
は
じ
め
に

 　
「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。

 
「
い
と
い
み
じ
き
こ
と
か
な
。
今
は
は
ふ
れ
失
せ
に
け
ん
と
こ
そ

見
し
か
。
か
う
な
る
ま
で
見
ざ
り
け
る
こ
と
よ
」
と
て
、
う
ち
泣

か
れ
ぬ
。
こ
の
子
も
い
か
に
思
ふ
に
か
あ
ら
ん
、
う
ち
う
つ
ぶ
し

て
泣
き
ゐ
た
り
。
見
る
人
も
あ
は
れ
に
、
昔
物
語
の
や
う
な
れ
ば
、

み
な
泣
き
ぬ
。 

　
（
一
八
一
頁
）

 　
『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
・
養
女
迎
え
の
場
面
、
こ
こ
に
、
そ
の
初
出
例

が
見
え
る
。
思
い
が
け
な
い
再
会
に
感
涙
す
る
兼
家
と
娘
の
様
子
が

「
昔
物
語
の
や
う
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
物
語
性
の
強
い
と
言

わ
れ
る
下
巻
の
中
で
も
、
最
も
端
的
に
そ
の
傾
向
が
表
れ
て
い
る
箇
所

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

　

こ
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
記
や
随
筆
と
呼

ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
お
い
て
、「
昔
物
語
」
と
現
実
が
重
ね
合

わ
せ
ら
れ
る
の
は
、
現
実
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
の
感
動
が
そ
こ
に
あ

っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
物

語
と
は
「
世
に
お
ほ
か
る
そ
ら
ご
と
」（『
蜻
蛉
日
記
』
上
・
三
九
頁
）

で
あ
り
、「
い
み
じ
う
口
に
ま
か
せ
て
言
ひ
た
る
」（『
枕
草
子
』
一
七

七
段
・
三
〇
九
頁
）
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
、
目
の
前
に

あ
る
現
実
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
だ
、
違
う
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
の

は
、
す
な
わ
ち
、
現
実
が
物
語
を
凌
駕
し
て
い
く
瞬
間
を
も
捉
え
て
い

る
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

で
は
、
そ
れ
が
、
作
り
物
語
の
中
で
用
い
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は

ど
の
よ
う
な
意
味
を
見
い
だ
せ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
昔
物
語
の
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や
う
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
そ
の
現
実
も
ま
た
、
虚
構
の
物
語
で
し
か
あ

り
え
な
い
。
こ
の
、
一
種
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
も
言
え
る
表
現
の
意
図

を
、
本
稿
で
は
考
察
し
て
み
た
い
。

一 　
「
昔
物
語
」
の
定
義
（
一
）

　

ま
ず
、「
昔
物
語
」
の
語
義
か
ら
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。『
日

本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。

　
　

①
昔
、
作
ら
れ
た
物
語
。
昔
か
ら
伝
わ
る
物
語
・
伝
説
な
ど
。

　
　

②
昔
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
物
語
。
懐
旧
談
。

　

①
と
②
の
違
い
は
、「
作
ら
れ
た

�

�

�

�

物
語
」
／
「
あ
っ
た

�

�

�

こ
と
に
つ
い

て
の
物
語
」
と
い
う
表
現
に
明
ら
か
な
通
り
、
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て

形
成
さ
れ
て
い
る 
（
１
）
も
の
を
指
す
か
、
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の

を
指
す
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
②
は
、
自
身
の
体
験
の
範

囲
内
に
属
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、「
懐
旧
談
」

と
い
う
訳
が
生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
諸
氏
に
よ

っ
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。 
（
２
） 

「
昔
物
語
」
と
は
、
実
質
ど
の
よ
う
な

物
語
を
指
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い

た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
当
然
の
ご
と

く
、
右
の
定
義
に
従
え
ば
、
①
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
。
実
際
、
①
と
②
の
区
別
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

・「
年
ご
ろ
は
対
面
な
く
て
な
り
も
て
ゆ
く
も
あ
は
れ
に
思
う
た
ま

へ
つ
る
を
」
と
て
、
昔
物
語
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
…
…

 

（『
落
窪
物
語
』
巻
三
・
一
八
七
頁
）

・
そ
の
夜
、
上
の
い
と
な
つ
か
し
う
昔
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ
し
御
さ

ま
の
、
院
に
似
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
し
も
、
恋
し
く
思
ひ
出
で

き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
…
… 

（『
源
氏
物
語
』
須
磨
・
一
九
四
頁
）

　

右
の
二
例
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
②
の
用
例
と
し
て
挙
げ
る

も
の
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
通
り
、「
昔
物
語
」
が
懐
旧
談
の
意

で
使
わ
れ
る
場
合
に
は
、「
す
」
を
伴
っ
て
動
詞
化
す
る
こ
と
が
多
い
。

逆
に
言
え
ば
、
何
か
具
体
的
な
作
品
を
暗
示
す
る
場
合
に
は
、
動
詞
化

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

　

し
か
し
、
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
法
的
な
違
い
に
よ
っ
て
、
①
と
②

が
す
べ
て
厳
密
に
区
別
で
き
る
か
と
言
え
ば
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で

は
な
い
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
次
の
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻
の
例
。

ほ
の
か
に
人
の
言
ふ
を
聞
け
ば
、
男
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
ら
言
を

こ
そ
い
と
よ
く
す
な
れ
。
思
は
ぬ
人
を
思
ふ
顔
に
と
り
な
す
言
の

葉
多
か
る
も
の
と
、
こ
の
人
数
な
ら
ぬ
女
ば
ら
の
、
昔
物
語
に
言
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ふ
を
、
…
… 

　
（
二
八
八
頁
）

　

男
は
心
に
も
な
い
こ
と
を
口
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
女
房
た
ち
の

「
昔
物
語
」
を
、
大
君
が
思
い
出
し
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の

「
昔
物
語
」
は
、
②
の
意
で
解
釈
す
る
の
が
穏
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、

た
だ
、
女
房
た
ち
が
自
分
が
実
際
に
体
験
し
た
こ
と
を
思
い
出
話
と
し

て
語
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
作
り
物
語
や
昔
話
な
ど
の
類
の

「
昔
物
語
を
例
に
し
て

�

�

�

�

語
っ
て
い
た
」 
（
３
）
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、

①
の
意
に
も
取
れ
な
く
は
な
い
。
ま
た
、
次
の
『
浜
松
中
納
言
物
語
』

の
例
。こ

の
へ
ん
の
受
領
な
ど
あ
り
け
れ
ば
、
を
か
し
き
ほ
ど
に
遊
び
て
、

夜
の
更
け
ゆ
く
ま
ま
に
、
昔
物
語
聞
き
ど
こ
ろ
あ
り
、
を
か
し
く
、

わ
り
な
き
御
心
な
ぐ
さ
む
ば
か
り
申
し
な
ど
す
れ
ば
、
…
…

 

（
巻
二
・
一
四
三
頁
）

　

帰
国
し
た
中
納
言
が
、
大
弐
に
歓
待
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
が
、「
こ
の
へ
ん
の
受
領
」
が
語
る
「
昔
物
語
」
に
、

「
単
な
る
懐
旧
談
で
は
な
く
、
土
地
に
伝
わ
る
説
話
な
ど
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
注
を
わ
ざ
わ
ざ
付
す
の
は
、
こ
の
文
脈
の
み
で
は
、
①
②
い
ず

れ
の
意
味
に
も
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
用
例
を
見
て
い
く
と
、〈
作
ら
れ
た
／
あ
っ
た
〉
と
い

う
意
味
の
対
立
の
み
で
こ
の
こ
と
ば
を
捉
え
る
の
は
、
必
ず
し
も
正
確

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と

ば
は
、
広
く
、
説
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
ま
で
も
包
含
す
る
も
の
で
あ 

り
、 
（
４
） 

だ
と
す
れ
ば
、
①
と
②
の
境
目
は
、
非
常
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ

て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

今
、
作
り
物
語
に
お
け
る
「
昔
物
語
」
の
用
例
を
検
討
す
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
れ
で
も
な
お
、
①
と
②
の
区
別
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
い
か

な
る
補
助
線
を
引
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
か
ら
も

う
一
例
挙
げ
て
み
る
。

古
昔
の
こ
と
を
も
見
知
り
て
、
も
の
き
た
な
か
ら
ず
、
よ
し
づ
き

た
る
事
も
ま
じ
れ
れ
ば
、
昔
物
語
な
ど
せ
さ
せ
て
聞
き
た
ま
ふ
に
、

す
こ
し
つ
れ
づ
れ
の
紛
れ
な
り
。 

　
（
明
石
・
二
二
八
頁
）

　

明
石
入
道
の
「
昔
物
語
」
を
聞
い
て
、
無
聊
を
慰
め
る
光
源
氏
の
様

子
が
描
か
れ
る
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の
「
昔
物
語
」
は
、
動
詞
「
す
」

