
考
証
か
ら
紡
が
れ
る
物
語

『
雨
月
物
語
』「
蛇
性
の
婬
」
論

井

上

泰

至

一

な
ぜ
豊
雄
は
万
葉
歌
を
引
い
た
の
か

二

三
輪
が
崎
・
佐
野
の
渡
り
｜
国
学
の
歌
枕
考
証
と
読
本

三

密
着
と
飛
躍
｜
白
話
小
説
か
ら
の
「
見
立
て
」

四

遊
女
の
隠
喩
｜
「
婬
」
の
見
立
て

五

水
鏡
の
桜
｜
「
見
立
て
」
と
い
う
倒
錯

『
雨
月
物
語
』「
蛇
性
の
婬
」
の
歌
枕
に
よ
る
舞
台
設
定

（
紀
伊
国
三
輪
が
崎
・
佐
野
の
渡
り
）
は
、
当
時
の
中
世
歌
学

に
従
っ
た
通
念
と
は
異
な
っ
た
国
学
（
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』

（
精
選
本
））
の
成
果
に
よ
る
歌
枕
考
証
を
基
に
し
つ
つ
、
そ

の
通
念
と
国
学
説
の
間
を
、
俳
諧
的
連
想
で
自
由
に
つ
な
ぐ
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
主
人
公
豊
雄
が
引
用
す
る
「
三
輪
が

崎
・
佐
野
の
渡
り
」
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
は
、『
万
葉
集
』
が
出

典
で
は
あ
る
が
、
平
安
朝
文
学
に
耽
溺
す
る
余
り
、
そ
の
文
学

世
界
か
ら
抜
け
出
て
き
た
よ
う
な

の
女
、
真
女
児
（
ま
な

ご
）
に
誘
惑
さ
れ
、
豊
雄
が
懸
想
す
る
場
面
で
の
引
用
の
背
景

に
は
、『
源
氏
物
語
』「
東
屋
」
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
証

し
た
。
こ
れ
ら
の
新
事
実
を
出
発
点
に
、
原
拠
の
中
国
白
話
小

説
を
い
か
に
日
本
の
物
語
に
「
見
立
て
」
て
い
っ
た
か
、
そ
の

知
的
遊
戯
の
実
態
を
確
認
し
、「
物
語
」
の
高
度
な
達
成
と
、

本
作
の
主
題
に
つ
い
て
私
見
を
提
示
し
た
。
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一

な
ぜ
豊
雄
は
万
葉
歌
を
引
い
た
の
か

年
来
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
序
文
で
日
本
を
代
表
す
る

物
語
作
者
と
し
て
紫
式
部
を
挙
げ
て
い
る
『
雨
月
物
語
』
全
九
編
の

中
で
も
、『
源
氏
物
語
』
を
最
も
意
識
し
て
い
る
作
品
は
「
蛇
性
の

婬
」
で
あ
る
。「
い
つ
の
時
代
な
り
け
ん
」
と
い
う
書
き
出
し
（「
桐

壺
」）
に
始
ま
り
、
平
安
朝
の
文
学
に
耽
溺
し
て
い
た
と
さ
れ
る
主

人
公
豊
雄
の
前
に
現
れ
る
、「
髪
の
か
か
り
い
と
艶
や
か
」
な
る
理

想
の
女
の
容
貌１

）
、
夢
に
ま
で
見
た
そ
の
女
の
奥
ゆ
か
し
い
古
代
風
の

住
ま
い
（「
夕
顔
」）、
再
度
女
の
家
を
訪
ね
る
と
廃
屋
と
な
っ
て
い

た
そ
の
描
写
（「
夕
顔
」）、
怪
異
事
件
を
通
し
て
離
れ
て
い
た
そ
の

女
と
長
谷
で
再
会
す
る
設
定
（「
玉
鬘
」）、
女
と
新
婚
旅
行
に
吉
野

へ
出
か
け
た
折
の
眺
望
の
風
景
（「
若
紫
」）、
そ
し
て
、
男
が
結
婚

し
た
別
の
女
に
、
蛇
の
化
身
で
あ
る
女
が

依
し
て
語
る
言
葉

（「
夕
顔
」）。

ざ
っ
と
思
い
つ
く
だ
け
で
も
、
本
作
の
重
要
な
場
面
の
多
く
が
、

『
源
氏
物
語
』
の
各
所
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
紡
ぎ
出
す
、
登
場
人
物
の
性
格
設
定
自
体
、

『
源
氏
物
語
』
的
世
界
を
前
提
と
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い

た
。男

主
人
公
の
豊
雄
は
、
都
か
ら

か
遠
い
熊
野
の
網
元
の
次
男
な

が
ら
、
生
来
都
風
を
好
み
、
そ
の
世
界
に
ふ
け
っ
て
ま
と
も
に
働
こ

う
と
し
な
い
。
こ
れ
に
困
っ
た
父
竹
助
の
心
中
を
語
っ
て
み
せ
る
設

定
は
、
秋
成
一
流
の
巧
み
さ
で
、
下
手
な
作
者
な
ら
、
ず
る
ず
る
と

豊
雄
の
失
敗
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
書
く
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
父
の

息
子
に
対
す
る
懸
念
の
心
中
描
写
に
よ
っ
て
、
読
者
の
心
に
は
豊
雄

と
の
距
離
が
無
意
識
裡
に
生
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
心
理
的
な
ズ

レ
こ
そ
、
怪
談
の
語
り
の
本
質
で
あ
っ
て
、
読
者
は
豊
雄
の
危
な
っ

か
し
さ
と
、
タ
イ
ト
ル
「
蛇
性
の
婬
」、
お
よ
び
道
成
寺
伝
説
を
想

起
さ
せ
る
舞
台
設
定
な
ど
か
ら
、
愛
執
の
女＝

蛇
の
登
場
を
予
測
し
、

豊
雄
が
そ
の
女
に
魅
惑
さ
れ
て
い
く
様
を
、
冷
や
や
か
に
読
む
こ
と

に
な
る２

）
。

言
い
換
え
れ
ば
、
豊
雄
自
身
は
、『
源
氏
物
語
』
的
世
界
か
ら
抜

け
出
て
き
た
よ
う
な
、

の
女
、
真
女
児
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
憧

れ
の
恋
物
語
を
生
き
る
気
分
で
の
め
り
こ
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
読

者
の
方
は
、
女
の
正
体
を
あ
る
程
度
予
見
し
て
、
豊
雄
の
恋
の
危
う

さ
を
、
半
ば
呆
れ
、
半
ば
心
配
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
。
二
人
の
出

会
い
の
契
機
と
な
っ
た
驟
雨
は
、
女
の
正
体
を
暗
示
す
る
よ
う
に

「
東
南
た
つ
み

」
の
方
角
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
。

た
だ
し
、
秋
成
は
、
い
き
な
り
男
が
誘
惑
の
虜
と
な
る
よ
う
な
、

底
の
浅
い
書
き
方
は
採
ら
な
い
。
豊
雄
は
、
理
想
の
美
貌
に
注
目
し

な
が
ら
、
こ
ん
な
女
が
ど
う
し
て
熊
野
に
い
る
の
か
、
た
と
え
京
都

か
ら
の
旅
人
に
し
ろ
、
警
護
の
男
を
連
れ
て
い
な
い
の
は
不
自
然
だ

と
、
心
中
訝
る
。
こ
こ
で
一
旦
読
者
と
豊
雄
の
心
理
的
ズ
レ
は
緩
和
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す
る
が
、
間
近
に
座
っ
た
女
の
「
此
の
世
の
人
と
も
思
わ
れ
ぬ
ば
か

