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第
一
回 

桐
壺 

‐
そ
の
一
‐ 

 
○
日
本
の
、
神
話
・
物
語
の
一
番
古
い
本
『
古
事
記
』
の
講
義
を
前
回
終
え
、
和
歌
・
歌
謡

を
主
と
し
て
研
究
し
て
き
た
私
は
、
次
は
『
神
楽
歌
』
『
催
馬
楽
』
『
梁
塵
秘
抄
』
な
ど
の

講
義
も
面
白
い
か
な
と
思
っ
て
考
え
て
い
た
。
た
だ
、
『
梁
塵
秘
抄
』
も
、
民
謡
風
な
本
当

に
面
白
さ
の
あ
る
歌
を
抜
き
出
し
て
講
義
し
て
い
く
と
面
白
い
の
だ
が
、
片
っ
端
か
ら
忠
実

に
見
て
い
く
の
は
、
わ
り
あ
い
に
単
調
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
『
古
事
記
』
の
後
だ
か
ら
、

『
源
氏
物
語
』
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
至
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
、
『
古
事
記
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
間
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
す
ば
ら

し
い
短
編
歌
物
語
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
『
伊
勢
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
と
た
ど
っ
て
来
る

と
、
日
本
の
物
語
の
流
れ
、
変
化
あ
る
い
は
発
展
の
あ
り
よ
う
が
汲
み
取
れ
る
。
四
十
年
の

教
員
生
活
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
は
何
回
も
講
義
し
た
し
、
『
源
氏
物
語
』
も
幾
つ
か
の
巻

は
講
義
し
た
。
こ
れ
は
物
語
の
力
で
あ
ろ
う
か
、
三
十
代
に
講
義
し
た
と
き
は
三
十
代
の
分

か
り
方
、
四
十
代
に
な
っ
て
講
義
し
て
み
る
と
四
十
代
の
分
か
り
方
が
し
て
く
る
。
そ
し
て

六
十
代
に
な
っ
て
み
る
と
六
十
代
の
分
か
り
方
が
し
て
く
る
。
日
本
の
物
語
の
伝
統
が
持
っ

て
い
る
力
を
学
ぶ
に
は
、
お
そ
ら
く
『
伊
勢
物
語
』
が
―
―
あ
ん
な
ふ
う
に
短
編
の
、
そ
し

て
歌
を
核
に
し
た
歌
物
語
で
あ
る
が
―
―
一
番
よ
く
端
的
に
分
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
は
何
と
言
っ
て
も
、
日
本
の
文
学
の
頂
点
に
あ
る
。 

 

実
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
講
義
に
は
、
伝
統
が
あ
る
。
國
學
院
に
も
や
は
り
『
源
氏
物
語
』

を
講
義
せ
ら
れ
た
先
生
が
古
く
か
ら
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
、
私
に
関
連
し
た
先
生
の
『
源

氏
物
語
』
講
義
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
三
矢
重
松
先
生
―
―
三
矢
文
法
と
言
わ
れ
た
ほ
ど

文
法
学
者
と
し
て
力
を
持
っ
て
い
ら
れ
た
三
矢
先
生
―
―
が
「
源
氏
全
講
会
」
を
や
っ
て
お

ら
れ
、
そ
し
て
三
矢
先
生
の
一
番
の
弟
子
で
あ
っ
た
折
口
信
夫
先
生
が
そ
れ
を
引
き
継
い
で

講
義
さ
れ
た
。 

 

折
口
先
生
の
専
門
は
む
し
ろ
『
万
葉
集
』
、
古
代
歌
謡
、
あ
る
い
『
古
今
』
『
新
古
今
』

『
玉
葉
風
雅
』
と
い
う
ふ
う
な
日
本
の
和
歌
の
流
れ
を
専
ら
自
分
の
研
究
対
象
に
し
て
い
ら

れ
た
。
三
矢
先
生
が
大
正
十
二
年
に
亡
く
な
ら
れ
て
、
す
ぐ
そ
の
後
、
折
口
先
生
が
三
矢
家

の
ご
遺
族
の
許
し
を
得
て
、
源
氏
全
講
会
を
國
學
院
で
開
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
き
の
最

初
の
挨
拶
の
言
葉
の
中
に
、
「
歌
の
方
を
専
門
に
や
っ
て
き
た
自
分
に
と
っ
て
は
、
両
刀
使

い
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
源
氏
全
講
会
と
い
う
三
矢
先
生
の
開
か
れ

た
全
講
会
を
受
け
る
形
で
や
っ
て
い
こ
う
と
思
う
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
折

口
先
生
も
、
万
葉
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
和
歌
の
流
れ
を
研
究
し
て
き
た
関
係
か
ら
、
源

氏
に
入
る
こ
と
を
「
両
刀
使
い
の
よ
う
な
形
に
な
る
」
と
い
う
言
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。 

 

そ
の
後
、
昭
和
の
初
め
の
頃
か
ら
源
氏
全
講
会
は
慶
応
の
方
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
情
は
詳
し
い
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
だ
が
、
恐
ら
く
國
學
院
の
持
つ
性
格
が
背

景
に
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
國
學
院
は
、
神
道
精
神
を
学
問
の
柱
と
し
て
し
っ

か
り
持
っ
て
い
る
一
方
、
な
か
な
か
ぎ
こ
ち
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』

に
対
す
る
評
価
な
ど
に
も
現
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 
 

単
な
る
知
識
の
学
問
と
違
っ
て
、
情
念
を
伴
う
学
問
が
國
學
院
の
学
問
の
特
色
だ
と
私
は
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思
う
。
そ
れ
は
國
學
院
の
学
問
の
よ
さ
で
あ
ろ
う
。
近
代
の
知
識
ば
か
り
で
処
理
し
て
い
く

学
問
は
、
そ
れ
な
り
に
我
々
に
近
代
の
学
問
の
成
果
を
与
え
て
く
れ
た
の
だ
が
、
同
時
に
、

そ
れ
だ
け
で
は
本
当
の
日
本
人
と
し
て
の
伝
統
的
な
心
を
と
ら
え
る
と
い
う
点
で
は
足
り
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
國
學
院
の
学
問
は
、
情
念
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
堅
苦
し
い
言
葉
で
言

え
ば
、
道
義
と
い
う
も
の
を
学
問
の
奥
の
と
こ
ろ
に
据
え
て
考
え
る
、
そ
う
い
う
学
問
で
あ

る
。 

 

私
は
、
國
學
院
に
入
学
し
て
か
ら
半
世
紀
以
上
縁
を
持
ち
続
け
て
い
る
が
、
國
學
院
の
建

学
の
精
神
と
い
う
の
は
な
か
な
か
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
う
。
つ
ま
り
「
お
よ
そ
学
問
の
道

は
も
と
を
立
つ
る
よ
り
大
な
る
は
な
し
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
も
と
」
は
、
既
成
の
概
念
と

し
て
あ
る
の
で
は
全
く
な
い
。
学
問
と
い
う
の
は
、
「
も
と
」
を
立
て
る
こ
と
が
一
番
大
事

だ
。
正
し
い
「
も
と
」
を
立
て
よ
う
と
し
て
「
も
と
」
を
求
め
、
「
も
と
」
を
立
て
る
こ
と

に
ま
ず
努
力
す
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
。
「
も
と
は
こ
う
だ
ぞ
」
と
既
成
の
も
の
と
し
て

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
学
問
の
府
と
し
て
は
非
常
に
大
事
な
自
由
さ
、
学
問

の
自
由
で
あ
ろ
う
。 

 

