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論
文
要
旨

　

平
安
時
代
の
西
暦
九
百
年
前
後
に
は
、『
竹
取
物
語
』『
古
今
和
歌
集
』『
土

佐
日
記
』
等
の
仮
名
文
字
テ
ク
ス
ト
が
相
次
い
で
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
受
け
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
等
が
さ
ら
に
登
場

し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
漢
文
テ
ク
ス
ト
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
正
統
の

言
語
状
況
下
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
仮
名
文
字
テ
ク
ス
ト
と
は
何
な
の
か
。

仮
名
が
表
意
文
字
で
は
な
く
、
音
声
還
元
主
義
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
は
パ
ロ
ー
ル
（
音
声
言
語
）
の
問
題
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し

か
し
、
仮
名
も
文
字
に
は
違
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
仮
名
と
い
う
視
覚
を
媒

介
し
た
音
声
な
る
も
の
は
音
声
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
ま
た
漢
文
テ
ク
ス
ト
も

音
読
さ
れ
た
り
、
演
説
の
言
語
と
し
て
使
用
さ
れ
た
り
し
て
、
パ
ロ
ー
ル
と
し

て
の
言
語
空
間
を
構
成
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
「
原
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
い
う
概
念
を
参
考
に
し
て
、
平
安
時
代
の
仮
名
テ
ク
ス
ト
を

め
ぐ
っ
て
、
西
洋
と
は
異
な
る
日
本
固
有
の
「
パ
ロ
ー
ル
／
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」

の
関
係
構
造
を
考
え
て
み
た
い
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【 

仮
名
文
字
テ
ク
ス
ト
、
パ
ロ
ー
ル
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
、
原

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
、『
竹
取
物
語
』】

一　
『
竹
取
物
語
』
＝
物
語
文
学
の
範
例
⑴

　
『
源
氏
物
語
』
は
、『
竹
取
物
語
』
を
、「
物
語
の
出
で
き
始
め
の
祖お
や

」（「
絵
合
」

巻
）
と
し
て
大
変
高
く
評
価
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
『
竹
取
物
語
』

が
文
字
通
り
最
初
に
誕
生
し
た
物
語
文
学
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
確
か

に
『
竹
取
物
語
』
の
成
立
は
平
安
時
代
初
期
の
九
世
紀
末
ま
で
遡
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
実
際
の
成
立
年
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
物
語
文
学
史
の
始

発
に
相
応
し
い
範
例
的
物
語
た
る
こ
と
を
『
源
氏
物
語
』
は
評
価
し
て
い
る
の

だ
。

　
『
竹
取
物
語
』
は
、「
今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま

じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
事
に
つ
か
ひ
け
り
。
名
を
ば
讃
岐
の
造
と

な
む
い
ひ
け
る
。
そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る）

1
（

」
と
し

て
始
ま
る
。
い
か
に
も
昔
物
語
め
い
た
冒
頭
部
で
あ
り
、
耳
朶
に
懐
か
し
い
言

葉
の
数
々
が
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
思
っ
た
途
端
に
我
々
は
、『
竹
取
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物
語
』
作
者
の
術
中
に
は
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
確
認
か
ら
始

め
る
。

　

確
か
に
、「
今
は
昔
…
け
り
」
と
い
う
語
り
手
の
お
馴
染
み
の
口
上
、「
名
を

ば
讃
岐
の
造
み
や
つ
こと
な
む
い
ひ
け
る
」
等
の
聞
き
手
を
説
得
す
る
ご
と
き
「
な
む
」

の
多
用
、
そ
し
て
「
竹
取
の
翁
」
と
い
う
呼
称
自
体
が
、
な
に
や
ら
昔
話
め
い

た
懐
か
し
い
気
分
を
醸
し
だ
す
。
そ
し
て
こ
の
物
語
の
語
り
お
こ
し
は
、
多
く

の
求
婚
者
た
ち
が
名
乗
り
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
、「
さ
る
時
よ
り
な
む
、『
よ
ば

ひ
』
と
は
言
ひ
け
る
」
と
い
う
よ
う
に
、「
語
源
譚
」
を
以
て
ひ
と
ま
ず
閉
じ

ら
れ
る
。
こ
の
語
源
譚
の
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
後
も
五
人
の
「
色
好
み
」
に
よ

る
「
求
婚
譚
」
の
末
尾
で
、「
か
の
鉢
を
捨
て
て
、
ま
た
言
ひ
け
る
よ
り
ぞ
、

面
な
き
こ
と
を
ば
、『
は
ぢ
を
す
つ
』
と
は
言
ひ
け
る
」（
石
作
の
皇
子
）、「
こ

れ
を
な
む
、『
た
ま
さ
か
る
』
と
は
言
ひ
始
め
け
る
」（
庫
持
皇
子
）、「
と
げ
な

き
も
の
を
ば
、『
あ
へ
な
し
』
と
言
ひ
け
る
」（
右
大
臣
阿
部
御
主
人
）、「
…
…

『
あ
な
、
た
べ
が
た
』
と
言
ひ
け
る
よ
り
ぞ
、
世
に
あ
は
ぬ
こ
と
を
ば
、『
あ
な

た
へ
が
た
』
と
は
言
ひ
始
め
け
る
」（
大
納
言
大
伴
御
行
）、「
そ
れ
よ
り
な
む
、

少
し
嬉
し
い
き
こ
と
を
ば
、『
甲
斐
あ
り
』
と
は
言
ひ
け
る
」（
中
納
言
石
上
麻

呂
足
）
と
い
う
よ
う
に
繰
り
か
え
さ
れ
る
。
そ
し
て
物
語
の
最
後
は
、「
士
つ
は
も
のど

も
あ
ま
た
具
し
て
、
山
へ
登
り
け
る
よ
り
な
む
、
そ
の
山
を
『
富
士
の
山
』
と

は
名
づ
け
け
る
」
と
し
て
、
富
士
山
の
「
地
名
起
源
譚
」
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る

の
だ
。
地
名
や
言
葉
の
起
源
が
逐
一
明
か
さ
れ
る
度
ご
と
に
、
物
語
は
語
り
の

現
在
に
回
帰
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
口
承
物
語
に
み
る
典
型
的
な
語
り
の

方
法
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
口
承
的
要
素
は
多
岐
に
わ
た
り
、「
異
常
出
生

譚
」「
致
富
長
者
譚
」「
難
題
求
婚
譚
」「
天
人
女
房
譚
」「
貴
種
流
離
譚
」
等
の

話
型
な
る
も
の
の
所
在
も
確
認
さ
れ
る
が
、
今
は
省
略
に
従
う
。

　

し
か
し
、
は
た
し
て
本
当
の
と
こ
ろ
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、『
竹

取
物
語
』
は
書
か
れ
た
物
語
な
の
で
あ
っ
て
、
語
り
の
場
で
実
際
に
語
ら
れ
て

い
る
物
語
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
こ
れ
が
紙
上
の
物
語
で
あ
る
以
上
、「
今
・

こ
こ
」
で
、
語
り
手
が
聞
き
手
を
前
に
披
露
し
て
い
る
物
語
で
あ
ろ
う
は
ず
も

な
い
。
次
に
、『
竹
取
物
語
』
が
実
際
に
口
頭
で
語
ら
れ
て
い
た
物
語
を
、
速

記
・
筆
録
・
編
集
に
よ
り
成
文
化
し
た
テ
ク
ス
ト
で
な
い
こ
と
も
確
認
し
た
い
。

確
か
に
、『
万
葉
集
』
巻
十
六
に
、「
昔
有
老
翁
、
号
曰
竹
取
翁
也
。
此
翁
季
春

之
月
、
登
丘
遠
望
。
忽
値
煮
羹
之
九
箇
女
子
也
」
で
始
ま
る
『
竹
取
爺
』
の
話

が
あ
っ
て
、『
竹
取
物
語
』
成
立
の
下
地
と
し
て
、
分
厚
い
竹
取
翁
伝
承
が
あ

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
行
の
『
竹
取
物
語
』
と
い

う
テ
ク
ス
ト
が
、
実
際
に
口
承
さ
れ
た
も
の
の
筆
録
か
と
な
る
と
、
そ
れ
は
あ

り
得
な
い
議
論
で
あ
る
。
い
や
、『
万
葉
集
』
の
竹
取
伝
承
の
言
葉
に
し
て
か

ら
が
、
唐
代
の
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
を
濃
厚
に
う
け
て
お
り
、
と
て
も
生
の
伝

承
が
そ
こ
の
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、『
竹
取
物
語
』
は
初
め
か
ら
紙
上
の
口
承
物
語
と
し
て
あ
り
、

ま
た
そ
う
で
あ
る
以
上
、
い
か
に
も
口
承
ら
し
い
声
技
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る

に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
偽
装
」
で
あ
り
、
口
承
物
語
形
式
の
「
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
外
な
い
。
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
、『
竹
取
物
語
』
の

背
後
に
、
い
か
に
身
を
潜
め
よ
う
と
も
、「
作
者
」
な
る
も
の
が
厳
然
と
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
も
そ
も
実
際
の
口
承
物
語
に
作
者
な
ぞ
あ
ろ
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う
は
ず
も
な
い
。
我
々
は
、「
花
咲
爺
」「
舌
切
雀
」「
桃
太
郎
」
等
々
の
昔
話

に
作
者
を
求
め
る
こ
と
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
口
承
物
語
は
昔
か
ら
伝
承
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
存
在
根
拠
に
し
て
お
り
、
そ
こ
に
多
く
の
「
語
り
手
」
た
ち
は

い
る
が
、
そ
れ
を
創
作
し
た
作
者
は
い
な
い
。
こ
の
偽
装
の
口
承
物
語
が
実
際

の
口
承
物
語
に
似
て
い
よ
う
と
も
、
似
て
い
る
と
は
双
方
が
ま
っ
た
く
の
別
物

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
『
竹
取
物
語
』
が
「
無
署
名
」
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
口
承
の
偽
装
、

口
承
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
問
題
と
関
わ
る
。
実
際
に
作
者
が
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
匿
名
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
口
承
を
建
前
と
す
る
以

上
、
作
者
が
い
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
作
者
は
語
り
手
の

影
に
身
を
隠
す
こ
と
で
、
い
か
な
る
責
任
も
問
わ
れ
な
い
と
い
う
保
証
の
も
と

に
、
書
く
と
い
う
行
為
に
身
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

し
か
も
、『
竹
取
物
語
』
が
、「
…
…
け
り
」
の
語
り
で
あ
る
点
が
味
噌
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
求
婚
者
の
一
人
「
車
持
皇
子
」
が
、
か
ぐ
や
姫
に
課
さ
れ
た
「
蓬

莱
の
玉
の
枝
」
と
い
う
難
題
物
を
千
日
に
も
わ
た
る
苦
難
の
航
海
の
す
え
に
発

見
し
た
と
す
る
物
語
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
皇
子
の
物
語
は
、「
け
り
」
で
は

な
く
、「
き
」
の
語
り
の
方
を
採
用
し
て
い
る
。
皇
子
は
、「
一
昨
々
年
の
如
月

の
十
日
ご
ろ
に
、
難
波
よ
り
船
に
乗
り
て
、
海
の
中
に
出
で
て
、
行
く
か
む
方

も
知
ら
ず
お
ぼ
え
し
か
ど
、
思
ふ
こ
と
成
ら
で
世
の
中
に
生
き
て
何
か
せ
む
と

思
ひ
し
か
ば
、
た
だ
空
し
き
風
に
ま
か
せ
て
歩
く
。
命
死
な
ば
い
か
が
は
せ
む
。

生
き
て
あ
ら
む
か
ぎ
り
、
か
く
歩
き
て
、
蓬
莱
と
い
ふ
ら
む
山
に
あ
ふ
や
と
、

海
に
漕
ぎ
た
だ
よ
ひ
歩
き
て
、
わ
が
国
の
内
を
離
れ
て
歩
き
ま
か
り
し
に

…
…
」
と
い
う
よ
う
に
、「
き
」
に
よ
る
迫
真
の
語
り
で
、
蓬
莱
山
に
ど
の
よ

う
に
辿
り
つ
き
、
難
題
物
を
い
か
に
獲
得
し
得
た
か
を
リ
ア
ル
に
再
現
し
、
か

ぐ
や
姫
を
追
い
こ
む
。
万
事
休
す
の
か
ぐ
や
姫
を
後
目
に
、
竹
取
翁
は
、「
閨

の
う
ち
、
し
つ
ら
ひ
な
ど
す
」
等
と
し
て
結
婚
の
準
備
に
勤
し
む
。
し
か
し
、

ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
、
そ
の
玉
の
枝
が
職
人
た
ち
を
工
房
に
監
禁
し
て
作
ら

せ
た
贋
作
と
知
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
皇
子
は
責
任
を
問
わ
れ
て
、
社
会
的
に
そ

