
『
紫
式
部
日
記
』
の
成
立

献
上
本
・
私
家
本
二
段
階
成
立
の
可
能
性

山

本

淳

子

は
じ
め
に
｜
問
題
の
所
在

一

前
半
記
録
体
の
「
女
房
日
記
」
性

二

消
息
体
の
問
題

１

前
半
記
録
体
と
の
連
続
性

２

前
半
記
録
体
と
の
相
反

３

二
段
階
成
立
の
可
能
性

三

主
家
賛
美
と
自
己
語
り
の
問
題

１

書
き
換
え
が
も
た
ら
し
た
二
重
主
題

２

現
行
冒
頭
以
前
の
部
分

四

「
私
家
本
」
の
制
作

１

制
作
の
意
味

２

「
私
家
本
」
の
読
者

『
紫
式
部
日
記
』
は
、
謎
を
多
く
抱
え
た
作
品
で
あ
る
。
全

体
は
四
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
各
部
の
関
係
は
明
確

で
な
い
。
内
容
は
主
家
賛
美
と
自
己
省
察
と
い
う
公
私
二
極
に

わ
た
り
、
ど
ち
ら
を
主
な
テ
ー
マ
と
す
る
か
が
判
然
と
し
な
い
。

ま
た
盛
り
込
ま
れ
た
情
報
に
は
、
世
間
へ
の
公
開
、
あ
る
い
は

主
家
へ
の
報
告
に
適
し
た
も
の
が
あ
る
一
方
、
主
家
女
房
へ
の

批
判
な
ど
厳
に
秘
す
べ
き
も
の
も
存
在
す
る
。
さ
ら
に
外
部
資

料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
記
に
は
か
つ
て
現
存
冒
頭
以
前
の
記
事

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
こ
う
し
た
錯
綜
し
た
現

状
を
、
現
存
本
の
成
立
事
情
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
た
。
即

ち
『
紫
式
部
日
記
』
は
、
当
初
彰
子
の
第
一
子
出
産
を
中
心
記

事
と
す
る
「
献
上
本
」
が
書
か
れ
、
主
家
に
献
上
さ
れ
た
。
だ

が
そ
の
後
、
娘
賢
子
の
彰
子
へ
の
出
仕
を
控
え
て
紫
式
部
が

「
私
家
本
」
を
作
成
、「
献
上
本
」
の
公
的
内
容
に
加
え
、
自

ら
の
思
い
、
後
宮
の
抱
え
る
諸
問
題
、
人
々
の
情
報
な
ど
を
盛

り
込
ん
だ
。
そ
の
際
冒
頭
以
前
に
付
加
し
た
記
事
が
や
が
て
脱

落
し
た
の
が
、
現
行
の
作
品
だ
と
の
見
解
で
あ
る
。
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は
じ
め
に
｜
問
題
の
所
在

『
紫
式
部
日
記
』
は
、
読
解
に
強
い
困
難
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で

あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
状
況
に
よ
る
。

現
存
す
る
『
紫
式
部
日
記
』
は
、
す
べ
て
の
写
本
・
版
本
に
お
い

て
、
左
の
四
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

①

前
半
記
録
体
部
分

冒
頭
の
寛
弘
五
年
秋
か
ら
、
寛
弘
六

年
正
月
三
日
ま
で
の
詳
細
な
記
録

②

消
息
体
部
分

「
こ
の
つ
い
で
に
」
に
始
ま
る
手
紙
文
体

部
分

③

年
次
不
明
部
分

年
月
日
を
明
記
さ
れ
な
い
、
二
、
三
の

断
片
的
エ
ピ
ソ
ー
ド

④

後
半
記
録
体
部
分

寛
弘
七
年
元
日
か
ら
正
月
十
五
日
ま

で
の
記
録

問
題
は
先
ず
、
②
の
消
息
体
の
存
在
で
あ
る
。
他
の
部
分
が
概
ね

時
系
列
に
沿
い
出
来
事
を
記
す
記
録
文
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の

部
分
は
文
末
に
謙
譲
語
「
侍
り
」
を
頻
用
す
る
手
紙
の
よ
う
な
文
体

で
記
さ
れ
、
末
尾
は
挨
拶
文
で
綴
じ
て
い
る
。
こ
の
、
記
録
と
は
内

容
も
形
式
も
明
ら
か
に
異
質
な
部
分
は
何
な
の
か1

）
。

次
に
③
の
年
次
不
明
部
分
は
、
消
息
体
が
挨
拶
を
以
て
一
応
終
了

し
た
後
に
、
唐
突
に
「
十
一
日
の
暁
」
と
始
ま
る
。
年
と
月
は
記
さ

れ
な
い
。
二
つ
ま
た
は
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
成
る
よ
う
で
あ
る

が
、
第
二
以
下
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
は
、
年
月
日
す
べ
て
が
記

さ
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
の
関
連
も
、
関
連
の
有
無
自
体
を
含

め
不
明
で
あ
る
。
い
つ
の
記
事
で
あ
る
か
、
後
人
の
手
に
よ
り
混
入

し
た
も
の
か
、
紫
式
部
が
意
図
的
に
こ
の
形
で
こ
こ
に
置
い
た
も
の

か
に
つ
い
て
、
様
々
の
説
が
提
出
さ
れ
て
き
た2

）
。

ま
た
④
の
後
半
記
録
体
部
分
は
、
寛
弘
七
年
正
月
記
事
で
あ
る
こ

と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
①
の
前
半
記
録
体
に
一
見
似
て
い
る
。
が
、

記
録
す
る
姿
勢
に
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
末
尾
は
、
現
行
冒
頭
が

い
か
に
も
冒
頭
ら
し
く
改
ま
っ
た
印
象
を
与
え
る
の
に
対
し
、
巻
末

と
い
う
は
っ
き
り
し
た
印
象
に
欠
け
て
い
て
、
呼
応
し
な
い
。
そ
れ

ら
か
ら
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
も
、
混
入
か
意
図
的
布
置
か
、
意
図
的

な
ら
ば
そ
の
意
図
は
何
か
が
問
わ
れ
て
き
た
。

ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
外
部
資
料
が
あ
る
。

Ａ

藤
原
定
家
の
『
明
月
記
』（
貞
永
二
年
三
月
二
十
日
）

式
子
内
親
王
筆
月
次
絵
の
話
題
の
中
で
、
五
月
の
絵
に
つ
い
て

の
注
に
「
紫
式
部
日
記
暁
景
気
」
と
記
す
。

Ｂ

『
紫
式
部
集
』「
日
記
歌
」

家
集
古
本
系
諸
本
の
巻
末

に
付
加
さ
れ
た
後
人
作
資
料
。『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
、
紫
式

部
詠
で
家
集
に
採
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
抜
き
出
し
、
詠
歌
事

情
を
詞
書
と
し
て
書
き
添
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

Ｃ

『
栄
花
物
語
』（
巻
八
）

寛
弘
五
年
の
記
述
に
あ
た
り

『
紫
式
部
日
記
』
を
主
な
取
材
源
と
す
る
。
記
事
は
取
捨
選
択
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さ
れ
、
文
面
も
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
時
に
ほ
ぼ
そ
の
ま

ま
引
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
こ
で
の
問
題
は
、「
五
月
」
の
記
事
の
存
在
で
あ
る
。
現
行

『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
五
月
に
あ
た
る
記
事
は
無
い
。
だ
が
Ａ
の

『
明
月
記
』
は
、
紫
式
部
日
記
の
五
月
の
暁
の
場
面
が
絵
に
描
か
れ

た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
Ｂ
の
「
日
記
歌
」
に
も
、
寛
弘
五
年
五
月

土
御
門
殿
法
華
講
で
の
も
の
と
し
て
、
紫
式
部
と
同
僚
女
房
た
ち
の

贈
答
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
Ｃ
の
『
栄
華
物
語
』
に
も
寛

弘
五
年
五
月
法
華
講
の
記
事
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
日
記
歌
」
と
重

な
る
特
徴
的
な
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る3

）
。
つ
ま
り
外
部
資
料
に
よ
る

と
、『
紫
式
部
日
記
』
に
は
寛
弘
五
年
五
月
の
記
事
が
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
現
行
冒
頭
は
同
年
秋
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
記
録
体
が
時

系
列
を
守
る
限
り
、
そ
の
記
事
は
現
行
冒
頭
以
前
に
置
か
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
行
の
形
は
、
五
月
記
事
を
含
む
現
行

冒
頭
以
前
の
部
分
が
脱
落
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
首
欠

説
）。
し
か
し
、
現
行
冒
頭
「
秋
の
け
は
ひ
入
り
立
つ
ま
ま
に
」
は

い
か
に
も
一
つ
の
作
品
の
冒
頭
ら
し
く
、
こ
れ
以
外
の
冒
頭
が
あ
っ

た
と
は
考
え
に
く
い
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
は
、
そ
の

主
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
紫
式
部
日
記
』
と
は
何
か
と
い
う
問
に

置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。『
紫
式
部
日
記
』
は
紫
式
部

が
仕
え
る
彰
子
の
第
一
子
、
し
か
も
皇
子
誕
生
と
い
う
主
家
の
慶
事

を
題
材
と
し
て
お
り
、
主
家
賛
美
を
主
題
と
す
る
「
女
房
日
記4

）
」
的

な
傾
向
を
極
め
て
濃
厚
に
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
記
事
の
中

に
は
、
特
に
前
半
記
録
体
に
お
い
て
、
主
家
の
繁
栄
と
は
直
接
関
わ

り
そ
う
に
な
い
紫
式
部
個
人
の
厭
世
感
や
、
女
房
生
活
へ
の
違
和
感

を
記
し
た
、「
憂
愁
叙
述
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
度
々
現
れ
る
。
そ

れ
ら
は
、
紫
式
部
が
自
己
の
内
部
を
覗
き
こ
み
、
そ
の
苦
悩
を
文
章

に
刻
み
込
ん
だ
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
一
体
『
紫
式
部
日
記
』
は

主
家
の
た
め
の
「
女
房
日
記
」
で
あ
る
の
か
、
個
と
し
て
の
「
自
照

文
学
」
で
あ
る
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、『
紫
式
部
日
記
』
が
日
記
文
学
と
し
て
論
の

俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
度
に
、
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
問
題
は
多
く
、
錯
綜
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
稿

者
は
、
こ
れ
ら
を
個
別
で
は
な
く
一
体
的
な
問
題
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
そ
の
解
明
の
第
一
歩
と
し
て
、
前
半
記
録
体
と
消
息
体
の

関
係
、
二
つ
の
主
題
が
存
在
す
る
理
由
、
冒
頭
部
と
散
逸
五
月
部
分

の
事
情
を
中
心
に
、
詳
し
く
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
拙
著
『
紫
式
部
日
記5

）
』
解
説

「『
紫
式
部
日
記
』
の

構
成
と
成
立
」
で
も
論
じ
て
お
り
、
重
な
る
部
分
も
多
い
こ
と
を
、

あ
ら
か
じ
め
申
し
添
え
て
お
く
。

一

前
半
記
録
体
の
「
女
房
日
記
」
性

前
半
記
録
体
が
「
女
房
日
記
」
を
基
体
と
す
る
こ
と
は
、
現
行
冒
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頭
文
に
最
も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。

秋
の
け
は
ひ
入
り
立
つ
ま
ま
に
、
土
御
門
殿
の
あ
り
さ
ま
、

い
は
む
か
た
な
く
を
か
し
。
池
の
わ
た
り
の
梢
ど
も
、
遣
水
の

ほ
と
り
の
草
む
ら
、
お
の
が
じ
し
色
づ
き
わ
た
り
つ
つ
、
お
ほ

か
た
の
空
も
艶
な
る
に
も
て
は
や
さ
れ
て
、
不
断
の
御
読
経
の

声
々
、
あ
は
れ
ま
さ
り
け
り
。
や
う
や
う
涼
し
き
風
の
け
は
ひ

に
、
例
の
絶
え
せ
ぬ
水
の
お
と
な
ひ
、
夜
も
す
が
ら
聞
き
ま
が

は
さ
る
。

別
稿
で
も
触
れ
た6

）
が
、
こ
の
文
章
は
自
然
美
の
描
写
の
よ
う
に
見
え

て
、
そ
う
で
は
な
い
。
書
き
出
し
の
「
秋
」
と
は
、
彰
子
出
産
の
季

節
の
こ
と
で
あ
る
。
出
産
予
定
日
は
九
月
、
晩
秋
に
あ
た
る
。「
秋

の
け
は
ひ
入
り
立
つ
ま
ま
に
」
と
は
、
主
家
に
と
っ
て
待
ち
に
待
っ

た
時
が
、
今
や
訪
れ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
道
長
が
支
配
す

る
土
御
門
殿
の
庭
で
は
、
見
上
げ
れ
ば
池
の
畔
に
並
び
立
つ
高
木
の

こ
ず
え
の
葉
が
、
地
に
目
を
や
れ
ば
せ
せ
ら
ぎ
の
岸
辺
の
草
む
ら
が
、

そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
加
え
て
、「
お
ほ
か
た
の
空
」
と
い
う

か
ら
に
は
天
さ
え
も
、
秋
晴
れ
の
青
、
夕
焼
け
の
赤
と
い
う
艶
な
る

色
彩
で
、
秋
の
到
来
を
教
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
自
然
に
引
き

た
て
ら
れ
る
の
が
、「
不
断
の
御
読
経
」
で
あ
る
。
安
産
祈
願
と
い

う
人
事
は
自
然
の
応
援
を
得
て
、
い
っ
そ
う
緊
迫
と
切
実
の
感
を
募

ら
せ
る
。
こ
の
文
章
の
土
御
門
殿
空
間
は
、
人
と
自
然
が
心
を
一
つ

に
し
て
皇
子
誕
生
を
待
つ
小
宇
宙
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
構
成
の
面
に
も
、
作
者
の
意
図
が
看
取
で
き
る
。
冒
頭
か

ら
彰
子
の
出
産
場
面
ま
で
の
間
、
言
わ
ば
ア
プ
ロ
ー
チ
の
部
分
で
、

作
品
は
主
家
の
人
々
を
一
人
一
人
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
も

主
家
が
主
役
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
加
え
て
、

紹
介
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
横
顔
が
、
見
事
な
ま
で
に
主
役
一
家
と
し

て

あ
る
べ
き
姿

で
あ
る
。

ま
ず
彰
子
は
、「
悩
ま
し
う
お
は
し
ま
す
べ
か
め
る
を
、
さ
り
げ

な
く
も
て
隠
さ
せ
給
へ
る
御
有
様
」
で
あ
る
。
臨
月
間
近
、
体
の
大

儀
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
上
に
こ
の
時
の
彰
子
は
別
の

苦
を
抱
え
て
い
た
。
一
条
天
皇
に
十
二
歳
で
入
内
以
来
九
年
、
よ
う

や
く
初
め
て
の
懐
妊
に
た
ど
り
着
い
た
、
だ
が
今
度
は
男
子
出
産
と

い
う
大
任
を
果
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
重
圧

を
、
彰
子
は
さ
り
げ
な
く
隠
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
紫
式
部
を

「
憂
き
世
の
慰
め
に
は
か
か
る
御
前
を
こ
そ
尋
ね
参
る
べ
か
り
け
れ

と
、
現
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ
忘
ら
る

る
」
ま
で
に
感
動
さ
せ
る
。
自
分
自
身
も
人
生
の
苦
を
負
っ
て
い
た

紫
式
部
は
、
同
じ
よ
う
に
苦
を
抱
え
る
彰
子
の
健
気
さ
に
触
れ
、
人

間
と
し
て
共
感
と
尊
敬
の
念
を
抱
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
彰
子
は
、

女
性
と
し
て
最
高
の
身
分
に
あ
り
な
が
ら
、
人
と
し
て
女
と
し
て
の

苦
を
知
り
、
し
か
も
そ
れ
に
屈
す
る
こ
と
も
乱
れ
る
こ
と
も
な
い
精

神
性
の
持
ち
主
と
紹
介
さ
れ
て
い
る7

）
。

次
い
で
道
長
は
、
朝
霧
の
中
、「
御
随
身
召
し
て
遣
水
払
は
せ
給
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ふ
」
姿
で
あ
る
。
朝
廷
か
ら
特
に
与
え
ら
れ
た
「
随
身
」
を
庭
の
清

掃
に
当
た
ら
せ
る
威
風
、
自
ら
邸
内
を
管
理
す
る
厳
格
さ
。
邸
内
の

整
備
は
家
の
盛
衰
を
如
実
に
表
す
の
で
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い

る
の
だ
。
渡
殿
の
局
に
紫
式
部
を
見
る
や
、
女
郎
花
を
差
し
入
れ

「
こ
れ
。
遅
く
て
は
わ
ろ
か
ら
む
」
と
詠
歌
を
求
め
る
。
紫
式
部
が

詠
む
と
「
あ
な
、
疾
」
と
微
笑
む
。
女
房
を
試
し
、
評
価
す
る
態
度

で
あ
る
。
彼
は
堂
々
た
る
権
力
者
で
あ
る
と
共
に
、
そ
こ
に
油
断
せ

ず
、
監
督
と
指
導
を
怠
ら
ぬ
当
主
と
描
か
れ
る
。

次
の
頼
道
は
、
時
に
ま
だ
十
七
歳
。
だ
が
「
年
の
ほ
ど
よ
り
は
、

い
と
お
と
な
し
く
、
心
に
く
き
さ
ま
」
で
「
を
さ
な
し
と
人
の
あ
な

づ
り
聞
こ
ゆ
る
こ
そ
悪
し
け
れ
と
、
恥
づ
か
し
げ
に
」
見
え
る
と
さ

れ
る
。
紫
式
部
と
「
宰
相
の
君
」
と
の
雑
談
に
交
わ
り
、
恋
の
話
な

ど
を
し
み
じ
み
と
口
に
し
た
か
と
思
う
と
「
多
か
る
野
辺
に
」
と
誦

じ
て
立
ち
去
る
。「
女
郎
花
多
か
る
野
辺
に
宿
り
せ
ば
あ
や
な
く
あ

だ
の
名
を
や
た
ち
な
む
（
古
今
集
・
秋
上
・
小
野
美
材
）」
の
一
節

で
あ
る
。
父
と
同
じ
女
郎
花
を
素
材
に
し
つ
つ
、
こ
ち
ら
は
年
齢
に

相
応
し
く
、
清
新
な
雅
の
風
情
を
漂
わ
せ
る
。

ま
た
、
や
が
て
親
王
の
乳
母
と
な
る
「
宰
相
の
君
」
は
、
昼
寝
姿

を
紫
式
部
に
見
と
が
め
ら
れ
「
絵
に
描
き
た
る
も
の
の
姫
君
」「
物

語
の
女
」
と
褒
め
ら
れ
る
。
ま
さ
に
物
語
の
作
り
手
で
あ
る
紫
式
部

の
言
葉
ゆ
え
に
、
最
高
の
賛
辞
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
彰
子
の
母
、
源
倫
子
は
、
紫
式
部
に
重
陽
の
菊
の
露
を
「
い

と
よ
う
老
い
拭
ひ
捨
て
給
へ
」
と
取
り
分
け
て
く
れ
る
、
心
遣
い
の

人
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
開
巻
か
ら
、
自
然
と
人
が
一
体
と
な
っ
て
慶
事
を
待

