
は
じ
め
に

平
安
時
代
の
物
語
文
学
に
お
い
て
、｢

文｣
の
存
在
は
多
く
描
か
れ

る

(

１)

。
も
ち
ろ
ん
、
物
語
に
限
定
せ
ず
と
も
日
記
文
学
や
歌
集
の
中
に
も

多
数
登
場
す
る

(

２)

。
で
は
、
そ
れ
ら
の

｢

文｣

は
受
取
人
が
読
ん
だ
の
ち

に
ど
う
処
分
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、｢

文｣

と
は
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
以
上
、
形
と
し
て
残
る
。
形
と
し
て
残
っ
た
も
の
が
、

ど
う
扱
わ
れ
る
の
か
、
本
稿
で
は
歌
物
語
、
特
に

『

大
和
物
語』

か
ら

『

源
氏
物
語』

へ
の
流
れ
を
確
認
し
、｢

語
り｣

の
問
題
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。

作
品
内
に
登
場
す
る

｢

文｣

は
、
登
場
人
物
の
手
元
に
届
け
ら
れ
、

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
読
者
も
そ
の
内
容
を
知
る
受
取
人
の
一
人
と
な
る
。

｢

文｣

の
持
つ
問
題
系
は
複
雑
に
広
が
り

(

３)

、
各
作
品
に
お
け
る
手
紙
論

が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
作
品
内
に
お

け
る

｢

文｣

の
持
つ
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
書
か
れ
た
も
の
が
残
さ
れ

た
時
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
後
に
与
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
考
え
た
い
。一

、｢

文｣

の
様
相

平
安
時
代
の
作
品
に
お
い
て
、｢

文｣

は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
例
え
ば

『

蜻
蛉
日
記』

で
は
、｢

文｣

の
誤
配
を
め
ぐ
る

や
り
と
り
が
描
か
れ
る
。
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さ
て
、
そ
の
こ
ろ
、
帥
殿
の
北
の
方
、
い
か
で
に
か
あ
り
け
む
、

さ
さ
の
と
こ
ろ
よ
り
な
り
け
り
、
と
聞
き
た
ま
ひ
て
、
こ
の
六
月

ど
こ
ろ
と
お
ぼ
し
け
る
を
、
使
ひ
、
も
て
た
が
へ
て
、
い
ま
ひ
と

と
こ
ろ
へ
も
て
い
た
り
け
り
、
取
り
入
れ
て
、
は
た
あ
や
し
と
も

や
思
は
ず
あ
り
け
む
、
返
り
ご
と
な
ど
聞
こ
え
て
け
り
、
と
伝
え

聞
き
て
、
か
の
返
り
ご
と
を
聞
き
て
、
と
こ
ろ
た
が
へ
て
け
り
、

い
ふ
か
ひ
な
き
こ
と
を
、
ま
た
お
な
じ
こ
と
を
も
も
の
し
た
ら
ば
、

伝
へ
て
も
聞
く
ら
む
に
、
い
と
ね
ぢ
け
た
る
べ
し
、
い
か
に
心
も

な
く
思
ふ
ら
む
と
な
む
、
騒
が
る
る
、
と
聞
く
が
を
か
し
け
れ
ば
、

か
く
て
は
や
ま
じ
と
思
ひ
て
、
さ
き
の
手
し
て
、

山
彦
の
答
へ
あ
り
と
は
聞
き
な
が
ら
あ
と
な
き
空
を
尋
ね
わ

び
ぬ
る

と
浅
縹
な
る
紙
に
書
き
て
、
い
と
葉
し
げ
う
つ
き
た
る
枝
に
、
立

文
に
し
て
つ
け
た
り
。(

中
巻

一
八
二
〜
一
八
三)

作
者
が
出
家
し
た
帥
殿
の
北
の
方

(

兼
家
妹
で
源
高
明
室
の
愛
宮)

に
長
歌
を
贈
る
も
、
そ
の
返
事
を
使
い
の
者
が
間
違
え
て

｢

い
ま
ひ
と

と
こ
ろ｣
(

時
姫)

の
所
に
届
け
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
が
判
明
し
て

愛
宮
が
慌
て
て
い
る
と
聞
い
た
作
者
が
再
度
、
和
歌
を
贈
っ
た
場
面
で

あ
る
。
こ
の

｢

文｣

の
や
り
と
り
は
、
そ
も
そ
も
作
者
が
自
分
か
ら
の

｢

文｣

で
あ
る
こ
と
を
隠
し
、｢

多
武
の
峰
よ
り｣

と
愛
宮
の
同
母
兄
で

あ
る
藤
原
高
光
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
せ
て
贈
っ
た
こ
と
に
始
ま

る
。
愛
宮
側
は｢

文｣

の
送
り
主
は
作
者
で
あ
る
と
見
抜
い
た
も
の
の
、

傍
線
部
の
よ
う
に
使
い
の
者
が
届
け
先
を
間
違
え
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、

時
姫
側
で
は
愛
宮
か
ら
の

｢

文｣

を
疑
問
に
思
わ
な
か
っ
た
の
か
、
愛

宮
に
返
事
を
出
す
こ
と
で
、
愛
宮
側
は
届
け
先
を
間
違
え
た
こ
と
に
気

付
く
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
情
報
を
作
者
が
ど
の
よ
う
に
知
っ
た
の
か

不
明
だ
が
、
こ
の
届
け
間
違
い
に
よ
り
、
再
び
作
者
は
和
歌
を
贈
る
。

そ
れ
が

｢

山
彦
の｣

の
歌
で
あ
る
。

こ
の
後
、
や
や
時
間
が
か
か
る
が
今
度
は

｢

た
し
か
な
る
た
よ
り｣

を
探
し
て
、
愛
宮
か
ら
作
者
の
も
と
に
返
事
が
届
け
ら
れ
る
。
愛
宮
か

ら
の
返
事
は

｢

薄
鈍
の
紙
に
て
む
ろ
の
枝｣

に
つ
け
た
も
の
、
さ
ら
な

る
作
者
か
ら
の
返
事
は｢

胡
桃
色
の
紙
に
書
き
て
、
色
変
は
り
た
る
松｣

に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
示
さ
れ
、
凝
っ
た
体
裁
で

｢

文｣

が

や
り
と
り
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
忠
実
に

｢

文｣

を
届
け
る
使
い
の
姿
は

『

和
泉
式
部
日
記』

に
描
か
れ
る
。

｢
さ
は
、
今
日
は
暮
れ
ぬ
、
つ
と
め
て
ま
か
れ｣

と
て
御
文
書
か

せ
た
ま
ひ
て
、
賜
は
せ
て
、
石
山
に
行
き
た
れ
ば
、
仏
の
御
前
に
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は
あ
ら
で
、
ふ
る
さ
と
の
み
恋
し
く
て
、
か
か
る
歩
き
も
引
き
か

へ
た
る
身
の
有
様
と
思
ふ
に
、
い
と
も
の
悲
し
う
て
、
ま
め
や
か

に
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
に
、
高
欄
の
下
の
方
に
人
の
け
は

ひ
す
れ
ば
、
あ
や
し
く
て
見
下
ろ
し
た
れ
ば
、
こ
の
童
な
り
。
あ

は
れ
に
思
ひ
が
け
ぬ
と
こ
ろ
に
来
た
れ
ば
、｢

な
に
ぞ｣

と
問
は

す
れ
ば
、
御
文
さ
し
出
で
た
る
も
、
つ
ね
よ
り
も
ふ
と
引
き
開
け

て
見
れ
ば

(

四
三
〜
四
四)

こ
の
場
面
は
、
帥
宮
か
ら
和
泉
式
部
宛
の
文
を
小
舎
人
童
が
石
山
寺
ま

で
届
け
た
場
面
で
あ
る
。
都
か
ら
石
山
寺
ま
で
の
道
の
り
を
経
て
届
け

ら
れ
た
文
で
あ
る
が
、
こ
の
後
、
和
泉
式
部
か
ら
の
返
事
を
見
た
帥
宮

は
石
山
寺
か
ら
戻
っ
て
き
た
童
に

｢

苦
し
く
と
も
行
け｣

と
命
じ
、
再

び
石
山
寺
ま
で
和
泉
式
部
宛
の
文
を
託
す
。
童
に
と
っ
て
は
都
か
ら
石

山
寺
ま
で
二
往
復
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
忠
実
に
文
を
届
け
る
姿

が
描
写
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
距
離
の
あ
る
所
へ
届
け
ら
れ
た
文
に

対
し
、
い
つ
も
よ
り
も
素
早
く
反
応
す
る
和
泉
式
部
の
様
子
も
う
か
が

え
、｢

文｣

の
持
つ
力
を
示
す
場
面
と
も
い
え
よ
う
。

｢

文｣

と
は
こ
う
し
た
使
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
以
上
、
誤
配
や
遅
延
が
常
に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
っ
た
。
右
記
の

よ
う
な

『

和
泉
式
部
日
記』

の
小
舎
人
童
は
非
常
に
忠
実
な
文
使
い
な

の
で
あ
る

(

４)

。
誰
に

｢

文｣

を
託
す
の
か
、
託
さ
れ
た
人
物
は
送
り
手
の

意
図
す
る
相
手
に
届
け
ら
れ
る
の
か
、
モ
ノ
と
し
て
後
に
残
っ
て
し
ま

う

｢

文｣

だ
か
ら
こ
そ
、
送
る
手
段
と
し
て
の
使
者
は
重
要
な
意
味
を

持
つ
。

次
に
、
モ
ノ
と
し
て
残
る

｢

文｣

は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
と
い
う

役
目
を
終
え
た
後
、
ど
う
な
る
の
か
。『

枕
草
子』

｢

う
れ
し
き
も
の｣

に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

人
の
破
り
捨
て
た
る
文
を
継
ぎ
て
見
る
に
、
同
じ
つ
づ
き
を
あ
ま

た
く
だ
り
見
つ
づ
け
た
る
。(

三
八
七)

他
人
が
破
っ
て
捨
て
た
文
を
継
い
で
、
何
行
も
続
け
て
読
む
こ
と
が
出

来
た
こ
と
を

｢

う
れ
し
き
も
の｣

と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現

代
か
ら
考
え
る
と
い
さ
さ
か
怖
い
よ
う
に
も
感
じ
る
行
動
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
そ
も
そ
も

｢

文｣

は
公
開
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
概

念
が
あ
る
。
自
分
の
所
に
来
た

｢

文｣

を
他
者
に
見
せ
る
、
あ
る
い
は

他
者
の
も
と
に
届
い
た

｢

文｣

を
見
る
と
い
っ
た
行
動
は
、『

枕
草
子』

中
に
も
見
受
け
ら
れ
る
し
、
他
の
作
品
に
お
い
て
も
描
か
れ
て
い
る

(

５)

