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名
古
屋
大
学
大
学
院
国
際
言
語
文
化
研
究
科   

一 

は
じ
め
に 

古
代
日
本
文
学
を
ア
ジ
ア
な
い
し
世
界
文
学
の
中
に
お
い
て
眺
め
た
時
、
恋
の
文
学
が

発
達
し
た
こ
と
は
鮮
明
に
見
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
恋
の
文
学
の
発
達
の
要
因
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
が
１

、
本
論
文
で
は
、
婚
姻
形
態
と

恋
愛
表
現
の
相
関
関
係
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
比
較
の
視
点
か
ら
古
代
日
本
と
古
代
中

国
の
文
学
に
お
け
る
恋
愛
表
現
の
相
違
お
よ
び
両
者
間
の
接
触
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。 周

知
の
通
り
、
古
代
日
本
で
は
「
妻
問
婚
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
男
女
が
別
々

に
生
活
し
、
男
性
が
女
性
を
訪
れ
る
と
い
う
婚
姻
形
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
別
居
婚
は

平
安
前
期
、
中
期
を
通
し
て
徐
々
に
変
わ
り
、
同
居
婚
が
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
が
、
夫

の
生
家
で
の
同
居
、
つ
ま
り
夫
方
居
住
は
皆
無
で
あ
っ
た
２

。
一
方
古
代
中
国
で
は
、
典

型
的
な
夫
方
居
住
婚
（
娶
嫁
婚
）
が
行
わ
れ
、
女
性
が
結
婚
に
よ
っ
て
夫
の
生
家
に
入
る

婚
姻
形
態
で
あ
っ
た
。
古
代
中
国
と
古
代
日
本
の
婚
姻
形
態
に
は
著
し
い
対
照
性
が
あ
り
、

婚
姻
の
締
結
か
ら
結
婚
後
の
居
住
ま
で
多
く
の
相
違
点
が
見
ら
れ
る
が
３

、
こ
こ
で
特
に

指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
婚
姻
締
結
の
方
法
と
結
婚
後
の
居
住
に
お
け
る
相
違
で
あ
る
。

ま
ず
、
婚
姻
締
結
の
方
法
で
あ
る
が
、
古
代
日
本
の
求
婚
は
歌
を
贈
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

平
安
時
代
に
な
る
と
、
女
性
の
親
、
特
に
父
親
の
権
限
が
増
し
て
く
る
が
、
少
な
く
と
も

形
の
上
で
は
、
男
性
が
女
性
に
歌
を
以
っ
て
求
婚
し
、
そ
れ
に
対
し
て
女
性
自
身
が
直
接

意
思
表
示
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
中
国
で
は
、
結
婚
は
両
家
の
家
父
長
の
間

で
決
定
さ
れ
、
男
女
本
人
同
士
の
承
認
は
要
し
な
い
。
従
っ
て
、
女
性
に
対
す
る
直
接
な

求
婚
の
空
間
と
時
間
は
用
意
さ
れ
て
な
い
。
結
婚
後
の
居
住
形
態
を
見
て
も
、
古
代
日
本

で
は
、
夫
婦
別
居
の
通
い
婚
は
無
論
の
こ
と
、
平
安
期
の
夫
婦
同
居
の
場
合
を
見
て
も
、

結
婚
当
初
か
ら
の
あ
る
時
期
は
大
抵
別
居
形
態
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、「
歌
」
は
空
間
的

に
離
れ
た
夫
婦
或
い
は
恋
人
間
の
交
流
の
重
要
手
段
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、
古
代
中
国

の
夫
方
居
住
婚
下
の
夫
婦
は
こ
の
よ
う
な
空
間
の
隔
た
り
に
よ
る
交
信
は
必
要
と
し
な

い
。
要
す
る
に
、
求
婚
、
結
婚
な
い
し
結
婚
後
の
長
期
間
に
亘
り
、
歌
に
よ
る
男
女
間
の

愛
情
交
流
の
あ
っ
た
古
代
日
本
と
、
媒
酌
人
の
仲
介
や
家
父
長
の
決
定
の
も
と
で
、
一
連

の
儀
式
を
経
て
男
女
が
結
婚
し
、
結
婚
後
に
同
じ
屋
根
の
下
で
暮
し
て
い
た
古
代
中
国
と

で
は
、
恋
愛
表
現
の
「
空
間
」
と
「
時
間
」
も
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

二 

自
殺
す
る
女
性
達
―
処
女
塚

お
と
め
づ
か

伝
説
歌
を
中
心
に
― 

処
女
塚
伝
説
は
古
く
か
ら
日
本
人
に
愛
さ
れ
て
き
た
伝
説
の
一
つ
で
あ
る
。『
万
葉
集
』

に
は
い
く
つ
か
の
類
話
が
見
ら
れ
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
前
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は

『
万
葉
集
』
巻
九
に
あ
る
高
橋
虫
麻
呂
の
三
つ
の
作
品
か
ら
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

①
（
珠
名
娘
子

た

ま

な

お
と

め

）
し
な
が
鳥 

安
房
に
継
ぎ
た
る 

梓
弓 

末
の
珠
名
は 

胸
別
の 

ゆ
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た
け
き
吾
妹 

腰
細
の 

す
が
る
娘
子
の 

そ
の
姿
の 

端
正
し
き
に 

Ａ
花
の

如 

咲
み
て
立
て
れ
ば 

玉
桙
の 

道
行
く
人
は 

己
が
行
く 

道
は
行
か
ず
て 

召
ば
な
く
に 

門
に
至
り
ぬ 

さ
し
並
ぶ 

隣
の
君
は 

あ
ら
か
じ
め 

己
妻
離

れ
て 
乞
は
な
く
に 

鎰
さ
へ
奉
る 

人
皆
の 

斯
く
迷
へ
れ
ば 

容
艶
き
に 

よ
り
て
そ
妹
は 

た
は
れ
て
あ
り
け
る
（
一
七
三
八
番
歌
） 

 
 
 
 
 
 

反
歌 

 

金
門
に
し
人
の
来
立
て
ば
夜
中
に
も
Ｂ
身
は
た
な
知
ら
ず 

出
で
て
そ
逢
ひ
け
る 

 

