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と

り

か

へ

ば

や

物

語

の

世

界
大

原

一

輝

平
安
朝
後
期

よ
り
鎌
倉
期

に
か
け
て
の
作
り
物
語

の
世
界

に
は
、
何
れ
も
何

ら
か

の
面

に
於

い
て
新

し
い
趣
向

を
凝

ら
し
、
以

て
源
氏
物
語

に
昇
華
さ

れ
る

王
朝
物
語

の
世
界

に
迫
ら

ん
と
す
る
試
み
が
見
ら

れ
る
。
と
り
か

へ
ば

や
物
語

も
ま
た
こ

の
域
を
出

る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。

こ
の
物
語
に
於

い
て
は
、
そ
れ

が
堤
中
納
言
物
語
的
な
世
界

を
と
る
こ
と

に
よ

っ
て
試

み
ら
れ
て
ゐ
る
。
男
女

異
装

の
姉
弟

を
採
り
挙
げ
て
之

を
主
人
公
と
し
、
遂
に
は
そ
の
本
性
が
暴
露
さ

れ
る

に
至

っ
て
、
所
謂

「
と
り
か

へ
」
が
行
は
れ
る
と
い
う
事
件
を
客
観
的

に

描
き
出
し
て
ゐ
る
こ
の
物
語
は
、
そ

の
人
物
、
事
件

に
亘

っ
て
確
か

に
従
来

に

見
ら
れ
な
い
目
新
し
さ
で
も

っ
て
注
目

を
ひ
か
ん
と
し
て
ゐ
る

こ
と
は
明
ら

か

で
あ
る
。
こ

の
作
者

の
態
度
は
堤
申
納
言
物
語

に
見
ら
れ
る

「
を
か
し
」

の
立

場
に
立

つ
も

の
で
あ
る
と

い
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、

こ
の
物
語

に
は
反

面
、

源
氏
物
語

の
世
界

を
曳

く

「
あ
は
れ
」

の
世
界

も
色
濃
く
見
出
せ
る
も

の

で
あ
る
か
ら
、
戴

に
こ

の
二
つ
の
世
界

の
消
長
を
眺

め
て
見
る
こ
と
は
、

そ
こ

に
王
朝
物
語
の
末

期
的

世
界
が
示
し
て
ゐ
る

一
つ
の
様
相
を
見
出
す

こ
と

に
な

り

は
し
な

い
か
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

二

現
存
す
る
と
り
か

へ
ば
や
物
語

は
、
所

謂
古

と
り
か

へ
ば
や
物
語

の
世
界

に

比
す
る
時
、
勉
め
て
現
実
的
な
世
界

を
描

き
出
そ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
即
ち
、
無
名
草
子

に
拠
れ
ば
、
現
存
と
り
か

へ
ば
や
物
語
は
、
古

と
り

か

へ
ば

や
物
語

の
改
作

で
あ
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ

の
古
と

り
か

へ
ば
や
物
語

に
つ
い
て
は
、
極

め
て
不
自
然
な
非
現
実
的
要
素
が
多
分

に

存
在

し
て
ゐ
た
事
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
、
女
主
人
公
の
髪
ゆ
る
が
し

て
子
を
産
む

「
い
み
じ
げ
」
な
る
状

を
始

め
と
し
て
、

「
魑

し
く

恐

ろ

し

け

れ
」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
そ

の
蘇
生
、

「
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
事
ど
も

の
い
と
恐
ろ

し
」
き
鏡

の
影

に
よ

る
透
視
等
、
要
す

る
に

「
物
恐
ろ
し
く
お
び

た
だ
し
き
け

し
た
る
も

の
の
さ
ま
」
が
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
く
描
か
れ
て
ゐ
た
様

で
あ
る
。

従

っ
て
、
こ

の

「
い
み
じ
」
、

「
恐
ろ
し
」
、

「
ま
こ
と
し
か
ら

ぬ
」
、

「物

恐

ろ
し
」
等

と
い
は
れ
て
ゐ
る
古
と
り
か

へ
ば

や
物
語

は
、
多
分

に
現
実
離

れ

の
し
た
世
界

の
描

か
れ
た
物
語

で
あ

っ
た
事
は
容

易

に
窺

は
れ
る
所

で
あ
る
。

之

に
対

し
て
、
そ

の
改
作

と
い
は
れ

て
ゐ
る
現
存
と
り

か

へ
ば
や
物
語

に
つ



い
て
は
、

「
な
ど
唯
今
聞
え

つ
る

『今
と
り

か

へ
ば
や
』

な
ど

の
本

に
ま
さ
り

侍
る
さ
ま
よ
。
何
事
も
物
ま
ね
び
は
必
ず
も
と

に
は
劣
る
わ
ぎ

な
る
を
、

こ
れ

は
い
と

に
く
か
ら
ず

を
か
し
く

こ
そ
あ
め
れ
な
」
と
先
づ
改
作

の
巧
み
さ
そ
の

も

の
が
好
評
を
博

し
て
ゐ
る
。
次

い
で
、

「
魑
し
く
恐
ろ
し
き
所
な
ど
も
な
か

め
り
」
と

い
ひ
、
男
女
主
人
公

の
有

様

に
つ
い
て
も
、
夫

々

「
い
と
よ
く
」
、

「う

た
て
け
し
か
ら
ぬ
筋

に
は
お
ぼ
え
ず

」
、
「
い
と
ほ
し
」
、

「
い
と
よ
し
」

等
と
批
評
さ

れ
て
ゐ
る
。

ま
た
男
女
互

に
元

の
人

に
な
り
替
る
筋
も

「
い
と
よ

く
」
と
述

べ
ら

れ
て
ゐ
る
等
、

「
も
と

の
人
々
皆
失

せ
て
、

い
つ
こ
な
り
し
と

も
な
く
て
、

あ
た
ら
し
う
出

で
来
」
る
事
も
な
い

「
今
と
り

か

へ
ば

や
」

に

は
、
鼓

に

「
古
と
り
か

へ
ば
や
」

の
持

つ
非
現
実
的
不
自
然
不
合
理
な
点
を
排

除
し
、
物
語

の
筋
は
あ
ら
か
た
之

に
準
拠
し
た
も

の
で
は
あ
ろ
う
が
、
極

め
て

現
実
的
な
基
盤

に
刺

っ
て
之

を
展
叙

せ
ん
と
し
て
ゐ
る
態
度
が
強
く
認
め
ら
れ

る

の
で
あ
る
。

従

っ
て
こ

の
物
語

に
は
人
物
、
環
境

、事
件

に
亘

っ
て
そ
の
現
実
性

を
指
摘

し

得

る
事
は
、
極

め
て
容
易

で
あ
る
。
例

へ
ば

、先

づ
物
語

の
冒
頭
で
は
、
そ
の
主

人
公
が
、

「権
大
納
言

に
て
大
将

か
け
給

へ
る
人
」

の
子
女

で
あ
る

こ
と
が

述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
之

は
、
か

の
月
の
都

の
人

で
あ

っ
た
竹
取
物
語

の
か
ぐ
や
姫

や
、

仙
境

に
成
育

し
た
宇
津
保
物
語

の
仲
忠

の
生
立
ち
等

に
比
す
れ
ぽ
、
遙

か

に
卑
近
な
現
実
的
階
層

の
人
物
を
採
り
挙
げ

て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ

の
主
人
公
達
の
男
女
異
装

に
つ
い
て
は
、
こ

の
物
語

の
特
異
性
を
最

も
よ
く

印
象
づ
け
て
ゐ
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
之
も
決
し
て
全
く
現
実
離
れ
を
し
た
も

