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か
い
ま
見
は
古
代
的
な
物
語
の
方
法
と
し
て
常
套
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ぱ
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
、
光
源
氏
が
北
山
で
若
紫
を
発
見

し
た
と
き
、

あ
は
れ
な
る
人
を
見
つ
る
か
た
、

か
上
る
、
あ
り
き
を
の
み
し
て
、

り
げ
り
。

か
二
れ
ぱ
、
此
（
の
）
す
き
も
の
ど
も
は
、

よ
く
、
さ
る
ま
じ
き
人
を
も
見
つ
く
る
な

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
的
世
界
の
日
常
に
お
い
て
、
男
が
女
を
か
い
ま

見
に
よ
っ
て
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
一
つ
の
物
語
を
彩
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
か
い
ま
見
が
主
要
な
話

素
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時

の
風
俗
・
習
慣
な
ど
か
ら
み
て
、
女
が
男
に
と
っ
て
隠
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た

故
に
、
男
と
女
の
出
会
い
が
、
か
い
ま
見
を
契
機
と
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
媒

介
と
し
て
必
然
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
物
語
に
お
い
て
は
さ
ら
に
一
種
の

禁
忌
性
を
孕
み
な
が
ら
女
が
か
い
ま
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
か
い
ま
見
の
構
造
は
ど
う
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
か
い
ま
見
は
物
語
に
と
っ
て
、
単
た
る
杜
会
的
背
景
の
問
題
に
と
ど
ま
ら

ず
、
よ
り
本
質
的
た
間
題
で
は
た
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
物
語
の
中
で
は
、
か
い
ま
見
に
よ
っ
て
多
く
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
色
好
み

の
物
語
」
が
始
め
ら
れ
て
い
く
が
、
こ
の
よ
う
た
か
い
ま
見
の
あ
り
方
は
、
き

わ
め
て
平
安
朝
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
物
語
に
お
い
て
数

多
く
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
歴
史
的
杜
会
的
事
実
で
あ
る
と

い
う
こ
と
と
は
、
お
の
ず
と
別
間
題
で
あ
ろ
う
。
女
た
ち
は
、
父
親
や
夫
に
ょ

っ
て
う
す
暗
い
寝
殿
の
奥
深
く
で
養
わ
れ
、
他
の
男
た
ち
か
ら
は
隔
絶
さ
れ
た

存
在
で
あ
る
。
果
た
し
て
実
際
に
、
か
い
ま
見
は
男
と
女
の
出
会
い
と
し
て
あ



り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
端
近
」
で
あ
る
こ
と
の
罪
が
物
語
の
中
で

し
ぼ
し
ぼ
言
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
男
に
ょ
っ
て
顔
を
見
ら
れ
る
こ
と
が
い
げ
た
い

の
か
。
物
語
の
女
た
ち
に
と
っ
て
の
か
い
ま
見
に
１
お
け
る
本
質
的
な
禁
忌
と
は

一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
か
い
ま
見
と
は
む
し
ろ
伝
承
と
し
て
語
ら
れ

て
い
く
中
で
真
実
性
の
獲
得
さ
れ
る
、
き
わ
め
て
伝
承
的
な
存
在
で
は
な
か
っ

た
の
か
。
と
す
れ
ぱ
、
本
来
的
な
か
い
ま
見
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
も
、
か
い
ま
見
の
場
面
は
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
、
、
小
説
構
成
上
の
一
手
法
と
し
て
捉
え
た
今
井

源
衛
氏
や
、
見
る
主
体
と
見
ら
れ
る
客
体
と
の
か
か
わ
り
の
変
化
に
お
い
て
論

じ
た
篠
原
義
彦
氏
、
さ
ら
に
は
、
一
っ
の
文
芸
と
し
て
の
成
立
過
程
を
考
察
し

た
林
田
孝
和
氏
の
論
稿
な
ど
、
主
に
文
学
史
的
な
流
れ
の
中
で
の
意
義
づ
げ
が

　
　
　
　
　
０

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
若
紫
巻
の
か
い
ま
見
の
よ
う
に
、
物
語

の
展
開
の
上
で
、
重
要
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
も
少
た
く
な
い
が
、
す

べ
て
の
も
の
を
同
じ
「
か
い
ま
見
」
と
し
て
一
様
に
扱
い
う
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
か
い
ま
見
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
い
う
ま
で
も
た
く
、
見
る
主
体
と
見
ら

れ
る
客
体
の
存
在
が
必
須
の
条
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
見
る
主
体
（
体
現
者
）

の
立
場
に
よ
っ
て
、
か
い
ま
見
自
体
の
物
語
に
お
げ
る
意
味
も
、
描
写
の
さ
れ

方
や
展
開
の
仕
方
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
　
『
古
事
記
』
の

