
「
ご
り
か
へ
ば
や
物
語
」
と
後
代
文
学

－
　
柳
車
種
蒙
作
「
奴
の
小
ま
ん
」
と
の
比
較
～

鈴
　
　
木

弘
　
　
道

「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
は
、
男
が
女
に
、
女
が
男
に
取
り
巻
へ

ら
れ
る
と
い
ふ
特
異
な
趣
向
の
下
に
作
ら
れ
た
鎌
倉
初
期
の
作
品
と

思
ほ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
の
影
響
感
化
を
受
け
た
注
目
す
べ
き
後
代

文
学
作
品
と
し
て
は
、
中
世
小
説
「
ち
ご
い
ま
」
　
（
市
古
貞
次
氏
薯

「
未
刊
中
世
小
説
解
題
」
一
三
〇
頁
・
古
典
文
庫
「
未
刊
中
世
小
説
」
三
二
頁
、

及
び
「
平
安
文
学
研
究
」
筆
二
輯
所
載
、
拙
稿
「
『
と
り
か
へ
ぼ
や
物
語
』
と
後

代
文
学
－
『
ち
こ
い
ま
』
と
の
関
係
－
」
参
照
）
及
び
「
考
古
画
譜
」
に
記

さ
れ
た
「
新
蔵
人
物
語
」
（
横
山
重
・
巨
橋
頼
三
両
氏
共
編
「
物
語
草
子

目
録
前
篇
」
　
所
収
、
平
出
鎖
二
郎
氏
薯
「
近
古
小
説
解
題
」
三
五
六
・
三
五

七
頁
参
照
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
考
察
し
ょ
う
と
す
る

江
戸
時
代
の
一
作
品
、
柳
亭
種
崖
の
読
本
「
欝
奴
の
小
ま
ん
」
　
も

亦
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
は
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
奴
の
小
ま
ん
」
は
前
後
二
縞
に
分
た
れ
、
前
編
で
は
鎌
倉

の
武
士
宗
寮
の
側
室
唐
衣
（
後
、
宗
東
の
家
臣
入
江
安
濃
次
郎
の
側
室
）

を
中
心
に
そ
の
非
道
ぶ
り
を
描
き
、
後
編
で
は
そ
の
後
日
譜
と
し
て

唐
衣
の
娘
小
ま
ん
と
安
濃
次
郎
の
息
子
し
の
ぶ
を
中
心
と
し
、
前
後

相
通
じ
て
復
讐
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
言
に
し
て
云
へ

ば
同
－
作
品
中
で
女
性
の
中
萱
ん
が
男
装
を
な
し
、
男
性
の
し
の
ぶ

が
女
装
を
す
る
と
い
ふ
点
に
於
て
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
と
似
通

ふ
だ
け
で
あ
っ
て
、
種
彦
白
身
も
そ
れ
を
意
識
し
て
書
い
た
ら
し
く
、

後
編
の
例
言
の
最
初
に
も
、

此
董
男
女
の
す
が
た
異
な
る
こ
と
。
と
り
か
へ
ば
や
物
が
た
り
に
似
た
れ
ぼ

薪
と
り
か
へ
ば
や
物
語
と
名
づ
く
べ
し
と
い
ひ
し
を
。
児
女
の
目
し
ろ
を
た

め
。
仮
名
に
て
奴
の
小
ま
ん
と
託
さ
ば
や
と
。
董
尻
の
こ
と
ば
に
ま
か
せ
か

く
な
し
ぬ
こ
ぼ
自
ぐ
す
り
ひ
さ
，
ぐ
看
板
に
眉
目
を
固
く
に
似
た
り
（
帝
国

文
庫
第
四
十
八
編
「
侠
客
伝
全
集
」
所
収
本
七
二
八
貢
。
以
下
「
奴
の
小
で

ん
」
の
引
用
交
友
び
真
数
は
奉
書
の
そ
れ
で
あ
る
）
。

と
記
し
て
ゐ
る
。

以
下
、
両
物
語
に
つ
き
そ
の
変
装
を
中
心
と
し
て
比
較
老
察
し
、

以
て
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
恩
ふ
。

〓

「
奴
の
小
ま
ん
」
に
於
げ
ろ
小
ま
ん
・
し
の
ぶ
の
二
人
の
変
装
は
、

「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
で
砦
君
（
男
）
が
幼
少
の
頃
か
ら
の
女
ら

し
い
性
格
態
度
に
拠
っ
て
姫
君
と
呼
称
さ
れ
、
姫
君
（
女
）
が
そ
の

男
ら
し
い
性
格
態
度
か
ら
相
手
の
砦
君
と
な
る
と
い
ふ
や
う
な
、
同

時
に
お
互
が
取
り
替
る
と
い
ぶ
非
現
実
性
を
帯
び
た
変
装
と
は
些
か

そ
の
趣
を
輿
に
し
て
を
り
、
従
っ
て
、
物
語
の
構
想
に
於
て
も
「
と

り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
如
く
そ
の
お
互
の
変
装
が
物
語
の
根
本
的
要

素
と
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
種
々
の
恋
愛
事
件
が
展
開
す
る
と
い
ふ
や

う
な
頼
廃
的
傾
向
は
見
ら
れ
ず
、
寧
ろ
様
々
の
事
件
の
推
移
発
展
の

車
に
、
一
趣
向
と
し
て
変
装
や
恋
愛
が
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

ふ
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
で
は
、
変
装
は

物
語
の
根
本
的
要
素
で
そ
の
中
に
於
て
そ
れ
が
更
に
恋
愛
罫
件
へ
と

発
展
し
、
「
奴
の
小
ま
ん
」
で
は
、
変
装
や
恋
愛
は
物
語
の
部
分
的

要
素
と
な
っ
て
ゐ
る
点
、
両
物
語
等
し
く
恋
愛
と
男
女
の
変
装
を
取

扱
ひ
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
か
く
の
如
き
地
位
を
占
め
た
変
装
の
性
格
は
両
物
語
に
於

て
い
か
な
る
類
似
点
が
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。

と
り
か
へ
ば
や
物
語
と
後
代
文
学

先
づ
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
に
於
け
る
美
貌
の
磐
君
（
男
）
の

