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森
野
正
弘
氏
の
『
源
氏
物
語
の
音
楽
と
時
間
』
が
出
版
さ
れ
た
。
喜
ば
し
い

こ
と
で
あ
る
。

　

森
野
氏
の
著
作
は
、
一
九
九
九
年
に
國
學
院
大
學
大
学
院
研
究
叢
書
の
一
冊

と
し
て
『
源
氏
物
語
の
表
現
構
造
の
研
究
―
音
楽
関
連
描
写
に
お
け
る
主
題
の

展
開
―
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
叢
書
の
冒
頭
に
書
か
れ
た
発
刊
の
辞
に

よ
る
と
、
課
程
博
士
の
学
位
論
文
の
中
で
も
、
特
に
優
秀
な
も
の
で
、
公
表
す

る
こ
と
に
よ
り
学
界
へ
の
働
き
か
け
が
期
待
で
き
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
一
般
書
店
の
販
売
ル
ー
ト
に
は
の
ら
ず
、
國

學
院
大
學
生
協
の
片
隅
で
細
々
と
販
売
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
当
然
、
書

評
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
森
野
氏
の
前
著
が
出
さ
れ
た
時
、

私
は
大
学
院
生
で
、
課
程
博
士
論
文
な
ど
は
夢
の
ま
た
夢
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

課
程
博
士
論
文
を
書
く
意
志
は
強
く
あ
っ
た
た
め
に
、
森
野
氏
の
著
作
を
何
度

も
読
み
直
し
、
課
程
博
士
論
文
と
は
か
く
も
高
い
壁
で
あ
る
の
か
と
痛
感
し
た

記
憶
が
あ
る
。
理
論
の
切
れ
具
合
、
言
葉
づ
か
い
の
的
確
さ
、
緻
密
な
論
理
構

成
な
ど
、
多
く
を
学
ん
だ
。
そ
の
当
時
、
大
学
院
の
中
古
文
学
の
分
野
で
は
、

森
野
氏
は
課
程
博
士
の
第
一
号
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
続
く
べ
く
、
後
輩
た
ち

は
、
課
程
博
士
論
文
の
お
手
本
と
し
て
、
森
野
氏
の
著
作
を
何
度
も
読
み
直
し

た
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
『
源
氏
物
語
の
音
楽
と
時
間
』
で
は
、
前
著
『
源
氏
物
語
の
表
現
構

造
の
研
究
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
の
七
本
が
収
載
さ
れ
（
未
収
載
の
も
の
は
、

「〈
薫
の
物
語
〉
と
弁
の
君
の
昔
物
語
―
物
語
空
間
と
し
て
の
宇
治
―
」
の
み
）、

そ
れ
だ
け
で
な
く
十
一
本
の
論
文
も
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
前
著
を
多
少

水
増
し
し
た
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
論
文
も
収
載
さ
れ
、
さ
ら
に

再
編
集
さ
れ
て
い
る
た
め
、
堂
々
た
る
新
著
と
言
え
る
。

　
『
源
氏
物
語
の
音
楽
と
時
間
』
の
構
成
は
、
三
編
一
八
本
の
論
文
で
、
次
の

通
り
と
な
る
。

　
　

�【
第
一
編
】
昔
（
む
か
し
）
と
い
う
時
間
／
古
（
い
に
し
へ
）
と
い
う
時

間
―
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
虚
構
の
方
法
―
、『
伊
勢
物
語
』
二
条
后

章
段
に
お
け
る
時
間
の
構
造
、
○
紫
の
君
と
雛
遊
び
・
絵
／
箏
の
琴
、
時

間
に
遅
れ
る
光
源
氏
―
『
伊
勢
物
語
』
へ
の
遡
行
と
反
復
―
、
薫
物
合
せ

に
お
け
る
季
節
と
時
間

　
　

