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物
語
と
は
何
か
、
ひ
き
つ
づ
き
考
え
て
み
た
い
。

前
稿
の
末
尾
に
、―
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

―
と
問
う
た
。
現
代
人
で

あ
る
わ
れ
わ
れ
の
思
考
と
い
う
も
の
に
、
も
う
少
し
懐
疑
心
を
抱
い

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
異
議
申
し
立
て
の
つ
も
り
で
あ
っ

た
。現

代
人
の
考
え
る
、
物
語
の
読
み
か
た
、
そ
れ
に
際
し
て
の
合
理

性
と
い
っ
た
も
の
に
応
え
る
義
務
は
、
古
代
の
作
者
に
は
な
い
。
ま

し
て
や
、
現
代
人
の
「
文
学
」
を
め
ぐ
る
諸
概
念
の
枠
に
、
古
代
の

作
者
た
ち
の
営
為
が
あ
て
は
ま
る
も
の
か
ど
う
か
の
前
提
す
ら
考
慮

し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
後
人
の
傲
慢
さ
の
ゆ
え
か
、
あ
る
い

は
無
知
の
な
せ
る
わ
ざ
で
は
な
い
、
と
言
い
切
れ
る
の
か
。
そ
う
い

う
異
議
申
し
立
て
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

も
う
少
し
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

一
　
不
特
定
多
数
の
た
め
に
は
書
か
れ
な
い

物
語
は
享
受
形
態
に
依
存
す
る
。

「
ど
う
書
か
れ
る
か
」
よ
り
も
「
ど
う
し
て
書
か
れ
る
か
」
あ
る

い
は
「
誰
の
た
め
に
書
か
れ
る
か
」
の
方
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
問
題

で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
簡
単
明
瞭
。
物
語
は
、
印
刷
に
よ
っ
て
流
布
す
る
よ

う
な
わ
け
で
は
な
く
、
書
写
と
い
う
手
間
を
か
け
た
、
た
っ
た
一
部

0

0

0

0

0

の
書
物
に
よ
る
享
受
形
態
が
読
者
を
限
定
す
る
か
ら
だ
。
し
か
も
、

物
語
の
本
義
㈡
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「
紙
」
と
い
う
も
の
が
と
て
つ
も
な
く
貴
重
で
希
少
な
も
の
だ
っ
た

か
ら
、
た
っ
た
一
部
だ
け
作
ら
れ
る
物
語
は
、
誰
が
読
む
の
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
不
特
定
多
数
の
た
め
に
書
か
れ
は
し
な
い
。

「
不
特
定
多
数
の
た
め
に
書
か
れ
は
し
な
い
」

―
言
い
換
え
れ

ば
「
特
定
少
数
の
た
め
に
書
か
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
現

実
な
の
か
、
多
く
の
現
代
人
、
研
究
者
た
ち
に
は
、
ど
う
も
よ
く
理

解
で
き
な
い
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
者
で
あ
る
以
上
、
タ
テ
マ

エ
と
し
て
の
知
識
、理
解
力
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
る（
と
信
じ
た
い
）。

し
か
し
、タ
テ
マ
エ
は
考
究
の
前
提
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

研
究
者
や
学
者
と
な
る
た
め
の
最
低
条
件
、
も
し
く
は
存ア

リ

バ

イ

在
証
明
み

た
い
な
も
の
で
、
現
代
人
と
し
て
の
彼
ら
の
思
考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
古
代
に
振
り
向

け
る
た
め
に
、
抑
止
力
と
し
て
規
制
す
る
も
の
で
は
、
全
く
な
い
ら

し
い
。
だ
か
ら
、
一
千
年
前
の
読
者
が
作
者
に
限
り
な
く
近
く
に
存

す
る
、
し
か
も
、
近
現
代
的
な
思
考
に
対
し
て
何
ら
か
の
持
ち
合
わ

せ
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
い
と
も
軽
々
と
無
視
し
て
、「
文

学
」
な
ど
と
い
う
、
作
者
が
聞
い
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う

な
概
念
を
平
気
で
短
絡
す
る
の
だ
。

以
下
、
長
々
と
し
た
引
用

―
し
か
も
、
物
語
そ
の
も
の
で
な
く

『
蜻
蛉
日
記
』
に
関
す
る
論
の
一
部
に
な
る
が
、
物
語
に
拘
う
た
め

の
叙
述
の
都
合
上
、
お
つ
き
あ
い
願
い
た
い（

１
）。

①
…
…
女
性
の
世
界
と
は
、
男
性
官
人
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
次
元

の
ち
が
う
私
的
世
界
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
…
…
や
が
て
男
性
に
か
わ
っ
て
女
性
に
よ
っ
て
物
語
文
学

が
創
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

―
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま

源
氏
物
語
を
念
頭
に
お
い
て
い
る

―
、
物
語
の
そ
の
よ
う
な

性
質
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
、
創
作
が
人
間
い
か
に
生
く
べ

き
か
の
問
題
に
も
っ
と
も
深
く
相
結
ぶ
も
の
と
な
り
、
か
つ
こ

の
社
会
の
本
質
と
運
命
を
も
深
い
と
こ
ろ
で
認
識
す
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
実
に
ま
ざ
ま
ざ
と
で
く
わ

す
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
女
性
の
物
語
を
物
語
文
学
と

よ
び
、
そ
れ
以
前
の
男
性
の
そ
れ
を
古
物
語
と
よ
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

②　

道
綱
母
の
か
い
た
蜻
蛉
日
記
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
世
上
に
流

布
す
る
古
物
語
を
ち
ょ
い
ち
ょ
い
読
ん
で
み
る
と
、
ず
い
ぶ
ん

あ
り
う
べ
く
も
な
い
詐
り
ご
と
さ
え
あ
る
も
の
だ
。
そ
ん
な
も

の
よ
り
は
変
哲
な
い
な
が
ら
も
わ
が
身
の
上
を
日
記
に
か
い
て

み
よ
う
。
そ
う
し
た
な
ら
ば
、
古
物
語
な
ど
と
は
ち
が
っ
て
断

然
か
わ
っ
た
も
の
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
世
の
豪
家
名
門

の
妻
の
生
活
が
ど
ん
な
も
の
と
関
心
を
も
つ
人
は
参
考
に
す
る

が
よ
い
、
と
い
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
否
応
な
し
に

驚
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
要
す
る
に
彼
女
に
お
け
る
「
一
の

あ
ら
た
な
文
学
的
自
覚
」
と
い
う
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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③　

す
で
に
み
た
よ
う
に
道
綱
母
を
し
て
身
の
上
の
日
記
を
か
か

し
め
た
も
の
は
一
に
古
物
語
へ
の
反
撥
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
反
撥
は
彼
女
個
人
の
上
に
ふ
り
か

か
っ
た
生
活
の
苛
烈
さ
が
、
た
だ
物
語
と
く
ら
べ
て
あ
ま
り
に

か
け
へ
だ
た
る
も
の
だ
っ
た
が
ゆ
え
で
は
な
い
。
問
題
は
も
っ

と
彼
女
の
主
体
の
な
か
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
女
に
よ
っ
て

拒
否
さ
れ
た
物
語
と
い
う
も
の
こ
そ
、
じ
つ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
彼

女
の
夢
や
憧
れ
の
世
界
と
一
枚
に
な
っ
て
、
彼
女
の
魂
の
形
成

史
に
参
与
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
し
っ
か
り
と

お
さ
え
て
お
き
た
い
の
だ
。

　

①
の
「
物
語
の
そ
の
よ
う
な
性
質
」
と
は
、そ
の
前
文
に
あ
っ
た
、

「
物
語
が
い
と
も
す
げ
な
く
貶
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
、
そ
れ
が
律

令
国
家
の
官
人
た
ち
の
教
養
と
な
る
経
史
詩
文
と
「
同
日
に
論
ず
る

こ
と
さ
え
で
き
ぬ
、
非
責
任
的
な
、
私
人
的
な
瑣
語
に
す
ぎ
ぬ
」
と

い
う
時
代
認
識
を
踏
ま
え
て
の
言
で
あ
る
。
そ
の
①
の
「
創
作
が
人

間
い
か
に
生
く
べ
き
か
の
問
題
に
も
っ
と
も
深
く
相
結
ぶ
も
の
と
な

り
」
な
ど
の
言
述
は
、
こ
の
論
が
発
表
さ
れ
た
こ
ろ
の
、
敗
戦
と
い

う
大
き
な
「
区
切
り
」
を
経
た
、
い
か
に
も
「
時
代
」
を
感
じ
さ
せ

る
言
述
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

①
～
③
は
、
ひ
と
つ
の
論
文
の
な
か
か
ら
摘
出
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
一
九
五
四
年
の
雑
誌
『
文
学
』
に
発
表
さ
れ
て
す
で
に
半
世
紀

