
螢
巻
の
物
語
論
に
つ
い
、
て

一
そ
 
の
 
機
 
構
．
お

よ

び
 
位
 
相
一

武

原

弘

 
螢
巻
の
物
語
論
を
拡
大
解
釈
し
て
、
か
つ
て
本
居
宣
長
は
、
「
源
氏
物
語
の

本
意
1
1
も
の
の
あ
は
れ
」
説
を
提
唱
し
た
（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
」
）
。
そ
れ

．
は
、
従
前
行
わ
れ
て
い
た
仏
教
、
儒
教
の
勧
善
懲
悪
思
想
に
よ
る
源
氏
物
語
読
，

み
を
排
し
て
の
、
国
文
学
本
来
の
文
献
学
的
方
法
に
拠
る
新
し
い
源
氏
物
語
解

釈
と
し
て
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
だ
。
が
、
現
今
に
お
い
て
は
（
そ
の
論
証
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

の
飛
躍
が
き
び
し
く
批
判
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
批
判
の
前
提
を

な
す
厳
密
精
確
な
本
文
解
釈
、
結
論
と
し
て
導
き
出
さ
れ
た
「
物
語
虚
構
即
真

実
」
論
こ
そ
、
螢
巻
の
物
語
論
の
要
諦
を
正
確
に
解
析
し
得
だ
も
の
と
広
く
認

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
も
は
や
何
ら
の
贅
言
も
不
要
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
2
）

玉
覧
物
語
と
い
う
「
す
ぐ
れ
て
小
説
的
な
世
界
像
」
を
形
成
す
る
文
脈
の
な
か

の
物
語
虚
構
論
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
構
造

を
有
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
機
構
お
よ
び
位
相
も
、
・
必
ず
し
も
自
明
的
な

の
で
は
な
い
。

 
諸
先
学
に
導
か
れ
つ
つ
、
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
小
考
を
施
し
た
い
。
立

論
の
便
宜
上
、
ま
ず
、
螢
巻
で
玉
野
を
相
手
に
し
て
源
氏
が
語
る
物
語
論
の
要

点
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
物
語
に
即
す
る
立
場
か
ら
、
本
文
の

長
い
引
用
を
も
厭
わ
ず
に
す
す
め
る
こ
と
と
す
る
。
噛

 
五
月
雨
の
降
り
続
く
こ
ろ
、
玉
壷
は
物
語
に
熱
中
し
て
、
六
条
院
で
の
無
聯

を
慰
め
て
い
る
。
当
時
、
物
語
は
、
婦
女
子
の
「
つ
れ
づ
れ
」
を
慰
め
る
「
す

さ
び
」
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
。
蓬
生
巻
に
も
、
・

 
 
は
か
な
き
古
歌
物
語
な
ど
や
う
の
す
さ
び
ご
と
に
て
こ
そ
、
つ
れ
づ
れ
を

 
 
紛
ら
は
し
、
か
か
る
住
ま
ひ
を
も
慰
む
る
わ
ざ
な
め
れ
。
（
『
全
集
」
㈲
一

 
 
三
二
〇
頁
。
以
下
も
同
書
に
よ
る
。
）

と
あ
り
、
他
の
諸
巻
に
も
同
趣
の
叙
述
を
多
諭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
玉
貿
も

例
外
で
は
な
い
。

 
源
氏
は
「
笑
ひ
」
な
が
ら
言
う
。

 
 
あ
な
む
つ
か
し
。
女
と
そ
も
の
う
る
さ
が
ら
ず
、
人
に
欺
か
れ
む
と
生
れ

 
 
た
る
も
の
な
れ
。
こ
こ
ら
の
中
に
ま
こ
ど
は
い
と
少
な
か
ら
む
を
、
か
つ

 
 
知
る
知
る
、
か
か
る
す
ず
ろ
ご
と
に
心
を
移
し
、
は
か
ら
れ
た
ま
ひ
て
…

 
 
…
（
㈲
1
二
〇
二
～
二
〇
三
頁
）

「
物
干
に
虚
偽
が
多
い
ζ
乏
を
知
り
な
が
ら
一
そ
れ
に
熱
中
す
る
女
の
気
が
知

れ
な
い
」
（
『
全
集
』
頭
注
）
と
の
意
で
あ
る
。
が
、
そ
う
言
い
つ
つ
も
、
彼
は

（ 23． ）

螢
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
 
一
そ
の
機
構
お
よ
び
位
相
1

「
 
 
‘



物
語
の
価
値
を
認
め
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
．

 
 
こ
の
い
つ
は
り
ど
も
の
中
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
ギ
つ
幽

 
 
き
づ
き
し
う
つ
づ
け
た
る
、
は
か
な
し
ご
と
と
知
り
な
が
ら
、
い
た
づ
ら

 
 
に
心
動
き
、
 
（
中
略
）
．
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
と
見
る
見
る
、
 
（
中

 
 
略
）
ふ
と
を
か
し
き
ふ
し
、
あ
ら
は
な
る
な
ど
も
あ
る
べ
し
。
 
（
二
．
〇
三

 
 
頁
）

「
い
つ
は
り
ど
も
」
「
は
か
な
し
ご
と
」
「
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
虚

偽
」
を
書
く
物
語
で
は
あ
る
が
、
「
か
た
心
づ
く
」
、
「
ふ
と
を
か
し
き
ふ
し
」
が

あ
っ
て
、
退
屈
し
の
ぎ
に
は
な
る
だ
ろ
う
と
も
言
う
。
か
な
り
椰
楡
の
口
調
と

な
っ
て
い
る
。
物
語
は

 
 
そ
ら
ご
と
を
よ
く
し
馴
れ
だ
る
口
つ
き
よ
与
ぞ
言
ひ
出
だ
す
ら
む
と
お
ぼ

 
 
ゆ
・
（
同
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
で
き
・
享
受
者
は
結
局
、
．
欺
か
れ
て
し
ま
う
態
た
ら
く
だ
と
源
氏
は
続
け
る
。

 
こ
こ
ま
で
、
物
語
に
お
け
る
虚
偽
性
を
衝
い
て
、
源
氏
の
論
理
は
一
貫
し
て

い
る
か
に
読
め
る
。
 
「
い
つ
は
り
」
「
そ
ら
ご
ど
」
に
相
対
す
る
「
ま
こ
と
」

め
少
魯
さ
が
、
論
の
要
点
で
あ
る
。
阿
部
秋
生
氏
に
よ
る
ど
、
「
い
つ
は
り
」
・

と
「
そ
ら
C
と
」
は
、
厳
密
に
は
語
義
を
異
に
す
る
も
の
で
、
前
者
は
言
葉
の

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

上
で
の
単
純
な
う
そ
、
後
者
は
事
実
に
よ
っ
て
食
甚
で
き
な
い
（
事
実
に
反
す

 
 
、
 
、
 
 
．
 
 
 
 
 
 
．
 
へ
注
3
）

る
）
う
そ
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
源
氏
が
、
 
「
い
つ
は
り
」
ど
「
そ
む

ご
と
」
と
、
異
る
表
現
に
よ
っ
て
物
語
の
虚
偽
を
説
明
し
て
い
る
点
が
注
意
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
コ

れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

 
さ
て
、
一
旦
は
物
語
を
疑
レ
た
も
の
の
、
そ
れ
ば
源
氏
の
真
意
で
は
な
い
ら

し
い
。
物
語
を
「
た
だ
い
と
ま
こ
と
の
事
と
ご
そ
思
う
た
ま
へ
ら
れ
け
れ
」
．

（
㈲
一
二
◎
四
頁
）
と
肯
定
す
る
玉
鷺
に
同
じ
て
、
源
氏
は
反
転
し
、
今
度
は

極
端
な
物
語
称
揚
論
者
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
 
神
代
よ
り
世
に
あ
る
事
を
記
し
お
き
け
る
な
な
り
。
日
本
紀
な
ど
は
た
だ

 
 