�【
第
二
編
】
○
頭
中
将
と
和
琴
／
光
源
氏
と
琴
の
琴
、
○
明
石
入
道
と

－�127�－



琵
琶
法
師
、
明
石
一
族
に
お
け
る
箏
の
琴
の
相
承
―
小
一
条
家
と
の
相

関
―
、
○
玉
鬘
と
和
琴
―
六
条
院
文
化
の
形
態
変
化
―
、
○
紫
の
上
と
和

琴
―
言
語
空
間
と
し
て
の
六
条
院
の
女
楽
―
、
柏
木
の
横
笛
に
ま
つ
わ
る

逸
話
の
諸
相
、
○
宇
治
姉
妹
と
箏
の
琴

　
　

�【
第
三
編
】
明
石
の
君
と
歌
人
伊
勢
、
○
化
粧
す
る
光
源
氏
／
目
馴
れ
る

紫
の
上
、
組
織
化
さ
れ
る
夕
霧
の
浮
遊
性
、
女
三
の
宮
の
花
の
履
歴
、
六

条
院
の
シ
ス
テ
ム
分
化
―
明
石
の
君
の
位
相
領
域
―
、
物
語
の
語
り
―

『
源
氏
物
語
』
橋
姫
巻
の
方
法
―

　

第
一
編
は
「
時
間
の
表
現
と
構
造
」、
第
二
編
は
「
音
楽
の
表
現
と
構
造
」、

第
三
編
は
「
物
語
の
表
現
と
構
造
」
と
区
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
分
が
物
語

る
よ
う
に
、「
時
間
」「
音
楽
」「
物
語
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
と
構
造
が
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
○
印
を
付
し
た
も
の
は
、
前
著
『
源
氏
物
語
の
表
現
構

造
の
研
究
』
に
収
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
編
で
は
、
伊
勢
物
語
の
時
間
構
造
の
究
明
か
ら
、
源
氏
物
語
へ
の
時
間

構
造
の
シ
ス
テ
ム
論
的
な
展
開
を
み
せ
る
。
第
二
編
は
、
源
氏
物
語
に
お
け
る

音
楽
を
め
ぐ
る
表
現
を
、
テ
ク
ス
ト
論
的
語
脈
読
み
の
方
法
に
よ
り
明
ら
か
に

す
る
も
の
や
、
文
化
的
な
文
脈
に
よ
り
究
明
す
る
論
を
お
さ
め
て
い
る
。
第
三

編
で
は
、
物
語
自
体
を
相
対
化
す
る
、
物
語
の
方
法
を
究
明
す
る
論
を
主
軸
に

し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
整
然
と
論
理
的
に
「
時
間
」「
音
楽
」「
物
語
」
が
、

そ
れ
ぞ
れ
論
じ
わ
け
ら
れ
、
お
の
お
の
独
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が

ら
も
、
編
同
士
が
緊
密
に
連
絡
し
あ
い
、
ま
さ
に
「
物
語
」
の
「
時
間
」
と
「
音

楽
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

森
野
氏
の
論
文
を
読
む
と
、
お
お
ま
か
に
二
つ
の
方
法
論
を
使
い
分
け
て
論

じ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
一
つ
は
テ
ク
ス
ト
論
的
語
脈
読
み
の
方
法
で
あ

る
。
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
執
し
、
そ
の
意
味
の
連
鎖
や
隔
絶
に
よ
り
意
味
を

立
ち
上
げ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ル
ー
ル
と
し
て
は
「
作

者
」
と
い
う
視
座
を
入
れ
ず
に
、
構
造
化
さ
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
作
品
を

読
み
解
く
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
文
化
史
的
視
座
に
よ
る
方
法

で
あ
る
。
音
楽
に
関
す
る
外
部
資
料
を
用
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
化
史
で
の
文

脈
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
物
語
に
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
方
法
で
あ

る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
を
使
い
分
け
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
危
険
さ
が
伴
う
。

テ
ク
ス
ト
論
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
作
者
」
と
い
う
文
脈
を
敢
え
て
切
り
離

し
、
作
品
の
み
の
自
律
性
の
も
と
に
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
ろ
に
特
徴
が
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
テ
ク
ス
ト
」
と
は
「
織
物
」
を
意
味
す
る
。「
織
物
」