私
は
、
伊
勢
の
皇
学
館
か
ら
國
學
院
に
来
た
の
で
、
そ
う
い
う
違
い
は
非
常
に
身
に
し
み

て
分
か
る
。
私
が
皇
学
館
に
い
た
と
き
に
、
学
長
の
山
田
孝
雄
博
士
の
平
田
篤
胤
観
を
非
常

に
激
し
い
形
で
聞
か
さ
れ
て
感
動
し
た
。
そ
し
て
皇
学
館
の
中
等
部
を
卒
業
し
て
國
學
院
大

学
の
予
科
に
入
学
し
て
、
そ
の
最
初
の
年
に
聞
い
た
折
口
先
生
の
平
田
篤
胤
の
学
問
論
が
実

に
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
同
じ
国
文
学
者
で
も
、
一
人
の
平
田
篤
胤
の
見
方
が
こ
ん
な
に
も
違

う
も
の
か
と
思
っ
た
。
私
が
皇
学
館
を
卒
業
し
た
の
は
十
七
年
で
、
國
學
院
に
入
っ
た
の
が

十
八
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
の
時
代
相
を
考
え
れ
ば
想
像
が
つ
く
と
思
う
。 

 

山
田
孝
雄
博
士
は
「
現
代
の
篤
胤
だ
」
と
言
わ
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
う
い
う
あ
る
激
し
さ

を
持
っ
て
い
る
人
で
、
学
者
と
し
て
も
が
っ
ち
り
と
し
た
実
証
的
な
学
問
を
さ
れ
た
人
だ
が
、

同
時
に
、
あ
る
窮
屈
さ
が
あ
っ
た
。
そ
の
窮
屈
さ
が
、
戦
争
中
に
は
あ
る
意
味
で
う
ま
く
生

か
さ
れ
て
、
例
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
の
『
源
氏
物
語
』
の
新
訳
が
出
て
い
た
が
、
い
つ
の
時
代

で
も
い
る
よ
う
に
、
敏
感
に
時
流
に
合
わ
せ
た
言
論
を
売
り
物
に
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
よ
う
な
者
が
、
「
『
源
氏
物
語
』
は
、
風
俗
潰
乱
の
書
だ
、
淫
乱
の
書
だ
と
昔
か
ら
言

っ
て
い
る
、
皇
室
に
関
し
て
あ
ん
な
不
敬
な
内
容
を
物
語
っ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
は
実
に

け
し
か
ら
ん
、
そ
れ
を
ま
た
現
代
語
訳
し
て
今
こ
の
時
代
に
出
版
す
る
の
は
け
し
か
ら
ん
」

と
い
う
論
調
を
声
を
大
き
く
し
て
言
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
傾
向
が
あ
の
時
代
に
あ
っ
た
。

そ
れ
で
中
央
公
論
社
か
ら
谷
崎
源
氏
が
出
る
こ
と
が
危
ぶ
ま
れ
た
。
そ
こ
で
、
現
代
の
平
田

篤
胤
と
評
判
の
高
い
山
田
孝
雄
博
士
に
監
修
し
て
い
た
だ
い
た
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
も
静

か
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
山
田
博
士
が
監
修
に
な
っ
た
、
そ
う
い
う
時
代
で
あ
る
。
『
源
氏
物

語
』
の
中
の
藤
壺
の
事
件
の
こ
と
を
皇
室
と
重
ね
合
わ
せ
て
、
不
敬
で
あ
る
と
言
い
た
て
た
。

『
源
氏
物
語
』
が
風
俗
潰
乱
の
書
だ
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
あ
た
り
か
ら
近
世
に
か
け
て
、

漢
学
者
や
一
部
の
仏
教
徒
の
間
か
ら
と
っ
く
に
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
近
代
に
入
っ
て
、

戦
争
中
に
は
さ
ら
に
そ
う
い
う
窮
屈
な
言
い
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
（
続
き
は
、
草
稿
中
） 

 

○
な
ぜ
『
源
氏
物
語
』
な
の
か
、
そ
れ
は
追
々
話
を
す
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
読
ん
で
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。
た
だ
、
最
近
、
実
践
女
子
学
園
の
百
周
年
の
記
念
の
年
と
い
う
こ
と
で
、
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実
践
の
創
立
者
で
あ
る
下
田
歌
子
さ
ん
と
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
講
演
を
依
頼

さ
れ
た
。
私
は
、
下
田
歌
子
さ
ん
の
こ
と
を
詳
し
く
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
折
口

先
生
が
下
田
歌
子
さ
ん
と
会
っ
た
話
、
下
田
歌
子
さ
ん
の
源
氏
の
講
義
を
聞
い
た
話
、
逆
に

下
田
歌
子
さ
ん
が
折
口
信
夫
の
講
義
に
非
常
に
感
心
し
て
、
自
分
の
信
頼
し
て
い
る
国
文
科

の
先
生
に
、
折
口
先
生
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
源
氏
の
講
義
を
聞
き
な
さ
い
と
言
っ
た
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
方
は
ず
っ
と
先
生
の
歌
の
弟
子
に
な
り
、
先
生
の
講
義
を
聞
い
て
い
た

方
で
あ
る
こ
と
、
そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
講
演
を
お
引
き
受
け
し
た
の

で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
講
演
を
準
備
す
る
中
で
、
今
ブ
ー
ム
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
た
く
さ
ん
の
『
源
氏

物
語
』
の
現
代
語
訳
が
出
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
現
代
語
訳
を
読
み
比
ベ
て
み
た
。
そ
こ

で
私
が
一
番
感
じ
た
の
は
、
最
近
の
現
代
語
訳
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
忠
実
な
訳
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
現
代
の
感
覚
で
、
『
源
氏
物
語
』
を
、
勝
手
に
翻
案
し
て
い
る
、
し
か
も
ま
る
っ
き

り
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
紫
式
部
は
途
方
も
な
い
女
流
作
家

で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
少
々
評
判
の
作
家
で
も
と
て
も
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
、

物
の
考
え
方
、
男
女
の
愛
の
あ
り
方
も
、
源
氏
の
こ
ろ
の
あ
り
方
と
現
代
の
我
々
の
心
の
あ

り
よ
う
を
比
べ
た
ら
、
我
々
の
心
の
あ
り
よ
う
は
薄
っ
ぺ
ら
く
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
そ

う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
の
あ
の
内
容
は
非
常
に
重
い
も
の
で
、
訳
す
る

の
に
も
、
で
き
る
だ
け
忠
実
な
逐
語
訳
で
訳
し
て
い
く
の
が
正
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。 

 

そ
う
い
う
意
味
で
見
る
と
、
谷
崎
潤
一
郎
は
、
三
度
も
『
源
氏
物
語
』
を
訳
し
直
し
て
い

る
の
だ
が
、
や
は
り
す
ご
い
人
だ
と
思
う
。
自
分
の
気
持
ち
で
勝
手
に
原
典
を
翻
案
す
る
よ

う
な
訳
し
方
は
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
専
門
の
研
究
学
者
た
ち
の
現
代
語
訳
は
、
多
少
文

章
は
ぎ
こ
ち
な
く
て
も
、
忠
実
な
逐
語
訳
を
心
が
け
て
訳
し
て
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
も
の

を
お
読
み
に
な
る
べ
き
だ
と
思
う
。
現
代
の
新
し
い
訳
は
、
正
し
い
言
葉
の
内
容
を
追
っ
て

い
か
な
い
、
現
代
的
な
気
分
で
訳
し
て
あ
る
訳
し
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』

の
一
番
微
妙
な
心
を
伝
え
る
の
に
は
あ
ま
り
適
し
た
訳
し
方
だ
と
は
思
わ
な
い
。
下
田
歌
子

さ
ん
の
訳
な
ど
は
、
忠
実
に
逐
語
訳
を
し
て
い
ら
れ
る
。 

 

同
じ
こ
と
は
、
和
歌
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
最
近
は
、
大
意
と
い
う
形
で
和
歌
の
大
体
の

