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『
今
昔
物
語
集
」
の
研
究
は
、
難
読
語
の
読
み
の
追
求
と
、
出
典
の
探
索
と

か
ら
は
じ
ま
っ
た
。

 
『
今
昔
物
語
集
」
は
他
書
と
の
あ
い
だ
に
、
多
数
の
情
話
を
有
し
て
い
る
。

和
漢
の
文
献
に
少
し
親
し
ん
だ
者
な
ら
す
ぐ
に
気
付
く
、
こ
れ
は
『
今
昔
物
語

集
」
の
き
わ
だ
っ
た
特
色
だ
。
こ
こ
か
ら
『
今
昔
物
語
集
」
ば
、
先
行
文
献
に

依
拠
し
て
構
築
さ
れ
た
作
品
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
推
測
も
、
容
易
に
つ
く
。

『
今
昔
物
語
集
」
を
手
に
し
た
研
究
者
た
ち
が
、
ま
ず
出
典
の
探
索
に
取
り
か

か
っ
た
の
は
自
然
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
理
に
か
な
っ
た
基
礎
的
な
方

法
で
も
あ
っ
た
。

 
研
究
史
の
黎
明
期
の
状
況
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
の
は
、
岡
本
保
孝
の
「
今

昔
物
語
出
典
致
」
 
（
安
政
七
、
一
八
六
〇
）
だ
。

㌍
序
文
に
よ
れ
ば
『
出
典
致
」
は
、
狩
谷
液
斎
の
書
入
れ
本
を
借
り
て
写
し
て

お
い
た
岡
本
保
孝
が
、
後
に
、
友
人
で
あ
る
伴
直
方
と
木
村
正
辞
の
二
人
も
、

同
じ
よ
う
な
探
索
を
す
す
め
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
お
よ
ん
で
、
彼
ら
の
業
績

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
伴
直
方
は
狩
谷
液
斎
が
探
索
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
木
村
正
辞
も
ま

た
、
狩
谷
扱
斎
や
伴
直
方
が
探
索
を
す
す
め
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま

に
、
つ
ま
り
、
三
者
は
三
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
と
す
る
領
域
で
独
自
の
探

索
を
す
す
め
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
も
、
偶
然
と
い
う
べ
き
か
、
必
然
と
い
う

べ
き
か
、
三
人
が
書
入
れ
用
に
使
用
し
て
い
た
テ
キ
ス
ト
は
、
同
一
原
本
に
発

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
岡
本
保
孝
の
こ
の
判
断
が
正
し

い
と
す
れ
ば
、
出
典
探
索
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
た
人

物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
狩
谷
液
斎
以
前
に
位
置
す
る
そ
の
人
物
が
、
誰
な

の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

 
狩
谷
液
斎
は
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
六
一
才
で
没
し
て
い
る
。
岡
本
保

孝
が
彼
の
書
入
れ
本
を
写
し
た
の
は
天
保
初
年
ご
ろ
の
こ
と
ら
し
い
か
ら
、
氏

名
不
詳
の
某
が
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
て
出
典
探
索
に
着
手
し
た
の
は
、
文
政
年

間
ご
ろ
（
一
八
一
八
～
二
九
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

 
『
出
典
致
」
は
い
ま
い
う
よ
う
に
、
先
人
の
業
績
を
集
約
し
た
も
の
だ
。
そ

れ
ら
を
批
判
的
に
と
ら
え
な
お
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
岡
本
保
孝
の
個
人
的

な
著
作
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
自
身
の
調
査
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い

し
、
彼
に
と
っ
て
は
か
な
ら
ず
し
も
同
意
で
き
な
い
文
献
も
、
 
〈
出
典
〉
と
し
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て
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

 
『
出
典
放
』
に
岡
本
保
孝
の
調
査
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
発
言

か
ら
た
し
か
め
ら
れ
よ
う
。
ず
な
わ
ち
、
「
天
竺
と
震
旦
と
は
こ
こ
ろ
を
つ
く

し
て
尋
た
ら
ん
に
は
知
ら
れ
さ
る
は
す
く
な
か
る
へ
し
」
と
、
先
人
の
業
績
に

な
お
検
討
の
余
地
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
 
「
此
三
書
に
も
た
れ
た

る
を
い
つ
る
ま
に
ま
に
書
く
は
へ
お
か
む
と
そ
お
も
ふ
」
と
、
追
加
補
充
の
意

志
を
表
明
し
て
、
彼
は
序
文
を
結
ん
で
い
る
。
、
岡
本
保
孝
自
身
に
と
っ
て
出
典

探
索
は
、
将
来
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
だ
。
す
で
に
実
施
し
て
お
り
、
そ
れ
を

さ
「
ら
に
今
後
も
継
続
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

 
ま
た
、
不
同
意
の
文
献
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
 
『
三
宝
感
応
要
略

録
』
に
対
す
る
つ
ぎ
の
注
記
、
 
「
孝
云
此
書
は
隆
国
と
同
時
な
れ
は
此
書
よ
り

取
り
た
る
に
は
あ
ら
て
三
宝
録
に
本
つ
く
も
の
よ
り
と
り
た
ら
ん
お
の
れ
法
華

致
証
に
詳
に
云
お
き
た
り
」
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
法
華
致
証
の
た
め

の
調
査
実
績
に
も
と
づ
い
て
、
 
「
三
宝
感
応
要
略
録
」
を
『
今
昔
物
語
集
」
の

出
典
だ
と
認
定
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
を
も
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
先
人

の
業
績
を
あ
え
て
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
こ
こ
で
は
〈
出
典
〉
と
し
て
か
か
げ

