
茂

平
　
仲
　
物
　
語
　
の
　
構
　
成

＝

平
価
物
語
は
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
と
と
も
に
「
歌
物
語
」
と
よ
ば
れ
、
平

貞
文
を
主
人
公
に
し
た
三
十
八
段
の
小
話
か
ら
成
っ
て
い
る
。

こ
の
物
語
の
作
者
を
、
、
貞
文
自
身
と
考
え
る
説
と
、
貞
文
以
外
の
者
と
考
え

る
説
と
あ
っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
ど
ち
ら
と
も
決
め
て
が
な
蛤
の
で
あ
る
が
、

平
仲
物
語
十
四
段
に
「
ま
ず
平
中
、
…
…
と
よ
み
け
り
。
」
と
「
平
中
」
の
名
前

を
だ
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
ま
た
貞
文
と
肩
を
並
べ
る
そ
の
頃
の
歌
人
に
は
、

例
え
ば
賭
恒
集
、
定
則
集
、
貫
之
集
、
伊
勢
集
、
本
院
侍
従
集
、
遍
昭
集
の
よ

う
に
、
そ
の
成
立
編
纂
に
疑
問
は
あ
る
に
し
て
も
、
家
集
が
残
っ
て
い
る
し
、

特
に
貞
文
と
交
渉
の
あ
っ
た
（
恋
愛
関
係
）
伊
勢
の
御
と
本
院
侍
従
に
家
集
が

お
る
点
等
か
ら
み
て
、
貞
文
自
記
の
貞
文
集
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、

員
文
以
外
の
誰
か
が
平
価
物
語
を
作
っ
た
ろ
う
、
と
す
る
立
場
に
た
っ
て
稿
を

進
め
て
い
く
。

さ
て
平
価
物
語
は
平
申
日
記
、
貞
文
日
記
と
も
よ
ば
れ
て
、
物
語
と
日
記
と

両
方
の
呼
名
を
も
つ
一
群
の
作
品
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
。
一
群
の
作
品
と

は
、
伊
勢
物
語
－
在
五
中
将
日
記
、
和
泉
式
部
物
語
－
和
泉
式
部
日
記
、
多
武

塞
少
将
物
語
－
高
光
日
記
、
箕
物
語
－
窒
日
記
等
で
あ
る
。

森

　

　

本

一
八

と
こ
ろ
で
平
仲
物
語
と
伊
勢
物
語
の
諸
段
を
各
々
物
語
形
式
の
面
か
ら
分
類

し
て
み
る
と
、
平
価
物
語
は
伊
勢
物
語
の
形
式
か
ら
は
る
か
に
進
ん
だ
形
式
の

も
と
に
、
物
語
化
も
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
和
泉
、
多
武
塞
、
笠
物
語
を
生

み
だ
す
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
平
伸
物
語
の
構
成
に
つ
い
て
、
私
は
内
部
徴
証
に
も
と
づ
い
て
文

の
形
式
と
そ
の
展
開
の
相
を
中
心
に
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

初
め
に
伊
勢
物
語
と
平
仲
物
語
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

伊
勢
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
古
来
多
く
の
説
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
い

ま
福
井
貞
助
氏
の
御
説
に
よ
る
と
、
「
透
視
さ
れ
る
原
体
は
お
そ
ら
く
四
季
、

恋
、
雑
、
賀
、
哀
傷
な
ど
い
う
様
な
整
理
さ
れ
た
歌
集
、
業
平
家
集
で
あ
る
ら

し
い
。
業
平
の
詠
革
が
あ
る
程
度
他
歌
の
増
加
も
あ
り
、
こ
の
様
に
整
理
さ
れ

た
本
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
と
に
し
て
歌
物
語
に
構
成
」
し
て
、
「
古
今
集
等

の
歌
を
吸
収
L
 
L
で
、
「
勢
語
の
形
成
は
古
今
よ
り
後
撰
の
時
代
へ
か
け
て
最

も
盛
ん
で
あ
っ
た
ろ
う
が
そ
れ
以
後
も
つ
づ
く
と
見
ら
れ
る
。
」
　
と
の
ぺ
て
お

ら
れ
る
。

平
価
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
三
十
八
段
の
後
半
に
「
富
小
路
の
右
大
臣

殿
」
（
時
平
の
子
藤
原
顕
忠
）
と
あ
っ
て
、
「
誠
や
、
槍
の
隈
河
は
…
⊥
以
下

を
後
の
時
代
の
附
託
と
考
え
る
点
は
、
萩
谷
朴
氏
、
日
加
田
さ
く
を
氏
と
も
一

致
し
て
い
て
、
こ
の
部
分
以
外
の
平
価
物
語
す
な
わ
ち
陳
平
仲
物
語
は
、
顕
忠

が
右
大
臣
に
任
官
し
た
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
以
前
、
お
よ
そ
延
長
年
間
（
九

二
三
～
九
三
〇
）
に
成
立
し
た
ろ
う
と
、
日
加
田
氏
は
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

両
書
と
も
現
存
本
と
原
形
本
と
の
間
に
生
成
の
過
程
が
あ
っ
て
、
両
書
の
比

較
に
困
難
を
覚
え
る
の
で
あ
る
が
、
現
存
本
に
基
づ
い
て
い
っ
て
原
形
本
の
形

態
も
推
論
し
て
い
く
外
は
な
い
。

注
1
　
「
平
価
説
」

清
水
泰
「
平
貞
文
（
平
仲
）
伝
の
一
考
察
」
　
（
立
命
館
文
学
、
昭

和
二
十
四
年
十
一
月
）

日
加
田
さ
く
を
「
平
仲
物
語
諭
」

「平卓説」

宮
田
和
一
郎
「
王
朝
三
日
記
新
釈
」
解
題

萩
谷
　
　
朴
「
日
本
文
学
史
、
中
古
」
　
（
至
文
堂
）

「不明」山
岸
　
篠
平
「
平
申
物
語
」
解
説
（
日
本
古
典
全
書
）

秋
山
　
　
虔
「
平
申
物
語
」
解
説
（
日
本
古
典
文
学
全
集
）

現
状
で
は
い
ず
れ
と
も
決
め
か
ね
る
。
本
稿
で
は
「
平
価
説
」
に
従
っ

て
い
く
。

注
2
　
三
十
八
段
、
三
十
九
段
、
四
十
段
と
、
以
上
三
つ
の
分
け
方
が
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
宮
田
氏
、
荻
谷
氏
の
と
ら
れ
た
三
十
八
段
の
テ
キ
ス

