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一

問
題
の
所
在

光
源
氏
は
、
物
語
文
学
を
は
じ
め
と
し
た
語
り
の
伝
統
と
創
造
の
中
に
い
る
。

例
え
ば
、

前
の
世
に
も
、
御
契
り
や
深
か
り
け
む
、
世
に
な
く
き
よ
ら
な
る
玉
の
を
の

こ
御
子
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
。

（
桐
壺１

）

）

と
い
う
誕
生
の
様
か
ら
し
て
そ
う
だ
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
寄
り

て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

（
竹
取
物
語
）

殊
に

む
こ
と
も
な
く
て
、
玉
光
り
輝
く
男
を
生
み
つ
。
…
。
こ
の
子
養
ひ

も
て
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
玉
光
り
輝
き
て
見
ゆ
れ
ば

（
う
つ
ほ
物
語
俊
蔭
）

十
六
歳
と
い
ふ
年
の
五
月
五
日
に
、
玉
光
輝
き
た
る
を
と
こ
の
、
い
と
を
か

し
げ
な
る
を
生
み
給
へ
り
。
名
を
ば
忠
こ
そ
と
い
ふ
。

（
う
つ
ほ
物
語
忠
こ
そ
）

物
語
史
で
の
位
置
、
作
品
の
性
格
の
違
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
様
相
は
異
な
る
が
、

主
人
公
が
光
り
輝
く
容
貌
を
も
っ
て
生
ま
れ
、
優
れ
た
資
質
を
備
え
て
い
る
と
い

う
具
合
に
。

源
氏
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
は
、
作
り
物
語
の
語
り
の
伝
統
の
中
か
ら
生

ま
れ
な
が
ら
、
物
語
内
の
彼
の
独
自
の
人
生
を
歩
む
こ
と
で
、
伝
統
か
ら
抜

け
出
し
、
物
語
史
の
新
た
な
創
造
を
成
し
遂
げ
て
き
た
が
、
一
族
に
「
お
ご

る
」
こ
と
を
戒
め
る
の
も
、
そ
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
包
括
的
な
検
討

の
土
台
と
し
て
、「
お
ご
り
」
と
「
お
ご
り
」
の
教
訓
の
歴
史
と
位
相
に
つ

い
て
、
考
え
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

源
氏
物
語
、
光
源
氏
、
お
ご
り
、
藤
裏
葉
巻
、
和
漢
比
較
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だ
が
、
源
氏
物
語
は
、
竹
取
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
か
ぐ
や
姫
が
、「
き
と
影
に
な

り
」、「
月
の
都
」
に
飛
ぶ
「
車
に
乘
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
昇
」
っ
て

い
く
よ
う
な
伝
承
性
の
強
い
時
代
か
ら
、
冥
々
の
力
や
物
の
怪
の
跋
扈
が
語
ら
れ

な
が
ら
も
、
当
時
の
社
会
心
理
や
、
人
間
心
理
の
あ
り
よ
う
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ら

が
描
か
れ
る
、
時
代
の
「
現
実
性
」
を
重
視
す
る
段
階
に
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

あ
る
意
味
、
源
氏
物
語
作
者
の
創
造
、
到
達
点
で
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
、

源
氏
物
語
作
者
に
よ
る
、
物
語
の
伝
統
を
突
き
破
る
創
造
の
一
つ
が
、
一
族
に

「
お
ご
り
」
を
い
さ
め
る
光
源
氏
の
姿
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
翌
年
は
四
十

