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は
じ
め
に

古
典
文
学
の
価
値
は
、
ひ
と
え
に
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
こ
と
に
求
め
て

も
よ
い
と
私
は
考
え
る
。
長
い
年
月
を
伝
え
ら
れ
続
け
た
か
ら
残
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
、
読
む
者
が
居
り
、
書
き
写
し
た
者
が
居
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
時
代
を
経
て
、
多
様
な
価
値
観
に
晒
さ
れ
て
な
お
、
読
ま

れ
た
作
品
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
「
源
氏
物
語
』
も
も
ち
ろ
ん
そ

の
よ
う
な
稀
有
な
作
品
な
わ
け
で
あ
る
が
、
国
語
科
教
育
に
お
い
て
は
、

「
名
作
」
と
い
う
こ
と
が
、
と
り
わ
け
「
長
編
」
と
い
う
こ
と
が
、
時
に
中

高
生
に
と
っ
て
の
ハ
ー
ド
ル
の
高
さ
に
な
る
場
合
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
読
ま
れ
た
時
代
も
あ
れ
ば
、
教
養
の
学
問
と
し

て
読
ま
れ
た
時
代
も
あ
り
、
受
け
取
ら
れ
方
は
一
様
に
「
名
作
」
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
千
年
を
経
た
現
代
に
お
い
て
も
、
十
分

に
、
生
き
た
作
品
と
し
て
の
魅
力
が
あ
る
と
も
思
う
。
国
語
科
の
定
番
教
材

と
し
て
は
、
作
品
冒
頭
の
桐
壷
更
衣
へ
の
寵
愛
を
描
い
た
場
面
、
若
紫
の
垣

安

道

百

メh、
仁ヨ

子

間
見
場
面
、
そ
し
て
紫
の
上
の
他
界
場
面
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
い

よ
う
で
あ
る
が
、
と
か
く
長
編
で
あ
る
ゆ
え
に
、
一
部
を
取
り
出
す
と
、
ど

う
し
て
も
そ
の
場
面
に
到
る
ま
で
の
背
景
や
人
物
の
説
明
な
ど
が
必
要
に
な

る
。
そ
ん
な
な
か
で
、
小
稿
で
は
、
紫
の
上
の
他
界
場
面
を
と
り
あ
げ
、
と

く
に
そ
の
「
消
え
ゆ
く
露
」
表
現
に
着
目
し
て
、
象
徴
と
し
て
の
「
露
」
が

担
う
意
味
の
固
有
性
と
普
遍
性
と
を
と
ら
え
た
い
。
ま
た
、
こ
の
場
面
を
発

端
と
し
て
古
典
教
材
に
お
い
て
類
型
表
現
へ
連
想
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
の

意
義
や
現
代
読
者
に
と
っ
て
の
魅
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

-1一

一
、
死
を
描
く
視
点

文
学
作
品
が
人
聞
を
描
く
も
の
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
「
死
」

を
ど
う
描
く
か
と
い
う
こ
と
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

桐
壷
巻
で
は
、
死
を
前
に
し
た
桐
壷
更
衣
の
最
期
の
歌
が

か
ぎ
り
と
て
わ
か
る
る
道
の
か
な
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け

り
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と
詠
ま
れ
る
。
分
不
相
応
に
帝
の
寵
愛
を
受
け
た
更
衣
は
、
周
り
の
女
御
た

ち
の
妬
み
や
嫉
み
を
受
け
て
、
心
身
と
も
に
弱
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
死
を

前
に
し
て
、
彼
女
は
「
生
き
た
い
」
と
思
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
第
三
部
の

浮
舟
巻
に
お
い
て
、
二
人
の
男
の
間
で
揺
れ
る
浮
舟
は

い
か
で
死
な
ば
や
。
世
づ
か
ず
心
憂
か
り
け
る
身
か
な
。

と
願
う
。
冒
頭
に
「
生
き
た
い
」
と
願
う
更
衣
を
描
い
た
『
源
氏
物
語
』

は
、
末
尾
で
は
「
死
に
た
い
」
と
願
う
浮
舟
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

か
つ
て
、
今
西
祐
一
郎
氏
は
、

「
死
な
れ
た
者
の
物
語
巴
と
い
う
こ
と
、
け
だ
し
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』

を
貫
く
一
本
の
太
い
線
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
:
・
(
略
)
:
・
〈
桐
壷
巻

が
〉
「
死
な
れ
た
者
の
物
語
」
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
の
死
の
叙
述
が

死
な
れ
た
者
の
側
か
ら
死
を
見
つ
め
る
哀
傷
歌
の
方
法
を
承
け
、
か
っ

死
者
よ
り
も
死
な
れ
た
者
に
つ
い
て
の
叙
述
に
格
段
の
比
重
が
か
け
ら

れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
:
・
「
死
な
れ
た
者
の
物
語
」
は
、
第

二
部
、
そ
し
て
第
三
部
(
{
子
治
十
帖
)
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
和

歌
的
認
識
を
基
本
と
す
る
実
質
を
徐
々
に
薄
め
、
つ
い
に
は
形
骸
に
化

す
と
い
う
過
程
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
:
・
(
略
)
・
:

哀
傷
歌
に
よ
る
死
の
叙
述
の
退
潮
は
柏
木
の
死
以
降
、
「
死
に
ゆ
く

者
」
の
内
面
の
拡
大
と
深
い
相
関
関
係
に
あ
る
。
第
一
部
の
人
物
た
ち

が
哀
傷
歌
を
手
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
ひ
き
か
え
に
、
い
か
に
簡
単
に
死

ん
で
い
っ
た
こ
と
か
。
と
こ
ろ
が
ど
う
だ
ろ
う
、
自
殺
を
決
意
さ
せ
る

ま
で
深
く
そ
の
内
面
に
介
入
し
た
浮
舟
を
、
作
者
は
結
局
死
な
せ
な

か
っ
た
。
哀
傷
歌
に
よ
っ
て
死
を
語
っ
て
い
る
問
、
お
そ
ら
く
作
者
に

と
っ
て
は
死
は
自
明
の
事
柄
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
が
、
死
を
「
死

に
ゆ
く
者
」
の
内
側
か
ら
見
る
と
は
、
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
死
と

