
中
西
健
治
氏
箸
『
平
安
末
期
物
語
孜
』
は
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』

（
大
学
堂
書
店
一
九
八
三
）
に
次
ぐ
二
冊
め
の
論
文
集
で
あ
る
。
前
著
作

か
ら
既
に
十
四
年
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
。
平
安
末
期
の
物
語
を
専
門
と
す

る
私
自
身
と
し
て
は
、
長
い
間
待
た
さ
れ
て
い
た
憾
が
あ
る
。

た
だ
し
、
前
著
作
が
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
意

欲
溢
れ
る
論
文
集
だ
っ
た
こ
と
に
比
べ
る
と
、
今
回
の
『
平
安
末
期
物
語
孜
』

は
、
い
さ
さ
か
物
足
り
な
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
前
著
作
が
、
中

西
氏
が
華
々
し
く
文
学
研
究
者
に
名
を
連
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
処
女
論
文
を

収
め
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
を
様
々
な
角
度
か
ら
論
じ
て
い
た
こ
と
を
思

う
と
、
ど
う
し
て
も
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
。
さ
ら
に
は
、
こ

う
し
た
こ
と
を
述
べ
る
の
は
、
恐
れ
多
い
こ
と
と
は
思
い
つ
つ
も
、
あ
え
て

言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
一
書
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な
い
。

ま
ず
は
本
書
の
章
立
て
と
全
体
の
構
成
を
概
観
し
て
お
く
。

第
一
章
浜
松
中
納
言
物
語
論
文
五
編

第
二
章
寝
覚
物
語
論
文
三
編

第
三
章
擬
古
物
語
論
文
四
編

〔
書
評
〕

中
西
健
治
著
『
平
安
末
期
物
語
孜
』

第
四
章
物
語
の
享
受
論
文
四
編

第
五
章
資
料
（
翻
刻
）

章
立
て
だ
け
見
れ
ば
、
本
書
は
タ
イ
ト
ル
に
違
わ
ず
「
平
安
末
期
」
の
物
語

に
つ
い
て
と
そ
の
享
受
を
論
じ
た
も
の
に
思
え
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、

第
二
章
は
、
中
村
真
一
郎
・
円
地
文
子
・
津
島
佑
子
の
小
説
に
関
し
て
述
べ

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
を
『
夜
の
寝
覚
』
と
比
較
検
討
し
た
も
の

で
あ
る
。
第
三
章
は
、
論
文
四
編
の
う
ち
、
一
編
は
、
中
西
氏
の
教
え
子
で

あ
る
中
村
則
子
氏
の
論
文
で
あ
り
、
南
条
範
夫
の
小
説
と
『
在
明
の
別
れ
』

を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
章
に
収
め
ら
れ
た
論
文
と
傾
向
を
同
じ
く

す
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
は
、
『
源
氏
物
語
忍
草
』
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の

解
題
と
第
五
章
に
紹
介
翻
刻
さ
れ
て
い
る
新
出
資
料
『
紀
式
部
集
』
の
解
題

で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
雑
多
な
論
文
が
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
、

や
や
い
じ
わ
る
な
見
方
を
す
れ
ば
、
一
平
安
末
期
物
語
」
を
論
じ
た
も
の
と

言
え
る
も
の
は
、
第
一
章
と
第
三
章
の
一
部
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
点
か
ら
も
、
一
書
と
し
て
の
ま
と
ま
り
の
な
さ
を
感
じ
る
の
だ
が
、

好
意
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
「
平
安
末
期
物
語
」
の
享
受
や
そ
の
再
生
を
跡

安
田
真
一
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づ
け
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
章
四
「
鈴
木
弘
道
教
授
の
平
安
末
期
物
語
研
究
」
で
は
、
中
西
氏

の
恩
師
で
あ
る
鈴
木
弘
道
氏
の
研
究
の
果
た
し
て
き
た
大
き
な
役
割
が
見
事

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
鈴
木
弘
道
氏
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
が
、
『
平

安
末
期
物
語
の
研
究
』
『
平
安
末
期
物
語
論
薑
平
安
末
期
物
語
研
究
』
な
ど
、

「
平
安
末
期
物
語
」
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
鈴

木
弘
道
氏
が
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
と
り
か
へ
ぱ
や
』
中
村
本
『
夜
の
寝