の
存
在
は
抹
消
さ
れ
る
に
い
た
る
。「
ま
こ
と
、
蓬
莱
の
木
か
と
こ
そ
思
ひ
つ

れ
。
か
く
あ
さ
ま
し
き
虚そ

ら

言ご
と

に
て
あ
り
け
れ
ば
、
は
や
返
し
給
へ
」
と
い
う
の

が
か
ぐ
や
姫
の
勝
利
宣
言
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
車
持
皇
子
の
物
語
は
、
か
ぐ

や
姫
を
絶
体
絶
命
の
窮
地
に
た
た
す
も
、
間
一
髪
の
と
こ
ろ
で
の
大
逆
転
と
い

う
ド
ラ
マ
テ
ィ
カ
ル
な
物
語
展
開
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の

も
皇
子
の
語
り
が
「
き
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

車
持
皇
子
の
物
語
は
、『
竹
取
物
語
』
自
身
が
す
る
自
己
言
及
の
物
語
で
あ

る
。
一
つ
は
、『
竹
取
物
語
』
自
体
が
「
虚
言
」
で
あ
る
こ
と
の
密
や
か
な
暴

露
で
あ
る
。
車
持
皇
子
の
物
語
と
い
う
も
っ
と
も
説
得
力
の
あ
る
語
り
が
な
ん

と
大
嘘
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
況
や
『
竹
取
物
語
』
は
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、『
竹
取
物
語
』
作
者
が
、
自
身
の
「
虚

言
」
を
「
き
」
で
は
な
く
、「
け
り
」
で
語
ら
せ
て
い
る
こ
と
の
批
評
的
意
味

で
あ
る
。「
き
」
で
語
る
こ
と
で
、
責
任
を
と
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
車
持
皇
子

に
対
し
て
、「
け
り
」
の
語
り
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
「
虚
言
」
だ
と
責
任
を

追
及
し
よ
う
に
も
誰
も
追
及
し
得
な
い
で
は
な
い
か
。
作
者
は
語
り
手
の
影
に

隠
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
語
り
手
も
自
ら
の
語
り
に
責
任
を
負
わ
な
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い
と
い
う
巧
妙
な
仕
掛
け
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
『
竹
取
物
語
』
が
「
仮
名
」
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
語
り
手
の
声
技
と

い
う
問
題
と
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、「
仮
名
」
と
い
う
音
声
に
即
座
に
還
元
さ

れ
る
透
明
な
表
現
媒
体
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
語
り
手
の
声
が
現
前
す

る
。
成
立
当
時
の
『
竹
取
物
語
』
の
表
記
は
、
漢
字
を
極
力
排
し
て
、
原
則
全

文
が
仮
名
書
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
か
に
も
語
り
手
が
「
今
・

こ
こ
」
で
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
パ
ロ
ー
ル
（
音
声
言
語
等
）
の
効
果
が
こ

こ
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の
仮
名
文
字
使
用
で
あ
る
。
た
だ
し
、
次
の
こ
と
は
確

認
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
音
声
還
元
主
義
の
仮
名
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
文
字
で
あ
り
、
音
声
そ
れ
自
体
で
は
な
い
こ
と
を
で
あ
る
。
そ

れ
は
視
覚
を
介
し
た
音
声
、
視
覚
化
さ
れ
た
音
声
で
あ
り
、
い
わ
ば
偽
装
の
音

声
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
音
声
と
で
も
評
し
得
よ
う
。

　

ま
た
、『
竹
取
物
語
』
が
口
承
物
語
よ
ろ
し
く
、
語
源
譚
や
地
名
起
源
譚
を

多
用
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
掛
詞
」
が
そ
れ
ら
語
源
譚

の
構
造
を
支
え
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
例
え
ば
、「
世
界
の
男
、
貴
な
る

も
賤
し
き
も
、
い
か
で
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
得
て
し
か
な
、
見
て
し
か
な
と
、
音

に
聞
き
め
で
て
惑
ふ
。
そ
の
あ
た
り
の
垣
に
も
、
家
の
門
に
も
、
を
る
人
だ
に

た
は
や
す
く
見
る
ま
じ
き
も
の
を
、
夜
は
安
き
寝
も
ね
ず
、
闇
の
夜
に
出
で
て

も
、
穴
を
く
じ
り
、
垣
間
見
、
惑
ひ
あ
へ
り
。
さ
る
時
よ
り
な
む
、『
よ
ば
ひ
』

と
は
言
ひ
け
る
」
と
い
う
の
は
「
よ
ば
ひ
」
の
語
源
譚
で
あ
る
。
確
か
に
「
よ

ば
ひ
」
と
い
う
言
葉
は
存
在
し
、
そ
れ
は
「
呼
ば
ひ
」
で
あ
り
、
相
手
の
名
前

を
呼
び
つ
づ
け
る
と
い
う
求
婚
の
意
を
表
す
が
、『
竹
取
物
語
』
で
は
、
な
ん

と
求
婚
者
た
ち
の
「
夜
這
ひ
」
が
語
源
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
ね

ら
わ
れ
て
い
る
表
現
上
の
効
果
は
、
滑
稽
に
し
て
卑
近
な
笑
い
で
あ
り
、
ま
さ

に
こ
れ
は
駄
洒
落
に
よ
る
「
虚
言
」
の
語
源
譚
な
の
で
あ
る
。
実
際
の
口
承
の

語
源
譚
が
話
に
信
憑
性
を
も
た
ら
す
神
聖
な
部
位
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
パ
ロ

デ
ィ
と
い
う
に
相
応
し
い
。
し
か
も
掛
詞
が
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
な
ら
で
は
の

表
現
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
い
。「
よ
ば
ひ
」
が
「
呼
ば
ひ
」
で
な
く
て

「
夜
這
ひ
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
音
声
で
は
な
く
、
漢
字
と
い
う
視
覚
作
用

が
働
い
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
口
承
物
語
の
偽
装
た
る
所
以
が
そ

ん
な
と
こ
ろ
に
も
露
呈
し
て
い
る
の
だ）

2
（

。

　

ま
た
仮
名
の
成
立
に
よ
っ
て
、
人
間
の
心
の
機
微
を
表
現
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
議
論
が
多
く
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
論
法
も
い
さ
さ
か
怪
し

い
。
こ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
ま
ず
は
人
間
の
心
な
る
も
の
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
あ

り
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
正
確
に
表
出
し
た
い
と
す
る
思
い
が
仮
名
文
の
成
立
を

促
し
た
と
な
る
わ
け
だ
が
、
議
論
は
逆
で
あ
り
、
仮
名
文
の
成
立
が
事
後
的
に

人
間
の
心
の
襞
を
発
見
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
「
事
後
的
」
と
い
う
こ
と
、
ま
さ
に
口
承
物
語
な
る
も
の
は
書
か
れ
た
物
語

の
成
立
後
に
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
口
承
物
語
し
か
存
在
し
な
い
世
界
な
ら

ば
、
口
承
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
口
承
物
語
か
ら
書

か
れ
た
物
語
、
と
い
う
成
立
順
序
で
な
く
、
書
か
れ
た
物
語
か
ら
口
承
物
語
な

る
も
の
が
分
泌
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
書
か
れ
た
物
語
こ
そ
が
口
承
物
語
の
「
出

で
き
始
め
の
祖
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
な
に
も
口
承
物
語

は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
そ
れ
は
書
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か
れ
た
口
承
物
語
を
介
し
て
幻
想
す
る
し
か
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
は
た
し

て
、
こ
の
偽
装
の
口
承
物
語
を
媒
介
し
つ
つ
、
そ
の
向
こ
う
側
に
「
始
原
」
な

る
口
承
世
界
を
措
定
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
あ
る

の
は
実
に
危
う
い
議
論
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
物
語
文
学
は
口
承
を
装
う
こ

と
で
成
立
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
際
の
口
承
物
語
以
上
に
口
承
ら
し
い
こ
と

に
な
る
で
は
な
い
か
。
偽
装
と
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
対
し
て
の
偽
装
で
は
な
く
、

偽
装
に
よ
っ
て
こ
そ
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
事
後
的
に
作
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も

そ
の
コ
ピ
ー
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
以
上
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
ら
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

例
え
ば
、
先
の
「
今
は
昔
…
…
」
と
い
う
語
り
手
の
口
上
に
し
て
も
、
こ
と

ご
と
く
の
注
釈
書
が
口
承
物
語
の
慣
用
的
冒
頭
形
式
と
評
し
て
い
る
が
、
実
際

の
口
承
物
語
が
こ
の
よ
う
な
口
調
で
始
ま
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

「
昔
々
、
あ
る
と
こ
ろ
で
…
…
」
と
い
う
昔
話
に
み
る
馴
染
み
の
冒
頭
が
書
記

さ
れ
た
際
の
拵
え
物
と
私
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
い
か
に
も
そ

れ
ら
し
く
作
ら
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
ど
う
や
ら
、
口
承
世
界
な
る

「
始
原
」
を
想
定
し
な
い
こ
と
に
は
議
論
が
始
ま
ら
な
い
ら
し
い
の
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
認
識
の
枠
組
み
そ
れ
自
体
を
相
対
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
始
原
は
文

字
通
り
の
始
原
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
現
在
と
い
う
「
結
果
」
か
ら
帰
納
さ
れ
た

好
都
合
の
「
原
因
」
が
始
原
で
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。

　

よ
く
さ
れ
る
平
安
時
代
物
語
文
学
史
の
議
論
と
し
て
、
口
承
物
語
か
ら
の
自

ず
か
ら
の
発
展
段
階
と
し
て
書
か
れ
た
物
語
が
成
立
し
た
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
し
か
し
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
議
論
を
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
発

展
・
展
開
と
い
う
か
ら
に
は
、
口
承
世
界
の
内
部
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
生

み
出
す
潜
在
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
も
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。

実
際
の
口
承
の
世
界
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
お
り
、
そ
の
内
部
か
ら
書
か
れ

た
テ
ク
ス
ト
が
生
ま
れ
で
る
必
然
性
は
な
い
。
口
承
だ
け
で
は
何
か
物
足
り
な

い
と
感
ず
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
書
記
言
語
の
世
界
に
馴
致
さ
れ
て
い
る
が
ゆ

え
の
感
性
で
し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
口
承
と
い
う
か
ら
に
は
、
先
祖
代
々
語

り
伝
え
ら
れ
て
き
た
物
語
で
あ
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
歴
史
の
問
題
、
い
わ
ば

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
（
書
く
こ
と
・
書
か
れ
た
も
の
・
文
字
等
）
の
論
理
が
孕
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
情
報
は
狭
い
村
落
共
同
体
の
な
か
で

流
通
し
さ
え
す
れ
ば
十
分
で
あ
っ
て
、
世
代
的
に
み
て
も
、
祖
父
母
の
代
か
ら

孫
へ
と
い
う
三
代
が
伝
承
の
基
本
単
位
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
口
承
さ
れ

な
く
な
っ
た
ら
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
紙
上
に
残
そ
う
と
す
る
欲
望
は
口
承
の
内
部
の
も
の
で
は
な
い
。

　

繰
り
返
す
が
、
口
承
物
語
が
語
り
手
と
聞
き
手
か
ら
な
る
村
落
共
同
体
を
発

生
基
盤
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
│
│
こ
れ
も
幻
想
か
も
し
れ
な
い
が
│
│
、

平
安
時
代
の
物
語
文
学
を
支
え
て
い
る
の
は
、
孤
独
な
作
者
と
孤
独
な
読
者
と

の
紙
を
媒
介
と
し
た
関
係
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
孤
独
と
い
っ
て
も
、
孤
独
ゆ

え
に
古
代
社
会
へ
の
憧
れ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
憧
憬
す
る
こ
と
自
体
が

か
か
る
共
同
体
に
身
を
お
い
て
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。『
風
土
記
』
や
『
古

事
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
昔
語
り
に
し
て
も
、
国
家
戦
略
に
よ
る
文
化
統
治

の
必
要
性
か
ら
採
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
一
時
期
流
行
し
た

何
々
県
昔
話
集
の
類
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
憧
れ
る
都
会

人
の
感
性
が
昔
話
の
編
纂
物
を
生
ん
だ
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
か
ら
く
口
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承
の
外
部
世
界
の
産
物
で
あ
る）

3
（

。

二　
『
竹
取
物
語
』
＝
物
語
文
学
の
範
例
⑵

　

仮
名
文
字
使
用
に
よ
っ
て
、『
竹
取
物
語
』
は
語
り
の
「
声
」
の
再
現
を
試

み
た
わ
け
だ
が
、
一
方
で
、
紀
貫
之
『
土
佐
日
記
』（
九
三
五
年
頃
成
立
）
の

よ
う
に
、
様
々
な
声
が
発
生
し
て
く
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
現
場
を
さ
な
が
ら
と

