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し
の
び
ね
物
語

の
改
作
態
度

大

槻

修

序

い
わ
ゆ
る
作
り
物
語
が
近
古
小
説
に
移
り
ゆ
く
過
程
を
探
る

一
つ
の
材
料
と
し
て
、
こ
こ
に

「
し
の
び
ね
」
物
語
を
取
り
上
げ
、
い
さ

さ
か
卑
考
を
加
え
て
み
た
い
。

周
知
の
通
り
、

「
月
詣
和
歌
集
」

「
八
雲
御
抄
」

「
源
氏

一
品
経
表
白
」
な
ど
に
見
え
、

「
風
葉
和
歌
集
」
に
歌
三
首
と
ら
れ
た
古
本

「
し
の
び
ね
」
は
、
い
つ
の
頃
か
失
わ
れ

『
改
変
』
の
手
が
加
え
ら
れ
て
、
風
貌
の
異
な
る
現
存
本

「
し
の
び
ね
」
の
み
残
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

た
だ
問
題
は
、

『
改
変
』
と
い
う
言
葉
の
解
釈
に
あ
り
、
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
梗
概
化
を
指
す
場
合
も
あ
れ
ば
、
意
図
的
改
作

を
意
味
す
る
場
合
も
あ

っ
て
、
こ
と
は
簡
単
に
処
理
し
得
な
い
面
が
あ
ろ
う
。

原
作

「
夜
の
寝
覚
」
に
対
す
る
中
村
本

「寝
覚
物
語
」
。
原
作

「
い
は
で
し
の
ぶ
」
に
対
す
る
三
条
西
家
本

「
い
は
で
し
の
ぶ
」
。
ま
た

「
狭
衣
物
語
」
に
み
ら
れ
る
諸
本
の
異
文
―
―
加
う
る
に
最
近
紹
介
さ
れ
た
同
物
語
巻
二
の

一
部
を
と
ど
め
る
伝
後
土
御
門
院
内
侍
筆
切

の
文
章
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

『
改
変
』
の
な
さ
れ
方
に
違

っ
た
も
の
が
あ
り
、
ケ
ー
ス

・
バ
イ

・
ケ
ー
ス
と
し
て
慎
重
な
態
度
を
要
求
さ
れ

フ０
。本

稿
で
は
、
ま
ず
古
本

「
し
の
び
ね
」
か
ら
風
葉
和
歌
集
に
と
ら
れ
た
三
首
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
、
現
存
本
と
の
関
係
を
考
え
、
つ
づ
い
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て
現
存
諸
本
の
本
文
異
同
と
い
う
面
か
ら
、
そ
の

『改
変
』
の
態
度
を
探

っ
て
み
た
い
。

な
お
現
存
諸
本
の
系
統
的
分
類
に
つ
い
て
は
、
桑
原
博
史
氏
の
、
詳
細
を
極
め
た
御
研
究
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
い
ま
仮
り
に

第

一
系
統
か
ら
は
東
京
教
育
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本

（
略
称
―
教
）
、
第
二
系
統
か
ら
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本

（略
称
―
書
）
、
第
二
系
統
か

ら
蓬
左
文
庫
蔵
胡
蝶
装
本

（略
称
―
蓬
）
の
各
本
文
を
代
表
と
し
て
、
そ
の
異
同
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一

ま
ず
風
葉
和
歌
集
に
所
載
の
三
首
を
記
す
。
た
だ
都
合
上
、
風
葉
集
の
排
列
順
序
と
異
な
っ
て
い
る
。

せ
ち
に
思
ひ
け
る
女
に
こ
ゝ
ろ
に
も
あ
ら
す
へ
た
ゝ
り
に
け
れ
は
世
を
そ
む
か
ん
と
て
い
さ
ゝ
か
た
ち
よ
り
て

し
の
ひ
ね
の
中
将

囚
行
末
を
何
契
け
ん
お
も
ひ
い
る
山
ち
に
雲
の
か
ゝ
り
け
る
世
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（雑
三
、　
〓
二
七

一
）

ほ
い
と
け
て
の
ち
お
な
し
人
の
も
と
に
さ
し
お
か
せ
け
る

国
哀
と
も
思
ひ
お
こ
せ
よ
し
ら
雲
の
た
な
ひ
く
山
に
跡
た
え
ぬ
共

な
い
し
の
か
み
つ
れ
な
き
さ
ま
に
み
え
奉
り
け
れ
は
七
日
に
の
給
は
せ
け
る

０
け
ふ
さ

へ
や
た
ゝ
に
く
ら
さ
ん
た
な
は
た
の
あ
ふ
よ
は
雲
の
よ
そ
に
聞

つ
ゝ

（同
、　
〓
二
七
三
）

し
の
ひ
音
の
み
か
と
の
御
歌

（秋
上
、
三
二
〇
）
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三
谷
栄

一
氏
は
、
風
葉
和
歌
集
に
所
載
さ
れ
た
三
首
の
歌
が
、
現
存
本
に
は
見
出
せ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
歌
を
挿
む
に
ふ
さ
わ

し
い
位
置
を
文
章
の
上
で
推
定
で
き
る
と
さ
れ
、
桂
宮
本
叢
書
解
題
者
も
ほ
ぼ
同
意
見
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
三
谷
氏
は
、
物
語
の
梗
概
を
、
大
体
、　
日
本
文
学
大
辞
典
に
依
ら
れ
な
が
ら
、
中
納
言

（男
主
人
公
）

の
も
と
を
去

っ
た
姫
君

（女
主
人
公
）
の
そ
の
後
の
様
子
を
、

二
人

（私
注
―
女
主
人
公
と
尼
君
）
は
仕
方
な
く
由
縁
の
典
侍
の
所
に
身
を
寄
せ
る
。
中
納
言
は
帰

っ
て
来
て
こ
の
事
を
知
り
、
大
に

悲
し
ん
で
只
管
籠
っ
て
ゐ
る
。　
一
方
典
侍
は
心
慰
め
に
と
も
宮
仕

へ
を
奨
め
る
が
、
姫
君
は
た
ゞ
涙
に
く
れ
て
の
み
ゐ
る
。
帝
は
こ
の

由
を
聞
か
れ
、
典
侍
の
局
に
お
は
し
て
、
姫
君
を
御
覧
に
な
り
慰
め
給
ふ
も
何
の
甲
斐
も
な
い
。
帝
は
中
納
言
の
こ
の
頃
の
物
案
じ
や

噂
な
ど
を
聞
か
れ
、
こ
の
人
こ
そ
中
納
言
の
恋
人
な
ら
ん
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
御
寵
愛
の
心
日
に
添
う
て
深
く
、
日
々
に
局
を
訪
は
れ

る
。
中
納
言
は
或
る
日
、
ふ
と
局
を
窺

っ
て
帝
の
も
と
に
、
忍
音
の
姫
君
が
仕

へ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
り
、
今
は
定
ま
る
運
命
と
諦
め
て

出
家
の
決
心
を
す
る
。
そ
の
夜

一
度
姫
君
に
會
ひ
、
来
し
方
行
末
を
語

っ
て
別
れ
る
が
、
姫
君
は
諸
共
に
と
慕
は
れ
る
の
で
、
明
日
の

暮
に
迎

へ
に
参
ら
ん
と
欺
い
て
別
れ
る
。

と
説
か
れ
、
四
の
歌
は
、
そ
の
あ
と
の
現
存
本
の
本
文

い
と
ま
ご
ひ
し
給
ふ
や
う
に
て
、
御
顔
を

つ
く
ハ
ヽ
と
見
給

へ
ば
、
い
み
じ
く
な
き
は
れ
て
、
き
ら
／
ヽ
と
し
た
る
御
顔
の
い
よ
／
ヽ

光
る
や
う
に
し
ろ
く
う

つ
く
し
け
れ
ば
、
御
髪
を
か
き
や
り
て
、
か
く
物
思
は
せ
奉
る
べ
き
身
と
な
り
け
ん
宿
世
こ
そ
心
憂
け
れ
。
い

か
な
り
し
昔
の
契
り
な
ら
む
と
て
出
で
給

へ
ば
、
涙
に
暮
れ
て
、
更
に
い
づ
く

へ
ゆ
く
と
も
お
ぼ
え
給
は
ず
。

（本
文
は
、
第
二
系
統
、
続
群
書
類
従
本
）
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を
引
用
さ
れ
て
、

「
せ
ち
に
思
ひ
け
る
女
に
心
に
も
あ
ら
ず
隔
り
に
け
れ
ば
、

世
を
そ
む
か
ん
と
て
い
さ
ゝ
か
た
ち
よ
り
て
」

と
あ
る

詞
書
よ
り

見
れ

ば
、
恐
ら
く

「
い
か
な
り
し
昔
の
契
り
な
ら
む
と
て
出
で
給

へ
ば
」
と
い
ふ
そ
の
辺
で
詠
ん
で
ゐ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
れ

