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は
じ
め
に

平
安
貴
族
た
ち
の
恋
愛
を
描
い
た
『
源
氏
物
語
』
の
印
象
的
な
場
面
の
一
つ
に
、「
垣
間
見
」
が
あ
る
。
女
性
が
男
性
に
顔
を
晒
す
こ
と

が
日
常
的
で
は
な
か
っ
た
当
時
、
男
性
が
女
性
を
覗
き
見
る
垣
間
見
と
い
う
行
為
は
、
男
女
の
恋
愛
関
係
の
発
展
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
無
視
で
き
な
い
点
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
垣
間
見
場
面
に
お
い
て
、
た
び
た

び
敬
語
表
現
の
消
失
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

登
場
人
物
の
大
部
分
が
貴
族
で
あ
る
以
上
、
光
源
氏
を
は
じ
め
と
す
る
作
中
の
主
要
な
人
物
た
ち
は
、
敬
語
表
現
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ

と
が
一
般
的
だ
。
こ
の
敬
語
表
現
と
は
、
地
の
文
に
表
記
さ
れ
る
語
り
手
か
ら
光
源
氏
な
ど
の
登
場
人
物
に
対
す
る
敬
意
で
あ
る
。
当
時
の

文
学
は
位
の
高
い
登
場
人
物
に
関
す
る
事
柄
が
敬
語
表
現
を
用
い
た
文
体
で
書
か
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
光
源
氏
が
何
か

を
視
界
に
捉
え
た
と
き
、
地
の
文
は
光
源
氏
が
そ
れ
を
「
見
給
ふ
」
の
よ
う
に
表
記
し
、
敬
語
表
現
を
用
い
て
そ
の
行
動
や
考
え
を
記
し
て

い
く
の
が
、
当
時
の
物
語
文
学
に
お
け
る
一
般
的
な
文
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
垣
間
見
場
面
で
は
、
本
来
な
ら
覗
き
見
て
い
る
男

性
に
対
し
て
使
わ
れ
る
べ
き
敬
語
表
現
が
見
当
た
ら
な
い
箇
所
が
少
な
く
な
い
。
先
に
あ
げ
た
「
見
給
ふ
」
な
ら
ば
、「
見
る
」
の
よ
う
に
、

敬
語
表
現
を
用
い
ず
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
垣
間
見
場
面
の
重
要
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
単
な
る
文
法
間
違
い
と
し

て
処
理
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
垣
間
見
と
い
う
行
為
が
恋
物
語
で
重
要
な
要
素
を
担
う
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
効
果
が
生
ま
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
、
意
図
的
に
敬
語
表
現
が
削
除
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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わ
ざ
わ
ざ
通
常
の
文
法
表
現
を
崩
し
て
ま
で
、
垣
間
見
に
盛
り
込
ま
れ
た
作
者
の
意
図
と
は
何
な
の
か
。
ま
た
、
敬
語
表
現
の
消
失
は
垣

間
見
場
面
に
ど
の
よ
う
な
影
響
・
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
。
本
論
文
で
は
、
そ
れ
ら
の
疑
問
点
を
明
ら
か
に
し
、『
源
氏
物
語
』
に

お
け
る
垣
間
見
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
く
。

　
　
　
　

一　

垣
間
見
と
は
何
か

先
の
通
り
、
垣
間
見
と
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
の
間
で
用
い
ら
れ
て
い
た
、
恋
愛
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
三

谷
邦
明
氏
は
、
著
書
の
中
で
、
上
流
階
層
の
女
性
が
男
性
に
顔
を
見
せ
な
い
と
い
う
習
俗
は
律
令
制
度
が
確
立
し
て
か
ら
の
も
の
だ
と
想
定

で
き
、
物
語
文
学
が
成
立
す
る
時
代
に
は
既
に
貴
族
社
会
で
確
立
し
て
い
た
と
語
っ
て
い
る

（
注
１
）。
さ
ら
に
、
垣
間
見
と
物
語
文
学
に
お
け
る
恋

愛
に
つ
い
て
の
深
い
関
連
性
を
認
め
、
当
時
の
一
代
記
的
な
物
語
文
学
で
は
垣
間
見
を
描
か
な
い
テ
ク
ス
ト
を
探
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど

で
あ
り
、
垣
間
見
は
物
語
文
学
を
貫
く
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
し
て
い
る

（
注
２
）。
ま
た
、『
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
の
「
垣
間
見
の
様
式
」
の
項
で
は
、

覗
き
見
る
方
と
見
ら
れ
る
方
の
性
別
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
四
通
り
の
パ
タ
ー
ン
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』

は
男
が
女
を
見
る
場
合
の
恋
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、
垣
間
見
を
様
式
に
ま
で
高
め
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
垣
間
見
は
当
時
の
貴

族
社
会
で
は
一
般
的
な
習
慣
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
当
時
の
物
語
文
学
に
お
い
て
も
、
恋
物
語
の
定
番
的
要
素
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
吉
海
直
人
氏
は
垣
間
見
と
恋
物
語
展
開
の
関
係
性
を
一
般
的
な
意
見
で
あ
る
と
認
め
つ
つ
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
よ
う

に
垣
間
見
場
面
だ
け
で
終
結
・
閉
塞
し
て
し
ま
っ
て
い
る
例
を
あ
げ
、
必
ず
し
も
垣
間
見
が
恋
物
語
展
開
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主

張
し
て
い
る

（
注
３
）。
確
か
に
、
男
が
女
は
ら
か
ら
を
垣
間
見
る
『
伊
勢
物
語
』
の
初
段
は
、
そ
の
後
の
恋
愛
展
開
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

そ
の
場
面
だ
け
で
恋
愛
関
係
に
至
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
に
も
、
た
と
え
ば
『
竹
取
物
語
』
に
は
美
し
い
と
評
判
の
か
ぐ

や
姫
を
数
多
く
の
男
た
ち
が
垣
間
見
る
場
面
が
登
場
す
る
が
、
か
ぐ
や
姫
と
男
た
ち
が
恋
愛
的
に
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
。『
狭
衣
物

語
』
で
は
狭
衣
大
将
が
婚
約
相
手
で
あ
る
女
二
宮
を
垣
間
見
し
て
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
関
係
を
持
っ
て
し
ま
う
場
面
が
描
か
れ
る
が
、
女
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二
宮
が
狭
衣
大
将
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
よ
り
、
二
人
の
恋
は
そ
れ
以
上
の
展
開
を
見
せ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
垣
間
見
場
面
だ

け
で
男
女
二
人
が
恋
愛
関
係
を
持
つ
こ
と
や
、
そ
の
後
も
二
人
の
恋
愛
関
係
が
続
き
何
か
し
ら
の
展
開
を
見
せ
る
も
の
は
、
吉
海
氏
の
主
張

通
り
、
す
べ
て
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
だ
。

し
か
し
、
垣
間
見
が
当
時
の
貴
族
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
一
般
的
な
習
俗
で
あ
る
こ
と
や
、
恋
物
語
を
取
り
扱
う
物
語
文
学
に
多
く
登

場
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
少
な
く
と
も
物
語
上
に
お
け
る
垣
間
見
は
、
恋
愛
展
開
を
予
期
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
は

