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中古 ･ 中世日記文学に見られる自我意識の形成

─ 296 ─

中
古･

中
世
日
記
文
学
に
見
ら
れ
る
自
我
意
識
の
形
成

標　
　
　

宮　

子

は
じ
め
に　

─ 

本
研
究
の
目
的 
─

一　

中
古
中
世
の
仮
名
日
記
の
文
学
性
に
つ
い
て

　
　
　

─
「
自
照
文
学
」
と
い
う
概
念 
─

二　

各
日
記
作
品
の
自
我
意
識
に
つ
い
て

　
　
　

─
個
性
的
自
我
の
覚
醒
が
い
か
に
は
か
ら
れ
た
か

Ⅰ　

一
人
称
で
叙
述
さ
れ
な
い
／
叙
述
し
な
い
作
品

　
　

各
日
記
作
品
の
「
わ
れ
」
の
用
法

Ⅱ　

一
人
称
で
叙
述
す
る
作
品

　
　
「
我
な
が
ら
」
の
使
用
例
に
見
ら
れ
る
変
遷

三　

愛
す
る
者
の
喪
失
と
自
我
意
識
の
形
成

・
た
め
し
た
ぐ
ひ
も
知
ら
ぬ
憂
き
こ
と
（『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』）

　
　

─
特
異
性
・
孤
絶
の
主
張

・
問
ふ
に
つ
ら
さ
（『
と
は
ず
が
た
り
』）
─
い
た
わ
り
で
癒
さ
れ
な
い
心
情

四　

共
感
へ
の
希
求

お
わ
り
に

は
じ
め
に　

─ 

本
研
究
の
目
的 

─

　

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
文
脈
に
お
け
る
日
本

研
究
会
で
は
「
日
本
に
お
け
る
自
他
の
あ
り
か
た
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
共
同
性
の

構
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に
、
共
同
研
究
を
進
め
て
い
る
。
本
研
究
は
そ
の
課

題
を
受
け
て
な
さ
れ
た
発
表
が
基
と
な
っ
て
い
る
。

　

筆
者
は
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
自
他
の
か
か
わ
り
を
調
べ
る
た
め
に
、
自
己

の
半
生
を
記
し
た
日
記
文
学
に
着
目
し
て
、
自
称
表
現
で
あ
る
「
わ
れ
」
と
「
わ

れ
な
が
ら
」
と
い
う
語
や
語
句
の
使
用
例
の
調
査
を
行
い
、
作
者
の
自
我
意
識
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
各
作
品
に
著
し
い
特
徴
が
表

れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
使
用
方
法
の
分
析
を
行
い
、
日
記
作

品
に
お
け
る
自
我
意
識
が
時
代
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ
た
か
を
解
明

し
、
日
本
人
の
自
我
意
識
の
形
成
に
つ
い
て
考
究
す
る
。
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一　

中
古
中
世
の
仮
名
日
記
の
文
学
性
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

─
「
自
照
文
学
」
と
い
う
概
念 

─

翻
訳
語
と
し
て
の
「
自
照
文
学
」

　

は
じ
め
に
本
研
究
が
対
象
と
す
る
日
記
文
学
に
つ
い
て
、
男
性
貴
族
が
日
々
書

き
付
け
る
備
忘
録
と
し
て
の
漢
文
日
記
と
ど
こ
が
異
な
る
の
か
、
そ
の
相
違
点
を

簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。
そ
れ
は
『
土
左
日
記
』
を
嚆
矢
と
す
る
文
学
作
品
で
、

主
に
女
性
た
ち
の
手
に
な
る
回
想
日
記
を
意
味
す
る
①
。
両
者
の
相
違
は
、
執
筆

者
の
性
別
の
違
い
と
と
も
に
、
一
方
が
漢
文
体
で
書
か
れ
、
一
方
が
か
な
文
字
を

使
用
す
る
と
い
う
文
体
の
相
違
が
あ
り
、
ま
た
一
方
が
事
実
の
記
録
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
ま
た
一
方
が
自
己
の
真
実
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
内
容
の
相
違

に
加
え
て
、
漢
文
日
記
は
日
次
の
記
で
あ
り
、
仮
名
日
記
は
回
想
に
よ
る
執
筆
と

い
う
執
筆
の
目
的
や
執
筆
姿
勢
の
相
違
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
平
安
時
代
の
女
流
日
記
を
文
学
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
垣
内
松
三
が
初
め
て
で
は
な
い
か
、
と
久
松
潜
一
が
記
し
て
い
る
②
。
そ
れ

は
大
正
六
年
の
東
京
大
学
に
お
け
る
講
義
の
中
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
垣
内
松
三

は
日
記
作
品
の
文
学
性
を
自
覚
的
に
取
り
上
げ
、『
徒
然
草
』『
折
た
く
柴
の
記
』『
花

月
草
紙
』
な
ど
と
と
も
に
「
自
照
文
学
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
自
照
文
学
」
と
い
う
用
語
は
、R

IC
H

A
R

D
 G

R
E

E
N

 M
O

U
LT

O
N

の

T
H

E
 M

O
D

E
R

N
 S

T
U

D
Y

 0F
 L

IT
E

R
A

T
U

R
E

③
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。
モ
ウ

ル
ト
ン
は
シ
カ
ゴ
大
学
の
教
授
で
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
聖
書
の
文
学
的
研
究
を

行
い
、
大
正
・
昭
和
期
の
日
本
の
文
学
研
究
者
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人

物
で
あ
る
。
垣
内
松
三
は
そ
の
著
述
に
出
会
い
、
多
く
の
研
究
の
ヒ
ン
ト
を
与
え

ら
れ
た
。「
自
照
文
学
」
は
そ
の
中
の
、L

iterary m
orphology

（
文
学
形
態
論
）

のT
he E

lem
ents of L

iterary F
orm

（
文
学
形
態
の
要
素
）
に
出
て
く
る 

R
eflection

の
訳
語
で
あ
る
。T

H
E

 M
O

D
E

R
N

 S
T

U
D

Y
 0F

 L
IT

E
R

A
T

U
R

E
 

は
、

そ
の
後
垣
内
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
蘆
田
正
喜
に
よ
っ
て
抄
訳
さ
れ
、
大
正

十
二
年
に『
文
学
形
態
論　

文
学
形
象
の
学
的
研
究
』④
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
モ
ウ
ル
ト
ン
の
文
学
形
態
論
の
図
表
と
蘆
田
訳
の
対
比
を
載
せ
て
お
く
。

─ 295 ─

Ballad Dance
Speech 　　       
Music

      Action
Primitive literary form

EPIC
Description

(Speech preponderates)

HISTORY
Description

(of Nature and Events)

ORATORY
Presentation

PHILOSOPHY
Reflection

DRAMA
Presentation

(Action preponderates)

LYRIC
Reflection

(Music preponderates)

CHART I

Poe
try=C

reative Literature 
[add
s to th

e sum of existences] 

D
es
cr
ip
ti
on
 

[Na
rra
tor
 in
ter
po
se
d 
be
tw
ee
n 
th
e a
ud
ien
ce
 an
d t
he
 m
att
er]
  

Presentation 

  [The audience in direct contact w
ith the matter] 

Prose 

as discussion of what already
 exis
ts 

モ
ウ
ル
ト
ン
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蘆
田
は
文
学
の
形
態
を
方
向
付
け
る
一
要
素
で
あ
るR

eflection

を
表
現
形
態
と

し
て
現
れ
るP

H
IL

O
SO

P
H

Y

の
位
置
に
置
き
換
え
て
、「
自
照
文
学
」と
訳
出
し
た
。

　

以
後
、
こ
の
自
照
性
と
い
う
概
念
が
、
わ
が
国
の
特
に
平
安
時
代
の
女
流
日
記

文
学
作
品
を
研
究
す
る
上
で
、
一
つ
の
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
く
。
昭
和
九
年

に
刊
行
さ
れ
た
藤
村
作
の
編
著
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
を
見
る
と
、
モ
ウ
ル
ト
ン

の
文
学
形
態
論
を
受
け
て
日
本
の
随
筆
や
日
記
文
学
を
「
自
照
文
学
」
と
定
義
づ

け
た
垣
内
の
見
解
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
⑤
。
し
か
し
「
自
照
文

学
」
の
概
念
が
、
単
に
モ
ウ
ル
ト
ン
のR

eflection

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
蘆
田
に
よ
っ
て
、P

H
IL

O
SO

P
H

Y

の
訳
語
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
た
め
、
誤
訳
、
あ
る
い
は
不
正
確
の
そ
し
り
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
例
え

ば
岡
崎
義
恵
⑥
を
始
め
と
し
て
、
近
年
は
今
関
敏
子
⑦
ら
に
よ
っ
て
「
自
照
文
学
」

の
概
念
規
定
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
そ
の
有
効
性
自
体
を
疑
う
見

解
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　

確
か
に
「
自
照
文
学
」
と
い
う
概
念
規
定
は
、
モ
ウ
ル
ト
ン
の
著
書
の
翻
訳
と

し
て
は
不
正
確
で
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
概
念
規
定
が
曖
昧
の
ま
ま
に
使
用
さ

れ
て
き
た
。
だ
が
筆
者
は
、
平
安
時
代
の
女
性
た
ち
が
自
己
の
生
涯
を
回
想
し
て

執
筆
し
た
仮
名
日
記
を
、
男
性
官
人
た
ち
が
記
し
た
事
実
の
記
録
と
し
て
の
漢
文

日
記
と
区
別
し
、
文
学
性
を
講
究
す
る
上
で
は
、
依
然
と
し
て
重
要
で
か
つ
有
効

な
一
つ
の
指
標
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
そ
の
概
念
規
定
そ
れ
自
体

を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
古
典
文
学
がReflection

、
つ
ま
り
自
己

を
返
照
す
る
と
い
う
視
点
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

を
探
り
、
日
本
の
古
典
文
学
に
お
け
る
自
我
意
識
の
形
成
に
つ
い
て
考
え
る
糸
口

に
し
た
い
⑧
。

　
　

二　

各
日
記
作
品
の
自
我
意
識
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

─
土
左
日
記
・
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記･

更

級
日
記
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
・
と
は
ず
が
た
り

等
の
比
較
を
通
し
て
─

個
性
的
自
我
の
覚
醒
が
い
か
に
は
か
ら
れ
た
か

　

平
安
時
代
の
日
記
文
学
の
数
々
が
、
自
己
の
半
生
を
振
り
返
っ
て
、
一
つ
の
作

─ 294 ─

 

合　　唱
か　　た　　る
う　　た　　う
お　　ど　　る

文　學　の　原　型

抒 情 文 學
─返　照─

─返　照─
自照の文學

叙 事 文 學
─　　述─

歷史的文學
─　　述─

說 話 文 學
─表　現─

劇　文　學
─表　現─

詩【創　造　的　文　學】
adds to the sum of existences 

叙
　
　
　
述

(n
ar
ra
to
r 
in
te
rp
os
ed
 b
et
w
ee
n 
th
e 
au
di
en
ce
 &
 t
he
 m
at
te
r)

表
　
　
　
現

（
T
he audience in direct contact w

ith the m
atter）

as discussion of what already exists 
散　　　　文　

葦
田
訳
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品
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
自
照
精
神
」
が
色
濃
く
表

れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
と
、
当
然
読
者
は
、
一
人
称
の
叙
述
を
予
測
す
る
。
な
ぜ

な
ら
そ
の
作
品
は
「
作
者
が
自
己
の
半
生
を
見
つ
め
て
記
し
た
」
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
平
安
時
代
の
日
記
文
学
の
ほ
と
ん
ど
が
、
一
人
称

で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
久
富
木
原
玲
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
⑨
。

　