が
現
存
本
に
は
省
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

っ
て
、
筋
書
か
ら
い
っ
た
な
ら
、
殆
ど
不
自
然
を
感
ぜ
ず
に
適
合
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
論
を
受
け
て
、
桑
原
博
史
氏
も

「
一
つ
の
原
作
か
ら
、
物
語
の
筋
は
ほ
と
ん
ど
か
え
ず
、
叙
述
を
簡
略
化
し
歌
を
省

略
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
別
種
の
梗
概
本
を
作

っ
て
行
く
」

一
つ
の
例
と
し
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
に
、
中
納
言

が
、
帝
の
も
と
に
姫
君
が
仕
え
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
ひ
そ
か
に
対
面
し
た
最
初
は
、
あ
る
年
の
十

一
月
で
ぁ

っ
た
。

今
夜
は
こ
き
で
ん
の
参
り
給

へ
る
よ
し
き
こ
ゅ
れ
ば

、　
よ
き
ひ
ま
と
思
ひ
て
入
奉
る
。　
た
が
ひ
の
御
心
中
な
か
／
ヽ
を
し
は
か
る
べ

し
ｏ
か
つ
は
う
ら
み
、
か
つ
は
な
ぐ
さ
め
て
も
な
み
だ

つ
き
せ
ず
。

「
を
は
せ
ざ
り
し
日
よ
り
、
い
か
な
る
山
の
を
く
ま
で
も
引
こ
も

り
た
く
侍
し
か
ど
も
、
い
づ
く
に
い
か
に
し
て
す
み
給
ふ
ら
ん
と
だ
に
、
御
行
衛
の
き
か
ま
ほ
し
さ
に
、
い
ま
ゝ
で
世
に
た
ち
給
ふ
心

の
中
は
、
い
か
ば
か
り
と
か
お
ぼ
し
つ
る
。
さ
れ
ど
も
か
く
て
さ
ぶ
ら
ひ
給

へ
ば
、
さ
だ
め
は
い
と
め
で
た
か
る
べ
き
こ
と
也
。
…
…

此
世
の
た
い
め
む
は
こ
よ
ひ
ば
か
り
こ
そ
か
ぎ
り
な
ら
め
、
よ
ろ
づ
お
ぼ
し
み
だ
れ
で
、
さ
ぶ
ら
ひ
つ
き
給

へ
。
か
く
ま
で
ち
か
づ
き

奉
る
も
、
い
と
び
ん
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
い
ま
だ
御
心
と
け
ぬ
事
と
み
奉
り
し
か
ば
、
今

一
た
び
は
何
か
く
る
し
か
ら
ま
し
と
思
ひ
侍

て
ぞ
や
。
い
か
な
る
野
の
す

へ
に
て
も
、
御
こ
と
の
わ
す
れ
が
た
さ
に
、
ね
ん
ぶ
つ
も
さ
わ
る
べ
き
と
思
ふ
こ
そ
、
か
ね
て
よ
り
心
う

け
れ
」
と
い
ひ
つ
ゞ
け
て
な
き
給

へ
ば
、
ま
し
て
姫
君
の
御
心
中
い
と
ゞ
か
な
し
。

（教
１
５２
ウ
１
５３
ウ
ｏ
か
り
に
句
読
点
、
濁
点
、
「　
」
等
を
付
す
。
以
下
同
然
。）
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こ
の
文
末
、
第
二
系
統
の
蓬
左
文
庫
本
は
、

ま
し
て
姫
君
は
い
ひ
や
ら
ん
か
た
も
な
く
て
、　
ふ
し
し
づ
み
な
き
給
を
、

「
こ
う
ま
で
な
覚
し
入
そ
。

か
な
ら
ず

今

一
た
び
は
参
な

ん
」
と
の
た
ま
い
お
き
て
出
給
い
ぬ
。
た
が
ひ
の
御
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
を
し
は
か
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蓬
１
１２
ウ
）

と
共
文
が
あ
る
よ
う
に
、
年
明
け
て
も
中
納
言
は
姫
君
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
い
っ
そ
出
家
を

二
月
に
、
と
さ
だ
め
給
ふ
に
、
日
数
の
つ
も
り
行
も
さ
す
が
に
か
な
し
け
れ
ば
、

「
こ
れ
も
心
か
ら
ぞ
や
、
い
か
な
る
所

へ
も
引
ぐ
し

な
ノ　
　
て
、
ぃ
ゎ
を
の
中
に
も
、
も
ろ
共
に
す
ご
し
な
ば
や
」
と
お
ぼ
し
よ
る
を
り
／
ヽ
も
あ
れ
ど
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（教
１
５７
オ
）

心
は
と
ざ
ま
こ
う
ざ
ま
に
揺
れ
動
き
、
承
香
殿
の
方
の
馬
道
に
た
た
ず
ん
で
は
笛
を
吹
き
す
さ
び
、
帝
の
お
そ
ば
に
仕
え
る
姫
粛
を
御
簾

の
内
に
見
て
は
、
涙
し
な
が
ら
立
ち
去
る
―
―

日
々
が
す
ぎ
る
。
重
ね
て

一
夜
を
共
に
し
た
の
は
、
そ
の
二
月
で
ぁ

っ
た
。
即
ち
姫
君
が

諸
共
に
と
願
う
の
で
、

「今

一
度
立
ち
帰
り
、
明
朝
迎
え
に
く
る
か
ら
」
と
欺
い
て
、
そ
の
ま
ま
姿
を
隠
す
場
面
で
あ
る
。

こ
う
し
た
筋
を
考
え
る
に
、
現
存
本
で
は
、
姫
君
が
内
侍
に
な

っ
て
い
る
の
を
知

っ
て
、

「
か
つ
恨
み
、
か
つ
慰
め
て
」

の
、
第

一
の

逢
う
瀬
と
、
出
家
に
当

っ
て
も
う

一
度
姫
君
の
も
と
を
訪
れ
、
つ
い
虚
言
を
吐
い
て
し
ま
っ
た
第
二
の
逢
う
瀬

（後
文
）
と
、
都
合
二
回

も
夜
を
共
に
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
間
に
も
、
御
簾
を
へ
だ
て
て
―
で
は
あ
る
が
、
両
者
は
対
面
も
し
て
い
る
。

一
方
、
風
葉
所
載
歌
四
の
詞
書
を
み
る
に
、

「
こ
ゝ
ろ
に
も
あ
ら
す
へ
た
ゝ
り
に
け
れ
は
」
と
な

っ
て
い
る
。
即
ち
、
い
ざ
出
家
し
よ

う
と
決
心
し
た
男
主
人
公
が
、
女
の
も
と
に

「
い
さ
ゝ
か
た
ち
よ
る
」
ま
で
、
実
は
心
な
ら
ず
も
久
し
く
逢
わ
ず
仕
舞
い
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
か
る
点
に
い
さ
さ
か
現
存
本
の
文
章
と
な
じ
ま
な
い
も
の
が
あ
り
、　
三
谷
氏
が
指
摘
さ
れ
る

当
該
個
所

ノく 1規
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は
、
か
り
に
、
古
本

「
し
の
び
ね
」
の
場
合
、
ふ
さ
わ
し
い
場
面
と
し
て
、
歌
国
が
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
現
存
本
の
場
合
は
、
む

し
ろ
当
該
個
所
に

「
改
作
」
の
手
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
か
な
ら
ず
し
も

「殆
ん
ど
不
自
然
を
感
ぜ
ず
に
適
合
し

て
ゐ
る
」
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

加
う
る
に
、
第
二
の
逢
う
瀬
の
場
面
描
写
は
か
な
り
の
長
文
に
わ
た
り
、
読
者
の
興
味
と
関
心
を
そ
そ
る
、
い
わ
ば
本
編
の
ヤ
マ
場
で

あ
る
。
繁
を
い
と
わ
ず
、
そ
の
全
文
を
写
す
。

か
の
御

つ
ぼ
ね

へ
ま
ぎ
れ
入
給
ふ
。
よ
の
つ
ね
の
中
だ
に
も
わ
か
れ
は
か
な
し
か
る
べ
き
を
、
中
ノ
ヽ
め
も
く
れ
て

（以
下
、
「
―
見
え

奉
ら
じ
」

マ
デ
蓬
左
文
庫
本

二
長
文
ノ
異
文
ア
リ
）
も
の
も
お
ぼ
え
ず
。

「
た
ゞ
さ
ぶ
ら
ひ
つ
き
給

へ
。
野
山
の
す
へ
に
て
も
、
か
や

う
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
と
き
か
ば
、
い
と
う
れ
し
か
る
べ
し
。
い
か
な
る
か
た
へ
あ
く
が
れ
出
給
と
も
、
女
は
身
を
心
に
ま
か
せ
ぬ
も
の

に
て
、
思
ひ
の
ほ
か
な
る
こ
と
も
又
あ
ら
ば
、
い
と
ほ
ひ
な
か
る
べ
し
。
御
心
と
な
び
き
奉
り
給
と
を
も
は
ゞ
こ
そ
う
ら
み
も
あ
ら
め
、