は
何
か
を
問
う
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。

と
論
じ
ら
れ
た
。

そ
も
そ
も
「
物
語
す
」
と
い
う
動
詞
に
は
、

O
忍
び
や
か
に
、
心
に
く
き
か
ぎ
り
の
女
房
四
五
人
さ
ぷ
ら
は
せ
た
ま
ひ

て
、
御
物
語
せ
さ
せ
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
(
桐
壷
①
三
三
頁
)

O
右
近
を
召
し
出
で
て
、
の
ど
や
か
な
る
夕
暮
に
物
語
な
ど
し
た
ま
ひ

て
、
(
夕
顔
①
一
八
四
頁
)

O
暮
れ
は
で
ぬ
れ
ば
、
御
殿
油
近
く
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
さ
る
べ
き
か

ぎ
り
の
人
々
、
御
前
に
て
物
語
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
(
葵
②
五
九
頁
)

な
ど
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
一
面
に
、
確
か
に
、
故
人
を
偲
ん
で
昔
語
り
を

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
『
源
氏
物
語
』

は
、
死
者
を
悼
む
物
語
か
ら
、
巻
を
追
う
ご
と
に
死
を
見
つ
め
る
当
人
の
思

い
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

ち
な
み
に
、
「
死
ぬ
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
以
下
の
よ
う
に
使
用

さ
れ
る
。

-
〈
源
氏
-
一
連
レ
出
サ
レ
ル
ノ
ヲ
見
ラ
レ
テ
〉
女
は
、
こ
の
人
の
思
ふ
ら

む
こ
と
さ
へ
死
ぬ
ば
か
り
わ
り
な
き
に
、
流
る
る
ま
で
汗
に
な
り
て
、

い
と
な
や
ま
し
げ
な
る
、
(
帯
木
①
一

O
O頁
)

2
右
近
は
も
の
も
お
ぼ
え
ず
、
君
に
っ
と
添
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
わ
な
な
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き
死
ぬ
べ
し
。
(
夕
顔
①
一
ム
ハ
九
頁
)

3
〈
源
氏
ト
ノ
密
会
ヲ
父
ニ
見
ラ
レ
テ
〉
尚
侍
の
君
は
、
我
か
の
心
地
し

て
死
ぬ
べ
く
思
さ
る
。
(
賢
木
②
一
四
六
頁
)

4
〈
暴
風
雨
ニ
従
者
タ
チ
ハ
〉
「
:
・
父
母
に
も
あ
ひ
見
ず
、
か
な
し
き
妻

子
の
顔
を
も
見
で
死
ぬ
べ
き
こ
と
」
と
嘆
く
。
(
明
石
②
二
二
五
頁
)

5
〈
恋
ス
ル
大
君
ノ
参
内
ガ
決
マ
リ
〉
蔵
人
少
将
は
死
ぬ
ば
か
り
思
ひ

て
、
(
竹
河
⑤
八
二
頁
)

6
〈
匂
宮
ノ
浮
舟
へ
ノ
接
近
〉
た
だ
い
み
じ
う
死
ぬ
ば
か
り
思
へ
る
が
い

と
ほ
し
け
れ
ば
、
(
東
屋
⑥
六
三
頁
)

7
死
ぬ
る
に
ま
さ
る
恥
な
る
こ
と
も
、
よ
き
人
の
御
身
に
は
な
か
な
か
は

べ
る
な
り
。
(
浮
舟
⑥
一
七
九
頁
)

8
〈
倒
レ
テ
イ
ル
者
(
浮
舟
)
ヲ
発
見
シ
タ
僧
都
ノ
言
〉
寄
り
て
問
へ
。

亡
く
な
り
た
る
人
に
は
あ
ら
ぬ
に
こ
そ
あ
め
れ
。
も
し
死
に
た
る
人
を

棄
て
た
り
け
る
が
、
蘇
り
た
る
か
」
と
言
ふ
。
(
手
習
⑥
二
八
三
頁
)

す
な
わ
ち
、
直
接
的
な
表
現
で
あ
る
「
死
ぬ
」
は
、
推
量
・
当
然
の
助
動

調
「
べ
し
」
に
接
続
し
て
、
「
(
自
分
が
)
死
に
そ
う
に
つ
ら
い
気
持
ち
」
を

あ
ら
わ
す
と
き
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
死
」
を
意
味
す
る
と
き
で

あ
っ
て
も
、
特
定
の
個
人
の
死
で
は
な
く
一
般
論
と
し
て
の
人
の
死
、
も
し

く
は
相
手
が
特
定
で
き
な
い
身
分
の
低
い
者
の
死
を
意
味
す
る
と
き
に
限
定

さ
れ
る
。
死
者
を
悼
む
気
持
ち
が
あ
る
と
き
、
そ
の
人
の
死
を
「
死
ぬ
」
と

表
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
そ
の
死
の
表
現
に
は
、
適
さ
れ
た
者
(
そ
の

死
を
見
る
人
)
の
心
情
が
影
響
す
る
の
で
あ
る
。

ニ
、
他
界
表
現

で
は
、
物
語
に
お
い
て
人
の
死
は
ど
の
よ
う
な
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
本
題
か
ら
は
や
や
遠
回
り
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
表
現
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。
用
例
に
は
、
便
宜
上
用
例
番
号
を
付
し
、
は
じ
め
に

死
者
の
呼
称
を
掲
げ
た
の
ち
に
、
当
該
本
文
を
引
用
す
る
。

9
桐
壷
更
衣
/
「
夜
半
う
ち
過
ぐ
る
ほ
ど
に
な
む
、
絶
え
は
て
た
ま
ひ
ぬ

る
」
と
て
泣
き
騒
げ
ば
、
御
使
も
い
と
あ
へ
な
く
て
帰
り
参
り
ぬ
。

(
桐
壷
①
)

m桐
壷
更
衣
の
母
/
つ
ひ
に
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
ま
た
こ
れ
を
悲
し
び

思
す
こ
と
限
り
な
し
。
(
桐
壷
①
三
八
頁
)

日
夕
顔
/
「
や
や
」
と
お
ど
ろ
か
し
た
ま
へ
ど
、
た
だ
冷
え
に
冷
え
入
り

て
、
息
は
と
く
絶
え
は
て
に
け
り
。
(
夕
顔
①
一
六
七
頁
)