歳
と
な
り
、
長
寿
の
祝
い
で
あ
る
算
賀
の
奉
献
も
予
想
さ
れ
る
三
十
九
歳
の
光
源

氏
は
、
ま
ず
、
息
子
の
夕
霧
に
、
雲
居
雁
と
の
結
婚
問
題
に
関
わ
っ
て
、
次
の
よ

う
な
教
訓
を
し
て
い
た
。

位
浅
く
な
に
と
な
き
身
の
ほ
ど
、
う
ち
と
け
、
心
の
ま
ま
な
る
ふ
る
ま
ひ
な

ど
も
の
せ
ら
る
な
。
心
お
の
づ
か
ら
お
ご
り
ぬ
れ
ば
、
思
ひ
し
づ
む
べ
き
く

さ
は
ひ
な
き
時
、
女
の
こ
と
に
て
な
む
、
か
し
こ
き
人
、
昔
も
乱
る
る
例
あ

り
け
る
。

（
梅
枝
）

大
臣
の
御
掟
て
の
あ
ま
り
す
く
み
て
、
な
ご
り
な
く
く
づ
ほ
れ
た
ま
ひ
ぬ
る

を
、
世
人
も
言
ひ
出
る
事
あ
ら
む
や
。
さ
り
と
て
も
、
わ
が
か
た
た
け
う
思

ひ
顔
に
、
心
お
ご
り
し
て
、
す
き
ず
き
し
き
心
ば
へ
な
ど
漏
ら
し
給
ふ
な
。

さ
こ
そ
お
い
ら
か
に
大
き
な
る
心
掟
て
と
見
ゆ
れ
ど
、
下
の
心
ば
へ
を
を
し

か
ら
ず
癖
あ
り
て
、
人
見
え
に
く
き
と
こ
ろ
つ
き
給
へ
る
人
な
り
。

（
藤
裏
葉
）

結
婚
前
も
結
婚
後
も
、「
心
お
ご
り
」
し
て
女
性
問
題
を
起
こ
す
な
と
い
う
の
で

あ
る
。「
心
お
ご
り
」
が
、「
心
お
の
づ
か
ら
お
ご
」
る
こ
と
で
あ
る
の
は
、
こ
の

梅
枝
例
で
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、
最
愛
の
妻
紫
上
に
も
、
彼
女
が
、
み
あ
れ
に

詣
で
た
翌
日
、
賀
茂
祭
の
「
か
へ
さ
」
の
桟
敷
で
、
見
物
の
威
儀
を
正
し
て
、
光

源
氏
の
第
一
婦
人
と
し
て
の
存
在
を
顕
わ
に
し
て
い
る
様
か
ら
、
昔
の
車
争
い
の

事
件
を
想
起
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
時
に
寄
る
心
お
ご
り
し
て
、
さ
や
う
な
る
こ
と
な
ん
、
な
さ
け
な
き
事
な

り
け
る
。
こ
よ
な
く
思
ひ
消
ち
た
り
し
人
も
、
嘆
き
負
ふ
や
う
に
て
亡
く
な

り
に
き
」
と
、
そ
の
ほ
ど
は
の
給
ひ
消
ち
て
、「
残
り
と
ま
れ
る
人
の
、
中

将
は
か
く
た
だ
人
に
て
、
わ
づ
か
に
な
り
の
ぼ
る
め
り
。
宮
は
な
ら
び
な
き

筋
に
て
お
は
す
る
も
、
思
へ
ば
い
と
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
す
べ
て
い
と
さ
だ

め
な
き
世
な
れ
ば
こ
そ
、
な
に
事
も
思
ふ
ま
ま
に
て
、
生
け
る
限
り
の
世
を

過
ぐ
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
残
り
た
ま
は
む
末
の
世
な
ど
の
、
た
と
し
へ
な
き

衰
へ
な
ど
を
さ
へ
、
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
」
と
う
ち
語
ら
ひ
給
ひ
て
、

（
藤
裏
葉
）

無
常
の
世
ゆ
え
、
光
源
氏
没
後
の
、
紫
上
の
衰
退
が
心
配
だ
か
ら
、
生
前
の
行
動

を
慎
ま
ね
ば
、
と
、「
心
お
ご
り
」
の
抑
制
を
う
な
が
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
間
接
的

に
、
彼
女
に
伝
え
た２

）

。

ま
た
、
娘
明
石
の
姫
に
も
、
そ
の
場
で
「
心
お
ご
り
」
の
語
は
使
っ
て
い
な
い

が
、
梅
枝
巻
で
、
明
石
姫
入
内
の
調
度
の
絵
の
中
に
、

か
の
須
磨
の
日
記
は
、
末
に
も
伝
へ
知
ら
せ
む
と
お
ぼ
せ
ど
、
今
少
し
世
を

も
お
ぼ
し
知
り
な
ん
に
と
お
ぼ
し
か
へ
し
て
、
ま
だ
取
り
い
で
給
は
ず
。

（
梅
枝
）

と
し
た
の
も
、
姫
君
の
心
お
ご
り
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
須
磨
の
絵
日
記
を
活
用

す
る
最
善
の
時
期
を
探
っ
た
判
断
と
み
ら
れ
る
。
実
際
、
明
石
姫
は
、
こ
の
須
磨
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の
日
記
で
は
な
い
が
、
後
に
、
祖
父
明
石
入
道
の
手
紙
を
見
て
、
自
ら
の
「
心
お

ご
り
」
を
自
省
す
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
境
遇
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
。

心
の
う
ち
に
は
、
わ
が
身
は
、
げ
に
う
け
ば
り
て
い
み
じ
か
る
べ
き
き
は
に

は
あ
ら
ざ
り
け
る
を
、
対
の
上
の
御
も
て
な
し
に
み
が
か
れ
て
、
人
の
思
へ

る
さ
ま
な
ど
も
か
た
ほ
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
け
り
。
人
を
ば
ま
た
な
き
も
の
に

