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一　

物
語
と
は
何
か

物
語
と
は
何
か
、
問
う
て
み
た
い
。

い
ま
さ
ら
な
が
ら

―
で
は
あ
り
、
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
問
題
で

は
な
い
、
と
は
、
と
り
あ
え
ず
思
う
こ
と
に
し
よ
う
。

『
竹
取
』『
伊
勢
』『
う
つ
ほ
』『
源
氏
』『
狭
衣
』
…
…
。
い
く
ら

で
も
実
例
は
あ
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
数

多
の
研
究
者
、
学
者
た
ち
、
評
論
家
た
ち
が
さ
ん
ざ
ん
論
じ
て
き
た

こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、「
物
語
と
は
何
か
」
を
問
う
こ
と

自
体
は
、
斯
界
に
居
住
す
る
ひ
と
た
ち
は
誰
で
も
通
り
過
ぎ
て
き
た

道
で
も
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
い
ま
さ
ら
な
が
ら
」
な
の
で
あ

る
。稿

者
が
こ
れ
ま
で
「
物
語
」
な
る
も
の
を
考
え
る
に
際
し
て
刺
激

を
受
け
た
、
お
も
な
著
述
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
群
の
書
が
あ
る
。

柳
田
國
男
『
物
語
と
語
り
物
』（
角
川
書
店
、
一
九
四
六
年

一
〇
月
刊
）

三
谷
栄
一
『
物
語
文
学
史
論
』（
有
精
堂
、一
九
五
二
年
五
月
刊
）

阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
（
上
・
下
）』（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
五
九
年
四
月
刊
）

玉
上
琢
弥
『
物
語
文
学
』（
塙
書
房
、
一
九
六
〇
年
七
月
刊
）

三
谷
栄
一
『
物
語
史
の
研
究
』（
有
精
堂
、一
九
六
七
年
七
月
刊
）

阿
部
俊
子
『
歌
物
語
と
そ
の
周
辺
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
九

年
三
月
刊
）

野
口
元
大
『
古
代
物
語
の
構
造
』（
有
精
堂
、
一
九
六
九
年
五

月
刊
）

藤
井
貞
和
『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
』（
三
一
書
房
、
一
九 

物
語
の
本
義
㈠

横　

井　
　

孝
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七
二
年
四
月
刊
）

角
川
源
義
『
語
り
物
文
芸
の
発
生
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五

年
一
〇
月
刊
）

益
田
勝
実
『
秘
儀
の
島

―
日
本
の
神
話
的
想
像
力
』（
筑
摩

書
房
、
一
九
七
六
年
八
月
刊
）

稲
賀
敬
二
『
源
氏
物
語
前
後
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
〇
年
八

月
刊
）

同『
文
学
誕
生
―
日
本
的
教
養
の
研
究 

奈
良
・
平
安
篇
―
古
代
・

王
朝
人
の
知
的
生
活
と
物
語
生
産
シ
ス
テ
ム
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研

究
所
、
一
九
八
三
年
三
月
刊
）

鈴
木
一
雄
『
物
語
文
学
を
歩
く
』（
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
三

月
刊
）

稲
賀
敬
二
『
源
氏
物
語
の
研
究

―
物
語
流
通
機
構
論
』（
笠

間
書
院
、
一
九
九
三
年
七
月
刊
）

片
桐
洋
一
『
源
氏
物
語
以
前
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年

一
〇
月
刊
）

不
要
で
は
あ
ろ
う
が
、
あ
え
て
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
お
け
ば
、
こ

こ
に
は
個
人
の
単
著
し
か
あ
げ
て
い
な
い
。
ま
た
物
故
し
た
の
ち
に

編
集
さ
れ
た
論
集

―
た
と
え
ば
、池
田
亀
鑑
選
集『
物
語
文
学（
Ⅰ
・

Ⅱ
）』（
至
文
堂
、
一
九
六
八
～
一
九
八
九
年
刊
）、
稲
賀
敬
二
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
『
物
語
流
通
機
構
論
の
構
想
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七

年
五
月
刊
）

―
の
類
は
除
い
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
前
後
以
降
の

著
も
、
ま
だ
時
間
の
経
過
と
い
う
風
雪
に
耐
え
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
を
口
実
に
し
て
省
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
さ
ほ
ど
厳
密
な
選
択
で

は
な
く
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
著
者
の
代
表
作
と
も
い
え
ぬ
書
名
も

並
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
だ
ま
だ
漏
ら
し
た
書
も
あ
ま
た
あ
る

だ
ろ
う
。
稿
者
個
人
の
研
究
歴
、
研
究
方
法
と
嗜
好

0

0

に
よ
る
バ
イ
ア

ス
が
か
な
り

0

0

0

か
か
っ
て
い
る
た
め
の
偏
頗
と
諒
解
さ
れ
た
い
。
し
か

し
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
列
記
し
た
著
作
の
大
半
は
、
研
究
史
に
何
ら

か
の
地
歩
を
占
め
た
「
名
著
」
と
呼
ば
れ
て
よ
い
も
の
の
は
ず
で
あ

る
。「
名
著
」
と
は
、
比
較
的
古
い
著
書
で
あ
っ
て
も
い
ま
だ
に
そ

の
名
が
引
抄
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
虚
名
で
も
皮
肉
で
も
何
で

も
な
い
。
そ
れ
ら
の
成
果
の
う
え
に
現
在
の
研
究
状
況
が
あ
る
と
思

え
ば
、「
名
著
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、「
物
語
と
は
何
か
」
の
問
い
は
、
す
で
に
解
決
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

答
え
は
、
残
念
な
が
ら
、
否
、
で
あ
る
。

『
竹
取
』『
伊
勢
』『
う
つ
ほ
』『
源
氏
』『
狭
衣
』
…
…
、
個
別
に

粗
密
は
あ
れ
ど
、
研
究
の
永
年
の
蓄
積
が
確
実
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

作
品
の
研
究
に
精
度
を
加
え
て
は
い
る
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ

ら
を
包
括
す
る
「
物
語
」
と
は
一
体
何
な
の
か
、
稿
者
を
納
得
さ
せ

る
も
の
が
な
い
。
第
一
、
個
別
の
作
品
を
と
お
し
て
で
は
あ
る
が
、

物
語
そ
の
も
の
を
論
述
し
よ
う
と
す
る
論
著
が
陸
続
と
し
て
絶
え
な

い
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
先
の
問
い
に
対
し
て
は
、
い
ま
だ
に
研
究
者
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た
ち
ひ
と
し
な
み
に
納
得
さ
せ
る
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
ら
し
い
。

二　
「
傷
痕
の
多
い
作
品
」

「
物
語
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
自
体
が
大
雑
把
で
厳
密
さ
を
欠

く
の
か
も
知
れ
な
い
。

―
「
作
品
の
こ
と
で
は
な
い
。「
物
語
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
つ
く
り
あ
げ
る
構
造
を
問
う
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
表
現

の
方
が
業
界
ら
し
い
、
と
は
い
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
が
こ

の
「
問
い
」
の
全
て
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
稿
者
を
納
得
さ
せ
る
も

の
が
な
く
て
困
惑
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
生
態
、
あ
る
い
は
実
体