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
に
こ
そ
道
々
し
く
詳
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
。

 
 
．
（
㈲
1
二
〇
四
頁
）
・

ま
た
も
「
笑
ひ
」
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の
で
、
冗
談
め
か
し
た
椰
楡
口
調
は
変

わ
っ
て
い
な
い
と
知
れ
る
毛
の
の
、
こ
れ
こ
そ
が
彼
の
本
音
で
あ
る
こ
と
は
、

以
下
に
続
く
懇
切
丁
寧
な
物
語
談
義
に
再
説
ざ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
も
証
せ
ら
れ

る
ど
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 
ヤ
，
・

 
 
そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
つ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
、
よ
．

 
・
き
も
あ
し
き
も
、
世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞

 
 
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
・
後
の
世
に
も
言
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し
き
節
ぶ
し

 
 
を
、
心
に
籠
め
が
た
く
て
、
言
ひ
お
き
は
D
め
た
る
な
り
。
よ
き
さ
ま
に
‘

 
，
言
ふ
之
て
は
、
よ
き
事
の
か
ぎ
り
選
り
出
で
て
、
人
に
従
は
む
と
．
て
は
、

 
 
ま
た
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
レ
き
事
を
と
り
集
め
た
る
、
み
な
か
た
が
だ

 
 
に
つ
け
た
る
こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
ず
か
し
。
人
の
朝
廷
の
さ
へ
作
ゆ
や

 
 
う
か
は
る
。
同
じ
や
ま
と
の
国
の
事
な
れ
ば
、
‘
昔
今
の
に
変
る
べ
し
、
深
、

 
 
き
こ
と
浅
き
こ
と
の
け
ち
め
こ
そ
あ
ら
め
、
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言

 
 
ひ
は
て
む
も
、
事
の
心
違
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
。
．
（
同
）

源
氏
は
ま
ず
、
物
語
は
神
代
以
来
の
「
世
に
あ
る
事
」
す
な
わ
ち
後
文
に
お
け

る
「
世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
」
「
こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
」
ざ
る
事
i
世
に

あ
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
間
の
現
実
一
を
書
い
て
い
る
て
と
、
そ
れ
ば
歴
史
書

（
男
性
の
手
に
よ
っ
て
成
っ
た
正
史
）
に
も
書
い
て
あ
る
事
が
ら
で
も
あ
る
が
、
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

物
語
の
方
が
詳
し
く
、
ま
た
、
人
間
が
「
生
き
て
い
く
上
で
手
本
に
な
る
事
」

ま
で
も
書
い
て
い
る
、
と
言
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
書
き
方
は
、
確
か
に
現
実
の

（24）



人
間
の
生
活
の
申
の
事
実
を
書
く
の
で
あ
る
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
と
し
て

で
は
な
く
、
特
に
興
味
深
い
事
が
ら
だ
け
を
選
択
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
甚
だ

し
ぐ
誇
張
し
て
書
く
こ
と
、
そ
の
作
風
は
国
や
時
代
に
よ
っ
て
深
浅
の
差
異
を

生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
全
体
と
し
て
虚
偽
（
「
そ
ら
ご
と
」
）
と
考
え
て

は
な
ら
な
い
こ
と
、
な
ど
論
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
玉
覧
の
詞
に
合
わ
せ
れ

ば
、
「
ま
こ
と
」
が
書
か
れ
て
い
る
と
論
じ
た
い
源
氏
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

要
す
る
に
、
物
語
は
虚
構
に
よ
っ
て
人
間
の
真
実
を
書
い
て
伝
え
る
も
の
、
と

の
結
論
で
あ
る
心

 
源
氏
は
さ
ら
に
、
仏
教
の
教
法
に
い
う
「
方
便
」
論
を
援
用
し
て
、
物
語
の

本
質
と
し
て
の
虚
構
即
真
実
論
を
補
強
し
、
完
結
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
渕

江
文
世
氏
の
論
述
を
借
り
て
、
源
氏
の
物
語
論
の
要
旨
を
ま
と
め
て
み
る
。
「
史

の
『
実
」
に
対
す
る
物
語
の
『
虚
」
的
構
造
が
虚
偽
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

個
別
的
委
細
を
通
じ
て
そ
の
奥
に
虚
構
的
真
実
を
志
す
為
の
典
型
化
」
一
そ
れ

が
物
語
の
本
質
お
よ
び
方
法
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
こ
の
よ
う
な
源
氏
の
物
語
観
は
、
諸
先
学
が
一
致
し
て
認
め
る
よ
う
に
、
作

者
紫
式
部
自
身
の
抱
く
物
語
観
と
解
し
て
よ
く
、
「
物
語
」
を
「
歴
史
」
と
対

抗
さ
せ
、
む
し
ろ
上
位
に
置
こ
う
と
す
る
、
当
時
ぎ
わ
め
て
漸
新
か
っ
革
新
的

な
文
学
観
で
あ
っ
た
と
評
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
や
や
先
ん
じ
て
、
 
『
蜻
蛉
日

記
』
の
作
者
が

 
 
世
の
申
に
お
ほ
か
る
古
物
語
の
は
し
な
ど
を
見
れ
ば
、
世
に
お
ほ
か
る
そ

 
 
ら
ご
と
だ
に
あ
り
、
…
…
（
一
二
五
頁
）

．
と
嘆
い
て
、
わ
が
身
の
上
の
事
実
を
記
録
、
公
表
す
る
を
潔
し
と
し
た
の
に
比

し
、
事
実
を
超
越
す
る
虚
構
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
ま
さ
る
人
間
の
真
実
を
追
求

し
よ
う
と
し
た
紫
式
部
の
文
学
意
識
、
人
間
認
識
の
深
遠
さ
が
対
照
的
な
の
で

螢
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
 
一
そ
の
機
構
お
よ
び
位
相
1

あ
る
。
し
か
も
、
歴
史
や
物
語
に
つ
い
て
の
当
時
の
社
会
通
念
と
も
遠
い
経
庭

を
も
つ
式
部
の
物
語
観
は
、
痛
烈
に
し
て
切
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
作
中
人

物
の
冗
談
め
か
し
た
会
話
と
い
う
偽
装
文
体
の
裡
に
潜
行
せ
し
め
ら
れ
る
結
果

と
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
か
つ
て
紫
野
真
一
郎
氏
の
評
論
に
道
破
さ
れ
た
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
6
）

と
く
、
そ
れ
は
「
全
く
近
代
的
な
小
説
観
と
符
号
す
る
」
驚
く
べ
き
普
遍
性
を

具
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

 
以
上
、
男
芸
の
物
語
論
を
祖
述
し
な
が
ら
、
そ
の
要
旨
を
再
確
認
し
た
。
こ

れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
物
語
論
の
展
開
を
支
え
て
い
惹
機
構
に
つ
い
て
、
次
節

に
若
干
の
考
察
を
加
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
 
こ
の
物
語
論
が
、
源
氏
と
墨
髭
の
対
話
形
式
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
点
が
、
帯

木
魚
に
お
け
る
雨
夜
の
品
定
め
の
女
性
論
の
場
合
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
7
）

諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
つ
論
の
構
造
が
、
い
ず
れ
も
三
周
説
法
の

形
式
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
、
．
論
談
の
時
期
が
と
も
に
五
月
雨
の
降
り
止
ま
ぬ

こ
ろ
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
叙
述
の
細
部
に
ま
で
類
似
表
現
が
見
ら
れ
る
の

で
、
両
巻
お
よ
び
両
論
の
関
連
に
つ
い
て
示
唆
に
富
ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，

 
 