冒
頭
部
分
を
中
心
に
し
て
各
作
品
の
叙
述
姿
勢
を
次
に
紹
介
し
よ
う
。

（
１
）　
『
土
左
日
記
』　

男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
と
て

す
る
な
り
。 

（
一
五
頁
）

（
２
）　
『
蜻
蛉
日
記
』　

か
く
あ
り
し
時
過
ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、

と
に
も
か
く
に
も
つ
か
で
、
世
に
経
る
人
あ
り
け
り
。 

（
八
九
頁
）

（
３
）　
『
和
泉
式
部
日
記
』　
（
前
略
）
あ
や
し
き
御
車
に
て
お
は
し
ま
い
て
、「
か

く
な
む
」
と
言
は
せ
た
ま
へ
れ
ば
、女
い
と
便
な
き
心
地
す
れ
ど
、「
な

し
」
と
聞
こ
え
さ
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。 
（
二
一
頁
）

（
４
）　
『
紫
式
部
日
記
』　

秋
の
け
は
ひ
入
り
た
つ
ま
ま
に
、（
以
下
、
道
長
の
土

御
門
殿
の
描
写
が
続
き
、
中
宮
の
素
晴
ら
し
さ
に
心
惹
か
れ
る
わ
が

心
を
見
つ
め
て
感
想
を
漏
ら
す
が
、「
わ
れ
」
と
い
う
自
称
表
現
は
用

い
て
い
な
い
⑩
。
ま
た
三
人
称
的
表
現
も
し
て
い
な
い
。）（
一
二
三
頁
）

（
５
）　
『
更
級
日
記
』　

あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出

で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
、 

（
二
七
九
頁
）

　

以
上
の
用
例
で
わ
か
る
よ
う
に
王
朝
の
女
流
日
記
文
学
は
、
一
人
称
で
叙
述
さ

れ
な
い
／
叙
述
し
な
い
作
品
で
あ
り
、『
紫
式
部
日
記
』
を
除
い
て
、
そ
の
書
き

出
し
は
「
わ
れ
」
で
は
な
く
、
三
人
称
的
な
形
式
を
取
っ
て
い
る
。

　

久
富
木
原
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
⑪
。

た
と
え
仮
名
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
漢
文
日
記
の
伝
統
を
意
識
せ
ざ

る
を
得
ず
、
ま
ず
は
三
人
称
的
な
形
式
を
装
わ
ざ
る
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

し
か
し
久
富
木
原
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
果
た
し
て
漢
文
日
記
は
自
己
を
三
人

称
化
す
る
の
が
伝
統
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
記
述
の
多
く
は
、「
参
左
府
、

…
次
参
東
宮
、
次
参
内
」（『
左
経
記
』⑫
長
和
五
年
正
月
一
日
条
）
の
よ
う
に
主

語
を
記
さ
な
い
。
し
か
し
自
己
の
動
静
を
明
記
す
る
際
に
は
「
余
、
予
」
を
使
用

す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
『
権
記
』⑬
正
暦
三
年
五
月
廿
一
日
条
に

は
「
余3

有
所
陳
申
」
と
あ
り
、『
左
経
記
』
で
は
前
掲
の
叙
述
に
続
い
て
、「
余3

早

朝
退
出
不
見
後
事
」
と
あ
り
、
二
日
に
も
「
余3

有
召
参
内
」
と
記
す
。『
中
右

記
』⑭
寛
治
元
年
二
月
十
一
日
条
に
も
「
予3

則
参
入
、
…
予3

進
居
座
前
、
…
而
被

仰
予3

事
如
何
、…
予3

欲
指
笏
」
と
あ
る
。
そ
の
他
自
己
を
卑
下
し
て
「
下
官
」（『
権

記
』
正
暦
四
年
正
月
一
日
条
、『
明
月
記
』⑮
治
承
四
年
六
月
廿
七
日
条
）、
あ
る

い
は
「
一
身

3

3

依
病
平
臥
」（『
明
月
記
』
治
承
四
年
二
月
廿
六
日
条
）
な
ど
と
記
す

例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
確
か
に
漢
文
日
記
に
は
行
事
の
記
録
な
ど
客
観
的
な
叙
述

が
多
い
と
は
い
え
、
自
己
の
動
静
は
主
語
を
明
記
し
な
い
か
、
自
称
代
名
詞
か
、

─ 293 ─



（23）

中古 ･ 中世日記文学に見られる自我意識の形成

そ
の
他
の
自
称
表
現
で
記
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
と
す
る
と
王
朝
日
記
文

学
が
三
人
称
の
形
式
を
と
る
の
は
、
漢
文
日
記
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
と
は
言

い
が
た
い
。

　

筆
者
は
こ
の
三
人
称
の
叙
述
に
着
目
し
て
、
こ
の
三
人
称
の
叙
述
こ
そ
、
個
と

し
て
の
自
我
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
王
朝
の
女
性
た
ち
が
、
貫
之
の
仮

名
日
記
の
形
式
と
、
主
人
公
の
動
静
を
語
る
物
語
に
触
発
さ
れ
て
自
己
を
見
つ
め

る
眼
差
し
・
視
点
を
獲
得
し
て
い
く
一
過
程
に
他
な
ら
な
い
と
仮
説
を
立
て
て
み

た
。

　

な
お
本
稿
で
は
『
蜻
蛉
日
記
』
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
い
ず
れ
稿
を
改
め

て
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
。

Ⅰ　

一
人
称
で
叙
述
さ
れ
な
い
／
叙
述
し
な
い
作
品

　

そ
れ
で
は
一
人
称
で
叙
述
さ
れ
な
い
／
叙
述
し
な
い
作
品
の
「
わ
れ
」
の
使
用

例
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
用
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
個
性
を
浮
か

び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

　

な
お
、
当
時
は
自
称
表
現
と
し
て
男
女
と
も
に
「
ま
ろ
」
と
い
う
代
名
詞
も
使

用
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
会
話
の
中
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、

残
り
は
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
会
話
や
和
歌
で
の
使
用
例
は
、『
土
左
日
記
』

の
用
例
分
析
の
と
こ
ろ
で
説
明
す
る
が
、
日
記
作
者
の
自
照
表
現
と
は
な
り
え
な

い
の
で
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。
参
考
ま
で
に
そ
の
用
例
と
使
用
者
を
注
に

示
し
て
お
く
⑯
。

（
１
）『
土
左
日
記
』
の
「
わ
れ
」
の
用
例

　

用
例
総
数
７
例
（
内
訳　

和
歌
６
例
、
会
話
０
例
、
地
の
文
１
例
＝
楫
取
り
）

（
和
歌
の
用
例
）

①　

 

し
ろ
た
へ
の
波
路
を
遠
く
行
き
交
ひ
て
わ
れ
に
似
べ
き
は
た
れ
な
ら
な
く

に
（
一
七
頁
、
注　

歌
の
作
者
＝
前
の
守
。

以
下
括
弧
内
の
人
物
は
そ
の
歌
の
詠
者
を
表
す
。）　

②　

惜
し
と
思
ふ
人
や
と
ま
る
と
葦
鴨
の
う
ち
群
れ
て
こ
そ
わ
れ
は
来
に
け
れ

 
 

（
一
九
頁
、
見
送
り
の
人
）

③　

行
く
先
に
立
つ
白
波
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
む

 
 

（
二
三
頁
、
見
送
り
の
人
）

④　

か
げ
見
れ
ば
波
の
底
な
る
ひ
さ
か
た
の
空
漕
ぎ
わ
た
る
わ
れ
ぞ
わ
び
し
き

 
 

（
三
一
頁
、
あ
る
人
）

⑤　

引
く
船
の
綱
手
の
長
き
春
の
日
を
四よ

十そ

日か

五い

か
十
日
ま
で
わ
れ
は
経
に
け
り

 
 

（
四
三
頁
、
船
君
）

⑥　

今
見
て
ぞ
身
を
ば
知
り
ぬ
る
住
江
の
松
よ
り
先
に
わ
れ
は
経
に
け
り

 
 

（
四
六
頁
、
あ
る
人
）

（
地
の
文
の
用
例
）

⑦　

楫
取
り
は
、
う
つ
た
へ
に
、
わ
れ
、
歌
の
や
う
な
る
言
、
い
ふ
と
に
も
あ

ら
ず
。 

（
四
五
頁
）

　　
（
１
）
の
『
土
左
日
記
』
で
は
、
そ
の
使
用
例
は
７
例
、
そ
の
内
訳
は
和
歌
６
例
、

地
の
文
１
例
で
あ
る
。「
わ
れ
」
の
用
例
が
、
和
歌
の
中
か
、
会
話
か
、
地
の
文
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か
の
判
別
は
、
そ
の
作
品
の
自
照
性
の
指
標
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を

示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
和
歌
や
会
話
の
中
で
使
用
さ
れ
る
「
わ
れ
」
の
用
例
は
、

和
歌
の
詠
み
手
、
あ
る
い
は
会
話
の
主
を
さ
し
て
お
り
、
一
部
作
者
や
語
り
手
と

重
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
作
者
な
い
し
叙
述
者
自
身
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
和
歌
や
会
話
の
用
例
は
、
そ
の
作
品
の
自
照
性
の
指
標
に

は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
『
土
左
日
記
』
の
歌
の
用
例
で
は
、
①
～

⑥
が
そ
れ
に
相
当
す
る
が
、こ
の
作
品
を
書
い
て
い
る
は
ず
の
「
女
も
し
て
み
む
」

の
「
女
」
の
作
例
は
１
例
も
な
い
。

　

さ
ら
に
地
の
文
の
１
例
（
⑦
）
も
、
語
り
手
の
女
性
自
身
を
示
す
も
の
で
な
く
、

「
自
分
自
身
、
自
分
で
は
」
の
意
で
、
船
の
楫
取
り
を
指
し
て
、「
楫
取
り
自
身
は
」

と
い
う
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
自
分
自
身
」「
自
分
で
は
」
と
い
う
内

省
的
意
味
合
い
が
、
楫
取
り
本
人
の
内
省
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
書
き

手
で
あ
る
女
が
楫
取
り
の
心
の
う
ち
を
忖
度
し
、「
わ
れ
」
と
い
う
語
を
使
用
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
書
き
手
の
女
（
あ
る
い
は
作
者
で
あ
る
貫
之
）
自

身
の
内
省
は
表
わ
れ
て
は
い
な
い
。

紀
貫
之
自
身
を
さ
す
呼
称

　

そ
れ
で
は
次
に
こ
の
日
記
の
実
際
の
作
者
で
あ
る
紀
貫
之
は
ど
の
よ
う
に
書
か

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

貫
之
自
身
を
指
す
呼
称
を
見
て
み
る
と
「
あ
る
人
、
県あ
が
た
の
四よ
と
せ年
五い
つ
と
せ年
果
て
て
、

例
の
こ
と
ど
も
皆
し
終
へ
て
、
解
由
な
ど
取
り
て
、
住
む
舘
よ
り
出
で
て
、
船
に

乗
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
わ
た
る
」（
一
五
頁
）
と
書
き
出
さ
れ
、
以
下
、「
帰
る
前
の

守
（
一
七
頁
）
／
前
の
守
（
一
七
頁
）
／
行
く
人
（
一
九
頁
）
／
（
返
歌
を
）
し

つ
べ
き
人
（
二
三
頁
）
／
船
君
（
二
九
頁
、
敬
意
表
現
あ
り
）
／
船
の
長
し
け
る

翁
（
三
二
頁
）」
等
々
、
そ
の
場
面
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

し
か
も
時
に
は
「
船
君
」
の
よ
う
に
敬
意
表
現
さ
え
用
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
作
者
貫
之
は
「
あ
り
け
る
女
童
（
二
八
頁
）」
に
な
っ
た
り
、
ま
た
「
聞

く
人
（
四
三
頁
）」
や
「
帰
る
前
の
守
」
と
は
別
人
の
「
あ
る
人
（
一
八
頁
他
）」

な
ど
に
な
っ
た
り
し
て
、
自
分
の
分
身
を
多
く
の
場
面
に
登
場
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
菊
地
靖
彦
は
、『
土
左
日
記
』
で
は
、「
全
編
を
通
し
て
特
有
な
個
性

