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7　　

は
じ
め
に

ト
ル
ス
ト
イ
の
後
期
の
作
品
に
、﹃
木
の
皮
屋
根
の
つ
い
た
蜜
蜂
の
巣
の
異
な
っ
た
二
つ

の
歴
史
﹄
と
い
う
短
編
が
あ
る
。
木
の
皮
の
屋
根
の
つ
い
た
巣
に
住
む
蜂
が
、
自
分
た
ち
の

巣
の
歴
史
を
書
く
と
い
う
話
で
、
蜂
た
ち
の
間
に
お
け
る
立
場
の
相
違
か
ら
、
二
種
類
の
歴

史
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
簡
潔
な
小
品
で
は
あ
る
が
な
か
な

か
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

二
つ
の
歴
史
の
う
ち
ま
ず
第
一
の
も
の
は
、
雄
蜂
の
史
料
編
纂
官
プ
ル
ー
プ
ル
ー
に
よ
っ

て
編
纂
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
か
ら
な
っ
て
い
た
。

著
名
な
る
雄
蜂
た
ち
の
手
記
。
雄
蜂
の
兄
デ
ー
ベ
殿
下
と
そ
の
弟
ク
ー
ク
ー
閣
下
と

Sample
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の
往
復
書
簡
。

宮
内
式
部
官
報
。
雄
蜂
の
口
碑
伝
説
。
歌
謡
、
ロ
マ
ン
ス
。
雄
蜂
と
蜜
蜂
相
互
間
の

刑
事
及
び
民
事
事
件
。
他
の
巣
よ
り
す
る
か
ぶ
と
虫
、
ぶ
よ
、
雄
蜂
ら
の
旅
行
記
。
巣

の
各
時
期
に
お
け
る
蜜
の
量
に
関
す
る
統
計
的
報
告
。（
中
村
白
葉
訳
）

雄
蜂
た
ち
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
史
料
編
纂
官
は
、
精
力
的
に
仕
事
を
進
め
、
蜂
の
巣
の
歴

史
を
編
纂
し
て
行
く
が
、
そ
の
歴
史
は
、
蜂
の
巣
が
分
裂
し
て
新
し
い
巣
が
出
現
す
る
六
月

初
め
の
頃
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
も
と
の
巣
か
ら
分
か
れ
た
新
し
い
巣
が
、

正
し
い
秩
序
の
も
と
に
発
展
し
て
富
を
蓄
え
、
力
を
誇
る
よ
う
に
な
り
、
他
の
巣
を
圧
倒
し

て
行
く
さ
ま
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
木
の
皮
屋
根
の
つ
い
た
蜂
の
巣
の
歴
史
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
雄
蜂
た
ち
の
歴
史
編
纂
の
仕
事
が
進
む
中
で
、
多
く
の
働
き
蜂
た
ち
は
、
そ

の
歴
史
と
は
違
う
別
の
こ
と
が
ら
を
、
自
分
た
ち
の
巣
の
歴
史
と
し
て
思
い
描
き
は
じ
め
る
。

六
月
初
め
の
新
し
い
巣
の
分ぶ

ん
し
ゅ
つ出
よ
り
も
ず
っ
と
前
、
雪
解
け
の
な
か
で
早
春
の
花
々
が
咲
き

は
じ
め
る
と
同
時
に
、
蜜
蜂
の
活
動
は
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
働
き
蜂
た
ち
が

考
え
た
蜂
の
巣
の
歴
史
は
、
雄
蜂
た
ち
が
重
視
す
る
分
蜂
と
い
う
で
き
ご
と
と
は
か
か
わ
り

な
く
、
早
春
に
は
じ
ま
り
、
春
か
ら
夏
へ
、
夏
か
ら
秋
へ
、
そ
し
て
冬
へ
と
大
自
然
の
推
移

と
と
も
に
、
生
ま
れ
、
栄
え
、
う
つ
ろ
っ
て
行
く
働
き
蜂
の
営
み
を
中
心
に
し
て
書
き
進
め

ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
、
雄
蜂
た
ち
が
編
纂
す
る
権
力
と
支
配
の
歴
史
と
は
異
な
っ
た
、

も
う
一
つ
の
蜂
の
巣
の
歴
史
で
あ
っ
た
。

ト
ル
ス
ト
イ
が
、﹃
戦
争
と
平
和
﹄
の
中
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
占
領
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
を
女

王
蜂
が
去
っ
て
終
焉
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
蜜
蜂
の
巣
に
譬た

と

え
な
が
ら
描
い
て
い
る
部
分

は
、
戦
争
に
よ
っ
て
荒
廃
し
て
ゆ
く
ロ
シ
ア
の
都
の
姿
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
た
も
の
と
し

て
有
名
な
一
節
で
あ
る
が
、
こ
の
短
編
も
、
鋭
い
観
察
に
基
づ
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
蜜
蜂
の

生
活
に
譬
え
な
が
ら
、
歴
史
と
い
う
も
の
の
性
格
を
と
ら
え
、
簡
潔
に
描
き
出
し
た
も
の
と

し
て
、
優
れ
た
文
章
で
あ
り
、
働
き
蜂
た
ち
の
主
張
に
は
、
晩
年
の
ト
ル
ス
ト
イ
が
、
ロ
シ

ア
の
社
会
を
深
く
見
つ
め
、
や
が
て
起
こ
る
革
命
を
予
見
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の

が
あ
る
。
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雄
蜂
の
史
科
編
纂
官
が
、
精
力
的
に
蒐
集
し
た
多
彩
な
史
料
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ

