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高
等
学
校
で

『

源
氏
物
語』

を
学
ぶ
の
は
二
年
次
か
三
年
次
で
あ
る

こ
と
が
多
い
と
い
う
。
若
紫
巻
の
垣
間
見
の
場
面
と
並
ん
で
、
多
く
の

教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
桐
壺
巻
の
冒
頭
で
あ
る

(

注
１)

。
そ
の
う
ち

の
一
冊
を
掲
げ
る
。

い
づ
れ
の
御
時

お
ほ
ん
と
き
に
か
、
女
御

に
よ
う
ご

・
更か

う

衣い

あ
ま
た
候

さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
け
る
中
に
、

い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が☆

、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給

ふ
あ
り
け
り
。

(『

高
等
学
校

古
典

古
文
編』

第
一
学
習
社
、
平
成
十
七
年)

文
中
の

｢

が｣

に
は
星
印
が
付
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
練
習
問
題
が
脚

注
欄
に
示
さ
れ
て
い
る
。

問

｢

が｣

の
意
味
は
何
か
。

他
の
教
科
書
も
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。

問

｢

あ
ら
ぬ
が｣

の

｢

が｣

の
文
法
上
の
働
き
は
何
か
。

(『

古
典』

筑
摩
書
房
、
平
成
十
七
年)

｢

い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ｣

と

｢

す
ぐ
れ
て
時
め
き

た
ま
ふ｣

と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。

(『

高
等
学
校

古
典』

旺
文
社
、
平
成
十
七
年)

｢

あ
ら
ぬ
が｣

の

｢

が｣

の
用
法
に
注
意
。

(『

物
語
文
学
選』

日
栄
社
、
平
成
十
七
年)
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周
知
の
如
く
、
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
は
い
ず
れ
も

｢

同
格
の
格
助
詞

で
、｢
あ
ら
ぬ
が｣

は

｢

〜
で
は
な
い
人
で｣

と
訳
す｣

と
い
う
答
え

を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
、｢

ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か｣

と
い
っ
た
問
い
方
は
、
い
か
に
も
そ
の

｢

正
解｣

を
前
提
に
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
他
に
も
、
本
文
の
脚
注
に

｢

た
い
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
身
分
の

家
柄
で
は
な
い
女
性
で｣

(『
古
典

古
文
編』

東
京
書
籍
、
平
成
十
七

年)

と
触
れ
ら
れ
る
も
の
や
、
傍
訳
の
形
で

｢

そ
れ
ほ
ど
高
貴
な
身
分

で
は
な
い
方
で｣

(『

新
編
古
典』
大
修
館
書
店
、
平
成
十
七
年)

と
付

さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
大
方
の
教
科
書
が
何
ら
か
の
形
で
こ
の

｢

が｣

に
言
及
し
て
い
る

(

注
２)

。
こ
の
よ
う
な
同
格
の
｢

が｣

の
指
導
は
、

高
等
学
校
で
桐
壺
巻
を
扱
う
際
の
決
ま
り
事
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

生
徒
か
ら
の

｢

な
ぜ
接
続
助
詞
で
は
い
け
な
い
の
か｣
と
い
う
質
問

に
対
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
副
教
材
の
文
法
書
を
用
い
て
、

｢

が｣

は
も
と
も
と
格
助
詞
で
、
そ
れ
が
転
じ
て
接
続
助
詞
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。
転
じ
た
の
は
平
安
時
代
末
期
以
後
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
平
安
中
期

(『

源
氏
物
語』

『

枕
草
子』

の
時
代)

ま
で

の

｢

が｣

は
、
一
見
接
続
助
詞
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
主
語
を
示
す
格
助
詞
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

(

日
栄
社
編
集
所
編

『

新
・
要
説
文
語
文
法

改
訂
版』

日
栄
社
、

平
成
四
年)

の
如
く
、『

源
氏
物
語』

の
時
代
に
は
い
ま
だ
接
続
助
詞
の

｢

が｣

は

な
い
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
授
業
風
景
の
一
コ
マ
は
、
お

よ
そ
次
に
掲
げ
る
記
録
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。

｢

が｣

の
文
法
説
明
と
し
て

｢

同
格
を
表
す
格
助
詞｣

と
答
え
ら

・
・

れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
た
い
て
い
の
人
が
、｢

逆
接
を
表

す
接
続
助
詞｣

と
答
え
て
し
ま
う
ん
で
す
。
気
持
ち
は
わ
か
り
ま

す
。
…
…
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
に
接
続
助
詞
の

｢

が｣

は
な
い

ん
で
す
。
平
安
の｢

が｣

は
格
助
詞
。
こ
れ
は
基
本
の
基
本
で
す
。

接
続
助
詞
の

｢

が｣

が
で
き
る
の
は
、
平
安
末
期
。
だ
か
ら
入
試

レ
ベ
ル
で
は
、〝

中
世
か
ら〞

と
覚
え
て
お
い
て
さ
し
つ
か
え
あ

り
ま
せ
ん
。
…
…
こ
の
例
だ
け
は
、
皆
さ
ん
必
ず
覚
え
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

(『

望
月
古
典
文
法
講
義
の
実
況
中
継

(

上)』

語
学
春
秋
社
、
平

成
十
七
年)

ま
た
、『

土
屋
の
古
文
100』

(

ラ
イ
オ
ン
社
、
平
成
八
年)

に
お
い
て

も
、｢｢
が｣
は
接
続
助
詞
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
格
助
詞
で
同
格
に
と

る
の
が
普
通
で
あ
る｣

と
注
意
を
促
し
た
上
で
、
囲
み
記
事
で

｢

平
安
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時
代
の

｢

が｣

は
格
助
詞
で
あ
る｣

と
掲
げ
て
い
る
。
右
に
掲
げ
た
参

考
書
が
い
ず
れ
も

｢

一
見
接
続
助
詞
の
よ
う
に
見
え
る｣

点
を
指
摘
し

て
い
る
事
実
は
、
こ
の

｢

が｣

が
い
か
に
も
練
習
問
題
向
き
で
あ
る
こ

と
を
物
語
る
。

こ
の
箇
所
の
文
法
は
、
随
分
前
か
ら
授
業
の
折
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
と
お
ぼ
し
い
。
手
元
に
あ
る
日
本
古
典
全
書
の
第
五
版

(

昭
和
二

十
九
年
刊)

に
は
所
々
に
旧
蔵
者
の
書
き
入
れ
が
あ
る
が
、｢

い
と
や

む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り｣

の

｢

あ
ら
ぬ
が｣

の

｢

あ
ら
ぬ｣
と

｢
が｣

の
間
に
鉛
筆
で

｢

人

(

主

格)｣

と
記
さ
れ
、｢

給
ふ
あ
り
け
り｣
の
う
ち
、｢

給
ふ｣

と

｢

あ
り

け
り｣

の
間
に
も

｢

方｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
書
き
入
れ
が
桐
壺
巻
の

途
中
ま
で
し
か
存
し
な
い
こ
と
か
ら
見
て
も
、
お
そ
ら
く
は
古
典
全
書

本
を
テ
キ
ス
ト
に
ど
こ
か
で
講
義
さ
れ
た

｢

同
格｣
の
説
明
を
書
き
留

め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

｢

が｣

の
練
習
問
題
に
際
し
て
、
教
室
で
は

｢

同
格
の
格
助
詞｣
と

し
て
あ
た
か
も
古
今
ゆ
る
ぎ
の
な
い
解
釈
で
あ
る
か
に
説
か
れ
る
が
、

も
し
こ
れ
を
正
解
と
す
る
な
ら
ば
、
実
は

｢

誤
答｣

の
歴
史
、
す
な
わ

ち

｢

逆
接
の
接
続
助
詞｣

と
し
て
理
解
し
て
き
た
歴
史
の
方
が
圧
倒
的

に
長
い
こ
と
は
と
か
く
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
稿
は

こ
の

｢

が｣

の
品
詞
が
格
助
詞
か
接
続
助
詞
か
を
改
め
て
考
察
す
る
も

の
で
は
な
い
。｢

誤
答｣

の
歴
史
、
そ
し
て
こ
の
箇
所
が
格
好
の
練
習

問
題
と
し
て
教
科
書
に
登
場
し
た
背
景
を
素
描
し
て
み
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。二

