
源
氏
物
語
は
ど
う
翻
訳
さ
れ
て
来
た
か

l
与
謝
野
晶
子
の
挑
戦

晶
子
の
生
涯
を
貫
い
た
源
氏
物
語

昨
年
の
一
月
、
桃
園
文
庫
展
と
い
う
も
の
を
見
て
来
ま
し
た
。
池
田
亀
鑑

(
一
八
九
六
j
一
九
五
六
)
は
、
日
本
近
代
に
お
け
る
、
文
献
学
的
な
国
文
学

の
方
法
を
確
立
し
て
、
大
き
な
業
績
を
あ
げ
た
ひ
と
で
す
。

『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
は
も
と
よ
り
、
平
安
時
代

の
写
本
さ
え
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
、
私
た
ち
の
読
ん
で
い
る
『
源
氏
物

語
』
は
、
じ
つ
は
紫
式
部
が
書
い
た
『
源
氏
物
語
」
そ
の
も
の
か
ら
、
二
百
年

ほ
ど
後
の
姿
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
写
本
と
し
て
た
く
さ
ん
伝
わ

っ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
を
分
類
、
整
理
し
て
、
も
っ
と
も
基
準
と
な
る
テ
キ

ス
ト
と
し
て
大
島
雅
太
郎
と
い
う
蔵
書
家
が
所
有
し
て
い
た
写
本
、
大
島
本
を

選
、
び
、
そ
れ
を
も
と
に
、
主
要
な
伝
本
の
校
異
、
つ
ま
り
写
本
の
本
文
の
違
い

を
、
池
田
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
、
一
覧
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
信
頼
で
き
る

源
氏
物
語
本
文
の
再
建
を
め
、
ざ
し
た
仕
事
が
、
彼
の
最
大
の
業
績
で
す
。

そ
の
池
田
の
研
究
は
、
戦
後
、
『
源
氏
物
語
大
成
」
(
一
九
五
三
j

一
九
五

六
)
と
し
て
結
実
し
ま
す
が
、
そ
の
中
核
を
な
す
部
分
は
、
昭
和
十
七
年
、
一

九
四
二
年
の
十
月
に
、
『
校
異
源
氏
物
語
」
と
し
て
先
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま

神
野
藤

H百

夫

す。
晶
子
は
、
こ
の
『
校
異
源
氏
物
語
』
の
出
た
年
の
昭
和
十
七
年
の
五
月
二
十

九
日
に
亡
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

池
田
亀
鑑
の
『
花
を
折
る
」
(
中
央
公
論
社
昭
和
三
十
四
年
)
と
い
う
随

筆
集
の
中
に
は
、
昭
和
十
五
年
五
月
五
日
に
、
晶
子
の
も
と
を
訪
ね
た
時
の
思

い
出
の
文
章
が
出
て
来
ま
す
。

こ
の
日
、
晶
子
の
も
と
を
訪
れ
た
亀
鑑
は
用
事
が
終
っ
た
後
、
『
源
氏
物
語
』

の
作
者
を
め
ぐ
っ
て
、
晶
子
と
議
論
の
応
酬
を
し
た
ら
し
い
。
「
お
だ
や
か
な

物
の
い
ひ
方
だ
が
、
自
説
に
対
し
て
は
一
歩
も
ゆ
ず
ら
な
い
。
三
十
分
あ
ま
り

も
、
は
げ
し
く
論
じ
あ
っ
た
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
晶
子
は
さ
り
げ
な

く
座
を
立
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
や
が
て
色
紙
を
二
枚
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
「
こ

れ
を
記
念
に
」
と
ほ
ほ
え
み
な
が
ら
渡
さ
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。

図
版
(
本
文
末
尾
参
照
)
は
、
こ
の
文
章
「
つ
つ
じ
」
の
池
田
亀
鑑
直
筆
の

原
稿
で
す
。
本
学
の
和
田
琢
磨
先
生
ご
所
蔵
の
お
宝
、
そ
れ
を
拝
借
し
て
、
皆

さ
ん
と
こ
う
し
て
眺
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
さ
て
、
色
紙
に
は
、
こ
う
書
か
れ

て
い
た
と
あ
り
ま
す
。
刊
本
の
「
花
を
折
る
』
と
は
表
記
に
相
違
が
あ
り
ま
す

が
、
直
筆
原
稿
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
で
す
。
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須
磨
の
山
藤
も
桜
も
幼
な
け
れ
京
の
流
入
の
去
年
う
ゑ
し
ご
と

花
見
れ
ば
大
宮
の
遺
の
こ
ひ
し
き
と
源
氏
に
か
け
る
須
磨
ぎ
く
ら
さ
く

最
初
の
歌
は
、
あ
な
た
も
私
も
、
京
の
流
人
、
党
源
氏
が
去
年
植
え
た
ば
か

り
の
、
幼
い
藤
と
桜
の
よ
う
な
も
の
。
次
の
歌
は
、
下
勾
の
「
源
氏
に
か
け

る
」
に
、
源
氏
に
書
い
て
あ
る
意
と
お
互
い
の
源
氏
に
か
け
る
思
い
の
意
味
が

か
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
議
論
の
花
桜
が
咲
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
歌
っ

た
も
の
で
し
ょ
う
。

池
田
は
、
こ
う
い
い
ま
す
。
多
年
、
万
巻
の
写
本
を
調
べ
て
、
源
氏
研
究
に

努
力
を
傾
注
し
た
け
れ
ど
も
、
「
わ
た
し
は
古
典
の
い
の
ち
に
ふ
れ
る
こ
と
に

お
い
て
、
こ
の
老
い
た
る
一
女
性
に
遠
く
及
ば
な
い
の
だ
」
、
そ
う
思
っ
て

「
悲
し
か
っ
た
」
と
い
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
人
が
会
っ
た
翌
五
月
六
日
。
晶
子
は
、
湯
殿
で
脳
溢
血

の
た
め
に
倒
れ
、
そ
れ
以
降
左
害
身
不
随
と
な
っ
て
、
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
二
年

の
後
に
世
を
去
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
人
が
会
っ
た
前
年
の
、
昭
和
十
四
年
十
月
三
日
に
、
上
野
精
養
軒
で
晶
子

の
薪
新
訳
源
氏
物
語
巴
全
六
巻
の
完
成
祝
賀
会
が
開
催
さ
れ
た
ば
か
り
で
し

た
。
現
在
で
は
『
全
訳
源
氏
物
語
』
と
じ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
『
新
新
訳
源

氏
物
証
巴
を
書
き
終
え
て
、
わ
ず
か
七
か
月
あ
ま
り
後
に
、
晶
子
は
倒
れ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

私
の
よ
う
な
古
典
の
勉
強
を
し
て
い
る
者
か
ら
見
る
と
、
晶
子
の
生
涯
は
、

少
女
時
代
の
『
源
氏
物
一
芭
と
の
出
会
い
の
日
々
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
『
新
新

訳
」
の
訳
業
の
完
成
か
ら
ほ
ど
な
く
、
巨
木
が
倒
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
死
を
迎

え
た
、
『
源
氏
物
語
』
に
貫
か
れ
た
一
生
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
生
涯
に
わ
た
る
「
古
典
の
い
の
ち
に
ふ
れ
る
」
晶
子
の
訳
業
に
は
、
ど

し
ょ
、
っ
か
。

現
在
、
鞍
馬
寺
に
は
、
与
謝
野
晶
子
旧
蔵
の
『
源
氏
物
語
巴
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
な
ど
は
そ
の
出
会
い
の
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
か
、
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
承
応
三
年
(
一
六
五
四
)
版
の
「
絵
入
源
氏
物
語
」
と
呼

ば
れ
る
版
本
を
、
縮
小
し
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
、
小
本
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
実
際
の

姿
で
す
。
挿
絵
が
二
四
六
図
も
入
っ
て
い
る
の
で
、
一
般
に
『
絵
入
源
氏
物

証
巴
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

「
絵
入
源
氏
物
証
巴
の
桐
査
巻
の
場
面
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
絵
が
あ

る
ほ
か
に
、
注
記
と
し
て
は
、
主
語
な
ど
が
ち
ょ
っ
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
て

つ
ま
じ
る
し

い
ど
で
す
。
注
だ
け
を
集
め
た
「
爪
印
」
と
か
「
系
図
」
「
引
歌
」
な
ど
の
別

冊
も
つ
い
て
は
い
ま
す
が
、
晶
子
の
回
想
に
、
「
私
は
中
に
人
を
介
せ
ず
に
」

つ
ま
り
「
注
釈
者
」
「
解
説
者
」
な
ど
を
介
在
さ
せ
ず
に
「
紫
式
部
と
唯
二
人

相
対
し
て
」
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
だ
。
そ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
本
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
以
来
、
も
っ
と
も
普
及
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ

た
『
湖
月
抄
』
が
出
会
い
の
書
で
あ
っ
た
ろ
う
と
す
る
見
方
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
実
際
の
『
湖
月
抄
』
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
ま
す
と
、
注
や
ら
傍
記
、

つ
ま
り
晶
子
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
人
」
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
晶
子
は
こ
の
『
湖
月
抄
』
の
悪
口
を
繰
り
返
し
言
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
逆
に
『
湖
月
抄
』
を
よ
く
眺
め
た
経
験
が
あ
る
こ
と
を
自
白
し
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

晶
子
は
『
源
氏
物
語
巴
力
を
ど
の
よ
う
に
し
て
高
め
た
か

こ
う
い
う
「
源
氏
物
一
荷
』
と
の
出
会
い
の
後
、
晶
子
は
ど
ん
な
場
で
ど
ん
な

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
晶

子
は
、
大
き
く
見
る
と
、
三
度
、
『
源
氏
物
語
』
に
挑
戦
し
て
い
る
、
と
い
え

ま
す
。第

一
は
、
現
在
は
残
っ
て
い
な
い
「
幻
の
源
氏
物
語
講
義
」

第
二
は
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
薪
訳
源
氏
物

謹巴
第
三
は
、
現
在
、
晶
子
の
『
全
訳
源
氏
物
語
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
『
新