は
さ
ま
ざ
ま
な
糸
を
縒
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
織
物
」

は
、「
言
葉
」
と
い
う
糸
を
縒
り
込
む
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
と
同
時
に
、「
文

化
」
と
い
う
糸
を
縒
り
込
む
こ
と
を
も
し
ば
し
ば
許
容
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
、「
文
化
」
と
い
う
糸
を
縒
り
込
む
が
如
く
、「
作
者
」
と
い
う
糸
を
縒
り
込

む
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
若
い
時
に
は
作
者
論
を
排
斥
し
て
い
た
は
ず
の
先
鋭

的
な
テ
ク
ス
ト
論
者
が
、
晩
年
に
は
作
者
論
に
回
帰
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
よ

う
に
、
ま
た
は
作
者
を
問
題
と
し
な
い
と
表
明
し
て
い
た
人
間
が
、
な
ぜ
か
作

者
を
語
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
尖
り
す
ぎ
た
テ
ク
ス
ト
論
は
、
し
ば
し
ば
返

す
刀
と
な
っ
て
テ
ク
ス
ト
論
自
体
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
論
を

選
択
し
た
研
究
者
は
、「
作
品
」
を
読
み
た
い
た
め
に
研
究
を
す
る
の
で
あ
っ

て
、
作
者
を
知
り
た
い
た
め
に
作
品
を
読
む
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
作
者

を
知
り
た
い
人
は
、
そ
の
立
場
で
存
分
に
研
究
を
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
テ

ク
ス
ト
論
の
立
場
と
は
、
作
者
が
作
品
を
書
く
の
で
は
な
く
、
作
品
が
作
者
を

作
り
だ
す
、
と
い
う
、
一
種
の
転
倒
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
立
場
に
こ

そ
そ
の
意
義
が
あ
る
。
な
お
、
蛇
足
で
あ
る
が
、
文
学
研
究
の
方
法
論
と
は
、
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あ
く
ま
で
立
場
の
問
題
で
あ
り
、
正
否
の
問
題
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
テ

ク
ス
ト
論
が
正
し
い
（
間
違
っ
て
い
る
）、
作
家
論
が
間
違
っ
て
い
る
（
正
し

い
）
と
い
う
議
論
に
は
な
り
え
な
い
。
文
学
の
方
法
論
で
は
、
正
否
は
問
題
と

は
な
ら
ず
、
そ
の
有
効
性
の
み
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
敢
え
て
「
作
者
」

を
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
こ
な
か
っ
た
作
品
独
自
の
文

学
性
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
、
テ
ク
ス
ト
論
の
醍
醐
味
と
意

義
が
あ
る
。

　

森
野
氏
は
、
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
論
の
立
場
を
自
覚
し
た
う
え
で
立
論
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
文
化
」
や
「
音
楽
史
」
と
い
う
文
脈
は
取
り
入
れ
る
が
、

そ
こ
に
「
作
者
」
と
い
う
文
脈
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。「
作
者
」

と
い
う
文
脈
を
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
も
は
や
テ
ク
ス
ト
論
で
は
な

く
、
読
書
感
想
文
に
堕
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
森
野
氏
の
論
文
は
、
明
確
す
ぎ

る
ほ
ど
明
確
な
方
法
論
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
た
め
、
清
々
し
さ
さ
え
感
じ
ら

れ
る
。
読
ん
で
い
て
気
持
ち
の
よ
い
論
文
ば
か
り
で
あ
る
。

　

た
だ
、
い
さ
さ
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
も
散
見
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
述
べ
て

お
き
た
い
。

　

一
つ
目
は
、「
時
間
」
に
関
す
る
論
考
で
あ
る
。
第
一
編
、『
伊
勢
物
語
』
の

「
時
間
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。
物
語
の
時
間
構
造
が
循
環
的
な
も
の

と
な
っ
て
お
り
、
歴
史
の
直
線
的
な
時
間
構
造
と
は
一
線
を
画
す
る
と
結
論
づ

け
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
納
得
で
き
、
論
証
に
も
大
き
な
瑕
疵
は
な
い
の
で