思
ひ
消
ち
、
こ
よ
な
き
心
お
ご
り
を
ば
し
つ
れ
、
世
の
人
は
、
下
に
言
ひ
い

づ
る
や
う
も
あ
り
つ
ら
む
か
し
、
な
ど
お
ぼ
し
知
り
は
て
ぬ
。
（
若
菜
上
）

こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
の
、
最
愛
の
妻
、
実
子
に
対
す
る
「
心
お
ご
り
」
の
戒

め
は
、
そ
の
効
果
の
望
め
な
い
十
一
歳
の
明
石
姫
を
除
け
ば
、
光
源
氏
三
十
九
歳

の
物
語
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
夕
霧
の
大
学
入
学
に
際
し
、
そ
の

意
図
を
大
宮
に
、

高
き
家
の
子
と
し
て
、
官
爵
心
に
か
な
ひ
、
世
の
中
盛
り
に
お
ご
り
な
ら
ひ

ぬ
れ
ば
、
学
問
な
ど
に
身
を
苦
し
め
む
こ
と
は
、
い
と
遠
く
な
む
お
ぼ
ゆ
べ

か
め
る
。
…
。
な
ほ
、
才
を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
大
和
魂
の
世
に
用
ゐ
ら
る

る
か
た
も
強
う
は
べ
ら
め
。
さ
し
あ
た
り
て
は
心
も
と
な
き
や
う
に
は
べ
れ

ど
も
、
つ
ひ
の
世
の
お
も
し
と
な
る
べ
き
心
お
き
て
を
な
ら
ひ
な
ば
、
は
べ

ら
ず
な
り
な
む
後
も
う
し
ろ
や
す
か
る
べ
き
に
よ
り
な
む
。

（
少
女
）

と
、
説
明
し
た
り
、
朱
雀
院
女
二
宮
と
の
醜
聞
に
、
目
の
前
に
い
る
夕
霧
に
、

さ
る
さ
ま
の
好
き
ご
と
を
し
た
ま
ふ
と
も
、
人
の
も
ど
く
べ
き
さ
ま
も
し
た

ま
は
ず
、
鬼
神
も
罪
許
し
つ
べ
く
、
あ
ざ
や
か
に
も
の
き
よ
げ
に
若
う
盛
り

に
匂
ひ
を
散
ら
し
た
ま
へ
り
、
も
の
思
ひ
知
ら
ぬ
若
人
の
ほ
ど
に
、
は
た
お

は
せ
ず
、
か
た
ほ
な
る
と
こ
ろ
な
う
ね
び
と
と
の
ほ
り
た
ま
へ
る
、
こ
と
わ

り
ぞ
か
し
、
女
に
て
、
な
ど
か
め
で
ざ
ら
む
、
鏡
を
見
て
も
、
な
ど
か
お
ご

ら
ざ
ら
む
、
と
わ
が
御
子
な
が
ら
も
お
ぼ
す
。

（
夕
霧
）

と
、「
お
ご
る
」
こ
と
を
回
避
す
べ
き
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認

で
き
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
本
人
夕
霧
に
は
、
教
訓
し
て
い
な
い
。
な
お
、

こ
の
両
例
が
「
心
お
ご
り
」
の
名
詞
で
は
な
く
、「
お
ご
り
な
ら
ふ
」「
お
ご
る
」

と
い
う
動
詞
の
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
注
意
さ
れ
る
。

以
上
の
諸
例
、
特
に
光
源
氏
三
十
九
歳
の
梅
枝
・
藤
裏
葉
巻
に
見
ら
れ
る
例
か

ら
は
、
来
た
る
年
に
老
い
を
自
覚
さ
れ
る
域
、
人
生
の
区
切
り
に
至
る
の
を
前
に

し
て
、
末
長
い
子
孫
の
繁
栄
を
庶
幾
し
て
、
そ
の
阻
害
要
因
と
な
る
「
慢
心
」

（
後
述
参
照
）
を
生
じ
さ
せ
る
「
心
お
ご
り
」
を
否
定
し
、
一
族
に
戒
め
る
光
源

氏
の
姿
勢
と
思
想
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
れ
に
は
、
一
族
の
繁
栄
と
安
定
を
確
認
し
て
、
年
来
の
出
家
の
本
意
を
実
現

し
よ
う
と
い
う
光
源
氏
の
意
向
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、

大
臣
も
、
長
か
ら
ず
の
み
お
ぼ
さ
る
る
御
世
の
こ
な
た
に
と
お
ぼ
し
つ
る

（
明
石
姫
の
東
宮
へ
の
）
御
参
り
、
か
ひ
あ
る
さ
ま
に
見
た
て
ま
つ
り
な
し

給
て
、
心
か
ら
な
れ
ど
、
世
に
浮
き
た
る
や
う
に
て
見
苦
し
か
り
つ
る
宰
相

の
君
も
、
思
ひ
な
く
め
や
す
き
さ
ま
に
静
ま
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
御
心
落
ち