ち
か
ね
る
主
家
邸
を
描
き
、
そ
の
主
人
一
家
一
人
一
人
の
理
想
的
な

在
り
よ
う
を
描
く
手
法
は
、
主
家
賛
美
を
目
的
と
す
る
「
女
房
日

記
」
に
実
に
適
わ
し
い
。

こ
れ
以
外
に
も
、
前
半
記
録
体
は
「
女
房
日
記
」
的
な
視
点
と
表

現
に
満
ち
て
い
る
。
例
え
ば
紫
式
部
は
、
公
卿
た
ち
、
女
房
た
ち
、

下
仕
え
の
者
た
ち
に
至
る
ま
で
、
登
場
人
物
を
主
家
の
慶
事
と
の
遠

近
に
よ
っ
て
描
き
分
け
て
い
る
。
道
長
に
近
い
公
卿
は
そ
の
官
途
上

昇
に
向
け
て
道
が
開
け
た
と
い
う
顔
、
遠
い
公
卿
は
各
自
の
思
惑
を

抱
い
た
顔
が
記
さ
れ
る
。
女
房
た
ち
に
つ
い
て
は
、
主
家
の
た
め
に

ど
れ
だ
け
心
を
砕
い
て
い
る
か
が
鋭
く
描
か
れ
る
。
詳
細
な
装
束
描

写
は
そ
の
一
端
で
あ
る
。
ま
た
下
仕
え
た
ち
は
世
間
の
声
の
代
表
者

と
と
ら
え
ら
れ
、
新
生
の
皇
子
を
「
世
の
中
の
光
」
と
待
ち
望
ん
で

い
た
と
言
う
役8

）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ど
れ
も
主
家
を
主
役
と
し
、

女
房
の
立
場
か
ら
そ
の
栄
を
賛
美
す
る
「
女
房
日
記
」
的
性
格
の
表

れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
半
記
録
体
は
、
主
家
が
下
命
し
紫
式
部
が

そ
れ
に
応
え
て
作
成
し
た
「
女
房
日
記
」
を
基
体
と
す
る
と
言
っ
て

よ
い
。
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二

消
息
体
の
問
題

１

前
半
記
録
体
と
の
連
続
性

前
半
記
録
体
は
、
寛
弘
六
年
正
月
三
日
の
場
面
で

こ
の
つ
い
で
に
、
人
の
か
た
ち
を
語
り
聞
こ
え
さ
せ
ば
、
物
言

ひ
さ
が
な
く
や
は
べ
る
べ
き
。

な
る
一
文
に
よ
り
、
消
息
体
に
引
き
継
が
れ
る
。

消
息
体
が
実
際
の
手
紙
の
紛
れ
こ
み
で
あ
る
と
い
う
「
竄
入
説
」

に
対
し
て
、
手
紙
で
は
な
い
と
す
る
「
書
簡
体
仮
託
説
」
が
優
勢
で

あ
る
理
由
の
一
つ
は
、
前
半
記
録
体
か
ら
消
息
体
へ
の
移
行
が
あ
ま

り
に
も
滑
ら
か
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
別
の
も
の
が
入
り

込
ん
だ
と
い
う
違
和
感
が
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
前
半
記
録
体
と

消
息
体
は
地
続
き
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
様
子
を
確
認
し
た
い
。

前
半
記
録
体
が
終
わ
り
に
さ
し
か
か
る
寛
弘
六
年
正
月
、
内
裏
で

は
三
日
に
敦
成
親
王
の
戴
餅
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
正
月
恒
例
の
行
事

と
し
て
、
一
日
か
ら
三
日
ま
で
の
毎
日
、
彰
子
が
屠
蘇
を
飲
む
「
御

薬
の
儀
」
が
行
わ
れ
た
が
、
当
年
の
給
仕
役
は
女
房
大
納
言
の
君
で

あ
っ
た
。『
日
記
』
は
先
ず
そ
の
二
つ
の
事
実
を
記
し
た
後
、
三
日

間
の
「
御
薬
の
儀
」
に
お
け
る
大
納
言
の
君
の
装
束
を
列
挙
す
る
。

次
に
、
三
日
の
戴
餅
の
描
写
に
移
行
し
、
親
王
の
乳
母
宰
相
の
君
の

装
束
を
記
す
。
そ
の
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

い
と
を
か
し
げ
に
髪
な
ど
も
つ
ね
よ
り
つ
く
ろ
ひ
ま
し
て
、
や

う
だ
い
も
て
な
し
、
ら
う
ら
う
し
く
を
か
し
。
丈
だ
ち
よ
き
ほ

ど
に
、
ふ
く
ら
か
な
る
人
の
、
顔
い
と
こ
ま
か
に
、
に
ほ
ひ
を

か
し
げ
な
り
。

第
一
文
は
「
つ
ね
よ
り
つ
く
ろ
ひ
ま
し
て
」
と
あ
る
の
で
、
正
月
三

日
と
い
う
特
定
の
日
の
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
文
が
述
べ
る
彼

女
の
身
長
・
肉
付
き
・
顔
立
ち
と
い
う
内
容
は
、
こ
の
日
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
記
録
か
ら
批
評
へ
と
い
う
筆
の
逸
れ
は
、
こ

こ
か
ら
緩
や
か
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
日
記
』
は
こ
の
後
、
話
題
を
大
納
言
の
君
に
戻
し
、
次
の
よ
う

に
記
す
。

大
納
言
の
君
は
、
い
と
さ
さ
や
か
に
、
小
さ
し
と
い
ふ
べ
き
か

た
な
る
人
の
、
白
う
う
つ
く
し
げ
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
こ
え
た
る

が
、
う
は
べ
は
い
と
そ
び
や
か
に
、
髪
、
た
け
に
三
寸
ば
か
り

あ
ま
り
た
る
裾
つ
き
、
髪
ざ
し
な
ど
ぞ
、
す
べ
て
似
る
も
の
な

く
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
き
。
顔
も
い
と
ら
う
ら
う
し
く
、
も
て

な
し
な
ど
、
ら
う
た
げ
に
な
よ
び
か
な
り
。

直
前
の
宰
相
の
君
記
事
第
二
文
と
同
様
に
、
身
長
、
顔
色
、
肉
付
き
、

髪
の
長
さ
、
顔
立
ち
と
い
う
外
見
に
加
え
雰
囲
気
を
内
容
と
し
て
、

寛
弘
六
年
正
月
三
が
日
と
い
う
時
間
に
限
定
さ
れ
た
内
容
で
は
な
い
。

三
が
日
の
こ
と
は
既
に
宰
相
の
君
の
記
事
以
前
に
、
装
束
描
写
と
し

て
記
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。『
日
記
』
は
、
そ
こ
で
は
記
さ
な
か
っ
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た
大
納
言
の
君
の
常
よ
り
の
様
子
を
記
し
、
批
評
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
れ
に
続
く
の
が
、
宣
旨
の
君
の
記
事
で
あ
る
。

宣
旨
の
君
は
、
さ
さ
や
け
人
の
、
い
と
ほ
そ
や
か
に
そ
び
え
て
、

髪
の
す
ぢ
こ
ま
か
に
き
よ
ら
に
て
、
生
ひ
さ
が
り
の
末
よ
り
一

尺
ば
か
り
あ
ま
り
給
へ
り
。
い
と
心
は
づ
か
し
げ
に
、
き
は
も

な
く
あ
て
な
る
さ
ま
し
給
へ
り
。
物
よ
り
さ
し
歩
み
て
出
で
お

は
し
た
る
も
、
わ
づ
ら
は
し
う
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
る
心
地
す
。

あ
て
な
る
人
は
か
う
こ
そ
あ
ら
め
と
、
心
ざ
ま
も
の
う
ち
の
た

ま
へ
る
も
お
ぼ
ゆ
。

書
か
れ
る
要
素
は
宰
相
の
君
・
大
納
言
の
君
と
同
様
で
、
先
の
二

者
に
倣
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
だ
が
問
題
は
、
宰
相
の
君
と
大
納

言
の
君
が
寛
弘
六
年
正
月
三
が
日
行
事
で
特
別
な
役
割
を
あ
て
が
わ

れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
宣
旨
の
君
に
は
そ
う
し
た
役
割
が
記
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
宣
旨
の
君
の
記
事
は
、
寛
弘
六
年
正
月
三

が
日
の
箇
所
に
記
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
を
欠
い
て
い
る
。
別
の
言
い

方
を
す
れ
ば
、『
紫
式
部
日
記
』
は
こ
の
時
、
時
系
列
の
束
縛
か
ら

離
陸
し
て
い
る
。

こ
の
つ
い
で
に
、
人
の
か
た
ち
を
語
り
聞
こ
え
さ
せ
ば
、
物
言

ひ
さ
が
な
く
や
は
べ
る
べ
き
。

は
、
こ
の
後
に
置
か
れ
る
。「
こ
の
つ
い
で
に
」
は
「
宰
相
の
君

以
下
、
女
房
の
容
姿
批
評
を
し
て
き
た
、
そ
の
つ
い
で
に
、
の
意9

）
」

で
あ
り
、
さ
ら
に
言
葉
を
補
え
ば
、「
正
月
三
日
の
宰
相
の
君
を
記

す
記
事
の
末
尾
に
始
ま
っ
て
、
時
系
列
に
し
た
が
う
記
録
か
ら
だ
ん

だ
ん
筆
が
離
れ
、
記
録
と
は
別
の
批
評
を
書
い
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
の
つ
い
で
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
半
記
録
体
と
消
息
体
の

文
脈
は
連
続
し
て
い
る
。
二
つ
は
、
一
体
の
も
の
と
し
て
書
か
れ
た

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

２

前
半
記
録
体
と
の
相
反

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
大
き
な
矛
盾
が
発
生
す
る
。
そ
れ
は
、
移
行

部
の
文
脈
に
お
い
て
は
前
半
記
録
体
と
連
続
し
て
い
る
消
息
体
が
、

内
容
の
性
格
、
特
に
公
開
性
と
秘
匿
性
と
い
う
点
に
お
い
て
は
相
反

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
半
記
録
体
は
、
前
に
確
認
し
た

よ
う
に
、
彰
子
の
出
産
と
い
う
慶
事
を
中
心
に
置
き
、
主
家
賛
美
の

意
図
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
現
実
に
公
開
さ
れ
た
か

否
か
は
さ
て
お
き
、
主
家
あ
る
い
は
主
家
を
通
じ
て
世
間
一
般
に
読

ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が

そ
れ
に
対
し
、
消
息
体
は
不
特
定
多
数
の
人
々
に
読
ま
れ
て
は
な
ら

な
い
部
分
を
幾
つ
も
持
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
彰
子
後
宮
の
消
極
的
気
風
に
触
れ

上

・
中

の
ほ
ど
ぞ
、
あ
ま
り
ひ
き
入
り
ざ
う
ず
め
き
て
の

み
侍
る
め
る
。
さ
の
み
し
て
、
宮
の
御
た
め
、
も
の
の
飾
り
に

は
あ
ら
ず
、
見
苦
し
と
も
見
侍
り
。

と
い
う
箇
所
な
ど
は
、
た
と
え
事
実
で
あ
ろ
う
と
当
の
上

・
中
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に
対
し
て
は
無
礼
な
発
言
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
紫
式
部
が
「
惚
け