で
き
る
だ
ろ
う
。
物
語
上
に
垣
間
見
場
面
が
登
場
す
る
と
き
、
読
者
は
垣
間
見
る
男
性
と
垣
間
見
ら
れ
る
女
性
の
間
に
何
ら
か
の
恋
愛
的
展

開
が
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
の
よ
う
な
恋
物
語
を
予
想
さ
せ
る
伏
線
と
し
て
、
垣
間
見
は
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

二　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
垣
間
見

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
後
に
続
く
恋
愛
展
開
を
読
者
に
想
像
さ
せ
る
布
石
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
垣
間
見
で
あ
る
が
、『
源

氏
物
語
』
の
場
合
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
典
型
的
な
場
面
と
例
外
を
取
り
上
げ
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、

若
紫
巻
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
場
面
が
登
場
す
る
。

A　

き
よ
げ
な
る
大
人
二
人
ば
か
り
、
さ
て
は
童
べ
ぞ
出
で
入
り
遊
ぶ
、
中
に
十
ば
か
り
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、
山
吹
な
ど
の

な
へ
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見
え
つ
る
子
ど
も
に
似
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
い
先
見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る

か
た
ち
な
り
。
髪
は
扇
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
〳
〵
と
し
て
、
顔
は
い
と
赤
く
す
り
な
し
て
立
て
り
。

「
何
事
を
や
。
童
べ
と
腹
立
ち
給
へ
る
か
」
と
て
尼
君
の
見
上
げ
た
る
に
、
す
こ
し
お
ぼ
え
た
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
子
な
め
り
と
見

給
。「
雀
の
子
を
い
ぬ
き
が
逃
が
し
つ
る
。
伏
籠
の
う
ち
に
籠
め
た
り
つ
る
も
の
を
」
と
て
い
と
く
ち
お
し
と
思
へ
り
。
こ
の
ゐ
た
る

大
人
、「
例
の
心
な
し
の
、
か
ゝ
る
わ
ざ
を
し
て
さ
い
な
ま
る
ゝ
こ
そ
い
と
心
づ
き
な
け
れ
。
い
づ
方
へ
か
ま
か
り
ぬ
る
。
い
と
お
か

し
う
や
う
〳
〵
な
り
つ
る
も
の
を
、
烏
な
ど
も
こ
そ
見
つ
く
れ
」
と
て
立
ち
て
ゆ
く
。
髪
ゆ
る
ゝ
か
に
い
と
長
く
、
め
や
す
き
人
な
め

り
。
少
納
言
の
乳
母
と
こ
そ
人
言
ふ
め
る
は
こ
の
子
の
後
見
な
る
べ
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
巻
㊀
一
五
七
）
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こ
の
A
の
場
面
は
、
光
源
氏
が
後
の
紫
の
上
・
若
紫
を
は
じ
め
て
垣
間
見
た
場
面
で
あ
り
、
光
源
氏
か
ら
見
た
若
紫
の
容
貌
や
様
子
が
描

写
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
、
光
源
氏
は
若
紫
を
恋
愛
対
象
と
し
て
は
見
て
い
な
い
。
し
か
し
、
光
源
氏
は
こ
の
垣
間
見
に

よ
っ
て
、
若
紫
が
自
身
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
藤
壺
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
恋
愛
展
開
を
予
想
さ
せ
る
行
為
で

あ
る
垣
間
見
を
通
し
、
叶
わ
ぬ
恋
の
相
手
で
あ
る
藤
壺
に
よ
く
似
た
少
女
を
見
出
す
こ
と
は
、
作
中
の
光
源
氏
が
若
紫
を
恋
愛
対
象
と
し
て

見
な
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
読
者
に
彼
女
が
光
源
氏
の
恋
の
相
手
に
な
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
取
り
あ
げ
る
の
は
末
摘
花
巻
だ
。
こ
の
巻
に
登
場
す
る
の
は
正
確
に
は
垣
間
見
で
は
な
く
「
垣
間
聞
き
」
と
で
も
す
べ
き
も
の
で
あ

り
、
垣
間
見
と
は
微
妙
に
異
な
る
形
の
行
為
だ
が
、
後
述
す
る
内
容
に
関
わ
る
た
め
、
こ
の
場
で
は
類
す
る
行
為
の
一
つ
と
し
て
取
り
あ
げ

て
お
く
。
以
下
は
末
摘
花
の
評
判
を
聞
い
た
光
源
氏
が
彼
女
の
元
を
訪
れ
、
彼
女
の
弾
く
琴
の
音
色
を
聞
く
場
面
で
あ
る
。

B　

ほ
の
か
に
掻
き
鳴
ら
し
給
ふ
、
お
か
し
う
聞
こ
ゆ
。
な
に
ば
か
り
深
き
手
な
ら
ね
ど
、
も
の
の
音
が
ら
の
筋
こ
と
な
る
も
の
な
れ
ば
、

聞
き
に
く
ゝ
も
お
ぼ
さ
れ
ず
。
い
と
い
た
う
荒
れ
わ
た
り
て
さ
び
し
き
所
に
、
さ
ば
か
り
の
人
の
、
古
め
か
し
う
と
こ
ろ
せ
く
か
し
づ

き
す
へ
た
り
け
む
な
ご
り
な
く
、
い
か
に
思
ほ
し
残
す
事
な
か
ら
む
、
か
や
う
の
所
に
こ
そ
は
、
昔
物
語
に
も
あ
は
れ
な
る
事
ど
も
も

あ
り
け
れ
、
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
て
も
、
物
や
言
ひ
寄
ら
ま
し
と
お
ぼ
せ
ど
、
う
ち
つ
け
に
や
お
ぼ
さ
む
と
心
は
づ
か
し
く
て
、
や
す
ら

ひ
給
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
巻
㊀
二
〇
七
）

B
の
場
面
で
は
、
元
々
評
判
を
聞
い
て
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
光
源
氏
は
完
全
に
末
摘
花
を
恋
愛
対
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
垣
間
聞
き
で
彼
女
へ
の
興
味
が
深
ま
っ
た
光
源
氏
は
彼
女
と
結
ば
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
末
摘
花
の
顔
を
見
て
幻
滅
し
て
し
ま
う
。
垣

間
見
に
類
す
る
垣
間
聞
き
で
読
者
に
恋
愛
を
予
測
さ
せ
た
う
え
で
、
末
摘
花
が
実
は
醜
い
顔
立
ち
だ
っ
た
と
い
う
一
種
の
「
オ
チ
」
で
そ
の

期
待
を
裏
切
る
と
い
う
構
成
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

続
い
て
、
野
分
巻
の
垣
間
見
で
あ
る
。
こ
の
巻
で
描
か
れ
る
の
は
、
光
源
氏
と
葵
の
上
の
息
子
で
あ
る
夕
霧
に
よ
る
、
紫
の
上
の
垣
間
見

だ
。C

御
屏
風
も
、
風
の
い
た
く
吹
き
け
れ
ば
、
を
し
畳
み
寄
せ
た
る
に
、
見
と
を
し
あ
ら
は
な
る
廂
の
御
座
に
ゐ
給
へ
る
人
、
も
の
に
紛
る

べ
く
も
あ
ら
ず
、
け
高
く
き
よ
ら
に
、
さ
と
に
ほ
ふ
心
ち
し
て
、
春
の
あ
け
ぼ
の
の
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
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る
を
見
る
心
ち
す
。
あ
ぢ
き
な
く
、
見
た
て
ま
つ
る
わ
が
顔
に
も
移
り
来
る
や
う
に
、
あ
い
行
は
に
ほ
ひ
散
り
て
、
ま
た
な
く
め
づ
ら