ら
え
た
「
耳
」
テ
ク
ス
ト
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。『
土
佐
日
記
』
の
編
み

だ
し
た
偽
装
の
作
者
「
女
」
は
そ
の
た
め
の
録
音
装
置
で
あ
り
、
舵
取
り
・
舟

人
・
舟
長
・
媼
・
翁
・
子
供
・
あ
る
人
…
…
の
声
々
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
さ
ら
に

は
言
葉
な
の
か
雑
音
な
の
か
判
別
し
難
い
よ
う
な
「
舟
歌
」
に
も
耳
を
傾
け
て

い
る
。
こ
の
女
作
者
は
土
佐
か
ら
都
へ
の
船
旅
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場

で
そ
こ
に
い
る
の
か
皆
目
解
ら
な
い
し
、
そ
の
場
の
人
間
関
係
に
関
わ
ろ
う
と

も
し
て
お
ら
ず
、
肉
体
性
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、

「
聞
く
」
と
い
う
純
粋
に
機
能
的
存
在
と
し
て
そ
れ
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、「
女
」
と
設
定
さ
れ
た
所
以
は
、
書
記
言
語
で
は
な
く
、
パ
ロ
ー
ル
世
界

の
住
人
た
る
こ
と
を
あ
え
て
強
調
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。

　

紀
貫
之
の
書
い
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
本
は
現
存
し
な
い
。
し
か
し
、
青
谿
書
屋

本
『
土
佐
日
記
』
な
る
本
文
が
、
今
は
失
わ
れ
た
紀
貫
之
自
筆
原
本
の
表
記
を

復
元
し
得
る
稀
有
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る）

4
（

。
そ
の
表
記

の
ル
ー
ル
を
私
流
に
翻
訳
す
る
と
、
そ
れ
は
徹
底
し
た
仮
名
表
記
と
し
て
あ

り
、
表
記
不
能
な
際
に
漢
字
音
に
よ
る
表
記
に
頼
る
こ
と
も
あ
る
が
、
訓
読
み

漢
字
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
仮
名
尽
く
し
と
い
う
こ
と

は
、
音
声
を
そ
の
ま
ま
再
現
せ
ん
と
す
る
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
因
み
に
、
定
家
本
『
土
佐
日
記
』
と
い
う
伝
本
が
あ
る
。
そ
れ
は
貫
之
自

筆
原
本
の
写
し
で
あ
る
も
決
し
て
良
好
な
本
文
で
は
な
い
が
、
最
後
二
丁
に
わ

た
っ
て
、
貫
之
の
筆
跡
を
後
世
に
遺
す
べ
く
、
そ
の
模
写
を
試
み
て
い
る
。
そ

れ
は
貫
之
の
筆
跡
を
う
か
が
い
得
る
一
等
級
の
資
料
と
し
て
一
般
に
珍
重
さ
れ

て
い
る
が
、そ
う
い
う
議
論
は
成
立
し
な
い
。貫
之
は
女
装
し
て
、『
土
佐
日
記
』

を
書
い
た
の
で
あ
り
、
と
な
る
と
、
そ
の
筆
跡
は
「
女
手
」
の
偽
装
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
貫
之
自
身
の
生
な
筆
跡
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
源
氏
が

女
手
を
習
得
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
六
条
御
息
所
の
筆
跡
を
模
倣
す
る
こ
と
か

ら
始
め
て
い
た
こ
と
を
も
想
起
さ
れ
た
い
。
ま
た
柏
木
の
女
三
の
宮
宛
の
恋
文

が
い
か
に
も
異
様
で
あ
っ
た
の
は
女
手
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が

「
男
の
手
」
以
外
に
は
み
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
無
署
名
仮
名
書
テ
ク
ス
ト
は
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
一
般

の
水
準
か
ら
み
る
と
、
漢
文
こ
そ
が
正
統
で
あ
っ
た
当
時
、「
女
手
」
と
蔑
視

さ
れ
て
い
た
仮
名
の
匿
名
文
書
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
周
縁
に
位
置
す
る
い
か
が

わ
し
い
怪
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
語
が
書
か
れ
て
い
た
紙
も
再
生
紙

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
漢
訳
仏
典
・
官
撰
史
書
・
法
律
文
書
・
漢
詩
文

等
の
公
的
文
書
類
を
支
え
て
い
る
も
の
が
漢
文
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
こ

れ
ら
文
書
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
保
証
し
て
い
る
の
だ
。

　

因
み
に
、『
竹
取
物
語
』
成
立
前
夜
の
九
世
紀
末
に
は
、
儒
者
文
人
た
ち
に

よ
る
漢
文
体
の
物
語
が
盛
ん
に
創
作
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
物
語
文
学
前
史
の
問
題
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と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
物
語
と
い
っ
て
も
、
漢
文
体
物

語
と
仮
名
の
物
語
文
学
と
の
間
に
は
、遥
か
な
る
径
庭
が
あ
る
。『
浦
島
子
伝
』、

『
道
場
法
師
伝
』（
都
良
香
）、『
富
士
山
記
』（
同
上
）、『
白
箸
翁
』（
紀
長
谷
雄
）、

『
見
遊
女
』（
大
江
以
言
）
等
々
が
現
存
し
、『
紀
家
怪
異
実
録
』（
紀
長
谷
雄
編
）、

『
善
家
秘
記
』（
三
善
清
行
編
）
等
の
逸
文
が
残
さ
れ
、
六
国
史
の
一
つ
『
日
本

三
代
実
録
』
等
に
も
物
語
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
漢
文
で

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
り
、
中
国
の
六
朝
志
怪
小
説
や
唐
代
伝
奇

小
説
体
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、『
白
箸
翁
』
に
は
、「
東
河
」

「
南
山
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
賀
茂
川
」「
吉
野
山
」
を
指
し
て

い
る
ら
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
類
の
語
彙
使
用
か
ら
も
、
日
本
を
舞
台
と
し
て

い
る
物
語
と
は
と
て
も
思
え
な
い
の
だ
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
漢
文
で
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
語
り
の
声
な
る
も
の

が
ま
っ
た
く
対
象
化
さ
れ
て
お
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　

確
か
に
『
白
箸
翁
』
に
は
、「
余
転
聴
此
言
、
猶
疑
虚
誕
」
と
か
、「
亦
恐
消

没
不
伝
於
世
。
故
記
所
聞
、
胎
於
来
葉
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
文
言
が
あ
り
、

物
語
に
お
け
る
虚
構
や
伝
承
の
問
題
に
認
識
が
及
ん
で
い
る
こ
と
は
解
る
。
し

か
し
、「
貞
観
之
末
、
有
一
老
父
。
不
知
何
人
、
亦
不
得
姓
名
。
常
遊
市
中
、

以
売
白
箸
為
業
。
時
人
号
白
箸
翁
…
…
」
と
い
う
冒
頭
部
を
み
て
も
、
こ
こ
か

ら
語
り
手
の
肉
声
を
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
名
に
よ
る
物
語
と
漢
文

の
物
語
と
の
差
違
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
ど
の

つ
ま
り
、
語
り
手
の
声
の
所
在
を
対
象
化
し
て
い
る
か
否
か
の
問
題
に
尽
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
漢
文
体
の
物
語
に
は
、
署
名
が
あ
る
こ

と
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

さ
て
、
こ
う
み
て
く
る
と
、
二
つ
の
問
題
域
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

一
つ
は
、
い
か
に
口
承
を
建
前
と
し
て
も
、
実
質
こ
れ
が
書
か
れ
た
物
語
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
な
ら
で
は
の
表
現
論
的
達
成
が
そ
こ
に
認

め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
語
り
の
視
点
の
重
層
化
、
時
間
構
造

の
複
層
化
、
人
物
像
の
自
立
と
多
層
化
、
人
物
相
互
の
関
係
構
造
、
描
写
文
・

記
録
文
の
成
立
、
会
話
文
・
内
話
文
の
成
立
、
歴
史
的
社
会
的
文
脈
の
引
用
、

和
歌
・
有
職
書
・
歴
史
書
等
の
引
用
…
…
、
こ
れ
ら
は
よ
く
問
題
と
さ
れ
る
物

語
文
学
の
言
葉
で
あ
る
が
、
パ
ロ
ー
ル
の
水
準
で
は
絶
対
到
達
不
可
能
な
書
か

れ
た
物
語
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
物
語
文
学
の
表
現
論
を

云
々
す
る
場
合
、
そ
れ
が
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
の
意
味
こ
そ
が
ま
ず

は
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
物
語
の
言
葉
は
、
口
承
物
語
と
い
う

本
当
（
？
）
の
物
語
で
は
な
く
、
机
上
の
創
作
物
語
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
可

能
性
を
十
全
に
開
花
さ
せ
得
た
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
物
語
文
学
が
口
承
を
建
前
と
し
、
自
身
が
書
か
れ
た

テ
ク
ス
ト
た
る
こ
と
を
極
力
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
世
界
の
生
成
発
展
と
と
も
に
、
自
ら
の
内
に
書
く
こ
と
の
問
題
を
は
か
ら
ず

も
醸
成
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
パ
ラ
ド
シ
カ
ル
な
自
己
言
及
的
事
態
に
対
し

て
、
ど
う
い
う
批
評
的
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

　
『
竹
取
物
語
』
に
話
し
を
戻
す
。
物
語
も
終
盤
、
八
月
十
五
夜
の
か
ぐ
や
姫

が
月
へ
帰
還
す
る
場
面
で
、「
文
（
手
紙
）」「
不
死
の
薬
」「
衣
」
の
モ
チ
ー
フ

が
次
々
と
繰
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
か
ぐ
や
姫
が
地
上
に
生
誕
し
た
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こ
と
で
、
天
上
の
月
世
界
と
地
上
の
人
間
世
界
と
が
最
大
限
接
近
し
、
交
渉
す

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
物
語
が
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
、
双
方
の
世
界
を
再
び
引
き
離
し
、
ま
っ
た
き
別
物
と
し
て
再
措
定
す
べ
く

招
来
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
群
で
あ
る
。

　

か
ぐ
や
姫
は
、
天
人
持
参
の
不
死
の
薬
を
嘗
め
、
そ
し
て
天
の
羽
衣
を
身
に

纏
う
や
、「
翁
を
『
い
と
ほ
し
、
か
な
し
』
と
思
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
」
と

な
る
。
か
ぐ
や
姫
は
既
に
翁
に
対
し
て
、「
か
の
都
の
人
は
、
い
と
け
う
ら
に
、

老
い
を
せ
ず
な
む
。
思
ふ
こ
と
も
な
く
侍
る
な
り
」
と
も
い
っ
て
い
た
。
天
上

世
界
の
生
は
永
遠
で
あ
り
、
喜
怒
哀
楽
の
情
も
な
い
と
さ
れ
、
不
死
の
薬
・
天

の
羽
衣
と
い
う
両
モ
チ
ー
フ
は
、
地
上
化
し
た
か
ぐ
や
姫
を
か
か
る
天
上
世
界

へ
と
復
帰
さ
せ
る
べ
く
機
能
す
る
。
永
遠
の
生
を
恢
復
し
た
か
ぐ
や
姫
は
、
人

間
世
界
で
の
記
憶
一
切
も
消
え
失
せ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

問
題
は
地
上
側
の
対
応
に
あ
る
。
翁
夫
婦
に
は
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
、
こ
の
不

死
の
薬
の
一
部
と
形
見
の
文
、
そ
し
て
天
の
羽
衣
に
着
替
え
る
際
に
脱
ぎ
捨
て

た
衣
が
残
さ
れ
る
。
帝
に
も
、
文
と
不
死
の
薬
が
贈
ら
れ
る
。
翁
夫
婦
は
か
ぐ

や
姫
が
い
な
い
以
上
、「
何
せ
む
に
か
、
命
も
惜
し
か
ら
む
。
誰
が
た
め
に
か
。

何
事
も
用
も
な
し
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
詮
な
い
こ
と
と
し
て
薬
も
服
さ

な
い
し
、
手
紙
も
み
よ
う
と
し
な
い
。
形
見
の
衣
の
扱
い
に
つ
い
て
は
語
ら
れ

な
い
が
、
お
そ
ら
く
捨
て
お
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
帝
は
富
士
山
頂
で
、

そ
の
手
紙
と
不
死
の
薬
と
を
焼
却
す
る
。
も
し
彼
ら
が
不
死
の
薬
を
服
し
た
な

ら
ば
、
永
遠
の
命
を
得
る
こ
と
が
で
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
は
死
ぬ
べ

き
人
間
と
し
て
の
運
命
を
選
び
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
、
双
方
の
世
界
は
弁