意
味
を
つ
ま
ん
で
、
参
考
に
出
す
と
い
う
傾
向
が
多
い
の
だ
が
、
特
に
和
歌
の
現
代
語
訳
は
、

で
き
る
だ
け
歌
の
流
れ
、
調
べ
、
勢
い
を
曲
げ
な
い
よ
う
に
訳
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。

そ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
し
、
い
ろ
い
ろ
な
障
害
が
古
く
な
れ
ば
古
く
な
る
ほ
ど
あ
る
の
で
、

大
意
と
い
う
形
で
大
体
の
意
味
を
示
さ
れ
る
の
は
気
持
ち
と
し
て
は
分
か
る
け
れ
ど
も
、
研

究
者
と
し
て
は
で
き
る
だ
け
歌
の
流
れ
、
調
べ
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
折
口
先

生
は
よ
く
「
歌
を
下
か
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
訳
す
る
癖
の
研
究
者
が
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
れ

は
だ
め
だ
よ
、
や
っ
ぱ
り
五
七
五
七
七
の
歌
の
順
序
、
言
葉
の
流
れ
、
調
べ
と
い
う
も
の
が

大
事
な
の
だ
か
ら
、
訳
と
い
え
ど
も
下
か
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
訳
す
る
癖
の
人
は
間
違
っ
て

い
る
の
だ
よ
。
た
だ
、
『
新
古
今
集
』
な
ど
で
は
、
ど
う
し
て
も
ひ
っ
く
り
返
し
て
訳
さ
な

い
と
訳
せ
な
い
歌
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
し
よ
う
が
な
い
け
れ
ど
も
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
。

こ
う
い
う
こ
と
は
物
語
で
も
や
は
り
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
。 
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い
づ
れ
の

お
ほ
ん

御

時
に
か
、

に
ょ
う
ご
こ
う
い

女
御
更
衣
あ
ま
た

さ
ぶ
ら

侍

ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と

な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
、
あ
り
け
り
。 

 

【
口
訳
】 

一
体
ど
の
天
子
の
御
世
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
、
女
御
や
更
衣
が
た
く
さ
ん
お

仕
え
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
中
で
、
大
層
高
い
身
分
で
は
な
く
て
、
す
ぐ
れ
て
天
子
の

ご
寵
愛
の
深
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
い
ず
れ
の
御
時
に
か
」
―
―
こ
の
「
御
」
は
、
当
時
の
読
み
ぐ
せ
で
「
お
ほ
ん
」
と
読

む
。 

●
「
女
御
」
―
―
天
子
に
侍
す
女
性
の
中
で
、
后
に
次
ぐ
高
い
女
性
。 

●
「
更
衣
」
―
―
女
御
の
次
の
段
階
の
女
性
。 

 

【
評
釈
】 

○
平
安
朝
の
紫
式
部
を
は
じ
め
と
し
て
女
房
た
ち
が
ど
ん
な
ふ
う
に
こ
の
物
語
を
読
ん
だ
の

か
、
あ
る
い
は
、
『
万
葉
集
』
の
歌
や
『
古
今
集
』
の
歌
が
、
人
麻
呂
や
紀
貫
之
な
ど
に
よ

っ
て
ど
ん
な
ふ
う
に
歌
わ
れ
て
い
た
の
か
、
実
際
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

『
源
氏
物
語
』
も
、
平
安
朝
の
、
あ
る
い
は
中
世
の
宮
廷
の
中
で
女
房
た
ち
が
ど
ん
な
ふ
う

に
語
っ
た
の
か
、
正
確
に
は
我
々
は
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
歌
は
「
歌
わ
れ

る
も
の
」
で
あ
り
、
物
語
は
「
語
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

歌
の
成
立
の
由
来
、
あ
る
い
は
そ
の
歌
が
ど
う
い
う
影
響
力
を
人
々
に
及
ぼ
し
た
か
と
い

う
顛
末
を
語
る
部
分
が
「
物
語
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
核
に
な
る
叙
情
を
表
す
形
が
「
歌
」

で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
然
、
語
ら
れ
る
部
分
と
歌
わ
れ
る
部
分
は
、
聞
い
て
い
る
だ
け
で
は

っ
き
り
分
か
る
、
そ
う
い
う
歌
い
分
け
、
語
り
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

下
田
歌
子
さ
ん
の
『
源
氏
物
語
』
の
講
義
を
折
口
信
夫
博
士
が
聞
き
た
か
っ
た
の
は
、
下

田
さ
ん
は
宮
中
に
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
人
だ
か
ら
、
女
房
た
ち
の
『
源
氏
物
語
』
の
語

り
方
が
下
田
さ
ん
に
き
っ
と
伝
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。
下
田

歌
子
さ
ん
の
方
は
、
自
分
の
教
え
子
に
、
当
時
の
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
者
た
ち
の
講
義
を

聞
い
て
、
ノ
ー
ト
に
で
き
る
だ
け
丹
念
に
取
っ
て
お
い
で
と
言
っ
て
、
い
ろ
ん
な
学
者
の
ノ

ー
ト
を
読
み
比
べ
た
ら
し
い
。
そ
う
し
た
ら
、
「
折
口
さ
ん
と
い
う
人
は
、
隣
の
國
學
院
の

先
生
で
、
ま
だ
若
い
人
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
す
ご
い
ね
。
こ
の
人
の
訳
は
言
葉
が
確

か
な
形
で
訳
せ
ら
れ
て
い
て
、
気
分
に
よ
る
動
揺
、
言
葉
の
訳
の
揺
ら
ぎ
が
な
い
ね
。
こ
の

人
は
大
し
た
人
だ
よ
、
こ
の
人
の
講
義
を
ず
っ
と
聞
い
て
ご
ら
ん
」
と
言
っ
た
と
い
う
。 

 

そ
れ
で
、
於
保
ミ
ヲ
さ
ん
と
い
う
人
が
仲
介
役
と
な
っ
て
、
そ
う
い
う
二
人
を
お
引
き
合

わ
せ
し
て
、
折
口
先
生
も
下
田
さ
ん
の
源
氏
を
聞
い
た
。
そ
の
と
き
に
下
田
歌
子
さ
ん
は
既

に
八
十
代
に
な
っ
て
お
ら
れ
、
折
口
先
生
は
会
っ
た
後
に
、
「
聞
い
て
い
た
ほ
ど
の
美
女
じ

ゃ
な
か
っ
た
ね
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
岐
阜
訛
り
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
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こ
れ
は
さ
す
が
に
言
葉
の
学
者
と
し
て
鋭
い
。
下
田
さ
ん
は
岐
阜
の
出
身
で
、
長
い
間
、
東

京
に
い
ら
れ
て
、
宮
廷
に
入
っ
て
い
ら
れ
て
も
岐
阜
な
ま
り
は
残
っ
て
い
た
。
そ
の
下
田
さ

ん
に
「
は
あ
、
お
若
い
、
お
若
い
」
と
言
わ
れ
て
、
折
口
は
ち
ょ
っ
と
た
じ
た
じ
と
な
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。 

 

○
「い
づ
れ
の

御
お
ほ
ん

時
に
か
」 

 

こ
れ
が
最
初
の
語
り
出
し
で
あ
る
。
日
本
の
物
語
の
語
り
出
し
に
は
型
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

日
本
の
昔
話
を
考
え
れ
ば
一
番
よ
い
。 

 

『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
」
、
そ
れ
が
重
な
っ
て
く
る
と
、
「
む

か
し
、
男
」
と
い
う
ふ
う
に
略
し
た
形
、
あ
る
い
は
「
男
」
と
さ
ら
に
略
し
た
り
し
て
い
く

が
、
基
本
は
「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
」
と
い
う
形
で
語
り
出
す
。
民
間
の
昔
話
で
は
、
も

っ
と
素
朴
な
形
で
、
「
む
か
し
む
か
し
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
、
そ
し
て
、
「
あ
る
と
こ