り
」
の
美
貌
に
、
そ
う
し
た
理
性
的
判
断
は
ど
こ
へ
や
ら
、
豊
雄
は

「
心
も
空
に
か
へ
る
心
地
」
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

読
者
と
主
人
公
の
間
の
心
理
的
ズ
レ
に
、「
揺
れ
」
を
持
ち
こ
み
な

が
ら
、
最
後
に
決
定
的
に
ズ
レ
を
起
こ
さ
せ
る
、
こ
う
し
た
筆
法
は
、

読
者
の
心
へ
の
働
き
か
け
の
「
呼
吸
」
と
い
う
点
で
、
実
に
巧
み
な

も
の
だ
っ
た
。

「
此
の
世
の
人
と
も
思
わ
れ
ぬ
ば
か
り
」
と
い
う
表
現
は
、
二
重

の
意
味
を
孕
ん
で
い
る
。
表
面
的
に
は
絶
世
の
美
女
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
女
の
正
体
は
蛇
で
は
な
い
の
か
と
、
タ
イ

ト
ル
や
舞
台
設
定
等
か
ら
疑
っ
て
か
か
っ
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
は
、

や
は
り
そ
う
で
あ
っ
た
か
と
受
け
取
れ
る
の
で
あ
っ
て
、『
源
氏
物

語
』
的
世
界
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
豊
雄
に
対
し
、
読
者
は
こ
こ

で
決
定
的
な
心
理
的
ズ
レ
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
本
作
は
冒
頭
か

ら
、『
源
氏
物
語
』
的
世
界
を
引
用
・
踏
襲
し
つ
つ
、
そ
れ
を
相
対

化
し
て
「
怪
談
」
を
展
開
し
て
み
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
年
来
の
疑
問
で
あ
る
。
豊
雄
は
女
と
の
縁
を
つ
な
ご
う
と
、

今
日
の
情
景
は
、
以
下
の
歌
と
同
じ
「
あ
は
れ
」
だ
と
言
っ
て
見
せ

る
。

く
る
し
く
も
ふ
り
く
る
雨
か
三
輪
が
崎
佐
野
の
わ
た
り
に
家
も

あ
ら
な
く
に

和
歌
を
引
い
て
、
熊
野
の
田
舎
者
で
も
、
都
人
の
貴
女
と
恋
す
る

資
格
が
あ
る
の
だ
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
は
、
豊
雄
一
流
の
気
障
な
や

り
方
だ
が
、
文
学
青
年
で
あ
る
彼
な
ら
ば
そ
れ
は
当
然
の
仕
儀
で
あ

る
。問

題
は
引
か
れ
た
歌
の
出
典
が
、『
万
葉
集
』（
巻
三
、
長
忌
寸
奥

麻
呂
、
二
六
五
番
歌
）
で
あ
る
こ
と
だ
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
テ
キ

ス
ト
は
、
王
朝
文
学
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
異
質
な
存
在
で
し
か
な

い
。
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
て
分
か
る
よ
う
に
、
豊
雄
の
性
格
設
定

か
ら
し
て
も
、
物
語
の
世
界
観
か
ら
し
て
も
、
本
来
な
ら
勅

集
や

そ
れ
に
準
じ
る
『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』
な
ど
か
ら
の
引
用
で

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
な
の
だ
。
そ
れ
が
な
ぜ
『
万
葉
集
』
の
こ
の
歌

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か

し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
を
調
べ
て
み
れ
ば
、
こ
の
疑
問
は
氷
解

す
る
。
確
か
に
こ
の
歌
は
、
出
典
こ
そ
『
万
葉
集
』
だ
が
、
以
下
の

『
源
氏
物
語
』「
東
屋
」
の
巻
を
意
識
し
て
引
い
た
と
お
ぼ
し
い
の

で
あ
る
。

雨
や
や
降
り
く
れ
ば
、
空
は
い
と
暗
し
。（
中
略
）「
佐
野
の
わ

た
り
に
家
も
あ
ら
な
く
に
」
な
ど
口
ず
さ
び
て
、
里
び
た
る
簀

子
の
端
つ
方
に
ゐ
た
ま
へ
り
。

さ
し
と
む
る
葎
や
繁
き
東
屋
の
あ
ま
り
ほ
ど
ふ
る
雨
そ
そ
ぎ

か
な
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と
う
ち
払
ひ
た
ま
へ
る
追
風
、
い
と
か
た
は
な
る
ま
で
、
東
の

里
人
も
驚
き
ぬ
べ
し
。

場
面
は
薫
が
浮
舟
の
隠
れ
住
ん
で
い
る
三
条
の
小
家
を
訪
ね
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
薫
は
、
仲
介
者
と
し
て
弁
の
尼
を
あ
ら
か
じ
め
遣
わ

し
て
い
て
、
亡
き
大
君
の
面
影
を
宿
す
異
母
妹
の
浮
舟
を
迎
え
た
い

と
の
意
向
を
伝
え
さ
せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
浮
舟
を
宇
治
に
住
ま
わ

せ
よ
う
と
し
て
自
ら
訪
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
時
節
は
「
蛇
性
の

婬
」
と
同
じ
く
旧
暦
九
月
。
浮
舟
側
で
は
突
然
の
薫
の
訪
問
に
驚
き
、

ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
よ
い
の
か
困
惑
す
る
間
、
薫
を
外
で
待
た
せ

て
し
ま
う
。
そ
こ
で
薫
は
、
早
く
室
内
に
入
れ
て
も
ら
い
た
い
意
を

込
め
て
歌
を
詠
む
の
で
あ
る
。

薫
は
ま
ず
問
題
の
万
葉
歌
の
下
の
句
を
口
ず
さ
み
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
上
一
・
二
句
の
意
、
す
な
わ
ち
「
く
る
し
く
も
ふ
り
く
る
雨

か
」
を
響
か
せ
る
。
巻
の
名
の
由
来
と
な
っ
た
、
薫
の
歌
に
あ
る

「
東
屋
」
は
、
屋
根
を
四
方
に
葺
き
下
し
た
粗
末
な
家
の
こ
と
で
、

東
国
育
ち
の
浮
舟
や
こ
こ
の
小
家
を
の
こ
と
を
当
て
込
ん
だ
措
辞
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
東
屋
」「
あ
ま
り
（
軒
の
意
）」「
雨
そ

そ
ぎ
」
は
、
催
馬
楽
「
東
屋
」
の
歌
詞
で
、
こ
の
曲
は
男
が
戸
を
開

け
て
と
い
い
、
女
が
戸
を
開
け
て
来
な
さ
い
と
す
る
、
男
女
の
か
け

あ
い
に
な
っ
て
い
る
あ
た
り
ま
で
、『
湖
月
抄
』
に
も
引
用
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、「
東
屋
」
は
、
本
文
で
は
「
あ
や
し
き
小
家
」
と
も

書
か
れ
、「
蛇
性
の
婬
」
で
驟
雨
に
雨
宿
り
を
し
た
「
海あ
郎ま
が
屋
」

を
、「
か
く
賤あや
し
き
と
こ
ろ
」「
ほ
ど
な
き
住
ひ
」
と
す
る
の
に
対
応

し
て
い
る
。

俳
諧
付
合
集
『
類
船
集
』
で
も
、「
東
屋
に
は
淋
し
き
雨
」
と
あ

る
く
ら
い
で
、「
く
る
し
く
も
」
の
歌
の
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』

「
東
屋
」
の
世
界
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
か
ろ
う
。
そ
の
前
提
に
立
っ
て
み
れ
ば
、「
く
る
し
く
も
」
の