以
上
を
閲
し
て
お
り
、
さ
す
が
に
二
〇
一
九
年
の
現
在
か
ら
は
古
風

に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
人
文
学
の
分
野
で
は
「
ふ
る
い
」
と
い
う
評

言
が
負
の
評
と
直
結
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
今
日
の
研
究
風
土
あ
る

い
は
読
書
環
境
の
な
か
で
、
い
か
に
対
象
が
「
文
学
」
作
品
と
看
取

さ
れ
た
に
せ
よ
、
い
ま
さ
ら
「
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
な
ど
、

大
仰
で
気
恥
ず
か
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
物
言
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
代
の
（
あ
る
い
は
稿
者
個
人
に
す
ぎ
ぬ
か
も
知
れ
な
い
が
）
醒

め
た
目
で
み
る
な
ら
ば
、
①
「
こ
の
社
会
の
本
質
と
運
命
を
も
深
い

と
こ
ろ
で
認
識
す
る
こ
と
」、
②
「
一
の
あ
ら
た
な
文
学
的
自
覚
」、

③
「
彼
女
個
人
の
上
に
ふ
り
か
か
っ
た
生
活
の
苛
烈
さ
」「
魂
の
形

成
史
」
な
ど
と
い
う
言
辞
は
、
作
品
や
本
文
の
緻
密
な
検
証
の
う
え

で
な
け
れ
ば
簡
単
に
指
摘
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
こ
れ
も
稿
者
の
個
人
的
見
解
に
過
ぎ
ぬ
が
、
こ
う
し
た
言

辞
は
、
あ
る
程
度
「
時
代
」
と
い
う
流
行
や
熱
の
う
え
に
あ
っ
て
、

熱
が
冷
め
て
み
れ
ば
、
気
恥
ず
か
し
さ
だ
け
が
残
る
も
の
だ（

２
）。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
右
の
論
者

―
秋
山
虔
の
言
辞
で

は
な
く
、
②
の
カ
ギ
括
弧
の
付
せ
ら
れ
た
「
一
の
あ
ら
た
な
文
学
的

自
覚
」
に
は
注
の
番
号
が
あ
る
よ
う
に
、
他
者
の
論
の
引
用
で
あ
っ

た
。
右
の
論
か
ら
遡
る
こ
と
三
年
余
、
西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
學

史
』（
一
九
五
一
年
の
初
版
）
に
、
こ
う
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
作
者
は
巻
頭
に
、
こ
の
日
記
の
執
筆
意
図
を
か
た
り
、

世
の
な
か
の
古
物
語
の
類
を
よ
ん
で
み
る
と
主
に「
そ
ら
ご
と
」

が
か
か
れ
て
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
は
こ
こ
で
わ
が
身
の
上
の
真

実
あ
り
の
ま
ま
を
ぶ
ち
ま
け
て
み
よ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
を

前
置
き
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
の
あ
ら
た
な
文
学
的
自
覚
で

あ
っ
た
。『
竹
取
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
古
物
語
…
…
に
ぞ
く

す
る
作
品
の
主
題
は
、
一
人
の
美
女
を
中
心
と
す
る
求
婚
譚
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
女
性
は
い
わ
ば
永
遠
の
女
性
と
し
て
非
現
実

的
に
理
想
化
さ
れ
美
化
も
さ
れ
て
い
た
。
…
…
こ
う
し
た
伝
統

は
ず
っ
と
ま
で
生
き
な
が
ら
え
て
ゆ
く
の
だ
け
れ
ど
、『
蜻
蛉

日
記
』
作
者
が
わ
が
身
の
上
に
な
め
た
み
じ
め
な
体
験
か
ら
、

そ
れ
が
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
あ
り
、
女
性
の
現
実
に
反
し
た
そ

ら
ご
と
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
に
不
満
を
お
ぼ
え
、
真
実
あ
り
の
ま
ま

の
自
分
を
か
た
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
り
の
ま
ま

の
自
分
に
た
え
、
自
分
を
現
実
の
な
か
で
じ
っ
と
凝
視
し
よ
う

と
す
る
写
実
的
精
神
の
自
覚
で
あ
っ
た（

３
）。

　

西
郷
の
同
書
は
、の
ち
に
改
稿
さ
れ
て
「
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」

「
岩
波
現
代
文
庫
」
な
ど
判
型
を
換
え
つ
つ
現
在
に
至
る
ま
で
版
が

重
ね
ら
れ
て
い
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
あ
る
。
古
代
前
期
か
ら
鎌
倉
初

期
ま
で
の
て
ご
ろ
な
文
学
史
と
し
て
重
宝
さ
れ
使
わ
れ
続
け
て
お

り
、
そ
の
影
響
力
も
計
り
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
①
～
③
と
、
な
ん

と
論
調
の
似
て
い
る
こ
と
か
。「
わ
が
身
の
上
に
な
め
た
み
じ
め
な

体
験
」「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
に
た
え
（
耐
え
？　

堪
え
？
）」「
自

分
を
現
実
の
な
か
で
じ
っ
と
凝
視
」
…
…
。
分
析
や
検
証
ぬ
き
の
言

述
は
、
通
史
だ
か
ら
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
情
緒

的
と
も
評
し
う
る
こ
う
し
た
言
述
が
許
さ
れ
る
「
時
代
」
で
あ
っ
た

の
だ
、
と
見
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。

た
だ
、
右
の
一
節
は
、
一
二
年
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
古
代

文
学
史　

改
稿
版
』（
一
九
六
三
年
）
で
は
、
書
中
全
体
に
か
な
り

な
筆
が
入
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
論
旨
に
お
お
む
ね
変
更
は
な
い
よ

う
だ
。
対
応
す
る
箇
所
を
、
次
に
引
い
て
み
よ
う
。

　

さ
て
作
者
は
巻
頭
に
、
世
の
な
か
の
古
物
語
の
類
を
よ
ん
で

み
る
と
お
も
に
「
そ
ら
ご
と
」
が
か
か
れ
て
あ
る
け
れ
ど
、
自

分
は
こ
こ
で
わ
が
「
身
の
上
」
の
こ
と
を
ぶ
ち
ま
け
て
み
よ
う

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
前
置
き
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
学
上
の

新
し
い
自
覚
で
あ
る
。
当
時
の
古
物
語
に
は
荒
唐
無
稽
な
神
仙

譚
や
怪
異
譚
の
た
ぐ
い
が
多
か
っ
た
。
古
物
語
中
の
傑
作
で
あ

る
『
竹
取
物
語
』
に
し
て
も
、
一
神
女
を
め
ぐ
る
求
婚
譚
で
あ

り
、
男
た
ち
の
失
敗
を
痛
快
に
す
っ
ぱ
ぬ
き
に
し
た
も
の
の
、

か
ぐ
や
姫
は
い
わ
ば
永
遠
の
女
性
と
し
て
天
に
の
ぼ
っ
て
い
く

の
だ
か
ら
、
や
は
り
こ
の
作
者
の
い
わ
ゆ
る
「
そ
ら
ご
と
」
に

ぞ
く
す
る
。
こ
の
「
そ
ら
ご
と
」
に
は
地
上
に
お
け
る
一
夫
多
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妻
制
が
対
応
し
て
い
た
。
作
者
は
わ
が
身
の
上
に
な
め
た
み
じ

め
な
経
験
か
ら
そ
れ
を
女
の
現
実
に
反
し
た
絵
空
事
だ
と
見
破

り
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
か
た
ろ
う
と
し
た
わ
け
だ
。
と
に

か
く
こ
こ
に
は
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
に
耐
え
、
自
分
を
現
実
の

な
か
で
見
つ
め
よ
う
と
す
る
精
神
の
目
覚
め
が
あ
っ
た（

４
）。

　

改
稿
版
は
し
が
き
に
は
、

こ
の
「
改
稿
版
」
は
、
旧
著
に
手
を
入
れ
た
い
わ
ゆ
る
修
正
版

で
は
な
く
、
新
規
に
書
き
か
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然

こ
こ
に
旧
著
は
放
棄
さ
れ
る
。
そ
れ
も
、
勉
強
し
た
と
こ
ろ
ほ

ど
変
貌
し
、
怠
け
た
部
分
が
い
さ
さ
か
旧
態
を
と
ど
め
る
仕
儀

に
な
っ
た
。
今
後
、
勉
強
を
せ
い
ぜ
い
自
分
に
課
す
る
ほ
か
な

い
。

と
あ
る
。「
放
棄
」
さ
れ
た
と
は
い
え
、
い
っ
た
ん
書
か
れ
流
布
し

た
も
の
は
「
当
然
」「
放
棄
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
旧
版
・
改

