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二
十
年
近
く
前
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
客
員
研
究
員
と
し
て
短
期
滞
在
し
た
︒

週
に
二
三
度
︑
大
学
院
生
と
研
究
指
導
め
い
た
雑
談
に
興
じ
る
時
間
が
あ
っ

た
が
︑
彼
ら
は
よ
く
︑
冗
談
め
か
し
て
こ
う
い
っ
た
︒﹁
た
と
え
ば
私
た
ち
が

﹃
今
昔
物
語
集
﹄（
評
者
荒
木
の
専
門
を
当
て
は
め
て
い
る
）
を
研
究
す
る
と
し

た
ら
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
が
成
立
す
る
頃
か
ら
︑
そ
う
︑
昨
日
ま
で
が
対
象
に

な
り
ま
す
﹂
と
︒
訓
詁
注
釈
の
根
っ
こ
を
引
き
ず
っ
て
い
た
当
時
は
い
さ
さ

か
面
食
ら
っ
た
︒
し
か
し
今
日
で
は
︑
古
典
の
カ
ノ
ン
化
を
軸
と
し
て
︑
受

容
史
の
視
点
か
ら
作
品
を
捉
え
る
研
究
は
︑
国
文
学
の
分
野
で
も
︑
む
し
ろ

お
な
じ
み
の
枠
組
み
と
な
っ
た
︒
本
書
も
ま
た
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
成
立
前
後
の

十
世
紀
（the First M

illennium

）
か
ら
︑
中
世
︑
近
世
︑
近
代
を
経
て
﹁
昨
日

ま
で
﹂︑
千
年
以
上
に
渉
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
享
受
史
を
対
象
と
す
る
︒
こ
の

本
の
特
徴
は
︑
そ
の
歴
史
を
︑
創
造
的
読
解
を
重
ね
て
き
た
現
場
の
第
一
次

資
料
の
重
層
に
よ
っ
て
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
︒
新
し
い
視
点
で
綿
密
な
文

献
選
択
を
行
い
︑
そ
の
詳
細
を
多
彩
な
翻
訳
と
丁
寧
な
解
説
・
文
献
解
題
に

よ
っ
て
提
示
す
る
︒
そ
の
結
果
本
書
は
︑
ユ
ニ
ー
ク
な
日
本
古
典
文
学
史
と

し
て
︑
ま
た
高
度
な
古
典
文
学
リ
ー
ダ
ー
（
読
本
）
と
し
て
の
相
貌
を
も
兼

ね
備
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
編
者
は
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
や
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
で

教
鞭
を
執
っ
た
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ー
パ
ー
氏
と
︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
ハ
ル
オ
・

シ
ラ
ネ
氏
︒
い
ず
れ
も
英
語
圏
に
お
け
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
代
表
的
研
究
者

で
あ
る
︒
と
り
わ
け
解
説
・
解
題
執
筆
と
翻
訳
に
お
い
て
全
体
の
四
分
の
三

以
上
の
内
容
を
担
当
し（

1
）

︑
文
字
通
り
本
書
の
成
り
立
ち
を
担
う
ハ
ー
パ
ー
氏

は
︑
本
居
宣
長
な
ど
︑
十
八
世
紀
を
中
心
と
す
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
研
究
に
関

す
る
歴
史
的
考
察
を
起
点
と
し
て
︑
多
く
の
業
績
を
積
み
重
ね
て
き
た
日
本

書 
評ト

ー
マ
ス
・
ハ
ー
パ
ー
、
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
編

﹃﹃
源
氏
物
語
﹄
を
読
む
︱
︱
十
世
紀
か
ら
の
文
献
群
﹄

T
hom

as H
arper and H

aruo Shirane, ed., Reading T
he Tale of G

enji:  
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 the First M
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木
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文
学
者
で
︑
谷
崎
潤
一
郎
の
エ
ッ
セ
イ
（﹃
陰
翳
礼
讃
﹄
他
）
の
翻
訳
者
で
も

あ
る
︒
本
書
は
︑
氏
の
研
究
の
集
大
成
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
仕
事
で

あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
冒
頭
に
記
し
た
評
者
の
想
い
出
は
︑
一
九
九
九
年
の
秋
︑

シ
ラ
ネ
氏
に
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
に
な
っ
て
い
た
だ
き
︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

に
滞
在
し
た
折
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
偶
然
︑
キ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
ハ
ー
パ
ー

氏
の
講
演
を
拝
聴
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
︒
忠
臣
蔵
を
め
ぐ
る
文
化
論

だ
っ
た
と
記
憶
す
る
︒

 

＊

　
開
巻
は
︑
シ
ラ
ネ
氏
に
よ
る
序
論
（Introduction

）
で
︑
こ
の
本
の
意
図
と

内
容
を
適
確
な
解
釈
の
も
と
に
照
ら
し
出
す
︒
読
者
は
︑
こ
れ
を
ま
ず
は
味

読
し
て
︑
本
書
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
を
頭
に
入
れ
て
お
き
た
い
︒
そ
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
本
書
は
︑﹁
千
年
以
上
に
お
よ
ぶ
﹃
源
氏
物
語
﹄
受
容
に
お

け
る
文
献
的
な
道
し
る
べ
を
︑
英
語
圏
の
読
者
に
︑
は
じ
め
て
も
た
ら
し
た

書
物
で
あ
る
︒
現
存
す
る
数
千
の
中
か
ら
選
び
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
引
用
テ
ク

ス
ト
群
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
が
い
か
に
読
ま
れ
︑
解
釈
さ
れ
た
か
︑
と
い
う
こ

と
の
み
な
ら
ず
︑
幅
広
い
読
者
層
に
対
し
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
い
う
作
品
の

意
義
を
変
更
さ
せ
て
し
ま
う
︑
絶
え
間
な
く
変
化
す
る
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
つ
い
て
も
教
え
て
く
れ
る（

2
）

﹂︒
そ
の
理
解
を
十
全
に
助
け
る
べ
く
︑﹁
そ

れ
ぞ
れ
の
翻
訳
に
は
︑
そ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
理
解
す
る
た
め
の
歴
史
的
構
図

を
提
供
す
る
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
前
置
さ
れ
て
い
る
﹂︒
こ
れ
は
︑
各
章

の
テ
ー
マ
と
解
説
︑
個
別
文
献
ご
と
の
解
題
と
翻
訳
が
︑
フ
ォ
ン
ト
を
変
え

て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
︑
本
書
の
基
本
ス
キ
ー
ム
で
あ
る
︒

　
さ
て
シ
ラ
ネ
氏
は
︑
本
書
の
全
八
章
を
簡
潔
か
つ
適
切
に
紹
介
し
た
上
で
︑

段
を
分
か
ち
︑
新
た
な
視
点
で
議
論
を
展
開
す
る
︒﹁
詩
（
和
歌
）
そ
し
て
虚

構
を
め
ぐ
る
問
題
﹂（Poetry and Issues of Fiction

）︑﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
享
受
﹂

（G
ender and R

eception

）︑﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
異
本
・
変
奏
化
と
外
伝
・
擬
作

の
発
生
﹂（Tale of G

enji V
ariations and A

pocrypha

）
と
論
述
を
進
め
︑﹁
結
び

つ
け
ら
れ
た
韻
文
︑
能
劇
︑
そ
し
て
源
氏
絵
﹂（Linked V

erse, N
ō D

ram
a, and 

Painting

）
と
い
う
段
に
至
る
︒
シ
ラ
ネ
氏
は
こ
こ
で
︑
中
世
後
期
の
戦
乱
の

時
代
に
お
け
る
武
士
に
と
っ
て
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
い
う
視
点
か
ら
︑
連
歌