よ
う
と
し
た
も
の
は
、
ま
さ
し
く
木
の
皮
屋
根
の
つ
い
た
蜜
蜂
の
巣
の
歴
史
で
あ
っ
た
が
、

働
き
蜂
た
ち
が
描
こ
う
と
し
た
の
も
、
木
の
皮
屋
根
の
つ
い
た
蜜
蜂
の
巣
で
生
き
ぬ
い
た
蜂

の
歴
史
で
あ
る
。

小
さ
な
蜂
の
巣
の
歴
史
で
も
、
そ
れ
を
書
こ
う
と
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
ら
え
方
が
あ

る
。
何
世
紀
に
も
わ
た
る
人
間
社
会
の
歴
史
を
書
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
見
方
、
と
ら
え
方
、

書
き
方
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
を
見
る
と
い
う

場
合
に
、
何
を
歴
史
と
し
て
見
る
か
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
、
自
然
を
観
察
し
た
り
、
美
術

館
で
絵
画
や
彫
刻
を
見
た
り
す
る
よ
う
に
、
簡
単
に
は
行
か
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
自
然
と
い
っ
て
も
何
を
自
然
と
し
て
観
察
す
る
の
か
、
美
術
館
に
並
べ
ら

れ
て
い
る
も
の
が
な
ぜ
美
術
的
な
も
の
な
の
か
と
考
え
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
問
題
は
出
て
く

る
が
、
歴
史
の
場
合
に
は
、
自
然
や
美
術
品
に
く
ら
べ
て
実
体
の
あ
り
方
が
複
雑
で
あ
る
こ

と
は
た
し
か
で
あ
る
。

世
間
で
、
歴
史
観
と
い
う
こ
と
ば
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
対
象
と
し
て
の

歴
史
が
人
々
の
前
に
実
体
と
し
て
在
り
、
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
そ
の
歴
史
を
観
る
と

い
う
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
観
る
対
象
と
し
て
の
歴
史
は
、
そ
の
時
代
ま
で
に
考

え
ら
れ
、
書
か
れ
て
き
た
歴
史
で
あ
り
、
そ
こ
に
無
制
限
の
多
様
性
が
あ
り
、
自
由
な
選
択

が
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
考
え
、
書
い

て
き
た
民
族
な
り
、
社
会
な
り
の
文
化
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
人
的
な
立
場

で
歴
史
を
観
る
と
は
い
っ
て
も
、
観
て
い
る
歴
史
自
体
、
長
い
間
語
り
伝
え
ら
れ
、
書
か
れ

て
き
た
歴
史
が
、
幾
重
に
も
複
雑
に
重
な
り
合
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
落

す
わ
け
に
は
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

歴
史
は
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
確
か
め
、
そ
の
推
移
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
こ
と
ば
で
語
ら
れ
、
文
字
で
記
述
さ
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
現
代

で
は
、
科
学
技
術
を
駆
使
し
て
、
こ
と
ば
や
文
字
の
み
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
さ
ま

ざ
ま
な
遺
物
や
遺
跡
か
ら
も
、
多
方
面
の
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

歴
史
を
見
る
場
合
の
対
象
と
し
て
、
実
体
と
し
て
在
る
部
分
が
、
今
後
徐
々
に
豊
か
に
な
っ

て
行
く
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
こ
と
ば
と
文
字
の
み
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
映
像
や
音
響
な
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ど
の
持
つ
表
現
力
を
総
合
し
て
、
過
去
の
人
間
の
生
活
や
社
会
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
人
々

に
伝
え
る
方
法
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
も
今
後
次
第
に
発
展
し
、
豊
か
に
な
っ
て
行
く
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
二
十
一
世
紀
の
歴
史
学
の
こ
と
で
、
人
間
が
文
字
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
以
来
、
何
十
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
文
字
で
書
き
続
け
ら
れ
、

文
字
を
通
じ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。

歴
史
の
記
述
の
仕
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
こ
に
歴
史
固
有
の
形
式
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
神
話
や
帝
王
の
系
図
を
は
じ
め
、
追
悼
や
記
念
の
文
、
法
律
の
沿
革
の
説
明
や
裁
判

の
記
録
な
ど
の
形
を
借
り
る
こ
と
も
多
く
、
叙
事
詩
や
劇
、
物
語
や
説
話
、
評
論
や
小
説
の

形
式
で
綴つ

づ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
近
代
に
な
っ
て
歴
史
学
が
成
立
し
、
過
去
の
事
実
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
厳
密
な
手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
歴
史
の
研
究
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
史
実
を
客
観
的
に
述
べ
る
こ
と
に
、
歴
史
叙
述
の
主
眼
が
置
か
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
論
証
の
過
程
を
記
述
す
る
こ
と
や
、
客
観
的

な
中
正
を
装
う
教
科
書
の
、
無
味
乾
燥
な
書
き
方
だ
け
が
正
統
な
歴
史
叙
述
で
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
ま
し
て
歴
史
学
の
難
解
な
研
究
論
文
が
、
歴
史
を
書
き
き
っ
た
も
の
と
し
て
広
く

認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

日
本
人
は
六
、七
世
紀
に
な
っ
て
、
中
国
・
朝
鮮
の
文
化
的
・
政
治
的
な
影
響
の
も
と
で
、

自
分
の
国
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
強
く
意
識
し
は
じ
め
、
歴
史
の
編
纂
を
企
て
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
の
時
、
日
本
の
歴
史
は
ど
の
よ
う
な
形
で
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
よ
り
さ
き
、﹃
宋
書
東
夷
伝
﹄
の
﹁
倭
王
武
の
上
表
文
﹂
に
見
え
る
、