稿
版
と
も
に
共
通
す
る
の
は
、
作
者
が
「
そ
ら
ご
と
」
を
真
実
な
ら

ざ
る
も
の
と
し
て
回
避
し
、
自
分
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
見
据
え
凝

視
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
見
解
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
旧
版

の
「
一
の
あ
ら
た
な
文
学
的
自
覚
」
が
改
稿
版
「
文
学
上
の
新
し
い

自
覚
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
写
実
的
精
神
の
自
覚
」
で
あ
り
、「
自

分
を
現
実
の
な
か
で
見
つ
め
よ
う
と
す
る
精
神
の
目
覚
め
」
と
こ
と

ば
を
換
え
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
た
秋
山
論
は
「
古

物
語
へ
の
反
撥
」
を
と
お
し
て
「
彼
女
の
魂
の
形
成
史
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
と
置
き
換
え
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
言
述
は
、
西
郷
や
秋
山
ら
の
「
あ
ら
た
な
」「
新
し
い
」

「
真
実
」「
あ
り
の
ま
ま
」と
い
う
基
準
や
評
価
軸
に
沿
う
も
の
を『
蜻

蛉
』
作
者
が
目
指
し
た
、
あ
る
い
は
目
指
そ
う
と
し
た
、
と
認
定
し

た
な
か
で
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、『
蜻
蛉
』

作
者
が
そ
れ
ら
の
言
述
に
対
し
て
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
謂

わ
れ
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
「
あ
ら
た
な
」「
新
し
い
」

「
真
実
」「
あ
り
の
ま
ま
」
を
誰
に
向
か
っ
て
書
い
た
の
か
。「
一
般

読
者
」な
ど
と
い
う
不
特
定
多
数
が
存
在
し
な
い
時
代
な
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
日
常
生
活
の
至
近
距
離
に
あ
る
よ
う
な
「
日
記
」
が
あ
り
え

よ
う
も
な
い
時
代
な
の
で
あ
る
。「
誰
の
た
め
に
書
か
れ
る
か
」
が

念
頭
に
な
い
論
は
、
机
上
の
空
論
に
過
ぎ
な
い
。

二
　
読
者
を
予
想
し
、
そ
の
人
に
披
露
す
る

前
節
に
、
物
語
な
ら
ぬ
日
記
に
つ
い
て
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
見

解
を
長
々
と
紹
介
し
た
。
も
う
少
し
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。
物
語
が

ど
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
る
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
、
重
要
な
問

題
だ
と
信
ず
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
稿
者
な
り
に
幾
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度
か
ふ
れ
た
問
題
点
で
は
あ
る
の
だ
が
、
研
究
者
た
ち
は
、
一
向
に

「
現
代
」
か
ら
抜
け
出
よ
う
と
し
な
い
。
現
代
の
目
で
古
代
の
物
語

を
裁
断
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
現
代
人
の
共
同
幻
想
に
過
ぎ
な

い
」
と
、
か
つ
て
申
し
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
世
界
の
片
隅
で
つ
ぶ

や
い
た
と
こ
ろ
で
、
誰
も
耳
を
貸
そ
う
と
は
し
な
い
ら
し
い（

５
）。

一
九
六
二
年
、当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
国
文
学
の
商
業
専
門
誌『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
の
、そ
れ
こ
そ
片
隅
の
た
っ
た
一
頁
の
記
事
に
、

こ
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。

…
…
「
だ
に
あ
り
」
の
部
分
に
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

私
は
不
審
と
す
る
。
…
…
（
注
―
用
例
省
略
）
…
…
問
題
の
箇

所
の
大
意
は

―
世
間
に
多
い
古
物
語
な
ど
を
の
ぞ
い
て
見
る

と
、
世
間
に
多
い
嘘
八
百
の
話
で
も
そ
う
な
の
に
、（
こ
れ
は
）

く
だ
ら
な
い
自
分
の
身
の
上
ま
で
日
記
し
た
も
の
な
の
だ
か

ら
、
よ
ほ
ど
妙
な
も
の
だ
ろ
う
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
は
な
は

だ
工
合
の
悪
い
事
だ
が
、
古
物
語
と
の
対
決
だ
と
か
、
古
物
語

の
否
定
、
そ
れ
へ
の
反
撥
と
い
つ
た
、
従
来
の
定
説
は
雲
散
霧

消
す
る
。
…
…
真
相
は
、近
代
人
に
都
合
の
よ
い
シ
ェ
ー
マ
を
、

意
味
の
よ
く
取
れ
な
い
原
文
に
押
し
付
け
た
、
と
い
う
所
で
あ

ろ
う（

６
）。

　

前
節
の
よ
う
な
見
解
が
出
さ
れ
て
一
〇
年
内
。
小
さ
な
小
さ
な
記

事
の
一
節
で
あ
る
。
も
と
よ
り
稿
者
は
管
見
な
が
ら
、
こ
の
記
事
に

注
目
し
た
論
を
見
か
け
た
こ
と
が
な
い
。「
あ
ら
た
な
」「
新
し
い
」「
真

実
」「
あ
り
の
ま
ま
」
と
い
う
西
郷
や
秋
山
の
論
が
自
己
の
読
解
だ

け
に
依
存
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
小
さ
な
記
事
で
は
あ
る

も
の
の
、
用
例
に
よ
る
分
析
を
目
指
し
て
い
て
、
よ
り
「
研
究
」
の

手
続
き
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
と
雁
行
し
て
、
旧
版
角
川
文
庫
の
「
解
説
」
に
、
次
の
よ
う

な
見
解
も
表
明
さ
れ
て
い
た
。

…
…
世
間
に
た
く
さ
ん
出
ま
わ
っ
て
い
る
古
物
語
を
ち
ょ
っ
と

の
ぞ
い
て
見
る
と
、
あ
り
ふ
れ
た
作
り
ご
と
だ
ら
け
、
そ
れ
す

ら
、
な
じ
め
ぬ
奇
異
感
が
あ
る
の
に
、
取
る
に
足
り
ぬ
こ
ん
な

身
の
上
ま
で
日
記
と
し
て
書
い
て
、
な
お
の
こ
と
、
類
例
な
く

と
っ
つ
き
に
く
い
こ
と
で
も
あ
ろ
う
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
古
物

語
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
そ
れ
に
も
増
す
本
日
記
の
取
っ
つ

き
に
く
さ
を
い
い
、
そ
の
よ
う
な
形
で
読
者
に
挨
拶
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
古
物
語
を
否
定
し
、
こ
こ
に
こ
そ
、
ま
こ
と
を

書
い
て
み
せ
る
と
揚
言
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
…
…（

７
）

　

明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
こ
こ
に
こ
そ
、
ま
こ
と

を
書
い
て
み
せ
る
と
揚
言
し
て
い
る
」
と
は
、
ま
さ
し
く
前
節
の
西

郷
や
秋
山
の
論
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
注
目
し
な



― 7 ―

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
後
文
で
あ
る
。

　

人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
日
記
し
て

と
あ
り
、「
身
の
上
を
の
み
す
る
日
記
」
と
も
い
う
所
か
ら
、

述
作
の
目
的
は
自
身
の
身
の
上
を
語
る
に
あ
っ
た
と
わ
か
る

…
…
そ
し
て
、「
天
下
の
人
の
、
品
高
き
や
と
、
問
は
む
た
め

し
に
も
（
ア
ナ
タ
ハ
）
せ
よ
か
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
誰
か
に

語
り
か
け
て
い
る
。
こ
の
述
作
は
自
身
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

読
者
を
予
想
し
、
そ
の
人
に
披
露
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
…
…
語
り
か
け
て
い
る
相
手
は
、
作
者
の
語
る
所
に
一
々

う
な
づ
き
、
共
に
喜
び
、
共
に
悲
し
む
よ
う
な
、
同
じ
心
の
同

性
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
で
な
け
れ
ば
、
語
り
か
け
る
道

理
が
な
い
。
…
…
本
日
記
に
は
、
作
者
の
半
生
に
わ
た
る
生
活

経
験
を
述
べ
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
読
む
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い

人
は
、
こ
れ
か
ら
長
い
人
生
行
路
を
歩
い
て
ゆ
く
べ
き
若
い
子

女
で
あ
ろ
う
。
…
…
「
た
め
し
に
も
せ
よ
か
し
」
と
い
っ
て
い

る
。
ど
ち
ら
も
効
用
が
目
的
で
あ
る
。
そ
う
し
た
目
的
を
持
つ

に
至
る
に
は
、
作
者
自
身
の
内
部
に
お
い
て
、
自
身
の
過
去
の

生
活
経
験
に
何
ら
か
の
意
義
を
見
出
だ
し
、
文
字
を
借
り
て
形

象
化
し
、
世
に
残
し
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
い
う
述
作
意
識
が