。

前
述
し
た

『

蜻
蛉
日
記』

の
作
者
と
愛
宮
の

｢

文｣

の
よ
う
に
、
紙

を
選
び
、
筆
跡
に
こ
だ
わ
り
、
付
け
枝
に
も
工
夫
を
凝
ら
す
よ
う
な
も

の
か
ら
、
破
っ
て
捨
て
ら
れ
た
も
の
ま
で
、｢

文｣

は
常
に
複
数
の
受
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取
人
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
多
く
の
作
品
が
物
語
っ
て

い
る
。
複
数
の
受
取
人
と
は
、｢

文｣

の
内
容
と
無
関
係
の
人
物
を
含

む
。
そ
し
て
、
モ
ノ
と
し
て
残
る
性
質
を
持
つ
以
上
、
時
間
を
隔
て
た

後
の
受
取
人
に
も

｢

文｣

が
届
く
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。

時
間
を
隔
て
た
受
取
人
に
届
い
た

｢

文｣

の
例
と
し
て
、『

源
氏
物

語』

の
薫
に
手
渡
さ
れ
た
柏
木
と
女
三
の
宮
の
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
時

間
も
空
間
も
隔
て
ら
れ
た
相
手
へ
届
く

｢

文｣

。
書
か
れ
た
モ
ノ
と
し

て
あ
る
こ
と
を
最
大
限
利
用
し
た

｢
文｣

で
あ
る
。

二
、
歌
物
語
を
構
成
す
る

｢
文｣

―

『

伊
勢
物
語』

の
例

歌
物
語
で
あ
る

『

伊
勢
物
語』

と

『

大
和
物
語』

は
そ
の
章
段
の
多

く
が

｢

文｣

の
や
り
と
り
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
独

詠
や
複
数
の
人
が
歌
を
詠
み
合
う
唱
和
の
場
面
も
あ
る
が
、
時
間
・
空

間
を
越
え
た
和
歌
の
や
り
と
り
も
多
い
。
そ
の
中
で
も
明
ら
か
に｢

文｣

の
形
態
を
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。

歌
物
語
で
あ
る
以
上
、
ど
の
章
段
も
和
歌
を
含
む
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ

る
。
そ
う
し
た
物
語
を
描
出
す
る
の
に
、｢

文｣

の
や
り
と
り
は
描
き

や
す
い
情
景
で
あ
ろ
う
が
、｢

文｣

の
内
容
が
明
示
さ
れ
る
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
改
め
て
注
目
し
た
い
。
例
え
ば

『

伊
勢
物
語』

に
は
次
の

よ
う
な
章
段
が
あ
る
。｢

身
を
知
る
雨｣

の
歌
語
で
有
名
な
第
一
〇
七

段
で
あ
る
。

む
か
し
、
あ
て
な
る
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
の
も
と
な
り
け
る

人
を
、
内
記
に
あ
り
け
る
藤
原
の
敏
行
と
い
ふ
人
よ
ば
ひ
け
り
。

さ
れ
ど
若
け
れ
ば
、
文
も
を
さ
を
さ
し
か
ら
ず
、
こ
と
ば
も
い
ひ

し
ら
ず
、
い
は
む
や
歌
は
よ
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
か
の
あ
る
じ
な
る

人
、
案
を
か
き
て
、
書
か
せ
て
や
り
け
り
。
め
で
ま
ど
ひ
に
け
り
。

さ
て
、
男
の
よ
め
る
。

つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
に
ま
さ
る
涙
河
袖
の
み
ひ
ち
て
あ
ふ
よ

し
も
な
し

返
し
、
例
の
男
、
女
に
か
は
り
て
、

あ
さ
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め
涙
河
身
さ
へ
流
る
と
聞
か
ば
頼

ま
む

と
い
へ
り
け
れ
ば
、
男
い
と
い
た
う
め
で
て
、
い
ま
ま
で
巻
き
て
、

文
箱
に
入
れ
て
あ
り
と
な
む
い
ふ
な
る
。
男
、
文
お
こ
せ
た
り
。

得
て
の
ち
の
こ
と
な
り
け
り
。｢

雨
の
降
り
ぬ
べ
き
に
な
む
見
わ

づ
ら
ひ
は
べ
る
。
身
さ
い
は
ひ
あ
ら
ば
、
こ
の
雨
は
ふ
ら
じ｣

と
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い
へ
り
け
れ
ば
、
例
の
男
、
女
に
か
は
り
て
よ
み
て
や
ら
す
。

か
ず
か
ず
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
し
る
雨
は
ふ
り

ぞ
ま
さ
れ
る

と
よ
み
て
や
れ
り
け
れ
ば
、
み
の
も
か
さ
も
取
り
あ
へ
で
、
し
と

ど
に
ぬ
れ
て
ま
ど
ひ
来
に
け
り
。(

二
〇
五
〜
二
〇
七)

こ
こ
で
は
、
藤
原
敏
行
へ
の
返
事
は
記
さ
れ
て
い
な
い
最
初
の
返
事
も
、

｢

あ
さ
み
こ
そ｣

詠
も

｢

か
ず
か
ず
に｣

詠
も
全
て
傍
線
部
に
示
し
た

よ
う
に
女
に
代
わ
っ
て

｢

あ
て
な
る
男｣

が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
最
初

の
傍
線
部
に

｢

書
か
せ
て｣

と
あ
る
の
で
、
筆
跡
は
女
の
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
が
、
敏
行
は

｢

あ
て
な
る
男｣
の
代
作
の
和
歌
に
よ
っ
て

｢

め
で
ま
ど
ひ｣

、
さ
ら
に
は

｢

文｣

を
文
箱
に
保
管
し
、
雨
の
中
を

｢

み
の
も
か
さ
も
取
り
あ
へ
で｣

濡
れ
な
が
ら
、
女
の
も
と
に
や
っ
て

く
る
。

｢

あ
て
な
る
男｣

の
詠
ん
だ
和
歌
に
よ
っ
て
二
人
の
恋
が
結
実
し
て

い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
文
面
や
和
歌
が
代
作
で
あ
る
、
と
い

う
点
に
注
目
し
た
い
。｢

文｣

の
中
身
は
別
人
が
作
成
し
て
い
た
と
い

う
実
態
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
親

や
乳
母
、
側
近
の
女
房
た
ち
が
和
歌
を
代
作
す
る
こ
と
は
多
く
行
わ
れ

た
だ
ろ
う
し
、
日
記
や
物
語
内
に
も
そ
う
し
た
事
例
は
多
く
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
こ
で
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
代
作
で
あ
っ
た
こ
と
が

暴
露
さ
れ
る
形
で
、
こ
の
章
段
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
代
作
の

暴
露
は
、｢

あ
て
な
る
男｣

の
女
へ
の
配
慮
と
そ
の
和
歌
の
力
を
称
賛

す
る
と
い
う
面
も
あ
ろ
う
が
、
一
方
の
敏
行
は
女
の
和
歌
的
教
養
を
見

抜
け
ず
、
語
り
手
の
語
る
現
在
ま
で

｢

あ
さ
み
こ
そ｣

詠
の
書
か
れ
た

文
を
文
箱
に
入
れ
て
保
管
し
て
い
る
と
い
う
滑
稽
さ
も
示
さ
れ
て
い
る

と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う

(

６)

。

さ
て
、
こ
の
三
首
は
い
ず
れ
も

『

古
今
集』

掲
載
歌
で
あ
る
。『

古

今
集』

巻
十
三
恋
三
所
収
の

｢

つ
れ
づ
れ
の｣

詠
と

｢

あ
さ
み
こ
そ｣

詠
、
巻
十
四
恋
四
所
収
の

｢

か
ず
か
ず
の｣

詠
が
、
三
首
ま
と
め
て
一

つ
の
物
語
を
成
し
て
い
る
。
ど
の
歌
の
詞
書
も

『

伊
勢
物
語』

の
内
容

と
同
様
で
あ
る

(

７)

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
三
首
ま
と
め
て
物
語
化
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し

て
和
歌
を
贈
ら
れ
た
敏
行
が
取
っ
た
行
動
、
さ
ら
に
は
、
表
記
さ
れ
て

い
な
い
最
初
の
和
歌
の
贈
答
の
結
果
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
敏
行
と
彼

が
懸
想
し
た
女
性
、
そ
し
て

｢

あ
て
な
る
男｣

の
関
係
性
は
よ
り
具
体

的
と
な
っ
た
。
敏
行
が
女
の
詠
歌
に
常
に
反
応
し
て
い
る
こ
と
で
和
歌

の
素
晴
ら
し
さ
が
示
さ
れ
て
お
り
、
一
見
、
代
作
を
見
抜
け
な
い
敏
行

の
凡
庸
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
描
か
れ
て
い
な
い
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一
首
を
含
め

｢

あ
て
な
る
男｣

の
和
歌
が
敏
行
に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
勅
撰
集
歌
人
で
あ
る
敏
行
で
あ
る
こ
と
を
明

示
し
て
い
る
以
上
、
敏
行
は
代
作
を
見
抜
い
た
上
で
、｢

文｣

を
文
箱

に
し
ま
う
と
い
う
行
動
を
取
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
章
段
に
お
い
て
、
代
作
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
う
一
つ

注
目
し
た
い
の
は
、
代
作
さ
れ
た

｢

文｣

が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
重
傍
線
部
で
示
し
た

｢

男
い
と
い
た

う
め
で
て
、
い
ま
ま
で
巻
き
て
、
文
箱
に
入
れ
て
あ
り
と
な
む
い
ふ
な

る
。｣

と
い
う
記
述
内
容
は
、『

古
今
集』
の
詞
書
に
は
な
い
。『

伊
勢

物
語』

に
お
け
る
物
語
化
に
よ
っ
て
新
た
に
語
ら
れ
た
内
容
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
こ
こ
に

｢

文｣

が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
聞
形
式

で
あ
り
な
が
ら
も
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
語
り
の｢

今｣
に
い
た
る
ま
で
、

そ
の

｢

文｣

は
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。『

伊
勢
物
語』

に
お

け
る
語
り
の

｢

今｣

を
ど
こ
に
置
く
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
贈

答
の
後
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
こ
こ
に
時
間
の
経
過
が
物
語
内

に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
間
の
経
過
を
語
る
と
い

う
こ
と
は
、
代
作
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
詠
歌
を

記
し
た
モ
ノ
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
暴
露
で
き
る
証
拠
が
残
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。｢

文｣

の
保
管
と
い
う
こ
と
は

時
間
を
越
え
て
、
書
か
れ
た
モ
ノ
に
ま
つ
わ
る
何
ら
か
の
事
実
を
証
し

立
て
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。

で
は
、『

伊
勢
物
語』

以
上
に

｢

文｣

を
多
く
描
く

『

大
和
物
語』

で
は
、
ど
の
よ
う
な
書
か
れ
た｢

文｣

が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
節
に
お
い
て
確
認
し
た
い
。

三
、『

大
和
物
語』

に
お
け
る
公
開
さ
れ
た

｢

文｣

と

｢

語
り｣

『

大
和
物
語』

は
い
わ
ゆ
る

｢

歌
語
り｣

の
集
成
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

和
歌
と
そ
の
詠
歌
状
況
が
口
承
の
場
で
語
ら
れ
、
そ
れ
が
記
述
さ
れ
た

の
が

『

大
和
物
語』

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、『

大
和
物
語』

に

係
助
詞

｢

な
む｣

の
使
用
が
多
い
こ
と
に
よ
り

｢

語
り｣

の
性
格
が
強

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
歌
集
に
お
け
る
詞
書
の
発
展
で
は
な
い
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る