桐
壺
巻
冒
頭
の

｢

が｣

は
接
続
助
詞
で
は
な
い
と
い
う
説
は
、
昭
和

初
期
か
ら
散
見
さ
れ
る
。
松
尾
捨
治
郎

『

国
文
法
概
論』

(

中
文
館
書

店
、
昭
和
八
年)

は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、

此
等
を
初
心
の
人
は

｢

連
体
形
の
下
に
あ
る
か
ら
、
副
詞
句
を
作

る
為
の
も
の
で
、
ど
も
と
ほ
ぼ
同
意
で
あ
る｣

と
誤
解
し
易
い
が
、

決
し
て
さ
う
で
は
な
い
。
何
れ
も
、
其
が
・
人
が
・
の
意
で
あ
つ

て
主
語
た
る
こ
と
を
特
示
す
る
助
詞
で
あ
る
。

と
し
て
主
語
に
解
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
、
ま
た
吉
澤
義
則

『

対
校
源
氏

物
語
新
釈』

(

平
凡
社
、
昭
和
十
二
年)

は
、
文
法
的
な
説
明
は
特
に

な
い
も
の
の
、
頭
注
に
お
い
て
、

さ
う
高
貴
な
身
分
で
は
な
く
て
而
も
羽
振
の
よ
い
。

と
、
同
格
の
意
に
訳
し
て
い
る
。
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そ
し
て
、
同
格
の

｢

が｣

と
す
る
説
を
決
定
づ
け
た
の
は
石
垣
謙
二

｢

主
格

｢
が｣

助
詞
よ
り
接
続

｢

が｣

助
詞
へ

(

上
・
下)｣

(『

国
語
と

国
文
学』
昭
和
十
九
年
三
・
五
月)

で
あ
る
。
こ
の
説
は
昭
和
三
十
年

に
上
梓
さ
れ
た
氏
の
遺
著

『

助
詞
の
歴
史
的
研
究』

(

岩
波
書
店)

に

よ
っ
て
一
層
広
ま
っ
た
。

さ
て
右
の
如
き

｢

が｣
助
詞
は

｢

の｣

助
詞
と
同
様
の
職
能
を
以

て
形
状
性
名
詞
句
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、｢

が｣

助
詞
と

主
格
と
の
関
係
が
余
り
に
密
接
で
あ
る
為
に
、
ど
う
し
て
も｢

が｣

を
見
れ
ば
直
ち
に
主
述
関
係
を
連
想
し
、
先
づ
述
定
を
意
識
し
て

装
定
を
意
識
す
る
事
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。
然
し

｢

が｣

は
右
の

場
合

｢

の｣

の
同
格
的
用
法
を
代
行
し
て
ゐ
る
も
の
で
主
格
助
詞

で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
主
語
と
述
語
と
を
結
合
す
る
述

定
関
係
と
見
做
す
事
も
亦
不
可
能
で
あ
る
。
茲
に
於
て
此
の
矛
盾

を
両
立
さ
せ
る
為
に
、
同
格
的
で
あ
つ
て
而
も
述
定
に
与
る｢
が｣

助
詞
と
い
ふ
も
の
が
冥
々
の
間
に
形
成
せ
ら
れ
る
事
と
な
る
の
で

あ
る
。

こ
の
箇
所
を
め
ぐ
る
文
法
解
釈
に
つ
い
て
は
近
時
、
小
林
賢
次
・
梅

林
博
人『

日
本
語
史
探
究
法』

第
五
章(

シ
リ
ー
ズ
〈
日
本
語
探
究
法
〉

八
、
朝
倉
書
店
、
平
成
十
七
年)

に
石
垣
論
文
以
降
の
見
解
を
含
め
て

ま
と
め
ら
れ
た
の
で
、
助
詞

｢

が｣

の
研
究
史
自
体
に
は
今
は
立
ち
入

ら
な
い
が

(

注
３)

、
こ
れ
ら
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
現
行
の
校
注
書
や
口
語
訳
で

は
概
ね
同
格
の

｢

が｣

に
解
す
る
に
至
っ
た

(

注
４)

。
教
科
書
の
記
述
も
無
論

そ
の
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
率
直
に
言
っ
て

｢

同
格
の
格
助
詞｣

と
す
る
こ
の
解
釈
は
必

ず
し
も
定
着
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
瀬
戸
内
寂
聴
訳

(

講
談
社
、
平
成
八
年)

に
お
い
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
高
貴
な
家
柄
の
御
出
身
で
は
な
い
の
に
、

の
よ
う
に
逆
接
の

｢

が｣

と
し
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
橋
本
治

『

窯
変
源
氏
物
語』

(

中
央
公
論
社
、
平
成
三
年)

も
、

そ
う
上
等
と
い
う
身
分
で
は
な
い
が
、

と
訳
し
て
い
る
。

ま
た
、
訳
さ
れ
た
時
期
は
古
い
が
現
在
も
角
川
文
庫
な
ど
で
手
軽
に

読
め
る
も
の
と
し
て
、
与
謝
野
晶
子
の
訳
が
あ
る
が
、
彼
女
も
逆
接
に

解
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
田
中
貴
子

『

古
典
が
も
っ
と
好
き
に
な

る』
(

岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
平
成
十
六
年)

に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

氏
は
晶
子
の
、
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最
上
の
貴
族
出
身
で
は
な
い
が
、
深
い
御
寵
愛
を
得
て
い
る
人
が

あ
っ
た
。

と
い
う
訳
を
挙
げ
、｢

が｣

を
逆
接
の
意
に
解
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、

『

源
氏』

訳
で
有
名
な
の
は
与
謝
野
晶
子
訳
で
す
が
、
彼
女
は
し

か
る
べ
き
国
文
学
者
に
頼
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
一
つ
間
違

い
を
犯
し
て
い
ま
す
。

と
述
べ
て
い
る
。
晶
子
は
明
治
四
十
五
年

『
新
訳
源
氏
物
語』

と
、
昭

和
十
三
年
の

『

新
々
訳
源
氏
物
語』

(

現
在
読
ま
れ
て
い
る
の
は
ほ
と

ん
ど
が
こ
ち
ら
の
訳
で
あ
る)

の
二
度
、『

源
氏
物
語』
を
訳
し
て
い

る
が
、
前
者
は
抄
訳
で
あ
り
、｢

が｣

の
解
釈
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
。

田
中
氏
が
挙
げ
て
い
る
の
は
後
者
の
訳
で
あ
る
。
た
だ
し
、｢
し
か
る

べ
き
国
文
学
者
に
頼
ら
な
か
っ
た｣

こ
と
は
、
逆
接
に
訳
し
た
こ
と
の

直
接
の
原
因
に
は
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
よ
う
に

｢

同
格
の

格
助
詞｣

と
解
す
る
説
が
本
格
的
に
登
場
す
る
の
は
、
晶
子
の
訳
よ
り

も
も
う
少
し
後
の
こ
と
で
、
当
時
は
い
ま
だ
逆
接
の
訳
が
主
流
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
氏
は
、｢

晶
子
以
後
の
現
代
語
訳
で
は
、
ち
ゃ

ん
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す｣

と
も
述
べ
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
晶
子
以

後
も
少
数
な
が
ら
逆
接
の
訳
は
散
見
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
口
語
訳
に
加
え
、
逆
接
の
解
釈
は
桐
壺
巻
の
梗
概
や
紹
介

と
い
っ
た
類
の
文
章
に
多
い
。
高
校
生
に
も
人
気
の
あ
る
、
大
和
和
紀

『

あ
さ
き
ゆ
め
み
し』

(

講
談
社
、
平
成
十
三
年)