②
（
真
間
娘
子

ま

ま

の

お
と

め

）
雞
が
鳴
く 
吾
妻
の
国
に 

古
に 

あ
り
け
る
事
と 

今
ま
で
に 

絶

え
ず
言
ひ
け
る 

勝
鹿
の 
真
間
の
手
児
奈
が 

麻
衣
に 

青
衿
着
け 

直
さ
麻

を 

裳
に
は
織
り
着
て 

髪
だ
に
も 

掻
き
は
梳
ら
ず 

履
を
だ
に 

は
か
ず
行

け
ど
も 

錦
綾
の 

中
に
包
め
る 
斎
児
も 

妹
に
如
か
め
や 

望
月
の 

満
れ

る
面
わ
に 

Ａ
花
の
如 

笑
み
て
立
て
れ
ば 

夏
虫
の 

火
に
入
る
が
如 

湊
入

り
に 

船
漕
ぐ
如
く 

行
き
か
ぐ
れ 

人
の
言
ふ
時 

い
く
ば
く
も 

生
け
ら
ぬ

も
の
を 

何
す
と
か 

Ｂ
身
を
た
な
知
り
て 

波
の
音
の 

騒
く
湊
の 

奥
つ
城

に 

妹
が
臥
せ
る 

遠
き
代
に 

あ
り
け
る
事
を 

昨
日
し
も 

見
け
む
が
如
も 

思
ほ
ゆ
る
か
も
（
一
八
〇
七
番
歌
） 

③
（
菟
原
処
女

う

な

ゐ

お
と

め

）
葦
屋
の 

菟
原
処
女
の 

八
年
児
の 

片
生
の
時
ゆ 
小
放
り
に 

髪

た
く
ま
で
に 

並
び
居
る 

家
に
も
見
え
ず 

虚
木
綿
の 

隠
り
て
居
れ
ば 

見

て
し
か
と 

悒
憤
む
時
の 

垣
ほ
な
す 

人
の
誂
ふ
時 

千
沼
壮
士

ち

ぬ

を

と

こ 

菟
原
壮
士

う

な

ゐ

を

と

こ

の 

廬
屋
焼
き 

す
す
し
競
ひ 

相
よ
ば
ひ 

し
け
る
時
に
は 

焼
き
大
刀
の 

手
か
み
押
し
ね
り 

白
真
弓 

靫
取
り
負
ひ
て 

水
に
入
り 

火
に
も
入
ら
む
と 

立
ち
向
か
ひ 

競
ひ
し
時
に 

我
妹
子
が 

母
に
語
ら
く 

倭
文
た
ま
き 

賎い
や

し

き
わ
が
ゆ
ゑ 

大
夫

ま
す
ら
を

の 

争
あ
ら
そ

ふ
み
れ
ば 

生い

け
り
と
も 

逢あ

ふ
べ
く
あ
れ
や 

し

し
く
し
ろ 

Ａ
黄
泉

よ

み

に
待
た
む
と 

隠
り
沼
の 

下
延
へ
置
き
て 

う
ち
嘆
き 

妹
が
去
ぬ
れ
ば 

千
沼
壮
士 

そ
の
夜
夢
に
見 

取
り
続
き 

追
ひ
行
き
け
れ
ば 

後
れ
た
る 

菟
原
壮
士
い 

天
仰
ぎ 

叫
び
お
ら
び 

地
を
踏
み 

き
か
み
た
け

び
て 

も
こ
ろ
男
に 

負
け
て
は
あ
ら
じ
と 

掛
け
佩
き
の 

小
大
刀
取
り
佩
き

と
こ
ろ
づ
ら 

尋
め
行
き
け
れ
ば 

Ｂ
親
族

う

が

ら

ど
ち 

い
行
き
集
り 

永
き
代
に 

標
に
せ
む
と 

遠
き
代
に 

語
り
継
が
む
と 

処
女
墓 

中
に
造
り
置
き 

壮
士

墓 

こ
の
も
か
の
も
に 

造
り
置
け
る 

故
縁
聞
き
て 

知
ら
ね
ど
も 

新
喪
の

ご
と
も 

音
泣
き
つ
る
か
も
（
一
八
〇
九
番
歌
） 

 

虫
麻
呂
の
こ
の
三
つ
の
処
女
塚
伝
説
歌
は
明
ら
か
に
一
つ
の
流
れ
を
な
し
て
お
り
、
①

の
珠
名
娘
子
の
話
は
厳
密
に
言
え
ば
処
女
塚
の
話
で
は
な
い
が
、
豊
か
な
異
性
関
係
を
持

つ
自
由
奔
放
な
女
性
、
②
の
真
間
娘
子
は
そ
れ
よ
り
内
省
的
に
な
り
、
わ
が
身
を
知
る
女

性
、
さ
ら
に
③
の
菟
原
娘
子
に
な
る
と
自
ら
の
行
動
で
意
思
表
示
を
す
る
女
性
と
し
て
詠

ま
れ
て
い
る
。
珠
名
娘
子
と
真
間
娘
子
は
同
じ
「
花
の
如
」（
傍
線
Ａ
）
の
美
貌
で
あ
り

な
が
ら
、
対
照
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
関
口
裕
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
４

。
確
か
に
珠
名
娘
子
を
「
身
は
た
な
知
ら
ず
」（
①
傍
線
Ｂ
）、
真
間
娘
子
を
「
身

を
た
な
知
り
て
」（
②
傍
線
Ｂ
）
と
評
価
す
る
と
こ
ろ
に
虫
麻
呂
の
女
性
観
が
投
影
さ
れ

て
い
る
。
③
の
菟
原
娘
子
に
な
る
と
、
求
婚
者
は
千
沼
壮
士
と
菟
原
壮
士
の
二
人
に
特
定

さ
れ
、
女
性
の
自
殺
、
二
人
の
求
婚
者
の
跡
追
い
自
殺
、
さ
ら
に
三
人
の
合
葬
と
、
よ
り

ま
と
ま
っ
た
、
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
展
開
と
な
る
。
小
島
憲
之
氏
は
③
の
一
八
〇
九
番

歌
の
終
わ
り
の
部
分
（
③
傍
線
Ｂ
）
に
あ
っ
た
三
人
の
男
女
の
合
葬
に
関
す
る
描
写
は
、

中
国
六
朝
時
代
に
成
立
し
た
『
玉
台
新
詠
』
の
「
焦

仲

卿

妻

し
ょ
う
ち
ゅ
う
け
い
の
つ
ま

の
為た

め

の
作さ

く

」（
以
下
「
焦

仲
卿
妻
」
と
略
称
す
る
）
に
似
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
５

。「
焦
仲
卿
妻
」
は
実
際
あ
っ

た
夫
婦
心
中
事
件
が
後
に
文
人
達
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
両
作
品
の
相
違

を
把
握
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
「
焦
仲
卿
妻
」
の
重
要
部
分
の
み
挙
げ
て
お
く
６

。 

 

①
（
序
文
）
漢
末
建
安
中
に
、
廬
江
府
の
小
吏
、
焦
仲
卿
が
妻
の
劉
氏
、
仲
卿
が
母
の
遣

 144



 
胡 潔 

る
所
と
為
り
、
自
ら
誓
っ
て
嫁
せ
ず
。
其
の
家
之
に
逼
る
や
、
乃
ち
水
に
没
し
て
死

す
。
仲
卿
之
を
聞
き
、
亦
自
ら
庭
樹
に
縊
る
。
時
人
之
を
傷
み
、
詩
を
為
る
と
爾
云

ふ
。 

②
（
夫
家
で
の
苦
労
）
鶏
鳴
機
に
入
り
て
織
り
、
夜
夜
息
ふ
こ
と
を
得
ず
。
三
日
に
五
匹

を
断
て
ど
も
、
大
人
は
故
に
遅
き
を
嫌
ふ
。
織
る
こ
と
遅
き
を
作
す
が
為
に
非
ず
、

君
が
家
の
婦
と
は
為
り
難
し
。 

③
（
離
別
と
再
会
の
誓
い
）
府
吏
の
馬
は
前
に
在
り
、
新
婦
の
車
は
後
に
在
り
。
‥
‥
且

つ
暫
く
家
に
還
り
去
れ
。
吾
今
且
に
府
に
赴
か
ん
と
す
。
久
し
か
ら
ず
し
て
当
に
帰

還
す
べ
し
。
天
に
誓
っ
て
相
負
か
ず
と
。
新
婦
府
吏
に
謂
ふ
。
君
が
区
々
の
懐
に
感

ず
。
君
既
に
若
し
録
せ
ら
れ
な
ば
。
久
し
か
ら
ず
し
て
君
の
来
る
を
望
ま
ん
。 

④
（
夫
婦
心
中
の
約
束
）
Ａ
黄
泉
の
下
相
見
え
ん
。
今
日
の
言
に
違
ふ
こ
と
勿
れ
と
。
手

を
執
っ
て
道
を
分
っ
て
去
り
、
各
各
家
門
に
還
る
。 

⑤
（
二
人
の
自
殺
）
晻
晻
た
る
黄
昏
の
後
、
寂
寂
と
し
て
人
定
ま
る
の
初
め
、
我
が
命
は

今
日
に
絶
え
、
魂
去
り
て
尸
の
み
長
く
留
ま
ら
ん
。
裙
を
攬
り
て
絲
履
を
脱
し
、
身

を
挙
げ
て
清
池
に
赴
く
。
府
吏
此
の
事
を
聞
き
、
心
に
長
別
離
を
知
り
、
徘
徊
し
て

樹
下
を
顧
み
、
自
ら
東
南
の
枝
に
掛
る
。 

 

⑥
（
二
人
の
死
後
）
Ｂ
両
家
合
葬
を
求
め
、
華
山
の
傍
に
合
葬
す
。
東
西
に
松
柏
を
植
ゑ
、 

左
右
に
梧
桐
を
種
う
。
枝
枝
相
履
蓋
し
、
葉
葉
相
交
通
す
。
中
に
雙
飛
鳥
有
り
、
自

ら
名
い
ふ
て
鴛
鴦
と
為
す
。
頭
を
仰
い
で
相
向
っ
て
鳴
き
、
夜
夜
達
五
更
に
達
す
。  

 