と
能
に
着
目
し
︑
二
条
良
基
の
連
歌
論
か
ら
︑
こ
の
時
代
に
﹃
源
氏
物
語
﹄

が
︑
新
た
な
文
化
的
起
爆
剤
に
な
っ
た
様
相
を
描
き
出
す
︒
そ
し
て
武
士
が

貴
族
に
対
し
て
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
文
化
的
劣
等
意
識
と
欠
落
へ
の
希

求
に
よ
っ
て
︑
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
︑
多
様
な
享
受
メ
デ
ィ
ア
が
出
現

す
る
こ
と
に
言
及
し
︑
本
書
に
描
き
き
れ
な
か
っ
た
源
氏
文
化
の
輪
郭
を
次

の
よ
う
に
補
足
的
に
説
明
し
て
い
る
︒﹁
紙
幅
・
論
述
ス
ペ
ー
ス
を
さ
ま
ざ
ま

に
熟
考
し
た
結
果
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
を
本
説
に
し
た
能
劇
や
源
氏
絵
に
つ
い
て

は
︑
本
書
に
載
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
︒
し
か
し
﹃
源
氏
物
語
﹄
文
化

史
に
関
心
を
持
つ
人
な
ら
だ
れ
で
も
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
享
受
に
お
け
る
︑
こ
の

二
大
潮
流
に
関
心
を
抱
く
に
違
い
な
い
︒
じ
じ
つ
源
氏
絵
と
い
う
現
象
は
︑

江
戸
時
代
に
な
る
と
︑
浮
世
絵
や
︑
そ
の
他
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
形
態
と
し
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て
拡
が
り
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
︒
こ
う
し
て
中
世
以
降
の
﹃
源

氏
﹄
受
容
史
の
全
体
像
が
示
さ
れ
︑
本
書
の
輪
郭
を
拡
げ
る
︒

　
続
け
て
シ
ラ
ネ
序
論
は
︑﹁
江
戸
の
研
究
︑
皇
統
侵
犯
︑
そ
し
て
女
性
教

育
﹂（E

do Treatises, Im
perial Transgression, and W

om
en’s E

ducation

）
と
論
を

進
め
︑
江
戸
時
代
の
享
受
と
﹃
源
氏
﹄
に
描
か
れ
た
倫
理
相
克
の
問
題
に
つ

い
て
︑
時
代
の
中
で
の
揺
れ
動
き
を
た
ど
る
︒
そ
し
て
宣
長
の
﹁
も
の
の
あ

は
れ
﹂
論
ま
で
の
展
開
を
俯
瞰
し
て
︑
最
後
の
段
﹁
近
代
の
受
容
と
近
代
小

説
﹂（M

odern R
eception and the M

odern N
ovel

）
へ
と
接
続
す
る
︒﹃
源
氏
物

語
﹄
受
容
に
お
け
る
︑
近
代
化
に
よ
る
西
洋
の
文
学
観
（literature

）
と
の
接

触
︑
坪
内
逍
遙
﹃
小
説
神
髄
﹄
な
ど
小
説
観
（novel
）
の
形
成
と
の
関
連
︑

日
本
の
﹁
国
文
学
﹂
の
形
成
︑
国
民
文
学
論
︑
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
後

の
﹁
世
界
（
的
）
文
学
﹂（w

orld literature

）
と
し
て
の
認
識
を
論
じ
る
︒
そ

し
て
さ
ら
に
近
代
作
家
の
創
作
源
（inspiration

）
と
な
っ
た
﹃
源
氏
﹄
の
新

し
い
意
義
に
つ
い
て
︑
昭
和
以
降
の
作
家
︑
谷
崎
潤
一
郎
︑
川
端
康
成
︑
三

島
由
紀
夫
な
ど
へ
の
影
響
に
触
れ
︑﹁
谷
崎
が
戦
後
に
発
表
し
た
短
編
﹃
夢
の

浮
橋
﹄
が
示
唆
す
る
よ
う
に
﹂︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
︑
若
き
男
性
が
亡
き
母

の
イ
メ
ー
ジ
を
追
い
求
め
た
り
︑
許
さ
れ
ざ
る
︑
あ
る
い
は
成
就
し
得
な
い

愛
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
死
を
描
い
た
り
︑
度
を
過
ぎ
た
自
意
識
の

結
果
と
し
て
結
ば
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
男
と
女
の
実
在
な
ど
と
い
う
︑
多

く
の
テ
ー
マ
や
プ
ロ
ッ
ト
の
型
を
含
み
伝
え
た
原
型
的
作
品
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
︑﹁
そ
れ
故
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
は
︑
現
代
の
日
本
の
作
家
た
ち
︑
劇
作

家
た
ち
︑
そ
し
て
映
画
の
作
り
手
た
ち
に
︑
訴
え
続
け
る
作
品
な
の
で
あ
る
﹂

と
結
ん
で
い
る
︒
よ
り
深
い
関
心
を
抱
く
読
者
に
は
︑
シ
ラ
ネ
氏
が
編
纂
し

た
論
集
﹃
源
氏
物
語
を
描
く
︱
︱
メ
デ
ィ
ア
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
文
化
的
生
産

物

﹄（Envisioning T
he Tale of G

enji: M
edia, G

ender, and C
ultural Production, 

C
olum

bia U
niversity Press, 2008.

）
の
序
論
と
諸
論
考
と
の
併
読
を
勧
め
た
い
︒

 

＊

　
か
く
し
て
本
書
は
︑︿
千
年
以
上
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
受
容
に
お
け
る
文
献
的

な
道
し
る
べ
と
し
て
﹀︑︿
現
存
す
る
数
千
の
中
か
ら
選
び
出
さ
れ
た
多
彩
な

引
用
テ
ク
ス
ト
﹀
の
巨
大
か
つ
レ
ア
な
集
合
体
で
あ
る
と
と
も
に
︑
解
説
・

解
題
に
よ
る
位
置
づ
け
を
施
し
た
︑
労
作
の
翻
訳
集
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
稠
ち
ゅ
う

密み
つ

な
注
が
施
さ
れ
て
お
り
︑
文
献
の
測
定
と
ア
ク
セ
ス
の
﹁
道
し
る
べ
﹂
も

十
全
に
な
さ
れ
て
い
る
︒
本
来
は
そ
の
内
実
を
英
訳
論
と
し
て
き
ち
ん
と
議

論
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
私
に
は
そ
の
力
が
な
い
︒
だ
が
急
ぐ
必
要
は

な
い
︒
今
後
精
細
な
検
証
が
国
内
外
で
絶
え
間
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に