を
持
っ
た
人
物
像
を
造
形
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
う
か
が
え
な
い
」⑰
と
指
摘
す

る
。
つ
ま
り
人
物
は
、「
そ
の
場
面
場
面
だ
け
で
役
割
を
果
す
だ
け
の
存
在
で
、

多
く
の
場
合
は
歌
の
詠
み
手
で
し
か
な
い
」⑰
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
『
土
左
日
記
』
の
手
法
は
、
前
任
の
土
佐
の
守
で
あ
っ
た
貫
之
を

「
個
性
を
持
っ
た
人
物
」
と
し
て
造
形
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に

貫
之
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
お
か
れ
た
局
面
で
い
ろ
い
ろ
な

和
歌
表
現
に
挑
戦
す
る
可
能
性
を
開
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
『
土
左
日
記
』
に
「
自
照
性
」
あ
る
い
は
「
自
己
返
照
の
精
神
」

を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
代
わ
り
に
、
こ
の
作
品
に
は
批
評
精
神
が
息
づ

い
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
か
れ
た
人
物
に
成
り
代
わ
り
、
貫
之
が
歌
を

詠
む
こ
と
自
体
、
そ
こ
に
は
自
己
を
客
観
視
す
る
第
三
者
の
視
点
が
導
入
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
こ
の
作
品
の
書
き
手
は
貫
之
自
身
で
は
な
く
、

仮
託
さ
れ
た
「
女
」
で
あ
る
。
そ
の
書
き
手
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
詠
ま
れ
た

歌
や
、
そ
れ
を
詠
む
詠
み
手
の
心
情
を
ま
さ
に
第
三
者
と
し
て
叙
述
し
、
批
評
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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具
体
例
を
見
て
み
よ
う
。

（
ⅰ
）　

ま
た
、
船
君
の
い
は
く
、「
こ
の
月
ま
で
な
り
ぬ
る
こ
と
」
と
嘆
き
て
、

苦
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、
人
も
い
ふ
こ
と
と
て
、
心
や
り
に
い
へ
る
、

　
　
　
　

引
く
船
の
綱
手
の
長
き
春
の
日
を
四
十
日
五
十
日
ま
で
わ
れ
は
経
に
け

り
（
⑤
）

　
　
　

聞
く
人
の
思
へ
る
や
う
、「
な
ぞ
、
た
だ
言
な
る
」
と
、
ひ
そ
か
に
い
ふ

べ
し
。「
船
君
の
、
か
ら
く
ひ
ね
り
出
だ
し
て
、
よ
し
と
思
へ
る
言
を
。

怨
じ
も
こ
そ
し
給
べ
」
と
て
、
つ
つ
め
き
て
や
み
ぬ
。（

四
二
～
四
三
頁
）

（
ⅱ
）　

こ
の
泊
の
浜
に
は
、
く
さ
ぐ
さ
の
う
る
わ
し
き
貝
、
石
な
ど
多
か
り
。
か

か
れ
ば
、
た
だ
、
昔
の
人
を
の
み
恋
ひ
つ
つ
、
船
な
る
人
の
よ
め
る
、

　
　
　
　
ａ　

寄
す
る
波
う
ち
も
寄
せ
な
む
わ
が
恋
ふ
る
人
忘
れ
貝
下
り
て
拾
は

む
（
④
）

　
　
　

と
い
へ
れ
ば
、
あ
る
人
の
堪
へ
ず
し
て
、
船
の
心
や
り
に
よ
め
る
、

　
　
　
　

ｂ　

忘
れ
貝
拾
ひ
し
も
せ
じ
白
玉
を
恋
ふ
る
を
だ
に
も
か
た
み
と
思
は

む

と
な
む
い
へ
る
。
女
子
の
た
め
に
は
、
親
、
幼
く
な
り
ぬ
べ
し
。「
玉
な

ら
ず
も
あ
り
け
む
を
」
と
、
人
い
は
む
や
。
さ
れ
ど
も
「
死
じ
子
、
顔
よ

か
り
き
」
と
い
ふ
や
う
も
あ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
四
頁
）

　
（
ⅰ
）
の
場
面
で
は
⑤
の
歌
を
詠
む
「
船
君
」
も
、
ま
た
そ
れ
を
「
聞
く
人
」

も
貫
之
自
身
で
あ
る
。
彼
は
船
君
が
や
っ
と
の
こ
と
で
ひ
ね
り
出
し
た
と
い
う
歌

（
実
際
に
は
自
作
の
詠
）
を
、
聞
く
人
の
立
場
か
ら
、「
な
ん
と
ま
あ
、
平
凡
で
つ

ま
ら
な
い
歌
だ
こ
と
」
と
何
の
技
巧
も
な
い
平
板
な
歌
で
あ
る
と
冷
静
に
批
評
さ

せ
て
い
る
。
第
三
者
の
視
点
の
導
入
に
よ
っ
て
旺
盛
な
批
評
精
神
が
発
揮
さ
れ
て

い
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
（
ⅱ
）
の
用
例
は
さ
ら
に
手
が
込
ん
で
い
る
。
二
月
四
日
、
和
泉
の
灘
か
ら
小

津
の
泊
り
に
向
か
う
折
、
浜
辺
に
打
ち
寄
せ
る
忘
れ
貝
を
め
ぐ
っ
て
、
ａ
ｂ
二
首

の
歌
が
詠
じ
ら
れ
る
。
こ
の
二
首
の
歌
は
、
諸
注
釈
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
古

今
六
帖
』
に
ど
ち
ら
も
貫
之
の
歌
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
二
首
を
別
人
の
詠
と
し

た
理
由
に
つ
い
て
菊
地
靖
彦
は
、「『
船
な
る
人
』
と
『
あ
る
人
』
の
歌
の
内
容
は
、

ど
ち
ら
も
亡
児
を
思
う
心
情
な
が
ら
、
発
想
が
相
反
す
る
の
で
、
歌
主
を
二
人
に

分
け
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
⑱
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
二
首
の
詠
歌
を
め
ぐ
っ
て
書
き
手
で
あ
る
女
が
、「
忘
れ

貝
を
拾
お
う
と
い
っ
た
り
、
拾
い
た
く
な
い
と
い
っ
た
り
し
て
い
る
」
親
た
ち
を

「
親
幼
く
な
り
ぬ
べ
し
」
と
評
し
、
第
三
者
と
し
て
亡
く
な
っ
た
児
が
「
珠
と
い

う
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
」
と
努
め
て
客
観
的
な
姿
勢
を
装
っ
て
批
判
を
加
え
、
そ

の
上
で
「
死
じ
子
、
顔
よ
か
り
き
」
と
子
を
失
っ
た
親
た
る
者
の
心
情
・
人
情
に

も
言
い
及
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
何
層
に
も
わ
た
る
階
梯
的
批
評
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
意
を
払
い
た
い
。
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
が
、
そ
の
場
面

に
複
数
の
分
身
を
登
場
さ
せ
る
『
土
左
日
記
』
の
手
法
で
あ
る
。

　

従
来
も
『
土
左
日
記
』
の
特
徴
と
し
て
、
社
会
批
判
や
語
戯
を
中
心
と
し
た
諧

謔
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
本
稿
で
は
、
貫
之
が
書
き
手
を
女
に
仮
託
し
て
、

自
己
を
客
観
化
す
る
第
三
者
の
視
点
を
導
入
し
た
こ
と
が
、「
自
照
性
」
と
い
う

内
省
的
な
姿
勢
で
な
く
、
詠
者
の
立
場
を
離
れ
て
、
自
作
の
歌
に
対
す
る
批
評
の
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場
を
獲
得
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。『
土
左
日
記
』
の
女
性
仮
託
の

叙
法
は
、
こ
う
し
て
旺
盛
な
批
評
精
神
の
発
露
を
促
し
、
作
品
の
特
徴
を
形
作
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
）『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
わ
れ
」
の
用
法

用
例
総
数
23
例
（
内
訳　

和
歌
19
例
、
会
話
11
例
（
重
複
８
例
）、
地
の
文
１
例
）

（
地
の
文
の
用
例
）

　

①　

車
を
さ
し
寄
せ
て
、
た
だ
乗
せ
に
乗
せ
た
ま
へ
ば
、
わ
れ
に
も
あ
ら
で
乗

り
ぬ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
二
頁
）

　
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
用
例
は
地
の
文
に
使
用
さ
れ
た
１
例
を
除
い
て
、
全
て

和
歌
と
会
話
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
地
で
用
い
ら
れ
た
１
例
は
「
わ

れ
に
も
あ
ら
で
（
＝
無
我
夢
中
で
）」
と
い
う
慣
用
的
な
表
現
で
あ
る
。『
和
泉
式

部
日
記
』
の
主
人
公
は
、「
女3

い
と
便
な
き
心
地
す
れ
ど
」（
二
一
頁
）
と
あ
る
よ

う
に
、「
わ
れ
」
で
は
な
く
、「
女
」
で
あ
る
。
そ
の
「
女
」
の
用
例
は
、
作
品
中

に
16
例
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
面
は
「
女
は
、
我
を
忘
れ
て
宮

の
誘
い
に
従
い
、
車
に
乗
り
こ
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
作
品
は
「
女
は
」
と
記
す
叙
述
の
方
法
か
ら
、
一
部
に
は
和
泉
式

部
以
外
の
作
者
を
想
定
し
て
、
こ
の
作
品
は
〈
日
記
〉
で
な
く
〈
物
語
〉
と
し
て

扱
お
う
と
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
平
安
日
記
文
学
は
、
一
人
称
の

叙
述
で
は
な
く
第
三
者
を
想
定
し
て
書
く
の
が
『
土
左
日
記
』
以
来
の
伝
統
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、『
和
泉
式
部
日
記
』
は
、
む
し
ろ
そ
の
伝
統
に
従
っ
て
、

そ
の
叙
法
を
最
後
ま
で
貫
い
た
作
品
と
い
い
え
よ
う
。

　

そ
の
意
味
で
、
次
な
る
作
品
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（
３
）『
紫
式
部
日
記
』
の
「
わ
れ
」
の
用
法

用
例
総
数
11
例
（
内
訳　

和
歌
１
例
、
会
話
０
例
、
地
の
文
10
例
、
但
し
「
わ
れ

ら
」
１
例
を
含
む
）

（
地
の
文
の
用
例
）

他
の
人
（
８
例
）

　

①　

殿
の
君
達
二
と
こ
ろ
、
源
少
将
雅
通
な
ど
、
う
ち
ま
き
を
な
げ
の
の
し
り
、

わ
れ
た
か
う
う
ち
な
ら
さ
む
と
、
あ
ら
そ
ひ
さ
わ
ぐ
。

 
 

 

（
一
三
九
頁　

源
少
将
）

　

② 

斎
院
に
、
中
将
の
君
と
い
ふ
人
は
べ
る
な
り
と
聞
き
は
べ
る
、（
中
略
）

い
と
こ
そ
艶
に
、
わ
れ
の
み
世
に
は
も
の
の
ゆ
ゑ
知
り
、
心
深
き
、
た
ぐ

ひ
は
あ
ら
じ
、 

 

（
一
九
三
頁　

斎
院
の
中
将
）

　

③ 

わ
れ
は
と
思
へ
る
人
の
前
に
て
は
、
う
る
さ
け
れ
ば
、
も
の
い
ふ
こ
と
も

も
の
憂
く
は
べ
り
。  

（
二
〇
五
頁　

我
こ
そ
は
と
思
っ
て
い
る
人
）

　

④
⑤　

わ
れ
は
と
、
く
す
し
く
な
ら
ひ
も
ち
、
け
し
き
こ
と
ご
と
し
く
な
り
ぬ

る
人
は
、
立
居
に
つ
け
て
、
わ
れ
用
意
せ
ら
る
る
ほ
ど
も
、
そ
の
人
に
は

目
と
ど
ま
る
。 

　
　
　
（
二
〇
七
頁　

④
は
「
自
分
こ
そ
は
」、
⑤
は
「
自
分
か
ら
気
を
配
っ
て
い
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る
と
き
も
」
の
意
味
）