今
よ
り
は
あ
こ
が
事
を
こ
そ
お
ぼ
さ
め
、
を
と
な
し
く
も
な
ら
ば
、
殿
も
わ
が
か
わ
り
と
お
ぼ
し
て
、
宮
づ
か
ひ
に
い
だ
し
た
て
給
は

ん
ず
ら
ん
、
さ
や
う
の
時
は
御
ら
ん
じ
も
又
は
み
奉
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
我
身
こ
そ
た
ゞ
今
よ
り
ほ
か
は
ゆ
め
な
ら
ず
し
て
見
え
奉

ら
じ
」
と
て
、
さ
め
ハ
ヽ
と
な
き
給

へ
ば
、
ひ
め
君
は
、

「
た
ゞ
い
づ
く
ま
で
も
、
も
ろ
共
に
ぐ
し
て
を
は
せ
よ
。
さ
ら
に
の
こ
り
と

ゞ
ま
ら
じ
。
を
く
ら
か
し
給
は
ん
が
心
う
き
事
」
と
し
た
ひ
給

へ
ば
、
か
く
て
は
か
な
は
じ
と
お
ぼ
し
て
、

「
さ
ら
ば
ち
か
ら
な
し
。

ぐ
し
奉
る
べ
し
。
此
く
れ
を
ま
ち
給

へ
。
ま
い
り
て
あ
か
月
に
も
ろ
共
に
出
侍
ら
ん
。
ま
づ
た
ゞ
今
は
あ
ま
り
に
あ
は
た
ゞ
し
け
れ
ば

、
今

一
ど
、
殿
の
御
か
ほ
を
も
、
あ
こ
を
も
み
侍
ら
ん
」
と
、
い
と
よ
く
す
か
し
給

へ
ば
、
あ
や
う
く
て
、

「
た
ゞ
今
ま
づ
い
づ
く
ま

で
も
ぐ
し
て
を
わ
せ
よ
」
と
て
、
は
ぢ
の
こ
と
も
お
ぼ
え
ず
、
中
納
言
に
と
り

つ
き
て
は
な
れ
給
は
ね
ば
、
心
ぐ
る
し
く
か
な
し
さ
せ

ん
か
た
な
く
て
、

「
す
か
し
奉
る
こ
と
は
あ
る
ま
じ
。
い
づ
く
ま
で
も
身
に
そ
ふ
べ
き
物
な
れ
ば
、
是
を
と
ゞ
め
侍
ら
ん
」
と
て
、
御

じ
ゆ
ず
、
あ
ふ
ぎ
を
お
き
給
。
い
と
ゞ
あ
や
し
と
思
ひ
給
て
、
せ
ん
か
た
な
く
て
な
き
給

へ
ば
、
な
さ
け
な
く
ふ
り
す
て
て
、
い
か
で
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か
出
給

べ
き
な
れ
ば
、

と
か
く
こ
し
ら

へ
給
ほ
ど
に
、　
夜
も
あ
け
が
た
に
成
ぬ
。

「
は
し
た
な
く
な
ら
ぬ
ほ
ど
に
出
侍
り
て
、　
く
れ

は
、
と
く
御
む
か

へ
に
ま
い
ら
む
。
た
と

へ
ぐ
し
奉
る
と
も
、
あ
か
く
な
れ
ば
い
と
み
ぐ
る
し
か
ら
ん
。
又
さ
り
と
て
、
此
ま
ゝ
あ
る

べ
き
な
ら
ず
、
さ
や
う
に
よ
う
い
し
て
待
給

へ
」
と
、
ま
こ
と
し
く
い
ひ
を
し

へ
て
出
給
。
め
む
だ
う
ま
で
ひ
め
君
を
く
り
給
に
、
心

づ
よ
く
は
お
ぼ
せ
し
は
な
る
れ
ど
、
こ
れ
を
か
ぎ
り
と
お
ぼ
せ
ば
、
あ
り
あ
け
月
く
ま
な
き
に
、
立
と
ゞ
ま
り
、

「
く
れ
は
、
と
く
御

む
か
ゐ
に
ま
い
ら
む
よ
」
と
て
、
御
か
ほ
を

つ
く
ハ
ヽ
と
み
給

へ
ば
、
い
み
じ
う
な
き
は
れ
た
る
御
か
ほ
の
、
い
よ
／
ヽ
ひ
か
る
や
う

に
し
ろ
く
う

つ
く
し
け
れ
ば
、
御
ぐ
し
を
か
き
や
り
て
、

「
か
く
も
の
を
も
は
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
身
と
な
り
け
む
す
く
せ
こ
そ
心
う

け
れ
。
い
か
な
る
む
か
し
の
ち
ぎ
り
に
て
、
身
も
い
た
づ
ら
に
成
ぬ
る
」
な
ど
、
か
き
く
ど
き
つ
ゝ
出
給
ふ
。
涙
に
く
れ
て
、
さ
ら
に

い
づ
く

へ
行
と
も
お
ぼ
へ
給
は
ず
。
ひ
め
君
は
、
此
く
れ
に
わ
と
お
ぼ
し
て
、
ま
ち
給
け
る
御
心
の
中
ぞ
は
か
な
か
り
け
る
。

（教
１
５９
ウ
１
６．
ゥ
）

女

の
幸
せ
を
祈

っ
て
わ
が
恋
を
捨
て
た
男
主
人
公
が
、
い
ま
別
離
の
情
も
だ
し
が
た
く
、
切
々
の
別
れ
を
告
げ
、
や
が
て
意
を
決
し
て

立
ち
去
る
シ
ー
ン
は
、

絵
巻
に
し
た
り
、

舞
台
に
か
け
れ
ば
、　
か
な
ら
ず
や
見
る
者
の
哀
切
の
涙
を
さ
そ
い
、

よ
く
似
た
構
想
を
持

つ

「
む
ぐ
ら
」

「岩
清
水
」

「小
夜
衣
」
等
に
し
て
も
、
当
該
個
所
は
、
物
語
の
最
高
潮
に
至
る

一
つ
の
場
面
で
あ
っ
て
、

「
し
の
び
ね
」

作
者
が
手
腕
を
ふ
る
い
、
男
女
主
人
公
の
、
委
曲
を
尽
く
し
た
心
理
描
写
が
な
さ
れ
て
当
然
の
筈
で
あ
る
。
狭
衣
物
語
に
お
け
る
飛
鳥
井

姫
君
に
関
し
て
、
内
閣

・
平
出
本
の
異
文
が
あ
る
よ
う
に
、
蓬
左
文
庫
本
に
、
第

一
・
第
二
系
統
と
異
な
っ
た
長
文
が
あ
る
こ
と
も
、
い

か
に
こ
の
場
面
が
世
に
う
け
た
か
を
示
す

一
つ
の
証
拠
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
る
に
、
風
葉
所
載
歌
国
の
詞
書
に
は
、

「
い
さ
ゝ
か
た
ち
よ
り
て
」
と
の
み
あ
り
、
す
で
に
小
木
喬
氏
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、

風
葉
集
の
詞
書
で
は
、
女
房
を
通
じ
て
歌
を
お
く

っ
た
と
い
う
く
ら
い
の
こ
と
で
、
親
し
く
逢

っ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。
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ほ
ど
の

「
す
げ
な
さ
」
で
あ
る
。
推
察
す
る
に
、
古
本

「
し
の
び
ね
」
に
は
、
出
家
を
決
意
し
た
彼
が
姫
君
の
も
と

へ

「
い
さ
ゝ
か
た
ち

よ
る
」
場
面
は
描
写
さ
れ
て
お
り
、
三
谷
氏
の
推
測
通
り
、
歌
間
が
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
現
存
本
の
よ
う
に
、
全
二
丁
分
に
及
ぶ
よ

う
な
両
者
対
面
の
詳
細
な
記
述
は
な
く
、
小
木
氏
の
考
え
を
援
用
す
れ
ば
、
結
局
、
男
主
人
公
は
姫
君
と
対
面
し
て
、
俗
縁
を
断

つ
べ
く

精
神
的
な
最
後
の
け
じ
目
を

つ
け
得
る
こ
と
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
本
質
的
な
心
の
整
理
の
つ
か
な
い
ま
ま
世
を
背
い
た
も
の
の
、
風
葉

所
載
歌
国
の
詞
書
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
君

へ
の
未
練
を
残
し
て
し
ま
っ
た

（現
存
本
で
は
、
男
自
づ
か
ら
以
後
の
音
信
を
断

っ
て

い
る
。
こ
の
項
後
述
）
―
―
と
い
う
筋
運
び
に
で
も
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
加
え
て
、
そ
こ
に
こ
そ
現
存
本
と
古
本
と
が
、