天
之
日
矛
の
伝
承
の
中
の
か
い
ま
見
や
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
若
菜
巻

　
　
　
　
　
か
い
ま
見
と
ゆ
か
り

（
こ
れ
を
か
い
ま
見
と
考
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
か
か
わ
る
が
）
や
竹

河
巻
の
か
い
ま
見
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
体
現
者
が
主
人
公
で
あ

る
か
た
い
か
だ
げ
で
も
物
語
に
お
げ
る
意
味
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、

視
点
の
お
き
方
に
よ
っ
て
、
草
子
地
の
問
題
な
ど
も
絡
ん
で
く
る
が
、
こ
こ
で

は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
『
源
氏
物
語
』
の
か
い
ま
見
の

中
で
も
、
と
り
わ
げ
「
ゆ
か
り
」
と
か
か
わ
っ
て
描
か
れ
る
も
の
に
っ
い
て
考

え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
「
ゆ
か
り
」
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
た
く
、
　
『
源
氏
物
語
』
の
重
要
な
主

題
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
、
ゆ
か
り
で
あ
る
人
物
の
物
語
内
部
へ
の
登
場

に
は
、
作
者
の
相
当
な
配
慮
が
た
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
藤

壷
の
ゆ
か
り
で
あ
る
紫
上
、
そ
し
て
宇
治
の
大
君
・
中
君
・
浮
舟
た
ど
の
登
場

に
際
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
物
た
ち
の
物
語
へ
の
登
場
の
仕
方
を
考
え
て

み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
共
通
点
が
見
出
だ
せ
る
。
そ
れ
は
一
体
何
で
あ

る
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
女
た
ち
が
男
主
人
公
の
か
い
ま
見
を
通
し
て
登
場
さ

せ
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
ゆ
か
り
」
は
か
い
ま
見
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
１
は
偶
然
と
は
い
え
な
い
何
か
が
存
在
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
源
氏
物
語
』
の
方
法
と
し
て
、
か
い
ま
見
と
ゆ
か
り
の

か
か
わ
り
に
っ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
五
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六

　
ま
ず
、
か
い
ま
見
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

こ
と
」
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て

解
』
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

単
な
る
「
見
る

『
伊
勢
物
語
直

源
氏
物
語
に
お
ほ
き
こ
と
ぱ
也
　
目
本
紀
よ
り
出
た
る
　
垣
問
見
書
也
　
か

き
の
ひ
ま
よ
り
の
そ
き
み
る
心
た
り
　
こ
れ
は
の
そ
く
と
は
見
る
へ
か
ら
ず

物
ご
し
な
と
ほ
の
か
に
見
た
る
心
な
り

こ
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
か
い
ま
み
」
と
い
う
語
は
、
古
く
は

『
記
紀
』
の
中
に
見
出
だ
せ
る
。
『
記
紀
』
と
も
に
、
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
の
ウ
ガ
ヤ

フ
キ
ァ
ヘ
ズ
ノ
命
の
出
産
に
ま
っ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
「
か
い
ま

み
」
に
は
、
　
「
見
る
な
」
と
い
う
禁
忌
が
っ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
破
ら
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
は
本
国
へ
帰
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
、
「
霜

伺
」
　
「
視
其
私
屏
」
と
い
う
字
を
カ
イ
マ
ミ
と
訓
ま
せ
て
い
る
。
字
義
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
、
　
「
か
い
ま
み
」
と
は
、
相
手
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
こ

っ
そ
り
と
の
ぞ
く
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
、
見
る
主
体
と
見
ら
れ
る
客
体
の
問
が
「
あ
ら
は
」
で
な
い
こ
と

も
、
か
い
ま
見
の
一
つ
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ぱ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

目
も
、
い
と
長
き
に
、
つ
れ
ぐ
荒
ぱ
、
夕
幕
の
い
た
う
霞
み
た
る
に
紛

、
　
　
、

れ
て
、
か
の
小
柴
垣
の
も
と
に
た
ち
出
で
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
）

あ
な
た
に
通
ふ
べ
か
め
る
透
垣
の
戸
を
、
す
こ
し
押
し
あ
げ
て
、
見
給
へ
ぽ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

月
、
を
か
し
き
ほ
ど
に
霧
り
わ
た
れ
る
を
、
な
が
め
て
、
簾
垂
を
み
じ
か
く

巻
き
あ
げ
て
、
人
々
居
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
姫
）

な
ど
の
描
写
に
み
ら
れ
る
霞
や
霧
な
ど
に
は
、
も
ち
ろ
ん
物
語
的
な
情
趣
を
醸

し
だ
す
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
主
体
と
客
体
の
間
を

隠
す
た
め
と
い
う
理
由
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
っ
ま
り
、
主
体
と