る
、
と
い
う
立
場
を
岡
本
保
孝
は
と
っ
て
い
る
の
だ
。

 
岡
本
保
孝
が
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
を
〈
出
典
〉
と
す
る
こ
と
に
不
同
意
な

の
は
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
作
者
を
源
弾
雨
だ
と
す
る
立
場
に
た
ち
、
そ
れ
と

「
三
宝
感
応
要
略
録
」
と
の
、
成
立
年
代
の
前
後
関
係
に
疑
義
を
抱
い
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
 
『
今
昔
物
語
集
』
を
軽
質
国
の
作
だ
と
す
る
こ
と
の
当
否
は
別
と

し
て
、
彼
の
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
 
『
出
典
致
」
に
く
出
典
〉
と
し
て
か
か

げ
ら
れ
て
い
る
七
十
余
種
の
文
献
の
う
ち
、
 
『
宝
物
集
」
 
『
古
事
談
」
 
『
発
心

集
」
『
撰
集
抄
」
 
『
十
年
抄
」
 
『
古
今
著
聞
集
」
 
『
沙
石
集
」
 
「
元
亨
釈
集
」

『
三
国
伝
記
』
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
申
世
説
話
集
を
中
心
と
す
る
作
品
群
に
つ

い
て
も
、
不
同
意
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

 
『
出
典
孜
」
に
至
る
ま
で
の
出
典
探
索
の
段
階
で
は
、
ど
う
や
ら
〈
出
典
〉

と
く
民
話
〉
と
を
分
別
す
る
発
想
は
な
か
っ
た
。
近
似
し
た
類
話
が
発
見
さ
れ

た
と
き
、
話
柄
の
近
縁
性
に
幻
惑
さ
れ
て
、
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
欠
い
た
ま

ま
、
そ
れ
を
〈
出
典
〉
だ
と
認
定
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
天
竺
部
や
震
旦
部

幽
に
お
い
て
、
同
一
話
に
複
数
の
文
献
が
〈
出
典
〉
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
例

が
少
な
く
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
出
典
関
係
の
有
無
の
認
定
に
際
し
て
は
、
話

柄
の
近
縁
性
は
も
っ
と
も
主
要
な
要
件
と
な
る
。
だ
が
、
む
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で

は
不
十
分
だ
。
出
典
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
話
柄
の
近
縁
性
を
支
え

る
諸
条
件
が
そ
な
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
条
件
は
、
当
該
作
品
の

性
格
や
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
環
境
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
成
立
年
代
の
前

後
関
係
の
ほ
か
に
は
、
普
遍
的
な
条
件
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
出
典
関
係
を
論

ず
る
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
す
る
作
品
の
性
格
や
環
境
等
を
見
き
わ
め
た
う
え

で
、
隠
さ
れ
て
い
る
有
効
な
諸
条
件
の
発
見
に
つ
と
め
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

る
。

 
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
は
、
話
柄
の
近
縁
性
に
ひ
か
れ
て
〈
立

話
〉
を
〈
出
典
〉
と
見
ま
が
う
、
 
『
出
典
致
』
に
求
め
ら
れ
る
の
と
同
じ
あ
や

ま
り
が
、
そ
の
後
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
 
『
出
典
致
」
は
、
よ
く
も

わ
る
く
も
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
研
究
の
原
点
に
位
置
し
て
い
る
。

 
さ
て
、
 
『
出
典
致
』
に
示
さ
れ
た
出
典
探
索
の
う
ち
で
最
大
の
収
穫
は
、

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
の
発
見
で
あ
っ
た
。
 
「
三
宝
感
応
要
略
録
」
は
、
 
『
出

典
致
』
の
提
唱
し
た
お
お
く
の
く
出
典
〉
が
、
研
究
が
す
す
む
に
つ
れ
て
し
だ
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い
に
淘
太
さ
れ
て
い
く
な
か
で
も
一
貫
し
て
支
持
さ
れ
続
け
、
今
日
で
は
『
今

昔
物
語
集
」
の
成
立
に
決
定
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
資
料
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

 
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
を
掘
り
起
こ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
狩
谷
液
斎
あ
た

り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
岡
本
保
孝
は
源
弱
国
に
こ
だ
わ
っ
た
た
め
に
、
『
三
宝
感

応
要
略
録
」
を
出
典
と
み
な
す
こ
と
に
は
不
同
意
だ
っ
た
が
、
 
「
出
典
致
」
で

は
こ
れ
を
排
除
し
な
か
っ
た
。
異
な
っ
た
価
値
観
を
併
存
さ
せ
た
『
出
典
致
」

の
あ
り
方
が
、
結
果
と
し
て
重
大
な
発
見
を
救
っ
た
わ
け
だ
。
つ
ま
り
、
皮
肉

な
こ
と
に
岡
本
保
孝
の
名
は
、
彼
が
〈
岡
本
保
孝
〉
を
主
張
し
な
か
っ
た
が
ゆ

え
に
、
研
究
史
に
名
を
と
ど
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
震
旦
部
に
関
し
て
い
え
ば
、
 
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
と
な
ら
ぶ
主
要
な
出
典

で
あ
る
『
冥
掌
記
」
も
、
そ
れ
か
ら
「
孝
子
伝
」
も
『
後
頼
髄
脳
」
も
、
す
で

に
こ
の
時
点
で
さ
ぐ
り
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
冥
報
酬
」
は
、
『
太