し
き
人
の
御
さ
ま
な
り
。
御
簾
の
吹
き
上
げ
ら
る
ゝ
を
、
人
〴
〵
を
さ
へ
て
、
い
か
に
し
た
る
に
か
あ
ら
む
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
へ
る
、

い
と
い
み
じ
く
見
ゆ
。
花
ど
も
を
心
ぐ
る
し
が
り
て
、
え
見
捨
て
て
入
り
給
は
ず
。
御
前
な
る
人
〻
も
、
さ
ま
〴
〵
に
も
の
き
よ
げ
な

る
姿
ど
も
は
見
わ
た
さ
る
れ
ど
、
目
移
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
分
巻
㊂
三
七
）

葵
の
上
は
夕
霧
を
産
ん
で
す
ぐ
亡
く
な
っ
て
お
り
、
夕
霧
は
養
母
の
花
散
里
以
外
の
光
源
氏
の
妻
た
ち
と
は
親
し
く
会
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
、
光
源
氏
が
藤
壺
に
叶
わ
ぬ
恋
を
し
、
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
経
験
か
ら
、
夕
霧
に
同
じ
道
を
辿
ら
せ
ま
い
と
し
た
た

め
で
あ
る
。
夕
霧
の
生
真
面
目
な
性
格
が
幸
い
し
、
彼
が
光
源
氏
と
同
じ
道
を
辿
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
C
の
垣
間
見
は
読
者
に
光
源
氏

と
夕
霧
の
姿
を
重
ね
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
垣
間
見
を
通
し
て
光
源
氏
の
経
験
の
投
影
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
強
く
恋
愛

展
開
を
期
待
・
予
期
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
取
り
あ
げ
る
の
は
、
浮
舟
巻
の
匂
宮
の
垣
間
見
で
あ
る
。
以
下
は
、
匂
宮
が
浮
舟
を
垣
間
見
て
彼
女
を
見
初
め
る
場
面
で
あ
る
。

D　

や
を
ら
の
ぼ
り
て
、
格
子
の
隙
あ
る
を
見
つ
け
て
寄
り
給
に
、
伊
予
簾
は
さ
ら
〳
〵
と
鳴
る
も
つ
ゝ
ま
し
。
新
し
う
き
よ
げ
に
造
り

た
れ
ど
、
さ
す
が
に
あ
ら
〳
〵
し
く
て
隙
あ
り
け
る
を
、
誰
か
は
来
て
見
む
と
も
う
ち
と
け
て
穴
も
塞
が
ず
、
き
丁
の
か
た
び
ら
う
ち

か
け
て
を
し
や
り
た
り
。
火
明
か
う
と
も
し
て
、
も
の
縫
ふ
人
三
四
人
ゐ
た
り
。
童
の
お
か
し
げ
な
る
、
糸
を
ぞ
よ
る
。
こ
れ
が
顔
、

ま
づ
か
の
火
影
に
見
給
し
そ
れ
な
り
。
う
ち
つ
け
目
か
と
な
を
疑
は
し
き
に
、
右
近
と
名
の
り
し
若
き
人
も
あ
り
。
君
は
腕
を
枕
に
て
、

火
を
な
が
め
た
る
ま
み
、
髪
の
こ
ぼ
れ
か
ゝ
り
た
る
額
つ
き
、
い
と
あ
て
や
か
に
な
ま
め
き
て
、
対
の
御
方
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
巻
㊄
二
〇
〇
）

浮
舟
を
見
初
め
た
匂
宮
は
薫
に
な
り
す
ま
し
彼
女
と
一
晩
を
共
に
過
ご
し
、
浮
舟
は
二
人
の
男
性
の
間
で
揺
れ
動
く
こ
と
と
な
る
。
い
わ

ば
「
三
角
関
係
」
の
構
図
で
あ
る
。
D
の
匂
宮
に
よ
る
浮
舟
の
垣
間
見
か
ら
は
、
垣
間
見
を
起
点
に
二
人
の
恋
愛
展
開
が
は
じ
ま
る
こ
と
に

加
え
て
、
薫
も
含
む
三
角
関
係
の
は
じ
ま
り
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
垣
間
見
は
そ
の
後
の
恋
物
語
を
読
者
に
予
測
さ
せ
る
伏
線
と
し
て
の
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

『
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
恋
物
語
の
伏
線
と
し
て
の
役
割
は
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
型
で
あ
る
「
様
式
」
と
し
て
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昇
華
さ
れ
、
垣
間
見
場
面
が
あ
る
時
、
結
ば
れ
る
か
結
ば
れ
な
い
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
後
に
は
何
ら
か
の
形
で
男
女
の
恋
愛
関
係

が
描
か
れ
る
と
い
う
確
固
た
る
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。
垣
間
見
が
当
時
の
恋
物
語
に
お
い
て
、
た
だ
挿
入
さ
れ
る
現
象

以
上
の
重
要
な
働
き
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

三　

垣
間
見
場
面
で
の
敬
語
消
失

平
安
文
学
、
お
よ
び
『
源
氏
物
語
』
に
関
す
る
垣
間
見
を
整
理
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
よ
い
よ
垣
間
見
場
面
で
の
敬
語
表
現
の
消
失
の
問
題

に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
は
じ
め
に
、『
源
氏
物
語
』
の
地
の
文
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
三
谷
氏
は
地
の
文
に
つ
い
て
、
登
場
人
物

や
情
景
な
ど
の
「
物
語
の
内
容
」
を
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
再
現
・
置
換
・
生
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
言
説
化
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は

語
り
手
と
い
う
主
体
を
通
過
す
る
こ
と
な
し
に
生
成
し
な
い
と
述
べ
て
い
る

（
注
４
）。
こ
こ
に
登
場
す
る
「
語
り
手
」
と
は
、
地
の
文
を
語
っ
て
い

る
存
在
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
、
光
源
氏
な
ど
の
登
場
人
物
で
は
な
く
、
語
り
手
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
、
現
代
で
言
う
と

こ
ろ
の
三
人
称
小
説
に
近
し
い
も
の
だ
。『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
、
平
安
文
学
が
こ
の
よ
う
な
三
人
称
的
な
形
で
物
語
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
他
の
平
安
期
の
文
学
作
品
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
、
当
時
の
物
語
文
学
の
基
本
形
態
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
三

谷
氏
は
平
安
期
の
敬
語
表
現
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
注
５
）。

古
代
後
期
の
社
会
は
階
級
・
階
層
意
識
の
強
い
社
会
で
あ
り
、
敬
語
な
し
に
生
活
す
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
世

界
の
中
で
、
尊
大
語
・
軽
卑
語
・
美
化
語
・
最
高
敬
語
・
絶
対
敬
語
・
自
尊
敬
語
な
ど
が
あ
る
も
の
の
、
原
則
と
し
て
一
人
称
に
は
敬

語
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
敬
語
不
在
の
言
説
を
、
一
人
称
的
に
読
ん
で
し
ま
う
社
会
規
範
が
平
安
朝
に
は
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、『
源
氏
物
語
』
の
敬
語
表
現
の
消
失
に
関
す
る
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
い
く
。