ろ
に
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
あ
っ
た
と
さ
」
と
い
う
形
で
語
り
出
し
て
い
く
。
こ

れ
が
日
本
の
物
語
の
語
り
出
し
の
常
用
文
句
、
物
語
の
定
型
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
肝
心
の
人
物
が
生
ま
れ
て
く
る
一
つ
前
の
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
る
。
例
え
ば
「
お

じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
あ
っ
た
と
さ
」
と
い
う
ふ
う
な
形
で
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公

の
誕
生
の
奇
瑞
が
語
ら
れ
る
。
『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
桃
か
ら

生
ま
れ
た
桃
太
郎
や
、
瓜
か
ら
生
ま
れ
た
瓜
子
姫
の
よ
う
に
。
そ
れ
は
、
す
ば
ら
し
い
美
し

さ
と
不
思
議
な
力
と
を
持
っ
た
、
並
々
な
ら
ぬ
子
供
で
あ
る
。
非
常
に
形
が
小
さ
か
っ
た
り
、

光
輝
く
御
子
で
あ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
不
思
議
さ
を
伴
っ
て
い
る
。 

 

こ
こ
も
そ
の
書
き
出
し
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
大
筋
は
似
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
、
語
り

出
し
の
「
い
づ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
特
色
で
あ
ろ

う
。
現
代
の
物
語
と
い
う
の
で
は
な
い
。
百
年
か
ら
五
十
年
ぐ
ら
い
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
期
を

時
代
設
定
し
て
、
そ
し
て
語
っ
て
い
く
。
は
っ
き
り
と
そ
う
だ
と
い
う
ふ
う
に
は
言
っ
て
い

な
い
が
、
大
体
そ
う
い
う
共
通
の
暗
黙
の
理
解
と
い
う
も
の
が
、
語
り
手
の
上
に
も
、
聞
き

手
の
上
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

○
「い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
」 

 

こ
の
「
が
」
を
逆
説
の
接
続
の
形
で
訳
し
て
あ
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、

「
が
」
は
逆
説
の
助
詞
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
「
が
」
が
逆
説
の
助
詞
の
使
い
方
を

せ
ら
れ
て
く
る
の
は
十
二
世
紀
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
。 

 

折
口
先
生
は
、
「
こ
の
第
一
段
落
の
、
『
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
』
の

『
が
』
が
ど
ん
な
ふ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
か
で
、
き
ち
ん
と
源
氏
が
読
め
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
が
分
か
る
ん
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
た
。 

 
 

は
じ
め
よ
り
わ
れ
は
と
思
ひ
あ
が
り
給
へ
る
御
か
た
が
た
、
め
ざ
ま
し
き
も
の
に 

お
と
し
め
そ
ね
み
給
ふ
。
同
じ
ほ
ど
、
そ
れ
よ
り

げ

ら

ふ

下
臈
の
更
衣
た
ち
は
、
ま
し
て
安
か

ら
ず
、
あ
さ
ゆ
ふ
の
宮
仕
へ
に
つ
け
て
も
、
人
の
心
を
の
み
動
か
し
、
恨
み
を
負
ふ
つ

も
り
に
や
あ
り
け
む
、
い
と
あ
つ
し
く
な
り
ゆ
き
、
も
の
心
ぼ
そ
げ
に
里
が
ち
な
る
を
、

い
よ
い
よ
あ
か
ず
あ
は
れ
な
る
も
の
に
思
ほ
し
て
、
人
の
そ
し
り
を
も
え
は
ば
か
ら
せ
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給
は
ず
、
世
の
た
め
し
に
も
な
り
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
な
り
。 

 
【
口
訳
】 

 

当
初
か
ら
自
分
こ
そ
は
帝
の
寵
愛
を
一
番
深
く
得
よ
う
と
思
っ
て
気
負
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
御
方
々
は
、
こ
の
方
の
こ
と
を
目
ざ
わ
り
な
も
の
と
し
て
、
軽
蔑
し
た
り
、
ね
た
ん
だ
り

な
す
っ
て
い
る
。
同
じ
身
分
の
程
度
の
方
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
よ
り
身
分
の
低
い
更
衣
た
ち

は
、
ま
し
て
心
が
安
ら
か
で
は
な
い
。
朝
晩
の
宮
仕
え
に
つ
け
て
も
、
人
の
気
を
も
ま
せ
、

恨
み
を
受
け
る
こ
と
が
か
さ
な
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
か
、
病
気
の
状
態
が
非
常
に
重
く
な
っ
て

い
っ
て
、
心
細
そ
う
で
里
下
が
り
が
ち
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
、
帝
の
方
で
は
一
層
い
と
お

し
い
も
の
に
お
思
い
あ
そ
ば
し
て
、
他
人
の
非
難
な
ど
も
気
に
な
さ
る
こ
と
も
な
く
、
き
っ

と
後
の
世
の
例
え
に
も
な
り
そ
う
な
格
別
な
お
扱
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
同
じ
ほ
ど
」
―
―
同
じ
程
度
の
身
分
の
方
。 

●
「
下
臈
の
更
衣
た
ち
は
」
―
―
更
衣
の
中
で
も
、
身
分
の
低
い
更
衣
。 

●
「
あ
さ
ゆ
ふ
の
宮
仕
へ
」
―
―
朝
晩
の
宮
仕
え
。
宮
廷
以
外
の
男
女
の
愛
の
形
は
、
男
の

方
が
日
が
暮
れ
て
か
ら
思
う
女
性
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
て
い
く
形
だ
が
、
宮
廷
は
逆
で
、
天
子

の
御
座
所
へ
女
御
・
更
衣
の
方
が
、
お
召
し
が
あ
っ
て
通
っ
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
控
え
場

所
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
通
っ
て
い
く
。
蔑
ん
だ
り
、
ね
た
ま
れ
た
り
し
て
い
る

女
性
は
、
そ
の
途
中
で
大
変
な
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
起
こ
る
。 

●
「
恨
み
を
負
ふ
つ
も
り
に
や
あ
り
け
む
」
―
―
恨
み
を
負
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

●
「
い
と
あ
つ
し
く
な
り
ゆ
き
」
―
―
病
気
の
状
態
が
非
常
に
重
く
な
っ
て
い
っ
て
。 

●
「
も
の
心
ぼ
そ
げ
に
里
が
ち
な
る
を
」
―
―
非
常
に
心
細
そ
う
で
里
下
が
り
が
ち
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
の
を
。
里
と
い
う
の
は
、
宮
に
対
し
て
里
、
宮
廷
か
ら
外
の
自
分
の
屋
敷
で
あ
る
。

●
「
世
の
た
め
し
に
も
な
り
ぬ
べ
き
御
も
て
な
し
な
り
」
―
―
後
の
世
の
例
え
に
も
な
り
そ

う
な
格
別
な
お
扱
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
つ
ま
り
桐
壺
の
更
衣
に
対
す
る
帝
の
ご
寵
愛
は
、

そ
ん
な
ふ
う
に
人
々
の
扱
い
が
厳
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
た
格
別
に
深
く
な
っ
て
い
く
。 

 

か
ん
だ
ち
め
、
う
へ
人
な
ど
も
、
あ
い
な
く
目
を
そ
ば
め
つ
ゝ
、
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の

御
お
ぼ
え
な
り
。
も
ろ
こ
し
に
も
、
か
か
る
事
の
起
こ
り
に
こ
そ
、
世
も
乱
れ
、
あ
し

か
り
け
れ
、
と
、
や
う
や
う
、
あ
め
の
し
た
に
も
、
あ
ぢ
き
な
う
、
人
の
も
て
な
や
み

ぐ
さ
に
な
り
て
、
楊
貴
妃
の
た
め
し
も
、
ひ
き
い
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
に
、
い
と
は
し

