
情
報
を
な
る
べ
く
ひ
ろ
い
集
め
、
ま
た
異
同

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
本
文
転
訛
の
可
能
性
を
さ
ま
ざ
ま
想
定
し
て
み
る
、

と
い
う
こ
と
は
鉄
則
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。

※
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
に
際
し
て
は
そ
の
つ
ど
引
用
元
を
示
し
た
。
一
方
、『
源

氏
物
語
』
古
注
釈
の
う
ち
、『
源
氏
釈
』
と
『
仙
源
抄
』
は
『
源
氏
物
語
古
注

集
成
』（
お
う
ふ
う
）
に
、『
光
源
氏
物
語
抄
』
は
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
』

（
武
藏
野
書
院
）
に
そ
れ
ぞ
れ
拠
り
、
適
宜
句
読
点
と
濁
点
を
施
し
た
。

※
右
以
外
の
引
用
本
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・『
平
中
物
語
』
…
…
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『
平
仲
物
語
』
の
影
印
（
武
蔵
野
書
院
版

な
ら
び
に
山
田
巌
ほ
か
（
編
）『
平
中
物
語 

本
文
と
索
引
』〈
洛
文
社
、
一
九

六
九
年
〉）
に
拠
り
、
稿
者
が
翻
刻
。

・『
枕
草
子
』
…
…
杉
山
重
行
（
編
著
）『
三
巻
本
枕
草
子
本
文
集
成
』（
笠
間
書
院
、

一
九
九
九
年
）。

・『
大
鏡
』
…
…
橘
健
二
・
加
藤
静
子
（
校
注
・
訳
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

34 

大
鏡
』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）。

注（
１
）　

早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
・
国
際
日
本
学
共
同
研
究
部
門

主
催
「
古
典
テ
キ
ス
ト
校
訂
分
科
会 

第
一
回
～
第
五
回
研
究
会
」（
二
〇
一
三

年
四
月
～
十
一
月
）
に
て
、
日
本
古
典
文
学
の
み
な
ら
ず
、
中
国
の
近
世
演
劇
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
学
、
中
世
の
西
欧
文
学
（
特
に
英
・
仏
・
独
）
の

本
文
校
訂
の
過
去
と
現
在
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
得
た
。
こ
こ
に
詳
細
を
述
べ

る
紙
幅
は
な
い
が
、
総
じ
て
諸
伝
本
の
序
列
を
解
体
化
す
る
方
向
へ
と
す
す
ん

で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）　

中
古
文
学
会
・
平
成
26
年
度
春
季
大
会
の
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
①
「
定
家

本
・
青
表
紙
本
『
源
氏
物
語
』
と
は
、
そ
も
そ
も
何
か
？
」（
於
立
教
大
学
新

座
キ
ャ
ン
パ
ス
、
二
〇
一
四
年
六
月
七
日
）
で
も
、「
定
家
本
・
青
表
紙
本
」

の
本
文
を
と
ら
え
る
こ
と
の
難
し
さ
が
確
認
さ
れ
た
（
そ
の
内
容
は
二
〇
一
四

年
十
一
月
刊
行
の
『
中
古
文
学
』
九
四
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
）。

（
３
）　

石
田
・
加
藤
両
論
文
を
あ
わ
せ
て
紹
介
し
た
が
、
底
本
本
文
に
対
す
る
姿
勢

と
い
う
点
で
は
、
石
田
の
立
場
に
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
石
田
校
訂
の
『
新
版 

枕
草
子 

上
・
下
巻
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
～

一
九
八
〇
年
）
の
本
文
な
ど
を
参
照
す
れ
ば
一
目
瞭
然
だ
が
、
三
巻
本
一
類
で

無
理
な
く
読
解
可
能
と
お
も
わ
れ
る
箇
所
で
も
、改
変
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

（
４
）　

前
田
家
本
と
堺
本
系
統
で
は
、
当
該
の
章
段
が
な
い
。
な
お
、
能
因
本
系
統

の
学
習
院
大
学
蔵
〈
三
条
西
家
旧
蔵
〉
本
の
表
記
は
、「
ま
心
に
」。
ち
な
み
に
、

能
因
本
で
は
こ
の
傍
線
部
の
直
前
が
「
ま
こ
と
に
見
給
は
ぬ
も
」
と
な
っ
て
い

る
た
め
、「
ま
こ
ゝ
ろ
に
」
へ
の
改
訂
は
し
に
く
い
か
。

（
５
）　

阿
部
［
一
九
八
六
］
は
、
定
家
の
証
本
に
つ
い
て
、
河
内
本
成
立
以
前
の
古

伝
本
系
別
本
の
一
本
を
「
忠
実
に
書
写
」
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
、「
別
本
と