は
た
ら
い
た
に
違
い
あ
る
ま
い
が
、
そ
の
自
目
的
は
、
効
用
と

い
う
他
目
的
と
相
関
関
係
に
あ
り
、
自
目
的
が
す
べ
て
で
あ
っ

た
と
は
思
え
な
い
。
…
…
述
作
者
に
と
っ
て
書
く
こ
と
が
生
き

る
こ
と
で
あ
り
、
自
身
の
救
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
道

綱
母
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
述
作
者
一
般
に
つ
い
て
言
え

る
こ
と
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
書
く
こ
と
自
体
を
目
的
に

し
て
い
る
と
の
み
考
え
る
限
り
、
そ
れ
は
単
な
る
観
念
論
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
こ
の
当
時
は
述
作
は
何
ら
か
の
意

味
に
お
け
る
効
用
を
ね
ら
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
作
者
が
自
身
の
苦
悩
に
対
処
し
、
作
品
形
成
に
お

い
て
生
き
る
可
能
性
を
見
出
だ
し
て
行
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

日
記
を
執
筆
す
る
に
も
動
機
が
あ
る
。
そ
れ
も
自
己
目
的
で
は
な

く
、
他
者
に
対
す
る
効
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
蜻
蛉
日
記
』

に
し
た
と
こ
ろ
で
、上
中
下
三
巻
。相
当
数
の
紙
が
必
要
な
の
だ
。『
源

氏
物
語
』
と
も
な
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
の
紙
を
要
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
後
に
触
れ
る
）。
そ
う
し
た
、
当
時
と
し
て
は
貴
重
な
資
源
を
費
や

し
て
、
誰
と
も
わ
か
ら
ぬ
対
象
に
お
の
れ
自
身
の
「
一
の
あ
ら
た
な

文
学
的
自
覚
」
と
や
ら
の
宣
言
を
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
不
特

定
多
数
を
対
象
に
し
た
近
代
以
降
と
は
、状
況
が
全
く
異
な
る
の
だ
。

い
ま
で
は
確
固
た
る
地
位
に
あ
る
「
古
物
語
否
定
説
」
に
対
し
て
、

以
前
、
こ
う
し
た
議
論
を
俎
上
に
の
せ
た
際
、〈「
古
物
語
否
定
」
否

定
説
〉
と
称
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
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こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
述
作
は
何
ら
か
の
意
味
に
お

け
る
効
用
を
ね
ら
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
、「
当
時
」

へ
の
理
解
の
姿
勢
な
の
で
あ
る
。
こ
の
解
説
者
（
柿
本
奨
）
の

い
う
と
こ
ろ
の
、「
自
目
的
」
を
相
対
化
す
る
「
他
目
的
」
こ

そ
が
述
作
の
重
要
課
題
だ
と
す
る
こ
と
は
、
一
〇
世
紀
の
著
作

と
い
う
も
の
の
物
理
的
な
条
件
や
限
界
を
考
え
た
場
合
に
、
当

然
首
肯
さ
れ
て
よ
い
見
解
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
う
し
た
〈「
古
物
語
否
定
」
否
定
説
〉

が
研
究
史
の
片
隅
に
押
し
込
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
な
ぜ
な
の

か
。
あ
る
い
は
、
一
九
六
〇
年
代
な
か
ば
以
降
の
若
い
世
代
に

は
、〈「
古
物
語
否
定
」
否
定
説
〉
が
保
守
的
、
守
旧
的
、
回
帰

的
に
見
え
た
。
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、「
新
し
い
文
学
の
創
出
」
と
い
う
よ
う
な

感
性
が
い
き
い
き
と
し
た
息
吹
き
を
感
じ
さ
せ
た
時
代
と
は
、

現
在
の
研
究
情
況
は
慎
重
に
一
線
を
画
し
た
い（

８
）。

と
述
べ
た
。
二
〇
世
紀
二
一
世
紀
の
感
覚
そ
の
ま
ま
で
古
代
に
相
応

せ
し
め
る
に
は
、
詳
細
な
検
証
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た

手
続
き
を
無
視
し
た
論
は
斯
界
に
少
な
く
な
い
が
、
無
知
の
な
せ
る

わ
ざ
と
酷
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
大
方
に
は
小
論
な
ど
は
無
視
さ
れ

る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
角
川
文
庫
「
解
説
」
の
一
節
を
無
視
し
続
け

て
き
た
現
状
は
、
む
し
ろ
研
究
の
退
歩
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文

庫
が
新
版
に
な
っ
た
た
め
、
旧
版
が
絶
版
と
な
っ
て
、
解
説
と
も
ど

も
入
手
困
難
に
な
っ
た
の
も
、
無
視
の
一
因
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
式
部
に
お
ほ
せ
ら
れ
て
つ
く
ら
せ
ら
れ
け
れ
ば

さ
て
、
永
ら
く
物
語
が
お
留
守
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
上
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
物
語
の
成
り
立
ち
に
話
頭
を
も
ど
そ
う
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
、
紫
式
部
が
ひ
と
の
依
頼
を
受
け
て
執
筆
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

と
い
う
、名
高
い
伝
説
が
あ
る
。『
石
山
寺
縁
起
』『
河
海
抄
』『
源

氏
大
鏡
』『
源
氏
の
物
語
の
お
こ
り
』
等
に
見
え
る
も
の
で
、
大
斎

院
選
子
に
新
作
の
物
語
の
依
頼
を
受
け
た
中
宮
彰
子
が
紫
式
部
に
命

じ
、
石
山
寺
に
参
籠
し
た
式
部
が
琵
琶
湖
湖
面
に
映
る
月
明
を
見
て

起
筆
し
た
、
と
い
う
内
容
の
説
話
で
あ
る
。
小
異
は
あ
る
も
の
の
、

諸
書
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。『
石
山
寺
縁
起
』
巻
四
所

収
の
も
の
が
名
高
く
、
お
そ
ら
く
こ
の
説
話
で
は
典
型
と
も
い
う
べ

き
例
と
思
わ
れ
る
。

紫
式
部
は
、
右
大
弁
藤
原
為
時
朝
臣
が
女
、
上
東
門
院
の
女
房

に
て
侍
り
け
る
に
、一
条
院
の
御
伯
母
・
選
子
内
親
王
よ
り
、「
め

づ
ら
し
か
ら
ん
物
語
や
侍
る
」と
女
院
へ
申
さ
れ
た
り
け
る
を
、

式
部
に
お
ほ
せ
ら
れ
て
つ
く
ら
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
こ
の
事
を
祈

り
申
さ
む
と
て
、
当
寺
に
七
ヶ
日
こ
も
り
侍
け
る
に
、
湖
の
か
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た
、
は
る

ぐ
と
見
渡
さ
れ
て
、
心
す
み
て
、
さ
ま

ぐ
の
風

情
眼
に
さ
へ
ぎ
り
心
に
う
か
み
け
る
を
、
と
り
あ
へ
ぬ
程
に
て

料
紙
な
ど
の
用
意
も
な
か
り
け
れ
ば
、
大
般
若
の
料
紙
の
内
陣

に
あ
り
け
る
を
、
心
の
中
に
本
尊
に
申
し
う
け
て
、
思
ひ
あ
へ

ぬ
風
情
を
書
き
続
け
け
る
。
彼
の
罪
障
懺
悔
の
た
め
に
、
大
般

若
を
一
部
書
い
て
奉
納
し
け
る
、
今
に
当
寺
に
あ
り
、
と
ぞ
。

こ
の
物
語
か
き
け
る
と
こ
ろ
を
ば
、
源
氏
の
間
と
名
づ
け
て
、

そ
の
所
変
ら
ず
ぞ
あ
る
な
る（

９
）。

　
『
石
山
寺
縁
起
』
は
、
洞
院
公
賢
（
一
二
九
一
～
一
三
六
〇
）
と

実
弟
の
石
山
寺
第
一
七
代
座
主
・
益
守
と
が
制
作
に
か
か
わ
っ
た
と

い
わ
れ
、
そ
の
成
立
は
正
中
年
間
（
一
三
二
四
～
一
三
二
六
）
と
も

い
わ
れ
る
。

ま
た
、『
河
海
抄
』
は
『
石
山
寺
縁
起
』
と
ほ
ぼ
雁
行
す
る
時
期

に
形
成
し
た
注
釈
で
あ
る
。
そ
の
巻
一
「
料
簡
」
に
起
筆
伝
説
は
、

次
の
よ
う
な
形
姿
を
見
せ
る
。

此
物
語
の
起
に
説
々
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
西
宮
左
大
臣
安
和
二