ゐ
は
て
給
ひ
て
、
今
は
本
意
も
遂
げ
な
ん
、
と
お
ぼ
し
な
る
。
対
の
上
の
御

あ
り
さ
ま
の
見
捨
て
が
た
き
に
も
、（
秋
好
）
中
宮
お
は
し
ま
せ
ば
、
愚
か

な
ら
ぬ
御
心
寄
せ
也
。
こ
の
（
明
石
姫
の
）
御
方
に
も
、
世
に
知
ら
れ
た
る

親
ざ
ま
に
は
、
ま
づ
思
ひ
き
こ
え
給
ふ
べ
け
れ
ば
、
さ
り
と
も
と
お
ぼ
し
ゆ

づ
り
け
り
。
夏
の
御
方
の
、
時
に
は
な
や
ぎ
給
ふ
ま
じ
き
も
、
宰
相
の
物
し

給
へ
ば
、
と
み
な
と
り
ど
り
に
う
し
ろ
め
た
か
ら
ず
お
ぼ
し
な
り
行
く
。

（
藤
裏
葉
）
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こ
れ
ら
の
「（
心
）
お
ご
り
」「
お
ご
る
」
の
教
訓
は
、
物
語
の
伝
統
か
ら
す
れ
ば
、

源
氏
物
語
、
光
源
氏
の
初
め
て
行
う
創
造
な
の
で
あ
る
。

二

「
お
ご
り
」
の
教
訓

作
り
物
語
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
「
お
ご
り
」
の
教
訓
は
、
源
氏
物
語
以
前

に
見
い
だ
せ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
「
お
ご
り
」「
お
ご
る
」
等
の

諸
語
が
、
そ
ん
な
に
使
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

今
、
古
典
対
照
語
彙
表
そ
の
他
の
索
引
類
を
検
し
て
、
平
安
時
代
ま
で
の
主
な

作
品
の
様
子
を
み
る
と
、
お
ご
る
・
お
ご
り
類
は
、
万
葉
集
、
日
本
霊
異
記
、
懐

風
藻
、
竹
取
物
語
、
伊
勢
物
語
、
古
今
集
、
土
佐
日
記
、
後

集
、
大
和
物
語
、

蜻
蛉
日
記
、
紫
式
部
日
記
、
和
泉
式
部
日
記
、
栄
花
物
語
、
浜
松
中
納
言
物
語
、

堤
中
納
言
物
語
等
に
な
く
、
古
事
記
（
心
奢
る
１
例
）・
日
本
書
紀
（
驕
３
例
、

驕
慢
１
例
、
奢
侈
１
例
、
傲

１
例
、）・
風
土
記
（
驕
１
例
、
奢
１
例
）
以
下
、

う
つ
ほ
物
語
（
心
お
ご
り
１
例
）、
落
窪
物
語
（
心
お
ご
り
１
例
、
お
ご
り
あ
り

く
１
例
）、
枕
草
子
（
お
ご
る
１
例
、
心
お
ご
り
１
例
）、
源
氏
物
語
（
お
ご
る
７

例
、
思
ひ
お
ご
る
１
例
、
お
ぼ
し
お
ご
る
２
例
、
お
ご
り
な
ら
ふ
２
例
、
心
お
ご

り
す
７
例
、
心
お
ご
り
７
例
）、
更
科
日
記
（
心
お
ご
り
２
例
）、
夜
の
寝
覚
（
お

ご
り
２
例
、
心
お
ご
り
２
例
、
お
ご
る
３
例
、
思
ひ
お
ご
る
２
例
、
お
ご
ら
は
し

１
例
）、
狭
衣
物
語
（
お
ご
り
１
例
、
心
お
ご
り
２
例
）
大
鏡
（
心
お
ご
り
３

例
）、
今
昔
物
語
集
（
い
さ
み
お
ご
る

勇
寵

３
例
、
い
さ
み
お
ご
り
か
な
り

勇
寵

１
例
）、『
新
編
国
歌
大
観
』（「
こ
こ
ろ
お
ご
り
」
の
み
検
索
、
５
例
）

と
い
う
具
合
で
、
例
が
拾
え
な
い
か
、
少
数
例
の
作
品
が
多
い
中
で
、
源
氏
物
語

の
計
三
六
例
、「
お
ご
ら
は
し
」
の
形
容
詞
も
あ
る
、
夜
の
寝
覚
の
一
〇
例
が
目

立
つ
。

意
味
も
、
上
代
の
例
か
ら
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
日
本
国
語
大
辞
典
「
お
ご