痴
れ
」
を
演
じ
て
い
た
が
た
め
に
、
同
僚
か
ら
「
お
い
ら
か
」、
お

っ
と
り
し
た
人
物
だ
と
評
価
さ
れ
た
と
い
う
箇
所
に
至
っ
て
は
、
実

は
そ
の
「
惚
け
痴
れ
」
が
、
当
初
は

む
つ
か
し
と
思
ひ
て
、
惚
け
痴
れ
た
る
人
に
い
と
ど
な
り
は
て

て
侍
れ
ば

の
よ
う
に
、
う
る
さ
型
の
同
僚
が
面
倒
な
の
で
無
視
を
決
め
込
も
う

と
し
て
の
演
技
だ
っ
た
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に
そ
の
際
の
、

こ
と
に
い
と
し
も
物
の
か
た
が
た
得
た
る
人
は
難
し
。
た
だ
、

わ
が
心
の
立
て
つ
る
筋
を
と
ら
へ
て
、
人
を
ば
無
き
に
な
す
な

め
り
。

の
よ
う
な
、
う
る
さ
型
女
房
た
ち
の
本
質
を
突
く
鋭
い
洞
察
な
ど
は
、

決
し
て
当
人
た
ち
に
は
見
せ
ら
れ
な
い
。
紫
式
部
は
同
僚
た
ち
と
の

こ
の
一
件
を
通
じ
、
人
間
関
係
に
角
を
立
て
な
い
「
お
い
ら
か
」
の

気
性
を
体
得
す
べ
く
励
ん
だ
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
読
ま
れ
れ

ば
、
努
力
は
瞬
時
に
し
て
無
に
帰
し
て
し
ま
う
。

ま
た
中
宮
へ
の
漢
文
進
講
の
話
題
で
、
紫
式
部
は
自
分
に
悪
意
を

抱
く
左
衛
門
内
侍
に
言
及
し

ま
こ
と
に
か
う
読
ま
せ
給
ひ
な
ど
す
る
こ
と
、
は
た
か
の
も
の

言
ひ
の
内
侍
は
、
え
聞
か
ざ
る
べ
し
。
知
り
た
ら
ば
、
い
か
に

そ
し
り
侍
ら
む
も
の
と
、
す
べ
て
世
の
中
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
く
、

憂
き
も
の
に
侍
り
け
り
。

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
内
侍
に
知
ら
れ
た
ら
面
倒
だ
」

な
ど
と
書
け
る
の
は
、
進
講
の
情
報
が
こ
の
文
章
を
通
じ
て
左
衛
門

内
侍
に
漏
れ
る
こ
と
は
な
い
、
つ
ま
り
こ
れ
が
彼
女
に
読
ま
れ
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

消
息
体
は
不
特
定
多
数
の
読
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
を
意
図
せ
ず
に

書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、「
書
簡
体
仮
託
説
」
の
中
で
は
「
作
者
は
自
己

の
内
部
の
、
自
己
の
も
っ
と
も
理
想
的
な
理
解
者
で
あ
る
他
者
に
向

っ
て
語
り
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か10

）
」
或
い
は
「
読
ま
せ

る
べ
き
相
手
は
（
中
略
）
誰
れ
で
も
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
書
き
た
い
が
た
め
に
、
ま
さ
し
く
文
字
通
り
の
筆
の
ま
に
ま
に

随
筆
し
た
も
の
で
あ
る11

）
」
と
の
理
解
が
生
ま
れ
も
し
た
。『
紫
式
部

日
記
』
は
完
全
非
公
開
の
文
章
だ
っ
た
と
の
理
解
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
で
は
前
半
記
録
体
の
公
的
性
格
が
説
明
で
き
な
い
。
一
方
で
、

「
書
簡
体
仮
託
説
」
の
諸
説
に
は
必
ず
し
も
完
全
非
公
開
と
考
え
な

い
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
公
開
に
よ
り
紫
式
部
の
立
場
が
危
う

く
な
る
こ
と
へ
の
、
現
実
的
な
説
得
力
に
欠
け
る
。

３

二
段
階
成
立
の
可
能
性

現
行
の
前
半
記
録
体
と
消
息
体
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
公
開
性
と
秘
匿
性
は
相
反
す
る
。
な
ら
ば
、
前
半
記
録
体
が
一

旦
単
独
で
書
か
れ
た
後
、
姿
勢
を
変
え
て
、
一
般
へ
の
非
公
開
を
前
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提
に
消
息
体
が
書
き
継
が
れ
た
と
考
え
て
は
ど
う
か
。

こ
の
見
解
に
立
つ
の
が
、
現
在
「
添
え
手
紙
説12

）
」
を
採
る
諸
説
で

あ
る
。
例
え
ば
原
田
敦
子
氏
は
、
前
半
記
録
体
は
ひ
と
ま
と
ま
り
の

慶
事
記
録
で
主
家
の
為
に
書
か
れ
た
、
そ
の
後
紫
式
部
が
そ
れ
を
主

家
と
は
別
に
知
人
の
た
め
に
書
い
て
送
ろ
う
と
し
た
時
「
添
え
手

紙
」
を
付
け
た
、
そ
れ
が
消
息
体
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
原
田
氏
は
そ

の
場
面
を
「（
紫
式
部
は
）
宰
相
の
君
の
装
束
を
叙
し
た
後
、
ふ
と

筆
を
走
ら
せ
て
彼
女
の
容
姿
を
描
写
し
た
。（
中
略
）
こ
の
小
さ
な

逸
脱
が
次
に
は
大
納
言
の
君
、
宣
旨
の
君
の
容
姿
批
評
へ
と
発
展
し
、

遂
に
は
中
宮
附
の
女
房
の
批
評
を
ま
と
め
て
行
う
と
こ
ろ
に
ま
で
、

飛
躍
的
な
成
長
を
と
げ
た
の
で
あ
る13

）
」
と
推
測
さ
れ
る
。
消
息
文
が

前
半
記
録
体
と
連
続
し
て
い
る
の
は
、
連
続
し
た
も
の
と
し
て
紫
式

部
が
書
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
し
か
し
内
容
が
秘
密
に
満
ち

て
い
る
の
は
、
特
定
の
誰
か
だ
け
に
向
け
て
、
非
公
開
を
前
提
に
書

い
た
も
の
だ
か
ら
と
さ
れ
て
い
て
、
共
に
納
得
で
き
る
。

稿
者
は
、
消
息
体
を
「
手
紙
」
と
は
考
え
な
い
。
消
息
体
に
は
、

そ
の
末
尾
の
挨
拶
文
に
「
御
文
に
え
書
き
続
け
侍
ら
ぬ
こ
と
を
、
よ

き
も
あ
し
き
も
、
世
に
あ
る
こ
と
身
の
上
の
憂
へ
に
て
も
、
残
ら
ず

聞
こ
え
さ
せ
お
か
ま
ほ
し
う
侍
る
ぞ
か
し
。」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
御
文
（
消
息
）」
に
は
書
け
な
い
こ
と
を
書
い
た
と
い
う
か
ら
に

は
、
紫
式
部
は
こ
れ
を
手
紙
と
考
え
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
消

息
体
が
手
紙
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
と
に
、
同
じ
「
添
え
手
紙
説
」
を
採
る
田
渕
句
美
子
氏
は
、
消
息

体
を
『
阿
仏
の
文
』
に
類
似
す
る
、
娘
へ
の
指
南
書
と
考
え
ら
れ
て

い
る14

）
。
そ
う
し
た
観
点
を
本
稿
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
非
常
に
有

効
と
見
て
い
る
。
た
だ
、
紫
式
部
は
こ
れ
を
「
手
紙
」
と
認
識
し
て

い
な
い
と
考
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、
本
稿
が
問
題
と

す
る
成
立
事
情
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、「
添
え
手
紙
説
」
は
強
い

説
得
性
を
持
つ
。

こ
の
説
は
、
つ
と
に
増
田
繁
夫
氏
に
よ
っ
て
も
提
出
さ
れ
て
い
た15

）
。

氏
は
、
紫
式
部
は
最
初
に
「
中
宮
御
産
記
と
で
も
い
う
べ
き
記
録
、

あ
る
い
は
女
房
日
記
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
」、
そ
の
後
頼
ま
れ

て
「
知
人
に
中
宮
御
産
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
女
房
た
ち
の
生
活
を
知
ら

せ
る
、
い
わ
ば
「
後
宮
通
信
」
と
い
っ
た
形
」
の
も
の
を
書
い
た
、

そ
し
て
そ
れ
に
添
え
て
「
べ
つ
に
消
息
、
あ
の
消
息
文
的
部
分
を
書

い
て
一
緒
に
や
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
前
半
記
録
体
自
体
が
二
度
に
わ

た
り
二
種
類
書
か
れ
た
、
そ
し
て
後
発
の
も
の
に
消
息
（
消
息
体
）

が
付
け
ら
れ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

本
稿
も
、
考
察
の
結
果
類
似
の
見
解
に
達
し
た
。
本
稿
は
、『
紫

式
部
日
記
』
は
当
初
「
女
房
日
記
」
的
な
色
彩
の
濃
い
「
献
上
本
」

が
作
ら
れ
、
後
に
そ
れ
を
大
幅
に
書
き
換
え
て
「
私
家
本
」
が
作
ら

れ
た
、
そ
の
際
に
消
息
体
等
が
付
加
さ
れ
た
と
想
像
す
る
。
こ
う
仮

定
す
る
こ
と
で
、『
紫
式
部
日
記
』
の
構
成
・
主
題
・
首
欠
の
問
題

が
一
体
的
に
説
明
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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三

主
家
賛
美
と
自
己
語
り
の
問
題

１

書
き
換
え
が
も
た
ら
し
た
二
重
主
題

先
に
、
前
半
記
録
体
が
「
女
房
日
記
」
的
で
あ
り
公
的
性
格
を
有

す
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
網
羅
的
に
言
え
る
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
前
半
記
録
体
に
は
憂
愁
叙
述
と
呼
ば
れ
る
異
質