(

８)

。
だ
が
、
我
々
の
目
の
前
に
あ
る

『

大
和
物
語』

は

書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
口
承
の
場
は
あ
く
ま
で
も
書
か
れ
た
も

の
の
先
に
し
か
浮
か
び
上
が
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
口
承
の
場
が

な
か
っ
た
と
い
う
証
明
も
不
可
能
で
あ
り
、
こ
こ
に

『

大
和
物
語』

を

読
解
す
る
と
き
の
難
し
さ
が
あ
る
。
加
え
て
、『

大
和
物
語』

は
そ
の
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章
段
の
多
く
が
実
名
表
記
で
あ
り
、
実
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
実

体
的
な
歴
史
と
つ
な
が
り
や
す
く
、
そ
こ
に

｢

歌
語
り｣

の
場
は
よ
り

強
く
幻
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
も
そ
も

『

大
和
物
語』

は
そ
の

｢

語
り｣

の
情
報
源
の
一
つ
を
作
品
内
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

｢

文｣

と
い
う
情
報
源
を

(

９)

。

そ
う
だ
と
す
る
と
、『
大
和
物
語』

の

｢

語
り｣

の
構
造
は
複
雑
化

す
る
。
書
か
れ
た
モ
ノ
と
し
て
残
っ
て
い
る

｢

文｣

を
情
報
源
と
し
て

｢

歌
語
り｣

が
発
生
し
、
そ
し
て
そ
の

｢

歌
語
り｣

を
再
生
す
る
よ
う

に
書
か
れ
た
モ
ノ
が

『

大
和
物
語』
に
な
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
例

え
ば
第
二
十
九
段
の
よ
う
に
三
条
右
大
臣
が
複
数
の
人
々
の
前
で
和
歌

を
披
露
し
た
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
場
面
に
お
け
る
唱
和
の
一
首
ま
た

は
複
数
首
が
記
さ
れ
る
よ
う
な
章
段
も
あ
る
。
だ
が

『
大
和
物
語』

の

章
段
の
多
く
は
何
ら
か
に
書
か
れ
た
和
歌
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
う
し
た
章
段
に
と
っ
て

｢

文｣

と

｢

語
り｣

の
関
係
は
無
視
で
き
な

い
。で

は
、
具
体
的
な
章
段
を
見
て
行
き
た
い
。
最
初
に
取
り
上
げ
る
第

六
十
一
段
は
不
特
定
多
数
の
受
取
人
を
生
じ
さ
せ
た

｢

文｣

が
描
か
れ

る
。

亭
子
院
に
、
御
息
所
た
ち
あ
ま
た
御
曹
司
し
て
す
み
た
ま
ふ
に
、

年
ご
ろ
あ
り
て
、
河
原
院
の
い
と
お
も
し
ろ
く
つ
く
ら
れ
た
り
け

る
に
、
京
極
の
御
息
所
ひ
と
所
の
御
曹
司
を
の
み
し
て
わ
た
ら
せ

た
ま
ひ
に
け
り
。
春
の
こ
と
な
り
け
り
。
と
ま
り
た
ま
へ
る
御
曹

司
ど
も
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
さ
う
ざ
う
し
き
こ
と
を
お
も
ほ
し

け
り
。
殿
上
人
な
ど
通
ひ
ま
ゐ
り
て
、
藤
の
花
の
い
と
お
も
し
ろ

き
を
、
こ
れ
か
れ
、｢

さ
か
り
を
だ
に
御
覧
ぜ
で｣

な
ど
い
ひ
て

見
歩
く
に
、
文
を
な
む
結
び
つ
け
た
り
け
る
。
あ
け
て
見
れ
ば
、

世
の
中
の
あ
さ
き
瀬
に
の
み
な
り
ゆ
け
ば
昨
日
の
ふ
ぢ
の
花

と
こ
そ
見
れ

と
あ
り
け
れ
ば
、
人
々
見
て
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
あ
は
れ
が
り
け

れ
ど
、
た
が
御
曹
司
の
し
た
ま
へ
る
と
も
え
知
ら
ざ
り
け
る
。
男

ど
も
の
い
ひ
け
る
。

藤
の
花
色
の
あ
さ
く
も
見
ゆ
る
か
な
う
つ
ろ
ひ
に
け
る
な
ご

り
な
る
べ
し

(

二
九
三)

宇
多
院
が
河
原
院
に
移
り
、
亭
子
院
に
御
息
所
た
ち
が
残
さ
れ
た
後
、

藤
の
花
の
盛
り
に
殿
上
人
た
ち
が
訪
れ
る
と
、
藤
の
花
に
文
が
結
び
付

け
ら
れ
、
そ
こ
に
和
歌
が
書
き
記
さ
れ
て
い
た
。
差
出
人
不
明
の｢

文｣
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の

｢

文｣

を
見
た
殿
上
人
は

｢

人
々｣

と
複
数
で

あ
る
か
ら
、
受
取
人
は
複
数
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
殿
上
人
た
ち
の
詠
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ん
だ
和
歌
そ
の
も
の
は
ど
こ
か
に
書
き
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、

藤
の
花
に
結
ば
れ
た

｢

文｣

は
殿
上
人
た
ち
に
見
つ
け
て
も
ら
う
の
を

待
っ
て
い
た

｢

文｣

だ
と
い
え
る
。

こ
の

｢

文｣
を
書
き
、
藤
の
花
に
結
び
付
け
る
と
い
う
行
動
は
、
書

か
れ
た
モ
ノ
と
し
て
の｢

文｣

の
持
つ
特
性
が
活
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
モ
ノ
と
し
て
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、｢

文｣

の
一
次
的
な

受
取
人
と
な
っ
た
殿
上
人
た
ち
の
誰
か
が
宇
多
院
に
届
け
る
可
能
性
、

あ
る
い
は

｢

文｣

の
受
取
人
が
複
数
い
る
こ
と
に
よ
り
、
せ
め
て
こ
う

し
た
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
和
歌
内
容
が
宇
多
院
の
耳
に
入
る

可
能
性
に
賭
け
た

｢

文｣

で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
宇
多
院
の
も
と
ま

で
、
こ
の

｢

文｣

が
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
筆
跡
に
よ
っ
て

差
出
人
が
判
明
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
章
段
は
そ
う
し

た
結
末
で
は
な
く
、
こ
の

｢

文｣

の
書
き
手
に
と
っ
て
は
、
い
さ
さ
か

辛
辣
と
も
言
え
る

｢

藤
の
花｣

詠
を
擬
似
的
に
返
歌
す
る
と
い
う
結
末

を
示
す
。
そ
れ
は
、
殿
上
人
た
ち
が
亭
子
院
の
藤
の
花
を
見
に
来
た
と

い
う
現
場
性
に
特
化
し
た
和
歌
を
詠
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
通
の
書

か
れ
た｢

文｣

を
も
と
に
、
受
取
人
が
和
歌
を
擬
似
的
に
返
す
こ
と
で
、

そ
れ
が

｢

歌
語
り｣

を
経
て
、
そ
の
空
間
と
和
歌
が
詠
ま
れ
た
時
間
を

再
生
す
る
か
の
よ
う
な
語
り
と
し
て
記
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
第
六
十
一

段
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
、｢

文｣

が
不
特
定
多
数
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た

も
の
と
は
異
な
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
秘
匿
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

｢

文｣

が
描
か
れ
る
章
段
も
あ
る
。
近
江
介
平
中
興
の
娘
と
浄
蔵
大
徳
を
描
く
、

第
一
〇
五
段
で
あ
る
。

中
興
の
近
江
の
介
が
む
す
め
、
も
の
の
け
に
わ
づ
ら
ひ
て
、
浄

蔵
大
徳
を
験
者
に
し
け
る
ほ
ど
に
、
人
と
か
く
い
ひ
け
り
。
な
ほ

し
も
は
た
あ
ら
ざ
り
け
り
。
し
の
び
て
あ
り
経
て
、
人
の
も
の
い

ひ
な
ど
も
う
た
て
あ
り
。
な
ほ
世
に
あ
り
経
じ
と
思
ひ
て
う
せ
に

け
り
。
鞍
馬
と
い
ふ
所
に
こ
も
り
て
い
み
じ
う
行
ひ
を
り
。
さ
す

が
に
い
と
恋
し
う
お
ぼ
え
け
り
。
京
を
思
ひ
や
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ

の
こ
と
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
て
行
ひ
け
り
。
泣
く
泣
く
う
ち
ふ

し
て
、
か
た
は
ら
を
見
れ
ば
文
な
む
見
え
け
る
。
な
ぞ
の
文
ぞ
と
、

思
ひ
て
と
り
て
見
れ
ば
、
こ
の
わ
が
思
ふ
人
の
文
な
り
。
書
け
る

こ
と
は
、

す
み
ぞ
め
の
く
ら
ま
の
山
に
入
る
人
は
た
ど
る
た
ど
る
も
か

へ
り
来
な
な
む

と
書
け
り
。
い
と
あ
や
し
く
、
た
れ
し
て
お
こ
せ
つ
ら
む
と
思
ひ

を
り
。
も
て
来
べ
き
た
よ
り
も
お
ぼ
え
ず
、
い
と
あ
や
し
か
り
け
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れ
ば
、
ま
た
ひ
と
り
ま
ど
ひ
来
に
け
り
。
か
く
て
山
に
入
り
に
け

り
。
さ
て
お
こ
せ
た
り
け
る
。

か
ら
く
し
て
思
ひ
わ
す
る
る
恋
し
さ
を
う
た
て
鳴
き
つ
る
う

ぐ
ひ
す
の
声

返
し
、さ

て
も
君
わ
す
れ
け
り
か
し
う
ぐ
ひ
す
の
鳴
く
を
り
の
み
や

思
ひ
い
づ
べ
き

と
な
む
い
へ
り
け
る
。
ま
た
、
浄
蔵
大
徳
、

わ
が
た
め
に
つ
ら
き
人
を
ば
お
き
な
が
ら
な
に
の
罪
な
き
世

を
や
恨
み
む

と
も
い
ひ
け
り
。
こ
の
女
は
に
な
く
か
し
づ
き
て
、
み
こ
た
ち
、

上
達
部
よ
ば
ひ
た
ま
へ
ど
、
帝
に
奉
ら
む
と
て
あ
は
せ
ざ
り
け
れ

ど
、
こ
の
こ
と
い
で
き
に
け
れ
ば
、
親
も
見
ず
な
り
に
け
り
。

(

三
二
九
〜
三
三
一)