別
さ
れ
、
現
在
に
ま
で
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

翁
夫
婦
は
手
紙
に
つ
い
て
も
取
り
あ
わ
ず
、
帝
も
そ
れ
を
焼
却
し
て
い
る
以

上
、
い
ず
れ
記
憶
の
世
界
か
ら
も
か
ぐ
や
姫
の
存
在
は
消
え
失
せ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
か
ぐ
や
姫
が
地
球
上
に
い
た
と
い
う
痕
跡
は
無
く
な
り
、
物
語
世
界
の

終
局
に
い
た
っ
て
、
す
べ
て
は
パ
ロ
ー
ル
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
物
語
冒
頭
の
、「
今
は
昔
、
竹
取
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
」

と
い
う
語
り
の
声
に
回
帰
す
る
。
か
ぐ
や
姫
の
物
語
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
彼

女
が
こ
の
地
上
に
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
よ
う
な
痕
跡
、
そ
う
い
う
も
の
に
一

切
頼
ら
な
い
地
点
か
ら
『
竹
取
物
語
』
は
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
竹
取
物
語
』
は
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
ゆ
え
に
、

今
に
伝
わ
り
、
我
々
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
こ
こ
に

あ
る
。

　

こ
こ
で
、
不
死
の
薬
＝
文
、
と
い
う
等
式
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
こ

れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
、
寿
命
が
あ
り
、「
今
・
こ
こ
」
を
生
き
る
し
か
な
い
人

間
世
界
に
投
与
さ
れ
た
薬
で
あ
る
。
不
死
の
薬
と
い
う
な
ん
と
も
蠱
惑
的
な
妙

薬
に
つ
い
て
は
も
は
や
説
明
を
要
さ
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
不
死
の
薬
が
手

紙
の
喩
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
手
紙
は
、
か
ぐ
や
姫
が
地
上
か
ら
い
な
く

な
ろ
う
と
も
、
文
字
を
媒
介
に
回
想
の
時
空
で
蘇
生
さ
せ
得
る
媒
体
で
あ
り
、

「
今
・
こ
こ
」
の
限
界
性
、
そ
し
て
「
死
」
の
限
界
性
を
越
え
得
る
メ
デ
ィ
ア

で
あ
る
。
手
紙
や
文
字
は
人
間
の
外
側
に
存
在
す
る
が
、
ま
さ
に
薬
を
服
す
る

よ
う
に
、
文
字
を
内
在
化
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
記
憶
力
を
賦
活
せ
し
め
る
効

薬
た
り
得
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
地
上
世
界
は
、「
今
・
こ
こ
」
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の
パ
ロ
ー
ル
の
世
界
と
措
定
さ
れ
、
か
ぐ
や
姫
は
不
死
の
薬
を
服
用
す
る
こ
と

で
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
世
界
へ
と
放
逐
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

帝
や
翁
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
不
死
の
薬
も
手
紙
も
あ
ま
り
に
魅
力

的
で
あ
り
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
モ
チ
ー
フ
は
、「
今
・
こ
こ
」
を
生
き

る
し
か
な
い
人
間
を
、
そ
の
外
の
世
界
へ
と
誘
う
「
良
薬
」
で
あ
り
つ
つ
、
ま

さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
「
毒
薬
」「
劇
薬
」
た
り
得
て
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
彼
ら
は
最
終
的
に
そ
れ
を
摂
取
す
る
こ
と
な
く
、
外
へ
と
排
除
す
る
に

い
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
や
、
さ
ら
に
逆
説
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
月
の
世
界

に
は
な
ん
の
感
情
も
な
く
、
寿
命
す
ら
も
が
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
こ
は

死
の
世
界
と
同
義
で
あ
り
、
そ
こ
に
参
入
す
る
薬
と
は
毒
薬
以
外
で
は
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

因
み
に
、
何
の
痕
跡
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
『
竹
取
物
語
』
が
語
ら
れ
て
い
る

と
し
た
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
と
い
う
議
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

い
う
の
も
、『
竹
取
物
語
』
の
世
界
に
は
、
か
ぐ
や
姫
が
こ
の
地
上
に
い
た
こ

と
を
証
す
る
様
々
な
遺
物
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
地
名
起
源
譚
や
語
源
譚
、
そ

し
て
難
題
求
婚
譚
の
結
末
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
た
い
。
言
葉
や
地
名
は
事
実
と

し
て
残
り
、
ま
た
難
題
物
の
行
方
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
仏

の
御
石
の
鉢
」「
蓬
莱
の
珠
の
枝
」「
火
鼠
の
皮
衣
」「
竜
の
頸
の
珠
」「
燕
の
子

安
貝
」
と
い
う
難
題
物
に
つ
い
て
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
ど
れ

一
つ
と
い
え
ど
も
、
求
婚
者
た
ち
が
獲
得
し
得
な
か
っ
た
も
の
だ
し
、
そ
も
そ

も
そ
れ
ら
は
実
在
す
る
も
の
か
ど
う
か
も
怪
し
い
。
手
元
に
残
っ
た
も
の
は
、

「
燕
の
ま
り
置
け
る
古
糞
」
く
ら
い
な
も
の
で
あ
る
。
語
源
や
地
名
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
駄
洒
落
に
よ
る
嘘
の
起
源
譚
で
あ
る
以
上
、
そ
ん

な
言
葉
を
根
拠
に
か
ぐ
や
姫
の
実
在
性
を
云
々
す
る
こ
と
の
危
う
さ
は
明
ら
か

で
あ
り
、
物
語
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
逆
に
強
調
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

三　
『
源
氏
物
語
』
第
二
部
世
界
か
ら
『
狭
衣
物
語
』
へ

　

平
安
時
代
物
語
文
学
史
を
展
望
す
る
に
あ
た
っ
て
、
次
に
光
源
氏
の
晩
年
を

語
る
『
源
氏
物
語
』
第
二
部
世
界
、
と
く
に
そ
の
始
発
の
巻
た
る
長
大
な
「
若

菜
」
上
・
下
巻
と
、
物
語
文
学
史
上
、『
源
氏
物
語
』
と
古
来
並
称
さ
れ
て
き

た
『
狭
衣
物
語
』
と
を
俎
上
に
の
せ
る
。
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
選
ん
だ
理

由
は
、
す
べ
て
を
パ
ロ
ー
ル
に
還
元
し
て
終
る
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
す
ぐ
れ

て
範
例
的
な
物
語
に
対
し
て
、
各
々
が
独
自
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
第
二
部
に
つ
い
て
若
干
説
明
し
て
お
く
。『
源
氏
物
語
』
三
部

構
成
説
な
る
も
の
が
あ
り
、
第
一
部
は
「
桐
壺
」
巻
か
ら
「
藤
裏
葉
」
巻
ま
で

の
三
十
三
帖
で
構
成
さ
れ
、
藤
壺
と
源
氏
の
密
通
の
結
果
で
き
た
皇
子
が
冷
泉

帝
と
し
て
即
位
し
、
源
氏
も
准
大
上
天
皇
に
い
た
っ
て
天
皇
以
上
の
天
皇
と
し

て
六
条
院
に
君
臨
す
る
に
い
た
る
。
第
二
部
は
、「
若
菜
」
上
・「
若
菜
」
下
・

「
柏
木
」・「
横
笛
」・「
鈴
虫
」・「
夕
霧
」・「
御
法
」・「
幻
」
の
八
帖
か
ら
な
り
、

四
十
歳
（
今
で
い
え
ば
還
暦
相
当
か
）
を
迎
え
る
直
前
の
源
氏
か
ら
語
り
お
こ

さ
れ
、
そ
の
出
家
と
死
を
暗
示
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
第
三
部
は
源
氏
没
後

の
世
界
を
対
象
と
し
て
お
り
、
十
三
帖
（「
匂
宮
三
帖
」
と
「
宇
治
十
帖
」）
か
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ら
な
る
。
第
一
部
と
二
部
を
「
正
篇
」、
こ
の
三
部
を
「
続
篇
」
と
も
い
う
。

　

さ
て
、
こ
の
第
二
部
最
終
巻
「
幻
」
に
は
、
出
家
を
目
前
に
控
え
た
源
氏
が
、

前
年
の
八
月
十
五
夜
に
亡
く
な
っ
た
紫
の
上
の
残
し
た
手
紙
類
を
焼
却
す
る
と

い
う
場
面
が
あ
る
。
河
添
房
江
氏
の
指
摘
が
既
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
日
付
と

い
い
、
文
の
焼
却
と
い
い
、
こ
れ
が
先
の
『
竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
昇
天
場

面
か
ら
の
直
截
引
用
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る）

5
（

。
源
氏
は
故
紫
の
上
の
残
し

た
文
反
古
に
、「
か
き
つ
め
て
見
る
も
か
ひ
な
し
藻
塩
草
お
な
じ
雲
居
の
煙
と

を
な
れ
」
と
歌
を
書
き
つ
け
て
焼
く
。
と
く
に
源
氏
が
須
磨
へ
と
旅
立
つ
際
の

悲
し
み
を
綴
っ
た
紫
の
上
の
文
は
、
感
動
を
誘
う
も
の
だ
が
、
紫
の
上
が
い
な

い
以
上
、
残
し
て
も
意
味
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
河
添
氏
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
の
問
題
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
私
流
に
こ
の
場
面
を
読
解
す
れ
ば
、『
源

氏
物
語
』
は
文
反
古
と
い
う
文
字
テ
ク
ス
ト
を
媒
介
に
、
綿
々
と
思
い
出
に
浸

る
の
は
不
健
康
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
焼
却
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う）

6
（

。

　

で
は
、『
源
氏
物
語
』
は
光
源
氏
の
世
界
を
語
り
お
さ
め
る
に
あ
た
っ
て
、

『
竹
取
物
語
』
と
同
様
に
己
の
物
語
内
で
生
成
さ
れ
た
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
、

天
空
高
く
昇
る
煙
と
と
も
に
パ
ロ
ー
ル
に
還
元
し
て
終
り
に
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
い
ず
れ
の
御
時
に
か
…
…
」
と
い
う
物

語
冒
頭
部
へ
と
回
帰
し
て
、
円
環
を
閉
じ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確

か
に
そ
の
よ
う
に
読
め
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
一
面
の
真
実
で
し
か
な
く
、

『
源
氏
物
語
』
の
論
理
は
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。
パ
ロ
ー
ル
に
解
消
し
て
世

界
が
終
る
よ
う
に
み
せ
つ
つ
も
、
一
方
で
書
く
こ
と
の
力
学
は
第
三
部
世
界
の

成
立
に
向
け
て
隠
微
に
し
て
確
実
に
作
動
し
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
う
、
女
三
の

宮
と
の
密
通
と
い
う
秘
事
を
記
し
た
柏
木
の
手
紙
が
第
三
部
世
界
の
薫
の
も
と

に
密
か
に
配
達
さ
れ
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
薫
に
秘
事
を
語
り
伝
え
る
弁
の
尼

な
る
人
物
も
い
る
の
だ
が
、
彼
女
は
生
き
た
書
物
と
で
も
評
し
得
よ
う）

7
（

。

　

こ
の
第
二
部
の
世
界
、
と
く
に
「
若
菜
」
両
巻
に
は
、
実
に
多
く
の
書
か
れ

た
テ
ク
ス
ト
が
登
場
し
て
い
る
。
極
め
つ
け
は
こ
の
柏
木
の
手
紙
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
明
石
入
道
の
遺
言
書
か
ら
始
ま
り
、
紫
の
上
の
手
習

歌
、
朱
雀
院
の
手
紙
、
女
三
の
宮
の
手
紙
…
…
と
い
う
よ
う
に
様
々
な
形
態
と

機
能
を
も
つ
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
繰
り
だ
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ご
と
く
が

源
氏
の
読
む
と
こ
ろ
と
な
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
で
源
氏
は
心
の
奥
底
に
抑
圧
し

て
き
た
自
身
の
過
去
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
物
語
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
歴
史
的
・
系
譜
的
認
識
枠
が
張
り
巡
ら

さ
れ
て
い
る
の
が
第
二
部
世
界
の
特
徴
で
あ
る
。
入
道
の
遺
言
も
紫
の
上
の
手

習
も
柏
木
の
手
紙
に
し
て
も
、
単
な
る
文
字
テ
ク
ス
ト
と
い
う
の
で
な
く
、
そ

れ
ら
の
こ
と
ご
と
く
が
自
身
の
人
生
総
体
を
顧
み
る
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
い
や
、
そ
も
が
「
若
菜
」
上
・
下
巻
は
六
国
史
等
の
漢
文
史
書
ま
が
い
の

「
編
年
体
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
い
ず
れ
こ
の
「
若
菜
」
巻
の
方
法
を

踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
栄
花
物
語
』
が
仮
名
の
歴
史
書
を
編
成
す
る
が
、

『
源
氏
物
語
』
が
編
年
体
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
所
以
は
、
物
語
世
界
内
に