な
部
分
が
点
在
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
主
家
繁
栄
の
記
事
の
明
る

さ
に
対
し
て
、
暗
く
物
思
い
に
ふ
け
る
紫
式
部
が
描
か
れ
て
い
る
。

色
調
の
大
き
な
違
い
に
、
読
む
者
は
違
和
感
を
抱
か
ず
に
い
ら
れ
な

い
。そ

の
違
和
感
を
解
決
す
る
手
立
て
と
し
て
、
様
々
の
論
が
試
み
ら

れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
一
部
有
効
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
「
作

者
の
愁
い
に
み
ち
た
心
の
描
写
は
、
作
者
の
目
と
心
を
位
置
づ
け
る

と
共
に
、
中
宮
や
儀
式
の
立
派
さ
を
引
き
立
て
る
役
割
を
も
っ
た
も

の16
）

」
と
の
説
明
が
あ
る
。
例
え
ば
、
冒
頭
に
続
く
中
宮
の
初
登
場
場

面
に
あ
る
憂
愁
叙
述
、

憂
き
世
の
慰
め
に
は
、
か
か
る
御
前
を
こ
そ
尋
ね
参
る
べ
か
り

け
れ
と
、
現
し
心
を
ば
ひ
き
た
が
へ
、
た
と
し
へ
な
く
よ
ろ
づ

忘
ら
る
る
も
、
か
つ
は
あ
や
し
。

は
、「
中
宮
の
立
派
さ
に
ひ
か
れ
て
、
こ
の
世
を
憂
き
世
と
嘆
く
日

頃
の
気
持
が
、
我
な
が
ら
不
思
議
に
思
え
る
ほ
ど
、
す
っ
か
り
消
え

て
し
ま
う17

）
」
と
い
う
中
宮
賛
美
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
既
に
前
半
記
録
体
の
性
格
説
明
の
際
に
触
れ

た
。
そ
こ
で
は
、
人
生
の
苦
を
抱
え
な
が
ら
そ
れ
を
さ
り
げ
な
く
隠

す
彰
子
が
、
同
じ
よ
う
に
人
生
の
苦
を
抱
え
持
つ
紫
式
部
に
共
感
と

尊
敬
の
念
を
抱
か
せ
た
と
考
え
た
。
主
家
賛
美
に
は
様
々
の
レ
ベ
ル

の
も
の
が
あ
る
が
、
紫
式
部
は
そ
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
自
己
を
憂

い
多
き
存
在
と
措
定
し
、
そ
ん
な
自
己
に
心
の
救
済
を
与
え
て
く
れ

る
主
家
を
賛
美
す
る
と
い
う
方
法
を
持
っ
て
い
た
。
憂
愁
叙
述
の
憂

い
に
満
ち
た
自
己
像
に
は
、
確
か
に
こ
う
し
た
方
法
の
た
め
に
必
然

的
に
書
か
れ
た
も
の
も
多
い
に
違
い
な
い
。

だ
が
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
憂
愁
叙
述
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
は

な
い
。
中
に
は
、
主
家
賛
美
に
つ
な
が
る
と
は
思
え
な
い
憂
い
や
、

書
か
ず
も
が
な
の
事
柄
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
十
月
中

旬
、
道
長
か
ら
具
平
親
王
家
と
の
懇
意
を
頼
ら
れ
、
相
談
を
も
ち
か

け
ら
れ
て
「
ま
こ
と
に
心
の
内
は
思
ひ
ゐ
た
る
こ
と
多
か
り
」
と
気

を
重
く
す
る
記
述
は
、
道
長
に
読
ま
れ
て
も
無
礼
に
あ
た
ら
な
い
の

か
。
十
一
月
十
七
日
、
内
裏
へ
の
還
御
に
随
行
の
際
、
同
車
と
な
っ

た
同
僚
女
房
馬
の
中
将
か
ら
不
快
が
ら
れ
る
場
面
は
、
当
の
馬
の
中

将
に
読
ま
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
女
房
内
で
角
が
立
つ
の
で
は
な
い
か
。

十
一
月
二
十
二
日
の
「
童
女
御
覧
」
で
、
童
女
を
見
な
が
ら
わ
が
身

に
思
い
が
移
り
「
か
う
ま
で
立
ち
出
で
む
と
は
思
ひ
か
け
き
や
は
」

と
、
宮
仕
え
に
馴
致
し
た
自
分
を
嫌
悪
し
、
将
来
を
想
像
し
て
暗
澹
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と
す
る
場
面
は
、
女
房
と
し
て
あ
ま
り
に
後
ろ
向
き
で
は
な
い
か
。

五
節
期
間
中
、
弘
徽
殿
女
御
の
か
つ
て
の
女
房
で
臨
時
に
手
伝
い
の

た
め
参
上
し
て
い
た
左
京
馬
を
同
僚
と
共
に
い
じ
め
る
場
面
は
、
悪

意
に
満
ち
て
お
り
、
彰
子
女
房
集
団
の
イ
メ
ー
ジ
を
落
と
す
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
。

こ
れ
ら
の
場
面
は
、
女
房
勤
め
に
消
極
的
で
時
に
は
そ
れ
に
嫌
悪

感
さ
え
抱
い
て
い
る
紫
式
部
や
、
同
僚
や
他
集
団
の
女
房
と
の
間
で

摩
擦
や
確
執
を
引
き
起
こ
す
紫
式
部
を
映
し
出
す
。
そ
う
し
た
紫
式

部
像
は
、
研
究
者
が
紫
式
部
と
い
う
人
間
の
内
面
を
知
る
に
は
貴
重

で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
が
、
紫
式
部
自
身
に
よ
っ
て
主
家
に
報
告
す

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
強
い
疑
問
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ

な
い
。
こ
れ
ら
は
あ
ま
り
に
も
私
的
な
情
報
で
あ
り
す
ぎ
る
。
そ
の

意
味
で
、
主
家
と
い
う
公
を
志
向
す
る
「
女
房
日
記
」
の
性
格
に
は

そ
ぐ
わ
な
い
。

な
ら
ば
そ
れ
ら
、
憂
愁
叙
述
の
中
で
も
主
家
へ
の
献
上
に
適
さ
ぬ

も
の
を
、「
女
房
日
記
」
と
分
け
て
考
え
て
は
ど
う
か
。
つ
ま
り
そ

れ
ら
の
憂
愁
叙
述
は
、「
女
房
日
記
」
的
で
あ
る
「
献
上
本
」
に
は

当
初
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
私
家
本
」
へ
の
書
き
換
え

の
際
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
は
ど
う
か
。「
献
上
本
」
は
主

家
賛
美
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
、
一
旦
完
成
し
て
献
上
さ
れ
た
。
だ

が
そ
の
後
、
紫
式
部
は
「
献
上
本
」
の
控
に
大
幅
な
修
正
や
加
筆
を

施
し
て
「
私
家
本
」
を
作
成
し
た
。
そ
れ
は
自
己
語
り
を
主
題
と
し

て
、
主
家
の
華
や
か
さ
の
一
方
で
、
憂
い
に
満
ち
た
自
己
を
示
す
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
修
正
の
筆
が
寛
弘
六
年
正
月
に
及
ん
だ
時
、

文
章
は
記
録
を
離
れ
、
消
息
体
が
書
き
加
え
ら
れ
た
。
現
行
『
紫
式

部
日
記
』
は
こ
の
「
私
家
本
」
を
原
形
と
す
る
。
現
行
の
前
半
記
録

体
に
主
家
賛
美
と
い
う
主
題
が
確
認
で
き
る
の
は
も
と
の
「
献
上

本
」
か
ら
の
産
物
で
あ
り
、
同
様
に
自
己
語
り
と
い
う
主
題
が
見
ら

れ
る
の
は
「
私
家
本
」
へ
の
書
き
変
え
の
結
果
で
あ
る
と
の
憶
測
で

あ
る
。

２

現
行
冒
頭
以
前
の
部
分

こ
の
よ
う
に
「
私
家
本
」
へ
の
書
き
換
え
と
い
う
こ
と
を
考
え
る

と
、
首
欠
説
に
つ
い
て
も
説
明
が
付
き
そ
う
で
あ
る
。『
紫
式
部
日

記
』
の
外
部
資
料
は
、
日
記
に
現
行
冒
頭
以
前
の
部
分
、
少
な
く
と

も
寛
弘
五
年
五
月
の
記
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
そ
の

記
事
は
「
私
家
本
」
へ
の
書
き
換
え
の
際
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

現
行
の
『
紫
式
部
日
記
』
か
ら
は
散
逸
し
て
い
る
こ
の
記
事
を
、

最
も
原
形
に
近
く
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

前
掲
の
外
部
資
料
Ｂ
、『
紫
式
部
集
』
古
本
系
諸
本
付
載
の
後
人
作

資
料
「
日
記
歌
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

三
十
講
の
五
巻
、
五
月
五
日
な
り
。
今
日
し
も
あ
た
り
つ

ら
む
提
婆
品
を
思
ふ
に
、
阿
私
仙
よ
り
も
、
こ
の
殿
の
御
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た
め
に
や
、
木
の
実
も
ひ
ろ
ひ
お
か
せ
け
む
と
、
思
ひ
や

ら
れ
て

１
妙
な
り
や
今
日
は
五
月
の
五
日
と
て
い
つ
つ
の
巻
に
あ
へ
る

御
法
も

池
の
水
の
、
た
だ
こ
の
下
に
、
か
が
り
火
に
み
あ
か
し
の

光
り
あ
ひ
て
、
昼
よ
り
も
さ
や
か
な
る
を
見
、
思
ふ
こ
と

少
な
く
は
、
を
か
し
う
も
あ
り
ぬ
べ
き
を
り
か
な
と
、
か

た
は
し
う
ち
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
も
、
ま
づ
ぞ
涙
ぐ
ま
れ
け

