
1 まえがき

ま
え
が
き

「
研
究
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
を
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
」
と
い
う
と
き
、
い
う
ま
で
も
な
く
予
め
ど
こ
か
に
答
え
が
用
意
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
う
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
っ
た
読
み
方
が
、
最
初
か
ら
あ
る
は
ず
も
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
も
よ
い
か
と
い
う
と
、
確
か
に
、
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
も
よ
い
わ
け
で
は
あ

る
が
、
た
だ
単
に
恣
意
的
な
読
み
を
披
露
し
、
散
漫
な
感
想
を
述
べ
る
だ
け
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
研
究
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

読
み
に
共
感

は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
何
よ
り
も
私
の
読
み
に
思
わ
ず
知
ら
ず
現
代
的
も
し
く
は
近
代
的
な
基
準
に
よ
る
解
釈
が
紛
れ
込
む
可
能
性
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
が
「
読
解
至
上
主
義
」
に
陥
る
こ
と
を
非
難
す
る
向
き
も
あ
る
。
そ
の
危
険
性
を
回
避
し
、
私
的
な

読
み
の
暴
走
を
抑
制
で
き
る
の
は
、
注
釈
と
隣
接
科
学
の
成
果
を
参
照
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
俟ま

た
な
い
。

こ
こ
に
私
の
立
場
表
明
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
を
「
古
代
物
語
と
し
て
読
む
」
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、『
源
氏
物
語
』
を
「
古
代
物
語
と
し
て
読
む
」
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
必
要
と
な
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。

こ
の
と
き
、
読
む
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
何
が
出
発
点
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
現
存
の
伝
本
が
鎌
倉
写
本
を
遡
れ
な
い
と
い
う

条
件
が
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
『
源
氏
物
語
』
が
他
な
ら
ぬ
古
代
の
テ
キ
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
す
な
わ

ち
、
恣
意
的
に
読
む
こ
と
、
近
代
的
に
読
む
こ
と
を
糾た
だ
し
、
学
的
に
分
析
し
批
評
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
基
準
と
方
法

と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
増
田
繁
夫
氏
の
論
文
「
古
代
的
世
界
に
生
き
る
光
源
氏
」
と
、「
光
源
氏
の
古
代
性
と
近
代
性
─
内
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「
色
好
み
」
の
用
例
を
確
認
し
「
源
氏
に
つ
い
て
「
色
好
み
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
重
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
色

好
み
」
に
「
好
意
的
肯
定
的
な
傾
向
が
明
確
に
な
る
の
は
、
時
代
の
下
っ
た
中
世
の
物
語
に
な
っ
て
か
ら
」
だ
と
い
わ
れ
る
（
三
一

六
頁
（
（
（

（。
さ
ら
に
増
田
氏
は
「
源
氏
と
藤
壺
と
の
関
係
」
に
対
す
る
「
不
義
」「
不
倫
」
と
い
う
評
価
に
疑
義
を
呈
す
る
。
す
な
わ
ち
「
当

事
者
た
ち
」
が
「
そ
う
し
た
近
代
的
な
倫
理
意
識
と
は
か
な
り
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
」
と
い
わ
れ
る
（
三
一
六
頁
（。
さ
ら
に
、
須

磨
巻
に
お
い
て
「
自
責
の
念
、
父
に
対
し
て
倫
理
的
な
悪
を
犯
し
た
と
い
う
罪
意
識
が
、
お
よ
そ
こ
の
源
氏
に
は
欠
落
し
て
い
る
」

と
い
わ
れ
、「
源
氏
は
、
い
ま
の
自
分
の
苦
境
を
、
藤
壺
に
冷
泉
院
を
産
ま
せ
た
こ
と
の
「
応
報
」、
あ
る
い
は
父
の
妻
を
犯
し
た

「
罪
」
の
「
罰
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
」
と
み
る
「
通
説
」
を
批
判
さ
れ
る
（
三
一
九
頁
（。
さ
ら
に
「
心
の
お
に
」
を
「
良
心
の

呵
責
」
と
す
る
解
釈
も
「
近
代
人
」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
三
二
一
頁
（。
つ
ま
り
、
増
田
氏
は
一
貫
し
て
「
こ
の
物
語
の
人
々

の
世
界
に
は
ま
だ
そ
う
し
た
倫
理
は
存
在
し
な
か
っ
た
」（
三
二
二
頁
（
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　

源
氏
は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
か
ら
は
遠
い
古
代
の
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
そ
の
古
代
に
お
い
て
も
、「
物
語
の
主
人
公
」
と