こ
こ
で
の
浄
蔵
と
平
中
興
の
娘
と
の
出
会
い
は
加
持
祈
祷
の
場
で
あ

り
、
二
人
の
関
係
が
人
々
の
噂
に
な
り
、
浄
蔵
は
鞍
馬
に
姿
を
隠
す
が
、

そ
こ
に
ど
う
や
っ
て
届
い
た
の
か
不
明
な

｢

文｣

が
届
き
、
そ
れ
が
も

と
で
浄
蔵
は
再
び
、
女
の
も
と
に
会
い
に
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の

｢

文｣

の
持
つ
力
は
、
二
で
見
た

『

伊
勢
物
語』

の
用
例
の

よ
う
に
、
離
れ
て
い
る
男
性
を
自
分
の
も
と
に
引
き
つ
け
る
力
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
浄
蔵
と
の
恋
は
中
興
の
娘
に
と
っ
て
は
身
の
破
滅
で
あ

り
、
親
に
も
見
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
ま
で
も
が
語
ら
れ
て
い
る
。

中
興
の
娘
は
続
く
第
一
〇
六
段
で
、
ま
だ
浄
蔵
と
の
関
係
が
な
か
っ
た

頃
の
話
と
し
て
、
元
良
親
王
に
言
い
寄
ら
れ
た
話
が
載
っ
て
い
る
。
元

良
親
王
と
の
十
首
に
渡
る
贈
答
歌
が
描
か
れ
、
ほ
ぼ
同
内
容
が

『

元
良

親
王
集』

に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
次
に
引
用
す
る
第
五
十

七
段
で
は
、
第
一
〇
五
段
の
後
日
譚
と
も
思
え
る
よ
う
な
話
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
。

近
江
の
介
平
の
中
興
が
、
む
す
め
を
い
と
い
た
う
か
し
づ
き
け

る
を
、
親
な
く
な
り
て
の
ち
、
と
か
く
は
ふ
れ
て
、
人
の
国
に
は

か
な
き
所
に
す
み
け
る
を
、
あ
は
れ
が
り
て
、
兼
盛
が
よ
み
て
お

こ
せ
た
り
け
る
。

を
ち
こ
ち
の
人
目
ま
れ
な
る
山
里
に
家
居
せ
む
と
は
お
も
ひ

き
や
君

と
よ
み
て
な
む
お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
、
見
て
返
り
ご
と
も
せ
で
、

よ
よ
と
ぞ
泣
き
け
る
。
女
も
い
み
じ
く
ら
う
あ
る
人
な
り
け
り
。

(
二
八
九)

第
一
〇
五
段
の
段
階
で
す
で
に
親
に
見
限
ら
れ
て
い
た
中
興
の
娘
は
、
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親
の
死
後
に
落
ち
ぶ
れ
て
他
国
に
住
ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
中
興
の
娘
を

｢

い
み
じ
く
ら
う
あ
る
人｣

と
、
第
一
〇
五
段
の
末
尾

に
あ
っ
た
よ
う
に
、
両
親
が
大
切
に
育
て
て
い
た
こ
と
と
つ
な
が
る
よ

う
な
記
述
が
あ
り
、
大
切
に
育
て
ら
れ
た
女
性
が
僧
侶
と
の
恋
を
き
っ

か
け
に
落
ち
ぶ
れ
、
都
に
住
む
こ
と
す
ら
出
来
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
が
、
複
数
の
章
段
を
重
ね
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
で
あ
る
の
は
、
第
一
〇
五
段
に
お
け
る｢

文｣

で
あ
る
。
中
興
の
娘
か
ら
の

｢
文｣
は
浄
蔵
に
と
っ
て
も
、
ど
う
や
っ

て
届
け
ら
れ
た
か
不
明
な

｢

文｣

で
あ
っ
た
。
浄
蔵
に
知
ら
れ
ず
に
届

け
ら
れ
る
よ
う
な
機
転
の
利
く
使
者
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
こ
は
本
来
で
あ
れ
ば
秘
匿
さ
れ
る
べ
き｢
文｣

の
メ
タ
フ
ァ
ー

で
は
な
い
の
か
。
二
人
の
関
係
が
噂
に
立
っ
た
か
ら
こ
そ
、
浄
蔵
は
鞍

馬
に
籠
も
っ
た
の
で
あ
り
、
二
人
の
関
係
は
こ
の
先
続
け
て
い
く
の
が

困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
困
難
な
状
況
の
中
で
や
り
と
り
さ
れ
た

｢

文｣

が
、
こ
の
章
段
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
四
首
の
和
歌
で
あ
る

が
、
状
況
を
考
え
れ
ば
、
全
て
秘
匿
さ
れ
る
べ
き

｢

文｣

で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
章
段
の
最
後
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
結
局
は
秘
匿

さ
れ
る
べ
き
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
中
興
の
娘
は
親
か
ら

見
放
さ
れ
、
さ
ら
に
は
第
五
十
七
段
が
示
す
よ
う
に
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

歴
史
上
の
浄
蔵
は
様
々
な
説
話
に
彩
ら
れ
た
存
在
で
は
あ
る
が
、
加

持
祈
祷
に
効
力
の
あ
る
天
台
僧
で
あ
っ
た
。
中
興
の
娘
と
の
恋
も
実
際

に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
僧
侶
と
の
恋
で

大
切
に
養
育
さ
れ
て
い
た
貴
族
の
娘
が
零
落
す
る
と
い
う
話
を
、『

大

和
物
語』

の

｢

語
り｣

は
、
秘
匿
さ
れ
て
い
る
べ
き
二
人
の
間
に
交
わ

さ
れ
た

｢

文｣

を
一
つ
の
証
拠
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
信
憑
性
の

高
い
話
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『

大
和
物
語』

に
は
僧
侶
と
の
恋
が
多
く
描
か
れ
、
こ
こ
で
登
場
す

る
浄
蔵
大
徳
も
第
六
十
二
段
で
は
、
の
う
さ
ん
の
君
と
い
う
女
性
と
の

恋
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
ゑ
し
う
と
い
う
僧
侶
と
名
を
記
さ
な

い
女
性
二
人
と
の
恋

(

第
四
十
二
段
、
第
四
十
四
段)

、
増
喜
君
と
と

し
こ
の
恋

(

第
一
二
二
段)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
ゑ
し

う
の
恋
を
語
る
第
四
十
二
段
で
は
、
女
性
に
対
し
て
敬
語
が
使
用
さ
れ

て
お
り
、
身
分
の
高
い
女
性
と
の
恋
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
え
て

名
前
を
明
示
せ
ず

｢

あ
る
人｣

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
も
女
性
の
身

分
の
高
さ
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。『

伊
勢
物
語』

が
后
妃
や
斎
宮
と
の

禁
忌
の
恋
を
描
い
た
の
に
対
し
、『

大
和
物
語』

は
禁
忌
の
恋
の
イ
メ
ー

ジ
を
僧
侶
と
貴
族
女
性
の
恋
に
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
描
い
て
い
る
の
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か

(

�)

。
そ
う
し
た
秘
す
べ
き
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま

う
の
が
他
な
ら
ぬ

｢

文｣

で
あ
る
の
だ
。

『

大
和
物
語』

の

｢

語
り｣

は
、｢

文｣

を
一
つ
の
情
報
源
と
し
て
示

し
な
が
ら
、
同
時
に

｢

文｣

は
や
り
と
り
を
す
る
人
物
達
の
関
係
性
を

示
す
た
め
の
証
拠
と
し
て
も
使
っ
て
い
る
。『

大
和
物
語』

の
章
段
の

多
く
が

｢

文｣

の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や

り
と
り
す
る
人
物
達
の
関
係
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
友
人
同
士
・
恋
人
同
士
、
夫
婦
や
血
縁
、
主
人
と
仕
え
る
者
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
の
間
を

｢

文｣
は
飛
び
交
い
、
他
者
に
も
開
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
が
｢
文｣

を
見
る
こ
と
、
そ

こ
か
ら
口
承
の
世
界
が
立
ち
上
が
る
可
能
性
を

『
大
和
物
語』

は
示
し

て
い
る
。

し
か
し
、『

大
和
物
語』

は
あ
く
ま
で
も
、
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

口
承
の
ま
ま
書
き
取
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
書
か
れ
た
も
の
と
し
て

編
集
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。『

後
撰
集』

や
各
私
家
集
と
の
比
較

検
討
に
よ
り
、
そ
う
し
た
結
果
は
見
え
て
く
る
が

(

�)

、
問
題
は
な
ぜ
、

｢

文｣

を
媒
介
に
し
た
形
で
語
ら
れ
た
も
の
を
書
き
記
す
、
と
い
う
形

式
を

『

大
和
物
語』

が
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
、
こ
う
し
た

『

大
和
物
語』

を
始
め
と
す
る
歌
物
語
の
持
つ
形
式
が
そ
の
後
の
作
品
、

具
体
的
に
は

『

源
氏
物
語』

に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
。四

、｢

文｣

の
公
開
と

｢

語
り｣

の
問
題

二
、
三
で
見
た
よ
う
に
、
歌
物
語
に
お
い
て

｢

文｣

は
人
間
関
係
を

明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
一
つ
の
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
書
か
れ
た

モ
ノ
と
し
て
残
っ
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
証
拠
と
な
る

か
ら
だ
が
、
公
開
性
を
持
つ
と
い
う
特
性
ゆ
え
で
も
あ
る
。
秘
す
べ
き

｢

文｣

も
モ
ノ
と
し
て
存
在
し
て
し
ま
う
た
め
に
、
秘
す
べ
き
人
間
関

係
を
も
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、｢

文｣

を
ツ
ー
ル
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
時
、｢

文｣

を
利
用
し
な

が
ら
も
物
語
内
で
処
分
さ
れ
る
こ
と
ま
で
語
る

『

源
氏
物
語』

が
浮
か

び
上
が
る
。

例
え
ば
幻
巻
で
源
氏
は
紫
の
上
か
ら
の
文
を
は
じ
め
と
す
る

｢

落
ち

と
ま
り
て
か
た
は
な
る
べ
き
人
の
御
文
ど
も｣

(

幻
④
五
四
六)

を
焼

却
す
る
。
ま
た
、
浮
舟
も
失
踪
直
前
、｢

む
つ
か
し
き
反
故｣

(

浮
舟
⑥

一
八
五)
を
焼
却
し
た
り
水
に
投
げ
入
れ
た
り
し
て
処
分
す
る
。
幻
巻
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の
場
面
で

『

後
撰
集』

収
載
の
元
良
親
王
の
和
歌

｢

や
れ
ば
惜
し
や
ら

ね
ば
人
に
見
え
ぬ
べ
し
泣
く
泣
く
も
猶
返
す
ま
さ
れ
り｣

(

巻
第
十
六

雑
二
、
一
一
四
三
番
歌)