立
葵
の
上
/
内
裏
に
御
消
息
聞
こ
え
た
ま
ふ
ほ
ど
も
な
く
絶
え
入
り
た
ま

ひ
ぬ
。
(
葵
②
四
六
頁
)

日
桐
壷
院
/
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
さ
ま
に
も
お
は
し
ま
さ
で
隠
れ
さ
せ
た

ま
ひ
ぬ
。
(
賢
木
②
九
七
頁
)

凶
弘
徽
殿
女
御
父
/
太
政
大
臣
亡
せ
給
ひ
ぬ
。
(
明
石
②
二
五
二
頁
)

日
六
条
御
息
所
/
七
八
日
あ
り
て
亡
せ
た
ま
ひ
に
け
り
。
(
湾
標
②
三
一

四
頁
)

日
葵
上
父
/
そ
の
こ
ろ
、
太
政
大
臣
亡
せ
給
ひ
ぬ
。
(
薄
雲
②
四
四
二
頁
)

口
藤
壷
/
灯
火
な
ど
の
消
え
入
る
や
う
に
て
は
て
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
い
ふ
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か
ひ
な
く
悲
し
き
こ
と
を
思
し
嘆
く
。
(
薄
雲
②
四
四
七
頁
)

団
柏
木
/
女
宮
に
も
、
つ
ひ
に
え
対
面
し
き
こ
え
た
ま
は
で
、
泡
の
消
え

入
る
や
う
に
て
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
(
柏
木
④
コ
=
八
頁
)

四
落
葉
宮
母
一
条
御
息
所
/
さ
ま
ざ
ま
思
し
出
づ
る
に
、
や
が
て
絶
え
入

り
た
ま
ひ
ぬ
。
(
夕
審
④
四
三
七
頁
)

却
紫
の
上
/
ま
こ
と
に
消
え
ゆ
く
露
の
心
地
し
て
限
り
に
見
え
た
ま
へ

ば
、
:
・
略
:
・
夜
一
夜
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
し
尽
く
さ
せ
た
ま
へ
ど
、

か
ひ
も
な
く
、
明
け
は
つ
る
ほ
ど
に
消
え
は
て
た
ま
ひ
ぬ
。
(
御
法
④

五
O
六
頁
)

幻
宇
治
八
宮
/
「
こ
の
夜
中
ば
か
り
に
な
む
、
亡
せ
給
ひ
ぬ
る
」
と
泣
く

泣
く
申
す
。
(
椎
本
⑤
一
八
九
頁
)

m宇
治
大
君
/
見
る
ま
ま
に
も
の
の
枯
れ
ゆ
く
や
う
に
て
、
消
え
は
て
た

ま
ひ
ぬ
る
は
い
み
じ
き
わ
ざ
か
な
。
(
総
角
⑤
三
二
八
頁
)

幻
女
二
宮
の
母
藤
壷
女
御
/
女
御
、
実
こ
ろ
、
物
の
怪
に
わ
づ
ら
ひ
た
ま

ひ
て
、
い
と
は
か
な
く
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
(
宿
木
⑤
三
七
四
頁
)

担
光
源
氏
/
光
か
く
れ
給
ひ
に
し
後
(
匂
兵
部
卿
⑤
一
七
頁
)

以
上
の
う
ち
、
担
光
源
氏
は
、
物
語
中
に
亡
く
な
る
場
面
は
な
く
、
次
世

代
の
物
語
が
始
ま
る
匂
兵
部
卿
巻
に
お
け
る
回
想
の
か
た
ち
で
あ
り
、
他
の

用
例
と
は
や
や
次
元
が
異
な
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
「
亡
せ
給
ふ
」
「
絶
え
入
り
た
ま
ふ
」
の
表
現

が
比
較
的
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
と
り
わ
け
、
き
わ
め
て
意
識
的
に
選
ば
れ

た
死
の
表
現
と
し
て
、
用
例
口
・
日

-
m
-
mに
関
し
て
、
は
や
く
石
田

譲
二
氏
説
が
あ
る
。

一
般
に
歌
に
し
か
用
ゐ
ら
れ
な
い
言
葉
、
言
ひ
ま
は
し
が
あ
っ
た
。
こ

れ
は
歌
の
世
界
の
中
で
豊
か
に
き
た
へ
ら
れ
て
い
っ
た
。
・
:
(
略
)
・
:

源
氏
物
語
の
散
文
は
、
豊
か
な
歌
の
世
界
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
ら
を
豊
か
に
し
た
。
そ
こ
に
歌
語
と
い
ふ
問
題
も
出
て

く
る
。
作
者
が
「
と
も
し
び
な
ど
の
消
え
入
る
や
う
に
て
」
と
書
き
、

「
あ
わ
の
消
え
入
る
や
う
に
て
失
せ
給
ひ
ぬ
。
」
と
言
ひ
、
「
消
え
果
て

給
ひ
ぬ
。
」
と
書
い
た
時
、
そ
れ
は
単
な
る
即
物
的
な
比
喰
で
も
な
く
、

単
に
言
葉
を
飾
っ
た
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
今

ま
で
の
散
文
に
は
な
か
っ
た
、
文
章
と
し
て
の
飛
躍
的
な
豊
か
さ
が
あ

っ
た
。
:
・
(
略
)
・
:
〈
藤
登
・
柏
木
・
紫
上
・
大
君
ノ
死
の
描
写
ノ
〉

四
つ
の
場
合
は
相
当
の
い
は
ば
手
閣
を
か
け
た
言
い
方
で
あ
る
。

ま
た
、
安
藤
享
子
氏
は
、
「
消
ゆ
」
用
例
訂
例
の
う
ち
、
「
死
ぬ
」
の
同
意

語
は
日
例
、
う
ち
歌
の
中
の
語
が
日
例
、
文
中
な
が
ら
引
用
歌
1
例
、
文
中

語
4
例
は
す
べ
て
会
話
中
の
も
の
、
と
い
う
用
例
分
析
を
経
て
、
会
話
で

は
、
聞
き
手
を
特
に
意
識
す
る
こ
と
か
ら
「
美
」
に
主
点
が
お
か
れ
る
歌
語

が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
、
さ
ら
に
「
消
え
は
つ
」
に
つ
い
て

こ
の
二
人
〈
紫
上
と
大
君
〉
の
死
が
最
も
美
し
く
、
か
つ
ま
た
最
も
深

い
悲
し
み
を
後
に
残
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
石
田
論
に
追
加
し
て