の

｢

人
物
紹
介｣

に

お
い
て
も
、｢

桐
壺
の
更
衣｣

は
、

源
氏
の
母
。
低
い
身
分
で
入
内
す
る
も
、
帝
の
寵
ち
ょ
う
を
独
占
。
そ
の

た
め
帝
を
と
り
ま
く
女
人
に
恨
ま
れ
る
。

と
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の

｢

低
い
身
分
で
入
内
す
る
も｣

と
い
う
表
現
も

や
は
り
逆
接
の
イ
メ
ー
ジ
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
角
川
書

店
の｢

ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス｣

(

平
成
十
三
年)

の
梗
概
で
も
、

女
御
よ
り
下
位
の
更
衣
だ
が
、

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
叢
書

｢

人
物
で
読
む
源
氏
物
語｣

所
収

の
『

光
源
氏
Ⅰ』

(

勉
誠
出
版
、
平
成
十
七
年)

に
あ
る

｢

あ
ら
す
じ

で
読
む
光
源
氏｣

で
も
、

寵
愛
を
一
身
に
集
め
て
い
た
の
は
、
家
柄
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な

か
っ
た
が
、
た
い
そ
う
美
し
く
優
し
げ
な
桐
壺
の
更
衣
と
い
う
方
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で
あ
っ
た
。

と
記
さ
れ
、
最
近
の
も
の
で
は
、
来
年

(

二
〇
〇
八
年)

の

｢

源
氏
物

語
千
年
紀｣
を
前
に
京
都
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
桐

壺
巻
の
梗
概
に
お
い
て
も
、

い
ず
れ
の
御
代
で
あ
っ
た
か
、
女
御

(

に
ょ
う
ご)

・
更
衣

(

こ

う
い)

と
い
っ
た
大
勢
の
お
妃
た
ち
の
中
に
さ
ほ
ど
高
貴
な
家
柄

で
は
な
い
が
、
帝
の
ご
寵
愛
の
き
わ
め
て
深
い
桐
壺
の
更
衣
と
い

う
方
が
あ
っ
た
。
他
の
お
妃
た
ち
の
嫉
妬
を
買
い
、
い
ろ
い
ろ
な

嫌
が
ら
せ
を
受
け
る
。

の
如
く
、
ほ
ぼ
忠
実
に
訳
し
な
が
ら
も
問
題
の
箇
所
は
逆
接
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

そ
う
し
た
中
、
一
冊
の
本
の
中
に

｢

同
格｣

の
解
釈
と

｢

逆
接｣
の

解
釈
が
混
在
す
る
と
い
う
ね
じ
れ
現
象
も
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。『
週

刊
ビ
ジ
ュ
ア
ル
源
氏
物
語』

(

デ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ニ
、
平
成
十
四
年
一

月)

で
も
、
語
釈
に
あ
た
る

｢

こ
と
ば
の
解
き
明
か
し｣

で
は
、｢

そ

れ
ほ
ど
高
い
身
分
で
は
な
い
方
で｣

と
し
な
が
ら
、
す
ぐ
下
に
記
さ
れ

た
口
語
訳

｢

今
様
が
た
り｣

で
は
、｢

た
い
し
た
身
分
で
も
な
い
の
に｣

と
記
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
環
境
は
、
逆
接
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
大

き
く
影
響
し
て
い
よ
う
。
古
く
は
、
池
田
亀
鑑

『

新
講
源
氏
物
語』

(

昭
和
三
十
二
年)

の
梗
概
に
、｢

更
衣
と
い
う
身
分
は
高
い
身
分
で
は

な
か
つ
た
が｣

と
あ
り
な
が
ら
、
本
文
の
頭
注
に
は

｢

歴
と
し
た
重
い

地
位

(

皇
后
を
さ
す)

で
は
な
い
お
方
で｣

と
す
る
例
も
あ
る

(

注
５)

。

そ
も
そ
も
、
こ
の
冒
頭
場
面
で
提
出
さ
れ
る
問
題
は
、

帝
の
寵
愛
を
一
身
に
あ
つ
め
る
女
性
が
、
皮
肉
に
も
身
分
の
低
い

女
性
で
あ
る
と
い
う
不
調
和
が
、
こ
の
物
語
の
明
白
な
大
前
提
で

あ
り
、
こ
の
不
調
和
の
解
決
に
、
物
語
の
進
行
が
賭
け
ら
れ
て
い

る
。

(

今
井
源
衛

『

源
氏
物
語

(

上)』

創
元
社
、
昭
和
三
十
二
年)

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、｢

身
分｣

と｢

寵
愛｣

と
の｢

不
調
和｣

で
あ
っ

た
。
物
語
全
体
を
見
渡
せ
ば
お
の
ず
と
逆
接
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
各

種
の
梗
概
で
は
こ
の
不
調
和
を
よ
り
明
確
に
読
者
に
意
識
さ
せ
る
べ
く
、

逆
接
の
表
現
を
用
い
て
俯
瞰
的
に
説
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
が
、
我
々
が
何
気
な
く
受
け
入
れ
て
い
る
こ
の

｢

梗
概｣

は
、
結
果

と
し
て

『
源
氏
物
語』

本
文
を
忠、
実、
に、
訳
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ

た
。
逆
接
の
訳
に
加
え
て
こ
の
よ
う
な
逆
接
の
梗
概
の
流
布
に
よ
っ
て
、

教
室
と
は
別
の
場
所
で
逆
接
の
イ
メ
ー
ジ
が
次
第
に
膨
ら
ん
で
ゆ
く

(

注
６)

。
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三

そ
れ
を
象
徴
す
る
興
味
深
い
現
象
を
紹
介
す
る
。
先
日
、
大
学
生
を

中
心
に
三
十
五
人
に
対
し
、
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
試
み
た
。
こ
の
箇

所
の
口
語
訳
と
し
て
、

そ
れ
ほ
ど
身
分
の
高
い
人

、
大
層
御
寵
愛
を
受

け
て
お
ら
れ
る
方
が
い
た
。

と
い
う
文
章
を
提
示
し
、
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
訳
語
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

｢

で
は
な
い
け
れ
ど｣

の
よ
う
に
逆
接
に
訳
す
回
答
が
二
十
六
人
に
見

ら
れ
た
。
高
等
学
校
で
桐
壺
巻
を
習
っ
て
い
て
も
、
依
然
と
し
て
逆
接

の
イ
メ
ー
ジ
は
根
強
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
自
体
は
上
述

の
事
情
を
考
え
れ
ば
さ
ほ
ど
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
意
外
に
思

わ
れ
た
の
は
、

い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ

あ
り
け
り
。

い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ね
ど
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
給
ふ

あ
り
け
り
。

の
二
文
を
示
し
て
ど
ち
ら
の
形
が
実
際
の

『

源
氏
物
語』

本
文
だ
と
思

う
か
、
と
い
う
質
問
に
際
し
、
三
十
五
人
の
う
ち
二
十
五
人
も
が
後
者

の

｢

あ
ら
ね
ど｣

を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
コ
メ
ン
ト
に
は
、

｢

高
校
で
試
験
に
出
さ
れ
る
ほ
ど
大
切
な
箇
所
だ
と
い
う
印
象
が
あ

り
ま
す
。｣

｢

あ
ま
り
授
業
で
詳
し
く
や
っ
て
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。｣

｢｢

ぬ
が｣

だ
と
耽
美
さ
が
ダ
ウ
ン
す
る
。｣

｢

教
科
書
で
な
ら
っ
た
と
き
に
、｢

ね
ど｣

だ
っ
た
気
が
し
た
。｣

な
ど
が
寄
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
現
行
の
教
科
書
を
す
べ
て
見
渡
し
て
も
、
ま
た

『

源
氏
物

語
大
成』

校
異
篇
お
よ
び
各
種
の
板
本
類
を
見
て
も
、｢

あ
ら
ね
ど｣

の
本
文
を
持
つ
伝
本
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
。｢｢

ね
ど｣

だ
っ
た
気
が

し
た｣

と
い
う
の
は
記
憶
違
い
で
あ
っ
た
と
考
え
る
他
は
あ
る
ま
い
。

｢

い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ね
ど｣

と
い
う
本
文
は
、
、『

源、
氏、

物、
語、』

、
の、
本、
文、
と、
し、
て、
は、
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
逆
接
の
イ
メ
ー

ジ
が
記
憶
の
本
文
を
も
改
変
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
試
み
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で

