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一
　
は
じ
め
に

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
物
事
を
列
挙
す
る
表
現
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

①
か
く
て
、
后
の
宮
の
御
賀
、
正
月
二
十
七
日
に
出
で
来
る
乙お

と

子ね

に
な
む
仕
ま
つ
り
給

ひ
け
る
。
設
け
ら
れ
た
る
物
、
御
厨
子
六
具よ

ろ
ひ、

沈
・
麝
香
・
百
檀
・
蘇
芳
・
こ
う
の

つ
か
ひ
て
こ
と※

、
覆
い
、
織
物
・
錦
、
御
箱
、
薫
物
・
薬
・
硯
の
具
よ
り
始
め
て
、

御
衣
は
女
、
御
衾ふ

す
ま、
御
装
ひ
、
夏
・
冬
・
春
・
秋
、
夜
の
御
衣
、
唐
の
御
衣
、
御
裳
、

御
箱
の
折を

り

立た
て

、
ち
ら
し
ろ
か
ね
置
き
て
、
千
鳥
の
蒔
絵
し
て
、
内
の
物
、
色
に
従
へ

て
、
あ
り
が
た
く
清
ら
に
て
、
な
ず
ら
へ
据
ゑ
た
り
。〔
略
〕 
（
菊
の
宴　

三
一
四
）

※
「
香
の
唐
櫃
な
ど
」
カ

　

右
は
嵯
峨
院
大
后
の
賀
の
場
面
で
、
そ
の
調
度
の
品
々
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
豪
華
な

さ
ま
が
伝
わ
っ
て
来
る
が
、
物
語
の
筋
に
は
関
係
が
な
く
飛
ば
し
て
読
ん
で
も
あ
ま
り
問

題
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
列
挙
表
現
に
対
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の

先
行
研
究
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
本
論
文
は
、
そ

う
し
た
先
行
論
を
吟
味
し
つ
つ
、
一
方
で
は
様
々
な
時
代
の
列
挙
表
現
の
あ
り
よ
う
に
も

留
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
の
範
囲
を
広
げ
、
音
声
を
想

起
さ
せ
る
可
能
性
を
考
察
し
、
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
先
行
論

　

そ
れ
で
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
主
な
先
行
論
を
挙
げ
て
み

た
い
。
ま
ず
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
に
注
目
し
、
後
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
論

を
立
て
た
の
が
野
口
元
大（（
（

で
あ
る
。
野
口
は
先
の
本
文
①
「
菊
の
宴
」
の
場
面
を
引
い
て
、

「
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
、〔
中
略
〕
丹
念
に
一
々
の
事
実
を
列
挙
・
記
録
し
て
ゆ
く
記
録

体
日
記
で
あ
る
」
と
し
て
「
歌
合
日
記
の
類
を
想
起
し
て
」
お
り
、
列
挙
表
現
を
「
記
録

体
」
と
同
じ
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。

　

小
西
甚
一（（
（

も
野
口
の
論
に
対
し
、「
氏
は
、〔
中
略
〕
す
べ
て
を
省
略
な
し
に
記
述
し
て

ゆ
く
記
録
体
日
記
の
方
法
こ
そ
『
宇
津
保
物
語
』
の
作
者
が
新
し
く
試
み
た
工
夫
だ
つ
た

と
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
正
し
い
。」
と
す
る
。
し
か
し
野
口
は
ま
た
、「
こ
の
よ
う
な
文

章
は
〔
中
略
〕
物
語
的
と
は
言
え
な
い
。」
と
し
、
そ
の
「
即
事
的
・
記
録
的
」
な
表
現
を
、

物
語
の
表
現
と
し
て
異
質
だ
と
す
る
。
果
た
し
て
「
物
語
的
な
い
し
文
学
的（（
（

」
で
な
い
「
記

録
体
」
と
い
う
解
釈
は
、
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
た
清
水
好
子（（
（

は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
の
物
語（（
（

は
、

文
体
以
前
の
文
体
を
持
つ
と
言
い
た
い
。
そ
れ
は
、
文
章
を
も
っ
て
独
立
の
世
界
を
形
成

せ
し
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
物
語
の
表
現
と
し
て
否
定
的
に
と

ら
え
て
い
る
。
言
葉
で
抽
象
化
で
き
て
い
な
い
た
め
に
「
文
体
」
た
り
得
て
い
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
清
水
は
ま
た
こ
の
論
で
そ
れ
を
肯
定
的
に
「
勁
い
粗
野
な
精
神
」
と
も
呼

ん
で
い
る
の
だ
が
、
列
挙
表
現
は
、
そ
れ
を
あ
え
て
表
現
と
し
て
選
択
し
た
「
文
体
」
と

認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
片
桐
洋
一（（
（

は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
に
つ
い
て
、「
文
章
で
リ
ア
リ
テ
ィ

を
構
築
す
る
の
で
は
な
く
て
、
描
か
れ
た
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
構
築
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と
い
う
書
き
方
な
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あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（（
（

。
し
か
し
片
桐
も
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書
く
べ
き
物
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と
書
く
ま
じ
き
物
と
の
区
別
が
立
た
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
や
や
否
定
的
に
と
ら
え
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
三
谷
邦
明（（
（

は
異
な
る
角
度
か
ら
論
じ
、「
古
事
記
の
神
名
の
羅
列
や
、

戦
記
物
語
の
武
者
の
名
称
の
羅
列
を
考
え
る
と
」、
本
文
①
の
列
挙
や
「
藤
原
の
君
」
の

正
頼
一
族
の
列
挙
（
後
に
挙
げ
る
本
文
⑩
）
は
、「〈
カ
タ
リ
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
野
口
の
歌
合
日
記
に
な
ぞ
ら
え
る
論
に
対
し
、
歌
合
日

記
も
ま
た
「〈
カ
タ
リ
〉
の
姿
で
伝
承
さ
れ
た
」（
ま
た
は
〈
絵
ガ
タ
リ
〉
が
さ
れ
た
）
の

で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
根
拠
は
詳
述
さ
れ
て

い
な
い
。

　

神
田
龍
身（（
（

は
、
神
南
備
種
松
主
催
の
饗
宴
模
様
を
記
し
た
「
吹
上
上
」
の
一
節
を
挙
げ

た
上
で
、「
無
色
透
明
な
言
葉
で
対
象
に
到
達
す
る
の
で
な
く
、
紙
面
の
上
に
現
実
と
同

じ
も
の
を
も
う
一
つ
ま
る
ご
と
つ
く
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
の
記
録
な
の
で
あ

る
。〔
中
略
〕
一
つ
一
つ
の
物
の
名
前
が
、
さ
ら
に
そ
の
材
質
と
形
と
が
説
明
さ
れ
、
空

間
的
に
積
み
あ
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
言
葉
の
積
み
あ
げ
と
、
現
実
世
界
の
現
前
と

は
パ
ラ
レ
ル
に
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
そ
れ
自
体
が
「
物
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。」
と
す
る
。
既
に
指
示
対
象
を
持
っ
た
上
で
の
そ
の
「
記
録
」
で
は
な
く
、

何
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
言
葉
と
し
て
そ
の
「
物
」
が
書
か
れ
る
こ
と
で
世
界
に
そ
の
「
物
」

が
出
現
し
、
そ
れ
を
列
挙
す
る
こ
と
で
世
界
が
形
作
ら
れ
る
、「
言
葉
＝
物
」
と
い
う
解

釈
で
あ
る（（（
（

。
ま
た
神
田
は
三
谷
の
口
承
性
を
重
視
す
る
論
を
引
い
た
上
で
、
先
述
の
「
吹

上
上
」
の
場
面
に
つ
い
て
、「
こ
こ
に
現
前
し
て
い
る
の
は
語
り
の
声
で
は
な
く
、
物
語

の
現
実
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
語
り
の
口
吻
は
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
」
と
反
論

す
る
。
そ
し
て
「
中
世
芸
能
の
語
り
も
の
」
の
「
物
尽
く
し
的
に
物
品
を
列
挙
し
て
い
く

語
り
」
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、「
そ
こ
に
は
躍
動
す
る
よ
う
な
語
り
の
リ
ズ
ム
が
あ
り
、

そ
れ
は
聞
き
手
を
し
て
陶
酔
の
世
界
に
誘
う
効
果
を
は
た
し
て
お
り
、『
宇
津
保
物
語
』

の
言
葉
と
は
根
本
的
に
異
質
で
あ
る
。」
と
い
う
。
し
か
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表

現
に
は
、
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
調
子
が
な
い
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
リ
ズ
ム
が

な
い
か
ら
「
語
り
」
で
な
い
と
い
え
る
の
か
、
そ
し
て
「
言
葉
＝
物
」
と
し
て
そ
の
世
界

を
創
出
し
て
行
く
と
い
っ
た
解
釈
以
上
の
も
の
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
先
行
論
に
対
し
、
宇
都
宮
千
郁（（（
（

は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
に
つ
い

て
「
明
ら
か
に
方
法
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
上
で
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
積
極
的
な

技
法
と
し
て
の
意
味
を
見
出
だ
そ
う
と
し
、「
調
度
な
ど
を
詳
細
に
語
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
行
事
や
そ
の
担
い
手
の
威
勢
の
様
を
表
現
し
て
い
く
」
と
し
た
上
で
「
吹
上
上
」
を
引

用
し
、
地
の
文
で
説
明
的
な
叙
述
を
せ
ず
に
、
列
挙
表
現
に
よ
っ
て
宮
内
卿
一
家
の
窮
乏

ぶ
り
を
表
現
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
列
挙
表
現
に
関
す
る
論
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
が
、
そ
の
表
現
と
し
て

の
積
極
的
な
意
義
を
認
め
る
論
は
多
く
な
い
。
列
挙
表
現
に
は
「
記
録
体
」
も
し
く
は
「
言

葉
＝
物
」
と
い
っ
た
解
釈
を
超
え
る
よ
う
な
意
義
は
な
い
の
か
、
ま
た
〈
カ
タ
リ
〉
と
し

て
の
列
挙
と
い
う
解
釈
を
い
っ
そ
う
深
め
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
っ
た
と
こ

ろ
に
問
題
意
識
を
置
い
て
、
以
下
の
各
節
で
具
体
的
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

三
　『
う
つ
ほ
物
語
』
と
猿
楽

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
猿
楽

を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
場
面
が
多
々
認
め
ら
れ
る（（（
（

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。

②
中
納
言
〔
仲
忠
〕、「
何
々
ぞ
」
と
問
ひ
給
へ
ば
、
尚
侍
の
お
と
ど
〔
俊
蔭
女
〕、「
夜

目
に
も
し
る
く
ぞ
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
中
納
言
、
万
歳
楽
、
折
れ
返
り
折
れ
返
り

舞
ひ
給
ふ
。
三
の
皇
子
、
い
た
く
笑
ひ
給
ひ
て
、
皇
子
た
ち
、
そ
の
楽
を
、
高
麗
笛

に
吹
き
給
ふ
。
あ
る
じ
の
お
と
ど
〔
正
頼
〕、「
な
ど
、
か
く
は
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、