昔
よ
り
祖そ

で
い禰
躬み

ず
から
甲
冑
を
環つ

ら
ぬ
き
、
山
川
を
跋ば

っ
し
ょ
う渉
し
て
、
寧ね

い
し
ょ処
遑い

と
まあ
ら
ず
、
東
、
毛
人

を
征
す
る
こ
と
五
十
五
国
、
西
、
衆
夷
を
服
す
る
こ
と
六
十
六
国
、
渡
り
て
海
北
を
平

ぐ
る
こ
と
九
十
五
国
…
…

と
い
う
文
章
は
、
現
在
私
た
ち
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
最
古
の
日
本
歴
史
の
記
述
と

い
っ
て
よ
い
が
、
中
国
や
朝
鮮
の
国
々
に
対
し
て
自
分
の
国
、
つ
ま
り
倭
の
国
の
歴
史
を

誇
っ
た
王
は
、
日
本
の
国
を
治
め
て
行
く
た
め
に
も
、
歴
史
を
書
き
記
す
こ
と
を
は
じ
め
て

い
た
。
上
祖
の
意お

ほ

ひ

こ

富
比
垝
か
ら
乎を

わ

け
獲
居
に
い
た
る
八
代
の
系
譜
を
刻
ん
だ
﹁
稲
荷
山
鉄
剣
﹂
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の
銘
文
を
は
じ
め
と
す
る
金
石
文
は
、
そ
う
し
た
早
い
時
代
に
生
ま
れ
た
歴
史
記
述
の
例
で

あ
ろ
う
。

漢
字
を
学
び
、
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
人
は
、
ど
の
よ
う
な
書
き
方

で
、
自
分
の
国
の
歴
史
を
書
い
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
、
自
分
た
ち
の
歴
史
を

書
こ
う
と
し
た
時
、
何
を
記
述
の
中
心
に
据
え
て
歴
史
を
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
な
文
体
と
形

式
を
選
ん
で
き
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
極
め
て
重

要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

八
世
紀
に
﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
が
ま
と
め
ら
れ
て
以
来
、
日
本
人
が
書
き
残
し
、

多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
読
み
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
歴
史
は
、
厖
大
な
巻
数
に
及
ん
で
い
る
。

一
つ
一
つ
の
歴
史
書
は
、
そ
れ
を
書
い
た
人
々
の
歴
史
に
対
す
る
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
関
心

に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
歴
史
書
と
し
て
形
を
整
え
さ
せ
た
伝
承
や
史
料
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
、
背
後
に
幾
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
歴
史
の
見
方
を
、
掘

り
起
こ
し
て
み
る
と
、
そ
れ
が
語
り
か
け
て
く
る
も
の
は
限
り
な
く
広
が
っ
て
行
く
。

し
か
も
、
こ
こ
で
一
つ
一
つ
の
歴
史
書
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
改
め
て
日
本
歴
史
の
書
き

方
、
書
か
れ
方
一
般
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
問
題
は
多
方
面
に
広
が
り
、
論
点
を

簡
明
に
整
理
し
、
問
題
の
あ
り
か
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
以
下
に
述
べ
た
こ
と
は
、
日
本
歴
史
の
書
か
れ
方
に
関
す
る
極
め
て
拙
い
私
な
り
の

ノ
ー
ト
で
あ
る
が
、
編
集
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
の
小
冊
子
の
表
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め

の
、
糸
口
の
一
つ
に
な
れ
ば
、
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
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あ
と
が
き

乱
開
発
と
も
い
う
べ
き
土
地
利
用
の
急
激
な
進
展
の
中
で
、
過
去
の
人
間
生
活
の
あ
り
さ

ま
を
伝
え
る
遺
物
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
発
掘
さ
れ
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
が
そ
れ
を
報
道
す
る
。
新
聞

に
は
刺
激
的
な
見
出
し
を
つ
け
た
考
古
学
の
記
事
が
氾
濫
し
て
い
る
が
、
一
般
の
読
者
の
間

で
は
、
断
片
的
な
記
事
の
多
く
は
時
を
置
か
ず
に
忘
れ
ら
れ
、
新
発
見
と
し
て
紙
面
を
飾
っ

た
こ
と
が
、
歴
史
の
書
き
方
を
ど
う
変
え
た
の
か
を
追
跡
す
る
人
は
稀
で
あ
る
。

資
料
の
調
査
と
歴
史
の
研
究
が
、
現
代
ほ
ど
盛
ん
で
あ
っ
た
時
代
は
か
つ
て
な
か
っ
た
と

言
え
そ
う
で
あ
る
が
、
歴
史
の
書
き
方
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
現
代
ほ
ど
低
調
だ
っ
た
時
代

も
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

歴
史
の
書
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
多
岐
に
わ
た
る
困
難
な
問
題
に
直
面
し
な

Sample
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け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
で
、
古
代
以
来
の
日
本
人
が
ど
の
よ
う

な
形
で
歴
史
を
書
い
て
き
た
か
を
概
観
し
、
そ
う
い
う
歴
史
を
読
ん
で
き
た
人
々
が
、
歴
史

に
つ
い
て
ど
う
い
う
考
え
方
を
し
て
き
た
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
の
小
さ
な
問
題
で
も
、
そ
れ
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
広
汎
な
問
題

と
繋
が
っ
て
お
り
、
論
点
を
明
確
に
し
、
充
分
に
深
め
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
編
集
部
か

ら
与
え
ら
れ
た
責
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
筆
者
の
非
力
を
恥
じ
る
の
み
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
近
世
・
近
代
の
歴
史
書
の
問
題
も
含
め
て
、
他
日
を

期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　

一
九
八
七
年
五
月
三
日

 

大
隅
和
雄　

　
追
記本

書
は
、
弘
文
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
﹁
シ
リ
ー
ズ
に
っ
ぽ
ん
草
子
﹂
の
一
冊
と
し
て