覚
』
『
無
名
草
子
」
な
ど
に
注
目
し
て
こ
ら
れ
、
平
安
末
期
物
語
の
研
究
を

精
力
的
に
研
究
し
、
か
つ
、
正
当
な
評
価
へ
の
礎
を
築
か
れ
た
こ
と
を
思
い

合
わ
せ
れ
ば
、
中
西
氏
の
「
平
安
末
期
物
語
」
と
い
う
語
を
論
文
集
の
タ
イ

ト
ル
に
用
い
た
こ
と
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
ほ
ど
は
、
中
西
氏
の
研
究
の
姿

勢
や
「
あ
と
が
き
」
な
ど
か
ら
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

本
書
を
読
ん
で
思
う
の
は
、
以
前
か
ら
感
じ
て
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、

中
西
氏
の
研
究
の
姿
勢
は
、
煩
墳
な
検
討
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
実
直
で
あ

り
、
誠
実
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
は
章
立
て
の
順
序
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

そ
の
内
容
を
概
観
し
て
お
く
。

ま
ず
第
四
章
と
第
五
章
に
つ
い
て
。
第
四
章
二
・
三
は
、
小
野
高
校
蔵
と

春
曙
文
庫
蔵
の
『
源
氏
物
語
忍
草
』
の
解
題
で
あ
り
、
四
は
、
振
徳
版
木
館

『
源
氏
物
語
絵
巻
』
の
解
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
が
近
世
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て

き
た
の
か
を
示
す
基
礎
的
な
研
究
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
内
容
の
分
析
・

批
評
以
前
に
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
（
作
品
）
の
位
置
付
け
を
私
た
ち
は
お
ろ
そ

か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
基
礎
的
な
研
究
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、

そ
の
先
の
研
究
が
あ
る
の
だ
。
書
誌
学
的
な
位
置
付
け
は
、
本
文
批
判
や
成

立
時
代
な
ど
が
く
解
釈
〉
と
常
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
う

し
た
地
道
な
研
究
に
対
し
て
、
私
み
た
い
な
無
精
な
者
は
常
に
多
く
の
恩
恵

を
受
け
て
お
り
、
感
謝
し
て
い
る
。

第
四
章
一
は
、
『
紀
式
部
集
』
の
解
題
と
紹
介
で
あ
り
、
第
五
章
に
そ
の

本
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
『
紀
式
部
集
』
は
、
『
う
つ
ほ
』
の
一
あ
て
宮
求

婚
讃
に
関
連
す
る
巻
の
う
ち
吹
上
上
、
春
日
詣
、
あ
て
宮
、
祭
の
使
の
各
巻

を
対
象
」
に
、
和
歌
を
抜
き
書
き
し
た
、
歌
集
の
体
裁
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

『
う
つ
ぼ
』
が
後
年
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
き
た
の
か
は
、
は

っ
き
り
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
こ
の
『
紀
式
部
集
』
は
非
常

に
重
要
な
テ
ク
ス
ト
（
作
品
）
で
あ
る
と
言
え
る
。
『
う
つ
ほ
』
と
い
う
テ

ク
ス
ト
（
作
品
）
自
体
が
、
近
年
発
刊
さ
れ
た
室
城
秀
之
編
『
う
つ
ほ
物
語

全
」
（
お
う
ふ
う
一
九
九
五
）
に
よ
っ
て
、
整
っ
た
本
文
と
注
釈
が
よ
う

や
く
提
供
さ
れ
、
研
究
の
土
台
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

最
近
雑
誌
で
の
特
集
（
『
国
文
学
』
一
九
九
八
年
二
月
）
も
あ
り
、
よ
う
や

く
注
目
を
浴
び
て
き
た
『
う
つ
ほ
』
の
研
究
に
お
い
て
、
『
紀
式
部
集
』
は
、

後
年
の
享
受
を
示
す
重
要
な
資
料
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

第
二
章
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

近
・
現
代
小
説
と
『
夜
の
寝
覚
』
と
の
構
成
の
比
較
で
あ
る
。
物
語
は
そ
の

享
受
の
段
階
に
お
い
て
、
改
作
さ
れ
、
そ
の
変
容
・
再
生
産
は
常
に
つ
き
ま

と
う
も
の
で
あ
る
。
瀬
戸
内
晴
美
や
円
地
文
子
な
ど
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』