三
の
皇
子
、「
中
納
言
の
、
こ
め
舞
し
給
ふ
な
め
り
」。
右
大
将
〔
兼
雅
〕、「
た
だ
今

の
好
き
は
、
あ
ぢ
き
な
く
ぞ
侍
る
」。
あ
る
じ
の
お
と
ど
、
御
時
よ
く
う
ち
笑
ひ
給

へ
ば
、
一
度
に
、「
ほ
ほ
」
と
笑
ふ
。
い
と
心
地
よ
げ
な
り
。〔
中
略
〕
お
と
ど
、「
万

歳
は
、
果
た
し
て
こ
そ
。
半
ば
に
て
は
、
悪
し
か
ら
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
立
ち
て
、

な
き
手
を
出
だ
し
て
舞
ひ
果
て
つ
。 

（
蔵
開
上　

四
七
四
）

　

右
は
犬
宮
が
誕
生
し
た
直
後
の
場
面
で
あ
る
。
仲
忠
が
産
ま
れ
た
子
の
性
別
を
聞
く

と
、
仲
忠
の
母
で
あ
る
俊
蔭
の
娘
は
女
の
子
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
仲
忠
は
す
か
さ
ず
万

歳
楽
を
「
折
れ
返
り
折
れ
返
り
」
舞
う
。
三
の
皇
子
が
笑
い
な
が
ら
他
の
皇
子
た
ち
と
と

も
に
座
興
と
し
て
高
麗
笛
で
そ
の
楽
を
吹
く
。
正
頼
、
兼
雅
の
発
言
が
続
き
、
正
頼
の
笑

い
に
よ
り
一
同
が
「『
ほ
ほ
』
と
笑
」
う
。
そ
の
後
仲
忠
が
万
歳
楽
を
技
巧
を
尽
く
し
て
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最
後
ま
で
舞
う
。
ま
た
、
別
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

③
式
部
卿
の
親
王
、「
源
中
将
の
朝
臣
、
何
の
才
か
侍
る
」。〔
涼
〕「
鍛
冶
仕
う
ま
つ
る

才
な
む
」。「
い
で
、
仕
う
ま
つ
れ
」。「
う
ち
よ
げ
の
き
ん
だ
ち
や
」。
古
屏
風
の
あ

る
を
押
し
倒
し
て
、
入
り
ぬ
。「
藤
中
将
の
朝
臣
、
何
の
才
か
侍
る
」。〔
仲
忠
〕「
和

歌
の
才
な
む
侍
る
」。
あ
る
じ
の
お
と
ど
〔
正
頼
〕、「
難
波
津
か
や
」。「
あ
な
、
冬

籠
り
の
頃
や
」
と
て
、
被
き
渡
し
て
、
奥
へ
入
り
ぬ
。〔
略
〕

 

（
菊
の
宴　

三
〇
七
）

　

右
は
宴
に
お
い
て
、「
何
の
才
か
侍
る
」
と
い
う
問
い
に
対
し
一
人
ず
つ
何
の
才
が
あ

る
か
を
答
え
、
ま
た
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
動
作
を
す
る
、「
才
名
乗
り
」
の
場
面
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
の
あ
る
、
通
常
と
は
異
な
る
大
げ
さ
な
行
動
及
び

会
話
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
の
背
景
に
、
当
時
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
猿
楽（（（
（

の
存
在
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
読
者

が
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
猿
楽
を
擬
似
的
に
再
現
し
、
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
描
き
方
を
す
る

こ
と
で
、
物
語
に
よ
り
引
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
側
面

を
踏
ま
え
た
上
で
、
列
挙
表
現
に
戻
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

四
　
名
詞
（「
物
（
人
）」）
の
列
挙

　

ま
ず
先
行
論
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ

う
な
も
の
を
指
し
て
列
挙
表
現
と
い
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
参
考
に
し
た
い
の
が
、
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ピ
ジ
ョ
ー
の
「
物
尽
し

l ’énum
ération

」
に
つ
い
て
の
論（（（
（

で
あ
る
。
ピ
ジ
ョ
ー
は
、「
物
尽
し
」
の
定
義
に
つ
い

て
「
広
く
し
た
い
と
思
う
」
と
し
た
上
で
、
御
伽
草
子
『
舟
の
ゐ
と
く
』
を
引
き
、
物
語

冒
頭
の
動
詞
ま
た
は
節
の
列
挙
と
最
後
の
船
の
名
前
の
列
挙
、
そ
し
て
そ
の
間
の
中
国
の

故
事
二
話
と
日
本
の
故
事
六
話
が
並
列
さ
れ
て
い
る
説
話
部
分
に
対
す
る
作
者
の
発
想
は

同
じ
で
あ
っ
た
と
い
い
、「
並
行
し
た
エ
レ
メ
ン
ト
が
長
く
て
、
し
か
も
独
立
し
た
存
在

で
あ
っ
て
も
、
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
長
い
鎖
の
一
輪
で
あ
る
こ
と
を
意
識

さ
え
す
れ
ば
、
列
挙
の
効
果
は
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
読
み
方
も
そ
れ
だ
け

変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
広
重
の
「
東
海
道
五
十
三
次
」
の
絵
を
ば
ら
ば
ら
に
見

て
も
味
わ
え
る
が
、
順
序
に
従
っ
て
一
連
を
見
る
と
違
う
鑑
賞
に
な
る
とマ

マ

同
じ
よ
う
に
。」

（
九
二
│
九
三
頁
）
と
い
う
。

　

で
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
列
挙
表
現
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、

ま
ず
見
て
い
こ
う
。

　

列
挙
表
現
の
具
体
例
は
既
に
本
文
①
に
挙
げ
た
が
、
典
型
的
な
も
の
を
も
う
一
つ
挙
げ

る
。④

し
ば
し
あ
れ
ば
、
紀
伊
守
、
国
の
司
た
ち
の
ら
う
に
率
ゐ
て
、
物
奉
る
。
苞あ

ら

苴ま
き

一
つ
、

鮭
と
を
一
つ
に
つ
け
た
り
。
鯉
十と

捧さ
さ
げ、
二
つ
を
一
つ
に
つ
け
た
り
。
雉き

ぎ

子し

十
捧
、
三

つ
を
一
枝
に
つ
け
た
り
。
鳩
十
捧
、
二
つ
を
一
捧
に
し
た
り
。
白
銀
の
す※

ふ
た
つ
二

つ
、
蜜
と
甘あ

ま

葛づ
ら

と
入
れ
た
り
。
東
の
渡
殿
に
持
て
連
ね
て
、
並
み
立
て
り
。
ま
た
、

紀
伊
守
の
北
の
方
の
御
も
と
よ
り
、
衝つ

い

重
が
さ
ね

三
つ
、
腰
高
杯
、
糾あ

ざ

へ
結
ひ
た
る
壺
四

つ
奉
り
給
へ
り
。
そ
れ
は
、
御
前
の
簀
子
に
並
め
据
ゑ
た
り
。
開
け
て
見
れ
ば
、
鰹
・

火
焼
き
の
鮑
、
海
松
・
甘
海
苔
な
ど
見
ゆ
。 

（
蔵
開
下　

五
七
九
）

※
「
ゑ
ぶ
く
ろ
」
カ

　

右
の
よ
う
な
も
の
も
、
い
わ
ゆ
る
「
物
」
の
列
挙
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
①
と

少
し
異
な
り
、
純
粋
に
「
物
」（
名
詞
）
の
み
の
列
挙
で
は
な
く
、「
つ
け
た
り
」、「
し
た
り
」、

「
立
て
り
」「
給
へ
り
」
な
ど
、「
た
り
」、「
り
」
を
く
り
返
し
挟
み
、
物
と
そ
の
様
子
を

列
挙
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
物
（
人
）
の
列
挙
で
長
々
と
続
く
も
の
も
多
い
が
、
次
の
よ
う
に
、
列
挙
す
る

物
の
数
が
少
な
い
も
の
は
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
。

⑤
殿
上
に
は
、
源
中
納
言
・
右
大
弁
・
中
将
、
異
人
も
い
と
多
か
り
。
右
の
大
殿
の
君

達
、
あ
ま
た
も
の
し
給
ふ
。 

（
蔵
開
中　

五
四
四
）

　

列
挙
す
る
物
の
数
が
少
な
い
も
の
で
多
く
見
ら
れ
る
の
が
、
右
の
よ
う
な
「
人
」
の
列

挙
で
あ
る
。
そ
の
場
に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
い
た
か
は
場
面
を
理
解
す
る
上
で
あ
る
程
度

大
切
だ
が
、
そ
こ
ま
で
特
徴
的
で
重
要
な
内
容
で
な
い
場
合
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
列
挙

を
見
る
と
野
口
の
「
記
録
体
」
や
神
田
の
い
う
「
言
葉
自
体
が
物
象
化
し
た
物
と
し
て
あ
」

る
と
い
う
論
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
に
誰
が
い
た
か
、
ど
う
い
う
状

態
か
を
書
き
記
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
田
は
、
列
挙
す
る
も
の
の
数
が
少
な
い
タ
イ
プ

で
は
な
く
、
①
・
④
の
よ
う
な
あ
る
程
度
長
く
続
く
列
挙
に
対
し
て
「
一
つ
一
つ
の
物
の

名
前
が
、
さ
ら
に
そ
の
材
質
と
形
と
が
説
明
さ
れ
、
空
間
的
に
積
み
あ
げ
ら
れ
て
い
く
」
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と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
気
に
な
る
の
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

⑥
種
松
、
三
月
三
日
の
節
供
な
ん
ど
、
か
ば
か
り
仕
う
ま
つ
れ
り
。
あ
る
じ
の
君
・
客

人
三
所
の
御
前
に
、
白
銀
の
折
敷
・
金
の
台
据
ゑ
て
、
花
文ふ

綾れ
う

に
薄
物
重
ね
て
、
表
、

織
・
綾
・か

と
り

に
薄
物
重
ね
て
、
打
敷
に
し
、
蓮
の
白
銀
の
鐺た

う

飯は
ん

、
ふ
さ
に
据
ゑ
て
参

り
、
唐
菓
物
の
花
、
い
と
殊
な
り
。
梅
・
紅
梅
・
柳
・
桜
、
一
折
敷
、
藤
・
躑
躅
・

山
吹
、
一
折
敷
、
さ
て
は
、
緑
の
松
・
五
葉
・
す
み
ひ
ろ
、
一
折
敷
、
そ
の
花
の
色
、

春
の
枝
に
咲
き
た
る
に
劣
ら
ず
。
乾
物
・
菓
物
・
餅
な
ど
調
じ
た
る
様
、
め
づ
ら
か

な
り
。
山
・
海
・
川
、
天
の
下
に
あ
る
物
の
な
き
な
し
。
沈
の
台
盤
二
つ
、
糸
木
綿

に
薄
物
重
ね
て
、
表
、
沈
を
、
一
尺
二
寸
ば
か
り
の
か
ら
わ
に
、
轆
轤
に
挽
き
て
、

さ
ま
ざ
ま
に
彩
り
て
、
威
儀
の
御
膳
参
る
。
納
め
、
紫
檀
の
御
折
敷
四
つ
づ
つ
し
て

参
る
。
御
酒
参
る
。
机
二
つ
、
い
し
き
盃
な
ど
、
い
と
め
づ
ら
し
く
殊
な
り
。

 

