
本
書
は
、
「
第
一
部
初
期
作
品
論
」
と
「
第
二
部
作
家
以
前
の
芥
川
」

の
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
第
二
部
は
、
作
家
以
前
の
芥
川
に
照
明
を
あ
て

て
、
作
家
と
し
て
の
芥
川
が
か
か
え
こ
む
こ
と
に
な
る
問
題
を
探
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
の
六
つ
の
論
文
は
、
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て

「
作
家
主
体
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
外
的
諸
環
境
か
ら
作
品
を
説
明
す
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
表
現
構
造
や
表
現
機
能
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
」
し

た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
問
題
意
識
が
鮮
明
で
、
読
み
応
え
が
あ
る
。

作
品
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
向
が
一
貫
し
て
お
り
、
持
続
的
な
考
察
で
あ
る

こ
と
が
評
価
で
き
る
。
個
々
の
作
品
を
対
象
と
し
て
、
一
つ
一
つ
別
個
の
問

題
と
論
理
を
述
べ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
持
続
的
な
問
題
意
識
に
お
い
て
、

よ
り
広
く
芥
川
文
学
の
全
体
像
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
（
ま
だ
本
書
で

は
初
期
の
作
品
を
対
象
と
す
る
に
終
わ
っ
て
い
る
が
）
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
試
み
の
中
か
ら
、
芥
川
文
学
に
つ
い
て
の
新
た
な
見
方
や
位
置
づ

け
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

た
だ
、
著
者
の
叙
述
の
中
に
は
、
私
に
は
、
難
解
な
点
・
疑
問
な
点
が
い

く
つ
か
認
め
ら
れ
た
。
著
者
の
問
題
に
沿
い
な
が
ら
、
以
下
、
第
一
部
の
各

〔
書
評
２
〕

友
田
悦
生
著
『
初
期
芥
川
龍
之
介
論
』

論
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
が
、
あ
え
て
私
の
感
じ
た
疑
問
を
中
心
に
述
べ

る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
御
了
解
い
た
だ
き
た
い
。

第
一
章
は
、
「
寒
夜
」
と
い
う
「
習
作
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
、
「
叙
事
詩
的
表
現
」
と
「
小
説
的
表
現
」
と
い
う
概
念
を
対
立
的

に
用
い
、
前
者
の
特
質
を
「
意
味
の
先
験
性
」
と
し
、
後
者
の
特
質
を
「
小

説
的
イ
ロ
ニ
ー
」
「
両
面
価
値
的
」
と
い
う
こ
と
ば
で
説
明
し
て
い
る
。

本
来
、
叙
事
詩
的
表
現
に
あ
っ
て
は
、
バ
フ
チ
ソ
の
い
う
と
お
り
、

神
話
的
な
時
空
間
は
語
り
手
が
実
際
に
生
息
し
て
い
る
世
界
か
ら
み
て

絶
対
的
な
高
位
に
あ
り
、
後
者
は
ま
っ
た
く
語
る
に
値
し
な
い
も
の
で

あ
る
。
語
り
手
の
〈
私
（
我
）
》
が
姿
を
消
し
、
み
ず
か
ら
の
身
体
を

た
ん
に
語
り
の
機
能
へ
と
解
消
さ
せ
る
こ
と
が
叙
事
詩
に
と
っ
て
必
要

な
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
「
寒
夜
」
で
は
語
る
に
値
し
な
い
現
在
、
叙

事
詩
的
過
去
に
よ
っ
て
の
み
繋
ぎ
留
め
ら
れ
、
意
義
づ
け
ら
れ
る
に
す

ぎ
な
い
は
ず
の
現
在
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
現
の
な
か
に
侵
入
し
て

き
て
い
る
。
先
験
的
意
味
に
満
ち
た
像
を
い
っ
た
ん
完
結
さ
せ
た
う
え

で
、
そ
の
表
現
の
メ
タ
Ⅱ
レ
ヴ
エ
ル
を
出
現
さ
せ
、
並
置
す
る
と
い
う

清
水
康
次一
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「
寒
夜
」
の
構
成
は
、
そ
の
構
成
自
体
に
よ
っ
て
、
小
説
的
表
現
の
生