『源氏物語を描く』
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な
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
手
引
き
と
し
て
︑
各
章
の
内
容

を
概
観
し
︑
引
用
・
解
析
さ
れ
た
文
献
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
︒

　
第
一
章
は
︑﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
そ
ら
ご
と
）
に
つ
い
て
の
初
期
の
議
論
﹂

（E
arly D

iscussions of Fiction

）
と
題
し
て
解
説
と
概
観
が
な
さ
れ
︑
道
綱
母

﹃
蜻
蛉
日
記
﹄（
九
七
四
頃

（
3
）

）︑
選
子
﹃
大
斎
院
前
の
御
集
﹄（
九
八
三
頃
）︑
源

為
憲
﹃
三
宝
絵
﹄（
九
八
四
）︑
清
少
納
言
﹃
枕
草
子
﹄（
九
九
七
）︑﹃
源
氏
物

語
﹄
絵
合
巻
と
蛍
巻
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄（
一
〇
一
〇
）︑
菅
原
孝
標
女
﹃
更
級

日
記
﹄（
一
〇
五
九
頃
）
の
各
節
が
掲
載
さ
れ
︑
懇
切
な
解
題
と
翻
訳
が
示
さ

れ
る
︒
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
︑﹁
物
語
﹂
と
い
う
用
語
と
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の

﹁rom
ance

﹂﹁tale

﹂﹁novel

﹂
な
ど
と
の
概
念
比
較
で
あ
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄

の
場
合
は
︑﹁tale

﹂
が
訳
語
と
し
て
選
ば
れ
た
理
由
の
所
在
を
記
す
︒
本
章

の
テ
ク
ス
ト
群
を
眺
め
て
い
る
と
︑
ま
さ
に
﹁
わ
づ
か
に
﹃
う
つ
ほ
﹄﹃
竹

取
﹄﹃
住
吉
﹄
な
ど
ば
か
り
を
︑
物
語
と
て
見
け
む
心
地
に
︑
さ
ば
か
り
に
作

り
出
で
け
む
︑
凡
夫
の
し
わ
ざ
と
も
覚
え
ぬ
こ
と
な
り
﹂
と
鎌
倉
時
代
初
期

の
﹃
無
名
草
子
﹄
が
評
し
た
ご
と
く
︑
同
時
代
の
中
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
い

う
突
出
的
天
才
的
な
達
成
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
感
得
す
る
︒

　
第
二
章
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
関
す
る
お
し
ゃ
べ
り
︑
言
及
︑
噂
︑
と
い
う
︑

と
り
わ
け
女
性
に
よ
る
﹃
源
氏
﹄
論
争
（
女を
ん
な
ご
と言

）
に
着
目
し
︑
そ
れ
を
﹁
源

氏
ゴ
シ
ッ
プ
﹂
と
名
付
け
て
論
じ
る
（G

enji G
ossip (Plus a B

it of G
ood 

A
dvice)

）︒
独
特
の
視
点
で
あ
る
が
︑
し
か
る
べ
き
批
評
理
論
に
根
ざ
し
た
名

付
け
で
あ
る
︒
本
章
の
始
め
に
︑
批
評
（criticism

）
と
は
︑
人
々
が
芸
術
作

品
に
接
し
て
昂
揚
し
た
時
︑
そ
の
興
奮
を
他
の
人
々
と
分
か
ち
合
い
た
い
と

思
っ
た
時
に
︑
実
際
に
発
生
す
る
︑
も
し
く
は
そ
う
あ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
︑

と
い
う
趣
旨
の
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
・
ジ
ョ
シ
ポ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
言
を
引
く
︒﹃
源

氏
﹄
に
つ
い
て
︑
あ
の
人
と
お
し
ゃ
べ
り
し
た
い
︱
︱
ゴ
シ
ッ
プ
を
め
ぐ
る

お
し
ゃ
べ
り
へ
の
渇
望
は
︑
批
評
の
元
始
的
か
つ
本
源
的
営
為
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
章
に
引
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
ご
く

初
期
の
議
論
で
あ
り
︑
そ
れ
は
言
葉
通
り
﹁
会
話
と
し
て
の
批
評
﹂
に
類
す

る
も
の
で
あ
る
と
ハ
ー
パ
ー
氏
は
述
べ
︑
興
味
深
い
批
評
史
始
発
の
一
コ
マ

を
描
き
出
そ
う
と
す
る
︒﹁
場
の
物
語（

4
）

﹂
で
あ
る
﹃
無
名
草
子
﹄
の
関
連
諸
段

に
続
き
︑
と
て
も
珍
し
い
文
献
群
の
翻
訳
が
並
ぶ
︒﹁T

he Lists

﹂
と
し
て
掲

載
さ
れ
る
四
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
た
と
え
ば
男
は
薫
︑
女
は
紫
の
上
︑
見
目

か
た
ち
な
ら
藤
壺
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
︑﹃
枕
草
子
﹄
の
類
聚
的
章
段
の
ご
と

く
︑
物
尽
く
し
︑
あ
る
い
は
名
寄
せ
の
形
で
批
評
を
し
て
い
く
短
編
﹃
源
氏

四
十
八
も
の
た
と
へ
の
こ
と
﹄︑﹃
源
氏
解
﹄︑﹃
源
氏
も
の
た
と
へ
﹄
そ
し
て

佚い
つ

名め
い

資
料
（untitled

＝
鈴
木
家
本
﹃
源
氏
人
々
心
く
ら
べ

（
5
）

﹄
後
半
）
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁T

he M
atches

﹂（
あ
は
せ
）
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
︑﹃
源
氏
人
々
心

く
ら
べ
﹄（
阿
波
国
文
庫
本
）︑﹃
源
氏
物
あ
ら
そ
ひ
﹄︑﹃
源
氏
人
々
心
く
ら
べ
﹄

（
鈴
木
家
本
）︑﹃
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
﹄
な
ど
が
紹
介
さ
れ
る
︒
こ
の
二
つ

の
分
類
は
︑
と
り
わ
け
相
互
に
重
な
り
の
多
い
も
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ら
や
や
特
異
な
テ
ク
ス
ト
群
が
こ
こ
に
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
︑
か
つ
て
重
松
信
弘
氏
が
﹃
新
攷
源
氏
物
語
研
究
史
﹄
で
論
じ
た
枠
取
り
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が
参
考
に
な
っ
て
い
る（

6
）

︒
重
松
氏
は
︑
同
書
第
二
章
第
一
節
で
﹁
文
芸
的
評

論
で
は
︑
初
期
に
歌
論
で
源
氏
の
情
趣
が
考
究
せ
ら
れ
︑
無
名
草
子
で
体
系

的
な
鑑
賞
的
評
論
が
な
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
つ
づ
い
て
︑
恐
ら
く
は
中
期
と
思

は
れ
る
頃
︑
源
氏
人
々
の
心
く
ら
べ
︑
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
・
源
氏

四
十
八
物
た
と
へ
の
こ
と
・
源
氏
解
等
の
一
類
が
出
て
︑
活
潑
な
鑑
賞
的
評

論
が
な
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
評
論
は
︑
主
と
し
て
源
氏
中
の
人
物
や
事
件
が