（
吹
上
上　

二
五
〇
〜
二
五
一
）

　

神
南
備
種
松
が
客
人
を
饗
応
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
物
の
列
挙
の
中
に
、「
据
ゑ
て
」

「
重
ね
て
」「
一
折
敷
」「
〜
参
る
」
な
ど
、
表
現
が
そ
ろ
え
て
あ
る
箇
所
が
目
立
つ
。「
殊

な
り
」「
め
づ
ら
か
な
り
」
な
ど
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
先
の
本
文
④
に
も
、「
つ
け
た
り
」

や
数
字
な
ど
の
繰
り
返
し
が
見
ら
れ
た
。
物
語
文
学
に
お
い
て
の
、
こ
れ
に
類
す
る
現
象

を
「（
同
語
）
反
復
」
と
と
ら
え
、
考
察
す
る
論（（（
（

も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
こ
の
よ
う

に
ご
く
近
い
場
所
に
く
り
返
し
出
て
来
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
列
挙
表
現
の
一
側

面
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
神
田
が
い
う
「
言
葉
＝
物
」
と
い
う
こ
と
が
列

挙
の
本
質
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
重
な
り
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑦
〔
仲
忠
の
〕
御
供
に
は
、
御
前
六
人
、
御
馬
副
六
人
。
御
前
、
二
人
は
四
位
、
二
人
、

五
位
、
二
人
、
や
む
ご
と
な
き
官
あ
る
六
位
。
御
随
身
四
人
、
雑
色
六
人
。
装
束
、

白
き
綾
の
指
貫
、
襖
、
露
草
し
て
蝋ら

ふ

摺
り
に
摺
り
て
、
白
き
綾
の
袿
、
青
馬
。
御
供

の
人
よ
り
始
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
白
・
青
、
ほ
ど
ほ
ど
に
着
た
り
。
中
納
言
〔
涼
〕

は
、
赤
色
の
織
物
の
襖
、
鈍
の
指
貫
、
綾
搔
練
の
袿
、
赤
馬
。
御
前
二
人
は
、
劣
れ

り
。
山
守
と
い
ふ
琴
持
た
せ
給
へ
り
。
右
大
弁
〔
藤
英
〕
は
、
青
鈍
の
襖
、
そ
の
た※

い
、
皆
、
同
じ
色
の
襖
。
御
馬
副
四
人
、
制
あ
り
て
、
学
生
ど
も
。
御
前
四
人
、
秀

才
二
人
・
進
士
二
人
。
御
供
の
人
、
皆
、
大
学
の
衆
の
下
臈
な
る
。
頭
の
中
将
〔
良

岑
行
正
〕
は
、
青
色
の
襖
、
白
の
指
貫
、
薄
色
の
綾
の
袿
。
供
の
人
、
か
く
の
ご
と

し
。
琵
琶
持
た
せ
た
り
。
雅
楽
の
権
の
頭
〔
清
原
松
方
〕、
琴き

ん

持
た
せ
た
り
。
右
馬

助
近
正
は
和
琴
、
左
衛
門
の
非
違
の
尉
時
正
、
笛
持
た
せ
た
り
。
こ
れ
か
れ
、
装
束

は
心
に
任
せ
た
り
。
律
師
、
童
四
人
・
法
師
四
人
・
童
子
六
人
、
こ
れ
も
、
皆
、
よ

う
、
装
束
、
皆
整
へ
た
り
。 

（
国
譲
下　

七
七
〇
）

※
「
供
」
カ

　

貴
公
子
た
ち
が
水
尾
に
行
く
際
の
供
の
者
や
装
束
の
描
写
が
列
挙
で
表
現
さ
れ
て
い
る

が
、
数
字
や
色
の
表
現
が
目
立
つ
。
こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
豪
華
で

華
や
か
な
人
々
の
道
行
き
が
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
誰
々
何
人
」、「
〜
青
馬
」「
〜
赤

馬
」、「
琵
琶
持
た
せ
た
り
」「
琴
持
た
せ
た
り
」「
笛
持
た
せ
た
り
」
と
い
っ
た
表
現
で
揃

え
、
調
子
を
整
え
た
文
体
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

次
に
、
宇
都
宮
の
い
う
「
調
度
な
ど
を
詳
細
に
語
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
事
や
そ
の
担

い
手
の
威
勢
の
様
を
表
現
し
て
い
く（（（
（

」
と
い
う
特
徴
の
表
れ
た
列
挙
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

⑧
こ
の
北
の
方
、
昔
よ
り
、
か
た
ち
清
ら
に
、
心
あ
る
名
取
り
給
へ
り
。
娘
の
君
も
、

よ
き
ほ
ど
に
て
も
の
し
給
へ
ば
、
よ
ろ
づ
の
人
聞
こ
え
給
ふ
中
に
、
左
大
将
殿
〔
正

頼
〕
の
中
将
の
君
〔
祐
澄
〕・
兵
衛
督
の
君
〔
師
澄
〕、
式
部
卿
の
右
馬
頭
の
君
な
ど
、

こ
の
北
の
方
を
、
切
に
聞
こ
え
給
ふ
を
、
近
く
て
見
給
ふ
こ
と
、
か※

け
て
な
し
。

 

（
菊
の
宴　

三
二
九
）

※
「
か
け
て
な
し
」
│
底
本
「
か
き
り
な
し
」

　

右
は
、
実
忠
の
妻
の
説
明
で
あ
る
。
列
挙
す
る
物
の
数
は
少
な
い
が
、
求
婚
し
た
あ
る

程
度
有
力
な
貴
族
た
ち
（
正
頼
の
息
子
た
ち
）
の
名
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
忠
の

妻
に
箔
が
付
く
の
で
あ
る
。
次
の
例
も
見
て
み
よ
う
。

⑨
乳
母
の
も
と
に
は
、
沈
の
高
杯
を
五
つ
、
白
銀
の
壺
の
小
さ
き
に
黒
方
入
れ
、
蜜
入

れ
た
る
黄
金
の
蒜
五
つ
ば
か
り
、
沈
の
寄
せ
切
り
た
り
し
、
紙
に
一
包
、
青
き
色
紙

ど
も
に
包
み
て
、
五
葉
に
つ
け
て
奉
り
給
へ
れ
ば
、〔
中
略
〕
異
命
婦
た
ち
、「
い
づ

こ
よ
り
あ
る
ぞ
。
興
あ
る
物
ど
も
か
な
」
と
言
ひ
騒
ぐ
。
乳
母
、〔
中
略
〕
引
き
開

け
つ
つ
見
て
、「
い
と
を
か
し
く
し
た
り
け
る
物
ど
も
か
な
」〔
略
〕

 

（
蔵
開
上　

五
〇
五
）

　

右
は
、
仁
寿
殿
の
女
御
が
配
っ
た
、
仲
忠
と
女
一
の
宮
の
産
養
い
の
品
を
見
て
、
乳
母
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や
女
房
た
ち
が
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
称
賛
す
る
場
面
で
あ
る
。「
物
」
を
列
挙
し
て
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
品
を
選
ん
で
用
意
し
た
人
物
の
感
性
な
ど
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、
神
田
の
い
う
「
言
葉
＝
物
」
と
い
っ
た
解
釈
以
上
の
、
よ

り
積
極
的
な
手
法
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
先
に
提
示
し
た
⑤
の
よ
う
に
、
列
挙
さ
れ
た
物
自
体
に
そ
こ
ま
で
の
特
出
す

べ
き
意
味
が
な
い
場
合
も
あ
る
。
次
の
例
も
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

⑩
か
く
て
、
太
郎
の
君
、
左
大
弁
忠
澄
、
歳
三
十
。
二
郎
、
兵
衛
督
師
澄
、
歳
二
十
九
。

こ
れ
、
二
人
な
が
ら
宰
相
な
り
。
三
郎
、
右
近
中
将
、
蔵
人
の
頭
祐
澄
、
歳
二
十
八
。

四
郎
、
左
衛
門
佐
連
澄
、
歳
二
十
七
。
こ
れ
は
、
宮
の
御
腹
。
大
殿
の
御
腹
は
、
五

郎
、
兵
衛
佐
顕
澄
、
歳
二
十
六
。
六
郎
、
兵
部
少
輔
兼
澄
、
歳
二
十
五
。〔
略
〕

 

（
藤
原
の
君　

六
九
）

　

こ
の
後
十
郎
ま
で
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
娘
た
ち
も
列
挙
さ
れ
る
。
全
体
と
し
て
正
頼
一

族
の
大
き
さ
が
迫
力
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
列
挙
は
物
一
つ
一
つ
に

あ
る
程
度
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
⑧
・
⑨
な
ど
と
は
異
な
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
萩
野

了
子（（（
（

は
、「
物
語
の
文
章
で
あ
る
と
は
到
底
思
え
な
い
ほ
ど
に
、
話
の
筋
と
は
無
関
係
な

部
分
が
肥
大
化
す
る
場
合
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
や
は
り
「
記
録
体
」
あ
る
い
は
「
言

葉
＝
物
」
と
い
っ
た
解
釈
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
列
挙
表
現
を
考

え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
、「
表
現
を
揃
え
る
」、「
く
り
返
す
」
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
の
本
文
⑩
で
は
、「
何
番
目
の
子
息
か
↓
官
職
↓
名
前
↓
歳
」
と
い
う

順
で
揃
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
来
る
と
、
列
挙
す
る
物
の
数
が
少
な
い
タ
イ
プ
は
別
と
し
て
、
あ
る
程

度
長
く
続
く
列
挙
表
現
に
お
い
て
は
、
一
つ
一
つ
の
「
物
」
が
重
要
で
あ
る
と
同
時
に
、

そ
れ
を
連
ね
る
こ
と
に
よ
り
総
体
と
し
て
豪
華
さ
、
セ
ン
ス
の
良
さ
、
権
勢
な
ど
を
迫
力

を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
こ
ま
で
は
名
詞
（
物
・
人
）
の
列
挙
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
中
に
は
名
詞
を
連
ね

て
い
く
形
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
要
素
を
介
在
さ
せ
て
つ
な
げ
て
い
る
も
の
も
認
め
ら

れ
た
。
次
節
で
は
、
さ
ら
に
「
列
挙
表
現
」
の
範
囲
を
広
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

五
　
節
・
文
の
列
挙

　
「
名
詞
（
物
・
人
）」
の
列
挙
以
外
に
、「
列
挙
表
現
」
に
通
ず
る
面
を
持
っ
て
い
る
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
含
め
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
表
現
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず

は
、「
節
や
文
」
の
列
挙
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
た
い
。「
俊
蔭
」
の
巻
か
ら
挙
げ
る
。