る

２
か
が
り
火
の
影
も
さ
わ
が
ぬ
池
水
に
幾
千
代
す
ま
む
法
の
光

ぞ
お
ほ
や
け
ご
と
に
言
ひ
ま
ぎ
ら
は
す
を
、
大
納
言
の
君

３
澄
め
る
池
の
底
ま
で
照
ら
す
か
が
り
火
に
ま
ば
ゆ
き
ま
で
も

う
き
わ
が
身
か
な

五
月
五
日
、
も
ろ
と
も
に
眺
め
あ
か
し
て
、
あ
か
う
な
れ

ば
入
り
ぬ
。
い
と
長
き
根
を
包
み
て
さ
し
出
で
た
ま
へ
り
。

小
少
将
の
君

４
な
べ
て
世
の
う
き
に
な
か
る
る
あ
や
め
草
今
日
ま
で
か
か
る

ね
は
い
か
が
見
る

返
し

５
な
に
ご
と
と
あ
や
め
は
わ
か
で
今
日
も
な
ほ
た
も
と
に
あ
ま

る
ね
こ
そ
絶
え
せ
ね

藤
原
道
長
家
で
は
毎
年
五
月
に
法
華
講
を
催
し
て
い
た
が
、
寛
弘

五
年
は
そ
の
第
五
巻
の
講
義
日
が
五
月
五
日
に
あ
た
っ
て
い
た
。
第

五
巻
に
は
「
提
婆
達
多
品
」
が
あ
り
、
釈
迦
が
阿
私
仙
（
提
婆
達

多
）
に
奉
仕
し
て
法
華
経
を
得
た
経
緯
が
説
か
れ
て
、
最
も
尊
ば
れ

た
。「
薪
の
行
道
」
と
呼
ば
れ
る
、
参
会
者
が
「
法
華
経
を
我
が
得

し
こ
と
は
薪
こ
り
菜
摘
み
水
汲
み
仕
へ
て
ぞ
得
し
」
と
い
う
歌
を
唱

え
つ
つ
、
釈
迦
の
奉
仕
の
仕
草
を
真
似
て
水
桶
を
持
ち
薪
を
背
負
っ

て
廻
る
行
道
も
、
こ
の
日
に
行
わ
れ
た18

）
。
１
は
そ
の
盛
会
の
様
子
を

称
え
る
。
だ
が
２
で
は
、
紫
式
部
の
思
い
は
明
る
い
か
が
り
火
を
見

る
う
ち
に
内
向
し
「
思
ふ
こ
と
少
な
く
は
、
を
か
し
う
も
あ
り
ぬ
べ

き
を
り
か
な
」
と
、
わ
が
身
の
負
う
苦
悩
の
多
さ
に
涙
す
る
。

主
家
の
晴
の
儀
式
に
参
加
し
な
が
ら
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
思
い

が
わ
が
身
の
苦
に
向
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、『
紫
式
部
日
記
』
前
半

記
録
体
の
憂
愁
叙
述
に
し
ば
し
ば
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
目
前

の
華
や
か
さ
に
つ
け
て
逆
に
気
分
が
暗
く
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
こ
と

も
、
例
え
ば
行
幸
前
、
土
御
門
殿
の
菊
の
園
を
見
て
の
場
面
で

め
で
た
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
こ
と
を
見
聞
く
に
つ
け
て
も
、

た
だ
思
ひ
か
け
た
り
し
心
の
引
く
か
た
の
み
強
く
て
、
も
の
憂

く
、
思
は
ず
に
、
嘆
か
し
き
こ
と
の
ま
さ
る
ぞ
、
い
と
苦
し
き
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
２
の
詞
書
は
そ
う
し
た
心
理
状
況
と
同
類
で

あ
る
。

さ
て
、
紫
式
部
は
苦
悩
を
こ
ら
え
て
２
の
歌
を
詠
み
、
涙
を
「
お
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ほ
や
け
ご
と
に
言
ひ
ま
ぎ
ら
は
」
し
た
。
主
家
を
賛
美
す
る
感
動
の

涙
の
よ
う
に
ご
ま
か
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
大
納
言
の
君
は
３

の
よ
う
に
詠
み
返
し
た
。
そ
れ
は
主
家
の
繁
栄
を
象
徴
す
る
「
か
が

り
火
」
の
明
る
さ
に
照
ら
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
「
ま
ば
ゆ
き
」、
い

た
た
ま
れ
ぬ
と
感
じ
て
し
ま
う
「
憂
き
」
自
分
を
詠
ん
で
い
て
、
ま

さ
し
く
紫
式
部
の
本
音
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

実
は
「
日
記
歌
」
に
は
ま
た
別
の
資
料
が
あ
る
。『
紫
式
部
集
』

定
家
本
系
統
の
本
文
部
分19

）
に
あ
っ
て
、
後
人
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
部
分20

）
で
あ
る
。「
日
記
歌
」
同
様
に
『
紫
式

部
日
記
』
寛
弘
五
年
五
月
五
日
記
事
に
依
拠
し
て
い
る
ら
し
く
、
し

か
し
「
日
記
歌
」
制
作
者
と
は
違
う
後
人
の
手
に
よ
っ
て
『
紫
式
部

日
記
』
か
ら
切
り
出
さ
れ
、『
紫
式
部
集
』
に
書
き
込
ま
れ
た
と
思

し
い
。
そ
こ
で
は
３
の
詞
書
は
「
日
記
歌
」
よ
り
ず
っ
と
詳
し
い
。

お
ほ
や
け
ご
と
に
言
ひ
紛
ら
は
す
を
、
向
ひ
給
へ
る
人
は
、

さ
し
も
思
ふ
こ
と
も
の
し
給
ふ
ま
じ
き
か
た
ち
、
あ
り
さ

ま
、
よ
は
ひ
の
程
を
、
い
た
う
心
深
げ
に
思
ひ
乱
れ
て

こ
れ
に
よ
れ
ば
紫
式
部
は
、
容
貌
や
た
た
ず
ま
い
や
年
齢
な
ど
の
み

か
ら
判
ず
れ
ば
苦
労
知
ら
ず
と
も
見
え
る
大
納
言
の
君
の
、
悩
め
る

心
を
知
っ
た
の
だ
っ
た
。

「
日
記
歌
」
と
こ
の
『
紫
式
部
集
』
定
家
本
後
人
挿
入
部
分
と
は
、

作
者
よ
り
後
代
の
二
者
が
二
様
に
『
紫
式
部
日
記
』
に
依
拠
し
制
作

し
た
も
の
で
、
右
の
よ
う
に
本
文
が
全
く
違
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
原
典
の
本
文
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
ど
ち
ら
も
信
頼

し
が
た
い
。
だ
が
こ
れ
ら
を
用
い
て
『
紫
式
部
日
記
』
五
月
記
事
の

お
お
ま
か
な
内
容
を
透
か
し
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
十
分
に
役
に

立
つ
。
本
稿
が
確
認
し
た
い
の
は
、
二
者
が
依
拠
し
た
『
紫
式
部
日

記
』
寛
弘
五
年
五
月
五
日
記
事
が
、
い
わ
ゆ
る
憂
愁
叙
述
の
典
型
と

も
い
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
４
と
５
の
贈
答
で
も
、
小

少
将
の
君
は
あ
や
め
の
根
を
紫
式
部
に
贈
っ
て
「
な
べ
て
世
の
憂
き

に
泣
か
る
る
あ
や
め
草
」
と
、
世
の
憂
さ
に
涙
の
絶
え
な
い
自
分
を

示
し
、
い
っ
ぽ
う
紫
式
部
も
「
袂
に
余
る
音
こ
そ
絶
え
せ
ね
」
と
、

絶
え
な
い
号
泣
の
涙
が
袂
に
余
る
自
分
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

贈
答
は
、
現
行
日
記
の
行
幸
前
に
菊
の
園
を
見
て
憂
鬱
な
気
分
に
引

き
こ
ま
れ
る
憂
愁
叙
述
の
中
に
も
、
内
裏
還
御
直
前
に
古
び
た
自
宅

で
初
雪
を
見
、
里
居
時
代
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
痛
感
す

る
憂
愁
叙
述
の
中
に
も
あ
っ
た
。

五
月
五
日
の
記
事
も
、
主
家
の
華
や
ぎ
の
傍
ら
で
苦
悩
に
沈
み
こ

む
自
己
や
女
房
達
を
記
す
も
の
と
し
て
、「
私
家
本
」
へ
の
書
き
換

え
の
才
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
や
が
て
「
私
家
本
」『
紫

式
部
日
記
』
が
流
布21

）
し
て
の
ち
、
損
傷
を
受
け
た
か
、
或
い
は
暗
鬱

な
内
容
に
違
和
感
が
抱
か
れ
た
な
ど
と
い
っ
た
理
由
に
よ
り
巻
頭
部

分
が
脱
落
、
そ
の
後
の
書
写
過
程
に
お
い
て
、
い
か
に
も
作
品
冒
頭

に
ふ
さ
わ
し
い
現
行
冒
頭
が
巻
頭
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
現

在
通
行
す
る
『
紫
式
部
日
記
』
の
祖
本
だ
と
考
え
る
。
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四

「
私
家
本
」
の
制
作

１

制
作
の
意
味

こ
こ
ま
で
、『
紫
式
部
日
記
』
が
二
段
階
を
経
て
成
立
し
た
可
能

性
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
そ
れ
は
『
紫
式
部
日
記
』
の
原
初
を

「
女
房
日
記
」
で
あ
る
「
献
上
本
」
と
見
る
視
点
に
立
ち
、
そ
れ
に

相
反
す
る
秘
匿
性
を
持
っ
た
消
息
体
、
ま
た
そ
れ
に
貢
献
し
な
い
私

的
性
格
を
持
っ
た
憂
愁
叙
述
の
一
部
は
、
性
格
が
違
う
も
の
と
し
て
、

「
私
家
本
」
へ
の
書
き
換
え
の
際
に
付
加
さ
れ
た
と
み
な
す
考
え
方

で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
紫
式
部
に
と
っ
て
、『
紫
式
部
日

記
』「
献
上
本
」
を
書
き
換
え
「
私
家
本
」
を
制
作
す
る
こ
と
に
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

問
題
と
す
る
憂
愁
叙
述
と
消
息
体
と
は
、「
女
房
日
記
」
的
で
な

い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
同
様
だ
が
、
明
ら
か
に
方
向
性
が
違
う
。