た
だ
、
三
三
の
物
語
論
で
は
、
場
面
設
定
に
お
い
て
、
論
者
が
源
氏
、
玉
里

、
・
が
聞
き
手
と
な
っ
て
い
る
点
が
、
雨
夜
の
品
定
め
と
は
ち
が
っ
て
い
て
、
注
意

さ
れ
る
。
物
語
に
熱
中
し
て
い
る
宝
髭
を
相
手
に
、
日
常
物
語
に
親
し
む
こ
と

の
少
い
源
氏
が
論
議
を
展
べ
、
こ
れ
を
称
揚
す
る
の
は
、
不
当
と
は
い
わ
な
い

ま
で
も
、
適
任
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
源
氏
の
会
話
中
に
断
定
表
現

が
少
く
、
「
記
し
お
き
け
ち
な
な
り
」
と
か
、
「
あ
ら
め
」
な
ど
の
推
量
ま
た

（25）



は
仮
定
表
現
が
頻
出
す
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
源
氏
物

語
の
女
性
人
物
は
、
総
じ
て
慎
み
深
く
、
多
弁
を
忌
む
傾
向
に
あ
る
か
ら
、
こ

の
場
面
で
玉
髭
を
能
弁
な
論
者
に
仕
立
て
る
発
想
は
作
者
に
あ
っ
た
は
ず
も
な

い
。
雨
夜
の
品
定
め
は
、
男
性
同
志
の
議
論
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
特
別
の
ケ
ー

ス
と
考
え
て
も
よ
く
、
薄
雲
巻
の
春
秋
優
劣
論
、
少
女
巻
の
教
育
論
、
玉
養
巻

の
歌
論
、
胡
蝶
巻
の
恋
文
論
な
ど
、
論
者
は
源
氏
と
す
る
の
が
こ
の
吻
語
で
の

常
態
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
不
自
然
さ
は
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
が
、
こ
と
物
語
論
に
関
す
る
限
り
、
事
情
を
異
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

源
氏
の
立
場
も
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
こ
こ
で
の
彼
の
物

語
談
義
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
の
で
あ
る
。

 
物
語
場
面
に
お
け
る
源
氏
と
玉
童
の
状
況
-
物
語
に
対
す
る
両
者
の
関
わ

り
方
の
相
違
、
置
か
れ
て
い
る
倫
理
的
環
境
に
逆
ら
っ
て
深
ま
る
愛
情
問
題
な

ど
を
考
慮
に
お
い
て
、
こ
こ
で
の
物
語
論
の
深
層
機
構
を
追
求
し
た
い
。

」
田
舎
育
ち
の
耐
乏
に
と
っ
て
、
六
条
．
院
で
目
に
す
る
物
語
は
め
ず
ら
し
い
。

「
つ
き
な
か
ら
ぬ
若
人
あ
ま
た
」
の
指
導
援
助
を
得
て
、
'
彼
女
は
「
明
け
暮
れ

書
き
読
み
、
営
み
た
ま
ふ
」
 
（
二
〇
二
頁
）
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
髪
の
乱
る

る
も
知
ら
で
書
き
た
ま
ふ
」
（
二
〇
三
頁
）
熱
中
ぶ
り
を
見
て
か
ら
か
う
と
ご

ろ
か
ら
源
氏
の
物
語
論
が
は
じ
ま
っ
て
い
く
ご
と
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
も
触

れ
た
。

 
と
こ
ろ
で
、
右
の
短
い
描
写
に
見
ら
れ
る
玉
童
の
物
語
享
受
の
態
度
は
、
「
つ

れ
づ
れ
」
を
慰
め
る
「
す
さ
び
」
事
に
は
ち
が
い
な
い
と
し
て
、
侍
女
ぐ
る
み
で

書
写
作
業
に
及
ぶ
、
か
な
り
の
大
事
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ

れ
は
お
そ
ら
く
、
当
時
の
貴
族
女
性
一
般
の
物
語
享
受
の
実
態
を
写
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
彼
女
た
ち
に
と
つ
・
て
物
語
は
単
な
る
慰
み
も
の
以
上
の
も
の
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
貴
族
子
女
の
教
育
に
有
用
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

作
中
に
も
、
明
石
の
女
御
は
「
さ
や
う
の
こ
と
を
も
よ
し
あ
り
て
な
し
た
ま
ひ

 
で
、
姫
君
の
御
方
に
奉
り
た
ま
ふ
」
＼
（
㈲
1
二
〇
二
頁
）
と
醒
せ
ら
れ
、
こ
れ

よ
り
後
の
場
面
で
、
紫
の
上
も
「
姫
君
の
御
あ
っ
ら
へ
に
こ
と
づ
け
て
物
語

-
は
捨
て
が
た
く
思
し
」
（
㈲
1
二
〇
六
頁
）
て
、
そ
れ
を
手
に
し
て
い
ち
い
ろ
吟

味
し
て
い
る
。
当
の
源
氏
自
身
脇
、
物
語
の
教
育
効
果
を
認
め
、
そ
の
故
に
こ

 
そ
教
育
上
適
当
な
も
の
を
厳
選
し
て
姫
君
に
与
え
る
よ
う
、
紫
の
上
に
注
意
を

促
し
て
い
る
（
㈲
i
二
〇
八
頁
）
。
要
す
る
に
、
物
語
は
子
女
の
教
科
書
と
し

 
て
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
玉
童
の
場
合
、
彼
女
は
す
で

 
に
成
人
し
て
、
物
語
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
年
令
は
過
ぎ
て
い
る
の
で
、
大
人

 
と
し
て
の
趣
味
と
実
益
と
を
兼
ね
て
の
物
語
書
写
な
の
で
あ
ろ
う
。
胡
蝶
巻
に

も
、
「
昔
物
語
を
見
た
ま
ふ
に
も
、
や
う
や
う
人
の
あ
り
さ
ま
、
世
の
中
の
あ

 
る
や
う
を
見
知
り
た
ま
へ
ば
」
 
（
㈲
一
一
七
五
頁
）
と
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
西
の
対
の
女
房
ぐ
る
み
の
冊
子
づ
く
り
．
（
清
書
本
づ
く
り
）
と
い
っ
て

 
よ
い
も
の
で
、
お
そ
ら
く
は
養
母
花
遠
里
も
認
め
て
の
営
為
で
あ
っ
た
ろ
う
。

当
時
、
文
芸
を
重
ん
じ
る
知
識
階
級
の
女
性
の
間
で
は
、
か
な
日
記
が
書
か

 
れ
、
物
語
の
筆
写
や
改
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
稲
賀
敬
二
氏
に
よ
る
と
、
寛
和

 
三
年
（
九
八
七
）
に
は
、
大
斎
院
の
物
語
司
で
女
房
た
ち
の
総
力
を
あ
げ
て
の

新
版
『
住
吉
物
語
』
が
制
作
さ
れ
て
お
り
、
の
ち
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
紫
式
部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
8
）

 
に
よ
る
新
作
源
氏
物
語
第
一
部
が
清
書
、
公
表
さ
れ
た
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

 
ま
た
、
『
紫
式
部
日
記
』
中
に
も
、
彰
子
中
宮
の
指
揮
の
も
と
、
同
僚
の
女
房

 
た
ち
と
の
共
同
作
業
で
物
語
（
源
氏
物
語
で
あ
ろ
う
）
の
冊
子
づ
く
り
に
日
夜

．
励
む
式
部
の
生
活
の
ひ
と
こ
ま
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
寛
弘
五
年
十
一
月
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ
さ

 
 
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
て
、
慰
み
種
と
し
て
も
、
教
養
摂
取
源
と
し
て
も
、

（26）



欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
物
語
」
を
読
み
か
つ
書
写
す
る
こ
と
が
、
物
量
に
と

 
っ
て
切
実
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
し
、
そ
れ
は
六
条
院
に
住

む
女
性
の
一
人
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
営
み
で
あ
っ
た
。
源
氏
は
「
あ
な
む
つ
か

し
」
と
椰
忙
し
て
は
い
る
が
、
本
心
と
し
て
は
そ
れ
を
容
認
し
、
奨
励
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
続
く
物
語
称
揚
論
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
 