主
人
公
源
氏
や
そ
の
他
登
場
人
物
た
ち
の
長
年
に
わ
た
る
人
生
史
が
内
包
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。
物
語
自
身
が
己
の
内
に
孕
ま
れ
た

歴
史
と
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
そ
の
世
界
の
終
焉
を
語
る
に
も
っ
と
も
相
応
し

い
構
成
原
理
と
し
て
編
年
体
を
選
び
と
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
数
字
に
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還
元
さ
れ
た
歴
史
的
時
間
な
る
も
の
が
、
持
続
的
に
流
れ
ゆ
く
時
間
を
数
字
と

い
う
文
字
で
分
割
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
ま
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
に
外

な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
氏
を
初
め
と
し
て
こ
の
世
界
の
人
々
は
、

か
か
る
便
宜
的
な
も
の
で
し
か
な
い
数
量
化
・
計
量
化
さ
れ
た
外
的
時
間
に
徹

底
的
に
呪
縛
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
第
二
部
世
界
に
お
け
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
論
理
の
台
頭
は
尋

常
で
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
論
理
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
営
々
と
築
き
あ
げ
ら

れ
て
き
た
源
氏
世
界
は
も
の
の
見
事
に
解
体
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
の
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
の
論
理
自
体
も
失
効
し
て
い
く
よ
う
な
地
平
が
最
後
に
み
え
て
き
て

い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
と
源
氏
に
よ
る
文
反
古
の
焼
却
と
い
う

行
為
と
は
パ
ラ
レ
ル
な
対
応
関
係
に
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
何
も
な
か
っ
た
か
の

ご
と
く
に
、
源
氏
世
界
の
最
後
は
、『
竹
取
物
語
』
同
様
に
パ
ロ
ー
ル
の
世
界

へ
と
解
消
さ
れ
て
終
焉
を
迎
え
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
一
方
で
源
氏
亡
き
後

の
続
篇
世
界
を
切
り
開
く
べ
く
、
正
篇
世
界
の
最
大
の
秘
事
を
記
し
た
手
紙
が

か
ろ
う
じ
て
未
来
に
届
け
ら
れ
お
り
、『
源
氏
物
語
』
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
な

る
も
の
に
よ
っ
て
、
世
界
を
解
体
さ
せ
つ
つ
も
、
一
方
で
飽
く
こ
と
な
く
世
界

を
構
築
し
つ
づ
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
書
く
こ
と
が
物
語
世
界
を
支
え
る
に
最

大
の
武
器
で
あ
る
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
自
覚
的
で
あ
る
。
と
な
る
と
、『
源
氏
物

語
』
の
掉
尾
を
飾
る
続
篇
世
界
の
終
焉
と
は
い
か
な
る
も
の
か
は
な
は
だ
気
に

な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
の
機
会
と
し
た
い）

8
（

。

　

で
は
、『
狭
衣
物
語
』
は
ど
う
か
。
物
語
も
終
末
、『
飛
鳥
井
女
君
絵
日
記
』

と
い
う
も
う
一
つ
の
物
語
が
物
語
世
界
内
に
登
場
す
る
。
そ
こ
に
は
狭
衣
と
の

出
逢
い
か
ら
は
じ
め
、
狭
衣
と
の
愛
の
日
々
、
入
水
を
は
か
る
も
死
に
き
れ
ず

に
生
き
残
り
、
そ
の
後
の
身
を
隠
し
て
の
生
活
、
子
供
を
手
放
す
時
や
尼
姿
に

な
る
時
の
悲
し
み
、
そ
し
て
死
の
直
前
に
い
た
る
ま
で
も
が
克
明
に
記
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
こ
れ
を
読
む
に
つ
け
て
も
狭
衣
は
亡
き
飛
鳥
井
女
君
の
こ
と
を

思
い
だ
し
、
涙
に
む
せ
ぶ
。
し
か
も
狭
衣
は
飛
鳥
井
女
君
の
存
在
を
永
遠
化
す

べ
く
、
こ
の
絵
日
記
を
「
細
々
と
な
し
て
」、
経
紙
に
加
え
て
漉
き
か
え
し
、

狭
衣
の
書
写
に
よ
る
金
泥
の
『
涅
槃
経
』
と
い
う
豪
華
本
に
仕
立
て
上
げ
て
い

る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
『
狭
衣
物
語
』
の
展
開
が
、
前
掲
『
竹
取
物
語
』
や

『
源
氏
物
語
』「
幻
」
巻
を
典
拠
と
し
つ
つ
も
、
手
紙
を
焼
却
し
た
両
テ
ク
ス
ト

と
は
際
立
っ
た
違
い
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
パ
ロ
ー

ル
の
絶
対
優
位
を
強
調
し
た
『
竹
取
物
語
』
と
は
正
反
対
の
結
論
で
あ
り
、『
狭

衣
物
語
』
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
な
る
も
の
を
手
放
し
で
評
価
し
て
い
る
の
だ
。

実
際
、『
狭
衣
物
語
』
に
は
、
様
々
な
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
登
場
し
て
い
る

の
は
も
と
よ
り
、
自
ら
が
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
の
価
値
を
積
極
的

に
標
榜
し
て
さ
え
い
る
。

　

問
題
は
、『
狭
衣
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
関
係
の
方
で
あ
る
。
確
か

に
手
紙
を
焼
却
す
る
『
源
氏
物
語
』『
竹
取
物
語
』
に
対
し
て
、『
狭
衣
物
語
』

は
そ
れ
を
永
久
保
存
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
方
で
『
源
氏
物
語
』
も
、
物
語

の
本
来
性
は
パ
ロ
ー
ル
に
あ
る
と
み
せ
つ
つ
、
世
代
を
跨
い
で
配
達
さ
れ
る
手

紙
の
行
方
を
執
拗
に
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
文
学
と
は
書
か
れ
た
物
語

と
し
て
生
成
発
展
し
て
い
く
も
の
だ
と
す
る
認
識
を
示
し
て
い
た
。
と
な
る
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と
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
め
ぐ
っ
て
の
、『
源
氏
物
語
』
と
『
狭
衣
物
語
』
と

の
差
異
が
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
『
狭
衣
物
語
』
の
位
相
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
狭
衣
物
語
』
は
書
く
こ
と
を
絶

対
評
価
す
る
も
、『
飛
鳥
井
女
君
絵
日
記
』
に
対
す
る
狭
衣
の
態
度
が
端
的
に

意
味
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
機
能
は
非
常
に
限

定
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
回
想
」
と
い
う
時
空
に
耽
溺
し
、
涙
す
る
た
め
の
媒

体
以
外
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

の
も
つ
そ
の
他
の
機
能
に
は
一
切
目
を
瞑
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
密
通
露
顕
の

役
割
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
手
紙
に
負
わ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
女
二
の

宮
と
狭
衣
と
の
関
係
に
み
る
よ
う
に
、
手
紙
か
ら
秘
密
が
漏
れ
る
と
み
せ
て
、

独
言
の
立
ち
聞
き
に
よ
っ
て
事
の
真
相
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。『
狭
衣
物

語
』
か
ら
す
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
手
紙
の
扱
い
方
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
に
対
す
る
冒
瀆
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
一
方
の
『
源
氏
物
語
』
は
、

そ
の
文
反
古
の
焼
却
に
み
る
よ
う
に
、『
狭
衣
物
語
』
が
あ
れ
ほ
ど
称
揚
し
た

回
想
の
た
め
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
な
る
も
の
を
完
全
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
狭
衣
物
語
』
は
回
想
と
い
う
時
空
間
を
現
前
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
を
評
価
し
、
ま
た
自
ら
が
そ
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
て
さ
え
い
る
。『
狭
衣
物
語
』
自
身
が
、
今
は
失
わ
れ
た
六
条
斎
院
禖
子
内

親
王
サ
ロ
ン
の
記
憶
を
永
遠
化
す
べ
く
成
立
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
も
評
し

得
る
。『
狭
衣
物
語
』
が
な
ぜ
か
く
も
回
想
の
時
空
間
に
拘
る
の
か
を
考
え
て

み
る
と
よ
い
。
そ
れ
は
物
語
文
学
史
の
分
厚
い
蓄
積
を
前
に
し
て
、
新
た
に
語

る
も
の
は
も
は
や
何
も
な
い
と
い
う
認
識
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
な
い
の
か
。

で
あ
る
以
上
、
新
た
な
出
来
事
を
構
想
す
る
よ
り
も
、
既
に
生
じ
て
し
ま
っ
た

出
来
事
の
位
置
づ
け
、
意
義
づ
け
の
方
に
重
心
を
移
す
こ
と
に
な
る
の
は
必
須

で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に
回
想
の
時
空
間
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
と
い
う
、

通
常
の
物
語
構
造
と
は
さ
か
し
ま
な
物
語
が
成
立
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
物
語
に
あ
る
種
の
単
純
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に

も
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
を
回
想
と
い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
時
空
間
に
回
収
し
て

し
ま
う
た
め
、
書
か
れ
た
物
語
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
多
義
的
な
表
現
論

的
達
成
が
生
か
さ
れ
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
確
か
に
数
多
の
引
用
か
ら
な
る

『
狭
衣
物
語
』
の
行
文
だ
が
、
そ
れ
は
引
用
の
た
め
の
引
用
と
い
う
一
種
の
綴

れ
錦
的
美
文
以
外
で
は
な
く
、
物
語
に
奥
行
き
の
あ
る
時
空
間
を
も
た
ら
す
こ

と
は
な
い
。
と
ど
の
つ
ま
り
、『
狭
衣
物
語
』
は
、
自
ら
が
仮
名
文
と
い
う
書

か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
自
覚
的
で
あ
り
つ
つ
も
、
そ
も
そ

も
「
物
語
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　

物
語
文
学
が
、
書
か
れ
た
口
承
と
い
う
口
承
の
偽
装
物
語
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、『
狭
衣
物
語
』
は
偽
装
の
口
承
物
語
の
そ
の
ま
た
偽
装
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
物
語
文
学
の
た
め
の
物
語
文
学
、
物
語
文
学
の
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
物

語
文
学
め
い
た
書
き
物
…
…
そ
れ
が
『
狭
衣
物
語
』
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の

無
限
の
対
象
化
の
す
え
に
、
書
く
こ
と
か
ら
語
り
の
問
題
が
脱
落
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る）

9
（

。

　

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、『
源
氏
物
語
』
以
前
に
成
立

し
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
と
り
あ
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
十
世
紀
末
成

立
で
、
全
二
十
巻
（
前
篇
「
俊
蔭
」「
藤
原
の
君
」「
忠
こ
そ
」「
春
日
詣
」「
嵯
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峨
の
院
」「
祭
の
使
」「
吹
上　

上
・
下
」「
菊
の
宴
」「
あ
て
宮
」「
内
侍
の
か
み
」

「
沖
つ
白
波
」、
後
篇
「
蔵
開　

十
・
中
・
下
」「
国
譲　

上
・
中
・
下
」「
楼
の

上　

上
・
下
」）
か
ら
な
る
大
長
篇
物
語
で
あ
る
。
と
く
に
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
後
篇
世
界
を
開
示
す
る
「
蔵
開
」
巻
以
降
に
あ
っ
て
は
、
書
物
な
る
も
の
が

物
語
内
に
陸
続
と
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
前
篇
の
物
語
内
容
を
書
記
化
し

た
テ
ク
ス
ト
群
で
あ
り
、
そ
れ
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
後
篇
世
界
を
立
ち
上
げ

て
い
る
。
例
え
ば
、
男
主
人
公
仲
忠
は
母
方
の
祖
父
清
原
俊
蔭
の
苦
難
の
人
生

に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
で
生
き
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
書
物
を
読
む
こ
と

で
、
音
楽
の
一
族
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

　

そ
も
そ
も
琴
の
相
伝
と
い
う
音
楽
を
テ
ー
マ
と
し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
が
す

ぐ
れ
て
問
題
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
音
楽
と
物
語
、
そ
し
て
音
楽
と
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
と
の
、
あ
ま
り
に
も
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な
出
会
い
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
音
楽
な
る
も
の
が
、「
今
・
こ
こ
」
で
の
現
象
以
外
で
な
く
、
言
葉
で
は

現
前
さ
せ
得
な
い
何
か
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
い
。
日
本
文
学
史
は
仮
名

文
字
の
発
明
に
よ
り
、
ま
が
り
な
り
に
も
音
声
を
現
前
さ
せ
、
記
録
に
と
ど
め

る
手
段
を
得
た
わ
け
だ
が
、
次
な
る
ス
テ
ッ
プ
は
、
同
じ
く
音
と
し
て
現
象
す

る
音
楽
を
い
か
に
視
覚
化
し
、
記
号
化
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
例
え
ば
、「
譜
」
と
い
う
な
か
な
か
に
解
読
困
難
な
テ
ク
ス
ト
群
が
現