幼
少
の
頃
の
性
質
は
次
の
や
う
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

若
君
は
、
あ
さ
ま
し
う
物
恥
を
の
み
し
給
ひ
て
、
女
房
な
ど
に
だ
に
少
し
御

前
速
さ
に
は
見
え
給
ふ
雷
も
な
く
、
父
の
殿
を
も
恥
し
く
の
み
思
し
て
、
や

う
〈
御
書
な
ら
は
し
、
さ
る
べ
き
雷
ど
も
教
へ
聞
え
給
ヘ
ビ
、
思
し
も
か

け
ず
、
堆
い
と
恥
し
と
の
み
思
し
て
、
御
帳
の
内
に
の
み
う
づ
も
れ
入
り
つ

＼
絵
書
き
雛
あ
そ
び
、
貝
あ
ほ
ひ
な
ど
し
給
ふ
を
、
殿
は
い
と
あ
さ
ま
し

さ
事
に
思
し
宣
は
ぜ
て
、
常
に
さ
い
な
み
た
ま
へ
ば
、
は
で
く
は
涙
を
さ

へ
こ
ぼ
し
て
も
さ
ま
し
う
つ
ゝ
ま
し
と
の
み
思
し
っ
ゝ
、
唯
母
上
御
乳
母
、

き
ら
ぬ
は
、
無
下
に
ち
び
さ
き
童
な
ど
に
ぞ
見
え
給
ふ
。
き
ら
ぬ
女
房
な
ど

の
御
前
に
参
れ
ば
、
御
几
帳
に
ま
っ
ほ
れ
て
、
恥
し
う
い
み
じ
と
の
み
思
し

た
る
を
、
（
校
謹
日
本
文
学
大
系
本
四
六
八
頁
。
以
下
「
と
り
か
へ
ば
や
物

語
」
の
引
周
文
及
び
真
数
は
本
書
の
そ
れ
で
あ
る
）
。

叉
、
同
じ
く
美
貌
の
姫
君
（
女
）
に
つ
い
て
は
、

姫
君
は
、
今
よ
り
い
と
不
詳
な
く
で
、
を
さ
〈
内
に
も
物
し
給
は
ず
、
外

に
の
み
つ
と
お
は
し
て
、
若
き
男
子
ど
も
叢
女
な
ど
と
、
鞠
小
弓
な
ど
を
の

み
翫
び
給
ふ
。
御
出
で
盾
に
も
人
々
参
り
で
、
文
作
り
、
笛
吹
き
、
歌
う
た

び
な
ど
す
る
に
も
走
り
出
で
給
ひ
て
、
諸
共
に
、
人
も
教
へ
聞
え
ぬ
琴
笛
の

音
も
、
い
み
じ
う
吹
き
た
て
、
弾
き
鳴
ら
し
給
ふ
。
物
う
ち
講
じ
、
歌
う
た

び
な
ど
し
た
ま
ぶ
を
、
（
中
略
）
人
々
の
参
る
に
は
、
殿
の
御
装
束
な
ど
し

給
ふ
程
、
ま
づ
走
り
出
で
給
ひ
て
、
か
く
馴
れ
遊
び
給
へ
ぼ
、
な
か
〈
え

刺
し
聞
え
給
は
ね
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
八
頁
）

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
拠
る
と
、
要
す
る
に
若
君
（
男
）
は
内
気
で
差

六
九



恥
心
強
く
女
性
の
す
る
遊
戯
を
翫
ば
れ
る
な
ど
、
す
べ
て
女
性
的
性

質
で
あ
り
、
反
対
に
姫
君
（
女
）
は
社
交
的
・
活
動
的
で
、
す
べ
て
男
性

的
性
質
で
あ
っ
た
。
而
し
て
、
か
か
る
変
態
的
性
質
が
動
機
と
な
っ

て
父
殿
を
し
て
「
と
り
か
へ
ば
や
」
と
歎
じ
さ
せ
（
四
六
九
頁
）
．
遂
に

若
君
（
男
）
・
姫
君
（
女
）
は
同
時
に
叉
無
意
識
的
に
夫
々
女
装
・

男
装
さ
せ
ら
れ
て
、
姫
君
（
男
）
・
若
君
（
女
）
と
申
し
上
げ
ら
れ

る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
四
七
〇
頁
）
。
薮
に
於
－
て
、
こ
の
物
語

の
変
装
の
性
格
は
時
間
的
に
は
同
時
で
あ
り
、
叉
お
互
の
個
性
か
ら

出
た
謂
は
ば
運
命
と
い
ぶ
不
可
抗
力
に
拠
る
も
の
で
、
決
し
て
本
人

の
意
志
に
依
っ
て
招
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
両
も
、

〔
父
権
大
納
言
ノ
〕
北
の
方
二
所
も
の
し
給
ふ
。
一
入
は
源
壁
柏
と
聞
え
し

が
、
御
女
に
物
し
給
ふ
。
御
志
は
い
と
し
も
優
れ
ね
ど
、
人
よ
り
前
に
見
そ

め
浴
び
て
し
か
ば
、
お
ろ
か
な
ら
ず
思
ひ
聞
え
給
ふ
に
、
い
と
ゞ
世
に
な
く
、

喜
び
か
る
男
君
さ
へ
生
れ
浴
び
に
し
か
ば
、
（
中
略
）
今
一
所
は
藤
中
納
言

と
聞
え
し
が
、
御
女
に
物
し
給
ふ
。
御
蝮
に
も
、
姫
君
の
い
と
美
し
げ
怠
る

う
ま
れ
給
ひ
し
か
ば
、
　
　
　
　
　
　
（
四
六
七
頁
。
圏
点
箋
者
）

と
あ
る
か
ら
、
当
然
男
君
に
つ
い
で
姫
君
の
御
誕
生
が
あ
っ
た
わ
け

で
、
こ
の
二
人
は
本
来
「
兄
妹
」
の
関
係
に
あ
っ
て
（
岡
本
供
奉
の
「
取

替
早
物
語
考
証
」
の
年
立
に
は
「
姉
弟
」
の
関
係
に
あ
る
と
し
て
そ
の
年
齢
が
計

算
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
誤
謬
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
）
、
そ
れ
が
個