い
う
特
殊
な
条
件
を
も
つ
人
物
で
も
あ
る
か
ら
、
異
な
っ
た
思
惟
形
式
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
（
三
二
四
頁
（。

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
異
な
っ
た
思
惟
形
式
」
と
は
何
か
、
こ
こ
で
は
充
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
後
に
、

増
田
氏
は
若
菜
下
巻
に
お
け
る
光
源
氏
が
、「
天
の
眼ま
な
こ
」
と
い
う
表
現
が
仏
教
語
に
由
来
す
る
も
の
と
し
つ
つ
、

　

こ
こ
の
「
空
に
つ
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
目
」
は
、
他
に
知
ら
れ
た
く
な
い
自
己
の
秘
密
が
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
を
お
そ
れ

る
自
分
の
心
を
、「
天
の
ま
な
こ
」
と
外
在
化
し
て
感
じ
、
幻
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
夫
の
夢
に
自
分
の
あ
り

方
が
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
空
蝉
の
「
空
お
そ
ろ
し
」
な
ど
と
比
べ
る
と
、
一
歩
古
代
性
を
脱
却
し
た
、
よ
り

一
層
深
く
内
面
化
さ
れ
た
思
惟
形
式
で
あ
ろ
う
（
三
三
二
頁
（。

面
性
の
深
化
の
物
語
─
」
と
（
（
（

で
あ
る
。

内
容
か
ら
み
る
と
、
前
者
は
後
者
の
論
考
の
要
約
か
と
も
み
え
る
の
だ
が
、
時
間
的
前
後
関
係
か
ら
い
え
ば
そ
れ
は
考
え
に
く
い
。

む
し
ろ
後
者
の
方
が
、
増
田
氏
の
考
え
は
明
確
か
つ
論
理
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
後
者
の
論
を
丁
寧
に
追

い
か
け
て
み
よ
う
。

私
が
ま
ず
魅
か
れ
た
の
は
、
論
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
論
題
は
、
光
源
氏
に
「
古
代
性
と
近
代
性
」
を
問
う
と
こ
ろ
に
、

「
古
代
性
」
と
「
近
代
性
」
と
を
方
法
的
な
対
概
念

0

0

0

と
し
て
用
い
る
こ
と
の
標
榜
が
あ
る
と
み
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
増
田
氏
は
「
主
題
」
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
か
と
い
う
問
い
か
ら
切
り
出
し
、「
主
題
」
と
い
う
「
近
代
的
批
評
概
念
を
も

ち
こ
む
こ
と
は
適
切
か
」
と
い
う
（
三
一
一
頁
（。
な
ぜ
な
ら
、
増
田
氏
は
「
光
源
氏
の
人
間
性
」
に
つ
い
て
「
一
種
の
自
己
形
成

の
物
語
と
い
う
べ
き
性
格
」
が
あ
る
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
光
源
氏
と
い
う
「
主
人
公
」
は
「
絶
え
ず
脱
皮
変
身
し
て
よ

り
深
い
新
し
い
世
界
に
入
り
こ
ん
で
い
っ
た
」
と
捉
え
、
光
源
氏
が
「
つ
ぎ
つ
ぎ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
姿
に
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
本
質

的
な
特
徴
が
あ
る
」
と
み
る
（
三
一
二
頁
（。
言
い
換
え
れ
ば
「
こ
の
作
品
全
体
」
に
は
「
か
す
か
に
あ
る
種
の
統
一
的
な
契
機
の

存
在
を
予
感
さ
せ
る
と
こ
ろ
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
人
々
の
内
面
性
の
深
化
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
三
一
二
頁
（。

す
な
わ
ち
、
増
田
氏
が
注
目
さ
れ
た
点
は
、「
内
面
性
の
深
化
」
に
近
代
性
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
「
主

人
公
」
と
い
う
概
念
も
小
説
の
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
近
代
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
増
田
氏
の
こ
だ
わ
る

と
こ
ろ
は
、
こ
の
物
語
が
ど
れ
く
ら
い
統
一
性
、
完
結
性
を
も
つ
の
か
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
増
田
氏
の
説
か
れ
る

主
旨
は
、『
源
氏
物
語
』
は
い
わ
ば
緩
や
か
で
は
あ
る
が
ひ
と
つ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