⑪
俊
蔭
、
天
人
の
の
た
ま
ふ
に
従
ひ
て
、
花
園
よ
り
西
を
指
し
て
行
け
ば
、
大
い
な
る

川
あ
り
。
そ
の
川
よ
り
孔
雀
出
で
来
て
、
そ
の
川
を
渡
し
つ
。
琴
を
ば
、
例
の
旋つ

じ

風

送
る
。
そ
れ
よ
り
西
へ
行
け
ば
、
谷
あ
り
。
そ
の
谷
よ
り
龍
出
で
来
て
、
越
し
つ
。

琴
は
、
旋
風
送
り
つ
。
そ
れ
よ
り
西
を
な
ほ
行
け
ば
、
険さ

が

し
き
山
七
つ
あ
り
。
そ
の

山
よ
り
仙
人
あ
り
て
、
越
し
つ
。
そ
れ
よ
り
西
を
行
け
ば
、
虎
・
狼
一
山
騒
ぐ
所
あ

り
。
象き

さ

出
て
来
て
、
そ
の
山
を
越
し
つ
。
そ
れ
よ
り
西
へ
行
け
ば
、
七
つ
の
山
に
七

つ
の
人
あ
り
て
、
言
ひ
し
が
ご
と
く
に
住
む
所
に
至
り
ぬ
。 

（
俊
蔭　

一
五
）

　

右
の
よ
う
な
も
の
は
、「
列
挙
」
と
せ
ず
、
先
述
し
た
「
反
復
」「
く
り
返
し
」
と
し
て

と
ら
え
る
の
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
名
詞
の
み
の
列
挙
と
は
時
間
の
経
過
が

あ
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
〜
よ
り
西
へ
行
け
ば
…
あ
り
。
ー
ー
越
し
つ
」

と
い
っ
た
形
で
揃
え
ら
れ
、
具
体
的
な
情
報
だ
け
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
、
読
者
に

と
っ
て
は
「
列
挙
表
現
」
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
⑩
ま
で
の
「
名

詞
（
物
・
人
）
の
列
挙
」
に
も
（
す
べ
て
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
）
こ
の
よ
う
に
表
現
を
揃
え

る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
本
文
⑪
の
部
分
は
、
俊
蔭
が
動
物
や
仙
人
に
助
け

ら
れ
な
が
ら
西
へ
西
へ
と
旅
し
て
行
く
様
が
全
体
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
の
で
あ

り
、
中
世
の
「
道
行
文
」
と
似
て
い
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

⑫
「
内
裏
に
参
ら
む
」
と
て
は
、
板
屋
形
の
車
の
輪
欠
け
た
る
に
、
迫
り
た
る
牝
牛
を

懸
け
て
、
小
さ
き
女
の
童
を
つ
け
て
、
縄
鞦

し
り
が
い、
は
つ
れ
た
る
伊
予
簾
を
懸
け
て
、

布
の
太
き
を
上う

へ

御み

衣そ

に
染
め
て
、
太
き
手
作
り
を
下
襲
・
上
の
袴
に
履
き
て
、
衛
府

か
け
た
れ
ば
、
随
身
・
舎
人
に
は
、
小
さ
き
童
部
に
木
太
刀
を
佩
け
て
、
古
藁
沓
に

篠
葉
さ
し
集
め
て
、
木
の
枝
に
細
縄
を
す
げ
て
、
弓
と
て
は
持
た
せ
て
、
参
り
ま
か

で
す
れ
ば
、
京
の
内
に
そ
し
り
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
。 

（
藤
原
の
君　

八
五
〜
八
六
）

　

右
の
よ
う
な
も
の
も
通
常
列
挙
表
現
に
は
入
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
〜
て
、
〜
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て
…
」
と
い
う
形
で
、
三
春
高
基
の
吝
嗇
な
様
子
を
具
体
的
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
全
体
で
高
基
の
人
物
像
が
面
白
く
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
⑪
に
比

べ
る
と
⑫
は
、
時
間
の
経
過
が
あ
ま
り
な
く
、
名
詞
の
列
挙
に
よ
り
近
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
例
挙
げ
て
お
く
。

⑬
か
な
た
に
は
、
女
御
の
君
、
大
宮
の
住
み
給
ひ
し
北
の
お
と
ど
に
は
、
女
宮
た
ち
、

引
き
て
、
西
の
二
の
対
か
け
て
住
み
給
ふ
。
大
将
殿
の
御
方
は
、
東
の
一
、
二
の
対
、

廊
か
け
て
住
み
給
ふ
。
西
の
一
の
対
に
は
、
弾
正
の
宮
住
み
給
ふ
。
東
の
一
の
対
の

北
面
、
よ
く
し
つ
ら
ひ
て
、
少
将
の
妹
迎
へ
て
住
み
給
ふ
。 

（
国
譲
上　

六
二
四
）

　

こ
れ
は
一
文
が
比
較
的
短
く
、「
〜
住
み
給
ふ
」
で
揃
え
て
あ
る
。
婿
た
ち
が
正
頼
に

許
さ
れ
て
正
頼
邸
の
外
へ
移
住
す
る
こ
と
に
伴
い
、
主
に
女
君
た
ち
が
移
動
す
る
場
面
で

あ
る
。
一
見
事
務
的
に
説
明
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
だ
が
、
表
現
を
揃
え
て
列
挙
す
る
こ

と
に
よ
り
邸
の
大
き
さ
や
人
物
の
多
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
人
と
そ
の
行
為
（
様
子
）
の
列
挙
も
多
く
見
ら
れ
る
。
右
の
⑬
な
ど
は

短
い
例
で
あ
る
が
、
一
人
に
対
し
て
の
記
述
が
よ
り
長
い
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
蔵

開
上
」
の
犬
宮
誕
生
を
祝
う
正
頼
邸
で
の
祝
宴
の
場
面
で
、
酒
杯
が
順
に
巡
っ
て
い
く
の

だ
が
、「
三
の
宮
」、「
四
の
宮
」、「
六
の
宮
」、「
八
の
宮
」、「
十
の
皇
子
」
の
描
写
が
列

挙
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
装
束
、
本
人
の
様
子
、
官
職
と
続
き
「
御
歳
二
十
三
」
の
よ
う
に

歳
が
記
さ
れ
る
点
で
概
ね
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
列
挙
は
【
室
城
全
】
の
四
八
八
頁
〜
四

九
〇
頁
に
か
け
て
三
十
四
行
に
も
渡
る
長
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
蔵
開
上
」

の
犬
宮
の
産
養
い
の
宴
か
ら
人
々
が
帰
邸
し
た
後
の
場
面
で
は
、「
あ
る
じ
の
お
と
ど
」、

「
ま
た
北
の
お
と
ど
よ
り
」、「
宮
の
御
方
よ
り
は
」
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
贈
ら
れ
た
品
物

と
手
紙
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。【
室
城
全
】
で
は
五
〇
三
頁
〜
五
〇
四
頁
に
か
け
て
、

十
五
行
に
渡
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
あ
て
宮
求
婚
譚
に
お
い
て
求
婚
者
た
ち
の
人
物
像
や
和
歌

を
並
べ
て
い
く
ス
タ
イ
ル
も
、
あ
る
種
の
「
大
き
く
拡
散
し
た
列
挙
」
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
一
人
の
人
物
に
対
す
る
説
明
が
長
い
の
で
つ
な
が
り
を
見
失
っ
て
し
ま

い
そ
う
だ
が
、「
か
く
て
、
ま
た
、
右
大
将
藤
原
兼
雅
と
申
す
」「
か
く
て
、
春
宮
の
御
い

と
こ
の
、
平
中
納
言
と
聞
こ
え
て
」「
か
く
て
、
ま
た
、
上
野
の
宮
と
て
」
と
出
だ
し
を

そ
ろ
え
る
こ
と
に
よ
り
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
感
じ
を
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に

挙
げ
た
ピ
ジ
ョ
ー
が
「
並
行
し
た
エ
レ
メ
ン
ト
が
長
く
て
、
し
か
も
独
立
し
た
存
在
で

あ
っ
て
も
、
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
長
い
鎖
の
一
輪
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ

え
す
れ
ば
、
列
挙
の
効
果
は
認
め
ら
れ
る
」（
九
二
頁
）
と
い
う
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
の
で

は
な
い
か
。
た
と
え
巻
全
体
に
求
婚
者
た
ち
の
説
明
が
広
が
っ
て
い
て
も
、
列
挙
と
い
う

体
裁
が
保
た
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
の
面
白
味
に
加
え
、
あ
て
宮
を
中

心
と
し
た
求
婚
者
た
ち
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
世
界
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
と
い
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
、「
列
挙
表
現
」
と
一
口
に
い
っ
て
も
広
が
り
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
見

て
き
た
。
特
に
「
節
・
文
」
の
列
挙
は
、
列
挙
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
判
定
し
が
た
い
例

も
あ
る
。
そ
こ
で
ゆ
る
や
か
に
「
列
挙
表
現
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
条
件
と
し
て
、
次
の
三

項
目
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

⑴　

列
挙
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
物
事
同
士
が
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
（
共
通
性
の
あ
る

名
詞
同
士
、
表
現
が
揃
え
ら
れ
た
節
・
文
同
士
）。

⑵　

時
間
の
推
移
の
あ
る
、
な
し
は
問
わ
な
い
。

⑶　

個
々
の
物
・
事
に
意
味
が
あ
る
と
同
時
に
、
列
挙
さ
れ
た
総
体
と
し
て
与
え
る
印

象
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
仮
に
大
き
く
「
列
挙
表
現
」
と
し
た
い
。
そ
れ
で
は
、

さ
ら
に
会
話
文
に
も
目
を
向
け
る
に
こ
と
よ
っ
て
、
も
う
少
し
範
囲
を
広
げ
て
考
え
て
み

よ
う
。

六
　
会
話
に
お
け
る
列
挙

　

先
行
論
で
言
及
さ
れ
た
も
の
は
少
な
か
っ
た（（（
（

が
、
も
う
一
つ
「
列
挙
表
現
」
と
し
て
取

り
上
げ
た
い
の
が
、
会
話
に
表
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
嵯
峨
の
院
」
か
ら
例
を
引
く
。

⑭
「
た
だ
今
、
内
裏
の
御
神
楽
の
召
人
は
、
左
近
将ぜ

監う

松
方
、
左
兵
衛
尉
時
蔭
、
右
近

将
監
平
惟
則
、
左
衛
門
尉
藤
原
諸
直
・
平
惟
輔
、
宮
内
少
輔
源
直
松
、
玄
蕃
助
藤
原

遠
正
、
内
蔵
允
平
忠
遠
、
内
舎
人
行
忠
・
道
忠
、
雅う

た
の楽

允
楠
武
・
村む

ら

公き
ん

・
小
松
敏
康
・

治
近
、
大
和
介
直
明
、
信
濃
介
兼
幹
な
ど
、
す
べ
て
三
十
人
の
者
ど
も
こ
そ
は
、
た

だ
今
の
逸
物
に
は
侍
る
な
れ
。
こ
れ
ら
は
、
内
裏
の
召
し
な
ら
で
は
、
た
は
や
す
く

ま
か
り
歩
か
ず
。
さ
り
と
も
、
殿
の
召
し
に
は
参
り
な
む
」 

（
嵯
峨
の
院　

一
七
八
）

　

右
は
、
正
頼
邸
で
の
神
楽
の
準
備
に
伴
い
、
滋
野
和
政
が
発
言
す
る
場
面
で
あ
る
。
傍



『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現

（17）636

線
部
は
、「
名
詞
（
物
・
人
）
の
列
挙
」（
⑤
・
⑧
・
⑩
）
で
挙
げ
た
タ
イ
プ
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
こ
で
神
楽
の
演
者
の
名
を
具
体
的
に
挙
げ
る
こ
と
は
一
見
事
務
的
に
見
え
る
が
、
こ
れ