別
的
で
は
な
く
、
協
同
的
・
対
撫
的
に
取
り
替
っ
て
の
変
装
と
い
ふ

頼
る
こ
み
入
っ
た
と
こ
ろ
に
変
装
に
於
け
る
】
特
色
を
見
出
す
こ
と

七
〇

が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

次
に
「
奴
の
小
ま
ん
」
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
に
、
小
ま
ん
（
女
）

の
男
装
も
し
の
ぶ
（
男
）
　
の
女
装
も
、
互
に
二
人
の
間
に
取
り
替
っ

て
の
変
装
を
し
た
の
で
は
な
く
、
何
れ
も
一
般
的
な
男
性
・
女
性
に

変
装
し
た
の
で
あ
り
、
又
そ
れ
ら
は
夫
々
異
な
っ
た
瑛
墳
・
理
由
の

下
に
行
ほ
れ
て
ゐ
る
。

左
衛
門
尉
宗
寮
は
、
家
来
入
江
安
濃
次
郎
と
自
分
の
側
室
唐
衣
と

が
情
交
関
係
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、
晴
ら
に
唐
衣
を
殺
害
せ
ん
と
し

た
。
し
か
し
そ
の
時
彼
女
は
懐
姫
の
身
で
あ
っ
た
の
で
、
も
し
生
れ
た

子
が
男
子
で
あ
る
な
ら
ば
宗
寮
の
世
嗣
と
す
る
が
、
女
子
で
あ
れ
ば

安
濃
次
郎
の
子
と
し
て
与
へ
る
、
と
い
ぶ
条
件
で
彼
女
を
安
濃
次
郎

の
妻
と
さ
せ
た
。
か
く
し
て
生
れ
落
ち
た
の
か
小
ま
ん
で
、
女
児
で

あ
っ
た
た
空
一
書
麻
の
命
令
通
り
安
濃
次
郎
の
実
根
と
し
て
育
て
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
中
ま
ん
は
主
君
宗
寮
の

胤
な
の
で
あ
っ
た
　
（
前
編
「
二
、
雨
夜
に
計
で
私
夫
を
斬
る
」
の
条
、

六
九
九
・
七
〇
〇
頁
）
。
そ
の
後
、
安
濃
次
郎
は
横
雲
と
い
ふ
女
を
側

室
と
し
、
九
月
十
三
日
の
夜
生
れ
た
の
が
男
児
雲
井
で
あ
り
　
（
前
編

「
三
、
侍
女
暗
に
茶
壷
を
知
る
」
の
条
、
七
〇
七
頁
）
、
後
に
名
を
し
の
ぶ

と
改
め
る
（
後
編
「
「
行
董
刑
を
割
で
女
を
顕
す
」
の
条
、
七
三
〇
頁
）
。

従
っ
て
、
こ
の
二
人
の
関
係
は
厳
密
に
謁
へ
は
他
人
同
志
で
、
血
統

は
続
い
て
ゐ
な
い
が
外
面
上
異
腹
の
「
姉
弟
」
の
関
係
に
あ
り
、
そ

れ
が
個
人
別
に
一
殻
的
な
男
装
・
女
装
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
と

り
か
へ
さ
ば
や
物
一
章
と
は
人
物
の
点
に
於
て
著
し
く
類
似
し
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
小
ま
ん
（
女
）
が
ど
の
や
う
な
性
質
で
あ
っ
た
か
に
つ
き
、

物
語
中
に
初
め
て
現
は
れ
る
の
は
そ
の
十
九
歳
の
時
で
、

〔
小
ま
ん
ハ
〕
調
練
の
う
ち
に
お
ぴ
た
っ
と
匠
へ
ど
も
あ
で
な
る
す
が
だ
は

花
に
も
ま
き
り
才
も
す
ぐ
れ
そ
の
う
へ
な
み
〈
の
男
の
お
よ
び
が
た
き
力

量
あ
れ
ど
も
露
は
こ
れ
る
け
し
き
な
く
只
母
が
み
ち
な
ら
ぬ
お
こ
な
い
を
も

の
う
く
思
ひ
い
ま
だ
に
二
八
に
み
た
ざ
る
こ
ろ
よ
り
数
〈
塾
葺
を
も
ち
ふ

れ
ど
も
し
だ
ひ
に
悪
行
つ
の
り
（
前
編
「
五
、
美
少
年
籍
に
母
を
諌
む
」
の

条
、
七
一
四
頁
）

と
あ
る
如
く
女
性
に
し
て
両
も
男
勝
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

叉
、
後
に
小
ま
ん
（
女
）
が
、
旅
人
を
襲
ふ
盗
賊
の
女
首
領
と
な
っ

た
母
唐
衣
を
諌
め
る
た
め
、
旅
人
を
装
ひ
母
の
相
手
と
な
っ
て
、
自

分
の
持
っ
て
あ
た
尺
八
で
そ
の
「
風
力
を
う
ち
お
と
し
そ
の
手
を
と

ら
へ
ね
ぢ
あ
げ
」
た
り
、
「
母
さ
ま
か
く
．
の
ご
と
き
強
気
の
し
れ
も

の
に
い
て
あ
ひ
給
は
ゞ
そ
の
と
き
い
か
に
し
て
し
と
め
給
ふ
」
と
笑

っ
て
云
っ
た
り
す
る
　
（
前
編
「
五
、
美
少
年
籍
に
母
を
諌
む
」
の
条
、
七

二
ハ
頁
）
が
、
そ
れ
程
の
豪
傑
振
り
を
も
小
ま
ん
（
女
）
は
発
揮
す
る

こ
と
が
出
来
た
し
、
叉
、
し
の
ぶ
（
男
）
の
母
横
雲
の
仇
庄
兵
衛
を
尋
ね

て
難
波
へ
赴
い
た
際
に
も
、
「
い
つ
と
な
く
喧
嘩
か
ふ
町
政
の
異
名

を
と
っ
て
奴
の
中
萱
ん
と
い
ひ
な
ら
は
L
L
　
（
後
編
「
四
、
孝
子
難
波

に
亘
を
報
ふ
」
の
条
、
七
四
四
頁
）
遂
に
仇
を
報
い
る
な
ど
頗
る
豪
勇
の

と
り
か
へ
ぼ
や
物
語
と
後
代
文
学

持
主
で
あ
っ
た
。

右
の
や
う
な
性
格
の
小
ま
ん
（
女
）
が
男
装
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、