と
で
も
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

こ
と
の
次
第
を
申
し
上
げ
よ
う
。

最
近
、
別
の
と
こ
ろ
（
以
下
「
前
稿（

１
）」

と
い
う
）
で
言
及
し
た
こ

と
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
引
用
し
た
際
に
も
心
に
澱
の
よ
う
に
ひ
っ
か

か
っ
て
い
な
が
ら
、
当
面
の
文
脈
の
な
か
に
絡
め
ら
れ
ず
に
通
り
過

ぎ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
す
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
、
ず
っ
と

持
ち
越
し
て
い
る
問
題
が
あ
る
。

具
体
的
に
、
そ
の
問
題
の
箇
所
を
引
い
て
み
よ
う
。
か
の
、
阿
部

秋
生
博
士
の
大
著
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』
の
「
結
語
」
の
一
部
で

あ
る
。

…
…
書
き
な
が
ら
、
伸
び
て
ゆ
く
作
家
の
数
は
決
し
て
多
い
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
数
少
い
作
家
の
一
人
に
、
こ
の
源
氏
物
語

の
作
者
を
数
へ
て
み
て
い
い
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　

書
き
な
が
ら
伸
び
て
ゆ
く
だ
け
に
、
そ
の
作
品
に
は
、
生
々

し
く
傷
痕
が
遺
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
さ
う
し
た
傷
痕
が

あ
る
か
ら
下
ら
な
い
作
品
だ
と
き
め
て
し
ま
ふ
必
要
は
な
い
だ

ら
う
と
思
ふ
。
そ
の
傷
痕
が
、
ど
う
い
ふ
意
味
の
も
の
で
あ
る

か
に
よ
つ
て
、
傷
痕
の
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
作
品
を
重
か
ら
し

め
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
傷
痕
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
傷

痕
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
も
、
文
学
史
研
究
の
一
つ
の
仕
事

な
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　

と
に
か
く
、
源
氏
物
語
は
、
完
璧
な
作
品
で
な
い
と
い
ふ
こ

と
、
傷
痕
の
多
い
作
品
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
少
な
く
と
も
、
日
本
文
学
史
に
と
つ
て
は
、
無
視
で
き
な

い
貴
重
な
傷
痕
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

（
２
）

…
…

　
「
傷
痕
」
と
い
う
表
現
が
適
正
か
否
か
は
論
者
に
よ
っ
て
意
見
は

あ
ろ
う
が
、
何
ら
か
の
不
整
合
、
不
一
致
、
不
審
と
い
っ
た
疑
点
を

ひ
と
言
で
あ
ら
わ
す
な
ら
ば
、
阿
部
の
い
う
「
傷
痕
」
が
わ
か
り
や

す
い
。

阿
部
は
、『
源
氏
物
語
』
の
特
に
明
石
の
君
を
中
心
と
す
る
物
語

を
精
密
に
読
み
解
い
た
う
え
で
、「
こ
の
物
語
の
構
造
関
係
で
分
か
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つ
て
来
た
こ
と
の
中
の
主
な
事
項
」
と
し
て
、
ま
っ
さ
き
に
、

こ
の
物
語
を
書
く
こ
と
を
計
画
し
た
時
、
作
者
の
頭
に
あ
つ
た

も
の
は
、
古
代
伝
承
物
語
以
来
の
数
々
の
物
語
が
踏
襲
し
て
用

ゐ
て
ゐ
る
伝
統
的
な
型
で
あ
つ
て
、
さ
う
し
た
伝
統
的
な
物
語

を
否
定
し
、
絶
縁
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
伝
統
的
な
型
の
中
で
物
語
を
組
立
て
は
じ
め
た
ら
し
い
。 

 

（
一
〇
二
三
頁
）

と
い
う
物
語
の
「
構
造
」（narrative structure

）
を
と
り
あ
げ

た
後
、
そ
れ
が
「
第
一
部
三
十
三
帖
の
中
の
桐
壺
十
七
帖
」
の
骨
格

部
を
な
す
こ
と
、「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
端
を
発
す
る
「
帚
木
十
六
帖
」

は
「
内
部
構
造
を
異
に
し
て
ゐ
る
別
系
統
の
物
語
」
で
あ
る
こ
と
、

と
そ
こ
で
は
成
立
論
と
は
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
議
論
は
し
な
い
け

れ
ど
も
、
桐
壺
十
七
帖
の
物
語
と
帚
木
十
六
帖
の
物
語
が
併
存
す
る

構
造
を
再
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、第
一
部
の
後
の
第
二
部
は「
構

造
を
異
に
し
て
ゐ
る
別
個
の
系
列
の
話
」
で
あ
り
、「
第
一
部
と
第

二
部
と
の
間
に
切
れ
目
を
お
い
て
考
へ
る
三
部
構
成
説
」
も
ま
た
再

認
識
し
て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
。

そ
う
し
た
大
き
な
構
造
式
の
な
か
で
、
成
立
論
議
で
さ
か
ん
に
論

じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、

帚
木
十
六
帖
の
物
語
の
中
の
事
件
の
展
開
は
、
桐
壺
十
六
帖
の

物
語
の
中
の
事
件

―
源
氏
が
准
太
上
天
皇
に
な
る
ま
で
の
運

命
の
進
展
と
は
さ
う
し
た
意
味
で
の
停
滞
性
を
有
つ
て
い
る
。

 

（
九
八
四
頁
）

帚
木
十
六
帖
の
主
要
人
物
で
、
桐
壺
十
六
帖
に
お
い
て
積
極
的

な
活
動
を
し
て
ゐ
る
人
物
は
少
い
。
殊
に
、
女
主
人
公
に
い
た

つ
て
は
、
姿
を
全
く
現
さ
な
い
。 

（
九
八
七
頁
）

と
い
っ
た

―
今
と
な
っ
て
は
な
つ
か
し
い
、
あ
る
い
は
人
に
よ
っ

て
は
、
古
色
蒼
然
に
見
え
る
で
あ
ろ
う

―
話
題
が
顔
を
出
す
。
い

ま
さ
ら
の
回
顧
で
は
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
挟
ん
だ
昭
和

一
〇
～
二
〇
年
代
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
の
中
心
課
題
（topic

）

が
成
立
論
で
あ
っ
た
。
同
一
作
品
で
あ
り
な
が
ら
も
前
後
の
間
で
大

小
さ
ま
ざ
ま
な
齟
齬
・
背
馳
す
る
こ
と
、
撞
着
・
矛
盾
す
る
こ
と
が

あ
ら
た
め
て
ほ
じ
く
り
出
さ
れ
、そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
『
源
氏
物
語
』

諸
巻
・
物
語
の
成
立
順
序
に
か
か
わ
り
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。光

源
氏
一
八
歳
の
春
に
出
会
っ
た
「
十
ば
か
り
」
の
紫
の
君
が
、

若
菜
下
の
巻
で
源
氏
四
七
歳
の
折
に
紫
の
上
「
こ
と
し
は
三
十
七
に

ぞ
な
り
給
。
み
た
て
ま
つ
り
給
し
年
月
の
こ
と
な
ど
も
あ
は
れ
に
」

（
若
菜
下
、
一
一
六
三
頁（

３
））

と
、
い
つ
の
間
に
か
二
人
の
差
が
拡
が
っ
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て
し
ま
う
、