成
の
過
程
を
さ
し
示
し
て
い
る
。

著
者
は
、
「
寒
夜
」
に
「
小
説
的
表
現
」
の
成
立
を
見
、
そ
の
こ
と
を

「
老
狂
人
」
に
お
い
て
も
再
確
認
す
る
。
こ
の
分
析
は
明
蜥
で
あ
り
、
非
近

代
的
な
「
叙
事
詩
的
表
現
」
に
対
し
て
、
近
代
的
な
「
小
説
的
表
現
」
が
成

立
し
て
い
る
と
い
う
見
方
に
は
説
得
力
が
あ
る
。

こ
の
論
旨
は
、
「
叙
事
詩
的
表
現
」
と
い
う
術
語
を
「
伝
統
的
物
語
」
と

い
う
術
語
に
換
え
た
上
で
、
次
の
第
二
章
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

伝
統
的
物
語
で
は
、
語
り
手
は
、
決
し
て
語
り
手
自
身
の
経
験
的
現
在

を
作
中
に
持
ち
込
ん
だ
り
は
し
な
い
。
（
中
略
）
表
現
さ
れ
た
意
味
は

疑
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
安
定
す
る
。
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
、
意

味
の
起
源
が
語
り
手
の
「
私
」
と
し
て
作
品
世
界
に
登
場
す
る
と
き
、

ど
こ
で
、
だ
れ
が
意
味
を
決
定
し
て
い
る
の
か
が
可
視
的
と
な
り
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
意
味
は
相
対
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な

る
。
こ
ち
ら
が
真
の
意
味
で
、
あ
ち
ら
が
仮
象
の
意
味
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
決
定
す
べ
き
視
点
が
、
作
品
世
界
に
と
っ
て
超
越
的
で
は
あ
り

え
な
く
な
り
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
視
点
自
体
が
世
界
内
の
一
つ
の
視
点

と
し
て
現
前
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
習
作
」
の
近
代
性
の
位
置
づ
け
の
上
に
立
っ
て
、
次
に
著

者
は
、
「
老
狂
人
」
か
ら
、
処
女
小
説
で
あ
る
「
老
年
」
へ
の
推
移
を
「
伝

統
的
物
語
へ
の
逆
行
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。

「
老
年
」
に
お
い
て
最
初
の
成
就
を
み
せ
る
芥
川
的
表
現
は
、
あ
く
ま

で
語
り
手
の
超
越
的
性
格
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
小
説
的
な

諸
意
味
の
闘
争
状
態
（
小
説
的
イ
ロ
ニ
ー
）
を
排
除
し
、
物
語
的
な
完

結
性
を
手
に
入
れ
る
。

（
第
三
章
）

こ
の
「
逆
行
」
の
位
置
づ
け
が
、
「
羅
生
門
」
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る

の
だ
が
、
そ
の
際
に
、
次
の
よ
う
な
留
保
、
な
い
し
新
た
な
問
題
点
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。

「
羅
生
門
」
が
伝
統
的
な
物
語
の
た
ん
な
る
反
復
と
は
い
い
難
い
の
は
、

表
現
世
界
に
割
り
込
ん
で
く
る
語
り
手
の
視
点
が
、
世
界
の
意
味
の
無

根
拠
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
な
視
点
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
第
三
章
）

著
者
は
、
「
羅
生
門
」
を
「
世
界
の
非
完
結
性
を
前
提
に
し
た
語
り
手
に

よ
っ
て
完
結
さ
せ
ら
れ
た
物
語
」
と
い
い
、
そ
こ
に
、
著
者
の
芥
川
の
方
法

に
つ
い
て
の
理
解
が
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
「
鼻
」
「
芋
粥
」

に
お
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
点
検
さ
れ
る
問
題
点
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
第