書
か
れ
た
。
小
冊
子
で
あ
っ
た
た
め
に
、
近
代
の
﹁
日
本
史
﹂
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
本
書
の
復
刊
に
あ
た
っ
て
は
、
弘
文
堂
の
快
い
了
承
を
得

た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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参
考
文
献

史
学
会 

編
﹃
本
邦
史
学
史
論
叢
﹄（
上
・
下
）
冨
山
房
、
一
九
三
九
年

歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会 

編
﹃
日
本
史
学
史
﹄（
日
本
歴
史
講
座　

８
）
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
五
七
年

日
本
思
想
史
研
究
会 

編
﹃
日
本
に
お
け
る
歴
史
思
想
の
展
開
﹄
至
文
堂
、
一
九
六
一
年

丸
山
真
男 

編
﹃
歴
史
思
想
集
﹄（
日
本
の
思
想　

６
）
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年

井
上
光
貞 

編
﹃
日
本
書
紀
﹄（
日
本
の
名
著　

１
）
中
央
公
論
社
、
一
九
七
一
年

桑
原
武
夫 

編
﹃
新
井
白
石
﹄（
日
本
の
名
著　

15
）
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年

坂
本
太
郎
﹃
日
本
の
修
史
と
史
学
﹄（
日
本
歴
史
新
書　

42
）
至
文
堂
、
一
九
五
八
年

坂
本
太
郎
﹃
六
国
史
﹄
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年

坂
本
太
郎
﹃
史
書
を
読
む
﹄
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年

山
中　

裕
﹃
歴
史
物
語
成
立
序
説
︱
︱
源
氏
物
語
・
榮
花
物
語
を
中
心
と
し
て
﹄
東
京
大
学
出

Sample



193　　 　　192

版
会
、
一
九
六
二
年

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会 

編
﹃
歴
史
物
語　

１
﹄（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
）
有
精
堂
出
版
、

一
九
七
一
年

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会 

編
﹃
説
話
文
学
﹄（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
）
有
精
堂
出
版
、

一
九
七
二
年

小
峯
和
明 
編
﹃
今
昔
物
語
集
と
宇
治
拾
遺
物
語
︱
︱
説
話
と
文
体
﹄（
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集　

６
）
有
精
堂
出
版
、
一
九
八
六
年

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会 

編
﹃
平
家
物
語
﹄（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
）
有
精
堂
出
版
、

一
九
六
九
年

古
典
遺
産
の
会 

編
﹃
室
町
軍
記
総
覧
﹄
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年

尾
藤
正
英
﹁
日
本
に
お
け
る
歴
史
意
識
の
発
展
﹂﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史　

22
﹄
岩
波
書
店
、

一
九
六
三
年

我
妻
建
治
﹃
神
皇
正
統
記
論
考
﹄
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年

大
隅
和
雄
﹃
愚
管
抄
を
読
む
︱
︱
日
本
中
世
の
歴
史
観
﹄
平
凡
社
、
一
九
八
六
年

ピ
ー
タ
ー
・
ゲ
イ
（
鈴
木
利
章 

訳
）﹃
歴
史
の
文
体
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
七
年

解
　
説

 

王
小
林　

本
書
の
著
者
は
、
日
本
史
の
鬱う
っ
そ
う蒼
と
し
た
森
を
長
年
探
検
し
て
き
た
経
験
か
ら
、
う
か
つ
に
踏

み
込
め
ば
迷
い
が
ち
な
読
者
に
、
鳥
瞰
す
る
目
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
二
つ
の
視
点
︱
︱
日
本

史
に
お
け
る
神
話
と
歴
史
の
関
係
と
記
述
様
式
の
多
様
性
と
い
う
、
鮮
や
か
な
道
し
る
べ
を
示
し

て
く
れ
る
。

﹁
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂
と
い
う
語
は
、
無
論
、
た
ん
に
﹁
書
く
﹂
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
構

造
主
義
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
衛
的
思
想
家
た
ち
が
付
与
し
た
衝
撃
的
な
意
味
︱
︱
人
は
存
在

す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
書
い
て
い
る
﹂
︱
︱
を
持
つ
（
井
筒
俊
彦
﹃
意
味
の
深

み
へ
﹄
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
九
年
）。
本
書
の
著
者
も
、
日
本
史
を
、
無
数
の
人
に
よ
っ
て
﹁
書
き
込
み
﹂

﹁
書
き
出
さ
れ
た
﹂
歴
史
の
世
界
と
し
て
捉
え
る
。

例
え
ば
、
七
一
二
年
に
成
立
し
た
﹃
古
事
記
﹄
と
七
二
〇
年
に
成
立
し
た
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
、
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体
裁
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
記
紀
神
話
﹂
と
い
う
天
地
開
闢
の
神
話
を
含
む
﹁
神
世
﹂
を

歴
史
の
始
ま
り
に
置
く
点
で
一
致
す
る
。
こ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
文
明
の
進
ん
で
い
た
中

国
で
編
纂
さ
れ
た
正
史
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
は
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。
当
時
、
歴
史
書
な

ら
ば
隣
の
中
国
か
ら
漏
れ
な
く
輸
入
し
た
こ
と
は
、九
世
紀
末
に
編
ま
れ
た﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄

を
見
れ
ば
わ
か
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
﹁
神
世
﹂
と
い
う
﹁
無
時
間
の
世
界
﹂
が
、
日
本

史
の
出
発
点
を
象
徴
す
る
こ
の
二
つ
の
史
書
に
取
り
込
ま
れ
た
の
か
は
、
ひ
と
つ
の
謎
で
あ
っ
た
。

歴
史
学
上
の
み
な
ら
ず
、
思
想
史
の
上
で
も
重
要
な
こ
の
現
象
に
つ
い
て
、
著
者
は
ひ
と
ま
ず
、

﹁
な
ぜ
日
本
人
が
歴
史
の
冒
頭
に
神
話
を
据
え
て
き
た
か
﹂
と
問
う
た
上
で
、

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
世
の
中
の
移
り
変
わ
り
を
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。