―
紫
の
上
の
年
齢
の
問
題
。

六
条
御
息
所
の
「
十
六
に
て
こ
宮
に
ま
い
り
給
て
、
廿
に
て
を
く

れ
た
て
ま
つ
り
給
。
卅
に
て
ぞ
、け
ふ
ま
た
こ
こ
の
へ
を
み
給
け
る
」

（
賢
木
、
三
四
〇
頁
）
と
い
う
経
歴
か
ら
算
出
さ
れ
る
前
春
宮
の
生

前
の
期
間
が
、
朱
雀
院
の
春
宮
時
代
と
重
複
し
、
桐
壺
帝
の
在
位
中

に
二
人
の
春
宮
が
並
存
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、

―
六
条
御
息

所
の
経
歴
に
ま
つ
わ
る
問
題
。

竹
河
の
巻
で
左
大
臣
に
昇
進
し
た
は
ず
の
夕
霧
が
、
そ
の
後
の
諸

巻
で
は
右
大
臣
で
い
つ
づ
け
る
と
い
う
事
実
を
ふ
く
め
、
語
彙
・
文

体
・
構
成
な
ど
の
違
和
か
ら
、
紫
式
部
自
作
説
・
他
作
説
が
入
り
乱

れ
る
状
態
が
つ
づ
い
て
い
る
。

ま
た
、
成
立
論
と
直
接
切
り
結
ぶ
わ
け
で
は
な
い
が
、
不
整
合
と

み
ら
れ
る
例
も
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
第
二
部
に
お
け
る
登
場
当
初
は
ほ
ぼ
同
年
齢
と
お
ぼ
し

き
薫
と
匂
宮
が
、
浮
舟
の
巻
で
は
「
か
の
き
み
（
薫
も
匂
宮
と
）
も

お
な
じ
ほ
ど
に
て
、
い
ま
ふ
た
つ
み
つ
ま
さ
る
け
ぢ
め
に
や
、
す
こ

し
ね
び
ま
さ
れ
る
け
し
き
よ
う
い（
気
色
・
用
意
）な
ど
」（
一
八
八
九

～
一
八
九
〇
頁
）
と
二
、三
歳
の
差
が
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
、

―

薫
と
匂
宮
の
年
齢
の
問
題
。

八
の
宮
が
娘
た
ち
を
教
育
す
る
の
に
、「
ひ
め
ぎ
み
（
大
君
）
に

び
は
（
琵
琶
）、
わ
か
ぎ
み
（
中
の
君
）
に
さ
う
（
箏
）
の
御
こ
と
」

（
一
五
一
一
頁
）
と
橋
姫
の
巻
冒
頭
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
の

数
丁
の
ち
に
は
、
何
の
こ
と
わ
り
も
な
し
に
、「
い
ま
す
こ
し
を
も

り
か
に
よ
し
づ
き
た
り
」
と
い
う
姉
と
お
ぼ
し
き
人
物
が
箏
の
琴
、

妹
と
お
ぼ
し
き
人
物
が
「
び
は
（
琵
琶
）
を
ま
へ
に
を
き
て
、
ば
ち

（
桴
）
を
て
ま
さ
ぐ
り
」（
橋
姫
、一
五
二
二
頁
）
し
て
い
る
と
い
う
、

―
大
君
・
中
の
君
の
楽
器
持
ち
替
え
問
題
。
大
局
を
見
渡
し
て
み

た
と
し
て
も
、
細
部
に
目
を
凝
ら
し
て
み
て
も
、
と
に
か
く
大
小
の

疑
点
は
い
く
つ
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』

と
い
う
作
品
の
現
実
な
の
だ（

４
）。
そ
う
し
た
状
況
を
、阿
部
秋
生
は「
傷

痕
」
と
称
し
た
。
ま
た
別
に
「
破
綻
」
と
も
い
う
。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
物
語
に
対
す
る
古
来
の
評
価

―
い
ひ

方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
傑
作
で
あ
る
と
い
ふ
評
価
の
た
め

に
、
ど
う
か
す
る
と
、
こ
の
作
品
を
完
璧
な
作
品
で
あ
る
と
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
思
ひ
こ
み
が
ち
で
あ
る
。し
か
し
、

以
上
の
や
う
な
破
綻

―
一
貫
性
を
缺
い
た
も
の
を
有
つ
て
ゐ

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
傑
作
で
あ
る
か
ど

う
か
を
見
定
め
る
前
に
、
こ
の
物
語
の
現
実
の
形
態
や
性
格
や

構
造
を
把
握
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
又
さ
う
し
た
一
貫
性
を
缺
如

し
た
作
品
が
、
ど
う
し
て
出
て
来
る
の
か
を
検
討
す
べ
き
な
の

で
あ
ら
う
。 

（『
研
究
序
説
』
一
〇
二
八
頁
）

　

い
ま
と
な
っ
て
は
、
こ
う
し
た
指
摘
も
し
く
は
提
言
は
、
建
前
上
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は
ご
く
あ
た
り
ま
え
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
は
ず
、
で
あ
る
。

右
は
主
に『
源
氏
物
語
』に
限
っ
た
議
論
の
ご
と
く
で
は
あ
る
が
、「
古

代
伝
承
物
語
以
来
の
型
を
踏
ま
へ
て
ゐ
る
こ
と
が
甚
だ
は
つ
き
り
し

て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
を
写
実
物
語
だ
と
い
つ

て
済
ま
せ
る
こ
と
を
峻
拒
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
」（
同
一
〇
二
七

頁
）
と
い
う
地
平
に
立
っ
た
議
論
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
ま
た
あ
た
り
ま
え
す
ぎ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
言

う
な
ら
ば
、『
源
氏
物
語
』
も
ま
た
古
代
後
期
と
い
う
時
期
の
一
物

語
で
あ
り
、
現
代
小
説
の
よ
う
な
読
み
方
を
暗
黙
の
了
解
、
も
し
く

は
前
提
と
す
る
こ
と
に
懐
疑
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
、
あ
た
り
ま
え
す
ぎ
る
は
ず
の
こ
と
が
、
実
は
、

現
代
人
た
る
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ど
う
や
ら
あ
た
り
ま
え
で
は

な
い
ら
し
い
。阿
部
秋
生
が
右
の
よ
う
に
述
べ
た
の
が
一
九
五
九
年
。

時
代
は
あ
た
ら
し
い
も
の
を
欲
し
て
お
り
、
阿
部
の
よ
う
な
意
見
は

無
視
さ
れ
、
一
見
切
り
口
の
鮮
や
か
な
清
新
な
意
見
を
歓
迎
し
て
、

そ
れ
が
現
在
で
も
定
説
化
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
あ
と
で
詳
し
く
述
べ
よ
う
。

と
も
か
く
、
そ
の
の
ち
も
、
間
歇
泉
の
よ
う
に
、
物
語
の
読
み
方

に
再
考
を
求
め
る
意
見
が
吹
き
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
右
に
そ
の
一
端
を
し
る
し
た
、
数
々
の
齟
齬
・
背
馳
・

撞
着
・
矛
盾
な
ど
の
「
傷
痕
」「
破
綻
」
を
並
べ
て
ゆ
く
と
、
年
齢

の
問
題
の
類
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
物
語
中
、
登

場
人
物
の
年
齢
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
さ
ま
で
多
く
は
な
い
が
、
物