最
初
に
、
島
津
久
基
氏
の
著
作
中
の
文
章
に
注
目
し
て
み
た
い
。
氏
は
「
思
ふ
」
と
い
う
語
が
「
思
へ
り
」
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て

い
る
場
面
を
い
く
つ
か
取
り
あ
げ
、
こ
れ
を
主
語
で
あ
る
人
物
の
心
意
を
そ
の
ま
ま
客
観
的
叙
述
に
移
用
し
て
い
る
、
客
観
的
移
用
や
主
観

日
本
文
学
ノ
ー
ト
　
第
五
十
三
号
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直
叙
と
で
も
呼
び
た
い
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
（
注
６
）。
こ
の
指
摘
は
、
敬
語
消
失
に
つ
い
て
直
接
的
に
語
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
登
場

人
物
の
主
観
的
な
感
覚
が
地
の
文
に
表
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
め
、
言
及
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
向
井
克
胤
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
作
者
の
筆
が
「
地
」
の
文
か
ら
「
心
」
の
文
に
移
り
登
場
人
物
の
心
に
入
っ
て
そ
の
動
き

を
叙
述
し
て
お
り
、
垣
間
見
中
の
光
源
氏
の
目
に
視
点
を
定
着
さ
せ
、
光
源
氏
が
見
、
感
じ
る
ま
ま
に
描
写
し
て
い
る
と
い
う
考
え
を
主
張

し
て
い
る

（
注
７
）。
ま
た
、
三
谷
氏
は
、
先
の
引
用
部
分
と
同
様
、
古
代
後
期
の
貴
族
社
会
で
は
階
層
意
識
の
強
さ
ゆ
え
に
敬
語
な
し
に
生
活
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
敬
語
不
在
の
言
説
は
規
範
的
に
一
人
称
と
し
て
同
化
的
に
受
容
し
て
し
ま
い
、
敬
語
不
在
の
文
章
を
一

人
称
現
在
の
体
験
と
し
て
読
み
取
っ
て
し
ま
う
と
語
っ
て
い
る

（
注
８
）。
さ
ら
に
、
石
坂
晶
子
氏
は
、
本
論
の
二
節
で
引
用
し
た
若
紫
巻
の
垣
間
見

を
例
に
あ
げ
、
光
源
氏
へ
の
敬
語
が
消
失
し
て
い
る
時
、
光
源
氏
と
語
り
手
の
間
は
完
全
に
密
着
し
て
お
り
、
読
者
は
語
り
手
の
介
在
な
し

に
光
源
氏
の
心
と
直
接
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る

（
注
９
）。

こ
の
よ
う
に
、
垣
間
見
と
敬
語
表
現
の
消
失
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
先
行
研
究
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
地
の
文
を
語
る
「
語
り
手
」
の

存
在
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
語
り
手
と
登
場
人
物
の
視
点
の
距
離
感
が
読
者
の
視
点
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
と

い
う
見
方
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
実
際
に
『
源
氏
物
語
』
の
垣
間
見
場
面
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
先
行

研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
分
析
し
て
い
く
。

ま
ず
、
二
節
で
引
用
し
た
若
紫
巻
の
垣
間
見
の
敬
語
消
失
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
重
ね
て
引
用
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
A
の
場
面
は

光
源
氏
が
若
紫
を
垣
間
見
る
場
面
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
規
範
に
よ
れ
ば
光
源
氏
に
は
敬
語
が
使
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ

の
場
面
に
も
「
子
な
め
り
と
見
給
」
の
よ
う
に
、
光
源
氏
に
対
す
る
敬
語
表
現
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
敬
語
表
現
が
抜
け
落
ち
て
い
る
文

章
が
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
そ
の
例
と
し
て
、「
め
や
す
き
人
な
め
り
」
と
「
こ
の
子
の
後
見
な
る
べ
し
」
と
い
う
二
つ
の
文
に

注
目
し
て
い
く
。

「
め
や
す
き
人
な
め
り
」
の
「
な
め
り
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
と
推
定
の
助
動
詞
「
め
り
」
か
ら
な
る
「
な
る
め
り
」

の
撥
音
便
無
表
記
と
い
う
よ
う
に
品
詞
分
解
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
文
を
現
代
語
訳
す
る
と
、「
感
じ
が
良
い
人
の
よ
う
で
あ
る
」
と
な
る
。

次
に
「
こ
の
子
の
後
見
な
る
べ
し
」
は
、
同
じ
く
品
詞
分
解
す
る
と
、「
な
る
べ
し
」
は
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形
と
推
量
の
助
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動
詞
「
べ
し
」
の
終
止
形
の
組
み
合
わ
せ
と
な
る
。
現
代
語
訳
は
「
こ
の
子
の
世
話
役
な
の
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
ど
ち

ら
も
光
源
氏
か
ら
少
納
言
の
乳
母
に
向
け
た
も
の
で
あ
り
、
光
源
氏
は
彼
女
を
「
め
や
す
き
人
な
め
り
（
感
じ
が
良
い
人
の
よ
う
で
あ
る
）」

と
感
じ
、「
こ
の
子
の
後
見
な
る
べ
し
（
こ
の
子
の
世
話
役
な
の
だ
ろ
う
）」
と
推
測
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
品
詞
分
解
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
光
源
氏
が
そ
う
感
じ
た
、
そ
う
推
測
し
た
事
柄
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
は
敬
語
表
現
が
使
わ
れ
て
い
な
い
。
先
に

あ
げ
た
「
子
な
め
り
と
見
給
」
な
ど
の
敬
語
表
現
を
含
む
当
時
の
文
法
と
し
て
正
し
い
文
章
も
成
り
立
つ
た
め
、
こ
の
敬
語
表
現
の
消
失
は

特
異
な
現
象
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
一
旦
、
先
程
の
先
行
研
究
に
立
ち
返
っ
て
み
る
。
先
行
研
究
に
共
通
す
る
の
は
垣
間
見
て
い
る
男
性
（
こ
の
場
合
は
光
源
氏
）
と

読
者
の
「
距
離
の
近
さ
」
の
重
要
視
で
あ
る
。
私
自
身
も
、
そ
れ
ら
の
意
見
と
同
様
の
考
え
で
あ
る
。
敬
語
表
現
が
消
失
し
て
い
る
時
、
私

た
ち
読
者
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
語
り
手
が
語
る
三
人
称
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
地
の
文
を
、
一
人
称
と
し
て
読
ん
で
い
く
。
も
ち
ろ
ん
現
代

の
感
覚
で
は
敬
語
表
現
と
人
称
の
問
題
は
必
ず
し
も
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
が
、
三
谷
氏
の
指
摘
通
り
、
敬
語
不
在
の
文
章
を
一
人
称
的

に
読
ん
で
し
ま
う
社
会
規
範
が
平
安
当
時
に
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
、「
め
や
す
き
人
な
め
り
」「
こ
の
子
の
後
見
な
る
べ
し
」
は
当
時
の

読
者
に
一
人
称
的
に
読
ま
れ
て
い
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
読
者
は
光
源
氏
た
ち
登
場
人
物
を
語
り
手
を
通
し
て
外
側
か
ら
見
る
の
で
は
な