新
訳
源
氏
物
一
芭

こ
の
三
つ
の
『
源
氏
物
語
』
訳
業
が
、
ど
の
よ
う
な
苦
闘
の
ド
ラ
マ
か
ら
生

み
出
さ
れ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
実
態
と
特
色
を
も
っ

て
、
大
き
な
意
義
を
果
た
し
て
、
今
な
お
、
私
た
ち
の
前
に
あ
る
か
を
、
「
与

謝
野
晶
子
の
挑
戦
」
と
題
し
て
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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晶
子
は
『
源
氏
物
語
』
と
ど
の
よ
う
に
し
て
出
会
っ
た
か

い
っ
、
ど
の
よ
、
つ
に
し
て

『
源
氏
物
語
』

晶
子
は
、

う
か
。与

謝
野
晶
子
は
、
大
阪
、
堺
の
「
駿
河
屋
」
と
い
も
主
必
舗
の
和
菓
子
屋
さ
ん

の
娘
と
し
て
、
明
治
十
一
年
、
一
八
七
八
年
に
生
れ
て
い
ま
す
が
、
十
二
前
後

か
ら
、
家
の
蔵
に
あ
っ
た
源
氏
物
語
を
取
り
出
し
て
読
み
耽
っ
て
い
た
こ
と
を

し
ば
し
ば
回
想
し
て
い
ま
す
。
密
室
で
の
ひ
た
す
ら
な
〈
耽
溺
〉
と
い
う
に
ふ

さ
わ
し
い
よ
う
な
源
氏
体
験
、
今
風
に
い
う
な
ら
源
氏
オ
タ
ク
の
日
々
が
原
点

と
し
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
晶
子
が
最
初
に
出
会
っ
て
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
読
ん
で
、
彼
女
の
体

内
に
物
語
世
界
が
し
み
こ
む
よ
う
に
、
親
し
ん
だ
本
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
で

と
出
会
っ
た
の
で
し
ょ

ふ
う
に
し
て
自
分
の
『
源
氏
物
証
巴
力
を
高
め
、
そ
の
実
力
を
周
囲
に
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

渋
谷
の
道
玄
坂
、
有
名
な
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
の
あ
る
と
こ
ろ
、
右
手
に

1
0
9を
眺
め
な
が
ら
、
ち
ょ
っ
と
坂
を
登
っ
て
、
井
の
頭
線
の
方
角
に
左
折

し
た
と
こ
ろ
に
、
「
東
京
新
詩
杜
跡
」
と
い
う
柱
が
立
っ
て
い
ま
す
。
『
明
星
』

と
い
う
雑
誌
を
生
ん
だ
東
京
新
詩
社
は
こ
こ
に
始
ま
る
わ
け
で
す
。
晶
子
が
上

京
し
て
、
鉄
幹
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
の
は
、
明
治
三
十
四
年
、
一
九
O
一
年

の
六
月
の
こ
と
。
そ
の
八
月
に
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
が
出
て
、
十
月
に
鉄
幹
と

結
婚
す
る
。

墓
尽
新
詩
社
と
い
っ
て
も
、
鉄
幹
と
晶
子
の
住
む
狭
い
家
に
ほ
か
な
ら
な
い

わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
聞
か
れ
る
読
書
会
の
よ
う
な
場
を
通
じ
て
、
晶
子
は

『
源
氏
物
語
』
力
を
高
め
、
そ
こ
に
参
〆
加
す
る
人
た
ち
の
聞
か
ら
、
し
だ
い
に

彼
女
の
『
源
氏
物
語
」
の
実
力
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
。

資
料
に
は
、
『
明
星
』
か
ら
拾
い
、
だ
し
た
、
会
の
よ
う
す
を
う
か
が
う
こ
と

の
で
き
る
関
連
記
事
を
拾
い
上
げ
て
み
ま
し
た
。
『
明
星
』
の
誌
面
で
は
、
小

さ
な
埋
め
草
の
よ
う
な
記
事
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
確
認
す
る
の
が
た
い

へ
ん
で
す
。

こ
の
よ
う
な
東
京
新
詩
社
を
場
と
す
る
経
験
は
、
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』
理

解
を
ど
の
よ
う
に
特
色
づ
け
た
で
し
ょ
う
か
。

晶
子
二
十
三
歳
の
デ
ビ
ュ
ー
作
、
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
は
、
複
製
本
を
見
ま

し
で
も
、
縦
長
、
細
身
の
お
し
ゃ
れ
な
装
釘
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
中

を
聞
い
て
み
る
と
、
挿
絵
か
ら
、
明
治
の
浪
漫
主
義
と
い
う
も
の
、
明
治
の
人

び
と
の
泰
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
・
芸
術
へ
の
憧
れ
が
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
か
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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『
み
だ
れ
髪
』
は
、
歌
の
力
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
時
代
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ

る
視
覚
的
な
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
力
、
活
字
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
魅
力
を
も

っ
て
も
い
た
わ
け
で
す
。

こ
の
挿
絵
は
、
フ
ラ
ン
ス
帰
り
の
黒
田
清
輝
に
招
か
れ
て
、
東
京
美
術
学
校

の
助
教
授
と
な
り
、
長
く
近
代
日
本
の
洋
画
会
を
リ
ー
ド
し
た
藤
島
武
二
の
手

に
な
る
も
の
で
す
。
上
野
の
東
京
芸
大
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
入
り
ま
す
と
、
す
ぐ

右
手
方
向
に
、
こ
の
藤
島
武
二
の
胸
像
が
あ
り
ま
す
。

「
明
星
』
の
サ
ン
プ
ル
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
右
が
『
明
星
』
の
明
治

三
一
十
五
年
四
月
号
の
表
紙
、
左
が
五
月
号
の
裏
表
紙
で
す
。
こ
の
表
紙
も
藤
島

武
三
の
手
に
な
る
も
の
で
す
が
、
表
紙
の
下
の
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
「
書
一
入

月
刊
文
学
美
術
雑
誌
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
『
明
星
』
と
い
う
の
は
、
翻
訳
、

評
論
、
小
説
、
詩
、
そ
し
て
短
歌
や
俳
句
な
ど
の
、
丈
学
の
世
界
と
美
術
の
世

界
と
を
結
び
つ
け
た
、
斬
新
で
モ
ダ
ン
な
雑
誌
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
『
明
星
』
を
主
宰
し
た
鉄
幹
と
い
う
人
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
学

を
、
新
し
い
時
代
の
感
覚
で
掴
み
な
お
し
、
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
ん
で
匙
ら

せ
る
、
そ
う
い
う
浪
漫
主
義
と
い
う
芸
術
潮
流
の
パ
ッ
シ
ョ
ネ
ー
ト
な
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
で
あ
っ
て
、
晶
子
は
、
こ
の
新
詩
社
の
新
し
い
風
の
な
か
で
、
『
源

氏
物
語
』
を
大
胆
新
鮮
に
読
解
す
る
、
そ
う
い
、
?
自
由
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

力
量
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
辛
気
臭
い
、
訓
詰
注

釈
い
っ
て
ん
ば
り
の
源
氏
物
語
解
釈
な
ど
と
は
、
遥
か
遠
い
と
こ
ろ
で
『
源
氏

物
語
』
を
斬
新
自
在
に
読
ん
で
、
晶
子
は
、
こ
こ
で
「
作
品
の
い
の
ち
に
迫
る

読
み
」
を
深
め
る
と
と
も
に
、
周
囲
の
人
び
と
に
そ
の
力
を
知
ら
れ
る
よ
う
な

っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
、
っ
か
。

や
が
て
、
彼
女
は
、
閏
秀
文
学
会
と
い
う
と
こ
ろ
で
講
義
を
し
た
り
、
新
詩

社
」
と
い
う
文
学
結
社
を
設
立
し
ま
す
が
、
や
が
て
明
治
四
十
三
一
年
一
月
か
ら

「
百
箇
月
」
の
問
、
お
金
つ
ま
り
資
本
金
を
積
み
立
て
、
大
正
七
年
(
一
九
一

八
)
に
天
佑
社
と
い
う
出
版
社
を
東
京
に
設
立
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
、
そ
の
最
初
の
目
玉
と
し
て
、
品
子
に
「
源
氏
物
語
講
義
』
の
執

筆
を
依
頼
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
に
対
す
る
晶
子
の
返
事
で
は
、
大
部
に
は
な
る
け
れ
ど
も
「
源
氏
の
講

義
」
を
書
き
た
い
と
い
う
音
ω
向
を
述
べ
、
そ
れ
を
百
か
月
で
書
き
上
げ
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
毎
月
三
十
円
の
保
護
、
経
済
的
支
援
が
必
要
に
な
る
が
、
こ
の
仕

事
を
「
私
一
生
の
事
業
」
と
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
、
こ
う
一
言
っ
て
お
り
ま

す。
さ
ら
に
、
「
式
部
の
か
き
し
も
の
を
直
覚
に
私
の
感
ぜ
し
と
こ
ろ
を
講
義
い

た
さ
む
と
お
も
ひ
候
式
部
と
私
と
の
聞
に
は
あ
ら
ゆ
る
註
釈
書
の
著
者
も
な

く
候
」
、
つ
ま
り
、
私
は
，
紫
式
部
と
じ
か
に
向
き
合
っ
て
、
あ
あ
だ
こ
う
だ

と
い
う
註
釈
者
た
ち
の
意
見
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
私
じ
し
ん
が
読
み
解
き
、

感
じ
た
と
こ
ろ
を
直
接
的
に
講
義
し
よ
う
と
思
う
，
と
い
う
わ
け
で
す
。
び
っ

く
り
す
る
ほ
ど
率
直
か
っ
、
す
ご
い
自
信
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る

「
源
氏
物
語
講
義
」
の
本
質
、
さ
ら
に
は
生
涯
に
わ
た
る
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』

の
訳
業
全
体
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
な
発
言
で
す
。

晶
子
は
、
経
済
的
支
援
を
も
兼
ね
た
天
眠
の
提
案
に
、
さ
っ
そ
く
に
執
筆
に

と
り
か
か
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
慎
重
に
言
え
ば
、
明
治
四
十
三
一
年