に
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
と
迫
力
が
増
し
、
こ
の
よ
う
な
「
た
だ
今
の
逸
物
」
が
召
さ
れ
て
来

る
と
い
う
こ
と
で
正
頼
邸
の
神
楽
の
格
を
上
げ
て
い
る
。

　

続
い
て
同
じ
く
会
話
文
中
の
例
と
し
て
、「
藤
原
の
君
」
の
上
野
の
宮
と
大
徳
の
や
り

取
り
を
引
く
。

⑮
〔
上
野
の
宮
〕「
我
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
後
、
妻
と
す
べ
き
人
を
、
六
十
余
国
・

唐
土
・
新
羅
・
高
麗
・
天
竺
ま
で
尋
ね
求
む
れ
ど
、
さ
ら
に
な
し
。
こ
の
左
大
将
源

正
頼
の
ぬ
し
の
女
子
ど
も
、〔
中
略
〕
残
れ
る
九
に
あ
た
る
な
む
、
四
方
の
国
聞
き

し
に
、
か
く
ば
か
り
の
人
聞
こ
え
ず
。
こ
の
女
な
む
、
耳
に
つ
く
、
心
に
つ
く
。
し

か
あ
る
に
、
父
大
将
に
請
ひ
、
正
身
に
請
ふ
に
、
女
も
大
将
も
、
今
に
承
け
引
か
ず
。

い
か
な
る
仏
神
に
大
願
を
立
て
、
な
で
ふ
こ
と
の
た
ば
か
り
を
し
て
か
、
女
の
赴
く

べ
き
」
と
の
た
ま
ふ
時
に
、
比
叡
の
山
に
、
総
持
院
の
十
禅
師
な
る
大
徳
の
言
ふ
や

う
、「
難
き
を
得
む
ず
る
や
う
は
、比
叡
の
中
堂
に
常
燈
を
奉
り
給
へ
。ま
た
、奈
良
・

長
谷
の
大
悲
者
、
人
の
願
ひ
満
て
給
ふ
龍
門
・
坂
本
・
壺
坂
・
東
大
寺
、
か
く
の
ご

と
く
、
す
べ
て
仏
と
申
す
物
、
土
を
ま
ろ
が
し
て
、
こ
れ
を
、
仏
と
言
は
ば
、
御お

ほ

燈み

明
あ
か
し

奉
り
、
神
と
見
む
に
は
、
天
竺
な
り
と
も
、
御
幣
帛
奉
ら
せ
給
へ
。
百
万
の
神
・

七
万
三
千
の
仏
に
、
御
燈
明
・
御
幣
帛
奉
り
給
は
ば
、
仏
神
お
の
お
の
与
力
し
給
は

む
。
天
女
と
申
す
と
も
、
下
り
ま
し
な
む
。
い
は
む
や
、
娑
婆
の
人
は
、
国
王
と
聞

こ
ゆ
と
も
、
赴
き
給
ひ
な
む
を
や
。
ま
た
、
山
々
・
寺
々
に
、
食じ

き

な
く
、
物
な
き
行

ひ
人
を
供
養
し
給
へ
」
と
聞
こ
ゆ
。 

（
藤
原
の
君　

八
〇
〜
八
一
）

　

右
は
、
あ
て
宮
を
手
に
入
れ
よ
う
と
考
え
た
上
野
の
宮
が
大
徳
に
相
談
し
、
大
徳
が
、

そ
の
た
め
に
寺
に
喜
捨
す
る
こ
と
を
勧
め
る
場
面
で
あ
る
。
両
者
の
発
言
の
要
点
は
た
だ

そ
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
が
、
二
人
と
も
饒
舌
に
列
挙
表
現
を
用
い
な
が
ら
語
っ
て
い

く
。
名
詞
の
列
挙
も
あ
れ
ば
、
節
・
文
の
列
挙
も
あ
る
。
上
野
の
宮
の
発
言
は
こ
の
よ
う

な
表
現
に
よ
っ
て
大
げ
さ
な
感
じ
が
強
調
さ
れ
変
人
ぶ
り
が
よ
く
伝
わ
っ
て
来
る
し
、
大

徳
の
発
言
に
は
、【
新
全
集
】
の
注
に
「
彼
ら
が
詐
欺
的
言
動
を
弄
し
、
経
済
的
に
寄
生

し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
滑
稽
さ
が
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
相
手
を
弄
す
る

話
術
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
高
橋
亨（（（
（

は
、「「
わ
れ
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
の
ち
〔
略
〕」
と
言
い
は
じ
め
る
口
調
な
ど
、
軍
記
物
語
の
類
ま
た
本
地
物
や
説
教
節

の
発
想
を
思
わ
せ
る
。」
と
し
、
ま
た
「「
百
万
の
神
、
七
万
三
千
の
仏
」〔
中
略
〕
と
か
い
っ

た
数
字
の
誇
張
は
こ
の
物
語
の
儀
式
場
面
を
中
心
と
し
た
羅
列
的
描
写
に
つ
ら
な
る
も
の

で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る
。
高
橋
も
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
列
挙
表
現
と
の
共
通
性
を
見

出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

会
話
に
お
け
る
列
挙
表
現
の
例
と
し
て
も
う
一
つ
、
三
春
高
基
の
発
言
を
引
く
。

⑯
〔
高
基
〕「
あ
た
ら
も
の
を
。
わ
が
た
め
に
、
塵
ば
か
り
の
わ
ざ
す
な
。
祓
へ
す
と
も
、

打
撒
に
米よ

ね

要
る
べ
し
。
籾
に
て
種
な
さ
ば
、
多
く
生
る
べ
し
。
修
法
せ
む
に
、
五
石

要
る
べ
し
。
壇
塗
る
に
、
土
要
る
べ
し
。
土
三
寸
の
所
よ
り
、
多
く
の
物
出
で
来
。

楝あ
ふ
ちの
枝
を
一
つ
に
、
実
の
生
る
数
あ
り
。
菓
物
に
食
ふ
に
、
よ
き
物
な
り
。
胡う

ご

麻ま

は
、

油
に
絞
り
て
売
る
に
、
多
く
の
銭
出
で
来
。
そ
の
糟
、
味
噌
代
に
使
ふ
に
、
よ
し
。

粟
・
麦
・
豆
・
さ
さ
げ
、
か
く
の
ご
と
き
雑
役
の
物
な
り
」
と
て
、
せ
さ
せ
給
は
ず
。

 

（
藤
原
の
君　

八
八
）

　

右
は
、
高
基
が
、
自
身
の
病
の
際
に
妻
が
祓
え
を
行
っ
た
こ
と
を
諫
め
る
場
面
で
あ
る
。

単
に
「
も
っ
た
い
な
い
か
ら
止
め
な
さ
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
打
撒
の
米
が
あ
っ

た
ら
こ
ん
な
に
も
利
益
が
見
込
め
る
」
と
具
体
的
に
列
挙
し
て
語
っ
て
い
く
。
や
は
り
一

つ
一
つ
の
物
事
も
あ
る
程
度
大
切
だ
が
、
ど
ん
ど
ん
重
ね
て
言
う
こ
と
で
総
体
と
し
て
読

者
に
お
か
し
み
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
る
で
、「
七
つ
長
野
の
善
光
寺
、
八
つ
谷

中
の
奥
寺
で
、
竹
の
柱
に
萱
の
屋
根
、
手
鍋
提
げ
て
も
わ
し
ゃ
い
と
や
せ
ぬ
、
信
州
信
濃

の
新
そ
ば
よ
り
も
、
あ
た
し
ゃ
あ
な
た
の
そ
ば
が
よ
い
」（
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
よ
り
）

と
い
っ
た
香
具
師
の
口
上
の
よ
う
で
あ
る
。
⑮
も
そ
う
で
あ
る
が
、
会
話
に
お
け
る
列
挙

表
現
は
こ
の
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
を
も
つ
場
合
が
多
い
。
さ
ら
に
地
の
文
の
列
挙

も
、
同
じ
よ
う
に
口
誦
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
読
者
に
対
し
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
を
発
揮

し
、
強
い
印
象
を
与
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
三
節
で
述
べ
た
猿
楽
を
意

識
し
た
と
思
わ
れ
る
表
現
と
共
通
す
る
要
素
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

地
の
文
・
会
話
文
と
も
に
「
名
詞
」、「
節
・
文
」
の
列
挙
が
あ
る
。
列
挙
の
範
囲
を
拡

げ
て
考
え
る
と
、
す
べ
て
に
つ
い
て
は
い
え
な
い
が
、
二
節
で
挙
げ
た
三
谷
の
い
う
〈
カ

タ
リ
〉、
口
誦
を
想
起
さ
せ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
読
者
に
面
白
味
を
与
え
る
と
い
う

側
面
が
見
え
て
く
る
。
次
節
で
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
を
深
め
る
た
め
に
、『
う
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つ
ほ
物
語
』
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
列
挙
表
現
に
注
目
し
て
み
た
い
。

七
　
他
の
作
品
の
列
挙
表
現

　

そ
れ
で
は
、
様
々
な
時
代
の
列
挙
表
現
を
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
二
節
で
三
谷
も
言
及
し
て
い
た
『
古
事
記
』
を
挙
げ
る
。（
便
宜
上
訓
読
文
を
引

用
し
た
。）

【
参
考
1
】『
古
事
記
』（
須
佐
之
男
命
）

故
、
其
の
櫛
名
田
比
売
以
て
、
く
み
ど
に
起
し
て
、
生
め
る
神
の
名
は
、
八や

島し
ま

士じ

奴ぬ

美み
の

神か
み

と
謂
ふ
。
又
、
大お

お

山や
ま

津つ

見み
の

神か
み

の
女
、
名
は
神か

む

大お
ほ

市い
ち

比ひ

売め

を
娶
り
て
、
生
み
し
子

は
、
大お

ほ

年
と
し
の

神か
み

。
次
に
、
宇う

迦か

之の

御み

魂
た
ま
の

神か
み
〈
二
柱
〉。
兄え

八
島
士
奴
美
神
、
大
山
津
見

神
の
女
、
名
は
木こ

の

花は
な

知ち

流る

比ひ

売め

を
娶
り
て
、
生
み
し
子
は
、
布ふ

波は

能の

母も

遅ぢ

久く

奴ぬ

須す

奴ぬ
の

神か
み

。
此
の
神
、
淤お

迦か

美み
の

神か
み

の
女
、
名
は
日ひ

河か
は

比ひ

売め

を
娶
り
て
、
生
み
し
子
は
、
深ふ

か

淵ふ
ち

之の

水み
づ

夜や

礼れ

花
は
な
の

神か
み

。〔
略
〕

　
『
古
事
記
』
の
列
挙
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
、
ピ
ジ
ョ
ー
論
文
で
も
参
照
さ
れ
て
い
る

倉
野
憲
司（（（
（

の
見
解
を
示
し
て
お
く
。
倉
野
は
、「
現
代
の
人
々
は
そ
の
部
分
に
何
等
の
感

動
も
覚
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
古
代
の
人
々
は
、
そ
れ
に
言
い
知
れ
ぬ
感
動
を
覚
え