ト
に
従
っ
て
い
く
。

従
っ
て
、
他
の
区
切
り
方
に
よ
っ
た
も
の
は
、
三
十
八
段
の
分
け
方

平
仲
物
語
の
構
成

に
そ
ろ
え
た
。

注
3
　
日
加
田
さ
く
を
「
平
仲
物
語
論
」

注
4
　
宮
田
和
一
郎
「
王
朝
三
日
記
新
釈
」

萩
谷
　
朴
「
日
本
文
学
史
、
中
古
」
　
（
至
文
堂
）

池
田
　
亀
鑑
「
物
語
文
学
」
　
（
至
文
堂
）

今
井
　
卓
爾
「
平
安
時
代
日
記
文
学
の
研
究
」

注
5
　
福
井
　
貞
助
「
伊
勢
物
語
の
生
成
」
　
（
解
釈
と
鑑
賞
、
昭
和
三
十
一

年
十
一
月
）

ニ

近
藤
忠
義
氏
は
「
日
本
文
学
原
論
」
の
中
で
、
「
伊
勢
物
語
の
構
成
」
に
つ

い
て
言
及
し
、
「
単
純
に
短
歌
と
そ
の
詞
書
と
か
ら
成
る
も
の
」
、
「
詞
書
の
延

び
た
も
の
」
、
「
あ
と
書
き
を
添
へ
た
も
の
」
に
分
け
、
「
独
立
せ
る
短
歌
が
贈

答
歌
で
あ
る
場
合
も
亦
同
様
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
ら
の
各
々
が
物
語
構
成
上
謂

は
ば
一
単
位
」
を
な
し
て
、
「
こ
れ
ら
の
単
位
を
二
単
位
以
上
連
結
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
：
：
構
想
上
の
複
雑
性
－
正
確
に
言
へ
ば
『
和
歌
的
』
な
る
も
の
か

ら
『
物
語
的
』
な
る
も
の
へ
の
発
展
－
を
も
た
ら
す
に
至
っ
て
居
る
」
と
の
べ

て
、
具
体
的
に
伊
勢
物
語
の
本
文
を
引
い
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。

物
語
形
式
を
こ
の
よ
う
に
分
類
し
て
み
る
の
は
至
極
当
然
の
方
法
で
あ
る
が
、

私
は
以
下
実
際
に
分
類
す
る
に
当
っ
て
、
便
宜
上
H
か
ら
㈲
ま
で
の
形
式
に
ま

と
め
、
し
か
も
「
詞
書
の
延
び
た
も
の
」
と
「
あ
と
書
き
を
添
へ
た
も
の
」
と

を
一
つ
の
単
位
に
く
く
っ
て
臼
と
し
た
。

さ
て
、
こ
の
方
法
で
伊
勢
物
語
と
平
仲
物
語
と
較
べ
て
み
る
と
、
平
仲
物
語

で
は
二
単
位
以
上
連
結
し
た
場
合
が
全
体
の
割
合
で
ず
っ
と
多
く
な
っ
て
い
る
。

次
に
形
式
面
か
ら
比
較
し
て
み
る
。

一
九
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「
単
純
に
短
歌
（
贈
答
歌
）
と
そ
の
詞
雷
と
か
ら
成
る
形
式

伊
勢
物
語
（
岩
波
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

昔
、
色
好
み
な
り
げ
ろ
女
、
出
で
て
い
に
け
れ
ば
、

な
ど
て
か
く
あ
ふ
ご
か
た
み
に
な
り
に
け
ん

水
も
ら
さ
じ
と
結
び
し
も
の
を
　
　
（
二
十
八
段
）

こ
う
い
う
形
式
は
伊
勢
物
語
で
は
他
に
、
十
一
、
二
十
六
、
二
十
九
、
三
十
、

三
十
五
、
三
十
六
段
等
み
な
で
三
十
段
余
あ
り
、
贈
答
歌
の
場
合
は
、
十
三
、

十
七
、
十
八
、
二
十
、
二
十
五
段
等
、
約
二
十
段
あ
る
。
以
上
約
五
十
段
は
、

業
平
集
の
素
朴
な
形
態
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
物
語
化
の
お
く
れ
た
形
式

で
あ
る
。

平
仲
物
語
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

平
価
物
語
（
宮
田
氏
「
王
朝
三
日
記
新
釈
」
本
）

又
こ
の
男
、
大
方
な
る
も
の
か
ら
、
時
々
を
か
し
ぎ
事
は
い
ひ
け
り
。
そ
れ

に
桜
の
い
み
じ
う
面
白
き
を
折
り
て
男
の
い
ひ
や
る
。

咲
き
て
散
る
花
と
知
れ
る
を
見
る
時
は

心
の
な
は
も
あ
ら
ず
も
あ
る
か
な

女
返
し
、

年
ご
と
の
花
に
わ
が
身
を
な
し
て
し
が

君
が
心
や
し
ば
し
と
ま
る
と
　
　
　
　
（
八
段
）

平
仲
物
語
で
は
H
に
属
す
る
形
式
は
右
の
よ
う
に
贈
答
歌
で
あ
る
も
の
ば
か

り
で
、
五
、
八
、
十
、
二
十
一
段
の
四
つ
の
段
で
あ
る
。

二
、
詞
雷
の
延
び
た
形
式
、
を
と
雪
ぎ
を
添
え
た
形
式

詞
書
の
延
び
た
形
式
と
登
と
書
き
を
添
え
た
形
式
と
別
々
に
あ
げ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
が
、
「
詞
書
を
延
ば
す
」
試
み
は
同
時
に
「
あ
と
書
き
を
添
え
る
」
試

二
〇

み
に
直
結
す
る
性
質
の
も
の
で
、
物
語
化
に
ふ
み
切
る
段
階
は
同
時
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
こ
こ
で
は
一
緒
に
扱
う
。