一
月
か
ら
原
稿
と
と
も
に
支
援
の
金
を
貰
い
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

ょ
う
か
。

明
治
四
十
三
一
年
十
一
月
発
行
の
『
早
稲
田
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で

は
、
「
源
氏
物
語
の
講
義
だ
け
を
書
障
で
も
無
い
大
阪
の
×
×
さ
ん
が
引
受
け

社
で
源
氏
物
語
の
講
義
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
明
治
四
十
一
年
の
十
一
月
に
は
、
『
明
星
』
が
百
号
を
も
っ
て
終

刊
に
追
い
込
ま
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
源
氏
を
講
義
を
し
た
り
す
る
こ
と
じ
た
い

が
経
済
的
に
厳
し
い
生
活
を
支
え
る
力
に
も
な
っ
て
来
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
小
林
政
治
と
い
う
人
か
ら
「
源
氏
の
講
義
」
の
執
筆
依
頼
を
冶
つ
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
晶
子
三
十
一
歳
の
年
の
こ
と
で
す
。

四

幻
の
「
源
氏
物
語
講
義
』
の
た
ど
っ
た
運
命

そ
う
い
う
生
活
の
苦
境
の
さ
な
か
で
、
こ
の
依
頼
を
、
つ
け
た
晶
子
は
、
「
こ

の
度
の
御
文
何
も
/
¥
私
ど
も
の
た
め
に
御
た
て
下
さ
れ
候
ひ
し
御
も
く
ろ
み

と
涙
こ
ぼ
れ
候
」
と
一
言
っ
て
お
り
ま
す
。
寛
・
晶
子
亡
き
後
、
小
林
政
治
も
ま

た
「
同
家
の
厨
房
費
を
補
助
す
る
た
め
に
」
つ
ま
り
台
所
の
費
用
の
助
け
に
で

も
な
れ
ば
と
思
い
つ
い
た
と
、
そ
う
回
想
的
に
内
情
を
明
か
し
て
お
り
ま
す
。

小
林
政
治
、
号
天
眠
(
一
八
七
七
1
一
九
五
六
)
と
い
う
人
は
、
鉄
幹
・
晶

子
の
か
つ
て
の
文
学
仲
間
で
、
後
に
実
業
界
に
身
を
転
じ
て
、
『
毛
布
五
十
年
』

と
い
う
本
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
毛
布
の
卸
業
で
成
功
し
た
ひ
と
と
し
て
知
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
大
阪
変
圧
器
株

式
会
社
、
現
在
で
は
、
ダ
イ
ヘ
ン
と
い
う
変
圧
器
な
ど
で
知
ら
れ
る
電
気
機
器

メ
ー
カ
ー
の
創
業
者
で
、
そ
う
い
う
実
業
家
で
あ
る
一
方
、
芸
術
・
文
化
に
対

す
る
厚
い
理
解
と
、
鉄
幹
・
晶
子
に
対
す
る
深
い
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
、
二
人

の
生
涯
を
通
じ
て
物
心
と
も
に
援
助
を
尽
く
し
た
、
文
化
の
擁
護
者
、
盟
友
で

し
た
。
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そ
の
彼
が
、
明
治
三
十
六
年
に
、
志
を
同
じ
く
す
る
仲
間
と
と
も
に
「
天
佑

て
、
毎
月
幾
分
の
報
酬
を
出
し
て
八
年
満
百
箇
月
で
書
き
終
る
様
に
計
ら
っ
て

頂
い
た
厚
意
は
何
よ
り
難
有
い
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、
明
治
四
十
三
年
に

は
、
ま
ち
が
い
な
く
こ
の
執
筆
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

こ
の
後
、
天
眠
は
、
毎
月
二
十
円
、
原
稿
料
を
支
払
い
続
け
ま
す
。
天
眠
は

与
謝
野
家
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
支
援
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
彼

を
パ
ト
ロ
ン
な
ど
と
い
う
の
は
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
寛
・
日
開
子
へ
の
深

い
尊
敬
と
理
解
が
一
貫
し
て
流
れ
て
お
り
ま
し
て
、
後
に
天
眠
の
三
女
迫
子

は
、
与
謝
野
家
の
長
男
で
医
者
と
な
る
光
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
百
箇
月
」
す
な
わ
ち
八
年
余
り
の
約
束
で
書
き
始
め
ら

れ
た
、
こ
の
原
稿
は
な
か
な
か
書
き
終
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
聞
に
も
、
原
稿
が

遅
れ
た
り
、
幸
一
日
け
な
か
っ
た
言
い
訳
の
手
紙
を
寛
が
書
い
て
い
た
り
も
し
ま

す
。
の
ち
に
は
毎
月
八
十
枚
書
き
ま
す
か
ら
と
約
束
を
し
て
、
五
十
円
を
送
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
晶
子
の
原
稿
、
大
正
七
年
の
天
佑
社
の
設
立
の

時
に
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
は
ち
ょ
う
ど
半
分

ぐ
ら
い
と
書
き
送
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
寛
の
書
簡
を
み
ま
す
と
、
当
初
の

「
註
釈
」
の
方
針
か
ら
「
逐
次
的
講
義
」
の
方
針
に
あ
ら
た
め
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
な
お
あ
と
五
年
は
か
か
る
だ
ろ
う
と
一
言
っ
て
お
り
ま
す
。

大
正
八
年
二
月
の
あ
る
人
に
あ
て
た
書
簡
で
は
、
「
殆
ど
私
の
力
の
半
分
を

つ
く
し
て
居
る
仕
事
で
ご
ざ
い
ま
す
o
」
、
さ
ら
に
「
時
々
そ
れ
を
は
た
さ
な
い

で
死
ぬ
か
と
悲
し
く
な
る
し
ご
と
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
ま
で
言
っ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
後
に
晶
子
は
、
「
宇
治
十
帖
」
の
前
ま
で
書
き
つ
い
だ
よ
う
で
す
が
、
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あ
い
つ
い
で
不
幸
が
訪
れ
ま
す
。

ま
ず
、
大
正
十
一
年
五
月
十
四
日
、
天
眠
宛
の
書
簡

「
天
佑
社
の
現
状
も
ま
こ
と
に
お
き
の
ど
く
な
る
こ
と
と
か
ね
て
存
じ
居
り

候
ひ
き
。
私
の
源
氏
の
原
稿
も
わ
ろ
き
こ
と
に
な
り
し
と
思
は
ぬ
時
な
く
候
。
」

と
あ
り
ま
す
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
お
こ
っ
た
大
恐
慌
の
嵐
が
天
眠
の
事

業
に
ま
で
及
ん
で
、
天
佑
社
も
ま
た
、
閉
鎖
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
の
で

す。
こ
う
し
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
、
天
眠
の
も
と
に
毎
月
送
ら
れ
、
脚

光
を
浴
び
る
日
を
待
っ
て
い
た
お
び
た
だ
し
い
分
量
の
、
し
か
し
ま
だ
完
結
に

は
い
た
ら
な
い
原
稿
、
そ
れ
が
晶
子
の
も
と
に
送
り
返
さ
れ
て
来
る
。
そ
し

て
、
さ
ら
な
る
不
幸
が
お
き
ま
す
。

「
荊
妻
の
「
源
氏
」
の
原
稿
も
一
切
文
化
学
院
と
共
に
焼
け
申
候
。
」

数
千
枚
に
及
ぶ
『
源
氏
物
語
講
義
』
の
原
稿
が
、
大
正
十
二
年
、
一
九
二
三

年
九
月
一
目
。
あ
の
関
東
大
震
災
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

じ
つ
は
ひ
そ
か
に
天
祐
社
で
も
写
し
を
と
つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
も
焼

け
て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。

時
に
晶
子
、
四
十
五
歳
。
天
眠
か
ら
の
依
頼
を
承
諾
し
た
の
は
、
三
十
一
歳

の
時
な
の
で
し
た
。

こ
の
間
、
全
身
全
霊
を
打
ち
込
ん
で
書
い
た
著
作
は
、
こ
う
し
て
幻
の
仕
事

と
化
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

十
余
年
わ
が
書
き
た
め
し
草
稿
の
跡
あ
る
ぺ
し
ゃ
学
院
の
灰

失
ひ
し
一
万
枚
の
草
稿
の
女
と
な
り
て
来
り
な
げ
く
夜

晶
子
の
痛
恨
の
思
い
、
今
の
私
た
ち
も
ま
た
共
有
で
き
る
気
が
い
た
し
ま
せ

い
た
か
、
そ
の
中
味
と
執
筆
の
現
場
と
を
生
々
し
く
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で

き
る
、
き
わ
め
て
貴
重
な
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
こ
の
資
料

は
、
小
林
家
か
ら
寄
託
さ
れ
て
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
に
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
書
簡
と
原
稿
が
、
「
大
阪
変
圧
器
株
式
会
社
」
つ
ま
り
今
の
ダ
イ
ヘ
ン
の
封

筒
に
入
れ
ら
れ
た
状
態
で
、
私
の
目
の
前
に
出
て
来
た
時
に
は
、
ち
ょ
っ
と
感

動
し
ま
し
た
。

こ
の
原
稿
は
、
じ
つ
は
「
薄
雲
」
巻
の
一
節
、
光
源
氏
は
、
明
石
の
君
が
生

ん
だ
幼
い
姫
君
を
迎
え
と
っ
て
、
紫
の
上
に
育
て
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の

紫
の
上
が
姫
君
を
い
つ
く
し
ん
で
い
る
よ
う
す
を
み
て
、
心
の
中
で
、
あ
れ
こ

れ
思
う
、
そ
う
い
う
場
面
で
す
。

原
稿
を
見
ま
す
と
、
中
に
O
印
が
あ
っ
て
、
「
い
か
に
ぞ
や
云
々
。
』
」
と
あ

り
ま
す
。
こ
の
部
分
は
、
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
ど
こ
に
あ
た
る
か
、
該
当
箇