｢

際
に
は
あ
ら
ね
ど｣

と
い
う
文
字
列
を
検
索

し
て
み
る
と
、
こ
の
本
文
で

『

源
氏
物
語』

冒
頭
を
記
憶
し
て
い
る
と

お
ぼ
し
い
例
が
数
十
件
見
出
せ
る
。
教
科
書
な
ど
に

｢

世
界
の
古
典｣
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(『
高
等
学
校

改
訂
版
新
訂
国
語
二』

第
一
学
習
社)

、｢

日
本
文
学
の

最
高
傑
作｣

(『

古
典
Ⅱ』

教
育
出
版)

、｢

陰
影
に
富
ん
だ
流
麗
な
文
体｣

(『

最
新
国
語
便
覧』

浜
島
書
店)

と
も
評
さ
れ
る

『

源
氏
物
語』

が
冒

頭
の
一
文
か
ら
記
憶
の
中
で
改
変
を
蒙
る
と
は
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
事
例
は
逆
接
の
解
釈
の
根
強
さ
を
如
実
に
示
し
て
い
よ
う
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
な

｢
記
憶
違
い｣

を
一
概
に
責
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
先
に

｢『

源
氏
物
語』

本
文
と
し
て
は｣

と
断
っ
た
こ
と
と
関
わ
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
を
以
下
に
い
く
つ
か
の

事
例
を
交
え
て
紹
介
し
た
い
。

明
治
四
十
四
年
、
尾
上
登
良
子

『

源
氏
物
語
大
意』
(

大
同
館
、
明

治
四
十
四
年)

と
い
う
梗
概
書
が
刊
行
さ
れ
た

(
注
７)

。『

源
氏
物
語』

を
初

学
者
向
け
に
リ
ラ
イ
ト
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
文
に
比
較
的
忠
実
に

沿
っ
て
い
る
。
桐
壺
巻
冒
頭
の
一
文
を
掲
げ
よ
う
。

い
づ
れ
の
天
皇

み
か
ど

の
御
時
な
り
け
む
。
女
御

に
よ
う
ご

更か
う

衣い

、
数
多

あ
ま
た

候
ひ
給
ひ

け
る
が
中な

か

に
、
い、
と、
尊
や
ん
ご
と

な、
き、
身き

分は

に、
は、
あ、
ら、
ね、
ど、
、
天
皇
み
か
ど

の
御
覚

お
ん
お
ぼ
え
、

こ
と
に
め
で
た
き
更
衣
あ
り
け
り
。

｢

御
時｣

の
前
に

｢

天
皇

み
か
ど

の｣

を
補
い
、｢

あ
り
け
り｣

の
前
に

｢

更

衣｣

を
補
う
な
ど
、
随
所
に
教
育
的
配
慮
が
窺
え
る
が
、
と
り
わ
け
今

問
題
と
し
て
い
る
箇
所
が

｢

身き

分は

に
は
あ
ら
ね
ど｣

と
な
っ
て
い
る
点

は
注
目
さ
れ
る
。
現
在
で
も
多
く
の
人
が
誤
っ
て
覚
え
て
い
る
形
そ
の

も
の
で
あ
る
。

類
似
の
言
い
回
し
は
、
他
の
梗
概
書
や
教
科
書
の
類
に
も
い
く
つ
か

見
受
け
ら
れ
る
。

い
と
尊

た
ふ
と
き
身き

分は

に
は
あ
ら
ね
と

(

増
田
于
信
訳

『

新
編
紫
史』

誠
之
堂
、
明
治
二
十
一
年)

し
か
く
尊
き
身
分
な
ら
ね
ど

(

長
連
恒

『

源
氏
物
語
梗
概』

新
潮
社
、
明
治
三
十
九
年)

こ
の
よ
う
に
、
梗
概
書
の
世
界
に
お
い
て
は
、｢

が｣

で
は
な
く
、

む
し
ろ

｢

あ
ら
ね
ど｣

に
近
い
表
現
が
主
流
で
あ
っ
た
ら
し
い
。｢

青

空
文
庫｣

な
ど
各
種
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
明
治
の
小
説
類
を
検

索
し
て
み
て
も
、｢

あ
ら
ね
ど｣

の
使
用
頻
度
は

｢

あ
ら
ぬ
が｣

よ
り

も
圧
倒
的
に
多
い
。
当
時
の
文
章
に
お
い
て
逆
接
の
表
現
は
、｢

あ
ら

ぬ
が｣

よ
り
も

｢

あ
ら
ね
ど｣

の
方
が
自
然
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
試
み
に

｢

日
本
古
典
文
学
大
系｣

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で

｢

あ
ら
ぬ
が｣

と

｢

あ
ら
ね
ど｣

の
総
数
を
調
べ
て
み
る
と
、
や
は
り

｢

あ
ら
ね
ど｣
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
、『

源
氏
物
語』

の
中
に
、

｢

に
は
あ
ら
ぬ
が｣

と
い
う
文
字
列
は
こ
の
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
の

― 8―



に
対
し
、
一
方
の

｢

に
は
あ
ら
ね
ど｣

は
四
十
例
を
数
え
る
。
そ
れ
を

勘
案
す
れ
ば
、
も
し
紫
式
部
が
こ
の
箇
所
を
逆
接
の
つ
も
り
で
考
え
て

い
た
な
ら
ば
、
き
っ
と

｢

あ
ら
ね
ど｣

に
近
い
表
現
を
用
い
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
文
脈
は
異
な
る
が
、
あ
る
い
は

『

紫
式
部
日
記』

の
赤
染
衛

門
を
批
評
す
る
く
だ
り
の
、

丹
波
の
守
の
北
の
方
を
ば
、
宮
・
殿
な
ど
の
わ
た
り
に
は
、
匡
衡

衛
門
と
ぞ
い
ひ
侍
。
こ、
と、
に、
や、
ん、
ご、
と、
な、
き、
ほ、
ど、
な、
ら、
ね、
ど、
、
ま

こ
と
に
ゆ
へ
�

し
く
、
…
…

の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
逆
接

の
意
な
ら
ば｢

あ
ら
ぬ
が｣

と
は
記
さ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
あ
っ
た

｢｢
ぬ
が｣

だ
と
耽
美

さ
が
ダ
ウ
ン
す
る｣

と
い
う
コ
メ
ン
ト
は
直
感
的
に
こ
の
事
情
を
捉
え

て
い
る
よ
う
で
、
大
変
興
味
深
い
。

四

｢

あ
ら
ぬ
が｣

を

｢

あ
ら
ね
ど｣

の
如
く
よ
り
明
確
な
逆
接
の
表
現

で
訳
出
す
る
事
例
を
少
し
ず
つ
遡
っ
て
み
た
い
。
近
世
期
に
広
く
読
ま

れ
た

『

湖
月
抄』

を
確
認
す
る
と
、
頭
注
に

｢

桐
壺
更
ノ

衣
は
大
納
言
の

女
な
れ
ば
、
大
臣
の
女
な
ど
の
や
う
に
、
き
は
め
て
上
臈
の
分
際
に
は

あ
ら
ぬ
が
と
也｣

と
あ
り
、
逆
接
と
し
て
解
釈
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

『

源
氏
物
語』

の
諸
注
釈
に
は
こ
の
箇
所
に
言
及
す
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
な
い
が
、
近
世
期
に
は
俗
言
を
用
い
て
綴
ら
れ
た

『

源
氏
物
語』

の

梗
概
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
い
わ
ば
江
戸
時
代
語
訳
と
も
言
う
べ
き
書
物

で
あ
り
、
こ
の
箇
所
の
解
釈
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
一
つ
、

都
の
錦
の
手
に
成
る

『

風
流
源
氏』

(

元
禄
十
六
年
刊)