前
者
は
個
で
あ
る

私

に
内
向
す
る
が
、
後
者
は
女
房
た
る
も
の

い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
述
べ
て
い
て
、

公

つ
ま
り
仕
事
志
向
で

あ
る
。

例
え
ば
消
息
体
の
開
始
後
ま
も
な
く
、
斎
院
の
女
房
「
中
将
の

君
」
の
、
斎
院
を
賛
美
す
る
手
紙
を
話
題
に
し
て
は
、「
わ
が
か
た

ざ
ま
の
こ
と
を
さ
し
も
い
は
ば
、
斎
院
よ
り
出
で
来
た
る
歌
の
、
優

れ
て
良
し
と
見
ゆ
る
も
こ
と
に
侍
ら
ず
」
と
彰
子
方
女
房
の
立
場
か

ら
対
抗
心
を
露
わ
に
し
、「
さ
ぶ
ら
ふ
人
を
比
べ
て
い
ど
ま
む
に
は
、

こ
の
見
給
ふ
る
わ
た
り
の
人
に
、
か
な
ら
ず
し
も
か
れ
は
ま
さ
ら
じ

を
」
と
両
者
の
差
は
人
で
は
な
く
仕
事
場
の
環
境
の
差
に
よ
る
と
主

張
し
て
、
彰
子
方
を
か
ば
う
。
一
方
で
中
宮
女
房
達
の
消
極
性
に
触

れ
る
箇
所
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
上

・
中

の
ほ
ど
ぞ
、
あ
ま

り
ひ
き
入
り
ざ
う
ず
め
き
て
の
み
侍
る
め
る
。」
と
同
僚
の
勤
務
態

度
を
鋭
く
批
判
し
「
た
だ
お
ほ
か
た
を
、
い
と
か
く
情
な
か
ら
ず
も

が
な
と
見
侍
り
。」
と
歯
が
ゆ
が
る
。
全
体
を
通
じ
て
消
息
体
は
、

彰
子
女
房
集
団
の
現
状
を
見
つ
め
、
そ
の
改
善
を
訴
え
、
ま
た
そ
の

中
で
自
己
の
才
能
を
い
か
に
穏
便
に
発
揮
す
べ
き
か
を
熱
く
語
る
、

彰
子
女
房
の
あ
り
方
提
言
で
あ
る
。
憂
愁
叙
述
と
消
息
体
の
間
の
、

こ
の
方
向
性
の
差
は
何
か
。

第
一
に
、
前
半
記
録
体
は
寛
弘
五
年
時
点
の
紫
式
部
を
記
し
て
い

る
。
い
っ
ぽ
う
消
息
体
に
は
、
執
筆
現
在
で
あ
る
寛
弘
七
年22

）
時
点
の

紫
式
部
の
姿
勢
や
意
見
が
記
さ
れ
て
い
る
。
憂
愁
叙
述
の
紫
式
部
が

女
房
勤
め
へ
の
意
欲
を
欠
き
、
消
息
体
で
は
一
転
し
て
意
欲
的
で
あ

る
の
は
、
二
年
の
歳
月
が
も
た
ら
し
た
成
長
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。第

二
に
、
消
息
体
末
の
挨
拶
文
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

御
文
に
え
書
き
続
け
侍
ら
ぬ
こ
と
を
、
よ
き
も
あ
し
き
も
、
世

に
あ
る
こ
と
身
の
上
の
憂
へ
に
て
も
、
残
ら
ず
聞
こ
え
さ
せ
お

か
ま
ほ
し
う
侍
る
ぞ
か
し
。
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常
の
手
紙
に
は
到
底
書
け
な
い
こ
と
を
書
い
た
と
い
う
。
文
飾
で
は

あ
る
ま
い
。
紫
式
部
は
前
半
記
録
体
に
、
宮
仕
え
は
「
お
ほ
ぞ
う
」

な
の
で
、
女
房
に
な
っ
た
自
分
は
「
文
や
散
ら
す
ら
む
」
と
友
か
ら

疑
わ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
消
息
体
で
は
、

紫
式
部
自
身
が
斎
院
の
中
将
の
手
紙
を
盗
み
読
み
し
て
い
る
。
女
房

社
会
で
は
、
手
紙
は
た
や
す
く
人
に
漏
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が

紫
式
部
は
こ
の
文
章
が
、
絶
対
に
秘
匿
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
通
常
の
手
紙
と
し
て
書
き
送
れ
る
も
の
な
ど
で
は
到
底
な
い

こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
内
容
と
は
、「
よ
き
も
あ
し

き
も
、
世
に
あ
る
こ
と
身
の
上
の
憂
へ
に
て
も
」
で
あ
っ
た
。

紫
式
部
自
身
の
感
じ
る
、
良
い
こ
と
悪
い
こ
と
、
女
房
社
会
に
あ

っ
て
の
こ
と
、
ま
た
身
の
上
の
つ
ら
さ
に
つ
い
て
、
残
ら
ず
伝
え
た

い
。
本
稿
は
、
こ
れ
を
「
私
家
本
」
書
き
換
え
の
意
味
と
考
え
る
。

こ
の
挨
拶
文
は
、
書
き
連
ね
て
き
た
「
私
家
本
」
の
跋
文
な
の
だ
ろ

う
。
主
家
を
主
役
と
し
た
「
献
上
本
」
か
ら
「
私
家
本
」
へ
、
縷
々

書
き
連
ね
、
最
後
に
そ
の
読
者
に
向
け
て
、
自
分
の
本
意
を
明
ら
か

に
し
た
の
だ
。
誇
れ
る
自
分
も
嫌
な
自
分
も
、
女
房
で
あ
る
自
分
も

私

で
あ
る
自
分
も
、
皆
伝
え
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
私
家
本
」

は
、
怠
惰
な
ほ
ど
勤
め
を
嫌
悪
す
る
紫
式
部
を
も
、
将
来
へ
の
不
安

を
も
、
同
僚
女
房
の
意
地
の
悪
い
仕
打
ち
を
も
、
同
僚
に
乗
せ
ら
れ

て
加
担
し
て
し
ま
っ
た
い
じ
め
を
も
記
し
て
い
た
。
ま
た
同
僚
集
団

へ
の
批
判
も
、
清
少
納
言
へ
の
呪
詛
に
も
似
た
こ
き
お
ろ
し
も
、
記

し
て
い
た
。「
私
家
本
」『
紫
式
部
日
記
』
と
は
、
言
わ
ば
紫
式
部
の

「
う
ち
あ
け
話
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

２

「
私
家
本
」
の
読
者

こ
う
し
た
「
う
ち
あ
け
話
」
で
あ
る
「
私
家
本
」
は
、
紫
式
部
が

自
分
だ
け
の
た
め
に
制
作
し
誰
に
も
秘
め
て
い
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
い
か
に
も
文
学
的
な
方
法
で
あ
り
、『
源
氏

物
語
』
作
家
紫
式
部
に
ふ
さ
わ
し
い
と
も
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
こ
こ

に
、
看
過
で
き
な
い
別
の
現
実
が
あ
る
。
紫
式
部
が
こ
の
「
私
家

本
」
を
制
作
し
た
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
、「
私
家
本
」
の
内
容
を
強

く
必
要
と
し
て
い
た
人
物
が
、
紫
式
部
の
身
近
に
存
在
し
た
。
紫
式

部
の
娘
、
賢
子
で
あ
る
。

前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
読
者
賢
子
説
は
す
で
に
田
渕
句
美
子
氏
に

よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
つ
と
に
萩
谷
朴
氏
も
、『
紫
式
部

日
記
』
を
賢
子
へ
の
女
房
指
南
書
と
考
え
ら
れ
た23

）
。
賢
子
は
西
暦
九

九
九
年
か
一
〇
〇
〇
年
の
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
、「
私
家
本
」
成
立

の
寛
弘
七
（
一
〇
一
〇
）
年
に
は
十
一
歳
か
十
二
歳
、
女
性
と
し
て

の
成
人
を
目
前
に
し
た
時
期
で
あ
る
。
大
人
と
な
っ
た
娘
は
、
ど
う

生
き
る
の
か
。
彰
子
へ
の
出
仕
と
い
う
こ
と
が
、
最
も
可
能
性
の
高

い
選
択
肢
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
紫
式
部
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃

の
紫
式
部
は
彰
子
付
き
女
房
内
で
十
指
に
入
る
地
位
を
占
め
て
い
た24

）
。

ま
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
彰
子
は
も
ち
ろ
ん
藤
原
道
長
や
一
条
天
皇
、

79 『紫式部日記』の成立



藤
原
公
任
に
も
読
ま
れ
、
人
気
を
博
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
、
女
房

と
し
て
一
定
成
功
し
信
頼
を
持
た
れ
て
い
る
母
の
娘
で
あ
れ
ば
、
彰

子
側
も
雇
用
に
踏
み
切
り
や
す
い
。
他
の
例
を
見
て
も
、
女
房
に
は

母
と
娘
が
同
じ
主
家
に
勤
め
る
、
累
代
の
女
房
が
少
な
く
な
い
。
賢

子
の
側
に
し
て
み
れ
ば
、
父
が
つ
と
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
出

仕
の
理
由
に
な
っ
た
だ
ろ
う25

）
。
結
局
、
賢
子
は
こ
の
の
ち
程
な
く
し

て
、
彰
子
付
き
女
房
の
一
員
と
し
て
長
い
女
房
生
活
の
ス
タ
ー
ト
を

切
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
賢
子
の
た
め
に
、
娘
が
ま
さ
に
飛
び
込
も
う
と
し
て
い

る
世
界
の
実
際
を
、
知
る
限
り
つ
ぶ
さ
に
伝
え
る
。
紫
式
部
が
母
と

し
て
そ
れ
を
思
い
立
つ
の
は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

消
息
体
が
女
房
の
個
人
情
報
を
詳
細
に
記
し
、
批
評
し
て
い
た
の
は

そ
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、
紫
式
部
は
里
の
女
か
ら
抜
擢

さ
れ
て
女
房
に
な
っ
た
。
そ
の
分
当
初
は
、
自
身
の
心
内
に
も
彰
子

女
房
と
の
間
に
も
齟
齬
が
あ
っ
て
、
慣
れ
る
に
は
模
索
が
必
要
で
あ

っ
た
。
賢
子
に
は
そ
う
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
同
じ
道
を
歩

む
娘
に
、
自
分
の
苦
労
を
知
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
も
ま
た
、
親
と
し