さ
ら
に
増
田
氏
は
、
光
源
氏
が
「
古
代
帝
王
の
色
好
み
の
伝
統
」
に
立
つ
と
い
う
従
来
の
理
解
に
つ
い
て
、
改
め
て
物
語
内
の
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女
三
宮
へ
の
志
向
の
背
後
に
は
、
高
貴
な
血
へ
の
あ
こ
が
れ
が
あ
っ
た
。
源
氏
の
側
に
も
ま
た
、
主
体
的
で
よ
り
内
面
的
な
深0

層0

か
ら
す
る
動
機
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
三
四
八
～
九
頁
（。（
傍
点
・
廣
田
（

と
説
か
れ
て
い
る
。
増
田
氏
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
深
層
に
は
「
高
貴
な
血
へ
の
あ
こ
が
れ
」
が
あ
る
こ
と
に
、
私
も
賛

意
を
表
す
る
が
、
こ
こ
に
は
「
主
体
的
」
と
い
う
近
代
的
概
念
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
自
ら
の
意
志
に
お
い
て
と
い
う
意
味

か
と
思
う
が
、
私
が
関
心
を
も
つ
点
は
、
物
語
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
「
表
層
」
と
「
深
層
」
と
い
う
対つ
い
概
念
を
用
い
て
お
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
増
田
氏
は
、

　

破
滅
の
危
険
を
知
り
な
が
ら
朧
月
夜
に
近
づ
い
た
り
、
何
と
し
て
も
藤
壺
を
手
に
い
れ
よ
う
と
す
る
そ
う
し
た
源
氏
の
衝
動

は
、
所
謂
「
王
権
」
の
概
念
に
よ
っ
て
も
説
明
で
き
る
部
分
が
あ
る
が
、
柏
木
の
女
三
宮
を
得
よ
う
と
す
る
情
念

0

0

に
つ
い
て
ま

で
も
、「
王
権
」
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
高
貴
な
女
を
得
よ
う
と
す
る
衝
動
は
、「
王
権
」
な
ど
よ

り
も
さ
ら
に
深
く
広
い
人
間
性
の
基
層

0

0

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
三
五
一
頁
（。（
傍
点
・
廣
田
（

と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
基
層
」
と
い
う
概
念
も
加
え
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
と
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
「
王
権
」
と
い
う
概
念
は
、
物
語
を
構
成
す
る
原
理
的
な
枠
組
み
を
探

ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
物
語
の
「
情
念
」
を
分
析
す
る
た
め
の
用
語
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
増
田
氏
と
同
じ
用
語
を
使
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
私
は
、

新
層
／
古
層

表
層
／
基
層

と
い
う
ふ
う
に
、
時
間
軸
を
入
れ
た
対
照
軸
と
時
間
軸
を
入
れ
な
い
対
照
軸
と
を
交
差
さ
せ
て
座
標
軸
を
設
定
し
た
方
が
明
快
で
は

な
い
か
と
愚
考
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
両
箇
所
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
光
源
氏
の
中
に
古
代
性
を
認
め
つ
つ
、
新
た
に
「
内
面
化
」
の
進
ん
だ
「
思

惟
形
式
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
若
菜
下
巻
の
柏
木
の
思
考
は
、
す
な
わ
ち
「
た
だ
人
の
源
氏
の
妻
に

通
ず
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
の
「
罪
」
で
は
な
い
」
と
い
う
理
解
が
、「
貴
族
社
会
に
処
し
て
ゆ
く
こ
と
を
困
難
に
し
た
、
と
い
う
自

己
の
愚
行
を
お
か
し
た
」
と
い
う
意
識
に
基
づ
く
と
い
う
（
三
三
四
頁
（。
し
た
が
っ
て
「
天
の
ま
な
こ
」
は
「
古
代
人
の
自
己
中

心
的
な
思
惟
体
系
か
ら
一
歩
出
か
け
て
い
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
自
己
の
あ
り
方
を
客
観
視
し
対
象
化
す
る
視
点
を
獲
得
し
始
め
た

あ
り
方
」
を
認
め
、
こ
れ
が
「
極
め
て
萌
芽
的
な
段
階
の
も
の
」
と
評
さ
れ
る
（
三
三
四
頁
（。

つ
ま
り
、
こ
の
理
解
は
、
光
源
氏
に
お
け
る
自
己
の
「
客
観
視
」
や
「
対
象
化
」
に
古
代
か
ら
の
脱
却
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

説
か
れ
る
よ
う
に
、「
罪
と
罰
」
と
い
う
認
識
の
枠
組
み

0

0

0

こ
そ
、
ま
さ
に
西
洋
近
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
因
果
応
報
の
意