つ
ぎ
に
、
玉
量
の
物
語
享
受
の
質
的
側
面
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
彼
女
は
い

ま
、
『
住
吉
物
語
』
を
耽
読
し
て
い
る
ら
し
い
。

 
 
さ
ま
ざ
ま
に
め
づ
ら
か
な
る
人
の
よ
な
ど
を
、
ま
こ
と
に
や
い
つ
は
り
に
．

 
 
や
、
言
ひ
集
め
た
る
中
に
も
、
わ
が
あ
り
さ
ま
の
や
う
な
る
は
な
か
ヴ
け
．

 
 
り
と
見
た
ま
ふ
。
住
吉
の
姫
君
の
…
…
（
以
下
略
）
 
（
㈲
1
二
〇
二
頁
）

彼
女
は
、
雪
曇
人
物
の
中
に
自
分
と
同
じ
境
涯
の
人
物
を
見
出
し
、
わ
が
身
の

‘
こ
れ
ま
で
の
異
常
な
運
命
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
慰
み
を
得
、
作
中
世
界
に

陶
酔
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
物
語
の
享
受
態
度
は
、
後
の
、
「
更
級
日
記
」
の
作

者
が
源
氏
物
語
を
読
む
と
き
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
作
申
世
界
と
現
実
と

を
混
同
し
、
作
中
人
物
と
自
己
と
の
一
体
感
を
求
め
る
読
み
方
と
言
え
る
も
の

で
、
若
い
女
性
読
者
に
は
通
例
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
コ
玉
童
が
、
．
「
ま
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

、
に
や
い
つ
は
り
に
や
」
と
の
、
い
く
ぶ
ん
醒
め
た
眼
で
読
ん
で
い
る
点
に
注
意

す
べ
き
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
「
言
葉
の
次
元
で
の
実
と
虚
。
こ
こ
で
は
物

語
を
文
面
ど
お
り
に
し
か
理
解
し
な
い
低
さ
を
い
う
」
（
『
全
集
』
頭
注
）
の
が
、

そ
・
の
実
態
な
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
こ
な
た
か
な
た
」
の
「
御
方
々
」
に
つ
い
て

も
、
事
態
は
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
が
、
 
「
女
こ
そ
も
の
う
る

さ
が
ち
ず
、
人
に
欺
か
れ
む
と
生
れ
た
る
も
の
な
れ
」
 
（
前
掲
）
と
、
一
般
化

し
て
皮
肉
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
わ
か
る
。
そ
の
皮
肉
は
、
女
性
の
ぞ

「
う
し
た
物
語
の
読
み
の
質
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
，

螢
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
一
そ
の
機
構
お
よ
び
位
相
一

，
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
の
そ
う
し
た
読
み
方
が
、
読
み
手
の
側
の
問
題

と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
物
語
そ
の
も
の
一
そ
の
本
質
や
…
機
能
そ

の
も
の
一
に
因
由
す
る
の
で
あ
る
こ
と
を
、
源
氏
は
熟
知
し
て
い
る
ら
し
い
。

「
か
か
る
世
の
古
事
な
ら
で
は
」
以
下
の
彼
の
物
語
虚
構
論
は
、
文
脈
に
お
い

て
は
、
物
語
の
本
質
論
展
開
で
あ
る
と
同
時
に
、
玉
無
の
物
語
享
受
の
態
度
を

疑
し
た
ご
と
で
彼
女
の
反
発
を
招
き
か
ね
な
か
っ
た
言
辞
へ
の
源
氏
自
ら
の
釈

明
i
三
三
の
反
発
解
消
の
た
め
の
ア
フ
タ
ケ
ア
ー
t
し
て
、
物
語
そ
の
も
の
に

責
任
の
所
在
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
声
論
理
の
修
訂
発
言
で
あ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
案
じ
て
い
た
と
お
り
、
彼
女
は
「
い
つ
は
り
馴
れ
た
る
人
や
、
さ
ま

ざ
ま
に
も
酌
み
は
べ
ら
む
。
 
（
中
略
）
」
と
皮
肉
で
応
酬
、
「
硯
を
押
し
や
り

た
ま
へ
ば
」
 
（
㈲
1
二
〇
四
頁
）
と
、
あ
か
ら
さ
ま
に
反
発
的
態
度
を
示
す
の

で
、
源
氏
は
狼
狽
の
態
で
、
さ
ら
に
「
骨
な
く
も
聞
え
お
と
し
て
け
る
か
な
」

（
同
）
と
、
前
言
撤
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ

か
し
。
…
…
」
（
前
掲
）
と
、
冗
談
め
か
し
た
誇
張
に
ま
っ
て
自
己
鞘
晦
を
計

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
た
め
て
「
そ
の
人
の
上
と
て
…
…
」
（
前

掲
）
と
、
物
語
虚
構
即
真
実
論
を
展
開
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
、
物
語
の

「
ま
こ
と
」
を
強
弁
し
て
や
ま
な
い
玉
髭
の
，
態
度
を
是
認
肯
定
し
、
説
得
に
成

功
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
た
だ
し
、
こ
こ
で
源
氏
が
玉
覧
に
迎
合
し
、
お
も
ね
る
に
急
で
、
た
め
に
彼

自
身
の
真
意
ま
で
も
歪
曲
改
変
し
て
い
る
か
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
重
大
な

誤
解
で
あ
る
。
源
氏
の
物
語
論
は
、
玉
詞
の
次
元
の
低
い
物
語
享
受
の
態
度
を

一．

U
は
否
定
椰
楡
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
形
で
、
さ
ら
に
深
長
に
し

て
高
次
元
の
物
語
虚
構
論
へ
と
止
揚
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
る
．
こ
と
が
で
き
ち
か

ら
で
あ
る
。

C27）

、



 
前
述
の
ご
と
く
、
玉
里
は
「
ま
こ
と
に
や
い
つ
は
り
に
や
」
と
半
信
半
疑
な

が
ら
、
わ
が
身
に
な
ぞ
ら
え
て
作
中
人
物
を
追
っ
て
い
る
。
対
し
て
語
る
源
氏

が
、
「
さ
て
も
こ
の
い
つ
は
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
玉
覧
の

意
識
の
中
に
あ
る
「
い
つ
は
り
」
を
指
し
示
し
た
表
現
で
あ
り
、
彼
の
敷
彷
に

従
っ
て
言
い
な
お
す
と
、
そ
れ
は
「
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
、
つ

き
づ
き
し
う
つ
づ
け
た
る
、
は
か
な
し
ご
と
」
 
（
前
掲
）
で
あ
る
。
が
、
注
意

し
た
い
の
は
、
・
源
氏
が
さ
ら
に
続
け
て
言
う
「
ま
た
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か

な
と
見
る
見
る
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
く
と
り
な
し
け
る
…
…
」
 
（
前
掲
）
の
部

分
が
、
玉
童
の
い
う
物
語
の
「
い
つ
は
り
」
を
離
れ
て
、
そ
れ
以
上
の
巨
大

な
虚
偽
、
す
な
わ
ち
「
そ
ら
ご
と
」
に
論
及
し
た
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
彼
は
新
た
に
「
そ
ら
ご
と
」
論
を
も
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
挙
に

物
語
本
質
論
の
段
階
へ
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は

「
ま
こ
と
に
や
い
つ
は
り
に
や
」
レ
ベ
ル
の
読
み
に
甘
ん
じ
て
い
た
玉
童
へ
の

批
判
を
、
巧
妙
な
や
り
方
で
申
絶
す
る
こ
と
が
で
き
の
で
あ
る
。
「
さ
し
も
あ

ら
じ
ゃ
」
 
（
二
〇
三
頁
）
の
「
さ
」
が
、
前
文
の
「
そ
ら
ご
と
」
を
承
け
て
い

て
、
「
い
つ
は
り
」
の
部
分
を
含
ま
な
い
点
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
を
し
も
、