や
三
島
由
紀
夫
に
よ
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
享
受
の
あ
り
方
は
今
更
言

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
『
夜
の
寝
覚
』
も
近
・
現
代
に
お
い
て
一
つ
の
変
容

一
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を
遂
げ
、
新
た
な
物
語
と
し
て
再
生
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
恥
ず
か
し
い
な

が
ら
中
西
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
教
え
ら
れ
た
。
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に

し
た
現
代
の
研
究
状
況
で
は
、
『
夜
の
寝
覚
』
の
小
説
化
な
ど
は
あ
ま
り
問

題
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
し
、
近
・
現
代
の
研
究
状
況
に
お
い
て
も
、
中

心
と
な
る
あ
る
い
は
正
典
と
な
る
作
家
が
お
り
、
三
島
由
紀
夫
だ
か
ら
こ
そ
、

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
注
目
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
夜
の
寝

覚
』
の
変
容
・
再
生
を
扱
っ
た
こ
の
三
編
の
論
文
は
、
こ
う
し
た
現
代
の
研

究
状
況
へ
の
批
判
と
も
結
果
と
し
て
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
た
。

た
だ
し
、
本
文
と
構
成
の
比
較
検
討
に
終
始
し
て
お
り
、
も
う
一
歩
踏
み
込

ん
だ
論
で
あ
っ
た
な
ら
ぱ
と
、
残
念
で
な
ら
な
い
。
（
第
三
章
二
の
、
中
村

則
子
氏
の
『
在
明
の
別
れ
』
と
南
条
範
夫
の
小
説
と
の
比
較
に
つ
い
て
も
同

様
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
）

第
三
章
に
つ
い
て
。
三
．
風
に
紅
葉
」
に
つ
い
て
」
は
、
現
在
刊
行
中

の
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
（
笠
間
書
院
）
の
う
ち
、
中
西
氏
が
校
訂
・
訳

を
担
当
し
て
い
る
『
風
に
紅
葉
』
の
た
め
に
書
か
れ
た
解
説
で
あ
る
。
弧
本

で
あ
る
『
風
に
紅
葉
』
の
本
文
校
訂
の
難
し
さ
が
伝
わ
り
、
い
い
意
味
で
新

た
な
く
異
本
〉
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
刊
行
が
諸
般
の

事
情
に
よ
り
大
幅
に
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
、
小
耳
に
挟
ん
で
い
る
。
残
念
で

な
ら
な
い
。
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
擬
古
物
語
の
研
究
は
、
今
ま
で
お
ろ
そ
か

に
さ
れ
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
入
手
し
や
す
い
テ

キ
ス
ト
が
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
い
に
刊
行
が
待
た
れ
る
。

も
う
一
編
は
、
一
「
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
の
「
人
目
」
に
つ
い
て
」
と
い

う
高
論
を
収
め
る
。
第
一
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の

論
文
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
が
、
用
例
を
お
さ
え
、
実
証
的
に
本
文
に
徴

し
て
〈
読
み
〉
〈
解
釈
〉
を
し
て
い
く
手
際
は
、
地
味
だ
が
堅
実
で
あ
り
、

実
直
な
研
究
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
手
際
は
、
鈴
木
弘
道
氏
と
や

は
り
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
『
と
り
か
へ
ぱ
や
』
に
お
い
て
、
「
「
人
目
を
世

の
常
」
と
す
る
こ
と
は
、
「
人
目
」
を
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
と
し
て
承
認
し

た
う
え
で
、
こ
れ
を
世
間
一
般
の
理
解
に
沿
わ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う

指
摘
は
、
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
「
世
間
の
人
々
が
当
事
者
を
ど

の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
を
客
観
的
に
説
明
す
る
た
め
の
用
法
で
あ
り
、
見

る
側
の
当
事
者
自
身
の
内
面
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
点
も
大
方
首
肯

で
き
る
。
た
だ
、
「
人
目
を
世
の
常
」
に
も
て
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
い
か

に
し
て
世
間
の
人
々
に
「
見
せ
る
」
の
か
が
肝
要
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
直
接