た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
た
ぐ
ひ
な
き
を
頼
み
に
て
ま
じ

ら
ひ
給
ふ
。 

 

【
口
訳
】 

上
達
部

か

ん
だ

ち

め

や
殿
上
人
な
ど
も
、
困
っ
た
こ
と
だ
と
、
そ
っ
と
目
を
そ
ば
め
、
そ
ば
め
し
て
、
む

つ
ま
じ
さ
の
度
が
過
ぎ
て
、
ま
ぶ
し
い
よ
う
な
格
別
の
ご
寵
愛
ぶ
り
で
あ
る
。
か
の
も
ろ
こ

し
の
国
で
も
、
こ
ん
な
こ
と
が
原
因
に
な
っ
て
、
世
が
乱
れ
、
困
っ
た
状
態
が
起
こ
っ
て
き

た
こ
と
だ
っ
た
と
、
だ
ん
だ
ん
と
こ
の
広
い
世
間
で
も
、
ど
う
に
も
手
の
施
し
よ
う
も
な
い
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人
々
の
悩
み
の
種
に
な
っ
て
い
っ
て
、
例
の
『
長
恨
歌
』
の
楊
貴
妃
の
例
を
も
引
き
あ
い
に

出
し
か
ね
な
い
ほ
ど
の
な
り
ゆ
き
な
の
で
、
桐
壺
の
更
衣
は
、
大
層
い
た
た
ま
れ
な
い
こ
と

が
多
く
な
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
帝
の
格
別
に
あ
り
が
た
い
御
心
持
ち
の
、
比
べ
よ
う
も
な

く
格
別
で
あ
る
の
を
頼
み
と
し
て
、
宮
廷
ま
じ
ら
い
を
な
す
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
か
ん
だ
ち
め
」
―
―
神
様
の
お
館
に
自
由
に
あ
が
れ
る
人
の
意
。
公
卿
。
三
位
以
上
と

四
位
の
参
議
。 

●
「
う
へ
人
」
―
―
「
か
ん
だ
ち
め
」
に
次
ぐ
四
位
、
五
位
の
人
、
お
よ
び
六
位
の
蔵
人
。 

●
「
あ
い
な
く
目
を
そ
ば
め
つ
つ
」
―
―
「
あ
い
な
し
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
べ
き
筋
の
度

を
越
し
て
い
る
、
程
度
の
激
し
い
こ
と
、
あ
る
い
は
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
な
ど
を
言
う
言
葉
。

現
代
語
に
訳
す
る
と
き
に
は
、
訳
の
上
に
は
っ
き
り
出
さ
な
い
方
が
む
し
ろ
よ
い
。
「
あ
る

べ
き
で
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
ま
で
言
う
と
強
す
ぎ
る
。
「
何
と
な
く
目
を
そ
ば
め
つ
つ
」

と
い
う
く
ら
い
の
程
度
。
「
目
を
そ
ば
め
る
」
と
い
う
の
は
、
目
を
そ
ら
す
、
脇
目
を
す
る
、

ま
さ
目
に
見
る
の
に
は
ち
ょ
っ
と
困
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
気
分
で
あ
る
。 

●
「
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
」
―
―
大
層
む
つ
ま
じ
さ
の
度
が
過
ぎ
て
い
て
、

見
る
の
に
ち
ょ
っ
と
困
る
よ
う
な
格
別
の
ご
寵
愛
ぶ
り
で
あ
る
。
更
衣
に
対
す
る
特
別
な
ご

寵
愛
ぶ
り
で
あ
る
。 

●
「
あ
ぢ
き
な
う
」
―
―
「
あ
じ
き
な
し
」
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
程
度
の
ひ
ど
い
こ
と

を
言
う
。 

●
「
い
と
は
し
た
な
き
こ
と
」
―
―
「
は
し
た
な
し
」
と
い
う
の
は
、
中
途
半
端
、
ど
っ
ち

つ
か
ず
の
状
態
と
い
う
こ
と
。 

●
「
ま
じ
ら
ひ
」
―
―
宮
廷
ま
じ
ら
い
、
朋
輩
た
ち
と
の
つ
き
合
い
の
あ
り
方
。 

 

【
評
釈
】 

○
「楊
貴
妃
の
た
め
し
も
、
ひ
き
い
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
に
」 

 

玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
間
の
た
だ
な
ら
ぬ
愛
情
の
深
さ
を
歌
っ
た
白
楽
天
の
『
長
恨
歌
』

の
詩
が
こ
の
巻
の
構
想
の
根
底
に
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
っ
き
り
と

『
長
恨
歌
』
の
こ
と
が
出
て
い
る
。 

 

『
長
恨
歌
』
は
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
と
そ
の
寵
愛
を
専
ら
に
し
た
楊
貴
妃
の
こ
と
を
歌
っ
て

い
る
の
だ
が
、
時
代
を
ず
っ
と
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
、
漢
の
王
様
の
こ
と
に
し
て
歌
っ
て
い
る
。

楊
貴
妃
へ
の
深
い
寵
愛
の
た
め
に
国
が
乱
れ
、
反
乱
が
起
こ
っ
て
、
つ
い
に
玄
宗
皇
帝
は
都

を
逃
れ
て
、
僻
地
へ
逃
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
途
中
で
楊
貴
妃
は
反
乱

の
者
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
。
や
が
て
時
を
経
て
、
反
乱
が
お
さ
ま
っ
て
、
皇
帝
は
ま
た
都
へ

帰
っ
て
く
る
が
、
帰
る
と
ま
た
一
層
、
亡
き
楊
貴
妃
を
思
う
心
が
深
く
な
っ
て
、
あ
の
世
の

世
界
に
ま
で
特
別
の
力
を
持
っ
た
道
士
を
派
遣
し
て
、
そ
の
魂
を
求
め
さ
せ
る
。
使
い
の
者

が
、
あ
の
世
で
姿
を
変
え
て
い
る
楊
貴
妃
と
め
ぐ
り
合
っ
て
、
玄
宗
皇
帝
の
思
い
を
伝
え
る
。

楊
貴
妃
も
非
常
に
感
動
し
て
、
自
分
の
記
念
の
品
を
形
見
と
し
て
渡
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を

歌
っ
て
い
る
長
い
叙
事
詩
で
あ
る
。 
 

そ
れ
が
日
本
へ
入
っ
て
き
て
人
々
に
大
き
な
感
動
を
与
え
た
。
「
桐
壺
の
巻
」
で
は
、
こ



源氏物語全講会 

 8

れ
か
ら
後
も
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
『
長
恨
歌
』
の
こ
と
が
ち
ら
ち
ら
と
出
て
く
る
。
そ
れ

は
当
時
の
宮
廷
の
中
の
人
々
の
共
通
の
知
識
に
な
っ
て
い
て
、
皆
『
長
恨
歌
』
を
ほ
と
ん
ど

暗
記
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
詩
句
が
部
分
的
に
引
か
れ
て
も
、
す
ぐ
に
連
想
が
働
い
た
の
で

あ
る
。 

 

こ
う
い
う
こ
と
は
『
長
恨
歌
』
だ
け
で
は
な
く
、
『
古
今
和
歌
集
』
は
じ
め
他
の
歌
集
の

歌
の
文
句
、
あ
る
い
は
李
白
な
ど
の
詩
の
言
葉
が
、
物
語
の
中
、
語
り
の
中
に
き
ら
り
き
ら

り
と
織
り
込
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
も
当
時
の
人
々
の
共
通
の
知
識
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
断

片
的
と
言
っ
て
も
い
い
言
葉
、
歌
の
一
句
、
詩
の
一
部
分
を
切
り
込
ん
で
き
て
、
そ
れ
が
あ

る
共
通
の
感
動
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
よ
う
な
共
通
の
知
的
財
産
を
持
た
な
い