識
は
、
若
菜
巻
以
降
に
は
明
ら
か
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
代
の
罪
観
念
と
い
う
も
の
の
あ

り
か
た
を
再
度
問
い
直
す
必
要
を
説
か
れ
る
こ
と
は
、
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
増
田
氏
自
身
が
、
光
源
氏
と
藤
壺
と
は
「
罪

障
意
識
は
強
く
も
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
罪
障
の
自
覚
と
一
対
を
な
す
べ
き
「
懺
悔
」
と
い
う
贖
罪
法
に
は
無
縁
な
あ
り
方
に
終
始
す

る
」（
三
三
九
頁
（
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
等
の
行
動
を
断
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
な
い
も
の
ね
だ
り
の
「
罪
と
罰
」
の
枠
組
み

で
は
な
く
、
仏
教
的
な
「
罪
障
と
懺
悔
」
と
い
う
枠
組
み
を
対
照
さ
せ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

さ
て
、
増
田
氏
の
論
考
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、
実
は

0

0

こ
こ
か
ら
以
降
で
あ
る
。
若
菜
巻
に
お
け
る
女
三
宮
降
嫁
を
め
ぐ
っ
て
、

増
田
氏
は
、

　

源
氏
は
朱
雀
院
か
ら
の
懇
願
を
拒
否
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
女
三
宮
を
ひ
き
う
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
宮
が
、

単
に
飽
か
ず
思
う
藤
壺
ゆ
か
り
の
女
性
だ
と
い
う
具
体
的
表
層

0

0

的
な
理
由
の
み
で
、
心
を
動
か
さ
れ
た
の
で
も
な
い
。
藤
壺
や
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定
義
し
て
い
る
（
三
五
五
頁
（。

こ
の
よ
う
に
、
増
田
氏
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
を
辿
り
直
し
た
の
は
、
増
田
氏
の
考
察
の
原
理
的
な
枠
組
み
が
、
私
が
す
で
に
論
じ

来
た
っ
た
と
こ
ろ
と
、
重
な
り
つ
つ
ず
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
ひ
と
ま
ず
整
理
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

増
田
氏
は
、
光
源
氏
に

0

0

0

0

「
古
代
性
と
近
代
性
」
の
関
係
を
み
て
と
ろ
う
と
を
み
て
と
ろ
う
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
光
源
氏
は
『
源
氏

物
語
』
そ
の
も
の
で
は
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
が
、
人
物
論
と
い
う
分
析
方
法
の
可
能
性
と
不
可
能
性
と
を
鑑か
ん
が

み
れ
ば
（
（
（

、
物
語

の
「
主
人
公
」
に
で
は
な
く
、
物
語
の
本
文
全
体

0

0

0

0

に
、
古
代
性
と
近
代
性
を
み
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が

私
の
愚
考
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

私
が
こ
こ
で
用
い
る
近
代
性
と
は
、「
古
代
に
お
け
る
近
代
性
」
の
謂
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
表
現
に
は

前
代
的
な
も
の
を
下
敷
き
に
し
て
、
現
在
的
な
も
の
を
加
え
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
性
質
が
あ
る
。
つ
ま
り
『
源
氏
物
語
』
の
生
成
す

る
現
在
に
お
い
て
、
古
代
は
「
古
代
の
古
代
」
と
、「
古
代
の
近
代
」
と
が
併
存

0

0

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
、
私
が
増
田
氏
と
異
な
る
点
は
、
私
は
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の

0

0

0

0

に
重
層
性
を
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
古
代
性
の
中
か
ら

近
代
性
が
孕
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
、
古
代
性
と
近
代
性
と
は
併
存

0

0

す
る
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
素
朴
に
思
い
め
ぐ
ら
し
て
み
れ
ば
、
紫
式
部
が
い
ざ
物
語
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
彼
女
の
知
識
や
教
養
と

い
っ
た
蓄
積
だ
け
で
は
、
絶
対
に
こ
の
『
源
氏
物
語
』
は
描
け
な
い
、
と
確
信
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
を
描
く
に
は
、

彼
女
の
無
意
識
、
す
な
わ
ち
古
代
的
な
心
性
や
感
覚
と
い
う
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
（
（

。
そ
こ
に
神
話
学
や

民
俗
学
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
。

も
と
も
と
言
葉
は
、
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
誰
も
が
物
心
つ
い
た
と
き
、
す
で
に
言
葉
は
自
分
の
周
り
に
溢あ
ふ