所
の
頭
の
部
分
の
引
用
で
す
。
そ
れ
に
続
く
「
か
う
な
し
居
れ
ど
こ
れ
が
」
の

部
分
か
ら
が
、
原
文
の
意
味
内
容
を
踏
み
込
ん
で
、
語
り
直
し
説
明
す
る
か
た

ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
お
し
ま
い
か
ら
四
行
目
の
「
は
思
ひ
給
ふ
と
な

り
」
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
「
と
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」
と
い
う
説
明
・
註
釈
の
ス
タ
イ
ル
で
す
。

そ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
の

O
印
の
直
前
を
み
ま
す
と
、
「
と
云
ふ
な
り
」
と

あ
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
源
氏
を
現
代
語
に
訳
出
し
た
文
章
そ
の
も
の
だ
け

が
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
本
文
の

該
当
箇
所
を
晶
子
の
言
葉
で
踏
み
込
ん
で
内
容
を
説
明
す
る
体
裁
に
な
っ
て
い

る
、
そ
う
い
う
文
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
部
分
引
用
と
「
源
氏
物
語
』

の
本
文
と
の
対
応
関

ん
か
。

五

幻
の
「
源
氏
物
語
講
義
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
幻
の
「
源
氏
物
語
講
義
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
。

じ
つ
は
、
ま
こ
と
に
幸
運
な
事
情
か
ら
、
こ
の
幻
の
『
源
氏
物
語
講
義
』
の

原
稿
が
た
つ
た
一
枚
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

資
料
に
は
、
こ
れ
を
翻
字
し
た
も
の
を
あ
げ
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
今
の
原
稿
が
幻
の
『
源
氏
物
語
講
義
』
の
原
稿
の
一
枚
で
あ
る
こ

と
を
わ
か
ら
せ
て
く
れ
る
品
子
の
書
簡
の
一
節
と
、
天
眠
が
注
と
し
て
解
説
し

て
く
れ
て
い
る
情
報
の
お
か
げ
で
、
こ
の
間
の
事
情
が
わ
か
り
ま
す
。

原
稿
の
左
上
に
は
「
十
八
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
晶
子
の
直
筆
で
す
。
原

稿
に
は
「
抹
消
や
書
き
直
し
」
が
た
い
へ
ん
自
に
つ
き
ま
す
。
そ
こ
で
晶
子
は

こ
の
「
十
八
」
を
清
書
し
た
も
の
を
綴
じ
て
ち
ゃ
ん
と
天
眠
の
と
こ
ろ
へ
送
っ

て
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
あ
と
に
な
っ
て
、
こ
の
「
十
八
」
と
あ
る
草
稿
が

家
に
あ
る
の
に
気
が
つ
い
て
、
あ
っ
入
れ
忘
れ
た
と
勘
違
い
を
し
た
ら
し
く
、

こ
れ
も
ま
た
送
っ
て
し
ま
っ
た
。

天
眠
の
方
で
は
、
前
に
送
っ
て
も
ら
っ
た
原
稿
は
じ
つ
は
ち
ゃ
ん
と
揃
っ
て

い
た
の
で
、
後
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
、
こ
の
原
稿
は
手
紙
と
と
も
に
別
に
し
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
天
祐
社
の
閉
鎖
と
と
も
に
、
数
千
枚
の
原
稿
は
、
晶
子
の

方
に
送
り
返
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
晶
子
が
入
れ
忘
れ
た
と
勘
違
い
し
て
後
か

ら
送
っ
た
方
の
原
稿
だ
け
は
、
手
紙
と
と
も
に
天
眠
の
手
許
に
残
さ
れ
焼
け
ず

に
す
ん
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
原
稿
は
、
『
源
氏
物
語
講
義
」
が
ど
の
よ
う
に
，
4

青
か
れ
て
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係
に
注
目
し
て
み
る
と
、
説
明
内
容
の
部
分
は
、
『
源
氏
』
の
本
文
と
対
応
し

て
い
て
、
内
容
的
に
切
れ
目
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

た
っ
た
一
枚
の
原
稿
か
ら
、
推
し
量
る
の
は
勇
気
が
い
り
ま
す
が
、
こ
の

『
源
氏
物
語
講
義
』
は
、
じ
つ
は
全
丈
に
わ
た
る
釈
丈
、
説
明
、
講
義
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

寛
は
「
逐
次
的
講
義
」
に
方
針
を
変
え
た
の
で
、
完
成
ま
で
に
は
あ
と
五
年

は
か
か
る
だ
ろ
う
と
一
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
そ
の
、
本
文
を
あ
げ
て
は
講

釈
し
、
ま
た
本
文
を
あ
げ
て
は
講
釈
し
て
ゆ
く
、
「
逐
次
的
講
義
」
の
実
態
が

こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
原
稿
は
、
大
正
四
年
五
月
十
一
日
に
書
か
れ
た
手
紙
の
中
に
入
っ
て
い

た
も
の
で
す
。
「
薄
雲
」
巻
で
す
か
ら
、
『
源
氏
』
全
体
の
三
分
の
一
ぐ
ら
い
の

と
こ
ろ
に
あ
た
り
ま
す
。

後
に
晶
子
は
、
「
大
正
年
間
に
、
源
氏
の
全
講
本
」
を
宇
治
十
帖
の
前
ま
で

書
い
て
い
た
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
全
文
に
わ
た
る
釈
丈
、
説
明
、

講
義
」
だ
ろ
う
と
い
う
推
測
を
裏
付
け
て
く
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

し
か
も
、
あ
れ
こ
れ
注
を
羅
列
し
て
み
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
『
講

義
』
は
、
終
始
一
貫
あ
く
ま
で
も
晶
子
の
理
解
を
晶
子
の
言
葉
で
語
っ
た
と
こ

ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
踏
み
込
む
の
は
控
え
ま
す
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
内
容
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
注
釈
書
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
た
ん
な
る
解
釈
に

と
ど
ま
ら
な
い
、
晶
子
の
敷
桁
的
説
明
と
し
て
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
、

そ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
き
わ
め
て
個
性
的
な
『
源
氏
物
語
全
講
』
と

言
っ
て
よ
い
内
容
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
、
幻
の
『
源
氏
物
語
講
義
』
の
姿
に
対
す
る
私
の
復
原
的
理
解
で
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す。
晶
子
じ
し
ん
が
「
私
一
生
の
事
業
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の

講
義
は
晶
子
生
涯
を
か
け
た
仕
事
で
あ
り
、
こ
れ
が
完
成
、
出
版
さ
れ
て
い
た

な
ら
ば
、
燦
然
と
し
て
輝
く
、
個
性
的
な
大
業
績
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
あ
ら
た
め
て
、
ま
こ
と
に
残
念
、
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

-'-/， 

画
期
的
な
事
件
だ
っ
た

の
出
現

『
新
訳
源
氏
物
語
』

次
に
話
題
に
す
る
の
は
、
明
治
四
十
五
年
(
一
九
二
一
)
か
ら
大
正
二
年

(
一
九
一
三
)
に
か
け
て
金
尾
丈
淵
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
新
訳
源
氏
物
語
』

四
冊
の
話
で
す
。

『
新
訳
源
氏
物
語
』
第
一
巻
は
、
天
金
、
菊
判
と
い
う
判
型
で
、
賛
を
尽
く

し
た
体
裁
の
本
で
、
紫
式
部
が
石
山
寺
の
如
意
輪
観
音
に
祈
願
し
て
、
琵
琶
湖

に
あ
が
る
月
を
眺
め
、
源
氏
の
聞
で
「
源
氏
」
を
書
き
出
し
た
と
い
う
伝
説
に

も
と
づ
く
図
柄
で
す
。

四
冊
す
べ
て
を
函
か
ら
と
り
だ
し
て
、
オ
モ
テ
表
紙
を
並
べ
て
み
ま
す
と
、

豪
華
で
賛
沢
な
図
柄
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

木
版
刷
の
挿
絵
も
見
て
み
ま
す
と
、
「
王
室
」
巻
は
、
玉
霊
と
右
近
と
の
再

会
す
る
長
谷
寺
の
場
面
。
遠
く
に
舞
台
が
見
え
ま
す
。
も
う
一
枚
、
タ
霧
が
死

の
床
に
い
る
柏
木
を
見
舞
う
場
面
で
は
、
手
前
の
扉
風
の
背
面
が
銀
色
に
輝
い

て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
見
事
で
す
。

こ
れ
は
、
表
紙
・
装
丁
に
同
じ
く
、
当
時
、
新
進
の
洋
画
家
中
沢
弘
光
(
一

八
八
七
1
一
九
六
回
)
の
手
に
な
る
、
彩
色
の
挿
画
が
、
各
巻
ご
と
に
一
枚
一

枚
木
版
刷
で
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
豪
華
な
本
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
本
は
、
晶

子
の
訳
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
本
じ
た
い
が
、
版
元
・
画
家
・
木
版
制
作

本
の
刊
行
が
終
わ
っ
た
翌
年
の
大
正
三
年
十
二
月
に
、
三
六
判
変
型
、
今
で
い

え
ば
新
書
判
ほ
ど
の
大
き
さ
の
四
冊
本
が
い
っ
ぺ
ん
に
出
て
お
り
ま
す
。

装
丁
は
有
島
生
馬
。
豪
華
本
が
三
円
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
冊
一
円
で
す

か
ら
こ
ち
ら
は
普
及
版
を
め
ざ
し
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
普
及
版
の
奥
付
に
は
「
縮
刷
発
行
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、

A
系

統
の
文
字
通
り
縮
刷
版
か
と
思
う
と
ま
ち
が
い
で
あ
り
ま
し
て
、
上
巻
な
ど

は
、
本
文
に
か
な
り
手
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。
じ
つ
は
、
晶
子
の
『
新
訳
源
氏

物
語
』
の
本
文
に
は
、

A
の
元
版
と
B
の
推
蔵
版
と
の
二
系
統
が
あ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