く
、
彼
ら
と
同
じ
位
置
に
立
ち
、
彼
ら
と
視
線
を
同
化
さ
せ
、
彼
ら
が
垣
間
見
て
い
る
光
景
と
限
り
な
く
同
一
の
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
下
の
考
察
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
二
節
で
引
用
し
た
他
の
場
面
に
つ
い
て
も
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
B
の
末
摘
花
巻
の
垣
間
聞
き
で
あ
る
。

「
お
か
し
う
聞
こ
ゆ
」
の
「
聞
こ
ゆ
」
は
、
ヤ
行
下
二
段
活
用
終
止
形
の
自
動
詞
で
あ
り
、「（
琴
の
音
色
が
）
風
情
が
あ
る
よ
う
に
聞
こ
え

る
」
と
現
代
語
訳
で
き
る
。
光
源
氏
が
感
じ
た
こ
と
に
も
関
わ
ら
ず
敬
語
が
消
失
し
て
お
り
、
読
者
と
光
源
氏
の
感
覚
の
同
化
が
起
こ
っ
て

い
る
。
な
お
、
垣
間
聞
き
は
垣
間
見
と
は
異
な
る
行
為
で
あ
る
が
、
敬
語
表
現
の
消
失
に
よ
り
読
者
に
三
人
称
の
体
験
を
一
人
称
的
に
読
ま

せ
る
と
い
う
意
味
で
は
同
一
で
あ
る
た
め
、
本
論
文
で
は
そ
の
点
に
関
し
て
の
み
垣
間
見
と
同
じ
事
象
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

続
い
て
、
C
の
野
分
巻
の
垣
間
見
で
あ
る
。「
見
る
心
ち
す
」
の
「
す
」
は
サ
行
変
格
活
用
の
動
詞
の
終
止
形
で
あ
り
、「
見
る
感
じ
が
す

る
」
と
現
代
語
訳
で
き
る
。「
目
移
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
は
「
べ
く
も
あ
ら
ず
」
が
「
…
は
ず
が
な
い
」
な
ど
の
意
味
を
表
す
連
語
で
あ
る
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た
め
、
現
代
語
訳
は
「
目
が
止
ま
る
は
ず
も
な
い
」
で
あ
る
。
敬
語
表
現
の
消
失
に
よ
り
、
読
者
自
身
も
夕
霧
と
同
様
に
紫
の
上
の
美
し
さ

を
垣
間
見
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
垣
間
見
場
面
で
は
紫
の
上
に
「
ゐ
給
へ
る
人
」「
め
づ
ら
し
き
人
の
御
さ
ま
な
り
」
な
ど
の
尊
敬
語
が
、
夕
霧
に
「
見
た

て
ま
つ
る
わ
が
顔
に
も
」
と
い
う
謙
譲
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
特
に
紫
の
上
へ
の
尊
敬
語
は
、
光
源
氏
が
女
性
を
垣
間
見
し
て
い
る
時
に
比

べ
非
常
に
多
い
。
こ
れ
は
、
見
て
い
る
側
の
夕
霧
に
対
し
、
見
ら
れ
て
い
る
側
の
紫
の
上
が
上
位
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
紫
の
上
は
夕
霧

の
父
で
あ
る
光
源
氏
の
正
妻
格
の
女
性
で
あ
る
か
ら
、
夕
霧
が
尊
敬
を
向
け
る
対
象
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
D
の
浮
舟
巻
の
垣
間
見
で
は
、「
さ
ら
〳
〵
と
鳴
る
も
つ
ゝ
ま
し
」、「
対
の
御
方
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
」
な
ど
で
敬
語
が

消
失
し
て
い
る
。
前
者
は
「
つ
つ
ま
し
」
が
形
容
詞
シ
ク
活
用
の
終
止
形
の
た
め
、「
さ
ら
さ
ら
と
鳴
る
の
が
気
が
引
け
る
」
と
現
代
語
訳

で
き
、
後
者
は
「
お
ぼ
え
た
り
」
の
「
お
ぼ
え
」
が
ヤ
行
下
二
段
活
用
自
動
詞
「
お
ぼ
ゆ
」
連
用
形
、「
た
り
」
が
ラ
行
変
格
活
用
の
助
動

詞
の
終
止
形
で
「
対
の
御
方
に
と
て
も
よ
く
似
て
い
た
」
と
訳
さ
れ
る
。
光
源
氏
や
夕
霧
と
同
様
、
匂
宮
の
主
観
が
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
垣
間
見
で
の
敬
語
表
現
の
消
失
は
、
読
者
に
文
章
を
一
人
称
的
に
読
ま
せ
る
こ
と
で
、
垣
間
見
る
側
の
見
た
も
の
、
聞
い

た
も
の
、
思
っ
た
こ
と
な
ど
の
感
覚
を
よ
り
強
く
意
識
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
語
り
手
と
い
う
登
場
人
物
と
読
者
の
間

の
垣
根
を
限
り
な
く
薄
く
し
て
、
見
て
い
る
男
性
の
視
点
に
読
者
を
同
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
垣
間
見
場
面
で
あ
る
が
、
先
に
成
立
し
た
『
伊
勢
物
語
』
や
『
竹
取
物
語
』
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
垣
間
見
と
異
な
る
点
が

見
ら
れ
る
。
ま
ず
、『
伊
勢
物
語
』
の
初
段
の
垣
間
見
場
面
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

そ
の
里
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
住
み
け
り
。
こ
の
男
、
か
い
ま
み
て
け
り
。
お
も
ほ
え
ず
、
古
里
に
い
と
は
し
た
な
く

て
あ
り
け
れ
ば
、
心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
。
男
の
着
た
り
け
る
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
る
。
そ
の
男
、
し
の
ぶ
ず
り
の
狩

衣
を
な
む
着
た
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

ま
た
、『
竹
取
物
語
』
の
垣
間
見
場
面
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

世
界
の
男
、
あ
て
な
る
も
、
賤
し
き
も
、
い
か
で
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
得
て
し
か
な
、
見
て
し
か
な
と
、
音
に
聞
き
め
で
て
惑
ふ
。
そ
の

－9－

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
垣
間
見
の
研
究

─
敬
語
表
現
の
消
失
に
着
目
し
て

─



あ
た
り
の
垣
に
も
家
の
門
に
も
、
を
る
人
だ
に
た
は
や
す
く
見
る
ま
じ
き
も
の
を
、
夜
は
安
き
い
も
寝
ず
、
闇
の
夜
に
い
で
て
も
、
穴

を
く
じ
り
、
垣
間
見
、
惑
ひ
あ
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

こ
の
二
つ
の
垣
間
見
に
は
、
あ
る
共
通
点
が
見
出
せ
る
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
女
は
ら
か
ら
と
か
ぐ
や
姫
と
い
う
見
ら
れ
る
側
で
あ

る
女
性
の
様
子
の
描
写
が
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
反
対
に
、
見
て
い
る
側
で
あ
る
男
の
様
相
に
つ
い
て
は
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
地
の
文
は
覗
き
見
て
い
る
男
性
の
視
点
か
ら
は
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
登
場
人
物
と
読
者
の
視
点
の
同
化
が
起
こ
っ
て

い
な
い
。
こ
れ
ら
最
初
期
の
物
語
文
学
で
は
、
垣
間
見
に
登
場
人
物
の
視
点
を
強
調
す
る
意
図
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
第
三
者
視
点
で
の
垣
間
見
の
描
写
は
、
徐
々
に
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
の
描
写
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
う
。