て
自
然
な
思
い
で
あ
ろ
う
。
娘
だ
か
ら
こ
そ
、
多
く
を
説
明
し
な
く

て
も
、
母
の
憂
い
は
分
か
る
。
そ
の
憂
い
を
抱
え
つ
つ
女
房
社
会
に

ど
う
な
じ
ん
で
い
っ
た
か
、
試
行
錯
誤
や
失
敗
も
含
め
て
、
こ
の
機

会
に
伝
え
た
か
っ
た
、
そ
れ
が
私
的
な
憂
愁
叙
述
を
記
し
た
理
由
で

は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
女
房
と
し
て
の
生
き
方
で
あ

る
。「
献
上
本
」
由
来
の
前
半
記
録
体
に
明
ら
か
な
、
主
家
の
現
在

の
政
治
的
状
況
。
消
息
体
に
記
さ
れ
る
、
彰
子
女
房
が
受
け
て
い
る

世
評
や
抱
え
て
い
る
課
題
。
そ
の
中
で
一
女
房
と
し
て
、
同
僚
に
嫌

わ
れ
ず
能
力
を
発
揮
す
る
方
法
。
こ
れ
こ
そ
、
母
が
娘
に
伝
え
た
い

教
え
で
あ
っ
た
ろ
う
。

紫
式
部
は
基
本
的
に
彰
子
と
共
に
居
住
し
、
賢
子
と
は
住
ま
い
が

別
な
の
で
、
こ
う
し
た
こ
と
を
こ
ん
こ
ん
と
話
し
て
聞
か
せ
る
機
会

に
乏
し
い
。
ま
た
、
話
語
に
比
べ
て
、
書
か
れ
た
言
葉
の
力
は
強
い
。

中
で
も
特
に
語
り
か
け
の
文
体
は
、
心
情
を
相
手
に
深
く
伝
え
う
る
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
娘
の
た
め
に
「
献
上
本
」
控
を
「
私
家
本
」

に
書
き
直
し
、
消
息
体
部
分
は
話
し
言
葉
で
書
き
添
え
た
も
の
と
考

え
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
稿
者
は
現
行
本

の
年
次
不
明
部
分
・
後
半
記
録
体
に
つ
い
て
も
、
書
き
換
え
の
際
に

付
記
と
し
て
「
私
家
本
」
に
添
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
つ

ま
り
「
私
家
本
」
は
現
行
『
紫
式
部
日
記
』
に
寛
弘
五
年
五
月
五
日

記
事
等
の
首
部
が
付
い
た
も
の
だ
っ
た
と
想
像
す
る
。
現
行
『
紫
式

部
日
記
』
よ
り
も
さ
ら
に
雑
多
で
、
ま
と
ま
り
を
欠
く
こ
と
は
否
め

な
い
。
が
、
そ
れ
は
「
私
家
本
」
の
主
眼
が
、
作
品
と
し
て
の
完
成

度
よ
り
も
情
報
と
し
て
の
充
実
度
に
あ
っ
た
た
め
と
考
え
る
。
な
ら

ば
「
私
家
本
」
制
作
と
は
、
母
と
し
て
娘
へ
の
思
い
が
な
す
、
文
学

よ
り
も
情
念
の
行
為
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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文
中
の
本
文
は
次
の
本
に
よ
る
。
な
お
、
私
に
漢
字
を
あ
て
る
な

ど
、
表
記
を
変
え
た
箇
所
が
あ
る
。

『
紫
式
部
日
記
』
…
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
紫
式
部
日
記
（
現
代

語
訳
付
き
）』／
『
紫
式
部
集
』
古
本
系
・
定
家
本
系
…
新
潮
日
本
古

典
集
成
『
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
』／
『
古
今
和
歌
集
』
…
新
日

本
古
典
文
学
大
系

注１
）

実
際
の
手
紙
が
混
入
し
た
も
の
と
す
る
「
竄
入
説
」
に
藤
村
潔
氏

『
源
氏
学
序
説
』（
笠
間
書
院
、
１
９
８
７
年
）
等
。
そ
れ
に
対
し
、

手
紙
文
の
形
に
仮
託
し
て
書
い
た
と
す
る
「
書
簡
体
仮
託
説
」
説
に
秋

山
虔
氏
日
本
古
典
文
学
大
系
『
紫
式
部
日
記
』
解
説
（
岩
波
書
店
、
１

９
５
８
年
）
等
が
あ
る
。
ま
た
実
際
の
手
紙
で
は
あ
る
が
記
録
体
に
引

き
続
い
て
書
か
れ
た
「
添
え
手
紙
」
で
あ
る
と
の
説
に
増
田
繁
夫
氏

「
紫
式
部
日
記
の
形
態
｜
成
立
と
消
息
文
の
問
題
｜
」（『
言
語
と
文

芸
』
６
８
、
１
９
７
０
年
）
等
が
あ
る
。

２
）

萩
谷
朴
氏
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
上
・
下
』
角
川
書
店
、
１
９
７
３

年
・
室
伏
信
助
氏
「
紫
式
部
日
記
の
表
現
機
構
｜
「
十
一
日
の
暁
」
を

め
ぐ
っ
て
｜
」（『
国
語
と
国
文
学
』
１
９
８
７
年
１
１
月
）
等

３
）

石
村
正
二
氏
「
紫
式
部
日
記
の
原
形
と
現
存
形
態
（
上
）
｜
そ
の
首

欠
部
分
に
つ
い
て
｜
」（『
国
語
』
４
巻
１
号
、
１
９
５
５
年
８
月
）

４
）
「
女
房
日
記
」
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
荘
平
氏
『
平
安
女
流
日
記
文
学

の
研
究

続
編
』（
笠
間
書
院
、
１
９
８
０
年
）

総
説
篇

第
四

「
女
房
日
記
の
形
成
と
そ
の
展
開
」。

５
）

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
２
０
１
０
年
。

６
）

拙
著
『
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
ッ
シ
ク
ス
日
本
の
古
典

紫
式
部
日

記
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
２
０
０
９
年
）
お
よ
び
注

５
）『
紫
式

部
日
記
』
当
該
部
分
解
説
・
脚
注
・
補
注

７
）

山
本
淳
子
「
彰
子
賛
美
の
真
情
｜
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
秋

｜
」（『
中
古
文
学
』
７
５
、
２
０
０
５
年
５
月
）

８
）

九
月
十
五
日
、
道
長
主
催
の
五
日
の
産
養
記
事
で
、
皇
子
誕
生
に
つ

い
て
「
語
ら
ふ
べ
か
め
る
」
と
推
量
さ
れ
て
い
る
。

９
）

宮
崎
荘
平
氏
『
紫
式
部
日
記

下
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
２
０
０

２
年
）
当
該
箇
所
語
釈

10
）

注
１
の
秋
山
虔
氏
解
説

11
）

曾
沢
太
吉
・
森
重
敏
両
氏
『
紫
式
部
日
記
新
釈
』（
武
蔵
野
書
院
、

１
９
６
４
年
）「
解
題
に
代
え
て
｜
い
わ
ゆ
る
消
息
文
の
問
題
｜
」

12
）
「
添
え
手
紙
説
」
は
一
般
に
は
「
竄
入
説
」
の
一
種
と
さ
れ
る
が
、

本
編
と
は
無
関
係
な
手
紙
が
「
紛
れ
込
ん
だ
」
と
の
認
識
で
は
な
い
点

か
ら
、
本
稿
は
「
竄
入
説
」
と
は
別
の
も
の
と
扱
う
。

13
）
『
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
論
考
』（
笠
間
書
院
、
２
０
０
６
年
）
第

一
部
第
一
章
第
五
節
「
消
息
文
の
成
立
筆
」

14
）
「『
紫
式
部
日
記
』
消
息
部
分
再
考
｜
『
阿
仏
の
文
』
か
ら
｜
」（『
国

語
と
国
文
学
』
２
０
０
８
年
１
２
月
）

15
）

注
１
の
増
田
氏
論
文
。

16
）

山
本
利
達
氏
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
紫
式
部
日
記

紫
式
部
集
』

解
説
（
新
潮
社
、
１
９
８
０
年
）

17
）

注
16
山
本
氏
解
説

18
）

こ
の
行
道
の
様
子
を
、
道
長
は
「
池
頭
を
廻
る
に
立
ち
加
は
る
人
・

僧
、
一
四
三
人
」（『
御
堂
関
白
記
』
同
日
）
と
記
し
て
い
る
。

19
）

定
家
本
（
実
践
女
子
大
本
）
歌
番
号
６
５
〜
７
１
。

20
）

清
水
好
子
氏
「
紫
式
部
集
の
編
者
」（『
国
文
学
』
４
６
号
、
１
９
７

81 『紫式部日記』の成立



２
年
３
月
、
関
西
大
学
）

21
）

外
部
資
料
『
明
月
記
』「
日
記
歌
」「『
紫
式
部
集
』
定
家
本
後
人
挿

入
部
分
」
は
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。『
紫
式
部
日
記
』
と
成
立
年
代

が
近
い
『
栄
華
物
語
』（
巻
八
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
注
６
拙
著
参

照
。

22
）

消
息
体
中
で
大
江
匡
衡
が
「
丹
波
の
守
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

匡
衡
が
丹
波
の
守
に
遷
任
さ
れ
た
寛
弘
七
年
三
月
三
十
日
以
降
の
執
筆

と
知
ら
れ
る
。
執
筆
の
下
限
は
一
条
天
皇
が
発
病
し
、
退
位
が
決
定
し

た
寛
弘
八
年
五
月
で
あ
る
。
消
息
体
の
中
に
は
「
風
の
涼
し
き
夕
暮
」

な
ど
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
を
思
わ
せ
る
記
述
が
あ
り
、
総
合
し
て
寛

弘
七
年
夏
か
秋
頃
の
執
筆
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

23
）

注
２
萩
谷
朴
氏
注
釈
書

24
）
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
十
一
月
十
七
日
、
内
裏
還
御
場
面
で
の

乗
車
順
か
ら
推
定
す
る
。

25
）

賢
子
は
成
人
前
か
ら
童
女
と
し
て
彰
子
に
出
仕
し
て
い
た
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ
な
い
。
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