客
体
の
問
が
「
あ
ら
は
」
で
あ
れ
ば
、
か
い
ま
見
と
い
う
、
秘
か
に
の
ぞ
く
主

体
の
意
志
的
行
為
が
成
立
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
禁
忌
の

存
在
と
も
か
か
わ
る
が
、
　
「
あ
ら
は
」
で
た
い
故
に
、
客
体
に
「
見
ら
れ
て
い

る
」
と
い
う
意
識
が
欠
如
し
、
正
体
（
美
醜
に
か
か
わ
ら
ず
）
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
た
げ
れ
ぱ
た
ら
た
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
か
い
ま
見
の
「
見
」
に
つ
い
て
、
　
「
見
る
こ
と
」
の
呪
的
な
意
味
の

あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

民
俗
信
仰
上
く
か
い
ま
み
Ｖ
〈
隙
見
Ｖ
の
如
き
は
、
対
手
の
正
体
を
見
破
る

呪
法
の
一
っ
で
あ
り
、
見
破
ら
れ
る
者
に
と
っ
て
は
そ
の
神
性
ま
た
は
呪
力



　
　
　
　
　
＠

の
喪
失
と
た
る
。

　
そ
の
結
果
、
異
類
で
あ
る
こ
と
を
見
あ
ら
わ
さ
れ
る
た
め
に
別
れ
が
も
た
ら

さ
れ
る
場
合
と
、
婚
姻
関
係
が
結
ば
れ
る
場
合
と
、
主
に
二
つ
の
場
合
が
考
え

ら
れ
る
。
「
見
ら
れ
る
こ
と
」
　
に
よ
っ
て
婚
姻
が
な
さ
れ
る
の
は
、
　
「
見
る
こ

と
」
が
領
有
す
る
こ
と
に
っ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
女
を
獲
得
す
る

こ
と
が
成
功
す
る
物
語
の
中
に
ば
、
必
ず
か
い
ま
見
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
え

よ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
尤
源
氏
の
失
敗
で
あ
る
末
摘
花
の
物
語
に
つ
い
て
、

は
じ
ま
り
の
部
分
に
か
い
ま
兄
が
欠
げ
て
お
り
、
　
「
立
ち
聞
き
」
だ
げ
が
前
面

　
　
　
　
＠

に
１
出
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
の
は
首
肯
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
主
体
の
意
志
的
な
「
の
ぞ
く
」
と
い
う
行
為
に
１
よ
っ
て
、

客
体
の
本
性
を
み
る
と
い
う
の
を
基
本
的
な
か
い
ま
見
と
考
え
て
、
物
語
に
１
お

げ
る
か
い
ま
見
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

「
か
い
ま
見
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
状
況
的
に
そ

の
よ
う
に
判
断
で
き
る
も
の
は
合
め
て
考
え
て
い
く
。

　
ま
ず
、
物
語
の
か
い
ま
見
の
原
型
と
し
て
、
神
話
に
、
お
げ
る
か
い
ま
見
が
考

え
ら
れ
る
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
の
場
合
と
、
そ
れ
に
類
似
し
た

黄
泉
国
で
の
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
命
の
場
合
な
ど
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
型
の

も
の
は
民
話
の
中
に
も
多
く
み
ら
れ
、
魚
女
房
、
蛤
女
房
な
ど
異
類
と
の
婚
姻

が
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
記
の
二
つ
の
神
話
の
伝
承
に
、
つ
い
て
も
次
田
真

　
　
　
　
　
か
い
ま
見
と
ゆ
か
り

幸
氏
は
「
異
族
婚
姻
制
に
も
と
づ
く
葛
藤
や
争
闘
が
説
話
化
さ
れ
た
も
の
と
み

　
　
　
　
　
　
＠

る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

話
根
を
と
り
出
し
て
み
た
い
。

１２３４５ 、、、、、

住
む
世
界
の
異
た
る
男
女
の
再
会

女
の
姿
を
「
見
る
な
」
と
い
う
禁
忌
の
存
在

男
の
か
い
ま
見
（
禁
忌
背
反
）

女
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ
く

離
別

右
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
か
い
ま
見
は
「
見
る
な
」
と
い
う
禁
忌

の
存
在
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
禁
忌
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
見

る
こ
と
」
が
離
別
に
直
接
に
っ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
再
会
で
き
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
異
類
で
あ
る
と
い
う
正
体
を
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
女
が
去