当
該
個
所
に
限

っ
て
み
て
も
、
内
容
的
に
著
し
く
異
な

っ
た
作
品
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
フ
シ
が
あ
り
、
三
谷
氏
が

現
存
本
は
原
作
と
筋
書
に
於
て
は
殆
ん
ど
変
り
な
く
、

全
く

符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
　
一
歩
も

原
作
か
ら
脱
線
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ

り
、
却

っ
て
そ
の
筋
を
主
人
公
中
心
の
筋
書
に
と
簡
略
化
し
て
行

っ
た
傾
向
が
見
え
る
。

と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
古
本

「
し
の
び
ね
」
を
意
図
的
に
改
作
し
、
か
な
り
物
語
の
展
開
を
増
幅
し
て
、
哀
切
極
ま
り
な
い
男
女
主
人

公
の
心
情
を
も
り
込
ん
で
新
し
く
現
存
本

「
し
の
び
ね
」
が
、
装
い
を
改
め
て
登
場
し
た
と
考
え
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
自
然
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

さ
て
、
翌
暁
、
随
身
み
つ
家
を
供
に
、
若
君
と
の
最
後
の
対
面
を
す
ま
せ
た
男
君
は
、
そ
の
ま
ま
横
川
で
出
家
す
る
。
京
に
残
さ
れ
た

男
君
の
文
は
二
通
。　
一
つ
は
母
北
の
方
へ
、　
一
つ
は
承
香
殿
の
中
納
言
の
局
へ
―
―
即
ち
女
君
に
あ
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
づ
い
て
原

文
を
引
用
す
る
。
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さ
て
、
姫
君
は
、
此
く
れ
と
の
給
し
を
ま
ち
給

へ
ど
、
み
え
給
は
ず
。
た
ば
か
り
給
ひ
て
や
と
心
う
く
お
ぼ
じ
め
す
所
に
、
此
文
を
も

ち
て
ま
い
り
た
る
に
、
い
そ
ぎ
あ
け
て
み
給

へ
ば
、
さ
ま
ハ
＼

の
こ
と
ゞ
も
か
き
給
て

「
有
明
の
月
は
雲
井
に
す
み
は
て
ゝ
よ
を
こ
そ
山
の
お
く
に
い
る
と
も

思
ひ
い
る
み
山
が
く
れ
の
す
ま
ゐ
に
も
か
た
み
に
つ
な
ぐ
人
の
を
も
か
げ

う
ち
す
て
奉
る
こ
と
、
い
か
に
う
ら
め
し
く
お
ぼ
す
ら
ん
、
さ
れ
ど
、
お
も
ふ
心
あ
れ
ば
、
ひ
た
ぶ
る
に
も
お
ぼ
し
そ
。
今
は
た
ゞ
御

か
ど
の
御
心
に
た
が
わ
で
さ
ぶ
ら
ひ
給

へ
。
い
づ
く
の
野
の
す

へ
ま
で
も
引
ぐ
し
奉
り
て
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
も
、
あ
こ
が
事
を

お
も
ふ
ゆ
え
ぞ
と
よ
」

涙
に
く
れ
て
、
え
か
き
も

つ
ゞ
け
給
は
ぬ
さ
ま
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（教
１
６５
ウ
）

三
谷
氏
は
風
葉
所
載
歌
国
に
触
れ
て
、

そ
の
詞
書
の

「
ほ
い
と
げ
て
の
ち
、
お
な
じ
人
の
も
と
に
さ
し
お
か
せ
け
る
」
か
ら
考

へ
て
も
、
恐
ら
く

「哀
と
も
思
ひ
お
こ
せ
よ
」

の
歌
が
、
右
の
二
首
の
歌
に
並
ん
で
書
か
れ
て
あ

っ
た
連
作
で
は
な
か

っ
た
か
。
そ
れ
が
三
首
目
あ
た
り
に
あ

っ
た
が
故
に
、
省
略
さ

せ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か

と
推
定
さ
れ
、
住
吉
物
語
の
例
を
参
考
に
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に

「
思
ひ
い
る
み
山
が
く
れ
の
―
」
の
歌
に
見
ら
れ
る
男
君
の
心
情
、

「
い
づ
く
の
野
の
す

へ
ま
で
も
引
ぐ
し
奉
り
て
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
ど
も
」
と
い
う
文
面
に
盛
ら
れ
た
苦
悩
、
加
え
て
、

「涙
に
く
れ

て
、
え
か
き
も

つ
ゞ
け
給
は
ぬ
さ
ま
」
だ
と
い
う
手
紙
の
状
態
な
ど
、
風
葉
所
載
歌
国
を
挿
む
に
似

つ
か
わ
し
い
条
件
は
整

っ
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
半
面
、
小
木
氏
の
よ
う
に
、
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第
二
首

（私
注
―
歌
国
）
は
、
出
家
し
て
か
ら
ひ
そ
か
に
使
を
や
っ
て
、
歌
を
さ
し
お
か
せ
た
と
い
う
の
だ
が
、
現
存
本
の
方
は
、
全

く
音
信
を
自
ら
断
っ
て
い
る
。
風
葉
集
の
歌
は
、
ま
だ
未
練
が
残
っ
て
い
る
趣
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
問
題
は
左
に
掲
げ
た
歌
国
の
詞
書
の
受
け
取
り
方
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

ほ
い
と
け
て
の
ち
お
な
し
人
の
も
と
に
さ
し
お
か
せ
け
る

男
君
が
、
み
つ
家
を
供
に
横
川

へ
赴
い
た
あ
と
、
不
審
に
思

っ
た
両
親
が
ふ
と
見
つ
け
た
二
通
の
文
。
自
分
た
ち
あ
て
の
文
面
に
驚
く
と

同
時
に
、
両
親
た
ち
は
使
を
し
て
、
急
ぎ
も
う

一
通
を
、

あ
て
名
通
り
姫
君
の
も
と
に

「
持

っ
て
ゆ
か
せ
た
」

か
ら
、

結
果
的
に
は
、

「
ほ
い
と
げ
て
の
ち
」
に
、
彼
女
の
も
と
に
男
君
が
歌
を

「
さ
し
お
か
せ
た
」
こ
と
に
も
な
り
、
三
谷
氏
の
考
え
ら
れ
る
条
件
に
か
な
う

で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

し
か
し
、
よ
り
直
接
的
な
動
作
主
と
し
て
の
男
君
を
意
識
し
た
場
合
、
出
家
し
た
あ
と
で
、
み
ず
か
ら
、
ひ
そ
か
に
使
を
や

っ
て
、
未

練
た
っ
ぷ
り
な
歌
を
姫
君
の
も
と
に

「
さ
し
お
か
せ
た
」
と
も
理
解
さ
れ
、
か
か
る
場
合
は
、
小
木
氏
の
考
え
方
が
成
り
立
つ
わ
け
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
、
現
存
本
の
当
該
場
面
と
歌
国
と
の
適
応
度
に
、
い
さ
さ
か
の
疑
念
が
湧
い
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
私
見
を
述

べ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
風
葉
所
載
歌
四
国
が
、
巻
十
八
、
雑
三
の

一
三
七

一
。
一
三
七
二
と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
て
み
た
い
。
歌
四
に
お
い
て
、

「
し
の
ひ
ね
の
中
将
」
は
、
詞
書

「
い
さ
ゝ
か
た
ち
よ
り
て
」
と
、
本
人
自
身
が
、

「
せ
ち
に
思
ひ

け
る
女
」
の
も
と

へ
立
ち
寄

っ
た
こ
と
い
う
ま
で
も
な
く
、
な
れ
ば
歌
国
の
詞
書
も
ま
た
、
素
直
に
理
解
し
て
、
出
家
し
た
あ
と
で
、
男
一

君
が
誰
か
を
使
と
し
て
、
姫
君
の
も
と

へ
歌

国
を

「
さ
し
お
か
せ
た
」

（持

っ
て
行
か
せ
た
）

と
考
え
て
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
よ
り
積
極
的
な
動
作
主
と
し
て
、
男
君
の
意
志
や
行
動
を
く
み
と
り
、
歌
国
の
詞
書
を
読
ん
だ
場
合
、
小
木
氏
の
考
え
方
に
首
肯
さ
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せ
ら
れ
る
面
が
強
い
わ
け
で
あ
る
。

当
該
場
面
、
蓬
左
文
庫
本
の
異
文
に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

さ
て
、
ひ
め
君
は
、
こ
の
く
れ
と
の
た
ま

へ
る
を
待
給

へ
ど
も
み

へ
た
ま
は
ず
。
い
つ
わ
り
給
て
や
と
こ
ゝ
ろ
う
く
お
ぼ
さ
る
ゝ
に
、

此
御
ふ
み
を
も
て
参
り
た
る
に
、
い
そ
ぎ
あ
け
て
見
給

へ
ば
、
さ
ま
た
ヽ

の
事
ど
も
書
給
て
、

「在
明
の
月
は
雲
井
に
す
み
は
て
よ
わ
れ
こ
そ
山
の
お
く
に
入
と
も

（
マ
ヽ
）

思
ひ
入
見
山
が
く
れ
の
す
ま
い
に
も
か
た
み
に
つ
る
ゝ
人
の
お
も
か
げ

う
ち
す
て
奉
る
事
、
い
か
に
う
ら
め
し
く
お
ぼ
す
ら
ん
。
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
あ
れ
ば
、
？
り
し
と
も
お
ぼ
し
い
り
そ
。
今
は
た
ゞ
御
門
の