歌
を
引
い
た
『
源
氏
物
語
』
マ
ニ
ア
の
豊
雄
は
、
単
に
都
人
の
女
と

付
き
合
う
資
格
の
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
身

と
薫
と
を
重
ね
て
、
浮
舟
と
の
契
り
を
は
や
く
も
願
望
（
妄
想
）
し

て
い
た
と
踏
み
込
ん
で
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

二

三
輪
が
崎
・
佐
野
の
渡
り

｜
国
学
の
歌
枕
考
証
と
読
本

「
く
る
し
く
も
」
の
歌
が
、「
蛇
性
の
婬
」
に
引
か
れ
る
こ
と
の

問
題
は
こ
れ
で
全
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
で
こ
そ
「
佐
野

の
渡
り
」
は
、
現
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎
町
と
そ
の
南
の
佐
野
町

一
帯
と
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
で
も
、
こ
の
歌
枕
は
大
和
国
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
近
世
歌
書
で
も
版
を
重
ね
て
、
和
歌
の
伝
播
に

貢
献
し
た
有
賀
長
伯
『
歌
枕
秋
の
寝
覚
』（
元
禄
五
年
刊
）
で
も
、

「
さ
の
の
渡
」
は
「
大
和
」
と
さ
れ
、「
く
る
し
く
も
」
の
歌
も
そ

こ
に
引
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
野
国
佐
野
を
舞
台
と
す
る
謡
曲
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「
鉢
木
」
に
は
、「
か
や
う
に
詠
み
し
は
大
和
路
や
」
と
も
あ
る
。

「
佐
野
の
渡
り
」
は
大
和
と
い
う
の
が
、
当
時
の
通
念
で
あ
っ
た
の

だ
。そ

れ
は
お
そ
ら
く
『
夫
木
抄
』
で
「
三
輪
崎
」
を
、『
八
雲
御
抄
』

で
「
三
輪
崎
」
と
「
佐
野
渡
」
と
大
和
国
と
す
る
な
ど
中
世
歌
学
で

そ
う
し
た
見
方
が
な
さ
れ
、
有
名
な
藤
原
定
家
の
「
駒
と
め
て
袖
う

ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ
」（『
新
古
今

集
』）
の
本
歌
に
、「
く
る
し
く
も
」
の
歌
が
な
っ
た
こ
と
で
、
決
定

的
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う３

）
。

で
は
、
い
っ
た
い
ど
の
辺
り
か
ら
、「
三
輪
が
崎
」
と
「
佐
野
の

渡
り
」
は
、
大
和
で
な
く
紀
州
熊
野
の
そ
れ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
契
沖
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

神
之
埼
ヲ
、
古
来
大
和
ノ
三
輪
ノ
明
神
オ
ハ
ス
ル
所
ト
沙
汰
シ

来
レ
ト
、
彼
辺
ニ
狭
野
ノ
渡
ト
云
所
モ
聞
エ
ス
。
又
彼
地
ハ
家

ナ
ト
マ
タ
ク
ナ
キ
所
ニ
モ
ア
ラ
ス
。
不
審
ナ
リ
。
今
按
、
第
七

ニ
紀
ノ
国
ノ
名
所
ヲ
前
後
ヨ
ミ
タ
ル
中
ニ
、
神
前
（
ミ
ワ
ノ
サ

キ
）
ア
ラ
イ
ソ
ミ
エ
ス
ト
ヨ
メ
ル
歌
ア
リ
。
又
此
巻
下
二
至
テ

赤
人
ノ
歌
ニ
、
佐
農
能
崗
将
超
公
爾
（
サ
ノ
ノ
ヲ
カ
コ
ユ
ラ
ム

キ
ミ
ニ
）
ト
ヨ
メ
ル
所
ハ
紀
州
ニ
ア
リ
ト
定
タ
ル
ニ
、
神
武
紀

云
。
遂
越
狭
野
到
熊
野
神

。
カ
カ
レ
ハ
彼
是
紀
州
ト
思
シ
キ

上
ニ
、
或
僧
ノ
紀
州
ニ
縁
ア
リ
テ
度
々
往
来
セ
シ
カ
語
侍
リ
シ

ハ
、
熊
野
ヨ
リ
西
ノ
海
辺
ニ
、
ミ
ワ
サ
キ
、
サ
ノ
ト
テ
両
所
ツ

ツ
キ
テ
侍
ル
ト
申
キ
。
弥
疑
ナ
キ
事
ナ
リ
。

（
精
選
本
『
万
葉
代
匠
記
』）

文
章
が
整
理
さ
れ
て
い
る
精
選
本
か
ら
引
い
た
が
、
右
の
一
節
中

「
第
七
」
と
あ
る
の
は
、
次
の
『
万
葉
集
』
巻
七
の
一
二
二
六
番
歌

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

神
の
崎
荒
磯
も
見
え
ず
波
立
ち
ぬ
何
処
ゆ
行
か
む
避
路
は
無
し

に
さ
ら
に
、「
此
巻
下
」
に
あ
る
赤
人
歌
と
は
、
同
じ
巻
三
の
後
半

に
載
る
、
次
の
三
六
一
番
歌
を
指
す
。

秋
風
の
寒
き
朝
明
を
佐
農
の
岡
越
ゆ
ら
む
君
に
衣
貸
さ
ま
し
を

今
日
「
佐
農
の
岡
」
は
、
紀
州
の
佐
野
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
諸
注

所
在
未
詳
と
し
て
い
る
が
、
と
も
か
く
用
例
主
義
の
契
沖
は
、『
万

葉
集
』
の
み
な
ら
ず
、『
日
本
書
紀
』
や
友
人
の
僧
か
ら
の
情
報
も

総
動
員
し
て
、「
く
る
し
く
も
」
の
歌
の
「
三
輪
が
崎
」
と
「
佐
野

の
渡
り
」
は
紀
州
で
あ
る
こ
と
に
、
考
証
こ
れ
務
め
た
の
で
あ
っ
た
。
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国
学
を
学
び
始
め
て
い
た
秋
成
は
、
こ
う
し
た
国
学
上
の
学
説
で
、

一
般
に
は
ま
だ
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
三
輪
・
佐
野＝

紀
州
説
を
、

物
語
の
設
定
に
持
ち
込
む
意
図
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

中
村
幸
彦
の
日
本
古
典
文
学
大
系
や
、
鵜
月
洋
・
中
村
博
保
の

『
雨
月
物
語
評
釈
』
の
よ
う
な
、
精
度
の
高
い
注
釈
が
施
さ
れ
て
き

た
『
雨
月
物
語
』
で
は
あ
る
が
、「
く
る
し
く
も
」
の
歌
を
引
用
す

る
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
に
つ
い
て
は
、
指
摘
が
な
か
っ
た
。
昭
和

三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
の
注
釈
に
は
、
ま
だ
近
世
に
お
け
る
、
雅

俗
入
り
混
じ
っ
た
古
典
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
調
査
環
境
上
の
限
界

も
あ
っ
て
、
光
を
当
て
切
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
歌
枕
や
歌
語
に
つ
い
て
の
知
識
や
考
証
が
、
浮
世
草
子

を
脱
し
た
初
期
読
本
『
雨
月
物
語
』
の
作
品
成
立
に
大
き
く
与
っ
て

い
た
事
実
は
、
幽
冥
境
を
異
に
し
た
男
女
に
ま
つ
わ
る
歌
語
を
徹
底

し
て
引
く
こ
と
で
、
新
た
な
歌
物
語
を
な
し
た
「
浅
茅
が
宿４

）
」
や
、

高
野
山
の
玉
川
の
水
に
つ
い
て
の
考
証
に
紙
幅
を
費
や
す
「
仏
法

僧
」
な
ど
を
想
起
し
て
も
、「
蛇
性
の
婬
」
だ
け
で
は
な
い
こ
と
と

知
れ
る
。
歌
語
・
歌
枕
に
限
ら
ず
、
広
く
随
筆
・
考
証
の
知
識
・
議

論
を
、
小
説
に
持
ち
込
み
、
登
場
人
物
、
筋
、
場
面
を
支
え
る
も
の

に
す
る
「
知
的
遊
戯
」
の
方
法
は
、
都
賀
庭
鐘
に
も
通
有
の
も
の
で

あ
っ
た
。
歌
枕
と
考
証
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
山
東
京
伝
の
読
本