四
章
以
下
の
論
文
に
お
い
て
、
著
者
は
、
「
伝
統
的
物
語
」
の
方
法
、
「
近
代

小
説
」
の
方
法
を
指
し
示
す
術
語
と
し
て
、
新
た
に
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
、
「
シ

ン
ポ
辻
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
論
じ
て
い
る
。

「
鼻
」
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
解
読
不
可
能
な
状
況
そ
の
も
の
を
寓
意
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
状
況
を
解
読
可
能
な
水
準
で
の
み
把
握
し
よ
う

と
す
る
。
局
限
さ
れ
た
知
的
図
式
へ
と
逃
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
シ
ン
ボ
ル
の
幻
想
を
暴
露
す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ

て
シ
ン
ボ
ル
の
陰
画
の
位
置
に
反
転
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。（

第
四
章
）

習
作
で
の
近
代
性
と
、
処
女
小
説
以
降
の
「
逆
行
」
と
い
う
論
旨
は
理
解

一
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で
き
る
。
た
だ
、
「
叙
事
詩
的
表
現
」
と
「
小
説
的
表
現
」
、
「
伝
統
的
物
語
」

と
「
近
代
小
説
」
、
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
「
シ
ン
ボ
ル
」
な
ど
の
概
念
が
当
初

か
ら
整
理
さ
れ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
考
察
の
展
開
に
従
っ
て

出
現
し
推
移
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
の
論
理
の
骨
格
を
わ
か
り
に
く
く
し

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
の
整
理
・
再
確
認
が
も
う
少

し
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
私
に
は
、
「
叙
事
詩
的
表
現
」
と
「
小

説
的
表
現
」
の
場
合
や
、
「
伝
統
的
物
語
」
と
「
近
代
小
説
」
の
場
合
に
は
、

後
者
を
優
位
に
お
い
て
論
が
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
、
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」

と
「
シ
ソ
ポ
ル
」
の
場
合
に
は
、
同
列
に
限
界
性
が
指
摘
さ
れ
て
く
る
よ
う

に
読
め
、
ど
こ
か
で
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
移
動
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

結
局
、
世
界
を
救
い
と
る
先
験
的
な
意
味
体
系
の
崩
壊
と
い
う
恐
る

べ
き
事
態
、
つ
ま
り
世
界
の
不
条
理
性
へ
の
対
応
と
し
て
、
シ
ン
ボ
ル

と
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
シ
ン
ボ
ル
の
限
界
性
へ
の
考
察
が
、
芥
川
の
文
学
へ
の
見
直

し
や
再
評
価
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
、
わ
か
り
に
く
か
っ
た
。
先
だ
っ

て
、
第
二
章
に
、
「
芥
川
的
表
現
」
を
「
作
品
に
独
特
の
完
成
美
を
与
え
る

と
同
時
に
、
ま
た
あ
る
種
の
不
満
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
あ
の
表
現
」

と
し
た
定
義
が
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
芥
川
的
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
一
切

の
普
遍
性
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
荒
涼
と
し
た
廃
嘘
か
ら
、
局
所
的
な
知

へ
と
逃
避
す
る
」
（
第
六
章
）
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

シ
ソ
ポ
ル
の
限
界
性
の
考
察
は
、
芥
川
の
文
学
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い

問
題
と
し
て
理
解
し
て
お
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
部
の
前
半
の
論
文

を
た
ど
り
な
が
ら
、
芥
川
の
初
期
作
品
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
「
小
説
的

イ
ロ
’
－
－
」
や
「
両
面
価
値
的
」
と
い
う
近
代
性
の
観
点
か
ら
、
「
伝
統
的

物
語
へ
の
逆
行
」
と
い
う
位
置
を
読
み
と
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き

「
羅
生
門
」
以
降
の
作
品
に
対
し
て
留
保
さ
れ
て
い
た
「
独
自
の
近
代
的
意

義
」
（
第
三
章
）
は
、
後
半
の
論
文
の
中
で
、
積
極
的
な
位
置
づ
け
を
得
ら

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
著
者
は
、
「
羅
生
門
」
や
「
鼻
」
な
ど
の
「
ア
レ
ゴ