御
心
に
た
が
は
で
さ
ぶ
ら
ひ
給

へ
。

か
な
ら
ず
九
ほ
ん
の
う
て
な
に
て
は
お
な
じ

蓮
の
さ
を
も

待
奉
ら
ん
。

唯
か
り
の
世
と
覚
し
な
・

せ
」な

ど
涙
み
だ
れ
に
書
み
だ
し
給

へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蓬
１
２５
オ
）

第

一
系
統
の
本
文
、
教
育
大
本
と
比
較
し
た
場
合
に
、
特
に
男
君
の
文
の
末
尾
が
異
な
り
、
彼
の
出
家
す
る
心
の
強
固
さ
と
、
姫
粛

へ

の
説
得
力
が
う
か
が
わ
れ
る
。
い
ま
は
わ
が
子
の
将
来
を
思

っ
て
愛
を
捨
て
よ
う
と
考
え
、
し
か
し

一
方
で
は
、
い
づ
く
の
野
末
ま
で
も
）

女
君
を
引
き
具
し
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
恋
情
に
も
ひ
き
さ
か
れ
て
、
思
い
悩
む
本
心
が
あ
り
あ
り
と
の
ぞ
い
て
い
る
前
文
に
較

べ
て
、
こ

れ
は
、
男
君
の
内
心
が
い
か
で
あ
れ
、
文
面
上
は
涙
な
が
ら
に
も
心
強
く
持

っ
て
、
女
君
を
悟
す
語
勢
に
満
ち
て
い
よ
う
。

か
か
る
場
合
、
所
載
歌
国
は
、
男
君
の
心
情
が
あ
ま
り
に
柔
弱
に
す
ぎ
、
事
こ
こ
に
及
ん
で
な
お
未
練
た

っ
ぷ
り
と
い
っ
た
風
情
が
あ

っ
て
、
当
該
場
面
に
挿
し
は
さ
む
に
し
て
は
、
い
さ
さ
か
不
釣
合
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

第

一
系
統
、
第
二
系
統
い
ず
れ
の
本
文
が
、
よ
り
原
初
的
な
も
の
か
、
本
文
の
校
合
に
よ
る

「
改
変
」
の
度
合
な
ど
、
今
後
に
残
さ
れ
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た
問
題
は
多
い
と
し
て
も
、
当
面
、
風
葉
所
載
歌
国
を
挿
し
は
さ
む
に
適
当
な
個
所
と
し
て
、
異
文
あ
る
当
該
場
面
を
考
え
る
こ
と
は
、

な
お
た
め
ら
わ
れ
る
も
の
が
残
る
の
で
あ
る
。

拙
稿
の

一
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
本

「
し
の
び
ね
」

に
お
け
る
男
主
人
公
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
姫
君
と
対
面
の
上
、
俗
縁
を
断
つ
べ

く
、
根
本
的
な
心
の
整
理
を
済
ま
せ
得
ぬ
ま
ま
、
中
途
半
端
な
状
態
で
形
式
ば
か
り
世
を
背
い
た
―
―
と
描
か
れ
て
い
た
と
仮
定
す
る
な

ら
ば
、
よ
リ
ス
ム
ー
ズ
に
歌
国
の
詞
書
が
理
解
さ
れ
、
よ
り
深
く

「
行
末
を
何
契
け
ん
ト
ー
」
の
歌
そ
の
も
の
悔
恨
の
情
も
く
み
取
り
得

よ
う
。

と
同
時
に
、
な
れ
ば
こ
そ
男
君
は
、
出
家
の
あ
と
も
姫
君
を
慕
う
心
断
ち
切
れ
ず
、
そ
の
面
影
が
身
に
添
う
て
切
な
く
、
ひ
そ
か
に
使

を
や

っ
て
、
未
練
げ
な
歌
国
を
さ
し
置
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

現
存
本
に
よ
る
と
、
後
文
で
、
忘
れ
形
見
の
子
息
、
中
将
が
、
父
中
納
言
入
道
を
訪
ね
て
劇
的
な
対
面
を
す
る
く
だ
り
、

あ
る
あ
ん
し
つ
に
た
づ
ね
よ
り
給

へ
ば
、
法
花
経
を
い
と
た
か
う
ど
く
じ
ゆ
し
て
の
ち
、
ね
ん
ぶ
つ
十
ぺ
む
ば
か
り
申
声
の
し
け
る
、

（教
１
７３
オ
）

ち
ゝ
君
は
、
中
将
に
聞
え
給
。

「此
世
の
ゑ
い
ぐ
わ
に
ほ
こ
り
て
、
後
の
世
の
や
み
わ
す
れ
給
ば
、
い
と
ゆ
め
の
や
う
な
る
世
中
に
侍

る
ぞ
」
と
て
、
御
め
を
し
の
ご
ひ
給
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（教
１
７５
ウ
）

と
あ
り
、
そ
こ
は
俗
念
を
断

っ
て
修
行
に
徹
す
る
聖
と
し
て
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
、
歌
国
を
め
ぐ

っ
て
想
像
さ
れ
る
古
本
の
描
写
か
ら

は
随
分
異
な

っ
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
は
現
存
本

「
し
の
び
ね
」
が
古
本
と
相
当
異
な

っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す

一

材
料
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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三

風
葉
所
載
歌
同
は
七
夕
の
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
存
本
に
七
夕
の
場
面
は
な
い
。
も

っ
と
も
、
悲
恋
の
姫
粛
に
つ
の
る
帝
の
愛
情
を
）

記
し
た
そ
の
後
の
状
況
を
、
現
存
本
は

秋
に
も
成
ぬ
。
よ
も
の
山

へ
の
も
み
ち
し
て
色

ゝ
に
み
ゆ
る
に
も
、

「
か
く
世
を
そ
む
き
は
つ
べ
き
は
じ
め
に
こ
そ
、
あ
り
し
さ
が
に

て
み
そ
め
し
も
、
此
世
ば
か
り
の
契
り
な
ら
じ
」
と
お
ぼ
し
出
る
に
、
た
だ
今
の
心
地
し
て
、
恋
し
き
事
か
ぎ
り
な
し
。
御
か
ど
は
、

と
か
く
心
を
と
り
給

へ
共
、
さ
ら
に
ひ
と
こ
と
ば
も
御
返
事
も
し
給
は
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（教
１
６７
ウ
〉

と
描
写
し
て
お
り
、
三
谷
氏
の
い
わ
れ
る

「
内
侍
の
か
み
つ
れ
な
き
様
に
見
え
奉
り
け
れ
ば

七
日
宣
は
せ
け
る
」

と
い
ふ
秋
七
夕
に
贈
ら
れ
た
帝
の
御
歌
Ⅲ

（私
注
―
歌
同
）

は
、
恐
ら
く
こ
の
折
あ
た
り
に
見
え
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か

と
す
る
推
定
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
帝
と

「
し
の
び
ね
」
の
姫
君
の
贈
答
歌
が

一
つ
二
つ
は
記
さ
れ
て
然
る
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
現
一

存
本
に
あ
る
総
歌
数
十
九
首
の
内
、
帝
か
ら
姫
君

へ
の
贈
歌
が

一
首
も
な
く
、
古
本
に
は
、
当
該
場
面
か
、
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

や
は
り
何
処
か
に
七
夕
の
件
が
記
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

一
応
、
推
察
さ
れ
よ
う
。
故
に
、
こ
の
項
に
関
し
て
は
、
三
谷
氏
の
い

わ
れ
る
通
り
、
古
本

「
し
の
び
ね
」
の
当
該
場
面
に
、
本
来
七
夕
の
記
事
が
あ
り
、
依
然
と
し
て
心
な
び
か
な
い
姫
君
を
前
に
、

「
け
ふ

さ

へ
や
た
ゞ
に
く
ら
さ
ん
―
―
」
と
、
そ
の
つ
れ
な
さ
を
恨
む
帝
の
御
歌
が
あ

っ
て
、
場
合
に
よ

っ
て
は
、
そ
れ
に
応
え
る
姫
君
の
苦
悩
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の
返
し
も
歌
わ
れ
て
お

っ
た
も
の
の
、
男
女
主
人
公
の
悲
恋
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
こ
に
物
語
の
増
幅
を
図
る
あ
ま
り
、
現
存
本
で
は
省