平
価
物
語

又
こ
の
同
じ
男
、
こ
の
二
年
ば
か
り
、
物
い
ひ
す
さ
ぶ
る
人
ぞ
あ
り
け
る
。

い
か
で
な
は
対
面
せ
む
と
い
ふ
心
ぞ
切
に
あ
り
げ
ろ
。
返
り
ご
と
に
女
か
く

なむ。わ
た
つ
う
み
の
底
に
あ
れ
た
る
み
る
め
を
ば

三
年
漕
ぎ
て
ぞ
蟹
は
刈
り
け
る

男
返
し

う
ら
み
つ
つ
春
三
返
り
を
潜
が
む
ま
に

命
絶
え
ず
は
さ
て
や
や
み
な
む

か
か
る
程
に
こ
の
男
「
死
ぬ
べ
く
病
み
て
な
む
」
と
告
げ
れ
ば
、
問
ほ
で
や

み
に
け
れ
は
、
さ
て
や
み
に
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
段
）

詞
書
の
延
び
た
、
あ
と
書
き
を
添
え
た
、
と
い
う
言
い
方
は
、
和
歌
を
主
に

考
え
、
地
の
文
を
従
と
し
て
い
る
段
階
の
こ
と
ば
で
、
㈲
の
形
式
は
こ
の
主
従

を
逆
に
し
た
場
合
で
あ
る
。

さ
て
臼
の
形
式
は
伊
勢
物
語
で
は
一
、
二
、
三
段
等
、
約
六
十
段
、
平
仲
物

語
で
は
三
、
四
、
六
、
十
二
、
十
四
、
十
六
、
二
十
、
二
十
三
、
二
十
四
、
二

十
六
、
三
十
、
三
十
一
、
三
十
三
、
三
十
七
段
で
十
四
段
あ
る
。
こ
の
形
式
を

H
の
形
式
と
比
較
し
て
み
る
と
、
時
間
的
に
幅
広
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特

色
が
あ
る
。

三
、
一
と
二
の
形
式
が
二
回
以
上
連
結
し
た
形
式

伊
勢
物
語
の
二
十
一
段
は
四
つ
の
単
位
が
連
結
し
て
い
る
こ
と
を
近
藤
氏
は

具
体
的
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る
が
、
平
価
物
語
で
こ
の
形
式
を
求
め
る
。

平
仲
物
語

又
こ
の
男
、
久
し
う
物
い
ひ
わ
た
る
人
あ
り
け
り
。
「
産
経
ぬ
る
を
、
み
づ

か
ら
い
か
む
」
と
い
へ
ば
、
返
り
ご
と
に
女
、

あ
ふ
事
の
と
は
た
あ
ふ
み
な
る
我
な
れ
ば

勿
来
の
関
も
み
ち
の
ま
ぞ
な
き

男
返
し
、

勿
来
て
ふ
関
を
は
す
ゑ
で
あ
ふ
事
を

ち
か
た
ふ
み
に
も
君
は
な
さ
な
む

か
う
い
ヘ
ビ
、
こ
の
女
更
に
あ
は
ず
、
上
衆
め
き
け
れ
ば
、
男
い
ひ
わ
び
て

物
も
い
ほ
ざ
り
け
れ
ば
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
女
い
ひ
た
り
。

思
ひ
あ
つ
み
袖
こ
が
ら
し
の
森
な
れ
や

頼
む
言
の
葉
も
ろ
く
散
る
ら
む

返し、君
恋
ふ
と
我
こ
そ
胸
は
こ
が
ら
し
の

森
と
も
わ
ぶ
れ
影
と
な
り
つ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
段
）

右
の
段
は
、
「
勿
来
て
ふ
」
の
歌
ま
で
が
一
単
位
「
か
う
い
ヘ
ビ
」
以
下
が

一
単
位
、
都
合
二
単
位
の
連
結
で
成
立
っ
て
い
る
。
こ
の
単
位
が
三
回
、
四
回
、

五
回
…
…
と
回
を
多
く
連
結
し
て
い
く
と
、
当
事
者
間
の
心
理
の
展
開
が
持
続

的
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
い
う
形
式
は
伊
勢
物
語
で
は
、
二
十
一
、
二
十
二
、
二
十
三
、
二
十
四
、

五
十
段
等
十
段
余
あ
る
し
、
平
仲
物
語
で
は
、
二
　
二
、
七
、
九
、
十
一
、
十

三
、
十
五
、
十
九
、
二
十
九
、
三
十
二
、
三
十
五
、
三
十
八
段
で
、
十
二
段
あ

る
。
右
に
引
用
し
た
十
五
段
は
単
位
の
連
結
と
い
っ
て
か
一
一
回
限
り
で
あ
っ
て
、

単
純
な
結
合
の
部
類
に
入
る
が
、
右
に
ぬ
げ
た
諸
段
の
中
に
は
も
っ
と
多
く
の

平
仲
物
語
の
構
成

結
合
し
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
単
位
の
連
結
が
多
く
な
っ
て
い
く
と
、
連
結
の
仕
方
が
う
ま
く
い

か
な
い
で
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
作
者
が
ポ
ロ
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。
平
仲
物
語

の
二
段
は
五
つ
の
贈
答
歌
が
連
結
し
て
あ
る
が
、
贈
歌
に
対
し
て
答
歌
が
ど
う

し
て
も
意
味
の
上
か
ら
続
か
な
い
。
同
じ
歌
が
伊
勢
集
に
も
あ
る
か
ら
対
照
し

て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
伊
勢
集
が
誤
り
混
入
し
た
ら
し
い

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
作
者
の
ミ
ス
か
、
あ
る
い
は
平
伸
物
語
増
補
途
中
の

偶
然
の
混
入
な
の
か
、
あ
る
い
は
他
に
原
因
が
あ
る
の
か
、
い
ま
の
と
こ
ろ
は

っ
き
り
し
て
い
な
い
。

外
に
三
十
八
段
の
後
半
の
部
分
に
つ
い
て
、
後
の
時
代
の
増
補
か
、
と
い
う

説
が
行
わ
れ
て
い
る
。

右
の
二
段
と
三
十
八
段
と
は
問
題
が
残
る
と
し
て
も
、
他
の
段
に
関
し
て
は

一
応
整
然
と
連
結
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
整
然
と
」
い
っ
た
が
、
こ
の
「
整
然

と
し
た
連
結
」
と
い
う
の
は
、
実
は
平
仲
物
語
作
者
の
編
集
の
過
程
を
経
た
も

の
で
洩
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
一
段
と
九
段
と
に
は
、
特
に
編
集
の
あ
と
が

う
か
が
え
る
か
ら
、
こ
の
二
段
に
つ
い
て
次
に
述
べ
て
み
る
。

平
価
物
語
は
平
貞
文
を
主
人
公
に
し
た
物
語
と
い
う
だ
け
で
、
お
互
の
段
は

ま
っ
た
く
関
連
を
も
た
な
い
断
片
的
な
小
物
語
と
考
え
ら
れ
て
い
る
中
に
あ
っ

て
、
荻
谷
朴
氏
が
「
四
期
の
順
序
を
逐
っ
た
形
跡
が
み
ら
れ
、
母
胎
と
な
っ
た

貞
文
集
と
の
密
接
な
関
連
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。
」
（
日
本
文
学
史
、
中
古
）
と
指