年
太
宰
権
帥
に
左
遷
せ
ら
れ
給
し
か
ば
、
藤
式
部
お
さ
な
く
よ

り
な
れ
た
て
ま
つ
り
て
な
げ
く
比
、
大
斎
院
選
子
内
親
王

村
上
女
十
宮
よ
り
上
東

門
院
へ
、「
め
づ
ら
か
な
る
草
子
や
侍
る
」
と
尋
申
さ
せ
給
に
、

「
う
つ
ほ
・
竹
と
り
や
う
の
古
物
語
は
め
な
れ
た
れ
ば
、
あ
た

ら
し
く
つ
く
り
出
し
て
た
て
ま
つ
る
べ
き
」
よ
し
式
部
に
お
ほ

せ
た
り
け
れ
ば
、
石
山
寺
に
通
夜
し
て
、
こ
の
事
を
祈
申
け
る

に
、
お
り
し
も
八
月
十
五
夜
の
月
、
湖
水
に
う
つ
り
て
、
心
の

す
み
わ
た
る
ま
ゝ
に
物
語
の
風
情
空
に
う
か
び
け
る
を
、
わ
す

れ
ぬ
さ
き
に
と
て
仏
前
に
あ
り
け
る
大
般
若
の
料
紙
を
本
尊
に

申
う
け
て
、
ま
づ
須
磨
・
明
石
の
両
巻
を
か
き
と
ゞ
め
け
り
。

是
に
よ
り
て
、
須
磨
の
巻
に
「
こ
よ
ひ
は
十
五
夜
な
り
け
り
と

お
ぼ
し
い
で
ゝ
」と
は
侍
と
か
や
。
後
に
罪
障
懺
悔
の
た
め
に
、

般
若
一
部
六
百
巻
を
み
づ
か
ら
か
き
て
奉
納
し
け
り
。
今
に
か

の
寺
に
あ
り
と
云
々
。

　

前
段
の
西
宮
左
大
臣
・
源
高
明
の
く
だ
り
を
除
き
、
他
の
内
容
は

ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
四
世
紀
前
半
の
記
録
は
残
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
に
遡
る
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
な
い
。
た

だ
『
無
名
草
子
』
源
氏
物
語
評
の
冒
頭
の
一
文
、

さ
て
も
こ
の
源
氏
作
り
出
で
た
る
こ
と
こ
そ
、思
へ
ど
思
へ
ど
、

こ
の
世
一
つ
な
ら
ず
め
づ
ら
か
に
覚
ゆ
れ
。
誠
に
仏
に
申
し
請

ひ
た
り
け
る
験
に
や
と
こ
そ
覚
ゆ
れ）

（1
（

。

と
あ
る
傍
線
部
「
仏
に
申
し
請
ひ
た
り
け
る
験
」
が
こ
の
石
山
寺
源

氏
起
筆
伝
説
を
引
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
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る
。『
源
氏
』
の
成
立
を
論
ず
る
解
説
に
は
、
ほ
ぼ
必
ず
引
か
れ
る

一
節
で
は
あ
り
な
が
ら
、
解
説
者
の
多
く
は
触
れ
る
か
『
縁
起
』
等

を
引
く
の
み
で
、「
こ
う
い
う
伝
説
も
あ
る
」
と
言
及
す
る
の
が
せ

い
ぜ
い
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
観
音
霊
験
説
話
の
類
型
の
一
つ
で
は

あ
り
、
伝
説
は
所
詮
伝
説
、
と
暗
黙
の
了
解
の
も
と
に
軽
視
（
あ
る

い
は
無
視
）
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
説
話
が
、
大
斎
院
選
子
が
中
宮
彰
子

の
も
と
に
「
め
づ
ら
し
か
ら
ん
（
め
づ
ら
か
な
る
）
物
語
（
草
子
）

や
侍
る
」
と
い
う
注
文
が
あ
り
、
彰
子
か
ら
「
式
部
に
お
ほ
せ
ら
れ

て
つ
く
ら
せ
ら
れ
け
れ
ば
（
式
部
に
お
ほ
せ
た
り
け
れ
ば
）」
と
執

筆
へ
の
動
機
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ

る
。
前
節
の
角
川
文
庫
解
説
（
柿
本
奨
）
の
い
う
「
他
目
的
」
で
あ

る
。
こ
の
話
型
は
、
後
代
に
も
ひ
き
継
が
れ
て
い
て
、
江
戸
初
期
の

『
源
氏
の
物
語
の
お
こ
り
』
の
類
に
も
強
固
に
遺
さ
れ
て
い
る
。
実

践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
『
源
氏
の
ゆ
ら
い
』
に
は
「『
世

に
古
び
た
る
は
い
か
が
せ
ん
。
珍
し
か
ら
ん
一
ふ
し
を
、
式
部
、
そ

こ
（
＝
あ
な
た
）
に
と
も
か
く
も
、
は
か
ら
ひ
て
よ
』
と
仰
す
れ
ば

…
…）

（（
（

」
と
あ
る
。
起
筆
伝
説
の
あ
ら
か
た
が
、
こ
の
よ
う
な
外
発
的

な
執
筆
要
請
に
端
緒
を
有
す
る
と
い
う
形
で
軌
を
一
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
実
際
に
大
斎
院
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、

こ
こ
で
は
議
論
し
な
い
。
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
か
ら
逸
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
伝
説
が
伝
説
で
あ
る
が
ゆ
え
に
黙
殺
さ
れ
て
き
た

こ
と
は
、
こ
う
し
た
実
名
な
い
し
デ
テ
ー
ル
に
違
和
感
を
持
つ
向
き

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
点
、伝
説
類
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。

―『
縁
起
』「
料

紙
な
ど
の
用
意
も
な
か
り
け
れ
ば
、
大
般
若
の
料
紙
の
内
陣
に
あ
り

け
る
を
、
心
の
中
に
本
尊
に
申
し
う
け
て
」、『
河
海
』「
仏
前
に
あ

り
け
る
大
般
若
の
料
紙
を
本
尊
に
申
う
け
て
」、『
源
氏
の
ゆ
ら
い
』

「
仏
前
の
般
若
（
＝
大
般
若
経
）
の
裏
を
ひ
る
が
へ
し
」
と
、必
ず
『
源

氏
』
執
筆
に
要
す
る
料
紙
の
記
載
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語
に
せ

よ
日
記
に
せ
よ
、
紙
に
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
ご
く

ご
く
あ
た
り
ま
え
過
ぎ
る
こ
と
の
前
提
が
抜
け
落
ち
る
と
、
論
は
観

念
化
し
て
し
ま
う
。
紫
式
部
は
『
源
氏
物
語
』
全
部
あ
る
い
は
一
部

の
料
紙
を
ど
の
よ
う
に
し
て
調
達
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
史
の
側
か
ら
倉
本
一
宏
が
次
の
よ
う
な
指
摘
と
提
言
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
物
語
を
文
字
と
し
て
定
着
さ
せ
る
た
め
の
紙
を
取
り

あ
げ
た
点
で
、
傾
聴
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

…
…
『
源
氏
物
語
』
を
書
き
記
す
た
め
に
は
、
い
っ
た
い
ど
れ

ほ
ど
の
紙
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
枚
の
紙
を
四
半
本
と
し
て
四
丁
と
す
る
と
、
一
丁
は
表
裏

で
二
頁
と
な
る
か
ら
、
一
紙
か
ら
八
頁
が
取
れ
る
。
現
存
最
善

本
の
写
本
と
さ
れ
て
い
る
大
島
本
を
見
た
限
り
で
大
ま
か
な
平

均
を
取
り
、
乱
暴
な
仮
定
を
行
う
と
、
一
行
に
二
〇
字
書
く
と
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し
て
、
一
頁
十
行
と
す
る
と
、
一
頁
に
は
二
〇
〇
字
、
つ
ま
り

は
一
紙
で
一
六
〇
〇
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る

（
藤
本
孝
一
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）。

　
『
源
氏
物
語
』
は
全
編
五
十
四
巻
で
九
四
万
三
一
三
五
字
で

あ
る
。
こ
れ
を
記
す
た
め
に
は
六
一
七
枚
の
料
紙
が
必
要
と
な

る
。
内
訳
は
、「
桐
壺
」
巻
か
ら
「
藤
裏
葉
」
巻
ま
で
の
第
一

部
が
四
三
万
九
四
六
五
字
で
二
九
一
枚
、「
若
菜
上
」
巻
か
ら

「
幻
」
巻
ま
で
の
第
二
部
が
一
九
万
三
八
五
一
字
で
一
二
五
枚
、

「
匂
兵
部
卿
」
巻
か
ら
「
夢
浮
橋
」
巻
ま
で
の
第
三
部
が

三
〇
万
九
八
一
九
字
で
二
〇
一
枚
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
清
書
用
の
料
紙
の
問
題
で
あ
り
、
下
書