表
は
す
種
々
の
情
趣
・
心
情
な
ど
に
注
目
し
た
も
の
で
︑
平
安
時
代
的
情
趣

に
対
す
る
豊
か
な
鑑
賞
を
し
て
ゐ
る
︒
そ
し
て
更
級
日
記
の
や
う
に
︑
没
入

し
て
し
ま
ふ
の
で
な
く
︑
知
性
的
な
省
察
的
態
度
が
あ
つ
た
﹂
と
概
観
す
る
︒

ま
た
第
二
章
・
第
五
節
﹁
初
期
中
期
の
文
芸
的
評
論
﹂
に
お
い
て
︑﹁
ほ
ぼ
同

じ
味
は
ひ
方
を
し
て
ゐ
る
﹂
小
品
と
し
て
︑﹃
源
氏
人
々
の
心
く
ら
べ
﹄
以
下

を
確
認
す
る
︒
重
松
氏
に
よ
れ
ば
︑﹃
源
氏
人
々
の
心
く
ら
べ
﹄
は
﹁
源
氏
中

の
人
々
の
心
持
ち
を
類
同
に
よ
つ
て
対
立
比
較
し
︑
そ
の
深
鮮
の
度
を
考
へ

て
︑
勝
負
を
き
め
た
も
の
﹂︒﹃
伊
勢
源
氏
十
二
番
女
合
﹄
は
︑
物
語
か
ら

﹁
各
十
二
人
の
女
を
選
ん
で
対
立
さ
せ
﹂﹁
優
劣
を
競
﹂
う
も
の
︒﹃
源
氏

四
十
八
も
の
た
と
へ
の
こ
と
﹄
に
つ
い
て
は
︑
い
く
つ
か
の
﹁
項
目
を
立
て
︑

源
氏
の
中
か
ら
そ
れ
に
適
切
な
事
が
ら
を
記
﹂
す
も
の
だ
と
解
析
さ
れ
る
︒

そ
し
て
そ
れ
ら
は
﹁
も
と
よ
り
記
す
所
は
甚
だ
断
片
的
﹂
な
が
ら
﹁
著
者
が

相
応
に
豊
か
な
文
芸
鑑
賞
の
心
情
で
源
氏
に
対
し
て
ゐ
る
事
が
知
ら
れ
る
﹂

テ
ク
ス
ト
群
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
対
偶
の
形
式
で
情
趣
・
心
情
等
を
比
較
翫
味
﹂

す
る
こ
れ
ら
の
形
式
は
︑﹁
当
時
の
歌
合
の
流
行
に
影
響
せ
ら
れ
て
生
じ
た
も

の
で
あ
ら
う
﹂
こ
と
︑
さ
ら
に
そ
れ
は
﹁
鑑
賞
が
単
な
る
断
片
の
ま
ま
放
置

さ
れ
な
い
で
︑
何
等
か
の
意
味
で
︑
こ
れ
に
知
性
的
な
考
察
が
︑
加
へ
ら
れ

て
ゐ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
学
問
的
な
評
論
が
こ
こ
に
発
生
し
た
も
の
と
︑
見

な
﹂
す
こ
と
が
で
き
︑﹁
歌
論
に
み
え
た
源
氏
評
論
意
識
の
知
性
的
な
態
度
と

︹
︙
︙
︺
通
ず
る
も
の
﹂
を
見
出
す
と
︑
重
松
氏
は
先
駆
的
な
見
通
し
を
示
し

て
い
た
︒

　
さ
て
第
一
章
と
第
二
章
の
こ
こ
ま
で
︑
担
当
は
す
べ
て
ハ
ー
パ
ー
氏
だ
が
︑

最
後
に
阿
仏
尼
﹃
乳
母
の
ふ
み
﹄
が
掲
出
さ
れ
︑
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ラ

フ
ィ
ン
氏
が
︑
専
門
的
見
地
か
ら
︑
新
し
い
視
界
か
ら
の
解
説
と
翻
訳
を
提

示
し
て
い
る
︒

　
第
三
章
は
︑﹁
カ
ノ
ン
化
へ
﹂（Tow

ard C
anonization

）
と
題
し
て
︑
定
家

の
父
藤
原
俊
成
を
起
点
と
す
る
流
れ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
俊
成
撰
﹃
千
載

集
﹄（
一
一
八
八
）︑﹁
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
こ
と
な
り
﹂
と
い
う
エ

ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
俊
成
の
判
詞
が
載
る
﹃
六
百
番
歌
合
﹄（
一
一
九
三
）︑

﹃
正
治
二
年
俊
成
卿
和
字
奏
状
﹄（
一
二
〇
〇
）︑﹃
紫
明
抄
﹄（
一
二
九
四
）︑﹃
順

徳
院
御
記
﹄（
一
二
二
〇
）︑﹃
明
月
記
﹄（
一
二
二
五
）︑﹃
後
鳥
羽
院
御
口
伝
﹄

（
一
二
二
五
︱
一
二
二
七
）︑﹃
京
極
中
納
言
相
語
﹄（
一
二
二
九
頃
）
が
載
せ
ら

れ
（
こ
こ
ま
で
担
当
は
ハ
ー
パ
ー
氏
）︑﹃
賦
光
源
氏
物
語
詩
﹄（
一
二
九
〇
︱

一
二
九
一
︑
こ
の
漢
詩
文
は
ヴ
ィ
ー
ブ
ケ
・
デ
ー
ネ
ー
ケ
氏
が
担
当
）
ま
で
が
年

代
紀
的
に
掲
げ
ら
れ
る
︒

　
第
四
章
は
︑﹁
源
氏
供
養
﹂（O

bsequies for G
enji

）︒
狂
言
綺
語
観
と
﹃
源
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氏
物
語
﹄
の
中
世
の
受
容
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
の
概
念
と
儀
礼

と
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
︒
本
章
は
︑
そ
の
源
流
的
作
品
の
一
つ
で
あ
る

﹃
今
鏡
﹄（
一
一
七
〇
頃
）
へ
の
丁
寧
な
言
及
（
解
題
と
﹁
作
り
物
語
の
ゆ
く
へ
﹂

の
章
の
翻
訳
︒
こ
こ
ま
で
は
ハ
ー
パ
ー
氏
担
当
）
に
始
ま
り
︑﹃
権
中
納
言
実
材

卿
母
集
﹄（
ゲ
イ
・
ロ
ー
リ
ー
氏
担
当
）︑﹃
藤
原
隆
信
朝
臣
集
﹄（
藤
原
隆
信
は

一
一
四
一
生
～
一
二
〇
五
）︑﹃
新
勅
撰
和
歌
集
﹄
所
収
の
藤
原
宗
家
（
一
一
八
九

没
︑
妻
は
俊
成
の
娘
）
の
和
歌
（
こ
こ
ま
で
ハ
ー
パ
ー
氏
担
当
）︑
澄
憲
﹃
源
氏

一
品
経
﹄（
一
一
六
六
頃
︑
唱
導
文
献
に
詳
し
い
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
メ
ン
ツ
氏
が
担