両
作
品
を
比
較
す
る
と
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
後
半
部
分
に
は
幾
つ
か
の
相
似
点
が

あ
る
。
先
述
し
た
男
女
合
葬
の
部
分
（
傍
線
Ｂ
）
以
外
に
、
焦
仲
卿
妻
劉
氏
の
言
葉
「
黄

泉
の
下
相
見
え
ん
」（
傍
線
Ａ
）
も
菟
原
娘
子
の
「
黄
泉
に
待
た
む
」
の
言
葉
と
酷
似
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
虫
麻
呂
が
菟
原
娘
子
の
歌
を
詠
ん
だ
際
に
「
焦
仲
卿
妻
」
を
意
識
し

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
筆
者
の
関
心
は
、
内
容
の
相
似
や
相
違
の
問
題
に

な
く
、
婚
姻
形
態
と
い
う
土
壌
と
恋
愛
表
現
の
体
系
の
関
係
に
あ
る
。
あ
る
社
会
の
恋
愛

表
現
の
形
成
を
考
え
る
時
に
お
よ
そ
二
つ
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。
一
つ
は
、
生
活
形

態
・
婚
姻
形
態
と
い
う
根
源
的
要
因
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
恋
愛
表
現
伝
統

の
問
題
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
外
来
文
学
に
よ
る
影
響
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
に
よ
っ
て
取

捨
選
択
さ
れ
、
再
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
焦
仲
卿
妻
」
と
虫
麻
呂
の
菟
原
娘
子
伝
説

歌
の
間
に
は
明
ら
か
な
影
響
関
係
が
あ
り
、
男
女
と
も
に
死
ん
で
い
く
と
い
う
共
通
点
を

持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
根
ざ
す
土
壌
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
こ

で
展
開
さ
れ
て
い
る
人
間
模
様
も
異
な
る
。「
焦
仲
卿
妻
」
は
典
型
的
な
夫
方
居
住
婚
（
娶

嫁
婚
）
を
背
景
に
し
た
も
の
で
、
劉
氏
の
悲
劇
は
、
夫
家
に
お
け
る
人
間
関
係
の
も
つ
れ

か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
菟
原
娘
子
の
話
は
、
妻
問
婚
社
会
の
求
婚

形
態
を
背
景
に
し
て
お
り
、
求
婚
の
「
場
」
の
「
妻
争
い
」
に
よ
っ
て
女
性
が
自
殺
に
追

い
込
ま
れ
た
悲
話
で
あ
る
。
両
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
の
伝
統
の
中
で
形
成
さ
れ
、
継

承
さ
れ
て
い
る
。
菟
原
娘
子
の
話
は
、
古
来
伝
承
さ
れ
て
き
た
多
く
の
「
妻
争
い
」
の
類

話
を
継
承
し
な
が
ら
、
平
安
期
物
語
の
求
婚
譚
の
先
蹤
を
な
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
よ
う
７

。
一
方
「
焦
仲
卿
妻
」
も
『
詩
経
』
に
始
ま
る
「
棄
婦
怨
」
つ
ま
り
離
縁
さ
れ

た
女
性
の
歌
の
流
れ
を
継
承
し
な
が
ら
、
再
婚
の
誘
惑
へ
の
拒
絶
や
、
夫
婦
の
愛
と
死
と

い
っ
た
中
国
文
学
の
多
く
の
典
型
的
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
た
作
品
で
、
夫
婦
悲
恋
の
濫
觴

を
作
っ
た
作
品
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
８

。 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
、
異
な
る
土
壌
に
根
ざ
し
た
両
作
品
の
間
の
影
響
関
係
か
ら
何
が

読
み
取
れ
る
の
か
。
ま
ず
、
菟
原
娘
子
の
話
の
妻
争
い
の
「
場
」
に
お
け
る
男
女
の
関
係

を
考
え
て
み
る
。
妻
争
い
に
関
す
る
記
述
は
、『
古
事
記
』
清
寧
紀
や
『
日
本
書
紀
』
武

烈
紀
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
単
に
女
性
の
気
持
だ
け
で
は
な
く
、
求

婚
の
勝
敗
で
決
め
ら
れ
る
、
と
い
う
古
代
的
求
婚
の
ル
ー
ル
が
窺
え
る
。『
日
本
書
紀
』

武
烈
紀
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 
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是
に
太
子
、
物
部
麁
鹿
火
大
連
が
女
影
媛
を
聘
へ
む
と
思
欲
し
て
、
媒
人
を
遣
わ
し

て
、
影
媛
が
宅
に
向
は
し
め
、
会
は
む
こ
と
を
期
り
た
ま
ふ
。
影
媛
、
曾
て
真
鳥
大

臣
が
男
鮪
に
姧
さ
れ
た
り
。
鮪
、
此
に
は
茲
寐
と
云
ふ
。

太
子
の
期
り
た
ま
ふ
所
に
違
は
む
こ
と
を

恐
り
て
、
報
じ
て
曰
さ
く
、「
妾
、
望
は
く
は
、
海
柘
榴
市
の
巷
に
待
ち
奉
ら
む
」

と
ま
を
す
。 

 

王
権
の
威
信
を
語
る
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
鮪
と
影
姫
の
関
係
が
「
姧
」
と
表
現
さ
れ

て
お
り
、
鮪
も
結
局
王
権
の
威
信
の
侵
犯
者
と
し
て
殺
さ
れ
た
が
、
政
治
的
な
要
素
を
取

り
払
っ
て
読
め
ば
、
す
で
に
恋
人
（
或
い
は
夫
）
を
持
っ
た
女
性
に
、
も
う
一
人
の
男
性

が
知
ら
ず
に
求
婚
し
て
き
た
と
い
う
悲
劇
に
過
ぎ
な
い
。
影
媛
は
武
烈
の
求
婚
に
対
し
、

直
接
言
葉
で
は
断
ら
ず
、「
海
柘
榴
市
の
巷
に
待
ち
奉
ら
む
」
と
言
っ
て
歌
垣
で
勝
負
さ

せ
る
。
勝
敗
は
最
も
説
得
力
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
男
女
間
の
歌
の
挑
み
合

い
に
も
通
ず
る
論
理
で
あ
る
。
菟
原
娘
子
も
こ
の
よ
う
な
求
婚
者
達
の
激
し
い
競
争
、
そ

れ
も
勝
ち
負
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
激
し
い
競
争
の
前
に
立
た
さ
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
で
は
な

か
っ
た
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、
菟
原
娘
子
の
自
殺
の
理
由
で
あ
る
。
虫
麻
呂
が
菟
原
娘

子
自
身
に
言
わ
せ
て
い
る
理
由
は
「
賎
し
き
わ
が
ゆ
ゑ
大
夫
の
争
ふ
み
れ
ば
生
け
り
と
も

逢
ふ
べ
く
あ
れ
や
」（
数
な
ら
ぬ
こ
の
私
が
原
因
で
大
の
男
二
人
が
争
う
の
を
見
る
と
、

た
と
い
生
き
て
も
だ
れ
と
も
結
婚
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
身
を
卑
下
し
た
と
こ
ろ
は
真
間
娘
子
の
「
身
を
た
な
知
」
る
の
と
似
て
い
る
。
死
を

以
っ
て
男
達
に
勝
ち
負
け
を
つ
け
ま
い
と
し
、
そ
の
態
度
を
貫
こ
う
と
す
る
菟
原
娘
子
こ

そ
虫
麻
呂
が
最
も
称
揚
し
た
か
っ
た
女
性
で
は
な
い
か
。
興
味
深
い
の
は
、
虫
麻
呂
が
詠

む
菟
原
娘
子
の
自
殺
理
由
と
『
万
葉
集
』
に
あ
る
同
類
の
処
女
塚
伝
説
歌
の
そ
れ
と
は
微

妙
に
異
な
る
点
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
十
六
巻
の
「
由
縁
あ
る
雑
歌
」
に
は
、
桜
児
と
縵

児
の
話
が
見
ら
れ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
達
の
自
殺
理
由
を
見
る
と
、
桜
児
の
場
合
は
「
古
よ
り