に
も
そ
の
例
は
多
く
見
ら
れ
る５

）
。

た
だ
し
、
物
語
研
究
と
小
説
創
作
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
秋
成
の

場
合
、
も
う
少
し
問
題
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
雨
月
物
語
』
は
「
物
語
」
を
名
乗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
作

者
上
田
秋
成
の
物
語
観
は
、
当
時
の
物
語
研
究
の
地
平
と
照
ら
し
て
、

ど
う
い
う
位
相
に
あ
っ
た
の
か
点
検
し
て
お
く
べ
き
だ
と
、
言
い
換

え
て
も
よ
い
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
事
例
が
最

近
紹
介
さ
れ
た
。
源
氏
学
の
権
威
で
あ
る
三
条
西
実
澄
に
対
し
、
源

氏
マ
ニ
ア
の
隠
士
が
質
問
を
し
て
新
説
の
な
い
こ
と
を
や
り
こ
め
る

『
新
斎
夜
語
』（
旗
本
三
橋
成
烈
著
、
安
永
四
年
刊
）
第
八
話
「
嵯

峨
の
隠
士
三
光
院
殿
を
詰
る
」
が
、
契
沖
『
源
注
拾
遺
』
へ
の
三
橋

の
友
人
三
枝
守
寿
の
書
入
れ
（
批
判
）
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る６

）
。
国
学
的
考
証
を
読
本
の
核
に
持
ち
込

む
の
は
、
上
田
秋
成
だ
け
の
現
象
で
は
な
か
っ
た
。

鈴
木
健
一７

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
学
者
の
解
釈
は
、
周
到
な
用

例
主
義
に
基
づ
い
た
学
問
と
し
て
の
精
度
を
上
げ
る
一
方
で
、
テ
キ

ス
ト
の
解
釈
に
あ
っ
て
は
硬
直
化
し
た
学
者
の
理
解
の
地
平
に
引
き

つ
け
た
失
考
も
あ
っ
た
。『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
の
芥
川
の
話
で
、

昔
男
に
背
負
わ
れ
て
逃
避
行
を
す
る
女
が
白
露
を
見
て
「
か
れ
は
何

ぞ
」
と
男
に
問
う
た
一
節
に
つ
い
て
、
季
吟
ら
歌
人
・
連
歌
師
の
解

釈
で
は
、
深
窓
の
令
嬢
ら
し
い
質
問
と
解
釈
す
る
の
に
対
し
、
真
淵

が
、
後
の
鬼
一
口
の
展
開
を
意
識
し
て
「
物
の
怪
が
睨
ん
で
い
る
よ

う
に
感
じ
た
」
と
い
っ
た
「
合
理
的
」
な
解
釈
を
や
っ
て
、
か
え
っ
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て
女
の
境
涯
か
ら
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
例
な
ど
が
そ
の
典
型
と
言

え
よ
う
。
国
学
の
用
例
主
義
は
、
テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
も
、
全
体
的

統
一
や
構
成
意
識
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
余
り
、
個
別
の
シ
ー
ン
に

お
い
て
、
情
趣
を
失
っ
た
解
釈
を
し
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
あ
る
。

旧
来
の
歌
学
と
国
学
に
は
各
々
一
長
一
短
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
点
、『
雨
月
物
語
』
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
作

品
が
そ
う
し
た
国
学
者
一
流
の
構
成
に
も
留
意
し
た
物
語
観
に
よ
っ

て
高
度
の
小
説
的
達
成
を
み
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
疑
い

が
な
い
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
る
。
同
じ
初
期
読
本
の
開

祖
都
賀
庭
鐘
『
英
草
紙
』
の
各
編
は
、「
誰
々
が
ど
こ
ど
こ
で
何
を

し
た
話
」
的
な
、
長
々
し
い
説
話
的
な
そ
れ
を
志
向
し
て
い
た
。
こ

の
作
品
は
説
話
的
内
容
を
多
分
に
含
む
『
徒
然
草
』
を
序
文
に
挙
げ

て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
対
し
て
『
雨
月
物
語
』
各
編
の
タ
イ
ト
ル

は
、『
源
氏
物
語
』
同
様
、「
白
峯
」「
仏
法
僧
」「
吉
備
津
の
釜
」
な

ど
、
土
地
の
文
学
的
記
憶
に
拠
っ
た
も
の
や
、「
菊
花
の
約
」「
浅
茅

が
宿
」「
夢
応
の
鯉
魚
」「
青
頭
巾
」
な
ど
、
本
文
中
か
ら
物
語
世
界

を
集
約
す
る
言
葉
を
引
く
も
の
な
ど
が
大
半
を
占
め
、
前
者
と
し
て

は
「
桐
壺
」「
須
磨
」「
橋
姫
」、
後
者
と
し
て
は
「
夕
顔
」「
蓬
生
」

「
幻
」「
東
屋
」
と
い
っ
た
類
例
が
す
ぐ
想
起
さ
れ
、
そ
の
象
徴
的

な
タ
イ
ト
ル
の
命
名
法
は
、『
源
氏
物
語
』
を
意
識
し
た
も
の
と
容

易
に
想
像
か
つ
く
。

さ
ら
に
、
過
去
の
文
学
世
界
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
対
話
し

て
新
た
な
物
語
世
界
を
構
成
し
て
ゆ
く
『
雨
月
物
語
』
の
方
法
は
、

今
日
常
識
の
部
類
と
は
い
え
、
そ
の
高
度
な
達
成
は
、
や
は
り
『
源

氏
物
語
』
に
先

を
求
め
得
る
し
、
そ
の
物
語
理
解
は
構
成
・
用
語

に
ま
で
間
配
り
す
る
高
度
な
次
元
の
国
学
の
そ
れ
を
経
て
い
た
か
ら

こ
そ
な
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

典
型
的
な
例
は
「
浅
茅
が
宿
」
で
あ
っ
て
、「
桐
壺
」「
幻
」
と
い

っ
た
、
幽
冥
境
を
異
に
す
る
男
女
の
悔
恨
の
物
語
の
、
桐
壺
帝
と
光

源
氏
の
父
子
二
代
に
渡
る
繰
り
返
し
は
、『
源
氏
物
語
』
第
一
部
・

第
二
部
全
体
を
統
括
す
る
、
光
源
氏
の
物
語
の
大
き
な
背
骨
と
な
っ

て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
背
景
に
白
楽
天
の
「
長
恨
歌
」
が
あ
る
こ

と
は
こ
れ
ま
た
常
識
中
の
常
識
で
あ
ろ
う
。「
浅
茅
が
宿
」
と
い
う

作
品
は
、
ひ
と
り
『
源
氏
物
語
』「
桐
壺
」「
幻
」
の
用
語
の
み
な
ら

ず
、「
長
恨
歌
」
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
歌
語
を
ち
り
ば
め
て
、
心
の

す
れ
ち
が
っ
た
男
女
の
「
長
き
恨
み
」
の
物
語
を
、
こ
う
し
た
古
典

世
界
を
踏
ま
え
つ
つ
、
創
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た８

）
。

つ
ま
り
、
秋
成
は
歌
語
の
引
用
等
を
通
し
て
、
か
つ
て
『
源
氏
物

語
』
が
お
こ
な
っ
た
引
き
歌
に
よ
る
、
典
拠
世
界
の
踏
襲
と
そ
こ
か

ら
の
飛
躍
を
同
様
に
行
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
物
語
世
界
の
準
拠