さ
ら
に
い
え
る
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
死
」
を

見
つ
め
る
筆
者
の
心
が
動
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
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ず
、
作
中
の
あ
る
人
物
が
死
を
思
う
状
況
設
定
が
外
か
ら
な
る
力
の
場

合
と
、
内
か
ら
な
る
場
合
と
の
違
い
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
は

藤
壷
宮
、
相
木
が
お
り
、
後
者
に
は
紫
上
、
大
君
が
い
る
。

と
述
べ
た
。
「
露
」
が
は
か
な
い
も
の
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
自
明
の
こ

と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
人
の
死
が
「
露
」
に
喰
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
決
し
て
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
紫
の
上

た
だ
ひ
と
り
に
与
え
ら
れ
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
「
消
え
ゆ
く
露
の
心
地
し

て
」
と
い
う
紫
の
上
の
他
界
表
現
が
、
選
ば
れ
た
表
現
で
あ
り
、
他
の
人
物

と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

三
、
紫
の
上
の
他
界
場
面

さ
て
、
紫
の
上
の
他
界
の
場
面
が
教
科
書
に
採
録
さ
れ
る
場
合
、
新
編
全

集
で
は
御
法
巻
〔
六
〕
(
秋
待
ち
つ
け
て
五

O
三
頁

1
明
け
は
つ
る
ほ
ど
に

消
え
は
て
た
ま
ひ
ぬ
。
五

O
六
頁
)
か
ら
採
録
さ
れ
る
場
合
と
、
御
法
巻

〔
一
一
二
〕
(
致
仕
の
大
臣
、
あ
は
れ
を
も
折
過
ぐ
し
給
は
ぬ
御
心
に
て
五
一
四

頁

)
i巻
末
〔
一
六
〕
(
中
宮
な
ど
も
、
思
し
忘
る
る
時
の
間
な
く
、
恋
ひ

き
こ
え
た
ま
ふ
。
五
一
八
頁
)
か
ら
採
録
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

前
者
は
、
死
期
近
い
紫
の
上
を
養
女
明
石
中
宮
が
見
舞
い
、
紫
の
上
が
中
宮

の
手
を
取
っ
て
息
を
引
き
取
る
場
面
で
あ
り
、
源
氏
物
語
絵
巻
な
ど
に
も
描

か
れ
た
有
名
場
面
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、
紫
の
上
の
死
後
、
悲
嘆
に
く
れ

る
源
氏
を
、
致
仕
大
臣
や
秋
好
中
宮
ら
が
弔
問
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
露
」

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
紫
の
上
の
生
、
さ
ら
に
は
「
露
」
表
現
が
担
う
こ
の
世

る にの
こ な 生
ころの
でうは
は。か
前な
者さ
のや
臨死

議君
面悼
をむ

涙
中の
心寓
に意
考な
察ど
すを
る読
。み

以取
下る
のこ
場と
面が
で肝
あ要

①
秋
待
ち
つ
け
て
、
世
の
中
す
こ
し
涼
し
く
な
り
て
は
御
心
地
も
い
さ

さ
か
さ
は
や
ぐ
や
う
な
れ
ど
、
な
ほ
と
も
す
れ
ば
か
ご
と
が
ま
し
。
さ

る
は
、
身
に
し
む
ば
か
り
思
さ
る
べ
き
秋
風
な
ら
ね
ど
、
露
け
き
を
り

が
ち
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ふ
。

②
中
宮
は
参
り
た
ま
ひ
な
ん
と
す
る
を
、
い
ま
し
ば
し
は
御
覧
ぜ
よ
と

も
聞
こ
え
ま
ほ
し
う
思
せ
ど
も
、
さ
か
し
き
や
う
に
も
あ
り
、
内
裏
の

御
使
の
隙
な
き
も
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
、
さ
も
聞
こ
え
た
ま
は
ぬ
に
、

あ
な
た
に
も
え
渡
り
た
ま
へ
ね
ば
、
宮
、
ぞ
渡
り
た
ま
ひ
け
る
。
か
た
は

ら
い
た
け
れ
ど
、
げ
に
見
た
て
ま
つ
ら
ぬ
も
か
ひ
な
し
と
て
、
こ
な
た

に
御
し
つ
ら
ひ
を
こ
と
に
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

③
こ
よ
な
う
痩
せ
細
り
た
ま
へ
れ
ど
、
か
く
て
こ
そ
、
あ
て
に
な
ま
め

か
し
き
こ
と
の
限
り
な
さ
も
ま
さ
り
て
め
で
た
か
り
け
れ
ど
、
来
し
方

あ
ま
り
に
ほ
ひ
多
く
あ
ざ
あ
ざ
と
お
は
せ
し
盛
り
は
、
な
か
な
か
こ
の

世
の
花
の
か
を
り
に
も
よ
そ
へ
ら
れ
た
ま
ひ
し
を
、
限
り
も
な
く
ら
う

た
げ
に
を
か
し
げ
な
る
御
さ
ま
に
て
、
い
と
か
り
そ
め
に
世
を
思
ひ
た

ま
へ
る
気
色
、
似
る
も
の
な
く
心
苦
し
く
、
す
ず
ろ
に
も
の
悲
し
。

④
風
す
ご
く
吹
き
出
で
た
る
夕
暮
に
、
前
栽
見
た
ま
ふ
と
て
、
脇
息
に

よ
り
ゐ
た
ま
へ
る
を
、
院
渡
り
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
〈
源
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氏
〉
「
今
日
は
、
い
と
よ
く
起
き
ゐ
た
ま
ふ
め
る
は
。
こ
の
御
前
に
て

は
、
こ
よ
な
く
御
心
も
は
れ
ば
れ
し
げ
な
め
り
か
し
」
と
聞
こ
え
た
ま

ふ
。
か
ば
か
り
の
隙
あ
る
を
も
い
と
う
れ
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る