摘
さ
れ
た
。
各
段
の
う
ち
季
節
や
月
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
を
順
に
整
理

し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
秋
・
冬
・
春
・
翌
春
（
一
段
－
秋
・
冬
・
司

召
・
翌
春
の
司
召
）
秋
（
二
段
－
秋
・
菊
・
月
）
春
（
五
段
－
正
月
の
一
日
の

日
、
六
段
－
驚
、
七
段
－
二
月
、
八
段
－
桜
）
春
・
夏
・
秋
（
九
段
－
桜
・
た

二
一
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に
も
が
く
・
白
露
）
夏
（
十
二
段
－
夏
の
夜
の
月
・
ほ
と
と
ぎ
す
）
秋
（
十
三

段
－
七
月
七
日
、
十
四
段
－
を
み
な
へ
し
、
十
七
段
－
月
、
十
八
段
～
す
く
も

び
、
十
九
段
－
菊
・
月
、
二
十
、
二
十
一
段
～
菊
、
二
十
二
、
二
十
五
、
二
十

七
、
二
十
九
段
－
月
、
三
十
段
－
も
み
ぢ
）
冬
（
三
十
二
段
－
霜
月
の
一
日
の

目
）
審
（
三
十
三
段
－
花
摘
み
、
三
十
四
段
－
桜
・
春
の
は
て
が
た
、
三
十
五

段
－
春
）
秋
（
三
十
六
段
－
そ
の
年
の
秋
）

一
段
は
＋
男
（
平
仲
）
が
も
う
一
人
の
男
（
時
平
）
と
あ
る
女
を
得
た
い
と

競
っ
て
い
た
が
、
さ
い
わ
い
に
女
を
得
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
為
に
も
う
一
人
の

男
が
こ
の
男
に
さ
ん
ざ
ん
無
礼
な
態
度
を
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
男
は
宮
仕
え
も

い
や
に
な
り
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
内
に
免
官
に
な
る
。
出
家
し
だ
い
と
思
っ
て

も
両
親
の
許
し
が
得
ら
れ
な
い
し
、
し
か
た
な
く
友
人
た
ち
と
酒
を
飲
ん
で
は

気
を
ま
ざ
ら
わ
し
た
り
し
て
日
を
送
っ
て
い
た
。
春
の
司
召
に
音
沙
汰
な
く
、

翌
春
の
司
召
も
す
ぎ
、
そ
の
直
物
に
よ
ケ
や
く
も
と
の
官
よ
り
も
う
少
し
よ
い

官
に
復
し
た
。
」
　
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
、
「
今
は
昔
、
男
二
人
し
て
女
一
人

を
よ
ぼ
ひ
け
り
。
」
　
で
始
ま
り
、
「
時
し
も
あ
れ
、
秋
の
頃
に
さ
へ
あ
り
ば
れ

は
」
　
（
秋
）
、
「
斯
か
る
程
に
冬
に
な
り
ぬ
れ
ば
」
（
冬
）
、
「
そ
の
司
召
に
空
し

ぅ
な
り
ぬ
れ
ば
」
（
春
）
、
「
そ
の
司
召
に
も
か
ゝ
ら
ず
旗
り
に
げ
ろ
に
」
　
（
翌

春
）
と
い
う
よ
う
に
季
節
を
お
っ
で
の
ぺ
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
一
段
と
九
段
と
だ
け
が
三
つ
以
上
の
季
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。

一
段
の
中
で
は
男
が
官
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
悶
々
と
し
た
毎
日
を
送
っ
て
l
い

る
う
ち
、
友
だ
ち
が
や
っ
て
き
て
月
の
夜
酒
を
く
み
か
わ
し
て
心
を
慰
め
る
と

こ
ろ
（
秋
）
が
一
番
し
み
じ
み
し
た
趣
が
あ
り
、
ま
た
文
量
も
全
段
の
三
分
の

二
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
古
今
集
や
古
今
六
帖
、
拾
遺
集
に
も
の
っ
て
い
る

二
二

歌
「
憂
さ
世
に
は
か
ど
さ
せ
り
と
も
見
え
な
く
に
な
ぞ
も
わ
が
身
の
出
で
が
て

に
す
る
」
　
（
一
段
十
首
の
歌
の
う
ち
、
こ
の
歌
だ
け
他
案
に
入
っ
て
い
る
）
は

秋
の
部
分
に
入
っ
て
い
る
。
ま
た
北
村
季
吟
の
「
大
和
物
語
抄
」
の
巻
末
に
の

っ
て
い
る
平
申
説
話
（
数
段
あ
っ
て
平
仲
物
語
の
異
本
の
断
片
と
思
わ
れ
る
）

で
は
、
一
段
の
秋
の
部
分
の
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
冬
・
春
の
部
分
は
全

く
本
文
な
く
、
「
き
り
げ
ろ
程
に
い
と
漆
か
ら
ぬ
事
な
り
け
れ
ば
も
と
の
官
に

な
り
に
け
り
。
こ
の
友
だ
ち
ど
も
は
窮
恒
友
別
が
は
ど
な
り
け
り
。
」
　
で
結
ん

で
い
る
。
す
な
わ
ち
巻
末
説
話
で
は
一
段
は
ほ
と
ん
ど
秋
の
話
で
ぬ
る
。
な
お

一
段
の
最
初
の
部
分
に
つ
い
て
山
岸
徳
平
氏
は
「
成
立
当
初
の
本
文
に
、
あ
と

か
ら
詩
の
や
う
な
も
の
が
混
入
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
」

と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

こ
う
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
一
段
は
ま
す
ま
す
秋
を
中
心
に
ま
と
ま
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
一
段
は
、
秋
の
話
を
中
心
に
し
て
前
後
の
話
は
適

宜
そ
の
位
置
に
編
集
し
た
の
で
あ
っ
だ
ろ
う
。
最
初
の
段
で
あ
る
し
、
貞
文
集

を
物
語
化
す
る
時
の
作
者
の
編
集
意
識
は
他
の
段
以
上
に
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ

ネノ。

九
段
で
は
、
春
桜
の
花
の
小
枝
に
つ
け
て
、
女
と
恋
の
歌
を
よ
み
か
わ
し
て
、

「
そ
の
夜
は
よ
そ
な
が
ら
か
へ
り
に
け
り
」
「
ゐ
し
た
に
女
の
も
と
よ
り
」
「
く

れ
に
き
た
り
」
　
「
ぬ
け
ぬ
れ
ば
帰
り
ぬ
」
と
い
う
具
合
に
春
の
部
分
が
最
も
く

わ
し
く
、
文
童
も
全
体
の
半
分
以
上
で
あ
る
。
一
段
と
同
様
な
事
情
の
も
と
に

泰
を
中
心
に
し
て
編
集
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

脚
、
地
の
史
が
和
歌
を
包
む
形
式

こ
れ
ま
で
H
臼
田
の
形
式
に
分
け
て
の
べ
て
き
た
が
、
物
語
形
式
の
発
展
の

面
か
ら
一
応
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

O
i
－
臼
↓
宙
　
－
　
⑩

一

　

　

　

　

　

↓

田
の
形
式
の
発
展
し
た
も
の
が
⑬
の
形
式
で
あ
る
。
田
で
は
「
和
歌
に
詞
書

や
、
詞
書
の
延
び
た
も
の
や
、
あ
と
嘗
さ
を
添
え
た
」
一
単
位
が
二
回
以
上
連

結
し
た
形
式
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
単
位
の
中
で
は
ま
だ
和
歌
が
主
の
立
場
を
確

保
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
本
来
贈
答
歌
は
「
和
歌
に
よ
る
会
話
」
な
の
で
、
贈

答
歌
が
連
結
し
て
い
く
う
ち
に
は
、
自
然
と
地
の
文
の
会
話
に
転
向
し
て
い
く
。

㈲
に
属
し
て
い
る
平
価
物
語
の
中
で
例
え
ば
次
の
よ
う
に
そ
の
傾
向
が
み
え
で

いる。
1
（
男
が
知
り
あ
い
の
女
に
く
る
よ
う
に
い
う
と
、
そ
の
女
は
美
し
い
女
友
達

を
連
れ
て
き
た
。
男
の
家
ま
で
く
る
と
そ
の
女
友
達
は
「
も
う
送
っ
た
の

で
用
は
な
い
か
ら
帰
り
ま
す
。
」
と
い
う
。
男
は
「
今
夜
だ
け
で
も
泊
っ

て
い
き
な
さ
い
。
」
と
い
う
。
女
友
達
は
「
ま
あ
、
い
や
ら
し
い
」
と
は

い
う
も
の
の
）

女
　
難
波
潟
お
き
て
も
行
か
む
彊
田
鶴
の

声
ふ
り
出
で
て
鳴
き
も
と
ど
め
よ

男
返
し
、

男
　
難
波
江
の
潮
満
つ
ま
で
に
鳴
く
田
鶴
を

又
い
か
な
れ
ば
お
き
て
行
く
ら
む

女
　
「
あ
l
由
曹
i
矧
背
中
卑
坤
割
判
引
割
当
到
」

（
と
は
い
っ
た
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
そ
の
夜
女
友
達
は
泊
っ
て
帰

っ
た
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
十
三
段
）

2
（
こ
の
男
が
、
こ
の
男
に
反
感
を
も
っ
て
い
る
男
達
に
よ
っ
て
く
だ
ら
な

い
デ
マ
や
噂
を
た
て
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
男
は
「
気
晴
し
で
も
し
よ
う
。
」

平
仲
物
語
の
構
成

と
思
っ
て
、
あ
る
時
、
摂
津
の
国
の
女
の
許
に
出
か
け
て
い
っ
た
。
）

男
　
「
坤
目
早
到
む
－
割
引
笥
割
引
割
判
嵐
矧
記
す
引
」

と
い
へ
り
け
れ
は
、

女
　
世
の
憂
き
を
思
ひ
な
が
す
の
浜
な
ら
ば

裁
き
へ
と
も
に
行
く
べ
き
も
の
を

と
あ
る
返
し
、

男
　
憂
き
事
よ
い
か
で
聞
か
じ
と
殻
へ
つ
つ

ち
が
へ
な
が
す
の
浜
ぞ
い
ざ
か
し

と
て
い
に
け
り
。

（
そ
の
後
、
男
は
長
州
の
浜
に
行
っ
た
。
…
・
・
）
　
　
　
　
（
三
十
五
段
）

右
の
傍
線
を
引
い
た
二
箇
所
は
本
来
和
歌
で
の
べ
る
筈
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
が
他
の
文
中
の
会
話
に
転
向
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
転
向
が
限
り

な
く
続
い
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
他
の
文
が
和
歌
を
包
む
形
式
が
生
れ
て
く
る
。

伊
勢
物
語
で
は
、
六
、
九
、
六
十
五
、
六
十
九
段
等
約
十
段
、
平
仲
物
語
で
は
、

十
七
、
十
八
、
二
十
二
、
二
十
五
、
二
十
七
、
二
十
八
、
三
十
四
、
三
十
六
段

の
八
つ
の
段
で
あ
る
。

以
上
H
か
ら
㈲
ま
で
の
形
式
を
通
し
て
伊
勢
物
語
と
平
仲
物
語
の
諸
段
を
分

類
し
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
う
形
式
は
㈲
の
項
で
図
示
し
た
よ
う
に
発
展

段
階
に
応
じ
た
呼
名
で
あ
る
為
に
、
数
学
的
に
区
分
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
特
に
田
と
脚
の
区
別
は
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
両
物
語
の
各
段
を
物
語
形

式
の
段
階
か
ら
比
較
す
る
為
に
、
傾
向
性
と
し
て
試
み
た
の
で
お
っ
た
。
以
上

の
結
果
を
次
に
表
に
ま
と
め
て
お
く
。

二
三
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伊
勢
物
語
（
百
二
十
五
段
）

平
価
物
語
　
（
三
十
八
段
）

細
評
一
口
鮭

I
J
固
唾
十
l
J
」
劇

注
1
　
田
と
㈲
の
形
式
の
関
係
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
宙
の
発
展
し
た
の

が
㈲
の
形
式
と
考
え
ら
れ
る
為
に
、
臼
と
㈲
と
を
厳
密
に
一
線
を
か
く

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

注
2
　
山
岸
徳
平
「
乎
中
日
記
」
解
説
（
日
本
古
典
全
書
）

三

次
に
伊
勢
物
語
と
平
仲
物
語
と
比
較
し
て
み
る
と
、
平
仲
物
語
に
は
贈
答
歌

が
多
く
な
っ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
贈
答
歌
の
回
数
を
み
る
と
伊
勢
物
語

で
は
、
一
回
－
三
十
二
（
三
十
二
の
段
の
意
）
、
二
回
－
七
、
三
回
－
二
、
平

価
物
語
で
は
一
回
－
十
六
、
二
回
－
二
、
三
回
－
五
、
四
回
－
四
、
五
回
－
一
、

十
回
－
一
、
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
九
段
で
は
十
回
も
続
い
て
い