存
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
音
楽
を
な
ん
と
か
し
て
記
号
化
せ
ん
と
す
る
欲
望

に
よ
り
生
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
譜
を
み
る
だ
け
で
音
が
現
前
し
て

く
る
よ
う
な
境
地
が
彼
方
に
幻
想
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
う
つ
ほ

物
語
』
と
い
う
書
か
れ
た
物
語
が
、
音
楽
を
書
記
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
い
か

な
る
解
答
を
だ
し
て
い
る
の
か
は
な
は
だ
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す

る
）
10
（

。
四　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の

　
　
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
で
、
本
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
平
安
時
代
物
語
仮
名
文
字
テ
ク
ス

ト
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
で
あ
る
。「
書
く
こ
と
」
と
い
う
言
葉
を
手
放
さ
な

い
が
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
い
う
語
を
特
化
し
て
使
用
し
て
い
る
。
書
く

と
い
う
用
語
に
固
執
す
る
と
、
同
じ
水
準
の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
無
理
な
言
い

換
え
や
込
み
い
っ
た
説
明
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
が
、
そ
れ

以
上
に
、
本
論
文
の
記
述
を
現
代
批
評
の
言
語
レ
ヴ
ェ
ル
と
連
動
さ
せ
た
い
と

い
う
思
い
が
私
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
、
書
く
こ
と
・
書
か
れ
た
も
の
・
文

字
等
を
意
味
す
る
言
葉
だ
が
、
こ
の
語
の
意
味
を
、「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」

と
い
う
視
角
か
ら
、
縦
横
に
拡
大
し
、
柔
軟
に
駆
使
し
た
の
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
の
初
期
テ
ク
ス
ト
群
（『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』『
声
と
現
象
』『
グ

ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
』『
散
種）
11
（

』）
で
あ
る
。
こ
の
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
、
デ
リ
ダ

が
い
か
な
る
深
度
と
振
幅
を
も
た
せ
て
い
る
の
か
俄
か
に
測
り
難
い
が
、
単
純

に
い
え
ば
、
そ
れ
は
パ
ロ
ー
ル
の
中
に
潜
在
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
剔
抉
す
る
と
こ
ろ
に
デ
リ
ダ
の
議
論
の
醍
醐
味
が
あ

る
。
ま
た
、
書
く
こ
と
は
、
掻
く
こ
と
・
描
く
こ
と
・
画
く
こ
と
・
記
す
こ
と
・
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刻
む
こ
と
・
刷
り
こ
む
こ
と
・
数
え
る
こ
と
・
刻
印
す
る
こ
と
・
教
え
る
こ
と

…
…
と
い
う
意
味
に
転
換
し
得
る
し
、
か
く
こ
と
／
か
き
こ
ま
れ
る
こ
と
、
と

い
う
能
動
と
受
動
と
が
相
互
浸
透
す
る
力
学
も
大
変
興
味
深
い
。
さ
ら
に
は
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
、「
今
・
こ
こ
」
の
時
空
を
超
越
す
る
こ
と
か
ら
、「
歴
史
」

「
系
譜
」「
記
録
」「
文
庫
」「
記
念
碑
」「
墓
碑
」「
遺
跡
」「
記
憶
」「
回
想
」
等

と
い
う
問
題
域
と
も
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

デ
リ
ダ
に
よ
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
、
ル
ソ
ー
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ソ
シ
ュ
ー

ル
、
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
…
…
と
い
う
西
洋
形
而
上
学
の
伝
統
が
、
パ
ロ
ー

ル
（
優
位
項
）
／
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
（
劣
位
項
）、
と
い
う
二
項
対
立
を
基
と

し
た
「
音
声
現
前
主
義
」
の
哲
学
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
は
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
を
徹
底
的
に
外
部
に
排
除
す
る
こ
と
で
、「
今
・
こ
こ
」
で
の
私
の

何
た
る
か
を
直
截
に
現
前
さ
せ
る
真
理
の
言
葉
と
し
て
パ
ロ
ー
ル
を
特
権
化
し

て
い
た
と
い
う
。
パ
ロ
ー
ル
は
直
截
的
・
根
源
的
・
自
然
的
言
語
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
パ
ロ
ー
ル
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
た
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
間
接
的
・
媒

介
的
・
人
工
的
言
語
で
し
か
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
デ
リ
ダ
は
原
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
な
る
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
純
粋
パ
ロ
ー
ル
は
存
在
せ
ず
、
そ

の
内
部
に
図
ら
ず
も
孕
ま
れ
て
い
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
な
る
外
部
を
炙
り
だ

し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
か
か
る
西
洋
の
現
前
の
形
而
上
学
を
支
え
る
二
項
関

係
を
脱
臼
さ
せ
、
そ
こ
に
あ
る
暴
力
性
・
欺
瞞
性
を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
こ
の

よ
う
な
優
劣
関
係
の
解
体
は
、「
西
洋
／
東
洋
」「
男
／
女
」「
真
理
／
虚
偽
」「
モ

デ
ル
／
コ
ピ
ー
」「
労
働
／
消
費
」
等
と
い
う
二
項
関
係
に
対
し
て
も
加
え
ら

れ
て
い
く
。
そ
し
て
究
極
的
に
は
、
超
越
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
（
例
え
ば
、
ロ
ゴ
ス

中
心
主
義
・
イ
デ
ア
的
実
在
・
絶
対
精
神
・
超
越
論
的
自
我
）
へ
の
批
判
へ
と

転
じ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
音
声
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

そ
の
前
提
に
は
書
記
言
語
主
義
な
る
も
の
が
厳
然
と
し
て
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

デ
リ
ダ
は
そ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
西

洋
中
世
の
ラ
テ
ン
語
文
化
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
て
く
る
。
ラ
テ
ン
語
が
既
に
死

語
に
な
っ
て
い
た
状
況
下
で
、
そ
れ
は
聖
職
者
や
学
者
た
ち
専
有
の
特
権
的
書

記
言
語
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。『
聖
書
』
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
宗
教
書
・

儀
式
書
・
学
術
書
が
ラ
テ
ン
語
で
記
さ
れ
、
こ
の
伝
統
は
現
在
ま
で
し
ぶ
と
く

生
き
つ
づ
け
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
平
安
時
代
の
仮
名
文
字
テ
ク
ス
ト
を
研
究
対
象
と
す
る
よ

う
に
な
っ
て
、
も
っ
と
も
違
和
を
覚
え
た
の
は
、「
語
る
よ
う
に
書
く
」
と
か
、

「
書
く
こ
と
と
語
る
こ
と
と
の
曖
昧
な
関
係
」
等
と
い
う
類
の
論
評
で
あ
っ

た
）
12
（

。
ま
た
玉
上
琢
彌
氏
の
物
語
音
読
論
に
つ
い
て
も
、
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い

議
論
で
あ
り
す
ぎ
て
、
胡
散
臭
さ
を
感
じ
て
い
た）
13
（

。
な
ぜ
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、

私
自
身
そ
の
何
た
る
か
を
対
象
化
し
得
な
い
ま
ま
に
い
た
の
だ
が
、
デ
リ
ダ
の

原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
議
論
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
徐
々

に
整
理
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
物
語
文
学
な
る
も
の
は
、
書
く
こ
と
と
語
る
こ
と
と
の
関
係
が
も
っ

と
も
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
場
に
は
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、「
語
る
よ
う

に
書
く
」
と
い
う
評
価
は
、
物
語
文
学
が
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
も
、

紛
れ
も
な
く
口
承
世
界
に
始
原
を
お
く
古
代
文
学
だ
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
音
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声
主
義
の
立
場
か
ら
の
論
評
以
外
で
な
い
こ
と
が
み
え
て
き
た
。
そ
し
て
ま

た
、
語
る
よ
う
に
書
く
か
ら
パ
ロ
ー
ル
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
紙
上
の
物
語

で
あ
る
限
り
、
あ
く
ま
で
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
問
題
以
外
で
は
な
い
こ
と
、
さ

ら
に
は
音
声
に
即
還
元
さ
れ
る
仮
名
文
字
使
用
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
た
る
こ
と
の
痕
跡
を
も
最
大
限
抹
消
せ
ん
と
し
た
、
も
っ
と
も
巧
妙

な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
も
解
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
書
く
こ
と
と
語

る
こ
と
の
「
曖
昧
」
な
関
係
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
書
く
こ
と
は

語
り
に
追
従
す
る
何
か
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
双
方
を
分
析
的
に
と
ら
え
る
こ

と
を
禁
ず
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
曖
昧
だ
か
ら
曖
昧
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
曖
昧
に
み
え
る
と
こ
ろ
に
平
安
時
代
仮
名
文

字
テ
ク
ス
ト
の
す
ぐ
れ
た
戦
略
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
玉
上
氏
は
、
そ
の
「
物
語
音
読
論
」
で
、「
語
り
伝
え
る
古
御
達
」、

「
筆
記
・
編
集
者
」、「
演
者
（
本
文
を
読
み
聞
か
せ
る
女
房
）」
と
い
う
三
人
の

作
者
説
な
る
も
の
を
提
唱
し
て
い
る
。
物
語
世
界
を
語
り
伝
え
る
古
御
達
が
ま

ず
お
り
、
そ
れ
を
筆
記
編
集
し
て
物
語
は
成
文
化
さ
れ
、
か
つ
そ
の
台
本
を
基

に
音
読
し
て
聞
か
せ
る
演
者
が
い
る
と
い
う
の
だ
。『
源
氏
物
語
』
の
語
り
の

枠
が
実
際
に
こ
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
議
論
が
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
問
い
た
い
。

物
語
文
学
が
口
承
物
語
と
し
て
の
体
裁
を
と
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
は
書
か
れ

た
紙
上
の
物
語
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
は
物
語
自
身
に
と
っ
て
、
な
か

な
か
に
解
決
困
難
な
矛
盾
し
た
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
対

す
る
解
答
の
試
み
と
し
て
物
語
音
読
論
を
位
置
づ
け
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に

私
は
「
筆
記
・
編
集
者
」
と
い
う
存
在
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
源

氏
物
語
』
は
書
く
こ
と
は
筆
記
編
集
行
為
に
す
ぎ
な
い
と
遠
慮
が
ち
に
位
置
づ

け
る
こ
と
で
、
自
身
が
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
物
語
の
基
本
は
口

承
に
あ
る
こ
と
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
な
い
の
か
。
筆
記
・
編
集
行
為
の

結
果
、
口
承
物
語
が
成
文
化
さ
れ
得
た
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
語
り
の
声
こ
そ

が
主
役
で
あ
り
、
か
く
し
て
こ
こ
に
は
口
承
性
が
脈
々
と
生
き
て
い
る
と
い
う

の
だ
。
そ
し
て
、
書
か
れ
た
物
語
本
文
は
「
台
本
」
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
演
者

が
音
読
す
る
こ
と
で
、
語
り
の
声
が
見
事
に
再
生
復
活
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
。

　

し
か
し
、
物
語
文
学
の
本
文
と
は
、
実
際
に
は
作
者
が
書
い
た
テ
ク
ス
ト
以

外
で
は
な
い
。光
源
氏
の
世
界
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、語
り
手
・
筆
記
編
集
者
・

演
者
等
は
す
べ
て
が
作
者
の
想
像
上
の
産
物
で
あ
り
、
作
者
に
よ
る
書
く
と
い

う
創
作
行
為
が
す
べ
て
を
根
拠
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
隠
蔽
す

べ
く
書
く
こ
と
は
語
り
の
声
を
そ
の
ま
ま
録
音
す
る
よ
う
な
透
明
な
表
現
媒
体

に
す
ぎ
な
い
と
、『
源
氏
物
語
』
自
身
が
、
さ
ら
に
は
玉
上
氏
が
批
評
し
て
い

る
の
だ
。
し
か
し
、
口
承
世
界
に
お
け
る
語
り
手
の
声
と
、
台
本
と
し
て
の
本

文
を
音
読
す
る
声
と
が
は
た
し
て
同
一
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
口
承
の
前
提
に
台

本
と
い
う
文
字
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
は
ず
も
な
く
、
ま
た
朗
読
の
声
と
口
承
の
声

と
が
同
一
水
準
で
あ
る
は
ず
も
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
。
そ
も
そ

も
こ
の
三
人
作
者
説
は
物
語
テ
ク
ス
ト
内
に
か
か
る
重
層
的
な
枠
構
造
が
布
置

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
指
摘
以
外
で
は
な
く
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
物
語
の
音
読

享
受
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
実
際
の
語
り
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の
場
が
喪
失
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
古
代
性
を
幻
想
す
べ
く
、
テ
ク
ス
ト
内

に
こ
の
よ
う
な
語
り
の
場
が
こ
と
さ
ら
仮
構
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い）
14
（

。

　