し
か
し
、
人
間
は
、
世
の
中
の
移
り
変
わ
り
を
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
の
中
に
変
わ
ら
な
い
も

の
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
国
家
の
変
わ
ら
ぬ
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

政
府
は
歴
史
を
編
纂
し
よ
う
と
す
る
が
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
国
々
に
対
し
て
日
本
と
い
う

国
の
特
質
を
主
張
す
る
た
め
に
、﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
が
編
纂
さ
れ
た
時
、
日
本
の
歴

史
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
、
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
て
第
一
に
掲
げ
ら
れ
た
の
は
、
天
皇

の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
移
り
変
わ
る
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
、
一
貫
し
て
変
わ
ら
ぬ
も

の
は
、
神
世
に
定
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
歴
史
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。 

（
本
書
31

－

32
頁
）

と
い
う
鋭
い
観
察
を
示
し
て
い
る
。
日
本
史
に
は
、
そ
の
始
ま
り
に
お
い
て
、﹁
歴
史
を
超
え
た

も
の
﹂
が
、
な
ん
と
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

記
紀
神
話
を
た
だ
﹁
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
﹂
と
し
て
堅
く
信
じ
て
い
た
本
居
宣
長
の
時
代
か
ら

二
世
紀
半
以
上
経
つ
も
の
の
、
こ
の
﹁
歴
史
を
超
え
た
も
の
﹂
を
取
り
入
れ
た
こ
と
の
意
義
は
、

ま
だ
近
代
的
学
問
に
よ
る
検
討
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
い
最
近
で
も
、
や
は
り
﹁
道
案
内
﹂

の
形
で
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

神
々
の
物
語
に
登
場
す
る
天
照
大
神
の
子
孫
と
し
て
天
皇
家
が
登
場
し
、
人
々
の
世
界
も

そ
の
一
続
き
の
歴
史
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
内
容
の
み
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
二
つ
を
決

定
的
に
分
け
る
の
は
神
武
天
皇
に
よ
る
全
国
平
定
事
業
と
﹁
帝
位
﹂（﹃
日
本
書
紀
﹄
に
よ
る
表
現
）

へ
の
就
任
な
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
時
間
の
流
れ
は
、﹁
神
代
﹂
か
ら
、
天

照
大
神
の
子
孫
の
系
譜
に
そ
っ
て
、
一
つ
な
が
り
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
、
い
ま

も
人
々
が
生
活
し
て
い
る
、
こ
の
現
実
界
の
内
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
﹁
神
代
﹂
の
物
語
も
や
は
り
歴
史
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
苅
部
直
﹃
日
本
思
想
史
へ
の
道
案
内
﹄
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
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こ
こ
で
は
、
記
紀
神
話
は
も
っ
ぱ
ら
自
然
に
導
入
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、﹁
現
実
界
の
内
の
出
来

事
﹂﹁
歴
史
の
一
部
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
、
四
十
年
近
く
前
に
書
か
れ
た
本
書
は
、
す
で
に
右
記
の

ご
と
き
記
紀
神
話
理
解
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

天
皇
の
系
譜
は
、
そ
れ
を
遡
っ
て
行
け
ば
発
端
は
無
時
間
の
世
界
で
あ
る
神
世
に
接
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
無
時
間
の
世
界
と
歴
史
の
世
界
と
が
、
時
の
流
れ
と
し
て
ひ
と

続
き
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

 

（
本
書
30
頁
）

か
く
し
て
著
者
は
、記
紀
神
話
に
お
い
て
﹁
神
世
﹂
と
人
々
の
世
界
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

そ
の
本
来
の
目
的
で
は
な
い
、
と
明
言
す
る
。
そ
の
上
で
、

神
話
を
冒
頭
に
掲
げ
て
歴
史
を
述
べ
る
﹃
日
本
書
紀
﹄
と
﹃
古
事
記
﹄
を
、
最
古
の
史
書

と
し
て
持
つ
日
本
で
は
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
高
天
原
の
最
貴
の
神
の
子
孫
で
あ
る
歴
代

天
皇
の
系
譜
を
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
起
居
注
を
も
と
に
し
た
天
子
の
行
動
の

記
録
を
歴
史
の
柱
に
す
る
と
い
う
中
国
の
歴
史
の
書
き
方
が
、
歴
代
天
皇
の
皇
位
継
承
の
経

緯
を
語
る
こ
と
が
歴
史
で
あ
る
と
い
う
神
話
の
伝
統
を
引
く
考
え
に
、
重
ね
合
わ
せ
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
天
子
の
起
居
と
、
そ
の
結
果
の
中
に
天
の
意
志
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
と
い
う
思
想
は
、
連
綿
と
し
た
天
皇
の
系
譜
の
中
に
、
天
照
大
神
の
神
意
を
見
よ
う
と
す

る
思
想
に
重
ね
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。 

（
本
書
55
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
記
紀
神
話
の
機
能
に
つ
い
て
、
歴
史
学
と
政
治
学
か
ら
そ
の
趣
旨
を
解
き
明

か
す
。

換
言
す
れ
ば
、
中
国
と
日
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
違
う
﹁
天
下
﹂
で
あ
り
、
圧
倒
的
に
優

勢
だ
っ
た
中
国
の
﹁
天
下
﹂
と
区
別
す
る
た
め
に
、
日
本
で
は
﹁
無
時
間
の
世
界
で
あ
る
神
世
﹂

が
歴
史
書
に
取
り
込
ま
れ
た
。
二
十
四
史
の
伝
統
に
規
範
を
持
つ
﹁
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
国
々
﹂