た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
な
が
ち
非
文
学
的
部
分
と
し
て
棄
て
去
る
わ
け
に
は
行
か
な
い

で
あ
ろ
う
。（
も
し
こ
の
部
分
を
非
文
学
的
と
す
る
な
ら
ば
、
平
家
物
語
の
勢
揃
を
は
じ
め
◯
◯
揃
の

条
に
お
け
る
単
な
る
氏
名
の
羅
列
の
部
分
等
も
非
文
学
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）」
と
し
て
い

る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
『
平
家
物
語
』
の
「
源
氏
揃
」
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

【
参
考
2
】『
平
家
物
語
』「
源
氏
揃
」（
巻
四
）

「
ま
づ
京
都
に
は

7

7

7

7

、
出
羽

0

0

前
司
光
信

0

0

が
子
共
、
伊
賀
守
光
基

0

0

・
出
羽

0

0

判
官
光
長

0

0

・
出0

羽0

蔵
人
光
重

0

0

・
出
羽

0

0

冠
者
光
能

0

0

、
熊
野
に
は

7

7

7

7

、
故
六
条
判
官
為
義
が
末
子
十
郎
義
盛

と
て
か
く
れ
て
候
。
摂
津
国
に
は

7

7

7

7

7

、
多
田
蔵
人
行
綱
こ
そ
候
へ
ど
も
、〔
中
略
〕
河7

内
国
に
は

7

7

7

7

、
武
蔵
権
守
入
道
義
基

0

0

・
子
息
石
河
判
官
代
義
兼

0

0

、
大
和
国
に
は

7

7

7

7

7

、
宇
野

七
郎
親
治

0

0

0

0

が
子
共
太
郎
有
治

0

0

0

0

・
二
郎
清
治

0

0

0

0

・
三
郎
成
治

0

0

0

0

・
四
郎
義
治

0

0

0

0

、
近
江
国
に
は

7

7

7

7

7

、

山
本

0

0

・
柏
木

0

0

・
錦
古
里

0

0

0

、
美
乃

7

7

・
尾
張
に
は

7

7

7

7

、
山
田
二
郎
重
広

0

0

0

0

・
河
辺
太
郎
重
直

0

0

0

0

・

泉
太
郎
重
光

0

0

0

0

・
浦
野
四
郎
重
遠

0

0

0

0

・
安
食
次
郎
重
頼

0

0

0

0

〔
中
略
〕
甲
斐
国
に
は

7

7

7

7

7

〔（（（
（

略
〕

　

こ
う
し
た
「
源
氏
揃
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
ピ
ジ
ョ
ー
論
文
に
倣
い
永
積
安

明
（
（（
（

の
論
述
を
お
さ
え
て
お
こ
う
。
永
積
は
、「
平
板
な
羅
列
や
並
列
に
よ
る
単
純
な
記
録

文
に
は
求
め
ら
れ
な
い
、
ひ
と
つ
の
秩
序
が
見
ら
れ
る
。」
と
し
た
上
で
、「「
に
は
」
あ

る
い
は
「
…
国
に
は
」」
の
音
の
か
さ
な
り
に
よ
る
リ
ズ
ム
に
言
及
し
、「
人
名
が
ま
た
、

「
光
信
」・「
光
基
」・「
光
長
」〔
中
略
〕、
あ
る
い
は
「
太
郎
有
治
」・「
二
郎
清
治
」〔
中
略
〕

そ
れ
ぞ
れ
の
音
に
微
妙
な
変
化
を
ふ
く
み
つ
つ
、
同
時
に
他
方
で
は
、
同
音
部
分
の
小
波

動
を
も
伴
い
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
」
と
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

語
の
く
り
か
え
し
お
よ
び
転
換
の
両
面
、
つ
ま
り
語
と
律
動
と
の
応
和
・
不
協
和
が

同
時
に
進
行
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
含
め
て
の
全
体
の
流
れ
に
お
け
る
究
極

的
な
諧
調
が
保
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
か
ら
近
畿
周
辺
へ
、
さ
ら
に
中
部
地
区

か
ら
関
東
・
奥
州
へ
と
、
武
士
団
の
空
間
的
な
拡
が
り
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
喚
起
し
な
が

ら
、
同
時
に
そ
の
集
団
的
な
偉
力
を
、
圧
倒
的
な
力
感
で
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。
無
表
情
な
名
詞
の
列
挙
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
み
す
ご
さ
れ
が
ち

な
、
こ
の
部
分
の
表
現
力
を
さ
さ
え
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
持
続
せ
ら
れ

て
い
る
強
烈
な
律
動
の
流
れ
で
あ
る
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
も
人
名
の
列
挙
は
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
に
も
あ
て
は
ま
る
こ

と
で
あ
る
が
（
数
が
少
な
い
タ
イ
プ
は
除
く
）、
永
積
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
記
録
的
」
に
見
え

る
列
挙
表
現
に
は
実
は
音
の
律
動
が
あ
り
、
流
れ
と
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
諧
調
が

保
た
れ
る
」。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
武
士
団
の
空
間
的
な
拡
が
り
と
、「
偉
力
を
圧
倒
的
な
力

感
で
も
っ
て
表
現
」
し
得
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
無
表
情
な
名
詞
の
列
挙
」

の
よ
う
な
表
現
の
中
に
、「
語
の
く
り
か
え
し
お
よ
び
転
換
」
を
認
め
、
そ
こ
に
「
動
的

な
リ
ズ
ム
」
を
感
じ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。「
名
詞
（
物
・
人
）
の
列
挙
」
に
も
、「
節
・

文
の
列
挙
」
に
通
ず
る
、「
動
的
な
リ
ズ
ム
」
や
「
音
の
律
動
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

二
節
で
取
り
上
げ
た
神
田
の
論
で
、「
中
世
芸
能
の
語
り
も
の
」
の
「
物
尽
く
し
的
に

物
品
を
列
挙
し
て
い
く
語
り
」
に
は
「
躍
動
す
る
よ
う
な
語
り
の
リ
ズ
ム
が
あ
り
、〔
中

略
〕『
宇
津
保
物
語
』
の
言
葉
と
は
根
本
的
に
異
質
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
た

と
え
「
五
七
調
」
な
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
く
と
も
、
永
積
の
い
う
律
動
、
諧
調
が
あ

る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
兵
藤
裕
己（（（
（

も
『
平
家
物
語
』
の
こ
の
よ
う
な
表
現
に

つ
い
て
、「
た
ん
に
人
名
の
羅
列
と
し
か
読
ま
れ
な
い
よ
う
な
名
寄
せ
や
揃
え
物
的
な
章

段
に
し
て
も
、
そ
れ
が
琵
琶
法
師
の
語
り
の
声
と
し
て
ひ
び
い
た
と
き
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
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お
も
う
べ
き
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
列
挙
表
現
に
お
け
る
語
り
を
想
定
し

た
あ
り
方
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

　

次
に
、『
今
昔
物
語
集
』
の
例
を
挙
げ
る
。

【
参
考
3
】『
今
昔
物
語
集
』「
歌
読
元
輔
賀
茂
祭
渡
一
条
大
路
語
第
六
」（
巻
二
十
八
）

而
ル
間
、
元
輔
君
達
ノ
車
ノ
許
ニ
歩
ビ
寄
テ
云
ク
、「〔
中
略
〕
亦
其
ノ
例
無
キ
ニ
非

ズ
。　
　

ノ
大
臣
ハ
大
嘗
会
ノ
御
禊
ノ
日
落
シ
給
フ
、
亦　
　

ノ
中
納
言
ハ
其
ノ
年

ノ
野
ノ
行
幸
ニ
落
シ
給
フ
、　
　

ノ
中
将
ハ
祭
ノ
返
サ
ノ
日
、
紫
野
ニ
テ
落
シ
給

フ
。〔
中
略
〕」。
此
ク
云
ツ
ヽ
車
毎
ニ
向
テ
、
手
ヲ
折
ツ
ヽ
計
ヘ
テ
云
聞
カ
ス
。

　

賀
茂
祭
の
使
い
を
勤
め
た
元
輔
が
落
馬
し
て
冠
を
落
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
笑
う

君
達
に
対
し
「
笑
う
の
は
お
か
し
い
」
と
理
路
整
然
と
説
く
場
面
で
あ
る
。「
…
ハ
〜
落

シ
給
フ
」
で
揃
え
て
あ
る
の
だ
が
、
略
し
た
部
分
に
も
語
句
の
く
り
か
え
し
は
見
ら
れ
た
。

「
手
ヲ
折
ツ
ヽ
計
ヘ
テ
云
聞
カ
」
せ
た
後
、
大
声
で
冠
を
取
り
寄
せ
て
か
ぶ
る
と
周
囲
か

ら
爆
笑
が
起
こ
る
。
会
話
文
に
お
け
る
列
挙
が
、
明
ら
か
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
聞

き
手
や
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
先
に
挙
げ
た
ピ
ジ
ョ
ー
は
、
室
町
時
代
の
『
文
正
さ
う
し
』
の
物
売
り
の
会
話
文

を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
口
上
は
物
の
列
挙
を
し
つ
つ
春
夏
秋
冬
や
「
召
し
た
く
や
候
」

で
揃
え
て
あ
り
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
調
子
も
揃
え
て
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
市
古
貞
次（（（
（

は
、

「
以
下
の
物
売
の
声
は
、
一
種
の
物
づ
く
し
に
な
っ
て
い
る
。〔
中
略
〕
お
そ
ら
く
一
つ
の

聞
か
せ
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ピ
ジ
ョ
ー
は
次
の
、
御

伽
草
子
『
も
の
く
さ
太
郎
』
も
引
い
て
い
る
。

【
参
考
4
】『
も
の
く
さ
太
郎
』

「
い
か
に
や
女
房
、
は
る
か
に
こ
そ
お
ぼ
え
て
候
へ
。
小
原
、
静
原
、
芹
生
の
里
、

革か
う

堂だ
う

、
河
崎
、
中
山
、
長
楽
寺
、
清
水
、
六
波
羅
、
六
角
堂
、
嵯
峨
、
法
輪
寺
、
太

秦
、
醍
醐
、
来
栖
、
木
幡
山
、
淀
、
八
幡
、
住
吉
、
鞍
馬
寺
、
五
条
の
天
神
、
出
雲

路
、
貴
船
の
明
神
、
日
吉
山
王
、
祇
園
、
北
野
、
賀
茂
、
春
日
、
所
々
に
て
参
り
あ

ひ
て
候
ひ
し
、
い
か
に
」
と
ぞ
申
し
け
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
ピ
ジ
ョ
ー
は
、「
こ
の
巡
礼
地
の
列
挙
は
、
女
を
説
得
す
る
の
に
、
太

郎
が
ど
ん
な
に
臆
面
も
な
く
嘘
を
つ
い
て
い
る
か
を
示
す
ゆ
え
に
、
ま
ず
笑
わ
せ
る
の
で

あ
る
。〔
中
略
〕
言
葉
の
積
み
重
ね
は
そ
れ
自
体
遊
戯
的
で
あ
る
。
言
葉
の
連
発
が
物
尽

し
の
内
容
よ
り
も
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
涸
れ
る
こ
と
の
な
い
饒
舌