ら
ね
は
な
ら
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
再
会
　
　
離
別
と
い
う
構
造
の
中
で
、

か
い
ま
見
が
離
別
を
必
然
化
さ
せ
る
要
因
と
し
て
存
在
す
る
。
か
い
ま
見
が
一

つ
の
伝
承
を
終
結
さ
せ
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
っ
、
神
話
の
中
に
見
ら
れ
る
か
い
ま
見
と
し
て
『
風
土
記
』
の
中
に

あ
る
白
鳥
処
女
伝
承
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
同
様
に
話
型
を
考
え
て

み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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１２３４５
、、、、、

か
い
ま
見
と
ゆ
か
り

女
が
天
か
ら
降
り
て
く
る

男
が
そ
れ
を
ひ
そ
か
に
の
ぞ
く

男
が
女
を
愛
づ
る
心
を
お
こ
す

結
婚

女
が
天
へ
帰
る

こ
れ
は
、
型
の
上
か
ら
い
え
ぱ
、
１
と
５
の
、
天
女
が
地
上
に
降
り
て
き
て
、

再
び
帰
っ
て
い
く
と
い
う
構
造
の
中
に
、
２
・
３
・
４
の
、
か
い
ま
見
に
よ
る

婚
姻
が
彩
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
た
が
ら
、
こ
こ
で
の
「
見
る
こ

と
」
は
、
単
に
二
人
を
出
会
わ
せ
男
の
心
を
動
か
し
て
結
婚
へ
と
導
く
契
機
に

な
っ
て
い
る
だ
げ
で
は
な
い
。
そ
れ
が
羽
衣
を
盗
み
と
る
行
為
に
連
な
る
故
に
、

そ
の
延
長
線
上
に
、
逆
の
羽
衣
を
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
。
す
な

わ
ち
、
か
い
ま
見
が
、
出
会
い
と
別
れ
と
い
う
、
相
反
す
る
事
柄
を
機
能
さ
せ

る
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
た
る
。
そ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ぱ
、
他
界
の

女
が
地
上
で
の
生
活
を
経
て
後
去
る
に
は
、
か
い
ま
見
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
物
語
に
お
い
て
最
も
典
型
的
た
の
は
、
今
み
た
白
鳥
処
女
伝
承
型
の
１
・
５

が
欠
落
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

１２３

男
が
女
を
か
い
ま
見
す
る

男
が
女
に
心
を
動
か
す

出
会
い
（
婚
姻
）

四
八

以
上
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
物
語
で
は
か
い
ま
見
が
話
の
発

端
と
な
る
と
い
う
の
が
特
徴
で
あ
る
。
　
「
見
る
こ
と
」
が
女
を
懸
想
さ
せ
る
こ

と
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
色
好
み
の
物
語
」
が
彩
成
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
め
で
た
し
め
で
た
し
で
終
わ
る
と
は

か
ぎ
っ
て
い
な
い
。
っ
ま
り
、
か
い
ま
見
を
呪
福
獲
得
の
た
め
の
契
機
と
見
る

こ
と
は
必
ず
し
も
物
語
の
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
か
い
ま
見

に
よ
っ
て
結
ぱ
れ
た
男
女
の
離
別
が
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

も
み
て
お
か
た
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
と
も
あ
れ
こ
こ
に
神
話
か
ら
物
語
へ
の
話
型
の
変
化
を
認
め
る
こ
と
は
で
き

よ
う
。
そ
の
原
因
を
、
篠
原
義
彦
氏
は
、

…
…
…
記
紀
の
世
界
で
は
不
可
思
議
さ
の
実
体
が
殆
ん
ど
「
醜
」
で
あ
っ
た

し
、
そ
れ
以
後
の
物
語
の
世
界
で
は
多
く
は
「
美
」
で
あ
っ
た
し
、
し
か
も

そ
の
「
美
」
は
非
現
実
的
・
超
人
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
へ
と
写
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　

化
の
道
を
歩
ん
で
い
る
。



と
、
客
体
の
「
醜
」
か
ら
「
美
」
へ
の
変
化
、
あ
る
い
は
現
実
化
に
起
因
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。
客
体
の
変
化
に
ょ
る
と
さ
れ
る
の
は
林
田
孝
和
氏
も
同
様
で

あ
る
。

『
記
紀
』
所
伝
の
覗
き
見
に
、
よ
る
離
別
を
語
る
モ
チ
ー
フ
が
、
物
語
文
学
の

世
界
で
恋
愛
・
結
婚
課
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
の
は
、
そ
の
客
体
の
変
容
に
ー
起