る
。
平
仲
物
語
三
十
段
で
は
贈
答
歌
の
後
に
「
返
し
ま
き
り
な
り
げ
ろ
」
と
あ

っ
て
、
物
語
作
者
が
批
判
し
て
い
る
。
貞
文
集
に
は
多
く
の
贈
答
歌
が
入
っ
て

い
た
ろ
う
が
、
そ
れ
を
物
語
に
移
し
か
え
る
際
に
、
物
語
の
作
者
は
時
に
う
か

っ
に
も
批
判
者
意
識
が
頭
を
も
た
ば
て
　
「
返
し
ま
き
り
な
り
げ
ろ
」
　
と
か
、

「
ま
ず
平
申
」
　
（
十
四
段
）
と
か
口
を
ず
べ
ら
世
で
し
ま
う
。

さ
て
貞
文
集
に
は
贈
答
歌
が
多
か
っ
だ
ろ
う
と
の
べ
た
が
、
こ
れ
は
貞
文
の

生
き
た
時
代
的
背
景
か
ら
み
て
も
首
肯
さ
れ
る
。

「
古
今
和
歌
集
目
録
」
や
「
勅
撰
作
者
部
類
」
や
「
拾
芥
抄
上
」
や
「
中
古

歌
仙
三
十
六
人
伝
」
に
よ
る
と
、
貞
文
（
定
文
）
は
右
兵
衛
少
尉
や
参
河
介
を

経
て
従
五
位
上
、
左
兵
衛
佐
兼
参
河
権
介
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
没
年
は

「
古
今
和
歌
集
目
録
」
で
は
延
長
元
年
九
月
二
十
七
日
、
「
中
古
歌
仙
三
十
六

二
四

人
伝
」
で
は
延
長
六
年
に
な
っ
て
い
る
。
清
水
泰
先
生
は
「
彼
の
官
暦
か
ら
見

て
」
　
「
又
元
年
と
六
年
と
は
元
と
六
と
の
文
字
の
類
似
か
ら
来
た
相
違
」
と
み

て
、
「
元
年
に
従
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
い
ま
延
長
元
年
（
九

二
三
）
没
と
し
て
、
五
十
余
歳
で
没
し
た
と
い
う
一
嬢
の
考
え
に
従
う
と
、
彼

の
生
れ
た
の
は
だ
い
た
い
貞
観
元
年
（
八
七
三
）
以
前
数
年
頃
か
と
推
測
さ
れ

る
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
は
古
今
集
が
撰
進
（
貞
文
の
和
歌
九
首
）
さ
れ
、

天
暦
五
年
（
九
五
一
）
に
は
後
撰
集
（
同
六
首
）
が
撰
進
さ
れ
て
い
る
。
後
撰

集
は
貴
族
の
風
流
生
活
を
反
映
し
た
歌
が
多
く
、
贈
答
歌
が
多
い
の
を
特
色
と

し
て
い
る
。

島
田
良
二
氏
の
調
査
さ
れ
た
結
果
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

古
今
集
時
代
の
歌
人
の
家
集
（
業
平
集
、
遍
昭
集
）
　
の
贈
答
歌
は
少
く
、

あ
っ
て
も
一
対
の
贈
答
で
終
っ
て
い
て
、
連
続
的
な
の
は
少
く
、
詞
書
も
短

い
。
後
撰
集
か
ら
拾
遺
集
時
代
の
歌
人
の
家
集
（
嫡
恒
集
、
深
養
父
集
、
貫

之
集
、
忠
峯
集
、
千
里
集
、
定
則
集
等
）
　
に
は
贈
答
歌
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

（
筆
者
意
訳
）

と
な
る
。

右
の
調
査
に
基
づ
い
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
範
囲
内
で
大
体
に
死
没
の
年
を

基
塗
に
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
を
年
代
順
に
し
て
み
る
と
、

業
平
（
八
八
〇
没
）
、
遍
昭
（
八
九
〇
没
）
、
嫡
恒
（
九
二
一
晩
年
）
、
貞
文

九
二
三
没
）
、
是
則
（
九
三
〇
没
）
、
忠
峯
（
九
三
九
没
）
、
貫
之
（
九
四
五
没
）

と
な
る
。
死
没
の
年
代
だ
け
で
判
定
す
る
こ
と
は
無
理
で
は
ぬ
る
が
、
一
つ
の

足
が
か
り
糧
度
に
考
え
て
み
て
も
、
貞
文
集
は
「
古
今
集
時
代
の
歌
人
」
の
家

集
」
の
形
態
を
い
く
ら
か
残
し
な
が
ら
も
後
撰
集
時
代
の
歌
人
の
家
集
の
よ
う

に
圧
倒
的
に
贈
答
歌
が
多
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
平

伸
と
親
交
の
あ
っ
た
伊
勢
集
に
贈
答
歌
多
く
、
ほ
と
ん
ど
歌
物
語
の
観
が
あ
る

の
を
み
て
も
充
分
に
推
測
さ
れ
る
。
伊
勢
物
語
に
較
べ
て
平
仲
物
語
に
贈
答
歌

が
多
い
の
は
、
そ
も
そ
も
業
平
集
と
貞
文
集
と
の
間
に
お
い
て
貞
文
集
の
方
に

贈
答
歌
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
に
起
因
し
て
い
た
ろ
う
。

さ
て
ふ
た
た
び
平
仲
物
語
の
贈
答
歌
に
か
え
る
が
、
贈
答
歌
を
連
結
し
て
い

く
間
に
時
間
的
要
素
を
加
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
贈
替
歌
の
連
結
が
物

語
化
を
進
め
る
と
い
う
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
だ
い
だ
い
に
お
い
て
本

来
和
歌
は
瞬
間
的
次
元
に
属
す
る
か
ら
一
首
の
和
歌
の
中
に
時
間
的
経
過
を
折

込
も
う
と
し
で
も
、
そ
れ
は
所
詮
観
念
的
、
理
知
的
に
な
っ
て
実
感
を
伴
わ
な

い
。
例
え
ば
「
袖
ひ
ぢ
て
な
す
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
解
く

ら
む
」
　
（
古
今
、
巻
一
）
の
和
歌
で
は
夏
・
冬
・
春
を
織
込
ん
で
は
い
る
が
観

念
的
な
も
の
に
流
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
一
首
の
和
歌
の
時
間
的
要
素
に
対
す
る
限
界
を
破
っ
て
、
も
っ