を
伴
っ
て
い
る
こ
と
や
、
つ
づ
く
く
だ
り
で
、「
世
の
古
事
ど
も
く
づ

し
出
で
て
」（
二
二
八
頁
）
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明

ら
か
に
、
過
去
の
出
来
事
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
も
の
で
あ
り
、

懐
旧
談
の
意
に
取
っ
て
、
異
論
は
出
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
場
面
設
定
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、

こ
の
明
石
入
道
の
「
昔
物
語
」
は
、
先
の
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
受

領
の
「
昔
物
語
」
と
、
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
地
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方
の
受
領
が
、
都
の
貴
族
の
相
手
を
す
る
た
め
に
語
る
「
昔
物
語
」
で

あ
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
我
々
は
、

明
石
入
道
の
「
昔
物
語
」
は
②
の
意
で
取
り
、
受
領
の
「
昔
物
語
」
は

①
の
意
で
取
り
た
く
な
る
の
か
。

　

そ
れ
は
、
明
石
入
道
の
過
去
が
、
物
語
世
界
に
お
い
て
既
に
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
入
道
の
語
る
「
昔
物

語
」
の
「
昔
」
が
、
か
つ
て
宮
中
に
近
衛
中
将
と
し
て
仕
え
て
い
た
時

代
を
指
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
す
る
に
容
易
い
。
対
し
て
、
総
角

巻
や
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
用
例
の
意
味
が
揺
れ
る
の
は
、「
昔
物

語
」
を
語
る
主
体
が
、「
人
数
な
ら
ぬ
女
ば
ら
」
や
「
こ
の
へ
ん
の
受

領
」
と
い
う
、
そ
の
場
限
り
の
登
場
人
物
で
、
過
去
を
共
有
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
作
り
物
語
に
お
け
る
「
昔
物
語
」
に
は
、
や
は
り
、

二
つ
の
種
類
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、「
昔
」
と
い
う

時
間
の
概
念
に
起
因
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
物
語
内
の
時
間
を
遡
れ
ば
た

ど
り
着
く
こ
と
の
で
き
る
「
昔
」
の
「
物
語
」、
も
う
ひ
と
つ
は
、
物

語
内
の
時
間
を
遡
っ
て
も
、
明
確
に
は
た
ど
り
着
く
こ
と
の
で
き
な
い

「
昔
」
の
「
物
語
」
で
あ
る
。
先
に
辿
り
見
た
通
り
、
②
の
意
で
解
釈

で
き
る
「
昔
物
語
」
は
、
基
本
的
に
、
前
者
の
時
間
概
念
を
持
つ
も
の

で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
正
確
に
言
い
直
せ
ば
、
前
者
の
時

間
概
念
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、
②
の
意
で
あ
る
こ
と
が
確
定
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
①
の
意
の
「
昔
物
語
」
は
、
物
語

内
の
時
間
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
「
昔
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
次
節
に
お
い
て
、
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
昔
物
語
」
と
「
物
語
」
の
違
い

に
つ
い
て
も
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
、「
物
語
」
に
つ

い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、「
昔
物
語
」
の
用
例
に
つ
い
て
の
み
検
討
す

る
こ
と
と
す
る
。
両
語
は
意
味
的
に
重
な
り
合
う
場
合
も
多
い
と
考
え

ら
れ
る
が
、「
昔
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
別
の
意
義

を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
す
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の

理
由
か
ら
、「
昔
の
物
語
」
は
、
考
察
対
象
に
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

二 　
「
昔
物
語
」
の
定
義
（
二
）

 　
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
り
物
語
に
、「
昔
物
語
」
の
用
例
は
少
な
い
。

『
竹
取
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
な
く
、『
落
窪
物
語
』
に
わ
ず
か

二
例
を
見
い
だ
す
の
み
で
あ
る
。『
落
窪
物
語
』
の
二
例
は
、
先
に
用

例
を
挙
げ
た
通
り
、
登
場
人
物
が
、
物
語
内
の
時
間
を
過
去
に
遡
っ
て

思
い
出
話
を
し
て
い
る
場
面
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
、
懐
旧

談
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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『
源
氏
物
語
』
に
は
、「
昔
物
語
」
三
十
三
例
、「
昔
の
物
語
」
二
例

が
見
い
だ
せ
る
。 
（
５
） 

う
ち
、
懐
旧
談
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

が
十
七
例
。
残
り
十
八
例
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
語
義
を
再
検
討
し
て

い
き
た
い
。

ａ
例
の
、
う
ら
も
な
き
も
の
か
ら
、
い
と
も
の
思
ひ
顔
に
て
、
荒
れ

た
る
家
の
露
し
げ
き
を
な
が
め
て
、
虫
の
音
に
競
へ
る
気
色
、
昔

物
語
め
き
て
お
ぼ
え
は
べ
り
し
。 

　
（
帚
木
・
一
五
八
頁
）

ｂ
た
だ
こ
の
枕
上
に
夢
に
見
え
つ
る
容
貌
し
た
る
女
、
面
影
に
見
え

て
、
ふ
と
消
え
失
せ
ぬ
。
昔
の
物
語
な
ど
に
こ
そ
か
か
る
事
は
聞

け
、
と
い
と
め
づ
ら
か
に
む
く
つ
け
け
れ
ど
、
…
…

 

（
夕
顔
・
二
四
一
頁
）

ｃ
い
と
い
た
う
荒
れ
わ
た
り
て
、
さ
び
し
き
所
に
、
さ
ば
か
り
の
人

の
、
古
め
か
し
う
、
と
こ
ろ
せ
く
、
か
し
づ
き
す
ゑ
た
り
け
む
な

ご
り
な
く
、
い
か
に
思
ほ
し
残
す
こ
と
な
か
ら
む
、
か
や
う
の
所

に
こ
そ
は
、
昔
物
語
に
も
あ
は
れ
な
る
事
ど
も
あ
り
け
れ
な
ど
、

思
ひ
つ
づ
け
て
も
、
…
… 

　
（
末
摘
花
・
三
四
三
頁
）

ｄ
昔
に
変
ら
ぬ
御
し
つ
ら
ひ
の
さ
ま
な
ど
、
忍
ぶ
草
に
や
つ
れ
た
る

上
の
見
る
め
よ
り
は
、
み
や
び
か
に
見
ゆ
る
を
、
昔
物
語
に
、
た

ふ
こ
ぼ
ち
た
る
人
も
あ
り
け
る
を
思
し
あ
は
す
る
に
、
同
じ
さ
ま

に
て
年
ふ
り
に
け
る
も
あ
は
れ
な
り
。 

（
蓬
生
・
三
四
一
頁
）

 　
『
源
氏
物
語
』
を
桐
壺
巻
か
ら
読
み
進
め
る
と
き
、
早
い
段
階
で
見

い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
、
形
成
さ
れ
た
物
語
を
表
す
「
昔
物
語
」「
昔

の
物
語
」
の
用
例
で
あ
る
。 
（
６
） 

た
と
え
ば
、
ｂ
の
「
昔
の
物
語
」
に
、
古

注
以
来
、
源
融
の
河
原
院
説
話
が
透
か
し
見
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
思
い

起
こ
す
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
が
連
想

さ
せ
る
の
は
、
現
実
世
界
で
語
り
継
が
れ
、
読
み
継
が
れ
て
い
た
物
語

で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ｄ
の
「
昔
物
語
」
に
言
う
「
た
ふ
こ

ぼ
ち
た
る
人
」
の
話
は
、
物
語
内
で
語
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
が

う
こ
と
な
い
現
実
の
世
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
「
昔
物
語
」
が
意
味
す
る
の
は
、
実
在
す
る

「
昔
物
語
」
な
の
で
あ
る
。
至
極
当
然
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
改
め
て
述

べ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
、『
源
氏
物
語
』
の
〈
外
〉
か
ら
来
る
も
の
で

あ
り
、「
昔
」
と
い
う
時
間
も
ま
た
、
現
実
の
時
間
軸
に
置
か
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
懐
旧
談
と
し
て
の

「
昔
物
語
」
が
、
物
語
〈
内
〉
の
時
間
軸
に
置
か
れ
る
の
に
対
し
て
、

形
成
さ
れ
た
物
語
を
表
す
「
昔
物
語
」
は
、
物
語
〈
外
〉
の
時
間
軸
に

そ
の
根
幹
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
両
者
の
決
定
的
な
違
い
で

あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
物
語
の
〈
外
〉
か
ら
来
る
「
昔

物
語
」
が
、
い
っ
た
い
何
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
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ｅ
鬼
や
食
ひ
つ
ら
ん
、
狐
め
く
も
の
や
と
り
も
て
去
ぬ
ら
ん
、
い
と

昔
物
語
の
あ
や
し
き
も
の
の
事
の
た
と
ひ
に
か
、
さ
や
う
な
る
こ

と
も
言
ふ
な
り
し
、
と
思
ひ
出
づ
。 

　
（
蜻
蛉
・
一
九
八
頁
）

ｆ
こ
の
人
も
、
亡
く
な
り
た
ま
へ
る
さ
ま
な
が
ら
、
さ
す
が
に
息
は

通
ひ
て
お
は
し
け
れ
ば
、
昔
物
語
に
、
魂
殿
に
置
き
た
り
け
む
人

の
た
と
ひ
を
思
ひ
出
で
て
、
…
… 

（
夢
浮
橋
・
三
六
二
頁
）

　