れ
る
ほ
ど
存
在

た
だ
し
、
何
を
も
っ
て
基
層
と
し
、
何
を
も
っ
て
古
層
と
定
義
す
る
か
、
ま
た
そ
の
論
拠
が
何
か
に
つ
い
て
は
、
古
代
天
皇
制
の

確
立
に
深
く
関
与
し
た
神
学
の
書
で
あ
る
『
古
事
記
』
や
、
歴
史
書
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
そ
の
も
の
に
神
話
を
見
る
よ
り
も
、
地

誌
で
あ
る
『
風
土
記
』
の
中
に
認
め
ら
れ
る
神
話
の
枠
組
み
を
、
物
語
や
説
話
、
昔
話
の
基
層
で
あ
り
古
層
を
な
す
も
の
と
み
る
と

い
う
手
続
き
を
と
り
た
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
議
論
の
詳
細
は
別
に
譲
り
た
い
（
（
（

。
そ
の
と
き
、
表
層
／
深
層
と
い
う
軸
は
、
も
う
少

し
相
対
的
な
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
増
田
氏
の
考
察
に
戻
ろ
う
。
増
田
氏
が
基
準
と
す
る
対
概
念
は
、
ま
と
め
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
主
人
公

0

0

0

の
光
源
氏
に
は
、
そ
の
女
性
関
係
に
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
ご
と
く
に
、
古
代
的

0

0

0

な
性
格
を
多
分
に

担
っ
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
人
公

0

0

0

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
物
語
の
世
界
も
ま
た
、
多
分
に

古
代
性

0

0

0

を
も
っ
て
い
る
。
い
ま
仮
に
こ
こ
で
「
古
代
性
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
要
す
る
に
人
間
性

0

0

0

を
形
成
し
て
い
る
諸
要

素
の
う
ち
の
よ
り
基
層

0

0

的
な
部
分
、
と
で
も
い
い
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。（
略
（
男
女
関
係
の
側
面
に
つ
い
て

い
え
ば
、
物
語
の
主
人
公

0

0

0

と
し
て
の
源
氏
が
、
伊
勢
の
昔
男
や
交
野
の
少
将
か
ら
う
け
継
い
で
き
た
「
色
好
み
」
と
い
う
基
層

0

0

的
な
性
格
は
、
源
氏
に
う
け
と
め
ら
れ
た
時
に
は
、
空
蝉
と
の
場
合
の
よ
う
に
、
女
の
生
き
る
姿
勢
や
そ
の
主
体
性

0

0

0

の
主
張
、

相
手
の
女
性
の
外
面
性
よ
り
は
そ
の
内
面
性

0

0

0

や
人
間
性

0

0

0

に
ひ
か
れ
る
と
い
う
新
し
い
傾
向
を
見
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
三
五
一

頁
（。（
傍
点
・
廣
田
（

こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
く
る
と
、
増
田
氏
は
、
光
源
氏
の
「
色
好
み
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
色
好
み
」
は
光
源
氏

の
古
代
性
で
あ
り
、
同
時
に
基
層
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
分
か
る
。
増
田
氏
が
特
徴
的
で
あ
る
こ

と
は
、
光
源
氏
と
い
う
「
主
人
公
」
に
「
古
代
性
」
と
「
内
面
性
」
を
み
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

さ
ら
に
増
田
氏
は
論
考
の
末
尾
に
「
現
実
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
こ
の
物
語
の
「
近
代
性
」
と
呼
ぶ
」
の
だ
と
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あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　

王
権
の
体
現
者
天
皇
に
用
い
ら
れ
こ
と
な
く
、
そ
の
子
で
あ
る
〈
王
子
〉
あ
る
い
は
そ
の
類
縁
者
に
こ
そ
用
い
ら
れ
る
」
の

で
あ
り
、「
天
皇
の
〈
う
ち
〉
な
る
者
に
し
て
そ
れ
か
ら
〈
そ
と
〉
へ
逸
脱
す
る
存
在
で
あ
る
〈
王
子
〉
が
「
い
ろ
ご
の
み
」

の
属
性
を
内
包
す
る
者
と
し
て
あ
る
ゆ
え
に
、「
い
ろ
ご
の
み
」
の
行
為
者
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
王
権
へ
の
犯
し
で
な
く

て
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
〈
貴
種
流
離
譚
〉
で
あ
る
。

	

と
論
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
用
例
が
逆
に
光
源
氏
の
「
色
好
み
」
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
と
い
う

指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

（
（
（	「
新
層
／
古
層
」「
表
層
／
基
層
」
と
い
う
二
組
の
対
概
念
に
つ
い
て
、
私
は
『
講
義
日
本
物
語
文
学
小
史
』（
金
壽
堂
出
版
、
二
〇