略
し
、
抜
率
し
て
し
ま

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ひ
い
て
は
そ
の
場
面
に
限

っ
て
は

「
原
作
を
梗
概
的
に
抄
緑
し
た
も
の
で
あ

っ
た
ら
し

い
」
と
す
る
三
谷
氏
の
説
を
裏
付
け
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。　
一
方
、
小
木
氏
も
い
わ
れ
る
通
り
、
現
存
本
に
は
七
夕
の
日
を
叙
し
た

一

節
は
な
い
。
考
え
る
に
、
古
本
を
全
体
的
に
書
き
改
め
、
意
図
的
に
再
編
成
す
る
上
で
、
当
該
場
面
に
本
来
あ

っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く

と
し
て
、
意
識
的
に
七
夕
の
場
面
は
叙
述
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
要
は
単
に
原
作
の
梗
概
化
と
い
う
消
極
的
な
過
程
の
内
に

七
夕
の
項
が
除
去
さ
れ
た
も
の
か
、
或
い
は
、
古
本
の
意
図
的
改
変
と
い
う
、
よ
り
積
極
的
な
過
程
を
経
て
、
七
夕
の
項
が
改
作
者
に
よ

っ
て
除
去
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
の
判
断
の
如
何
に
よ

っ
て
は
、　
一
概
に
、
筋
書
が
原
作
と
同

一
で
あ
り
な
が
ら
、
詞
章
が
梗
概
風
に
簡
略

化
さ
れ
た

一
証
左
と
し
て
、
本
項
を
と
ら
え
得
ぬ
面
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
男
君
が
、
姫
君
の
行
方
不
明
を
知

っ
た
折
、

姫
君
を
恋
い
慕

っ
て
、

す
べ
て
声
も
た
て
あ

へ
ぬ
心
地
し
て
、
む
せ
か

へ
り
給
ふ
こ
と
、
見
る
み
も
く
る
ゝ
こ
ゝ
ち
し
て
、
左
中
丼
は
か
な
し
く
見
た
て
ま

つ

り
て
、

「
あ
り
し
嵯
峨
に
や
お
は
す
ら
ん
。
た
づ
ね
ま
ゐ
ら
ん
」
と
て
、

「
ふ
み
を
た
ま
ひ
て
」
と
申
せ
ば

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
は
な

か
ノ
ヽ
夢
か
と
の
み
た
ど
ら
れ
て
」
と
さ
だ
か
な
ら
ず
か
き
て
い
だ
し
給

へ
り
。
ま
め
や
か
に
か
み
も
い
た
く
、
身
も
あ

つ
き
ま
で
な

き
こ
が
れ
た
ま

へ
ば
、
か
た
と
き
も
い
の
ち
さ

へ
あ
や
う
き
を
、
な
ど
か
く
物
お
も
ひ
の
た
ね
と
な
り
し
こ
と
ぞ
と
、
見
そ
め
け
む
な

ど
あ
り
し
秋
の
夕
さ
へ
う
ら
め
し
き
心
地
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（読
群
書
類
従
本
）

と
記
す
本
文
に
則
し
て
、
三
谷
氏
は
、

こ
の
本
文
の

「
見
そ
め
け
む
な
ど
あ
り
し
」

と
あ
る
か
ら
に
は
、　
八
月
の
頃
、

姫
君
の
山
里
の
家
を
訪
れ
て
姫
と
始
め
て
逢

っ
た
折
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に
、
こ
の
句
を
含
む
歌
を
詠
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
現
存
本
に
は
全
く
見
え
な
い
。
こ
れ
な
ど
も
恐
ら
く
現
存
本
が
抄
録
さ
れ
る

折
に
略
し
て
し
ま

っ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
ふ
。

と
述

べ
て
お
ら
れ
る
が
、
例
え
ば

（
マ
　

ヽ
）

・
か
た
と
き
も
い
の
ち
さ

へ
あ
や
う
き
を
、
な
ど
か
く
物
お
も
ひ
の
た
つ
ね
と
な
り
し
こ
と
と
、
あ
り
し
秋
の
夕
べ
さ

へ
う
ら
め
し
き
こ

ゝ
ち
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釜
日１
３５
ウ
）

・
か
た
時
の
命
さ

へ
あ
や
う
く
覚
え
給
。
か
ん
き
う
は
ん
り
月
の
前
の
は
ら
わ
た
と
う
ち
ず
ん
じ
給
て
、
な
ど
か
く
物
思
ひ
の
た
ね
と
成

し
事
ぞ
と
、
あ
り
し
秋
の
夕
部
さ

へ
う
ら
め
し
き
こ
ゝ
ち
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蓬
１
３８
オ
）

な
る
異
文
も
あ

っ
て
み
れ
ば
、
必
ら
ず
し
も
古
本
に
、
八
月
の
頃
、
男
君
が
姫
君
の
山
里
の
家
で
出
逢

っ
た
折

「
見
そ
め
け
む
」
な
る
句

を
含
ん
だ
歌
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
現
存
本
の
抄
録
さ
れ
る
時
に
省
略
さ
れ
た
―
―
と
す
る
証
拠
と
、
厳
密
な
意
味
で
は
な
り
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

掲
げ
て
み
れ
ば
、
現
存
本
諸
本
の
内
に
も
異
文
な
る
も
の
多
く
、　
一
例
を
示
せ
ば
、
帝
の
寵
愛
の
内
に
、

「
し
の
び
ね
」
の
姫
粛
も
次

第
に
心
な
ご
み
、
や
が
て
若
宮
を
出
産
す
る
く
だ
り
、
第

一
系
統
本
ま
、

あ
く
る
春
、
若
宮
を
さ

へ
う
み
奉
り
給

へ
ば
、
い
ま
だ
わ
う
子
も
お
わ
し
ま
さ
ぬ
事
を
く
ち
お
し
く
お
ぼ
じ
め
す
に
、
い
と
う
れ
し
く

お
ぼ
じ
め
さ
れ
て
、
御
さ
ひ
わ
ひ
の
め
で
た
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
や
が
て
し
よ
き
や
う
て
ん
の
女
御
と
き
こ
ゆ
。
　

（教
１
７．
ゥ
）
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と
簡
単
に
記
さ
れ
て
お
り
、
第
二
系
統
の
書
陵
部
本
も
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
第
二
系
統
に
属
す
る
蓬
左
文
庫
本
は
、
非
常
な
長
文
で
そ

の
詳
細
を
述
べ
て
い
る
。

か
く
て
年
も
帰
ぬ
。
二
月
ば
か
り
ょ
り
れ
い
な
ら
ぬ
さ
ま
に
な
や
ま
し
く
し
給
事
も
在
け
り
。
こ
ち
た
く
く
る
し
か
り
な
ど
は
し
た
ま

は
ね
ど
も
、
つ
ね
よ
り
物
ま
い
る
事
い
と
ゞ
な
く
、
ふ
し
て
の
み
お
わ
す
る
を
、
う

へ
わ
ま
た
さ
や
よ
成
人
の
あ
り
さ
ま
よ
く
も
み
し

り
た
ま
は
ね
ば
、
い
か
ゞ
お
ぼ
つ
か
な
が
ら
せ
給
て
、
内
侍
に
、
な
ど
か
く
な
や
ま
し
げ
に
み
え
給
ら
ん
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
あ
り

の
ま
ゝ
に
さ
う
し
奉
り
て
、
御
里
な
く
て
は
い
か
ゞ
侍
ら
ん
な
ど
聞
え
け
れ
ば
、
た
ぐ
い
な
く
め
づ
ら
し
と
覚
し
て
、
う

へ
の
御
は
ら

か
ら
の
式
部
卿
の
宮
な
ん
御
里
に
さ
だ
め
さ
せ
給
。
か
く
て
神
無
月
晦
日
比
よ
り
な
や
ま
し
く
し
給
て
、
ま
う
で
給
ふ
う

へ
は
、
夜
の

間
の
程
も
心
も
と
な
が
ら
せ
給
て
、
み
ず
き
や
う
な
ど
さ
ま
ハ
ヽ
に
せ
さ
せ
給
。
か
ら
う
じ
て
其
あ
か
つ
き
、
お
と
こ
御
子
に
て
生
給

へ
れ
ば
、
い
ま
だ
御
子
も
お
わ
せ
ざ
ら
ん
を
く
ち
お
し
う
お
ぼ
し
つ
る
に
、
ま
し
て
男
御
子
に
さ

へ
を
は
す
れ
ば
、
い
と
め
づ
ら
し
う

た
ぐ
い
な
き
物
に
覚
し
て
、
い
そ
ぎ
参
ら
せ
て
御
ら
ん
ず
る
に
、
め
づ
ら
か
成
ち
ご
の
御
か
た
ち
成
。
う
た
が
ひ
な
き
ま
ふ
け
の
君
と

お
も
ほ
し
か
し
づ
く
事
か
ぎ
り
な
し
、
か
ん
の
君
は
や
が
て
中
宮
と
聞
え
さ
せ
給
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（蓬
１
３２
オ
）