に
よ
っ
て
、
読
者
を
渦
の
中
に
捲
き
込
み
、
眩
暈
を
起
こ
さ
せ
る
。」（
一
二
九
頁
）
と
述

べ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
登
場
人
物
た
る
「
太
郎
」
が
「
女
」
を
説
得
す
る
話
術
と

し
て
列
挙
表
現
を
用
い
て
い
る
と
同
時
に
、「
作
者
」
が
「
読
者
を
渦
の
中
に
捲
き
込
」

む
と
い
う
点
で
あ
る
。
読
者
は
こ
の
よ
う
な
文
を
読
む
こ
と
に
よ
り
、
実
際
に
音
読
す
る

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
字
面
や
意
味
を
超
え
て
音
声
と
し
て
こ
の
科
白
を
想
起
し
、
圧

倒
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
の
地
名
の
列
挙
に
は
音
数
か
ら
調
子
を
意
識
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る
が
、
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
箇
所

も
あ
る
（
実
際
当
時
の
人
々
が
仮
に
こ
の
部
分
を
声
に
出
す
場
合
ど
の
よ
う
に
読
む
か
は
不
明
で
あ
る

が
）。
先
の
【
参
考
2
】、『
平
家
物
語
』
で
は
「
無
表
情
な
名
詞
の
列
挙
」
の
よ
う
な
表

現
の
中
に
音
の
く
り
返
し
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
リ
ズ
ム
も
感
じ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
に
は
、

一
節
で
引
用
し
た
①
の
前
半
の
よ
う
に
、
表
現
を
揃
え
て
い
な
い
（
音
の
く
り
返
し
の
な
い
）

単
な
る
名
詞
の
列
挙
に
も
「
話
術
」「
饒
舌
」
を
感
じ
取
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
ピ
ジ
ョ
ー
は
、「
中
世
の
物
尽
し
の
興
隆
は
、〔
略
〕
口
頭
で
伝
承
さ
れ
た
文
学

の
興
隆
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
一
四
一
│
一
四
二
頁
）
と
し
、「
物
尽

し
の
い
く
つ
か
が
、
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
、
直
接
、
第
一
人
称
で
語
ら
れ
た
の
は
偶

然
で
は
な
い
」（
一
四
二
頁
）
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

あ
る
意
味
で
は
、
語
り
手
は
、
語
り
の
効
果
を
増
幅
す
る
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

登
場
人
物
に
席
を
譲
る
。
お
よ
う
の
尼
が
「
入
り
た
る
物
ど
も
、〔
略
〕」
と
物
尽
し

を
始
め
る（（（
（

。
こ
の
時
、
語
っ
て
い
る
の
は
、
お
よ
う
の
尼
で
あ
ろ
う
か
、
語
り
手
が

直
接
、
聴
衆
に
話
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

（
一
四
二
頁
）

　

こ
こ
で
も
や
は
り
、
列
挙
表
現
と
音
声
と
の
つ
な
が
り
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ピ

ジ
ョ
ー
は
、「
物
尽
し
の
存
在
自
体
が
、
お
伽
草
子
の
語
り
の
性
格
の
重
要
性
を
裏
づ
け

る
」
と
し
た
上
で
、「
お
よ
う
の
尼
」
の
語
る
物
尽
し
が
、
語
り
手
に
よ
る
語
り
と
二
重

写
し
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
の
饒
舌
な
「
語
り
」
は
、
物

語
自
体
が
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
列
挙
表
現
は
「
語
る
」
と
い
う
側
面
を
も
つ
も
の
の
中
に

出
て
来
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
。
同
じ
語
句
が
く
り
返
さ
れ
、
表
現
が
揃
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
も
、「
聞
い
て
面
白
い
」
よ
う
に
作
っ
て
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
だ
か
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ら
と
い
っ
て
列
挙
表
現
の
多
い
『
う
つ
ほ
物
語
』
全
体
が
語
ら
れ
て
享
受
さ
れ
た（（（
（

と
い
う

の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
物
、
節
・
文
の
列
挙
が
な
さ
れ
る
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
が
発

揮
さ
れ
、「
聞
か
せ
所
」
と
し
て
、
例
え
ば
猿
楽
の
演
者
が
蕩
々
と
語
る
口
吻
が
擬
似
的

に
再
現
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
読
者
は
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も

書
か
れ
た
こ
と
で
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
『
う
つ
ほ
物
語
』
な
ど
の
物
語
文
学
の
場
合
、
実
際

に
演
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、「
猿

楽
的
」
と
感
じ
さ
せ
る
文
章
表
現
が
し
ば
し
ば
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
重
要
性
が
あ

ろ
う
。
そ
し
て
永
積
が
「
源
氏
揃
」
に
つ
い
て
、「
武
士
団
の
空
間
的
な
拡
が
り
を
つ
ぎ

つ
ぎ
に
喚
起
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
集
団
的
な
偉
力
を
、
圧
倒
的
な
力
感
で
も
っ
て
表

現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る（（（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
列
挙
表
現
に

よ
っ
て
、
豪
華
さ
や
滑
稽
さ
な
ど
の
抽
象
的
な
事
柄
を
迫
力
を
も
っ
て
伝
え
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

八
　
列
挙
表
現
の
分
類

　

こ
こ
で
再
び
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
戻
り
、
ど
の
よ
う
な
列
挙
表
現
が
あ
る
の
か
を
と
ら

え
直
し
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
例
が
き
れ
い
に
弁
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
お
お
ま
か
な
分
類
を
試
み
た
い
（
次
の
う
ち
の
丸
付
き
数
字
は
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
本
文

の
番
号
で
あ
る
）。

⑴　

名
詞
の
列
挙
で
、
音
の
く
り
返
し
が
な
い
…　

短
⑤
・
長
⑭

⑵　

名
詞
の
列
挙
中
心
で
、
名
詞
、
節
・
文
の
列
挙
の
中
に
音
の
く
り
返
し
が
見
ら
れ

る
…
①
・
⑧
・
⑨
少　

④
・
⑥
・
⑦
・
⑩
多

⑶　

節
・
文
の
列
挙
で
、
音
の
く
り
返
し
が
見
ら
れ
る

…　

⑪
・
⑫
・
⑬
・
⑮
・
⑯

　

特
に
⑶
に
含
ま
れ
る
例
は
、
多
く
が
漢
文
の
対
句
に
よ
く
似
て
い
る
。
次
の
例
も
そ
の

典
型
で
あ
る
。

⑰
頭
の
髪
を
見
れ
ば
、
剣
を
立
て
た
る
が
ご
と
し
。
面
を
見
れ
ば
、
焔

ほ
む
ら

を
焚
け
る
が
ご

と
し
。
足
・
手
を
見
れ
ば
、
鋤
・
鍬
の
ご
と
し
。
眼
を
見
れ
ば
、
金
椀
の
ご
と
く
き

ら
め
き
て
〔
略
〕 

（
俊
蔭　

一
一
）

　
「
〜
を
見
れ
ば
、
…
の
ご
と
し
」
と
い
う
表
現
が
く
り
返
さ
れ
、
い
か
に
も
対
句
と
い
っ

た
表
現
で
あ
る
。
読
ん
で
い
て
調
子
よ
く
感
じ
ら
れ
、
ま
た
描
写
を
重
ね
て
い
く
ほ
ど
、

阿
修
羅
の
恐
ろ
し
い
姿
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
、
⑴
の
「
短
」
の
よ
う
に
、
物
事
を
淡
々
と
事
務
的
に
記
し
た
と
し
か
思

え
な
い
よ
う
な
列
挙
が
あ
る
一
方
、
濃
淡
は
あ
る
が
名
詞
、
節
・
文
の
中
に
表
現
が
反
復

さ
れ
揃
え
ら
れ
て
い
る
と
分
か
る
列
挙
も
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
こ
に
は
少
な
か

ら
ず
漢
文
の
対
句
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
。
音
の
く
り
返
し
は
「
動
的
な
リ
ズ
ム
」、「
音

の
律
動
」
を
生
み
出
す
。
し
か
し
ま
た
、【
参
考
4
】
で
も
確
認
し
た
が
、
⑴
「
長
」
の

よ
う
に
音
の
く
り
返
し
が
な
い
も
の
に
も
、「
涸
れ
る
こ
と
の
な
い
饒
舌
」
を
感
じ
さ
せ

る
可
能
性
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
六
節
ま
で
で
述
べ
て
き
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
が
強
く
、

口
誦
を
想
起
さ
せ
る
可
能
性
は
、
⑴
の
「
短
」
の
タ
イ
プ
以
外
す
べ
て
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

九
　
ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
言
え
る

こ
と
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現
は
、
非
常
に
多
様
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
先
行
論
は
列
挙
の
一
側
面
を
と
ら
え
て
は
い
る
が
、「
列
挙
表
現
」
の
定
義
、
も
し

く
は
範
囲
の
考
察
を
し
て
お
ら
ず
、
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
論
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
名
詞
の
列
挙
の
み
が
「
列
挙
表
現
」
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
列
挙
表
現
の

幅
を
広
げ
て
考
え
る
と
、「
記
録
体
」
や
「
言
葉
＝
物
」
と
い
っ
た
見
方
以
上
の
も
の
が

表
れ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
当
時
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
）
多
く
の
人
が
読
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。
そ

の
中
に
何
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
列
挙
表
現
は
、
読
み
飛
ば
し
て
よ
い
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ

ヴ
な
も
の
で
な
く
、
読
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
代
か
ら
近

世
（
あ
る
い
は
近
代
）
に
か
け
て
の
列
挙
表
現
の
流
れ
に
通
ず
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
物

事
を
淡
々
と
記
し
た
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
列
挙
表
現
も
あ
れ
ば
、
ま
た
口
誦
を
想
起

さ
せ
る
と
言
っ
て
よ
い
列
挙
表
現
も
あ
る
の
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
猿
楽
を
意

識
し
た
と
思
わ
れ
る
記
述
も
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
音
声
を



『
う
つ
ほ
物
語
』
の
列
挙
表
現

（21）632

想
起
さ
せ
る
列
挙
表
現
の
可
能
性
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
な
一
つ
一

つ
の
物
の
列
挙
が
徹
底
さ
れ
て
い
く
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
が
発
揮
さ
れ
、
滑
稽
さ
や
豪

華
さ
な
ど
の
抽
象
的
な
事
柄
を
迫
力
を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
こ

の
よ
う
な
表
現
を
す
る
こ
と
で
読
者
を
圧
倒
し
、
面
白
が
ら
せ
る
の
で
あ
る（（（
（

。

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
、
室
城
秀
之 

校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』
お
う
ふ
う
（
一
九
九
五
）

に
依
る
。
た
だ
し
、
本
文
を
あ
ら
た
め
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
引
用
本
文
の
後
の
数
字
は
同
書
の

頁
数
を
表
す
。
ま
た
、
本
文
中
、
資
料
中
の
〔　

〕
内
は
稿
者
の
注
記
で
あ
る
。

※
文
中
で
言
及
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
注
釈
書
の
略
称
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
室
城
全
】　