従
来
、
こ
れ
ら
の
「
昔
物
語
」
に
は
、
物
語
享
受
史
の
俎
上
で
、
散

逸
物
語
や
口
承
説
話
な
ど
が
推
測
さ
れ
、
あ
て
は
め
ら
れ
て
き
た
。
そ

れ
は
ひ
と
え
に
、「
昔
」
と
い
う
こ
と
ば
が
現
実
の
時
間
を
指
し
示
す

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
、
改
め
て
な
が
め
直
す
と
、

こ
れ
ら
は
、
必
ず
し
も
、
何
か
ひ
と
つ
の
物
語
を
明
確
に
想
起
さ
せ
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

先
に
見
た
ｄ
の
「
た
ふ
こ
ぼ
ち
た
る
人
」
の
話
と
同
じ
よ
う
に
、
比

較
的
具
体
化
さ
れ
た
形
で
「
昔
物
語
」
の
内
容
が
示
さ
れ
る
も
の
と
し

て
、「
魂
殿
に
置
き
た
り
け
む
人
」
の
話
が
記
さ
れ
る
ｆ
が
挙
げ
ら
れ

る
。
し
か
し
、
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
、
ひ
と
つ
の
「
た
と
ひ
」
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。「
魂
殿
に
置
き
た
り
け
む
人
の
た
と
ひ

�

�

�

」
は
、
広
く
類
話
を

想
起
さ
せ
つ
つ
、
唯
一
の
物
語
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
い
。
ｅ
の
用

例
に
お
い
て
も
同
様
で
、「
鬼
や
食
ひ
つ
ら
ん
、
狐
め
く
も
の
や
と
り

も
て
去
ぬ
ら
ん
」
と
、
そ
の
内
容
は
あ
る
程
度
暗
示
さ
れ
は
す
る
も
の

の
、
し
か
し
、「
あ
や
し
き
も
の
の
事
の
た
と
ひ

�

�

�

」
で
し
か
な
い
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。「
昔
物
語
」
は
、
決
し
て
、
何
か
ひ
と
つ
の
物
語

を
限
定
的
に
指
す
こ
と
ば
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
非
限
定
性
は
、

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
用
例
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮

明
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

古
り
に
た
る
御
廚
子
開
け
て
、
唐
守
、
藐
姑
射
の
刀
自
、
か
ぐ
や

姫
の
物
語
の
絵
に
描
き
た
る
を
ぞ
、
時
々
の
ま
さ
ぐ
り
も
の
に
し

た
ま
ふ
。 

　
（
蓬
生
・
三
二
一
頁
）

　

こ
こ
で
確
認
で
き
る
「
唐
守
」「
藐
姑
射
の
刀
自
」「
か
ぐ
や
姫
の
物

語
」 
（
７
） 

と
い
う
物
語
は
、
そ
れ
ら
が
「
古
り
に
た
る
御
廚
子
」
か
ら
取
り

出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
た
し
か
に
「
昔
物
語
」

の
範
疇
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、「
か
ぐ
や
姫
の
昔�

物
語
」
な
ど
と
い
う
呼
び
方
は
さ
れ
な

い
。
物
語
名
が
明
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば

は
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。「
か
ぐ
や
姫
」
の
「
物
語
」
と
限
定
さ

れ
た
時
点
で
、
そ
れ
は
、「
昔
」
の
「
物
語
」
と
は
、
異
質
な
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
昔
物
語
」
と
は
、「
か
ぐ

や
姫
の
物
語
」
や
「
在
五
が
物
語
」（
総
角
・
二
九
四
頁
）
な
ど
と
い

う
唯
一
の
作
品
を
指
す
表
現
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
と
限
定
さ
れ
な
い
、
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何
か
し
ら
の
「
物
語
」
を
指
す
こ
と
ば
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
茫
漠
と

し
た
広
が
り
が
「
昔
」
と
い
う
こ
と
ば
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

今
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
、『
日
本
国
語
大

辞
典
』
に
言
う
①
の
「
昔
物
語
」
の
定
義
を
補
足
す
る
と
す
れ
ば
、

「
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
は
暗
示
さ
れ
な
が
ら
も
、
ひ
と
つ
に
限
定
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
物
語
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、『
源
氏

物
語
』
の
用
例
に
対
し
て
の
み
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
冒
頭
に

挙
げ
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
用
例
に
も
適
用
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ひ
ど
く
曖
昧
な
定
義
で
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
曖
昧
さ
に
こ

そ
、「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
の
持
つ
特
質
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

次
節
か
ら
、
そ
の
表
現
の
意
図
に
つ
い
て
、
考
察
を
及
ぼ
し
て
い
き
た

い
。

三 　
「
昔
物
語
」
と
い
う
表
現

　

前
節
で
見
た
ａ
〜
ｆ
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
、『
源
氏
物
語
』
の
作

中
世
界
と
、「
昔
物
語
」
の
作
中
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
る
た
め
に
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
再
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
ａ
は
、
夕

顔
が
嘆
く
様
子
を
「
昔
物
語
め
」
く
と
述
べ
る
も
の
、
ｂ
は
、「
な
に

が
し
の
院
」
で
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」
が
枕
元
に
見
え
た
こ
と
を

「
昔
の
物
語
」
に
擬
え
た
も
の
、
ｃ
は
、
心
細
い
状
態
で
暮
ら
す
末
摘

花
の
状
態
を
「
昔
物
語
」
に
重
ね
た
も
の
、
ｄ
は
、
末
摘
花
の
屋
敷
の

様
子
に
「
昔
物
語
」
を
思
い
合
わ
せ
た
も
の
、
つ
づ
く
二
例
は
宇
治
十

帖
か
ら
の
用
例
で
、
ｅ
は
、
浮
舟
失
踪
の
要
因
を
「
昔
物
語
」
の
中
に

探
ろ
う
と
す
る
も
の
、
ｆ
は
、
瀕
死
の
浮
舟
の
様
子
を
「
昔
物
語
」
の

登
場
人
物
に
た
と
え
る
も
の
、
と
な
っ
て
い
る
。

　

極
め
て
単
純
に
そ
の
表
現
の
意
図
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
二

つ
の
物
語
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
層
化
し
た
イ
メ
ー
ジ

を
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
昔
物

語
」
と
い
う
別
の
物
語
の
内
容
を
取
り
込
む
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』

の
物
語
世
界
に
は
広
が
り
が
与
え
ら
れ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
え
そ
う

で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
物
語
と
物
語
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が

所
詮
は
物
語
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
限
界
性
の
露
呈
に
繋
が
っ
て

い
く
の
も
た
し
か
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
以
降
、
中
世
の
物
語
た
ち

が
、「
光
源
氏
の
露
分
け
け
ん
蓬
が
門
、
思
ひ
や
ら
れ
て
悲
し
き
に
」

（『
あ
き
ぎ
り
』
上
・
一
一
頁
）
と
か
、「
か
の
女
三
の
宮
の
立
ち
姿
、

柏
木
の
右
衛
門
督
、
身
を
い
た
づ
ら
に
な
し
け
る
も
、
か
く
ば
か
り
に

や
」（『
木
幡
の
時
雨
』
三
五
頁
）
な
ど
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
『
源
氏
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物
語
』
の
内
容
を
取
り
込
ん
だ
結
果
、
か
え
っ
て
そ
の
浅
薄
さ
を
浮
き

上
が
ら
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
て
も
よ
い
。
先
行
の
物
語

を
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
に
典
型
的
な
骨
格
を
露
わ
に
す
る

こ
と
に
繋
が
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
物
語
に
規
制
さ
れ
て
し
ま
う
危

険
性
を
も
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

 　
『
源
氏
物
語
』
は
、
こ
の
よ
う
な
限
界
性
・
危
険
性
に
対
し
て
、
非

常
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

絵
に
描
け
る
楊
貴
妃
の
容
貌
は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
へ
ど
も
、

筆
限
り
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
。（
中
略
）
唐
め

い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
な
つ
か
し
う
ら

う
た
げ
な
り
し
を
思
し
出
づ
る
に
、
…
… 

　
（
一
一
一
頁
）

　

桐
壺
巻
の
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
比
較
さ

れ
て
い
る
楊
貴
妃
と
桐
壺
更
衣
は
、
し
か
し
、
単
純
に
重
ね
合
わ
せ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
楊
貴
妃
の
美
貌
を
前
提
と
し
て
、
桐
壺
更

衣
の
「
な
つ
か
し
う
ら
う
た
げ
」
で
あ
っ
た
美
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
桐
壺
更
衣
が
「
楊
貴
妃
の
や
う
」
で
あ
っ
た
と
は
言
わ

れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
あ
る
い
は
、
次
の
帚
木
巻
の
例
。

さ
る
は
、
い
と
い
た
く
世
を
憚
り
、
ま
め
だ
ち
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、

な
よ
び
か
に
を
か
し
き
こ
と
は
な
く
て
、
交
野
の
少
将
に
は
、
笑

は
れ
た
ま
ひ
け
む
か
し
。 

　
（
一
二
九
頁
）

　

語
り
手
の
前
口
上
で
、
光
源
氏
と
比
較
さ
れ
る
交
野
の
少
将
も
ま
た
、

真
面
目
す
ぎ
る
光
源
氏
を
揶
揄
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
光
源
氏
が
「
交
野
の
少
将
の
や
う
」
で
あ
る
と
は
語
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
、
特
定
の
先
行
物
語
を
示
唆
す
る
場
合

に
は
、
周
到
に
、
直
接
的
な
重
ね
合
わ
せ
を
避
け
て
い
る
こ
と
が
見
て

と
れ
る
。 
（
８
）

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
が
あ
り
つ
つ
も
、
な
ぜ
、「
昔
物
語
」
の

場
合
に
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
重
ね
合
わ
せ
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
、「
昔
物
語
」
に
非
限
定
性
と
い
う
特
質
が
あ
っ
た

こ
と
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。「
昔
物
語
」
は
、
特
定
の
物
語
を

指
し
示
す
こ
と
ば
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
曖
昧
な
こ
と
ば
に
は
、

そ
も
そ
も
規
制
さ
れ
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
昔
物
語
」

に
ど
の
よ
う
な
物
語
を
想
定
す
る
か
は
、
読
み
手
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が
そ
こ
に
あ
て
は
め
ら
れ
は
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
読
み
手
が
想
定
の
根
拠
と
す
る
の
は
、
他
で
も
な
い
、『
源
氏
物

語
』
の
内
容
で
あ
り
、「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
の
置
か
れ
た
文
脈

な
の
で
あ
る
。
読
み
手
は
、『
源
氏
物
語
』
の
当
該
場
面
に
あ
て
は
ま

る
「
昔
物
語
」
を
探
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、『
源
氏

物
語
』
が
「
昔
物
語
」
の
内
容
を
規
制
し
て
い
く
か
の
よ
う
な
、
一
種

の
逆
転
現
象
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
は
「
昔
物
語
」
に
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束
縛
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
前
節
で
見
た
ａ
〜
ｆ
の
「
昔
物
語
」
は
、
実

は
、
す
べ
て
、
会
話
文
も
し
く
は
心
内
文
の
中
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。 
（
９
） 

す
な
わ
ち
、「
昔
物
語
」
と
の
重
ね
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
の
は
、

物
語
内
の
登
場
人
物
な
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
が
、
自
ら
の
経
験
し
た

物
語
内
の
出
来
事
を
「
昔
物
語
」
に
た
と
え
る
の
と
同
時
に
、
読
み
手

も
ま
た
、
そ
の
「
昔
物
語
」
に
、
実
在
す
る
物
語
を
重
ね
合
わ
せ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
瞬
間
に
、
架
空
で
あ
る
は
ず
の
登
場
人
物
は
、
現
実
の

読
み
手
と
同
じ
「
昔
物
語
」
の
享
受
者
と
な
る
。
読
み
手
の
想
定
の
上

で
は
あ
る
が
、
実
在
す
る
「
昔
物
語
」
が
、
物
語
内
に
も
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、〈
外
〉
の
時
間
を
示
し
て
い
た
は
ず

の
「
昔
」
が
、
物
語
〈
内
〉
の
「
昔
」
と
融
合
し
て
い
く
様
相
を
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
昔
物
語
」
は
、
そ
れ
自
体
が
〈
外
〉
か
ら
持

ち
込
ま
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、〈
外
〉
の
時
間
軸
を
〈
内
〉
に
持
ち
込

ん
で
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の

時
間
は
、
現
実
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

玉
鬘
十
帖
に
至
っ
て
、「
昔
物
語
」
は
、
つ
い
に
実
体
化
す
る
。

 
ｇ 
こ
の
大
臣
の
御
心
ば
へ
の
い
と
あ
り
難
き
を
、親
と
聞
こ
ゆ
と
も
、

も
と
よ
り
見
馴
れ
た
ま
は
ぬ
は
、え
か
う
し
も
こ
ま
や
か
な
ら
ず

や
と
、昔
物
語
を
見
た
ま
ふ
に
も
、や
う
や
う
人
の
あ
り
さ
ま
、世

の
中
の
あ
る
や
う
を
見
知
り
た
ま
へ
ば
、…
…

 

（
胡
蝶
・
一
七
五
頁
）

ｈ
継
母
の
腹
き
た
な
き
昔
物
語
も
多
か
る
を
、
心
見
え
に
心
づ
き
な

し
と
思
せ
ば
、
い
み
じ
く
選
り
つ
つ
な
む
、
書
き
と
と
の
へ
さ
せ
、

絵
な
ど
に
も
描
か
せ
た
ま
ひ
け
る
。 

　
（
蛍
・
二
〇
八
頁
）

　

こ
の
二
例
の
「
昔
物
語
」
は
地
の
文
に
置
か
れ
て
い
る
。
ｇ
は
、
養

父
と
し
て
の
光
源
氏
の
あ
り
よ
う
を
「
昔
物
語
」
を
基
準
と
し
て
捉
え

て
い
る
も
の
、
ｈ
は
、
明
石
の
姫
君
に
与
え
る
も
の
と
し
て
、
継
子
い

じ
め
の
「
昔
物
語
」
を
避
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
先
に
見
た
よ
う
な

登
場
人
物
の
心
中
で
の
重
ね
合
わ
せ
で
は
な
く
、「
見
知
り
」「
選
り
」

と
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
実
際
に
そ
の
内
容
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
は
、
実
物
と
し
て
の
「
昔
物
語
」
を
表
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
読
み
手
の
思
考
の
中
で
存
在
し
て
い
た
「
昔
物
語
」

は
、
こ
こ
に
具
現
化
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
昔
物
語
」
の
時

間
が
、『
源
氏
物
語
』
の
時
間
と
、
完
全
に
重
な
り
合
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
よ
う
。「
昔
物
語
」
は
、
物
語
の
〈
内
〉
と
〈
外
〉
を
繋
ぐ
、

重
要
な
楔
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。 
（
１ ０
）

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
昔
物
語
」
は
、
単
な
る
物
語
同
士
の

結
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
な
ど
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
が
現
実

を
装
う
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
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は
、「
宇
多
帝
の
御
誡
あ
れ
ば
」（
桐
壺
・
一
一
五
頁
）
と
か
、「
行
平

の
中
納
言
の
、
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
ゐ
近
き
わ
た
り
」（
須

磨
・
一
七
九
頁
）
な
ど
と
い
っ
た
表
現
で
、
執
拗
に
史
実
と
連
結
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
と
、
そ
の
根
幹
は
同
じ
な
の
で
は
な
い
か
。

ｉ
か
や
う
の
こ
と
は
、
限
り
な
き
帝
の
御
い
つ
き
む
す
め
も
、
お
の

づ
か
ら
あ
や
ま
つ
例
、
昔
物
語
に
も
あ
め
れ
ど
、
け
し
き
を
知
り

伝
ふ
る
人
、
さ
る
べ
き
隙
に
て
こ
そ
あ
ら
め
。 

　
（
三
八
頁
）

　

少
女
巻
、
夕
霧
と
雲
居
雁
の
仲
を
嘆
く
乳
母
の
台
詞
で
あ
る
。
こ
こ

で
、
二
人
の
仲
と
比
較
さ
れ
て
い
る
「
限
り
な
き
帝
の
御
い
つ
き
む
す

め
も
、
お
の
づ
か
ら
あ
や
ま
つ
」
話
は
、「 
例 
」
と
い
う
こ
と
ば
で
示

た
め
し

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
通
り
、
思
わ
ぬ
事
態
へ
の
対
応
策
を
考

え
る
際
の
、
ひ
と
つ
の
先
例
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

皇
女
の
密
通
と
い
う
、
表
向
き
の
史
実
に
は
語
ら
れ
に
く
い
も
の
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
史
書
や
古
記
録
で
は
な
く
、「
昔
物
語
」
の
中
か
ら
引

き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、「
昔
物
語
」
に
史

実
と
同
じ
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
に
他
な
ら
な
い
。
蛍

巻
の
物
語
論
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体

に
内
在
す
る
現
実
性
は
、
そ
の
表
現
手
法
の
形
成
と
発
展
の
中
で
、
自

覚
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
と
捉
え
た
い
。

　

以
上
、「
昔
物
語
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
こ
と
を

ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
「
昔
物
語
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
会
話
文
・
心
内
文
の
中
で
用

い
ら
れ
、
先
行
物
語
を
暗
示
さ
せ
つ
つ
も
そ
れ
に
規
制
さ
れ
な
い

表
現
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
物
語
〈
外
〉
の
時
間
を
物
語
〈
内
〉