平
広
記
」
と
『
呼
野
蝋
引
」
と
の
注
記
を
介
し
て
み
ち
び
き
出
さ
れ
た
も
の
の

よ
う
だ
。
、
な
お
見
落
と
し
も
あ
る
し
、
な
に
よ
り
も
本
文
に
あ
た
っ
て
い
な
い

不
徹
底
さ
が
あ
る
。
 
『
孝
子
伝
」
も
、
直
接
な
に
に
も
と
づ
い
た
の
か
は
不
明

だ
が
、
 
『
訓
導
記
」
同
様
、
な
ん
ら
か
の
文
献
の
注
記
を
介
し
て
導
き
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
出
典
と
し
て
の
認
知
の
重
み
に
は
、
 
『
三
宝
感
応
要

略
録
」
と
こ
れ
ら
と
で
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
差
異
が
あ
る
。

二

 
黎
明
期
の
研
究
に
あ
り
が
ち
な
『
出
典
放
」
の
、
混
乱
や
不
徹
底
さ
を
お
お

は
ば
に
払
拭
し
、
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
た
の
は
、
芳
賀
矢
一
の
『
孜
昨
今
昔
物

語
集
」
（
一
九
＝
二
～
一
二
）
で
あ
っ
た
。

『
今
昔
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語
集
」
震
旦
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研
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略
史
（
そ
の
一
）

 
『
致
証
今
昔
』
は
、
古
本
系
の
田
中
頼
庸
本
を
底
本
に
用
い
、
丹
鶴
叢
書
本

等
で
校
合
し
て
本
文
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
広
く
塁
壁
を
探
索
し
て
出
典
を

比
定
し
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
当
該
話
の
後
に
、
出
典
や
類
話
の
本
文
を
も
あ

わ
せ
か
か
げ
る
と
い
う
画
期
的
な
労
作
で
あ
っ
た
。

 
『
国
文
学
史
十
講
』
 
（
一
八
九
九
・
十
二
）
に
お
い
て
は
『
今
昔
物
語
集
』

に
一
頁
し
か
さ
か
ず
、
し
か
も
「
今
昔
物
語
は
色
々
な
話
を
ま
ぜ
こ
ぜ
に
集
め

た
の
で
あ
る
」
と
か
、
 
「
こ
の
書
に
よ
っ
て
其
時
代
の
人
の
迷
信
、
風
俗
な
ど

が
分
か
り
ま
す
」
と
い
っ
た
程
度
の
認
識
と
関
心
し
か
示
さ
な
か
っ
た
芳
賀
矢

一
が
、
 
一
転
し
て
出
典
研
究
に
情
熱
を
傾
け
た
の
は
、
そ
の
間
に
ド
イ
ツ
に
留

学
を
し
て
文
献
学
へ
の
目
を
開
か
れ
た
、
と
い
う
事
情
に
よ
る
よ
う
だ
。
 
「
国

文
で
記
し
た
最
愛
最
大
の
説
話
集
と
し
て
、
優
に
世
界
文
学
の
珍
宝
と
見
倣
す

べ
き
も
の
」
と
認
識
を
あ
ら
た
に
し
た
芳
賀
矢
一
は
、
漢
文
説
話
の
日
本
語
化

や
説
話
の
配
列
の
も
ん
だ
い
に
着
目
す
る
な
ど
、
一
個
の
文
学
作
品
と
し
て
の

「
今
昔
物
語
集
」
の
特
性
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
の
姿
勢
を
、
 
『
孜
証
今
昔
」
で

は
明
確
に
う
ち
出
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
出
典
考
証
は
、
そ
の
た
め
の
一
階

梯
な
の
で
あ
っ
た
。

 
採
集
し
た
寸
話
を
、
 
〈
出
典
〉
 
〈
類
話
〉
 
〈
同
一
説
話
〉
の
三
種
に
分
別
す

る
な
か
で
、
 
『
法
苑
干
鳥
」
を
〈
出
典
〉
と
し
て
前
面
に
お
し
出
し
た
の
も
、

『
致
証
今
昔
」
の
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
特
色
の
ひ
と
つ
だ
。
成
立
年
代
の

前
後
関
係
か
ら
判
断
し
て
、
 
「
今
昔
物
語
の
著
作
が
必
ず
目
に
触
れ
た
も
の
に

相
違
な
い
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。

 
『
二
野
珠
林
』
は
す
で
に
、
 
『
出
典
致
」
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
、
『
放
証
今
昔
』
が
『
法
苑
下
林
」
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
「
出
典
致
』

の
比
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
出
典
致
』
は
、
 
『
法
苑
珠
林
」
を
〈
出
典
〉
と
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す
る
も
の
を
、
天
竺
、
震
旦
両
部
あ
わ
せ
て
五
一
話
だ
と
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
 
『
孜
証
今
昔
」
は
＝
○
話
だ
と
し
て
い
る
。
倍
増
で
あ
る
。
天
竺
部
が

三
九
話
か
ら
五
九
話
に
増
え
て
い
る
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
震
旦
部
に
い
た

っ
て
は
、
 
『
出
典
致
」
で
一
二
話
で
あ
っ
た
も
の
が
、
 
『
孜
証
今
昔
」
で
は
一

挙
に
五
一
話
と
、
お
お
は
ば
に
増
や
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
 
「
致
証
今
昔
」
を
特
色
づ
け
る
『
法
苑
珠
林
」
の
重
視
は
、
正

鵠
を
射
た
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
ち
な
み
に
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
今

昔
物
語
集
」
は
、
『
致
証
今
昔
」
が
五
一
話
だ
と
し
て
い
る
震
旦
部
の
〈
出
典
〉

を
、
七
話
に
ま
で
し
ぼ
り
こ
ん
で
い
る
。
 
『
出
典
致
」
よ
り
も
少
な
い
の
だ
。

こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
 
『
致
証
今
昔
」
の
『
法
苑
珠
林
」
重
視
の
姿
勢

が
、
勇
み
足
の
気
昧
の
、
い
さ
さ
か
当
を
失
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
よ
う
。
あ
り
て
い
に
い
う
と
、
別
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
 