「
見
る
側
」
の
内
面
に
及
ぶ
こ
と
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
見
る
側
」

の
常
識
的
な
理
解
を
逆
手
に
取
っ
た
、
つ
ま
り
、
「
見
る
側
」
の
内
面
を
想

像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
行
為
が
そ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
万
葉
集
以
来
で
の
使
用
法
を
前
提
と
し
、
一
前
代
の
恋
愛
の
障
害
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
人
目
」
を
取
り
出
し
、
そ
こ
に
変
装
を
織
り
込
む

修
辞
法
を
付
加
」
し
た
と
い
う
指
摘
は
、
『
と
り
か
へ
ぱ
や
』
が
王
朝
物
語

の
恋
愛
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
て
い
る
と
い
う
神
田
龍
身
氏
の
論
（
『
物
語
文

学
、
そ
の
解
体
』
有
精
堂
一
九
九
二
）
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
興
味
深
い
。

最
後
に
第
一
章
に
つ
い
て
。
一
・
五
の
書
き
下
ろ
し
二
編
を
含
む
五
編
の

論
文
を
収
め
る
。
ど
れ
も
堅
実
で
あ
り
、
ま
た
誠
実
な
研
究
姿
勢
が
う
か
が

え
る
。
研
究
に
お
い
て
わ
か
ら
な
い
言
葉
や
解
釈
の
で
き
な
い
表
現
な
ど
が

あ
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
未
詳
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は

六
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大
事
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
い
つ
ま
で
も
未
詳
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と

は
、
研
究
者
と
し
て
怠
慢
で
あ
る
。
言
葉
や
表
現
に
〈
意
味
〉
〈
解
釈
〉
を

与
え
る
の
は
、
私
た
ち
な
の
で
あ
る
。
未
詳
と
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
一

つ
の
説
（
意
味
・
解
釈
）
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
（
作
品
）
全
体

の
構
造
に
及
ぶ
営
み
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
説
（
意
味
・
解
釈
）
は
決
し
て
絶

対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
未
詳
の
も
の
に
対
し

て
、
絶
え
ざ
る
概
念
規
定
を
意
識
的
に
行
な
い
、
一
つ
一
つ
を
克
服
し
て
い

こ
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
意
味
・
解
釈
を
決
定
（
固
定
）

す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
・
そ
の
意
味
で
、
「
わ
う
か
く
し
や
う
三
か

う
そ
う
」
「
て
ん
ふ
」
な
ど
の
解
釈
困
難
な
言
葉
に
対
し
て
、
一
つ
の
〈
読

み
〉
を
提
示
し
て
い
る
点
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
一
「
浜
松
中
納
言
物
語
巻
一
の
冒
頭
文
」
で
は
、
「
本
来
存
在
し

た
と
お
ぼ
し
い
首
巻
が
散
逸
し
た
以
後
に
お
い
て
も
現
存
の
巻
一
か
ら
始
ま

る
物
語
と
し
て
鑑
賞
し
馴
染
ん
で
き
た
事
実
は
軽
く
扱
う
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
」
と
述
べ
、
現
存
本
巻
一
の
冒
頭
表
現
の
「
孝
養
の
心
ざ
し
深
く
思
ひ
立

ち
に
し
道
」
が
中
心
的
主
題
と
な
る
こ
と
を
論
じ
、
藤
原
定
家
を
含
め
、
現

存
本
巻
一
を
冒
頭
と
し
て
読
ん
で
き
た
こ
と
、
ま
た
そ
う
読
め
る
こ
と
を
示

す
。

確
か
に
私
た
ち
は
、
早
く
に
失
わ
れ
た
散
逸
首
巻
で
は
な
く
、
現
存
本
巻

一
が
冒
頭
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
無
視
す
べ
き
で
は
な

い
。
ま
た
、
確
か
に
現
存
本
巻
一
は
、
冒
頭
表
現
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
多
く
の
物
語
の
巻
々
の
巻
頭
が
、
自
立
し
た
表
現