に
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
を
装
う
効
果
を
持
つ
こ
と
ば

で
あ
る
。

 　
「
昔
物
語
の
や
う
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
物
語
〈
内
〉
の
出
来
事
は
、

決
し
て
、
絵
空
事
で
あ
る
こ
と
を
誇
張
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、「
昔
」
と
い
う
こ
と
ば
の
指
し
示
す
〈
外
〉
の
時
間
と
交
わ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
現
実
性
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
物
語
」
と
い
う
営
み
そ
の
も
の
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
『
源
氏
物
語
』

で
あ
る
か
ら
こ
そ
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
た
表
現
手
法
で
あ
り
、
物
語

史
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
達
成
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
た
い
。

四 　
『
源
氏
物
語
』
の
時
間
意
識

　

前
節
ま
で
に
、「
昔
物
語
」
の
定
義
と
そ
の
表
現
手
法
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
。『
竹
取
物
語
』『
落
窪
物
語
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
そ

の
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
の
鋭
敏
な
時
間
意
識
に
お
い
て
発
見
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
意
識
に
つ
い
て
、
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別
の
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　

先
に
見
た
通
り
、「
昔
物
語
」
の
用
例
は
、
ほ
と
ん
ど
が
会
話
文
・

心
内
文
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
地
の
文
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に

は
、
実
物
と
し
て
の
「
昔
物
語
」
を
表
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
次
の

用
例
は
、
例
外
的
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

 
ｐ 
親
子
の
御
仲
と
聞
こ
ゆ
る
中
に
も
、
つ
ゆ
隔
て
ず
ぞ
思
ひ
か
は
し

た
ま
へ
る
。
よ
そ
の
人
は
漏
り
聞
け
ど
も
親
に
隠
す
た
ぐ
ひ
こ
そ

は
昔
物
語
に
も
あ
め
れ
ど
、
さ
は
た
思
さ
れ
ず
。 

（
四
〇
一
頁
）

　

夕
霧
巻
、
夕
霧
に
迫
ら
れ
た
落
葉
の
宮
が
、
母
一
条
御
息
所
に
そ
の

こ
と
が
人
づ
て
に
伝
わ
る
こ
と
を
恐
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
置
か

れ
た
落
葉
の
宮
と
一
条
御
息
所
の
親
子
関
係
を
説
明
す
る
く
だ
り
に
、

「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
「
よ
そ
の
人
は
漏
り
聞
け
ど
も
親
に
隠
す
た
ぐ
ひ
こ
そ
は
昔
物

語
に
あ
め
れ
」
と
い
う
一
文
は
、
つ
づ
く
「
さ
は
た
思
さ
れ
ず
」
の

「
さ
」
の
内
容
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
思
さ
れ
ず
」
の
主
語
は

落
葉
の
宮
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
親
に
隠
す
」
こ
と
が
念
頭
に
な
い

と
い
う
の
は
、
落
葉
の
宮
自
身
の
心
情
と
し
て
確
実
で
あ
る
も
の
の
、

彼
女
が
実
際
に
「
昔
物
語
」
を
想
起
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
。
藤
井
日
出
子
氏
が
、「
異
質
で
あ
り
、
挿
入
の
文
で
あ
る
」 
（
１ １
） 

と
述

べ
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
一
文
は
、
落
葉
の
宮
の
心
中
を
、
補
足
説
明
的

に
述
べ
て
い
る
文
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
、
こ
こ
で
、
誰
が

「
昔
物
語
」
を
想
起
し
、
落
葉
の
宮
・
夕
霧
の
案
件
と
重
ね
合
わ
せ
た

の
か
と
言
え
ば
、
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
助

動
詞
「
め
り
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
こ
の
一
文
は
、

い
わ
ゆ
る
草
子
地
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

草
子
地
に
お
け
る
「
昔
物
語
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
重
ね
合
わ

せ
を
行
う
主
体
が
物
語
の
登
場
人
物
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
用
例
と
は
異
質
で
あ
る
。

 
ｑ 
着
た
ま
へ
る
物
ど
も
を
さ
へ
言
ひ
た
つ
る
も
、
も
の
言
ひ
さ
が
な

き
や
う
な
れ
ど
、
昔
物
語
に
も
、
人
の
御
装
束
を
こ
そ
ま
づ
言
ひ

た
め
れ
。 

　
（
末
摘
花
・
三
六
七
頁
）

ｒ
昔
物
語
に
も
、
物
得
さ
せ
た
る
を
か
し
こ
き
こ
と
に
は
数
へ
つ
づ

け
た
め
れ
ど
、
い
と
う
る
さ
く
て
、
こ
ち
た
き
御
仲
ら
ひ
の
こ
と

ど
も
は
え
ぞ
数
へ
あ
へ
は
べ
ら
ぬ
や
。 

　
（
若
菜
上
・
九
一
頁
）

　
 
ｑ 
は
、
末
摘
花
の
衣
装
を
細
か
く
言
い
立
て
る
こ
と
を
正
当
化
す

る
も
の
、
ｒ
は
、
光
源
氏
四
十
賀
で
の
贈
り
物
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ

な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述
の
仕
方
に
つ
い
て
、
語
り
手
が
「
昔
物
語
」

を
持
ち
出
し
て
断
り
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
こ
の
二

例
に
お
い
て
、
先
の
ｐ
以
上
に
問
題
な
の
は
、
語
り
手
が
、「
昔
物
語
」
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と
『
源
氏
物
語
』
の
叙
述
を

�

�

�

比
較
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
昔
物
語
」
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』

そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
登
場
人
物
が
、
自
ら
の
体
験

し
た
出
来
事
を
「
昔
物
語
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
ａ
〜
ｏ
の
用
例
と

は
、
重
ね
合
わ
せ
の
主
体
も
客
体
も
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
表
現
の
意
図
も
、
別
に
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

従
来
、
ｑ
・
ｒ
の
草
子
地
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
高
橋
亨
氏
が
、

「〈
作
者
〉
は
意
図
し
て
「
昔
物
語
」
の
方
法
を
批
判
し
超
え
よ
う
と
し

て
い
る
」 
（
１ ２
） 

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
昔
物
語
」
か
ら
離
脱
し
て
い
く

物
語
創
作
の
精
神
性
の
発
露
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た

し
か
に
、
先
に
確
認
し
た
「
昔
物
語
」
の
定
義
を
、
ｑ
・
ｒ
に
も
あ
て

は
め
る
な
ら
ば
、
物
語
の
〈
外
〉
に
あ
る
「
昔
物
語
」
と
『
源
氏
物

語
』
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
既
存
の
「
昔
物
語
」
と
は

異
な
る
叙
述
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
姿
勢
を
そ
こ
に
見
て
と
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
昔
物
語
に
も
」
の
「
も
」
が
暗
示
し
て

い
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』「
も
」
ま
た
「
物
語
」
で
あ
る
と
い
う
事
実

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
昔
物
語
」
で
は
こ
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ

る
、
だ
か
ら
こ
の
物
語
＝
『
源
氏
物
語
』
で
も
こ
う
述
べ
る
／
し
か
し

こ
の
物
語
＝
『
源
氏
物
語
』
で
は
そ
う
述
べ
な
い
、
と
い
う
主
張
は
、

『
源
氏
物
語
』
が
〈
物
語
〉
で
あ
る
こ
と
の
高
ら
か
な
表
明
で
あ
る
。

決
し
て
、「「
物
語
」
で
さ
え
な
い
か
の
ご
と
く
」 
（
１ 3
） 

語
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
も
う
一
度
、「
昔
物
語
」
の
語
義
に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
語
り
手
は
、『
源
氏
物
語
』
も
ひ
と
つ
の
物
語
で

あ
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
『
源
氏
物

語
』
が  〈
物
語
〉 で
あ
る
こ
と
の
種
明
か
し
で
は
な
い
。
今
、
こ
こ
で

フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン

語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
語
り
手
が
実
際
に
見
聞
き
し
た
光
源
氏
の
〈
物

語
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
節
で
確
認
し
た
語
義
で
言
え
ば
、

②
に
あ
た
る
「
昔
物
語
」
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』

は
、
語
り
手
と
い
う
存
在
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
体
と
し
て
、
懐

旧
談
と
し
て
の
「
昔
物
語
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
は
、

自
分
の
懐
旧
談
を
、
古
く
か
ら
語
り
継
が
れ
、
読
み
継
が
れ
て
き
た

「
昔
物
語
」
と
比
較
す
る
。
そ
の
「
昔
物
語
」
が
、
前
節
ま
で
に
見
て

き
た
通
り
、
実
存
す
る
物
語
を
想
起
さ
せ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
語
り

手
の
位
置
も
ま
た
、
現
実
の
時
間
軸
の
上
に
置
か
れ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

語
り
手
の
「
昔
」
は
現
実
の
時
間
を
遡
る
も
の
と
な
り
、
ひ
い
て
は
、

『
源
氏
物
語
』
自
体
が
現
実
世
界
と
連
結
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。