の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
受
け
る
面
白
さ
を
だ
い
ぶ
割
り
引
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

 
 

父
の
大
納
言
は
な
く
な
り
て
、
母
北
の
方
な
む
、
い
に
し
へ
の
人
の
由
あ
る
に
て
、

親
う
ち
具
し
、
さ
し
あ
た
り
て
世
の
お
ぼ
え
は
な
や
か
な
る
御
か
た
が
た
に
も
い
た
う

劣
ら
ず
、
な
に
ご
と
の
儀
式
を
も
も
て
な
し
給
ひ
け
れ
ど
、
と
り
た
て
ゝ
は
か
ば
か
し

き
う
し
ろ
み
し
な
け
れ
ば
、
こ
と
あ
る
時
は
、
な
ほ
よ
り
ど
こ
ろ
な
く
心
細
げ
な
り
。 

 

【
口
訳
】 

 

父
の
大
納
言
は
世
を
去
っ
て
い
て
、
大
納
言
の
北
の
方
で
あ
る
母
は
、
な
か
な
か
由
緒
の

あ
る
家
柄
の
出
身
で
あ
っ
て
、
両
親
が
そ
ろ
っ
て
い
て
、
今
（
宮
仕
え
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

っ
て
）
世
の
評
判
も
な
か
な
か
華
や
か
な
方
々
に
も
、
ひ
ど
く
見
劣
り
し
た
り
す
る
こ
と
な

く
、
宮
中
の
い
ろ
い
ろ
な
儀
式
に
関
し
て
も
ひ
と
か
ど
に
振
る
舞
え
る
よ
う
に
は
か
ら
い
な

す
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も
、
格
別
に
こ
れ
と
い
っ
て
頼
り
に
な
る
後
見
役
が
い
ら

っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
か
ら
し
て
、
何
か
事
あ
る
と
き
に
は
、
や
は
り
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
て

更
衣
は
心
細
そ
う
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
親
う
ち
具
し
」
―
―
両
親
が
そ
ろ
っ
て
い
て
。 

●
「
も
て
な
し
給
ひ
け
れ
ど
」
―
―
宮
中
の
儀
式
に
関
し
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
ひ
と
か
ど
に
振

る
舞
え
る
よ
う
に
は
か
ら
い
な
す
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
も
。 

●
「
は
か
ば
か
し
き
う
し
ろ
み
」
―
―
頼
り
に
な
る
た
し
か
な
後
見
役
。 

 

【
評
釈
】 

○
「い
に
し
へ
の
人
の
由
あ
る
に
て
」 

 

「
い
に
し
へ
の
人
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
昔
の
人
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
昔
、

羽
振
り
の
よ
か
っ
た
、
そ
う
い
う
家
の
人
と
い
う
こ
と
。
歌
な
ど
に
も
よ
く
出
て
く
る
「
ふ

る
き
人
」
と
い
う
言
い
方
、
あ
る
い
は
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
言
い
方
も
、
大
体
同
じ
よ
う

な
気
持
ち
で
あ
る
。
「
ふ
る
き
人
」
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
三
つ
も
四
つ
も
分

化
し
て
い
く
が
、
も
と
も
と
は
、
昔
ひ
と
か
ど
の
人
で
あ
っ
た
人
、
あ
る
い
は
自
分
と
以
前

格
別
の
関
係
に
あ
っ
た
人
の
こ
と
を
さ
す
。
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
言
い
方
も
同
じ
で
、
以
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前
、
都
が
あ
っ
て
栄
え
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
都
が
移
っ
て
し
ま
っ
て
、
今
は
さ
び
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
「
ふ
る
さ
と
」
の
も
と
も
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
転
じ
て
、
以
前
、
自
分

と
特
別
の
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地
、
そ
し
て
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
と
い
う
意
味
に
だ
ん
だ
ん
広

が
っ
て
い
く
。
「
い
に
し
へ
の
人
」
も
、
「
い
に
し
へ
」
と
か
、
「
ふ
る
き
」
と
か
、
そ
う

い
う
用
語
例
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
「
由
あ
る
」
も
「
い
に
し
へ
の
人
」
と
同
じ
こ
と
で
、

由
緒
あ
る
家
の
人
で
あ
っ
て
、
の
意
。 

 

○
「と
り
た
て
ゝ
は
か
ば
か
し
き
う
し
ろ
み
し
な
け
れ
ば
、
こ
と
あ
る
時
は
、
な
ほ
よ
り
ど
こ
ろ
な

く
心
細
げ
な
り
」。 

 

母
親
の
こ
と
を
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
の
も
―
―
こ
れ
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も

あ
ち
こ
ち
で
出
て
く
る
が
―
―
、
も
ち
ろ
ん
男
親
に
は
男
親
の
財
産
が
あ
り
、
邸
宅
が
あ
り

す
る
の
だ
が
、
女
の
方
に
も
伝
わ
っ
て
い
く
財
産
が
あ
り
、
女
の
方
の
持
っ
て
い
る
経
済
力

が
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
多
い
場
合
が
あ
る
。
殊
に
こ
ん
な
ふ
う
に
父
親
の
方
が
早
く
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
、
女
親
が
支
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
き
に
、
そ
う
む
ざ

む
ざ
と
何
も
な
い
と
い
う
ふ
う
な
状
態
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
あ
る
後
ろ
だ
て
は
で
き
る
け

れ
ど
も
、
何
と
言
っ
て
も
父
親
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
公
的
な
面
で
一
番
力
に
な
る
人
が
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
場
合
に
非
常
に
大
き
な
不
利
に
な
る
。
こ
れ
は
古
代
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
場
面
が
出
て
く
る
。 

  
 

さ
き
の
世
に
も
御
ち
ぎ
り
や
深
か
り
け
む
、
世
に
な
く
清
ら
な
る
玉
の
を
の
こ
御
子

さ
へ
生
ま
れ
給
ひ
ぬ
。
い
つ
し
か
と
心
も
と
な
が
ら
せ
給
ひ
て
、
急
ぎ
参
ら
せ
て
御
覧

ず
る
に
、
め
づ
ら
か
な
る
ち
ご
の
御
か
た
ち
な
り
。 

 

【
口
訳
】 

 

と
こ
ろ
が
、
前
世
で
も
、
帝
と
桐
壺
の
更
衣
の
間
に
は
深
い
ご
縁
が
お
あ
り
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
ま
た
と
な
い
よ
う
な
、
清
々
し
い
美
し
さ
の
玉
の
よ
う
に
輝
く
男
御
子
さ
へ
お
生
ま

れ
あ
そ
ば
し
た
。
帝
は
、
早
く
見
た
い
、
早
く
見
た
い
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
と
お
気
遣
い
な

さ
れ
て
、
急
い
で
参
上
を
お
さ
せ
に
な
っ
て
御
覧
に
な
る
と
、
ま
こ
と
に
た
ぐ
い
ま
れ
な
、

す
ば
ら
し
い
御
子
の
姿
か
た
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
ち
ぎ
り
」
―
―
前
世
に
お
け
る
宿
縁
、
因
縁
。
こ
の
世
の
あ
り
方
は
、
前
世
の
約
束
事

が
す
で
に
で
き
て
い
て
、
そ
の
結
果
、
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
く
る
の
だ
と
い
う
輪
廻
の
思

想
。 

●
「
世
に
な
く
」
―
―
非
常
に
強
め
た
言
い
方
。
「
ま
た
と
な
い
よ
う
な
」
の
意
。 

●
「
清
ら
な
る
」
―
―
清
々
し
い
美
し
さ
、
美
し
さ
の
中
で
も
最
高
の
清
々
し
い
美
し
さ
。 

●
「
め
づ
ら
か
な
る
ち
ご
の
御
か
た
ち
な
り
」
―
―
ま
こ
と
に
た
ぐ
い
ま
れ
な
、
す
ば
ら
し

い
御
子
の
姿
か
た
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
こ
れ
も
物
語
の
主
人
公
の
最
初
の
印
象
を
伝
え
て