あ
る
が
、
い
さ
さ
か
既
視
感
の
あ
る
結
論
で
あ
る
。『
古
今
集
』
の
在
原
業
平

の
歌
を
分
析
し
た
田
中
元
は
、
業
平
の
歌
に
は
、
時
間
構
造
が
直
線
的
な
も
の

も
あ
る
が
、
し
か
し
超
時
間
的
な
、
過
去
も
現
在
も
融
合
し
た
時
間
を
示
す
よ

う
な
性
格
の
も
の
が
確
認
で
き
る
と
し
て
い
る
（「
十
世
紀
初
頭
ま
で
―
『
日

本
霊
異
記
』『
古
今
集
』
―
」『
古
代
日
本
人
の
時
間
意
識
―
そ
の
構
造
と
展
開

―
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
五
年
）。
田
中
元
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
時

間
構
造
を
直
線
的
な
も
の
と
循
環
的
な
も
の
に
峻
別
す
る
こ
と
は
、
既
に
平
野

仁
啓
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
（「
古
代
日
本
人
の
時
間
意
識
の
展
開
」『
続
古
代

日
本
人
の
精
神
構
造
』
未
来
社　

一
九
七
六
年
）
わ
け
で
、
ど
う
し
て
こ
れ
ら

の
「
時
間
」
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
示
し
た
上
で
論
証
を
す
す
め
な
か
っ
た
の
か
、

い
さ
さ
か
疑
問
に
感
じ
た
。「
時
間
」
を
め
ぐ
る
研
究
史
は
、
文
学
史
の
み
な

ら
ず
文
化
史
も
視
野
に
お
さ
め
る
と
、
か
な
り
分
厚
い
も
の
が
あ
る
た
め
、
煩

雑
さ
を
避
け
た
の
だ
ろ
う
し
、
田
中
論
文
も
、『
古
今
集
』
の
業
平
歌
を
問
題

と
し
た
も
の
で
、『
伊
勢
物
語
』
を
俎
上
に
の
せ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

触
れ
る
に
及
ば
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
、
ま
っ
た
く
無
視
す
る

わ
け
に
も
い
か
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
森
野
氏
の
結
論
を
補
強
す

る
も
の
な
の
だ
か
ら
（
都
合
の
よ
い
も
の
な
の
だ
か
ら
）、
積
極
的
に
用
い
た

方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
。

　

二
つ
目
は
、
し
ば
し
ば
森
野
氏
が
論
拠
と
す
る
『
秦
箏
相
承
血
脉
』
で
あ
る
。

箏
の
琴
師
資
相
承
の
系
図
で
、
森
野
氏
は
群
書
類
従
本
を
用
い
て
い
る
。
こ
の

資
料
に
つ
い
て
は
、『
図
書
寮
叢
刊　

伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
二
』（
宮
内
庁
書

陵
部　

一
九
九
五
年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
を
用
い
る
べ

き
で
あ
る
。
図
書
寮
叢
刊
の
底
本
と
な
っ
た
伏
見
宮
旧
蔵
本
は
、
群
書
類
従
本

の
「
祖
本
と
み
ら
れ
る
善
本
」（
一
九
頁
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
群
書

類
従
本
で
は
実
線
と
な
っ
て
い
る
系
図
の
線
が
、
伏
見
宮
本
で
は
実
線
と
朱
線

に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
朱
線
を
点
線
と
し
て
表
示
す
る
な
ど
、
工

夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
の
『
秦
箏
相
承
血
脉
』
解
題
で
は
、
南
朝
の

人
物
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
注
記
も
整
備
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
後
小
松
院

あ
た
り
の
時
期
に
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
楽
書
に
つ
い
て
は
私
は
門

外
漢
で
あ
る
が
、
他
の
楽
書
関
連
の
資
料
で
は
、
森
野
氏
の
論
理
は
ど
う
な
る
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の
か
、
疑
問
が
残
っ
た
。
森
野
氏
は
『
河
海
抄
』
の
箏
相
承
系
図
を
、『
秦
箏