 　
『
源
氏
物
語
』
は
、
語
り
手
の
存
在
す
る
時
間
と
、
登
場
人
物
の
存

在
す
る
時
間
を
峻
別
し
、
主
体
の
違
い
を
意
識
し
な
が
ら
、
現
実
を
装
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う
手
段
と
し
て
「
昔
物
語
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
ｑ
・
ｒ
の
語
り
手
と
現
実
の
作
者
は
重
な
ら
な
い
。
語
り
手
は
、

「
昔
物
語
」
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
を
構
築
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の

仕
掛
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
意
識
は
、
後
代
の
物
語
に
お
け
る

「
昔
物
語
」
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
な
も
の
と
な
る
。

　

平
安
後
期
物
語
に
お
い
て
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
二
例
、『
夜
の

寝
覚
』
一
例
、『
狭
衣
物
語
』
五
例 
（
１ ４
）
の
「
昔
物
語
」
が
確
認
で
き
る
。

う
ち
、
第
一
節
で
挙
げ
た
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
一
例
以
外
は
、
す

べ
て
、
形
成
さ
れ
た
物
語
と
し
て
の
「
昔
物
語
」
で
、
懐
旧
談
と
解
せ

る
も
の
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
を
屈
折
点
と
し
て
、「
昔
物
語
」
の
使

用
傾
向
が
変
化
し
た
こ
と
が
如
実
に
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
、

『
夜
の
寝
覚
』
か
ら
用
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

ま
こ
と
に
い
み
じ
く
か
な
し
と
お
ぼ
し
た
る
を
、
殿
も
、
い
み
じ

く
か
ひ
あ
り
、
い
み
じ
と
お
ぼ
す
。
昔
物
語
な
ど
の
心
地
し
て
、

い
と
あ
は
れ
な
る
に
、
と
ど
め
も
や
ら
れ
た
ま
は
ず
。

        

（
巻
五
・
四
七
一
頁
）

　

寝
覚
の
上
の
父
入
道
が
、
石
山
の
姫
君
と
初
め
て
対
面
す
る
場
面
で

あ
る
。
物
語
の
ひ
と
つ
の
山
場
を
描
く
こ
の
箇
所
に
、「
昔
物
語
な
ど

の
心
地
し
て
」
と
い
う
表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。「
心
地
」

と
い
う
こ
と
ば
か
ら
、
心
中
で
の
重
ね
合
わ
せ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
明
白
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
、『
源
氏
物
語
』
の
用
例
と
変
わ
ら
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
心
地
」
は
、
い
っ

た
い
誰
の
「
心
地
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

文
脈
に
素
直
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
直
前
の
一
文
の
主
語
で
あ
る

「
殿
」
つ
ま
り
男
君
の
「
心
地
」
を
述
べ
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ

う
。
た
だ
、
男
君
の
心
情
は
、
二
度
く
り
返
さ
れ
る
「
い
み
じ
」
と
い

う
こ
と
ば
で
既
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
補
足
し
、「
と
ど
め
も

や
ら
れ
た
ま
は
ず
」
と
い
う
状
態
を
説
明
し
て
い
る
文
だ
と
す
れ
ば
、

先
に
見
た
『
源
氏
物
語
』
ｐ
の
例
と
同
じ
く
、
挿
入
さ
れ
た
語
り
手
の

こ
と
ば
だ
と
捉
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
場
面
全
体
を

「
昔
物
語
な
ど
の
心
地
」
と
述
べ
る
評
言
の
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
く
な
る
の
は
、
こ
の
箇
所
が
、
冒

頭
に
引
い
た
『
蜻
蛉
日
記
』
の
一
節
と
「
酷
似
し
て
い
る
」 
（
１ ５
） 

か
ら
で
あ

る
。
該
当
箇
所
を
も
う
一
度
挙
げ
て
み
る
。

こ
の
子
も
い
か
に
思
ふ
に
か
あ
ら
ん
、
う
ち
う
つ
ぶ
し
て
泣
き
ゐ

た
り
。
見
る
人
も
あ
は
れ
に
、
昔
物
語
の
や
う
な
れ
ば
、
み
な
泣

き
ぬ
。 

　
（
一
八
一
頁
）

 　
『
蜻
蛉
日
記
』
が
「
昔
物
語
の
や
う
」
と
す
る
の
は
、
肉
親
の
感
動

的
な
再
会
と
い
う
、
こ
の
場
面
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
見
る
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人
」
と
い
う
第
三
者
的
な
主
語
に
委
ね
ら
れ
、
こ
の
場
面
を
客
観
的
に

把
捉
す
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
、
実
際
に
、
重
ね
合
わ
せ

を
行
っ
た
の
は
、
作
者
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
事
実
、

「
昔
物
語
の
心
地
」
と
い
う
表
現
は
、
日
記
文
学
に
お
い
て
、
好
ん
で

用
い
ら
れ
て
い
く
。

・
次
の
日
聞
け
ば
、「
は
や
こ
の
暁
、
霊
山
に
て
世
を
そ
む
き
ぬ
」

と
聞
く
も
、
昔
物
語
を
聞
く
心
地
し
て
、
あ
は
れ
さ
限
り
な
く
お

ぼ
え
て
、
…
… 

　
（『
弁
内
侍
日
記
』
一
七
六
頁
）

・
前
な
る
槽
に
入
る
懸
樋
の
水
も
凍
り
閉
ぢ
つ
つ
物
悲
し
き
に
、
向

ひ
の
山
に
薪
樵
る
斧
の
音
の
聞
こ
ゆ
る
も
、
昔
物
語
の
心
地
し
て

あ
は
れ
な
る
に
、
…
… 
（『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
一
・
二
四
七
頁
）

　

こ
れ
ら
の
「
心
地
」
が
作
者
の
「
心
地
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
日
記
文
学
に
お
い
て
、
な
か
ば
類
型
化
し
て
い
く
「
昔
物
語

の
心
地
」
と
い
う
表
現
を
、『
夜
の
寝
覚
』
は
無
自
覚
に
取
り
込
ん
だ

た
め
に
、
あ
た
か
も
、
一
人
称
の
語
り
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
も
の

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
夜
の

寝
覚
』
は
、
語
り
手
の
置
か
れ
た
時
間
と
、
登
場
人
物
の
置
か
れ
た
時

間
を
、
明
確
に
区
別
す
る
意
識
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ

れ
は
、『
源
氏
物
語
』
の
姿
勢
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。

　

あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
無
自
覚
な
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
意
図
的
な

も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

人
の
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
る
を
見
聞
き
つ
も
る
に
、
な
ほ
寝
覚
め
の

御
仲
ら
ひ
ば
か
り
、
浅
か
ら
ぬ
契
り
な
が
ら
、
よ
に
心
づ
く
し
な

る
例
は
、
あ
り
が
た
く
も
あ
り
け
る
か
な
。 

（
巻
一
・
一
五
頁
）

　

よ
く
知
ら
れ
る
『
夜
の
寝
覚
』
の
冒
頭
部
は
、「
人
の
世
」
と
い
う

現
実
世
界
を
想
起
さ
せ
る
語
り
出
し
で
、
物
語
全
体
が
現
実
で
あ
る
こ

と
を
装
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
、
語
り
手
の
位
置
も

ま
た
、
あ
え
て
日
記
文
学
と
同
じ
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
物
語
が
現
実
を
装
う
ひ
と
つ
の
手

段
で
あ
り
、『
夜
の
寝
覚
』
の
達
成
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方

で
、「
昔
物
語
」
と
い
う
存
在
、
ひ
い
て
は
、
こ
の
こ
と
ば
の
持
つ
時

間
は
、
物
語
の
〈
外
〉
に
置
き
去
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
物
語
世
界
と

「
昔
物
語
」
は
、
あ
く
ま
で
平
行
の
関
係
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。『
源
氏

物
語
』
と
い
う
物
語
ま
で
を
も
「
昔
物
語
」
に
含
ん
で
対
峙
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
後
代
の
物
語
は
、
そ
れ
を
取
り
込
ま
な
い
こ
と
で
し
か
自

立
が
果
た
せ
な
か
っ
た
と
も
言
え
よ
う
か
。

　

と
ま
れ
、『
源
氏
物
語
』
が
発
見
し
た
「
昔
物
語
」
と
い
う
表
現
手

法
は
、
物
語
が
物
語
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
矛
盾
を
意
識
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
物
語
世
界
が
現
実
で
あ
る
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と
い
う
仮
構
を
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
物
語

が
い
か
に
し
て
現
実
に
近
づ
く
か
、
そ
の
模
索
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た

表
現
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
間
意
識
は
、『
源
氏
物
語
』
に
よ
っ
て

し
か
具
現
化
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
を
め
ぐ
っ
て
、
物
語
と
物
語
が

重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
表
現
の
意
図
を
、「
昔
」
と
い
う
時
間
に
注
目
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
論
じ
て
き
た
。