が
引
歌
と
し
て
載
る
が
、
こ
の
和
歌
の
詞
書

は

｢

た
ま
さ
か
に
か
よ
へ
る
文
を
乞
ひ
返
し
け
れ
ば
、
そ
の
文
に
具
し

て
つ
か
は
し
け
る｣
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
同
歌
は

『

元
良
親
王
集』

に
お
い
て
は
詠
者
は
京
極
御
息
所
で
あ
り
、
文
を
元
良
親
王
に
返
却
す

る
際
に
詠
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『

元
良
親
王
集』

の
記
述
通

り
で
あ
れ
ば
、
こ
の
や
り
と
り
は

『
百
人
一
首』

の
元
良
親
王
の
和
歌

(

わ
び
ぬ
れ
ば
今
は
た
同
じ
難
波
な
る
身
を
つ
く
し
て
も
逢
は
ん
と
ぞ

思
ふ)

で
も
有
名
な
二
人
の
密
通
事
件
に
ま
つ
わ
る

｢

文｣

の
処
分
に

つ
い
て
の
や
り
と
り
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
認
定
し
な
く

て
も
、
恋
文
の
返
却
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、｢
や
ら
ね
ば
人

に
見
え
ぬ
べ
し｣

と
あ
る
よ
う
に
、｢

文｣

が
他
者
に
見
ら
れ
る
こ
と

を
懸
念
し
て
の
行
動
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
身
辺
整
理
の
際
に
秘
す
べ
き

｢

文｣

は
他
者
の
目
に

触
れ
な
い
よ
う
注
意
深
く
処
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
者
の
目
に

触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、｢

文｣

に
書
か
れ
て
い
た
内
容
が
流
出
す
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
情
報
流
出
の
可
能
性
は
先
に
見
た
歌
物
語
に
お

い
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
特
に

『

大
和
物
語』

に
お
い
て
は
、｢

文｣

を
情
報
源
と
し
た
話
が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
。『

源
氏
物
語』

成
立
前
、

｢

文｣

を
情
報
源
と
し
て
語
ら
れ
る
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
一
で
示
し
た
よ
う
に｢

文｣

は
常
に
複
数
の
受
取
人
を
持
ち
、

そ
し
て

｢

文｣

そ
の
も
の
で
は
な
く
て
も
、
そ
の
情
報
は
複
数
の
受
取

人
か
ら
拡
散
す
る
可
能
性
を
多
分
に
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、『

源
氏
物
語』

に
お
け
る

｢

文｣

に
つ
い
て
の
考
察
は
す
で

に
様
々
に
成
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
物
語
内
に
お
い
て
、
一
通
一
通
の

｢

文｣

の
持
つ
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
で

｢

文｣

と
語
り
の

関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
の
が
陣
野
英
則
氏
の
一
連
の
論
考
で
あ
る

(

�)

。
物

語
中
に
存
在
す
る
手
紙
に
つ
い
て
、
そ
の
処
分
と
処
分
に
関
わ
る
女
房

た
ち
に
注
目
し
、
女
房
た
ち
が
主
要
人
物
の
も
と
に
届
い
た
手
紙
の
内

容
を
見
、｢

物
語
本
文
は
、
殊
更
に
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
よ
う

で
も
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
生
成
に
い
た
る
経
緯
を
示
唆
し
て
い
る
と
も

理
解
さ
れ
よ
う
。｣

と
し
、｢

〈
書
か
れ
た
も
の
〉
と
し
て
の
物
語
の
中

に
、
ま
さ
に
入
籠
型
で
、
音
声
以
前
の
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
と
し
て
、

仮
名
の
手
紙
も
在
る

(

�)

。｣

と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
帚
木
巻
と
朝
顔
巻
の

記
述
を
も
と
に
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

ま
ず
は
紙
に
書
か
れ
た
歌
と
言
葉
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
〈
書
か

れ
た
も
の
〉
に
も
と
づ
く

｢

う
わ
さ｣

が
語
ら
れ
る
、
と
い
う
順
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番
で
あ
る
こ
と
―
こ
れ
は
、『

源
氏
物
語』

の
〈
語
り
〉
と
〈
書

く
〉
こ
と
を
考
え
る
上
で
相
当
に
重
要
で
は
な
い
か
。『

源
氏
物

語』
の
よ
う
な
物
語
文
学
の
基
層
に
口
承
の
世
界
を
想
定
す
る
よ

う
な
論
が
、
こ
れ
ま
で
は
多
勢
を
占
め
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

『

源
氏
物
語』
の
本
文
中
で
は
、
そ
の
口
承
の
世
界
よ
り
も
前
に
、

書
か
れ
た
文
字
と
紙
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
場
合
が
あ
る
。(

中
略)
さ
ら
に
、｢

歌
語
り｣

と
い
う
も
の
に

つ
い
て
も
、
要
は
手
紙
に
書
か
れ
た
和
歌
の
や
り
と
り
を
ベ
ー
ス

に
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
、
当
然
〈
書
く
〉
こ
と

が
先
行
す
る
。
和
文
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
世
界
に
対
す
る
音

声
中
心
主
義
的
な
と
ら
え
方
を
相
対
化
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、『

源
氏
物
語』
の
み
な
ら
ず
、

二
・
三
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
歌
物
語
に
も
当
て
は
ま
る
。
傍
線
部
に

あ
る

｢

歌
語
り｣

に
つ
い
て
の
言
及
が
端
的
に
示
し
て
い
る
通
り
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
口
承
の

｢

歌
語
り｣

を
前
提
に
し
て
き
た
こ
と
が
、
歌

物
語
の
書
記
性
を
見
え
に
く
い
も
の
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
改
め
て
物
語
内
の

｢

文｣

を
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
口
承
の
世
界

よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
モ
ノ
が
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る

(

�)

。

さ
て
、｢

語
り｣

以
前
に
書
く
こ
と
が
先
行
す
る
こ
と
で
共
通
し
て

い
く
歌
物
語

(

特
に

『

大
和
物
語』)

と

『

源
氏
物
語』

で
あ
る
が
、

先
ほ
ど
示
し
た
よ
う
に
、『

源
氏
物
語』

に
は

｢

文｣

の
処
分
や
管
理

が
描
か
れ
て
い
た
。
処
分
ま
た
は
管
理
さ
れ
な
か
っ
た
文
は
、
例
え
ば

帚
木
巻
で
空
蝉
方
の
女
房
た
ち
が
、
源
氏
が
朝
顔
の
姫
君
に
贈
っ
た
和

歌
を
噂
し
て
い
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く

｢

歌
語
り｣

の
様
相
を
呈
し
て

い
く
。
源
氏
も
浮
舟
も
自
身
の
死
後
、
自
身
に
ま
つ
わ
る

｢

歌
語
り｣

が
な
る
べ
く
流
通
し
な
い
よ
う
、
そ
の
証
拠
た
る

｢

文｣

を
処
分
し
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
浮
舟
の
例
は
確
認
す
る
術
が
な
い
が
、
源
氏
と
紫

の
上
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
二
人
の
間
の

｢

文｣

に
書
か
れ
て
い

た
情
報
は
第
三
部
の
世
界
で
は
流
通
し
て
い
な
い

(

�)

。

加
え
て
、
光
源
氏
は
自
分
に
関
わ
る

｢

文｣

を
徹
底
的
に
管
理
し
て

い
た
。
若
菜
下
巻
で
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
を
示
す

｢

文｣

を
発
見

し
た
時
、
源
氏
は
柏
木
の

｢

文｣

を
誰
の
筆
跡
か
明
確
で
あ
り
、
か
つ

自
分
の
思
い
を
あ
か
ら
さ
ま
に
綴
っ
た
杜
撰
な
も
の
と
見
下
す
。
か
つ

て
自
分
は

｢

落
ち
散
る
こ
と
も
こ
そ｣

(

若
菜
下
④
二
五
三)

と
散
ら

ば
っ
て
人
手
に
渡
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
思

い
出
し
な
が
ら
。
藤
壺
の
宮
と
の

｢

文｣

の
や
り
と
り
は
若
紫
巻
で
藤

壺
の
宮
が
懐
妊
し
た
際
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
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い
と
い
み
じ
き
言
の
葉
尽
く
し
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
命
婦
も
思
ふ

に
、
い
と
む
く
つ
け
う
わ
づ
ら
は
し
さ
ま
さ
り
て
、
さ
ら
に
た
ば

か
る
べ
き
方
な
し
。
は
か
な
き
一
行
の
御
返
り
の
た
ま
さ
か
な
り

し
も
絶
え
は
て
に
た
り
。(

若
紫
①
二
三
四)

｢

い
み
じ
き
言
の
葉
尽
く｣

し
た

｢

文｣

は
柏
木
と
共
通
す
る
点
で

あ
り
、
若
菜
下
巻
で
源
氏
が

｢

昔
、
か
や
う
に
こ
ま
か
な
る
べ
き
を
り

ふ
し
に
も
、
言
そ
ぎ
つ
つ
こ
そ
書
き
紛
ら
は
し
し
か｣

(

若
菜
下
④
二

五
三)

と
回
想
す
る
こ
と
と
矛
盾
は
す
る
も
の
の
、
内
容
が
示
さ
れ
な

い
以
上
、
こ
の
言
の
葉
を
尽
く
し
た
手
紙
で
あ
っ
て
も
、
万
が
一
、
誰

か
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
予
測
し
な
が
ら
、
周
到
に
し
た
た
め
ら
れ
た
も

の
だ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
そ
し
て
、
藤
壺
の
宮
か
ら
の
返
事
も
絶
え

た
こ
と
で
二
人
の
恋
に
ま
つ
わ
る

｢

文｣

の
や
り
と
り
は
終
わ
り
、
若

紫
巻
か
ら
一
貫
し
て
藤
壺
の
宮
が
二
人
の
関
係
が
世
語
り
と
な
る
こ
と

を
恐
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
の
こ
と
は
一
切
物
語
世
界
で
は
流

通
し
な
い
。
そ
の
代
替
が
朝
顔
の
姫
君
に
ま
つ
わ
る

｢

歌
語
り｣

な
の

で
あ
り
、
朝
顔
の
姫
君
と
の

｢

文｣

の
や
り
と
り
は
世
間
に
流
通
し
て

も
か
ま
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

(

�)

。

つ
ま
り
、｢

歌
語
り｣

に
な
っ
て
も
よ
い

｢

文｣

と
、
な
っ
て
は
な

ら
な
い

｢

文｣

を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。『

源
氏
物
語』

が
そ
う
し
た
明
確
な
区
別
を
し
た
の
は
、
作
品
生
成
以
前
の
世
界
に
お

い
て
広
が
っ
て
い
た
、｢

文｣

を
情
報
源
と
す
る
情
報
拡
散
の
世
界
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『

大
和
物
語』

が
記
し
た
、
個
人
名
を
明
ら

か
に
し

｢

文｣

を
証
拠
と
す
る
形
で
情
報
が
拡
散
す
る
多
様
な
状
況
を

引
き
受
け
た
か
ら
こ
そ
、『

源
氏
物
語』

は

｢

文｣

の
持
つ
危
険
性
を

十
分
に
理
解
し
た
上
で
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
あ
え
て

｢

文｣

を
残
し
た
人
物
が
い
る
。
そ
れ
が
柏
木
で

あ
る
。
最
後
に
柏
木
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
で
ま
と
め
と
し
た
い
。