相
承
血
脉
』
を
「
要
約
し
た
も
の
」（
一
九
七
頁
）
と
推
測
し
て
い
る
。『
河
海

抄
』
は
貞
治
年
間
に
足
利
義
詮
に
献
上
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
秦

箏
相
承
血
脉
』
の
も
と
と
な
る
系
図
な
り
伝
承
は
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い

が
、
後
小
松
院
の
あ
た
り
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
秦
箏
相
承
血
脉
』
は
、
ま

だ
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た
源
氏
物
語
の
読
解
を
め
ぐ
る
資
料
で
、

南
北
朝
期
か
ら
室
町
に
か
け
て
の
資
料
を
用
い
て
論
じ
る
と
い
う
の
で
は
、
平

仄
が
合
わ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
資
料
の
限
界
と
い
う
の
は
常
に
つ
き
ま
と
う
も

の
だ
か
ら
、
次
善
の
策
と
し
て
後
世
の
資
料
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
あ

る
。
そ
の
さ
い
に
は
、
論
述
で
そ
の
よ
う
に
断
り
を
い
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
、
森
野
氏
の
論
述
に
は
、
資
料
に
つ
い
て
の
説
明
は
さ
ほ
ど
な
さ
れ
な

い
。
知
識
の
な
い
私
の
よ
う
な
読
者
と
し
た
ら
、
い
き
な
り
あ
る
資
料
が
論
拠

と
し
て
無
造
作
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
平
安
時
代
か
、
あ
る

い
は
院
政
期
あ
た
り
の
成
立
の
資
料
な
の
か
、
な
ど
と
勝
手
に
誤
読
し
て
し
ま

う
恐
れ
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
誤
読
を
誘
う
意
図
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
資
料

の
成
立
年
時
な
ど
は
簡
単
に
触
れ
て
欲
し
い
。
な
に
も
楽
書
研
究
の
長
口
上
を

聞
き
た
い
の
で
は
な
い
。
さ
ら
っ
と
「
南
北
朝
期
末
成
立
の
『
秦
箏
相
承
血
脉
』

に
よ
れ
ば
…
」
と
一
言
加
え
れ
ば
良
い
だ
け
で
あ
る
。
専
門
書
で
は
あ
る
が
、

そ
う
い
う
配
慮
を
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

　

三
つ
目
は
、「
明
石
一
族
に
お
け
る
箏
の
琴
の
相
承
」
と
い
う
論
文
で
の
、

本
文
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
本
文
の
異
文
が
問
題
と
な
っ
て

お
り
、
森
野
氏
が
底
本
と
す
る
新
編
全
集
（
小
学
館
）
で
、「
延
喜
の
御
手
よ

り
弾
き
伝
へ
る
こ
と
三
代
に
な
ん
な
り
は
べ
り
ぬ
る
を
」（「
明
石
」
二-

二
四

二
頁
）
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
大
島
本
を
底
本
と
し
た
新
大
系
（
岩
波
書
店
）
で

は
「
延
喜
の
御
手て

よ
り
弾ひ

き
伝つ
た

へ
た
る
こ
と
四し
だ
い代
に
な
ん
な
り
侍
（
は
べ
り
）ぬ
る
を
」（
二

－

六
六
頁
）
と
あ
り
、
森
野
氏
は
、
こ
の
論
文
で
は
、
敢
え
て
大
島
本
を
底
本

と
す
る
新
大
系
の
「
四
代
」
を
採
用
し
て
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
島
本

の
「
四
代
」
は
独
自
異
文
で
あ
り
、
池
田
亀
鑑
の
分
類
す
る
と
こ
ろ
の
青
表
紙

本
の
他
本
や
河
内
本
、
別
本
な
ど
は
す
べ
て
「
三
代
」
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
「
四
代
」
は
、
私
に
は
単
純
な
誤
写
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