さ
ら
に
ま
た
、『
土
佐
日
記
』
に
つ
い
て
の
先
の
「
耳
テ
ク
ス
ト
」
議
論
を

も
反
芻
さ
れ
た
い
。
そ
れ
は
徹
底
し
た
仮
名
文
字
表
記
の
本
文
で
あ
り
、
表
記

不
能
な
際
の
漢
字
使
用
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
あ
ら
か
た
字
音
と
し
て
の
使
用
に

尽
き
る
の
で
あ
り
、
訓
漢
字
は
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
い
か
に

も
現
場
の
音
声
を
収
録
し
た
パ
ロ
ー
ル
の
言
語
世
界
と
い
う
体
裁
だ
が
、
し
か

し
、
仮
名
は
視
覚
に
転
換
・
媒
介
さ
れ
た
音
声
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
音

声
は
文
字
通
り
の
聴
覚
現
象
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
実
際
、『
土
佐
日
記
』

に
は
、「
ふ
ね
」「
か
ぜ
」「
ひ
と
」「
そ
ら
」
等
々
の
表
記
が
あ
り
、
い
か
に
も

漢
字
を
排
し
た
徹
底
し
た
純
粋
日
本
語
音
の
再
現
が
試
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

は
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
か
か
る
表
記
を
前
に
し
て
、
文
字
通
り
音
だ
け
で
、

そ
の
意
を
汲
ん
で
は
い
な
い
。
脳
裏
で
適
宜
「
舟
」「
風
」「
人
」「
空
」
等
の

漢
字
に
変
換
さ
せ
て
意
味
を
と
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
は
仮
名
を

前
に
し
て
視
覚
的
に
意
味
を
了
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
純
粋
日
本
語
・
純

粋
パ
ロ
ー
ル
そ
れ
自
体
で
あ
る
よ
う
な
全
文
仮
名
文
字
表
記
で
あ
っ
て
も
、
そ

こ
に
は
漢
字
が
潜
在
し
、
耳
テ
ク
ス
ト
と
い
え
ど
も
、
実
は
視
覚
の
機
能
に
依

存
し
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
、『
竹
取
物
語
』『
土
佐
日
記
』
等
に
頻
出
し
て
い

る
掛
詞
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
仮
名
を
漢
字
変
換
す

る
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
表
現
で
あ
っ
た
。

　
『
土
佐
日
記
』
の
登
場
人
物
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
印
象
深
い
造
型
を
ほ
ど

こ
さ
れ
て
い
る
の
は
舵
取
り
で
あ
る
。
彼
は
、「
か
ち
と
り
の
い
ふ
や
う
、『
く

ろ
と
り
の
も
と
に
し
ろ
き
な
み
よ
す
』」、「
か
ち
と
り
の
ま
う
し
た
て
ま
つ
る

こ
と
は
、『
こ
の
ぬ
さ
の
ち
る
か
た
に
み
ふ
ね
す
み
や
か
に
こ
か
し
め
た
ま

へ
』」、「
か
ち
と
り
、『
け
ふ
か
せ
く
も
の
け
し
き
は
な
は
だ
あ
し
』」
等
と
い

う
よ
う
に
、
い
か
に
も
偉
ぶ
っ
た
武
骨
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
黒
・
白
と
い
う
の
は
漢
詩
の
修
辞
で
あ
り
、「
す
み
や
か
に
」「
は
な
は
だ
」

も
訓
読
語
で
、
和
語
で
い
え
ば
、「
と
く
」「
い
た
く
」
に
相
当
す
る
。
舵
取
り

は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
世
界
の
典
型
的
な
住
人
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
も
っ
と
も

パ
ロ
ー
ル
と
は
縁
遠
い
言
葉
で
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
因
み
に
話
し

言
葉
の
言
語
空
間
に
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
純
粋
に
音
声
の
み
で
会
話
し
て
い

る
の
で
な
く
、
相
手
の
い
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
時
に
、
頭
の
中
で

そ
の
語
を
適
宜
漢
字
に
変
換
し
て
意
味
が
了
解
で
き
た
と
す
る
経
験
は
よ
く
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
論
と
し
て
の
極
め
つ
け
は
、『
土
佐
日
記
』
の
冒

頭
部
が
、「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
を
ん
な
も
し
て
み
む
と

て
す
る
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
女
」
作
者
の
誕

生
を
宣
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
紀
貫
之
と
は
別
物
の
作
者
を
仮

構
し
得
る
の
も
、『
土
佐
日
記
』
が
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
だ
か
ら
で
あ
る
。
パ

ロ
ー
ル
の
世
界
で
は
、
発
話
者
と
そ
の
発
語
と
は
不
即
不
離
の
関
係
で
あ
る
外

な
い
が
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
特
性
と
は
真
の
発
話
者
か
ら
切
断
さ
れ
て
も

そ
れ
は
存
在
し
つ
づ
け
る
点
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
物
語
文
学
の
作
者
は
語
り

手
の
影
に
自
身
を
韜
晦
さ
せ
得
た
し
、
ま
た
「
女
」
と
い
う
虚
構
の
作
者
を
創

出
し
得
た
の
で
あ
っ
た）
15
（

。
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一
方
、
漢
籍
は
保
守
本
流
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
必

ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
漢
籍
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
重
宝
と
し
て
尊

ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
音
読
す
る
「
白
読
」（『
令
集
解
』）
等
と
い
う
享
受

法
が
あ
り
、
そ
れ
は
原
典
の
漢
字
音
を
尊
重
し
、
か
つ
そ
れ
を
味
読
せ
ん
と
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
、
主
人
公
仲
忠
が
清
原
家

伝
来
の
書
籍
を
帝
に
進
講
す
る
場
面
で
、
音
読
と
訓
読
と
を
そ
れ
ぞ
れ
披
露
し

て
い
る
。
そ
し
て
訓
読
み
を
書
き
下
し
文
に
し
て
い
け
ば
、
い
ず
れ
和
漢
混
交

文
の
成
立
と
な
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
は
朗
読
な
り
演
説
な
り
に
最
適
の
文
と
し

て
い
ず
れ
最
大
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
し
か

も
、
仮
名
テ
ク
ス
ト
が
匿
名
文
書
で
あ
っ
た
り
、「
女
」
作
者
で
あ
っ
た
り
と
、

そ
の
自
己
表
出
が
屈
折
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
な
ん
と
意
外
な
こ
と

に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
典
型
の
よ
う
な
漢
籍
の
方
が
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
自
己
表

出
に
適
し
て
も
い
る
。

　

紀
貫
之
に
は
、「
玄
蕃
頭
従
五
位
上
紀
朝
臣
貫
之
上
」
と
い
う
署
名
の
あ
る

『
新
撰
和
歌
序
』
と
い
う
漢
文
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、『
古
今
和

歌
集
』
歌
の
中
か
ら
秀
歌
を
撰
出
せ
よ
と
す
る
勅
が
醍
醐
帝
よ
り
発
せ
ら
れ
、

貫
之
は
土
佐
赴
任
中
も
政
務
の
合
間
を
ぬ
っ
て
編
集
に
腐
心
し
、
帰
京
の
際
に

は
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
こ
ろ
、
醍
醐
帝
も
パ
ト
ロ
ン
の
堤
中
納
言
藤
原
兼
輔

も
既
に
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
悲
憤
慷
慨
調
で
記
さ
れ
て
い
る
。
仮
名
テ
ク

ス
ト
『
土
佐
日
記
』
に
お
け
る
自
己
表
出
の
方
法
と
の
落
差
を
確
認
さ
れ
た

い
）
13
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

私
は
デ
リ
ダ
の
「
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」、
さ
ら
に
は
「
代
補
（
補
足
物
で
し

か
な
い
と
思
わ
れ
た
も
の
が
、
本
体
の
内
部
に
浸
透
し
て
、
そ
の
純
粋
現
前
を

妨
げ
る
こ
と
）」、「
差
延
（
内
部
と
外
部
の
二
項
間
の
境
界
は
決
定
不
能
で
あ

り
、
内
部
そ
れ
自
体
と
し
て
の
純
粋
現
前
は
無
限
に
遅
延
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
）」
と
い
う
概
念
か
ら
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、『
竹
取
物
語
』

に
お
け
る
、
パ
ロ
ー
ル
か
ら
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
世
界
へ
と
誘
う
「
不
死
の
薬

＝
良
薬
・
毒
薬
」
と
い
う
の
も
、
デ
リ
ダ
の
プ
ラ
ト
ン
著
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
読

解
の
鍵
語
「
パ
ル
マ
コ
ン
」
を
参
考
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
と
と
も
に
、
デ
リ
ダ
の
い
う
、
パ
ロ
ー
ル
／
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
、

と
い
う
西
洋
形
而
上
学
を
支
え
る
優
劣
関
係
と
は
、
お
お
よ
そ
異
な
る
事
情
が

日
本
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
あ
る
こ
と
も
同
時
に
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
純
粋

パ
ロ
ー
ル
（
も
し
く
は
純
粋
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
な
る
も
の
を
現
前
さ
せ
る
べ

く
、
パ
ロ
ー
ル
（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
の
内
な
る
不
純
物
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

（
パ
ロ
ー
ル
）
の
烙
印
を
押
し
て
外
部
へ
排
除
せ
ん
と
す
る
よ
う
な
暴
力
的
シ

ス
テ
ム
は
こ
こ
に
は
な
い
。
二
項
関
係
と
い
っ
て
も
、
形
而
上
学
の
音
声
主
義

と
ラ
テ
ン
語
の
書
記
言
語
主
義
と
の
関
係
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
各
々
の
項
が

純
粋
な
る
も
の
を
渇
望
し
、
項
同
士
が
敵
対
的
・
排
除
的
に
作
用
し
合
う
よ
う

な
極
端
な
力
学
は
日
本
の
テ
ク
ス
ト
に
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
私
は
パ
ロ
ー
ル
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
の
曖
昧
な
関
係
等
と
い
う
議
論
を

こ
こ
で
む
し
か
え
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
パ
ロ
ー
ル
は
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
の
一
変
種
で
し
か
な
い
こ
と
は
繰
り
か
え
し
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
と
ど
の
つ
ま
り
、
原
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
な
る
も
の
の
布
置
が
西
洋
と
日
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本
と
で
は
、
決
定
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

　

そ
も
そ
も
日
本
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、
漢
字
と
い
う
視
覚
文
字

と
、
仮
名
と
い
う
音
声
的
視
覚
文
字
と
を
共
存
さ
せ
、
か
つ
弁
別
的
に
使
い
分

け
る
こ
と
で
、
多
種
多
様
な
形
態
を
編
み
だ
し
て
い
た
。
仮
名
文
を
し
て
純
粋

パ
ロ
ー
ル
等
と
称
し
て
み
て
も
、
そ
の
裏
に
は
漢
字
が
透
け
て
み
え
て
い
た
わ

け
だ
し
、
し
か
も
そ
の
当
の
仮
名
文
字
と
て
、
も
と
は
万
葉
仮
名
と
い
う
漢
字

表
記
か
ら
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
い
う

表
音
文
字
し
か
な
い
西
洋
と
は
ま
ず
は
決
定
的
に
袂
を
分
か
つ
。
も
ち
ろ
ん
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
表
音
で
あ
る
か
否
か
も
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
り
、
ス
ペ
ル

を
覚
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
に
は
視
覚
作
用
が
明
ら
か
に
働
い

て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
今
は
問
わ
な
い
。
音
声
主
義
を
標
榜
す
る
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
一
元
主
義
に
対
し
て
、
日
本
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、
既
に
文

字
表
記
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
重
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
点
を
私
は
強
調
し
て
お
き
た

い
の
だ
。

　
『
竹
取
物
語
』『
土
佐
日
記
』
等
の
仮
名
テ
ク
ス
ト
が
相
次
い
で
成
立
し
た
こ

と
と
、『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
本
邦
初
の
勅
撰
和
歌
集
が
勅
撰
漢
詩
集
（
八

世
紀
前
半
成
立
の
『
凌
雲
集
』『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』）
に
対
す
る
強
烈

な
ア
ン
チ
と
し
て
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
登
場
し
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。

こ
の
九
世
紀
前
後
に
は
、
唐
文
化
に
対
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
揚
が
い
わ

れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
漢
文
テ
ク
ス
ト
へ
の
反
措
定
と
し
て
、
勅
撰
和
歌
集
・

物
語
文
学
・
日
記
文
学
と
い
う
仮
名
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
が
一
斉
に
形
成
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
文
学
史
上
の
動
向
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ

て
き
て
い
る
の
だ
が
、
私
は
パ
ロ
ー
ル
の
も
つ
現
場
性
・
始
原
性
に
一
つ
の
価

値
を
発
見
し
得
た
こ
と
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
と
い
う
問
題
と
関
わ
る