　

⑥
⑦　

い
と
心
よ
か
ら
む
人
は
、
わ
れ
を
に
く
む
と
も
、
わ
れ
は
な
ほ
、
人
を

思
ひ
う
し
ろ
む
べ
け
れ
ど
、
い
と
さ
し
も
え
あ
ら
ず
。

（
二
〇
七
頁　
「
い
と
心
よ
か
ら
む
」
気
立
て
の
良
い
人
）

　

⑧　

か
ば
か
り
濁
り
深
き
世
の
人
は
、（
中
略
）。「
そ
れ
を
、
わ
れ
ま
さ
り
て

い
は
む
と
、 

 

（
二
〇
七
～
二
〇
八
頁　

濁
り
深
い
世
俗
の
人
）

紫
式
部
自
身
（
心
中
語　

２
例
、
但
し
「
わ
れ
ら
」
１
例
を
含
む
。）

　

⑨　

あ
は
れ
な
り
し
人
の
語
ら
ひ
し
あ
た
り
も
、
わ
れ
を
い
か
に
お
も
な
く
心

浅
き
も
の
と
思
ひ
お
と
す
ら
む
と
、
お
し
は
か
る
に
、

（
一
七
〇
頁　

私
＝
紫
式
部
）

　
　
　
（
宮
仕
え
に
で
た
わ
た
し
を
ど
ん
な
に
か
あ
つ
か
ま
し
く
浅
は
か
な
も
の

と
軽
蔑
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
推
量
す
る
と
）

　

⑩　

わ
れ
ら
を
、
か
れ
が
や
う
に
出
で
ゐ
よ
と
あ
ら
ば
、（
中
略
）
と
、
身
の

有
様
の
夢
の
や
う
に
思
ひ
続
け
ら
れ
て
、（

一
七
九
～
一
八
〇
頁　

私
た
ち
）

　

本
作
の
地
の
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
10
例
の
内
訳
を
調
べ
る
と
、「
そ
の
人
自

身
が
」
と
い
う
意
味
で
作
者
以
外
の
他
の
人
に
８
例
使
用
さ
れ
て
い
る
。
作
者
自

身
に
用
い
た
用
例
は
２
例
、
し
か
も
そ
れ
は
心
中
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
の
地
の
文
に
は
、「
わ
れ
か
し
こ
な
り
」、「
わ
れ
さ
か
し
な
り
」、「
わ

れ
は
が
ほ
な
り
」
な
ど
の
形
容
動
詞
の
ほ
か
に
、
動
詞
の
「
わ
れ
ぼ
め
す
」、
副

詞
の
「
わ
れ
も
わ
れ
も
と
」
が
、
各
１
語
ず
つ
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
『
紫
式
部
日
記
』
は
、
自
照
性
の
き
わ
め
て
強
い
作
品
と
い
う
特
徴
を
持
ち
な

が
ら
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
「
わ
れ
」
が
「
そ
の
人
自
身
は
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ

て
お
り
（
80
パ
ー
セ
ン
ト
）、
自
分
を
叙
す
る
こ
と
が
主
眼
に
な
っ
て
は
い
な
い
。

し
か
も
作
者
自
身
に
使
用
し
た
用
例
も
心
中
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
厳
密
に

言
え
ば
作
者
は
、
自
己
自
身
を
意
味
す
る
「
わ
れ
」
を
地
の
文
で
は
使
用
し
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
。

　
『
紫
式
部
日
記
』
と
い
え
ば
、
独
特
な
深
い
人
間
洞
察
と
自
己
に
対
す
る
真
摯

な
内
省
が
作
品
の
特
色
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
こ
の
作
品
が「
わ
れ
」

と
い
う
語
を
一
人
称
の
指
標
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
あ
る
意
味

で
意
外
な
発
見
と
い
え
よ
う
。
作
者
は
何
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
叙
述
の
ス
タ
イ
ル

を
採
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
や
は
り
今
ま
で
見
て
き
た
『
土
左

日
記
』
以
来
の
「
わ
れ
」
を
主
語
に
せ
ず
に
、
三
人
称
化
し
て
語
る
仮
名
日
記
の

伝
統
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
本
作
の
場
合
は
作
品
の
執
筆
動
機
や
意
図

と
の
関
係
も
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。
執
筆
動
機
と
し
て
は
、
式
部
の
仕
え
る
中
宮

彰
子
、
あ
る
い
は
そ
の
父
藤
原
道
長
の
要
請
に
よ
る
と
い
う
説
と
、
い
や
式
部
自

身
の
自
発
性
に
よ
る
と
い
う
説
と
、
両
説
が
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
現

存
の
『
紫
式
部
日
記
』
の
五
分
の
三
を
占
め
る
内
容
は
後
の
後
一
条
天
皇
と
な
る

敦あ
つ

成ひ
ら

親
王
の
誕
生
を
め
ぐ
る
記
事
で
あ
り
、
こ
の
日
記
の
主
眼
が
主
家
の
慶
事
を

叙
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
紫
式
部
は
主
家
の
輝
か

し
い
盛
儀
を
記
す
こ
と
を
主
眼
に
筆
を
執
っ
た
の
で
、「
わ
れ
」
を
叙
す
る
こ
と

が
本
来
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
執
筆
意
図
が
作
品
の
叙
述
方
法
を
決
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定
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
と
す
る
と
『
紫
式
部
日
記
』
は
皇
子
誕
生
の
記
録
を

残
す
こ
と
を
主
眼
と
し
な
が
ら
、
そ
の
出
来
事
に
触
発
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
感
懐

を
催
す
自
身
の
内
奥
に
思
い
を
い
た
さ
ず
に
お
ら
れ
ず
、
作
者
式
部
は
自
己
の
心

情
を
凝
視
し
て
、
記
録
的
な
叙
述
の
端
々
に
そ
の
内
省
的
心
情
を
さ
し
は
さ
ま
ず

に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
こ
の
作
品
の
成
立
事
情
で
あ
り
、
特
質
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
４
）『
更
級
日
記
』
の
「
わ
れ
」
の
用
法

　

用
例
総
数
18
例
（
内
訳　

和
歌
２
例
、会
話
７
例
（
重
複
１
例
）、地
の
文
10
例
）

（
地
の
文
の
使
用
例
）

①　
「
わ
れ
は
こ
の
ご
ろ
わ
ろ
き
ぞ
か
し
。
さ
か
り
に
な
ら
ば
、
か
た
ち
も
か

ぎ
り
な
く
よ
く
、
髪
も
い
み
じ
く
長
く
な
り
な
む
。（
中
略
）」
と
思
ひ
け

る
心
、 

（
心
中
語　

二
九
九
頁
）

②
③　

父
は
た
だ
、
わ
れ
（
私
）
を
お
と
な
に
し
据
ゑ
て
、
わ
れ
（
父
＝
自
分

は
）
は
世
に
も
出
で
交
ら
は
ず
、
か
げ
に
か
く
れ
た
ら
む
や
う
に
て
ゐ
た

る
を
見
る
も
、
頼
も
し
げ
な
く
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ
る
に 

（
三
二
四
頁
）

④　

父
の
老
い
お
と
ろ
へ
て
、
わ
れ
を
こ
と
し
も
頼
も
し
か
ら
む
か
げ
の
や
う

に
、
思
ひ
頼
み
む
か
ひ
ゐ
い
た
る
に
、
恋
し
く
お
ぼ
つ
か
な
く
の
み
お
ぼ

ゆ
。 

（
三
二
六
頁
）

⑤　

馴
れ
た
る
人
は
、
こ
よ
な
く
、
な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
あ
り
つ
き
顔
に
、

わ
れ
は
い
と
若
人
に
あ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
お
と
な
に
せ
ら
る
べ

き
お
ぼ
え
も
な
く
、 

（
三
三
〇
頁
）

⑥　

ひ
と
へ
に
そ
な
た
ひ
と
つ
を
頼
む
べ
き
な
ら
ね
ば
、
わ
れ
よ
り
ま
さ
る
人

あ
る
も
、
う
ら
や
ま
し
く
も
あ
ら
ず
、 

（
三
三
〇
頁
）

⑦　

わ
れ
も
さ
思
ふ
こ
と
な
る
を
、
同
じ
心
な
る
も
を
か
し
う
て （
三
三
二
頁
）

⑧　

さ
す
が
に
き
び
し
う
、
引
き
入
り
が
た
い
ふ
し
ぶ
し
あ
り
て
、
わ
れ
も
人

も
こ
た
へ
な
ど
す
る
を
、「
ま
だ
知
ら
ぬ
人
の
あ
り
け
る
」
な
ど
め
づ
ら

し
が
り
て
、 

（
三
三
四
頁
）

⑨
「（
略
）」
と
聞
く
に
、
ゆ
か
し
く
て
、
わ
れ
も
さ
る
べ
き
を
り
を
待
つ
に
、

さ
ら
に
な
し
。 

（
三
三
八
頁
）

⑩　

阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
。（
中
略
）
こ
と
人
の
目
に
は
、
見
つ
け
た
て

ま
つ
ら
ず
、
わ
れ
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
け
お
そ

ろ
し
け
れ
ば
、 

（
三
五
八
頁
）

　
『
更
級
日
記
』
の
「
わ
れ
」
の
用
例
は
、
18
例
の
う
ち
、
地
の
文
に
は
10
例
あ
り
、

そ
の
内
訳
は
、
父
の
こ
と
が
１
例
、
作
者
９
例
、
そ
の
内
心
中
語
１
例
と
な
る
。

　

本
作
は
、
冒
頭
に
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出

で
た
る
人
（
二
七
九
頁
）」
と
し
て
自
己
を
三
人
称
化
し
て
登
場
さ
せ
、
そ
し
て

作
品
の
終
わ
り
近
く
、
夫
の
死
に
際
し
て
自
己
の
生
涯
を
顧
み
る
場
面
で
、「
か

う
の
み
心
に
物
の
か
な
ふ
方
な
う
て
や
み
ぬ
る
人
な
れ
ば
、
功
徳
も
つ
く
ら
ず
な

ど
し
て
た
だ
よ
ふ
。（
三
五
七
頁
）」
と
叙
し
、
起
筆
の
筆
と
呼
応
し
た
表
現
で
や

は
り
自
己
を
三
人
称
化
し
自
身
の
生
涯
を
総
括
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
更

級
日
記
』
が
一
人
称
の
語
り
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
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あ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
地
の
文
の
「
わ
れ
」
の
用
法
を
調
べ
て
み
る
と
①
が
心
中
語
で
あ

り
、
③
が
父
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
作
者
自
身
を
指
し
示
す
用
例
は
８
例
。
つ
ま

り
①
③
を
除
く
②
～
⑩
ま
で
が
検
討
対
象
と
な
る
。

　

そ
の
使
用
さ
れ
た
場
面
を
、
犬
飼
廉
の
構
成
区
分
⑲
に
従
っ
て
見
て
い
く
と
、

一
つ
の
場
面
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
「
三
、宮
仕
え
の
記
」

に
７
例
あ
り
、
最
後
の
１
例
が
「
五
、
晩
年
の
記
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
平

安
日
記
文
学
総
合
語
彙
索
引
』⑳
に
よ
る
と
、『
更
級
日
記
』
は
全
一
七
八
〇
行
あ

り
、
作
者
が
自
分
自
身
を
一
人
称
で
叙
述
す
る
の
は
②
か
ら
、
つ
ま
り
作
品
開
始

か
ら
九
七
三
行
書
き
進
め
た
時
点
で
、
初
め
て
そ
の
叙
法
が
取
ら
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。
つ
ま
り
作
品
が
半
分
以
上
書
き
進
め
ら
れ
た
と
き
か
ら
、
一
人
称
表
記
が