枠
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
と
物
語
世
界
を
つ
な
ぐ
世
界
観
を
、
歌

語
や
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
か
ら
多
く
得
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
特

に
歌
語
の
引
用
が
多
い
「
浅
茅
が
宿
」「
吉
備
津
の
釜
」「
蛇
性
の

婬
」
と
い
っ
た
男
女
の
物
語
に
そ
れ
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
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『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
シ
ー
ン
の
引
用
も
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る９

）
。

そ
も
そ
も
序
文
に
お
い
て
、
日
本
を
代
表
す
る
小
説
作
品
と
し
て

『
水
滸
伝
』
と
並
べ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
の
名
を
挙
げ
る
際
、

秋
成
は
物
語
世
界
を
迫
真
的
に
描
出
し
、
読
者
の
前
に
立
ち
上
が
ら

せ
る
描
写
の
冴
え
に
瞠
目
し
て
い
た
。

結
局
、
国
学
的
考
証
は
、
初
期
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
ま

ま
持
ち
込
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、『
雨
月
物
語
』
の
場
合
、

知
識
や
議
論
に
終
始
す
る
も
の
で
な
く
、
タ
イ
ト
ル
の
付
け
方
か
ら
、

個
々
の
シ
ー
ン
、
そ
し
て
作
品
の
世
界
観
に
至
る
ま
で
及
ぶ
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
秋
成
は
タ
イ
ト
ル
に
「
物

語
」
を
冠
す
る
こ
と
に
十
分
自
覚
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
他
の
初

期
読
本
と
、
こ
の
作
品
を
差
別
化
す
る
、
一
つ
の
大
き
な
要
素
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
、
改
め
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
知
識
は
ど
の
よ
う
に
作
品
化
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

三

密
着
と
飛
躍
｜
白
話
小
説
か
ら
の
「
見
立
て
」

こ
こ
ま
で
述
べ
来
た
っ
て
、「
蛇
性
の
婬
」
の
場
合
、『
警
世
通

言
』「
白
娘
子
永
鎮
雷
峰
塔
」
と
い
う
原
拠
と
の
距
離
が
当
然
問
題

と
な
っ
て
く
る
。
従
来
の
研
究
は
、
こ
の
原
拠
の
ど
こ
ま
で
を
利
用

し
た
か
と
い
う
一
点
に
関
心
を
置
い
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
。
し
か
し
、

初
期
読
本
の
白
話
小
説
利
用
が
「
翻
案10

）
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
そ

れ
は
原
拠
か
ら
の
飛
躍

そ
の
際
国
学
的
考
証
が
ど
の
よ
う
に
働

い
た
か
も
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ざ
っ
く
り

と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
本
作
は
「
道
成
寺
」
の
世
界
に
原
拠
を
「
見

立
て
」
る
方
法
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
二
者
の
意
外
な
共
通
点
を

発
見
し
つ
つ
、
原
拠
か
ら
飛
躍
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る11

）
。

現
在
の
関
心
に
立
っ
て
い
え
ば
、
物
語
の
冒
頭
、
男
女
の
出
会
い
が

驟
雨
に
よ
る
傘
の
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
湖
と
海
の
違
い
は
あ
れ
、

蛇
と
縁
浅
か
ら
ぬ
水
辺
で
そ
れ
は
始
ま
る
そ
の
点
の
み
、
原
拠
と

「
蛇
性
の
婬
」
は
一
致
す
る
。

逆
に
、
原
拠
か
ら
の
飛
躍
は
甚
だ
し
い
。
原
拠
で
は
、
中
国
随
一

の
風
光
を
謳
わ
れ
、
あ
の
西
太
后
が
日
清
戦
争
の
軍
鑑
建
造
費
を
割

い
て
ま
で
北
京
の
頤
和
園
に
そ
の
景
色
を
再
現
し
た
、
杭
州
西
湖
を

舞
台
に
、
季
節
も
ベ
ス
ト
シ
ー
ズ
ン
の
清
明
を
選
ん
で
い
た
。
そ
れ

が
、「
蛇
性
の
婬
」
で
は
、
見
所
も
な
き
「
荒
磯
」
の
紀
州
熊
野
に

変
更
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
原
拠
を
日
本
の
代
表
的
蛇
の
伝

承
「
道
成
寺
」
の
世
界
に
見
立
て
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
両
者
は
、

蛇
た
る
女
が
恋
に
よ
っ
て
男
を
追
い
続
け
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共

通
し
、
そ
れ
は
物
語
の
世
界
の
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

読
者
に
「
蛇
性
の
婬
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
示
し
て
お
い
て
、
舞
台

を
紀
州
に
し
、「
東
南
」
の
方
角
か
ら
の
驟
雨
や
、「
真
女
児
」
と
い

う
名
な
ど
、
道
成
寺
の
世
界
背
景
と
す
る
語
を
適
宜
配
す
る
形
で
、

読
者
に

の
女
の
正
体
を
暗
号
化
し
つ
つ
知
ら
せ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
同
じ
紀
州
で
も
、
熊
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野
の
「
三
輪
が
崎
」
が
冒
頭
か
ら
舞
台
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
下
っ
て

豊
雄
の
口
か
ら
例
の
「
く
る
し
く
も
」
の
歌
が
引
か
れ
た
の
は
、
秋

成
の
国
学
的
歌
枕
考
証
の
知
識
と
、
主
人
公
の
『
源
氏
物
語
』
的
世

界
を
生
き
る
属
性
を
同
時
に
付
与
す
る
、
か
な
り
高
度
な
仕
掛
け
が

な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
こ
ま
で
の
背
景
を
多
く
の
読
者
か
ら
理

解
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の

よ
う
な
過
剰
な
典
拠
の
裏
打
ち
を
施
す
偏
執
的
な
努
力
と
、
そ
れ
に

よ
っ
て
作
品
を
形
成
す
る
ゴ
シ
ッ
ク
的
美
意
識
こ
そ
が
、
泉
鏡
花
や

三
島
由
紀
夫
を
し
て
、
冷
た
く
て
悲
し
い
と
感
じ
せ
し
め
た
、『
雨

月
物
語
』
の
玲
瓏
な
文
体
と
世
界12

）
を
構
築
す
る
要
因
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
。「
蛇
性
の
婬
」
の
舞
台
は
大

和
に
転
じ
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
豊
雄
の
姉
が
大
和
の
嫁
ぎ
先
に
い
る

こ
と
で
予
告
さ
れ
て
お
り
、
周
到
な
構
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ

せ
る
。
果
た
し
て
、
舞
台
は
観
音
の
功
徳
か
ら
も
恋
人
の
再
会
の
地

と
し
て
、
特
に
『
源
氏
物
語
』「
玉
鬘
」
の
世
界
を
通
し
て
記
憶
さ

れ
る
長
谷
の
麓
、
石
榴
市
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
現
れ
た
真

女
児
は
、「
玉
鬘
」
を
典
拠
と
す
る
「
二
本
の
杉
」
を
引
く
事
で
、

豊
雄
と
自
分
の
恋
が
、
長
谷
観
音
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
運
命
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
縷
々
語
っ
て
、
姉
と
そ
の
夫
田
辺
金
忠
の
同
情