こ
ち
ら
の
版
は
、
初
版
と
は
函
が
ち
が
い
ま
す
が
、
中
身
は
同
じ
で
、
大
正

十
一
年
の
版
の
も
の
で
す
。

こ
の
版
も
大
正
十
五
年
に
至
っ
て
、
金
尾
文
淵
堂
は
、
資
金
繰
り
に
苦
し
く

な
っ
た
ら
し
く
、
豪
華
本
の
版
権
を
売
っ
て
、
こ
の
普
及
版
の
四
冊
本
の
方
を

二
冊
本
に
し
、
梶
田
半
古
の
挿
絵
に
奥
村
土
牛
の
表
紙
と
装
丁
で
面
目
を
一
新

し
た
版
を
出
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
新
訳
源
氏
物
語
』
の
刊
行
の
軌
跡
を
た
ど
っ
て
み
ま
す
と
、

『
新
訳
』
が
長
き
に
わ
た
っ
て
売
れ
、
日
本
近
代
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の

広
汎
な
読
者
層
を
開
拓
し
、
魅
了
し
、
い
か
に
大
き
な
普
及
の
役
割
を
果
た
し

た
か
。
そ
れ
を
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

晶
子
の
こ
の
『
新
訳
」
の
な
し
遂
げ
た
成
功
の
基
盤
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の

後
の
谷
崎
潤
一
郎
を
初
め
と
す
る
、
大
手
出
版
社
と
作
家
た
ち
と
の
連
繋
に
よ

る
『
源
氏
物
語
』
翻
訳
が
出
現
し
、
次
々
と
商
業
的
な
成
功
を
収
め
、
さ
ら

に
、
歌
舞
伎
・
映
画
・
絵
画
、
そ
し
て
漫
画
や
音
楽
な
ど
分
野
を
横
断
す
る
源

氏
芸
術
文
化
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
醸
成
さ
れ
、
今
日
に
い
た
る
と
い
う
こ

な
ど
の
専
門
集
団
と
の
コ
ラ
ボ
に
よ
る
、
賛
を
尽
く
し
た
、
ヴ
ィ
ジ
ユ
ア
ル
な

工
芸
的
「
作
品
」
と
し
て
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
後
に
パ
リ
に

出
か
け
た
晶
子
は
、
こ
の
上
巻
を
オ
!
ギ
ユ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
に
献
呈
し
て
、
ロ

ダ
ン
を
い
た
く
感
動
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
本
じ
た
い
が
そ
う
い

う
カ
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

資
料
に
A
系
統
と
記
し
た
川
の
こ
の
本
は
、
後
に
金
尾
文
淵
堂
が
版
権
を
手

放
し
ま
し
て
、
次
の
凶
、
同
で
は
版
元
・
発
売
元
が
か
わ
っ
て
挿
絵
も
白
黒
の

た
ん
な
る
印
刷
の
合
冊
二
冊
本
に
な
り
、
川
州
問
削
で
は
、
さ
ら
に
発
行
・
発
売

元
を
変
え
て
分
厚
い
一
冊
本
と
な
っ
て
、
出
版
さ
れ
つ
づ
け
ま
す
。
活
字
も
だ

ん
だ
ん
く
た
び
れ
て
、
絵
な
ど
輪
郭
も
は
っ
き
り
し
な
い
、
み
じ
め
な
も
の
に

な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

有
名
な
「
若
紫
」
巻
。
「
雀
の
子
を
い
ぬ
き
が
逃
が
し
つ
る
」
と
い
う
場
面

の
、
右
上
の
雀
に
注
意
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
二
冊
本
に
な
り
ま
す
と
、
白
黒
に

な
り
ま
す
が
、
飛
ぴ
去
っ
て
ゆ
く
雀
の
姿
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一

冊
本
、
そ
れ
も
後
半
の
刷
り
に
な
る
と
、
も
は
や
雀
の
あ
り
か
は
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
ほ
ど
く
た
び
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
ん
な
姿
を
晒
し
て
も
売
り
物
に
な

っ
た
の
か
と
び
っ
く
り
い
た
し
ま
す
。

そ
し
て
、
問
は
『
新
訳
』
初
版
の
面
影
を
匙
ら
せ
る
、
少
し
は
見
栄
え
の
よ

い
四
分
冊
に
体
裁
を
あ
ら
た
め
て
、
『
新
訳
』
最
後
の
輝
き
を
み
せ
て
、
『
新
新

訳
』
が
出
る
と
、
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
な
お
版
を
重
ね
て
み
せ
て
お
り
ま

す。
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こ
の
穿
訳
源
氏
物
置
に
は
、
も
う
一
種
類
、
資
料
に
B
系
統
と
記
し
た

版
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
函
の
印
象
が
異
な
る
も
の
三
組
が
あ
り
ま

す
が
、
入
っ
て
い
る
本
は
両
方
と
も
に
初
版
で
す
。
こ
れ
は
A
系
統
の
最
初
の

と
が
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
『
新
訳
源
氏
物
語
』
の
出
現
は
、
日
本
の

史
に
お
け
る
画
期
的
な
事
件
で
あ
っ
た
、
と
言
え
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
翻
訳

七

『
新
訳
源
氏
物
語
』
は
い
か
に
書
か
れ
た
か

で
は
、
こ
の
『
新
訳
源
氏
物
語
』
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
も
の
で
し
ょ
う

カ
『
新
訳
源
氏
物
語
』
の
あ
と
が
き
を
み
ま
す
と
、
『
新
訳
、
源
氏
物
語
』
は
、
明

治
四
十
四
年
一
月
に
稿
を
起
こ
し
、
大
正
二
年
十
月
に
完
成
し
た
と
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
そ
の
問
、
二
年
と
九
か
月
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
晶
子
三
十

三
歳
か
ら
三
十
五
歳
の
問
。
こ
の
間
に
「
二
度
産
樗
の
人
と
も
な
っ
て
」
、
す

な
わ
ち
二
回
出
産
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
パ
リ
へ
旅
立
っ
た
寛
を
追
う
よ
う

に
し
て
、
明
治
四
十
五
年
五
月
に
欧
州
へ
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
経
由
で
旅
立
ち
ま

す
。
出
版
途
中
の
『
新
訳
源
氏
物
語
』
の
中
巻
の
校
正
を
、
な
ん
と
森
鴎
外
に

頼
ん
で
で
す
。
そ
し
て
、
寛
恋
し
さ
に
欧
州
に
出
か
け
て
み
る
と
、
こ
ん
ど
は

残
し
て
き
た
七
人
の
子
供
た
ち
へ
の
思
い
が
募
る
ば
か
り
で
な
く
、
妊
娠
が
判

明
し
て
、
予
定
を
早
め
、
十
月
に
船
で
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
す
か
ら
、

こ
の
二
年
九
か
月
か
ら
、
そ
う
い
う
期
間
を
差
し
引
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は
ま

さ
に
「
早
業
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
超
人
的
仕
事
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
そ
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

『
源
氏
物
語
大
成
』
の
本
文
を
、
原
文
の
文
字
量
と
見
て
、
こ
れ
を
も
と
に
、

『
新
訳
』
の
文
字
量
と
薪
新
訳
』
の
文
字
国
軍
と
を
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
薪

訳
』
は
、
原
文
の
文
字
量
に
対
し
て
七
七
・
七
%
。
こ
れ
に
対
し
て
全
訳
で
あ

る
『
新
新
訳
』
は
、
一
四
七
・
三
%
。
つ
ま
り
『
新
訳
』
は
、
完
訳
で
は
な
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く
、
縮
訳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

な
ぜ
、
縮
訳
と
し
て
登
場
し
た
か
。
そ
の
現
実
的
な
理
由
に
は
、
二
つ
考
え

ら
れ
ま
す
。

ひ
と
つ
は
、
既
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
晶
子
は
『
新
訳
』
に
先
立
っ
て
、

『
源
氏
物
語
』
全
編
に
わ
た
る
「
講
義
」
を
書
き
始
め
て
い
た
こ
と
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
金
尾
種
次
郎
の
企
画
じ
た
い
も
ま
た
当
初
か
ら
全
訳
を
意

図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

『
新
訳
、
源
氏
物
語
』
を
頼
ん
だ
経
緯
に
つ
い
て
、
金
尾
は
、
文
芸
-
評
論
家
で

翻
訳
家
で
も
あ
る
内
田
魯
庵
の
と
こ
ろ
に
よ
く
出
か
け
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の

魯
庵
に
勧
め
ら
れ
、
品
子
も
魯
庵
先
生
の
お
勧
め
な
ら
と
い
う
わ
け
で
、
「
最

初
は
菊
判
千
頁
位
の
予
算
で
か
〉
っ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま

す。
魯
庵
自
身
も
、
当
時
、
金
尾
文
淵
堂
か
ら
、
『
イ
カ
モ
ノ
』
と
『
二
人
重
工
』

と
い
う
本
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
『
イ
カ
モ
ノ
』
と
い
う
の
は
、
変
な
題
名
で

す
が
、
モ
l
パ
ッ
サ
ン
の
焼
き
直
し
で
、
翻
訳
と
も
翻
案
と
も
つ
か
な
い
と
こ

ろ
か
ら
、
ニ
セ
モ
ノ
、
い
か
が
わ
し
い
も
の
と
い
う
意
味
で
こ
う
い
、
2
書
名
を

つ
け
た
、
と
本
人
が
そ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

『
二
人
書
一
工
』
の
方
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
作
家
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
チ
の
英
訳
本

か
ら
の
翻
訳
で
す
。
こ
こ
に
は
、
明
治
期
の
海
外
文
学
が
、
ど
ん
な
ふ
う
に
し

て
「
翻
訳
」
さ
れ
て
人
気
を
博
し
普
及
し
た
か
と
い
う
、
日
本
近
代
の
「
翻

訳
」
の
一
面
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
い
う
背
景
と
「
千
頁
ぐ
ら
い
」
と
の
限
定
か
ら
考
え
て
み
ま
す
と
、
最