『
大
系
本
」

の
主
張
す
る
七
話
で
さ
え
、
わ
た
し
は
疑
閥
に
お
も
っ
て
い
る
。
，

 
『
致
証
今
昔
」
の
『
法
苑
珠
林
」
重
視
は
、
 
「
今
昔
物
語
集
」
に
は
出
典
が

あ
っ
た
と
の
前
提
の
も
と
に
、
採
集
し
え
た
類
話
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
類
似

度
の
高
い
も
の
を
〈
出
典
〉
だ
と
認
定
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
よ
う
だ
。
話
柄

の
う
え
か
ら
は
、
と
う
て
い
出
典
関
係
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
に
あ
た
ら
な
い
も
の

に
ま
で
、
 
〈
出
典
〉
の
座
を
あ
た
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
 
『
致
証
今
昔
」
は
そ

の
一
部
に
、
な
お
も
「
出
典
致
」
を
ひ
き
つ
っ
て
い
る
の
だ
。

 
し
か
し
「
致
証
今
昔
」
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
か
か
え
こ
ん
で
は
い
る
も
の

の
、
出
典
考
証
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
信
頼
度
の
高
い
本

文
と
、
〈
出
典
〉
〈
類
話
〉
等
の
鴫
野
と
い
う
斬
新
で
便
利
な
形
態
と
が
あ
い

ま
っ
て
、
 
『
大
系
本
」
が
出
る
ま
で
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
研
究
に
不
可
欠
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
の
位
置
を
た
も
っ
て
き
た
。

 
な
お
、
 
『
致
証
今
昔
」
、
あ
る
い
は
芳
賀
矢
一
の
『
今
昔
物
語
集
」
研
究
史

に
は
た
し
た
役
割
は
、
テ
キ
ス
ト
や
資
料
と
し
て
の
有
用
性
の
み
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
芳
賀
矢
一
の
指
導
の
も
と
に
「
致
証
今
昔
」
の
完
成
に
た
ず
さ
わ
っ
た

者
の
な
か
か
ら
、
後
に
「
今
昔
物
語
集
」
の
最
初
の
総
合
的
な
研
究
書
で
あ
る

「
今
昔
物
語
集
の
新
研
究
』
 
（
一
九
二
三
・
三
）
を
出
し
た
坂
井
衡
平
や
、
本

文
校
訂
と
出
典
考
証
と
に
格
段
の
精
度
を
加
え
た
『
大
系
本
」
の
校
注
者
で
あ

る
山
田
孝
雄
ら
が
出
て
い
る
。
研
究
者
の
育
成
と
い
う
面
か
ら
も
、
 
『
孜
証
今

昔
」
あ
る
い
は
芳
賀
矢
一
は
、
お
お
き
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

 
雑
誌
『
郷
土
研
究
」
で
赤
峯
太
郎
、
堀
謙
徳
ら
が
出
典
考
証
に
着
手
し
た
の

は
、
 
『
致
証
今
昔
」
の
天
竺
、
震
旦
部
が
公
刊
さ
れ
る
直
前
だ
っ
た
。

 
赤
峯
太
郎
（
今
昔
物
語
の
研
究
、
一
九
一
三
・
三
）
は
ま
え
が
き
で
、
「
「
今

昔
物
語
」
は
日
本
に
於
け
る
最
大
最
古
の
物
語
集
と
し
て
、
日
本
の
物
語
文
学

に
最
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
に
於
け
る
物
語
文
学

界
に
於
て
も
亦
最
重
用
な
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
」
が
ゆ
え
に
、
出
典
の
調
査

に
取
り
組
む
の
は
「
吾
々
の
責
任
で
あ
る
ト
と
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
へ
の
認
識

と
、
出
典
研
究
へ
の
姿
勢
を
表
明
し
た
。
〈
物
語
集
〉
と
規
定
す
る
の
と
く
説

話
集
〉
と
規
定
す
る
の
と
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
に
対
す

る
認
識
は
、
 
『
砲
隊
今
昔
」
の
そ
れ
と
符
合
し
て
い
る
。
文
章
ま
で
も
似
通
っ

て
い
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
赤
峯
太
郎
ら
の
出
典
研
究
は
、
調
査
対
象
の
選
定
が
恣
意
的

で
、
組
織
的
で
も
な
け
れ
ば
、
網
羅
的
で
も
な
か
っ
た
。
 
『
致
証
今
昔
」
が
出

て
み
る
と
、
と
り
わ
け
そ
の
感
は
強
い
。
し
た
が
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
意
気
込
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み
も
、
 
『
放
証
今
昔
」
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
に
わ
か
に
し
ぼ
ん
で
し
ま
っ
た
よ

う
だ
。
加
え
て
南
方
熊
楠
が
、
同
じ
『
郷
土
研
究
』
で
赤
三
論
を
批
判
（
『
郷

土
研
究
』
 
一
至
三
号
を
読
む
、
一
九
一
三
・
九
）
し
た
こ
と
で
も
あ
り
、
け
っ

き
ょ
く
連
載
は
三
回
で
打
ち
切
ら
れ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
 
「
致
証
今
昔
」
は
、

そ
れ
だ
け
衝
撃
的
な
労
作
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

 
『
致
証
今
昔
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、
赤
峯
太
郎
ら
は
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
の
に
対
し
て
、
南
方
熊
楠
は
逆
に
も
え
あ
が
っ
た
。
 