を
引
き
、
一
旦
は
離
れ
た
豊
雄
の
心
を
、「
二
本
の
杉
」
の
背
景
に

あ
る
苧
環
説
話
同
様
、
手
繰
り
寄
せ
る
契
機
と
し
た
の
で
あ
る13

）
。
豊

雄
と
真
女
児
は
身
も
心
も
結
ば
れ
た
後
、
吉
野
に
新
婚
旅
行
に
出
か

け
る
。
吉
野
の
風
光
こ
そ
が
、
原
拠
の
西
湖
に
比
せ
ら
れ
る
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

大
和
へ
の
移
動
の
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
く
る
し
く
も
」

の
歌
の
「
三
輪
が
崎
」
は
、
秋
成
の
当
時
で
も
多
く
大
和
の
歌
枕
と

さ
れ
て
い
た
。
大
和
の
三
輪
こ
そ
は
、『
類
船
集
』
に
、「
泊
瀬
」
の

付
合
と
し
て
、「
二
本
杉
」「
い
の
る
契
」「
玉
か
つ
ら
の
君
」「
賤
の

を
だ
ま
き
」
と
と
も
に
掲
げ
ら
れ
、
逆
に
「
三
輪
」
の
付
合
と
し
て

は
、「
杉
立
て
る
門
」「
は
つ
瀬
」「
し
る
し
の
杉
」「
佐
野
の
渡
（
大

和
）」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
宵
々
ご
と
に
通
う
人
物
の

正
体
に
苧
環
を
つ
け
て
、
三
輪
山
自
身
を
ご
神
体
と
す
る
大
和
神
社

の
蛇
神
と
知
っ
た
説
話
を
「
二
本
の
杉
」
な
ど
で
き
か
せ
る
の
は
、

通
説
の
大
和
の
三
輪
と
、
国
学
の
新
説
の
紀
州
の
三
輪
を
、「
蛇
」

に
ま
つ
わ
る
伝
承
や
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
で
繫
げ
つ
つ
、
転
換
し

て
ゆ
く
遊
戯
的
な
場
面
設
定
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ

三
輪
で
も
三
輪
違
い
と
い
う
、
こ
の
洒
落
た
展
開
の
背
後
に
は
、
錯

綜
し
た
随
筆
的
「
知
」
の
支
え
と
、
そ
れ
を
自
由
に
結
び
つ
け
る

「
見
立
て
」
の
想
像
力
が
働
い
て
い
た
と
知
れ
る
。

真
女
児
の
正
体
を
見
破
る
当
麻
の
酒
人
は
、
や
は
り
大
和
神
社
の

使
い
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
鳥
獣
昆
虫
の
害
を
払
う
こ
の
神
社
の
霊

験
を
代
弁
す
る
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
丸
井
貴
史
に
よ
っ
て

最
近
指
摘
が
あ
る14

）
。
こ
う
し
て
、「
三
輪
」
を
軸
に
し
た
連
想
は
、

作
品
後
半
の
、
豊
雄
の
「
丈
夫
心
」
に
よ
る
、
白
蛇＝

真
女
児
の
退
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治
と
い
う
展
開
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

原
拠
か
ら
の
飛
躍
に
言
葉
を
費
や
し
た
が
、
そ
れ
が
秋
成
の
や
っ

た
こ
と
の
全
て
で
は
な
い
。
秋
成
は
、
原
拠
で
は
白
娘
子
か
ら
貰
っ

た
銀
を
、
古
代
の
刀
に
は
変
更
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
盗
品
で
許
宣

が
逮
捕
さ
れ
る
筋
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
。

驟
雨
の
出
会
い
か
ら
、
場
所
を
移
し
て
の
女
の
追
跡
と
再
会
・
結
婚
、

道
士
や
僧
に
よ
る
正
体
暴
露
と
、
地
元
に
戻
っ
て
の
退
治
と
い
う
物

語
の
大
枠
を
利
用
す
る
の
は
「
見
立
て
」
と
し
て
当
然
の
こ
と
だ
が
、

こ
の
盗
難
に
よ
る
「
濡
れ
衣
」
と
い
う
展
開
を
秋
成
は
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
残
し
た
の
か
。

刀
を
贈
ら
れ
る
ま
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
物
語
は
、
豊
雄
が
独

り
よ
が
り
に
恋
物
語
の
主
人
公
気
取
り
で
行
動
す
る
の
を
、
読
者
は

危
う
い
気
持
ち
で
読
ん
で
い
く
形
で
展
開
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
送

ら
れ
た
刀
が
盗
品
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
豊
雄
は
盗
み
の
濡
れ
衣
を
着

て
逮
捕
さ
れ
、
公
儀
か
ら
糾
問
を
受
け
、
真
女
児
の
家
を
訪
ね
て
、

現
実
に
は
廃
屋
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
至
る
。
つ
ま
り
、
始
め
は
、

読
者
の
同
情
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
豊
雄
は
、「
濡
れ
衣
」
に
よ
っ
て

同
情
を
買
う
存
在
に
転
化
し
、
読
者
が
豊
雄
を
無
意
識
裡
に
一
体
化

す
る
存
在
へ
と
変
身
す
る
。
家
の
中
で
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
兄
嫁

し
か
彼
を
理
解
も
同
情
し
て
い
な
い
状
況
も
、
原
拠
に
も
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
送
ら
れ
た
刀
と
い
う
小
道
具
は
、
結
納
か
ら
盗
品
へ
と

転
変
す
る
こ
と
で
、
読
者
と
主
人
公
の
心
理
的
関
係
を
変
化
さ
せ
る

重
要
な
契
機
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
シ
ー
ン
と
シ
ー
ン
を
巧
み
に
つ
な
げ
る
設
定
な
ら
ば
、

秋
成
は
原
拠
の
案
を
採
用
し
、
そ
の
効
果
を
増
幅
さ
せ
る
方
向
で
利

用
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
原
拠
の
贈
り
物
は
銀
貨
で
あ
る
だ
け
に
、

経
済
力
の
な
い
許
宣
が
結
婚
に
躊
躇
す
る
、
そ
の
背
中
を
押
す
も
の

だ
っ
た
の
に
対
し
、「
蛇
性
の
婬
」
で
は
、
贈
ら
れ
た
古
代
の
刀
は
、

家
の
中
で
内
心
厄
介
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
豊
雄
の
非
現
実
的
な

生
き
様
の
倒
錯
性
を
、
浮
き
立
た
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
点
が
異

な
る
。
恋
愛
譚
か
ら
サ
ス
ペ
ン
ス
へ
の
転
換
を
素
朴
な
形
で
や
っ
て

い
た
、
原
拠
に
お
け
る
贈
り
物
の
盗
品
騒
ぎ
を
、
そ
の
よ
う
な
読
者

の
興
味
を
甘
い
も
の
か
ら
辛
い
も
の
へ
転
換
さ
せ
る
と
い
目
的
だ
け

で
な
く
、
豊
雄
の
負
の
属
性
を
同
情
す
る
対
象
へ
と
無
意
識
の
う
ち

に
転
換
さ
せ
る
、
は
る
か
に
意
識
の
高
い
小
道
具
の
使
い
方
へ
と
昇

華
さ
せ
て
い
た
。
秋
成
は
「
見
立
て
」
直
す
こ
と
で
、
原
拠
を
は
る

か
に
凌
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

四

遊
女
の
隠
喩
｜
「
婬
」
の
見
立
て

本
作
の
読
み
に
関
す
る
最
大
の
ア
ポ
リ
ア
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

豊
雄
の
「
丈
夫
心
」
に
よ
る
社
会
的
秩
序
へ
の
回
帰
か
、
そ
れ
と
も

恋
の
熱
情
を
行
動
に
移
す
女
へ
の
同
情
か
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
原