の
歴
史
書
と
は
異
な
り
、﹁
神
世
﹂
は
、
ま
さ
に
そ
の
﹁
歴
史
を
超
え
た
﹂
無
時
間
性
に
よ
っ
て
、

そ
の
後
の
日
本
史
の
、
様
々
な
﹁
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂
を
可
能
に
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
史
に
と
っ

て
、﹁
天
地
初
発
の
時
、
高
天
原
に
成
る
神
の
名
云
々
﹂
と
始
ま
る
﹃
古
事
記
﹄
の
記
述
方
式
は
、

中
国
の
正
史
か
ら
も
、
中
国
中
心
の
﹁
天
下
シ
ス
テ
ム
﹂
か
ら
も
独
立
し
た
、
独
自
の
時
間
の
始

ま
り
の
宣
言
を
意
味
す
る
。

古
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
、﹁
神
世
﹂
を
歴
史
に
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
か
く
も
重
大
な

意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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か
か
る
著
者
の
論
点
は
、
本
書
第
三
章
以
降
の
、
日
本
史
の
様
々
な
叙
述
様
式
に
つ
い
て
の
考

察
に
連
結
す
る
。
平
明
な
語
り
口
に
よ
っ
て
、
漢
字
の
み
で
書
か
れ
る
中
国
の
歴
史
書
と
は
異
な

る
、
変
体
漢
文
、
純
漢
文
、
和
漢
混
淆
文
、
仮
名
文
な
ど
、
様
々
な
文
体
の
歴
史
書
が
紹
介
さ
れ
、

仏
教
思
想
や
神
道
思
想
な
ど
を
盛
ら
れ
た
世
継
の
翁
、
説
話
、
物
語
、
軍
記
、
伝
記
、
自
叙
伝
も
、

日
本
に
生
ま
れ
た
独
自
の
特
色
に
富
む
歴
史
書
と
し
て
、
明
晰
な
筆
致
で
素
描
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
本
書
を
締
め
く
く
る
言
葉
と
し
て
、
著
者
は
、﹁
中
央
の
歴
史
に
対
し
て
、
地
方
の
歴
史
が

書
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
国
の
歴
史
に
対
し
て
、
貴
族
、
武
士
、
庶
民
の
歴
史
を
書
こ
う
と
し

た
例
は
驚
く
ほ
ど
乏
し
い
。
わ
ず
か
に
僧
の
歴
史
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
、
日
本
史
全
体
に
認

め
ら
れ
る
国
家
偏
重
の
傾
向
へ
の
批
判
も
忘
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
﹁
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
﹂
だ
け
で

は
満
足
し
な
い
、﹁
進
歩
と
し
て
の
歴
史
﹂（
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
／
清
水
幾
太
郎
訳
﹃
歴
史
と
は
何
か
﹄
岩
波
新

書
、
一
九
六
二
年
）
に
寄
せ
る
著
者
の
熱
き
思
い
も
感
じ
ら
れ
る
。

無
論
、
本
書
は
日
本
史
を
学
ぼ
う
と
す
る
初
心
者
へ
の
入
門
書
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
著
者

の
浩こ
う
か
ん瀚

な
学
識
の
僅
か
一
斑
を
窺
わ
せ
て
く
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ

さ
れ
る
大
隅
史
学
へ
の
好
奇
心
を
満
た
す
に
は
、
著
者
に
よ
る
そ
の
他
数
々
の
名
著
を
読
む
こ
と

が
近
道
で
あ
り
、
な
か
で
も
本
書
の
理
論
に
深
く
関
わ
る
﹃
愚
管
抄
を
読
む
︱
︱
中
世
日
本
の
歴

史
観
﹄（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
を
手
に
取
れ
ば
、
そ
の
巨
視
と
微
視
の
目
を
併
せ
も
っ
た

日
本
史
探
検
の
方
法
に
、
た
ち
ま
ち
魅
了
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
解
説
者
は
、
偶
然
に
も
十
数
年
前
か
ら
、
本
書
が
提
起
す
る
記
紀
神
話
と
歴
史
叙

述
の
関
係
に
注
目
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
書
著
者
の
卓
論
に
触
発
さ
れ
、
こ
こ
に
あ
え
て
、﹃
古
事

記
﹄
と
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
お
け
る
、﹁
神
世
﹂
を
冒
頭
に
飾
る
と
い
う
﹁
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂
の
具

体
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
一
仮
説
を
呈
し
、
本
書
に
お
け
る
論
議
の
続
ぞ
く
ち
ょ
う
貂
と
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

門
閥
政
治
が
盛
ん
だ
っ
た
六
朝
時
代
の
中
国
で
は
、
氏
族
の
歴
史
意
識
の
高
揚
と
、
通
史
へ
の

全
体
的
な
把
握
と
い
う
二
つ
の
意
欲
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
歴
史
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
新
た

な
規
範
が
模
索
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
か
ら
現
れ
た
皇
甫
謐
の
﹃
帝
王
世
紀
﹄
と
い
う
書
物
は
、

天
地
の
開
闢
か
ら
人
皇
が
出
現
す
る
魏
の
咸
熙
二
年
（
二
六
五
年
）
に
至
る
ま
で
の
二
七
二
代
に
わ

た
る
歴
史
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、﹁
人
間
史
の
開
幕
の
説
明
と
帝
紀
と
を
統
一
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
﹂
こ
と
で
、﹁
古
典
的
な
宇
宙
生
成
論
と
帝
王
統
治
の
世
紀
が
﹂﹁
簡
便
に
網
羅
的
に
与
え
ら