 　
「
今
は
昔
」
と
い
う
語
り
出
し
を
持
た
な
か
っ
た
『
源
氏
物
語
』
に

と
っ
て
、「
昔
」
と
い
う
時
間
は
、
本
来
的
に
〈
外
〉
に
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。「
昔
物
語
」
は
、
そ
の
時
間
を
取
り
込
む
と
同

時
に
、
物
語
が
現
実
を
装
う
ひ
と
つ
の
表
現
手
法
と
も
な
り
え
て
い
た
。

そ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
が
『
蜻
蛉
日
記
』
か
ら
受
け
継
ぐ
と
同
時
に
、

自
身
が
日
記
で
は
な
く
物
語
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に
よ
っ
て
作
り
上
げ

ら
れ
て
い
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
物
語
が
物
語
と
し
て
屹

立
し
て
い
く
様
相
さ
え
も
、
そ
こ
に
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
中
世
の
作
り
物
語
ま
で
を
も
見
通
し
た
、「
昔
物
語
」

の
表
現
史
を
辿
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
前
提
を
構
築
す
る
の
み
で
紙

幅
が
尽
き
た
。
考
察
の
至
ら
な
か
っ
た
点
も
多
く
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

注（１
）　

こ
こ
で
い
う
「
形
成
」
と
は
、
作
り
物
語
の
よ
う
に
作
品
と
し
て
完

成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の

ま
と
ま
り
を
持
つ
〈
話
〉
と
し
て
世
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い
う

場
合
も
含
む
も
の
と
す
る
。

（
２
）　「
昔
物
語
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
考
察
目
的
の

違
い
も
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
の
「
昔
物
語
」
の
語
義
に
関
す
る
具

体
的
な
検
討
を
含
む
も
の
と
し
て
、
以
下
の
論
稿
が
挙
げ
ら
れ
る
。

    　

中
野
幸
一
「『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
「
昔
物
語
」
―
―
前
期
物
語
の
性

格
―
―
」（『
物
語
文
学
論
攷
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー　

Ｓ　

）
４６

    　

阿
部
秋
生
「
物
語
・
昔
物
語
な
ど
」（『
源
氏
物
語
の
物
語
論
』
岩
波
書

店　

Ｓ　

）
６０

   　

藤
井
日
出
子
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
昔
物
語
」
―
―
説
話
の
名
称

を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
後
藤
重
郎
先
生
古
稀
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』

和
泉
書
院　

Ｈ
３
）

　
　

伊
井
春
樹
「
昔
物
語
の
当
代
性
―
―
源
氏
物
語
に
お
け
る
物
語
批
判

―
―
」（『
物
語
の
展
開
と
和
歌
資
料
』
風
間
書
房　

Ｈ　

）
１５

（
３
）　

前
掲
注
（
２
）
伊
井
論
文
。
傍
点
は
稿
者
に
よ
る
。

（
４
）　「
昔
物
語
」
と
い
う
こ
と
ば
が
説
話
を
含
む
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の

論
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　

高
橋
貢
「
昔
物
語
・
世
の
物
語
・
雑
事
と
説
話
」（『
中
古
説
話
文
学
研

究
序
説
』
桜
楓
社　

Ｓ　

）
４９

　
　

な
お
、
前
掲
（
２
）
藤
井
論
文
は
、『
源
氏
物
語
』
中
の
用
例
は
、

「「
昔
物
語
」
に
説
話
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、「
昔
物
語
」
そ

50



の
も
の
が
、
説
話
を
さ
し
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

（
５
）　「
昔
物
語
」
と
「
昔
の
物
語
」
は
、
本
に
よ
っ
て
は
入
れ
替
わ
る
こ
と

が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
ふ
た
つ
の
こ
と
ば
が
置
換
可
能
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
類
義
語
と
し
て
、「
昔
の
御
物
語
」

九
例
、「
昔
今
の
物
語
」
二
例
、「
昔
今
の
御
物
語
」
四
例
、「
古
物
語
」

二
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
懐
旧
談
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
い
に
し
へ
の
物
語
」
二
例
の
う
ち
、
一
例
は
、
絵
合
巻
で
、
具
体
的

な
作
り
物
語
を
指
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、「
昔
」
と
「
い
に

し
へ
」
の
語
感
の
違
い
も
含
め
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

用
例
数
が
少
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、
考
察
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
と

す
る
。
な
お
、「
古
物
語
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
稿
参
照
。

    　

今
西
祐
一
郎
「「
ふ
る
も
の
が
た
り
」
考
」（『
源
氏
物
語
覚
書
』
岩
波

書
店　

Ｈ　

）
１０

（
６
）　

い
わ
ゆ
る
玉
鬘
系
の
巻
々
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

夙
に
、
野
村
精
一
氏
に
、「
こ
れ
ら
の
、
一
応
文
学
ジ
ャ
ン
ル
な
い
し

作
品
と
見
な
し
う
べ
き
〈（
昔
）
物
語
〉
の
用
語
例
を
見
る
と
き
、
帚

木
―
夕
顔
―
末
摘
花
―
蓬
生
―
胡
蝶
―
螢
と
い
う
諸
巻
に
存
る
の
に
気

付
く
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（「
虚
構
の
物
語
―
―
物
語
批
評
の
歴
史
・

序
説
―
―
」（『
源
氏
物
語
の
創
造
』
桜
楓
社　

Ｓ　

））。

４４

（
７
）　

今
、
ひ
と
ま
ず
、
一
般
的
な
解
釈
に
従
っ
て
、「
唐
守
」「
藐
姑
射
の

刀
自
」「
か
ぐ
や
姫
の
物
語
」
と
い
う
三
作
品
名
と
し
て
区
切
っ
た
が
、

「
唐
守
」「
藐
姑
射
の
刀
自
」「
か
ぐ
や
姫
」
と
い
う
三
作
品
名
を
「
の

物
語
」
が
受
け
て
い
る
と
取
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
８
）　

物
語
名
が
明
示
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
他
に
、
先
に
見
た
蓬
生
巻
の

「
唐
守
」「
藐
姑
射
の
刀
自
」「
か
ぐ
や
姫
の
物
語
」、
絵
合
巻
の
「
竹
取

の
翁
」「
宇
津
保
の
俊
蔭
」（
三
七
〇
頁
）、「
伊
勢
物
語
」「
正
三
位
」

（
三
七
一
頁
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
物
語
絵
と
し
て

実
物
が
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
文
脈
に
あ
っ
て
、
重
ね
合
わ
せ
と

は
な
っ
て
い
な
い
。
蛍
巻
に
は
、
玉
鬘
が
、
主
計
頭
に
迫
ら
れ
た
「
住

吉
の
姫
君
」（
二
〇
二
頁
）
と
、
大
夫
監
に
求
婚
さ
れ
た
自
分
を
重
ね

合
わ
せ
る
場
面
と
、
紫
の
上
が
「
く
ま
の
の
物
語
」（
二
〇
六
頁
）
の

絵
を
見
て
、
自
分
の
幼
か
っ
た
頃
を
思
い
出
す
場
面
が
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
、
過
去
と
の
重
ね
合
わ
せ
で
あ
る
た
め
、
規
制
と
い
う
危
険
性
は

回
避
さ
れ
て
い
る
。
蛍
巻
に
は
、
周
知
の
通
り
、
光
源
氏
の
物
語
論
が

置
か
れ
て
い
て
、
そ
の
始
発
に
、
物
語
と
現
実
を
容
易
に
混
同
す
る
女

性
へ
の
批
判
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
意
図
的
に
先
行
物
語
が
明
示
さ
れ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
と
も
言
え
る
。
次
の
二
例
は
や
や
問
題
が
あ
る
。

  ・
在
五
が
物
語
描
き
て
、
妹
に
琴
教
へ
た
る
と
こ
ろ
の
、「
人
の
結

ば
ん
」
と
言
ひ
た
る
を
見
て
、
い
か
が
思
す
ら
ん
、
す
こ
し
近
く

参
り
寄
り
た
ま
ひ
て
、「
い
に
し
へ
の
人
も
、
さ
る
べ
き
ほ
ど
は
、

隔
て
な
く
こ
そ
な
ら
は
し
て
は
べ
り
け
れ
。
い
と
う
と
う
と
し
く

の
み
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
こ
そ
」
と
、
忍
び
て
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、

…
…　
 

　
（
総
角
・
二
九
四
頁
）

・
芹
川
の
大
将
の
と
ほ
君
の
、
女
一
の
宮
思
ひ
か
け
た
る
秋
の
夕
暮

に
、
思
ひ
わ
び
て
出
で
て
行
き
た
る
絵
を
か
し
う
描
き
た
る
を
、

い
と
よ
く
思
ひ
寄
せ
ら
る
か
し
。 

　
（
蜻
蛉
・
二
四
八
頁
）

    　