と
連
続
の
相
を
表
わ
し
た
い
と
す
る
方
向
の
中
に
贈
答
歌
は
位
す
る
も
の
で
、

一
回
、
二
回
、
三
回
…
：
と
連
結
し
て
い
く
と
、
ま
す
ま
す
時
間
的
要
素
を
ま

し
て
く
る
。
そ
し
て
前
の
贈
答
歌
か
ら
次
の
贈
答
歌
へ
違
る
そ
の
間
に
、
経
過

の
順
序
を
あ
ら
わ
す
言
葉
を
挿
入
す
る
よ
う
に
な
る
。

平
価
物
語
で
は
時
を
示
す
の
に
「
正
月
一
日
の
目
」
　
「
七
月
七
日
」
　
「
霜
月

の
一
日
の
目
」
以
外
は
　
「
二
月
」
　
「
七
月
」
　
の
よ
う
に
月
名
で
示
し
た
り
、

「
桜
」
　
「
花
摘
み
」
　
「
月
」
　
「
菊
」
　
「
篤
」
等
の
よ
う
に
季
や
月
を
瞳
ホ
す
る

言
葉
で
示
し
た
り
、
ま
た
「
春
」
　
「
夏
」
　
「
秋
」
　
「
冬
」
と
い
う
四
季
の
呼
名

に
よ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
土
佐
日
記
で
「
元
日
。
な
は
同
じ
と
ま
り
な
り
。
」

「
二
日
。
な
は
大
湊
に
泊
れ
り
。
」
　
「
三
日
。
同
じ
所
な
り
。
」
と
い
う
よ
う
に

七
日
ま
で
続
い
て
い
る
の
と
較
べ
る
と
大
き
な
ち
が
い
て
ぬ
る
。
平
仲
物
語
で

平
価
物
語
の
構
成

は
な
る
ほ
ど
月
や
李
を
追
っ
て
各
段
が
配
列
し
て
あ
っ
て
も
、
結
局
四
季
の
風

物
は
仲
立
ち
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
四
季
の
風
物
を
連
ね
て
と
め
ど
も
な
く

流
れ
て
い
く
時
間
の
経
過
の
中
に
こ
そ
、
恋
の
喜
び
も
あ
り
、
ま
た
悲
し
み
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
平
仲
物
語
で
は
「
経
過
の
順
序
を
示
す
こ
と
ば
」
が
意
識

的
に
た
く
さ
ん
使
っ
て
あ
る
。

又
の
夜
、
か
か
る
程
に
、
か
う
い
ふ
間
、
あ
り
わ
た
る
程
、
程
経
に
け
れ
ば
、

得
て
三
四
日
ば
か
り
、
そ
の
程
、
い
ぶ
程
に
、
年
月
経
に
け
り
、
種
久
し
く
、

年
月
に
な
り
ぬ

贈
答
歌
に
こ
れ
ら
の
言
葉
が
結
び
つ
い
て
物
語
化
を
進
め
て
い
っ
た
。

注
1
　
こ
の
一
は
二
段
だ
が
、
実
は
こ
の
段
は
伊
勢
集
が
誤
り
混
入
し
た
と

み
ら
れ
る
節
が
あ
っ
て
、
贈
答
歌
を
数
え
る
場
合
も
問
題
を
は
ら
ん
で

い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
そ
の
ま
ま
に
受
入
れ
て
物
語
の
通
り
に
数
え

た。

注
2
　
清
水
　
泰
「
平
良
文
（
売
文
）
伝
の
一
考
察
」
　
（
立
命
館
文
学
、
昭

和
二
十
四
年
十
一
月
）

注
3
　
島
田
良
二
「
歌
物
語
的
形
態
の
側
面
的
一
考
察
」
　
（
国
語
と
国
文
学
、

昭
和
三
十
二
年
九
月
）

四

一
の
項
で
簡
単
に
触
れ
た
が
伊
勢
物
語
の
成
立
に
は
長
い
年
月
と
改
変
が
あ

っ
た
が
、
現
存
本
伊
勢
物
語
を
基
に
H
か
ら
㈲
ま
で
分
類
し
た
結
果
に
よ
る
と
、

物
語
の
形
式
面
か
ら
し
て
H
と
臼
が
百
十
段
近
く
あ
り
閏
と
㈲
と
が
約
二
十
段

特
に
㈲
の
よ
う
に
発
達
し
た
形
式
も
あ
る
こ
と
を
考
え
合
せ
て
み
て
、
こ
れ
ら

の
す
べ
て
の
段
が
同
時
に
成
立
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
原
伊
勢
物
語
は
ど
う

し
て
も
こ
の
百
十
段
近
く
の
段
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

二
五
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後
、
古
今
集
か
ら
後
撰
集
の
頃
に
か
け
て
田
や
㈲
に
属
す
る
段
あ
た
り
が
増
補

さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
増
補
の
時
代
に
近
く
平
価
物
語
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
平
価
物
語
で
は
、
三
十
八
段
の
後
半
の
部
分
は
、
内
容
か
ら
み
て
、
官
位

か
ら
み
て
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
以
後
に
増
補
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
だ
か
ら
、

他
の
段
は
お
よ
そ
延
長
年
間
（
九
二
三
～
九
三
〇
）
に
成
立
し
た
と
み
て
、
古

今
集
撰
進
の
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
．
か
ら
後
撰
集
撰
進
の
天
暦
五
年
（
九
五
一
）

に
か
け
て
、
こ
の
頃
に
平
価
物
語
が
成
立
し
ま
た
伊
勢
物
語
も
増
補
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

さ
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
成
立
の
問
題
を
考
え
、
そ
の
上
に
た
っ
て
原
伊
勢
物

語
と
考
え
ら
れ
る
諸
段
と
平
価
物
語
と
を
比
較
し
て
み
て
、
臼
と
臼
の
結
果
を

ま
と
め
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

1
　
平
価
物
語
に
は
二
回
以
上
の
単
位
の
連
結
ま
た
は
地
の
文
の
発
達
し
た
形

式
が
多
い
。

2
　
平
仲
物
語
に
は
贈
答
歌
が
多
く
、
意
識
的
に
時
間
的
要
素
を
織
込
ん
で
い

る。
さ
て
そ
の
作
品
の
価
値
は
形
式
と
内
容
と
の
統
一
し
た
姿
と
し
て
と
ら
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
い
う
見
地
か
ら
み
て
伊
勢
物
語
か
ら
平
価
物
語
へ