れ
た
﹂
と
高
く
評
さ
れ
て
い
る
（
戸
川
芳
郎
﹃
漢
代
の
学
術
と
文
化
﹄
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）。
た
だ
、

こ
の
歴
史
書
は
佚い
っ
し
ょ書
と
し
て
長
い
間
歴
史
家
に
忘
れ
去
ら
れ
、﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
に
も
著
録

の
み
見
ら
れ
、
実
物
は
残
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、﹃
帝
王
世
紀
﹄
の
残
編
よ
り
復
元
さ
れ
た
そ
の
内
容
は
、﹃
古
事

記
﹄
と
多
く
の
点
で
類
似
し
て
い
る
。
神
話
の
部
分
を
除
き
、
人
皇
に
関
す
る
各
記
事
の
構
成
は

基
本
的
に
、（
一
）
出
自
と
人
と
な
り
、（
二
）
政
治
実
績
、（
三
）
王
統
譜
、（
四
）
死
去
時
の
年
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齢
ま
た
は
在
位
期
間
、（
五
）
埋
葬
地
、
と
な
っ
て
い
る
が
、﹃
古
事
記
﹄
の
各
天
皇
に
か
ん
す
る

記
事
も
、
ほ
ぼ
こ
の
五
項
目
に
対
応
す
る
構
成
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
分
量
、
表
現
、
文

法
な
ど
細
部
に
わ
た
る
類
似
も
目
立
ち
、
と
り
わ
け
紀
伝
体
で
も
編
年
体
で
も
な
い
そ
の
様
式
と

﹃
古
事
記
﹄
の
類
似
が
目
を
惹
く
。

﹃
帝
王
世
紀
﹄
が
取
る
様
式
は
、
現
在
知
ら
れ
る
中
国
史
の
最
古
の
歴
史
記
録
、
紀
元
前
四
世
紀

に
現
れ
た
と
さ
れ
る
﹁
葉
書
﹂
と
﹁
牒
﹂
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
と
も
に
﹁
紀
系
諡
之
譜
﹂

︱
︱
王
者
の
系
統
を
記
述
す
る
も
っ
と
も
原
始
的
な
形
態
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
﹃
世
本
﹄、
汲

冢
書
﹃
竹
書
紀
年
﹄、﹃
漢
紀
﹄、﹃
古
史
考
﹄
を
経
て
、﹃
帝
王
世
紀
﹄
に
至
っ
て
、
史
書
の
一
類
型

と
し
て
完
成
を
見
せ
た
。
内
藤
湖
南
、
戸
川
芳
郎
ら
に
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
正
史
を
尊
ぶ
中

国
の
歴
史
書
の
な
か
で
、﹃
帝
王
世
紀
﹄
は
、
讖
緯
思
想
に
色
濃
く
塗
ら
れ
た
独
自
の
宇
宙
観
を
人

皇
の
歴
史
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朝
廷
の
正
統
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
み

な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
六
朝
と
い
う
時
代
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
一
政
治
現
象
で
も
あ
っ
た
。

で
は
、﹃
古
事
記
﹄
と
﹃
帝
王
世
紀
﹄
の
間
に
見
ら
れ
る
諸
々
の
類
似
点
は
、
何
を
意
味
す
る
も

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
拙
論
の
一
部
を
引
用
し
て
お
く
。

﹃
古
事
記
﹄
の
編
纂
事
業
は
、
歴
史
的
な
立
場
か
ら
神
話
伝
承
を
含
む
種
々
雑
多
な
帝
紀
、

旧
辞
の
整
理
を
通
し
て
、
新
た
な
時
代
に
相
応
し
い
帝
王
の
系
譜
を
作
る
こ
と
で
あ
っ
た
た

め
、
太
安
万
侶
に
と
っ
て
、
新
し
い
歴
史
叙
述
の
方
法
を
模
索
す
る
第
一
歩
と
し
て
、
そ
う

し
た
先
行
資
料
の
点
検
や
取
捨
と
同
時
に
、
規
範
た
る
べ
き
史
書
の
選
定
に
よ
っ
て
執
筆
方

針
を
決
定
す
る
こ
と
も
、
そ
の
編
纂
作
業
の
重
要
な
一
環
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。﹃
帝
王

世
紀
﹄
と
い
う
書
物
は
、﹃
初
学
記
﹄
や
﹃
芸
文
類
聚
﹄
と
と
も
に
、
恐
ら
く
当
時
既
に
利
用

で
き
る
条
件
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
我
々
が
両
文
献
の
間
に
見
る
前
掲
の
諸
々
の
類
似
点
を
、

﹃
古
事
記
﹄
に
お
け
る
﹃
帝
王
世
紀
﹄
受
容
の
痕
跡
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
類
例
を
通
し
て
、
太
安
万
侶
の
編
纂
方
針
︱
︱
﹃
古
事
記
﹄
を
し
て
﹁
帝

皇
日
嗣
﹂
と
し
て
の
統
一
性
を
持
た
せ
る
意
向
と
使
命
感
の
よ
う
な
も
の
も
強
く
感
じ
ら
れ

る
。（
中
略
）
こ
の
事
業
で
終
始
優
先
さ
れ
て
い
た
の
は
、
明
ら
か
に
各
代
の
皇
統
譜
を
漏
れ

な
く
、
一
定
の
規
範
に
則
っ
て
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
﹃
古
事
記
﹄
に
見
え
る
執

拗
な
ま
で
の
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
繰
り
返
え
さ
れ
る
皇
統
譜
こ
そ
、
太
安
万
侶
の
目
指
し
た

目
標
で
あ
り
、
到
達
点
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
仕
事
を
成
就
さ
せ
た
の
は
、