当
）︑﹃
源
氏
供
養
草
子
﹄（
ハ
ー
パ
ー
氏
担
当
）
と
続
く
︒ 

　
第
五
章
は
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
外
伝
﹂（T

he Tale of G
enji A

pocrypha

）
と
題
し
︑

現
存
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︑
古
逸
の
巻
や
擬
作
の
類

い
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
ま
ず
ハ
ー
パ
ー
氏
が
専
門
と
す
る
本
居
宣
長
の

﹃
手
枕
﹄
が
訳
さ
れ
︑
続
い
て
古
逸
﹃
桜
人
﹄
佚
文
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
続

い
て
本
編
で
は
︑
光
源
氏
の
死
を
象
徴
す
る
空
白
の
巻
﹁
雲
隠
﹂
を
も
と
に

近
世
期
に
外
伝
と
し
て
描
き
出
し
た
﹃
雲
隠
六
帖
﹄
が
紹
介
さ
れ
る
︒﹃
源

氏
﹄
受
容
と
注
釈
の
歴
史
を
も
踏
ま
え
た
解
説
の
後
︑
翻
訳
が
な
さ
れ
る
が
︑

早
稲
田
大
学
所
蔵
本
に
よ
る
挿
絵
も
挿
入
さ
れ
︑
も
う
一
つ
の
﹃
源
氏
﹄
世

界
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
見
せ
て
く
れ
る
︒
そ
し
て
﹃
巣
守
﹄
巻
佚
文
︑﹃
山
路
の

露
﹄
と
掲
げ
ら
れ
る
︒﹃
桜
人
﹄
や
﹃
巣
守
﹄
の
よ
う
に
古
伝
の
巻
と
︑﹃
手

枕
﹄
な
ど
の
明
確
な
擬
作
と
が
あ
え
て
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と

に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
︒
本
章
は
す
べ
て
ハ
ー
パ
ー
氏
担
当
で
あ
る
︒

　
第
六
章
は
﹁
中
世
の
注
釈
﹂（M

edieval C
om

m
entary

）︒
ハ
ー
パ
ー
氏
の
解

説
は
︑
注
釈
の
発
生
か
ら
中
世
の
終
わ
り
ま
で
︑
そ
し
て
近
世
へ
と
続
く
研

究
史
を
概
観
し
︑
そ
の
歴
史
と
展
開
︑
そ
し
て
個
別
の
注
釈
書
に
つ
い
て
詳

述
す
る
︒
中
国
の
経
書
や
漢
籍
で
な
く
︑
仏
教
経
典
で
も
な
い
︑
世
俗
和
文

の
匿
名
の
物
語
が
︑
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
多
彩
な
注
釈
史
を
形
成
す
る
の
か
︒
そ

れ
こ
そ
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
価
値
で
あ
り
︑
秘
密
で
あ
る
︒
そ
の
不
思
議
を

裡
面
か
ら
説
明
す
る
︑
複
雑
で
膨
大
な
﹃
源
氏
物
語
﹄
注
釈
史
の
生
成
に
つ

い
て
︑
本
章
は
十
数
ペ
ー
ジ
に
圧
縮
し
て
︑
適
確
な
英
文
の
解
説
を
行
う
︒

前
史
と
し
て
俊
成
の
﹁
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は
︙
︙
﹂
の
劃か
っ

期き

か
ら
本
文
校

訂
の
揺よ
う

籃ら
ん

︑﹃
源
氏
釈
﹄（
藤
原
伊
行
）
に
始
ま
る
現
存
注
釈
書
の
歴
史
・
関

連
と
方
法
を
︑
文
献
学
的
に
︑
時
に
は
異
本
も
参
照
し
つ
つ
︑
箒
木
巻
の
解

釈
を
例
と
し
て
︑
翻
訳
を
交
え
な
が
ら
︑
通
釈
し
て
俯ふ

瞰か
ん

す
る
︒﹃
奥
入
﹄

（
藤
原
定
家
）︑
河
内
本
の
校
訂
と
連
動
す
る
初
め
て
の
本
格
的
注
釈
書
﹃
水

源
抄
﹄（
散
逸
）︑
素
寂
﹃
紫
明
抄
﹄︑
源
具
顕
﹃
弘
安
源
氏
論
議
﹄︑
行
阿
﹃
原

中
最
秘
抄
﹄︑
四
辻
善
成
﹃
河
海
抄
﹄
と
︑﹁
古
注
﹂
と
称
さ
れ
る
注
釈
群
を

た
ど
っ
て
い
く
︒
そ
う
し
て
箒
木
巻
冒
頭
﹁
光
源
氏
名
の
み
こ
と
ご
と
し
う

︙
︙
﹂
を
例
に
︑﹃
河
海
抄
﹄
以
下
の
注
釈
書
の
相
互
関
係
と
︑
特
徴
・
差
異

が
示
さ
れ
る
︒
具
体
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
﹃
花
鳥
余
情
﹄（
一
条
兼
良
）︑

﹃
弄
花
抄
﹄（
三
条
西
実
隆
）︑﹃
細
流
抄
﹄（
実
隆
の
子
・
公
条
）︑﹃
孟
津
抄
﹄（
実

隆
の
孫
・
九
条
稙
通
）︑﹃
岷
江
入
楚
﹄（
中
院
通
勝
）
で
あ
る
︒

　
そ
の
上
で
︑
ハ
ー
パ
ー
氏
は
︑
三
つ
の
注
釈
を
翻
訳
対
象
と
し
て
取
り
上
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げ
︑
掲
載
す
る
︒
一
つ
は
︑
連
歌
師
宗
祇
の
﹃
雨
夜
談
抄
﹄（
一
四
八
五
頃
）︒

﹁
草
子
地
﹂
と
い
う
︑
独
特
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
用
語
の
命
名
者
で
あ
る
︒
解
題

と
翻
訳
は
ル
イ
ス
・
ク
ッ
ク
氏
︒
同
書
は
ま
さ
し
く
箒
木
巻
︑
と
り
わ
け
雨

夜
の
品
定
め
に
関
す
る
注
釈
で
︑
本
章
の
解
説
が
︑
な
ぜ
箒
木
巻
を
例
示
し

て
い
た
の
か
が
腑
に
落
ち
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
こ
の
時
期
に
は
希
有
な
︑
女

性
に
よ
る
注
釈
を
残
し
た
慶
福
院
花か

屋お
く

玉
ぎ
ょ
く

栄え
い

の
著
作
で
あ
る
︒
そ
の
注
釈
で

あ
る
﹃
花
屋
抄
﹄（
一
五
九
四
）
と
﹃
玉
栄
集
﹄（
一
六
〇
二
）
が
提
示
さ
れ
る
︒

解
題
と
翻
訳
は
︑
玉
英
の
人
物
と
学
問
そ
し
て
そ
の
時
代
相
に
つ
い
て
多
く

の
蓄
積
を
有
す
る
︑
ゲ
イ
・
ロ
ー
リ
ー
氏
が
担
当
す
る
︒
最
後
は
北
村
季
吟

﹃
湖
月
抄
﹄（﹃
源
氏
﹄
本
文
は
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
︑
注
釈
部
分
は
ハ
ー