『
致
証
今
昔
」
を
検
証

し
、
「
芳
賀
博
士
の
纂
訂
本
に
出
て
居
ら
ぬ
」
「
同
話
異
文
を
芳
賀
博
士
は
引
て

居
る
が
、
此
話
の
根
本
を
挙
て
居
ら
ぬ
」
 
「
今
度
出
版
の
芳
賀
博
士
の
孜
証
本

に
出
所
も
類
症
も
出
て
居
ら
ぬ
」
等
、
そ
の
不
備
を
指
摘
し
つ
つ
、
主
と
し
て

仏
典
か
ら
類
話
を
あ
げ
て
い
る
（
今
昔
物
語
の
研
究
 
一
～
四
、
郷
土
研
究
、

一
九
一
三
・
八
～
一
四
・
五
）
。
南
方
熊
楠
の
報
告
し
た
も
の
の
う
ち
で
、
現

在
も
な
お
有
効
性
を
た
も
ち
え
て
い
る
も
の
は
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ

の
口
吻
に
は
博
覧
強
記
の
野
人
ら
し
い
彼
の
、
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

 
『
出
典
致
』
以
来
、
出
典
の
ひ
と
つ
だ
と
さ
れ
て
い
る
『
三
宝
感
応
要
略

録
」
を
追
認
し
、
編
者
非
濁
が
隆
国
没
後
十
三
年
に
「
随
願
書
生
損
」
を
出
し

て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
者
に
隆
国
を
擬
す
る
旧
来
の

説
を
否
定
し
た
の
は
小
野
玄
妙
（
仏
教
文
学
研
究
の
基
調
-
そ
の
一
事
例
と

し
て
特
に
今
昔
物
語
集
が
源
隆
国
の
選
述
に
非
ら
ざ
る
べ
し
と
の
考
を
述
ぶ
、

現
代
仏
教
、
一
九
五
一
・
二
～
三
）
だ
っ
た
。
小
野
玄
妙
の
論
拠
は
、
後
に
、

塚
本
善
隆
の
説
（
日
本
に
遺
存
せ
る
遼
文
学
と
其
の
影
響
、
東
方
学
報
 
一
九

三
三
・
十
二
）
を
援
用
し
た
片
寄
正
義
（
今
昔
物
語
成
立
年
次
覚
書
、
文
学
、

一
九
三
九
・
九
）
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
 
『
孜
証
今
昔
』
に

い
た
る
ま
で
、
さ
し
た
る
根
拠
も
な
い
ま
ま
に
支
持
さ
れ
て
き
た
隆
国
編
者
説

『
今
昔
物
語
集
」
震
旦
部
研
究
略
史
（
そ
の
一
）

に
、
出
典
と
の
か
ら
み
で
疑
義
が
呈
せ
ら
れ
た
こ
と
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ

う
。 

な
お
、
片
寄
正
義
が
右
の
論
文
に
よ
っ
て
批
判
し
た
の
は
、
 
『
三
宝
感
応
要

略
録
」
と
「
今
昔
物
語
集
」
と
の
前
後
関
係
な
の
で
あ
っ
て
、
小
野
玄
妙
が
結

論
と
し
た
と
こ
ろ
の
非
隆
国
編
者
説
で
は
な
い
。
片
寄
正
義
も
、
 
『
今
昔
物
語

集
』
の
編
者
に
隆
国
を
擬
す
る
こ
と
に
は
反
対
。
彼
は
「
弘
賛
法
華
伝
」
と
の

か
ら
み
で
膨
隆
国
選
者
説
を
主
張
し
て
い
る
（
弘
仁
法
華
伝
と
今
昔
物
語
集
、

文
学
、
一
九
四
二
・
一
）
。

 
岩
淵
悦
太
郎
は
、
 
『
冥
皇
帝
」
が
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
と
な
ら
ぶ
震
旦
部

の
主
要
な
出
典
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
今
昔
物
語
集
と
冥
三
訂
、
国
文
学

誌
要
、
 
一
九
三
五
・
七
）
。

 
『
冥
報
記
」
も
ま
た
、
 
『
出
典
放
』
や
『
致
証
今
昔
」
で
す
で
に
と
り
あ
げ

ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
 
『
太
平
広
記
」
あ
る
い
は

『
法
苑
珠
林
」
等
の
注
記
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 
『
冥
謹
直
』
本
文

と
の
比
較
検
討
を
と
お
し
て
み
ち
び
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
 
『
致
証
今

昔
』
は
九
3
7
「
震
旦
周
善
通
、
依
破
戒
現
失
雲
隠
遂
貧
賎
語
」
に
関
し
て
、

「
冥
報
記
漏
出
ズ
ト
イ
フ
。
サ
レ
ド
高
山
寺
本
二
面
セ
ズ
」
と
注
し
て
お
り
、

高
山
寺
本
『
冥
報
記
』
に
あ
た
っ
て
当
該
話
の
有
無
を
た
し
か
め
た
こ
と
は
こ

こ
か
ら
知
ら
れ
る
も
の
の
、
 
『
致
証
今
昔
」
と
高
山
寺
本
『
冥
護
記
」
と
の
接

触
も
、
そ
れ
以
上
に
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

 
岩
淵
悦
太
郎
は
、
こ
う
し
た
『
放
証
今
昔
」
の
あ
り
か
た
を
批
判
し
、
高
山

寺
本
『
冥
報
記
」
と
『
今
昔
物
語
集
」
と
の
本
文
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
 
