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平
安
京
の
物
語
・
物
語
の
平
安
京

─
ま
え
が
き
に
か
え
て

─

一
　
中
古
文
学
は
孤
立
し
て
い
る
か

『
源
氏
物
語
』
は
平
安
京
の
物
語
で
あ
る
（
（
（

。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
「
ま
え
が
き
」
を
書
き
始
め
る
に
は
わ
け
が
あ
る
。
表
現

0

0

と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、

「
平
安
京
の
物
語
」
と
い
う
視
点
を
も
っ
て
本
書
の
全
体
を
考
え
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
平
安
京
の
物
語
」
と
い
う
概

念
は
、
単
に
平
安
京
に
お
け
る

0

0

0

0

物
語
と
い
う
だ
け
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
平
安
時
代

0

0

の
物
語
に
つ
い
て
、
よ
り
空
間

性
を
強
く
意
識
し
た
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
平
安
京
の
物
語
」
は
、「
物
語
の
平
安
京
」
と
裏
表

0

0

の
関
係
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

物
語
は
平
安
京
を
基
盤

0

0

と
し
て
生
成
し
て
い
る
と
同
時
に
、
平
安
京
の
物
語
の
描
き
出
し
て
み
せ
る
世
界
が
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の

平
安
京
と
い
う
世
界
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
は
平
安
京
独
特
の
性
格
で
あ
る
が
、
遷
都
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
天
皇
が
交
替
す
る

た
び
に
都
は
更
新
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
相
同
的hom

ological

に
都
は
積
み
重
ね
合
さ
れ
る
（
（
（

。
さ
ら
に
、
鎌
倉
期
に
な
る
と
、
古
き
平

安
京
を
抱
え
込
ん
で
京
都

0

0

と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
。
か
く
て
都
そ
の
も
の
が
重
層
的
な
存
在
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
物
語
の
世

界

─
表
現
と
し
て
の
物
語
そ
の
も
の
の
重
層
性
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
平
安
京
の
物
語
の
ど
こ

0

0

に
、
表
現
の
重
層
性
は
、
ど
の

0

0

よ
う
に

0

0

0

現
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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の
」
と
し
て
説
話
と
歌
謡
を
挙
げ
る
（
同
書
、
二
九
四
頁
（。
そ
し
て
、「
そ
こ
に
官
僚
貴
族
な
ら
ぬ
庶
民
を
母
体
と
し
た
伝
承
文
芸

の
性
格
と
運
命
と
に
か
か
は
る
根
本
の
問
題
が
潜ひ
そ

ん
で
い
る
」
と
い
う
。
神
田
氏
の
こ
の
文
章
は
、
平
安
朝
と
平
安
朝
の
文
芸
が
、

日
本
の
歴
史
と
文
芸
史
の
中
で
、
あ
た
か
も
孤
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
強
烈
で
あ
っ
た
。

だ
が
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
神
田
氏
の
誤
解
の
ひ
と
つ
は
『
源
氏
物
語
』
が
平
安
時
代
を
代0

表0

す
る
文
芸
で
あ
る
と
し
て
も

0

0

0

0

、

『
源
氏
物
語
』
が
す
べ
て
で
は
な
い

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
何
度
読
ん
で
も
、『
源
氏
物
語
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
と
の
間
に
は
、
内
容
に
お
い
て
直
接
的
な
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
（
（
（

か
ら
、
後
代
へ
の
影
響
は
部
分
的
、
限
定
的

で
あ
る
。

さ
ら
な
る
誤
解
は
、
神
田
氏
が
「
伝
承
文
芸
」
の
担
い
手
を
「
庶
民
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
伝

承
は
貴
族
か
庶
民
か
と
い
っ
た
身
分
や
階
層
を
貫
く

0

0

性
質
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
本
書
、
序
章
）。
あ
え
て
言
え
ば
、
目
に
見

え
る
印
象
だ
け
で
、
あ
た
か
も
都
だ
け
が
閉
じ
ら
れ
た
世
界
と
捉
え
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
古
の
「
文
芸
」
は
孤
立

し
て
い
な
い

0

0

0

は
ず
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
神
田
氏
は
、『
竹
取
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
に
「
先
立
つ
こ
と
百
年
」
で
あ
り
『
信
貴
山
縁
起
』
が
『
源
氏
物
語
』
に

「
後
れ
る
こ
と
百
年
」
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
の
間
に
は
「
前
後
に
百
年
の
平
安
宮
廷
の
文
芸
の
清
楚
と
爛
熟
と
は
、
格
段
の
差
で