戦
く
と
も
彼
女
の
男
性
的
性
質
が
一
つ
の
原
因
を
な
し
て
ゐ
た
か
も

知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
面
接
的
動
機
で
は
な
い
。
小
ま
ん
（
女
）

は
母
暦
衣
が
盗
賊
の
女
首
領
と
し
て
「
日
々
わ
る
た
く
み
を
め
ぐ
ら

す
」
　
の
を
「
吊
る
に
し
の
び
ず
」
（
前
編
「
五
、
美
少
年
籍
に
母
を
譲

む
」
の
条
、
七
一
四
頁
）
、
遂
に
誠
心
の
論
っ
た
諌
言
を
吐
い
た
が
、
そ

れ
に
対
し
て
快
く
恩
は
ぬ
唐
衣
は
「
比
後
そ
の
こ
と
い
び
出
は
わ
が

子
と
て
う
ち
す
て
お
く
べ
き
か
と
こ
ぷ
し
を
あ
げ
て
う
た
ん
と
す

る
÷
有
様
で
あ
り
、
両
も
同
じ
盗
賊
仲
間
の
金
兵
衛
・
九
助
が
「
小

ま
ん
女
郎
に
は
あ
ま
り
と
や
お
と
な
し
や
か
な
る
ゆ
へ
首
領
の
心
に

い
ら
ず
比
後
は
ち
と
お
と
こ
ぐ
る
ひ
に
て
も
な
し
給
へ
」
と
笑
ふ
に

至
っ
て
「
小
ま
ん
も
今
は
あ
き
れ
は
て
」
、
結
局
「
美
少
年
す
が
た

に
さ
ま
を
か
へ
浄
歓
喜
と
い
へ
る
御
て
ら
の
観
音
へ
ま
ふ
て
な
に
と

ぞ
大
慈
の
妙
助
に
て
は
1
の
あ
く
ぎ
ゃ
う
と
ゞ
ま
り
て
仏
門
に
い
ら

せ
て
た
へ
と
ふ
し
お
が
む
」
（
前
編
「
五
、
美
少
年
霜
に
母
を
諌
む
」
の

条
、
七
一
五
黄
）
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
小
ま
ん
（
女
）

の
男
装
は
彼
女
の
個
性
～
－
男
性
的
性
質
－
　
か
ら
の
み
で
は
な
く
、

寧
ろ
そ
れ
以
上
に
外
的
要
素
－
1
母
唐
衣
の
悪
行
、
唐
衣
の
怒
り
、

金
兵
衛
・
九
助
の
青
－
　
が
強
く
麦
配
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
が
憲
識
的
で
あ
る
こ
と
は
謁
ふ
ま
で
も
な
く
、
両
も
姉
弟
取
り
替

っ
て
の
変
装
で
は
な
く
て
】
椴
的
な
男
装
で
あ
る
点
、
「
と
り
か
へ

七
一



ば
や
物
語
」
の
姫
君
（
女
）
の
男
装
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
持
っ
て

ゐ
る
あ
げ
で
あ
る
。

し
の
ぶ
（
男
）
の
女
装
の
性
格
も
小
ま
ん
（
女
）
と
略
々
同
一
で

あ
る
が
、
生
れ
た
時
以
来
厩
に
女
性
と
し
て
育
て
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

彼
に
女
性
的
な
性
質
が
あ
つ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
何
等
女
装
の
原
因

と
な
る
筈
が
な
く
、
却
っ
て
女
装
し
た
ま
ま
成
長
し
た
が
た
め
に
さ

ぅ
い
ふ
性
質
に
な
っ
た
と
も
謂
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
後
に

「
し
の
ぶ
」
の
名
を
「
五
郎
八
」
と
改
ぬ
、
小
ま
ん
（
女
）
と
共
に

母
横
雲
の
仇
庄
兵
衛
の
行
方
を
尋
ね
て
難
波
へ
来
る
条
に
、

五
郎
八
は
近
富
ま
で
手
弱
女
の
す
が
だ
に
で
生
長
成
し
か
ば
力
も
な
み
の
男

に
は
お
よ
び
ず
唐
や
ま
と
の
書
は
ま
な
び
待
た
れ
ど
剣
術
は
熟
せ
ず

（
後
編
「
四
、
孝
子
難
波
に
仇
を
報
ふ
」
の
条
、
七
四
四
頁
）

と
あ
つ
て
も
、
こ
の
や
う
な
女
性
的
性
質
は
女
装
故
に
生
じ
た
請
は

ば
後
天
的
の
も
の
と
さ
へ
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
今
ま
で
雲

井
と
呼
ば
れ
た
彼
が
十
七
歳
の
時
に
「
し
の
ぶ
」
と
改
名
す
る
条
に
、

彼
は
妊
婦
う
へ
つ
ま
は
づ
れ
も
又
や
さ
か
た
な
り
し
か
ぼ
近
隣
の
人
々
ま
で

実
の
処
女
な
り
と
お
も
ひ
　
　
　
（
後
編
「
「
行
軍
脚
を
割
で
女
を
顕

す
」
の
条
、
七
三
〇
頁
）

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
幾
分
先
天
的
に
女
性
的
な
男
性
で
あ
っ
た
や

ぅ
に
も
恩
は
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
彼
の
女
装
が
、
そ
の
女
性
的

性
質
に
有
力
な
原
因
が
あ
る
の
で
な
く
、
従
っ
て
個
性
的
な
も
の
で

は
な
い
ど
す
れ
ば
、
他
に
適
切
な
理
由
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

七
二

入
江
安
濃
次
郎
の
側
室
横
雲
よ
り
し
の
ぶ
（
男
）
が
生
れ
た
時
に

は
、
既
に
正
妻
唐
衣
に
小
ま
ん
（
女
）
が
あ
り
、
そ
れ
が
女
性
で
あ
っ

た
た
め
に
入
江
家
の
後
を
繭
が
せ
る
茸
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
し
の