き
用
の
紙
や
、
書
き
損
じ
て
反
故
に
し
た
紙
は
、
膨
大
な
量
に

の
ぼ
る
は
ず
で
あ
る
。
表
紙
や
裏
表
紙
用
の
紙
も
勘
定
に
入
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
一
紙
一
六
〇
〇
字
で
計
算
し
て
み

た
枚
数
だ
が
、
一
紙
を
袋
綴
に
し
て
四
〇
〇
字
を
書
い
た
場
合

に
は
、
二
三
五
五
枚
と
い
う
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
料
紙
が

必
要
と
な
っ
て
く
る
。
…
…

　

い
っ
た
い
中
級
官
人
の
未
亡
人
に
し
て
貧
乏
学
者
の
女
で
あ

る
紫
式
部
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
料
紙
が
入
手
し
得
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
下
書
き
用
に
は
為
時
の
使
い
古
し
の
反
故
紙
の
紙
背
を

使
用
し
た
に
し
て
も
、ま
さ
か
清
書
用
に
は
そ
う
は
い
く
ま
い
。

　

い
ず
れ
か
か
ら
大
量
の
料
紙
を
提
供
さ
れ
、
そ
こ
に
『
源
氏

物
語
』
を
書
き
記
す
こ
と
を
依
頼
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
可
能
性
が
も
っ
と
も
高
い
の
は
、
道
長
を
措
い
て
は
他
に
あ

る
ま
い
。『
源
氏
物
語
』
と
い
う
物
語
は
、
は
じ
め
か
ら
道
長

に
執
筆
を
依
頼
さ
れ
、
料
紙
の
提
供
を
受
け
て
起
筆
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
、
こ
こ
に
提
示
し
て
み
た
い）

（1
（

。

　

歴
史
学
か
ら
の
こ
う
し
た
問
い
か
け
に
対
し
て
、
国
文
学
の
立
場

か
ら
ど
う
応
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
が
「
は

じ
め
か
ら
道
長
に
執
筆
を
依
頼
さ
れ
」
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
起

筆
の
時
期
は
石
山
寺
の
伝
承
が
説
く
よ
う
に
出
仕
以
後
な
の
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
前
の
里
居
時
代
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
は
じ
め

か
ら
」
を
い
っ
た
ん
視
野
の
外
に
お
く
と
し
て
、
道
長
の
依
頼
を
清

書
本
と
比
定
す
べ
き
な
の
か
ど
う
か
、『
源
氏
』
の
成
立
事
情
に
絡

ん
で
多
く
の
疑
団
が
生
じ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
物
理

的
な
要
因
と
し
て
、
右
の
ご
と
く
膨
大
な
料
紙
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
事
実
は
変
え
よ
う
が
な
い
。
従
来
の
『
源
氏
』
研
究
は
こ
う
し
た

問
題
を
軽
視
し
、
な
お
ざ
り
に
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

四
　
誰
の
た
め
に
書
か
れ
る
か

そ
も
そ
も
諸
家
は
『
源
氏
物
語
』
の
執
筆
事
情
を
ど
の
よ
う
に
説

い
て
い
た
か
。
い
く
つ
か
の
叙
述
を
並
べ
て
み
よ
う
。
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⒜
…
…
長
い
未
婚
時
代
に
習
作
的
な
物
語
を
作
っ
て
い
た
ろ
う
と

は
想
像
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
現
在
の
『
源
氏
物

語
』
と
解
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
…
…
夫
の
死
後

は
物
語
を
さ
か
ん
に
作
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
、
は
じ
め

こ
ろ
に
は
習
作
的
な
も
の
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、ま
も
な
く『
源

氏
物
語
』
が
書
き
始
め
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
…
…
。

　

こ
の
執
筆
の
心
理
的
動
機
に
つ
い
て
は
…
…
将
来
に
希
望
の

な
い
未
亡
人
の
日
々
の
つ
れ
づ
れ
を
紛
ら
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
…
…
単
な
る
読
書
人
や
博
識
家
に
と
ど
ま
り
得

な
い
で
、
み
ず
か
ら
物
語
の
創
作
に
赴
い
た
理
由
は
、
よ
し
ん

ば
少
女
未
婚
時
代
か
ら
の
習
作
の
経
験
を
考
え
る
と
し
て
も
、

根
本
的
に
は
式
部
の
生ヴ

ア
イ
タ
リ
テ
イ

命
力
が
、
夫
の
死
を
機
と
し
て
凍
結
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
猛
然
と
そ
れ
を
拒
み
、

彼
女
を
し
て
積
極
的
に
み
ず
か
ら
生
き
よ
う
と
決
意
し
、
そ
れ

を
実
行
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
在
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か）

（1
（

。

⒝
…
…
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
五
月
十
五
日
、
左
大
臣
道
長
歌

合
が
そ
の
私
邸
京
極
殿
で
催
さ
れ
た
。「
三
十
講
の
折
に
、
歌

よ
む
人
々
を
召
し
て
、
三
つ
の
題
…
…
と
い
ふ
こ
と
を
よ
ま
せ

給
ふ
」（
十
巻
本
歌
合
）
…
…
こ
の
催
し
を
父
か
ら
聞
い
た
紫

式
部
は
、歌
そ
の
も
の
に
は
特
別
の
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
が
、

和
歌
を
作
る
男
性
歌
人
が
同
時
に
漢
詩
文
を
作
る
文
人
で
あ
る

と
い
う
、
何
で
も
な
い
事
実
に
、
ふ
と
興
味
を
持
っ
た
。
…
…

物
語
と
い
う
虚
構
の
世
界
の
中
で
な
ら
、
漢
詩
文
を
応
用
し
て

も
、
抵
抗
は
少
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
と
思
い
至
っ
た
時
、

式
部
の
物
語
創
作
の
方
法
の
一
つ
は
確
定
し
た
。

…
…
書
く
方
の
式
部
自
身
も
、
せ
っ
か
く
、
夫
を
失
っ
た
傷
心

を
ま
ぎ
ら
わ
す
た
め
の
絶
好
の
作
業
と
考
え
て
取
り
か
か
っ
た

創
作
が
、
数
日
で
完
成
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
面
白
く
な
い
。

ど
う
せ
、
他
人
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
二
の
次
で
、
自
分
の

楽
し
み
で
書
く
の
だ
か
ら
、
一
帖
一
帖
細
部
を
書
き
こ
ん
で
完

成
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
の
も
、
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
…

）
（1
（…

⒞
…
…
い
ろ
い
ろ
な
不
運
・
不
幸
の
果
て
に
、
乳
呑
子
を
抱
え
て

突
然
夫
に
先
立
た
れ
て
、
何
の
希
望
も
も
て
な
く
な
っ
た
時
、

今
ま
で
に
も
ま
し
て
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
か
を
考

え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
日
々
の
わ
が
身
、
わ
が
一
族
の
日
々
の

生
き
方
の
拙
さ
か
ら
、
人
間
の
心

―
反
省
と
か
覚
悟
と
か
決

意
と
か
の
精
神
の
構
え
が
、
い
か
に
頼
り
な
く
動
揺
す
る
も
の

か
を
、
じ
っ
と
観
察
・
分
析
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
う
し
て
い
る
中
で
、
本
来
、
こ
の
人
の
身
の
内
に
眠
っ

て
い
た
ら
し
い
強
靱
な
思
考
力
が
、
む
く
む
く
と
頭
を
あ
げ
て

動
き
は
じ
め
た
の
で
し
ょ
う
、
い
さ
さ
か
理
屈
っ
ぽ
い
、
骨
っ
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ぽ
い
性
格
が
物
を
言
い
は
じ
め
た
よ
う
で
す
。

…
…
（『
紫
式
部
日
記
』
の
記
事
に
よ
っ
て
）
…
…
宣
孝
の
死

後
の
一
～
二
年
間
は
、
紫
式
部
は
、
た
だ
茫
然
自
失
の
状
態
で
、

将
来
へ
の
見
通
し
も
な
く
過
ご
し
て
い
た
の
で
す
が
、や
が
て
、

読
む
だ
け
で
な
く
、
小
さ
な
物
語
で
し
ょ
う
が
、
作
る
こ
と
も

始
め
た
か
に
見
え
ま
す
。
そ
う
い
う
作
業
の
中
で
、
ど
う
や
ら

平
静
な
精
神
状
態
に
戻
っ
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
日
記
に
は
、「
源
氏
の
物
語
」
が
帝
や
中
宮
の
御
前
に
あ