る
」
の
語
義
「
⑴
人
に
優
越
し
た
自
分
の
立
場
を
当
然
と
思
う
。
い
い
気
に
な
る
。

得
意
に
な
る
。
増
長
す
る
。
わ
が
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
。」
の
意
で
解
し
得
て
、

難
波
の
高
津
の
宮
の
天
皇
の
み
世
、
伯
耆
の
加
具
漏
・
因
幡
の

由
胡
の
二

人
、
大
く
驕
り
て
節
な
く
（
大
驕

節
）、
清
酒
を
以
ち
て
手
足
を
洗
ふ
。

こ
こ
に
、
朝
庭
、
度
に
過
ぎ
た
り
と
爲
て
、
狹
井
連
佐
夜
を
遣
り
て
、
此
の

二
人
を
召
さ
し
め
き
。

（
播
磨
国
風
土
記

彌
加
都
岐
原
）

同
じ
く
「
⑵
必
要
以
上
に
ぜ
い
た
く
な
状
態
に
な
る
。」
の
例
も
、
わ
ず
か
だ
が
、

源
氏
物
語
に
見
ら
れ
、

「
帝
王
の
深
き
宮
に
養
は
れ
た
ま
ひ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
楽
し
み
に
お
ご
り
た

ま
ひ
し
か
ど
、
深
き
御
う
つ
く
し
み
、
大
八
洲
に
あ
ま
ね
く
、
沈
め
る
輩
を

こ
そ
多
く
浮
か
べ
た
ま
ひ
し
か
。

（
源
氏
物
語
・
明
石
）

同
じ
く
ま
た
、「
こ
こ
ろ
お
ご
り
」
の
「
思
い
あ
が
る
こ
と
。
得
意
に
な
る
こ
と
。

自
負
。
慢
心
。」
の
例
も
、

そ
の
野
よ
り
か
へ
り
た
る
に
、
あ
る
ざ
う
し
の
ご
た
ち
も
の
い
ひ
か
く

る
に

も
も
し
き
に
う
つ
し
て
う
う
る
を
み
な
へ
し
こ
こ
ろ
お
ご
り
の
い
か
が
せ
ざ

ら
む

（
元
真
集
）

と
あ
り
、「
こ
こ
ろ
お
ご
り
す
」
の
例
は
、
さ
ら
に
早
く
、

爾
に
其
の

子
、
常
に
種
種
の
珍
味
を
設
け
て
、
恒
に
其
の
夫
に
食
は
し
め

き
。
故
、
其
の
（
夫
デ
ア
ル
）
國
主
の
子
、
心
奢
り
て
妻
を
詈
る
に
（
心
奢
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詈
妻
）、

（
古
事
記
、
応
神
天
皇
）

と
見
い
だ
せ
る
。

こ
う
し
た
語
義
用
法
を
持
つ
「
お
ご
る
」「
お
ご
り
」
に
つ
い
て
、
大
野
晋
編

『
古
典
基
礎
語
辞
典
』「
お
ご
る
」
項
（
依
田
瑞
穂
氏
執
筆
）
は
、

語
幹
オ
ゴ
は
動
詞
ア
ガ
ル
（
上
が
る
、
ラ
四
）
の
ア
ガ
の
母
音
交
替
形
。
ア

ガ
ル
は
下
か
ら
上
に
一
足
飛
び
に
高
く
な
る
意
で
、
低
い
位
置
に
あ
っ
た
と

き
と
は
質
が
変
わ
る
意
を
表
す
こ
と
が
あ
る
。
オ
ゴ
ル
は
、
自
分
は
か
け
離

れ
た
高
い
所
に
い
る
者
で
、
下
の
者
と
は
質
が
違
う
と
思
っ
て
、
人
を
見
下

す
意
。
ま
た
、
身
分
不
相
応
の
、
あ
る
い
は
度
を
越
し
た
ぜ
い
た
く
を
す
る

意
。
の
ち
に
は
、
人
に
ご
ち
そ
う
を
す
る
意
で
も
使
わ
れ
る
。

類
義
語
ホ
コ
ル
（
誇
る
）
は
、
自
分
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
に
自
信
を
も
ち
、

得
意
で
あ
る
意
。

『
名
義
抄
』
に
は
、「
驕
・
奢
・
誇
」
な
ど
の
漢
字
に
、
オ
ゴ
ル
・
ホ
コ
ル

両
訓
が
揚
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
語
の
意
味
的
な
関
連
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
、
し
て
い
る
が
、
妥
当
な
理
解
で
あ
ろ
う
。『
岩
波
古
語
辞
典
』「
お
ご
り
」
項