で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
特
に
、
『
浜
松
中

納
言
物
語
』
の
場
合
、
散
逸
首
巻
に
お
い
て
は
日
本
が
舞
台
で
あ
り
、
現
存

本
巻
一
が
唐
土
の
出
来
事
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
新

た
な
局
面
を
迎
え
て
お
り
、
冒
頭
表
現
が
自
立
し
て
読
め
る
の
も
多
く
の
物

語
か
ら
し
て
当
然
の
よ
う
な
気
も
す
る
の
だ
が
、
い
か
が
か
。
現
存
本
巻
一

の
表
現
の
主
題
性
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
首
肯
し
つ
つ
、
あ
え
て
述
べ

て
い
る
こ
と
は
断
っ
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
物
語
の
約
束
ご
と
と
し
て
、
語
り
手
の
伝
聞
形
式
を
物

語
の
始
ま
り
と
終
わ
り
は
持
っ
て
い
る
。
『
狭
衣
物
語
』
や
『
夜
の
寝
覚
』

に
し
て
も
、
主
人
公
の
系
譜
が
冒
頭
近
く
に
語
ら
れ
て
い
る
。
『
浜
松
中
納

言
物
語
』
の
現
存
本
巻
一
に
は
そ
れ
が
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
現
存
本
巻
五

巻
末
は
、
伝
聞
形
式
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
な
い
形
で
物
語
を
締
め
く
く
る
。

私
は
、
そ
の
こ
と
の
意
味
が
案
外
大
き
い
の
で
は
な
い
の
か
と
考
え
て
い
る

の
だ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
現
存
本
は
、
あ
え
て

言
え
ば
、
そ
の
物
語
形
式
と
し
て
、
始
ま
り
も
終
わ
り
も
画
期
的
な
形
式
で

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
俗
っ
ぽ
く
言
え
ば
、
カ
ッ
コ
イ
イ
の
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
、
巻
五
巻
末
は
、
物
語
の
締
め
く
く
り
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
私
は

思
う
し
、
現
存
本
巻
一
の
表
現
に
し
て
も
、
冒
頭
文
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と

思
う
の
だ
が
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
問
題
は
無
視
し
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
定
家
が
さ
ほ
ど
疑
問
を
抱
か
ず
、
物
語
の
冒
頭
と
し
て
理
解
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
文
章
の
切
り
出
し
方
に
お
い
て
、
物
語
全
体
の
開
巻

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
」
と
み
る
の
は
、
定
家
を
あ
ま
り
に
信
用
し

す
ぎ
て
い
る
研
究
の
現
状
を
、
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
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他
に
第
一
章
に
収
め
ら
れ
た
三
編
の
論
文
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
三

は
、
巻
五
棹
尾
の
唐
人
か
ら
の
手
紙
が
「
日
記
」
形
式
で
あ
る
点
に
注
目
し

た
綴
密
な
論
で
あ
り
、
「
日
記
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
意
味
を
改
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
四
は
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
が
『
浜
松
中
納

言
物
語
』
を
ど
の
よ
う
に
研
究
し
て
き
た
の
か
を
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
目

録
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
類
標
」
に
よ
っ
て
論
じ
た
綴
密
な
論
文
。
五
は
、

『
権
中
納
言
実
材
母
集
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
の
関
係
を
一
首
一
首

詳
細
に
分
析
し
た
高
論
。
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
享
受
史
の
一
面
を
照
射

す
る
論
で
あ
り
、
今
後
『
権
中
納
言
実
材
母
集
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』

の
研
究
双
方
に
お
い
て
、
参
照
さ
れ
る
べ
き
論
文
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
『
権
中
納
言
実
材
母
集
」
を
〈
読
む
〉
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語

全
般
が
、
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
、
ま
た
文
学
的
営
み
の
中
に
消
費
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
私
た
ち
が
灰
見
で
き
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
書
と
し
て
の
体
裁

を
整
え
て
い
な
い
し
、
「
平
安
末
期
物
語
」
と
冠
す
る
こ
と
に
深
い
疑
問
を

持
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
一
つ
一
つ
の
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
義
深
い
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
西
健
治
氏
の
詳
細
・
徽
密
な
論
、
堅
実
か
つ
実
直
な

研
究
姿
勢
に
は
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。
拙
い
書
評
で
あ
り
、
あ
え
て
苦
言
を
呈

し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
点
は
深
謝
。

（
勉
誠
社
一
九
九
七
年
十
一
月
三
六
○
頁
本
体
二
○
○
○
円
）

（
や
す
だ
・
し
ん
い
ち
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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