る
と
か
、
人
々
に
頼
ん
で
書
写
す
る
記
事
な
ど
が
あ
り
ま
す
か

ら
、『
源
氏
物
語
』
を
書
き
始
め
た
時
期
も
、
こ
の
寛
弘
二
年

末
以
前
な
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
宮

仕
以
前
に
、
ど
の
く
ら
い
の
分
量
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
の

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん）

（1
（

。

　
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
『
源
氏
物
語
』
に
関
わ
る
記
事
が
五
箇
所

も
あ
る
け
れ
ど
も
、
起
筆
や
執
筆
の
事
情
に
つ
い
て
の
確
実
な
資
料

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
い
き
お
い
記
述
は
抽
象
的
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。⒝
の
よ
う
に
大
胆
な
推
測
を
交
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、

⒜
や
⒞
の
よ
う
に
観
念
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
特
に
⒜
は
、

一
九
六
六
年
に
旧
版
が
出
さ
れ
、
一
九
八
五
年
に
は
新
装
版
が
出
さ

れ
、
さ
ら
に
著
作
集
に
収
め
ら
れ
、
し
か
も
い
ま
だ
に
読
み
継
が
れ

て
い
る
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
の
一
節
。
こ
れ
ま
で
の
影
響
力
は
小
さ
く
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
記
述
「
式
部
の
生ヴ

ア
イ
タ
リ
テ
イ

命
力
が
…
…

凍
結
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
」
と
か
、「
猛
然
と
そ
れ
を
拒
み
、
彼

女
を
し
て
積
極
的
に
み
ず
か
ら
生
き
よ
う
と
決
意
し
」
な
ど
、
と
に

か
く
分
析
的
で
は
な
く
情
緒
的
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
一
九
五
〇

年
代
初
頭
に
書
か
れ
た
「
彼
女
の
夢
や
憧
れ
の
世
界
と
一
枚
に
な
っ

て
、
彼
女
の
魂
の
形
成
史
に
参
与
し
て
い
た
」
と
か
、「
あ
り
の
ま

ま
の
自
分
に
耐
え
、
自
分
を
現
実
の
な
か
で
見
つ
め
よ
う
と
す
る
」

と
か
い
う
よ
う
な
、
ど
こ
か
で
見
た
文
体
で
。

紙
と
い
う
媒
体
を
使
っ
た
述
作
は
す
べ
て
特
定
少
数
の
た
め
の

「
他
目
的
」
が
あ
っ
た
。「
自
目
的
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
他
目
的
」

に
付
随
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

―
と
い
う
論
こ
そ
、
現

代
人
の
感
想
文
で
あ
る
観
念
論
や
抽
象
論
を
超
え
て
、
よ
り
確
か
な

手
応
え
を
感
じ
さ
せ
る
。
観
念
論
は
、
い
く
ら
言
葉
を
重
ね
て
も
、

大
仰
な
身
ぶ
り
を
交
え
た
と
し
て
も
、
空
疎
と
い
う
ほ
か
な
い
。

「
述
作
す
べ
て
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
よ
う
な

「
日
記
」
は
も
と
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
「
物
語
」
も
ま
た

「
他
目
的
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
見
解
と
し
て
、

廣
田
收
の
次
の
論
を
見
て
み
よ
う
。

…
…
本
稿
の
目
的
は
た
だ
ひ
と
つ
、『
源
氏
物
語
』
の
初
期
形

の
本
文
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
議
論
は

さ
て
措
き
、
何
よ
り
も
ま
ず
、『
源
氏
物
語
』
は
中
宮
の
た
め
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に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
中
宮
付
き
女
房
で
あ
っ
た
紫
式

部
が
、
帝
王
学
な
ら
ぬ
中
宮
学

0

0

0

を
中
宮
に
進
講
申
し
上
げ
る
こ

と
を
意
図
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を

提
示
す
る
事
で
あ
る
。

　

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
す
に
は
前
提
が
あ
る
。

ま
ず
、
紫
式
部
が
出
仕
前
に
『
源
氏
物
語
』
の
一
部
（
も
し
く

は
そ
の
前
段
階
で
あ
る
習
作
の
物
語
）
を
、
す
で
に
書
い
て
い

た
可
能
性
―
成
立
論
の
問
題
も
存
す
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

長
編
化
に
伴
う
物
語
の
制
作
は
、
出
仕
以
後
の
問
題
と
捉
え
る

こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
、
紫
式
部
が
藤

原
道
長
の
要
請
に
従
っ
て
、
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子
の
も
と
に

出
仕
し
た
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
長
が
長
保
元

（
九
九
九
）
年
に
入
内
さ
せ
た
彰
子
は
わ
ず
か
十
二
歳
で
あ
っ

た
。
と
す
れ
ば
、
…
…
『
源
氏
物
語
』
が
中
宮
彰
子
に
「
身
代

わ
り
の
恋
の
物
語
」
と
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
さ
を
中
心

に
読
ま
れ
た
と
理
解
し
て
も
別
段
構
わ
な
い
。
た
だ
、
中
宮
彰

子
の
成
長
、
成
熟
に
応
じ
て
、
こ
の
物
語
が
複
雑
で
深
く
仕
掛

け
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
期
し
た
も
の
だ

と
考
え
た
い）

（1
（

。 

（
傍
点
、
廣
田
）

　

廣
田
の
論
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
右
の
一
節
で
主
旨
は
ほ
ぼ
尽
き

て
い
る
。『
紫
式
部
日
記
』
に
見
え
る
中
宮
へ
の
楽
府
進
講
が
、
胎

教
を
通
し
て
の
儒
教
的
治
世
の
実
現
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
こ

と
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
は
「
后
」
と
「
中
宮
」
の
語
の
使
い

分
け
が
「
帝
」
と
「
内
裏
」
の
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
、
藤
壺

の
宮
が
模
範
た
る
べ
き
中
宮
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
一
方
で

は
「
事
の
忌
み
」
と
称
し
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
は
長
恨

歌
や
王
昭
君
の
故
事
を
引
い
て
い
る
こ
と
等
々
。
い
ず
れ
も
「
中
宮

に
対
す
る
教
育
的
配
慮
」
が
背
景
に
あ
る
、と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

紫
式
部
が
彰
子
中
宮
に
『
源
氏
物
語
』
を
献
じ
た
と
き
、
中
宮

彰
子
は
中
宮
の
役
割
を
辿
り
な
が
ら
『
源
氏
物
語
』
を
読
も
う

と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
本
論
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
前
節
に
引
い
た
倉
本
一
宏
の
提
示
し

た
「
可
能
性
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
は
ず
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
に
「
教

訓
の
書
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
清
水
好
子
の
見
解
を
思
い
合
わ
さ
せ

る
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
清
水
の
そ
れ
は
、

父
の
道
長
は
娘
の
女
性
開
眼
を
必
死
に
な
っ
て
企
画
し
た
に
ち

が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
教
育
は
人
間
と
と
し
て
の
全

般
的
な
教
養
と
い
う
よ
り
は
、
い
ち
じ
る
し
く
帝
に
愛
さ
れ
る

た
め
の
も
の
、
男
を
目
当
て
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
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る）
（1
（

。

と
い
う
も
の
で
、
中
宮
と
し
て
の
理
想
像
を
目
指
す
学
的
体
系
を
見

出
そ
う
と
す
る
廣
田
収
に
対
し
て
、
や
や
矮
小
な
印
象
が
あ
る
。

と
も
か
く
、す
べ
て
の
述
作
に
「
外
的
要
請
」
が
あ
り
、「
他
目
的
」

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
が
内
発
的
な
啓
示

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
す
る
通
説
に
対
し
て
、
一
石
を
投
ず
る
も
の

に
な
ろ
う
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、「
す
べ
て
の
述
作
」
に
は
「
物
語
」

も
当
然
含
ま
れ
て
い
る
。
自
己
の
満
足
の
た
め
よ
り
も
、「
誰
の
た

め
に
書
か
れ
る
か
」
こ
そ
が
問
題
の
核
心
部
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

い
ま
、
こ
こ
で
倉
本
・
廣
田
・
清
水
に
対
峙
す
る
に
は
、
稿
者
は

準
備
不
足
と
い
う
ほ
か
な
い
。
た
だ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
前
引
の
廣

田
の
提
案
の
冒
頭
に
「『
源
氏
物
語
』
の
初
期
形
の
本
文
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
さ
て
措
き
」
と
あ
る
そ

の
一
点
が
気
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
節
に
倉
本
一
宏
説
の
問
題
点
を