で
は
、
同
様
の
母
音
交
替
形
と
し
て
、
さ
ら
に
、
オ
ソ
（
遅
）・
ア
サ
（
浅
）、
コ

ト
（
異
）・
カ
タ
（
片
）、
ホ
ド
ロ
（
斑
）・
ハ
ダ
ラ
（
斑
）
を
挙
げ
る
。
実
際
の

用
例
で
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
、
こ
れ
に
言
う
オ
ゴ
ル
の
語
義
説
明
に
呼
応
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

わ
が
か
た
た
け
う
思
ひ
顔
に
、
心
お
ご
り
し
て
、
す
き
ず
き
し
き
心
ば
へ
な

ど
漏
ら
し
た
ま
ふ
な
。

（
源
氏
物
語
・
藤
裏
葉
）

わ
れ
た
け
く
思
ひ
お
ご
り
、

（
夜
の
寝
覚
巻
五
）

先
に
、「
お
ご
り
」
の
教
訓
は
、
作
り
物
語
に
お
い
て
源
氏
物
語
以
前
に
見
い

だ
せ
な
い
、
と
言
っ
た
が
、
で
は
、
教
訓
が
ど
こ
で
言
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、

そ
の
歴
史
は
古
く
、
ま
ず
は
、
唐
土
か
ら
で
あ
る
。

不
可
長
、
欲
不
可
從
、
志
不
可
滿
、

不
可
極

（
礼
記
・
曲
礼
、
引
用
は
漢
文
大
系
に
よ
る
）

「

」
は
色
葉
字
類
抄
（
前
田
本
・
黒
川
本
）
に
「
ヲ
コ
ル
」、
観
智
院
本
類
聚

名
義
抄
法
中
に
「
オ
コ
ル
」
と
訓
が
あ
る
。

鄭
玄
注
に
、「（

・
欲
・
志
・
楽
）
四
者
慢
遊
之
道
。
桀

所
以
自
禍
」
と
あ

り
、

り
に
よ
る
増
長
を
戒
め
た３

）

。
礼
記
は
五
経
の
一
つ
で
、
一
条
朝
で
は
、
敦

成
親
王
の
御
湯
殿
の
儀
に
、
中
庸
篇
・
文
王
世
子
篇
が
、
敦
良
親
王
の
御
湯
殿
の

儀
に
、
文
王
世
子
篇
が
読
ま
れ
て
い
る
（
御
産
部
類
記
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
に
よ
る
）。
源
氏
物
語
執
筆
と
の
前
後
関
係
は
正
確
に
は
不

明
だ
が
、
紫
式
部
日
記
筆
録
期
間
内
の
こ
と
で
あ
る
。
礼
記
自
体
は
月
令
篇
を
中

心
に
、
源
氏
物
語
に
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
い
で
、
史
記
世
家
篇

魯
周
公
世
家
第
三
で
は
、
周
公
旦
が
、
魯
に
赴
く
我

が
子
の
伯
禽
を
こ
う
戒
め
た
。「
我
文
王
之
子
、
武
王
之
弟
、
成
王
之
叔
父
、
我

於
天
下
亦
不
賎
矣
。
然
我
一
沐
三
捉

、
一
飯
三
吐
哺
、
起
以
待
士
、
猶
恐
失
天

下
之
賢
人
。
子
之
魯
、
慎
無
以
國
驕
人
」（
漢
籍
電
子
文
献
資
料
庫
に
よ
る
）、

「
い
ま
お
ま
え
は
魯
に
行
く
が
、
国
権
を
か
さ
に
き
て
、
人
に
驕
慢
に
な
ら
ぬ
よ

う
慎
む
が
い
い
。」（
世
界
文
学
大
系
史
記
に
よ
る
）
と
。「
驕
」
は
、
色
葉
字
類

抄
に
「
ヲ
コ
ル
」
訓
が
あ
る
。
同
じ
く
、
そ
の
の
ち
、
周
公
旦
は
、
成
王
の
政
治

が
「
淫
佚
」
に
流
れ
る
の
を
恐
れ
て
、「
多
士
」
と
と
も
に
「

逸
」
を
作
り
、

そ
の
「

逸
」
に
は
こ
う
述
べ
る
。「
為
人
父
母
、
為
業
至
長
久
、
子
孫
驕
奢
忘
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之
、
以
亡
其
家
、
為
人
子
可
不
慎
乎
」、
す
な
わ
ち
「
人
の
父
母
と
な
っ
て
家
業

を
治
め
る
と
き
は
、
い
た
っ
て
長
久
の
計
を
立
て
る
が
、
子
孫
は
驕
奢
で
、
そ
の

業
を
忘
れ
、
そ
の
家
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
。
人
の
子
と
し
て
、
慎
ま
な
い
で
よ
い