と
思
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
そ
の
よ
う
な
パ
ロ
ー

ル
へ
の
着
眼
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
顕
現
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
錚
々
た
る
漢
文
テ
ク
ス
ト
が
居
並
ぶ
な
か
で
、
日
本
語
音
と
い
う

パ
ロ
ー
ル
を
、
か
か
る
漢
字
テ
ク
ス
ト
を
否
定
媒
介
し
つ
つ
も
、
い
か
に
そ
の

協
力
の
も
と
に
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
定
位
す
る
か
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と

で
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
可
能
性
を
い
か
に
拡
大
し
得
る
の
か
、
と
い
う
点
に

賭
け
て
い
る
の
が
こ
の
時
代
の
文
学
史
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、

「
語
り
手
」
の
生
な
「
声
」
を
紙
上
に
現
前
さ
せ
ん
と
し
た
匿
名
テ
ク
ス
ト
『
竹

取
物
語
』、
言
葉
の
発
生
す
る
始
原
の
場
を
「
女
」
の
「
耳
」
に
よ
り
録
音
せ

ん
と
し
た
匿
名
テ
ク
ス
ト
『
土
佐
日
記
』、
さ
ら
に
和
歌
の
言
葉
と
い
う
も
っ

と
も
美
し
い
音
韻
の
体
系
化
を
試
み
ん
と
し
た
一
級
文
学
『
古
今
和
歌
集
』
と

い
う
よ
う
に
、
漢
字
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
滋
養
分
を
紛
れ
も
な
く
吸
収

し
た
と
こ
ろ
の
、
と
い
う
よ
り
、
パ
ロ
ー
ル
の
旨
味
を
十
二
分
に
利
用
し
た
と

こ
ろ
の
戦
略
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
一
斉
に
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

は
ま
た
、『
竹
取
物
語
』
か
ら
始
ま
る
物
語
文
学
史
の
系
譜
に
お
い
て
、『
狭
衣

物
語
』
に
至
っ
て
、
語
り
な
る
パ
ロ
ー
ル
を
抑
圧
し
て
、
な
ぜ
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
と
し
て
の
仮
名
文
を
全
面
的
に
押
し
出
し
た
テ
ク
ス
ト
が
成
立
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
、
物
語
文
学
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
終
焉
の
問
題
と
し
て
そ
れ
を
考
え

る
必
要
が
あ
ろ
う）
16
（

。
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注（
１

）　
『
竹
取
物
語
』
の
引
用
は
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
『
新
版　

竹
取
物
語
』（
室
伏

信
助
訳
注
）
に
よ
る
。

（
２

）　 
三
谷
邦
明
氏
の
、「
物
語
と
〈
書
く
こ
と
〉
│
│
物
語
文
学
の
意
味
作
用
あ
る

い
は
不
在
の
文
学
」（『
物
語
文
学
の
方
法　

Ⅰ
』
所
収
、
有
精
堂
、
一
九
八
九
。

初
出
は
一
九
七
六
）
に
同
様
の
指
摘
が
既
に
あ
る
。
た
だ
し
、
三
谷
氏
の
論
は
二

点
に
わ
た
り
問
題
が
あ
る
。
一
つ
は
物
語
文
学
の
前
史
と
し
て
、
口
承
物
語
を
前

提
し
て
い
る
た
め
に
、
口
承
と
書
か
れ
た
物
語
と
の
間
に
横
た
わ
る
絶
対
の
距
離

を
測
定
し
得
て
い
な
い
点
。
ま
た
、
書
く
こ
と
の
意
味
を
問
う
な
ら
ば
、
な
に
は

と
も
あ
れ
、
漢
文
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
、
表
音
文
字
と
し
て
の
仮
名
文
で
あ
る
こ

と
の
意
味
を
弁
別
的
に
論
ず
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

（
３

）　

以
上
の
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
拙
著
『
偽
装
の
言
説
』
第
Ⅰ
章

「
偽
の
口
承
物
語
＝
無
署
名
仮
名
書
テ
ク
ス
ト
」（
森
話
社
、
一
九
九
九
。
初
出
は

一
九
九
四
）
を
ふ
ま
え
る
。

（
４

）　

池
田
龜
鑑
氏
『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四

一
）。

（
５

）　

河
添
房
江
氏
「
源
氏
物
語
の
内
な
る
竹
取
物
語
」（『
源
氏
物
語
表
現
史　

喩
と

王
権
の
位
相
』
所
収
、
翰
林
書
房
。
初
出
は
一
九
八
四
）
を
参
照
。

（
６

）　

陣
野
英
則
氏
は
、
物
語
世
界
内
で
生
成
さ
れ
る
手
紙
等
の
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト

の
所
在
を
逐
一
確
認
し
た
う
え
で
、
語
り
が
そ
れ
ら
を
基
本
資
料
と
し
て
い
る
と

し
、
語
り
は
文
字
に
媒
介
さ
れ
た
語
り
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
玉
上
琢

彌
氏
の
物
語
音
読
論
を
粉
砕
す
る
そ
の
論
証
は
見
事
だ
が
、
留
意
す
べ
き
は
そ
れ

ら
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
一
方
で
焼
却
さ
れ
て
い
る
点
で
は
な
か
っ
た
も
の
か
。

陣
野
氏
は
先
の
河
添
論
を
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
論
に
読
み
替
え
て
い
る
が
、
な
ぜ
か

手
紙
が
「
焼
却
」
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。「
Ⅱ
第
二

章　
『
源
氏
物
語
』
の
言
葉
と
手
紙
」「
Ⅱ
第
三
章　

語
り
手
の
言
葉
に
先
立
つ
手

紙
│
│
「
須
磨
」
お
よ
び
「
朝
顔
」
巻
の
例
か
ら
」（『
源
氏
物
語
論
│
│
女
房
・

書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
。
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
二

〇
〇
六
、
二
〇
一
二
）
を
参
照
。

（
７

）　

な
お
『
竹
取
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
の
位
相
差
を
明
確
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、

河
添
房
江
氏
か
ら
示
唆
を
得
た
。

（
８

）　
『
源
氏
物
語
』
第
二
部
、
と
く
に
「
若
菜
」
上
・
下
巻
に
つ
い
て
の
拙
稿
と
し
て
、

「『
源
氏
物
語
』
第
二
部
論
序
章
│
編
年
的
時
間
認
識
と
書
く
こ
と
の
論
理
の
擡

頭
」（『
国
語
と
国
文
学
』、
二
〇
〇
九
・
五
）、「『
源
氏
物
語
』「
若
菜
」
巻
・
断

章
│
抑
圧
し
た
も
の
は
回
帰
す
る
」（『
ア
ナ
ホ
リ
ッ
シ
ュ
國
文
学
』
第
４

号
、
響

文
社
、
二
〇
一
三
・
九
）、「『
源
氏
物
語
』「
若
菜
」
巻
・
断
章
│
手
習
の
言
葉
か

ら
物
の
怪
の
言
葉
へ
」（『
古
代
文
学
論
叢
』
第
二
十
輯
所
収
、
武
蔵
野
書
院
、
二

〇
一
五
・
四
）
が
あ
る
。

（
９

）　
『
狭
衣
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
狭
衣
物
語
』
│
│
物
語
文
学
へ
の
屍
体

愛
＝
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
物
語
」（
井
上
眞
弓
・
乾
澄
子
・
鈴
木
泰
恵
・
萩
野
敦
子
編

『
狭
衣
物
語　

文
の
空
間
』
所
収
、
翰
林
書
房
、
二
〇
一
四
）
を
ふ
ま
え
る
。

（
10
）　
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
論
じ
た
拙
稿
と
し
て
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
〈
音

楽
〉
│
│
『
宇
津
保
物
語
』
論
序
説
」（『
源
氏
研
究
』
八
号
、
翰
林
書
房
、
二
〇

〇
三
）。「
祝
祭
の
変
容
と
物
語
の
生
成
」（
学
習
院
大
学
平
安
文
学
研
究
会
編
『
う

つ
ほ
物
語
大
事
典
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
）、「
絵
解
論
│
│
絵
解
の
言

葉
と
楼
か
ら
の
眺
望
」（
同
上
）
が
あ
る
。

（
11
）　
『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』（
若
桑
毅
・
野
村
英
夫
・
阪
上
脩
・
梶
谷
温
子
・

三
好
郁
郎
訳
、
叢
書
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
、
法
政
大
学
出
版
局
、
上
巻
一
九
七
七
、

下
巻
一
九
八
三
。
原
著
一
九
六
七
）、『
声
と
現
象
│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お

け
る
記
号
の
問
題
へ
の
序
論
』（
高
橋
充
昭
訳
、
理
想
社
、
一
九
七
〇
。
原
著
一

九
六
七
）、『
根
源
の
彼
方
に
│
│
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』（
足
立
和
浩
訳
、

現
代
思
潮
社
、
一
九
七
二
。
原
著
一
九
六
七
）、『
散
種
』（
藤
本
一
勇
・
立
花
史
・
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郷
原
佳
以
訳
、
叢
書
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
。
原
著

一
九
七
二
）。
な
か
で
も
、
プ
ラ
ト
ン
中
期
の
対
話
篇
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
を
論
じ

た
「
プ
ラ
ト
ン
の
パ
ル
マ
ケ
イ
ア
ー
」（『
散
種
』
所
収
）
が
デ
リ
ダ
の
議
論
を
知

る
に
最
適
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
初
期
テ
ク
ス
ト
群
の
な
か
で
、
よ
り
に
よ
っ
て
、

こ
の
『
散
種
』
の
翻
訳
が
は
な
は
だ
遅
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
日
本
で
の
デ
リ

ダ
受
容
に
微
妙
な
屈
折
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ノ
リ
ス
『
デ
リ
ダ
│
│
も
う
ひ
と
つ
の
西
洋
哲
学
史
』（
富
山
太
佳
夫
・

篠
崎
実
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
と
高
橋
哲
哉
氏
『
現
代
思
想
の
冒
険
者
た

ち　

デ
リ
ダ
』（
講
談
社　

二
〇
〇
三
）
か
ら
デ
リ
ダ
読
解
の
た
め
の
多
く
の
示

唆
を
得
た
。

（
12
）　

藤
井
貞
和
氏
の
一
連
の
物
語
文
学
論
は
、ま
さ
に
こ
の
立
場
で
一
貫
し
て
い
る
。

（
13
）　

玉
上
琢
彌
氏
の
一
連
の
物
語
音
読
論
は
、『
源
氏
物
語
研
究　

源
氏
物
語
評
釈

別
巻
一
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
六
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）　

物
語
音
読
論
批
判
は
、
拙
著
『
偽
装
の
言
説
』
第
Ⅲ
章
「
語
り
の
偽
再
生
装
置

│
│
『
源
氏
物
語
』
音
読
」（
初
出
は
一
九
九
七
）
を
ふ
ま
え
る
。

（
15
）　
『
土
佐
日
記
』
等
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
拙
著
『
紀
貫
之
│
│
あ
る
か
な
き
か

の
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
評
伝
選
、
二
〇
〇
七
）
を
ふ
ま
え
る
。

（
16
）　

本
論
文
は
仮
名
を
音
声
に
還
元
す
る
透
明
な
表
現
媒
体
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
立

論
し
て
い
る
が
、
時
代
が
下
が
る
と
、
仮
名
書
体
の
美
が
一
方
で
い
わ
れ
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
仮
名
文
字
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
そ
れ
自
体
が
目
的

化
さ
れ
て
、
鑑
賞
の
対
象
に
な
る
。
と
く
に
平
安
時
代
も
末
期
に
な
る
と
、
音
声

主
義
の
言
葉
は
、慈
円
『
愚
管
抄
』
等
の
テ
ク
ス
ト
に
み
る
よ
う
に
、「
カ
タ
カ
ナ
」

が
担
う
よ
う
に
な
る
。
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eian Period
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T
exts w

ritten in kana, such as the T
aketori M

onogatari, K
okin 

W
akashū and T

osa N
ikki, cam

e into being one after another around 
900 in the H

eian Era. Influenced by those texts, the U
tsuho M

onoga-
tari, G

enji M
onogatari and Sagorom

o M
onogatari follow

ed. W
hat is the 

m
eaning of the kana literature in a context in w

hich Classical Chinese 
w
as the authoritative w

ritten language? It is im
possible to answ

er 
this question w

ithout consideration of parole (spoken language) 
because kana characters are not ideogram

s but phonogram
s. T

hey, 
how

ever, m
ust be characters; thier sound through the sight is not the 

voice itself. In contrast, Classical Chinese can bring the language 
space as parole by m

eans of reading aloud or using as a speech. 
Referring to the concept of “archi-ecriture” presented by Jacques D

er-
rida, this paper exam

ines the relationship of parole / ecriture in the 
kana texts of the H

eian Era, w
hich is charateristic of Japanese lan-

guage and differs from
 O

ccidental ones.
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