た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
物
語
文
学
で
あ
る
『
落
窪
物
語
』
の
少
将
が
姫
君
を
垣
間
見
る
場
面
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

人
少
な
な
る
折
な
れ
ば
、
心
や
す
し
と
て
、「
ま
づ
、
か
い
ま
み
を
せ
さ
せ
よ
」
と
宣
へ
ば
、（
中
略
）
添
ひ
臥
し
た
る
人
あ
り
。
君
な

る
べ
し
。
白
き
衣
、
上
に
つ
や
や
か
な
る
搔
練
の
張
綿
な
る
べ
し
、
腰
よ
り
し
も
に
引
き
か
け
て
、
側
み
て
あ
れ
ば
、
顔
は
見
え
ず
。

か
し
ら
つ
き
、
髪
の
か
か
り
ば
、
い
と
を
か
し
げ
な
り
と
見
る
ほ
ど
に
、
火
消
え
ぬ
。
く
ち
を
し
と
思
ほ
し
け
れ
ど
、
つ
ひ
に
は
と
思

し
な
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
）

ま
た
、『
狭
衣
物
語
』
に
お
い
て
、
狭
衣
大
将
が
女
二
宮
を
垣
間
見
る
場
面
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
前
略
）
あ
ま
た
立
て
重
ね
ら
れ
た
る
几
帳
ど
も
に
つ
た
ひ
つ
つ
壁
代
の
中
に
入
り
た
ち
て
見
た
ま
へ
ば
、
こ
な
た
は
宮
た
ち
お
は
し

ま
す
な
る
べ
し
、
帳
の
前
に
二
所
寄
り
ふ
し
た
ま
へ
り
。（
中
略
）
か
た
は
ら
臥
し
た
ま
へ
る
や
二
の
宮
に
お
は
す
ら
ん
と
、
目
と
ど

む
れ
ば
、
御
髪
の
か
か
り
な
べ
て
な
ら
で
、
あ
な
を
か
し
と
見
え
た
ま
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
八
）

こ
れ
ら
の
垣
間
見
場
面
は
、『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
垣
間
見
と
同
様
に
、「
覗
い
て
い
る
男
性
の
目
に
女
性
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い

る
か
」
と
い
う
主
観
的
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
や
『
竹
取
物
語
』
と
の
描
写
の
違
い
に
は
、
当
時
の
作
者

た
ち
の
描
き
た
い
も
の
、
読
者
に
伝
え
た
い
も
の
に
対
す
る
意
識
の
推
移
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
。『
伊
勢
物
語
』
や
『
竹
取
物
語
』

の
よ
う
な
、
見
て
い
る
男
性
側
を
外
側
か
ら
見
た
描
写
が
後
に
変
化
し
て
い
く
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
描
写
で
は
作
者
の
描
き
た
い
も
の
に
届
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か
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

当
時
の
恋
愛
展
開
を
描
く
物
語
文
学
で
は
、
見
て
い
る
男
性
の
心
理
に
よ
り
迫
る
よ
う
な
あ
る
程
度
の
一
人
称
性
、
主
観
性
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
垣
間
見
場
面
で
の
描
写
が
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
垣
間
見
は
「
一
方
的
に
見
る
側
」
と
「
一
方

的
に
見
ら
れ
る
側
」
と
い
う
立
場
を
生
み
出
す
行
為
だ
。
そ
の
た
め
、
登
場
人
物
の
見
て
い
る
も
の
や
感
覚
を
強
調
し
、
敬
語
表
現
の
不
在

に
よ
る
視
点
の
同
化
を
利
用
し
て
一
人
称
性
を
高
め
る
に
は
、
最
適
な
場
面
形
態
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

四　
『
源
氏
物
語
』
の
垣
間
見
の
役
割

『
源
氏
物
語
』
の
垣
間
見
に
お
い
て
、
読
者
に
一
人
称
的
な
読
み
方
を
さ
せ
る
た
め
に
語
り
手
か
ら
垣
間
見
る
男
性
側
へ
と
視
点
を
移
動

さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
前
節
ま
で
で
述
べ
た
通
り
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
垣
間
見
以
外
の
場
面
の
地
の
文
と
、
光
源
氏
た
ち
男
性
の
視
点
で

描
か
れ
る
垣
間
見
の
文
章
で
は
、
描
写
さ
れ
る
女
性
像
に
差
異
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
両
者
の
場
面
を

比
較
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
垣
間
見
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

A
の
若
紫
巻
の
垣
間
見
で
は
、
光
源
氏
が
北
山
で
若
紫
を
ど
の
よ
う
に
見
初
め
た
の
か
、
と
い
う
点
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

で
は
、
垣
間
見
場
面
以
外
で
は
、
若
紫
は
ど
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
は
、
光
源
氏
が
尼
君
に
若
紫
の
後
見
を
申

し
出
る
場
面
で
あ
る
。

「
み
な
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
う
け
給
は
る
も
の
を
、
と
こ
ろ
せ
う
お
ぼ
し
憚
ら
で
、
思
ひ
給
へ
寄
る
さ
ま
こ
と
な
る
心
の
ほ
ど
を
御
覧

ぜ
よ
」
と
聞
こ
え
給
へ
ど
、
い
と
似
げ
な
き
こ
と
を
さ
も
知
ら
で
の
給
と
お
ぼ
し
て
、
心
と
け
た
る
御
い
ら
へ
も
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
巻
㊀
一
六
六
）

こ
の
文
章
で
は
、
垣
間
見
を
通
し
て
若
紫
を
覗
い
た
光
源
氏
と
、
長
年
生
活
を
共
に
し
て
い
る
尼
君
と
の
、
若
紫
の
性
格
的
な
幼
さ
を
可

愛
ら
し
い
も
の
と
捉
え
る
か
、
深
刻
な
問
題
だ
と
捉
え
る
か
と
い
う
認
識
の
差
が
伺
え
る
。
ま
た
、
以
下
は
尼
君
の
死
後
、
若
紫
が
光
源
氏

と
共
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
場
面
で
あ
る
。
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君
は
、
お
と
こ
君
の
お
は
せ
ず
な
ど
し
て
さ
う
〴
〵
し
き
夕
暮
れ
な
ど
ば
か
り
ぞ
尼
君
を
恋
ひ
き
こ
え
給
て
、
う
ち
泣
き
な
ど
し
給
へ

ど
、
宮
お
ば
こ
と
に
思
ひ
出
で
き
こ
え
給
は
ず
。
も
と
よ
り
見
な
ら
ひ
き
こ
え
給
は
で
な
ら
ひ
給
へ
れ
ば
、
い
ま
は
た
ゞ
こ
の
後
の
親

を
い
み
じ
う
睦
び
ま
つ
は
し
き
こ
え
給
。
も
の
よ
り
お
は
す
れ
ば
ま
づ
出
で
む
か
ひ
て
、
あ
は
れ
に
う
ち
語
ら
ひ
、
御
懐
に
入
り
ゐ
て
、

い
さ
ゝ
か
疎
く
は
づ
か
し
と
思
ひ
た
ら
ず
。
さ
る
方
に
い
み
じ
う
ら
う
た
き
わ
ざ
な
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
巻
㊀
一
九
七
）