大
島
本
の
該
当
箇
所
（
一
九
丁
ウ
六
行
目
）
を
見
る
と
、
字
母
で
は
「
志
多
以
」

と
な
っ
て
い
る
。
右
傍
ら
に
は
「
三
イ
」
と
の
異
文
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
志
」
は
か
な
り
崩
さ
れ
て
お
り
、「
士
」
は
直
線
二
本
が
近
接
し
癒
着

し
、「
心
」
が
直
線
状
に
な
っ
て
い
る
。「
三
」
と
見
間
違
い
や
す
い
の
で
あ
る
。

ぱ
っ
と
見
で
は
「
三
」
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
書
写
者
は
「
し
」

の
「
志
」
を
書
く
さ
い
に
は
、
横
棒
を
直
線
状
に
し
て
癒
着
す
る
癖
が
あ
る
ら

し
く
、
同
じ
丁
の
一
行
目
と
九
行
目
に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
形
の
「
志
」
が
描
か
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、「
志
」
の
「
心
」
を
波
打
た
せ
る
場
合
も
あ
り
、
九
行
目

の
最
終
文
字
で
は
、
波
打
た
せ
た
「
志
」
が
書
か
れ
る
。
こ
の
書
写
者
の
「
志
」

は
、
横
棒
三
本
の
「
三
」
に
見
間
違
え
る
可
能
性
が
高
い
。
大
島
本
「
明
石
」

巻
に
は
、
漢
字
の
「
三
」
の
用
例
は
三
例
あ
る
（
一
二
丁
オ
二
行
目
、
二
九
丁

ウ
九
行
目
、
三
三
丁
オ
四
行
目
）。
こ
れ
ら
は
、「
三
」
の
直
線
が
そ
れ
ぞ
れ
あ

る
程
度
離
れ
て
い
る
た
め
に
、
漢
字
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
。
た
だ
、
二
例

（
二
九
丁
ウ
、
三
三
丁
オ
）
で
、
二
本
目
の
直
線
と
三
本
目
の
直
線
が
連
綿
す

る
癖
が
確
認
で
き
る
。
大
島
本
の
親
本
が
「
三
」
の
漢
字
だ
っ
た
も
の
を
、
こ

の
書
写
者
が
「
志
」
と
誤
っ
て
写
し
た
可
能
性
は
高
い
。
大
島
本
を
あ
る
が
ま

ま
活
字
化
す
る
方
針
の
新
大
系
だ
か
ら
「
四
代
」
と
活
字
化
し
た
わ
け
だ
が
、

他
本
で
一
例
も
「
四
代
」
が
確
認
で
き
な
い
以
上
は
、
た
だ
の
誤
写
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
は
、
ご
く
普
通
の
こ
と
で
、
新
編
全
集
な
ど
の
活
字
本
文
の
建
て
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方
は
穏
健
な
処
理
と
判
断
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、
大
島
本
の
書
写
者
の
書
く
字

母
の
「
志
」
は
「
三
」
と
紛
ら
わ
し
い
。
大
島
本
の
書
写
態
度
は
、
厳
密
な
も

の
で
は
な
く
誤
写
や
誤
脱
が
多
い
と
の
伊
井
春
樹
の
指
摘
（「
大
島
本
『
源
氏

物
語
』
本
文
の
意
義
と
校
訂
方
法
」『
源
氏
物
語
論
と
そ
の
研
究
世
界
』
風
間

書
房　

二
〇
〇
二
年
）
も
併
せ
て
考
え
る
に
、
こ
こ
は
大
島
本
の
「
三
代
」
の

誤
読
誤
写
と
素
直
に
読
ん
だ
方
が
良
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
近
の
大
島

本
の
研
究
で
は
、
大
島
本
は
ひ
と
ま
と
ま
り
の
本
で
は
な
く
、
幾
種
類
か
の
取

り
合
わ
せ
本
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
佐
々
木
孝
浩
「「
大
島

本
源
氏
物
語
」
に
関
す
る
書
誌
学
的
考
察
」
中
古
文
学
会
関
西
部
会
編
『
大
島

本
源
氏
物
語
の
再
検
討
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇
九
年
）。
森
野
氏
が
大
島
本
に