パ
ー
氏
）︒
中
世
か
ら
の
合
流
点
で
あ
り
︑
ま
た
近
世
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で

﹃
源
氏
物
語
﹄
注
釈
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
っ
た
﹃
湖
月
抄
﹄
に
つ
い
て
︑

ハ
ー
パ
ー
氏
に
よ
る
懇
切
な
解
題
が
付
さ
れ
る
︒

　
第
七
章
は
﹁
江
戸
時
代
の
研
究
﹂（E

do-Period Treatises

）︒﹃
源
氏
﹄
研
究

史
で
は
︑﹁
古
注
﹂
を
経
て
﹃
花
鳥
余
情
﹄
か
ら
﹃
湖
月
抄
﹄
ま
で
を
﹁
旧

注
﹂
と
呼
び
慣
ら
わ
す
︒
そ
れ
以
降
が
本
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
﹁
新
注
﹂

で
あ
る
︒
そ
の
到
達
点
と
し
て
︑
残
念
な
が
ら
未
完
に
終
わ
っ
た
萩
原
広
道

﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
が
論
じ
ら
れ
︑
江
戸
期
の
﹁
新
注
﹂
の
歴
史
と
内
実
が
掘

り
起
こ
さ
れ
る
︒
ハ
ー
パ
ー
氏
が
章
の
解
説
を
書
い
て
い
る
︒
個
別
に
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
は
︑
熊
沢
蕃
山
﹃
源
氏
外
伝
﹄（
一
六
七
三
頃
︑
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

マ
ク
マ
レ
ン
氏
担
当
）︑
安
藤
為
章
﹃
紫
家
七
論
﹄（
一
七
〇
三
︑
内
藤
諭
子
氏
担

当
）︑
そ
し
て
ハ
ー
パ
ー
氏
の
原
点
で
あ
る
︑
本
居
宣
長
﹃
源
氏
物
語
玉
の
小

櫛
﹄（
一
七
九
九
）
の
解
説
・
翻
訳
が
あ
り
︑
松
平
定
信
﹃
花
月
草
紙
﹄

（
一
八
一
八
）
も
ハ
ー
パ
ー
氏
が
担
当
す
る
︒
そ
し
て
萩
原
広
道
﹃
源
氏
物
語

評
釈
﹄（
一
八
五
四
︱
一
八
六
四
︑
パ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
ド
ー
氏
担
当
）
の
引
用
・

翻
訳
で
閉
じ
ら
れ
る
︒

　
最
終
の
第
八
章
は
︑﹁
近
代
の
受
容
﹂（M

odern R
eception

）
で
あ
る
︒
専

門
の
鈴
木
登
美
氏
が
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
世
界
状
況

を
俯
瞰
的
に
捉
え
︑
解
説
を
施
す
︒
日
本
の
近
代
化
の
中
で
︑
イ
ギ
リ
ス
に

滞
在
し
た
末
松
謙
澄
が
﹃
源
氏
﹄
を
英
訳
し
︑
ま
た
日
本
で
は
︑
坪
内
逍
遙

が
﹃
小
説
神
髄
﹄
を
著
あ
ら
わ

し
︑
西
洋
か
ら
新
し
く
移
入
さ
れ
た
﹁novel

﹂
の
訳

語
と
し
て
小
説
概
念
を
把
捉
す
る
︒
そ
う
し
た
時
空
に
お
い
て
︑
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
や
物
語
が
新
た
な
装
い
の
中
で
投
影
さ
れ
表
象
さ
れ
て
い
く
状
況
な

ど
の
詳
細
を
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
で
（from

 a global perspective

）
で
論
じ

て
い
る
︒
英
文
学
史
な
ど
を
模
倣
し
つ
つ
始
ま
っ
た
日
本
の
文
学
史
叙
述
と

と
も
に
︑﹁
国
民
文
学
﹂
論
と
﹁
世
界
（
的
）
文
学
﹂
観
と
が
交
錯
し
て
﹃
源

氏
物
語
﹄
に
新
た
な
意
味
付
け
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
︒
二
十
世
紀
前
半
に

な
り
︑
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
に
よ
る
英
訳
が
出
来
し
て
︑
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
・
ウ
ル
フ
の
共
鳴
を
得
︑
海
外
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
日
本
へ
環
流
す
る
時

代
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
こ
と
︒
哲
学
者
和
辻
哲
郎
も
﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
枕

草
子
﹄
な
ど
平
安
文
学
を
論
じ
︑
正
宗
白
鳥
も
古
典
論
を
発
表
す
る
時
代
が

訪
れ
る
こ
と
︑
な
ど
な
ど
︒
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白
鳥
の
実
弟
正
宗
敦
夫
は
︑
日
本
古
典
全
集
と
い
う
巨
大
な
古
典
叢
書
を

企
画
し
た
︒
夫
寛
（
鉄
幹
）
と
と
も
に
企
画
に
協
力
し
た
与
謝
野
晶
子
は
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
翻
訳
に
も
取
り
組
む
︒
そ
し
て
戦
前
の
あ
る
時
期
に
︑
谷
崎

潤
一
郎
も
ま
た
︑
経
済
的
事
情
も
相
俟
っ
て
︑
出
版
社
の
慫
し
ょ
う

慂よ
う

を
受
け
て

﹃
源
氏
﹄
翻
訳
に
着
手
す
る
︒
翻
訳
は
︑
戦
後
に
い
た
っ
て
改
訳
を
繰
り
返
し
︑

谷
崎
源
氏
と
い
う
独
自
の
世
界
を
生
み
出
し
︑﹃
細
雪
﹄
な
ど
の
創
作
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
く
︒

　
鈴
木
氏
の
解
説
は
︑
一
九
七
〇
年
代
ま
で
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
受
容
の
多
様

化
と
大
衆
化
が
進
み
︑
映
画
・
漫
画
・
ア
ニ
メ
な
ど
︑
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の

中
で
再
生
す
る
様
子
に
ま
で
及
ぶ
︒
さ
ら
に
そ
れ
と
併
行
し
て
︑
一
九
七
六

年
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
︑
そ
し
て
二
〇
〇
一
年
の
ロ
イ

ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
に
よ
る
新
し
い
英
訳
の
出
来
に
よ
っ
て
︑G

enji

＝
﹃
源
氏
﹄

が
︑
英
語
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
中
に
︑
世
界
文
学
の
一
つ
と
し
て
違
和
感
な

く
収
ま
っ
て
い
る
国
際
的
現
況
に
言
及
し
て
閉
じ
る
︒
本
書
の
未
来
に
と
っ

て
も
象
徴
的
な
言
説
で
あ
る
︒

　
個
別
の
解
題
と
翻
訳
は
︑
ま
ず
最
も
名
高
い
日
本
古
典
小
説
と
い
う
触
れ

込
み
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
海
外
へ
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
末
松
謙
澄