に
は
、

い、
と、
や、
ん、
ご、
と、
な、
き、
位、
な、
ら、
ね、
ど、
按
察
大
納
言
の
む
す
め
、
桐
壺

の
更
衣
と
申
は
、
す
ぐ
れ
て
時
め
く
花
の
か
ほ
二
八
の
春
の
明
ぼ

の
や
、
霞
は
黛
お
の
づ
か
ら
、
そ
の
身
に
薫
せ
ざ
れ
ど
も
色
も
に

ほ
ひ
も
ほ
の
め
き
て
、
風
に
し
な
へ
る
柳
ご
し
、
膚
さ
な
が
ら
痩

も
せ
ず
…
…

と
あ
り

(

注
８)

、｢

あ
ら
ぬ
が｣

を
明
治
の
梗
概
書
に
近
い
形
で
表
現
し
て
い

る
。
そ
れ
か
ら
、
享
保
八
年
刊
の
多
賀
半
七

『

紫
文
蜑
の
囀』

で
も
や

は
り
原
文
よ
り
も
明
確
な
逆
接
の
表
現
を
用
い
て
綴
っ
て
い
る
。

さ、
の、
み、
お、
里さ

と

の、
品し

な

た、
か、
き、
御ご

分ぶ
ん

際ざ
い

に、
は、
お、
は、
せ、
ぬ、
が、
、
す
ぐ
れ
て

帝み
か
どの
御
気き

に
入い

り
、
時と

き

め
き
は
の
き

(

マ

マ

)

ゝ
給
ふ
更か

う

衣い

お
は
し
ま
し
け

り
。
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｢
お
は
し
ま
し
け
り｣

の
主
語
と
し
て

｢

更
衣｣

と
明
示
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、｢

お
は
せ
ぬ
が｣

の

｢

が｣

は
逆
接
の
接
続
助
詞
の
つ

も
り
で
あ
ろ
う

(

注
９)

。
他
の
場
面
に
お
い
て
も
、

姫
君
は
源
氏
の
君
よ
り
は
、
四
つ
ば
か
り
御
年
か
さ
に
て
お
は
し

ま
す
が、
、
源
氏
の
君
の
い
と
う
わ
か
う
お
は
し
ま
す
も
、
似
つ
か

は
し
か
ら
ぬ
物
に
て
お
ぼ
し
て
に
や
、

紀
伊
守
う
け
た
ま
は
り
皆
下
の
屋
へ
お
り
よ
と
申
し
つ
け
は
べ
り

ぬ
る
が、
、
ま
だ
か
れ
こ
れ
と
い
た
し
え
お
り
あ
へ
申
さ
で
、

と
い
っ
た
逆
接
の

｢

が｣

の
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

上
述
の
よ
う
な
梗
概
書
の
外
、『

源
氏
物
語』

に
範
を
仰
い
だ
文
章

も
当
然
な
が
ら
こ
の
解
釈
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
例
え
ば
荒
木
田
麗
女

は
多
く
の
擬
古
物
語
を
著
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ

『

桐
葉』

(
明

和
八
年
成
立)

は
、

梅
壺
こ
そ
は
な
や
か
に
時
め
き
給
ふ
な
れ
、
玉
の
お
の
こ
御
子
さ

へ
ひ
か
り
出
給
へ
る
め
で
た
さ
よ
。

(

三
下)

の
如
く『

源
氏
物
語』

に
近
い
表
現
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
中
に
、

桐、
壺、
の、
更、
衣、
は、
宰、
相、
な、
る、
人、
の、
女、
な、
り、
し、
か、
ど、
、
け
ぢ
か
き
あ
い

き
や
う
な
ど
も
こ
よ
な
し
と
、
御
心
と
ゞ
め
給
ひ
し
に
、
は
や
う

失
給
へ
る
ぞ
口
お
し
う
お
ぼ
さ
れ
き
。

(

同)

と
い
う
一
節
が
あ
る

(

注
�)

。｢

宰
相｣

と
は

｢

参
議｣

の
謂
で
あ
り
、
こ
の

｢

桐
壺
の
更
衣｣

も
ま
た
、｢

い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は｣

で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
こ
と
が

｢

な
り
し
か
ど｣

と
明
確
な
逆
接
の
表
現
で
語
ら
れ

て
い
る

(

注
�)

。

｢

あ
ら
ぬ
が｣

か
ら

｢

あ
ら
ね
ど｣

へ
と
い
う
本
文
の
改
変
を
伴
っ

た
逆
接
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
例
は
、
鎌
倉
時
代
成
立
の

『

増
鏡』

(

巻

十
三
、
秋
の
み
山)

に
も
見
ら
れ
る
。
文
保
二
年
に
起
き
た
後
醍
醐
天

皇
の
寵
姫
大
納
言
典
侍
と
堀
川
具
親
と
の
恋
愛
事
件
を
め
ぐ
る
記
事
で

あ
る
。内

に
は
、
万
里
小
路
大
納
言
入
道
師
重
と
い
ひ
し
女
、
大
納
言
の

典
侍
と
て
、
い
み
じ
う
時
め
く
人
あ
る
を
、
堀
川
の
春
宮
権
大
夫

具
親
の
君
、
い
と
忍
び
て
見
そ
め
ら
れ
け
る
に
や
、
か
の
女
、
か

き
消
ち
失
せ
ぬ
と
て
、
求
め
た
づ
ね
さ
せ
給
。
二
、
三
日
こ
そ
あ

れ
、
程
な
く
そ
の
人
と
あ
ら
は
れ
ぬ
れ
ば
、
上
い
と
め
ざ
ま
し
く
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憎
し
と
お
ぼ
す
。
や、
む、
ご、
と、
な、
き、
際、
に、
は、
あ、
ら、
ね、
ど、
、
御
覚
え
の

時
な
れ
ば
、
き
び
し
く
咎
め
さ
せ
給
て
、
げ
に
須
磨
の
浦
へ
も
つ

か
は
さ
ま
ほ
し
き
ま
で
思
さ
れ
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
て
、
官
み

な
と
ゞ
め
て
、
い
み
じ
う
勘
ぜ
さ
せ
給
へ
ば
、
か
し
こ
ま
り
て
、

岩
倉
の
山
庄
に
こ
も
り
ゐ
ぬ
。

『

増
鏡
詳
解』

に
、｢

こ
は
、
源
氏
物
語
に
、
光
源
氏
の
君
、
朧
月
夜

の
内
侍
と
不
義
の
咎
に
よ
り
て
、
須
磨
に
流
さ
れ
し
事
あ
る
に
よ
り
て
、

を
か
し
く
か
け
る
な
り｣

と
注
が
あ
る
よ
う
に
、
文
脈
全
体
が

『

源
氏

物
語』

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

｢

や
む
ご

と
な
き
際
に
は
あ
ら
ね
ど｣

と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

例
は
さ
ら
に
遡
れ
る
。
平
安
時
代
後
期
の

『

今
鏡』
に
す
で
に
、

い、
と、
や、
む、
ご、
と、
な、
き、
き、
は、
に、
は、
あ、
ら、
ね、
ど、
、
中
納
言
に
て
御
親
は

お
は
し
け
る
に
、
母
北
の
方
は
、
源
氏
の
堀
河
の
お
と
ど
の
娘
に

お
は
し
け
る
う
へ
に
、

(

す
べ
ら
ぎ
の
下
、
第
三

男
山)

と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

(

注
�)

。
美
福
門
院
得
子
が
鳥
羽
院
の
寵
を

受
け
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
文
脈
で
、
こ
れ
が
桐
壺
巻
冒
頭
を
ふ
ま
え
た

文
章
で
あ
る
こ
と
は
諸
注
に
指
摘
が
あ
る
が
、
今
は
こ
の
時
代
に
す
で

に

｢

あ
ら
ね
ど｣

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。『

今
鏡』

の
作
者
は
、
問
題
の

｢

が｣

を
逆
接
の
接
続
助
詞
と
し
て
読
ん
だ
ご
く

初
期
の
読
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
本
文
の
改
変
が
無
意
識
の
う
ち
に
起
こ
っ
た
も

の
か
は
明
ら
か
に
し
難
い
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
見
受
け
ら
れ
た
の
と
同

じ
現
象
が
こ
こ
で
も
起
き
て
い
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
結
果
と
し
て
、
桐
壺
巻
の
本
文
が