あ
る
」
の
に
、「
二
大
傑
作
」
の
両
者
は
、「
前
後
に
百
年
の
歳
月
が
、
存
在
し
な
か
つ
た
か
の
如
く
に
、
主
題
の
基
底
に
於
て
同

質
」
で
あ
る
と
い
う
（
同
書
、
二
九
五
～
六
頁
（。
こ
こ
に
も
看
過
し
が
た
い
誤
解
が
あ
る
。
考
え
る
に
、『
竹
取
物
語
』
や
『
信
貴

山
縁
起
』
と
い
う
事
例
が
、
説
か
れ
る
話
題
の
例
示
と
し
て
「
二
大
傑
作
」
だ
と
い
う
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
も
、

テ
キ
ス
ト
を
支
え
る
伝
承
的
な
枠
組
み
は
歴
史
的
な
変
容
を
受
け
に
く
く
歴
史
貫
通
的
な
属
性
を
も
つ
か
ら
、
個
別
に

0

0

0

テ
キ
ス
ト
が

成
立
す
る
時
代
の
生
成
の
場
ご
と

0

0

0

に
、
基
層
的
な
枠
組
み
を
用
い
て
構
築
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
そ
の
都
度
織
り
直
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ

と
が
テ
キ
ス
ト
の
生
成
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
平
城
京
か
ら
長
岡
京
、
そ
し
て
平
安
京
へ
と
い
う
変
遷
は
、
確
か
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
問
題
は
、
天
皇
の
居

所
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
都
の
構
造
そ
の
も
の
が
常
に
相
同
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別
の
都
城
の
理
念
や
生
態
に

歴
史
的
変
遷
が
あ
っ
て
も
、
遷
都
さ
れ
た
都
が
同
じ
構
造
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
重
層
化
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
平
安
京
の
物
語

は
平
城
京
や
長
岡
京
を
抱
え
込
ん
で
い
る

0

0

0

0

0

0

0

（
本
書
、
第
二
章
第
一
節
、
第
二
節
）。

同
時
に
、
都
人
に
と
っ
て
平
安
京
の
都
は
、
社
会
そ
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
全
体

0

0

で
も
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
語
の
平

安
京
と
は
、
物
語
の
舞
台
と
出
来
事
の
起
き
る
場
所
の
義
で
あ
る
。
物
語
に
お
け
る
主
人
公
の
成
人
式
と
結
婚
、
そ
し
て
流
離
や
試

練
と
い
っ
た
枠
組
みschem

e
が
、
平
安
京
の
都
そ
の
も
の
と
不
即
不
離
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
分
か
り
や
す
い
。

問
題
は
、
物
語
と
い
う
テ
キ
ス
ト
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
、
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
新
し
い
も
の
は
、
古
い

も
の
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
す
る
と
い
う
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
は
思
い
描
き
や
す
い
。
そ
の
と
き
、
テ
キ
ス
ト

─

表
現
の
問
題
と
し
て
、
新
し
い
も
の
が
古
い
も
の
を
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

抱
え
込
む
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
文
学
研
究
に
お
い
て
、
平
安
京
の
時
代
と
文
芸
は
、
今
な
お
「
中
古
」
と
い
う
語
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
が

多
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
い
か
に
も
古
い
文
章
を
引
い
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
神
田
秀
夫
氏
の
「
平
安
朝
川

中
島
説
」
で
あ
る
。

神
田
氏
は
、
江
戸
時
代
が
「
過
去
よ
り
現
在
に
至
る
文
芸
の
潮
流
を
受
け
容
れ
て
、
こ
れ
を
受
け
と
め
て
濾ろ

か過
す
る
力
」
が
あ
る

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
が
『
源
氏
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
「
文
芸
の
潮
流
」
を
「
川
幅
の
全
面
に
わ
た
る
濾
過
装
置
」
を

も
つ
て
受
け
入
れ
る
の
に
対
し
て
、
平
安
朝
は
、
奈
良
時
代
か
ら
の
「
文
芸
の
遺
産
」
を
「
全
面
的
に
濾
過
す
る
装
置
」
を
も
た
ず
、

あ
た
か
も
「
川
の
ま
ん
な
か
に
宮
廷
」
が
あ
り
、「
川
中
島
の
如
き
も
の
」
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
（
（
（

。「
そ
こ
に
は
た
だ
平
安
京
と
い

ふ
都
が
あ
つ
た
の
だ
」
と
い
う
。
神
田
氏
は
「
平
安
朝
が
川
中
島
で
あ
つ
た
と
い
ふ
文
学
史
上
の
事
実
を
最
も
よ
く
立
証
す
る
も
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テ
キ
ス
ト
を
支
え
る
枠
組
みschem

e

の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
（
（
（

。
つ
ま
り
、
考
察
の
対
象
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス

ト
が
、
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ん
で
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。（
本
書
、
第
二
章
第
三
節
、
及