い
る
言
葉
で
、
同
時
に
、
そ
れ
は
昔
話
の
主
人
公
を
語
る
パ
タ
ー
ン
に
入
っ
て
い
く
。 
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【
評
釈
】 

○
「玉
の
を
の
こ
御
子
」 

 

こ
の
方
は
、
後
に
光
源
氏
と
な
る
。
普
通
、
「
玉
の
よ
う
な
お
子
さ
ん
」
と
い
う
ふ
う
に
比

喩
に
使
う
が
、
お
そ
ら
く
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
光
輝
く
御
子
で
、
「
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
な
感

じ
の
」
イ
メ
ー
ジ
を
含
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
物
語
の
主
人
公
が
誕
生
し
て
い

く
。 

 

○
「い
つ
し
か
と
心
も
と
な
が
ら
せ
給
ひ
て
」 

 

こ
れ
は
帝
の
心
中
で
あ
る
。
お
産
の
汚
れ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
、
昔
か
ら
宮
中
で
は
お

産
は
し
な
い
。
皇
后
と
か
中
宮
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
方
も
、
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
と
藤
原
氏
な

ど
の
出
の
人
が
多
い
の
だ
が
、
藤
原
氏
の
屋
敷
へ
下
が
っ
て
お
産
を
な
さ
る
。
現
代
は
病
院

で
生
む
の
が
一
番
多
い
が
、
昔
は
、
村
々
で
も
、
人
里
を
離
れ
た
村
境
な
ど
に
産
屋

う

ぶ

や

と
い
う

の
を
建
て
て
、
そ
の
産
屋
に
入
っ
て
産
ん
だ
。
か
な
り
後
世
ま
で
、
村
の
共
同
の
産
屋
と
い

う
の
が
あ
っ
て
、
産
気
づ
く
少
し
前
に
そ
こ
へ
入
っ
て
、
村
の
女
性
た
ち
が
共
同
で
手
助
け

を
し
て
産
む
。
そ
し
て
産
の
さ
わ
り
が
な
く
な
っ
て
か
ら
、
自
分
の
家
へ
帰
る
と
い
う
形
を

と
っ
て
い
た
。
こ
こ
は
、
村
の
産
屋
と
は
も
ち
ろ
ん
違
う
が
、
桐
壺
の
更
衣
も
里
下
が
り
し

て
御
子
を
お
産
み
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

だ
か
ら
、
帝
は
ま
だ
御
子
の
顔
を
見
て
い
ら
れ
な
い
わ
け
で
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
と
待
ち

遠
し
い
気
持
ち
で
、
待
ち
望
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。 

 

一
の
み
こ
は
右
大
臣
の
女
御
の
御
は
ら
に
て
、
寄
せ
重
く
、
疑
ひ
な
き
儲
け
の
君
と
、

世
に
も
て
か
し
づ
き
聞
ゆ
れ
ど
、
こ
の
御
に
ほ
ひ
に
は
並
び
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け

れ
ば
、
お
ほ
か
た
の
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
に
て
、
こ
の
君
を
ば
、
わ
た
く
し
も
の
に

お
も
ほ
し
か
し
づ
き
給
ふ
事
か
ぎ
り
な
し
。 

 

【
口
訳
】 

 

こ
の
帝
の
第
一
の
お
子
様
は
、
右
大
臣
家
か
ら
入
っ
た
女
御
の
お
産
み
に
な
っ
た
方
で
、

世
間
の
信
頼
も
重
く
、
疑
い
も
な
く
、
次
の
位
を
お
継
ぎ
に
な
る
皇
太
子
様
と
し
て
、
世
間

で
も
大
事
に
か
け
て
い
る
方
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
新
し
く
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
御
子
様
の
何

と
も
言
い
よ
う
の
な
い
美
し
さ
に
は
引
き
比
べ
ら
れ
そ
う
に
も
思
え
な
か
っ
た
か
ら
し
て
、

帝
は
こ
の
一
の
御
子
に
対
し
て
は
一
通
り
の
お
気
持
ち
で
あ
っ
て
、
こ
の
新
し
く
お
生
ま
れ

に
な
っ
た
御
子
様
に
対
し
て
、
自
分
だ
け
の
秘
蔵
っ
子
の
よ
う
に
し
て
、
特
別
に
大
事
に
あ

そ
ば
す
こ
と
限
り
も
な
か
っ
た
。 

 

【
解
釈
】 

●
「
一
の
み
こ
」
―
―
帝
の
最
初
の
お
子
様
は
、
右
大
臣
家
か
ら
入
っ
た
女
御
、
右
大
臣
の

娘
で
あ
る
人
が
お
産
み
に
な
っ
た
方
で
あ
る
。 

●
「
寄
せ
重
く
」
―
―
世
間
の
信
頼
、
人
々
の
信
頼
も
重
く
。 

●
「
疑
ひ
な
き
儲
け
の
君
と
」
―
―
疑
い
も
な
い
、
当
然
の
儲
け
の
君
、
次
の
位
を
お
継
ぎ
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に
な
る
皇
太
子
様
と
し
て
。 

●
「
お
ほ
か
た
の
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
に
て
」
―
―
一
の
御
子
に
対
し
て
は
、
一
の
御
子

と
し
て
当
然
お
持
ち
に
な
る
程
度
の
お
気
持
ち
で
あ
っ
て
。 

●
「
こ
の
君
を
ば
、
わ
た
く
し
も
の
に
お
も
ほ
し
か
し
づ
き
給
ふ
事
か
ぎ
り
な
し
」
―
―
こ

の
新
し
く
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
御
子
様
に
対
し
て
、
自
分
だ
け
の
秘
蔵
っ
子
の
よ
う
に
し
て
、

ご
寵
愛
の
深
さ
は
限
り
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
ま
た
右
大
臣
の
女
御
の
心
を
非
常
に
い
ら
い

ら
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

  
 

は
じ
め
よ
り
お
し
な
べ
て
の
う
へ
宮
づ
か
へ
し
給
ふ
べ
き
き
は
に
は
あ
ら
ざ
り
き
。

お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
じ
や
う
ず
め
か
し
け
れ
ど
、
わ
り
な
く
ま
つ
は
さ
せ
給

ふ
あ
ま
り
に
、
さ
る
べ
き
御
あ
そ
び
の
を
り
を
り
、
な
に
ご
と
に
も
、
ゆ
ゑ
あ
る
こ
と

の
ふ
し
ぶ
し
に
は
、
先
づ
ま
う
の
ぼ
ら
せ
給
ひ
、
あ
る
時
に
は
お
ほ
と
の
ご
も
り
過
ぐ

し
て
や
が
て
侍
は
せ
給
ひ
な
ど
、
あ
な
が
ち
に
お
ま
へ
去
ら
ず
も
て
な
さ
せ
給
ひ
し
ほ

ど
に
、
お
の
づ
か
ら
か
ろ
き
か
た
に
も
見
え
し
を
、
こ
の
み
こ
生
ま
れ
給
ひ
て
の
ち
は
、

い
と
心
こ
と
に
思
ほ
し
お
き
て
た
れ
ば
、
坊
に
も
よ
う
せ
ず
は
、
こ
の
御
子
の
ゐ
給
ふ

べ
き
な
め
り
と
、
一
の
御
子
の
女
御
は
お
ぼ
し
う
た
が
へ
り
。 

 

【
口
訳
】 

 