お
わ
り
に
―
柏
木
と
薫
を
つ
な
ぐ

｢

文｣

橋
姫
巻
に
お
い
て
、
薫
は
弁
か
ら
両
親
の
秘
密
を
示
す

｢

文｣

を
渡

さ
れ
る
。
弁
と
共
に
西
国
を
流
浪
し
た
あ
げ
く
薫
の
も
と
に
届
い
た

｢

文｣

で
あ
る
。

さ
さ
や
か
に
お
し
巻
き
合
は
せ
た
る
反
故
ど
も
の
、
黴
く
さ
き

を
袋
に
縫
ひ
入
れ
た
る
取
り
出
で
て
奉
る
。｢

御
前
に
て
失
は
せ

た
ま
へ
。
我
な
ほ
生
く
べ
く
も
あ
ら
ず
な
り
に
た
り
と
の
た
ま
は

せ
て
、
こ
の
御
文
を
と
り
集
め
て
賜
は
せ
た
り
し
か
ば
、
小
侍
従

に
、
ま
た
あ
ひ
見
は
べ
ら
ん
つ
い
で
に
、
さ
だ
か
に
伝
へ
参
ら
せ
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ん
と
思
ひ
た
ま
へ
し
を
、
や
が
て
別
れ
は
べ
り
に
し
も
、
私
事
に

は
飽
か
ず
悲
し
う
な
ん
思
ひ
た
ま
ふ
る｣

と
聞
こ
ゆ
。
つ
れ
な
く

て
、
こ
れ
は
隠
い
た
ま
ひ
つ
。
か
や
う
の
古
人
は
、
問
は
ず
語
り

に
や
、
あ
や
し
き
こ
と
の
例
に
言
ひ
出
づ
ら
ん
と
苦
し
く
思
せ
ど
、

か
へ
す
が
へ
す
も
散
ら
さ
ぬ
よ
し
を
誓
ひ
つ
る
、
さ
も
や
と
ま
た

思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
。(
橋
姫
⑤
一
六
三)

右
の
引
用
に
お
い
て
、
薫
は
弁
か
ら
文
の
処
分
を
促
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
次
に
引
用
す
る
の
が
、
そ
の
手
渡
さ
れ
た
古
い

｢

文｣

の
内
容
で

あ
る
。

帰
り
た
ま
ひ
て
、
ま
づ
こ
の
袋
を
見
た
ま
へ
ば
、
唐
の
浮
線
綾

を
縫
ひ
て
、｢

上｣

と
い
ふ
文
字
を
上
に
書
き
た
り
。
細
き
組
し

て
口
の
方
を
結
ひ
た
る
に
、
か
の
御
名
の
封
つ
き
た
り
。
開
く
る

も
恐
ろ
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
い
ろ
い
ろ
の
紙
に
て
、
た
ま
さ
か

に
通
ひ
け
る
御
文
の
返
り
事
、
五
つ
六
つ
ぞ
あ
る
。
さ
て
は
、
か

の
御
手
に
て
、
病
は
重
く
限
り
に
な
り
に
た
る
に
、
ま
た
ほ
の
か

に
も
聞
こ
え
ん
こ
と
難
く
な
り
ぬ
る
を
、
ゆ
か
し
う
思
ふ
こ
と
は

そ
ひ
に
た
り
、
御
か
た
ち
も
変
り
て
お
は
し
ま
す
ら
ん
が
、
さ
ま

ざ
ま
悲
し
き
こ
と
を
、
陸
奥
紙
五
六
枚
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
や
し

き
鳥
の
跡
の
や
う
に
書
き
て
、

目
の
前
に
こ
の
世
を
そ
む
く
君
よ
り
も
よ
そ
に
わ
か
る
る
魂

ぞ
か
な
し
き

ま
た
、
端
に
、｢

め
づ
ら
し
く
聞
き
は
べ
る
二
葉
の
ほ
ど
も
、

う
し
ろ
め
た
う
思
う
た
ま
ふ
る
方
は
な
け
れ
ど
、

命
あ
ら
ば
そ
れ
と
も
見
ま
し
人
し
れ
ぬ
岩
根
に
と
め
し
松
の

生
ひ
す
ゑ｣

書
き
さ
し
た
る
や
う
に
い
と
乱
り
が
は
し
く
て
、｢

侍
従
の
君
に｣

と
上
に
は
書
き
つ
け
た
り
。
紙
魚
と
い
ふ
虫
の
棲
み
処
に
な
り
て
、

古
め
き
た
る
黴
く
さ
さ
な
が
ら
、
跡
は
消
え
ず
、
た
だ
今
書
き
た

ら
む
に
も
違
は
ぬ
言
の
葉
ど
も
の
、
こ
ま
ご
ま
と
さ
だ
か
な
る
を

見
た
ま
ふ
に
、
げ
に
、
落
ち
散
り
た
ら
ま
し
よ
と
う
し
ろ
め
た
う
、

い
と
ほ
し
き
こ
と
ど
も
な
り
。(

橋
姫
⑤
一
六
四
〜
一
六
五)

母
女
三
の
宮
の
返
事
と
柏
木
が
死
の
間
際
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る

｢

文｣

が
唐
の
浮
線
綾
の
袋
に
入
っ
て
い
た
。
柏
木
は
、
女
三
の
宮
の

｢

文｣

が
自
分
の
死
後
に
流
通
し
な
い
よ
う
返
却
す
る
と
共
に
、
自
分

の
最
後
の

｢

文｣

も
加
え
て
弁
か
ら
小
侍
従
に
渡
る
よ
う
依
頼
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
先
述
し
た

『

後
撰
集』

収
載
の
元
良
親
王
の
和
歌
と

同
じ
趣
向
で
あ
る
。
し
か
し
、『

源
氏
物
語』

は
さ
ら
に
残
さ
れ
る
と

い
う

｢

文｣
の
特
色
を
よ
り
効
果
的
に
利
用
し
、
真
実
を
知
る
た
め
の
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証
拠
と
し
て
時
間
と
空
間
を
超
え
て
こ
の
古
い

｢

文｣

の
数
々
を
薫
の

も
と
に
届
け
る
。

加
え
て
、
届
け
ら
れ
た

｢

文｣

は

｢

た
だ
今
書
き
た
ら
む｣

よ
う
で

あ
り
、
遙
か
柏
木
巻
の
時
空
を
薫
の
前
に
立
ち
上
げ
る
。
中
身
を
見
れ

ば

｢

げ
に
、
落
ち
散
り
た
ら
ま
し
よ｣

と
こ
れ
ら
の

｢

文｣

が
分
散
し

他
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
危
惧
を
抱
く
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
か
つ

て
源
氏
が
見
下
し
た
よ
う
に
柏
木
の
最
後
の

｢

文｣

も
ま
た
、
長
々
と

自
分
の
思
い
が
あ
か
ら
さ
ま
に
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
薫
は
こ
の

｢

文｣

を
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
管
理
し

て
い
く
の
で
あ
る

(

�)

。

薫
の
も
と
に
届
い
た
柏
木
の

｢

文｣

は
届
け
先
こ
そ
柏
木
の
意
図
と

は
異
な
っ
た
が
、
世
間
に
拡
散
さ
れ
る
こ
と
な
く
回
収
さ
れ
た
。
だ
が
、

薫
に
と
っ
て
は
出
生
の
秘
密
を
知
る
情
報
源
で
あ
る
と
同
時
に
、｢

文｣

そ
の
も
の
が
目
の
前
に
あ
る
こ
と
は
父
母
の
秘
密
、
自
身
の
出
生
の
秘

密
を
証
拠
立
て
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
薫
の
手
に
よ
っ
て

処
分
ま
た
は
供
養
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
書
か
れ
た
モ
ノ
が
時
空
を

超
え
た
先
の
受
取
人
に
届
き
、
書
か
れ
た
モ
ノ
に
ま
つ
わ
る
事
実
を
証

し
立
て
る
と
い
う

｢

文｣

の
特
性
が
最
大
限
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、｢

歌
語
り｣

的
世
界
を
語
っ
た

『

大
和
物
語』

の
さ
ら
に
先
を
い
く
戦
略
で
あ
る
。

｢

文｣

を
処
分
す
る
か
し
な
い
か
は
、
書
か
れ
た
モ
ノ
を
後
の
時
代

に
残
す
か
残
さ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
、
残
っ
た
も
の
は
複

数
か
つ
時
代
を
超
え
た
受
取
人
に
届
い
て
い
く
。
そ
う
し
た
複
数
の
受

取
人
が

｢

文｣

の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
語
り
拡
散
す
る
の
か
、
差
出
人

は
も
は
や
関
与
で
き
な
い
。
こ
う
し
た

｢

文｣

の
特
性
は
歌
物
語
の
中

に
も

｢

文｣

を
情
報
源
と
し
、
時
間
を
超
え
た
受
取
人
が
存
在
す
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
章
段
の

｢

語
り｣

の
方
法
と
し
て
ま
ず

｢

文｣

が
あ
る
こ
と
か
ら
、｢

語
り｣

と

｢

書
く｣

こ
と
の
相
関
に
密
接

に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
文
学
史
的
先
達
を
前
に
し
て

『

源

氏
物
語』

は
よ
り

｢

文｣

の
持
つ
特
性
を
深
化
さ
せ
た
。
文
学
史
的
状

況
に
即
し
た
光
源
氏
は

｢

文｣

の
管
理
を
徹
底
し
、
そ
れ
に
相
反
す
る

よ
う
に
見
え
る
柏
木
も
ま
た
、｢

文｣

の
管
理
と
い
う
意
味
で
は
関
係

者
以
外
の
第
三
者
に
情
報
を
拡
散
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
残
さ
れ
た

｢

文｣

は
時
空
を
超
え
薫
の
も
と
に
届
き
、
薫
の
求
め
る
真
実
を
提
供

し
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
歌
物
語
か
ら

『

源
氏
物
語』

に
い
た
る
、
情
報
源
と
し
て
の

｢

文｣
の
特
性
を
考
察
し
て
き
た
。
歌
物
語
の

｢

語
り｣

は
実
際
に
残

さ
れ
た

｢
文｣
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
く
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｢
文｣

を
語
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
も
の
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
は
口
承
の

｢

歌
語
り｣

の
世
界
の
前
に
書
か
れ
た
モ
ノ
が
あ
る
こ

と
を
示
し
、
書
か
れ
た
も
の
か
ら

｢

歌
語
り｣

へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
書

か
れ
た
も
の
へ
と
い
う
流
れ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
歌
物
語
の
全