び
第
三
章
）

さ
ら
に

0

0

0

、
歴
史
（
的
資
料
（
を
対
照
さ
せ
る
従
来
の
手
慣
れ
た
方
法
に
比
べ
る
と
、
実
に
唐
突
で
無
謀
な
印
象
を
持
た
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
平
安
京
の
物
語
を
考
え
る
と
き
に
、
口
承
文
芸
、
特
に
民
間
説
話
を
支
え
る
枠
組
み
を
参
看
し
、
重
ね
合
わ
せ
て
み

る
こ
と
が
、
本
書
に
お
け
る
も
う
ひ
と
つ

0

0

0

0

0

の
企
て
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
私
は
こ
れ
ま
で
、
別
途

0

0

、
昔
話
を
ひ
と
つ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
分
析
、
解
明
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
（
（
（

が
、
興
味
深

い
こ
と
は
、
戦
前
・
戦
後
に
採
録
さ
れ
た
昔
話
の
中
に
は
、
そ
の
根
底
に
奈
良
時
代
の
『
風
土
記
』
に
み
え
る
古
代
か
ら
の
話
柄
や

話
型
が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

平
安
京
の
物
語
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
古
代
の
『
風
土
記
』
に
み
え
る
在
地
の
神
話
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
。

た
だ
、『
風
土
記
』
は
、
原
則
と
し
て
漢
文
体
や
漢
文
訓
読
体
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
構
成
の
次
元
で
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き

る
が
、
残
念
な
が
ら
口
承
に
お
け
る
表
現
の
次
元
は
復
元
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
と
神
話
と
を
表
現

0

0

の
次
元
で
比
較
す
る

に
は
、
柳
田
国
男
氏
に
よ
っ
て
神
話
を
保
管
す
る
と
さ
れ
て
き
た
昔
話
（
（
（

を
採
り
上
げ
る
こ
と
は
決
し
て
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
物
語
の
古
層
に
神
話
を
、
物
語
の
基
層
に
昔
話
を
も
っ
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
嗤わ
ら
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
面
倒
な
事
情
を
、
村
人
で
あ
る
昔

話
の
語
り
手
は
、
お
そ
ら
く
考
え
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
学
的
に
い
え
ば
、
我
々
が
触
れ
う
る
昔
話
は
、
語
り
手
の
意
識

と
は
関
係
な
く
古
代
か
ら
の
枠
組
み
を
も
と
に
し
て
お
り
、
現
代
の
昔
話
の
語
り
手
が
幼
い
こ
ろ
に
聞
い
た
祖
父
母
た
ち
の
世
代
の

言
葉
や
習
俗
は
、
そ
の
ま
た
祖
父
母
た
ち
の
語
り
を
記
憶
し
て
い
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
、
江
戸
時
代

0

0

0

0

の
言
葉
や
習
俗
を

含
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同
時
に
、
語
り
手
が
教
育
の
中
で
獲
得
し
た
近
代
語
（
あ
る
い
は
現
代
語
（
も
含
ま
れ
て
い
る
。

二
　『
源
氏
物
語
』
分
析
と
も
う
ひ
と
つ
の
企
て

さ
て
、『
源
氏
物
語
』
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
、
と
り
わ
け
『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
物
語
を
「
摂
取
」
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
三
巻
本
『
枕
草
子
』
第
二
〇
一
段
を
見
る
と
、
物
語
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

事
実
そ
の
も
の
に
、
大
き
な
意
味
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

　

物
語
は
、
住
吉
。
宇
津
保
。
殿
移
り
。
国
譲
り
は
に
く
し
。
埋
木
。
月
待
つ
女
。
梅
壺
の
大
将
。
道
心
す
す
む
る
。
松
が
枝
。

狛こ
ま

野の

の
物
語
は
、
古ふ
る
か
は
ほ
り

蝙
蝠
さ
が
し
出
で
て
も
て
行
き
し
が
、
を
か
し
き
な
り
。
物
羨う
ら
や

み
の
中
将
。
宰
相
に
子
産
ま
せ
て
、
形

見
の
衣
な
ど
こ
ひ
た
る
ぞ
に
く
き
。
交
野
の
少
将
（
（
（

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
物
語
の
殆
ど

0

0

は
、
私
に
は
無
学
に
し
て
聞
き
慣
れ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
逸
書
が
多
い

こ
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
中
で
、
現
在
、
手
に
と
っ
て
読
む
こ
と
の
で
き
る
物
語
に
何
が
あ
る
か
と
い
う
と
、