「
い
つ
は
り
馴
れ
た
る
人
や
…
…
」
と
の
詞
で
応
酬
す
る
玉
髭
は
、
執
拗
と
い

う
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
文
脈
を
正
確
に
辿
る
な
む
ば
、
つ
ぎ
の
「
そ
の
人
の
上

と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
つ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
…
…
」
（
前
掲
）
以
下

は
、
当
然
「
そ
ら
ご
と
」
論
の
範
疇
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、

厳
密
に
「
い
つ
は
り
」
論
を
除
外
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
物
語
が

「
世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
」
を
書
い
て
作
中
人
物
を
造
型
す
る
と
き
、
「
よ

き
も
あ
し
き
も
」
 
（
善
人
で
も
悪
人
で
も
）
、
「
よ
き
事
の
か
ぎ
り
を
選
り
出
で

て
…
…
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
し
き
事
を
と
り
集
め
」
，
（
完
全
無
欠
の
善
人
と

か
悪
の
権
化
と
か
）
極
端
に
誇
張
し
て
書
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ま

さ
し
く
「
そ
ぢ
ご
と
」
 
（
非
現
実
的
、
荒
唐
無
稽
）
な
の
で
あ
る
。
 
な
ぜ
な

ら
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は
こ
の
世
に
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
実
の
人

間
の
姿
と
は
、
善
悪
両
面
を
一
体
に
か
か
え
込
む
、
あ
る
い
は
霊
肉
葛
藤
す

る
、
矛
盾
に
み
ち
た
存
在
な
の
で
あ
る
ゐ
 
一
方
面
に
善
な
る
、
あ
る
い
は
一
方

的
κ
悪
な
る
人
間
を
書
い
て
い
る
物
語
は
、
虚
像
に
よ
る
虚
構
世
界
に
す
ぎ
な

い
。
が
、
究
極
に
お
い
て
、
そ
れ
は
人
間
の
真
実
を
書
く
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う

ど
仏
教
に
お
け
る
「
方
便
」
に
似
た
も
の
で
、
「
御
法
」
を
説
く
に
「
方
便
」

．
を
以
て
し
、
「
方
等
経
」
で
「
菩
提
」
と
「
煩
悩
」
と
が
「
一
つ
旨
に
あ
り
て
」

（
大
系
本
で
は
「
あ
た
り
て
」
）
、
虚
に
し
て
実
、
実
に
し
て
虚
な
る
も
の
で
あ
．

る
よ
う
に
、
物
語
に
お
け
る
善
人
と
悪
人
と
の
関
係
も
表
裏
一
体
と
な
っ
て
、
．

人
間
の
真
実
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
源
氏
は
言
っ
て
い
る
。
源
氏
が
こ

の
よ
う
に
物
語
の
真
価
を
認
め
、
．
こ
れ
を
称
揚
す
る
と
き
、
物
語
に
熱
中
す
る

玉
壷
も
ま
た
源
氏
に
容
認
さ
れ
、
賞
賛
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
二
人

の
信
愛
関
係
は
い
っ
そ
う
深
ま
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
物
語
虚
構
即
真
実
論
が
、
き
わ
め
て
卓
越
し
た
文
学
論
で
あ
る

こ
と
は
既
述
し
た
と
お
ヶ
な
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
そ
れ
が
作
者
の
人

間
観
の
表
白
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
確
実
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
不
確
か
さ
、

そ
の
矛
盾
の
実
相
を
凝
視
す
る
作
者
は
、
源
氏
物
語
の
中
で
、
従
来
の
古
物
語
中

に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
型
の
人
物
を
造
型
し
、
新
し
い
物
語
文
学
の
創
造
に

た
ち
向
b
て
い
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
作
者
の
意
図
は
、

物
語
第
一
部
の
諸
巻
に
お
い
て
、
か
な
り
の
程
度
の
実
現
を
み
た
と
言
う
べ
く
、

「
私
見
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
紫
の
上
と
か
明
石
の
御
方
な
ど
の
女
性
人
物
の
造

型
に
顕
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
作
者
の
深
い
人
間
追
求

（28）



は
な
お
こ
れ
に
あ
き
足
ら
ず
、
物
語
が
さ
ら
に
第
二
部
へ
と
続
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
玉
髭
物
語
は
、
作
者
の
そ
の
よ
う
な
人
間
観
の
深
化

過
程
の
中
で
形
成
さ
れ
、
同
時
に
第
二
部
の
悲
劇
世
界
を
準
備
す
る
も
め
だ
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
と
も
あ
れ
、
螢
巻
に
お
け
る
物
語
論
の
論
理
展
開
を
支
え
て
い
る
場
面
的
要

因
一
換
言
し
て
物
語
論
の
…
機
構
1
は
、
微
視
的
に
は
、
か
く
の
ご
と
く
で

あ
る
。
次
節
で
私
は
、
巨
視
的
な
立
場
か
乞
、
こ
れ
を
玉
璽
物
語
の
世
界
構
造

と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

三

 
回
覧
の
住
む
六
条
院
は
、
太
政
大
臣
光
源
氏
の
栄
耀
を
証
し
す
る
〃
み
や
び

の
殿
堂
”
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
春
夏
秋
冬
の
情
趣
美
が
集

約
さ
れ
、
紫
の
上
を
は
じ
め
と
す
る
源
氏
の
妻
妾
た
ち
の
、
閑
雅
に
し
て
調
和
．

的
な
、
豊
か
な
趣
味
的
生
活
が
明
け
暮
れ
に
続
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ

し
く
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
 
（
㈲
1
＝
二
七
頁
）
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
よ
う
な
六
条
院
に
、
お
も
て
向
き
源
氏
の
実
娘
と
し
て
玉
壼
は
迎
え
入

れ
ら
れ
た
，
。
彼
女
の
奇
し
き
早
耳
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
女
は
思

わ
ぬ
苦
悩
と
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
く
人
も
の
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
騒
ぎ

は
さ
て
お
け
る
と
し
て
、
養
父
で
あ
る
源
氏
か
ら
の
懸
想
に
は
困
惑
し
は
て
る

の
で
あ
る
。
「
思
は
ず
に
、
心
づ
き
な
き
御
心
の
あ
り
さ
ま
を
、
う
と
ま
し
う
思

ひ
は
て
た
ま
ふ
に
も
、
身
ぞ
心
憂
か
り
け
る
」
（
㈲
1
一
八
一
頁
）
玉
藍
な
の
で

あ
る
。
苦
悩
と
い
え
ば
、
源
氏
自
身
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
世
間
の
知
る
現
立

場
に
お
い
て
、
父
の
娘
に
対
す
る
懸
想
は
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
⑩
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
9
）

血
族
関
係
に
な
い
当
事
者
間
で
、
養
父
と
養
女
の
恋
愛
は
ダ
ブ
ー
で
は
な
い
。

螢
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
 
4
そ
の
機
構
お
よ
び
位
相
1

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
い
っ
そ
う
両
人
の
苦
悩
を
大
き
く
し
て
い
る
所
以
で
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
螢
巻
の
物
語
が
冗
談
め
か
し
た
逆
説
と

誇
張
を
伴
う
源
氏
の
口
調
を
通
し
て
語
ら
れ
る
様
相
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
触

れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
容
貌
風
姿
に
お
い
て
「
い
と
め
や
す
く
」
 
（
㈲
1
一
二
四
頁
）
、

人
柄
に
お
い
て
「
深
き
御
心
も
ち
な
…
…
気
色
い
と
労
あ
り
、
な
つ
か
し
き
」

（
㈲
i
一
六
六
頁
）
玉
鷺
が
世
間
の
評
判
に
な
る
こ
ろ
、
物
語
は
、
こ
れ
ま
で

に
も
何
か
に
つ
け
て
源
氏
に
対
抗
し
て
止
ま
な
か
っ
た
内
大
胞
を
再
登
場
さ
せ

る
。
彼
の
長
女
弘
徽
殿
女
御
は
源
氏
の
養
女
秋
好
中
宮
に
先
を
越
さ
れ
、
次
女

雲
居
雁
を
東
宮
に
入
内
さ
せ
よ
う
と
目
論
め
ば
、
源
氏
の
長
男
夕
霧
と
の
恋
仲

と
い
う
許
し
が
た
い
不
始
末
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
。
再
度
の
敗
北
に
よ
っ
て
、