始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
８
例
の
う
ち
の
７
例
が
、「
三
、宮
仕
え
の
記
」

に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
は
、
一
考
に
価
し
よ
う
。

　

今
、
そ
の
理
由
に
言
及
す
る
十
分
な
備
え
は
な
い
が
、
確
か
な
こ
と
は
、『
更

級
日
記
』
も
自
己
を
三
人
称
化
し
て
作
品
を
書
き
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
自
分
を
「
わ
れ
」
と
し
て
叙
述
す
る
ス
タ
イ
ル
は
、
当
初
の
叙
法
の
逸

脱
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
逸
脱
の
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
る
こ
と
は
、
三
人
称
で
収
ま
り
き
れ
な
い
自
我
意
識
が
頭
を
も
た
げ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
宮
仕
え
の
記
と
い
う
内
容
と
関
係
し
て
い
る
と
予

測
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
上
達
部
源
資
通
と
の
淡
々
し
い
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
作
者
は
そ
の
こ
と
を
、「
わ
れ
」
の
思
い
出
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
と
い

う
願
望
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
作
品
の
成
立
事
情
と
の
関
係
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

王
朝
日
記
文
学
の
「
わ
れ
」
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
の
ま
と
め

　

以
上
、『
土
左
日
記
』
か
ら
『
更
級
日
記
』
ま
で
の
五
作
品
の
「
わ
れ
」
と
い

う
語
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
自
己
を
叙
述
す
る
文
体
を
模
索
し
つ
づ
け
た

平
安
時
代
の
人
々
は
、
は
じ
め
に
自
己
の
客
観
化
を
図
る
べ
く
、
第
三
者
の
視
点

を
導
入
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
彼
ら
は
自
分
を
第
三
者
に
仮
託
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
書
き
語
る
自
己
と
、
書
か
れ
語
ら
れ
る
自
己
を
区
別
し
、
自
己
を
客

体
化
す
る
道
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
、

『
土
左
日
記
』
と
『
和
泉
式
部
日
記
』
は
、
作
者
が
設
定
し
た
叙
述
方
法
を
最
後

ま
で
守
り
通
し
、
自
己
を
あ
く
ま
で
客
観
視
し
た
作
品
で
あ
り
、『
蜻
蛉
日
記
』

と
『
更
級
日
記
』
は
、
書
く
う
ち
に
切
実
な
自
我
意
識
が
頭
を
も
た
げ
、『
蜻
蛉

日
記
』
は
、
途
中
か
ら
一
人
称
の
叙
述
に
移
行
し
て
い
き
㉑
、『
更
級
日
記
』
は

三
人
称
の
叙
述
か
ら
逸
脱
し
て
、
一
人
称
の
叙
法
が
一
部
取
ら
れ
た
作
品
で
あ
る

こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
は
、
主
家
の
盛
事
を
書
き
と
め
な
が

ら
、
そ
こ
に
浸
り
き
れ
な
い
自
身
の
姿
が
自
覚
さ
れ
、
一
人
称
の
叙
法
は
取
ら
な

い
が
、
折
々
の
感
慨
を
認
め
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
平
安
時
代
の
日

記
文
学
に
と
っ
て
、
三
人
称
に
よ
る
自
己
の
客
観
化
は
、
自
我
の
覚
醒
を
促
し
、

我
と
我
が
身
に
つ
い
て
語
る
文
体
の
獲
得
・
実
現
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
姿
勢

で
あ
り
、
一
つ
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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Ⅱ
、
一
人
称
で
叙
述
す
る
作
品

　

次
に
一
人
称
で
叙
述
す
る
作
品
に
言
及
す
る
。
一
人
称
「
我
」
で
始
ま
る
日
記

作
品
が
、
平
安
時
代
で
は
な
く
院
政
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
多
く
書
か
れ
た
こ
と

は
、
久
富
木
原
玲
が
す
で
に
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
源
平
動
乱
の
時
代
を
生
き
た

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
を
例
に
と
り
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
㉒
。

大
き
な
歴
史
の
一
大
転
換
期
に
お
い
て
は
、
個
人
は
そ
れ
に
抗
い
よ
う
も

な
く
洪
水
に
押
し
流
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
生
き
、
そ
し
て
死
ん
で
い
く
。

源
平
の
動
乱
は
こ
う
し
て
個
人
と
い
う
も
の
の
は
か
な
さ
を
人
々
の
心
に

刻
み
つ
け
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
中
で
必
死
に
生
き
た
「
我
」
の
人
生
が

あ
っ
た
こ
と
を
右
京
大
夫
は
自
ら
確
か
め
、
か
つ
「
末
の
世
」
に
も
伝
え

た
い
と
切
望
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

こ
の
久
富
木
原
の
指
摘
を
受
け
て
、
筆
者
は
自
照
性
の
き
わ
め
て
強
い
中
世
の

日
記
文
学
『
と
は
ず
が
た
り
』
が
愛
用
し
た
「
わ
れ
な
が
ら
」
と
い
う
言
辞
の
使

用
例
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
日
記
文
学
に
見
ら
れ
る
自
我
意
識
の
形
成

の
問
題
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
「
わ
れ
な
が
ら
」
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』㉓
に
「
自
分
自
身
の
こ
と

で
あ
る
が
」「
自
分
の
し
た
こ
と
で
あ
る
が
」「
自
分
な
が
ら
」「
わ
が
身
な
が
ら
」

「
わ
れ
か
ら
」
と
あ
り
、
内
省
的
な
意
味
合
い
の
強
い
こ
と
ば
で
あ
る
。
一
般
的

に
は
王
朝
の
日
記
文
学
は
自
照
性
が
強
く
、
中
世
の
作
品
は
記
録
的
で
、
文
学
性

に
乏
し
い
と
さ
れ
て
い
る
㉔
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
言
辞
は
王
朝
の
日
記
文
学
に
散
見

す
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
予
測
に
反
し
て
、「
わ
れ
な
が
ら
」
は
「
わ
れ
」

の
使
用
例
の
検
討
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
よ
う
に
王
朝
の
日
記
文
学
に
は
ま
っ
た

く
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
前
述
の
と
お
り
、
自
己
を
第
三
者
化
し
て
叙
述
す
る
の

が
、
こ
の
時
代
の
日
記
文
学
の
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
「
わ
れ
な
が
ら
」
の
用
例
を
調
査
す
る
と
、『
讃
岐
典
侍
日
記
』

や
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
な
ど
院
政
期
に
か
け
て
書
か
れ
た
日
記
作
品
に
散

見
し
始
め
、
中
世
に
な
る
と
次
第
に
増
え
、
そ
し
て
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
は
24

例
と
い
う
、
き
わ
め
て
高
い
数
値
を
示
す
よ
う
に
な
る
㉕
。

　

和
歌
の
世
界
で
は
十
一
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
『
拾
遺
集
』
に
初
例
が
あ
る
が
、

中
古
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
㉖
。『
千
載
集
』、『
新
古
今
集
』
に
２
首

ず
つ
見
受
け
ら
れ
、
十
二
世
紀
後
半
か
ら
中
世
に
か
け
て
盛
ん
に
使
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
日
記
文
学
の
使
用
例
と
同
じ
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
「
わ
れ
な
が
ら
」
の
用
例
は
、
森
留
美
子
に
よ
る
と
『
源
氏
物
語
』
を
始
め
と

す
る
物
語
の
中
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
㉗
。
具
体
的

に
『
源
氏
物
語
』
に
は
18
例
の
使
用
例
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
例
を
紹
介
し
よ

う
。①　

あ
や
し
の
心
や
、
と
わ
れ
な
が
ら
お
ぼ
さ
る
。

（
葵　

三
三
二
頁　

14
行　

源
氏
の
心
境　

草
子
地
）

②　

面
痩
せ
給
へ
る
か
げ
の
、
我
な
が
ら
い
と
あ
て
に
き
よ
ら
な
れ
ば

（
須
磨　

一
三
頁　

１
行　

源
氏
の
感
想　

草
子
地
）

③　

ま
こ
と
や
、
わ
れ
な
が
ら
心
よ
り
ほ
か
な
る
猶
ざ
り
ご
と
に
て
、
う
と
ま
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れ
た
て
ま
つ
り
し
ふ
し
を
思
出
さ
へ
胸
い
た
き
に
、

（
明
石　

七
八
頁　

14
行　

源
氏
の
手
紙
）

④　

わ
れ
な
が
ら
う
と
ま
し
け
れ

（
澪
標　

一
〇
五
頁　

３
行　

紫
の
上
が
源
氏
に
語
る
言
葉
）

　
『
源
氏
物
語
』
の
「
わ
れ
な
が
ら
」
の
用
例
を
検
討
す
る
と
、
①
②
の
様
に
語

り
手
が
登
場
人
物
で
あ
る
光
源
氏
に
成
り
代
わ
っ
て
自
分
の
気
持
ち
を
物
語
る
草

子
地
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
し
て
③
の
用
例
の
よ
う
に
、

登
場
人
物
が
手
紙
の
中
で
自
己
の
心
情
を
述
べ
た
り
、
④
例
の
よ
う
に
紫
の
上
が

源
氏
相
手
に
自
己
の
心
情
を
語
る
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と

も
判
明
す
る
。

　

森
が
指
摘
す
る
よ
う
に
中
世
の
日
記
文
学
、
特
に
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
『
源

氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
、
こ
の
自
照
表
現
を
作
品
に
取
り
込
ん
だ

も
の
で
あ
ろ
う
㉘
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
語
り
手
が
登
場
人
物
に
成
り
代
わ
っ

て
そ
の
人
自
身
の
心
情
を
省
み
る
叙
法
は
、
日
記
作
者
が
自
己
を
三
人
称
化
し
て

そ
の
内
面
に
迫
っ
て
い
く
方
法
と
、
ベ
ク
ト
ル
は
ち
ょ
う
ど
正
反
対
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
叙
述
方
法
の
行
く
先
は
い
ず
れ
も
内
省
の
深
化
と
い
う
点
で
一
致
し
て

お
り
、
自
分
の
半
生
を
書
く
う
ち
に
個
と
し
て
の
自
我
に
目
覚
め
て
い
っ
た
日
記

作
者
が
、『
物
語
』
の
叙
述
方
法
で
次
第
に
確
立
さ
れ
た
「
わ
れ
な
が
ら
」
の
叙

法
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
源
氏
物
語
』の
用
法
自
体
、

始
め
は
語
り
手
が
草
子
地
で
登
場
人
物
の
心
境
を
思
い
や
り
、
つ
い
で
登
場
人
物

の
心
内
語
や
さ
ら
に
は
手
紙
の
中
で
用
い
ら
れ
、
最
後
に
会
話
の
中
で
自
ら
を
省

み
な
が
ら
心
情
を
述
べ
、
登
場
人
物
自
身
の
内
省
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
巻
の
成
立
に
は
諸
説
が
あ
る
の
で
、
現
行
の
巻
の
配
列
か
ら
単

純
に
「
わ
れ
な
が
ら
」
の
使
用
の
広
が
り
と
深
化
を
推
測
す
る
の
は
性
急
で
あ
る

に
し
て
も
、
始
め
に
語
り
手
が
草
子
地
で
使
用
す
る
と
い
う
第
三
者
の
視
点
を
通

し
て
の
叙
述
が
あ
り
、
そ
の
後
に
手
紙
や
心
内
語
と
し
て
使
用
さ
れ
、
さ
ら
に
自

分
自
身
の
内
面
を
省
み
心
情
を
述
べ
る
と
い
う
順
序
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注

意
を
払
い
た
い
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
伴
い
多
様
化
し
て
い
く
叙
述
の
場
面
や

用
例
数
の
増
加
が
示
し
て
い
る
意
味
は
な
い
が
し
ろ
に
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
て
「
わ
れ
な
が
ら
」
は
院
政
期
以
後
一
般
化
さ
れ
、
自
分
自
身
が
自
ら