こ
の
御
子
の
母
に
当
た
る
桐
壺
の
更
衣
は
、
も
と
も
と
、
並
み
の
女
官
の
よ
う
に
お
側
近

く
の
御
用
な
ど
は
な
さ
る
べ
き
は
ず
の
身
分
で
は
な
か
っ
た
。
世
間
の
尊
敬
も
格
別
で
、
身

分
高
い
人
ら
し
い
風
格
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
帝
が
む
や
み
に
身
近
に
お
引
き
つ
け
あ
そ
ば
す

た
め
に
、
し
か
る
べ
き
宮
中
の
御
あ
そ
び
の
折
々
、
ま
た
な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
、
こ
れ
と

い
う
趣
の
あ
る
催
し
の
た
び
ご
と
に
、
ま
ず
こ
の
更
衣
を
お
呼
び
寄
せ
な
さ
れ
て
、
あ
る
時

は
、
引
き
つ
け
て
、
う
っ
か
り
寝
過
ご
し
て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
、
世
が
明
け
て
ま
た
そ
の

ま
ま
、
次
の
日
も
お
側
に
と
ど
め
て
お
置
き
に
な
る
な
ど
、
無
理
に
お
側
を
去
ら
ず
、
お
扱

い
な
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
自
然
に
身
分
の
軽
い
よ
う
に
見
え
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
御
子

様
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
後
は
、
大
層
格
別
に
心
を
定
め
て
お
扱
い
な
さ
る
か
ら
し
て
、
ひ

ょ
っ
と
し
て
自
分
の
産
ん
だ
御
子
が
、
次
の
天
子
と
し
て
東
宮
に
お
立
ち
に
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
こ
の
新
し
い
御
子
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
と
、
一
の
御

子
の
母
親
で
あ
る
右
大
臣
家
の
女
御
は
、
胸
の
中
で
お
思
い
案
じ
な
さ
れ
て
い
た
。 

 

【
語
釈
】 

●
「
お
し
な
べ
て
の
う
へ
宮
づ
か
へ
」
―
―
桐
壺
の
更
衣
は
、
今
、
帝
が
格
別
の
寵
愛
を
な

さ
る
も
の
だ
か
ら
、
い
つ
も
自
分
の
身
の
側
に
引
き
つ
け
て
お
か
れ
て
、
身
辺
の
こ
と
ま
で

な
さ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
は
、
そ
れ
は
も
う
少
し
身
分
の
低
い
者
の
す

る
こ
と
で
あ
る
。
帝
の
寵
愛
が
格
別
な
た
め
に
か
え
っ
て
、
周
り
の
人
々
は
桐
壺
の
更
衣
を

何
と
な
く
軽
ん
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

●
「
御
あ
そ
び
の
を
り
を
り
」
―
―
「
あ
そ
び
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
は
宮
中
で
音
楽

を
奏
し
歌
を
歌
わ
れ
る
こ
と
。 



源氏物語全講会 

 12

●
「
あ
る
時
に
は
お
ほ
と
の
ご
も
り
過
ぐ
し
て
や
が
て
侍
は
せ
給
ひ
な
ど
」
―
―
天
子
が
正

式
の
お
休
み
の
場
所
に
休
ま
れ
る
こ
と
が
「
お
ほ
と
の
ご
も
る
」
。
あ
る
時
は
、
更
衣
を
引

き
つ
け
て
、
ふ
っ
と
う
っ
か
り
寝
過
ご
し
て
お
し
ま
い
に
な
っ
て
、
世
が
明
け
て
し
ま
っ
て
、

そ
の
ま
ま
、
ま
た
次
の
日
も
お
側
に
引
き
つ
け
て
お
置
き
に
な
る
。 

●
「
坊
に
も
よ
う
せ
ず
は
」
―
―
「
坊
」
と
い
う
の
は
東
宮
坊
の
こ
と
。
次
の
天
子
と
し
て

東
宮
に
お
立
ち
に
な
る
こ
と
。
こ
こ
か
ら
先
は
右
大
臣
の
女
御
の
思
い
の
中
の
こ
と
。
自
分

の
生
ん
だ
御
子
様
が
東
宮
に
お
立
ち
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
。
つ
ま
り
、
次
の
皇
位

ま
で
、
ご
寵
愛
深
い
桐
壺
の
更
衣
の
生
ん
だ
御
子
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心

配
し
た
。 

 

【
評
釈
】 

○
「
桐
壺
の
巻
」
の
発
端
は
、
ま
ず
光
源
氏
の
誕
生
、
出
生
を
語
り
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
母

の
薄
命
な
様
子
を
語
っ
て
い
く
の
だ
が
、
同
時
に
、
ラ
イ
バ
ル
に
な
っ
て
く
る
家
筋
も
登
場

さ
せ
て
く
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
の
非
常
に
大
き
な
構
想
が
展
開
し

始
め
る
。 

 

○
こ
の
物
語
は
、
人
々
の
心
に
、
日
本
の
神
話
・
物
語
が
持
っ
て
い
る
大
き
な
主
題
（
テ
ー

マ
）
を
連
想
さ
せ
、
共
通
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
、
そ
う
い
う
伏
線
も
持
っ
て
い
る
。
『
源

氏
物
語
』
に
語
ら
れ
て
い
る
内
容
だ
け
で
も
、
途
方
も
な
い
大
き
な
、
た
く
さ
ん
の
人
間
が

複
雑
に
織
り
な
す
愛
と
葛
藤
の
世
界
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
日
本
の
神
話
か
ら
物
語
へ
の
伝
統

の
中
の
心
の
あ
り
よ
う
を
踏
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
物
語
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
和
歌
は
小
さ
い
三
十
一
文
字
の
表
現
だ
が
、
古
典
和
歌
は
、
一
首
の
中
に
長
い
日

本
の
和
歌
の
伝
統
の
深
さ
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
今
の
我
々
は
、
古
典
の
短
歌
を
読
む
と
き

で
も
、
な
か
な
か
そ
う
い
う
読
み
方
は
で
き
な
い
。
縁
語
、
掛
詞
、
本
歌
取
り
と
い
う
ふ
う

古
典
短
歌
の
技
法
は
、
決
し
て
単
純
な
表
現
技
巧
、
言
葉
の
技
巧
な
の
で
は
な
い
。
中
古
の

歌
、
中
世
の
歌
が
持
っ
て
い
る
枕
詞
、
あ
る
い
は
縁
語
、
掛
詞
と
い
っ
た
言
語
表
現
上
の
手

法
は
、
実
は
も
っ
と
も
っ
と
深
い
日
本
人
の
心
の
伝
統
の
背
景
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
つ
の
言
葉
が
起
こ
さ
せ
る
連
想
、
さ
ら
に
、
そ
の
言
葉
と
次
の
言
葉
と
が
つ

な
が
っ
て
起
こ
さ
せ
て
い
く
広
い
連
環
の
場
、
あ
る
い
は
心
の
中
に
隠
れ
て
い
る
記
憶
の
よ

み
が
え
り
と
い
う
ふ
う
な
も
の
の
働
き
が
共
有
さ
れ
る
。
和
歌
一
つ
一
つ
が
、
言
っ
て
み
れ

ば
言
葉
の
、
そ
し
て
心
の
広
が
り
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、

枕
詞
、
縁
語
、
掛
詞
、
あ
る
い
は
本
歌
取
り
と
い
う
ふ
う
な
表
現
の
手
法
が
生
ま
れ
、
共
通

の
技
法
と
し
て
深
ま
り
と
広
が
り
を
持
っ
て
い
く
。 

 

物
語
も
同
じ
で
、
今
の
我
々
は
、
「
こ
の
小
説
の
特
色
」
「
こ
の
小
説
の
独
自
性
」
と
い

う
見
方
で
現
代
の
一
つ
一
つ
の
小
説
を
見
て
い
く
が
、
そ
う
い
う
見
方
と
『
源
氏
物
語
』
の

読
み
方
は
、
か
な
り
違
っ
た
心
の
持
ち
よ
う
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 

 