初
か
ら
原
文
に
申
信
夫
な
畏
ま
っ
た
全
訳
な
ど
で
は
な
く
、
今
に
通
ず
る
翻
訳
小

説
、
大
衆
に
と
っ
て
も
魅
力
的
な
読
み
物
と
し
て
「
訳
し
て
貰
っ
た
ら
ど
う

知
銭
男
編
「
連
歌
論
集
』
上
・
岩
波
文
庫
〉
)
と
言
っ
て
い
ま
す
。

と
な
る
と
、
歌
人
だ
と
か
連
歌
師
た
ち
、
さ
ら
に
は
連
歌
か
ら
生
れ
て
く
る

連
句
を
詠
む
俳
人
た
ち
も
、
み
ん
な
『
源
氏
物
語
」
を
教
養
と
し
て
身
に
つ
け

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
を
全
部
読
ん
で
、
し
か
も
そ

れ
を
教
養
と
し
て
生
か
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
昔
の
人
た
ち
だ
っ
て
た
い

へ
ん
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
た
く
さ
ん
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
本
が
生
れ
て
来
る
。

こ
れ
を
梗
概
書
と
言
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
「
関
屋
」
と
い
う
短
い
巻
の
例

を
、
二
つ
ほ
ど
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
の
ひ
と
つ
は
『
源
氏
大
鏡
』
。
こ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
出
て
く
る
歌
を

す
べ
て
掲
出
し
て
、
し
か
も
『
源
氏
物
語
』
に
実
際
に
出
て
く
る
文
章
を
「
め

づ
ら
し
き
ぬ
い
物
、
く
、
り
ぞ
め
の
旅
姿
ど
も
、
せ
き
山
よ
り
さ
と
く
づ
れ
出

た
る
は
」
と
い
う
ふ
う
に
引
用
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
歌
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
出

て
く
る
か
、
臨
場
感
rv-醸
す
よ
う
に
語
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
、
特
色
が
あ
り

ま
す
。こ

ち
ら
は
、
『
源
氏
小
鏡
』
の
慶
安
四
年
(
一
六
五
一
)
版
で
す
。
こ
の
本

で
は
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
続
け
て
、
「
こ
れ
を
と
り
あ
は
せ
石
山
せ
き
山
な
ど

に
付
ベ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
連
歌
で
前
匂
に
「
石
山
」
と
か
「
せ

き
山
」
と
あ
っ
た
ら
、
「
せ
き
や
。
し
水
。
ゆ
き
あ
ふ
み
ち
。
し
ほ
な
ら
ぬ
う

み
。
せ
き
と
め
が
た
き
な
み
だ
」
な
ど
の
語
を
付
合
と
し
て
用
い
て
よ
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
『
源
氏
小
鏡
』
が
ど
う
い
う
実
用
性
を
意
図
し
て
作
ら

れ
、
読
ま
れ
た
か
が
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
『
源
氏
大
鏡
』
も
「
源
氏
小
鏡
』
も
た
く
さ
ん
の
バ
ー
ジ
ョ
ン

が
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う
付
合
の
指
摘
な
ど
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
り
、
新
た
に

だ
」
と
い
う
つ
も
り
で
魯
庵
は
言
い
、
金
尾
も
ま
た
、
そ
う
い
う
話
と
し
て
受

け
と
め
、
さ
ら
に
晶
子
も
ま
た
そ
う
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し

た
?
え
で
、
罫
邑
に
と
り
く
ん
だ
と
い
、
つ
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
結
果
、
晶
子
じ
し
ん
が
、
「
必
ず
し
も
原
著
者
の
表
現
法
を
襲
は
ず
、

必
ず
し
も
逐
語
訳
の
法
に
由
ら
ず
、
原
著
の
精
神
を
我
物
と
し
て
訳
者
の
自
由

訳
を
敢
で
し
た
」
著
作
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
わ
け
で

す。J¥ 

梗
概
書
の
伝
統
と
「
新
訳
源
氏
物
語
巴

で
は
、
そ
の
自
由
訳
な
る
も
の
の
実
態
、
個
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
。
か
い
ま
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
っ
た
い
『
源
氏
物
証
巴
は
、
代
々
の
歌
人
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
大
事
な

和
歌
教
養
の
書
と
し
て
も
読
み
継
が
れ
て
来
ま
し
た
。

有
名
な
例
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
初
め
に
開
催
さ
れ
た
『
六
百
番
歌
合
』
で

は
、
新
旧
両
派
の
歌
人
た
ち
が
は
げ
し
い
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
ま
し
て
、
新
古

今
時
代
を
考
え
る
、
?
え
で
は
重
要
な
も
の
で
す
が
、
そ
の
判
者
で
あ
っ
た
藤
原

俊
成
は
、
「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
也
」
、
歌
詠
み
が
源
氏
物
語
を
見

て
な
い
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
、
当
時
の
歌
人
に
『
源
氏
物

語
』
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
和
歌
教
養
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
和
歌
の
上
旬
と
下
句
を
分
け
て
詠
み
、
下
句
の
七
・
七
に
、
さ
ら
に

五
・
七
・
七
を
繋
げ
て
ゆ
く
新
た
な
文
芸
へ
と
発
展
し
て
行
っ
た
連
歌
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
、
そ
の
確
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
南
北
朝
時
代
の
二

条
良
基
(
一
三
二
O
j
一
三
八
八
)
で
す
が
、
そ
の
良
基
も
「
九
州
問
答
」
と

い
う
童
問
書
の
な
か
で
、
「
源
氏
寄
合
は
第
一
の
事
也
」
(
『
九
州
問
答
』
〈
伊
地
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挿
絵
が
入
っ
た
り
し
て
、
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
が
お
も
し
ろ
い
と

こ
ろ
で
す
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
は
じ
め
か
ら
「
源
氏
物
語
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
う

少
し
幅
広
い
読
者
層
を
狙
っ
て
語
っ
た
た
く
さ
ん
の
絵
の
入
っ
た
『
十
帖
源

氏
」
と
か
『
お
き
な
源
氏
』
と
か
い
ろ
い
ろ
出
て
き
ま
す
。

中
で
も
、
『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
の
白
眉
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
北

村
湖
春
の
『
源
氏
物
語
忍
草
』
で
す
。
湖
春
は
『
湖
月
抄
」
を
書
い
た
季
吟
の

息
子
で
す
が
、
こ
う
い
う
梗
概
書
類
の
普
及
が
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
幅
広
い

源
氏
教
養
の
母
胎
と
な
っ
て
、
文
学
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
源
氏
文
化
が
花

開
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
梗
概
書
と
よ
ば
れ
る
伝
統
の
中
に
、
与
謝
野
晶
子
の
耳
切
訳
源
氏

物
語
」
を
お
い
て
み
ま
す
と
、
『
新
訳
』
は
、
近
代
版
梗
概
書
と
い
う
一
面
が

あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
伝
統
的
な
梗
概
書
に
出
て
く
る
歌
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
『
源
氏
物
語
』
中
の
歌
そ
の
も
の
で
す
。
日
本
の
現
今
の
現
代
語
翻
訳
に

い
た
る
ま
で
、
歌
は
歌
と
し
て
、
注
や
訳
を
付
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
原
文

で
あ
げ
る
の
が
大
原
則
に
な
っ
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
る
と
ふ
し
ぎ
で
も
あ
り

ま
す
が
、
和
歌
は
「
源
氏
』
の
命
で
あ
り
、
聖
域
と
し
て
こ
れ
を
尊
重
す
る
、

そ
う
い
う
暗
黙
の
考
え
が
、
今
に
い
た
る
ま
で
呪
縛
の
よ
う
に
生
き
続
け
て
い

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

噌

E
A

噌

E
A

九

歌
ま
で
割
訳
し
た
『
新
訳
源
氏
物
語
巴

と
こ
ろ
が
、
晶
子
の
薪
d

芭
は
、
ち
が
う
の
で
す
。
嘉
訳
』
で
は
、
な

ん
と
『
源
氏
物
語
』
の
歌
を
、
日
開
子
が
自
分
の
歌
に
読
み
か
え
て
い
る
、
つ
ま



り
和
歌
を
和
歌
で
翻
訳
す
る
事
例
が
た
く
さ
ん
出
て
来
て
、
伝
統
的
な
梗
概
書

と
は
、
一
線
を
画
す
一
大
特
色
を
示
し
て
い
ま
す
。

そ
の
実
態
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
百
源
氏
物
証
巴
に
は
、
七
九
五
首
の

歌
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
『
新
訳
源
氏
物
語
』
で
は
、
そ
れ
と
対
応
す
る
歌

が
一
三
七
首
出
て
き
ま
す
。
「
対
応
す
る
」
と
い
う
の
は
、
ぽ
っ
き
り
省
略
し

て
い
る
例
ば
か
り
で
は
な
く
、
歌
を
会
話
に
し
た
り
、
手
紙
に
し
た
り
、
な
か

に
は
詩
の
形
式
に
し
て
、
翻
訳
し
て
い
る
例
も
あ
る
か
ら
で
す
。
要
す
る
に

『
新
訳
』
に
は
、
二
二
七
首
、
歌
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
と

こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
『
源
氏
』
本
文
の
歌
と
は
異
な
る
、
つ
ま
り
晶
子
が
詠
み

か
え
を
試
み
て
い
る
歌
が
九
O
首
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
す
。
『
源
氏
』
本
文

の
歌
と
同
じ
姿
の
歌
は
、
四
七
首
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
具
体
例
を
二
つ
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
幻
」
巻
、
源
氏
が
生
き
て
登
場
す
る
最
後
の
場
面
で
出
て
く
る
歌
を
、
晶

子
は
「
も
の
思
ふ
と
過
ぐ
る
月
日
は
知
ら
ぬ
聞
に
年
も
わ
が
世
も
け
ふ
や
尽
き

ぬ
る
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち
に
も
す
っ
き
り
わ
か
る
歌
で
す
。
と
こ
ろ

で
原
文
は
「
も
の
思
ふ
と
過
ぐ
る
月
日
も
知
ら
ぬ
聞
に
年
も
わ
が
世
も
け
ふ
や

尽
き
ぬ
る
」
で
す
。
こ
こ
は
ど
う
し
て
「
過
ぐ
る
月
日
も
」
な
ん
だ
ろ
う
か
、

と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
歌
は
藤
原
敦
忠
の
歌
の
上
句
「
も
の
思
ふ
と
過
ぐ
る
月