御
気
色
を
見
た
ま
ふ
も
心
苦
し
く
、
つ
ひ
に
い
か
に
思
し
騒
か
ん
と
思

ふ
に
、
あ
は
れ
な
れ
ば
、

〈
紫
の
上
〉
お
く
と
見
る
ほ
ど
ぞ
は
か
な
き
と
も
す
れ
ば
風
に
み
だ

る
る
萩
の
う
は
露

げ
に
ぞ
、
折
れ
か
へ
り
と
ま
る
べ
う
も
あ
ら
ぬ
、
よ
そ
へ
ら
れ
た
る
を

り
さ
へ
忍
び
が
た
き
を
、
見
出
だ
し
た
ま
ひ
て
も
、

〈
源
氏
〉
や
や
も
せ
ば
消
え
を
あ
ら
そ
ふ
露
の
世
に
お
く
れ
先
だ
つ

ほ
ど
経
ず
も
が
な

と
て
、
御
涙
を
払
ひ
あ
へ
た
ま
は
ず
。
宮

〈
明
石
中
宮
〉
秋
風
に
し
ば
し
と
ま
ら
ぬ
つ
ゅ
の
世
を
た
れ
か
草
葉

の
う
へ
と
の
み
見
ん

と
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
御
容
貌
ど
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
見
る
か
ひ
あ

る
に
つ
け
て
も
、
か
く
て
千
年
を
過
ぐ
す
わ
ざ
も
が
な
と
思
さ
る
れ

ど
、
心
に
か
な
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
か
け
と
め
ん
方
な
き
ぞ
悲
し
か
り

け
る
。

⑤
〈
紫
の
上
〉
「
今
は
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ね
。
乱
り
心
地
い
と
苦
し
く
な

り
は
べ
り
ぬ
。
言
ふ
か
ひ
な
く
な
り
に
け
る
ほ
ど
と
い
ひ
な
が
ら
、
い

と
な
め
げ
に
は
べ
り
や
」
と
て
、
御
凡
帳
ひ
き
寄
せ
て
臥
し
た
ま
へ
る

さ
ま
の
、
常
よ
り
も
い
と
頼
も
し
げ
な
く
見
え
た
ま
へ
ば
、
「
い
か
に

思
さ
る
る
に
か
」
と
て
、
宮
は
御
手
を
と
ら
へ
た
て
ま
つ
り
て
泣
く
泣

く
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
ま
こ
と
に
消
え
ゆ
く
露
の
心
地
し
て
限

り
に
見
え
た
ま
へ
ば
、
御
調
経
の
使
ど
も
数
も
知
ら
ず
た
ち
騒
ぎ
た

り
。
さ
き
ざ
き
も
か
く
て
生
き
出
で
た
ま
ふ
を
り
に
な
ら
ひ
た
ま
ひ

て
、
御
物
の
怪
と
疑
ひ
た
ま
ひ
て
夜
一
夜
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
し
尽
く

さ
せ
た
ま
へ
ど
、
か
ひ
も
な
く
、
明
け
は
つ
る
ほ
ど
に
消
え
は
て
た
ま

ひ
ぬ
。
(
御
法
巻
④
五

O
三
i
五
O
六
頁
)

登
場
人
物
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
と
し
て
は
、
紫
の
上
が
源
氏
の
最
愛
の

女
性
で
あ
る
こ
と
、
明
石
中
宮
と
は
実
の
母
子
で
は
な
い
が
深
い
信
頼
関
係

で
結
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

物
語
は
ま
ず
、
①
段
で
、
秋
と
い
う
季
節
の
到
来
と
と
も
に
、
露
け
き
|

涙
が
ち
な
紫
の
上
を
描
く
。
和
泉
式
部
詠
「
秋
吹
く
は
い
か
な
る
色
の
風
な

れ
ば
身
に
し
む
ば
か
り
あ
は
れ
な
る
ら
む
」
の
引
用
に
続
く
「
露
」
は
秋
と

い
う
季
節
か
ら
の
連
想
で
あ
り
涙
の
象
徴
で
あ
る
。
古
文
で
は
周
知
の
表
現

で
あ
る
。
続
く
②
段
で
、
中
宮
が
み
ず
か
ら
紫
の
上
の
対
を
訪
れ
る
。
紫
の

上
と
明
石
中
宮
と
は
養
母
・
養
女
と
い
う
関
係
で
あ
る
が
、
中
宮
の
ほ
う
が

身
分
が
上
で
あ
る
の
で
敬
意
の
あ
る
表
現
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
中
宮
が

紫
の
上
の
居
る
対
を
訪
れ
る
の
は
身
分
の
制
約
を
越
え
た
異
例
な
こ
と
で
あ

る
こ
と
、
な
ど
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
敬
語
表
現
を
学
ぷ
に
も
適

し
た
部
分
で
あ
る
。
③
段
で
は
、
「
こ
よ
な
く
痩
せ
細
」
っ
た
紫
の
上
が

「
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
」
美
し
さ
を
か
え
っ
て
増
し
て
い
る
と
、
女
盛
り

の
頃
に
比
し
て
そ
の
美
し
さ
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
④
段
で
は
源
氏
が
登
場
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し
、
和
歌
を
唱
和
す
る
。

紫
の
上
は
、
置
く
と
見
る
や
散
っ
て
し
ま
う
「
萩
の
う
は
露
」
を
詠
み
、

そ
れ
は
続
く
「
げ
に
ぞ
」
に
よ
っ
て
、
実
景
を
伴
い
な
が
ら
も
、
ま
さ
し
く

彼
女
の
生
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
応
え
る
源
氏
は
、
「
露
」

を
「
露
の
世
」
と
一
般
論
に
広
げ
た
う
え
で
、
「
お
く
れ
先
だ
つ
ほ
ど
経
ず

も
が
な
」
t
|
|
聞
を
お
か
ず
に
一
緒
に
死
に
た
い
と
い
い
、
一
課
を
流
す
。
そ

こ
へ
中
宮
が
、
同
じ
く
「
露
の
世
」
と
受
け
つ
つ
も
、
「
た
れ
か
草
葉
の
う

へ
と
の
み
見
ん
」
|
|
私
ど
も
も
み
な
同
じ
で
し
ょ
う
と
、
母
紫
の
上
の
不

安
を
慰
め
る
。
こ
こ
で
の
一
二
者
の
唱
和
が
あ
っ
て
、
⑤
段
で
の
紫
の
上
の
臨

終
の
場
面
は
「
ま
こ
と
に
」
、
ま
さ
に
紫
の
上
自
身
の
認
識
の
ご
と
く
「
消

え
ゆ
く
露
の
心
地
」
が
す
る
の
で
あ
り
、
手
を
と
る
明
石
中
宮
の
感
慨
と
し

て
も
ま
さ
に
「
消
え
ゆ
く
露
の
」
よ
う
に
と
ら
え
た
わ
け
で
あ
る
。
紫
の
上

の
死
は
、
草
葉
に
置
く
露
が
ふ
と
消
え
る
か
の
よ
う
な
は
か
な
さ
に
限
り
な

い
美
し
さ
を
見
出
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
自
身
の
歌
と
そ
れ
を
受
け
る