の
内
面
を
語
る
場
面
で
次
第
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
我
と
我
が
身
を
振
り
返
る
こ
の
語
句
は
、
時
代
の
流
れ
が
大
き
く
渦
巻
い
た

中
世
と
い
う
時
代
に
生
き
る
人
々
の
心
を
捉
え
、
ま
た
こ
の
時
代
の
人
々
の
心
を

映
す
時
代
の
言
葉
に
な
っ
た
こ
と
も
用
例
の
調
査
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
㉙
。

　

中
世
と
い
う
変
革
期
は
、
個
の
自
覚
を
促
し
た
時
代
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味

で
一
人
称
の
語
り
は
、
歴
史
や
社
会
と
い
う
荒
波
に
飲
み
尽
く
さ
れ
そ
う
に
な
っ

た
個
人
が
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思
い
か
ら
、〈
か
く
生
き
た
〉
と
い
う
生
の
証
し

を
書
き
留
め
よ
う
と
し
て
、
実
現
し
た
叙
述
の
方
法
と
い
い
う
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

─ 284 ─



（32）

聖学院大学論叢　第21巻　第２号
　
　

三　

愛
す
る
者
の
喪
失
と
自
我
意
識
の
形
成　

た
め
し
た
ぐ
ひ
も
知
ら
ぬ
憂
き
こ
と

　
　
（『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』）
─
特
異
性
・
孤
絶
の
主
張

　

今
ま
で
、
一
人
称
の
叙
述
方
法
に
焦
点
を
あ
て
て
、
作
者
の
自
我
意
識
の
形
成

に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
今
度
は
日
記
文
学
の
内
容
、
テ
ー
マ
か
ら
、
そ
の
点
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

日
記
文
学
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
父
母
の
死
・
夫
や
恋
人
と
の
死
別
な

ど
、
愛
す
る
も
の
を
失
う
体
験
、
喪
失
の
悲
し
み
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
た
だ
、
あ

は
れ
に
も
、
悲
し
く
も
、
何
と
な
く
忘
れ
が
た
く
覚
ゆ
る
こ
と
ど
も
」
を
、
心
に

ふ
と
覚
え
た
ま
ま
、
そ
の
折
々
に
書
き
留
め
た
と
い
う『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

も
そ
の
例
に
漏
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
源
平
の
合
戦
で
命
を
奪
わ
れ
た
恋
人
平
資

盛
を
偲
ん
で
、
そ
の
追
憶
に
生
き
る
自
分
の
半
生
を
歌
日
記
の
形
で
残
し
た
作
品

で
あ
る
。
作
者
は
そ
の
中
で
、自
ら
の
喪
失
の
体
験
を
繰
り
返
し
、繰
り
返
し
、「
た

め
し
類
も
知
ら
ぬ
」
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

　

・
さ
す
が
心
あ
る
限
り
、
こ
の
あ
は
れ
を
言
ひ
思
は
ぬ
人
は
な
け
れ
ど
、
か
つ

見
る
人
々
も
、
わ
が
心
の
友
は
誰
か
は
あ
ら
む
と
覚
え
し
か
ば
、
人
に
も
物

も
言
は
れ
ず
…
…
様
変
ふ
る
こ
と
だ
に
も
身
を
思
ふ
や
う
に
心
に
任
せ
で
、

ひ
と
り
走
り
出
で
な
ど
、
は
た
え
せ
ぬ
ま
ま
に
、
さ
て
あ
ら
る
る
が
、
か
へ

す
が
へ
す
心
憂
く
て
、

　
　
　
　

ま
た
た
め
し
た
ぐ
ひ
も
知
ら
ぬ
憂
き
こ
と
を
見
て
も
さ
て
あ
る
身
ぞ
う

と
ま
し
き 

（
二
〇
五
番
歌
）

　

・
な
べ
て
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
か
な
し
と
は
か
か
る
夢
見
ぬ
人
や
い
ひ
け
む

 
 

 

（
二
二
三
番
歌
）

　

・
か
な
し
と
も
ま
た
あ
は
れ
と
も
世
の
常
に
い
ふ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ば
こ
そ
あ

ら
め 

 

（
二
二
四
番
歌
）

　

・
た
め
し
な
き
か
か
る
別
れ
に
な
ほ
と
ま
る
面
影
ば
か
り
身
に
添
ふ
ぞ
憂
き

 
 

 

（
二
二
五
番
歌
）

　

・
定
め
な
き
世
と
は
い
へ
ど
も
か
く
ば
か
り
憂
き
た
め
し
こ
そ
ま
た
な
か
り
け

れ 
 

（
二
三
九
番
歌
）

　

ま
ず
二
〇
五
番
歌
の
詞
書
で
は
、
都
落
ち
を
し
た
平
家
一
門
の
こ
と
を
思
い
、

心
あ
る
人
は
こ
の
悲
し
い
出
来
事
を
思
わ
な
い
人
は
い
な
い
が
と
断
り
な
が
ら
も
、

傍
線
部
で
は
「
い
つ
も
会
う
親
し
い
人
々
で
も
自
分
の
気
持
ち
を
真
に
理
解
し
て

く
れ
る
心
の
友
は
誰
が
い
よ
う
か
と
思
わ
れ
、
心
を
割
っ
て
話
す
こ
と
が
で
き
な

い
」
様
子
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
の
辛
さ
を
「
た
め
し
た
ぐ
ひ
も
知
ら
ぬ

憂
き
こ
と
」
と
例
の
な
い
こ
と
だ
と
表
現
し
な
が
ら
、
か
く
ま
で
特
異
で
孤
絶
の

辛
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
も
な
お
生
き
延
び
て
い
る
わ
が
身
を
「
う
と
ま
し
き
」
と

詠
じ
て
い
る
。
次
の
二
二
三
・
二
二
四
歌
は
、
と
も
に
資
盛
の
死
が
現
実
に
な
っ

た
時
の
詠
歌
で
あ
る
が
、
二
二
三
歌
で
は
作
者
は
、
自
分
の
悲
し
み
と
世
間
の
人

の
無
常
と
を
区
別
し
て
、「
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
か
な
し
」
と
い
う
人
は
、「
か

か
る
夢
見
ぬ
人
」
と
言
い
切
り
、
自
分
の
悲
し
み
の
類
な
さ
を
強
調
す
る
。
続
い
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て
の
二
二
四
歌
で
も
、
作
者
の
悲
し
み
を
思
い
や
っ
て
言
葉
を
か
け
て
く
れ
た
人

に
対
し
て
も
「
な
べ
て
の
こ
と
の
や
う
に
覚
え
て
」
と
、
通
り
一
遍
の
弔
問
と
し

か
考
え
ら
れ
ず
、「
世
の
常
に
い
ふ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と
世
間

一
般
の
悲
し
さ
や
哀
れ
さ
と
、
自
分
の
場
合
は
違
う
と
、
反
発
心
を
抱
か
ず
に
い

ら
れ
な
い
。一
方
二
二
五
番
歌
の
詞
書
に
は
、平
家
一
門
の
人
と
契
り
を
交
し
、「
同

じ
ゆ
か
り
の
夢
見
る
人
は
、
…
多
く
こ
そ
な
れ
ど
」
と
記
し
、
理
性
で
は
「
自
分

と
同
じ
悲
し
い
夢
を
見
る
人
は
大
勢
い
る
で
あ
ろ
う
が
」
と
、
自
分
と
同
じ
辛
い

体
験
を
し
て
い
る
女
性
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
自
分
の
哀
し
み
に
直
面

す
る
と
、
そ
れ
は
「
例
な
く
の
み
覚
ゆ
」
と
感
じ
ら
れ
、「
か
く
憂
き
こ
と
は
い

つ
か
は
あ
り
け
る
」
と
言
わ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

　

自
分
は
他
者
と
は
異
な
る
特
異
な
体
験
を
し
た
と
い
う
自
覚
や
、
自
分
の
悲
し

み
は
他
者
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
だ
と
い
う
意
識
は
、当
然
一
人
称
で
あ
る「
わ

れ
」
の
強
調
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
作
の
第
一
番
歌
は
必
ず
し
も
集
の

最
初
に
詠
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
作
品
が
か
な
り
ま
と
め
ら
れ
て
か
ら
詠
ま
れ
、

序
と
し
て
据
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

　
　

我
な
ら
で
誰
か
あ
は
れ
と
水
茎
の
跡
も
し
末
の
世
に
残
る
と
も　
（
一
番
歌
）

と
「
自
分
の
詠
歌
が
も
し
も
後
世
ま
で
残
っ
た
と
し
て
も
〈
私
〉
以
外
の
誰
が
こ

の
集
を
し
み
じ
み
と
見
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
歌
い
、
作
品
全
体
が
「
わ
れ
」

の
忘
れ
が
た
い
折
々
の
詠
草
を
集
め
た
集
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
㉚
。

　

右
京
大
夫
は
自
分
が
味
わ
っ
て
い
る
悲
嘆
の
重
さ
に
、「
な
く
な
り
な
ば
や
」「
こ

の
世
の
ほ
か
に
な
り
も
し
な
ば
や
」（
二
〇
九
番
詞
書
・
歌
）
と
繰
り
返
し
死
を

望
み
、
己
の
悲
し
く
つ
ら
い
出
来
事
を
忘
れ
た
い
と
願
う
が
そ
れ
も
か
な
わ
な
い

（
二
二
六
番
歌
）。
反
面
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
悲
し
く
あ
り
（
二
二
七
番
歌
）、

か
く
ま
で
も
悲
し
み
な
が
ら
な
お
生
き
な
が
ら
え
る
自
分
自
身
の
命
も
つ
ら
く
思

う
（
二
一
〇
番
、
二
三
〇
番
歌
）。
そ
し
て
次
に
引
く
二
四
三
番
歌
で
は
、
悲
痛

に
堪
え
か
ね
て
自
ら
死
を
望
む
わ
が
身
を
「
我
な
が
ら
か
な
し
け
る
」
と
詠
う
。

悲
し
み
の
淵
に
立
た
さ
れ
て
、
嘆
き
に
堪
え
か
ね
て
い
る
わ
が
心
を
我
な
が
ら
い

と
お
し
む
一
首
で
あ
り
、
本
作
で
使
用
さ
れ
た
唯
一
の
「
我
な
が
ら
」
の
用
例
で

あ
る
。

　

・　
　

何
事
に
つ
け
て
も
、世
に
た
だ
、な
く
も
や
な
ら
ば
や
と
の
み
覚
え
て
、

嘆
き
わ
び
わ
が
な
か
ら
ま
し
と
思
ふ
ま
で
の
身
ぞ
我
な
が
ら
か
な
し
か
り
け

る （
二
四
三
番
歌
）

問
ふ
に
つ
ら
さ
（『
と
は
ず
が
た
り
』）
─
い
た
わ
り
で
癒
さ
れ
な
い
心
情

　
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
か
ら
お
よ
そ
七
十
年
以
上
を
隔
て
て
成
立
し
た
『
と

は
ず
が
た
り
』
は
、
は
っ
き
り
し
た
自
我
意
識
の
下
に
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
。

作
者
後
深
草
院
二
条
は
、
冒
頭
で
「
わ
れ
」
の
語
を
用
い
て
こ
れ
か
ら
執
筆
す
る

内
容
が
わ
が
人
生
を
辿
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
引
き
続
い
て
語
る
後
深

草
院
か
ら
寵
愛
を
得
る
場
面
で
は
、
そ
の
折
の
自
分
の
心
情
を
見
つ
め
分
析
し
て

「
わ
れ
な
が
ら
」
の
語
を
用
い
て
い
る
㉛
。
極
め
て
自
我
意
識
の
強
い
作
品
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
本
作
の
自
我
意
識
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
手
法
は
、
先
行
す
る
日
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記
作
品
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
手
法
に
よ
っ
て
、
作
品
を
書
き
始
め
る
以
前
に
、

形
成
さ
れ
、
獲
得
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
こ
の
作
品
も
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
の
辛