両
者
を
比
較
す
る
に
、
文
章
上
の
長
短
の
ほ
か
に
、

出
産
の
時
期
の
違
い
、

里
下
り
の
模
様
、

出
産
ま
で
の
帝
の
焦
燥
、

「
し
の
び

ね
」
の
姫
君
の
地
位
が
、
片
や
女
御
、
片
や
中
宮
と
、
数
え
あ
げ
れ
ば
か
な
り
内
容
面
に
差
異
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
存
諸
本
の
そ

れ
ぞ
れ
が
、
共
に

「筋
書
の
上
で

一
歩
も
原
作
か
ら
脱
線
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
原
作
を
梗
概
的
に
抄
録
し
、
短
文
化
し

た
結
果
の
作
品
」
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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結

以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
存
本

「
し
の
び
ね
」
は
、
古
本
と
相
当
異
な

っ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
が
、
加
う
る
に
、
風
葉
所
載
歌
四
０
に

み
ら
れ
る
最
終
官
職
名

「
中
将
」

「
な
い
し
の
か
み
」

「
み
か
と
」
も
、
現
存
本
で
は

「
入
道
中
納
言
」

「女
院
」

「
院
」
に
ま
で
ひ
き

つ
づ
き
発
展
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
の
継
ぎ
足
し
部
分
に
よ
る
改
変
の
度
合
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
存
本
三
系
統
の
諸
本
を

校
合
す
る
に
、
物
語
の
発
端
部
分
は
さ
し
た
る
異
動
な
く
、
例
の
女
主
人
公
が
追
い
立
て
ら
れ
て
身
を
隠
し
た
後
、
男
君
が
絶
望
す
る
あ

た
り
か
ら
異
文
が
目
立
ち
、
や
が
て
女
君
が
内
侍
と
な

っ
て

「
し
の
び
音
」
に
欺
き
、
哀
切
の
別
離
に
涙
し
た
あ
と
、
男
粛
が
出
離

・
遁

世
し
て
ゆ
く
条
は
、
は
な
は
だ
し
い
異
文
を
生
じ
て
い
る
。
桂
宮
本
叢
苦
解
題
者
は
、

恐
ら
く
平
安
末
期
の
忍
音
を
或
程
度
改
作
し
、
中
将
で
出
離
遁
世
し
た
悲
恋
の
古
物
語
の
筋
を
、
更
に
進
め
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
考

へ
ら
れ
る
。
即
ち
現
存
の
物
語
で
は
、
主
人
公
は
中
納
言
に
昇

っ
て
出
家
し
て
ゐ
る
し
、

「
し
の
び
ね
の
君
」
は
、
承
香
殿
女
御

と
な
り
女
院
に
な

っ
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
終

っ
て
ゐ
る

と
述

べ
て
い
る
が
、
要
は
か
か
る
現
象
を

「
或
程
度
」
の
改
作
と
み
る
か
、
主
題
に
か
か
わ
る

「相
当
程
度
」
の
改
作
と
考
え
る
か
の
違

い
で
あ
ろ
う
。
原
作

「
夜
の
寝
覚
」
が
、
男
女
主
人
公
を
し
て
、
悲
劇
性
の
内
に
そ
の
終
幕
を
予
想
さ
せ
る
筆
致
な
る
に
較
べ
て
、
室
町

初
期
に
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
中
村
本

（改
作
本
）
が
、
そ
れ
を

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
切
り
換
え
る
と
い
う
、
そ
れ
は
作
品
の
主
題
に
ま

で
影
響
す
る
改
変
を
行
な

っ
て
い
る
の
に
も
似
て
、
現
存
本

「
し
の
び
ね
」
の
終
幕
が
、
そ
れ
は

一
概
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
い
う
言
葉

で
い
い
切

っ
て
は
、
語
感
の
面
で
や
や
誤
解
を
招
く
面
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
、
と
は
い
う
も
の
の
、　
一
応
の
所
、
落
ち
着
い
た
状
態
で
し

め
く
く
ら
れ
て
い
る
点
、
古
本
か
ら
の
増
幅
さ
れ
た
部
分
の
意
義
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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さ
ら
に
現
存
本
の
文
末
あ
た
り
、
中
納
言
の
遺
子
が
十
二
歳
で
中
将
と
な
り
、
横
川
で
今
は
聖
と
仰
が
れ
る
父
と
対
面
の
上
、
別
れ
る

シ
ー
ン

中
将
は
か

へ
り
給
ふ
。

「
か
く
み
お
き
た
て
ま
つ
れ
ば
、
い
ま
は
お
り
／
ヽ
ま
い
り
て
み
た
て
ま

つ
ら
ん
。
と
の

・
き
た
の
か
た
き
こ

し
め
し
な
ば
、
い
か
に
ふ
し
ぎ
が
ら
せ
給
ふ
べ
き
」
な
ど
申
給
ひ
て
い
で
や
り
た
ま
は
ず
。
た
ち
か

へ
り
／
ヽ
見
給

へ
ば
、
か
う
の
け

ぶ
り
に
し
づ
み
給

へ
る
御
さ
ま
の
、
う
ら
山
し
く
も
あ
は
れ
に
も
お
ぼ
さ
る
ゝ
。
ち
ゝ
粛
は
、
中
将
に
聞
え
給
ふ

（傍
点
（教
了
一
テ
補

ナ
ウ
）
。

「
こ
の
世
の
ゑ
い
ぐ
わ
に
ほ
こ
り
て
、
の
ち
の
世
の
や
み
わ
す
れ
給
ふ
な
。

い
と
ゆ
め
の
や
う
な
る
よ
の
中
に
侍
る
ぞ
」
と

て
、
御
め
を
し
の
ご
ひ
給
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釜
ロー
３５
ウ
）

に
は
、
古
本
に
描
か
れ
て
い
な
か

っ
た
仏
教
説
話
的
な
要
素
も
新
し
く
加
え
ら
れ
た
改
作
態
度
が
想
像
さ
れ
、
古
本
の
成

っ
た
時
代
社
会

と
異
な

っ
た
思
潮
の
流
入
も
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
す
で
に
桑
原
氏
も
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
現
存
本

「
し
の
び
ね
」
に
は
、
副
詞

「
ち
と
」
が
頻
出
し
て
お
り
、

い
ま
ち
と
お
も
ひ
し
づ
め
て

い
ま
ち
と
お
も
は
せ
で

こ
こ
に
ち
と
人
の
し
の
び
て

心
く
る
し
げ
な
る
を
ち
と
物

へ
ま
ふ
づ
る
こ
と
の

ち
と
人
に
し
の
び
て

ち
と
物
ま
ふ
で
す
る

（教

・
書

（教

・
書

（童
日）

（童
日）

（蓬
）

（書

・
蓬
）

蓬 蓬
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問
　
い
ま
ち
と
も
お
と
な
し
く

（書

・
蓬
）

の
多
く
を
数
え
る
。

「
ち
と
」
は

「
あ
さ
ぢ
が
露
」
の
文
章
に
み
ら
れ
る

「
む
か
へ
」

「
を
さ
お
ひ
」

「
ひ
き
し
」

な
ど
の
語
句
や
、

「在
明
の
別
」
に
出
て
く
る

「
化
け
物
」
な
る
用
例
も
併
せ
考
え
、
い
わ
ゆ
る
王
朝
物
語
系
列
と
は
異
質
の
用
語
で
あ
り
、
平
安
末
か
ら

鎌
倉
期
に
至
る
物
語
群
の
文
章
が
、
時
代
的
、
地
域
的
、
人
為
的
そ
の
他
の
諸
要
素
を
ま
じ
え
て
、
中
世
物
語
と
し
て
の
独
得
の
、
あ
る

違

っ
た
用
語
を
含
む
文
章
を
形
づ
く

っ
て
ゆ
く
過
程
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
現
存
本

「
し
の
び
ね
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

一
節
が
れ
る
。

修

　

　

「
こ
は
ぃ
か
に
、
と
ふ
に
つ
ら
さ
の
ま
さ
る
と
か
や
こ
と
は
り
ぞ
」
と
て
、
そ
で
を
引
の
け
給

へ
ば
、

（教
１
４９
ウ
）

「
し
の
び
ね
の
内
侍
」
の
な
び
か
ぬ
気
色
に
、
帝
が
い
ら
だ
ち
、

建
長
三
年
九
月
十
三
夜
十
首
の
歌
合
に
、
山
家
秋
風

吹
く
風
も
と
ふ
に
つ
ら
さ
の
ま
さ
る
か
な
慰
め
か
ぬ
る
秋
の
山
里

入
道
前
右
大
臣

を
引
歌
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
詳
細
は
旧
稿
に
譲
る
が
、
か
か
る
引
歌
の
用
例
は
、
他
に