も
の
だ
ろ
う
か
。」
と
。
史
記
の
こ
の
箇
所
は
、
源
氏
物
語
賢
木
巻
に
も
、
光
源

氏
の
言
動
に
、

わ
が
御
こ
こ
ち
に
も
い
た
う
お
ぼ
し
お
ご
り
て
、「
文
王
の
子
武
王
の
弟
」

と
う
ち
誦
じ
た
ま
へ
る
、
御
名
の
り
さ
へ
ぞ
げ
に
め
で
た
き
。
成
王
の
な
に

と
か
の
た
ま
は
む
と
す
ら
む
。
そ
れ
ば
か
り
や
ま
た
心
も
と
な
か
ら
む
。

と
、「
お
ぼ
し
お
ご
り
て
」
の
語
句
と
と
も
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
作
者
紫
式
部

承
知
の
句
で
あ
る
。

ま
た
、
白
氏
文
集
巻
一
風
諭
詩
「
凶
宅
詩
」
に
、
こ
う
あ
る
。

我
今
題
此
詩

欲
悟
迷
者
胸

凡
為
大
官
人

年
禄
多
高
崇

権
重
持
難
久

位
高
勢
易
窮

驕
者
物
之
盈

老
者
数
之
終

四
者
如
寇
盗

日
夜
来
相
攻

使
居
吉
土

孰
能
保
其
躬

「
私
は
い
ま
、
こ
の
詩
を
書
い
て
、
迷
信
に
と
り
つ
か
れ
た
人
々
の
心
を
悟
ら
せ

た
い
と
思
う
。
…
。
驕
り
は
物
事
の
満
ち
た
状
態
で
あ
り
、
老
い
は
命
数
の
終
わ

り
な
の
だ
か
ら
、
満
つ
れ
ば
欠
け
、
老
い
て
は
死
す
る
の
が
世
の
定
め
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
…
」（
新
釈
漢
文
大
系
に
よ
る
）、
だ
か
ら
凶
宅
と
な
る
の
も
、
住
む

人
間
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
凶
宅
詩
も
、
源
氏
物
語
夕
顔
・
末
摘

花
両
巻
に
、
荒
廃
し
た
家
の
様
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
源
氏
物
語
桐
壺
巻
に
、
寛
平
御
遺
誡
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
明
文
抄
巻
一
帝
道
部
上
に
引
く
寛
平
御
遺
誡
逸
文
「
天
子
雖
不
窮
経
史
百
科
、

而
有
何
所
恨
乎
。
唯
群
書
治
要
早
可
誦
習
。」（
日
本
思
想
大
系
に
よ
る
）
に
、
帝

王
学
と
し
て
群
書
治
要
を
学
ぶ
べ
き
こ
と
、
こ
の
条
を
引
く
禁
秘
抄
巻
上
諸
芸
能

事
条
に
、
こ
れ
と
合
わ
せ
て
貞
観
政
要
を
大
事
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
貞
観
政

要
巻
一
政
体
に
、「
貞
観
十
九
年
、
太
宗
謂
侍
臣
曰
、
朕
観
古
来
帝
王
、
驕
矜
而

取
敗
者
、
不
可
勝
数
、
…
、（
晋
の
武
帝
、
隋
の
文
帝
は
、
呉
・
陳
を
そ
れ
ぞ
れ

滅
ぼ
し
た
の
ち
、）
心

驕
奢
、
自
矜

諸ヲ
己
、
臣
下
不
復
敢
言
、
政
道
因
玆
彌
紊
。

…
。
朕
恐
懐
驕
矜
、
恒
自
抑
折
、」（
新
釈
漢
文
大
系
に
よ
る
）
と
、
驕
矜
・
驕
奢

を
戒
め
て
い
る
こ
と
、
日
本
の
臣
下
の
戒
め
と
し
て
は
、
師
輔
の
九
条
右
丞
相
遺

誡
「
凡
為
人
常
致
恭
敬
之
儀
、
勿
生
慢
逸
之
心
、
交
衆
之
間
、
用
其
心
也
。」（
日

本
思
想
大
系
に
よ
る
）
と
、
人
に
恭
敬
し
、
慢
逸
心
を
抱
か
ぬ
よ
う
に
と
の
戒
め
、

等
々
の
存
在
が
、
想
起
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
源
氏
物
語
へ
の
影
響
も
推
測
さ
れ
る

が
、
先
に
示
し
た
諸
作
品
ほ
ど
の
、
確
証
は
難
し
い
。

三

「
お
ご
り
」
の
教
訓
の
創
造
と
展
望

こ
う
し
て
、
源
氏
物
語
作
者
は
、「
お
ご
り
」
の
教
訓
の
先
例
を
、
お
そ
ら
く

先
行
す
る
作
り
物
語
に
お
い
て
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
が
、
作
者
の
親
し
ん
だ
漢