語
の
構
成
を
読
み
解
く
貴
重
な
証
拠
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
年
立
」

の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
。
特
に
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
長

篇
を
読
も
う
と
す
る
際
、
年
立
は
長
い
時
間
の
経
過
と
物
語
の
展
開

を
整
序
し
て
く
れ
る
、
と
て
も
便
利
な
道
具
な
の
で
あ
る
。
平
井
仁

子
は
、物
語
中
の
年
齢
を
明
記
す
る
箇
所
や
「
と
し
か
へ
り
ぬ
」「
と

し
も
く
れ
ぬ
」
な
ど
年
次
の
推
移
を
示
す
表
現
を
指
標
と
し
て
、
そ

の
前
後
を
分
析
し
た
結
果
を
、

…
…
物
語
の
年
齢
記
載
を
歪
め
ず
、
ま
た
そ
の
年
齢
の
数
字
を

年
齢
記
載
の
な
い
巻
へ
及
ぼ
す
こ
と
を
せ
ず
に
物
語
を
読
ん
で

い
く
限
り
に
お
い
て
、「
源
氏
物
語
」
の
全
体
を
と
お
し
て
の

年
立
は
成
立
不
可
能
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と

正
確
に
い
え
ば
、
物
語
年
の
同
じ
記
号
で
ま
と
め
た
巻
々
の
グ

ル
ー
プ
の
中
で
だ
け
年
立
は
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、
そ
の
場
合
の
年
立
と
い
う
も
の
は
、
年
齢
が
示
さ
れ

て
い
る
年
の
部
分
は
源
氏
何
歳
、
と
決
定
で
き
る
が
、
そ
う
で

な
い
部
分
は
源
氏
何
歳
の
時
、
な
ど
と
い
う
判
定
は
無
理
な
の

で
あ
る
。
／
／

　

我
々
が
物
語
に
対
す
る
時
、
物
語
に
は
じ
め
か
ら
付
随
し
た

も
の
と
し
て
年
立
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
再
認
識
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し
、
作
ら
れ
た
年
立
の
枠
に
従
っ
て
物
語
の
本
文
を
訂
正
し
つ

つ
読
む
よ
う
な
姿
勢
は
避
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の

で
あ
る（

５
）。

と
述
べ
た
。「
年
立
の
枠
に
従
っ
て
物
語
の
本
文
を
訂
正
し
つ
つ
読

む
よ
う
な
姿
勢
」

―
つ
ま
り
、
片
々
た
る
表
現
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ

て
創
作

0

0

し
た
年
立
に
本
文
を
整
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
物
語

の
読
み
方
た
り
え
な
い
、
物
語
と
は
時
間
の
表
現
を
整
序
さ
せ
て
読

む
よ
う
に
は
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

く
ど
い

0

0

0

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
物
語
と
は

「
一
貫
性
を
缺
く
」
こ
と
が
ま
ま
あ
り
、そ
れ
は
「
破
綻
」
と
か
「
傷

痕
」
と
か
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、そ
う
称
す
る
こ
と
自
体
が
、

現
代
に
生
き
て
い
る
我
々
の
考
え
方
、
感
性
な
の
で
あ
り
、
作
品
を

読
み
解
い
て
作
り
あ
げ
た
は
ず
の
「
年
立
」
に
「
整
序
さ
せ
て
本
文

を
訂
正
し
つ
つ
読
」
む
と
い
っ
た
整
合
性
を
求
め
る
よ
う
に
は
、
物

語
は
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
現
代
小
説
を
読

む
よ
う
に
物
語
を
読
ん
で
は
読
め
な
い
、
と
言
い
か
え
て
差
し
支
え

な
か
ろ
う
。
し
か
も
、
右
の
議
論
は
『
源
氏
物
語
』
を
め
ぐ
る
も
の

で
し
か
な
い
が
、
ほ
か
の
物
語

―
た
と
え
ば
『
う
つ
ほ
物
語
』
な

ど
で
も
同
様
な
事
情
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

ひ
る
が
え
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
話
題
を
蒸
し
か
え
す
な
ら
ば
、

阿
部
秋
生
の
さ
き
の
発
言
の
直
前
に
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
も
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
、
つ
い
で
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

こ
の
物
語
は
、
我
々
が
予
想
し
て
ゐ
た
や
う
な
、
完
全
無
缺
な

作
品
で
は
な
い
ら
し
い
。
短
篇
物
語
の
集
積
に
す
ぎ
な
い
と
も

い
ひ
き
れ
な
い
し
、
単
純
に
理
想
小
説
だ
、
写
実
小
説
だ
、
女

性
評
論
の
書
だ
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
見
せ
る
も
の
だ
、
と

割
り
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
長
篇
物
語
と
一
応
い
つ
て
み
る

に
し
て
も
、
短
篇
物
語
的
に
か
な
り
孤
立
し
て
ゐ
る
巻
々
が
介

在
し
て
み
た
り
も
す
る
し
、
長
篇
物
語
と
し
て
は
、
何
度
か
基

本
的
構
造
が
変
つ
て
し
ま
つ
て
、
一
貫
し
た
主
題
を
通
し
て
書

い
た
も
の
で
も
な
さ
さ
う
だ
と
い
ふ
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（『
研
究
序
説
』
一
〇
二
七
頁
）

　
「
完
全
無
缺
な
作
品
で
は
な
い
」「
何
度
か
基
本
的
構
造
が
変
つ
て

し
ま
つ
て
」
い
る
、「
一
貫
し
た
主
題
を
通
し
て
書
い
た
も
の
で
も

な
さ
さ
う
だ
」

―
と
、
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
を
俯
瞰
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
近
代
現
代
の
小
説
の
世
界
で
あ
っ
た
ら
、
と
う
に
指

弾
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
傑
作
だ
、
名
作
だ
、
と
い
う

評
価
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
、
問
題
は
回
帰
し
て
、
ふ
た
た
び
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

―
物
語
と
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
か
。

物
語
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
形
で
、
物
語
と
い
う
も
の
実
体
が
ど
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の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
問
う
時
、
そ
れ
が
古
代
の
「
文
学
」

形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
の
前
提
条
件
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ

が
現
代
人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
理
解
可
能
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う

問
い
も
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

三　
「
う
つ
ほ
の
中
に
「
交
野
の
少
将
」
が
あ
る
」

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
よ
り
も
さ
ら
に
「
物
語
と
は

何
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
ふ
さ
わ
し
い
形
態
を
な
す
こ
と
は
、
前

近
代
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
ら
し
い
。
特
定
の
作
者
に
よ
る
制

作
と
い
う
よ
り
も
、「
形
成
」
と
呼
ん
だ
方
が
な
じ
み
や
す
い
成
立

過
程
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
『
源
氏
物
語
』
の
成
立
論
と

並
行
す
る
時
期
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
小
西
甚
一
が
、
俊
蔭
の
巻
の
う
ち
早
く
に
成
立
し
て
古