垣
間
見
場
面
が
光
源
氏
の
視
点
、
先
の
引
用
部
分
が
尼
君
の
認
識
を
通
し
た
若
紫
の
描
写
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
場
面
は
敬
語
を
用
い

つ
つ
、
客
観
的
に
若
紫
の
心
情
や
態
度
を
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

続
い
て
、
B
に
関
連
す
る
末
摘
花
巻
に
お
け
る
地
の
文
で
の
末
摘
花
の
描
写
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
光
源
氏
か
ら
手
紙
を
送
ら
れ
た
末

摘
花
が
、
女
房
た
ち
に
返
事
を
勧
め
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。

か
く
世
に
め
づ
ら
し
き
御
け
は
ひ
の
漏
り
に
ほ
ひ
く
る
を
ば
、
な
ま
女
ば
ら
な
ど
も
笑
み
ま
け
て
、「
な
を
聞
こ
え
給
へ
」
と
そ
ゝ
の

か
し
た
て
ま
つ
れ
ど
、
あ
さ
ま
し
う
も
の
づ
つ
み
し
た
ま
ふ
心
に
て
、
ひ
た
ふ
る
に
見
も
入
れ
給
は
ぬ
な
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
巻
㊀
二
一
四
）

こ
の
場
面
で
は
、
末
摘
花
が
女
房
た
ち
が
呆
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
内
気
な
性
格
だ
と
い
う
こ
と
が
、
手
紙
を
読
み
さ
え
し
て
い
な
い
と
い
う

事
実
と
共
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
光
源
氏
と
の
一
晩
を
経
た
後
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

正
身
は
、
御
心
の
う
ち
に
は
づ
か
し
う
思
ひ
給
て
、
け
さ
の
御
文
の
暮
れ
ぬ
れ
ど
、
な
か
〳
〵
咎
と
も
思
ひ
分
き
給
は
ざ
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
巻
㊀
二
一
九
）

光
源
氏
と
の
関
係
を
恥
ず
か
し
く
思
う
あ
ま
り
、
朝
に
届
く
べ
き
で
あ
る
手
紙
が
夜
ま
で
届
か
な
か
っ
た
こ
と
を
不
審
が
る
余
裕
も
な
い

末
摘
花
の
姿
か
ら
は
、
彼
女
が
恋
愛
事
に
関
し
て
不
得
手
で
あ
り
、
あ
ま
り
利
口
と
さ
れ
る
要
素
を
持
た
な
い
女
性
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

だ
ろ
う
。

最
後
に
、
D
に
関
連
す
る
、
匂
宮
が
垣
間
見
た
女
性
・
浮
舟
に
つ
い
て
地
の
文
で
語
ら
れ
て
い
る
場
面
を
見
て
い
く
。
ま
ず
例
に
あ
げ
た

い
の
は
、
東
屋
巻
の
文
章
だ
。

か
た
ち
も
心
ざ
ま
も
、
え
に
く
む
ま
じ
う
ら
う
た
げ
な
り
。
も
の
は
ぢ
も
お
ど
ろ
〳
〵
し
か
ら
ず
、
さ
ま
よ
う
子
め
い
た
る
物
か
ら
か
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ど
な
か
ら
ず
、
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
人
〻
に
も
、
い
と
よ
く
隠
れ
て
ゐ
た
ま
へ
り
。
物
な
ど
言
ひ
た
る
も
、
む
か
し
の
人
の
御
さ
ま
に
あ
や

し
き
ま
で
お
ぼ
え
た
て
ま
つ
り
て
ぞ
あ
る
や
、
か
の
人
形
求
め
給
人
に
見
せ
た
て
ま
つ
ら
ば
や
と
、
う
ち
思
出
で
給
お
り
し
も
、「
大

将
殿
ま
い
り
給
」
と
人
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
例
の
御
き
丁
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
心
づ
か
ひ
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
巻
㊀
一
四
七
）

先
に
引
用
し
た
若
紫
へ
の
尼
君
の
印
象
と
同
じ
よ
う
に
、
浮
舟
の
母
で
あ
る
北
の
方
の
浮
舟
へ
の
印
象
や
評
価
が
、
北
の
方
の
考
え
を
通

じ
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
浮
舟
の
心
理
が
垣
間
見
え
る
部
分
も
存
在
す
る
。

女
、
い
か
で
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
と
す
ら
ん
と
、
空
さ
へ
は
づ
か
し
く
お
そ
ろ
し
き
に
、
あ
な
が
ち
な
り
し
人
の
御
あ
り
さ
ま
う
ち
思

出
ら
る
ゝ
に
、
又
こ
の
人
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
を
思
や
る
な
ん
い
み
じ
う
心
う
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
巻
㊄
二
〇
六
）

こ
の
場
面
で
は
、
匂
宮
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
い
薫
に
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
と
嘆
き
、
板
挟
み
の
恋
に
苦
し
む
が
ゆ
え
に
後
に
入
水
を
選

ぶ
浮
舟
の
後
悔
や
自
己
嫌
悪
の
よ
う
な
も
の
が
、
は
っ
き
り
と
地
の
文
で
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
若
紫
と
末
摘
花
、
そ
し
て
浮
舟
の
垣
間
見
場
面
以
外
の
描
写
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
彼
女
た
ち
の
内
面
に
関
す
る
描
写

が
多
く
補
完
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
尼
君
や
女
房
、
北
の
方
な
ど
の
女
性
に
近
し
い
者
た
ち
の
考
え
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
女

性
が
ど
の
よ
う
な
性
格
や
気
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
、
よ
り
具
体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
の
容
姿
に
関
す
る

描
写
は
、
垣
間
見
場
面
ほ
ど
詳
し
く
は
な
い
。

垣
間
見
場
面
で
は
、
た
び
た
び
見
ら
れ
る
敬
語
表
現
の
消
失
を
通
し
、
覗
き
見
る
男
性
側
の
一
人
称
的
な
視
点
に
読
者
を
同
化
さ
せ
る
こ

と
で
、
登
場
人
物
の
視
点
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
男
性
側
が
視
覚
や
聴
覚
な
ど
か
ら
受
け
る
女
性
の
印
象
を
読
者
と
共
有
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
性
が
垣
間
見
を
通
し
、
そ
の
女
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
何
を
感
じ
何
を
思
う
か
。
垣
間
見
場
面
は
そ
の
よ

う
な
女
性
に
対
す
る
男
性
の
印
象
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
特
化
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
垣
間
見
場
面
以
外
で
描
か
れ
る

女
性
は
、
よ
り
内
面
的
な
部
分
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
男
性
の
視
点
を
強
調
し
た
垣
間
見
で
は
ほ
と
ん
ど
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
部

分
で
あ
る
。
垣
間
見
で
覗
き
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
女
性
の
外
見
的
特
徴
や
印
象
と
い
っ
た
最
も
表
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
来
そ
の

女
性
が
持
つ
性
質
を
完
璧
に
窺
い
知
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
垣
間
見
以
外
の
地
の
文
で
描
か
れ
る
女
性
は
、
語
り
手
に
よ
り
、
ま

た
は
女
房
な
ど
普
段
の
女
性
に
近
し
い
存
在
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
作
中
人
物
の
思
考
を
介
し
て
、
客
観
的
に
表
現
さ
れ
て
い
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る
。こ