今
に
至
る
ま
で
、
聞
か
ず
、
見
ず
。
一
の
女
の
身
に
し
て
、
二
つ
の
門
に
適
く
と
い
う
こ

と
を
」
と
い
う
儒
教
的
貞
操
観
が
表
出
し
て
お
り
、
縵
児
の
場
合
は
「
一
の
女
の
身
は
滅

易
き
こ
と
露
の
如
し
。
三
の
雄
の
志
は
平
び
難
き
こ
と
石
の
如
し
」
と
い
う
よ
う
に
対
句

的
に
な
り
、
幾
分
仏
教
的
に
も
な
っ
て
い
る
。
本
来
妻
争
い
に
勝
ち
負
け
を
つ
け
る
こ
と

を
回
避
し
ょ
う
と
し
た
女
性
の
行
動
が
、
複
数
の
男
性
と
の
関
係
の
回
避
と
し
て
再
解
釈

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
観
察
さ
れ
る
。
一
方
虫
麻
呂
の
場
合
は
、
儒
教
的
な
貞
操
観

そ
の
も
の
よ
り
も
、
古
代
日
本
社
会
の
求
婚
の
場
の
論
理
の
中
で
、
女
性
の
持
つ
べ
き
慎

み
深
さ
、
公
平
さ
を
菟
原
娘
子
に
与
え
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
桜
児
と
縵
児
の
場
合
は
、

男
性
達
が
挽
歌
を
詠
む
こ
と
に
止
ま
り
、
跡
追
い
自
殺
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
虫
麻
呂

の
歌
で
は
二
人
の
求
婚
者
が
跡
追
い
自
殺
を
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
虫
麻
呂
は

焦
仲
卿
妻
の
話
を
意
識
し
て
い
た
。
彼
の
詠
ん
だ
男
性
達
の
跡
追
い
自
殺
や
合
葬
は
焦
仲

卿
の
後
半
部
と
非
常
に
相
似
し
て
い
な
が
ら
、
対
照
的
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
焦
仲
卿
妻
」
の
場
合
は
、
夫
婦
が
心
中
を
約
束
し
た
後
、
妻
劉
氏
は
結
婚
当
日
自
殺
し
、

夫
仲
卿
は
妻
の
死
に
接
し
て
自
殺
す
る
。
一
方
、
菟
原
娘
子
伝
説
歌
で
は
、
求
婚
者
の
一

人
血
沼
壮
士
は
夢
に
菟
原
娘
子
が
現
れ
た
た
め
跡
追
い
自
殺
を
し
、
も
う
一
人
の
菟
原
壮

士
も
「
も
こ
ろ
男
に
負
け
て
は
あ
ら
じ
」
つ
ま
り
ラ
イ
バ
ル
に
負
け
て
は
い
ら
れ
な
い
、

と
い
う
決
死
の
「
妻
争
い
」
精
神
で
自
殺
す
る
。
さ
ら
に
男
女
合
葬
の
場
面
を
見
る
と
、

焦
仲
卿
夫
婦
は
夫
婦
の
合
葬
に
よ
っ
て
夫
婦
愛
の
話
型
の
枠
内
に
収
ま
る
が
、
菟
原
娘
子

の
場
合
は
三
人
塚
で
、
最
後
の
最
後
ま
で
男
性
達
の
「
競
争
」
と
女
性
の
「
公
平
」
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
虫
麻
呂
の
創
作
か
そ
れ
と
も
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
か
は
俄
か
に

決
め
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
婚
姻
形
態
に
根
ざ
し
た
類
型
の
中
で
展
開

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
想
性
、
価
値
観
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

 
三 
「
怨
む
」
女
性
と
男
性
―
『
新
撰
万
葉
集
』
の
漢
詩
と
和
歌
を
中
心
に
― 

「
怨
恨
」
と
い
う
言
葉
は
、『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
巻
四
六
一

九
番
歌
。 
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大
伴
坂
上
郎
女
の
怨
恨
の
歌
一
首 

押
し
照
る 

難
波
の
菅
の 

ね
も
こ
ろ
に 

君
が
聞
し
て 

年
深
く 

長
く
し
言
へ

ば 
ま
そ
鏡 

磨
ぎ
し
情
を 

許
し
て
し 

そ
の
日
の
極
み 

波
の
む
た 

な
び
く

玉
藻
の 

か
に
か
く
に 

心
は
持
た
ず 

大
船
の 

た
の
め
る
時
に 

ち
は
や
ぶ
る 

神
か
離
け
け
む 

う
つ
せ
み
の 

人
か
禁
ふ
ら
む 

通
は
し
し 

君
も
来
ま
さ
ず 

玉
梓
の 

使
も
見
え
ず 

な
り
ぬ
れ
ば 

い
た
も
す
べ
無
み 

ぬ
ば
た
ま
の 

夜
は

す
が
ら
に 

赤
ら
ひ
く 

日
も
暮
る
る
ま
で 

嘆
け
ど
も 

し
る
し
を
無
み 

思
へ

ど
も 

た
づ
き
を
知
ら
に 
た
わ
や
め
と 

言
は
く
も
著
く 

た
わ
ら
は
の 

音
の

み
泣
き
つ
つ 

た
も
と
ほ
り 
君
が
使
を 

ま
ち
や
か
ね
て
む 

 

こ
の
長
歌
は
、
通
っ
て
こ
な
い
男
性
の
背
信
を
非
難
し
な
が
ら
自
分
の
待
つ
辛
さ
を
詠

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
孫
久
富
氏
が
『
詩
経
』
に
見
ら
れ
る
「
棄
婦
怨

き

ふ

え

ん

」
は
、『
万

葉
集
』
に
出
て
く
る
女
性
の
怨
恨
歌
よ
り
、
怒
り
、
嘆
き
と
と
っ
た
感
情
が
遥
か
に
激
し

い
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
９

。
孫
氏
は
そ
の
理
由
に
妻
問
婚
社
会
の
夫
婦
の
絆
は
、
倫

理
道
徳
に
厳
し
く
縛
ら
れ
た
古
代
中
国
の
夫
婦
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い

る
。
両
国
の
婚
姻
相
違
に
注
目
し
た
、
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
孫
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
も
う
少
し
女
性
の
生
活
環
境
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
「
怨

恨
」
と
い
う
言
葉
が
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
情
念
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、

一
概
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
視
点
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
婚
姻
形
態
に
よ
る
生
活
環
境
の
相
違
で
あ
る
。
娶
嫁
婚
社
会
の
女

性
に
と
っ
て
、
夫
の
家
は
自
分
の
帰
属
す
べ
き
場
所
で
あ
る
。
中
国
古
代
の
法
律
で
は
「
七

出
」
と
言
っ
て
、
女
性
に
七
つ
の
過
ち
が
あ
っ
た
場
合
、
男
性
か
ら
離
婚
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
従
っ
て
、
女
性
に
と
っ
て
、
夫
の
家
を
追
い
出
さ
れ
る
こ
と

は
、
帰
属
す
べ
き
居
場
所
の
喪
失
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
な
ん
ら
か
の
過
ち
が
あ
っ
た

と
い
う
刻
印
が
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
『
詩
経
』
の
「
棄

婦
怨
」
の
詩
を
読
め
ば
、
何
故
こ
れ
ら
の
詩
の
中
に
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
夫
の
家

で
嫁
と
し
て
勤
勉
に
働
い
た
こ
と
や
、
夫
の
浮
気
な
ど
の
こ
と
が
詠
込
ま
れ
て
い
る
の
か

が
容
易
に
理
解
で
き
る
１
０

。
こ
の
類
の
歌
で
表
さ
れ
た
女
性
の
心
情
は
ま
さ
に
「（
物
ご

と
の
）
解
決
不
可
能
性
・
回
復
不
可
能
性
へ
の
自
覚
に
基
づ
く
無
念
さ
、
悔
恨
」
１
１

と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
棄
婦
」
に
よ
る
痛
恨
の
記
述
は
、『
詩
経
』
以
降
も
脈
脈
と
流

れ
、
一
つ
の
系
譜
を
な
し
て
い
る
。
一
方
、
古
代
日
本
の
妻
問
婚
は
男
性
が
女
性
の
も
と

へ
通
う
形
態
で
、
夫
婦
別
財
を
原
則
と
す
る
。
基
本
的
に
女
性
達
の
生
活
の
拠
点
は
生
家

に
あ
り
、
夫
が
離か

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
拠
点
が
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
差