の
で
は
な
い
。
即
ち
、
平
家
物
語
に
も
見
ら
れ
る

「
水
干

に
立
鳥

帽
子
、
白
鞘

巻
を
さ

い
て
、
舞

ひ
け

れ
ば
、
男
舞

と
そ
申
け
る
」

(同
書
巻

一
)
と
い
ふ
白

拍
子

に
窺
は
れ
る
女
性

の
男
装
や
、
随
所

に
見
ら

れ
る
女
性
化
し
た
公
達

の
容

貌
服
装
等
、

一
般

に

「
当
時

の
風
俗
、
貴
族

は
男
子
も
白

粉
騰

脂
を
装

ひ
、
翠

黛
鮮
か

に
、
鉄
漿
黒
々
と

冠
は
塗
桶

の
如
」
く
、

「
優
美

の
境

を
超

え
て
怪
醜

に
傾

」
か
ん

は
か
り

の
奇

態
を
示
し
た
時
代

(藤
岡
作
太
郎
氏

「国
文
学
全
史

平
安
朝
編
」
〉

で
あ

っ
た
か
ら
、

こ
の
物
語

に
於
け

る
男
女
異
装

の
如
き
も
、

素
材
と
し

て
は
目
新

し

い
と
は

い

へ
矢
張
り
院
政
期

に
於
け
る
世
相
風
俗
を
反

映
し
て
ゐ
る
も

の
と
し
て
、
現
実
性
が
容
易

に
認
め
ら
れ

る
所

で
あ
る
。
従

っ

て
、
人

々
が
女
君
を

「姫

君
と
聞
え
し
は
、

ひ
が

ご
と
な
り
け
り
」
と
思

ひ
、

「
唯
若
君
と

の
み
思
ひ
」
な
る
が
如
き

こ
と
も
起
り
得

た
に
違
ひ
な

い
。
、
ま
た

こ
の
物
語

に
は
、
予
言
や
夢

兆
が
見
ら
れ
る
。
例

へ
ば
、
女
主
人
公

に
対

し
て

「
遂

に
は
お
も
ひ
の
ご
と
、
か
み
を
き

は
め
給

ふ
べ
き
ち
ぎ
り

い
と
高
く
物

し

給

ふ
な
り
」
、
或

ひ
は

「
こ
く
も

の
く
ら

ゐ
に
極

め
給

ふ
べ
き
さ
う
お
は
せ
し

人

な
り
」
と

い
ひ
、
男
主
人
公

に
対

し
て
も

「
こ
れ
ぞ
我
が
む
す
め

に
縁

あ
る

人

に
物
し
給

ふ
め
り
」
と
見
給

ふ
吉
野

の
宮

の
相
人
的

な
予
言

や
、
父
大
臣

に

対

し
て
、
男
女

の
異
装

を
天
狗

の
崇
で
あ
る
と
し
て

「
い
さ
さ
か

の
物

の
報

な

り
」
と
そ

の
宿
世

の
程
を
伝

へ
る
僧

の
夢
兆
等

で
あ
る
。
し
か
も
物
語

の
進
展

は
、

こ
の
予
言

や
夢
兆

に
そ

っ
て
な
さ
れ

て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
之

が
物
語

に
於

い
て
果
た
し
て
ゐ
る
役
割
は
大
き

い
も

の
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

し
か
し
、
之

も
す

で
に
源
氏
物
語

や
浜
松
中
納
言
物
語
等

の
物
語
類
を
始

め
、

更
級
日
記

に
も
頻
繁

に
見
ら

れ
た
所

で
あ
る
。
今
鏡

に
も
、
例

へ
ば
後
三
条
院

が

「
人

の
相

よ
く
す
る
」
者

の
奏
請

に
よ

っ
て
即
位
さ
れ
た
こ
と
や

、崩
御

に
当

っ
て
は

「異

国

の
そ
こ
な
は

れ
た
る
を
直
さ
む
と
て
、
こ
の
国
を
ば
去
ら
せ
給

へ
る
」
と
人

の
夢

に
見
え
た
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

ゐ
る

(同
書
す

べ

ら

ぎ

の

中
)
。
従

っ
て
此
処

に
語
ら
れ
て
ゐ
る
予
言

や
夢
兆

の
如
き
も

の
も
決

し
て
非

現
実
的
な
も

の
と

し
て
で
は
な
く
、
当
時

の
人

々
に
と

っ
て
は
む
し
ろ
事
実

で



さ

へ
あ

っ
た
も

の
が
扱
は
れ

て
ゐ
る
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
環
境

に
つ

い
て
見
る
と
、

こ

の
物
語

に
は
、
自

然
描
写

に
極

め
て
乏
し
い
反
面
、
そ

の
描

か
れ

て
ゐ
る
限
り
に
於

い
て
は
矢
張

り
そ

の
世
界
を
現
実
的
た
ら

し
め
よ
う
と

し
て
ゐ
る
。
即
ち
、

中

に
は
吉
野

の
宮

の
渡

唐
諦

の
如
き
も
見
ら

れ

は

す

る

が
、
そ

れ
は
飽
く
ま
で
も
主
人
公

の
活
躍
場
面

と
し
て
で
は
な

い
。
物
語
は
、

京

・
宇
治

・
吉
野

に
舞

台
を
設
定

し
て
ゐ
る

の
で
あ

っ
て
、
之

も
物
語

の
世
界

に
現
実
性
を
持
た

せ
よ
う
と
す
る
意
図

の
現
は
れ
で
あ
る
と

い
は
ね
ば
な
ら

な

戸
。
さ
う
し
て
物
語
は
、
更

に
こ

の
様
な
現
実
的
世
界

の
中

に
男
女

主
人
公

の

陥

っ
て
ゆ
く

不
幸

な
る
事
件
、
就
中
男
装

の
π
主
人
公
が
、
宮

の
宰
相

に
よ

っ

て
そ

の
妻

四
君

を
奪

は
れ
る
と

い
ふ
四
君
事
件
を
始
め
、
剰

へ
自
己

の
本
性
が

暴

露
さ
れ
る
事
件
、
ま
た
遂
に
は
我
が
子
と
も
離
別
し
て
吉
野

に
逃
れ
入
り
、

そ

こ
で
所

謂

「
と
り
か

へ
」
が
行

は
れ
る
と

い
ふ
何
れ
も
極

め
て
地
上
的
現
実

的
な
事
件

を
描

い
て
ゐ
る
。
厳
に
こ
の
物
語

に
は
、
人
物
、
環
境
、
事
件

に
亘

っ
て
現
実
的

な
世
界
が
濃

厚
に
描

き
出
さ
れ

て
ゐ
る
と

い
へ
る

の
で
あ
る
。

次

に
こ
の
様

な
現
実
的

な
世
界

に
対
す
る
作
者

の
態
度

に
っ
い
て
見
る
と
、

極

め
て
知
的
客
観
的
な
冷

や
か
な
も

の
が
認
め
ら
れ
る
。
例

へ
ば
、
之

を
構
成

面

に
つ
い
て
見

喝
と
、
男
女
主
人
公
の

「
と
り

か

へ
」
と

い
ふ
こ
の
物
話
の
中

心
的
な
事
件

は
、

そ
の
服
装

の
み
な
ら
ず

「
み
ち

や
う

の
内

に
の
み
う
つ
も

れ

入
」
惹
若
君
と
、

「を

さ
を
さ
内

に
も
物

し
給

は
」

ぬ
姫
君

と
い
う
全
く
対

照

的

な
性
格

の
二
人

の
間

に
行

は
れ
る
も

の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
元
来

「
と
り

も

た
が

へ
つ
べ
う
」
見

え
る
容
貌

の
相
似

に
よ

っ
て
、
極
め
て
容
易

に
且

つ
自

然
に
と
り
行

は
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は

「
古
と
り
か

へ
ば
や
」

の
如

く
蘇

生
と

い
ふ
非
現
実
的
な
手
段

に
よ
ら
ざ
る
現
実
的

な
解
決
が
既

に
伏
線
的

に
準

備

さ
れ
て
ゐ
た
と

い

へ

よ
う
。

し
か
も
そ

の

「
と
り
か

へ
」
は
、
四
君
事
件
以

下

の
女
主
人
公
に
迫

る
危
機
を
漸

層
的

に
積
重
ね
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

の
当

来
が
必
然
化
さ
れ

て
来
て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら

こ
の
構
想
に
於

い
て
も
作
者

の

計
画
的

な
知
的
態
度

が
窺
は
れ
る

の
ε
あ
る
。
ま
た

「
と
り
か

へ
」

の
前
後

に

於
け
る
夫

々
の
人
物
関
係

に
つ
い
て
見
る
と
、
前
半

に
於
け
る
女
主
人
公
と
四

君

・
宮

の
宰
相

・
麗
景
殿
の
女

・
吉
野

の
女
君
等
と

の
関
係
、
男
主
人
公
と
女

春

宮
と

の
関
係

は
、
後
半
に
至

っ
て
夫

々
男
女
主
人
公
を
入
れ
替

へ
た
関
係

に

於

い
て
始

め
て
自
然
化
さ
れ
て
来

て
ゐ
る
。
此
処

に
も

「
と
り
か

へ
」
を
中

心

と
し
た
前
後

二
つ
の
世
界

を
対
照
的
構
成
的
に
示
さ
ん
と
す
る
余
り
、
遊
戯
的

齢
弄
的
な
迄

の
態
度
さ

へ
見
ら
れ
る
。
従

っ
て
こ

の
様

な
知
的
客
観
的
な
態
度

を
示
し
て

い

る

作

者
は
、
物
語

の
女
主
人
公
に
対

し
て
も
次

々
に
不
幸

の
渦

中

に
陥
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
遂

に
は
か

の

「
い
と
暑

き
日
」

の
場
面
に
見
ら

れ

る
如
く
、
そ

の
本
性
を
暴
露

さ
せ
ず

に
は
置
か
な

い
と

い
ふ
極
め
て
冷
や
か
な

客
観
的
態
度

を
採

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
物
語

の
世
界

に
対
す
る
作
者

の
態
度

に
は
、.
構
成
面

に
於
け
る
対
照
的
な
人
物
や
人
物
関
係
、
或
は
漸
層
的

な
事
件

の
堆
積
等

の
牙

み
な
配
置

設
定

に
於

い
て
知

的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

か
や
う

に
対
象
を

一
歩

の
隔
り
を
も

っ
て
客
観
的

に
冷
や
か
な
突
き
放
し
た
状

態

に
於

い
て
扱

い
眺

め
よ
う
と
す
る
態
度
が
強
く
認
め
ら
れ
る
。
之
は

「
を
か

し
」
の
立
場

に
立

つ
態
度

で
あ
る
と

い
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
も
そ

の
対
象

の
最

も
中
心
と
さ
れ
て
ゐ
る
も

の
は
異
装

の
姉
弟
就
中
男
装

の
女
主
人
公
で
あ

る
こ
と
は
い
ふ
ま
だ
も
な

い
。

し
か
し
、之
が

「
と
り
か

へ
」
後

の
後
半
に
移
る
と
、次

に
は
宮

の
宰
相
達

に

そ

の
対

象
を
見
出
し

て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
は
結
局
物
語
全
般
を
通

し
て
と
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
態
度

で
あ
る
と

い
へ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
後
半



で
は
、
女

主
人
公
を
見
失

っ
た
宮

の
宰
相

の
狼
狽
振
り

に
対
し
て

「
か
げ

に
っ

き
て
窺
ひ
あ
り
き
給

ふ
も
を
か
し
く

お
ぼ

し
て
」
、

「
さ
思

ふ
よ
と
を

か
し
く

て
」
と

い
ひ
、
四
君

の
歎

き

に

「
を

か
し
く
も
こ
と
わ
り

に
お
ぼ
」
え
、

麗
景

殿

の
女

に

「
同

じ
心
な
り
け
る
も
を
か
し
う

て
」
等
と
男

主
人
公

に
言
は
せ
て

ゐ
る

の
で
あ
る

か
ら
、
そ

こ
に
は

「
と
り

か

へ
」

に
気
付

か
ざ
る
人

々
、
就
中

宮

の
宰
相

に
対
す
る
明
ら
が
な
嘲
笑
的
批
判
的
態
度

が
見
ら
れ
る

の
で

あ
る
。

雄

に
こ
の

「
を
か
し
」

の
立
場

に
立

っ
て
対
象

を
眺
め
る
態
度
が
物
語

を

一

貫

し
て
と
ら

れ
て
み
る
も

の
と

い
は
ね
ば

な
ら
な

い
。
さ
う
し
て
か
や
う

に
こ

の
物
語

が
、
現
実
的
な
世
界
を
リ

ア
ル
に
扱

っ
て
、
有

機
的
知
的
な
構
成

の
下

に

「
を
か
し
」
の
世
界
を
見

せ
て
ゐ
る
点

で
は
、
か

の
堤
中
納
言
物
語

の
世
界

に
極
め
て
強

い
親
近
性
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
そ

の
対
象

の
世

界

を

「
を

か

し
」

の
側

か
ら

と
り
挙
げ
眺

め
、
甑う
と
す

る
態
度

の
強
く
認
め
ら

れ
る
堤
中
納

言

物
語
中
の
諸
篇
、
就
申

「
花
桜
折

る
少
将
」
、

「
思
は

ぬ
方

に
と
ま
り
す
る

少
将

」

に
於
け
る
人
違

へ
や
、
「
虫
め
つ
る
姫
君
」

に
於
け
る
特
異

な
性
格

の
主

人
公

の
と
り
挙
げ
万

に
は
著

し
い
類
似
性

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

い
ふ
ま
で
も

な

い
。
そ

こ
に
準
備
さ
れ
た
対
照
的
な
人
物

の
姿
態

や
称
呼
上

の
紛
ら

は
し
さ

等

に
因

っ
て
引
起
さ

れ
る
予
想
外

の
事
件

の
描
写

や
変
態
的
入
物

に
対
す
る
好

奇
的
暴
露

的
な
客
観
的
批
判
的
な
態
度
等

は
何

れ
も
、

こ
の
物
語

の
構
成

や
作

者

の
態
度
趣
向

に
通
ず

る
も

の
が
認
め
ら

れ
る
。
要
す
る

に

「
古
と
り
か

へ
ば

や
」

の
改
作

に
当

っ
て
、
そ

の
非
現
実
的

な
世
界

に
対
し

て
否
定
的
な
立
場

に

立
た
う
と
し
た

「今

と
り
か

へ
ば

や
」
は
、
勉

め
て
現
実
的
な
世
界
を
描
か
ん

と

し
て
居
り
、
し
か
も
そ
の
世
界

に
対
し
て
は
知
的
客
観
的
な
冷
や
か
な
態
度

を
示

し
て
、
そ

の
趣
同
の
根
底

に
は
堤
中
納
言
物
語
的

な

「
を
か
し
」

の
世
界

が
見
出

せ
る

の
で
あ
る
。

と
り
い

へ
ば
や
物
語

の
作
者

に
は
、
そ

の
対
象
を
冷

や
か

に
突
き
放

し
た
態

度
が
強
く
認
め
ら
れ
る
。

し
か

し
作
者
は
そ

の
様
な
態
度

に
全
く
徹

し
切

っ
て

し
ま

っ
て

ゐ
る

の
で
は
な

い
。
そ

の
反
面

に
は
浪
漫
的
理
想
的
世
界

に
心
惹
か

れ

る
態
度
も
強
く
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
即
ち
作
者

は
非
現
実
的

な
世
界
を

排
除

せ
ん
と
し
た
と
は

い
へ
、
決
し

て
現
実
的

な
世
界
を
冷
徹
に
描
く

こ
と

に

の
み
終
始
し

て
ゐ
る

の
で
は
な

い
。
例

へ
ば
、
先
づ
之
を
人
物

に

っ
い
て
見
る

と
、
異
装

の
主
人
公
を
描
く
に
当

っ
て
も
そ

の
才
色

の
人
並
み
な
ら
ぬ
状

に
理

想
化

の