相
対
す
る
本
文
は
河
内
本
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
ま
で
述
べ
た
（
一
〇
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七
頁
）。
こ
れ
を
受
け
、
室
伏
［
一
九
九
五
］、
伊
藤
［
二
〇
〇
二
］、
上
原
［
二

〇
〇
六
］
な
ど
は
青
表
紙
本
を
別
本
の
一
つ
と
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
、
中
川

［
二
〇
〇
八
］、
新
美
［
二
〇
〇
八
］
な
ど
が
批
判
す
る
と
お
り
、
定
家
が
親
本

を
「
忠
実
に
書
写
し
た
」（
つ
ま
り
校
訂
し
て
い
な
い
）
と
断
定
す
る
の
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
し
、
新
美
論
文
の
批
判
の
と
お
り
、「
別
本
」
と
い
う
便
宜
上

の
呼
称
の
拡
大
使
用
に
も
疑
問
が
あ
る
。

（
６
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
陣
野
［
二
〇
〇
四
］
で
論
じ
た
。
な
お
、
加
藤
［
二

〇
一
四
］
は
、
こ
の
段
に
み
え
る
「
物
語
の
本
ど
も
」
を
『
源
氏
物
語
』
と
断

定
し
え
な
い
こ
と
、
仮
に
『
源
氏
物
語
』
で
あ
っ
て
も
「
五
四
帖
す
べ
て
に
三

種
・
四
種
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
」
こ
と
に
注
意
を
促
し

て
い
る
。
た
し
か
に
慎
重
に
み
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。「
書
き
か
え
」
以
前
の

「
物
語
の
本
ど
も
」
の
流
布
を
懸
念
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、『
源
氏
物
語
』

に
複
数
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
生
じ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
と

お
も
わ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
一
部
の
巻
々
に
限
ら
れ
る
と
み
て
お
く
方
が
穏

当
か
も
知
れ
な
い
。

（
７
）　

た
と
え
ば
、
平
安
期
の
古
筆
を
伝
え
る
高
野
切
第
一
種
、
高
野
切
第
三
種
、

伝
藤
原
公
任
筆
『
十
五
番
歌
合
』
な
ど
で
、「
く
し
」
の
連
綿
体
に
よ
く
似
た

「
し
」
の
例
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
ご
く
一
部
の
写
本
に
「
し
と
ら
す
る
」
が

み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
古
態
を
保
存
し
た
も
の
か
ど
う
か
は
、
に
わ
か
に
判
断

し
が
た
い
。
二
重
の
転
訛
に
よ
る
先
祖
返
り
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
８
）　

主
要
写
本
で
は
「
詩
」
が
多
い
が
、
尾
州
家
河
内
本
で
は
「
し
」
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
尾
州
家
河
内
本
で
は
、「
花
宴
」
巻
と
「
少
女
」
巻
で
一
箇
所
ず
つ
、

「
詩
」
と
い
う
漢
字
表
記
で
漢
詩
を
あ
ら
わ
す
例
が
あ
る
。

引
用
文
献

阿
部　

秋
生
［
一
九
八
六
］　
『
源
氏
物
語
の
本
文
』
岩
波
書
店

石
田　

穣
二
［
一
九
八
九
］　
「
こ
と
ば
の
世
界
と
し
て
の
源
氏
物
語
」『
源
氏
物
語

攷
そ
の
他
』
笠
間
書
院
（
←
礎
稿
の
初
出
は
一
九
七
七
年
）

伊
藤　

鉄
也
［
二
〇
〇
二
］　
『
源
氏
物
語
本
文
の
研
究
』
お
う
ふ
う

今
西
祐
一
郎
［
二
〇
〇
七
］　
「「
あ
な
は
ら
〳
〵
」
考
」『
蜻
蛉
日
記
覚
書
』
岩
波
書

店　

Ⅱ
─
十
五
（
←
礎
稿
の
初
出
は
一
九
九
九
年
）

上
原　

作
和
［
二
〇
〇
六
］　
「《
青
表
紙
本
『
源
氏
物
語
』》
原
論
─
─
青
表
紙
本
系

伝
本
の
本
文
批
判
と
そ
の
方
法
論
的
課
題
─
─
」『
光
源
氏
物
語
學
藝
史　

右

書
左
琴
の
思
想
』
翰
林
書
房
（
←
礎
稿
の
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）

遠
藤
嘉
基
ほ
か
（
校
注
）［
一
九
六
四
］　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
77 

篁
物
語 

平
中

物
語 

浜
松
中
納
言
物
語
』
岩
波
書
店

加
藤　

昌
嘉
［
二
〇
一
一
］　
「
句
読
を
切
る
。
本
文
を
改
め
る
。」『
揺
れ
動
く
『
源

氏
物
語
』』
勉
誠
出
版
（
←
礎
稿
の
初
出
は
二
〇
〇
七
年
）

加
藤　

昌
嘉
［
二
〇
一
四
］　
「〝『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
紫
式
部
だ
〟
と
言
え
る