｢

き
は

に
は
あ
ら
ね
ど｣

と
加
工
さ
れ
た
上
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
、
す
で
に

『

今
鏡』

の
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
加
工
は

『

増
鏡』

以
下
、
近
世
や
明
治
期
に
お
い
て
も
続
け
ら
れ
た
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
現
代
に
お
い
て

｢｢

あ
ら
ね
ど｣

と
習
っ
た｣

と
記
憶
し
て
し
ま
う
現
象
の
原
因
を
こ
れ
ら
の
資
料
の
影
響
と
考
え
る

の
は
無
論
早
計
に
過
ぎ
よ
う
。
高
等
学
校
で
生
徒
が
こ
れ
ら
の
文
献
を

目
に
し
た
り
、
明
治
期
の
梗
概
書
を
紐
解
い
た
り
す
る
機
会
は
ま
ず
な

い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
古
典
の
逆
接
表
現
を
網
羅
的

に
見
渡
す
機
会
も
や
は
り
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、｢

あ
ら
ね
ど｣

の
方

が
自
然
だ
と
帰
納
的
に
意
識
し
て
い
る
と
も
考
え
に
く
い
。
あ
る
い
は

『
百
人
一
首』

で
人
口
に
膾
炙
し
た
大
江
千
里
の
一
首
、｢

月
み
れ
ば
千
々

に
も
の
こ
そ
悲
し
け
れ
わ
が
身
ひ
と
つ
の
秋
に、
は、
あ、
ら、
ね、
ど、｣

な
ど
の

影
響
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
可
能
性
は
い
ず
れ
も
、｢

な
ぜ

｢

あ
ら
ね
ど｣
と
記
憶
し
て
し
ま
う
の
か｣

と
い
う
問
に
対
す
る
根
本

― 11 ―



的
な
解
答
に
は
な
り
得
ず
、
そ
の
点
は
後
考
を
俟
つ
ほ
か
な
い
。
だ
が
、

少
な
く
と
も

｢

い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が｣

と
い
う
本

文
が

｢
あ
ら
ね
ど｣

に
改
変
さ
れ
る
事
態
を
十
分
に
誘
発
す
る
箇
所
で

あ
る
こ
と
は
、
上
述
の
諸
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

現
代
の
現
象
も
決
し
て
偶
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ

ら
の
例
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

五

教
科
書
の
問
題
に
戻
る
が
、
こ
こ
で
一
つ
興
味
深
い
証
言
を
紹
介
し

て
お
こ
う
。
池
田
弥
三
郎
氏
は

｢

谷
崎
源
氏
年
代
記
３｣

(『

批
評
集

成

源
氏
物
語』

所
収)

の
中
で
、
師
の
折
口
信
夫
を
回
想
し
て
、

こ
の｢

が｣

は
、
訳
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
世
間
で
は
よ
く
間
違
っ

て
い
る
。
源
氏
の
註
釈
書
が
出
た
ら
、
ま
ず
こ
こ
の
訳
を
み
る
と

い
い
と
、
折
口
先
生
は
よ
く
わ
れ
わ
れ
に
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
…
…

い
わ
ば
英
語
の
関
係
代
名
詞
の
用
法
の
よ
う
な
も
の
で
、
訳
文
の

流
麗
さ
を
考
え
ず
に
、
訳
す
と
す
る
と
、｢

…
…
と
い
う
の
で
は

な
い
お
方
で
、
そ
の
方
は
…
…
で
あ
る
お
方
、
が
あ
っ
た｣

と
い

う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
わ
た
し
達
は
先
生
の
源
氏
の

時
間
に
教
え
ら
れ
て
い
た
。

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
、
ま
さ
に｢

世
間
で
は
よ
く
間
違
っ
て
い
る｣

状
況
を
背
景
に
、

戦
後
の
教
科
書
は
様
々
な
試
行
錯
誤
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
二
三
を
紹

介
す
る
。
石
垣
氏
の

『

助
詞
の
歴
史
的
研
究』

の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た

『

新
選
国
文
抄』

(

清
水
書
院
、
昭
和
三
十
一
年)

に
は
す
で
に
、

｢

い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が｣

の
文
の

｢

が｣

が

格
助
詞
か
、
接
続
助
詞
か
に
つ
い
て
、
考
察
せ
よ
。

と
い
う
問
題
が
登
場
し
て
い
る
。
昭
和
三
十
年
代
の
教
科
書
は
、

問

｢

や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が｣

の

｢

が｣

を
文
法

的
に
説
明
せ
よ
。

(『

平
安
物
語
文
学
選』

日
本
文
教
出
版
、
昭
和
三
十
二
年)

問

｢

あ
ら
ぬ
が｣

の

｢

が｣

は
ど
ん
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
る

か
。

(『

高
等
学
校

古
典
三』

角
川
書
店
、
昭
和
三
十
五
年)

の
如
く
次
々
と
こ
こ
を
練
習
問
題
化
す
る
。
本
文
の
脚
注
に
も｢

同
格｣

の
語
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
辺
り
に
現
在
に
通
ず
る
練
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習
問
題
の
原
型
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
そ
の
一
方
で
、『

源
氏
物
語』

(

三
省
堂
、
昭
和
三
十
一
年)

の

｢

教
授
用
資
料｣

に
は
、

山
田
孝
雄

｢
平
安
朝
文
法
史｣

で
は
、
格
助
詞
と
接
続
助
詞
と
の

過
渡
期
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
両
用
に
解
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ほ
ん
と
う
に
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、

格
助
詞
か
接
続
助
詞
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
い

ず
れ
に
、
よ
り
多
く
の
重
心
を
か
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、

格
助
詞
と
接
続
助
詞
と
は
、
あ
る
部
分
で
そ
の
働
き
を
接
触
さ
せ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
区
別
の
つ
か
な
い
中
間
的
な
意
味
の
場

合
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
歯
切
れ
の
悪
い
説
明
も
あ
る
。
記
述
の
是
非
は
と
も
か
く
、
格

助
詞
か
接
続
助
詞
か
を
答
え
さ
せ
る
質
問
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
答
え

た
な
ら
、
生
徒
は
き
っ
と
戸
惑
っ
た
事
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
時
期
の
教
科
書
に
は
時
折
以
下
の
よ
う
な
対
訳
形
式
の

も
の
が
見
ら
れ
る
。『

高
等
総
合
国
語

四』
(

教
育
図
書)

に
は
、

非
常
に
高
貴
な
家
が
ら
の
出
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、

と
逆
接
に
解
し
た
口
語
訳
が
下
段
に
添
え
ら
れ
、
訳
文
の
末
尾
に

｢

潤

一
郎
訳

｢

源
氏
物
語｣

に
よ
る｣

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
十
六
年
の

訳

｢

非
常
に
高
貴
な
家
柄
の
出
と
云
ふ
の
で
は
な
い
が｣

に
拠
っ
た
も

の
で
、
現
代
仮
名
遣
に
改
め
、
漢
字
を
平
仮
名
に
直
す
程
度
の
若
干
の

相
違
が
あ
る
。
尚
、
こ
の
教
科
書
奥
付
に
は
昭
和
二
十
七
年
四
月
五
日

発
行
と
あ
る
。
実
は
前
年
の
昭
和
二
十
六
年
五
月
に
は
谷
崎
の

『

潤
一

郎
新
訳
源
氏
物
語』

が
上
梓
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

｢

格
別
重
い
身

分
で
は
な
く
て｣

と
同
格
の
訳
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
教
科
書

編
集
の
際
に
お
そ
ら
く
そ
れ
を
参
照
す
る
時
間
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。最

後
に
、
こ
の
頃
の
状
況
を
よ
く
表
す
教
科
書
が
あ
る
の
で
紹
介
す

る
。
昭
和
三
十
一
年
の

『

詳
注
源
氏
物
語
抄』

(

日
栄
社)

に
は
、｢

研

究｣

と
し
て
設
問
が
あ
り
、

｢

い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が｣

を
或
解
釈
本
に
は

｢

そ
ん
な
に
貴
い
身
分
で
は
な
い
が｣

と
訳
し
て
い
る
が
、
そ
れ

で
忠
実
な
解
釈
と
言
い
得
る
か
ど
う
か
。

と
あ
る
。
極
め
て
誘
導
的
な
作
問
と
言
え
よ
う
が
、
わ
ざ
わ
ざ

｢

或
解

釈
本｣
を
設
定
し
て
逆
接
の
訳
を
吟
味
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
当
時
の
実