彼
は
ま
す
ま
す
源
氏
へ
の
反
発
を
強
め
、
い
ま
、
玉
童
へ
の
対
抗
駒
と
す
べ
き

わ
が
新
た
な
娘
を
捜
し
は
じ
め
、
・
尋
ね
出
し
て
引
き
取
っ
た
の
が
落
胤
近
江
の

君
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
娘
の
あ
ま
り
の
無
教
養
、
無
作
法
な
態
度
は
内
大
臣

一
家
の
者
を
閉
口
さ
せ
、
い
ま
や
世
間
の
笑
い
者
と
な
っ
て
い
る
（
常
夏
巻
）
。

委
細
に
つ
い
て
は
省
略
に
従
う
と
し
て
、
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
人
物
造
型

と
し
て
見
ら
れ
る
玉
髭
と
近
江
の
君
と
の
あ
ま
り
に
も
際
だ
っ
た
対
照
の
意
味

で
あ
る
。
近
江
の
君
の
劣
っ
た
人
格
を
極
端
に
カ
ル
カ
チ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
物
語
の
作
者
は
ヒ
ロ
イ
ン
玉
童
の
理
想
性
を
引
き
た
て
、
強
調
し

た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
こ
の
二
人
の
娘
の
人
格
の
優
劣
格
差
は
、
．

そ
の
ま
ま
源
氏
と
内
大
臣
と
の
そ
れ
で
も
あ
る
こ
と
が
す
で
に
明
瞭
な
の
で
あ

り
、
言
い
得
べ
く
ん
ば
そ
れ
は
、
両
父
親
の
娘
に
施
す
教
育
観
、
薫
陶
力
の
相

違
な
の
で
あ
る
。

・
源
氏
の
息
子
夕
霧
に
対
す
る
厳
し
い
教
育
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
少
女
巻
初

（29）



頭
部
で
詳
描
さ
れ
て
い
惹
が
、
玉
童
巻
か
ら
行
幸
巻
前
後
に
か
け
て
、
明
石
の

姫
君
や
玉
虫
の
教
育
に
関
わ
る
源
氏
の
言
動
が
随
所
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
明

石
の
姫
君
に
和
歌
の
髄
脳
を
学
ば
せ
た
い
と
言
う
紫
の
上
に
対
し
、
源
氏
は

 
 
す
べ
て
女
は
、
た
て
て
好
め
る
こ
と
設
け
て
し
み
ぬ
る
は
、
さ
ま
よ
か
ら

 
 
ぬ
こ
と
な
り
。
 
（
中
略
）
た
だ
心
の
筋
を
、
漂
は
し
か
ら
ず
も
て
し
づ
め

 
 
お
き
て
、
な
だ
ら
か
な
ら
む
の
み
な
む
、
め
や
す
か
る
べ
か
り
け
る
。

 
 
 
（
㈲
一
一
三
三
頁
）

と
、
．
柔
軟
な
関
わ
り
方
を
奨
励
し
て
い
る
。
ま
た
、
絵
物
語
に
よ
る
姫
君
の
教

育
に
つ
．
い
て
は
、
良
書
を
厳
選
し
て
与
え
る
よ
う
紫
の
上
に
注
意
を
促
す
源
氏

・
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
彼
の
教
育
方
針
は
、

 
 
よ
う
つ
の
事
に
通
は
し
な
だ
ら
め
て
、
か
ど
か
ど
し
き
ゆ
ゑ
も
っ
け
じ
、

 
 
た
ど
た
ど
し
く
お
ぼ
め
く
事
も
あ
ら
じ
と
、
ぬ
る
ら
か
に
ご
そ
掟
て
た
ま

 
 
ふ
な
れ
。
 
（
㈹
一
一
『
三
一
頁
）

 
 
 
 
 
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
、
中
庸
を
尊
び
、
調
和
を
愛
す
る
も
の
で
馬
内
大
臣
が
娘
の
個
性
に
従
っ
た

教
育
を
強
調
す
る
の
と
は
、
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
。

 
 
よ
う
つ
の
事
、
も
て
な
し
が
ら
に
こ
そ
．
な
だ
ら
か
な
る
も
の
な
め
れ
。

 
 
 
（
㈲
一
二
四
七
頁
）

と
の
所
信
を
抱
く
源
氏
に
対
し
て
、
内
大
臣
の
性
格
は

 
 
何
ご
と
に
つ
け
て
も
際
々
し
う
、
す
こ
し
も
か
た
は
な
る
さ
ま
の
こ
と
を

 
 
思
し
忍
ば
ず
な
ど
も
の
し
た
ま
ふ
御
心
ざ
ま
（
㈲
1
ご
八
一
頁
）

な
の
で
馬
両
者
の
人
柄
の
差
異
は
は
な
は
だ
し
く
、
そ
れ
は
子
女
の
教
育
の
あ

り
方
を
含
む
生
活
態
度
の
万
般
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
両
者

の
対
抗
劇
に
お
い
て
、
源
氏
の
人
格
の
理
想
性
は
ま
す
ま
す
顕
著
に
賞
揚
ざ
れ
、

性
急
で
直
情
径
行
型
と
い
え
る
内
大
臣
の
人
物
像
の
綾
小
化
が
進
み
、
そ
こ
に

玉
童
の
素
姓
に
か
ら
ん
だ
処
遇
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
と
い
う

の
が
、
玉
童
物
語
の
基
本
構
造
で
あ
る
と
言
え
よ
ヶ
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
状

況
の
な
か
で
、
屈
折
し
、
低
迷
し
、
あ
る
い
は
微
妙
に
深
化
す
る
源
氏
と
玉
董

の
交
渉
が
た
ど
る
愛
と
苦
悩
の
椿
念
世
界
を
追
求
す
る
て
と
が
、
こ
の
物
語
に

お
け
る
作
者
の
主
題
な
の
で
あ
る
。

 
ひ
る
が
え
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
玉
量
物
語
の
世
界
像
と
そ
の
文
脈
の
な
か
に

置
か
れ
て
い
る
三
三
の
物
語
論
め
位
相
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
ど
き
、
私
は
要

点
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
点
を
再
確
認
し
た
い
の
で
あ
る
。

 
そ
の
一
は
、
・
す
で
に
見
て
き
た
ご
と
く
、
源
氏
が
濡
髪
を
相
手
に
物
語
論
を

説
い
た
の
は
、
彼
女
の
年
令
に
相
応
す
る
後
期
女
子
教
育
の
一
斑
と
し
て
で
あ
・

つ
た
こ
と
。
源
氏
は
す
で
に
、
貴
公
子
た
ち
が
玉
量
に
寄
せ
る
懸
想
文
を
通
し

て
求
婚
者
た
ち
の
人
物
批
評
を
語
り
聞
か
せ
、
あ
る
い
は
昔
物
語
を
読
ま
せ
て

い
る
の
で
、
玉
髭
も
h
や
う
や
う
人
の
あ
め
さ
ま
、
世
の
中
の
あ
る
や
う
を
見

知
り
．
」
 
（
前
掲
）
は
じ
め
て
い
ろ
。
螢
巻
の
物
語
論
は
、
そ
う
し
た
源
氏
の
玉

萱
教
育
の
仕
上
げ
と
も
い
う
べ
き
段
階
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
教

育
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
彼
女
の
柔
和
に
し
て
豊
か
な
人
間
性
は
、
・
物
語
な
ど
顧