層
を
な
す
の
が
「
古
宇
津
保
」、
あ
た
ら
し
く
執
筆
さ
れ
て
そ
の
な

か
に
象
嵌
さ
れ
た
新
層
を
「
今
宇
津
保
」
と
称
し
、
ふ
た
つ
の
「
宇

津
保
」
が
糊
と
鋏
で
合
成
さ
れ
て
現
状
を
な
し
て
い
る
、
と
説
い
た

の
が
一
九
五
四
年
、
昭
和
二
九
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

小
西
は
、「
い
は
く
」「
思
ふ
や
う
」
と
い
う
言
い
お
こ
し
に
対
し

て
「
い
ふ
」「
思
ふ
」
と
結
ぶ
再
叙
法
、
同
語
反
復
、
対
句
な
ど
漢

語
的
表
現
が
「
古
宇
津
保
」
と
見
な
す
箇
所
に
多
く
、「
も
の
す
」

な
ど
の
平
安
文
学
の
慣
用
表
現
は
逆
に
「
今
宇
津
保
」
の
部
分
に
し

か
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
。
つ
い
で
、
仲
忠
と
母
の
山
居
の
さ
ま
と

公
卿
生
活
の
叙
述
を
比
較
し
て
、「
ま
る
き
り
違
つ
た
「
物
語
」
を

感
ず
る
」
と
い
い
、「
か
や
う
な
物
語
性
の
対
立
が
、
語
法
や
文
体

に
よ
る
区
分
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
私
の
「
俊
蔭
の
巻
は
『
古
宇
津

保
』
と
『
今
宇
津
保
』
と
の
合
成
な
り
」
と
す
る
仮
説
を
、
さ
ら
に

裏
づ
け
て
く
れ
る
」
と
い
う（

６
）。

し
か
し
、『
松
浦
宮
物
語
』
の
ご
と
く
に
題
材
や
語
法
・
文
体
を

あ
や
つ
る
擬
古
物
語
の
例
も
あ
り
、
定
型
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
模
倣

や
再
生
が
し
や
す
い
。
表
現
・
文
体
な
ど
を
も
っ
て
新
旧
を
定
め
る

こ
と
は
、
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
、
と
は
容
易
に
考
え
や
す
い

こ
と
が
ら
で
は
あ
り
、
現
に
、
そ
の
後
、
批
判
や
修
正
意
見
が
出
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、「
批
判
や
修
正
意
見
」
と
い
え
ど
、『
う
つ
ほ
物

語
』

―
俊
蔭
の
巻
だ
け
で
は
な
い
の
だ
が

―
物
語
が
重
層
的
な

構
造
を
な
し
て
お
り
、
複
雑
な
構
造
自
体
が
複
雑
な
成
立
過
程
と
か

ら
み
あ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
共
通
の
認
識
の
も
と
に

あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
小
西
説
を
揚
棄
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
が
あ
っ
た
こ

と
、
そ
れ
に
接
し
た
折
の
こ
と
と
、
上
記
の
よ
う
な
物
語
の
実
体
を

考
え
る
う
え
で
重
大
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
い
さ

さ
か
わ
た
く
し
事
め
い
て
は
い
る
が
、
こ
こ
に
取
り
あ
げ
て
お
き
た

い
と
思
う
。

紫
式
部
学
会
編
『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
―
古
代
文
学
論
叢
第
二
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輯
―
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
一
九
七
一
年
六
月
。
稿
者
が
学
部
の
学

生
だ
っ
た
こ
ろ
だ
か
ら
、
刊
行
後
少
し
く
時
間
を
お
い
て
購
入
し
た

も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
巻
頭
に
片
桐
洋
一
「
伊
勢
物
語
根
本

―
そ
の

虚
構
と
方
法
」
が
置
か
れ
、
次
い
で
野
口
元
大
の
「「
交
野
の
少
将
」

と
「
う
つ
ほ
の
俊
蔭
」」
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
あ
と
に
は
秋

山
虔
・
森
一
郎
ほ
か
の
『
源
氏
物
語
』
論
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
前

期
物
語
の
論
と
は
あ
き
ら
か
に
一
線
を
画
し
て
い
た
。と
い
う
の
も
、

片
桐
の
そ
れ
は
持
論
に
敷
衍
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
の
成
長
の
さ
ま

を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
野
口
論
も
、
の
ち
に
自
著
に
お
さ
め

ら
れ
た
時
に
「「
俊
蔭
」
の
成
立
」
と
改
題
さ
れ
た
よ
う
に
、『
う
つ

ほ
物
語
』
の
成
立
過
程
論
の
意
識
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

７
）。

期

せ
ず
し
て
両
者
と
も
に
、「
物
語
」
が
固
定
的
な
一
回
生
起
的
な
作

者
の
営
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
い

て
、
物
語
の
生
態
を
と
ら
え
る
う
え
で
象
徴
的
な
場
面
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

野
口
は
、
天
理
図
書
館
蔵
・
永
仁
七
年
書
写
本
『
源
氏
物
語
抄
』

の
帚
木
の
巻
の
注
に
、

か
た
の
ゝ
少
将　
た
ゝ
つ
く
れ
る
事
也
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
か

物
を
し
る
す
也
た
と
る
へ
か
ら
す　
　

此
事
、
或
仁
云
、
う
つ
ほ
と
申
物
語
に
あ
り
。
世
に
ま
れ
な

る
也
。
修
明
院
の
御
本
を
昔
申
出
て
見
侍
き
、
と
申
。
よ
く

く
た
つ
ぬ
へ
し（
８
）。

と
あ
る
の
を
と
ら
え
て
、「
か
た
ゝ
の
少
将
」
＝
散
逸
物
語
『
交
野

の
少
将
』
が
、「
う
つ
ほ
と
申
（
す
）
物
語
に
あ
り
」、
つ
ま
り
現
存

の
『
宇
津
保
物
語
』
の
中
に
「
交
野
の
少
将
」
が
あ
る
と
言
っ
て
い

る
の
だ
と
理
解
し
た
。
そ
し
て
「
う
つ
ほ
の
中
に
「
交
野
の
少
将
」

が
あ
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
自

問
し
、現

在
に
伝
わ
る
う
つ
ほ
物
語
を
検
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
多
く

の
先
行
の
説
話
や
物
語
を
、
自
己
を
拡
大
す
る
た
め
の
材
料
と

し
て
、
ほ
と
ん
ど
生
の
か
た
ち
で
物
語
の
組
織
内
に
取
り
入
れ

て
い
る
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
従
来

も
折
あ
る
ご
と
に
こ
の
こ
と
は
指
摘
さ
れ
、論
じ
ら
れ
て
き
た
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
源
氏
物
語
抄
に
い
う
と
こ
ろ
も
、「
交

野
の
少
将
」
が
、
原
形
を
見
誤
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
そ
の
ま
ま

の
形
で
、
う
つ
ほ
物
語
を
形
成
す
る
一
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
の
指
摘
と
解
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

 

（
野
口
、
四
六
頁
）

と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。「
此
事
」
は
「
か
た
の
ゝ
少
将
」
だ
け
を

指
し
て
い
る
の
か
、「
た
ゞ
つ
く
れ
る
事
也
…
…
」
を
含
ん
で
い
る

の
か
、「
…
…
物
語
に
あ
り
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
現
象
を

指
す
の
か
、「
修
明
院
の
御
本
」
と
は
「
か
た
の
ゝ
少
将
」
そ
の
も
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の
だ
っ
た
の
か
、
分
明
な
ら
ざ
る
と
こ
ろ
は
満
載
で
は
あ
る