れ
ら
の
差
異
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
垣
間
見
は
あ
く
ま
で
も
「
き
っ
か
け
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
垣
間
見
だ
け
で
は
、

男
性
は
女
性
の
本
質
的
な
内
面
に
踏
み
込
む
に
は
至
ら
な
い
。
多
く
の
垣
間
見
で
重
視
さ
れ
る
の
は
外
見
や
印
象
で
あ
り
、
そ
の
第
一
印
象

を
き
っ
か
け
と
し
て
、
男
性
は
女
性
と
恋
愛
関
係
を
持
ち
、
関
わ
り
合
う
過
程
で
本
質
的
な
部
分
を
知
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
垣
間
見
に

お
い
て
重
要
な
の
は
、
男
女
が
互
い
の
内
面
に
ま
で
踏
み
込
み
、
恋
物
語
を
展
開
し
て
い
く
た
め
の
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
な
の
だ
と
私
は

考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
垣
間
見
の
描
写
は
男
性
側
の
視
点
と
男
性
か
ら
見
え
る
女
性
の
姿
に
偏
り
、
女
性
の
よ
り
本
質
的
な
人
間
性
を
読

者
に
読
み
取
ら
せ
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
節
に
お
い
て
私
は
垣
間
見
を
「
読
者
が
恋
物
語
を
予
期
す
る
伏
線
」
と
結
論
づ
け
た
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
登
場
人
物
に
と
っ
て
は
恋
愛
展
開
を
は
じ
め
る
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
る
よ
う
、
意
図
し
て
物
語
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
考
え
る
。

ま
た
、
垣
間
見
は
女
性
の
表
層
を
見
つ
め
る
こ
と
に
特
化
し
た
場
面
で
あ
る
が
、
同
時
に
覗
き
見
る
男
性
側
の
心
理
に
最
も
密
着
し
た
場

面
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
垣
間
見
に
お
け
る
敬
語
表
現
の
消
失
は
、
読
者
に
登
場
人
物
の
視
点
を
共
有
さ

せ
る
効
果
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
語
り
手
を
通
さ
な
い
、
垣
間
見
る
男
性
の
感
覚
に
寄
り
添
っ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
男
性
の
内
面
の
考
え
や
感
覚
が
、
最
も
直
接
的
に
読
者
に
伝
わ
る
場
面
と
言
え
る
と
私
は
考
え
る
。
垣
間
見
場
面
は
、
女

性
の
表
層
的
な
面
を
描
く
と
共
に
、
そ
れ
を
見
て
い
る
男
性
の
感
覚
を
主
観
的
に
描
写
す
る
こ
と
で
、
男
性
の
内
心
に
密
接
に
迫
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
の
垣
間
見
場
面
は
、
敬
語
表
現
を
消
失
さ
せ
読
者
と
登
場
人
物
の
視
点
を
同
化
す
る
こ
と
で
、
女
性
の
表

層
と
男
性
の
恋
愛
に
関
す
る
本
質
部
分
を
明
確
に
描
い
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
貴
族
間
の
恋
愛
に
お
い
て
一
般
的

に
重
要
視
さ
れ
た
の
が
、
家
柄
や
教
養
と
い
う
個
人
の
本
質
で
は
な
い
表
層
的
な
面
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
垣
間
見
と
い
う
女
性
の
表
層
を
覗
き
見
る
風
習
は
恋
愛
の
契
機
と
な
り
、
物
語
上
で
も
、
見
て
い
る
男
性
や
読
者
に
恋
愛
展
開
を
意
識

さ
せ
る
役
割
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
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お
わ
り
に

垣
間
見
は
、
平
安
当
時
の
恋
愛
に
関
す
る
風
習
と
し
て
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
物
語
上
に
登
場
す
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
描
か

れ
方
に
は
、
風
習
と
し
て
の
行
為
を
越
え
、
作
者
が
読
者
に
「
ど
う
読
ん
で
も
ら
う
か
」
を
意
識
し
た
、
た
く
さ
ん
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
多
数
の
恋
愛
を
取
り
扱
う
作
品
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
り
顕
著
な
特
徴
と
し
て
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
垣
間
見
は
恋
物
語
の
き
っ
か
け
・
伏
線
と
し
て
の
明
確
な
機
能
を
持
っ
て
物
語
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
図
と
、
そ

の
意
図
を
成
り
立
た
せ
る
手
法
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
垣
間
見
は
、
様
式
と
し
て
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
柳
井
滋
ほ
か
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
源
氏
物
語
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
七
年
）
に
よ
り
、
引
用
部
の
末
尾
に
巻
名
、
巻

数
と
ペ
ー
ジ
数
を
漢
数
字
で
記
し
た
。
そ
の
他
の
作
品
の
本
文
の
引
用
は
以
下
に
よ
り
、引
用
部
の
末
尾
に
ペ
ー
ジ
数
を
漢
数
字
で
記
し
た
。『
伊
勢
物
語
』

→
渡
辺
実
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
伊
勢
物
語
』（
新
潮
社
・
一
九
七
六
年
）、『
竹
取
物
語
』
→
片
桐
洋
一
ほ
か
『
新
編
古
典
文
学
全
集
竹
取
物
語
伊
勢
物
語

大
和
物
語
平
中
物
語
』（
小
学
館
・
一
九
九
四
年
）、『
落
窪
物
語
』
→
稲
賀
敬
二
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
落
窪
物
語
』（
新
潮
社
・
一
九
七
七
年
）、『
狭
衣

物
語
』
→
小
町
谷
照
彦
ほ
か
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
狭
衣
物
語
①
』（
小
学
館
・
一
九
九
九
年
）

倉
田
実
「
垣
間
見
の
様
式
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
若
紫
』（
至
文
堂
・
一
九
九
九
年
）
に
つ
い
て
は
『
鑑
賞
と
基

礎
知
識
』
と
略
し
、
注
記
を
省
略
し
た
。

（
１
）
三
谷
邦
明
「〈
語
り
〉
と
〈
言
説
〉
―
〈
垣
間
見
〉
の
文
学
史
あ
る
い
は
混
沌
を
増
殖
す
る
言
説
分
析
の
可
能
性
―
」『
源
氏
物
語
の
言
説
』（
翰
林
書

房
・
二
〇
〇
二
年
）

（
２
）
前
掲
注
１
に
同
じ

（
３
）
吉
海
直
人
「
若
紫
巻
の
「
垣
間
見
」」『「
垣
間
見
」
る
源
氏
物
語
―
紫
式
部
の
手
法
を
解
析
す
る
』（
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
八
年
）

（
４
）
前
掲
注
１
に
同
じ
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（
５
）
前
掲
注
１
に
同
じ

（
６
）
島
津
久
基
『
對
譯
源
氏
物
語
講
話
』
二
（
矢
島
書
房
・
一
九
三
六
年
）

（
７
）
向
井
克
胤
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
垣
間
見
描
写
の
視
点
―
若
紫
の
巻
北
山
山
荘
に
お
け
る
」『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
〇
―
一
三
（
一
九
六

五
年
一
一
月
）

（
８
）
前
掲
注
１
に
同
じ

（
９
）
石
阪
晶
子
「
藤
壺
の
反
証
―
垣
間
見
の
発
動
力
」『
源
氏
物
語
に
お
け
る
思
惟
と
身
体
』（
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）
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