ぶ
（
男
）
は
男
性
で
あ
る
か
ら
後
嗣
の
資
格
が
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、

も
し
彼
を
男
性
と
し
て
育
て
る
時
に
は
、
必
ら
ず
や
怨
念
深
い
唐
衣

の
姦
計
が
企
て
ら
れ
る
で
あ
ら
う
こ
と
が
危
惧
の
種
で
あ
り
、
か
く

し
て
女
装
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
　
（
前
編
「
三
、
侍
女
暗
に
茶
壷
を

知
る
」
の
条
、
七
〇
七
頁
。
後
編
「
五
、
晴
夜
に
走
で
情
死
を
留
む
」
の
条
、

七
四
八
頁
）
。
従
っ
て
、
し
の
ぶ
（
男
）
　
の
女
装
は
生
れ
た
当
初
か
ら

で
そ
こ
に
は
殆
ど
個
性
的
な
影
響
は
な
く
、
や
は
り
小
ま
ん
（
女
）

と
同
じ
く
唐
衣
の
姦
計
に
対
す
る
防
備
と
い
ふ
外
的
要
素
に
支
配
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
自
身
に
何
等
の
意
志
さ
へ
な
か
っ
た
こ
と

は
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
彼
の
女
装
も
や
は
り
一
般
的
な
女
性
に
変
装
し
た
だ

け
で
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
如
く
特
定
の
人
物
間
の
　
「
取
り

替
り
」
が
行
ば
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

街
、
小
ま
ん
（
女
）
・
し
の
ぶ
（
男
）
の
変
装
は
両
者
が
時
間
的

に
同
時
に
行
ほ
れ
た
の
で
は
な
く
、
し
の
ぶ
（
男
）
は
生
れ
た
時
、

小
ま
ん
（
女
）
は
十
九
歳
の
時
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
も
、
両
物
語
の

相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
変
装
の
影
響
に
つ
い
て
考
へ
て
見
よ
う
。

変
装
は
他
人
を
欺
き
騙
し
、
不
慮
の
禍
を
招
く
源
泉
と
な
り
勝
ち
で

あ
っ
て
」
　
「
と
り
か
へ
ば
や
物
帝
」
で
も
そ
の
変
装
あ
る
が
敬
に
恋

愛
・
密
通
雷
件
が
随
所
に
見
ら
れ
、
読
む
者
を
し
て
複
雑
怪
奇
の
念

を
起
き
し
め
る
と
共
に
そ
の
変
装
を
さ
へ
現
は
し
め
る
に
至
る
ほ
ど

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
「
奴
の
小
ま
ん
」
に
あ
つ
て
は
、
変
装
が
取

扱
ほ
れ
た
が
た
め
に
読
解
に
混
乱
を
来
た
さ
せ
る
や
う
な
こ
と
も
な

い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
変
装
が
原
因
と
な
っ
て
見
苦
し
い
不
倫
な
関

係
や
不
慮
の
禍
を
招
い
た
と
い
ふ
箇
処
も
全
く
見
当
ら
な
い
く
ら
ゐ

で
、
却
っ
て
そ
の
変
装
の
役
立
つ
場
面
さ
へ
描
か
れ
て
ゐ
る
点
に
特

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
宗
寮
が
時
の
幕
府
よ
り
逆
心

あ
り
と
認
め
ら
れ
、
身
内
の
著
は
す
べ
て
誅
毅
さ
れ
る
憂
目
を
見
る

に
至
っ
た
（
前
編
三
、
侍
女
暗
に
茶
毒
を
知
る
」
の
条
、
七
〇
八
頁
）
が
、

そ
の
時
大
根
門
栗
太
に
靖
へ
ら
れ
た
雲
井
（
男
）
は
女
装
し
て
ゐ
た
た

め
に
危
ふ
く
難
を
免
れ
た
こ
と
（
前
編
「
四
、
嬬
婦
迫
て
旅
僧
を
殺
す
」
の

条
、
七
一
二
頁
）
、
或
は
、
し
の
ぶ
（
男
）
が
小
ま
ん
（
女
）
に
恋
慕
し
た
時
、

浄
歓
寺
の
僧
栗
田
は
し
の
ぶ
（
男
）
の
女
装
し
て
ゐ
る
こ
と
を
知
ら

ず
に
、
二
人
が
単
に
女
同
志
で
あ
る
と
ば
か
り
思
ひ
込
ん
で
別
に
意

に
介
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
（
後
編
「
一
、
行
嚢
脚
を
割
で
女
を
顕

す
」
の
条
、
七
三
一
貫
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
「
奴
の
小
ま
ん
」
に
於
で
作
品
中
に
男
装
・
女
装
の

二
つ
が
同
時
に
取
扱
ほ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」

と
等
し
い
特
色
で
あ
る
が
、
変
装
の
性
格
に
至
っ
て
は
必
ず
し
も
同

一
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
わ
け
で
あ
る
。

と
り
か
へ
ば
や
物
語
と
後
代
文
学

三

前
述
し
た
や
う
に
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
若
君
（
男
）
・

姫
君
（
女
）
は
異
腹
の
兄
妹
で
あ
っ
て
、
幼
少
よ
り
略
々
同
一
環
境

の
下
に
育
成
さ
れ
た
た
め
、
互
に
よ
く
そ
れ
を
意
識
し
終
始
兄
妹
と

し
て
の
愛
情
を
発
揮
す
る
が
、
そ
の
愛
情
た
る
や
決
し
て
恋
愛
で
は

な
く
、
単
に
人
並
な
ら
ぬ
身
体
と
し
て
成
長
し
た
こ
と
を
欺
き
慰
め

合
ふ
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
（
「
日
本
文
学
教
室
」
昭
和
二
十
五

年
九
月
号
所
載
、
拙
稿
「
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
現
れ
た
愛
情
－
倫
理
的