の
展
開
は
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
で
猛
ろ
う
か
。

原
伊
勢
物
語
で
は
全
体
を
業
平
の
自
伝
体
風
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
編
集
的

態
度
は
み
え
で
も
甚
だ
雑
ぱ
く
な
も
の
で
、
時
間
的
要
素
の
乏
し
い
短
い
事
件

の
段
を
積
み
重
ね
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
平
価
物
語
に
な
る

と
、
全
体
的
に
編
集
的
態
度
を
も
ち
な
が
ら
、
各
段
の
事
件
の
中
で
は
時
間
的

要
素
を
意
識
的
に
用
い
て
二
回
以
上
の
単
位
を
連
結
し
、
贈
答
歌
を
連
結
し
、

二
六

こ
う
し
て
い
く
中
に
自
ら
平
良
文
の
人
間
像
を
物
語
的
に
浮
上
ら
せ
よ
う
と
し

て
い
る
。

伊
勢
物
語
と
並
ん
で
同
じ
歌
物
語
と
い
っ
て
も
、
内
容
形
式
的
に
伊
勢
物
語

の
線
を
も
う
一
歩
物
語
化
の
方
向
に
進
め
た
と
こ
ろ
に
平
価
物
語
の
価
値
が
ぬ

る。

し
か
し
な
が
ら
歌
物
語
と
い
う
枠
内
で
の
試
み
で
あ
っ
た
が
為
に
結
局
は
各

段
の
範
囲
内
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
枠
を
破
っ
て
全
篇
を
貫
く
テ
ー
マ
の
も

と
に
、
持
続
的
に
物
語
ろ
う
と
す
る
動
き
が
次
代
に
到
来
す
る
。
こ
れ
が
和
泉

式
部
物
語
、
多
武
峯
少
将
物
語
、
箕
物
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
成
立

は
み
な
平
価
物
語
に
お
く
れ
る
こ
と
数
十
年
か
ら
百
年
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
い

る。

結
局
平
仲
物
語
は
、
原
伊
勢
物
語
を
う
げ
で
各
段
の
枠
内
で
精
一
杯
に
物
語

化
を
お
し
進
め
た
作
品
で
お
り
、
和
泉
式
部
物
語
や
多
武
塞
少
将
物
語
や
箋
物

語
を
生
み
だ
す
基
盤
を
き
ず
い
た
と
い
う
過
渡
的
な
意
味
に
お
い
て
特
に
注
目

に
価
す
る
作
品
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
昭
和
三
十
四
年
七
月
十
五
日
脱
稿
）

堤
中
納
言
物
語
の
研
究
史
的
考
察

－
　
富
士
谷
御
杖
の
研
究
に
つ
い
て
　
ー

土
　
　
岐
　
　
武
　
　
治

富
士
谷
御
杖
（
一
七
六
八
－
一
八
二
三
）
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
「
近
世
三

十
六
家
集
略
伝
」
の
上
巻
に
、
次
の
通
り
記
載
し
て
い
る
。

翁
（
成
章
）
の
一
男
成
寿
の
ち
御
杖
と
改
む
。
父
の
志
を
岡
で
其
徒
を
教
示

す
。
最
歌
文
章
一
鉢
を
な
し
て
超
出
せ
り
。
世
々
鳴
、
代
々
柳
川
侯
京
邸
の

守
た
り
。
御
杖
翁
ま
た
騨
筆
に
妙
手
な
り
。
自
ら
雲
井
の
曲
と
称
す
る
妙
曲

を
製
作
し
て
其
徒
に
受
く
。
馨
署
の
徒
に
お
い
て
も
、
秘
曲
と
称
へ
て
伝
ふ

と
そ
。
文
政
五
年
残
す
。
所
薯
の
書
、
百
家
類
業
・
百
家
部
類
抄
・
歌
道
非

唯
抄
・
歌
袋
・
詞
葉
新
羅
・
同
二
編
・
い
れ
ひ
も
・
古
事
記
燈
・
万
葉
集
燈

等
な
り
。
典
侍
何
燈
と
称
す
る
講
書
注
釈
甚
多
　
－

こ
の
よ
う
に
御
杖
は
父
成
章
（
一
七
三
八
－
一
七
七
九
）
の
学
続
を
継
ぎ
、
特

に
和
歌
に
名
の
あ
る
、
京
都
の
国
学
者
の
一
人
で
あ
る
。

御
杖
の
堤
中
納
言
物
語
に
関
す
る
研
究
資
料
と
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
静
嘉

堂
文
庫
蔵
富
士
谷
御
杖
本
堤
中
納
言
物
語
に
伝
へ
る
書
込
み
と
、
他
に
御
杖
の

随
筆
書
で
あ
る
北
辺
随
筆
（
刊
本
　
四
巻
）
中
に
収
載
す
る
多
少
の
資
料
と
が

現
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
ら
南
本
の
概
略
を
解
説
す
れ
ば
次
の
通

堤
中
納
言
物
語
の
研
究
史
的
考
察

に
な
る
。

㈲
　
静
嘉
堂
文
庫
蔵
富
士
谷
御
杖
本

こ
の
本
は
、
富
土
谷
御
杖
（
一
七
六
八
－
一
八
二
二
）
の
所
蔵
本
を
祖
本
と

な
し
て
、
申
務
少
輔
泰
行
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
奥
書
に
も

〔
墨
〕
　
以
北
辺
蔵
書
官
服
書
写
如
本
加
朱
車文

化
元
年
八
月
八
日
　
中
務
少
輔
泰
行

と
あ
る
。
泰
行
（
一
七
七
八
－
一
八
五
八
）
に
つ
い
て
は
、
公
卿
補
任
　
光

従
三
位
安
泰
行
三
十
三
月
廿
三
日
叙
。
故
従
三
位
有
儀
叙
男
。
母
敵
前
権

大
納
言
過
賞
卿
女
。
享
和
元
七
二
十
叙
従
四
位
上
。
（
廿
三
蔵
。
去
正
五
分
）
。

同
二
正
十
四
転
中
務
少
輔
。
（
廿
四
歳
）
。
文
化
二
正
五
叙
正
四
位
下
。
（
廿

七歳）
と
あ
り
、
ま
た
孝
明
天
皇
安
政
五
年
の
条
に
も

従
二
位
　
同
泰
行
八
十
十
二
月
十
九
日
銀
正
二
位
。
（
雑
魚
家
例
。
齢
及
八

句
重
病
之
間
被
覆
許
。
不
可
為
後
例
）
。
同
月
二
十
日
襲
。

と
伝
へ
る
の
で
あ
る
。

二
七