リ
ー
」
性
、
す
な
わ
ち
「
局
所
的
な
知
」
に
よ
っ
て
「
多
様
な
解
釈
可
能
性

を
抑
圧
し
」
た
こ
と
を
、
「
芥
川
的
」
と
見
な
し
て
い
る
。
私
の
疑
問
に
思

う
点
は
、
本
書
の
論
文
の
扱
っ
て
い
な
い
中
期
の
作
品
に
か
か
わ
る
の
で
あ

る
が
、
は
じ
め
に
引
用
し
た
部
分
、
第
一
章
や
第
二
章
の
論
旨
を
た
ど
り
な

が
ら
、
私
は
む
し
ろ
、
「
運
」
あ
た
り
に
始
ま
る
中
期
の
諸
作
品
を
連
想
し

た
。

著
者
は
、
「
近
代
小
説
」
で
は
、
語
り
手
が
「
「
私
」
と
し
て
作
品
世
界

に
登
場
」
し
、
「
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
意
味
は
相
対
化
さ
れ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
」
と
論
じ
て
い
た
。
例
え
ば
「
運
」
（
一
九
一
七
年
）
に

は
、
そ
の
よ
う
な
「
語
り
手
」
や
「
相
対
化
」
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。

「
運
」
で
は
、
「
陶
器
師
」
の
翁
が
語
り
手
と
な
り
、
青
侍
が
聞
き
手
と

な
っ
て
、
一
つ
の
物
語
が
語
ら
れ
る
。
物
語
は
、
観
音
に
一
生
安
楽
に
暮
ら

せ
る
よ
う
に
と
い
う
願
を
か
け
た
女
が
、
盗
賊
に
さ
ら
わ
れ
た
上
に
、
見
張

り
の
老
婆
を
殺
し
て
よ
う
や
く
逃
げ
出
し
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
逃

げ
た
と
き
に
持
ち
出
し
た
綾
や
絹
を
売
っ
て
、
女
は
そ
の
後
は
安
楽
に
暮
ら

｛
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せ
て
い
る
。
観
音
に
か
け
た
願
は
、
結
果
的
に
成
就
し
て
い
る
。
そ
の
物
語

に
対
し
て
、
語
り
手
と
聞
き
手
は
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
づ
け
を
行
う
。

「
兎
に
角
、
そ
の
女
は
仕
合
せ
者
だ
よ
。
」

「
御
冗
談
で
。
」

「
ま
っ
た
く
さ
。
お
爺
さ
ん
も
、
さ
う
思
ふ
だ
ら
う
。
」

「
手
前
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
手
前
な
ら
、
さ
う
云
ふ
運
は
ま
つ
ぴ
ら
で

ご
ざ
い
ま
す
な
。
」

「
へ
え
え
、
さ
う
か
ね
。
私
な
ら
、
二
つ
返
事
で
、
授
け
て
頂
く
が
ね
。
」

こ
の
よ
う
な
構
造
は
、
著
者
の
「
小
説
的
イ
ロ
ニ
ー
」
や
「
両
面
価
値
的
」

と
呼
ぶ
も
の
と
同
じ
な
の
か
、
異
な
る
の
か
・
さ
ら
に
、
「
南
京
の
基
督
」

二
九
二
○
年
）
の
場
合
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。

「
お
れ
は
そ
の
外
国
人
を
知
っ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
あ
い
つ
が
そ
の
後

悪
性
な
梅
毒
か
ら
、
と
う
と
う
発
狂
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
事
に
よ
る

と
こ
の
女
の
病
気
が
伝
染
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
女
は

今
に
な
っ
て
も
、
あ
あ
云
ふ
無
頼
な
混
血
児
を
耶
蘇
基
督
だ
と
思
っ
て

ゐ
る
。
お
れ
は
一
体
こ
の
女
の
為
に
、
蒙
を
啓
い
て
や
る
べ
き
で
あ
ら

う
か
。
そ
れ
と
も
黙
っ
て
永
久
に
、
昔
の
西
洋
の
伝
説
の
や
う
な
夢
を

見
さ
せ
て
置
く
べ
き
だ
ら
う
か
…
…
」

「
昔
の
西
洋
の
伝
説
の
や
う
な
」
物
語
に
対
し
て
、
語
り
手
の
抱
く
別
の

意
味
が
対
置
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
は
ほ
と
ん
ど
存
在
を
不
可