つ
い
て
述
べ
た
「
最
善
本
と
さ
れ
る
飛
鳥
井
雅
康
等
筆
本
（
大
島
本
）」（
一
九

六
頁
）
と
い
う
認
識
は
、
現
在
の
大
島
本
の
研
究
で
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
写
本
の
世
界
観
を
見
る
と
い
う
論
法
で
、「
大

島
本
の
本
文
世
界
」
と
し
て
「
四
代
」
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
よ
う
が
、
大
島
本
が
そ
こ
ま
で
物
語
内
容
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
書
写
さ

れ
た
と
す
る
に
は
、
い
ま
す
こ
し
の
論
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
大

島
本
の
享
受
者
（
あ
る
い
は
書
写
者
自
身
）
が
「
三
」
の
異
文
注
記
を
し
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
四
代
」
と
し
て
読
ま
れ
た
享
受
の
あ
り
よ
う
が
あ
っ

た
、
と
す
る
論
法
も
通
じ
そ
う
に
な
い
。
他
本
で
「
四
代
」
と
す
る
も
の
が
あ

り
、
そ
の
本
文
が
あ
る
程
度
に
流
布
を
し
た
こ
と
が
確
定
で
き
れ
ば
、「
四
代
」

と
し
て
読
ま
れ
た
と
す
る
享
受
史
か
ら
の
立
論
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
そ
う

い
う
本
文
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
工
藤
重
矩
「
源
氏
物
語
の
本
文
校
訂
と
解

釈
―
一
つ
の
伝
本
を
尊
重
す
る
読
み
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語　

読
み
の

現
在　

研
究
と
資
料
』
古
代
文
学
論
叢
第
二
〇
輯　

二
〇
一
五
年
）
で
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
純
な
誤
写
を
、
こ
と
さ
ら
「
本
文
世
界
」
と
言
い
た

て
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
森
野
氏
は
、
い
た
ず
ら
に
「
四
代
」

を
言
挙
げ
す
る
の
で
は
な
く
、
単
純
な
誤
写
と
い
う
視
座
に
依
り
つ
つ
論
を
展

開
し
て
い
か
れ
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
に
は
感
じ
ら
れ
て
な

ら
な
い
。

　

以
上
、
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
な
、
揚
げ
足
と
り
を
三
点
述
べ
て
き
た

が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
よ
り
森
野
氏
の
論
理
は
揺
る
ぐ
こ
と
は
な
い
。
論
証

の
手
堅
さ
と
、
緻
密
な
論
理
構
成
、
何
よ
り
も
方
法
論
の
確
か
さ
は
、
他
の
追

随
を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

最
近
の
大
学
生
や
大
学
院
生
な
ど
の
若
い
人
を
見
て
い
る
と
、
文
学
研
究
の

方
法
論
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
立
論
を
す
る
学
生
が
多
い
。
文
学
研
究
の
方
法
論

が
、
理
論
だ
け
空
転
、
蛸
壺
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ま
り
深
く
学
ば
な
い

ま
ま
、
何
と
な
く
文
学
を
論
じ
て
い
る
気
に
な
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
文
学
研

究
の
堕
落
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
方
法
論
と
感
性
の
融
合
が
文
学
研
究
で
あ
る
。

確
か
な
方
法
論
に
よ
っ
て
、
着
実
な
理
論
の
展
開
と
感
性
の
閃
き
を
見
せ
る
、

森
野
氏
の
『
源
氏
物
語
の
音
楽
と
時
間
』
は
、
多
く
の
若
い
学
生
に
読
ん
で
も

ら
い
た
い
本
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
背
中
か
ら
、
多
く
を
学
ぶ
べ
き
本
で
あ
る
。

（『
源
氏
物
語
の
音
楽
と
時
間
』
新
典
社
、
二
〇
一
四
年
九
月
刊
、
四
九
四
頁
、

一
四
二
〇
〇
円
＋
税
）

�

（
ぬ
ま
じ
り
・
と
し
み
ち
）
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