新
た
な
歴
史
叙
述
を
模
索
す
る
史
家
と
し
て
情
熱
の
ほ
か
、﹃
帝
王
世
紀
﹄
と
い
う
漢
土
伝
来

の
書
物
も
そ
の
参
考
書
た
る
べ
く
一
役
を
買
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

（
王
小
林
﹃
古
事
記
と
東
ア
ジ
ア
の
神
秘
思
想
﹄
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
）

と
も
か
く
、﹃
帝
王
世
紀
﹄
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
歴
史
書
に
出
会
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
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﹃
古
事
記
﹄
の
編
纂
者
が
、
中
国
史
の
圧
倒
的
な
﹁
単
一
性
﹂
か
ら
脱
出
す
る
道
を
見
い
だ
し
、
現

在
見
ら
れ
る
よ
う
な
歴
史
叙
述
の
様
式
を
確
立
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

繰
り
返
す
が
、﹃
古
事
記
﹄
の
編
纂
者
に
と
っ
て
、
天
地
開
闢
よ
り
天
皇
の
統
治
へ
と
続
く
そ
の

皇
統
の
正
当
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
正
史
と
ま
っ
た
く
異
な
る
原
理
と
規
範
が
必
要
と
さ
れ
て

い
た
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
希
求
を
満
た
す
よ
う
に
、﹁
家
牒
﹂
と
﹁
世
本
﹂
の
流
れ
を
汲
む
﹃
帝

王
世
紀
﹄
が
、
編
纂
者
の
目
に
止
ま
り
、
そ
の
編
纂
方
針
と
様
式
が
利
用
さ
れ
、
最
終
的
に
、
現

存
す
る
﹃
古
事
記
﹄
の
様
式
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、八
年
後
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
日

本
書
紀
﹄
も
、
紀
伝
体
と
い
う
形
を
取
り
な
が
ら
、﹃
古
事
記
﹄
編
纂
の
基
本
方
針
を
黙も
っ
け
い契

と
し
て

守
り
、
現
在
見
ら
れ
る
構
成
に
仕
上
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
二
つ
の
歴
史
書
は
、
い
ず
れ

も
国
家
の
事
業
と
し
て
企
画
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
相
互
に
見
ら
れ
る
様
式
の
相
違
を
、
そ
れ
ぞ

れ
対
内
宣
伝
と
対
外
交
流
︱
︱
こ
の
場
合
の
対
外
と
は
あ
く
ま
で
も
﹁
天
下
シ
ス
テ
ム
﹂
の
中
心

で
あ
る
中
国
を
指
す
︱
︱
の
政
治
方
策
に
よ
る
も
の
と
理
解
す
れ
ば
、
疑
問
も
氷
解
し
よ
う
。

以
上
は
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
仮
説
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
本
書
著
者
の
﹁
日
本
史

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂
と
い
う
語
に
示
唆
さ
れ
る
古
代
日
本
の
歴
史
世
界
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

た
激
し
く
も
ス
リ
ル
な
知
的
ド
ラ
マ
へ
の
想
像
力
を
、
少
し
で
も
豊
か
な
も
の
に
し
て
頂
け
れ
ば
、

冒
頭
に
述
べ
た
﹁
鮮
や
か
な
道
し
る
べ
﹂
と
い
う
本
書
へ
の
評
語
も
、
決
し
て
虚
言
で
な
い
こ
と

が
理
解
さ
れ
よ
う
。

近
年
、
時
間
と
い
う
も
の
の
﹁
単
一
性
﹂
を
否
定
し
た
物
理
学
者
は
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
よ

う
な
理
論
を
提
唱
し
て
い
る
。

時
間
は
、
場
所
が
違
え
ば
異
な
る
リ
ズ
ム
を
刻
み
、
異
な
る
進
み
方
を
す
る
。
こ
の
世
界

の
事
物
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ズ
ム
の
踊
り
が
編
み
込
ま
れ
て
い
る
。
踊
る
シ
ヴ
ァ
神
が
こ

の
世
界
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
万
の
シ
ヴ
ァ
神
が
い
る
は
ず
な
の
だ
。
ち
ょ
う
ど

マ
テ
ィ
ス
の
絵
画
の
よ
う
な
、
巨
大
な
踊
り
手
た
ち
の
集
団
が
。

 

（
カ
ル
ロ
・
ロ
ヴ
ェ
ッ
リ
／
冨
永
星
訳
﹃
時
間
は
存
在
し
な
い
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
九
年
）

本
書
が
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
蜜
蜂
の
巣
の
二
つ
の
歴
史
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
表
現
し
よ
う

と
し
た
の
も
、
ま
さ
に
﹁
異
な
る
リ
ズ
ム
﹂﹁
異
な
る
進
み
方
﹂
を
持
つ
日
本
史
の
世
界
で
あ
り
、

数
々
の
日
本
の
歴
史
書
を
通
し
て
読
者
に
開
示
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
古
代
東
ア
ジ
ア
を
支
配
し

て
い
た
正
史
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ズ
ム
の
踊
り
が
編
み
込
ま
れ
た
歴
史
の

世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
巨
大
な
踊
り
手
た
ち
の
集
団
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
歴
史
図
絵

を
前
に
、
指
針
た
る
本
書
の
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
案
内
を
手
に
す
れ
ば
、
異
彩
を
放
つ
日
本
史

に
触
れ
る
知
的
な
喜
び
は
、
す
で
に
約
束
さ
れ
て
い
る
。

 

（
お
う
・
し
ょ
う
り
ん
／
東
西
哲
学
研
究
所
代
表
）



＊
本
書
は
一
九
八
七
年
六
月
に
弘
文
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
底
本
に
し
て
い
ま
す
。
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