室
城
秀
之 

校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』
お
う
ふ
う　

一
九
九
五

【 

新
全
集
】  　

中
野
幸
一
校
注
・
訳
『
う
つ
ほ
物
語
1
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
14　

小
学
館　

一
九
九
九

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
以
外
の
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
諸
文
献
を
用
い
た
。

・
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光 

校
注
・
訳
『
古
事
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
1　

小
学
館　

一

九
九
七

・
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明 

校
注
『
平
家
物
語　

上
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
44　

岩
波
書
店　

一

九
九
一

・
馬
淵
和
夫
・
国
東
文
麿
・
稲
垣
泰
一　

校
注
・
訳
『
今
昔
物
語
集
4
（
巻
第
27
│
巻
第
31
）』
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
38　

小
学
館　

二
〇
〇
二

・
大
島
建
彦
・
渡
浩
一 

校
注
・
訳
『
室
町
物
語
草
子
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
63　

小
学
館　

二
〇
〇
二

注（1
）　

野
口
元
大
「
う
つ
ほ
物
語
の
構
造
」『
古
代
物
語
の
構
造
』
有
精
堂
選
書　

一
九
六
九

（
2
）　

小
西
甚
一
「
宇
津
保
物
語
の
表
現
と
享
受
者
」『
平
安
朝
物
語
Ⅱ
』
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

有
精
堂
出
版　

一
九
七
四

（
3
）　

注（
1
）に
同
じ
。

（
4
）　

清
水
好
子
「
物
語
の
文
体
」『
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
八
〇

（
5
）　
『
竹
取
物
語
』
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
指
す
。

（
6
）　

片
桐
洋
一
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
方
法
（
一
）
│
主
と
し
て
そ
の
写
実
態
度
に
つ
い
て
│
」『
源

氏
物
語
以
前
』
笠
間
書
院　

二
〇
〇
一

（
7
）　

萩
野
了
子
も
同
様
に
論
ず
る
が
、「
事
務
的
に
禄
の
在
庫
を
確
認
す
る
よ
う
な
や
り
取
り
な
ど
、

実
に
生
き
生
き
と
し
た
人
々
の
活
動
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
肯
定
的
に
評
価
す
る
。

（「
記
録
文
体
」
学
習
院
大
学
平
安
文
学
研
究
会
編
『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』
勉
誠
出
版　

二
〇
一

三
）

（
8
）　

三
谷
邦
明
「
宇
津
保
物
語
と
絵
画
│
冒
頭
接
続
詞
あ
る
い
は
絵
ガ
タ
リ
と
〈
絵
解
〉
の
成
立
│
」

『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅰ
』
有
精
堂
出
版　

一
九
八
九

（
9
）　

神
田
龍
身
「
語
り
の
偽
再
生
装
置
│
『
源
氏
物
語
』
の
〈
音
読
〉」『
偽
装
の
言
説 

平
安
朝
の

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』
森
話
社　

一
九
九
九

（
10
）　

桜
井
宏
徳
は
「
言
葉
の
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
と
も
評
す
べ
き
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
論
理
」
と
し
て

神
田
の
論
を
肯
定
す
る
。（「〈
語
り
〉
と
表
現
│
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
省
筆
と
言
葉
の
物

象
化
を
め
ぐ
っ
て
│
」（
注（
7
）、『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』））

（
11
）　

宇
都
宮
千
郁
「
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
方
法
│
物
質
表
現
の
意
義
・
う
つ
ほ
物
語
第
一
部
を
中
心

と
し
て
│
」『
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』
二
八　

一
九
九
五

（
12
）　

能
勢
朝
次
、
河
野
多
麻
、
高
橋
亨
、
蔵
野
元
子
、
根
本
智
治
な
ど
が
論
じ
て
い
る
。
稿
者
も
「『
う

つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
猿
楽
的
表
現
」
と
題
し
て
「
平
安
朝
文
学
研
究
会
」（
二
〇
一
七
年
度
第

一
回
研
究
発
表
会
）
で
こ
の
問
題
を
論
じ
た
が
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

（
13
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、『
小
右
記
』
に

お
い
て
「
猿
楽
」
と
い
う
語
は
四
例
、「
散
楽
」
と
い
う
語
は
三
十
七
例
見
出
さ
れ
る
（「
如
散
楽
」

と
い
っ
た
用
法
が
多
い
）。
注（
12
）で
触
れ
た
能
勢
は
、
平
安
時
代
の
猿
楽
を
「
貴
族
的
猿
楽
」（
相

撲
節
会
の
散
楽
・
神
楽
の
散
楽
・
遊
宴
の
散
楽
）
と
「
賤
民
猿
楽
」
に
分
け
て
論
じ
、
そ
の
中
で

い
ち
早
く
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
猿
楽
的
な
表
現
に
注
目
し
て
い
る
。（
能
勢
朝
次
『
能
楽
源
流
考
』

岩
波
書
店　

一
九
三
八
）

（
14
）　

ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ピ
ジ
ョ
ー　

寺
田
澄
江
・
福
井
澄
訳
『
物
尽
し　

日
本
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
伝

統
』
平
凡
社　

一
九
九
七　
「
物
尽
し
」
と
訳
さ
れ
た
原
語
の
「l ’énum

ération

」
は
、「
列
挙
」

を
も
意
味
す
る
。

（
15
）　

池
田
節
子
、
陣
野
英
則
な
ど
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
同
語
反
復
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、

本
稿
で
重
視
す
る
音
声
に
関
わ
る
論
述
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

（
16
）　

注（
11
）に
同
じ
。

（
17
）　

注（
7
）に
同
じ
。

（
18
）　

萩
野
は
、「
記
録
文
体
は
地
の
文
で
展
開
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は

そ
の
文
体
の
特
徴
が
会
話
文
の
中
に
ま
で
及
ぶ
場
合
が
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る
。（
注（
7
））。

（
19
）　

高
橋
亨
「
祭
り
の
幻
想
と
宇
津
保
物
語
」『
物
語
文
芸
の
表
現
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会　

一

九
八
七

（
20
）　

倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉 

校
注
『
古
事
記 

祝
詞
』
日
本
古
典
文
学
大
系
1　

岩
波
書
店　

一
九

五
八　
「
解
説
」

（
21
）　

こ
の
引
用
本
文
傍
点
は
、
注（
22
）の
永
積
著
書
の
引
用
文
に
よ
る
。

（
22
）　

永
積
安
明
「
文
体
に
お
け
る
中
世
の
成
立　

Ⅱ
平
家
物
語
を
め
ぐ
っ
て
」『
中
世
文
学
の
成
立
』

岩
波
書
店　

一
九
六
三

（
23
）　

兵
藤
裕
己
『
平
家
物
語
│
〈
語
り
〉
の
テ
ク
ス
ト
』
ち
く
ま
新
書　

筑
摩
書
房　

一
九
九
八

（
24
）　

市
古
貞
次 
校
注
『
御
伽
草
子
』
日
本
古
典
文
学
大
系
38　

岩
波
書
店　

一
九
五
八　

四
四
頁

の
頭
注
七
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（
25
）　

室
町
時
代
の
物
語
『
お
よ
う
の
尼
』。
老
い
た
尼
が
、
契
り
を
交
わ
し
た
老
僧
の
住
む
家
に
あ

る
粗
末
な
品
物
を
数
え
上
げ
る
場
面
。

（
26
）　
『
平
家
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
兵
藤
裕
己
は
、「
平
家
滅
亡
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
は
、

乱
後
ま
も
な
い
日
本
の
各
地
で
同
時
多
発
的
に
発
生
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。〔
中
略
〕
平
家
物

語
の
編
集
が
、
そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
を
母
胎
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
語
り
は
、
個
々
ば
ら
ば
ら
に
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
原
作
本
が

成
立
す
る
以
前
の
段
階
で
〔
中
略
〕
か
た
ち
を
整
え
て
存
在
し
た
ら
し
い
。」
と
述
べ
る
（
注

（
23
））。
語
り
と
テ
ク
ス
ト
の
関
係
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
な
ど
の
物

語
が
語
り
か
ら
発
生
し
た
も
の
だ
と
は
い
え
ず
（
別
途
論
ず
る
必
要
の
あ
る
課
題
だ
が
）、
ま
た

テ
ク
ス
ト
は
音
声
化
し
て
享
受
す
る
の
が
前
提
だ
と
い
っ
た
こ
と
も
い
え
な
い
。
た
だ
、
テ
ク
ス

ト
の
背
景
に
音
声
が
あ
る
、
読
む
と
そ
れ
が
想
起
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
い
い
得
る
の
で
は
な
い

か
。

（
27
）　

蔵
野
元
子
は
玉
上
琢
弥
の
「
物
語
音
読
論
」
を
踏
ま
え
、「
戯
曲
的
な
場
面
構
成
を
つ
く
る
物

語
本
文
は
、
会
話
文
は
台
詞
、
地
の
文
は
ト
書
き
、
を
想
起
さ
せ
る
、
あ
た
か
も
台
本
の
よ
う
な

体
裁
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
会
話
中
心
の
物
語
が
女
房
に
よ
っ
て
読
み

あ
げ
ら
れ
、
享
受
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る
（「
宇
津
保
物
語
の
会
話
文
」『
百
舌
鳥
国
文
』

六　

一
九
八
六
）。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
螢
巻
や
『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
に
は
物
語
を
人
に
読

ま
せ
享
受
す
る
姿
が
描
か
れ
る
が
、
一
方
で
『
更
級
日
記
』
に
は
作
者
が
一
人
で
読
む
様
子
が
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
の
享
受
は
一
様
と
は
い
え
な
い
。
よ
っ
て
、
稿
者
は
蔵
野
と
同
じ
立

場
は
と
ら
な
い
。

（
28
）　

二
節
で
の
引
用
。
注（
22
）に
同
じ
。

（
29
）　

こ
う
し
た
列
挙
表
現
は
、
そ
の
場
面
を
描
い
た
絵
と
と
も
に
享
受
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
点
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た

い
。
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Listing Expressions in “Utsuho monogatari”

Sakura FUJISAWA

　In Utsuho monogatari, one finds many passages that essentially consist of lists of various things or people. Pre-
vious research has analyzed such expressions as “the style of prose before there was a prose style,” or “a 
documentary style,” or “listing as a device of world-creation (on the principle that words=things).”
　However, there exists an alternative approach. By redefining and expanding the scope of what we consider to 
be “listing expressions,” it becomes possible to see how examples like those in the Utsuho belong in fact to an 
older tradition̶one stretching from antiquity to Edo̶that saw listing expressions as something intimately con-
nected to orality̶an aspect not discussed in previous research. Moreover, there are also found in the Utsuho a 
number of expressions that seem to be referencing sarugaku performance. From this perspective as well, it is rea-
sonable to detect in Utsuho’s listing expressions an effect of evoking orality.
　This paper seeks just such a redefinition and expansion of the term “listening expressions.” And while making 
due note of their variety, it demonstrates how some such expressions might have manifested the kind of oralistic 
performativity that we find in the language of sarugaku. It seeks thereby to bring to light a significance in 
Utsuho’s use of listing expressions that previous studies have passed over in silence.