拠
に
も
後
者
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
全
面
的
に
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
議
論
に
入
る
前
に
、「
真
女
児
」
の
属
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性
に
つ
い
て
は
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
問
題
が
あ
る
。
奇
矯
に
聞
こ

え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
女
に
は
「
遊
女
」
の
属
性
が
垣
間
見

え
る
の
で
あ
る
。

物
語
前
半
で
、
こ
の

の
女
は
『
源
氏
物
語
』
の
数
あ
る
ヒ
ロ
イ

ン
の
中
で
も
、
明
ら
か
に
「
夕
顔
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
て
い

た
。
女
の
虜
に
な
っ
た
豊
雄
が
前
夜
夢
に
見
、
実
際
に
訪
ね
て
み
て

も
そ
う
だ
っ
た
古
代
風
の
ゆ
か
し
く
住
み
な
し
て
い
た
真
女
児
の
家

の
描
写
と
、
後
に
な
っ
て
そ
れ
が
廃
屋
と
な
っ
て
い
る
シ
ー
ン
は
、

共
に
夕
顔
巻
か
ら
の
引
用
で
あ
っ
た
。
直
接
『
源
氏
物
語
』
に
拠
ら

な
く
と
も
、
謡
曲
「
夕
顔
」
に
は
廃
屋
が
、
同
じ
謡
曲
の
「
半
蔀
」

に
は
、
蔀
の
奥
に
あ
る
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
後
者

は
絵
入
り
源
氏
の
代
表
的
な
図
像
で
も
あ
っ
た
。

夕
顔
と
言
え
ば
、
光
源
氏
と
お
互
い
に
名
を
明
か
さ
ず
逢
瀬
を
重

ね
る
、
匿
名
性
と

惑
的
な
魅
力
で
印
象
付
け
ら
れ
る
女
で
あ
る
。

こ
の
属
性
こ
そ
は
、
匿
名
で
、
と
い
う
よ
り
匿
名
だ
か
ら
こ
そ
性
的

魅
力
の
み
に
集
約
さ
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
「

婦
性
」
と
言
い

換
え
ら
れ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
今
日
学
界
で
は
否
定
さ
れ
て
い

る
が
、
夕
顔
は
高
級

婦
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
が
つ
い

て
回
る15

）
の
も
あ
る
意
味
頷
け
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
源
氏
と
夕
顔
の

匿
名
の
逢
瀬
に
も
「
三
輪
」
の
問
題
は
つ
い
て
回
る
の
で
あ
る
。

い
と
こ
と
さ
ら
め
き
て
、
御
装
束
を
も
や
つ
れ
た
る
狩
の
御
衣

を
た
て
ま
つ
り
、
さ
ま
を
変
へ
、
顔
を
も
ほ
の
見
せ
た
ま
は
ず
、

夜
深
き
ほ
ど
に
、
人
を
し
づ
め
て
出
で
入
り
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、

昔
あ
り
け
む
も
の
の
変
化
め
き
て
、
う
た
て
思
ひ
嘆
か
る
れ
ど
、

人
の
御
け
は
ひ
、
は
た
、
手
さ
ぐ
り
も
し
る
べ
き
わ
ざ
な
り
け

れ
ば
…

身
を
や
つ
し
、
夜
の
逢
瀬
が
終
わ
っ
て
帰
っ
て
ゆ
く
源
氏
を
、
夕

顔
が
い
ぶ
か
る
一
節
で
、
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
三
輪
の
神
が
正
体

不
明
の
ま
ま
女
と
逢
瀬
を
重
ね
る
苧
環
説
話
が
、『
湖
月
抄
』
で

『
細
流
抄
』
や
『
河
海
抄
』
の
説
と
し
て
注
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
も

そ
も
「
真
女
児
」
と
い
う
名
前
そ
の
も
の
が
、
匿
名
性
を
お
び
て
い

る
。

ア
シ
ヒ
キ
ノ

ヤ
マ
サ
ハ
ビ
ト
ノ

ヒ
ト
サ
ハ
ニ

マ
ナ
ト
イ

フ
コ
ガ

ア
ヤ
ニ
カ
ナ
シ
サ

安
志
比
奇
乃
。
夜
末
佐
波

登
乃
。
比
登
佐
波
爾
。
麻
奈
登
伊

布
児
我
。
安
夜
爾
可
奈
思
佐
。

（『
万
葉
集
』
巻
一
四
・
三
四
六
二
）

「
真
女
」
は
愛
し
い
女
。「
児
」
は
女
性
へ
の
呼
称
。
つ
ま
り
、

俗
な
言
い
方
を
し
て
し
ま
え
ば
、「
愛
し
い
女
」「
か
わ
い
い
女
」
と

い
う
の
が
、
こ
の
語
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
匿
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名
に
し
て
性
的
な
魅
力
を
放
つ
女
と
い
う
属
性
が
冠
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
む
ろ
ん
「
ま
な
ご
」
と
は
、
清
姫
の
父
「
真
砂
の
庄

司
」
を
連
想
さ
せ
る
「
道
成
寺
」
の
世
界
の
暗
号
で
も
あ
っ
た
わ
け

だ
が
、
そ
の
清
姫
も
ま
た
、
遊
女
性
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
謡
曲
「
道
成

寺
」
の
清
姫
は
「
白
拍
子
」
と
し
て
登
場
し
、
歌
舞
伎
「
京
鹿
子
娘

道
成
寺
」
も
ま
た
、
清
姫
は
「
白
拍
子
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
真
女
児
に
遊
女
性
を
読
み
取
る
な
ら
、
こ
ま
っ
し
ゃ
く

れ
た
言
動
で
、
不
気
味
さ
を
増
幅
さ
せ
る
侍
女
「
ま
ろ
や
」
は
、
さ

し
ず
め
禿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
、
真
女
児
の
純
情
が
あ
ろ

う
と
も
、
そ
れ
が
「
蛇
」
の
隠
喩
と
し
て
語
ら
れ
た
「
遊
女
」
的
存

在
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
退
治
を
待
つ
べ
き
も
の
と
い
う
と

こ
ろ
に
落
ち
着
く
。
そ
こ
に
真
淵
国
学
で
用
語
化
し
た
「
丈
夫
心
」

と
い
う
犠
牲
の
精
神
に
よ
る
勇
敢
さ
が
介
在
す
る
の
も
、
広
い
意
味

で
の
国
学
的
随
筆
世
界
の
流
れ
に
あ
る
も
の
と
見
て
い
い
の
だ
ろ
う
。

政
治
思
想
史
の
渡
辺
浩
は
、
徂
徠
学
が
現
実
の
政
治
に
採
用
さ
れ
ず

と
も
、
徳
川
の
太
平
が
継
続
し
て
ゆ
く
現
実
を
受
け
て
、
徂
徠
学
自

体
へ
の
疑
義
と
共
に
、
中
華
と
異
な
り
、
日
本
は
人
が
元
来
優
れ
て

い
る
か
ら
、
儒
学
で
言
う
「
聖
人
の
道
」
無
し
に
収
ま
る
の
だ
と
い

う
日
本
特
殊
論＝

日
本
優
位
論
に
、
弟
子
の
服
部
南
郭
が
到
達
し
た

事
実
を
受
け
、
彼
と
交
際
が
あ
っ
た
賀
茂
真
淵
が
日
本
古
代
の
直
き

心
と
率
直
な
「
武
」
に
よ
っ
て
収
ま
っ
て
い
た
理
想
を
説
く
に
い
た

る
経
路
を
跡
付
け
て
い
た16

）
。「
蛇
性
の
婬
」
の
世
界
観
も
ま
ず
は
そ

こ
に
拠
っ
て
立
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
奥
行
き
の
あ
る
秋
成
の
作
品
世
界
は
、「
吾
を
慕
ふ