一
例
目
は
、「
在
五
が
物
語
」
の
絵
を
見
た
匂
宮
が
、
そ
の
関
係
性
に

擬
え
て
女
一
の
宮
に
戯
れ
る
場
面
。
二
例
目
は
、「
芹
川
の
大
将
」
と

い
う
物
語
の
「
と
ほ
君
」
と
い
う
登
場
人
物
の
恋
に
、
薫
が
自
身
の
女

一
の
宮
思
慕
を
「
思
ひ
寄
せ
」
る
場
面
（「
芹
川
」
と
「
と
ほ
君
」
を

物
語
名
と
す
る
説
も
あ
る
）。
い
ず
れ
も
、
先
行
物
語
の
人
物
関
係
を
、

匂
宮
や
薫
が
自
分
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
接
的
な
重
ね
合

わ
せ
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
物
語
の
「
絵
」
を
見
て
、

そ
こ
に
自
身
の
現
況
を
投
影
す
る
手
法
は
、
宇
治
十
帖
に
至
っ
て
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
代
の
物
語
に
も
好
ん
で
使
わ
れ
る
も
の
と
な

る
。
少
な
く
と
も
、
本
文
中
に
挙
げ
た
桐
壺
巻
や
帚
木
巻
の
傾
向
と
は
、
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か
な
り
異
な
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
宇
治
十
帖
特
有
の
論
理
と
し

て
、
別
に
考
え
る
機
会
を
持
ち
た
い
。
な
お
、『
源
氏
物
語
』
全
編
を

通
し
て
、
物
語
名
が
明
示
さ
れ
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
「
絵
」
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、「
昔
物
語
」
と
の
相
違
点
で
あ
る
。

（
９
）　

厳
密
に
言
え
ば
、
ｄ
の
「
昔
物
語
に
、
た
ふ
こ
ぼ
ち
た
る
人
も
あ
り

け
る
」
は
地
の
文
で
あ
る
が
、
動
詞
「
思
し
あ
は
す
る
」
が
そ
れ
を
受

け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
光
源
氏
の
思
考
を
表
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、

心
内
文
と
同
等
の
も
の
と
考
え
る
。

（　

）　

蛍
巻
以
降
の
「
昔
物
語
」
の
用
例
を
列
挙
し
て
お
く
。

１０

ｊ
昔
物
語
な
ど
を
見
る
に
も
、
世
の
常
の
心
ざ
し
深
き
親
だ
に
、
時

に
移
ろ
ひ
人
に
従
へ
ば
、
お
ろ
か
に
の
み
こ
そ
な
り
け
れ
。
ま
し

て
、
型
の
や
う
に
て
、
見
る
前
に
だ
に
な
ご
り
な
き
心
は
、
懸
り

所
あ
り
て
も
も
て
な
い
た
ま
は
じ
。 

　
（
真
木
柱
・
三
六
四
頁
）

ｋ
昔
物
語
な
ど
に
語
り
伝
へ
て
、
若
き
女
房
な
ど
の
読
む
を
も
聞
く

に
、
必
ず
か
や
う
の
こ
と
を
言
ひ
た
る
、
さ
し
も
あ
ら
ざ
り
け
む
、

と
憎
く
推
し
は
か
ら
る
る
を
、
げ
に
あ
は
れ
な
る
も
の
の
隈
な
り

ぬ
べ
き
世
な
り
け
り
と
、
心
移
り
ぬ
べ
し
。 
（
橋
姫
・
一
三
二
頁
）

ｌ
か
く
、
と
り
分
き
て
人
め
か
し
な
つ
け
た
ま
ふ
め
る
に
、
う
ち
と

け
て
、
う
し
ろ
め
た
き
心
も
や
あ
ら
む
。
昔
物
語
に
も
、
心
も
て

や
は
と
あ
る
事
も
か
か
る
事
も
あ
め
る
。 
　
（
総
角
・
二
三
四
頁
）

ｍ
こ
は
い
か
に
も
て
な
し
た
ま
ふ
ぞ
と
、
夢
の
や
う
に
あ
さ
ま
し
き

に
、
後
の
世
の
例
に
言
ひ
出
づ
る
人
も
あ
ら
ば
、
昔
物
語
な
ど
に
、

こ
と
さ
ら
に
を
こ
め
き
て
作
り
出
で
た
る
物
の
譬
に
こ
そ
は
な
り

ぬ
べ
か
め
れ
。 

　
（
総
角
・
二
五
六
頁
）

ｎ
か
か
る
道
を
、
い
か
な
れ
ば
浅
か
ら
ず
人
ｚ
ｑ
の
思
ふ
ら
ん
と
、

昔
物
語
な
ど
を
見
る
に
も
、
人
の
上
に
て
も
、
あ
や
し
く
聞
き
思

ひ
し
は
げ
に
お
ろ
か
な
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
け
り
。

（
宿
木
・
四
〇
一
頁
）

ｏ
あ
は
れ
な
り
け
る
事
か
な
。
い
か
な
る
人
に
か
あ
ら
む
。
世
の
中

を
う
し
と
て
ぞ
、
さ
る
所
に
は
隠
れ
ゐ
け
む
か
し
。
昔
物
語
の
心

地
も
す
る
か
な
。 

　
（
手
習
・
二
九
九
頁
）

    　

以
上
の
六
例
は
、「
昔
物
語
」
と
物
語
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
も

の
で
、
先
に
見
た
ａ
〜
ｆ
と
、
基
本
的
に
は
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
会
話
文
・
心
内
文
の
中
に
置
か
れ
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て

重
ね
合
わ
せ
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
一
貫
し
て
い
る
。
た
だ

し
、「
見
る
」「
読
む
を
聞
く
」
な
ど
と
い
っ
た
表
現
と
と
も
に
用
い
ら

れ
て
い
る
の
は
、
初
期
の
用
例
に
は
な
か
っ
た
傾
向
で
、
玉
鬘
十
帖
で

の
「
昔
物
語
」
の
実
体
化
を
踏
ま
え
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。「
昔
物
語
」
を
用
い
た
表
現
は
、
物
語
の
展
開
と
と
も

に
、
成
長
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（　

）　

藤
井
日
出
子
「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
物
語
』
に
つ
い
て
」

１１
（『
中
京
国
文
学
』　
　

Ｈ
３
・
３
）

１０

（　

）　

高
橋
亨
「
物
語
の
〈
語
り
〉
と
〈
書
く
〉
こ
と
」（『
源
氏
物
語
の
対

１２
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会　

Ｓ　

）
５７

（　

）　

前
掲
注
（　

）
論
文
。
た
だ
し
、
高
橋
氏
は
「
物
語
」
と
「
昔
物

１３

１２

語
」
を
同
義
と
見
て
い
る
た
め
、「
物
語
」
を
用
い
た
草
子
地
も
と
も

に
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
ｑ
・
ｒ
の
用
例
の
み
を
指
し
て

「「
物
語
」
で
さ
え
な
い
か
の
ご
と
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
氏
の
「
昔
物
語
」「
物
語
」
に
対
す
る
見
解
は
、
次
の
論
稿
に

詳
し
い
。

   　

高
橋
亨
「
物
語
論
の
発
生
と
し
て
の
源
氏
物
語
―
―
物
語
史
覚
え
書
き

（
二
）
―
―
」（『
名
古
屋
大
学
教
養
部
紀
要 
Ａ 
人
文
科
学
・
社
会
科

学
』　
　

Ｓ　

・
３
）

２２

５３

（　

）　

五
例
中
、
次
の
箇
所
は
、
諸
本
に
よ
り
、
異
同
の
大
き
い
と
こ
ろ
で

１４
あ
る
。い

つ
ぞ
や
か
か
る
こ
と
の
あ
り
し
と
思
し
出
で
た
る
は
、
い
と
あ

52



や
し
う
「
や
く
な
き
の
ば
ん
さ
う
」
と
い
ひ
け
ん
昔
物
語
に
、
幼

か
り
し
折
、
な
ま
老
人
の
語
り
し
心
地
し
て
、
い
み
じ
う
を
か
し

き
に
、
…
… 

　
（
巻
三
・
四
二
頁
）

   　
 
「
昔
物
語
」
を
含
む
破
線
の
部
分
を
欠
く
本
も
あ
り
、
そ
の
場
合
、
用

例
数
は
四
と
な
る
。

（　

）　

藤
井
日
出
子
「『
源
氏
物
語
』
以
後
の
「
昔
物
語
」
と
「
物
語
」」

１５
（『
国
際
関
係
学
部
紀
要
』（
中
部
大
学
）
９　

Ｈ
４
・　

）
１０

※
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。

　

そ
の
他
の
作
品
の
引
用
は
、
以
下
の
通
り
。

　

・『
蜻
蛉
日
記
』『
落
窪
物
語
』
…
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書

店
）

　

・『
枕
草
子
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』『
狭
衣
物
語
』『
弁
内

侍
日
記
』『
と
は
ず
が
た
り
』
…
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学

館
）

　

・『
あ
き
ぎ
り
』『
木
幡
の
時
雨
』
…
…
中
世
王
朝
物
語
全
集
（
笠
間
書

院
）

　
　

な
お
、
読
解
の
便
宜
の
た
め
、
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
ふ
じ
い
・
ゆ
き
こ　

清
泉
女
子
大
学
専
任
講
師
）
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