籍
か
ら
学
び
、
さ
ら
に
想
像
さ
れ
る
、
日
本
の
貴
族
社
会
の
帝
・
臣
・
等
の
家
訓
、

日
常
生
活
の
見
聞
等
か
ら
、
自
分
の
も
の
と
し
て
、
作
品
の
中
に
組
み
込
ん
で
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
当
然
、
そ
の
戒
め
の
採
用
に
ふ
さ
わ
し
い
、
物
語

内
の
状
況
が
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
、

光
源
氏
か
ら
な
さ
れ
た
、
一
族
の
最
愛
の
妻
で
あ
る
紫
上
、
息
子
の
夕
霧
、
あ
ま

り
に
若
年
ゆ
え
に
意
図
の
み
で
実
行
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
明
石
姫
ら
に
対
す
る
、
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「
お
ご
り
」
の
教
訓
、
戒
め
は
、
光
源
氏
三
十
九
歳
の
梅
枝
・
藤
裏
葉
巻
に
集
中

し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
来
た
る
年
に
四
十
歳
と
な
り
老
い
を

自
覚
さ
れ
る
域
、
人
生
の
区
切
り
に
至
る
の
を
前
に
し
て
、
末
長
い
子
孫
の
繁
栄

を
庶
幾
し
て
、
そ
の
阻
害
要
因
と
な
る
「
心
お
ご
り
」
を
否
定
し
、
一
族
に
戒
め

る
光
源
氏
の
姿
勢
と
思
想
が
想
起
さ
れ
た
。

こ
れ
に
は
、
一
族
の
繁
栄
と
安
定
を
確
認
し
て
、
年
来
の
出
家
の
本
意
を
実
現

し
よ
う
と
い
う
光
源
氏
の
意
向
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
思
惟

の
形
成
に
は
、
光
源
氏
の
四
十
年
に
な
り
な
ん
と
す
る
物
語
で
の
そ
れ
ま
で
の
人

生
の
体
験
と
蓄
積
が
基
盤
と
し
て
、
当
然
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
光
源
氏
の
人
生
の
正
確
な
検
証
は
、
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、「
お
ご
り
」

の
教
訓
と
い
う
物
語
に
お
け
る
創
造
が
漢
籍
に
お
け
る
実
例
を
先

と
し
て
、
当

時
の
貴
族
社
会
で
の
家
訓
、
実
体
験
を
も
お
そ
ら
く
土
壌
に
し
な
が
ら
、
光
源
氏

と
い
う
虚
構
の
人
物
の
人
生
を
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
現
実
と
、
物
語
内
の
現
実

と
に
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
誠
実
に
紡
い
で
き
た
こ
と
で
、
実
現
が
可
能
に
な
っ
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
常
人
を
超
越
す
る
内
外
に
わ
た
る
資
質
を
も
っ
て
、
天
皇
の

子
と
し
て
生
を
受
け
な
が
ら
、
皇
位
を
嗣
げ
ず
、
臣
下
と
し
て
、
精
神
・
行
動
面

で
も
屈
折
の
多
い
人
生
を
歩
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
光
源
氏
ゆ
え
の
、
一
つ
の
到

達
点
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。「
一
つ
の
到
達
点
」、
そ
う
、
だ
が
こ
の
「
お
ご

り
」
の
教
訓
の
創
造
で
、
光
源
氏
の
人
生
は
ま
だ
終
わ
ろ
う
と
し
な
い
。
一
族
に

「
お
ご
り
」
を
戒
め
な
が
ら
、
彼
の
人
生
は
さ
ら
に
大
き
な
峰
に
向
か
っ
て
歩
ん

で
い
こ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
光
源
氏
の
人
生
の
総
体
の
中
で
、「
お
ご
り
」
の

教
訓
も
、
ま
た
今
後
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

〔
注
〕

１
）源
氏
物
語
の
本
文
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
大
成
』
本
文
篇
に
よ
り
、
表
記
等
を

一
部
変
え
、
巻
名
の
み
を
記
し
た
。
そ
の
他
の
作
品
の
引
用
は
、
特
に
言
及
の
な

い
限
り
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

２
）詳
細
は
拙
稿
「
藤
裏
葉
巻
『
残
り
給
は
む
末
の
世
な
ど
の
た
と
し
へ
な
き
衰
へ
な

ど
を
さ
へ
思
ひ
は
ば
か
ら
る
れ
ば
』

」（『
文
学
部
論
集
』（
佛
教
大
学
）
第
93

号

二
〇
〇
九
年
三
月
、
参
照
。

３
）ホ
コ
ル
の
例
だ
が
、
老
子
第
二
十
四
章
に
も
、「
自
伐
者
無
功
、
自
矜
者
不
長
」

と
あ
る
。

（
う
え
の

た
つ
よ
し

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
九
年
十
一
月
十
五
日
受
理

六
五

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
一
〇
四
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）