「
げ
に
ぞ
」
に
よ
っ
て
、
涙
や
一
般
的
は
か
な
さ
の
象
徴
と
し
て
の
「
露
」

を
、
紫
の
上
の
生
の
象
徴
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に

「
ま
こ
と
に
」
に
よ
っ
て
他
の
誰
で
も
な
い
紫
の
上
の
生
の
象
徴
と
し
て
の

「
露
」
表
現
が
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
到
る
ま
で
の
物
語
の
流
れ
を
若
干
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
紫
の
上

は
か
つ
て
一
度
息
絶
え
て
い
た
。

大
臣
の
君
は
、
ま
れ
ま
れ
渡
り
た
ま
ひ
て
、
え
ふ
と
も
た
ち
帰
り
た
ま

は
ず
、
静
心
な
く
思
さ
る
る
に
、
「
絶
え
入
り
た
ま
ひ
ぬ
」
と
て
人
参

り
た
れ
ば
、
さ
ら
に
何
ご
と
も
思
し
分
か
れ
ず
、
御
心
も
く
れ
て
渡
り

た
ま
ふ
。
(
若
菜
下
④
二
三
三
頁
)

若
菜
下
巻
で
は
、
源
氏
の
正
妻
と
な
っ
た
女
三
宮
の
存
在
感
が
増
す
に
つ

れ
て
、
紫
の
上
は
我
が
身
の
不
安
定
さ
を
憂
い
、
源
氏
に
寄
せ
る
信
頼
と
愛

情
と
が
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
。
そ
ん
な
な
か
で
発
病
し
、
二
条
院
へ
移

さ
れ
た
の
ち
、
危
篤
状
態
に
陥
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
小
康
を
得
た
紫
の

上
と
源
氏
が
、
池
の
蓮
の
花
を
見
な
が
ら
歌
を
詠
み
か
わ
す
場
面
が
描
か
れ

る
。
そ
こ
に
も
「
露
」
の
歌
が
あ
っ
た
。

池
は
い
と
涼
し
げ
に
て
、
蓮
の
花
の
咲
き
わ
た
れ
る
に
、
葉
は
い
と
青

や
か
に
て
、
露
き
ら
き
ら
と
玉
の
や
う
に
見
え
わ
た
る
を
、
〈
源
氏
〉

「
か
れ
見
た
ま
へ
。
お
の
れ
独
り
も
涼
し
げ
な
る
か
な
」
と
の
た
ま
ふ

に
、
起
き
上
が
り
て
見
出
だ
し
た
ま
へ
る
も
い
と
め
づ
ら
し
け
れ
ば
、

〈
源
氏
〉
「
か
く
て
見
た
て
ま
つ
る
こ
そ
夢
の
心
地
す
れ
。
い
み
じ
く
、

わ
が
身
さ
へ
限
り
と
お
ぼ
ゆ
る
を
り
を
り
の
あ
り
し
は
や
」
と
涙
を
浮

け
て
の
た
ま
へ
ば
、
み
づ
か
ら
も
あ
は
れ
に
思
し
て
、

〈
紫
の
上
〉
消
え
と
ま
る
ほ
ど
や
は
経
べ
き
た
ま
さ
か
に
蓮
の
露
の
か

か
る
ば
か
り
を

と
の
た
ま
ふ
。

〈
源
氏
〉
契
り
お
か
む
こ
の
世
な
ら
で
も
蓮
葉
に
玉
ゐ
る
露
の
心
へ
だ

つ
な
(
若
菜
下
④
二
四
五
頁
)

と
も
に
庭
を
眺
め
る
ま
で
に
回
復
し
た
紫
の
上
の
姿
を
涙
を
浮
か
べ
て
み
る

源
氏
の
姿
を
「
あ
は
れ
」
に
感
じ
る
紫
の
上
は
、
「
蓮
の
露
」
の
不
安
定
さ
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に
我
が
身
を
な
ぞ
ら
え
て
、
詠
み
か
け
る
。
そ
れ
を
源
氏
は
、
極
楽
の
蓮
葉

の
上
の
露
に
詠
み
か
え
、
一
蓮
托
生
を
約
束
し
よ
う
と
切
り
返
す
。
紫
の
上

の
出
家
願
望
を
認
め
ず
、
ま
た
、
紫
の
上
が
弱
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
取
り
乱

す
源
氏
の
姿
に
、
紫
の
上
は
強
く
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
つ
つ
も
、
愛
情
の
変

化
や
思
い
の
す
れ
ち
が
い
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

さ
き
の
臨
終
場
面
で
、
紫
の
上
の
歌
に
、
源
氏
は
応
え
て
い
る
よ
う
で
い

て
、
そ
の
実
、
彼
は
自
分
が
紫
の
上
と
聞
を
お
か
ず
死
に
た
い
と
い
う
自
分

の
願
望
を
前
面
に
出
し
た
歌
を
詠
ん
で
い
た
。
そ
れ
に
比
し
て
、
明
石
中
宮

は
、
紫
の
上
の
思
い
を
受
け
止
め
た
う
え
で
、
や
ん
わ
り
と
無
常
は
世
の
習

い
な
の
だ
と
母
を
慰
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
露
」
の
象
徴
表
現

は
、
臨
終
場
面
に
到
る
ま
え
の
時
点
で
も
、
紫
の
上
自
身
の
内
省
に
よ
っ

て
、
み
ず
か
ら
の
生
の
は
か
な
さ
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
贈
答
の
あ
り
ょ
う

は
、
源
氏
の
認
識
と
の
痛
た
り
を
も
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
え