「
あ
さ
ぢ
が
露
」

「
あ
ま
の
か
る
も
」

「
平
家
物
語
」

「
義
経
記
」
等
に
見
え
、
い
ま
仮
り
に
、
古
本

「
し
の
び
ね
」
に
も
、
か
か
る
語
句
を
含
む

一
節
が
あ

っ
た
と
し
て
、
こ

大 槻

に 夕J

の
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の
入
道
前
右
大
臣
、
藤
原
定
雅
の
歌
を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
た
と
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
成
立
時
期
は
、
定
雅
の
歌
の
詠
ま

れ
た
建
長
三
年

（に
望
＝
歌
合
の
行
な
わ
れ
た
時
期
）
も
し
く
は
文
永
二
年

（に
８
＝
続
古
今
の
成
立
時
期
）
を
湖
る
こ
と
は
出
来
ず
、

も
し
文
永
二
年

（に
８
）
を
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
風
葉
和
歌
集
撰
進

（文
永
八
年
、
＝
に
ざ
）
の
直
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
時
点

で
、
歌
三
首
を
所
載
さ
れ
た

「
し
の
び
ね
」
物
語
の
価
値
も
ま
た
見
逃
が
せ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
加
う
る
に
、
月
詣
和
歌
集
に
見
え
る

「
忍
び
音
」
物
語
は
、
歌
集
成
立
が
寿
永
元
年

（〓
銘
）
＝
和
歌
文
学
大
辞
典
＝
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
さ
ら
に
別
種
の
吉
本

「し
の
び
ね

」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
す
で
に
幾
種
類
か
の
古
本
の
存
在
も
推
測
さ
れ
よ
う
。
ひ
い
て
は
、
の
ち
の
ち
改
作
者
の
大
い
な
る
関
心
と
興

味
を
も
引
い
た
と
思
わ
れ
る
。

す
で
に
本
稿
で
詳
述
し
、
小
木
氏
も
検
討
を
加
え
ら
れ
た
通
り
、
古
本

「
し
の
び
ね
」
は
、
風
葉
所
載
歌
四
国
０
か
ら
推
察
す
る
所
、

い
わ
ゆ
る
平
安
王
朝
物
語
的
な
男
女
主
人
公
の
優
柔
不
断
な
内
に
も
甘
美
な
悲
恋
の
物
語
―
―
と
考
え
ら
れ
る
。
姫
君
は
帝
に
寵
愛
さ
れ

る
内
侍
と
な

っ
て
も
男
君
を
忘
れ
切
れ
ず
、
恋
い
慕
う

「
し
の
び
ね
」
の
君
で
あ
り
、
男
君
も
ま
た
、
出
家
の
後
ま
で
、
今
は
内
侍
と
な

っ
て
手
の
届
か
ぬ
彼
女

へ
、
未
練
た

っ
ぷ
り
に
逢
う
瀬
を
求
め
る
歌
を
こ
っ
そ
り
送
る
―
―
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
男
女
と
も
に
確
固
た
る

個
性
を
持
た
ず
、
強
烈
な
意
志
に
乏
し
い
、
逆
に
そ
れ
だ
け
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
哀
愁

・
悲
恋
の
物
語
た
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
較
べ
て
中
納
言
入
道
が
、　
一
た
び
出
家
の
決
意
を
し
た
上
は
、
自
づ
か
ら
女
君
と
の
音
信
を
断
ち
、
仏
道
に
精
進
し
て
、
遺
児

に
無
常
を
説
く
姿

一
つ
と

っ
て
み
て
も
、
物
語
の
発
端
が

其
頃
、
時
の
い
う
し
よ
く
と
世
に
の
ゝ
し
ら
れ
給
ふ
は
、
内
の
お
ほ
い
と
の
ゝ
四
位
の
少
将
と
か
や
、
ま
こ
と
に
ひ
か
り
か
ゞ
や
き
給

ふ
御
さ
ま
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（教
１
１
オ
）

と
、
著
し
く
中
世
的
書
き
出
し
に
な

っ
て
い
る
の
と
共
に
、
そ
れ
は
、
単
に
古
本
と
筋
書
は
同

一
で
あ
り
、
詞
章
を
梗
概
風
に
簡
略
化
さ

れ
た
も
の
が
現
存
本

「
し
の
び
ね
」
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
黒
川
春
村
が
い
う

「
文
明
頃
の
偽
書
」
説
は
問
題
外
ど
し
て
も
、
そ
の
詞
章
、

構
想
、
主
題
等
の
幅
広
い
面
に
わ
た
っ
て
、
改
作
者
に
よ
る
相
当
程
度
の
意
図
的
改
作
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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注
（
１
）

藤
井
隆
氏

「
源
氏

・
狭
衣
物
語
古
筆
切
に
つ
い
て
」

（愛
知
大
学
国
文
学
会
編

「久
曽
神
昇
博
士
還
暦
記
念
研
究
資
料
集
」
＝
昭
和
四
八
年
五

月
、
風
間
書
房
）

（
２
）

桑
原
博
史
氏

「中
世
物
語
の
基
礎
的
研
究
―
資
料
と
史
的
考
察
」

（
昭
和
四
四
年
九
月
、
風
間
書
房
）
第
七
章
、
し
の
び
ね
物
語
に
つ
い
て
。

（
３
）

中
野

・
藤
井
両
氏

「増
訂
校
本
風
葉
和
歌
集
」

（
昭
和
四
五
年

一
月
、
友
山
文
庫
）
に
依
る
。

（
４
）

三
谷
栄

一
氏

「物
語
文
学
史
論
」

（
昭
和
三
八
年

一
一
月
、
有
精
堂
）
第
二
版
。
三
、
古
典
の
省
略
、
三
二
六
―
三
四
三
頁
。
以
下
、
三
谷
氏
の

論
引
用
は
本
書
に
依
る
。

（
５
）

伊
地
知

・
橋
本
両
氏

「桂
宮
本
叢
書
、
第
十
六
巻
、
物
語
二
」

（
昭
和
四
〇
年
七
月
、
養
徳
社
）
再
版
。
解
題
六
頁
。

（
６
）

注

（
２
）
参
照
。

（
７
）
　

「
の
た
ま
ふ
事
も
お
ぼ
え
給
は
ず
、
や
ゝ
た
め
ら
ひ
て
、
い
か
に
お
ぼ
す
と
も
か
ひ
あ
る
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
御
こ
ゝ
ろ
を
も
な
ぐ
さ
み
給
へ
。

御
こ
ゝ
ろ
と
み
え
本
り
給
ひ
な
ば
、
い
か
に
う
ら
み
も
ふ
か
く
侍
ら
ん
。
た
ゞ
身
づ
か
ら
の
す
く
せ
の
程
あ
さ
ま
し
う
思
ひ
侍
る
。
小
君
の
事
も
御

こ
ゝ
ろ
と
め
て
覚
し
た
づ
ね
給
へ
よ
。
お
と
な
し
く
成
侍
ら
ば
、
さ
だ
め
て
と
の
も
み
づ
か
ら
の
か
た
み
と
お
ぼ
し
て
、
殿
上
せ
さ
せ
給
い
な
ば
、

た
が
ひ
に
み
も
見
へ
も
し
た
ま
は
ん
。
身
づ
か
ら
こ
そ
た
ゞ
い
ま
よ
り
外
は
、
ゆ
め
な
ら
ず
し
て
は
ま
た
み
奉
ら
ん
事
も
か
た
か
る
べ
し
。
あ
り
し

別
よ
り
も

一
じ
ほ
こ
ゝ
ろ
う
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」

（蓬
１
１９
オ
・
ウ
）

（
８
）

注

（
４
）
二
、
読
者
と
改
作
―
説
話
上
の
改
作
、
二
八
七
頁
。

（
９
）

小
木
喬
氏

「散
逸
物
語
の
研
究
、
平
安

・
鎌
倉
時
代
編
」

（
昭
和
四
八
年
二
月
、
笠
間
書
院
）
四
四
四
―
四
四
七
頁
。
以
下
、
小
木
氏
の
論
引
用

は
本
書
に
依
る
。

（
ｌｏ
）

注

（
２
）

一
八
四
頁
。

（
１１
）

拙
稿

「あ
さ
ぢ
が
露
の
文
章
」

（平
安
文
学
研
究
、
第
四
七
韓
、
昭
和
四
六
年

一
一
月
）

（
・２
）

拙
著

「在
明
の
別
の
研
究
」

（
昭
和
四
四
年

一
〇
月
、
桜
楓
社
）
四
七
五
頁
。

（
・３
）

拙
稿

「あ
さ
ぢ
が
露
と
浅
茅
原
の
尚
侍
」

（
ビ
ブ
リ
ア
、
第
五

一
号
、
昭
和
四
七
年
六
月
）

（
・４
）

黒
川
春
村

「古
物
語
類
字
砂
」

（明
治
三
二
年
七
月
、
東
京
築
地
活
版
製
造
所
）
墨
水
遺
稿
、
六
〇
頁
。（

昭
和
四
八
年

一
〇
月
二
〇
目
）