て
の
章
段
が
こ
の
流
れ
を
通
過
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
し

た

｢

文｣

を
語
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
書
か
れ
た
も
の
の
存
在
は

『

源
氏
物
語』

の

｢

語
り｣
へ
と
吸
収
さ
れ
深
化
し
て
い
く
。
歌
物
語

か
ら

『

源
氏
物
語』

の
流
れ
は
、
文
体
や
語
り
と
い
っ
た
問
題
系
に
お

い
て
も
密
接
に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

(

�)

。｢

文｣

に
ま
つ
わ
る

文
学
史
的
流
れ
を
見
直
す
こ
と
は
、『

源
氏
物
語』

の
新
た
な
一
面
を

探
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
歌
物
語
あ
る
い
は
九
百
年
代
後
半
の
社
会

に
お
け
る
歌
語
り
的
世
界
の
流
行
の
意
味
を
再
考
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
は
ず
で
あ
る
。

※『

伊
勢
物
語』

『

大
和
物
語』

『

蜻
蛉
日
記』

『

和
泉
式
部
日
記』

『
枕

草
子』

『

源
氏
物
語』

の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

(

小
学

館)

に
拠
り
、『

古
今
和
歌
集』

『

後
撰
和
歌
集』

の
引
用
は
新
日
本

古
典
文
学
大
系

(

岩
波
書
店)

に
拠
り
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
や
歌
番
号
な

ど
を
示
し
、
頁
数
を
付
記
し
た
。

注

(

１)

本
稿
に
お
い
て｢

文｣

と
は
作
品
内
に
登
場
す
る
手
紙
の
類
を
示
す
。

文
・
消
息
と
い
っ
た
表
現
か
ら
手
紙
だ
と
判
断
で
き
る
も
の
に
含
め
、

手
紙
を
示
す
語
句
が
な
い
場
合
に
も
、｢

や
る｣

や｢

お
こ
す｣

と
い
っ

た
表
現
か
ら
手
紙
だ
と
判
断
で
き
る
も
の
を
総
体
的
に
示
す
た
め｢

文｣

の
表
記
と
す
る
。

(

２)

久
曾
神
昇

『

平
安
時
代
仮
名
書
状
の
研
究』

(

風
間
書
房
、
一
九
六

八
年)

で
は
、
実
際
の
仮
名
書
状
は
も
と
よ
り
物
語
作
品
に
つ
い
て
も

考
察
さ
れ
て
お
り
、『

竹
取
物
語』

五
通
、『

落
窪
物
語』

六
十
七
通
、

『

源
氏
物
語』

二
七
一
通
と
数
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、『

う
つ
ほ
物
語』

に
つ
い
て
は
総
数
の
明
記
は
な
く
、
そ
の
他
に

『

枕
草
子』

『

紫
式
部

日
記』

に
つ
い
て
も
考
察
さ
れ
て
い
る
。

(

３)

川
村
裕
子

『

王
朝
の
恋
の
手
紙
た
ち』

(

角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇

九
年)

に
は
複
数
の
作
品
に
お
け
る

｢

文｣

の
様
相
が
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

(

４)
『

和
泉
式
部
日
記』

に
は
、
小
舎
人
童
が
文
を
上
手
く
届
け
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
四
月
晦
日
の
日
の
文
で
、｢

人
々
あ

ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
ほ
ど
に
て
、
え
御
覧
ぜ
さ
せ
ず
。｣

(

二
四)

と
あ

り
、
帥
宮
は
翌
朝
に
な
っ
て
そ
の
文
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
に

も
宮
自
ら
返
事
の
文
を
持
っ
て
く
る
場
面
も
あ
り
、
二
人
の
文
の
や
り

と
り
は
多
様
で
あ
る
。

(
５)

『

枕
草
子』

で
は
、
例
え
ば

｢

頭
弁
の
、
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て｣

の
段
で
は
、
頭
弁

(

藤
原
行
成)

の
清
少
納
言
宛
の
文
は
中
宮
定
子
や

そ
の
弟
で
あ
る
隆
円
の
も
と
に
渡
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
前
に
は
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定
子
サ
ロ
ン
で
皆
が
回
覧
し
た
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
。
一
方
、

同
じ
章
段
で
は
行
成
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
清
少
納
言
の
文
は

｢

そ
の

文
は
、
殿
上
人
み
な
見
て
し
は｣

と
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
行
成
の
文
に
つ
い
て
は
、
彼
の
筆
跡
に
関
わ
る
。
届
け

ら
れ
た
文
を
手
本
に
す
る
こ
と
は
、『

源
氏
物
語』

若
紫
巻
で
源
氏
か

ら
届
い
た
文
を
若
紫
の
手
本
と
す
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
も
行
成
の
文
は
後
に
手
習
の
手
本
と
な
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
そ

の
他
、
公
開
さ
れ
る
文
に
つ
い
て
は
、『

う
つ
ほ
物
語』

で
は
内
侍
の

か
み
巻
に
お
い
て
、
源
正
頼
と
藤
原
兼
雅
が
そ
れ
ぞ
れ
の
も
と
に
届
い

た
女
性
か
ら
の
恋
文
を
、
そ
の
入
れ
物
と
も
ど
も
優
劣
を
競
う
場
面
が

あ
り
、
恋
文
で
あ
ろ
う
と
も
公
開
性
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、

『

源
氏
物
語』

の
帚
木
巻
で
は
、
頭
中
将
が
源
氏
宛
の
女
性
た
ち
か
ら

の
文
を
見
て
、
筆
跡
か
ら
人
物
を
特
定
す
る
な
ど
の
場
面
が
描
か
れ
、

し
か
し
、
頭
中
将
に
見
せ
た
文
は

｢

や
む
ご
と
な
く
切
に
隠
し
た
ま
ふ

べ
き
な
ど
は
、
か
や
う
に
お
ほ
ぞ
う
な
る
御
厨
子
な
ど
に
う
ち
置
き
、

散
ら
し
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
深
く
と
り
置
き
た
ま
ふ
べ
か
め
れ
ば
、

二
の
街
の
心
や
す
き
な
る
べ
し｣

(

帚
木
①
五
五
〜
五
六)
と
語
ら
れ
、

源
氏
は
公
開
し
て
も
よ
い

｢

文｣

の
み
を
見
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

『

紫
式
部
日
記』

で
は
、
斎
院
の
中
将
の
君
の
手
紙
を

｢

み
そ
か
に
人

の
と
り
て
見
せ
は
べ
り
し
。｣

(

一
九
三)

と
、
紫
式
部
は
ひ
そ
か
に
見

て
い
る
し
、『

紫
式
部
集』

で
は
、
夫
藤
原
宣
孝
が
自
分
の
書
い
た
文

を
他
人
に
見
せ
て
い
る
と
し
て
返
却
を
要
求
す
る
和
歌
の
や
り
と
り
が

見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
は
個
人
が
秘
匿
す
る
も
の
で
は
な
く
、
公

開
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

(

６)

こ
の
代
作
の
贈
答
が
滑
稽
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
実
際
は
男
性
同
士

の
恋
の
贈
答
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
由
の
一
つ
で
も
あ
ろ
う
。

『

伊
勢
物
語』

に
は
他
に
も
男
性
同
士
の
贈
答
歌
が
あ
り
、
こ
の
章
段

の
問
題
と
し
て
男
性
同
士
の
贈
答
歌
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
今
後
検

討
し
た
い
。

(

７)
『

古
今
集』

で
の
詞
書
き
及
び
本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

業
平
朝
臣
の
家
に
侍
け
る
女
の
も
と
に
、
よ
み
て
、

遣
は
し
け
る

敏
行
朝
臣

617

つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
に
増
さ
る

涙
河
袖
の
み
濡
れ
て
逢
ふ
よ
し
も
な
し

か
の
女
に
代
り
て
、
返
し
に
、
よ
め
る

業
平
朝
臣

618

浅
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め
涙
川

身
さ
へ
流
る
と
聞
か
ば
た
の
ま
む

藤
原
敏
行
朝
臣
の
、
業
平
朝
臣
の
家
な
り
け
る
女
を
あ
ひ
知

り
て
、
文
遣
は
せ
り
け
る
言
葉
に
、
今
ま
う
で
く
、
雨
の
降

り
け
る
を
な
む
見
煩
ひ
侍
と
言
へ
り
け
る
を
聞
き
て
、
か
の

女
に
代
り
て
、
よ
め
り
け
る

在
原
業
平
朝
臣

705

か
ず
か
ず
に
思
ひ
お
も
は
ず
問
ひ
が
た
み

身
を
し
る
雨
は
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る

(

８)
｢

歌
語
り｣

の
口
承
性
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
益
田
勝
実

｢『

上
代
文

学
史
稿』

案

(

二)｣
(『

日
本
文
学
史
研
究』

第
四
号
、
一
九
五
〇
年

六
月)

、｢

歌
語
り
の
世
界｣

(『

季
刊
国
文』

第
四
号
、
一
九
五
三
年
三

月)
、『

説
話
文
学
と
絵
巻』

(

三
一
書
房
、
一
九
六
〇
年)

で
あ
り
、

そ
の
後
、｢

物
語
文
学
と
歌
が
た
り｣

(『

体
系
物
語
文
学
史』

第
一
巻
、
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有
精
堂
、
一
九
八
二
年)

に
お
い
て
、
研
究
史
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、｢

歌
語
り｣

に
つ
い
て
、
久
保
木
哲
夫

｢

大
和
物
語
と
歌
語

り｣
(『

鑑
賞
日
本
古
典
文
学

伊
勢
物
語
・
大
和
物
語』

角
川
書
店
、

一
九
七
五
年)

、
雨
海
博
洋

『

歌
語
り
と
歌
物
語』

(

桜
楓
社
、
一
九
七

六
年)
、
片
桐
洋
一

｢

歌
語
り
の
世
界｣

(『

国
文
学』

二
六
巻
十
二
号
、

一
九
八
一
年
九
月)

、
な
ど
が
あ
る
。
雨
海
博
洋
、
神
作
光
一
、
中
田

武
司
編

『

歌
語
り
・
歌
物
語
事
典』

(

勉
誠
社
、
一
九
九
七
年)

で
は

｢

歌
語
り｣

の
研
究
史
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
論
文
中
で
指
摘
し
た

文
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
阪
倉
篤
義｢

歌
物
語
り
の
文
章
―｢

な
む｣

の
係
り
結
び
を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『
国
語
国
文』

二
二
巻
六
号
、
一
九
五

三
年
六
月)

が
論
じ
て
い
る
。
益
田
が
前
掲｢

物
語
文
学
と
歌
が
た
り｣

の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
歌
語
り
の
｢

文
字
化｣

の
中
身
と
広
が

り
の
問
題
は
難
し
く
、
本
稿
で
は

｢

文｣
と
い
う
書
か
れ
た
モ
ノ
が
語

り
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
点
を

｢

文
字
化｣
＝
書
か
れ
た
モ
ノ
と

し
て
の

『

大
和
物
語』

を
考
え
る
上
で
の
起
点
と
し
て
い
る
。

(

９)