よ・つ。さ
ら
に
、
そ
の
あ
と
の
御
法
巻
末
で
は
、
源
氏
は
旧
来
の
友
人
で
あ
る
致

仕
大
臣
か
ら
の
弔
問
を
受
け
、

い
に
し
へ
の
秋
さ
へ
今
の
心
地
し
で
ぬ
れ
に
し
袖
に
露
ぞ
お
き
そ
ふ

と
い
う
大
臣
の
歌
に
対
し
て
、
次
の
歌
を
返
す
。

露
け
さ
は
む
か
し
今
と
も
思
ほ
え
ず
お
ほ
か
た
秋
の
夜
こ
そ
つ
ら
け
れ

(
御
法
④
五
一
五
頁
)

大
臣
は
源
氏
の
正
妻
葵
の
上
の
兄
で
も
あ
る
。
「
露
」
は
、
い
ま
、
紫
の

上
の
死
を
悼
む
涙
の
比
喰
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
か
つ
て
葵
の
上
を
見
送
っ
た

と
き
を
思
い
起
こ
し
て
の
涙
で
も
あ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
は
、
他
に
も
多
く

の
女
人
を
見
送
っ
た
涙
を
思
い
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

ら
を
秋
の
夜
と
い
う
も
の
は
う
ら
め
し
い
と
季
節
の
秋
の
悲
し
さ
に
収
数
さ

せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

四
、
若
紫
巻
と
の
関
連

さ
て
、
生
の
は
か
な
さ
を
象
徴
す
る
「
露
」
と
い
え
ば
、
若
紫
巻
に
あ
っ

た
尼
君
の
歌
に
連
想
を
及
ぼ
し
た
い
。
若
紫
の
垣
間
見
場
面
で
、
源
氏
は
、

北
山
で
思
い
が
け
ず
藤
壷
の
面
影
を
宿
す
少
女
を
見
つ
け
る
。
少
女
は
、
顔

を
赤
く
す
り
な
し
て
雀
の
子
を
い
ぬ
き
が
逃
が
し
た
と
い
っ
て
か
け
て
く

る
。
そ
の
少
女
を
教
え
さ
と
し
て
い
る
尼
君
は
、
こ
の
子
を
お
い
て
先
立
つ

で
あ
ろ
う
自
分
の
命
を
「
露
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
。

〈
尼
君
〉
「
・
:
を
か
し
の
御
髪
や
。
い
と
は
か
な
う
も
の
し
た
ま
ふ
こ

そ
、
あ
は
れ
に
う
し
ろ
め
た
け
れ
。
か
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
い
と
か
か

ら
ぬ
人
も
あ
る
も
の
を
。
故
姫
君
は
、
十
ば
か
り
に
て
殿
に
後
れ
た
ま

ひ
し
ほ
ど
、
い
み
じ
う
も
の
は
思
ひ
知
り
た
ま
へ
り
ぞ
か
し
。
た
だ
今

お
の
れ
見
捨
て
た
て
ま
つ
ら
ば
、
い
か
で
世
に
お
は
せ
む
と
す
ら
む
」

と
て
い
み
じ
う
泣
く
を
見
た
ま
ふ
も
、
す
ず
ろ
に
悲
し
。
幼
心
地
に

も
、
さ
す
が
に
う
ち
ま
も
り
で
、
伏
し
目
に
な
り
て
う
つ
ぶ
し
た
る

に
、
こ
ぼ
れ
か
か
り
た
る
髪
つ
や
つ
や
と
め
で
た
う
見
ゆ
。

〈
尼
君
〉
生
ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ

消
え
ん
そ
ら
な
き
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ま
た
ゐ
た
る
大
人
、
「
げ
に
」
と
う
ち
泣
き
て
、

初
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
聞
に
い
か
で
か
露
の
消
え
ん
と
す

ら
む

と
聞
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
(
若
紫
②
二

O
八
頁
)

尼
君
は
、
少
女
の
髪
を
撫
で
な
が
ら
、
亡
き
娘
l
|
小
ノ
女
の
母
を
回
想
す

る
。
十
歳
ほ
ど
で
父
殿
に
「
後
れ
」
な
さ
っ
た
が
、
ず
い
ぶ
ん
し
っ
か
り
と

し
て
い
た
。
い
ま
私
が
あ
な
た
を
見
捨
て
た
ら
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
か
れ

ま
し
ょ
う
、
と
。
そ
し
て
歌
で
は
、
少
女
を
「
若
草
」
に
た
と
え
、
そ
の
若

草
を
残
し
て
消
え
る
露
は
消
え
よ
う
に
も
消
え
る
空
が
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
と
き
、
尼
君
自
身
は
「
露
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
仏
教
的
発

想
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
世
の
生

が
輪
廻
の
一
環
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
世
の
前
に
は
先
の
世
が
あ
り
、
こ
の
世

の
次
に
は
来
世
が
あ
る
。
親
し
い
人
が
亡
く
な
る
こ
と
を
先
立
つ
と
い
い
、

遺
さ
れ
た
者
は
「
(
死
に
)
遅
れ
た
」
と
と
ら
え
る
。
と
く
に
、
「
遅
れ
先
立

つ
」
と
い
う
発
想
ゃ
、
こ
の
世
で
の
は
か
な
い
生
を
「
露
」
に
よ
そ
え
る
発

想
は
、
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
そ
ば
に
い
る
女
房
の
「
げ
に
」
と
い
う
共
感
の
言
葉

に
支
え
ら
れ
て
、
「
露
」
は
尼
君
の
象
徴
と
し
て
一

E
と
ら
え
な
お
さ
れ
、

さ
ら
に
、
萌
え
は
じ
め
た
初
草
の
育
ち
ゆ
く
先
も
知
ら
ず
に
ど
う
し
て
露
が

消
え
よ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
、
と
尼
君
の
心
配
を
打
ち
消
す
歌
で
応
え
る

の
で
あ
る
。

御
法
巻
の
臨
終
場
面
と
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
と
、
若
紫
巻
で
尼
君
が
自
分

の
生
を
「
露
」
に
な
ぞ
ら
え
案
じ
て
い
た
孫
娘
H
紫
の
上
が
、
二
十
数
年
の

時
を
経
て
、
今
度
は
自
分
の
生
を
「
露
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、
残
し
て
い
く
源

氏
が
自
分
の
亡
き
後
ど
ん
な
に
お
嘆
き
に
な
る
こ
と
か
と
「
あ
は
れ
」
を
感

じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表
現
の
類
型
に
気
づ
い
て
連
想
を
は
た
ら