『
致
証
今
昔
』
が
出
典
に
擬
し
た
四
三
話
の
う
ち
か
ら
不
当
な
も

の
一
話
を
は
ず
す
一
方
で
、
あ
ら
た
に
三
話
を
加
え
、
つ
こ
う
四
五
話
に
つ
い
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て
出
典
関
係
に
あ
り
と
認
定
し
た
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
「
高
山
寺
本
よ
り
少

し
説
話
の
数
の
多
い
」
、
し
か
も
完
本
で
は
な
い
『
冥
報
記
」
が
介
在
し
て
い

る
と
推
断
し
た
。

 
岩
淵
悦
太
郎
の
こ
の
論
に
よ
っ
て
、
 
『
致
証
今
昔
』
へ
の
信
頼
度
が
根
底
か

ら
く
つ
が
え
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し
か
し
、
成
立
年

代
へ
の
考
察
や
概
論
等
が
、
『
認
証
今
昔
」
を
ほ
と
ん
ど
無
批
判
に
受
け
入
れ

て
展
開
さ
れ
る
状
況
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た
こ
の
論
に
よ
っ
て
、
「
致
証
今
昔
」

が
構
造
的
に
か
か
え
こ
ん
で
い
る
欠
陥
が
、
あ
か
る
み
に
出
さ
れ
た
こ
と
は
た

し
か
で
あ
り
、
権
威
に
か
げ
り
が
生
じ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

 
ど
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
た
業
績
に
も
、
克
服
す
べ
き
欠
陥
は
つ
き
も
の
だ
。
し

た
が
っ
て
逆
説
的
に
い
え
ば
、
そ
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
こ
と
こ
そ
、
先
入
の
業

績
を
真
に
生
か
す
た
め
の
第
一
歩
に
な
る
は
ず
だ
。

 
じ
っ
さ
い
、
 
『
致
証
今
昔
」
以
後
の
出
典
研
究
は
、
 
『
致
証
今
昔
」
の
切
り

開
い
た
道
を
す
す
み
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
は
、
 
『
致
証
今
昔
」
を
つ
き
崩
す

と
い
う
か
た
ち
で
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。

 
岩
淵
悦
太
郎
の
論
は
、
こ
う
し
た
流
れ
に
先
鞭
を
つ
け
た
わ
け
だ
が
、
彼
の

論
も
ま
た
、
や
が
て
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
岩
淵
論
を
批
判
し
た
の
は
片
寄
正
義
（
『
冥
報
記
」
に
つ
い
て
、
国
語
国
文
、

一
九
四
一
・
六
）
だ
っ
た
。
片
寄
正
義
は
高
山
寺
本
よ
り
も
所
載
話
の
お
お
い

前
田
家
本
『
冥
報
記
』
を
と
り
あ
げ
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
は
前
田
家
本
系
統
の

一
本
に
依
拠
し
た
も
の
だ
と
指
摘
。
あ
ら
た
に
発
見
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
か
ら

三
話
を
加
え
、
四
八
話
に
つ
い
て
出
典
関
係
に
あ
り
、
と
主
張
し
た
。

 
川
口
久
雄
が
「
支
那
仏
教
説
話
集
と
我
が
説
話
文
学
と
の
関
係
覚
書
e
」

（
書
誌
学
 
 
一
九
四
一
・
七
）
を
発
表
し
た
の
は
、
片
寄
論
の
翌
月
だ
っ
た
。

『
冥
史
記
」
 
『
法
警
世
林
」
を
中
心
に
、
中
国
と
日
本
と
の
説
話
文
学
を
比
較

し
よ
う
と
の
試
み
だ
っ
た
が
、
 
『
冥
契
記
」
諸
本
の
並
列
的
な
解
説
を
し
た
一

回
め
だ
け
で
中
止
さ
れ
た
。
理
由
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
前
田
家
本
に
お
お

き
く
踏
み
込
ん
だ
片
寄
論
の
あ
お
り
を
う
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
み

え
る
。

 
小
野
玄
妙
の
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
に
関
す
る
論
と
、
岩
淵
悦
太
郎
の
『
冥

報
記
」
に
関
す
る
論
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
有
効
な
批
判
を
加
え
た
片
寄
正
義
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
に
日
本
が
突
入
す
る
前
後
に
現
出
し
た
、
い
わ
ば
第
一
次
説

話
文
学
研
究
昂
揚
期
と
も
い
う
べ
き
時
期
の
旗
手
で
あ
っ
た
。
彼
が
あ
い
つ
い

で
発
表
し
た
文
献
学
的
研
究
は
、
目
配
り
が
効
い
て
い
て
新
見
に
と
み
、
お
よ

そ
半
世
紀
を
へ
だ
て
た
現
在
で
も
な
お
、
か
な
り
の
部
分
は
基
礎
的
な
研
究
と

し
て
の
有
効
性
を
た
も
っ
て
い
る
。

、
片
寄
正
義
の
所
論
は
一
九
四
三
年
か
ら
四
四
年
に
か
け
て
、
既
発
表
、
未
発

表
の
も
の
を
『
今
昔
物
語
集
の
研
究
」
上
下
、
お
よ
び
「
今
昔
物
語
集
論
」
の

三
冊
に
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
る
手
鳳
ず
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
戦
争
の
激
化

は
、
 
『
研
究
（
上
）
」
と
、
 
「
論
』
と
の
出
版
さ
れ
た
段
階
で
計
画
の
中
断
を

余
儀
な
く
さ
せ
た
。
ま
ぼ
ろ
し
の
著
と
な
り
か
け
た
『
研
究
（
下
）
」
が
、
友

人
知
己
の
肝
入
り
で
、
あ
ら
た
め
て
三
点
セ
ッ
ト
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
一