〇
九
年
（
以
来
、『
入
門	

説
話
比
較
の
方
法
論
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
四
九
八
頁
（
な
ど
か
ら
、「
文
献
説
話
の
話
型
と
表

現
の
歴
史
性
─
対
照
軸
と
し
て
の
昔
話
、
昔
話
研
究
─
」（
同
志
社
大
学
人
文
学
会
編
『
人
文
学
』
第
一
九
九
号
、
二
〇
一
七
年
三

月
（
に
至
る
ま
で
、
テ
キ
ス
ト
の
基
本
的
な
分
析
方
法
と
し
て
用
い
て
い
る
。

（
（
（	

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
五
章
で
少
し
ば
か
り
論
じ
た
。

（
（
（	（
（
（
に
同
じ
。『
源
氏
物
語
』
を
論
じ
る
の
に
、
作
者
を
持
ち
出
す
こ
と
に
違
和
感
を
も
つ
向
き
も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
今
ま
で
何
度

か
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
展
開
を
作
者
自
身
が
介
入
し
た
り
、
主
導
し
た
り
す
る
側
面
を
否
定
で
き
な
い
と
私
は

考
え
る
。

（
6
（	

廣
田
收
「
民
間
説
話
と
歴
史
性
─
神
話
と
昔
話
、
そ
し
て
中
世
説
話
」（『
伝
承
文
学
研
究
』
第
六
六
号
、
二
〇
一
七
年
八
月
（。

し
、
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る

0

0

0

。
す
な
わ
ち
、「
私
」
は
幼
い
こ
ろ
、
口
移
し
や
見
よ
う
見
ま
ね
で
、
言
葉
が
ど
う
使
わ
れ
て
き
た
か
、

ど
う
使
う
べ
き
か
を
学
ぶ
。
や
が
て
教
育
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
、
厳
密
な
言
葉
の
選
択
と
配
置
を
学
ぶ
。
そ
れ
は
、

記
憶
と
い
う
よ
り
も
、
文
脈context

の
学
習
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
組
み
換
え
を
試
み
る
こ
と
で
、

新
た
な
表
現
を
発
明

0

0

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
こ
そ
伝
承
そ
の
も
の
で
あ
る
（
6
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
私
は
、
作
者
の
意
識
／
無
意
識
の
重
層
性
と
、
物
語
本
文
の
古
層
と
新
層
、
基
層
と
表
層
と
い
っ
た
重
層
性
と

は
対
応
す
る
と
考
え
る
。

ま
わ
り
く
ど
い
こ
と
を
長
々
と
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
お
よ
そ
以
下
の
小
論
は
、
こ
の
よ
う
な
対
照
軸
の
も
と
に
愚
考
を
重
ね
た

も
の
で
あ
る
。

注

（
（
（	

増
田
繁
夫
「
古
代
的
世
界
に
生
き
る
光
源
氏
」『
国
文
学
』
一
九
九
三
年
五
月
、
同
「
光
源
氏
の
古
代
性
と
近
代
性
─
内
面
性
の
深

化
の
物
語
─
」『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
一
巻
（
風
間
書
房
、
一
九
九
八
年
六
月
（。

（
（
（	

近
時
、「
色
好
み
」
に
触
れ
る
論
考
の
中
で
興
味
深
い
も
の
に
、
久
下
裕
利
「
物
語
の
回
廊
─
色
好
み
譚
─
」（『
源
氏
物
語
と
源
氏

物
語
以
前　

研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
四
年
（、
長
谷
川
政
春
「『
源
氏
物
語
』〈
い
ろ
ご
の
み
〉
の
思
想
」（『
源
氏
物

語
と
文
学
思
想　

研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
六
年
（、
高
橋
文
二
「
光
源
氏
の
基
層
」（『
駒
沢
国
文
』
第
四
四
号
、
二

〇
〇
七
年
二
月
（
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　

	

特
に
、
長
谷
川
氏
の
考
察
が
興
味
深
い
こ
と
は
、「
色
好
み
」
の
語
の
用
例
が
、
光
源
氏
に
対
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
「
色
好
み
」
は
「
光
源
氏
に
色
濃
く
発
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
光
源
氏
が
透
け
て
み
え
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
で



　
第
一
章
　『
源
氏
物
語
』
は
誰
の
た
め
に
書
か
れ
た
か　

─
中
宮
学
に
向
け
て

─