な
愛
情
を
中
心
と
し
て
ー
」
参
照
）
。
従
っ
て
、
こ
の
物
語
に
恋
愛
描

写
が
あ
つ
て
も
（
後
述
す
る
）
、
こ
れ
ら
変
装
し
た
男
女
間
に
は
恋
愛

や
結
婚
は
少
し
も
描
写
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

し
か
る
に
、
「
奴
の
小
ま
ん
」
の
小
ま
ん
（
女
）
・
し
の
ぶ
（
男
）

は
形
式
的
の
姉
弟
で
実
は
全
く
の
他
人
関
係
に
あ
り
、
両
も
幼
少
の

頃
は
別
の
生
活
環
壕
に
あ
っ
た
た
め
、
浄
歓
寺
で
互
に
見
初
め
た
時

に
は
ま
だ
形
式
的
の
姉
弟
関
係
に
あ
る
こ
と
さ
へ
も
知
ら
な
か
っ
た

（
後
編
「
一
、
行
責
刷
を
割
で
女
を
顕
す
」
の
条
、
七
三
一
貫
）
。
従
っ
て
、

そ
こ
に
芽
生
え
た
愛
情
は
所
謂
恋
愛
に
他
な
ら
ず
、
命
、
血
を
分
け
た

真
の
姉
弟
関
係
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
二
人
を
結
婚
へ
導
く
有
力

な
導
火
線
と
な
る
の
で
あ
る
（
後
編
「
五
、
暗
夜
に
克
て
情
死
を
留
む
」

の
条
、
七
五
三
・
七
五
四
頁
）
。
両
も
、
そ
の
恋
愛
は
単
な
る
思
慕
に
拠

る
動
機
か
ら
で
、
決
し
て
、
変
装
に
拠
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
（
こ
の
物
語
に
は
、
二
人
の
間
以
外
に
も
恋
愛
描
写
が
あ
る

七
三



が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

次
に
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
二
人
の
間
の
関
係
が
恋
愛
で

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
謂
ふ
ま
で
も
な
Y
兄
妹
と
し
て
の
愛
情
に

他
な
ら
な
い
。
両
も
二
人
に
あ
つ
て
は
変
装
が
壷
の
悲
劇
と
も
謂

ふ
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
互
の
悲
数
と
慰
籍
と
に
拠
っ
て
益

々
深
ま
っ
た
兄
妹
愛
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
愛
情
即
ち
兄
妹
愛

は
変
装
に
拠
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
謂
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
奴
の
小
景
ん
」
で
、
し
の
ぶ
（
男
）
の
母
横
雲

の
仇
で
あ
る
庄
兵
衛
を
し
の
ぶ
（
甥
）
・
中
萱
ん
（
女
）
の
二
人
が

共
に
尋
ね
る
と
こ
ろ
　
（
後
編
「
四
、
挙
手
難
波
に
仇
を
報
ふ
」
の
条
、
七

四
四
頁
）
は
、
仮
令
形
式
的
で
あ
る
と
は
蒲
へ
、
二
人
が
姉
弟
関
係

に
あ
る
以
上
や
は
り
姉
弟
愛
の
発
露
で
あ
る
と
諦
ひ
得
る
が
：
」
れ

は
別
に
変
装
が
翳
し
た
結
果
で
も
な
い
o
尤
も
∵
」
の
場
合
の
愛
惜

は
見
方
に
拠
っ
て
は
恋
愛
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
が
、
何
れ
に
し
て
も

変
装
に
拠
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
謂
ふ
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ら
う
。

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、

0
　
変
装
し
た
男
女
間
の
恋
愛

の
　
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
で
は
－
全
然
見
ら
れ
な
い
。

㈲
「
奴
の
小
ま
ん
」
で
は
変
装
そ
の
も
の
に
規
定
さ
れ
な
い
。

臼
　
変
装
し
た
男
女
間
の
、
恋
愛
以
外
の
愛
情

初
　
「
と
り
か
へ
ば
や
物
聾
で
は
変
装
そ
の
も
の
に
規
定
さ

七
四

れる。

㈲
　
「
奴
の
小
ま
ん
」
で
は
変
装
そ
の
も
の
に
規
定
さ
れ
な
い
。

と
な
る
が
、
こ
の
や
う
に
、
両
物
語
に
は
変
装
し
た
男
女
間
の
愛
情

描
写
が
あ
つ
て
も
変
装
と
の
関
係
は
自
ら
異
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。

序
で
に
、
変
装
男
女
の
何
れ
か
の
、
第
三
者
に
対
す
る
愛
情
に
つ

い
て
も
言
及
し
て
瞳
か
う
。

図
に
於
て
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
式
部
卿
の
官
の
御
子
（
男
）

C
（
「
筆
禍
中
将
」
÷
中
納
言
の
名
で
物
語
中
に
長
期
に
亘
っ
て
見
え
て
ゐ

る
）
と
、
女
装
し
た
若
君
（
男
）
A
と
の
間
に
恋
愛
関
係
（
式
部
卿
の

宮
の
御
子
に
と
つ
て
は
、
女
装
し
た
若
君
は
実
は
男
性
で
あ
つ
て
も
女
蛙
と

し
て
見
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
敬
へ
て
「
同
性
愛
」
と
呼
ば
な
い
こ
と
に
す
る
）

a
が
生
じ
（
四
七
七
頁
）
、
叉
、
男
装
の
姫
君
（
女
）
B
を
中
心
と
す

る
恋
愛
関
係
礼
・
む
・
襖
産
、
正
妻
と
し
て
結
婚
し
た
四
の
君
（
女
）

D
・
麗
貴
殿
女
御
の
妹
（
女
）
E
・
吉
野
の
富
の
姫
君
達
（
女
）
F

と
の
間
に
生
ず
る
（
四
七
九
・
四
八
七
・
五
一
七
頁
）
な
ど
、
変
装
男

女
の
夫
々
に
恋
愛
関
係
を
起
き
し
め
て
ゐ
る
に
反
し
、
「
奴
の
小
ま

ん
」
で
は
、
小
ま
ん
（
女
）
・
し
の
ぶ
（
男
）
が
共
に
親
に
似
合
は

ぬ
貞
節
な
た
め
か
、
そ
の
何
れ
に
も
第
三
者
と
の
恋
愛
関
係
が
描
か

れ
て
ゐ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
奴
の
小
ま
ん
」
に
於
て
浄
歓
寺
の
僧
某
国
勇
）
C
が