傾
向
が
示
さ
れ
て
来

て
ゐ
る
。
女

主
人
公
に
つ
い
て
は

「絵

に
書
き

た

る
や
う
に
て
」
、

「絵

に
書
く
と
も
筆
及

ぶ
べ
く
も

あ
ら
ず
」
と

い
ふ
に
留
ま

ら
ず
、

「
只
今
極
楽

の
む
か

へ
あ
り

て
雲

の
輿

よ
せ
た
り
と
も
、
猶

と
ど
ま
り

て
見
ま
ほ
し
き
御

あ
り
さ
ま
」
と

い
ふ
そ
の
姿
態
美

は
、

「
天
女

の
天
降
り

た

ら
む
も
麗
し
う
ご
と

ご
と
し
か
り

ぬ

べ
」
き
男
主
人
公
の
姿
態
美
と
共

に
、
多

分

に
美
化

理
想
化
さ
れ
た
も

の
と
し

て
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
女

主
人
公

の
詩
歌
管

絃
の
才

に
つ
い
て
も

「
ま
こ
と

に
斧

の
柄

も
朽
ち

ぬ
べ
く
、
故

郷
忘

れ

ぬ
べ
し
」
と

い
ひ
、

「
へ
ん
ぐ

ゑ
出

で
た
る
入

に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
讃
美

さ

れ

て
ゐ
る
。

ま

π
宮
仕

へ
に
出

て
は
、
侍
従
か
ら
右
大
将

に
至
る
ま
で
そ

の
官

位
の
昇
進

に
於

い
て
も
目
覚
ま

し
い
も

の
が
あ
り

、
か
く
て
は
人

々
か
ら
「
見

る

ご
と
に
心
け
さ
う

せ
ら
」
れ
、

「
ひ
と
め
も
見
る
人

の
聞
え
ご
ち
か
く
」

る
も

至
当
で
あ

っ
た
と

い
は
ね
ぽ
な
ら

な
い
。

こ
の
様
な
人
物

の
容
貌
、
才
芸
、
地

位
、
輿
望
等

に
於
け
る
非

凡
化

に
は
、
多
分

に
修
辞
的
類
型
的

な
も

の
が
認
め

ら

れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
根
底

に
は
矢
張
り
現
実
的
通
俗
的
な
も
の
を
離

れ

て
、
対
象

を
理
想
化
憧
憬
化

せ
ん
と
す

る
心
情
が
秘

め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
認



め

ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
様

な
傾
向
は
、
先

の
現
実
的
な
傾
向

と
は
全

く
対
照

的
な
態
度
を
示
す

も
の
で
あ

っ
て
、
之
は
更

に
次

に
見
ら
れ
る
如
き
先
行
物
語

の
世
界

に
拠
り

か
ゝ

っ
て
ゐ
る
態
度

に
於

い
て

一
層
明
確

に
な

っ
て
来

る
の
で

あ
る
。
例

へ
ば
、
男
主
人
公
の
姿
態
美
を

「
い
に
し

へ
の
か
ぐ

や
姫
も
、
げ

に

か
く
め
で
た
き
か
た
は
、
か
く
し
も
や
あ
ら
ざ
り
け
む
」
と
極
言
し
、
吉
野

の

女
君

の
琴
を
賞
で
て
は
、

「
な
に
が
し

の
大
将

の
笛
の
音

に
め
で
ゝ
お
り

く
だ

り

け

む
天

つ
少
女
も
、
耳
と
ゞ
め

つ
べ
か
め
る

に
」
と

い
ふ
所

に
は
、
竹
取
物

語

や
狭
衣
物
語

に
於
け
る
天
上
思
慕

の
理

想
が
そ

の
ま
ゝ
想
起
継
承
さ
れ
て
ゐ

る
こ
と
は

い
ふ
ま
で
も
な

い
。
作
者

は
出
来
る
だ
け
之
等

の
物
語

の
匿
界

に
己

が
物
語

の
世
界
を
近
着
け
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。

こ
の
こ

と

は

ま

た

「
そ
の
こ
と

ゝ
思

ふ
な
ら
ね
ど
月

見
れ
ば
い
つ
ま
で
と
の
み
物

ぞ

悲

し

き
」

(女

主
人
公
)
、

「
見
し
ま
ゝ

に
あ
り

し
そ
れ
と
も
覚
え
ぬ
は
我
が
身

や
あ
ら

ぬ
人
や
か
は
れ
る
」

(
四
君
)
、

「
春

の
夜
も
見
る
我
か
ら

の
月
な
れ
ば
こ
ゝ

ろ
づ
く
し
の
か
げ
と

な
り
け
り
」

(
四
君
)
、

「
雲

の
う

へ
も
月

の
光
も
か
は

ら
ぬ

に
我

が
身
ひ
と

つ
ぞ
あ
り

し
に
も

あ
ら

ぬ
」

(
女
主
人
公
)
等

の
謎
歎
的

追
懐
的

心
情
が
吐
露
さ
れ
て
ゐ
る

一
聯

の

「
月
」
の
歌

に
於

い
て
も
、
そ

れ
が

竹
取
物
語

や
伊
勢
物
語

に
於
け
る
謎
歎
的
好
情
的
世
界

に
拠

っ
て
ゐ
る
こ
と

に

よ

っ
て
蓬
認
め
ら
れ
る
。
そ

の
他
現
実
的
事
件

に
於
い
て
さ

へ
源
氏
物
語

を
始

め
と
す

る
先
行
物
語
の
世
界
と

の
関
聯
性

は
数

多
く
指
摘
さ
れ
得
る
の
で
あ
る

が
、
此
処

で
は
特

に
こ
の
傾

向
の
強

い
物
語
後
半
の
世
界
を
採
り
挙
げ

て
見

た

い
。
例

へ
ば
、
女
主
人
公
を
四
君
事
件
、
本
性

の
暴
露
、
我

が
子
と
の
離
別
、

「
と
り

か

へ
」
と
執
拗

に
い
た
め
つ
け
、
陥
れ
て
之
を
冷

や
か

に
客
観
視
す

る

態
度
を
示
し
て
来

た
作
者
は
、
結
末

に
至

っ
て
之

を
入
内
さ

せ
、
男
主
人
公

は

関
臼

に
即
か
せ
、
夫

々

一
族

の
繁
栄

の
状
を
描

い
て
来

て
ゐ
る
。
之
は
い
は
ば

「
と
り
か

へ
」

の
後
日
諏

的
な
世
界

で
あ
る
が
。
此
処
に
作
者

は
理
想
的
境
地

に
於
け
る
事
件

の
解
決

を
示
し
て
来

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
中
宮
と

い
ひ
関
白

と

い

へ
ば
、
矢
張
り
当
時

の
人
々
に
と

っ
て
は
最
高
の
地
位

で
あ
り
、
憧

憬
的
な

地
位

で
あ

っ
た

に
違

ひ
な
い
。
之

は
竹
取
物

語
に
於

け
る

か
ぐ
や
姫

の
昇
天

に

は
遙

か

に
及
ぼ

ぬ
ま
で
も
、
矢
張
り
そ
こ

に
は

一
つ
の
作
者

の
理
想
的
世
界

へ

の
憧

れ
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い

へ
よ
う
。
作
者
は

せ
め
て
此
処

に

女
主
入
公
を
救
ひ
と
ら
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
結
末

に
至

る
前

提
と

し
て
の
所
謂

「
と
り

か

へ
」
は
吉

野

の
地

に
於

い
て
行
は
れ
て
ゐ
る

の
で

も
あ
る
が
、
そ

れ
は
飽
く
ま
で
現
実
的
解
決

の
場
と
し
て
描

か
れ
て
ゐ
る
所

で
あ

る
。

し
か
る

に
こ
の
現
実
的

な
場
と

し
て

の
吉
野

に
つ
い
て
も
、
環
境
描
写

に

於

い
て
は

「
水

の
な
が
れ
岩

の
た

ゝ
ず

ま
ひ
も
、
都

に
て
は
す

べ
て
目
馴

れ
ぬ

さ

ま

に
て
、
も

の
お
も
ひ
も
慰

め
、
か

つ
は
心
ゆ
き
ぬ
べ
き
御
住
ひ
な
る
」
と

い
ふ
は
、
そ

の
ま

ゝ
か

の
源
氏
物
語

の
中
で
明
石

や
宇
治
を
紹
介

す

る

場

面

(若

紫
、
橋
姫
)