因
す
る
。
対
象
が
神
話
的
・
民
話
的
た
メ
ル
ヘ
ソ
の
世
界
の
も
の
か
ら
、
生

身
の
人
間
へ
と
変
容
し
た
と
き
、
覗
き
見
が
結
婚
の
契
機
と
し
て
語
ら
れ
る

垣
間
見
の
文
芸
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
羽
衣
を
媒
体
と
し
て
天
人
と
人
問

と
の
資
性
を
兼
有
す
る
処
女
の
、
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
に
ょ
る
結
婚
、
そ
し

て
離
別
を
語
る
白
鳥
処
女
型
の
説
話
群
は
、
そ
の
生
成
の
軌
跡
を
端
的
に
み

　
　
　
　
＠

．
せ
て
い
る
。

両
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
客
体
の
変
化
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
認
め
ら
れ

る
。
し
か
し
、
客
体
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
何
故
か
。
ま
た
、
か
い
ま

見
の
原
型
を
『
記
紀
』
と
し
て
、
『
記
紀
』
か
ら
『
風
土
記
』
へ
、
『
風
土
記
』

か
ら
物
語
へ
と
直
線
的
に
考
え
る
の
が
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
間
題
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。

　
そ
こ
で
少
し
視
点
を
か
え
て
『
記
紀
』
と
『
風
土
記
』
の
か
い
ま
見
に
共
通

し
て
い
る
点
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
共
通
し
て
い
る
の
は

　
　
　
　
　
か
い
ま
見
と
ゆ
か
り

両
方
と
も
か
い
ま
見
を
媒
介
と
し
て
、
こ
ち
ら
の
現
実
世
界
と
あ
ち
ら
の
他
界

と
の
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
界
と
こ
ち
ら
の
世
界
と

が
接
触
す
る
と
き
、
そ
の
接
点
に
は
必
ず
何
ら
か
の
禁
忌
が
存
在
し
て
い
る
が
、

そ
の
禁
忌
を
犯
す
の
が
か
い
ま
見
と
い
う
行
為
と
た
っ
て
い
る
。
　
『
記
紀
』
に

お
い
て
の
禁
忌
は
「
見
る
な
」
で
あ
っ
た
し
、
『
風
土
記
』
で
は
羽
衣
と
い
う

呪
具
の
存
在
と
も
か
か
わ
る
が
、
「
見
ら
（
と
ら
）
れ
て
は
な
ら
た
い
」
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
禁
忌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

は
破
ら
れ
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
と
い
え
な
く
も
た
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
禁

忌
の
存
在
が
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
始
祖
伝
承
で
あ
る
た
め
で

も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
始
祖
を
語
る
伝
承
で
あ
る
故
に
そ
の
聖
性
を
強

調
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
禁
忌
を
伴
う
こ
と
に
ょ
っ
て
、

あ
ち
ら
の
存
在
と
し
て
の
聖
性
が
保
証
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
禁
忌
の
う
ち

に
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
聖
な
る
他
界
の
存
在
に
と
ど
ま
る
。
禁
忌
背
反
と
い
う

行
為
を
も
っ
て
は
じ
め
て
こ
ち
ら
の
人
問
に
と
っ
て
の
始
祖
と
た
り
う
る
の
で

あ
る
。
始
祖
伝
承
に
お
げ
る
禁
忌
は
破
ら
れ
る
べ
く
し
て
設
定
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
こ
そ
本
質
的
な
意
味
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
『
記
紀
』
の
場
合
は
、
そ

の
反
禁
忌
の
行
為
が
婚
姻
し
て
い
る
も
の
た
ち
の
離
別
に
っ
な
が
っ
て
い
く
。

『
風
土
記
』
の
場
合
に
も
、
反
禁
忌
の
代
償
と
し
て
ま
ず
は
地
上
で
の
暮
ら
し

い
婚
姻
が
語
ら
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
天
上
へ
の
回
帰
〕
離
別
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
同
様
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
か
い
ま
見
と
ゆ
か
り

　
『
記
紀
』
と
『
風
土
記
』
の
そ
こ
で
の
違
い
は
、
伝
承
そ
の
も
の
の
視
点
の

お
き
方
の
違
い
に
ょ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
記
紀
神
話
と
風
土
記
神

話
そ
の
も
の
の
違
い
に
っ
い
て
も
考
察
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
の
か
い

ま
見
に
か
か
わ
る
伝
承
に
関
し
て
い
え
ば
、
他
界
と
の
か
か
わ
り
の
ほ
う
に
。
主

眼
が
お
か
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
か
い
ま
見
の
主
体
の
ほ
う
に
目
が
向
げ
ら

れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
『
記
紀
』
の
場
合
は
、
他
界
の
人
間
と
ど

の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
禁
忌
を
犯
す
こ
と
で
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
中