情
が
よ
く
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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は
た
し
て
、
そ
の

｢

教
授
資
料｣

の

｢

解
答
之
部｣

に
は
、

忠
実
な
解
釈
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、｢

や
む
ご
と
な
き

き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が○｣

の

｢

が｣

は
、
主
格
を
示
す
格
助
詞
で
あ

る
の
に
、
こ
れ
を
接
続
助
詞
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、｢

ソ
ン
ナ
ニ
貴
イ
身
分
デ
ハ
ナ
イ
方カ

タ

デ｣

と
す
る
方
が

よ
い
。

と
記
さ
れ
て
い
る

(

注
�)

。
当
時
の
教
科
書
に
は
、

｢

源
氏
物
語｣

は
、
日
本
の
古
典
の
中
で
も
第
一
級
の
作
品
で
あ

る
。
で
き
れ
ば
原
文
で
、
無
理
な
ら
ば
口
語
訳
で
で
も
全
文
を
読

む
こ
と
に
努
力
し
て
み
よ
う
。

(『

国
語
三

高
等
学
校
用
総
合

[

改
訂
版]』

日
本
書
院
、
昭
和

三
十
二
年)

と
い
っ
た
記
述
も
見
え
る
が
、
い
ざ

｢

口
語
訳
で
で
も
全
文
を
読
む｣

と
い
う
際
に
、
先
に
折
口
が｢

世
間
で
は
よ
く
間
違
っ
て
い
る｣

と
語
っ

た
状
況
は
ま
だ
続
い
て
い
た
。
当
時
は
逆
接
に
解
す
る

｢

解
釈
本｣

が

か
な
り
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に

｢

或
解
釈
本｣

と
あ
る
の
は
、
同
じ
教
科
書
に
掲
げ
ら
れ
た

｢

注
釈
書
と
研
究
書｣

の
う
ち
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
と
表
現
の
類

似
か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く
は
島
津
久
基

『

対
訳
源
氏
物
語
講
話』

(

昭

和
五
年)

の

(

注
�)

、

そ
ん
な
に
貴
い
身
分
と
い
ふ
で
は
な
い
が
、

と
い
う
訳
あ
た
り
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

(

注
�)

。
因
み
に
、
こ

の
教
科
書
に
は

｢

注
釈
書
と
研
究
書｣

と
い
う
案
内
頁
が
あ
り
、
こ
の

『

講
話』

に
は

｢

口
語
訳
・
群
注
が
あ
る｣

と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
が
付

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、｢

逐
語
訳
だ
か
ら
学
生
に
も
向
く｣

と
推

奨
さ
れ
る
吉
澤
義
則

『

全
訳
王
朝
文
学
叢
書』

(

大
正
十
四
年)

に
お

い
て
も
、

す
ぐ
れ
た
家
柄
の
出
で
は
な
い
が
、

と
逆
接
に
訳
し
て
お
り
、
教
科
書
の
練
習
問
題
で

｢

が｣

の
文
法
を
問

う
こ
と
は
、
口
語
訳
で

『

源
氏
物
語』

を
通
読
す
る
折
の
注
意
を
喚
起

す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
当
時
と
し

て
は
最
新
の
研
究
成
果
を
反
映
さ
せ
た
練
習
問
題
で
あ
っ
た
。
少
な
く

と
も
、
ほ
と
ん
ど
の
校
注
書
に

｢

同
格
の
格
助
詞｣

と
言
及
さ
れ
る
現

在
の
印
象
と
は
異
な
り
、
一
定
の
新
鮮
さ
を
持
っ
た
解
釈
に
映
っ
た
の
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で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
、
戦
前
の
古
典
教
育
で

『

源
氏
物
語』

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
須
磨
巻
で
あ
っ
た

(

注
�)

。
桐

壺
巻
は
帝
の
軟
弱
が
嫌
わ
れ
、
若
紫
巻
は
少
女
を
連
れ
去
る
と
い
う
行

為
が
風
紀
上
嫌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
桐
壺
巻
が
教
科
書

に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
古
典
教
育
に
と
っ
て
新
し
い
試
み
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
そ
の
新
し
い
教
科
書
に
登
場
し
た

｢

が｣

の
練
習
問
題

は
、
今
で
こ
そ
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
観
が
あ
る
が
、｢

或
解
釈

本｣

の
よ
う
な
戦
前
の
解
釈
が
色
濃
く
残
る
当
時
に
あ
っ
て
は
実
際
上

も
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
再
出
発
と
い
う
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
瑞
々
し

さ
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

先
に
も
用
例
紹
介
の
際
に
少
し
く
触
れ
た
が
、『

紫
式
部
日
記』

寛

弘
五
年
十
一
月
一
日
の
記
事
に

『

源
氏
物
語』

の
こ
と
が
記
さ
れ
て
か

ら
来
年
で
千
年
に
な
る
と
い
う
。
今
や
定
番
化
し
た

｢
が｣

の
問
い
か

け
、
そ
し
て｢

同
格
の
格
助
詞｣

と
い
う｢

正
解｣

の
応
酬
で
あ
る
が
、

読
み
継
が
れ
て
き
た
千
年
の
解
釈
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
本
稿
で
た
ど
っ

た
よ
う
に
大
半
の
時
代
は
こ
れ
を
逆
接
の
意
に
解
し
、
し
ば
し
ば

｢
い

と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ、
ら、
ね、
ど、｣

の
如
く
本
文
の
改
変
さ
え
伴
っ

て
記
憶
さ
れ
、
書
き
留
め
ら
れ
た
。
同
格
の

｢

が｣

と
し
て
読
ん
だ
の

は
物
語
の
成
立
直
後
と
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
数
十
年
と
い
う
ほ
ん
の

わ
ず
か
な
時
期
に
過
ぎ
な
い
。
私
達
は
実
は
そ
の
数
少
な
い
読
者
の
一

人
で
あ
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
も
定
番
化
し
た
練
習
問
題
を
め
ぐ
る
授

業
風
景
か
ら
そ
の
事
実
を
想
像
す
る
の
は
難
し
い
。

注

注
１

中
河
督
裕
・
吉
村
裕
美

『

高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
は
何
を
扱
っ
て
い

る
の
か
。』

京
都
書
房
、
平
成
十
二
年
。

注
２

因
み
に
、
同
じ
第
一
学
習
社
の
国
語
教
科
書
で
も
、
旧
課
程
の

『

高
等

学
校

国
語
二』

、
あ
る
い
は
新
課
程
の

『

高
等
学
校

国
語
総
合』

で

は
脚
注
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、｢

が｣

の
設
問
は
挙
げ
ら
れ

て
お
ら
ず
、
科
目
名
に
よ
っ
て
も
扱
い
が
若
干
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

注
３

他
に
こ
の
箇
所
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
橘
誠

｢

源
氏
物
語

｢

桐
壺｣

か
ら

｢

い
と
や
む
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
が｣

の

｢

が｣

の
解

釈

｣
(『

国
文
学』

昭
和
三
十
四
年
七
月)

、
後
藤
克
己｢

桐
壺
冒
頭
の

文
の
構
造
に
つ
い
て

助
詞｢

が｣

の
機
能
を
中
心
と
し
て

｣
(『

国
文
学
攷』

三
十
八
、
昭
和
四
十
年
十
一
月)

や
、
佐
藤
定
義

｢

源

氏
物
語
ノ
ー
ト

い
く
つ
か
の
問
題
点
の
整
理

｣
『

国
文
学』

(

昭
和
三
十
四
年
七
月)

、
鈴
木
良
之
介

｢

桐
壺

｢

い
づ
れ
の
御
時
に
か｣

な
ど

そ
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
・
そ
の
他

｣
(『

日
本
文
学
研

究』

昭
和
四
十
一
年
十
二
月)