い
悲
し
い
心
情
を
人
か
ら
問
わ
れ
慰
め
ら
れ
る
と
、
悲
し
み
が
癒
さ
れ
る
ど
こ
ろ

か
ま
す
ま
す
募
る
と
訴
え
、
そ
の
心
情
を
「
問
ふ
に
つ
ら
さ
」
と
表
現
し
て
い
る

の
で
、そ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。『
と
は
ず
が
た
り
』に
お
い
て「
問

ふ
に
つ
ら
さ
」
は
作
品
の
構
想
の
上
で
重
要
な
場
面
に
絞
り
限
定
的
に
４
例
の
み

使
用
さ
れ
て
い
る
㉜
。
二
条
も
他
者
の
慰
め
や
い
た
わ
り
で
は
容
易
に
癒
さ
れ
な

い
悲
し
み
を
生
涯
抱
き
続
け
た
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
父
の
臨
終
正
念
を
乱
し

（「
問
ふ
に
つ
ら
さ
」
の
初
例
）、寵
愛
を
賜
っ
た
上
皇
の
真
情
を
測
り
か
ね
て
（
第

二
例
）、
当
時
の
貴
族
女
性
と
し
て
は
類
例
の
な
い
大
規
模
な
諸
国
行
脚
の
旅
に

出
る
。
二
条
は
自
分
の
う
ち
の
「
問
ふ
に
つ
ら
さ
」
を
「
心
の
闇
」
と
呼
ん
で
い

る
が
、
そ
れ
だ
け
の
旅
を
せ
ず
に
は
、
自
身
の
重
荷
を
下
ろ
し
、
心
の
闇
を
晴
ら

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
作
者
の
「
問
ふ
に
つ
ら
さ
」
が
そ
の
生
涯
に
及
ぼ
し
た
影
響
や
、

人
に
い
た
わ
ら
れ
る
と
悲
し
み
の
募
る
「
問
ふ
に
つ
ら
さ
」
の
心
境
か
ら
、
人
に

尋
ね
ら
れ
な
い
の
に
語
り
だ
す
と
い
う
「
問
は
ず
語
り
」
の
心
境
へ
の
変
化
が
ど

の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
か
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
述
し
た
の
で
、
そ

れ
を
参
看
さ
れ
た
い
㉝
。

　
　

四　

共
感
へ
の
希
求

　

他
者
の
同
情
や
慰
め
を
強
く
拒
ん
で
き
た
建
礼
門
院
右
京
大
夫
と
後
深
草
院
二

条
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
心
に
大
き
な
変
化
が
兆
し
た
と
き
、
二
人

は
、
自
己
の
類
ま
れ
な
人
生
と
達
し
え
た
境
地
を
誰
か
に
語
り
た
い
、
聴
い
て
ほ

し
い
と
い
う
希
求
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
両
作
品
か
ら
そ
の
場
面
を
引
用
し
て
お

こ
う
。

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
か
ら

　

・
わ
が
思
ふ
心
に
似
た
る
友
も
が
な
そ
よ
や
と
だ
に
も
語
り
合
は
せ
む

（
三
二
六
番
歌
）

『
と
は
ず
が
た
り
』
か
ら

　

・
例
の
宵
暁
の
垢
離
の
水
を
前
方
便
に
な
ず
ら
へ
て
、
那
智
の
御
山
に
て
こ
の

経
を
書
く
。
九
月
の
二
十
日
あ
ま
り
の
事
な
れ
ば
、
峰
の
嵐
も
や
や
激
し
く
、

滝
の
音
も
涙
あ
ら
そ
ふ
心
地
し
て
、
あ
は
れ
を
尽
く
し
た
る
に
、

　
　
　
　

物
思
ふ
袖
の
涙
を
い
く
し
ほ
と
せ
め
て
は
よ
そ
に
人
の
問
へ
か
し

（
巻
五
、四
〇
一
～
四
〇
二
頁
）

右
京
大
夫
は
、
自
分
と
似
た
心
の
友
を
希
求
し
、
昔
の
こ
と
を
懐
か
し
ん
で
「
そ

れ
そ
れ
」
と
い
う
程
度
で
も
語
り
合
い
た
い
と
願
い
、
二
条
の
方
も
物
思
い
の
為

に
流
し
た
自
分
の
紅
の
涙
の
袖
を
、
幾
度
染
め
上
げ
る
と
そ
の
よ
う
に
色
が
濃
い
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の
か
と
、
せ
め
て
よ
そ
な
が
ら
で
も
誰
か
に
尋
ね
て
ほ
し
い
、
と
詠
じ
て
い
る
。

　

彼
ら
の
心
の
変
化
は
、
ど
う
し
て
兆
し
た
の
か
。

　
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
で
は
、
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
た
作
者
は
つ
ら
い
思

い
出
を
残
す
京
を
後
に
し
て
比
叡
坂
本
に
下
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
女
に
ひ

と
つ
の
転
機
が
訪
れ
る
。
自
然
の
中
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
暮
ら
す
う
ち
に
、「
星
の

夜
の
深
き
あ
は
れ
」
を
は
じ
め
て
知
る
（
二
五
二
番
歌
）。
久
保
田
淳
は
、
こ
の

場
面
を
「
人
の
心
を
悠
久
の
か
な
た
へ
と
誘
う
星
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
、
作
者
の

資
盛
追
慕
の
悲
し
み
が
こ
の
瞬
間
は
途
切
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
評
し
て
い

る
㉞
。
こ
の
あ
と
作
者
は
自
然
の
景
物
に
思
い
を
馳
せ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
中

で
資
盛
の
思
い
出
に
浸
る
が
、
そ
れ
以
前
の
他
者
を
寄
せ
付
け
な
い
よ
う
な
激
し

い
慟
哭
は
次
第
に
収
ま
っ
て
い
く
。

　
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
そ
の
経
緯
を
詳
述
す
る
紙
幅
が
な

い
の
で
、
結
論
の
み
を
紹
介
す
る
と
、
作
者
は
諸
国
行
脚
の
旅
の
中
で
父
の
菩
提

を
弔
う
た
め
に
五
部
大
乗
経
の
書
写
供
養
を
行
う
。
一
方
後
深
草
院
と
は
石
清
水

八
幡
で
再
会
を
果
た
し
、
そ
れ
を
契
機
に
自
己
の
真
情
を
院
に
訴
え
、
院
の
臨
終

に
際
し
て
は
自
ら
の
命
を
引
き
換
え
に
そ
の
回
復
を
神
に
祈
る
に
至
る
。
そ
の
二

条
の
祈
り
は
か
な
わ
ず
、
院
は
崩
御
し
、
二
条
は
院
と
父
と
の
供
養
の
た
め
に
大

乗
経
書
写
供
養
を
続
け
、
つ
い
に
熊
野
で
そ
の
宿
願
が
神
に
納
受
さ
れ
た
と
確
信

す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。「
問
ふ
に
つ
ら
さ
」
か
ら
「
問
は
ず
語
り
」
へ
の
心
境

の
変
化
は
、
こ
こ
に
兆
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

右
京
大
夫
と
後
深
草
院
二
条
、
い
や
『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
も
、『
更
級
日
記
』

の
作
者
も
、
皆
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
物
詣
や
諸
国
行
脚
の
旅
に
出
か
け
て
い
る

と
い
う
経
験
で
あ
る
。
作
品
に
よ
っ
て
は
神
仏
に
よ
る
託
宣
や
夢
想
も
書
か
れ
て

い
る
が
、
む
し
ろ
彼
ら
は
日
常
生
活
か
ら
離
れ
、
自
然
の
中
で
自
己
が
開
放
さ
れ
、

心
が
癒
さ
れ
て
い
く
様
子
を
叙
し
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
彼
ら

は
自
ら
の
人
生
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
実
現
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
右
京
大
夫
は
、
他
な
ら
ぬ
孤
絶
し
た
わ
が
人
生
を
、
二
条
は
「
問
ふ
に
つ
ら

さ
」
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
つ
ら
い
悲
し
い
「
た
ぐ
い
な
き
」
出
来
事
を
、
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
受
け
止
め
、
受
け
入
れ
、
ま
さ
に
自
ら
の
人
生
そ
の
も
の
を
生
き
直
し
、

捉
え
返
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。『
と
は
ず
が
た
り
』
は
、
ま
さ
に
自
ら

の
「
問
ふ
に
つ
ら
さ
」
を
克
服
し
て
「
問
は
ず
語
り
」
に
い
た
る
人
生
の
軌
跡
を

主
題
に
据
え
た
が
、
日
記
文
学
は
い
ず
れ
も
、
人
か
ら
問
わ
れ
ず
と
も
語
ら
ず
に

い
ら
れ
な
い
内
発
的
な
語
り
へ
と
昇
華
し
て
い
く
過
程
が
、
作
品
に
書
き
留
め
残

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

お
わ
り
に

　

以
上
の
考
察
、
日
本
古
典
の
日
記
文
学
に
お
け
る
「
わ
れ
」
と
「
わ
れ
な
が
ら
」

の
使
用
例
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
基
に
、
自
己
の
半
生
を
叙

述
す
る
と
い
う
行
為
の
う
ち
に
内
包
す
る
自
他
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お

き
た
い
。

　

中
古
女
流
日
記
は
、
女
性
に
仮
託
す
る
と
い
う
仕
方
で
仮
名
日
記
を
創
始
し
た

『
土
左
日
記
』
の
叙
述
方
法
に
学
ん
で
自
己
を
三
人
称
化
し
、
書
く
自
分
と
書
か

れ
る
自
己
の
区
別
を
図
り
、
自
己
を
見
つ
め
る
眼
差
し
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
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基
本
的
に
は
「
わ
れ
」
と
い
う
自
称
表
現
を
使
用
せ
ず
に
、
自
分
の
生
涯
を
叙
す

る
作
品
が
多
い
。
だ
が
作
品
の
中
に
は
、
自
分
の
体
験
を
書
き
進
め
る
う
ち
に
自

我
意
識
が
芽
生
え
、
第
三
者
と
し
て
で
は
な
く
「
わ
れ
」
の
思
い
出
と
し
て
日
記

を
書
き
残
し
た
い
と
い
う
意
識
が
表
れ
、
自
己
表
現
が
進
展
し
て
い
っ
た
も
の
が

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
は
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
更
級
日
記
』
に
顕
著
に
現

れ
て
い
る
。
自
照
性
・
自
我
意
識
の
形
成
に
、
第
三
者
の
視
点
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
先
行
文
学
に
よ
っ
て
す
で
に
自
照
表
現
を
獲
得
し
、
自
我
意
識
の
強
い
院

政
期
な
ら
び
に
中
世
の
日
記
文
学
、
特
に
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
や
『
と
は

ず
が
た
り
』
に
お
い
て
は
、
当
初
他
者
と
異
な
る
自
己
の
人
生
の
特
異
性
を
強
調

す
る
。
し
か
し
作
品
を
書
く
こ
と
に
よ
り
自
己
の
人
生
を
受
け
止
め
、
ま
た
生
き

直
す
こ
と
の
で
き
た
作
者
た
ち
は
、
自
分
の
半
生
を
他
者
に
語
り
、
理
解
を
求
め

る
思
い
が
芽
生
え
、そ
の
こ
と
を
自
覚
的
に
記
し
て
い
る
。
今
回
取
り
上
げ
た『
建

礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
と
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
そ
の
特
徴
は
著
し
く
、
他
者
の

慰
め
や
い
た
わ
り
を
拒
絶
し
、
癒
さ
れ
ぬ
思
い
に
涙
す
る
気
持
ち
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
、
他
者
の
共
感
の
希
求
に
行
き
着
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

と
す
る
と
日
本
の
日
記
文
学
の
自
照
性
は
、
①
他
者
と
の
か
か
わ
り
、
②
物
詣

や
旅
に
よ
る
神
仏
あ
る
い
は
自
然
の
癒
し
、
③
書
く
こ
と
に
よ
る
自
己
実
現
、
と

い
う
三
要
素
を
介
し
て
、
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

最
後
に
古
典
文
学
に
現
れ
た
「
自
我
意
識
」
が
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
的
自
我
」