は
看
過
さ
れ
や
す
い
が
、
実
際
女
性
達
の
怨
情
の
質
と
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
古
代
日
本
の
女
性
の
「
怨
恨
歌
」
の
、
婚
姻
生
活
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
も
念

頭
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。
夫
の
訪
れ
を
待
つ
古
代
日
本
の
女
性
に
と
っ
て
、
夫
は
本
来
「
客

人
」
で
あ
る
。
夫
が
通
っ
て
く
る
こ
と
は
女
性
の
魅
力
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
夫
が

離
れ
る
こ
と
を
「
恥
」
と
す
る
記
述
が
平
安
文
学
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。「
三
十
日
三
十

夜
は
わ
が
も
と
に
」
＝
夫
が
毎
日
わ
が
も
と
へ
通
っ
て
く
る
こ
と
を
願
う
１
２

の
は
当
時
の

女
性
の
共
通
の
心
理
で
は
な
い
か
と
思
う
。
男
性
の
来
訪
を
促
す
方
法
の
一
つ
に
は
、
歌

を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
歌
は
当
時
の
夫
婦
生
活
に
実
際
機
能
す
る
「
生
活
の
具
」

な
の
で
あ
る
。
自
分
の
愛
情
を
相
手
に
伝
え
た
り
す
る
歌
も
あ
れ
ば
、「
待
つ
」
こ
と
の

辛
さ
を
訴
え
た
り
、
男
性
の
薄
情
を
怨
ん
だ
り
す
る
歌
を
送
る
こ
と
も
当
然
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
「
怨
」
は
一
つ
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
い

っ
た
場
合
の
「
怨
」
は
、「
物
事
の
実
現
可
能
性
を
自
覚
さ
れ
な
が
ら
そ
れ
が
実
現
さ
れ

な
い
こ
と
に
基
づ
く
不
満
・
憤
懣
」
１
３

の
吐
露
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
恋
人
に
柔
ら

か
く
纏
わ
り
つ
い
て
ひ
き
と
め
よ
う
と
す
る
」
１
４

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恋
の
終
盤
が
近
づ

く
に
つ
れ
て
、
歌
の
「
怨
」
の
色
合
い
が
次
第
に
薄
れ
て
、「
わ
が
身
」
の
拙
さ
を
内
省

す
る
歌
や
、
諦
念
の
歌
が
多
く
な
る
１
５

と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、「
怨
」
の
歌
の
機
能
が
了

解
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
夫
の
家
を
追
い
出
さ
れ
た
中
国
の
「
棄
婦
怨
」
と
『
万
葉
集
』
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に
あ
る
「
怨
恨
歌
」
と
の
間
に
は
大
き
な
相
違
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
こ

う
い
っ
た
「
棄
婦
怨
」
の
歌
が
日
本
で
は
あ
ま
り
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
一
因
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
詩
経
に
見
え
る
「
棄
婦
」
に
よ
る
女
性
の
肉
声
も
、
民
間
歌
謡
の
採
取
制

度
が
形
骸
化
す
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
文
人
達
の
作
る
「
閨
怨
詩
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
六
朝
時
代
の
閨
怨
詩
と
い
え
ば
、
主
に
男
性
達
が
作
っ
た
も
の
で
、
い

わ
ば
男
性
達
が
描
い
た
女
性
像
で
あ
る
。
男
性
に
棄
て
ら
れ
、
悲
し
み
を
嘆
く
女
性
の
歌

も
「
長
門
怨
」
や
「
婕
妤
怨
」
の
よ
う
に
優
美
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
見
逃

せ
な
い
が
、
と
り
わ
け
遠
く
に
い
る
夫
を
思
い
、
孤
独
に
耐
え
て
悲
し
ん
で
い
る
女
性
が

こ
の
類
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
閨
怨
詩
」
と
和
歌
の
恋
愛
表
現
の
交
流
が
見
ら

れ
る
作
品
に
、
九
世
紀
末
に
成
立
し
た
『
新
撰
万
葉
集
』
が
あ
る
。
和
歌
一
首
ず
つ
に
漢

詩
が
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
和
歌
と
漢
詩
の
表
現
の
相
違
を
見
る
の
に
は
格
好
の
材
料

で
あ
る
。 

199
く
れ
な
い
の 

い
ろ
に
は
い
で
じ 

か
く
れ
ぬ
の 
し
た
に
か
よ
ひ
て 

こ
ひ
は

し
ぬ
と
も 

こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
男
性
の
歌
で
、
女
性
に
自
分
の
思
い
を
打
ち
あ
け
る
歌

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
付
け
ら
れ
て
い
る
漢
詩
と
な
る
と
、 

 

閨
房
怨
緒
惣
無
端 

万
事
呑
心
不
表
肝 

胸
火
燃
来
誰
敢
滅 

紅
深
袖
涙
不
応
干 

 

と
、
主
人
公
が
「
閨
房
」
の
女
性
に
限
定
さ
れ
、
閨
怨
詩
的
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
概

し
て
い
え
ば
、『
新
撰
万
葉
集
』
で
は
こ
の
よ
う
な
恋
歌
は
閨
怨
詩
的
に
処
理
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
１
６

。
例
え
ば
も
う
一
首
、 

 

69
ゆ
う
さ
れ
ば 

ほ
た
る
よ
り
け
に 

も
ゆ
れ
ど
も 

ひ
か
り
み
ね
ば
や 

ひ
と
の

つ
れ
な
き 

 

こ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
も
収
録
さ
れ
た
紀
友
則
の
歌
で
あ
り
、「
夕
方
に
な
る
と

私
の
思
い
が
闇
を
飛
ぶ
蛍
の
火
よ
り
も
一
層
燃
え
る
が
、
私
の
気
持
ち
が
分
か
ら
な
い
せ

い
か
、
あ
の
人
が
平
然
と
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
も
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
、
男
性
の
、
女
性
へ
の
思
慕
、
な
い
し
女
性
の
つ
れ
な
い
態
度
を
怨
む
歌
と
考
え
ら
れ

る
。
男
性
が
求
愛
求
婚
の
段
階
の
歌
と
し
て
女
性
の
冷
た
い
態
度
を
怨
む
の
も
一
つ
の
類

型
に
な
っ
て
お
り
１
７

、
こ
れ
も
こ
の
類
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
が
、
付
け
ら
れ
た
詩
を
見
る

と
、 

怨
深
喜
浅
此
閨
情 

夏
夜
胸
燃
不
異
蛍 

書
信
休
来
年
月
暮 

千
般
其
奈
望
門
庭 

 
 

と
な
る
。
こ
れ
も
同
じ
く
閨
怨
詩
に
な
っ
て
い
る
。
胸
が
焼
け
る
ほ
ど
恋
人
に
恋
焦
が
れ

た
が
、
し
か
し
彼
か
ら
の
手
紙
が
途
絶
え
、
月
日
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
来
訪
を
今

か
今
か
と
待
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、「
待
つ
女
」
の
怨
む
歌
に
な
っ
て
お
り
、
先
述

し
た
坂
上
郎
女
の
怨
恨
歌
の
漢
詩
版
で
あ
る
。
平
安
期
の
男
性
文
人
達
は
、
帰
ら
ぬ
夫
を

待
つ
中
国
の
女
性
と
通
っ
て
こ
な
い
夫
を
待
つ
日
本
の
女
性
と
の
感
情
の
共
通
点
を
見

出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
古
代
日
本
の
女
性
が
詠
む
「
待
つ
」
こ
と
の
苦
し
さ

は
中
国
の
士
大
夫
が
描
い
て
い
る
閨
中
の
佳
人
の
寂
し
さ
と
質
的
な
相
違
が
あ
る
が
、
男

性
を
思
慕
し
つ
つ
（
あ
る
い
は
来
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
）
怨
ん
で
い
る
点
で
は
共
通
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
何
故
こ
の
よ
う
に
、
和
歌
で
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
男
性
の
思
慕
の
歌
、

或
い
は
怨
恨
の
歌
が
、
漢
詩
に
な
る
と
女
性
の
怨
む
閨
怨
歌
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