に
通
ず
る
雰
囲
気
が
認
め
ら

れ
る
。

の
み
な
ら
ず

超
俗
的
な

宮

の
有
様
と
、
そ

の
渡
唐
、諌
を
背
景
と
す
る
姉
妹
と

の
物
語

に
は
、
異
国
情
緒

に
彩
ら
れ
た
極
め
て
浪
漫
的
な
世
界

が
示
さ

れ
て
来

て
ゐ
る
。
作
者

は
主
人
公

達
を

こ
の
様
な
世
界

に
導
入
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
そ

の
不
幸
な
る
事
件

の
解
消

を
計

っ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
結
末

で
は
、
吉
野

の
大
君

が
男
主
人
公
と

結
ば

れ
る

の
み
な
ら
ず
、
宮

の
宰
相

に
対

し
て
さ

へ
中
君
が
興

へ
ら

れ

て

ゐ

る
。
従

っ
て
こ

の

「と
り

か

へ
」
後
半

に
は
、
そ

こ
に

「右

大

将

(
男

主

人

公
)
と
中
納
言

(宮

の
宰
相
)
と
は
す

な
は
ち
十
帖

の
薫
大
将

と
匂
宮
と

に
し

て
、
吉
野
宮
は
勿

論
宇
治

の
八
宮

に
当
り
、

し
か
も
浜
松
中
納
言

の
吉
野

の
尼

君
と
極
め

て
相

似
た
り
」

(
「国

文
学
全
史
平
安
朝
編

」
)
と
い
ふ
異
郷
憧

憬

的
な
浜
松
中
納
言
物
語

や
源
氏
物
語
、
就
中
超
俗
的
な
字
治

の
世
界
が
大
き
く



と
り
入

れ
ら
れ
て
ゐ
る

こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
要
す
る

に
作

者

は

「
を

か

し
」

の
世
界

に
於

い
て
冷

や
か

に
そ

の
対
象

と
し
て
ゐ
た
人
物

や
事
件
を
最
後

に
は
理
想
的

な
境

地
に
於

い
て
救

ひ
と
り
、

め
で
た
く
結
末
を
つ
け

よ
う
と

し

て
ゐ
る

の
で
あ

っ
て
、
そ

こ
に
は
先
行
物
語

の
世
界

に
拠
り
か
ゝ

っ
て
ゆ
か
ん

と
す
る
態
度

が
強
く
見
出
せ
る

の
で
あ
る
。
蚊

に
現
実

的
世
界

の
直
写

の
み
に

留
ま
り
得
ず

し
て
、
そ

の
美
化

理
想
化
を
計

っ
て
ゐ
る
態
度

の
究
極

は
実

に
之

等

の
先
行
物
語

の
世
界

へ
の
憧
憬

に
他
な
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
も
そ

の
間

に
多

・、
の
模
倣
類
似
点

の
容
易

に
指
摘
さ
れ
る
事

は

一
に
作
者

の
創
造
的

力

量

の
不
足

を
示

し
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
と
は

い

へ
、
矢

張
り

そ
の
理
想
的

浪

漫
的
世
界

へ
の
強

い
憧
憬
的
態
度

は
否
定

し
難

い
。
さ
う
し
て
こ
の
態
度
は
ま

た
そ
れ
等

の
物
語

が
持

っ
て
ゐ
る

「
あ
は
れ
」

の
世
界

へ
の
志
向
態
度
を
示

し

て
ゐ
る
も

の
に
他

な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

か
く
て
先
行
物
語

の
世
界

へ
の
憧
憬

に
よ

っ
て
窺
は
れ
る
作

者

の

「
あ

は

れ
」

の
世
界

へ
の
志
向
態
度
は
、
先

に

「
を
か
し
」

の
対
象
と
し
て
見
ら
れ
て

来
て

ゐ
た
女
主
人
公

の
上

に
最
も
強

く
認
め
ら
れ
る
。
女

主
人
公
は
、
結
末

に

於

い
て
本
性

に
還

9
入
内
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
異
装

者
と
し
て
の
苦
悩
は
め
で

た
く
解

消
さ
れ
て
来

て
ゐ
る
。
し
か
し
そ

れ
に
も
拘
ら
ず

そ
こ
で
は

「
お
な
じ

巣

に
か

へ
る
と
な
ら
ば
た
つ

の
子

の
な
ど
て
雲
居

の
よ
そ

に
な
り
け
む
」
と
訟

ま

れ
て
、
互

に
母
子
名
乗
り
得

ぬ
再
会

し
た
我

が
子

へ
の
謎
歎
的
悲
哀
が
強

く

「
あ
は
れ
」
を
印

象
づ
け
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

し
か
も
そ

の
歎
き

に
は

「
世
つ

か
ぬ
」
宿
世
と
し
て
煩
悶

し
続
け
て
来
た
男
装
時
代

の
歎
き
が
因
果
的

に
継
承

き
れ
流
れ
来

っ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
そ

こ
に
こ
の
女
主
人

公

の

「
あ

は

れ
」

が
物
語
お
、
強
く
貫
流

し
て
ゐ
る

こ
と
を
知
り
得

る
の
で
あ
る
。
即
ち

「
や

う
や
う
人

の
有
様
を
見
聞

き
知
り
は
て
、
物
思

ひ
し
ら
る

ゝ
ま

ゝ
」

に

「
人

に

違
ひ
け
る
身
」
を
悟
り
始

め
た
女
主
人
公

は
、
梅
壷
双
御
参
内

の
有
様
を
垣
間

見
て
は
、

「
あ
は
れ
我
も

よ
の
つ
ね

の
身
を
も
心
を
も
も
て
た
ら
ま

し
か
ば
」

と

い
ひ
、
男
主
入
公

の

「
世

に
な
く
め
で
た
」
き
女
姿

に
向

っ
て
も

「
あ
は
れ

我
も
と
よ
り

か
や
う

に
て
あ
る
べ
き
も

の
を
」
と
折

に
ふ
れ
所

に
つ
け
て
我
が

身

の
宿
世
の
程
が
絶
え
ず

歎
か
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
心
か
ら
は

「
よ
つ
か

ぬ
身

の

う

つ
し
ぎ

ま
」
に
て

「
か

ゝ
る
た
が
ひ
め
」

の
出

で
来

っ
た
四
君
事

件

に
対

し

て
さ

へ

「
そ
れ
を
恨
む

べ
き
故
あ
る
身

か
は
」
と
先

づ
我
が
身

の
不
幸
を
歎

く

心
が
先
立

つ
て
ゐ
る
。
従

っ
て
、

四
君

に
生
ま
れ
た
若
君

に
も

「
我
が
身

の
よ

つ
か
ぬ
を
こ
た
り
」
を
見
出
す

と
共

に
此
処
で
も
、

「
あ
や
し

の
我
が
身

の
有

様

」
が

「
段
と
歎
か
れ

て
ゐ
る
。
之

は
他
人

の
犯

せ
る
罪

に
よ

っ
て
強

く
我
が

身

の
宿
世

を
悟

っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
か

の
女

三
宮
事
件

に
於
け
る
光
源

氏

の
心
境

に
通
ず

る
も

の
と
も

い

へ
よ
う
。
次

い
で
女
主
人
公
は
宮

の
宰
相

に

よ

っ
て
遂

に

「
我
が
身

の
う
さ
」
を
見
あ
ら
は
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
此
処

で

も
先

づ

「
さ
る

べ
き
契
」
な
ら

ん
と

い
ふ
吉
野

の
宮

の
言
葉
が
今

更

の
如

く
想

ひ
出
さ
れ
て

「
世
つ
か
ぬ
身

の
ゆ
か
り
、
我
も
人

(
四
君
)
も
世

の
乱
れ
あ
る

べ
き
」
を
思

へ
ば
あ
な
が
ち
宮

の
宰
相

一
人
も
責

め
ら
れ
な

い
で
ゐ
る

の
で
あ

る
。
さ
う

し
て
こ

の
自

己
の
宿
世

へ
の
強

い
歎
き
か
ら
は

「
や
が
て
深
き
山

に

跡

も
絶
え
な
ま
ほ
し
」

く
、

「
見
え

ぬ
山
路
尋

ね
ま
ほ
し
」
き
現
世
逃
避

の
決

意
も
次
第

に
強
ま

っ
て
来

る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
世

に
は
あ
ら
で
あ
ら
ば

や
」
と
思

ふ
心
は
深
ま
り
乍
ら

「
殿
う

へ
の
お
ぼ
さ
む
所
」
を
揮
り
、

「
い
か

ば
か
り

の
御

お
も
ひ
な
ら
む

」
、

「
伺
事
か
お
は
し
ま
す
ら
む
と
覚

束
な
」
き

両

親

へ
の
愛
着
と
、

「
う
き
世
の
ほ
だ
し
つ
よ
き
心
地

」
さ
れ
る
我
が
子

へ
の

愛

情
に
惹
か
れ
な
が
ら
、
遂

に
た
ゞ

「
後

の
世