日
も
」
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
晶
子
は
、
自
分

の
訳
出
し
た
本
文
の
文
脈
に
は
「
過
ぐ
る
月
日
は
」
が
よ
い
、
ふ
さ
わ
し
い
と

判
断
し
て
、
晶
子
の
体
温
が
感
じ
ら
れ
る
歌
に
、
意
識
的
に
変
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
小
さ
な
例
で
す
が
、
嘉
訳
』
の
歌
を
一
読
し
た
だ
け
で
は
、
も

と
の
『
源
氏
物
語
』
歌
が
わ
か
り
に
く
い
、
詠
み
か
え
度
の
高
い
例
が
あ
り
ま

す。因
で
あ
る
と
、
本
人
た
ち
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

嘉
訳
』
の
「
須
磨
」
巻
の
官
頭
で
は
、
「
源
氏
の
君
は
も
う
二
位
の
上
達
部

で
も
な
け
れ
ば
、
右
大
将
で
も
な
い
。
陛
下
の
寵
姫
を
倫
み
奉
っ
た
と
云
ふ
罪

名
に
こ
の
官
爵
は
削
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
」
と
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
の
で

す
。
「
須
磨
」
巻
の
冒
頭
部
分
を
「
陛
下
の
寵
姫
を
倫
み
奉
っ
た
と
云
ふ
罪
名

に
」
と
こ
こ
ま
で
直
裁
的
に
ふ
み
こ
ん
で
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
源

氏
物
語
』
の
読
み
と
し
て
、
議
論
の
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
『
新

甚
の
源
氏
と
臨
月
夜
の
歌
は
、
晶
子
の
こ
う
い
う
理
解
の
反
映
と
し
て
、
詠

ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

源
氏
の
原
文
の
歌
は
、
「
逢
ふ
瀬
な
き
な
み
だ
の
川
に
沈
み
し
ゃ
流
る
る
み

を
の
は
じ
め
な
り
け
む
(
光
源
氏
)
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、

室
町
時
代
の
注
釈
書
『
細
流
抄
』
は
、
「
無
実
な
る
事
の
す
つ
に
よ
み
給
用
意

あ
さ
か
ら
ざ
る
也
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
「
逢
ふ
瀬
な
き
な
み
だ
の
川
」
と
は

「
あ
な
た
と
は
逢
う
時
と
て
な
か
っ
た
恋
し
さ
悲
し
み
の
た
め
に
涙
が
川
の
よ

う
に
流
れ
て
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
歌
が
人
の
目
に
ふ
れ
で
も
、

「
あ
た
か
も
実
事
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
、
そ
の
注
意
深
い
詠

み
ぶ
り
が
大
事
な
と
こ
ろ
だ
」
と
評
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
す
る
と
、
晶
子

は
源
氏
の
歌
の
周
到
さ
に
な
ん
か
頓
着
し
な
い
で
、
源
氏
の
禁
思
の
情
熱
を
暴

露
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

晶
子
は
、
『
新
訳
」
で
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
「
原
著
の
精
神
を
我
物
と
し

て
訳
者
の
自
由
訳
を
敢
で
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
方
針
の

も
と
に
、
大
胆
で
ク
リ
エ
イ
テ
イ
ブ
な
歌
を
詠
ん
で
物
語
の
輪
郭
線
を
あ
ざ
や

か
に
描
い
て
み
せ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
『
新
訳
』
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
、
注
目
す
べ
き
現
象
、
謎
が
あ

こ
こ
で
は
、
「
須
磨
」
巻
に
出
て
来
る
源
氏
と
臨
月
夜
と
の
贈
答
に
つ
い
て

み
ま
し
ょ
う
。

「
賢
木
」
巻
の
巻
末
は
、
源
氏
と
鵬
月
夜
と
の
密
会
の
、
ま
さ
に
そ
の
現
場

が
露
顕
し
て
、
右
大
臣
か
ら
そ
れ
を
聞
い
た
弘
徽
殿
太
后
が
「
こ
の
つ
い
で
に

さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
構
へ
出
で
む
に
、
よ
き
た
よ
り
な
り
、
と
お
ぼ
し
め
ぐ
ら

す
べ
し
」
、
つ
ま
り
源
氏
失
脚
の
工
作
を
は
か
る
い
い
チ
ャ
ン
ス
と
思
っ
た
ろ

う
、
と
語
り
手
が
語
っ
た
と
こ
ろ
で
、
終
っ
て
い
ま
す
。

読
者
も
、
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
「
花
散
里
」

と
い
う
短
い
巻
を
は
さ
ん
で
、
「
須
磨
」
巻
の
霧
車
で
は
、
ど
う
語
ら
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
源
氏
と
膿
月
夜
と
の
別
れ
の
歌
に
注
目
し
て
み
ま
す

シ」、

君
を
見
て
提
に
ふ
る
る
日
も
知
ら
ず
死
な
ん
と
ば
か
り
恋
ひ
に
け
る
か
な

(
上
巻
・
須
磨
)

源
氏
は
、
今
、
こ
う
し
て
須
磨
の
地
に
あ
る
こ
と
を
「
提
に
ふ
る
る
日
」
で

あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
に
逢
っ
て
、
提
に
ふ
れ
て
、
こ
う
い
う
日
の

来
る
と
も
知
ら
ず
、
死
ぬ
ば
か
り
に
あ
な
た
の
こ
と
を
恋
い
慕
っ
た
の
で
し

た
」
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
膿
月
夜
は

死
ぬ
と
云
ふ
と
が
に
は
わ
れ
の
当
た
る
べ
し
恋
し
き
人
を
ま
た
も
見
ぬ
ま

に
(
上
巻
・
須
磨
)

い
や
い
や
「
死
と
い
う
と
が
に
あ
た
る
の
は
私
の
方
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
恋

し
い
あ
な
た
に
再
ぴ
お
逢
い
で
き
な
い
う
ち
に
」
と
答
え
ま
す
。
き
わ
め
て
直

裁
的
で
情
熱
的
な
贈
答
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
「
提
に
ふ
る
る
」
と
か

「
死
ぬ
と
云
ふ
と
が
」
と
か
、
二
人
の
禁
忌
を
破
っ
た
恋
が
、
須
磨
流
諦
の
原
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り
ま
す
。

四
巻
あ
る
『
新
訳
源
氏
物
一
置
の
各
巻
が
、
原
文
に
対
し
て
、
ど
れ
く
ら
い

の
文
字
数
で
訳
出
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
推
移
に
注
目
し
て
み
ま
す
と
、
均
等

に
短
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
上
巻
は
五
七
・
三
%
、
中
巻
は
六

0
・
八
%
。
そ
れ
が
下
巻
の
一
に
な
る
と
原
文
の
九
三
・
五
%
と
い
っ
き
ょ
に

跳
ね
上
が
る
。
さ
ら
に
下
巻
の
二
に
な
る
と
、
一
四
0
・
二
%
、
と
い
う
ふ
う

に
増
え
て
、
ほ
と
ん
ど
薪
新
芭
に
近
い
分
量
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ど
、
つ
し
て
こ
ん
な
ふ
、
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
、
っ
か
。

と
こ
ろ
が
、
晶
子
じ
し
ん
は
、
「
こ
の
書
の
中
巻
以
後
は
原
著
を
読
む
こ
と

を
煩
は
し
が
る
人
人
の
た
め
に
意
を
用
ひ
て
、
ほ
と
ん
ど
全
訳
の
法
を
取
っ
た

の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
い
た
い
下
巻
が
一
・
二
に
分
か
れ
て
い

る
の
は
奇
妙
で
す
。
抄
訳
で
な
く
て
、
も
っ
と
原
文
に
近
く
と
い
う
訳
出
方
針

の
変
更
が
こ
ん
な
か
た
ち
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
『
源
氏
物
語
』
じ

た
い
が
、
し
だ
い
に
登
場
す
る
人
物
の
心
の
ひ
だ
ひ
だ
を
え
が
く
こ
と
に
主
題

が
移
っ
て
来
る
の
と
呼
応
し
て
、
巧
ま
ざ
る
『
新
訳
源
氏
物
置
の
個
性
と
魅

力
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
こ
で
は
晶
子
の
肩
を
も
っ
て
、
そ
う
説

明
し
て
お
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
『
新
訳
』
は
な
ぜ
こ
ん
な
短
期
間
に
、
一
気
に
書
か
れ
、

な
お
か
つ
偏
頗
な
、
つ
ま
り
偏
っ
た
訳
出
量
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
、
大
き
な

魅
力
的
な
謎
で
す
。
ひ
と
つ
に
は
、
寛
の
渡
欧
に
か
ら
む
経
済
的
な
事
情
と
、

晶
子
じ
し
ん
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
か
け
て
受
け
て
き
た
刺
激
が
大
き
く
反
映
し

て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
謎
に
迫
る
に
は
、
晶
子
の
パ
リ
経
験
を
追
っ

て
、
私
た
ち
も
パ
リ
に
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
日
は
、
パ

リ
に
行
く
だ
け
の
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
残
念
な
が
ら
、
先
を
急
が
せ
て
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い
た
だ
き
ま
す
。

+ 
危
う
か
っ
た

『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
刊
行
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯

こ
ん
に
ち
、
晶
子
の
「
源
氏
物
ヨ
巴
の
訳
業
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
の
は
、

そ
の
晩
年
に
今
一
度
勇
を
奮
い
起
こ
し
て
書
い
た
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
で

す。
『
新
新
訳
源
氏
物
語
」
全
六
巻
の
初
版
に
は
、
同
じ
初
版
で
も
、
函
が
ソ
フ

ト
な
感
じ
の
も
の
と
ハ
ー
ド
な
感
じ
の
も
の
と
二
組
あ
り
ま
す
。

第
一
巻
の
函
と
表
紙
。
こ
の
装
柏
は
正
宗
得
一
一
一
郎
に
な
る
も
の
で
す
が
、
豪

華
絢
婦
た
る
『
新
訳
』
に
比
べ
る
と
、
掃
酒
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
た
っ
て