六
朝
文
学
の
閨
怨
詩
の
強
い
影
響
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
や
は
り

和
歌
と
漢
詩
の
愛
情
表
現
の
落
差
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

中
国
の
婚
姻
制
度
で
は
男
性
の
女
性
に
直
接
に
求
婚
す
る
「
場
」
が
欠
如
し
て
お
り
、
ま
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た
士
大
夫
の
有
為
思
想
に
よ
り
、
男
女
の
私
情
を
表
現
す
る
こ
と
は
蔑
ま
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
場
」
の
欠
如
と
私
情
表
現
へ
の
軽
蔑
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
男
性

の
愛
情
表
現
の
創
出
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
男
性
の
愛
情
表
現
が
大
量
に
し
か
も

日
常
的
に
産
出
さ
れ
て
い
た
古
代
日
本
と
比
べ
る
と
明
ら
か
に
貧
弱
で
あ
る
。
従
っ
て
、

和
歌
の
男
性
の
思
慕
型
の
歌
を
漢
詩
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
も
、
参
照
で
き
る
表
現
の

「
型
」
が
少
な
い
。
こ
れ
は
和
歌
の
男
性
怨
恨
歌
が
漢
詩
の
閨
怨
詩
に
変
え
ら
れ
る
一
因

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

四 

追
慕
す
る
男
性
達
―
「
長
恨
歌
」
と
の
接
点
を
中
心
に
― 

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
見
て
き
た
処
女
塚
伝
説
は
十
世
紀
半
ば
頃
に
成
立
し
た
作
品
『
大

和
物
語
』
の
一
四
七
段
「
生
田
川
」
に
も
見
ら
れ
る
。 

 

‥
か
く
て
そ
の
男
ど
も
、
と
し
よ
は
ひ
、
顔
か
た
ち
、
人
の
ほ
ど
、
た
だ
同
じ
ば
か

り
な
む
あ
り
け
る
。「
心
ざ
し
の
ま
さ
ら
む
に
こ
そ
は
あ
は
め
」
と
思
ふ
に
、
心
ざ

し
の
ほ
ど
、
た
だ
同
じ
や
う
な
り
。
暮
る
れ
ば
も
ろ
と
も
に
来
あ
ひ
、
物
お
こ
す
れ

ば
た
だ
同
じ
や
う
に
お
こ
す
。
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
と
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
女
思
ひ

わ
づ
ら
ひ
ぬ
。
こ
の
人
の
心
ざ
し
の
お
ろ
か
な
ら
ば
、
い
づ
れ
に
も
あ
ふ
ま
じ
け
れ

ど
、
こ
れ
も
か
れ
も
、
月
日
を
経
て
家
の
門
に
立
ち
て
、
よ
ろ
づ
に
心
ざ
し
を
見
え

け
れ
ば
、
し
わ
び
ぬ
。
‥
女
「
‥
人
の
心
ざ
し
の
お
な
じ
や
う
な
る
に
な
む
、
思
ひ

わ
づ
ら
ひ
ぬ
る
。
さ
ら
ば
い
か
が
す
べ
き
」
‥ 

 こ
の
時
期
に
な
る
と
、『
万
葉
集
』
の
処
女
塚
の
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
男
性
間
の
荒
々

し
い
「
妻
争
い
」
の
要
素
が
次
第
に
薄
れ
、
女
性
に
対
す
る
男
性
達
の
「
心
ざ
し
」
つ
ま

り
誠
意
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
菟
原
娘
子
の
話
は
九
世
紀
後
半
の
宇
多
天

皇
の
後
宮
で
は
屏
風
絵
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
。
後
宮
の
女
性
達
は
こ
の
伝
説
に
登
場

し
て
き
た
男
女
に
成
り
代
わ
り
、
贈
答
歌
の
形
で
歌
を
詠
ん
で
い
る
。 

 

 
 
 
 

伊
勢
の
御
息
所
、
男
の
心
に
て 

か
げ
と
の
み
水
の
し
た
に
て
あ
ひ
見
れ
ど
魂
な
き
か
ら
は
か
ひ
な
か
り
け
り 

 
 
 
 

女
に
な
り
た
ま
ひ
て
、
女
一
の
み
こ 

か
ぎ
り
な
く
ふ
か
く
し
づ
め
る
わ
が
魂
は
浮
き
た
る
人
に
見
え
む
も
の
か
は 

 
 
 
 

ま
た
、
宮
、 

い
づ
こ
に
か
魂
を
も
と
め
む
わ
た
つ
み
の
こ
こ
か
し
こ
と
も
お
も
ほ
え
な
く
に 

 
 
 
 

兵
衛
の
命
婦
、 

つ
か
の
ま
も
も
ろ
と
も
に
と
ぞ
契
り
け
る
あ
ふ
と
は
人
に
見
え
ぬ
も
の
か
ら 

 
 
 
 

糸
所
の
別
当 

か
ち
ま
け
も
な
く
て
や
果
て
む
君
に
よ
り
思
ひ
く
ら
ぶ
の
山
は
こ
ゆ
と
も 

 
 
 
 

生
き
た
り
し
を
り
の
女
に
な
り
て 

あ
ふ
こ
と
の
か
た
み
に
恋
ふ
る
な
よ
竹
の
た
ち
わ
づ
ら
ふ
と
聞
く
ぞ
悲
し
き 

 
 
 
 

ま
た 

身
を
投
げ
て
あ
は
む
と
人
に
契
ら
ね
ど
う
き
身
は
水
に
か
げ
を
な
ら
べ
つ 

 
 
 
 

ま
た
い
ま
一
人
の
男
に
な
り
て
、 

お
な
じ
え
に
す
む
は
う
れ
し
き
な
か
な
れ
ど
な
ど
わ
れ
と
の
み
契
ら
ざ
り
け
む 

 
 
 
 

返
し
、
女 

う
か
り
け
る
わ
が
み
な
そ
こ
を
お
ほ
か
た
は
か
か
る
契
り
の
な
か
ら
ま
し
か
ば 

 
 
 
 

ま
た
、
一
人
の
男
に
な
り
て
、 

わ
れ
と
の
み
契
ら
ず
な
が
ら
お
な
じ
え
に
す
む
は
う
れ
し
き
み
ぎ
は
と
ぞ
思
ふ 

 

そ
の
中
で
、
宇
多
天
皇
の
中
宮
藤
原
温
子
（
八
七
二
―
九
〇
七
）
の
歌
（
傍
線
部
分
）

は
、
当
時
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
『
長
恨
歌
』
に
あ
る
「
両
処
茫
々
と
し
て
皆
見
え
ず
、
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忽
ち
に
聞
く
海
上
に
仙
山
有
り
と
、
山
は
虚
無
縹
渺
の
間
に
在
り
」
を
踏
ま
え
て
い
る
１
８

。

こ
の
時
期
に
は
白
楽
天
の
詩
文
が
大
変
流
行
っ
て
お
り
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
話
も
処
女
塚

と
同
様
に
屏
風
絵
と
な
り
、
代
詠
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
章
段
に
も
登
場
す
る
伊

勢
の
御
息
所
こ
と
温
子
の
女
房
で
、
女
流
歌
人
の
伊
勢
の
歌
集
『
伊
勢
集
』
に
は
長
恨
歌

に
関
す
る
歌
群
が
見
ら
れ
る
。 

 

長
恨
歌
の
屏
風
を
、
亭
子
院
の
み
か
ど
か
ゝ
せ
給
ひ
て
、
そ
の
所
々
詠
ま
せ

給
ひ
け
る
、
み
か
ど
の
御
に
な
し
て 

52
も
み
ぢ
ば
に
色
み
え
わ
か
ず
散
る
も
の
は
物
お
も
ふ
秋
の
涙
な
り
け
り 

53
か
く
ば
か
り
落
つ
る
涙
の
つ
ゝ
ま
れ
ば
雲
の
た
よ
り
に
見
せ
ま
し
も
の
を 

54
帰
り
来
て
君
お
も
ほ
ゆ
る
蓮
葉
に
涙
の
珠
と
お
き
ゐ
て
ぞ
見
る 

 