九
七
四
年
、
片
寄
正
義
没
後
一
二
年
号
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

四

 
『
今
昔
物
語
集
」
に
関
す
る
最
初
の
総
合
的
な
研
究
書
で
あ
る
坂
井
衡
平
の

『
新
研
究
」
は
、
震
旦
部
の
研
究
史
と
い
う
視
座
か
ら
す
る
と
き
、
さ
し
て
み

る
べ
き
点
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
二
冊
め
の
研
究
書
で
あ
る
『
研
究
（
上
）
」
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の
、
震
旦
部
の
研
究
に
果
し
た
役
割
は
お
お
き
い
。

 
『
研
究
（
上
）
」
は
、
第
一
編
の
「
基
礎
的
研
究
」
と
、
第
二
編
の
「
天
竺

・
震
旦
部
の
研
究
」
と
か
ら
な
る
。

 
第
一
編
は
、
さ
ら
に
、
研
究
史
、
題
号
考
、
成
立
年
代
考
、
選
者
論
、
黒
本

考
、
巻
序
考
、
発
生
史
的
研
究
、
指
導
精
神
の
八
章
に
わ
か
た
れ
る
。
こ
の
う

ち
震
旦
部
関
係
で
留
意
す
べ
き
は
、
 
「
弘
賛
法
華
伝
」
と
の
関
係
を
と
お
し
て

『
今
昔
物
語
集
」
の
成
立
年
代
を
比
定
し
よ
う
と
し
た
第
三
章
だ
。
こ
れ
は
さ

き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
小
野
玄
妙
へ
の
批
判
と
、
そ
の
裏
付
け
と
し
て
用
意
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
 
『
弘
賛
法
華
伝
」
が
巻
七
の
一
部
に
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
成
立
は
、
こ
れ
の
伝
来
し
た
保

安
元
年
を
あ
ま
り
下
ら
な
い
時
期
だ
と
推
断
し
た
。

 
こ
の
提
説
は
橘
健
二
の
支
持
（
今
昔
物
語
集
成
立
時
「
保
安
元
年
以
後
説
」

に
つ
い
て
の
一
傍
証
、
国
語
国
文
、
一
九
六
一
・
五
）
を
得
る
一
方
、
平
林
盛

得
（
「
弘
賛
法
華
伝
」
保
安
元
年
初
伝
説
存
疑
、
書
陵
部
紀
要
、
一
九
七
七
・

十
一
。
 
『
聖
と
説
話
の
史
的
研
究
」
に
収
録
）
や
、
宮
田
尚
（
今
昔
物
語
集
出

典
研
究
の
点
検
日
、
日
本
文
学
研
究
〔
梅
光
女
学
院
大
〕
、
 
一
九
六
八
・
十

一、

謫
�
ﾍ
参
照
）
ら
の
批
判
を
呼
ん
だ
。

 
し
か
し
、
片
寄
正
義
の
保
安
元
年
以
後
成
立
説
は
、
現
在
も
な
お
、
 
「
今
昔

物
語
集
」
の
成
立
時
期
に
関
す
る
有
力
な
説
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
解
説
等
で
紹

介
ざ
れ
て
い
る
。

 
第
二
編
は
、
 
「
今
昔
物
語
集
以
前
本
朝
説
話
文
学
に
影
響
せ
る
唐
土
の
仏
教

説
話
集
」
と
、
「
今
昔
物
語
集
と
関
係
あ
る
諸
経
典
及
び
唐
土
の
仏
教
説
話
集
」

の
二
章
か
ら
な
る
。
 
「
影
響
せ
る
」
 
「
関
係
あ
る
」
は
、
か
な
ら
ず
し
も
直

接
的
な
影
響
関
係
を
の
み
意
味
し
な
い
。
 
『
衆
経
魚
鋤
金
蔵
論
」
 
『
急
報
記
』

『
今
昔
物
語
集
」
震
旦
部
研
究
略
史
（
そ
の
一
）

『
金
剛
般
若
経
集
験
記
」
 
『
顔
氏
家
訓
」
 
「
諸
経
要
集
』
『
過
去
現
在
因
果
経
』

『
経
律
異
相
』
 
『
法
苑
珠
林
』
 
『
法
華
伝
記
』
 
『
大
唐
西
域
記
』
 
『
金
剛
経
鳩

異
」
 
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
『
法
華
霊
験
伝
」
な
ど
、

比
較
的
ゆ
る
や
か
な
関
係
の
も
の
も
こ
こ
で
は
ひ
ろ
く
と
り
あ
げ
、
『
霊
異
記
』

お
よ
び
今
昔
物
語
集
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
検
討
を
試
み
て
い
る
。

 
第
二
編
で
留
意
す
べ
き
成
果
は
、
こ
れ
も
さ
き
に
ふ
れ
た
前
田
家
本
『
冥
報

記
」
と
今
昔
物
語
集
と
の
関
係
の
密
な
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
点
と
、
 
一

1
「
釈
迦
如
来
、
人
界
宿
望
語
」
か
ら
一
8
「
釈
迦
、
為
五
人
比
丘
説
法
語
」

ま
で
の
出
典
と
し
て
、
 
『
過
去
現
在
因
果
経
」
を
あ
ら
た
に
懸
り
起
こ
し
た
こ

と
と
で
あ
ろ
う
。
前
田
家
本
「
冥
報
記
」
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
事
様
の
お
お

い
粗
悪
な
本
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
『
今
昔
物
語
集
』
に
直
結
し
て
い
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
が
、
現
存
本
欄
も
っ
と
も
『
今
昔
物
語
集
」
に
近
い
こ
と
は
た
し

