
門
家
で
な
い
我
々
が
原
語
で
千
年
前
の
文
学
を

鑑
賞
で
き
る
の
は
、
日
本
語
の
特
性
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
本
の
文
字
文
化
の
豊
か
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る

物
語
文
学
を
取
り
上
げ
て
解
説
し
ま
す
。

　
現
在
の
日
本
語
表
記
に
お
い
て
、
漢
字
と
仮

名
交
じ
り
文
は
ご
く
自
然
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の

先
人
が
工
夫
を
重
ね
て
、
美
し
い
平
仮
名
（
女お
ん
な

手で

）
を
生
み
出
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
自
ら
の
言
葉
で
思
想
や
文
学
な
ど
を

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
時
期
は
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ

め
と
す
る
物
語
文
学
が
成
立
す
る
の
と
ほ
ぼ
同

じ
時
代
で
あ
る
。
こ
の
日
本
独
自
の
仮
名
の
成

立
が
、
物
語
文
学
の
成
立
を
促
し
た
こ
と
は
疑

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
物
語
と
い
え
ば
『
源
氏
物
語
』

が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
か
で

も
、
現
存
最
古
の
「
源
氏
物
語
絵
巻
」（
徳
川

美
術
館
・
五
島
美
術
館
蔵
）
は
あ
ま
り
に
も
著

名
で
あ
る
。
そ
の
詞こ
と
ば

書が
き

は
、
五
人
の
能
書
の
寄よ
り

合あ
い

書
き
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

執
筆
を
分
担
し
た
筆
者
が
腕
を
競
っ
て
、
力
強

く
、
あ
る
い
は
流
麗
に
、
さ
ら
に
は
繊
細
に
も
、

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
も
筆
を
運
ん
で
書
き
連
ね
て

い
っ
た
。

　
た
だ
、
こ
れ
だ
け
世
界
的
に
も
著
名
な
『
源

氏
物
語
』
で
あ
る
が
、
他
に
は
平
安
時
代
書
写

の
写
本
は
確
認
さ
れ
な
い
の
が
不
思
議
で
あ
る
。

実
は
、
そ
の
答
え
の
一
つ
と
思
え
る
資
料
が
あ

る
。
藤
原
行
成
を
祖
と
す
る
能の
う

書し
ょ

の
家
で
あ
る

世
尊
寺
家
の
五
代
に
あ
た
る
伊
行
が
、
娘
の
建

礼
門
院
右
京
大
夫
の
た
め
に
書
き
与
え
た
書
道

の
秘
伝
書
で
あ
る
『
夜や

鶴か
く

庭て
い

訓き
ん

抄し
ょ
う

』
の
冊
子

の
書
式
を
述
べ
た
く
だ
り
の
最
後
に
、「
物
語

は
能
書
の
人
は
書
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
他
の

人
か
ら
依
頼
さ
れ
て
も
何
と
か
言
い
逃
れ
し
て

書
く
な
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
世
尊
寺
家
で

は
家
伝
の
教
え
を
守
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
の

能
書
も
同
様
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
物

語
に
対
す
る
評
価
が
低
か
っ
た
と
も
思
え
る
記

述
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
た
な
文
学
で
あ
る
物

語
へ
の
関
心
は
広
が
り
、
能
書
な
ら
ざ
る
人
々

に
書
き
継
が
れ
て
残
り
、
や
が
て
藤
原
定
家
に

よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
は
高
く
評
価
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　
他
の
物
語
に
範
囲
を
広
げ
て
も
、
平
安
時
代

書
写
の
物
語
は
伝
藤
原
公
任
筆
の
「
伊
勢
物
語

切
」（
個
人
蔵
）
が
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
伝
藤
原
為
家

筆
の
「
伊
勢
物
語
切
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

や
重
要
文
化
財
の
「
松
浦
宮
物
語
」（
東
京
国

連    
載

筆
跡
で
読
む
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語
絵
巻
」
も
現
存
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
絵
巻

に
は
物
語
だ
け
で
は
な
く
、
寺
社
の
縁
起
を
普

及
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
、
絵
画

化
さ
れ
た
段
落
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
れ
に
相
応

す
る
詞
書
の
部
分
を
読
み
聞
か
せ
て
理
解
を
助

け
る
「
絵え

解と

き
」
に
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
た

め
、
絵
巻
の
多
く
は
比
較
的
読
み
や
す
い
書
風

で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
当
時
に
盛
行
し
た

書
風
で
の
書
写
で
あ
り
、
各
時
代
の
美
意
識
が

反
映
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
も
谷
崎
潤
一
郎
、

与
謝
野
晶
子
な
ど
著
名
な
作
家
に
よ
る
口
語
訳

が
わ
か
り
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
専

門
家
で
な
い
我
々
が
原
語
で
千
年
前
の
文
学
を

鑑
賞
で
き
る
の
は
、
日
本
語
の
特
性
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

立
博
物
館
蔵
）、あ
る
い
は『
源
氏
物
語
』と『
狭

衣
物
語
』
の
歌
を
左
右
に
番つ
が

え
て
歌
合
と
し
た

伝
藤
原
為
家
筆
「
姫
路
切
」
な
ど
の
存
在
が
知

ら
れ
る
。
新
し
い
文
芸
作
品
で
あ
る
物
語
に
対

す
る
評
価
が
定
着
す
る
の
に
時
間
を
要
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る

で
あ
ろ
う
。し
か
し
、潜
在
的
に
は
多
く
の
人
々

に
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
源
氏
物
語
絵

巻
」
の
存
在
か
ら
も
想
像
に
か
た
く
な
い
。
や

が
て
、
物
語
が
評
価
を
高
め
、
文
学
、
歴
史
な

ど
の
物
語
が
多
く
の
人
々
に
大
切
に
受
け
つ
が

れ
な
が
ら
、
享
受
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
説
話
物
語
の
代
表
と
も
い
え
る『
竹
取
物
語
』

で
は
、
十
四
世
紀
の
北
朝
の
天
皇
で
あ
る
後
光

厳
天
皇
の
筆
と
伝
え
る
断
簡
の
存
在
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
現
在
、
近
世
に
作
ら
れ
た
「
竹
取

物
語
絵
巻
」
が
国
会
図
書
館
や
立
教
大
学
な
ど

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
国
会
図
書
館
蔵
の
絵
巻

で
は
、
詞
書
に
金
泥
の
下
絵
を
施
し
た
華
麗
な

料
紙
を
用
い
て
、
行
書
体
と
草
書
体
に
仮
名
を

交
え
て
美
し
い
連
綿
を
駆
使
し
て
書
き
連
ね
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
歌
の
部
分
を
改
行
し
て

わ
か
り
や
す
く
し
、
一
部
の
段
落
の
末
尾
に
は

散
ら
し
書
き
で
の
執
筆
を
見
せ
て
お
り
、
手
許

に
置
い
て
鑑
賞
す
る
調
度
と
し
て
制
作
し
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
長
編
の
『
平
家
物
語
』
の
全
巻
を
絵

巻
化
し
た
岡
山
の
林
原
美
術
館
蔵
の
「
平
家
物
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