こ
れ
ら
の
代
詠
歌
か
ら
、
亡
き
楊
貴
妃
を
追
慕
し
、「
涙
」
に
暮
れ
て
い
る
玄
宗
像
が

は
っ
き
り
と
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
の
よ
う
な
亡
き
愛
妃
に
涙
す
る
君
王
は
、
ほ
か
に
も
古

く
か
ら
李
夫
人
を
思
う
漢
武
帝
が
お
り
、
女
色
耽
溺
の
「
嬖
惑
」
の
話
と
し
て
伝
え
ら
れ

て
い
た
。
た
だ
、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
は
君
王
の
女
色
耽
溺
と
い
う
政
治
的
、
教
訓
的

な
側
面
を
持
ち
な
が
ら
、
人
間
の
「
情
」
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
悲
哀
を
詠
ん
だ
詩
で

あ
る
１
９

。
一
方
、
平
安
時
代
に
お
け
る
こ
の
作
品
の
受
容
を
見
る
と
、『
新
撰
万
葉
集
』

下
巻
に
は
、
次
の
よ
う
な
和
歌
と
漢
詩
が
あ
る
。 

 

341
あ
き
の
の
に 

た
ま
と
か
か
れ
る 

し
ら
つ
ゆ
は 

な
く
あ
き
む
し
の 

な
み
だ

な
り
け
り 

毎
秋
玄
宗
契
七
日 

一
年
一
般
亘
黄
河 

別
日
織
女
恋
仙
人 

蓬
莱
楼
閣
好
裁
縫 

 

和
歌
で
は
「
涙

な
み
だ

」
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
漢
詩
で
は
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
話
と
七
夕
の
話
が

詠
ま
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
男
女
の
死
別
、
離
別
に
関
心
が
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

『
和
歌
朗
詠
集
』
に
は
か
の
源
順
の
有
名
な
対
句
が
あ
る
。 

 

楊
貴
妃
帰
唐
帝
思 

李
夫
人
去
漢
皇
情 

 

 

亡
き
愛
姫
を
追
慕
す
る
唐
帝
と
漢
皇
が
一
対
の
人
物
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
私

家
集
に
も
い
く
つ
か
「
長
恨
歌
」
の
題
材
を
詠
む
も
の
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
『
伊
勢
集
』

と
同
様
に
、
亡
き
楊
貴
妃
に
涙
す
る
玄
宗
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
愛
す
る
女
性
の
死
を

悲
し
む
玄
宗
、
愛
す
る
女
性
の
行
方
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
玄
宗
、
こ
れ
は
平
安
人
が

感
動
し
た
異
国
の
多
情
な
君
王
で
あ
っ
た
。
話
を
再
び
菟
原
娘
子
に
戻
す
と
、
中
国
六
朝

文
学
と
一
度
融
合
し
た
こ
の
伝
説
は
、
九
世
紀
後
半
の
後
宮
サ
ロ
ン
で
新
た
な
に
流
入
し

た
唐
帝
王
と
美
妃
の
悲
恋
の
話
と
再
び
合
流
し
た
。
そ
こ
で
は
菟
原
娘
子
の
後
を
追
う
二

人
の
男
性
の
「
心
ざ
し
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
れ
に
玄
宗
皇
帝
の
楊
貴
妃
へ
の

追
慕
の
念
が
重
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
た
す
ら
愛
す
る
女
性
を
追
い
求
め
よ
う
と
す

る
男
性
像
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
、
万
葉
時
代
、
律
令

国
家
の
官
人
で
あ
り
文
人
で
あ
る
虫
麻
呂
が
菟
原
娘
子
を
純
粋
無
垢
、
慎
み
深
い
女
性
像

に
脚
色
し
た
こ
と
や
、『
新
撰
万
葉
集
』
の
作
者
が
日
本
の
恋
歌
を
閨
怨
歌
に
仕
上
げ
た

こ
と
と
見
事
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
や
は
り
後
宮
の
女
性
達
が
注
目
し
た
の

は
、
亡
き
女
性
を
切
々
と
思
い
悲
し
む
男
性
の
心
情
の
よ
う
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に

至
る
と
、
桐
壷
更
衣
を
追
慕
す
る
桐
壷
帝
、
紫
上
を
追
慕
す
る
源
氏
、
さ
ら
に
大
君
を
追

慕
す
る
薫
な
ど
と
い
っ
た
、
典
型
的
な
「
追
慕
す
る
男
性
像
」
の
完
成
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。 

一
方
、
二
人
の
男
性
に
求
め
ら
れ
た
処
女
の
行
方
を
追
っ
て
い
く
と
、『
源
氏
物
語
』

の
浮
舟
物
語
が
あ
る
。
浮
舟
物
語
は
、
女
性
が
二
人
の
男
性
の
間
で
選
択
で
き
な
い
、
と

い
う
処
女
塚
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
持
ち
な
が
ら
、
女
性
の
貞
操
や
男
性
の
誠
意
な
ど
と
い
っ
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た
男
女
関
係
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
、
情
愛
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
人
間
の
悩
み
そ
の
も

の
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
女
性
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
古

い
伝
承
の
話
型
も
こ
の
物
語
で
は
仏
教
的
な
思
索
に
よ
っ
て
男
女
の
愛
に
対
す
る
否
定

的
な
考
え
が
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

結
論
： 

古
代
日
本
の
婚
姻
習
俗
に
根
ざ
し
た
恋
の
文
学
の
特
質
を
、
異
な
っ
た
婚
姻
習
俗
を
基

盤
と
す
る
古
代
中
国
文
学
と
の
交
渉
を
通
し
て
み
て
き
た
。
日
本
の
古
伝
承
で
あ
る
処
女

塚
伝
説
歌
、
日
本
の
詩
歌
集
で
あ
る
『
新
撰
万
葉
集
』
に
お
け
る
古
代
日
本
と
古
代
中
国

の
文
学
表
現
の
交
流
を
通
じ
て
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。 

古
代
日
本
の
恋
愛
文
学
が
持
つ
豊
か
な
男
女
間
の
愛
情
交
流
や
、
愛
情
表
現
は
妻
問
婚

な
い
し
そ
の
後
の
婿
取
婚
と
い
っ
た
婚
姻
形
態
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
処
女
塚
伝
説

の
成
立
を
考
え
て
も
、
そ
こ
に
は
男
性
が
自
由
か
つ
直
接
的
に
女
性
に
求
愛
、
求
婚
で
き

る
「
場
」
が
前
提
に
あ
り
、
ま
た
古
代
日
本
女
歌
の
怨
恨
歌
を
考
え
て
も
、
男
女
別
別
に

住
む
「
距
離
」
お
よ
び
そ
の
流
動
的
婚
姻
生
活
に
よ
る
「
不
安
」
が
存
在
し
て
い
た
。
古

代
日
本
の
恋
愛
文
学
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
高
度
に
発
達
し
た
対
詠
性
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

婚
姻
慣
習
に
密
着
し
た
男
女
間
の
贈
答
は
古
代
日
本
文
学
の
基
層
を
な
す
も
の
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。 

一
方
、
中
国
の
恋
愛
表
現
の
貧
弱
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
厳
し
い
規
制
の

中
か
ら
生
ま
れ
た
、
非
常
に
屈
折
し
た
愛
情
の
空
想
―
生
死
を
越
え
た
、
人
間
界
と
異
界

を
超
え
た
よ
う
な
愛
情
の
空
想
と
そ
の
表
現
も
ま
た
「
恋
」
表
現
の
特
徴
と
し
て
認
め
ら

れ
よ
う
。
古
代
日
本
人
は
海
の
彼
方
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
六
朝
文
学
や
白
楽
天
の
「
長
恨

歌
」
に
接
し
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
生
ま
れ
た
環
境
的
要
素
、
政
治
的
要
素
よ
り

も
、
生
死
を
越
え
た
男
女
の
愛
の
ス
ト
ー
リ
に
魅
了
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
律
令
国
家

の
官
吏
で
文
人
で
あ
る
男
性
達
や
後
宮
サ
ロ
ン
の
女
性
達
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
或
い

は
好
み
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
話
を
解
体
し
た
上
で
、
女
性
を
思
う
男
性
、
男
性
を
思
う