を
だ
に
思

は
む
」
と
て
単
身
吉

野

へ
の
遁
世
を
決
行

す
る
に
至

っ
て

ゐ
る
。
従

っ
て
結
末

に
於
け
る
女

主
人
公



の
歎
き

に
は
、
ひ
た
す
ら

な
る

「
世

に
似

ぬ
」
我
が
身

の
宿
世

へ
の
歎
き

は
も

と
よ
り
、
そ
れ

に
基
づ
く
逃
避
的
厭
世
観
と
そ
れ
が
現
世
的
な
肉
親
的
愛
情
と

の
錯
綜
葛
藤

の
下

に
深
い
懊
悩
と
し
て
流
れ
来

っ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
と
い

へ

よ
う
。
戴

に
女
主
人
公
の
姿

に

一
貫
し
た

「
あ
は
れ
」

の
世
界

が
強

く
見
出
さ

れ

て
来
る

の
で
あ
る
。

女
主
人
公

の
身

の
上
に
見
ら
れ
る

「
あ
は
れ
」
は

ま
た
各
所

に
於

い
て
詠
ま

れ

て
ゐ
る
そ

の
独
吟
の
和
歌

に
於
い

て
之

が

一
屑

よ
く
傍
讃
さ
れ
得

る
。
即
ち

「
世
つ
か
ざ
り
け
」
る
、
我
が
身

の
上
を
知
れ
ば

こ
そ
、
宮

の
宰
相

に
対

し
て

も

「
た
ぐ
ひ
な
き
身
を
思

ひ
し
る
か
ら
に
さ
や
は
涙

の
う
き

て
な
が
る

ゝ
」
と

心
中
秘

か
に

「
ひ
と
り
ど
た
」
れ
る

の
を
始

め
と
し
て
、
梅
壷
女
御

の
参
内
姿

に
接

し
て
も

「
月
な
ら
ば
か
く

て
す
ま
ま
し
雲

の
う

へ
を
あ
は
れ
い
か
な
る
契

な
る
ら
む
」
と
宿
世

の
程

か
歎

か
れ

て
来
る
。

ま
た
吉
野

に
宮
を

訪

ね

て

も

「涙

し
も
さ
き

に
立

つ
こ
そ

あ
や
し
け
れ
そ
む

く
た
び
に
も
あ
ら

ぬ
山
路
を
」

と
現
世

へ
の
執
着

の
断
ち
難
さ

に
苦
悩
を
見
せ
、
本
性

の
暴
露
に
よ

っ
て
宇
治

に
身
を
潜

め
て
も
見
る
も
の
聞
く
も

の
に
つ
け

「
し
ぐ
れ
す
る
ゆ
ふ
べ
の
空

の

気
色

に
も
劣
ら
ず

ぬ
る
ゝ
我
が
た
も
と
か
な
」
、

「
思

ひ
き
や
身
を
宇
治
川

に

す
む
月

の
あ
る
か
な
き
か
の
尉
を
見
む
と
は
」
と
ひ
と
り
ご
た
れ
、
本
性

に
還

っ
て
尚
侍
と
し

て
参
内
の
折

の

「
雲

の
う

へ
も
月

の
光
も
か
は
ら
ぬ
に
」

の
歌

(
上
掲
)
等
に
は
宮
の
宰
相

に
我
が
身
を
委

ね
る
に
至

っ
た
宿

世
や
男
装
時
代

の
回
想

に

一
層
数
奇

な
宿

世
を
歎
き
続

け
て
ゐ
る
姿
が
認
め
ら

れ
る
。
さ
う
し

て
宇
治

で
別
れ
た
我
が
子
を
想

ひ
起
し

て
は

「
物
を

の
み
ひ
と
か
た
な
ら
ず

思

ふ
紀
も
う
き
は

こ
の
世
の
ち
ぎ
り
な
り
け
り
」
、

「
ひ
た
ぶ
る
に
思

ひ
出

で
じ

と
思

ふ
世

に
わ
す
れ
が
た
み
の
な
に

の
こ
り
け
む
」
と
御
心
の
中

に
思

ひ
、
「
お

な
じ
巣

に
か

へ
る
と
な
ら
ば
」

(
上
掲
)
と
い
み
じ
う
泣
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
に
は
和
歌

が
す

べ
て
八
四
首
あ
り
他

の
物
語

に
比
し
て
も
遜
色
な
く
,

押
情
的
色
彩
を
加

へ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
独
吟
歌

ニ
ニ
首
中
で
叙

上

の
如
き
女
主
人
公

の
九
首
が
最
も
多
数
を
占

め
て
ゐ
る
。
蓋

し
独
吟

の
歌

に

は
個
性
や
感
情
の
吐
露
が
題
謎
歌
や
贈
答
歌
等

に
比
し

て
最
も
虚
飾
な
く
示
さ

れ

て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と

い

へ
る
な
ら
ば
、
之
等

の
数
多

き
独
吟
歌

に
こ
そ
女

主
人
公

の
我
が
身

に
対
す
る

「歎

き
」
が
物
語
を

一
貫

し
て
ゐ
る
も

の
と
し

て

強
く
認

め
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
従

っ
て
そ

こ
に
最
も
よ
く

「
あ
は
れ
」

の
世
界

が
示
さ
れ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
と
い

へ
る

で
あ
ら
う
。

と
り

か

へ
ば
や
物
語
は

「を

か
し
」

の
世
界

を
基
底
と

し
て
物
語

を
描

き
出

さ
う
と
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
反
面
、
そ

の
対
象
と
さ
れ
て
ゐ
る
女
主
人
公
に
は

却
て

「
あ
は
れ
」

の
世
界

が
強

く
見
出

せ
る
。
そ
こ
で
次

に
こ
の
物
語

の

「
あ

は
れ
」
の
世
界
を
物
語
中
に
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る

「
あ
は
れ
」

の
語

に
則
し
て
眺

め
て
見
る
と
、そ

の
使
用
概
数

は

一
八
六

の
多
き

に
達
し
て
居
り
、
之
は

「
を
か

し
」
の
概
数
六
五
に
対
し
て
三
倍

に
近

い
多
数

で
あ
る
。
之
を
そ

の
使
用

さ
れ

て
ゐ
る
対
象

に
従

っ
て
分

類
し
て
見
る
と
、
人
事
関
係

の
も

の

一
八

一
例
が
自

然

に
対
す
る
も

の
五
例
よ
り
圧
倒
的
に
多

い
。
之

は
矢
張
り
こ
の
物
語
が
人
物

事
件

を
中

心
と
し
て
所
謂
筋

の
進
展

に
力
点
を
置

い
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
更

に
之
を
使
用
さ
れ

て
ゐ
る
主
要
人
物
別

に
見

る
と
、
女
主
人
公

に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
七
六
例
、
次

い
で
宮

の
宰
相

二
七

例
、
男
主

人
公

一
九
例
、

四
君

一
八
例

の
順
に
な

っ
て
ゐ
る
。
此
処

で
も
女
主

人
公
に

「
あ
は
れ
」
が
圧
倒
的

に
多
く
見

出
さ
れ
、
最
も
あ
は
れ
な
る
人
物
、

6

竃



あ

は
れ
知

る
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
ゐ
る

こ
と
が

端
的

に
窺
は
れ
る
も
の
で
あ

る
。
次

に

「
あ
は
れ
」

の
語
を
そ
の
意
義
上
よ
り
分
類
す
れ

ば
、

悲

哀
、

情

趣
、
愛

情
等
も
と
よ
り

「
様
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
中

で
最
も
根
源
的
な
意

味
を
持

つ
悲
哀
謎
歎

を
示
す
も

の
は
感
動
詞
と

し
て
の

「
あ
は
れ
」

に
他
な
ら

な
い
。
所
で
こ
の
種

の

「
あ
は
れ
」
も

一
一
例
中

五
例
迄
が
女
主
人
公

に
つ
い

て
見
出

し
得
て
最
多
数

で
あ
り
、

矢
張
り
他

に
比

し
て
何
よ
り
も
自
己

の
宿
世

に
対
す
る
悲
し
み
に
絶

え
ず
沈
潜
す
る
姿

を
示
し

て
ゐ
る
も
の
と
い

へ
よ
う
。

ま
た
自
然
を
対
象
と
す
る

「
あ
は
れ
」
が
極
め
て
少

い
こ
と
は
そ
の
使
用
数
上

か
ら
も
明
白

で
あ
る
が
、
し

か
も
そ
の
少
数

の

「
あ
は
れ
」
が
特

に
吉
野

に
つ

い
て
目
立

っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
矢
張
り

そ
こ
に
宇
治
十
帖
的
な
世
界
を
雰
囲

気
に
於

い
て
も
描
き
出
さ
ん
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
例

へ
は

「
山

の
気
色

も
あ
は
れ
な
る

に
」
、

「
(虫

の
声
、
水
の
流

れ
、
風

の
音
、
鹿

の
音

な
ど
)