る
余
裕
さ
え
失
っ
て
性
急
に
行
儀
作
法
の
見
習
い
を
強
い
る
内
大
臣
の
近
江
の

君
教
育
の
な
り
ゆ
き
と
比
較
さ
れ
て
、
物
語
に
顕
著
な
対
照
を
見
せ
て
い
る
。

物
語
論
は
、
そ
う
し
た
文
脈
の
中
に
あ
っ
た
。

 
そ
の
二
は
、
こ
の
物
語
論
が
、
言
為
物
語
の
世
界
に
あ
っ
て
、
源
氏
の
理
想

性
を
保
証
し
称
揚
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
，
る
こ
と
。
婦
女
子
の
慰
み
も

の
か
、
家
庭
教
育
材
料
に
し
か
す
ぎ
な
い
物
語
に
つ
い
て
、
公
的
に
は
こ
れ
を

扱
う
こ
と
の
な
か
っ
た
源
氏
が
か
く
も
深
い
造
型
を
示
し
、
か
つ
称
揚
す
る
と

い
う
そ
の
こ
と
が
、
女
性
の
趣
味
生
活
の
く
ま
ぐ
ま
に
ま
で
及
ぶ
彼
の
教
養
の

（30）



豊
か
さ
、
抱
容
力
の
大
い
さ
を
示
現
す
る
も
の
と
し
て
、
〃
み
や
び
の
殿
堂
”

六
条
院
の
主
宰
者
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
物
語
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、

和
歌
、
音
楽
、
書
道
な
ど
の
諸
芸
百
般
に
彼
は
精
濫
し
、
四
季
の
推
移
に
即
応

し
て
営
ま
れ
る
女
性
た
ち
の
閑
雅
な
生
活
と
趣
味
的
行
事
の
い
っ
さ
い
を
宰
領

し
、
充
足
し
得
る
能
力
と
人
格
と
を
具
備
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
彼
は
ま
さ
し
く
、
理
想
の
〃
色
好
み
”
で
あ
っ
た
。
柳
町
時
敏
氏

に
よ
る
ど
、
螢
巻
の
物
語
論
に
限
ら
ず
、
源
氏
が
作
中
世
界
で
「
論
者
し
に
な

る
場
面
に
お
い
て
は
、
一
様
に
彼
の
絶
対
性
、
，
理
想
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
」
と

す
る
。
氏
が
、
例
と
し
て
少
女
巻
の
教
育
論
、
薄
雲
巻
か
ら
少
女
巻
に
か
け
て

の
春
秋
論
の
場
面
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
、
「
源
氏
の
『
論
』
は
、
彼
の
物
語

世
界
に
お
け
る
理
想
的
絶
対
者
と
し
て
の
存
在
た
る
こ
と
が
証
さ
れ
、
確
認
さ

れ
る
べ
く
展
開
さ
れ
て
」
，
「
そ
こ
に
、
物
語
世
界
の
人
物
を
領
略
・
支
配
・
統

御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
，
同
時
に
物
語
の
世
界
そ
の
も
の
を
も
掌
中
に
収
め
た

 
 
 
 
 
 
 
 
，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
0
）

『
論
者
」
と
し
て
の
光
源
氏
の
実
相
を
読
ん
で
」
い
る
の
は
、
物
語
論
の
場
面

に
つ
い
て
み
て
も
可
有
効
な
卓
説
で
あ
る
。

 
論
の
内
容
そ
の
も
の
が
、
物
語
の
真
髄
に
触
れ
得
て
説
得
力
を
も
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
物
語
を
正
史
以
上
の
も
の
と
し
て
高
く
位
置

づ
け
、
そ
の
虚
構
に
よ
っ
て
人
間
の
真
実
を
書
く
も
の
と
説
く
源
氏
に
対
し
、

三
二
は
敬
意
と
驚
嘆
と
を
惜
し
む
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
傾
聴
し
て
い
た
に
相
違

な
い
の
で
あ
る
。
 
，
 
 
 
 
，
 
 
 
 
 
 
 
 
．
 
し

、
以
上
の
二
つ
の
要
点
を
統
合
す
る
こ
と
で
、
君
徳
の
物
語
論
に
つ
い
て
の
私

の
機
構
論
、
位
相
論
の
結
論
と
な
し
た
い
。
こ
こ
で
の
物
語
論
は
、
上
述
し
だ

ご
と
き
意
味
に
お
い
て
、
物
語
世
界
像
に
有
機
的
に
、
密
接
不
可
分
に
融
合
し
、

ま
た
そ
れ
を
支
え
る
重
要
な
支
盤
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

螢
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
 
一
そ
の
機
構
お
よ
び
位
相
一

 
こ
の
よ
う
に
考
察
を
す
す
め
て
き
て
、
残
さ
れ
た
い
ま
ひ
と
つ
の
問
題
点
に

私
は
留
意
し
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
前
述
の
と
お
り
、
首
巻
の
物
語
論
は
、
善
と
悪
と
が
表
裏
し
」
体
を
な
す
と

こ
ろ
に
人
間
の
実
相
を
み
る
作
者
の
深
遠
な
人
間
観
を
基
根
と
し
て
構
築
、
展

開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
光
源
氏
こ
そ
が
、
そ
う
じ
た
作
者
の
人
間
観
の
具

象
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
宣
長
の
説
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
吉

岡
膿
氏
は
さ
ら
に
考
察
を
深
め
、
作
者
が
そ
の
よ
う
な
人
間
観
を
内
在
さ
せ
た

物
語
論
を
、
な
ぜ
論
理
十
帖
中
の
螢
巻
に
書
い
た
の
か
、
こ
こ
で
の
物
語
論
執

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
1
）

筆
の
作
者
の
動
機
を
追
究
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
「
玉
量
物
語
は
、
読
む

者
を
し
て
光
源
氏
の
人
格
に
あ
る
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
」

内
容
な
の
で
、
光
源
氏
を
「
悪
者
扱
い
」
す
る
作
者
に
対
し
て
読
者
の
非
難
が

あ
っ
た
、
あ
る
い
は
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
の
で
、
・
そ
う
し
た
非
難
に
答
え
る
、

あ
る
い
は
あ
ら
か
じ
め
答
え
て
お
く
こ
ど
が
、
物
語
論
執
筆
の
直
接
の
動
機
で

あ
っ
た
、
と
さ
れ
る
。
論
旨
に
お
い
て
、
小
稿
で
試
み
て
き
た
私
見
と
は
正
反

、
対
で
あ
る
が
、
物
語
論
の
位
相
を
考
察
す
る
に
示
唆
深
い
高
論
な
の
で
あ
る
。

い
ま
の
私
に
は
反
論
の
用
意
も
力
量
も
な
い
の
で
あ
る
が
》
立
場
乏
趣
旨
を
明

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

確
に
す
る
心
覚
え
と
し
て
、
卑
見
を
述
べ
て
小
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

 
確
か
に
、
玉
蟹
物
語
に
お
け
る
源
氏
の
心
理
・
言
動
は
、
単
純
に
理
想
的
と

評
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
か
ん
ず
く
、
養
女
玉
鷺
へ
の
彼
の
懸
想
は
、
不

可
避
的
に
、
交
娘
間
の
不
倫
の
甥
り
を
引
き
ず
る
も
の
で
、
厄
介
で
あ
る
。
玉

寳
を
極
度
に
困
惑
さ
せ
、
苦
悩
さ
せ
、
源
氏
自
身
に
も
，
苦
し
い
自
制
を
要
求
す

る
こ
の
恋
は
、
六
条
院
の
奥
深
い
密
室
の
中
で
、
な
が
い
時
間
に
わ
た
っ
て
低

迷
し
、
屈
折
し
胃
閉
塞
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
同
時
的
に
そ
れ
は
、
内
界
に
抑