挙
げ
た
が
、
廣
田
説
も
同
様
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
常
日
頃
、
よ

り
『
源
氏
物
語
』
の
「
本
文
」
を
追
究
し
て
ゆ
き
た
い
立
場
の
人
間

に
は
、
紫
式
部
が
「
中
宮
学
」
を
目
指
し
た
こ
ろ
の
『
源
氏
物
語
』

が
「
初
期
形
の
本
文
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か

―
そ
ち

ら
と
の
関
係
を
座
視
で
き
な
い
。
そ
れ
を
「
さ
て
措
」
い
た
と
こ
ろ

で
の
議
論
に
は
、
や
や
偏
頗
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
立
場
な
の
で
あ

る
。た

し
か
に
「
誰
の
た
め
に
書
か
れ
る
か
」
の
議
論
と
本
文
に
関
わ

る
議
論
と
は
相
性
が
よ
ろ
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
い
た
ず
ら
に

問
題
を
複
雑
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
現
代

的
な
感
性
で
単
純
化
し
た
と
こ
ろ
に
「
物
語
と
は
何
か
」
を
解
く
秘

鑰
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
当
の
廣
田
が
こ
う
も
言
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。特

に
『
源
氏
物
語
』
研
究
で
は
（
お
そ
ら
く
無
意
識
に
）
近
代

的
な
枠
組
み
で
も
っ
て
、
作
者
と
作
品
と
い
う
立
て
方
で
論
じ

る
こ
と
が
、
今
も
な
お
拭
い
難
い
状
況
に
感
じ
ら
れ
る）

（1
（

。

―
と
。
ま
た
、
別
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
隣
の
畑
か
ら
も
、
次
の

よ
う
な
忠
告
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
付
加
し
て
お
こ
う
。

現
在
は
「
不
特
定
多
数
の
人
が
よ
む
」
こ
と
を
考
え
て
書
い
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
過
去
に
お
い
て
、
つ
ね
に
そ
う

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
も
お
さ
え
て
お
く

必
要
が
あ
る
。「
書
く
」
と
い
う
こ
と
は
「
よ
む
」
と
い
う
こ

と
と
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
は
原
理
的
に
は
そ
う
で
あ
る
が
、

「
想
定
さ
れ
て
い
る
誰
か
が
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ

と
と
「
不
特
定
多
数
の
誰
で
も
よ
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
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こ
と
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
。「
可
読
性
」
が
保
証
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
、「
書
く
＝
言
語
の
文
字
化
」
が
意
義
を
失
う
こ
と
は

疑
い
な
い
が
、
そ
の
「
可
読
性
の
保
証
」
も
一
律
で
は
な
い
こ

と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

。

注（
１
） 

秋
山
虔
「
古
物
語
か
ら
源
氏
物
語
へ

―
そ
の
道
程
の
一
面
的
な

素
描
」（『
文
学
』
第
二
二
巻
二
号
、
一
九
五
四
年
二
月
）
よ
り
、

①
六
～
八
頁
、
②
八
頁
、
③
一
一
頁
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
引
抄
し
た
。

（
２
） 

秋
山
は
、
注
（
１
）
論
の
一
年
前
「
古
代
（
後
期
）」（『
日
本

文
学
思
潮
』
矢
島
書
店
、
一
九
五
三
年
六
月
刊
、
所
収
）
に

お
い
て
、
す
で
に
「
道
綱
母
が
苦
難
に
み
ち
た
我
が
身
の
上

に
相
通
わ
ぬ
も
の
と
し
て
、
は
な
か
ら
物
語
を
拒
否
し
た
態

度
」（
一
〇
九
頁
）
と
い
っ
て
い
た
。
注
（
１
）
論
の
先
駆
を

な
す
。
見
逃
さ
れ
そ
う
な
論
ゆ
え
、
あ
え
て
注
記
し
て
お
く
。

（
３
） 西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
學
史
』（
岩
波
全
書
149
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
一
年
一
〇
月
刊
）、
一
六
五
～
一
六
六
頁
。

（
４
） 西
郷
信
綱
『
日
本
古
代
文
学
史　

改
稿
版
』（
岩
波
全
書

一
九
六
三
年
四
月
刊
、
の
ち
『
西
郷
信
綱
著
作
集　

第
七
巻
〈
文

学
史
と
文
学
理
論
Ⅱ
／
日
本
古
代
文
学
史
〉
平
凡
社
、
二
〇
一
一

年
四
月
刊
』）。
こ
こ
で
は
著
作
集
一
四
三
～
一
四
四
頁
か
ら
引
用

し
た
。

（
５
） ま
し
て
や
、
活
字
本
（
そ
れ
も
ほ
ぼ
九
割
以
上
が
小
学
館
・
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
）
と
い
う
名
の
「
現
代
」
に
依
存
す
る
現
状

で
は
、「
古
代
」
に
根
ざ
す
こ
と
な
ど
思
い
も
寄
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

以
下
、
横
井
「
物
語
か
ら
日
記
へ
、
日
記
か
ら
物
語
へ

―
物
語

史
の
一
風
景
」（『
源
氏
物
語
の
風
景
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
三

年
五
月
刊
、
第
五
篇
第
一
章
）
に
述
べ
た
こ
と
に
も
触
れ
る
が
、

あ
え
て
こ
こ
で
は
く
り
返
し
て
お
き
た
い
。

（
６
） 石
田
穣
二
「
蜻
蛉
日
記
の
序

―
加
美
津
考
（
五
）」（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
七
巻
一
一
号
、
一
九
六
二
年
一
一
月
）

二
〇
八
～
二
〇
九
頁
。

（
７
） 

柿
本
奨『
蜻
蛉
日
記
』（
角
川
文
庫
、一
九
六
七
年
一
一
刊
）「
解
説
」。

以
下
の
引
用
は
三
三
六
～
三
三
九
頁
。

（
８
） 横
井
、
前
掲
注
（
５
）
論
、『
源
氏
物
語
の
風
景
』
第
五
篇
第
一

章
「
物
語
か
ら
日
記
へ
、
日
記
か
ら
物
語
へ

―
物
語
史
の
一
風

景
」
よ
り
、
五
八
四
頁
。

（
９
） 小
松
茂
実
編
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』（
日
本
絵
巻
大
成
18
、
中
央

公
論
社
、
一
九
七
八
年
七
月
刊
）、
一
三
六
頁
。

（
10
） 冨
倉
徳
次
郎『
無
名
草
子
評
解
』（
有
精
堂
、一
九
五
四
年
九
月
刊
）。

（
11
） 上
野
英
子
「
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
『
源
氏
の
ゆ
ら
い
』
解
題
・
影
印
・

翻
刻
（
調
査
報
告
91
）」（
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
『
年

報
』
第
二
八
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）。

（
12
） 倉
本
一
宏
『
紫
式
部
と
平
安
の
都
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
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年
一
〇
月
刊
）

（
13
） 今
井
源
衛
『
紫
式
部
』（
人
物
叢
書
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六

年
三
月
刊
）
の
ち
、『
今
井
源
衛
著
作
集
３　

紫
式
部
の
生
涯
』（
笠

間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
七
月
刊
）
所
収
。
著
作
集
六
三
～
六
四
頁
。

（
14
） 稲
賀
敬
二
『
源
氏
の
作
者　

紫
式
部
』（
日
本
の
作
家
12
、新
典
社
、

一
九
八
二
年
一
一
月
刊
）、
一
〇
九
～
一
一
一
／
一
一
三
～
一
一
四

頁
。

（
15
） 阿
部
秋
生
『「
源
氏
物
語
」
入
門
』（
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス

41
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
九
月
刊
）、
三
三
／
三
六
頁
。

（
16
） 廣
田
收
「『
源
氏
物
語
』
は
誰
の
た
め
に
書
か
れ
た
か

―
中
宮

学
に
向
け
て
」（
同
志
社
大
学
『
人
文
学
』
第
一
九
六
号
、

二
〇
一
五
年
一
一
月
）、の
ち『
古
代
物
語
と
し
て
の
源
氏
物
語
』（
武

蔵
野
書
院
、
二
〇
一
八
年
八
月
刊
）
所
収
、
一
三
頁
。

（
17
） 清
水
好
子
『
源
氏
の
女
君
（
増
補
版
）』（
塙
新
書
７
・
塙
書
房
、

一
九
六
七
年
六
月
刊
）、
七
四
頁
。

（
18
） 廣
田
収
、
前
掲
注
（
16
）
著
、
二
八
頁
。

（
19
） 今
野
真
二
『
正
書
法
の
な
い
日
本
語
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三

年
四
月
刊
）、
七
三
頁
。

（
よ
こ
い　

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）