、
山
田
昌
裕｢

助
詞｢

が｣

の
今
む
か
し｣

(『

日
本
語
学』

平
成
十
八
年
十
二
月)

な
ど
が
あ
る
。

注
４

そ
の
他
に
、｢

そ
れ
ほ
ど
に
高
い
身
分
で
は
な
い
方
が
、
際
だ
っ
て
帝
の

寵
愛
を
お
受
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。｣

(『

日
本
語
文
法
大
辞

典』)

の
よ
う
に
主
語
と
し
て
解
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
取
り

上
げ
な
い
。
因
み
に
、
外
国
語
訳
の
状
況
は
、
英
訳
で
は
ア
ー
サ
ー
・

ウ
ェ
リ
ー
が
、
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と
逆
接
に
訳
し
て
い
る
が
、
後
続
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
と
ロ
イ

ヤ
ル
・
タ
イ
ラ
ー
訳
で
は
同
格
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
に
上
海

で
刊
行
さ
れ
た

『

源
氏
物
語
図
典』

に
は
、

有
一
位
更
衣
出
身
雖
不
高
貴
、
却
蒙
天
皇
格
外
寵
愛
。

と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
先
行
の
豊
子
凱
訳

(

人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
八
〇
年)
の

｢
其
中
有
一
更
衣
、
出
身
并
不
十
分
高
貴
、
却
蒙
皇

上
特
別
寵
愛｣

や
、
林
文
月
訳
の

｢

有
一
位
身
分
並
不
十
分
高
貴
、
却

格
外
得
寵
的
人｣

(

洪
範
書
店
有
限
公
司
、
二
〇
〇
〇
年)

な
ど
の
逆
接

の
解
釈
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注
５

同
じ
く
池
田
亀
鑑
氏
執
筆
の

『
日
本
文
学
大
辞
典』

(

新
潮
社
、
昭
和
七

年)

に
見
ら
れ
る
梗
概
に
も
、｢

身
分
は
余
り
高
く
は
な
い
け
れ
ど｣

と

あ
る
。

注
６

教
科
書
の
世
界
で
も
、
大
修
館
書
店
の
教
科
書
『

新
編
国
語
総
合』

所

載
の

｢『

源
氏
物
語』

へ
の
い
ざ
な
い｣

で
は
、
こ
の
橋
本
治
訳

(｢

そ

う
上
等
と
い
う
身
分
で
は
な
い
が｣)

と
、
同
格
に
解
す
る
谷
崎
潤
一
郎

訳

(｢

た
い
し
て
重
い
身
分
で
は
な
く
て｣)

と
を
特
に
説
明
の
な
い
ま

ま
に
並
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
世
羅
博
昭

『｢

源
氏
物
語｣
学
習
指
導
の

探
究』

(

渓
水
社
、
平
成
元
年)

は
、｢

授
業
試
案｣

と
し
て
、｢
同
格
の

助
詞｣

の
説
明
を
盛
り
込
み
な
が
ら
、
一
方
で

｢

身
分
が
高
く
な
い
の

に
、
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
る
女
主
人
公
。
何
か
が
起
こ
り
そ
う
な

状
況
を
読
み
と
ら
せ
る｣

と
説
明
し
て
い
る
。
尚
、
本
書
は

｢

助
詞

｢

の｣｣

と
記
す
が
、｢

助
詞

｢

が｣｣

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

注
７

本
書
の
須
磨
巻
が
戦
前
期
の
教
科
書

『

現
代
国
語
読
本』

(

昭
和
九
年)

に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
一
色
恵
里

『『

源
氏
物
語』

教
材
化
の
調
査

研
究』

(

渓
水
社
、
平
成
十
三
年)

が
指
摘
し
て
い
る
。

注
８

『

近
世
文
芸
叢
書

五』

所
収
。

注
９

『

珍
書
刊
行
会
叢
書

五』

所
収
。
京
都
女
子
大
学
蔵
本
の
複
写
を
併
せ

て
参
照
し
た
。

注
10

『

荒
木
田
麗
女
物
語
集
成』

(

桜
楓
社
、
昭
和
五
十
七
年)

に
よ
る
。

注
11

さ
ら
に
は
、
近
世
期
の

『

長
恨
歌
伝』

注
釈
に
見
ら
れ
る
、

楊、
貴、
妃、
ハ、
本
后

ホ
ン
キ
サ
キ

ナ、
ラ、
ネ、
ド、
モ、
昼ヒ
ル

ハ
終
日
ヒ
ネ
モ
ソ

酒
宴
シ
ユ
エ
ン

舞ブ

楽ガ
ク

ニ
テ
ク
ラ
シ
夜

ハ
夜
モ
ス
カ
ラ
専
ラ
ニ
ス
。
玄
宗
貴
妃
ヲ
寵
愛
テ
ウ
ア
イ

ア
ル
コ
ト
不ス
レ

斜
ナ
ヽ
メ
ナ
ラ

(『

歌
行
詩
諺
解』

長
恨
歌
伝

(

貞
享
元
年
刊))

な
ど
に
つ
い
て
も
、
桐
壺
巻
冒
頭
を
意
識
し
た
文
章
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。｢

本
后

ホ
ン
キ
サ
キ
ナ
ラ
ネ
ド
モ｣

と
い
う
表
現
は
そ
れ
を
想
像
さ

せ
る
。

注
12

蓬
左
文
庫
本
は

｢

あ
ら
ね
ど
も｣

に
作
る
。

注
13

教
科
書
の
記
述
は
主
格
と
同
格
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

石
垣
氏
自
身
も
同
格
の
用
法
を

｢

主、
格、
形
式
第
二
類
の
一
変
形｣

で
あ

る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
現
在
で
も
小
学
館
の

｢

新
編
日
本
古
典
文
学

全
集｣

は
、
訳
は

｢

最
高
の
身
分
と
は
い
え
ぬ
お
方
で｣

と
し
な
が
ら

頭
注
に
は

｢｢

が｣

は
主
格
助
詞｣

と
記
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
当
時
と

変
わ
ら
な
い
。

注
14

引
用
は
、
昭
和
十
八
年
の
訂
正
十
一
版
に
よ
る
。

注
15

た
だ
し
、
こ
の
口
語
訳
に
つ
い
て
は
、

こ
ゝ
で
一
寸
語
法
に
関
し
て
注
意
し
て
お
く
が
、

い
と
や
ん
ご
と
な
き
…
…
時
め
き
給
ふ
あ
り
け
り
。(

本
文)

口
訳
に
は

｢

そ
ん
な
に
貴
い
身
分
と
い
ふ
で
は
な
い
が
…
…｣

と

し
て
お
い
た
が
、｢

際
に
は
あ
ら
ぬ
が｣

の｢

が｣

は｢

け
れ
ど
も｣

の
意
味
で
は
な
い
。
主
格
を
示
す

｢

が｣

で
あ
る
。
そ
し
て

｢

勝

れ
て
…
…
あ
り
け
り｣

が
、
そ
の
述
語
の
形
を
な
し
て
ゐ
る
。

と
い
う
断
り
書
き
が
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
口

語
訳
と
文
法
的
解
釈
の
分
裂
は
承
知
の
上
だ
と
す
る
記
述
で
あ
る
。
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注
16

前
掲
、
一
色
恵
里

『『

源
氏
物
語』

教
材
化
の
調
査
研
究』

(

渓
水
社
、

平
成
十
三
年)

。

(

付
記)本

稿
で
述
べ
た
内
容
の
骨
子
は
、
筑
紫
日
本
語
研
究
会

(

第
二
百
十
六
回
、

平
成
十
九
年
十
月
二
十
日)

に
お
い
て
発
表
し
た
。
席
上
、
御
指
教
賜
っ

た
諸
先
生
方
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
引
用
し
た
教
科
書
の

多
く
は
、
福
岡
教
育
大
学
附
属
図
書
館

｢

戦
前
・
戦
後
教
科
書
室｣

所
蔵

の
資
料
を
用
い
た
。
調
査
の
便
を
図
っ
て
下
さ
っ
た
関
係
各
位
に
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
る
。

(

た
む
ら

た
か
し
・
本
学
専
門
研
究
員)
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