の
英
訳
に
付
さ
れ
た
序
文
（Introduction to G

enji M
onogatari: T

he M
ost 

C
elebrated of the C

lassical Japanese R
om

ances

）（
一
八
八
二
）
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
︒
解
説
は
︑
村
上
春
樹
の
翻
訳
で
も
知
ら
れ
る
マ
イ
ケ
ル
・
エ
メ
リ
ッ

ク
氏
︒
続
い
て
坪
内
逍
遙
﹃
小
説
神
髄
﹄（
一
八
八
五
︱
一
八
八
六
︑
パ
ト
リ
ッ

ク
・
カ
ド
ー
氏
）︑
佐
々
醒
雪
に
よ
る
﹃
新
釈
源
氏
物
語
﹄
序
文
（
一
九
一
一
）︑

与
謝
野
晶
子
が
そ
の
訳
文
﹃
新
訳
源
氏
物
語
﹄
を
終
え
て
付
し
た
﹁
新
訳
源

氏
物
語
の
後
に
﹂（
一
九
一
三
︑
本
書
に
は
︑
き
れ
い
な
挿
絵
も
転
載
さ
れ
る
）︑

与
謝
野
晶
子
が
最
終
版
と
し
て
完
成
し
た
﹃
新
新
訳
源
氏
物
語
﹄
の
後
書
き

（
一
九
三
九
︑
以
上
は
ゲ
イ
・
ロ
ー
リ
ー
氏
担
当
）
と
続
く
︒

　
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
が
︑
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ

リ
ー
の
翻
訳
（
一
九
二
五
︱
一
九
三
三
）
出
版
に
よ
っ
て
﹃
源
氏
﹄
を
読
む
契

機
を
得
て
感
激
し
て
綴
っ
た
エ
ッ
セ
イ
﹁
源
氏
物
語
︱
︱
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ

イ
リ
ー
訳
紫
式
部
作
の
あ
る
偉
大
な
日
本
の
小
説
の
第
一
巻
﹂（T

he Tale of 

G
enji: T

he First V
olum

e of M
r. A

rthur W
aley’s Translation of a G

reat Japanese 

N
ovel by the Lady M

urasaki

）（
一
九
二
五
）
が
︑
由
尾
瞳
氏
の
解
説
を
付
し
て

掲
載
さ
れ
る
︒
最
後
は
日
本
に
戻
っ
て
︑
正
宗
白
鳥
﹁
古
典
を
読
ん
で
﹂

（
一
九
二
六
︑
マ
イ
ケ
ル
・
エ
メ
リ
ッ
ク
氏
）︑
谷
崎
潤
一
郎
﹁
源
氏
物
語
の
現

代
語
訳
に
つ
い
て
﹂（
一
九
三
八
︑
解
説
ゲ
イ
・
ロ
ー
リ
ー
氏
︑
翻
訳
ト
ー
マ
ス
・

ハ
ー
パ
ー
氏
）
で
本
書
は
閉
じ
ら
れ
る
︒
な
お
巻
末
に
は
一
部
既
出
の
転
載
に

つ
い
て
の
注
記
（perm

issions

）︑
そ
し
て
索
引
が
付
さ
れ
て
読
解
を
助
け
る
︒

 

＊

　
本
書
各
編
に
は
︑
詳
細
な
注
が
付
い
て
お
り
︑
引
用
・
翻
訳
文
献
の
位
置

づ
け
と
︑
研
究
論
文
な
ど
︑
関
連
す
る
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
的
確
に
示

す
︒
挙
げ
ら
れ
た
英
訳
と
原
文
と
を
対
比
し
つ
つ
読
み
解
け
ば
︑
本
書
は
そ
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の
ま
ま
国
文
学
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
資
料
集
と
も
な
る
︒
特
に
︑
国
文
学
の
側

で
も
︑
原
文
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
多
く
の
文
献
資
料
に
つ
い
て
は
︑
本
書

の
英
訳
こ
そ
が
初
出
注
釈
文
献
で
あ
る
︒
翻
訳
の
宿
命
と
し
て
︑
本
文
批
判

は
む
ろ
ん
の
こ
と
︑
読
み
も
解
釈
も
︑
曖
昧
の
残
存
は
許
さ
れ
な
い
︒
正
誤

や
ズ
レ
を
認
識
し
つ
つ
︑
明
快
な
結
論
を
示
さ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
だ
︒
妙

な
喩
え
を
許
さ
れ
れ
ば
︑
あ
た
か
も
日
本
語
・
日
本
文
化
の
解
明
に
︑
キ
リ

シ
タ
ン
文
献
の
メ
タ
言
説
と
表
記
と
が
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
よ
う
に
︑

本
書
の
よ
う
な
高
い
水
準
の
英
文
学
術
書
が
︑
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
形
態

の
出
版
が
︑
国
文
学
研
究
に
新
た
な
光
を
と
も
す
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒

　
と
こ
ろ
で
本
書
の
劈へ
き

頭と
う

に
は
︑
伊
井
春
樹
氏
（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
︑
逸
翁

美
術
館
館
長
）
に
む
け
て
︑
深
い
尊
敬
を
込
め
た
献
呈
の
謝
辞
（dedication

）

が
記
さ
れ
て
い
る
︒
確
か
に
本
書
は
︑
伊
井
春
樹
氏
が
積
み
重
ね
た
﹃
源
氏

物
語
﹄
の
注
釈
史
・
受
容
史
研
究
を
広
く
受
け
止
め
︑
英
書
と
し
て
具
現
し

た
書
物
で
あ
る
が
︑
こ
の
謝
辞
は
も
ち
ろ
ん
︑
そ
う
し
た
一
般
論
に
留
ま
る

も
の
で
は
な
い
︒
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
横
に
置
き
︑
文
献
で
遡
及
可
能

な
限
り
を
述
べ
れ
ば
︑
こ
の
三
者
を
つ
な
ぐ
結
節
は
︑
一
九
八
二
年
に
あ
る

よ
う
だ
︒
シ
ラ
ネ
氏
と
ハ
ー
パ
ー
氏
は
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
同
窓
で
も
あ
り
︑

多
く
の
接
点
を
有
す
る
が
︑
シ
ラ
ネ
氏
と
伊
井
氏
の
確
実
な
接
点
は
︑
イ
ン

デ
ィ
ア
ナ
大
学
で
五
日
間
に
渉
っ
て
開
か
れ
た
︑
初
の
本
格
的
国
際
源
氏
物

語
学
会
（
一
九
八
二
年
八
月
十
七
～
二
十
一
日
）
で
あ
る
︒
伊
井
氏
（
当
時
は
国

文
学
研
究
資
料
館
）
と
シ
ラ
ネ
氏
（
当
時
は
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
）
は
と
も

に
参
加
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
発
表
を
行
っ
て
い
る
︒
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
学
会
の
伝
説

的
な
イ
ン
パ
ク
ト（

7
）

は
︑
私
も
い
く
ど
か
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
一
方
で
そ

の
数
个
月
前
︑
一
九
八
二
年
三
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で
︑
伊
井
氏
は
︑

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
に
滞
在
し
て
﹁
日
本
文
学
の
教
育
﹂（
国
文
学
研