と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、「
近
代
的
自
我
」
と
は
一
体
何
か
、
古
代
・
中
世

の
人
々
の
自
意
識
と
そ
れ
は
ど
の
点
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
本
研
究
が
そ

れ
を
考
え
る
糸
口
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
稿
を
閉
じ
る
。

【
引
用
テ
キ
ス
ト
】

傍
線
・
傍
点
は
断
り
の
な
い
限
り
筆
者
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
頁
数
、
行
数
も

同
様
で
あ
る
。

・『
土
佐
日
記　

蜻
蛉
日
記
』
菊
地
靖
彦
・
木
村
正
中
・
伊
牟
田
経
久
校
注
・
訳
（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集　

小
学
館　

一
九
九
五
年
）

・『
和
泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級
日
記　

讃
岐
典
侍
日
記
』
藤
岡
忠
美
・

中
野
幸
一
・
犬
飼
廉
・
石
井
文
夫
校
注
・
訳
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

小

学
館　

一
九
九
四
年
）　

・『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集　

と
は
ず
が
た
り
』
久
保
田
淳
校
注
・
訳
（
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集　

小
学
館　

一
九
九
九
年
）

・『
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成　

第
四
巻　

と
は
ず
が
た
り
』
西
沢
正
史
・

標
宮
子
編
著
（
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
〇
年
）

・『
源
氏
物
語
』
柳
井
滋
・
室
井
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・

今
西
祐
一
郎
校
注
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店
）

な
お
「
わ
れ
」
の
用
例
検
索
に
『
平
安
日
記
文
学
総
合
語
彙
索
引
』
西
端
幸
雄
・

木
村
雅
則
・
志
甫
由
紀
恵
編
（
勉
誠
社　

一
九
九
六
年
）
を
使
用
し
た
。
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注①　
『
土
左
日
記
』
の
作
者
は
紀
貫
之
で
あ
る
が
、
女
性
に
仮
託
し
て
執
筆
し
、
女

流
日
記
文
学
の
嚆
矢
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
も
考
察
の
対
象

と
す
る
。

②　
「
日
記
文
学
の
本
質
」『
国
文
学
』
一
九
六
五
年
十
二
月

③　

F
O

L
C

R
O

F
T　

L
IB

R
A

R
Y　

E
D

IT
IO

N

、
一
九
七
八
年

④　

東
京
寶
文
館

　
　

尚
、
モ
ウ
ル
ト
ン
の
著
作
の
全
訳
と
し
て
は
『
文
學
の
近
代
的
研
究
：
文
學
の

理
論
及
び
解
釈
の
序
論
』
本
多
顕
彰
訳　

岩
波
書
店　

一
九
三
二
年
が
あ
る
。

⑤　
『
日
本
文
学
大
辞
典
』
は
、
文
学
作
品
を
四
つ
の
形
態
の
差
別
に
よ
っ
て
抒
情

文
学
、
叙
事
文
学
、
劇
文
学
、
自
照
文
学
と
分
類
し
、
自
照
文
学
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。「
抒
情
文
学
的
な
る
も
の
と
、
叙
事
文
学
的
な
る
も
の
と

が
結
合
し
、
詩
歌
ほ
ど
主
観
的
で
な
く
、
ま
た
小
説
ほ
ど
客
観
的
で
な
く
、
個

性
的
自
我
の
覚
醒
に
基
き
、
静
観
的
精
神
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
文
学
を
自
照
文

学
と
云
ふ
。
日
記
・
随
筆
・
試
論
・
批
評
・
證
論
等
の
文
学
で
、
反
省
す
る
心

の
自
己
反
省
、
即
ち
自
照
的
心
境
を
開
拓
し
、
観
照
的
観
念
的
特
性
を
持
つ
。

体
験
と
思
索
と
に
よ
っ
て
現
実
を
諦
観
せ
る
文
学
で
あ
り
、
素
材
は
経
験
的
現

実
的
な
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。

　
　
　

ま
た
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館　

一
九
七
四
年
）
で
は
「
自
照
の
精

神
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
文
学
。
自
己
の
体
験
的
な
素
材
と
思
索
と
に
よ
っ
て
現

実
を
静
観
す
る
文
学
で
、
観
照
的
・
批
評
的
傾
向
が
強
く
、
主
と
し
て
中
古
・

中
世
の
日
記
、
随
筆
の
類
を
い
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑥　
「
日
記
文
学
に
お
け
る
事
実
と
虚
構
」『
文
学
・
語
学
』
一
九
六
八
年
九
月

⑦　
『
中
世
女
流
日
記
文
学
論
考
』（
和
泉
書
院　

一
九
八
七
年
）、
第
一
章
「
自
照

文
学
」
と
し
て
の
「
日
記
文
学
」

⑧　

筆
者
が
そ
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
行
っ
た
背
景
に
は
、
近
代
キ
リ
ス
ト
教
社
会

で
言
及
さ
れ
た
「R

eflection

」
と
、
日
本
日
記
文
学
の
文
学
性
の
指
標
の
一

つ
で
あ
る
「
自
照
文
学
」
あ
る
い
は
「
自
照
性
」
と
い
う
概
念
が
、
果
た
し
て

同
質
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
、
古
代

中
世
の
人
間
の
自
意
識
と
近
代
的
自
我
と
の
間
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
か
否
か

と
い
う
、
問
題
意
識
に
迫
る
手
が
か
り
に
な
り
は
し
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
良
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
根
ざ
し
た
西
欧
社
会

に
あ
っ
て
は
、
個
の
意
識
の
確
立
は
、
神
の
前
に
立
つ
人
間
と
し
て
存
在
の
あ

り
方
が
問
わ
れ
、
自
我
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
、
一
方
絶
対
他
者
を
持
た

な
い
日
本
人
に
同
じ
よ
う
な
個
の
自
覚
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
突
き
つ

け
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
本
稿
は
そ
の
問
題
意
識
に
た
ど
り
着
く
前
段
階
の
調
査

報
告
に
終
始
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
な
が
ら
、

日
本
の
し
か
も
古
い
時
代
の
人
間
の
自
我
意
識
の
形
成
が
い
か
に
な
さ
れ
た
の

か
、
中
古
・
中
世
の
日
記
文
学
の
中
に
お
け
る
「
わ
れ
」
の
用
法
の
特
徴
を
考

察
し
て
い
き
た
い
。

⑨　
「
日
記
紀
行
文
学
の
諸
相
」　

一
五
八
頁　
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史　

第
五
巻
』

所
収　
（
岩
波
書
店　

一
九
九
五
年
）

⑩　
『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
所
有
を
示
す
「
わ
が
」
の
用
例
は
17
例
あ
り
、
そ
の

う
ち
７
例
が
式
部
自
身
の
立
場
か
ら
用
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
語
は
「
自
分
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の
、
そ
の
人
自
身
の
」
の
意
で
使
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
、
今
回
の
考

察
対
象
か
ら
は
は
ず
し
た
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

⑪　

前
掲
注
⑨
久
富
木
原
論
文　

一
五
九
頁

⑫　
『
増
補
史
料
大
成
』
所
収
（
臨
川
書
店
）

⑬　
『
増
補
史
料
大
成
』
所
収
（
臨
川
書
店
）

⑭　
『
増
補
史
料
大
成
』
所
収
（
臨
川
書
店
）

⑮　

稲
村
栄
一
『
訓
注　

明
月
記
』
第
一
巻
（
松
江
今
井
書
店
）

⑯　
『
土
左
日
記
』
１
例
（
会
話　

童
）、『
蜻
蛉
日
記
』
２
例
（
会
話　

道
綱
・
童

装
束
す
る
も
の
）、和
歌
１
例
（
道
綱
）、『
和
泉
式
部
日
記
』
１
例
（
会
話　

宮
）、

『
紫
式
部
日
記
』
３
例
（
会
話　

２
例
道
長
、
１
例
北
の
方
）、『
更
級
日
記
』

１
例
会
話
（
親
）、
１
例
和
歌
（
父
の
代
詠
）

⑰　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
土
佐
日
記　

蜻
蛉
日
記
』
解
説　

六
七
頁

⑱　

前
掲
注
⑰
書　

四
四
頁　

頭
注

⑲　

犬
飼
廉　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
泉
式
部
日
記　

紫
式
部
日
記　

更
級

日
記　

讃
岐
典
侍
日
記
』
の
本
文
区
分
に
従
っ
た
。

⑳　

注
⑲
の
犬
養
廉
に
よ
る
文
章
構
成
を
『
平
安
日
記
文
学
総
合
語
彙
索
引
』
の
行

数
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
、
上
洛
の
旅
（
一
～

三
五
二
行
）、二
、家
居
の
記（
三
五
三
～
九
七
〇
行
）、三
、宮
仕
え
の
記（
九
七
一

～
一
三
一
二
行
）、
四
、
物
詣
で
の
記
（
一
三
一
二
～
一
六
四
二
行
）、
五
、
晩

年
の
記
（
一
六
四
三
～
一
七
八
〇
行
）　

㉑　
『
蜻
蛉
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
。

㉒　

前
掲
注
⑨
久
富
木
原
論
文　

一
六
一
～
一
六
二
頁

㉓　

第
一
版
（
一
九
七
二
年
）、
第
二
版
（
二
〇
〇
二
年
）
と
も
に
。（
小
学
館
）

㉔　

永
積
安
明
『
中
世
文
学
の
展
望
』（
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
五
六
年
）、
松
本

寧
至
『
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
』（
明
治
書
院　

一
九
八
三
年
）
な
ど
。

㉕　

拙
著『
と
は
ず
が
た
り
の
表
現
と
心　
「
問
ふ
に
つ
ら
さ
」か
ら「
問
は
ず
語
り
」

へ
』（
聖
学
院
大
学
研
究
叢
書
７　

聖
学
院
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
八
年
）
か

ら
「
わ
れ
な
が
ら
」
の
使
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。
平
安
時
代
の
日
記
文
学
（
用

例
な
し
）、『
讃
岐
典
侍
日
記
』
１
例
、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
１
例
（
和
歌
）、

『
う
た
た
ね
』
２
例
、『
た
ま
き
は
る
』
２
例
、『
源
家
長
日
記
』
１
例
、『
無
名

草
子
』
３
例
、『
と
は
ず
が
た
り
』
24
例
（
内
１
例
は
会
話
文
）、
そ
の
内
訳
は

巻
一
６
例
、
巻
二
４
例
、
巻
三
６
例
（
内
１
例
は
会
話
文
）、
巻
四
４
例
、
巻

五
４
例
、『
中
務
内
侍
日
記
』
６
例
で
あ
る
。

㉖　
『
新
編
国
歌
大
観
』
で
検
索
す
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The Formation of Self-Consciousness in the Diary Literature of 

the Heian and Medieval Epochs

 Miyako SHIMEGI

 In this paper, in order to confirm the relationship between the ego and the other, I checked the 

words of self-expression, “Ware”( I ) and “Ware-nagara” (even I), featured in Diary Literature which 

is autobiographical. In the four diary works of the Heian Epoch there aren’t many examples of “Ware”, 

the word indicating oneself, and there are no examples of “Ware-nagara”, the word meaning the spirit 

of self-reflection. Moreover, uses of the word “Ware” in works of the Heian Epoch differ remarkably.

 On the other hand, in medieval epochs, self-consciousness arose and uses of “Ware” and “Ware-

nagara” increased. This means that, in the diary works of the medieval epoch, each author 

emphasized the unique character of his or her life. The authors reject the other but, in writing diary 

literature, they reconsider their lives and seek sympathy by narrating their lives to others.

Key words:   self-consciousness, self-expression, self-reflection, Ware” ( I )and “Ware-nagara” (even I), diary 
literature, autobiography, unique character
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