心
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
『
風
土
記
』
の
ほ
う
は
、
か
い
ま
見
が
人
問
界
か
ら

の
視
点
で
な
さ
れ
、
し
か
も
か
い
ま
見
す
る
と
い
う
禁
忌
背
反
の
行
為
そ
の
も

の
よ
り
も
、
か
い
ま
見
の
後
の
展
開
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
、
か

い
ま
見
の
主
体
で
あ
る
人
問
の
ほ
う
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
風
土
記
』
の
ほ
う
が
、
よ
り
物
語
的

で
あ
る
。
物
語
の
話
型
が
、
前
述
の
１
・
２
・
３
の
型
に
な
る
の
も
、
他
界
と

の
か
か
わ
り
を
述
べ
た
部
分
が
欠
落
し
、
い
わ
ぱ
人
間
の
世
界
に
よ
り
関
心
が

向
け
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
構
造
の
上
か
ら
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
畦
そ
れ
が
「
ふ

る
さ
と
」
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
た
い
の
か
、
し
か
も
、
か
い
ま
見
ら
れ
る
の
が
ど

う
し
て
「
女
は
ら
か
ら
」
た
の
か
。
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
だ
げ
の
方
法
の
問

題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
若
紫
巻
の
北
山
で
の
か
い
ま
見
が
、
　
『
伊
勢
物
語
』
の
初

段
の
強
い
影
響
を
受
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
定
説
視
さ
れ
て
い
る
。

か
い
ま
見
の
あ
り
方
や
「
紫
」
と
の
か
か
わ
り
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
、
そ

れ
ら
と
、
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
の
他
の
か
い
ま
見
と
ゆ
か
り
の
か
か
わ
っ
て

い
る
場
面
を
あ
げ
て
比
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

（
伊
勢
物
語
初
段
）

¢
初
冠
の
を
と
こ

　
い
と
た
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら

　
平
城
京
　
春
目
の
里
（
ふ
る
さ
と
）

＠
狩
衣
姿

３

　
『
伊
勢
物
語
』
が
、
ど
う
し
て
「
ふ
る
さ
と
」
で
の
か
い
ま
見
で
は
じ
ま
ら
な

げ
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
一
代
記
の
最
初
の
部
分

で
「
初
冠
」
と
い
う
通
過
儀
礼
と
か
い
ま
見
　
　
い
ち
は
や
き
み
や
び
　
　
が

（
若
紫
）

¢
わ
ら
は
病
の
光
源
氏

　
紫
上
（
↓
藤
壷
）
　
（
尼
君
）

＠
北
山



＠
い
た
う
や
っ
れ
給
へ
ど
…
－

（
橋
姫
）

０
薫

　
大
君
・
中
君

　
宇
治

＠
や
っ
れ
て
お
は
し
げ
り

　
　
　
　
　
　
＠

と
と
も
か
か
わ
る
が
、
か
い
ま
見
が
婚
姻
と
結
び
っ
く
と
こ
ろ
か
ら
、
か
い
ま

見
に
は
通
過
儀
礼
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
か
い
ま
見
さ
れ
る
ゆ
か
り
の
女

性
が
、
す
べ
て
他
界
と
の
っ
な
が
り
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
　
「
ふ
る
さ
と
」
や
「
宇
治
」
の
も
っ
異
郷
的
た
イ
メ
ー
ジ
に
っ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
省
き
た
い
が
、
　
「
北
山
」
に
っ
い
て
は
、
　
「
聖

地
」
と
し
て
、
物
語
の
中
で
も

（
宿
木
）

¢
薫

　
浮
舟
（
↓
大
君
）

＠
宇
治
（
常
陸
）

．
＠
忍
び
や
つ
れ
た
る

三
月
の
っ
ご
も
り
な
れ
ぱ
、
京
の
花
ざ
か
り
は
、
み
な
過
ぎ
に
け
り
。

桜
は
、
ま
だ
さ
か
り
に
て
・
・
：

山
の

と
京
の
周
縁
的
な
土
地
と
し
て
京
と
の
時
問
の
流
れ
の
違
い
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
森
岡
常
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

¢
は
か
い
ま
見
の
主
体
、
　
は
客
体
で
あ
る
。
　
は
か
い
ま
見
の
場
、
と
い
う

よ
り
か
い
ま
見
さ
れ
る
女
の
属
し
て
い
る
空
間
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し

れ
な
い
。
そ
し
て
、
＠
は
そ
の
と
き
の
男
の
様
子
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
＠
の
か
い
ま
見
の
主
体
で
あ
る
男