女
性
、
或
い
は
男
性
を
怨
む
女
性
と
い
っ
た
よ
う
に
一
場
面
一
場
面
に
再
構
成
し
、
さ
ら

に
男
女
の
贈
答
と
い
う
日
本
恋
愛
表
現
の
王
道
の
方
法
で
享
受
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 注 
                                        

                  

１ 

例
え
ば
、
津
田
左
右
吉
氏
が
、
古
代
日
本
に
恋
歌
が
多
か
っ
た
こ
と
の
一
因
を
通
い
婚
と
い
う
風

俗
に
見
出
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
家
を
異
に
す
る
夫
婦
の
間
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（『
わ

が
国
民
思
想
の
研
究
』
１
―
168 

岩
波
書
店
一
九
七
七
年
）。
ま
た
青
木
生
子
氏
も
『
日
本
古
代
文

芸
に
お
け
る
恋
愛
』
の
中
で
、
恋
愛
と
婚
姻
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
比
較
文
学
の
視
点

か
ら
上
代
文
学
と
中
国
文
学
の
関
係
を
考
察
し
た
孫
久
富
氏
や
（『
日
本
上
代
の
恋
愛
と
中
国
古
典
』 

新
典
社 

一
九
九
六
）
も
古
代
日
本
と
古
代
中
国
の
婚
姻
形
態
の
相
違
に
注
目
し
、
両
国
の
恋
愛
表

現
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。 

２ 

平
安
時
代
の
文
学
作
品
や
記
録
類
か
ら
見
ら
れ
る
夫
婦
同
居
は
、
妻
の
家
に
通
っ
て
そ
の
ま
ま
同

居
す
る
「
通
い
―
妻
方
居
住
」
と
、
あ
る
期
間
妻
の
家
に
通
い
、
住
ん
だ
後
新
居
に
移
り
住
む
「
通

い
、
妻
方
－
新
処
居
住
」
と
の
二
種
類
で
あ
る
。
な
お
新
居
の
提
供
は
夫
側
か
妻
側
か
に
よ
っ
て
、

「
夫
側
提
供
」
と
「
妻
側
提
供
」
が
あ
る
。 

３ 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
平
安
貴
族
の
婚
姻
慣
習
と
源
氏
物
語
』（
風
間
書
房 

二
〇
〇
一
年
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。 

４ 

関
口
裕
子
『
処
女
墓
伝
説
歌
考
：
複
数
の
夫
を
も
っ
た
美
女
の
悲
劇
』（
吉
川
弘
文
館 

一
九
九

六
）
一
七
八
頁
―
一
八
二
頁 

５ 

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中 

塙
書
房 

一
九
六
四
年 

一
一
一
六
頁 

６ 
紙
幅
の
制
限
の
た
め
、
原
文
を
省
略
し
、『
新
訳
漢
文
大
系
60
内
田
泉
之
助
訳
注
の
『
玉
台
新
詠
』

の
日
本
語
訳
の
み
を
掲
げ
る
。 

７ 

特
に
菟
原
娘
子
の
話
は
後
述
す
る
よ
う
に
、『
大
和
物
語
』
の
「
生
田
川
」
に
な
る
と
、
男
性
達

の
争
い
は
弓
技
の
競
争
に
な
り
、『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
求
婚
譚
に
通
ず
る
よ
う
な
展
開
に
な

 

 
 
151  
 



 
婚姻習俗と文学 

―「恋」の諸相の底流にあるもの― 

                                        

る
。 

８

な
ん
ら
か
の
外
的
要
因
に
よ
り
死
ん
だ
夫
婦
は
、
死
後
一
対
の
鳥
に
な
っ
た
り
樹
木
に
な
っ
た
り

す
る
話
は
、
中
国
文
学
に
お
い
て
、
一
つ
の
系
譜
を
な
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
東
晋
に
成
立
し
た
『
捜

神
記
』
の
「
韓
憑
夫
婦
」
に
も
似
た
よ
う
な
話
が
見
ら
れ
る
。 

９

孫
久
富
注
１
前
掲
書
第
五
節
「『
詩
経
』
の
「
棄
婦
怨
」
と
『
万
葉
集
』
の
「
怨
恨
歌
」」 

１
０ 

例
え
ば
、「
棄
婦
怨
」
の
典
型
と
も
い
え
る
『
詩
経
・
衛
風
・
氓
』
に
は
「
三
歳
為
婦
、
靡
室
労

矣
、
夙
興
夜
寐
、
靡
有
朝
矣
（
三
と
せ
の
間
よ
め
と
な
り
、
家
の
苦
労
も
気
に
せ
ず
に
、
朝
早
く
か

ら
夜
ふ
け
ま
で
、
朝
寝
な
ど
し
た
こ
と
も
な
い
）
‥
」
と
い
っ
た
叙
述
が
あ
り
、
先
述
し
た
「
焦
仲

卿
妻
」
の
中
に
も
似
た
内
容
が
見
ら
れ
る
。 

１
１ 

松
浦
友
久
『
詩
語
の
諸
相
―
唐
詩
ノ
ー
ト
』（
研
文
出
版
一
九
八
一
年
）
一
一
三
頁
。
但
し
、
松

浦
氏
の
こ
の
表
現
は
、
詩
語
と
し
て
の
「
恨
」
の
意
味
を
説
明
す
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

で
、『
詩
経
』
の
棄
婦
の
情
念
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
夫
の
家
を
追
い
出
さ
れ
た
棄
婦
の

無
念
と
悔
恨
の
情
念
に
通
ず
る
と
考
え
、
借
用
し
た
。 

１
２ 

『
蜻
蛉
日
記
』
安
和
二
年
一
月
新
年
頃
の
記
述
。 

１
３ 

松
浦
氏
注
１１
前
掲
論
文
一
一
三
頁
。「
怨
」
の
字
義
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
も
平
安
女

性
の
「
怨
む
」
歌
の
情
念
を
表
現
す
る
の
に
最
も
適
切
だ
と
考
え
、
借
用
し
た
。 

１
４ 

鈴
木
宏
子
氏
が
『
古
今
和
歌
集
表
現
論
』（
笠
間
書
院 

二
〇
〇
〇
年
）
の
中
で
平
安
の
和
歌
に

お
け
る
「
う
ら
む
」
に
つ
い
て
、「
離
れ
て
い
こ
う
と
す
る
恋
人
に
柔
ら
か
く
纏
わ
り
つ
い
て
ひ
き

と
め
よ
う
と
す
る
力
を
も
っ
た
、
洗
練
さ
れ
た
雅
語
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

１
５ 

鈴
木
氏
注
１３
前
掲
書 

１
６ 

こ
の
事
は
、
山
口
博
氏
（『
閨
怨
の
詩
人
小
野
小
町
』
三
省
堂
選
書
一
九
七
九
年
・
一
四
五
頁-

一
四
六
頁
）
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

１
７ 

『
後
撰
集
』
に
は
、
同
じ
紀
友
則
の
「
う
ら
む
」
歌
が
載
っ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 
 

返
事
も
侍
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
又
か
さ
ね
て
つ
か
は
し
け
る 

799
み
る
も
な
く
め
も
な
き
海
の
磯
に
出
で
て
か
へ
る
が
へ
る
も
怨
つ
る
哉 

 
                                        

 

と
あ
る
よ
う
に
、
男
性
が
自
分
の
求
愛
に
応
じ
て
く
れ
な
い
女
に
「
怨
み
」
の
歌
を
送
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
男
性
の
怨
情
の
歌
は
漢
詩
の
中
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。 

１
８ 

日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大
和
物
語 

平
中
物
語
』
三
六
八
頁
の
頭
注 

１
９ 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『「
長
恨
歌
」
と
「
桐
壺
」
巻
（
国
際
日
本
文
学
研
究
報
告
書
３
『
海

外
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
世
界
ー
翻
訳
と
研
究
ー
』 

伊
井
春
樹
編 

風
間
書
房 

二
〇
〇
四
年
六

月
）、『
源
氏
物
語
』
の
始
発
―
桐
壺
巻
論
集
』」（
日
向
一
雅
・
仁
平
道
明
編
『
源
氏
物
語
の
始
発
―

桐
壺
巻
論
集
』
二
〇
〇
六
年
十
一
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
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