拙
稿

｢『

大
和
物
語』

に
お
け
る
桂
の
皇
女
関
連
章
段
採
録
の
意
図｣

(『

古
代
文
学
研
究

第
二
次』

第
二
十
五
号
、
二
〇
一
六
年
十
月)

に

お
い
て
、『

大
和
物
語』

に
登
場
す
る
皇
女
に
関
す
る
歌
話
採
録
に
あ

た
り
、｢

歌
語
り｣

を

｢

書
き
記
す｣

た
め
の
メ
モ
と
し
て
公
開
性
を

も
つ
文
を
利
用
し
た
可
能
性
を
、
文
を
媒
介
と
す
る
章
段
を
多
く
採
録

す
る

『

大
和
物
語』

自
ら
表
現
し
て
い
る
点
か
ら
指
摘
し
た
。

(

�)

他
に

『

大
和
物
語』

に
お
い
て
禁
忌
の
恋
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ

て
い
る
の
は
、
皇
女
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
前
掲

(

９)

で
論
じ
た
桂

の
皇
女
は
同
母
兄
を
は
じ
め
と
し
て
複
数
の
男
性
と
の
恋
の
贈
答
が
語

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、『

伊
勢
物
語』

の
斎
宮
と
の
恋
を
意
識
し
た
の

か
、
斎
宮
と
臣
下
の
恋
も
描
か
れ
て
い
る
が

(

第
九
十
三
段)

斎
宮
卜

定
に
よ
り
悲
恋
に
終
わ
る
と
い
う
形
を
と
る
。

(

�)

拙
稿

｢『

大
和
物
語』

に
お
け
る
〈
記
録
〉
の
方
法
―
歌
話
採
録
に

見
え
る
戦
略
―｣

(『

日
本
文
学』

第
六
十
五
巻
第
五
号
、
二
〇
一
六
年

五
月)

に
お
い
て
、
歌
集
と
の
比
較
か
ら

『

大
和
物
語』

に
お
け
る
歌

話
採
録
の
方
法
に
つ
い
て
論
じ
た
。
な
お
、
稿
者
は

｢

歌
語
り｣

そ
の

も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『

大
和
物
語』

に
ま
つ
わ
る
様
々

な
事
象
を｢

歌
語
り｣

に
収
斂
さ
せ
て
考
え
る
方
法
に
懐
疑
的
で
あ
る
。

『

大
和
物
語』

が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い

る
も
の
も

｢

語
り｣

を
装
っ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
他
な
ら
な
い
。

｢

歌
語
り｣

の
概
念
に
つ
い
て
、
他
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
と
の
関
わ
り
を

精
査
し
つ
つ
、
再
び
考
え
直
す
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。｢

歌
語
り｣

に
つ
い
て
は
、
語
り
や
書
記
の
問
題
と
合
わ
せ
て
今

後
も
考
察
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

(

�)
『

源
氏
物
語』

の
手
紙
論
と
し
て
、
久
曾
神
昇

｢

源
氏
物
語
の
書
状｣

(『

源
氏
物
語
と
和
歌

研
究
と
資
料
―
古
代
文
学
論
叢
第
四
輯』

武
蔵

野
書
院
、
一
九
七
四
年)

や
、
田
中
仁
の

｢

源
氏
物
語
の
手
紙
―
数
と

形
と
―｣

(『

親
和
女
子
大
学
研
究
論
叢』

二
一
号
、
一
九
八
八
年)

な

ど
一
連
の
論
考
な
ど
は
じ
め
と
し
て
、
高
木
和
子

｢

手
紙
か
ら
読
む
源

氏
物
語｣

(『

女
か
ら
詠
む
歌

源
氏
物
語
の
贈
答
歌』

青
簡
社
、
二
〇

〇
八
年)

が
概
要
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
他
に
山
田
史
子

｢

源
氏
物

語
に
お
け
る
手
紙
の
位
相｣

(『

玉
藻』

三
一
号
、
一
九
九
六
年
三
月)

、

助
川
幸
逸
郎

｢

消
息
の
こ
と
ば

物
語
文
学
の
中
の
手
紙
―
そ
の

｢

物
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質
的
要
因｣

を
め
ぐ
っ
て｣

(『

国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究』

四
五

巻
十
号
、
二
〇
〇
〇
年
十
月)

、
坪
井
暢
子

｢

源
氏
物
語
の
手
紙｣

(

新

時
代
の
源
氏
学
５

『

構
築
さ
れ
る
社
会
・
ゆ
ら
ぐ
言
葉』

竹
林
舎
、
二

〇
一
五
年)

な
ど
が
あ
る
。

(

�)

陣
野
英
則
氏
の
手
紙
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
論
考
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

｢

手
紙
か
ら

『
源
氏
物
語』

へ
―

｢

朝
顔｣

巻
の
〈
草
子
地
〉
よ
り
―｣

(『

日
本
文
学』
五
十
五
巻
一
号
、
二
〇
〇
六
年
一
月)

、｢
『

源
氏
物
語』

｢

梅
枝｣

巻
の
書
、
書
物
と
手
紙
―

｢

雨
夜
の
品
定
め｣

と
の
照
応
を

手
が
か
り
に
―｣

(『

源
氏
物
語
の
言
語
表
現

研
究
と
資
料
―
古
代
文

学
論
叢
第
十
八
輯』

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
年)

、｢

語
り
手
以
前
の

言
葉
―

『

源
氏
物
語』

｢

須
磨｣
巻
の
場
合
―｣
(『

む
ら
さ
き』

第
四

九
輯
、
二
〇
一
二
年
十
二
月)

な
お
、
全
て
同
氏

『

源
氏
物
語
論
―
女

房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
―』

(

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年)

に
所

収
。
こ
の
論
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
大
き
な
示
唆
を
得
た
。

(

�)

前
掲

(

�)

著
書
、
一
二
四
〜
一
二
五
頁

(

�)

前
掲

(

�)

著
書
、
一
四
一
頁

(

�)

こ
こ
で
の
書
か
れ
た
モ
ノ
は
、｢

歌
語
り｣

が
提
唱
さ
れ
る
以
前
、

歌
物
語
の
物
語
化
の
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
歌
集
の
詞
書
等
で

は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、『

後
撰
集』

や
私
家
集
と
の
関
わ
り
を
考
え
た

時
、『

大
和
物
語』

の
各
章
段
の
生
成
に
歌
集
の
詞
書
が
関
与
し
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
仮
に
そ
う
し
た
歌
集
の
詞
書
を

素
材
と
し
て
い
て
も

｢

文｣

の
形
式
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

問
題
に
し
て
い
る
。

(

�)

前
掲

(

�)

で
陣
野
氏
は
、
幻
巻
に
お
い
て
焼
却
さ
れ
た
文
は
源
氏

が
須
磨
・
明
石
に
退
去
し
て
い
た
時
の
文
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
文
の
中

に
は
須
磨
・
明
石
両
巻
で
一
部
が
語
ら
れ
る
紫
の
上
の
文
が
含
ま
れ
て

い
た
可
能
性
を
示
し
、
幻
巻
で
文
の
処
分
を
手
伝
う
こ
と
で
文
の
中
身

を
見
る
こ
と
の
で
き
た
女
房
が
須
磨
・
明
石
両
巻
の
語
り
を
担
う
存
在

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

(

�)

光
源
氏
と
朝
顔
の
姫
君
の

｢

文｣

の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
帚
木
巻

で
歌
語
り
化
し
て
お
り
、
そ
の
生
成
さ
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
早
い
。
こ

れ
は
朝
顔
の
姫
君
側
の
管
理
が
甘
い
と
い
う
よ
り
も
、
管
理
す
べ
き

(

秘
匿
す
べ
き)

｢

文｣

で
は
な
く
、
ま
し
て
や
処
分
し
て
し
ま
え
る
も

の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
二
人
の
関
係
が
世
間
で

語
ら
れ
て
も
何
の
支
障
も
な
く
、
む
し
ろ
、
積
極
的
に
話
題
に
さ
れ
た

結
果
、
空
蝉
の
女
房
た
ち
で
あ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
情

報

(

た
だ
し
、
間
違
い
を
含
む
情
報)

拡
散
の
あ
り
よ
う
に
つ
な
が
っ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)

薫
と
柏
木
の｢

文｣

の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
陣
野
英
則｢

物
語
の
切
っ

先
と
し
て
の
薫
―『

源
氏
物
語』

｢

橋
姫｣

｢

椎
本｣

巻
の
言
葉
か
ら
ー｣

(『

国
語
と
国
文
学』

八
五
―
五
、
二
〇
〇
八
年
六
月
。
前
掲

(

�)

著

書
に
所
収)

に
示
唆
を
得
た
。
な
お
、
柏
木
の

｢

文｣

に
つ
い
て
は
、

竹
内
正
彦

｢

〈
も
の
の
け
〉
の
幻
影
―
柏
木
の
絶
筆
を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『

王
朝
文
学
史
稿』

十
六
号
、
一
九
九
〇
年
十
二
月)

・｢

柏
木
の
文
―

封
じ
込
め
ら
れ
た
最
後
の
手
紙
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

文
学』

第
十
六
巻
第

一
号
、
二
〇
一
五
年
一
月)

、
岩
原
真
代

｢

物
語
の
求
婚
者
達
と
消
息

文
―
柏
木
の

｢

あ
は
れ｣

の
希
求
と
文
字
信
仰
か
ら
―｣

(『

野
州
国
文

学』
第
七
九
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
。
後
、
同
氏

『

源
氏
物
語
の
住
環

38



境
―
物
語
環
境
論
の
視
界
―』

(

お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
年)

所
収
。)

な
ど
が
あ
る
。

(

�)
文
体
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
池
田
和
臣｢

源
氏
物
語
の
文
体
形
成
―

仮
名
消
息
と
仮
名
文
の
表
記
―｣

(『

国
語
と
国
文
学』

七
九
―
二
、
二

〇
〇
二
年
二
月)

が
歌
と
地
の
文
の
融
合
が
仮
名
消
息
に
多
く
見
ら
れ

る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
散
文
と
和
歌
の
融
合
す
る
文
体
に
つ
い

て
、『

伊
勢
物
語』
に
は
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
の
、
特
殊
な
例
を
除
い

て

『

大
和
物
語』

や

『
平
中
物
語』

に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
山

本
登
朗

｢

伊
勢
物
語
に
お
け
る
散
文
と
和
歌
―
連
接
形
式
の
意
味｣

(『

説
話
論
集
第
九
集

歌
物
語
と
和
歌
説
話』

清
文
堂
出
版
、
一
九
九

九
年)

・｢

源
氏
物
語
へ
の
回
路
―
伊
勢
物
語
第
六
段
の
再
検
討
か
ら
―｣

(『

京
都
語
文』

二
三
号
、
二
〇
一
六
年
十
一
月)

が
す
で
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
諸
先
学
を
も
と
に
、『
大
和
物
語』

に
お
け
る
語

り
と
文
体
に
つ
い
て
は
今
後
も
考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
。

(

文
学
部
講
師)
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