能
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
作
品
は
芥
川
の
中
期
の
作
品
に
少
な
く
な
い
。

「
疑
惑
」
や
「
黒
衣
聖
母
」
ほ
か
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
「
袈
裟
と
盛
遠
」
や

「
薮
の
中
」
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
も
ま
た
、

「
多
様
な
解
釈
可
能
性
を
抑
圧
」
し
た
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
「
小
説
的
イ
ロ
ニ
ー
」
や
「
両
面
価
値
的
」
に
こ
だ
わ
る
の
な
ら
、

「
芥
川
的
」
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
て
し
ま
う
前
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
言

及
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
は
、
「
伝
統
的
物
語
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

伝
統
的
な
物
語
に
お
け
る
主
人
公
は
、
い
か
な
る
苦
難
、
災
厄
の
な
か

に
あ
っ
て
も
、
世
界
の
な
か
に
あ
る
べ
き
位
置
を
占
め
て
お
り
、
己
が

何
を
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
根
本
的
な
懐
疑
を
抱
く
こ
と
は
な
い
。

（
第
三
章
）

伝
統
的
物
語
で
は
、
語
り
手
は
語
ら
れ
る
世
界
の
外
に
姿
を
隠
し
、
そ

の
不
可
視
の
領
域
か
ら
表
現
世
界
を
吊
り
下
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
世
界
の
意
味
は
安
定
し
、
小
説
的
イ
ロ
ニ
ー
は
未
然
に
排
除
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

（
第
三
章
）

筆
者
は
ヤ
マ
ト
タ
ヶ
ル
の
物
語
に
つ
い
て
注
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

定
義
は
、
浦
島
太
郎
と
か
一
寸
法
師
の
よ
う
な
物
語
に
つ
い
て
は
有
効
で
あ

る
に
し
て
も
、
例
え
ば
「
今
昔
物
語
集
」
に
つ
い
て
は
有
効
で
あ
る
と
は
思

わ
れ
な
い
。

い
か
り
あ
た
ま
か
ほ
の
ご
ひ

内
供
大
き
に
唄
て
紙
を
取
て
、
頭
面
に
懸
た
る
粥
を
巾
つ
上
、
「
己
は

い
み
じ
か
た
ゐ
あ
ら
や
む
ご
と
な

極
か
り
け
る
心
無
し
の
乞
匂
か
な
、
我
に
非
ぬ
止
事
無
き
人
の
御
鼻
を

か
く
し
れ
も
の
た
ち

も
持
上
む
に
は
、
此
や
せ
む
と
為
る
不
覚
の
白
者
か
な
、
立
ね
己
」
と

云
て
追
立
け
れ
ば
、
童
立
て
隠
れ
に
行
て
、
「
世
の
人
の
此
る
鼻
つ
き

お
は
さ
を
こ

有
る
人
の
御
ぱ
こ
そ
は
、
外
に
て
も
鼻
を
持
上
め
、
鳴
呼
の
事
被
し
仰

に
げ

る
上
御
房
か
な
」
と
云
け
れ
ば
、
弟
子
共
此
れ
を
聞
て
外
に
赴
去
て
ぞ

六
四



疑
問
点
ば
か
り
を
連
ね
て
し
ま
っ
た
が
、
最
後
に
、
考
察
の
展
開
の
中
に

次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

芥
川
的
自
己
は
、
己
の
個
的
な
体
験
が
す
で
に
そ
れ
と
し
て
普
遍
を
宿

近
代
性
も
、
壷

で
は
な
い
か
。

げ
い

咲
け
る
、
此
れ
を
思
ふ
に
実
に
何
か
な
り
け
る
鼻
に
か
有
け
む
、
糸

あ
や
し
を
か
し
ほ
め

奇
異
か
り
け
る
鼻
也
、
童
の
糸
可
咲
く
云
た
る
事
を
ぞ
、
聞
く
人
讃
け

る
と
な
む
、
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。
（
「
今
昔
物
語
集
」
巻
第
二
十
八
第