―
現

に
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る（

９
）

―
が
、「
う
つ
ほ
と
申
物
語
に
あ
り
」

を
野
口
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
独
立
し
た
作
品
で

あ
る
は
ず
の
『
交
野
の
少
将
』
物
語
が
原
形
「
そ
の
ま
ま
の
形
で
、

う
つ
ほ
物
語
を
形
成
す
る
一
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
解

釈
し
て
も
無
理
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
う
え
で
野
口
は
、俊
蔭
の
巻
の
後
半
、俊
蔭
女
と
若
小
君
（
藤

原
兼
雅
）
の
恋
物
語
が
『
今
昔
物
語
集
』『
勧
修
寺
縁
起
』
の
宮
道

弥
益
女
と
藤
原
高
藤
の
物
語
と
深
い
関
係
に
あ
り
、
高
藤
の
物
語
を

『
交
野
の
少
将
』
と
同
一
作
品
と
措
定
し
た
場
合
、『
源
氏
物
語
抄
』

の
記
述
が
そ
の
事
実
を
指
摘
し
た
資
料
と
し
て
確
認
で
き
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
、「
う
つ
ほ
の
中
に
「
交
野
の
少
将
」
が
あ
る
」
と

い
う
解
釈
と
接
合
す
る
わ
け
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、俊
蔭
の
巻
が
「
古
宇
津
保
」
と
「
今
宇
津
保
」
の
「
合

成
」
で
あ
る
と
す
る
小
西
甚
一
の
説
は
、
野
村
論
の
す
ぐ
そ
こ
に
隣

接
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
巻
の
主
要
部
が
「
古
う
つ
ほ
」、「
今
う
つ
ほ
」
と
仮
称
さ

れ
る
二
つ
の
物
語
の
抱
合
・
合
体
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
と
す
る
説
は
、
は
な
は
だ
説
得
力
に
富
み
、
魅
力
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
…
…
従
来
か
ら
独
立
の
先
行
作
品
た
る
こ
と
が

ほ
ぼ
認
め
ら
れ
て
い
た
「
古
う
つ
ほ
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
今
う

つ
ほ
」
も
現
在
の
う
つ
ほ
物
語
作
者
の
手
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
先
行
の
独
立
物
語
に
改
修
を
加
え
た
程
度

の
も
の
で
あ
っ
て
、
部
分
的
に
は
な
お
か
な
り
よ
く
原
態
を
と

ど
め
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
え
た
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の

「
今
う
つ
ほ
」
こ
そ
「
交
野
の
少
将
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。  

 （
野
口
、
七
〇
頁
）

　

野
口
論
の
初
出
を
読
ん
だ
当
時
、そ
し
て
現
在
も
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
研
究
史
に
は
暗
く
、ま
っ
た
く
門
外
漢
で
詳
し
く
は
知
ら
な
い
が
、

物
語
の
な
か
に
既
存
の
物
語
が
合
成

―
つ
ま
り
、嵌
め
込
ま
れ
た
、

と
い
う
指
摘
に
、
初
出
読
了
時
に
は
一
驚
し
た
も
の
で
あ
る
。「
物

語
と
は
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
」
と
。

し
か
し
、
右
の
引
用
の
直
後
の
文
に
、

現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
し
て
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
き
わ

め
て
異
様
な
現
象
と
映
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
物
語
制
作
の

手
法
と
し
て
は
、
案
外
珍
ら
し
い
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
語
構
成
法
は
、
そ
れ
ほ

ど
露
骨
に
で
は
な
い
が
、「
交
野
の
少
将
」
自
体
も
必
ず
し
も

無
縁
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
…
…

 

（
野
口
、
承
前
七
〇
頁
）
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と
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
を
形
成
す
る
部
分
（Piece

）
の
ひ
と
つ

が『
交
野
の
少
将
』で
あ
り
、『
交
野
の
少
将
』も
ま
た
何
ら
か
の
ピ
ー

ス
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
ピ
ー
ス
も
…
…
と
、
い

く
ら
で
も
入
れ
籠
状
態
に
物
語
が
分
節
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
無

知
だ
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
と
た
い
し
て
変
わ
ら
ぬ
現
状
の
稿
者
に

と
っ
て
、
右
の
よ
う
な
指
摘
は
、
た
だ
た
だ
驚
く
し
か
な
か
っ
た
し
、

そ
う
し
た
指
摘
を
う
な
が
す
「
物
語
」
な
る
も
の
は
理
解
不
能
と
し

か
い
い
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
驚
き
」「
理
解
」「
無
知
」
と
い
っ
た
も
の

は
、
現
代
の
読
者
で
し
か
い
ら
れ
な
い
者
、
古
代
と
い
う
時
間
軸
を

体
現
で
き
ぬ
者
で
あ
る
が
ゆ
え
の
も
の
で
あ
り
、
次
々
と
証
拠
と
な

る
事
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
ゆ
け
ば
、
お
の
ず
と
自
己
の
愚
昧
を
思

い
知
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

四　
「
作
り
物
語
は
、
常
に
開
か
れ
て
あ
る
」

右
の
野
口
論
の
数
年
後
、
一
九
七
七
年
の
春
、
刊
行
さ
れ
た
ば
か

り
の
吉
岡
曠
編
『
源
氏
物
語
を
中
心

と
し
た
論
攷
』
に
収
め
ら
れ
た
稲
賀
敬
二

「「
交
野
の
少
将
」
と
「
隠
れ
蓑
の
中
将
」
は
果
し
て
兄
弟
か

―
黒

川
本
「
光
源
氏
物
語
抄
」
の
資
料
を
中
心
に）

（1
（

」
に
接
し
て
、
野
口
論

と
出
会
っ
た
時
と
似
た
よ
う
な
体
験
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

稲
賀
は
野
口
論
を
引
き
つ
つ
、
あ
ら
た
に
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女

子
大
学
蔵
黒
川
文
庫
本
『
光
源
氏
物
語
抄
』
帚
木
の
巻
の
注
記
に
、

か
た
の
ゝ
少
将
は
、
か
く
れ
み
の
ゝ
あ
に
也
。
但
か
く
れ
み
の

は
、
中
将
の
時
に
あ
ら
ば
、
か
く
れ
み
の
ゝ
東
宮
亮
と
い
は
れ

し
人
也
。
こ
ま
の
ゝ
物
語
の
は
じ
め
の
巻
也
。
か
た
の
ゝ
少
将

も
中
将
の
時
の
事
な
れ
ど
も
、
物
語
の
や
う
、
み
な
か
や
う
に

と
り
な
し
て
か
け
り
。
か
た
野
は
、
少
将
の
時
も
あ
り
と
み
ゆ

る
所
は
侍）

（（
（

也
…
…

と
あ
る
の
を
発
端
と
し
て
、
論
題
に
示
さ
れ
て
い
る
ふ
た
つ
の
散
逸

物
語
の
主
人
公
が
、
兄
弟
と
し
て
設
定
し
て
あ
り
、
そ
れ
が
「
こ
ま

の
ゝ
物
語
」
＝
散
逸
物
語
『
狛
野
物
語
』
の
一
部
を
な
し
て
い
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
黒
川
本
『
光
源
氏
物
語
抄
』
に
は
右
の
後
文
に