心
は
は
た
世
人
に
も
か
は
ら
ざ
」
る
と
し
て
い
る
の
だ
が
。

五

水
鏡
の
桜
｜
「
見
立
て
」
と
い
う
倒
錯

謡
の
「
道
成
寺
」
で
白
拍
子
の
清
姫
は
、
急
の
舞
の
詞
章
「
春
の

夕
暮
れ
来
て
み
れ
ば
、
入
相
の
鐘
に
花
ぞ
散
り
け
る
」
で
、
印
象
的

に
「
桜
」
と
重
ね
ら
れ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
浄
瑠
璃
「
日
高
川
入
相

花
王
」
や
歌
舞
伎
「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」
ま
で
波
及
す
る
。

真
女
児
の
「
こ
の
世
の
人
と
思
は
れ
ぬ
」
美
形
も
、「
花
精
妙
桜

が
枝
の
水
に
う
つ
ろ
ひ
な
す
面
」
と
、
水
鏡
に
映
る
桜
に
喩
え
ら
れ

て
い
た
。
果
た
し
て
、
当
麻
の
酒
人
に
蛇
の
正
体
を
看
破
さ
れ
た
真

女
児
は
ま
ろ
や
と
共
に
、
宮
滝
に
飛
び
込
む
が
、
こ
れ
こ
そ
「
道
成

寺
」
へ
の
見
立
て
の
典
型
例
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
幻
想
が
現
実
に

入
り
込
ん
で
い
く
倒
錯
的
な
美
の
世
界
が
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
一
つ

の
完
成
を
見
る
こ
と
に
な
る
、
高
度
な
「
見
立
て
」
と
言
っ
て
い
い
。

周
到
な
秋
成
は
、
お
そ
ら
く
挿
絵
の
構
図
を
指
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

宮
滝
に
飛
び
込
む
場
に
は
水
辺
の
桜
が
配
さ
れ
、
真
児
女
の
衣
裳
に

は
、「
蛇
の
目
」
と
「
青
海
波
」
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

紀
州
に
戻
っ
て
か
ら

子
に

依
す
る
際
は
、
桜
の
衣
裳
と
な
っ
て

い
た
。
桜
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
真
女
児
が

依
す
る
「
采
女
」

子
の
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問
題
ま
で
及
ぶ17

）
が
紙
数
も
尽
き
た
。

俳
諧
に
お
い
て
「
見
立
て
」
と
は
、
典
拠
世
界
を
周
到
に
踏
ま
え

つ
つ
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
飛
躍
し
た
発
想
を
提
示
す
る
か
に
そ
の
生

命
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
江
戸
の
其
角
に
発
し
て
、
江
戸
中
期
に
は
秋

成
に
近
い
蕪
村
に
も
、
こ
の
流
れ
が
及
ん
で
い
た18

）
。
そ
う
し
た
精
神

に
や
や
高
踏
的
な
国
学
的
世
界
が
介
在
し
て
成
っ
た
点
、
読
本
史
上
、

「
蛇
性
の
婬
」
は
そ
の
本
質
的
特
徴
を
よ
く
体
現
し
た
事
例
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

注１
）
『
源
氏
物
語
』
の
女
性
描
写
が
、
そ
の
細
密
な
髪
の
書
き
分
け
に
よ

る
こ
と
は
、
三
田
村
雅
子
「
物
語
は
髪
を
ど
う
語
る
か
｜
黒
髪
の
物
語

史
」（「
上
智
大
学
国
文
学
学
科
紀
要
」
三
二
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
に

詳
し
い
。

２
）

こ
の
あ
た
り
の
読
み
に
関
し
て
は
、「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「（
江
戸
時
代

の
）
小
説
は
、
ど
う
読
ま
れ
る
の
か
╱
読
ま
れ
た
の
か
」
発
言
録
」

（『
北
陸
古
典
研
究
』
29
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
で
既
に
詳
し
く
解

析
し
た
。

３
）

久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
一
九
九

九
年
、
角
川
書
店
）「
佐
野
の
渡
り
」
の
項
（
執
筆
は
草
野
隆
）。

４
）

井
上
泰
至
「
引
歌
の
方
法
｜
「
浅
茅
が
宿
」
試
論
｜
」（『
雨
月
物
語

論
｜
源
泉
と
主
題
｜
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）。

５
）

山
本
和
明
「
京
伝
『
復
讐
奇
談
安
積
沼
』
ノ
ー
ト
」（「
相
愛
国
文
」

八
、
一
九
九
五
年
三
月
）
佐
藤
至
子
「
二
人
の
男
の
「
復
讐
」
と
「
奇

談
」
｜
山
東
京
伝
『
安
積
沼
』」（
井
上
泰
至
・
田
中
康
二
編
『
江
戸
文

学
を
読
み
直
す
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
）。

６
）

木
越
俊
介
「『
新
斎
夜
語
』
第
八
話
「
嵯
峨
の
隠
士
三
光
院
殿
を
詰

る
」
と
『
源
氏
物
語
』

釈
」（
鈴
木
健
一
編
『
江
戸
の
学
問
と
文
芸

世
界
』
森
話
社
、
二
〇
一
八
年
）。

７
）

鈴
木
健
一
『
伊
勢
物
語
の
江
戸

古
典
イ
メ
ー
ジ
の
受
容
と
創
造
』

（
森
話
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

８
）

注

４
）

９
）

詳
細
は
、
注

４
）前
掲
書
、
お
よ
び
井
上
泰
至
『
雨
月
物
語
の
世

界
』（
角
川
選
書
、
二
〇
〇
九
年
）
に
詳
し
い
。

10
）

長
尾
直
茂
「
試
み
に
翻
案
を
論
ず
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治

編
『
漢
文
小
説
集
』
月
報
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）。

11
）

井
上
泰
至
「
初
期
読
本
の
知
識
性
と
見
立
て
」（
注

４
）前
掲
書
）。

12
）

井
上
泰
至
「「
玲
瓏
」
の
美
｜
秋
成
の
言
葉
の
森
（
上
田
秋
成
研
究

第
十
二
回
）」（「
花
鳥
諷
詠
」
二
〇
一
七
年
十
二
月
号
）。

13
）

矢
野
公
和
「
女
な
ん
て
も
の
に
｜
『
蛇
性
の
婬
』
私
論
」（「
共
立
女

子
短
期
大
学
紀
要
」
二
六
、
一
九
八
三
年
二
月
）。

14
）

丸
井
貴
史
「「
白
蛇
伝
」
変
奏
」（
木
越
治
編
『
怪
談
を
か
く
・
よ

む
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）。

15
）

清
水
婦
久
子
『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌

増
補
版
』（
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）「
第
六
章

光
源
氏
と
夕
顔
」。

16
）

渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
﹇
十
七
〜
十
九
世
紀
﹈』（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
第
十
章
・
第
十
三
章
。

17
）

井
上
泰
至
「「
蛇
性
の
婬
」
と
物
語
・
和
歌
・
謡
曲
・
俳
諧
」（
注

４
）前
掲
書
）。

18
）

稲
葉
有
祐
『
宝
井
其
角
と
都
会
派
俳
諧
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八

年
）「
第
三
章

方
法
と
し
て
の
「
句
兄
弟
」」「
第
四
章

「
句
兄
弟
」

の
受
容
」。
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﹇
補
記
﹈

本
稿
は
第
二
十
回
佛
教
大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
講
演
「『
雨
月

物
語
』、
そ
の
小
説
と
し
て
の
戦
略
」
で
話
し
た
内
容
を
基
に
、
時
間

の
制
約
も
あ
っ
て
話
し
き
れ
な
か
っ
た
内
容
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
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