え
て
も
な
お
妄
動
せ
ん
と
す
る
自
ら
の
情
念
の
し
た
た
か
さ
に
気
づ
い
た
源
氏

（31）
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が
、
動
揺
し
、
震
惜
し
、
懊
悩
す
る
精
神
の
営
み
に
匹
敵
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
源
氏
は
け
っ
し
て
惑
乱
す
る
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
'
物
語

本
文
は
、
．
密
室
で
玉
童
の
髪
を
愛
撫
す
る
源
氏
を
描
き
つ
つ
も
、
「
い
と
い
た

く
も
乱
れ
た
ま
は
ず
」
 
（
伺
i
二
〇
六
頁
）
と
叙
し
て
い
る
。
六
条
院
の
極
度

の
秩
序
と
調
和
を
宰
領
す
る
光
源
氏
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
惑
乱
は
許
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秋
山
慶
長
の
論
述
を
借
り
て
言
え
ば
、
源
氏
は
「
自
身

の
玉
覧
へ
の
恋
の
処
理
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
き
び
し
く
自
己
の
行
為
を
規
制

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
2
）
・

し
、
価
値
規
範
の
確
立
と
維
持
に
み
ず
か
ら
仕
え
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
源
氏

と
玉
鍾
の
交
渉
は
、
彼
女
の
処
遇
問
題
を
中
心
に
錯
綜
す
る
周
囲
の
諸
人
物
と

の
人
間
関
係
の
な
か
で
、
な
お
曲
折
の
展
開
を
た
ど
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い

て
継
起
す
る
諸
事
件
、
諸
問
題
の
転
末
は
、
す
べ
て
源
氏
の
緻
密
な
計
測
と
卓

越
し
た
裁
量
に
よ
っ
て
領
導
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
恋
や
政
治
に

臨
ん
で
源
氏
が
行
使
す
る
演
出
や
策
略
を
、
人
格
上
の
「
欠
陥
」
と
見
る
か
、

．
錬
達
者
の
「
妙
技
」
と
測
る
か
が
問
題
な
の
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

源
氏
は
依
然
と
し
て
六
条
院
世
界
の
自
然
と
人
為
を
支
配
し
、
君
臨
す
る
絶
対

者
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
六
条

院
世
界
乏
光
源
氏
像
と
は
、
こ
の
物
語
の
作
者
を
含
む
当
時
の
貴
族
女
性
が
憧

れ
る
理
想
の
男
性
像
に
近
か
つ
え
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
六
条
院
お
よ
び
そ
こ
に
住
む
光
源
氏
と
そ
の
恋
人
た
ち

は
、
あ
く
ま
で
も
物
語
の
「
そ
ら
ご
と
」
の
世
界
の
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
社

会
と
そ
こ
に
生
き
て
い
る
人
間
の
真
実
の
姿
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
善
で
も
美
で
も

な
く
、
ま
た
理
想
的
な
も
の
で
も
な
ぐ
、
も
っ
と
悪
や
醜
に
ま
み
れ
て
、
矛
盾

に
み
ち
た
存
在
な
の
で
あ
る
こ
と
を
、
作
者
は
深
く
認
識
し
て
い
た
。
玉
髭
物

語
に
お
け
る
源
氏
と
玉
髭
の
恋
は
、
そ
う
し
た
ひ
と
つ
の
人
間
的
真
実
を
体
現

す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
作
者
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
徹
底
さ
せ
ら
れ
ず
に
低

迷
し
て
い
る
。
こ
の
恋
物
語
に
お
い
て
わ
ず
か
に
試
み
ら
れ
た
人
間
の
内
面
世

界
の
追
究
1
情
念
世
界
に
深
く
た
ち
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
赤
裸
に
見
え
て
く
る

人
間
存
在
の
根
源
的
矛
盾
の
実
相
を
凝
視
し
よ
う
と
、
作
者
が
あ
ら
た
め
て
執

筆
し
は
じ
め
た
の
が
、
源
氏
物
語
第
二
部
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
て
の
よ
う
に

考
え
て
き
て
、
再
度
、
螢
巻
の
物
語
論
に
た
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
虚
構
即
真
実

の
物
語
論
は
、
狭
く
玉
童
十
帖
の
物
語
世
界
内
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

'
そ
れ
を
受
け
継
い
で
新
た
に
構
想
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
第
二
部
の
世
界
ま
で
も
、

そ
の
射
程
範
囲
に
含
む
も
の
だ
っ
た
と
私
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
ゆ

注
1

注
2

注注
43

注注
65

阿
部
秋
生
氏
「
螢
の
巻
の
物
語
論
」
（
『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科

学
科
紀
要
」
第
二
十
四
輯
、
昭
3
6
・
3
）
、
．
淵
江
文
也
氏
「
螢
」

（「

ｹ
氏
物
語
講
座
」
第
三
巻
、
有
精
堂
、
昭
4
6
．
7
）

秋
山
慶
氏
「
玉
童
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
源
氏
物
語
の
世
界
』
東
京
大
学

出
版
会
刊
所
収
、
噛
昭
3
9
・
1
2
）

注
1
の
阿
部
氏
の
論
文
に
よ
る
。

吉
岡
暖
氏
「
管
巻
の
物
語
論
」
（
「
文
学
」
昭
5
7
・
1
1
）
に
、
「
道
々

し
」
の
解
釈
乏
し
て
示
さ
れ
た
の
に
よ
る
。
従
来
「
三
史
五
経
」
に

関
わ
り
の
あ
る
語
彙
と
さ
れ
、
「
政
道
に
役
立
つ
」
な
ど
の
訳
語
が

当
て
ら
れ
て
い
た
が
、
私
も
吉
岡
説
に
従
う
。

注
1
の
淵
江
氏
の
論
文
に
よ
る
。

中
村
真
一
郎
氏
『
王
朝
の
文
学
」
 
（
新
潮
文
庫
、
昭
3
3
・
4
）
四
十

五
頁
。

（32）



注
7

旧注
98

注
1
0

注注
12 11

注
1
め
阿
部
氏
の
論
文
の
ほ
か
、
藤
井
貞
和
氏
「
雨
夜
の
し
な
定
め

か
ら
螢
の
巻
の
〃
物
語
論
〃
へ
」
（
『
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
一

八
、
昭
4
9
・
1
2
）
、
同
氏
「
物
語
論
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』

第
五
集
、
有
斐
閣
、
昭
5
6
・
3
）
ほ
か
。

稲
敬
三
二
氏
「
源
氏
の
作
者
紫
式
部
』
 
（
新
典
社
、
昭
5
7
・
H
）

藤
井
貞
和
氏
「
タ
ブ
ー
と
結
婚
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
5
3
・
1
0
）

で
は
、
 
「
母
と
子
と
犯
せ
る
罪
」
（
『
大
被
祝
詞
』
）
に
ふ
れ
る
タ
ブ

ー
と
さ
れ
る
。
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
娘
斎
宮
女
御
（
の
ち
の
秋
好

中
宮
）
と
の
情
交
不
成
立
に
同
じ
い
。
私
見
で
は
、
源
氏
も
玉
髭

も
、
現
状
況
で
の
父
娘
関
係
の
ま
ま
で
は
結
婚
で
き
な
い
と
し
て
、

玉
量
の
素
姓
の
公
表
後
な
ら
ば
結
婚
可
能
と
考
え
て
い
る
本
文
叙
述

を
辿
る
こ
と
で
、
作
品
形
象
の
範
囲
内
で
、
こ
れ
を
タ
ブ
ー
視
し
な

か
っ
た
。
作
者
の
意
識
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
藤
井
説
が
妥
当
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

柳
町
時
敏
氏
「
『
論
者
』
と
し
て
の
光
源
氏
」
（
「
む
ら
さ
き
」
第
一

七
輯
、
昭
5
5
・
7
）

注
4
の
論
文
に
よ
る
。

注
2
の
論
文
に
よ
る
。

（33）

螢
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
 
一
そ
の
…
機
構
お
よ
び
位
相
ー