の
様
子
が
「
や
っ
し
姿
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
初
段
が
「
初
冠
」
で
あ
る
こ
と
や
、
光
源
氏
が
わ
ら
は
病
で
あ
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
か
い
ま
見
と
ゆ
か
り

そ
こ
は
か
ぐ
や
姫
の
去
っ
た
月
の
世
界
の
如
く
超
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、

人
問
の
至
り
得
る
境
で
あ
る
が
、
し
か
し
決
し
て
現
実
的
世
俗
的
た
も
の
で

は
な
く
、
精
神
の
傾
向
と
し
て
は
や
は
り
か
ぐ
や
姫
の
原
郷
と
同
じ
く
浪
漫

的
で
あ
る
。
従
っ
て
紫
上
は
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
世
界
に
見
出
だ
さ
れ
て
、
や

が
て
現
実
に
引
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
天
上
に
舞
い
上
が
っ
た
か
ぐ

や
姫
と
は
逆
で
あ
る
。
北
山
に
お
い
て
若
紫
が
見
出
だ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、
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か
い
ま
見
と
ゆ
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

か
よ
う
な
意
義
が
存
す
る
。

さ
き
ほ
ど
、
な
ぜ
「
ふ
る
さ
と
」
た
の
か
と
書
い
た
が
、
ゆ
か
り
が
他
界
の
女

で
あ
り
、
そ
の
ゆ
か
り
が
か
い
ま
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
た
お
さ

ず
、
そ
の
か
い
ま
見
が
神
話
性
・
古
代
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
か
。
他
界
の
女
が
か
い
ま
見
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
現
実
」
に
ひ
き

出
さ
れ
、
こ
ち
ら
の
男
と
結
婚
す
る
。
こ
ち
ら
の
世
界
で
の
話
が
展
開
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
他
界
の
女
が
こ
ち
ら
の
世
界
と
交
渉
を
も
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
常
に
他
界
へ

の
回
帰
性
を
孕
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
他
界
の
女
で
あ
り
な
が
ら
、
か

ぐ
や
姫
は
月
へ
帰
り
、
紫
上
は
地
上
に
残
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
紫
上
が
か
い
ま
見
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
し
か
も
ゆ
か
り
で
あ
る
た
め

で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
ゆ
か
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
い
ま
見

に
よ
る
二
重
の
機
能
　
　
地
上
へ
の
滞
溜
と
天
上
へ
の
回
帰
　
　
が
、
ゆ
か
り

と
ゆ
か
り
の
本
体
と
そ
れ
ぞ
れ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

地
上
性
と
天
上
性
が
分
担
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　
ゆ
か
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
人
間
が
あ
る
人
間
の
形
代
た
り
う
る

こ
と
の
一
つ
の
保
証
で
あ
ろ
う
。
か
い
ま
見
と
形
代
と
の
か
か
わ
り
は
、
前
述

の
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
の
出
産
に
ま
つ
わ
る
話
の
中
に
見
ら
れ
る
。
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ

が
か
い
ま
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
他
界
へ
去
っ
た
あ
と
、
残
さ
れ
た
子
ウ
ガ
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ヤ
フ
キ
ア
ヘ
ズ
ノ
命
を
育
て
る
た
め
に
妹
の
タ
マ
ヨ
リ
ヒ
メ
が
訪
れ
る
。
始
祖

を
語
る
男
の
系
譜
に
対
し
て
、
そ
れ
自
体
、
副
次
的
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る

彩
代
の
系
譜
は
、
こ
う
し
て
出
発
当
初
か
ら
女
で
あ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い

る
が
、
か
い
ま
見
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
離
別
を
逆
転
さ
せ
る
た
め
に
形
代

は
用
意
さ
れ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
か
い
ま
見
と
い
う
反
禁
忌
が
離
別
を
招

き
、
そ
の
離
別
を
反
離
別
へ
と
転
換
さ
せ
る
た
め
に
彩
代
が
必
要
と
さ
れ
た
。

そ
の
意
味
で
彩
代
と
は
地
上
的
た
存
在
だ
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
神
話
の
中
で
は
、
な
ぜ
タ
ブ
ヨ
リ
ヒ
メ
が
形
代
た
り
う
る
の
か
と

い
う
こ
と
は
描
か
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
描
く
必
要
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
を
「
ゆ
か
り
」
と
い
う
移
で
必
然
化
さ
せ
て
い
る
の
が
『
源
氏
物
語
』
で

あ
ろ
う
。
　
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
ゆ
か
り
は
似
て
い
る
こ
と
、
っ
ま
り
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