か
？
」『『
源
氏
物
語
』
前
後
左
右
』
勉
誠
出
版
（
←
礎
稿
の
初
出
は
二
〇
一
二

年
）

後
藤　

康
文
［
二
〇
〇
〇
］　
『
伊
勢
物
語
誤
写
誤
読
考
』
笠
間
書
院

清
水
好
子
ほ
か
（
校
注
・
訳
）［
一
九
七
二
］　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
８ 

竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大
和
物
語 

平
中
物
語
』
小
学
館

陣
野　

英
則
［
二
〇
〇
四
］　
「
物
語
作
家
と
書
写
行
為
─
─
『
紫
式
部
日
記
』
の
示

唆
す
る
も
の
─
─
」『
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
』
勉
誠
出
版　

Ⅲ
─
第

十
四
章
（
←
礎
稿
の
初
出
は
一
九
九
九
年
）

陣
野　

英
則
［
二
〇
一
三
］　
「『
源
氏
物
語
』
の
「
ふ
み
」
と
「
文
」
─
─
「
少
女
」

巻
の
恋
文
か
ら
漢
学
・
漢
籍
・
漢
詩
ま
で
」
河
野
貴
美
子
・W

iebke D
EN
ECK

E

（
編
）『
ア
ジ
ア
遊
学
162 

日
本
に
お
け
る
「
文
」
と
「
ブ

b
u
n
g
a
k
u

ン
ガ
ク
」』
勉
誠
出
版

中
川　

照
将
［
二
〇
〇
八
］　
「
転
移
す
る
不
審
─
─
本
文
研
究
に
お
け
る
系
統
論
の

再
検
討
─
─
」
伊
井
春
樹
（
監
修
）・
伊
藤
鉄
也
（
編
）『
講
座 

源
氏
物
語
研

究 

第
七
巻 

源
氏
物
語
の
本
文
』
お
う
ふ
う

新
美　

哲
彦
［
二
〇
〇
八
］　
「
揺
ら
ぐ
「
青
表
紙
本
／
青
表
紙
本
系
」」『
源
氏
物
語

の
受
容
と
生
成
』
武
蔵
野
書
院　

第
一
部
─
第
一
章
（
←
礎
稿
の
初
出
は
二
〇

〇
六
年
）

日
記
文
学
研
究
会 

蜻
蛉
日
記
分
科
会
（
秋
澤
亙
・
川
村
裕
子
・
斎
藤
菜
穂
子
・
針

本
正
行
・
本
橋
杏
子
・
山
本
真
理
子
）［
二
〇
〇
八
］　
「
蜻
蛉
日
記
注
釈
試
案

（
一
）」『
新
潟
産
業
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
二
〇　

新
潟
産
業
大
学
附
属
研
究

所
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萩
谷　
　

朴
［
一
九
七
八
］　
『
平
中
全
講
』〈
増
補
復
刊
版
〉
同
朋
舎

萩
谷　
　

朴
［
一
九
八
一
］　
『
枕
草
子
解
環 

一
』
同
朋
舎

室
伏　

信
助
［
一
九
九
五
］　
「
源
氏
物
語
の
本
文
」『
國
文
學
』
四
〇
─
三　

學
燈

社

室
伏　

信
助
［
二
〇
〇
八
］　
「
本
文
研
究
を
再
検
討
す
る
意
義
」
伊
井
春
樹
（
監

修
）・
伊
藤
鉄
也
（
編
）『
講
座 

源
氏
物
語
研
究 

第
七
巻 

源
氏
物
語
の
本
文
』

お
う
ふ
う

柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎
（
校

注
）［
一
九
九
三
～
一
九
九
七
］『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
19
～
23 

源
氏
物
語 

一
～
五
』
岩
波
書
店

山
岸
徳
平
（
校
註
）［
一
九
五
九
］　
『
日
本
古
典
全
書 

平
中
物
語 

和
泉
式
部
日

記 

篁
物
語
』
朝
日
新
聞
社

︹
付
記
︺　

本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
・
国
際
日
本
学
共

同
研
究
部
門
主
催
「
古
典
テ
キ
ス
ト
校
訂
分
科
会 

第
三
回
研
究
会
」（
於
早
稲

田
大
学
戸
山
キ
ャ
ン
パ
ス
、
二
〇
一
三
年
六
月
二
十
九
日
）
に
お
け
る
発
表
の

一
部
に
も
と
づ
く
。
な
お
、
注（
１
）に
記
し
た
と
お
り
、
計
五
回
の
「
古
典
テ

キ
ス
ト
校
訂
分
科
会
」
で
さ
ま
ざ
ま
教
示
を
得
た
。
関
係
各
位
に
謝
意
を
表
す

る
。