哀
を
添

へ
」
と
述

べ
、

「
あ
は
れ
な
り
し
事
、

お
も
し
ろ
か
り
し
花
紅
葉
」

の

吉
野

の
山
里
を
姫
君
達

に
回
想
き
せ
て
ゐ
る
等
、

何
れ
も
吉
野

の
地
に

「
あ
は

れ
」

の
世
界
を
示
さ
ん
と
し
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
之
も
そ

こ
に
逃
避
せ
ん

と
す
る
女
主
人
公

の

「
あ
は
れ
」

の
世
界
を
彩
る

一
助
と

な

っ
て
ゐ
る
。
次

に

之

等

の
自

己
自
身

に
対
す
る
感
動
詞
的
な

「
あ
は
れ
」
や
自
然
環
境

に
於

け
る

情
趣
的
な

「
あ
は
れ
」

に
対

し
て
注
目

さ
れ
る

の
は

「
あ
は
れ

に
な

つ
か
し
く

う
ち
語
ら
ひ
」
、
「
あ
は
れ

に
心
細

く
覚
え
て
」
、

「
嬉
し
く
あ
は
れ

に
も
お
ぼ

す
」
等

の
主
と
し
て
心
情
語
と
結

び
つ
い
た
対
人
関
係
に
見
出

せ

る

「
あ

は

れ
」

で
あ
る
。
試
み
に
之
を
女
主
人
公

に
つ
い
て
そ

の
対
象

の
明
確

な
主
要
人

物
別

に
採
り
出
し
て
見

る
と
、
四
君
に
対
す
る
も

の

一
六
例
、
宇
治
で
離
別
し

た
若
君

に
対
す
る
も

の
八
例
、
宮

の
宰
相

に
対
す

る
も

の
七
例
、
男
主
人
公
に

対

す
る
も

の
四
例
、
吉
野

の
大
君

に
対
す
る
も

の
三
例
、

父
大
臣

に
対
す
る
も

の
二
働
、
そ

の
他

四
例
、
計
四
四
例
で
女
主
人
公
に
用

ゐ
ら
れ
て

ゐ
る

「
あ
は

れ
」

の
過
半
数
を
占
め
て
ゐ
る
。
し
か
も
之

に
は
父
大
臣
、
若
君
、
男
主
人
公

等

に
対
す
る
親
子
姉

弟
間

の
肉
親
的
愛
情
や
同
情

を
意
味
す
る
も

の
が
多

く
注

目
さ
れ
る
ほ
か
、
四
君
や
大
君

に
対
す
る
異
性
的
愛
情
を
示
す
も

の
も
少

く
な

い
。
ま
た

「
さ
し
放
ち

が
た
う
哀
れ
な
れ
ば
」
と

い
ふ
如
き
男
装
時
代

に
於
け

る
宮

の
宰
相

へ
の
友
情
等
も
見
ら
れ
、
そ

の
対
象

は
様

々
な
人

々
に
亘

っ
て
ゐ

る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
之

に
対

し
て
他

の
人

々
が
主
体
と

な

っ
て
ゐ
る
こ

の
種

の

「
あ
は
れ
」

に
つ
い
て
見

る
と
、
例

へ
ば
男
主
人
公

が

↓
哀

に

な

つ

か

し

く
」
見
、
吉
野

の
大
君
が

「
あ
は
れ
に
心
細
く
覚
」
え
、
若
君
が

「
い
と

あ
は

れ
と
お
ぼ
」
す
等
何
れ
も
女
主
人
公
を
そ

の
対
象
と

し
て

ゐ
る
も

の
が
目
立

っ

て
居

り
、
女

主
人
公
が
之
等

の
人

々
に
対
し
て
そ
ゝ
ぐ
愛
情
と
相
侯

っ
て
従
来

こ
の
物
語

に
於

け
る

「
愛
情
」
が
注
目
さ

れ
て
来
て
ゐ
る
所
以
も
明
ら
か
に
見

出
し
得
る

の
で
あ
る
。
従

っ
て
此

の
点

で
も
矢
張
り
女

主
人
公
が

「
あ
は
れ
」

の
中
心

に
置

か
れ
て

ゐ
る
と
い

へ
る

の
で

あ
る
。
し
か
も
か

ゝ
る
女
主
人
公

の

対
人
的

「
あ
は
れ
」

に
は
何
れ
も
明

か
し
得

ぬ

'「世
つ

か
ぬ
」
宿

世

を

持

っ

た
我
が
身

へ
の
悲
歎
が
そ

の
根
底
に
強
く
秘
め
ら
れ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
こ
と

は
い
ふ
ま
で
も

な
い
。
ま
た

こ
の
対

人
的
関
係

に
見
ら
れ
る

「
あ
は
れ
」

の
中

に
は
契

の
深
さ
を
意
味
す
る
も

の
が

あ
る
。
例

へ
ば
、

「ち
ぎ
り

の
あ
は
れ
な

ら

ぬ
に
も

あ
ら
ぬ
」

の
如
く
女
主
人
公
と
宮

の
宰
相
と

の
仲
ら
ひ

や
、

「
あ
は

れ
な
り

け
る
は
ら
か
ら

の
御
契
」
と
い
ふ
異
装

の
姉

弟

の
契

の
深
さ
を
意
味
す

る
も
の
は
、
そ
れ
が
少
数
な
が
ら

こ
の
物
語

に
於

い
て
は
重
要
な
人
物
関
係
を

示

す
も

の
で
あ

っ
て
、
此
処
で
も
そ
の
宿
世
的
悲
哀
感
は
尚
更
強
く
示
さ
れ
て

ゐ
る
も

の
で
あ
る
。
弦

に
以
上

の
如
き

「
あ
は
れ
」

の
意
義
用
法
上
か
ら
見

て

も
、
単

に
そ

の
量
的
面

に
於
け
る
の
み
な
ら
ず

、
そ
の
対
象
と
し

て
も
女

主
人

'