影
の
通
う
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
ゆ
か
り
が
「
か
い
ま

見
ら
れ
る
こ
と
」
の
物
語
内
的
な
必
然
性
が
存
在
す
る
。
　
「
見
る
こ
と
」
に
よ

っ
て
「
ゆ
か
り
」
で
あ
る
こ
と
が
見
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
ゆ
か
り
を

か
い
ま
見
す
る
こ
と
は
ゆ
か
り
の
系
譜
を
保
証
す
る
た
め
だ
と
も
い
え
る
。

「
竹
河
」
巻
の
か
い
ま
見
は
、
姉
妹
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
「
橋
姫
」
巻
と
類

似
し
て
い
る
が
、
日
常
的
時
空
に
お
け
る
で
き
ご
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
か
い

ま
見
の
主
体
で
あ
る
蔵
人
少
将
に
と
っ
て
、

を
と
こ
は
、
更
に
、

し
か
、

思
ひ
移
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
ほ
の
か
に
見
た
て



ま
つ
り
て
後
は
、

ゆ
る
に
…
・
…
：

面
影
に
恋
し
う
、
「
い
か
な
ら
ん
を
り
に
ー
」

と
の
み
、
思

　
（
竹
河
）

と
、
か
え
っ
て
中
君
が
大
君
の
形
代
た
り
え
ず
、
大
君
へ
の
思
慕
を
強
め
る
結

果
に
し
か
た
ら
な
か
っ
た
。
本
来
、
ゆ
か
り
た
る
べ
き
人
物
が
ゆ
か
り
で
あ
り

え
な
く
た
っ
て
い
る
状
況
が
か
い
ま
見
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
１
っ
い
て
も
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
た
い
が
、
か
い
ま
見
の
存

在
の
意
味
も
変
容
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
「
ゆ
か
り
の
論
理
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
物
語
的
な
部
分
に
属
す
も
の
だ

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ゆ
か
り
白
体
は
そ
の
基
層
に
お
い
て
古
代
性
を
孕
ん

で
い
る
。
地
上
性
と
天
上
性
を
背
負
っ
た
他
界
の
女
を
、
物
語
の
時
空
の
中
に

登
場
さ
せ
る
と
き
、
必
然
的
に
選
び
と
ら
れ
た
の
が
神
話
的
た
か
い
ま
見
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
い
え
ぱ
、
ゆ
か
り
の
登
場
は
か
い

ま
見
を
通
し
て
で
し
か
あ
り
え
た
い
の
で
は
た
か
っ
た
か
。
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今
井
源
衛
「
古
代
小
説
創
作
上
の
一
手
法
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
２
３
年
３
月

　
　
篠
原
義
彦
「
源
氏
物
語
に
。
至
る
覗
見
の
系
譜
」
『
文
学
・
語
学
』
昭
和
４
８
年
８
月

　
　
林
田
孝
和
「
垣
間
見
の
文
芸
」
『
源
氏
物
語
の
発
想
』

　
◎
　
乗
岡
憲
正
「
季
節
文
学
の
発
生
序
説
」
『
物
語
文
学
の
伝
承
基
盤
』

　
　
　
藤
井
貞
和
「
末
摘
花
巻
の
方
法
」
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
二
集

　
＠
　
　
「
豊
玉
姫
神
話
と
黄
泉
国
神
話
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
５
１
年
５
月

　
◎
　
篠
原
前
掲
論
文

　
　
　
　
　
　
か
い
ま
見
と
ゆ
か
り

＠
林
田
前
掲
論
文

¢
　
西
郷
信
綱
氏
が
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻
で
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

＠
　
「
わ
ら
は
」
が
「
童
」
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
三
谷
邦
明
氏
が

　
「
藤
壷
事
件
の
表
現
構
造
」
『
今
井
卓
爾
博
士
古
稀
記
念
物
語
・
日
記
文
学
と
そ

　
の
周
辺
』
の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
「
ふ
る
さ
と
」
の
異
郷
性
に
つ
い
て
は
広
川
勝
美
編
「
物
語
の
彩
成
」
　
『
神
話
・

　
禁
忌
・
漂
泊
』
、
宇
治
に
つ
い
て
は
、
広
川
勝
美
「
源
氏
物
語
宇
治
時
空
試
論
」

　
『
目
本
文
学
』
昭
和
５
０
年
ｕ
月
、
高
橋
亨
「
宇
治
物
語
時
空
論
」
「
国
語
と
国
文
学
』

　
昭
和
４
９
年
１
２
月
な
ど
が
あ
る
。

＠
　
　
「
紫
上
論
」
　
『
平
安
朝
物
語
の
研
究
』

＠
広
田
収
「
反
神
話
か
ら
非
神
話
へ
の
転
換
」
『
源
氏
物
語
の
表
現
と
構
造
』
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