男
装
し
た
小
ま
ん
へ
女
）
宵
に
悉
慕
す
る
こ
と
（
後
編
「
一
、
行
董
風

と
り
か
へ
ば
や
物
語

奴
の
小
善
ん

里
の

l
文

女

田
カ

女

聖
〟

女

F

を
割
で
女
を
顕
す
」
の
条
、
七
二
九
頁
）
臣
は
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」

の
式
部
脚
の
宮
の
御
子
（
男
）
C
が
、
男
装
し
て
侍
従
と
な
っ
た
姫

君
（
女
）
　
B
に
懸
想
す
る
こ
と
（
四
八
四
頁
）
臣
と
同
じ
や
う
な
男

性
の
同
性
愛
的
関
係
（
栗
田
に
と
つ
て
は
、
男
装
し
た
小
ま
ん
は
男
性
と
し

て
見
ら
れ
て
を
り
、
叉
、
式
部
卿
の
宮
の
御
子
に
と
つ
て
は
、
男
装
し
た
姫

君
は
男
性
と
し
て
見
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
小
ま
ん
・
姫
君
は
共
に
実
の
女
性

で
あ
つ
て
も
夫
々
二
人
の
関
係
は
純
粋
の
恋
愛
即
ち
異
性
間
の
恋
愛
で
は
な

く
、
従
っ
て
こ
こ
に
は
「
男
性
の
同
性
愛
」
と
し
て
託
す
）
に
あ
り
、
こ
の

点
両
物
語
は
極
め
て
よ
く
類
似
し
て
ゐ
る
。

と
り
か
へ
ば
や
物
語
と
後
代
文
学

命
、
こ
の
他
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
に
は
、
朱
雀
院
が
ま
だ

帝
と
し
て
御
在
位
の
代
、
女
装
し
た
ま
ま
寓
侍
と
な
っ
た
砦
君
（
男
）

A
と
、
時
の
春
官
女
一
の
宮
（
女
）
G
と
の
間
に
生
じ
た
女
性
の
同

性
愛
的
関
係
（
実
は
こ
の
関
係
こ
そ
真
の
恋
愛
関
係
か
も
知
れ
な
い
が
、
若

君
は
女
装
し
て
ゐ
る
た
め
女
性
と
し
て
見
徹
さ
れ
て
を
り
、
こ
こ
に
は
女
性

同
志
の
「
同
性
愛
的
関
係
」
と
し
て
託
す
）
b
l
が
描
か
れ
て
ゐ
る
（
四
八
六

貫
）
。
従
っ
て
一
両
物
語
に
変
装
男
女
の
何
れ
か
に
於
け
る
同
性
愛

的
関
係
が
描
か
れ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
両
物
語
が
全
く
一
致
す
る
の

は
男
性
の
同
性
愛
的
関
係
に
あ
る
b
・
臣
に
於
て
の
み
で
あ
り
↓
と

七
五



り
か
へ
ば
や
物
語
」
に
あ
る
女
性
の
同
性
愛
的
関
係
b
L
に
対
す
る
関

係
は
「
奴
の
小
ま
ん
」
で
は
見
ら
れ
な
い
。
叉
、
「
と
り
か
へ
ば
や

物
語
」
で
b
の
関
係
に
拠
っ
て
姫
君
（
女
）
B
と
式
部
卿
の
富
の
御

子
（
男
）
C
と
の
密
通
懐
姫
尊
件
の
起
る
趣
向
は
、
仮
令
「
奴
の

小
ま
ん
」
に
げ
の
関
係
が
あ
る
に
せ
よ
、
小
ま
ん
（
女
）
R
と
泉
田

（
男
）
C
の
間
に
は
さ
う
い
ぶ
事
件
は
起
っ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
両
物
語
に
稽
々
相
違
点
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
（
因
み
に
、
「
と
り

か
へ
ば
や
物
語
」
の
b
l
の
関
係
に
於
で
も
女
一
の
宮
G
と
若
君
A
と
の
間
に

密
通
懐
肌
寧
件
が
見
ら
れ
る
）
。

最
後
に
、
両
物
語
中
に
は
変
装
男
女
に
関
係
な
き
愛
情
描
写
の
あ

る
こ
と
も
、
そ
の
共
通
点
の
一
つ
で
あ
る
と
講
へ
な
い
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
な
蒔
ら
、
そ
の
描
写
の
分
量
の
多
少
と
か
内
容
の
深
浅
に
至

っ
て
は
両
者
の
間
に
自
ら
差
異
が
あ
っ
て
、
「
奴
の
小
ま
ん
」
に
於

て
唐
衣
が
宗
景
の
側
室
と
し
て
仕
へ
る
一
方
、
家
来
の
入
江
安
濃
次

郎
と
恋
愛
関
係
を
生
じ
　
（
前
編
「
一
、
楼
に
霊
狐
和
琴
を
開
く
」
の
条
、

六
九
六
頁
）
、
叉
、
安
濃
次
郎
が
遂
に
唐
衣
を
自
分
の
正
妻
と
し
な
が

ら
横
雲
を
恋
慕
す
る
と
い
ふ
趣
向
が
あ
る
　
（
前
編
「
二
、
雨
夜
に
計
て

私
夫
を
斬
る
」
の
条
、
七
〇
四
頁
）
が
、
こ
れ
ら
の
、
物
語
発
展
に
占
め

る
地
位
は
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
の
式
部
卿
の
富
の
御
子
が
四

の
君
に
懸
想
す
る
趣
向
（
四
七
七
頁
）
の
、
物
語
の
展
開
に
重
要
な
役

割
を
果
す
の
と
比
較
す
れ
ば
、
頗
る
軽
く
描
写
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