「
其
詞
云
」
と
し
て
長
文
の
本
文
を
引
い
て
お
り
、
稲
賀
は
そ
れ
ら

の
記
す
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
詳
細
な
考
証
を
展
開
し
て
ゆ
く
の
だ

が
、
結
局
は
、

「
交
野
」
の
兄
と
「
隠
れ
蓑
」
の
弟
と
い
う
人
間
関
係
及
び
、「
交

野
」「
隠
れ
蓑
」「
狛
野
」に
そ
の
二
人
物
が
お
の
お
の
か
か
わ
っ

て
い
る
と
い
う
事
は
、
確
認
で
き
な
い
ま
で
も
、
可
能
性
は
存

在
す
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
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と
い
う
慎
重
な

―
少
な
く
と
も
表
現
だ
け
は

―
見
解
に
抑
制
す

る
。
さ
ら
に
、
稲
賀
論
は
、
こ
の
論
の
後
文
に
つ
づ
く
ご
と
く
、『
源

氏
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
「
輝
く
日
の
宮
」「
巣
守
」
な
ど
が
「
源
氏

物
語
の
類
」
と
し
て
「
系
列
化
」
し
て
享
受
さ
れ
た
の
と
軌
を
一
に

し
て
、「
交
野
」「
隠
れ
蓑
」「
狛
野
」
も
ま
た
「
系
列
化
」
さ
れ
た

作
品
群
だ
っ
た
、
と
評
価
す
る
と
こ
ろ
に
真
骨
頂
が
あ
っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
場
合
に
も
「
う
つ
ほ
の
類
」
と
把
握
す
る
視

点
が
あ
っ
た
（『
枕
草
子
』）
よ
う
に
、
既
存
の
『
源
氏
物
語
』
に
向

け
て
競
作
す
る
か
の
よ
う
な
「
輝
く
日
の
宮
」「
桜
人
」「
巣
守
」
の

諸
巻
が
創
作
さ
れ
た
、
と
は
稲
賀
の
か
ね
て
か
ら
の
持
論
で
あ
る
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
古
う
つ
ほ
」
に
「
今
う
つ
ほ
」
が

組
み
込
ま
れ
よ
う
と
、「
交
野
」「
隠
れ
蓑
」「
狛
野
」
が
並
立
し
た

り
絡
み
合
っ
た
り
し
し
よ
う
と
も
、特
段
変
わ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
方
法
を
許
容
す
る
の
が「
物
語
」

と
い
う
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
を
享
受
す
る
環
境
で
あ
っ
た
。

野
口
の
論
と
い
い
、
稲
賀
の
論
と
い
い
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
史
と

資
料
と
そ
の
読
解
・
考
証
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
奔

放
な
発
想
に
は
、
凡
人
た
る
稿
者
の
ご
と
き
に
は
と
う
て
い
及
び
も

つ
か
ぬ
も
の
と
敬
意
を
表
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
現
代
の
俊

秀
は
、
こ
う
し
た
物
語
間
の
ゆ
く
た
て

0

0

0

0

を
、「
作
り
物
語
」
と
「
作

り
物
語
」
の
関
係
と
し
て
、ご
く
簡
明
に
と
ら
え
て
み
せ
て
く
れ
る
。

加
藤
昌
嘉
は
こ
う
い
う
。

現
存
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る
“
長
篇
”

の
作
り
物
語
と
称
さ
れ
る
。
…
…
実
際
の
と
こ
ろ
は
、“
複
数

の
短
篇
が
、
連
結

0

0

と
合
流
0

0

に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
、
塊マ
ツ
スに
成
っ

た
”
と
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

（
加
藤
、
二
八
頁
）

作
り
物
語
と
作
り
物
語
の
連
結

0

0

は
、『
落
窪
物
語
』
や
『
う
つ

ほ
物
語
』
だ
け
で
起
っ
た
特
異
現
象
で
は
、
な
い
。
散
佚
し
て

し
ま
っ
た
作
り
物
語
の
中
に
も
、
流
動
的
に
連
結

0

0

や
合
流
0

0

を
な

し
て
い
た
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
窺
知
さ
れ
る
。

 

（
同
三
〇
頁
）

作
り
物
語
の
連
結

0

0

・
合
流
0

0

は
、『
源
氏
物
語
』
を
以
て
終
っ
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』
の
流
布
後
、
平
安

時
代
後
期
～
鎌
倉
～
南
北
朝
～
室
町
時
代
に
な
っ
て
も
、
そ
う

し
た
連
結

0

0

・
合
流
0

0

は
な
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

 

（
同
四
〇
頁
）

―
と
。

こ
れ
ら
は
、
も
と
よ
り
加
藤
の
依
拠
・
引
用
す
る
先
行
研
究
な
く

し
て
は
た
ど
り
着
け
ぬ
見
解
で
は
あ
ろ
う
し
、
そ
の
先
行
研
究
の
い
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く
つ
か
は
本
稿
に
引
く
と
こ
ろ
と
一
致
し
て
も
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
ま
で
明
晰
な
物
言
い
で
ま
と
め
あ
げ
る
技
量
も
端
倪
す
べ
か
ら
ざ

る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
加
藤
は
、
物
語
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
、
こ
う
も
い
う
。

作
り
物
語
に
は
、
著
作
権
も
な
く
、
乗
り
入
れ
不
可
侵
の
独
立

性
も
な
く
、
更
新
不
可
能
の
完
結
性
も
な
か
っ
た
ろ
う
。
作
り

物
語
は
、
常
に
開
か
れ
て
あ
り
、
作
者
・
読
者
の
営
為
に
よ
っ

て
、
連
鎖
・
編
成
を
く
り
返
し
て
い
た
ろ
う
。 

（
同
三
九
頁
）

　

稿
者
が
、
歯
切
れ
わ
る
く
口
ご
も
っ
て
も
た
も
た
長
々
と
書
き
連

ね
て
い
る
間
に
、
俊
秀
は
一
瞬
で
抜
き
去
っ
て
ゆ
く
。

し
か
し
、

―
し
か
し
、
で
あ
る
。

稿
者
が
い
う
「
物
語
」
と
は
「
作
り
物
語
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
自
問
し
て
み
る
と
、
答
え
は
「
否
」
で
あ

る
。か

つ
て
、
軍
記
や
平
安
時
代
物
語
（
加
藤
の
い
わ
ゆ
る
「
作
り
物

語
」）
の
研
究
者
た
ち
が
、自
分
の
専
攻
専
門
と
い
う
蛸
壺
に
籠
も
っ

て
、
な
か
な
か
両
方
を
縦
断
す
る
視
点
を
持
と
う
と
し
な
い
状
態
で

い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

中
世
の
軍
記
と
王
朝
物
語
を
並
列
さ
せ
れ
ば
、
た
し
か
に
両
者

の
性
格
の
相
違
は
際
立
つ
こ
と
に
は
な
る
が
、〈
定
型
〉
に
お

い
て
両
者
が
（
限
定
的
で
あ
る
が
）
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
も
ま

た
事
実
で
あ
ろ
う
。
軍
記
の
な
か
に
前
時
代
の
残
滓
が
あ
る
の

で
は
な
く
、
両
者
は
実
は
同
心
円
の
形
を
な
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
の
だ
、
と
評
価
す
る
と
こ
ろ
か
ら
『
平
家
』
の
真
価
を
見

直
す
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

（1
（

。

　