地
味
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
晶
子
が
晩
年
の
勇
を
奮
い
起
こ
し
て
書
き
、
今

日
、
与
謝
野
晶
子
の
『
全
訳
源
氏
物
語
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

版
に
よ
る
も
の
で
す
。

資
料
に
関
係
年
譜
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
が
、
晶
子
が
再
び
『
源
氏
』
訳
に

取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
八
年
九
月
か
ら
刊
行
が
開
始
さ
れ
翌
九

年
九
月
に
完
結
し
た
改
造
社
版
の
『
与
謝
野
晶
子
全
集
』
全
十
三
巻
が
出
た
の

が
大
き
な
機
縁
で
す
。

昭
和
九
年
十
二
月
刊
の
「
冬
柏
」
の
記
事
に
は
、
全
集
の
増
巻
と
し
て
、

「
新
新
訳
源
氏
物
語
」
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
忙
し
く
し
て
い
る
と

あ
り
ま
す
。
全
集
の
完
結
か
ら
で
き
る
だ
け
時
を
お
か
ず
に
出
す
予
定
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
ら
、
最
初
か
ら
、
猛
烈
な
ス
ピ
ー
ド
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
昭
和
十
年
三
月
二
十
六
日
。
二
月
に
引
い
た
風

邪
が
も
と
で
あ
っ
け
な
く
夫
の
寛
が
世
を
去
っ
て
い
ま
す
。

こ
と
が
わ
か
つ
て
ま
い
り
ま
す
。
「
直
ぐ
に
書
き
初
め
、
室
百
き
続
け
、
少
な
い

余
命
の
終
わ
ら
ぬ
聞
を
急
い
だ
」
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
結
果
、
完
結
に
た
ど

り
つ
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

十

「
新
新
訳
源
氏
物
語
』
自
筆
草
稿
に
晶
子
の
訳
業
の
本
質
を
み
る

そ
う
い
う
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
の
生
ま
れ
出
る
現
場
を
眺
め
て
、

質
を
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

じ
つ
は
、
『
新
新
訳
』
の
自
筆
草
稿
が
、
鞍
馬
寺
と
堺
市
に
あ
わ
せ
て
六
一

一
枚
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
う
ち
の
一
枚
、
鞍
馬
寺
所
蔵
の
玉
童
巻
の
一
二

枚
目
を
な
が
め
て
見
ま
す
と
、
も
う
れ
つ
な
ス
ピ
ー
ド
で
書
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
原
稿
の
枠
な
ど
無
視
。
漢
字
な
ん
か
い
ち
い
ち
書
い
て
ら
れ
な

い
。
か
な
が
目
立
ち
ま
す
。

そ
し
て
、
晶
子
が
点
線
に
し
て
あ
る
と
こ
ろ
は
、
じ
つ
は
、
和
歌
や
引
歌
の

あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
、
書
き
写
し
て
い
る
の
は
、
面
倒
と
ば
か
り
に
、

「
桐
壷
」
巻
か
ら
一
貫
し
て
省
略
し
て
お
り
ま
し
て
、
あ
と
で
書
き
入
れ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
じ
つ
は
、
『
新
新
訳
」
の
和
歌
の
本
丈
に
は
問
題
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
だ
け
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
原
稿
は
、
草
稿
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
清
書
さ
れ
、
そ
の
清
書

原
稿
が
も
と
に
な
っ
て
、
穿
新
訳
』
本
文
に
な
る
わ
け
で
す
。
残
念
な
が
ら
、

清
書
原
稿
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
さ
き
ほ
ど
の
草
稿
を
書
き
起
こ
し
て
、
実
際

の
『
新
新
訳
』
の
姿
と
比
べ
て
み
ま
す
と
、
結
識
だ
け
を
申
し
ま
す
と
、
じ
つ

は
こ
の
草
稿
の
勢
い
と
い
う
も
の
が
、
基
本
的
に
刊
本
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る

と
判
断
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
い
ま
す
と
、
ま
あ
、
六
一

そ
の
本

一
枚
分
の
一
枚

こ
こ
で
『
新
新
訳
』
の
訳
業
は
頓
挫
し
て
し
ま
い
ま
す
。
二
永
を
支
え
て
ゆ

く
経
済
的
事
情
に
加
え
て
な
に
よ
り
も
夫
寛
と
い
う
心
の
支
え
を
失
っ
た
こ
と

が
大
き
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
ま
で
に
書
か
れ
て
い
た
の
は
、
「
橋
姫
」

ま
で
の
草
稿
と
、
「
若
菜
」
ま
で
の
清
書
稿
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

結
局
、
改
造
社
版
全
集
の
増
巻
と
し
て
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』
が
日
の
目
を

み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

あ
の
幻
の
『
講
義
』
と
同
様
、
『
新
新
訳
』
に
も
挫
折
の
不
幸
が
待
ち
受
け

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
て
中
断
し
て
い
た
訳
業
が
、
東
京
か
ら
撤
退
し
て

い
た
金
尾
文
淵
堂
の
金
尾
種
次
郎
と
京
都
で
再
び
会
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
再
開

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
昭
和
十
二
年
の
秋
以
降
、
再
び
晶
子

は
「
新
新
訳
」
の
完
成
に
と
り
く
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

『
新
新
訳
、
源
氏
物
語
」
は
、
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
一
日
に
第
一
巻
が
出
て
、

昭
和
十
四
年
九
月
十
二
日
に
第
六
巻
が
出
て
完
結
し
て
い
ま
す
。

こ
の
間
、
晶
子
は
、
そ
れ
こ
そ
時
間
と
争
う
よ
う
に
童
聞
き
継
い
で
、
そ
の
最

終
巻
の
原
稿
を
書
き
上
げ
た
の
は
、
昭
和
十
四
年
七
月
六
日
の
こ
と
で
し
た
。

そ
し
て
、
十
月
三
日
に
上
野
精
養
軒
で
「
新
新
訳
源
氏
物
語
刊
行
記
念
祝
賀

会
」
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
ち
ば
ん
初
め
に
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
日
、
晶
子
は
，
裾
に
、
二
葉
葵
の
丈
様
が
縫
い
取
ら
れ
て
い
る
着
物
を

着
て
、
出
席
者
は
全
員
、
二
葉
葵
を
胸
に
き
し
た
と
、
雑
誌
『
冬
柏
』
は
書
い

て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
出
版
に
い
た
る
事
情
を
、
整
理
、
勘
案
し
て
み
ま
す
と
、
『
新

新
訳
』
は
、
そ
の
当
初
か
ら
、
諸
注
釈
を
眺
め
、
じ
っ
く
り
訳
を
吟
味
し
、
推

献
に
推
献
を
重
ね
て
の
成
果
と
い
う
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
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だ
け
か
ら
言
う
の
は
乱
暴
の
そ
し
り
を
免
れ
ま
せ
ん
が
、
晶
子
の
『
源
氏
物

語
』
の
訳
業
と
い
う
の
は
、
諸
注
釈
を
眺
め
な
が
ら
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で

も
な
い
と
思
案
し
た
結
果
に
書
か
れ
た
も
の
な
ど
で
は
な
い
。
晶
子
の
体
内
か

ら
遊
り
、
溢
れ
出
る
よ
う
に
し
て
、
次
か
ら
次
に
生
み
出
さ
れ
た
晶
子
じ
し
ん

の
言
葉
と
し
て
あ
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

最
近
の
研
究
で
は
、
谷
崎
源
氏
は
、
「
作
家
谷
崎
潤
一
郎
の
個
人
の
仕
事
と

し
て
で
は
な
く
、
複
数
の
関
係
者
が
関
与
し
た
事
業
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
瀬
戸
内
寂
聴
の
訳
に
つ
い
て
い

え
ば
、
あ
ら
か
じ
め
私
も
知
っ
て
い
る
あ
る
学
者
が
下
訳
を
準
備
し
た
よ
う
で

す
し
、
編
集
者
が
従
来
の
訳
文
を
横
に
な
ら
べ
て
一
覧
で
き
る
よ
う
な
資
料
が

用
意
さ
れ
た
と
も
伝
え
聞
い
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
あ
ら
た
め
て
、
晶
子
の
「
新
新
訳
」
は
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
晶
子
の
体
内
に
内
在
化
さ
れ
蓄
積
化
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』

を
、
い
わ
ば
紫
式
部
に
同
化
し
た
晶
子
じ
し
ん
が
、
み
ず
か
ら
の
言
葉
と
し
て

紡
ぎ
だ
し
た
文
学
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

晶
子
の
生
涯
に
わ
た
る
こ
の
訳
業
が
、
広
く
『
源
氏
物
語
」
を
国
民
文
学
た

ら
し
め
、
さ
ら
に
「
源
氏
物
語
』
を
世
界
の
文
学
に
し
て
、
そ
し
て
『
源
氏
物

語
』
を
未
来
へ
と
導
い
て
ゆ
く
基
盤
を
な
し
、
そ
の
訳
の
魅
力
は
、
今
な
お
輝

い
て
私
た
ち
の
前
に
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

戸

hu--

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
二
日
、
東
洋
大
学
日
本
文
学
丈
化
学
会

の
席
上
で
行
っ
た
講
演
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
で
は
、
画
像
を
数



多
く
ご
ら
ん
い
た
だ
い
た
が
、
本
稿
で
は
文
章
で
読
ん
で
ご
理
解
い
た
だ
け
る

よ
う
で
き
る
だ
け
書
き
改
め
た
。
し
か
る
に
な
お
、
画
像
や
配
布
資
料
を
前
提

に
し
た
丈
章
の
ま
ま
で
あ
る
箇
所
が
散
見
す
る
。
お
断
り
し
て
お
詫
び
す
る
。

幸
い
、
池
田
亀
鑑
直
筆
原
稿
の
掲
載
を
お
許
し
い
た
だ
け
た
こ
と
、
ご
所
蔵
者

の
和
田
琢
磨
先
生
並
び
に
日
本
文
学
文
化
学
会
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
し
だ

い
で
あ
る
。

(
跡
見
学
園
女
子
大
学
名
誉
教
授
)

池田亀鑑『つつじ』直筆原稿
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