二
十
、
引
用
は
『
校
註
国
文
叢
書
』
第
十
七
巻
に
よ
る
。
）

こ
の
場
合
、
内
供
は
、
「
世
界
の
な
か
に
」
ど
の
よ
う
な
「
あ
る
べ
き
位

置
」
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
内
供
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
、

高
徳
の
僧
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
笑
う

べ
き
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
伝
統
的
物
語
」
に
つ
い
て
考
え
る
の
な
ら
ば
、
芥
川
の
作
品
の
原
典
と

な
っ
た
「
今
昔
物
語
集
」
に
言
及
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
実
際

の
古
典
文
学
は
、
著
者
の
述
べ
る
モ
デ
ル
で
は
枠
づ
け
ら
れ
な
い
。
著
者
の

い
う
「
先
験
的
意
味
」
な
る
も
の
は
、
「
羅
生
門
」
の
原
話
に
も
、
「
鼻
」
の

原
話
に
も
見
出
し
が
た
い
。
逆
に
、
「
複
数
の
人
物
に
自
在
に
同
化
す
る
」

語
り
手
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
こ
と
ば
の
限
り
で
な
ら
、
「
源
氏
物
語
」
な

ど
に
は
存
在
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
著
者
の
提
出
す
る
枠
組
み
が
、

「
伝
統
」
と
「
近
代
」
と
い
う
二
つ
の
項
だ
け
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

に
も
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
「
伝
統
的
物
語
」
の
定
義
が
実
際
の
古
典

文
学
に
見
あ
う
も
の
で
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
に
対
立
す
る
「
近
代
小
説
」
の

近
代
性
も
、
実
体
か
ら
離
れ
た
枠
づ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の

し
て
お
り
、
語
る
に
値
す
る
も
の
だ
と
い
う
信
念
を
欠
い
て
い
る
。
芥

川
に
個
的
な
自
己
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
普
遍
性
へ
の
回
路
を

断
た
れ
た
、
孤
独
で
不
安
な
単
独
性
と
し
て
の
自
己
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
の
表
現
は
、
却
っ
て
超
越
論
的
主
観
の
露
出
と
し
て
現

前
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
に
媒
介
さ
れ
た
超
越
論
的
自

己
を
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
す
る
近
代
小
説
的
表
現
と
は
異
な
っ
て
、
芥

川
的
表
現
は
、
そ
の
つ
ど
超
越
論
的
自
己
を
自
前
で
仮
構
せ
ね
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
自
己
は
不
断
に
錯
乱
の
危
機
に

見
舞
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
世
界
は
恐
る
べ
き
混
沌
と
し
て
流
出
す
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
．
（
第
四
章
）

「
普
遍
性
へ
の
回
路
を
断
た
れ
た
、
孤
独
で
不
安
な
単
独
性
と
し
て
の
自

己
」
は
芥
川
だ
け
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、
「
さ
も
な
け
れ
ば
」
の

行
方
に
何
が
あ
る
の
か
。
こ
の
あ
た
り
で
、
芥
川
の
作
品
の
持
ち
得
た
可
能

性
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
限
界
の
必
然
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
説
明
が
あ
れ

ば
、
著
者
の
考
え
る
見
取
り
図
が
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

中
期
以
降
の
芥
川
の
作
品
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
今
後
の
考
察
の
展
開

を
期
待
し
た
い
。

（
一
九
九
四
年
十
一
月
二
十
日
、
翰
林
書
房
、
Ｂ
６
判
、
二
三
六
頁
）

（
し
み
ず
。
や
す
つ
ぐ
光
華
女
子
大
学
教
授
）
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