究
資
料
館
﹃
十
年
の
歩
み
﹄
一
九
八
二
年
十
月
掲
載
）
に
あ
た
っ
て
い
る（

8
）

︒
ゲ

イ
・
ロ
ー
リ
ー
氏
は
当
時
の
学
部
生
で
あ
る
（
八
四
年
卒
業
）︒

　
し
か
し
そ
れ
も
遠
い
昔
と
な
っ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
シ
ラ
ネ
氏
は
︑
そ
の

後
母
校
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
赴
任
し
︑
め
ざ
ま
し
い
研
究
活
動
を
行
う
と

と
も
に
︑
あ
ま
た
の
古
典
学
徒
を
育
成
し
︑
国
際
的
に
学
界
を
活
性
化
さ
せ

て
い
る
︒
ハ
ー
パ
ー
氏
は
オ
ラ
ン
ダ
に
移
っ
て
そ
の
研
究
を
熟
成
さ
せ
︑
そ

れ
は
本
書
へ
も
結
実
す
る
︒
一
方
︑
そ
の
後
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
に

は
︑
ロ
イ
ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
氏
が
赴
任
し
︑
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
今
日

も
っ
と
も
信
頼
す
べ
き
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
英
訳
を
完
成
し
た
︒
二
〇
〇
一
年

の
刊
行
で
あ
る
︒
そ
の
作
業
の
基
盤
に
は
︑
手
前
味
噌
だ
が
︑
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
の
研
究
支
援
も
寄
与
し
て
い
る
︒
タ
イ
ラ
ー

氏
は
︑
一
九
九
七
年
一
月
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
の
一
年
間
︑
日
文
研
の
外

国
人
研
究
員
と
し
て
﹁﹁
源
氏
物
語
﹂
の
英
語
完
訳
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
︑

研
究
に
邁ま
い

進し
ん

さ
れ
︑
そ
の
経
験
が
大
著
の
翻
訳
出
版
へ
と
結
び
つ
く
か
ら
で

あ
る
︒

　
そ
の
後
︑
し
か
る
べ
き
年
限
を
経
て
︑
タ
イ
ラ
ー
氏
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
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国
立
大
学
を
離
れ
た
︒
私
が
伊
井
春
樹
氏
の
企
画
に
よ
り
︑
タ
イ
ラ
ー
氏
と

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ご
一
緒
す
る
こ
と
と
な
っ
て
︑
氏
に
初
め
て
お
会
い
し
た

の
は
︑
既
に
そ
の
退
任
後
で
あ
っ
た
（
二
〇
〇
七
年
三
月
︑
大
阪
国
際
会
議
場
）︒

さ
ら
に
残
念
な
こ
と
に
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
の
事
情
に
よ
り
︑
中
国

研
究
が
活
況
を
呈
す
る
の
と
相
俟
っ
て
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
も
進
み
︑

現
在
︑
日
本
の
古
典
文
学
を
教
え
る
講
座
は
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
中
で
皆
無

で
あ
る
と
い
う
︒
本
書
の
書
評
を
書
い
た
パ
ン
デ
ィ
氏
（
注
1
参
照
）
も
︑

ラ
・
ト
ロ
ー
ブ
大
学
か
ら
ロ
ン
ド
ン
大
学
へ
と
転
任
し
︑
時
日
を
重
ね
る
︒

や
む
を
え
な
い
こ
と
で
は
あ
れ
︑
少
し
寂
し
い
現
実
だ
︒
本
書
を
手
元
に
繰

り
な
が
ら
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
古
典
研
究
が
か
つ
て
豊
か
に
育
ん
だ
﹃
源

氏
物
語
﹄
読
解
の
う
る
わ
し
い
残
り
香
を
︑
私
た
ち
は
︑
ひ
そ
か
に
慕
っ
て

み
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

注（
1
）  

こ
の
分
量
計
算
は
︑
本
書
へ
の
書
評
と
し
て
す
で
に
刊
行
さ
れ
た
︑
ラ
ジ
ャ
シ
ュ

リ
ー
・
パ
ン
デ
ィ
（R

ajyashree Pandey

）
氏
に
よ
る
書
評
（Japan Forum

, 29, 2017
）

に
依
拠
す
る
︒
な
お
同
書
評
は
︑
英
語
圏
読
者
の
視
点
か
ら
︑
簡
潔
に
本
書
の
全
容

を
分
析
し
て
位
置
づ
け
解
説
し
て
お
り
︑
裨ひ

益え
き

さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
︒

（
2
）  

こ
れ
以
下
本
稿
で
示
さ
れ
る
翻
訳
は
︑
評
者
荒
木
に
よ
る
が
︑
論
述
の
都
合
上
︑
適

宜
要
約
や
意
訳
を
交
え
る
結
果
と
な
っ
た
場
合
も
あ
る
︒
必
ず
本
書
原
文
と
の
対
照

を
乞
う
︒

（
3
）  

以
下
カ
ッ
コ
で
示
し
た
成
立
年
代
は
︑
あ
く
ま
で
論
述
の
参
照
上
︑
本
書
に
示
さ

れ
た
数
字
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
4
）  

こ
の
術
語
は
︑
森
正
人
﹃
場
の
物
語
論
﹄（
若
草
書
房
︑
二
〇
一
二
）
に
拠
る
︒

（
5
）  

森
川
昭
﹁
源
氏
人
々
心
く
ら
べ
﹂（﹃
成
蹊
国
文
﹄
七
︑一
九
七
四
年
）
に
紹
介
・
翻

刻
さ
れ
る
︒
伊
豆
の
鈴
木
家
（
当
時
の
当
主
は
﹁
鈴
木
勉
氏
﹂）
調
査
の
報
告
で
あ
る
︒

（
6
）  

ハ
ー
パ
ー
氏
も
文
献
注
で
重
松
著
に
言
及
す
る
︒
重
松
氏
は
︑
本
書
が
謝
辞
を
捧

げ
る
伊
井
春
樹
氏
（
な
お
後
述
す
る
）
に
と
っ
て
恩
師
の
一
人
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の

引
用
は
重
松
信
弘
﹃
源
氏
物
語
研
究
叢
書
2
　
増
補
　
新
攷
源
氏
物
語
研
究
史
﹄（
風

間
書
房
︑
一
九
六
一
）
に
よ
る
︒

（
7
）  

こ
の
学
会
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
小
西
甚
一
﹁
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
源
氏
物
語

学
会
﹂（﹃
国
文
学
﹄
二
七
︱
一
五
︑一
九
八
二
年
十
一
月
）
参
照
︒

（
8
）  

当
時
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
状
況
に
つ
い
て
は
︑
リ
ー
ス
・
ダ
グ
ラ
ス
・

モ
ー
ト
ン
﹁
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
研
究
（
人
文
科
学
に
つ
い
て
）

1
9
8
0
年
～
1
9
9
4
年
︱
予
備
ノ
ー
ト
︱
﹂（﹃
日
本
研
究
・
京
都
会
議 

1
9
9
4
﹄
第
1
巻
︑
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
／
国
際
交
流
基
金
︑
一
九
九
六

年
三
月
）
参
照
︒