四

七
六

江
戸
時
代
の
文
化
文
政
期
は
武
士
階
級
が
腐
敗
堕
落
し
て
そ
の
町

人
化
・
女
性
化
は
頂
点
に
達
し
、
婁
楽
淫
蕩
の
風
潮
は
大
名
・
幕
府
に

も
浸
潤
し
た
が
、
そ
の
時
に
当
っ
て
発
刊
さ
れ
た
（
文
化
四
年
～
西

紀
一
八
〇
七
年
－
）
の
が
「
奴
の
小
ま
ん
」
で
あ
る
。
恰
も
「
と
り

か
へ
ば
や
物
語
」
が
王
朝
貴
族
の
衰
微
顧
廃
し
た
中
に
現
れ
た
如
く
、

「
奴
の
小
ま
ん
」
も
亦
か
か
る
時
代
の
影
響
を
幾
分
で
も
蒙
っ
た
と

謁
へ
な
い
こ
と
も
な
い
だ
ら
う
が
、
後
に
「
源
氏
物
語
」
を
翻
案
し

て
「
修
紫
田
舎
源
氏
」
を
書
き
、
そ
の
他
「
心
中
天
網
島
」
に
拠
っ

た
「
桔
梗
辻
千
種
之
杉
」
、
「
心
中
管
庚
申
」
を
翻
案
し
た
「
薪
う
つ

ぼ
物
語
」
、
「
国
姓
爺
合
戦
」
を
原
拠
と
し
た
「
唐
人
髭
今
国
姓
爺
」

な
ど
古
典
・
苫
浄
瑠
璃
及
び
狂
言
の
翻
案
叉
は
絢
交
ぜ
の
短
篇
物
を

著
作
す
る
こ
と
の
多
か
つ
た
穣
崖
が
、
「
薪
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」

と
銘
う
つ
て
こ
こ
に
「
奴
の
小
ま
ん
」
を
発
刊
し
た
こ
と
を
考
へ
る
と
、

彼
が
よ
く
当
時
の
淫
蕩
的
世
相
を
洞
察
し
て
、
そ
の
共
通
し
た
時
代

を
遙
か
王
朝
末
期
に
求
め
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
に
描
か
れ
た
頼

廃
期
の
産
物
と
も
謂
ふ
べ
き
変
装
を
一
趣
向
と
し
て
、
作
品
に
取
り

入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
無
理
は
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
、
「
奴
の

小
ま
ん
」
が
「
雨
月
物
語
」
や
「
梅
砦
丸
一
代
記
」
等
の
著
し
い
影
響
を

蒙
っ
て
ゐ
る
他
、
「
秋
の
夜
の
長
物
語
」
と
関
係
交
渉
の
あ
る
こ
と
は
、

既
に
後
藤
丹
治
先
生
も
指
摘
し
て
を
ら
れ
る
（
「
中
世
国
文
学
研
究
」
八

六
頁
）
が
、
以
上
の
如
く
、
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
」
も
亦
勘
か
ら
ず
影

響
を
与
へ
た
一
党
行
文
学
作
品
と
謂
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
思
ふ
の
で

あ
る
。
　
　
　
　
（
昭
和
二
三
・
八
・
八
稿
、
昭
和
二
九
・
五
・
九
補
訂
）

遁

世

説

美

少

年

録

の

一

1
－
作
風
と
原
拠
　
に
　
つ
　
い
　
て
～
1

考
察山　　）

一

　

安

曲
亭
馬
琴
の
読
本
に
近
世
説
美
少
年
録
と
い
ふ
の
か
あ
る
。
こ
の

作
品
は
文
政
十
一
年
に
第
一
蹄
を
刊
行
し
、
天
保
五
年
第
四
輯
迄
出

し
て
一
時
筆
を
止
め
た
が
、
そ
の
後
弘
化
二
年
、
新
局
玉
石
童
子
訓

と
い
ふ
標
題
で
稿
を
継
い
だ
、
し
か
し
弘
化
四
年
、
第
六
十
回
に
至

っ
て
中
絶
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
作
品
は
、
あ
ま
り
傑
作
で
あ
る
と
は
い
へ
な
い
が
、
興
味
あ

る
問
題
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
ふ
に
、
作
風

の
問
題
で
あ
る
、
従
来
こ
の
作
品
に
関
し
て
よ
く
い
は
れ
る
事
は
、

前
半
の
作
風
と
後
半
の
そ
れ
と
の
問
に
著
し
い
差
異
が
あ
り
、
殊
に

前
半
の
趣
向
や
叙
述
の
有
様
な
ど
は
、
馬
琴
の
読
本
と
し
て
は
全
く

異
例
に
属
す
る
、
と
い
ふ
掌
で
あ
る
、
す
な
は
ち
前
半
の
主
人
公
は

不
良
少
年
と
も
い
ふ
べ
き
人
物
で
あ
り
、
叉
そ
の
い
く
つ
か
の
場
面

は
極
め
て
淫
蕩
な
描
写
が
為
さ
れ
て
ゐ
る
雷
な
ど
は
、
他
の
馬
琴
の

近
世
説
美
少
年
録
の
一
考
察

作
品
に
見
る
徹
底
し
た
道
徳
思
想
を
知
る
読
者
か
ら
見
れ
ば
奇
異
の

感
を
抱
か
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
が
後
半
に
入
る
と
そ
の
作
風
は
一
変
し
て
勧
善
懲
悪

的
な
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
。
な
は
私
が
不
審
に
感
ず
る
も
う
ー
つ
の

薯
は
、
第
五
十
回
の
少
し
前
あ
た
り
か
ら
第
六
十
回
の
面
絶
し
た
箇

所
迄
は
、
あ
た
か
も
独
立
し
た
別
館
の
物
語
の
如
き
感
が
あ
る
雷
で

あ
る
。
前
半
の
主
人
公
朱
之
介
は
退
場
し
て
代
り
に
二
人
の
美
少
年

が
登
場
す
る
上
に
、
義
士
た
ち
つ
ど
つ
て
不
仁
の
領
主
を
討
ち
、
さ

う
し
て
一
応
の
大
団
円
を
見
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
何
と
し
て
も
前

半
の
筋
書
に
関
係
な
く
別
の
物
語
を
持
来
っ
て
つ
な
い
だ
様
な
感
が

あ
る
雪
を
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
い
く
つ
か
の
疑
問
の
う
ち
、
前
半
の
作
風
に
つ
い
て
は

麻
生
磯
次
博
士
の
研
究
に
依
っ
て
、
中
国
小
説
「
棒
杭
間
評
全
伝
」

を
原
拠
と
し
た
た
め
で
あ
る
葺
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
居
り
、
私
が
こ

七
七