か
で
あ
り
、
こ
う
し
た
前
田
家
本
『
回
報
記
』
の
も
つ
意
味
を
見
出
し
た
片
寄

正
義
の
功
績
は
お
お
き
い
。

 
『
研
究
（
上
）
」
は
、
ひ
と
り
震
旦
部
の
み
な
ら
ず
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
全

般
の
研
究
史
に
吃
立
す
る
業
績
だ
。
 
『
研
究
（
上
）
」
以
後
の
『
今
昔
物
語

集
」
研
究
は
、
お
お
む
ね
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
い
る
と
み
て
よ
く
、
 
『
研
究

（
上
）
」
を
抜
き
に
し
て
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
研
究
史
を
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

 
だ
が
、
 
『
研
究
（
上
）
」
に
も
、
も
ん
だ
い
は
あ
る
。
 
『
法
苑
珠
林
」
や

『
経
律
異
相
」
な
ど
の
ば
あ
い
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
と
『
今

昔
物
語
集
」
と
の
関
係
の
強
さ
を
、
統
計
的
な
面
か
ら
裏
づ
け
よ
う
と
し
て
い

る
の
が
そ
れ
だ
。
言
為
の
数
は
い
か
に
お
お
く
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
け
っ
し

て
関
係
の
密
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
 
「
こ
の
中
に
は
直
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接
関
係
で
な
く
、
間
接
関
係
に
あ
る
も
の
も
多
い
」
と
片
寄
正
義
自
身
も
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
と
『
法
遺
珠
林
』
と
の
あ
い
だ
に
み
と
め

ら
れ
る
類
話
に
は
、
類
似
度
の
低
い
も
の
も
お
お
い
。
そ
う
し
た
も
の
ま
で
も

ふ
く
め
て
の
統
計
な
ら
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
。
も
ん
だ
い
は
、
量
で
は
な
く

て
質
で
あ
ろ
う
。

 
『
法
苑
珠
林
」
や
『
墨
型
異
相
』
の
よ
う
な
ぼ
う
大
な
作
品
に
あ
っ
て
は
、

と
り
わ
け
そ
う
だ
。
類
似
度
の
高
い
類
話
の
少
な
さ
が
、
関
係
の
密
な
る
こ
と

を
疑
わ
し
め
る
条
件
と
は
な
り
え
て
も
、
逆
は
あ
り
え
ま
い
。
 
『
三
宝
感
応
要

略
録
」
 
『
冥
慮
記
」
 
『
弘
賛
法
華
伝
」
な
ど
で
は
、
個
々
の
は
な
し
を
吟
味
し

て
質
を
も
ん
だ
い
に
し
た
片
寄
正
義
な
の
に
、
な
ぜ
か
こ
こ
で
は
量
に
こ
だ
わ

っ
て
い
る
。

 
『
法
苑
珠
林
」
や
『
経
律
異
相
』
を
出
典
だ
と
み
な
す
立
場
は
、
『
体
系
本
」

前
後
か
ら
減
少
し
て
い
っ
た
。
ご
の
点
に
直
接
言
及
し
た
の
は
今
野
達
（
今
昔

物
語
集
の
成
立
に
関
す
る
諸
問
題
、
解
釈
と
鑑
賞
、
一
九
六
三
・
一
）
、
山
口

佳
紀
（
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
文
体
、
国
語
と
国
文
学
、
一
九
六
八
・
八
）
、

宮
田
尚
（
今
昔
物
語
集
と
法
三
珠
林
、
国
文
学
研
究
〔
梅
光
女
学
院
大
〕
、
一

九
六
九
・
十
一
。
今
昔
物
語
集
と
法
苑
珠
林
・
再
説
、
日
本
文
学
研
究
〔
梅
光

女
学
院
大
〕
、
一
九
七
六
・
十
一
）
な
ど
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
こ
と
さ
ら
否
定

論
を
立
て
な
い
ま
で
も
、
再
版
に
際
し
て
前
説
を
訂
正
し
た
り
、
出
典
と
み
な

す
作
品
の
リ
ス
ト
か
ら
除
外
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
方
法
で
、
否
定
論
の
立
場

に
立
つ
も
の
が
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
。

 
と
は
い
え
、
 
『
法
苑
珠
林
」
を
支
持
す
る
論
者
が
い
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
藤
井
俊
之
（
今
昔
物
語
集
編
者
の
素
材
収
集
方
法
（
ご
、
説
話
、

一
九
七
一
・
五
）
は
、
 
「
法
苑
珠
林
」
を
媒
体
と
し
て
の
、
扇
形
状
の
収
集
方

法
を
採
用
し
て
い
た
と
主
張
。
高
橋
俊
夫
（
今
昔
物
語
集
天
竺
部
出
典
の
再
検

討
（
そ
の
二
）
、
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
、
一
九
七
三
二
二
）
は
、
天
竺
部

に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
一
五
話
に
し
ぼ
り
こ
ん
で
肯
定
。
ま
た
、
山
内
洋
一

郎
（
法
苑
珠
林
と
諸
経
要
集
、
金
沢
文
庫
研
究
、
一
九
七
四
・
九
。
諸
経
要
集

と
今
昔
物
語
集
、
『
古
典
の
受
容
と
新
生
』
、
明
治
書
院
、
一
九
八
四
・
十
一
）

は
、
 
『
比
量
珠
林
」
の
前
段
階
に
位
置
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
『
諸
経
登
楼
」

を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
 
「
法
苑
里
林
」
へ
の
否
定
論
に

疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
未
完
）
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