公

の
上
に
強

く

「
あ
は
れ
」

の
世
界
が

認
め
ら

れ
る

の
で
あ
り
、

そ

の
根
底
を

な
す
宿
世
的
悲
哀
感

こ
そ

こ
の
物
語

の

「
あ
は
れ
」

の
世
界

の
基
調

を
な
し
て

ゐ
る
も

の
と

い
へ
る

で
あ
ら
う
。

か
く
て

「
を
か
し
」
の
世
界
を
示
さ
う
と

し
た
こ
の
物
語
の
中

に
あ

っ
て
「
あ

は
れ
」

の
世
界

は
、
そ
れ
が
女
主
人
公
の
悲
哀
を
根
幹
と
し
て
強

く

流

れ

て

ゐ
る

こ
と
が
認
め
ら

れ
る

の
で
あ
る
が
、
終
始
之

が

一
面

に
於

い
て
そ

の
基
調

と
さ
れ
よ
う
と
し
た

「
を

か
し
」

に
拮
抗

し
得

て
ゐ
た
か
と
言

へ
ば
必
ず

し
も

さ

う
で
は
な
か

っ
た
。
即
ち

「
あ
は
れ
」
が

「
あ
は
れ
」
と
し
て
必
ず

し
も
終

始
そ

の
自
己

の
世
界

を
強
く
主
張
し
得
ら
れ
て
ゐ
た

の
で
は
な

い
。
そ
こ
に
「
あ

は

れ
」
の
世
界

の

「
を
か
し
」
の
世
界

に
対
す
る
消
長
が
見
出
さ

れ

て

来

る

の
で
あ
る
。
こ
の

一
っ
の
世
界

に
徹
し
得

て
ゐ
な
い
態
度

は
、
作
者
が
先

に
見

ら
れ
た
如
き
現
実
的
堤
中
納
言

物
語

的
世
界
と
理

想
的
源
氏
物
語
的
世
界

と

い

ふ
二
っ
の
対
照
的

な
世
界

に
跨
が

っ
た
態
度

を
採

っ
て
ゐ
る
以
上
こ
の
物
語
そ

の
も

の
に
負
は
さ
れ
た

一
っ
の
宿
命
で
も
あ

っ
た
。
即
ち
作
者
が
最

も
現
実
的

客
観
的
な
態
度

で
採

り
上
げ

よ
う
と
し
た

「と

り
か

へ
」
事
件

も
結
末

に
於

い

て

は
、
親
子
の
情
愛

の
悲
歎

に
く
れ
る
女

主
人
公

の

「
あ
は
れ
」
が
前
半

に
於

け

る
異
装
時
代
か
ら

の
悲
哀
を
継
承
強
化

し
て
ゐ

る

も

の

で
あ

る

こ

と

に

よ

っ
て

一
層
強
く
印

象
づ
け
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
。
ま
た
後

半
女

主
人

公

へ
の
執

心
が
本
来

「
を

か

し
」

の
対
象

と
し

て
強
調
さ
る
べ
き
宮

の
宰
相

に
対
し
て

も
、
之

を

「
お
も

ひ
あ
は
す
る
方

だ
に
な
く

て
止
み

に
し
宇
治

の
川
浪
は
袖

に

か

ゝ
ら

ぬ
時
の
ま
な
」
く
、

「
う
く
も

つ
ら
く
も
こ
ひ
し
く
も
、

ひ
と
か
た
な

ら
ず

か
な
し
と
や
」
と

い
ふ
結
び
を
以
て
、結
局
宇
治
十
帖
的
な
掃
情
的
謁
歎
的

な
世
界

の
中

に
包
み
と
ら

う
と
す
る
態
度
さ

へ
認

め
ら
れ

る
。
そ
れ
は

「
を
か

し
」
の
世
界
を

「
あ
は
れ
」

の
世
界
が
浸
透
し
、
凌
駕
、
包
摂

せ
ん
と
す

る
姿

を
示
し

て
い
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
反
面

こ
の
様

に

「
と
り

か

へ
」
以
後
結

末

に
至

っ
て
濃
厚

に
な

っ
て
来
て
ゐ
る

「
あ

は
れ
」
の
世
界
も
、
そ
の
前
半
男

女

の
異
装
時
代

に
っ
い
て
見

る
時
、
矢
張
り
そ
こ
に
は

「
あ
は
れ
」
も

「を

か

し
」
の
下

に
見
ら
れ

て
ゐ
た
こ
と
を
認
め

ね
ば
な
ら
な

い
。
例

へ
ば
、
男
装

の
女

主
人
公
と
四
君

・
大
君
と

の
人
物
関
係

に
は
愛

情

の

「
あ
は
れ
」
が
多
数

見
受

け
ら
れ
、
ま
た
麗
景
殿

の
女

と

の
問

に
は
恋
愛
的
雰
囲
気
が
描
き
出
さ
れ
て
ゐ

る
。
し
か
し
そ

の
実
そ

こ
に
は
異
装
者

の
同
性

に
対
す
る
関
係
が
ま

こ
と
し
や

か

に
描
か

れ
て
ゐ
る
も

の
に
過
ぎ
な

い
。
従

っ
て
そ

こ
に
見
ら

れ
る
異
性

的
愛

庸

の

「
あ
は
れ
」

の
如
き

は
、
結
末

に
示
さ

れ
た

「
あ
は
れ
」

や
肉
親
的
愛
情

の
「
あ
は
れ
」
と
は
明
ら
か
に
世
界
を
異

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
異

っ
た
立
場

か

ら
描
か
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

い
は
ゞ
そ
こ
に
見
出
さ

れ
る
愛
情

は
、
女
装

の
男
主
人
公
と
女
春

宮
と
の
関
係

に
於
け
る
と
同
様
、
全
く
好
奇

的
な
対
象
と

し
て
の
み
眺

め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
従

っ
て
こ

の

「
あ
は
れ
」

ば

明
ら
か

に

「を

か
し
」
の
側
か
ら
眺
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と

い
ふ
べ
く
、
そ

こ

に
は
矢
張
り

「を

か
し
」
の
「
あ

は
れ
」
に
対
す

る
優
位
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

結
末
に
至

っ
て
強
め
ら
れ
て
来

て
ゐ
る

「
あ
は
れ
」

の
世
界
も
、
前
半
に
於
い

て
は
「
を
か
し
」
に
圧
倒

さ
れ

て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
弦

に
二
っ
の
世
界
は
互
に
自

己

の
世
界

を
主
張
し
、
凌
駕
し
合

っ
て
ゐ
る
様
相
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
と
り

か

へ
ば

や
物
語
に
は
現
実
的
世
界

に
対

す
る
冷

や
か
な
客

観
的
態
度
と
、
理
想
的

世
界

に
対
す
る
憧
憬
的
態
度
が
認
め
ら
れ
、
引

い
て
は

そ
れ
が

「を
か
し
」

「
あ
は
れ
」

の
対
照
的
な
二
つ
の
世
界
と
し
て
示
さ
れ

て

来

て
ゐ
る
。
し
か
も
こ
の
二
つ
の
世
界

に
対
し

て
そ

の
何

れ
に
も
終
始

し
た
徹

。
底
さ
を
見
せ
な
い
ま

ゝ
に
錯
綜
し

た
状
態
を
呈
し
て
来

て
ゐ
る
こ
と
は
、
そ
こ

に
作
者
が
そ

の
何
れ

の
側

に
立
た
ん
か
と
す
る
昏
迷
煩
悶

の
姿

の
あ
ら
は
れ
が



見

出
せ
る
も

の
に
他
な
ら
な

い
。

し
か
し
結
局
作
者

は
そ

の
主
眼
と
し
た

「
と

り
か

へ
」
事
件
そ

の
も

の
で
結
末
づ
け
ず

に
、
後
日
謳
的
後
半
を
添
加

せ
ず

に

は
居

れ
な
い
で
ゐ
る
所

に

「
を

か
し
」

の
世
界

を
基
底
と
し
て
物

語

を

進

め

出
し
乍
ら

「
あ
は
れ
」

の
世
界

に
心
惹
か
れ
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
こ
と
が
窺
は

れ
る

の

で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
物
語
が

「
を
か
し
」

の

物
語

と
し
て

の
堤
中
納
言
物
語
的
な
短
篇
的
世
界
を
骨
格
と
す
る
も

の
で
あ
り
乍
ら

短
篇
物
語
と
し
て
は
終

ら
さ
れ
て
ゐ
な
い
と

い
ふ
点
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
で
あ

る
。

即
ち
物
語

の
長
さ

に
於

い
て
は
源
氏
物
語
や
狭
衣
物
語

に
は
も
と
よ
り
及

ば
ず

な
が

ら
、
竹
取
、
落
窪
、
浜
松
中
納
言

物
語

に
比

し
て
長
篇
で
あ
る
こ

の

物
語

は
決
し

て
堤
中
納
言

物
語

の
各
篇

に
見
ら
れ
る
が
如

き
短
篇
物
語
と
し
て

終

っ
て
は
ゐ
な

い
。
し
か
も
内
容

に
於

い
て
も
、
主
人
公

の
生
立
ち
よ
り
始

め

て
そ

の
後

日
讃
を
加

へ

「
お
ほ
よ
そ

三
四
十
年
ば
か
り

の
こ
と
」
を

「
み
か
ど

は
三
代

に
わ
た
」

っ
て
記
し

(
岡
本
保
孝

「
取
替
ぼ
や
物
語
考
年
立

」
)

て
ゐ

る

の
で
あ
る
。
従

っ
て
根
底

に
於

い
て
は
、
た
と

へ
堤
中
納
言
物
語
の
世
界

に

通
ず

る
も
の
が

あ
る
と
し
て
も
、

か
ゝ
る
長
篇
性
を
具
備
す
る
以
上
、
そ

の
潤

飴

に
当

っ
て
は
矢
張
り
源
氏
物
語
を
頂
点
と
す
る
長
篇
物
語

の
持

っ
伝

統
的
な

「
あ
は
れ
」

の
世
界

を
脱
却
し
得
な
か

っ
た
も
の
と
い

へ
よ
う
。

戴
に
新
し

い

「
を
か
し

「
の
世
界

を
企
図
し
な
が
ら

徹
し
得

な
か

っ
た

こ
の
物
語

に
於
け
る

「
あ
は
れ
」

の
意
義
が
見
出
さ
れ
て
来
る
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

付
記

引
用
文

は

「国
文
大
観
」
所
収

と
り

か

へ
ば
や
物
語

に
拠

っ
た
。

本

稿
は
岡
山

大
学
教
授
森

岡
常
夫
博

士
の
御
懇
切
な
る
御
指
導
を

頂

い
た
。
記

し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

Ｏ
西
日
本
国
語
国
文
学
会
翻
刻
双
書
刊
行
会
よ
リ

す
で

に

「
誹
譜
旅
枕
」

(第

咽
回

)
の
配
本
を
終

え
ま
し

た
が
、
以

下
、

「
原
撰
本
新
撰
万
葉
集

・
歌
合

二
種

」

「
幼

童
抄

・

〔
連
歌
作
法

書
〕

・
和
訓
押
韻
」

「
寛
永
廿

一
年
俳
譜
集
」

「平
安

期

私

家

集
」

「
狐
媚
倭
字
抄

」

「
中
世
和
歌
集

」

「
上
方
洒
落
本
集

」
の
順

に
続
刊

予
定

で
す
。
入
会
御
希
望
の
方
は
、
現
在
若
干

の
余
裕
が
あ
り

ま
す

の

で
、
お
早

め
に
左
記
要
領
で
お
申
し
込
み
下
さ

い
。

一
、
刊
行
方
法

二
、
会

費

三
、
入
会
申

込

年

四
回
配
本
。
第

回
回

は
本
年

八
月

一
冊
約
三
五
〇
円
。
刊
行
毎

に
金
額
を
明
記
徴

収
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

左
記
宛
入
会
金
三
五
〇
円
を
添
え
て
申

し
込
ん

で
下
さ

い
。
入
会
金
は
最
終
回
配
本
費
用

に
充

て
ま
す
。

福
岡
市
箱
崎
九
州
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
内

西
日

本
国

語
国
文

学
会

翻

刻

双

書

刊

行

会

(振

替

福

岡

一
五

〇

九

二

番
)