こ
こ
に
い
う
「
定
型
」
と
は
「
話
型
」
の
こ
と
で
あ
る
。『
平
家

物
語
』
も
「
物
語
」
で
あ
る
以
上
、「
物
語
」
に
見
出
し
う
る
話
型
は
、

厳
然
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は「
作
り
物
語
」

だ
の
「
軍
記
」
だ
の
と
い
っ
た
殻
に
閉
じ
籠
も
っ
て
い
る
と
、
自
ら

の
立
脚
点
も
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
憂
え
た
も
の
だ
。

物
語
は
、
和
歌
を
と
も
な
っ
た
り
、
戦
び
と
の
盛
衰
を
描
い
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
ゆ
く
が
、
物
語
が
物
語
で
あ
る
た
め
の
、
抜

き
差
し
で
き
ぬ
底
の
も
の
が
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
片
隅
か
ら
の
さ
さ
や

か
な
提
言
は
、
無
視
さ
れ
て
忘
却
の
か
な
た
に
去
っ
た
ま
ま
現
在
に

至
る
。

い
か
に
現
象
面
を
明
晰
に
説
か
れ
よ
う
と
も
、
現
代
人
に
と
っ
て

「
物
語
」
は
そ
の
全
貌
、
本
質
、
あ
る
い
は
本
義
を
と
ら
え
き
れ
る

こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
理
解
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
。
疑
わ
し
い
、
と
い
う
こ
と
は
自
縄
自
縛
な
の
だ
ろ
う
か
。
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大
方
の
現
代
人
の
鋭
敏
す
ぎ
る
思
考
は
、
む
し
ろ
古
代
の
物
語
に

対
し
て
鈍
感
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

 

（
続
）

注（
１
） 

横
井
孝
「
後
篇
の
物
語
の
構
造
」（
横
井
・
久
下
裕
利
編
『
宇
治

十
帖
の
新
世
界
』
知
の
遺
産
シ
リ
ー
ズ
５
、
武
蔵
野
書
院
、

二
〇
一
八
年
三
月
刊
、
所
収
）。

（
２
） 阿
部
秋
生
「
結
語
」（『
源
氏
物
語
研
究
序
説　

 

下
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
五
九
年
四
月
刊
、
所
収
）、
一
〇
三
〇
頁
。

（
３
） 『
源
氏
物
語
』本
文
は
、『
源
氏
物
語
大
成
』校
異
篇
の
頁
数
を
記
す
。

（
４
） 

成
立
論
に
つ
い
て
の
整
理
は
、
古
く
は
阿
部
秋
生
編
『
諸
説
一
覧 

源
氏
物
語
』（
明
治
書
院
、
一
九
七
〇
年
八
月
刊
）
が
あ
る
し
、

近
く
は
加
藤
昌
嘉
・
中
川
照
将
編
『
紫
上
系
と
玉
鬘
系

―
成
立

論
の
ゆ
く
え
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
六
月
刊
）
が
主
要
な

論
考
を
再
録
し
解
説
を
加
え
て
い
る
。
後
篇
の
物
語
に
つ
い
て
は
、

横
井
前
稿
「
後
篇
の
物
語
の
構
造
」
が
概
観
し
て
い
る
。

（
５
） 平
井
仁
子「
物
語
研
究
に
お
け
る
年
立
の
意
義
に
つ
い
て

―
「
源

氏
物
語
」の
場
合
」（『
中
古
文
学
』第
二
二
号
、一
九
七
八
年
九
月
）、

五
六
頁
。

（
６
） 小
西
甚
一
「
俊
蔭
巻
私
見
」（『
国
語
国
文
』
第
二
三
巻
一
号
、

一
九
五
四
年
一
月
）。
の
ち
に
続
編「
古
宇
津
保
と
今
宇
津
保
」（『
言

語
と
文
芸
』
第
一
一
号
、
一
九
六
〇
年
七
月
）、
さ
ら
に
『
日
本
文

藝
史
Ⅱ
』（
講
談
社
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
刊
）
三
五
〇
頁
以
下
に

再
説
さ
れ
て
い
る

（
７
） 野
口
元
大
「「
交
野
の
少
将
」
と
「
う
つ
ほ
の
俊
蔭
」」（
紫
式
部

学
会
編
『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
―
古
代
文
学
論
叢
第
二
輯

―
』
武
蔵
野
書
院
、一
九
七
一
年
六
月
刊
、所
収
）。
の
ち
、『
う

つ
ほ
物
語
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年
三
月
刊
）
に

「「
俊
蔭
」
の
成
立
」
と
改
題
、
改
編
し
て
所
収
。
こ
こ
で
は

初
出
の
か
た
ち
で
引
用
し
、「
野
口
、
×
×
頁
」
の
ご
と
く
記

事
の
所
在
を
明
記
す
る
。

（
８
） 松
田
武
夫
「
源
氏
物
語
抄
（
国
宝
）
解
題
並
に
本
文
」（『
和
歌
と

新
資
料
』
越
後
屋
書
店
、
一
九
四
三
年
四
月
刊
、
所
収
）
に
よ
る
。

（
９
） 藤
村
潔
「
源
氏
物
語
に
見
る
原
拠
の
あ
る
構
想
と
そ
の
実
態
」

（
一
九
七
二
年
一
月
初
出
、『
古
代
物
語
研
究
序
説
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
七
年
六
月
刊
、
所
収
）。

（
10
） 稲
賀
敬
二
「「
交
野
の
少
将
」
と
「
隠
れ
蓑
の
中
将
」
は
果

し
て
兄
弟
か

―
黒
川
本
「
光
源
氏
物
語
抄
」
の
資
料
を
中

心
に
」（
吉
岡
曠
編
『
源
氏
物
語
を
中
心

と
し
た
論
攷
』
笠
間
書
院
、

一
九
七
七
年
三
月
刊
、
所
収
）。
の
ち
稲
賀
『
源
氏
物
語
の

研
究

―
物
語
流
通
機
構
論
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
三
年

七
月
刊
）
所
収
。

（
11
） 正
宗
敦
夫
収
集
善
本
叢
書
『
光
源
氏
物
語
抄
』（
武
蔵
野
書
院
、
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二
〇
一
〇
年
二
月
刊
）
に
よ
る
。

（
12
） 加
藤
昌
嘉
「
作
り
物
語
と
作
り
物
語
」（
初
出
二
〇
〇
四
年
三
月
、

『『
源
氏
物
語
』
前
後
左
右
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
六
月
刊
、

所
収
）。

（
13
） 横
井
孝
①
「
軍
記
物
語
と
物
語
文
学
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

第
五
二
巻
一
三
号
、
一
九
八
八
年
一
一
月
）、
②
「
物
語
か
ら
平
家

物
語
へ

―
そ
の
序
説
」（『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
（
人

文
・
社
会
科
学
篇
）』
第
四
三
号
、一
九
九
三
年
三
月
）、③
「
康
頼
・

成
経
帰
京
に
お
け
る
異
郷
譚
と
「
三
年
」
の
枠
」（『
延
慶
本
平
家

物
語
考
証
２
』（
新
典
社
、
一
九
九
三
年
五
月
刊
、
所
収
）
な
ど
。

こ
こ
は
②
稿
か
ら
引
い
た
。

（
よ
こ
い　

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）