か
せ
る
こ
と
か
ら
、
一
貫
し
た
物
語
世
界
の
共
鳴
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
紫
の
上
の
他
界
場
面
は
、
涙
や
は
か
な
さ
の
象
徴
と
し
て
の
「
露
」

表
現
が
、
さ
ら
に
本
人
の
意
識
や
、
物
語
内
の
周
辺
人
物
の
認
識
に
支
え
ら

れ
て
、
き
わ
め
て
選
ば
れ
た
「
消
え
ゆ
く
露
の
心
地
し
て
」
と
い
う
臨
終
表

現
に
結
実
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

お
わ
り
に

-9ー

古
典
教
材
に
お
い
て
は
、
教
材
相
互
の
関
連
を
積
極
的
に
見
る
こ
と
も
理

解
を
助
け
る
の
に
有
効
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
も
そ
も
、
和
歌
に
お
い
て

「
露
」
が
は
か
な
さ
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
や
、
一
俣
の
比
喰
と
し
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
常
識
と
い
っ
て
よ
い
範
鴫
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
は
、
も
と
も
と
、
連
想
の
共
鳴
に
よ
っ
て
、
周
知
の
こ
と
が
ら

に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
古
今
和
歌
集
』
が
成
し
遂
げ
た
、
自

然
事
象
と
人
事
と
の
共
鳴
を
一
首
の
な
か
に
詠
み
こ
む
こ
と
は
、
散
文
世
界

に
お
い
て
も
、
広
が
り
を
見
せ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
無
名
草
子
』
の

「
あ
は
れ
な
る
こ
と
」
を
読
む
と
、
そ
こ
に
は
意
識
的
に
『
源
氏
物
語
』
の

他
界
場
面
が
「
あ
は
れ
」
な
場
面
と
し
て
集
め
ら
れ
て
い
る
。
『
栄
花
物
語
』

あ
さ
み
ど
り
巻
に
は
、
道
長
の
娘
寛
子
の
死
が
「
す
べ
て
あ
さ
ま
し
う
、
露

『
源
氏
物
語
』
紫
の
上
他
界
場
面
教
材
化
へ
の
一
視
点
1

1
「
消
え
ゆ
く
露
」
表
現
に
着
目
し
て
|
|



『
源
氏
物
語
』
紫
の
上
他
界
場
面
教
材
化
へ
の
一
視
点
|
|
「
消
え
ゆ
く
露
」
表
現
に
着
目
し
て
|
|

に
て
消
え
果
て
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
描
か
れ
る
。
『
方
丈
記
』
の
序
文
の

「
朝
顔
の
露
に
異
な
ら
ず
」
に
連
想
が
は
た
ら
く
こ
と
も
あ
ろ
う
。
常
套
的

な
表
現
に
見
え
る
も
の
も
、
読
み
手
と
新
た
な
作
り
手
の
共
感
が
重
な
っ
た

結
果
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
連
想
の
共
鳴
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
新
た
な
表
現

を
生
ん
で
い
っ
た
も
の
と
思
う
。
古
典
作
品
が
、
現
代
と
切
り
離
さ
れ
た
時

代
の
遺
物
と
し
て
で
は
な
く
、
現
代
の
人
聞
に
通
じ
る
、
人
聞
の
営
み
の
延

長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
る
た
め
に
も
、
関
連
教
材
へ
目

配
り
す
る
こ
と
は
そ
の
一
つ
の
方
策
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
電

子
媒
体
を
通
し
て
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
つ
な
が
り
を
求
め
る
現
代
に
お
い
て

は
、
古
典
の
世
界
に
お
け
る
こ
う
し
た
連
想
の
共
鳴
と
い
う
べ
き
事
象
も
ま

た
、
古
典
教
育
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
す

る。

主(
1
)

吉
井
美
弥
子
氏
「
教
材
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
紫
の
上
の
死
を
め

ぐ
っ
て
|
」
(
『
〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、
〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
古
典

編
1
文
学
研
究
と
国
語
教
育
研
究
の
交
差
』
右
文
書
院
8
8所
収
、
の
ち

に
吉
井
美
弥
子
氏
『
読
む
源
氏
物
語
読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
森
話
社

Nog所
収
)
は
「
『
源
氏
物
語
』
は
す
ば
ら
し
い
世
界
的
傑
作
な
の
だ
と

い
う
こ
と
ば
か
り
を
先
入
観
と
し
て
生
徒
た
ち
に
植
え
つ
け
る
、
あ
る
い

は
押
し
つ
け
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
」
と
い
う
問
題
提
起
を
さ
れ
た
。

ま
た
、
身
分
上
の
制
約
を
縫
え
て
明
石
中
宮
が
紫
の
上
を
慕
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
、
「
死
犠
」
の
問
題
に
触
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
紫
の
上

の
死
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
秩
序
や
制
約
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
受
け
と
め
る
べ

き
重
さ
」
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
稿
者
は
そ
う
し
た
吉
井
氏
の
説

に
従
う
も
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
本
稿
で
は
「
露
」
表
現
の
象
徴
性
に
焦

点
を
絞
り
た
い
。

(
2
)

今
西
祐
一
郎
氏
「
哀
傷
と
死
|
源
氏
物
語
試
論
」
(
国
語
国
文
第
必

巻

8
号

H
S由
)

(
3
)

『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
基
本
的
に
小
学
舘
・
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
に
よ
り
、
引
用
末
尾
に
問
書
の
巻
数
と
頁
数
と
を
示
し
た
。

(
4
)

石
田
譲
二
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
四
つ
の
死
l
歌
語
の
こ
と
な
ど
」

(
『
源
氏
物
語
論
集
』
桜
楓
社
忌
己
所
収
初
出
忌
∞
】
)

(
5
)

安
藤
享
子
氏
「
「
死
ぬ
」
の
同
意
語

E
l源
氏
物
語
を
中
心
に
|
」
(
諮

文
第
お
編
日
本
大
学
国
文
学
会

5
3
)

(
6
)

前
者
に
は
、
東
京
書
籍
『
精
選
古
典
』

(N08検
定
)
、
右
文
書
院
『
古

典
E
』
(
N
O
D
-
)

が
あ
り
、
後
者
に
は
第
一
学
習
社
『
古
典
古
文
』
(
N
8
4
)

が
あ
る
。
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