『
源
氏
物
語
』
に
と
っ
て
の
『
住
吉
物
語
』
は
古
本
系
の
テ
キ
ス
ト
（
古
『
住
吉
』）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
て
古
代
の

本
文
を
明
確
に
「
こ
れ
」
と
示
す
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
。『
宇
津
保
物
語
』
も
お
お
よ
そ
全
巻
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
私
が
最
も
不
思
議
に
感
じ
る
こ
と
は
、『
枕
草
子
』「
物
語
は
」
章
段
の
中
に
紫
式
部
が
評
価
す
る

『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
の
名
を
見
出
し
え
な
い

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
、『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
の
存
在
は
、
清

少
納
言
と
の
興
味
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
と
紫
式
部
と
関
心
の
違
い
は
、
あ
た
か
も
「
流
行
」

と
「
伝
統
」、
ま
た
は
「
古
代
の
現
代
」
と
「
ひ
と
昔
前
の
古
代
」
と
い
っ
た
違
い
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
比
較
し
た
く
な
る
ほ
ど
で

あ
る
。
紫
式
部
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
嗜し
こ
う好

の
問
題
で
は
な
く
、
こ
の
二
書
に
価
値
を
置
く
と
い
う
文
学
観
の
違
い
に
よ
る
も
の
だ
と

い
う
ふ
う
に
、
文
芸
に
対
す
る
評
価
に
必
然
性
の
あ
る
こ
と
を
予
想
し
た
く
な
る
。

た
だ
、
こ
れ
以
上
、
こ
の
比
較
検
討
の
詳
細
は
措お
こ
う
。
本
書
で
は
、
紫
式
部
の
側
に
立
っ
て
、
物
語
摂
取
の
問
題
を
と
り
わ
け
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三
　
口
承
文
芸
と
の
関
係
の
中
で
文
献
文
芸
が
生
成
す
る
こ
と

ち
な
み
に
、
実
態
的
に
み
れ
ば
、
口
承
文
芸
は
文
献
文
芸
の
基
盤

0

0

と
み
え
る
が
、
現
代
の
眼
か
ら
す
る
と
、
か
つ
て
存
在
し
た
口

承
文
芸
の
働
き
が
見
え
に
く
い

0

0

0

0

0

だ
け
で
あ
る
。
口
承
文
芸
と
文
献
文
芸
と
は
、
と
り
わ
け
古
代
か
ら
中
世
に
至
る
ま
で
（
は
、
ま
ち

が
い
な
く
）、
い
つ
も

0

0

0

絶
え
ざ
る
緊
張
を
保
ち
な
が
ら
併
存

0

0

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
外
部

0

0

の
口
承
文
芸
を
意
識
し

て
文
献
文
芸
が
成
立
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い

0

0

0

0

。
文
献
文
芸
の
内
部

0

0

に
口
承
文
芸
は
い
か
に
抱
え
込
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
い

で
も
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
平
安
京
の
物
語
の
テ
キ
ス
ト
は
ど
う
読
め
る
の
か
。
そ
の
と
き
、
文
献
文
芸
は
口
承
文
芸
と
枠
組
み
を
共
有

0

0

す

る
。
あ
る
い
は
、
文
献
文
芸
は
口
承
文
芸
の
枠
組
み
を
基
層

0

0

と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
（（
（

。
た
だ
、
後
代

に
残
る
の
は
文
献
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
か
つ
て
は
文
献
だ
け
が
存
在
し
た
か
の
よ
う
に
絶
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
ま
た
古
い

0

0

文
章
を
持
ち
出
し
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
か
つ
て
益
田
勝
実
氏
は
「
無
意
識
と
慣
習
に
潛
む
も
の
─
微
視

の
人
間
史
学
序
説
─
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ
こ
で
益
田
氏
は
、「
わ
た
し
」
の
中
に
「
内
在
す
る
歴
史
」
を
発
見
し
、

「
人
体
に
潛ひ
そ
む
ふ
し
ぎ
、
短
い
生
涯
を
生
き
て
こ
の
体
に
悠
久
の
お
も
か
げ
の
あ
る
こ
と
」
を
指
摘
し
、
柳
田
国
男
氏
の
学
問
を
検

討
し
た
上
で
、「
自
然
と
文
化
の
頑
固
な
ま
で
の
残
留
、
そ
の
累
層
し
て
い
く
構
造
」
と
い
う
も
の
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
し

て
「
日
本
の
近
代
」
に
お
け
る
「
自
我
の
時
代
」
を
批
判
し
、「
前
代
か
ら
の
歴
史
の
引
き
つ
づ
き
と
見
え
る
現
実
の
闇
部
分
」
を

ど
う
捉
え
る
か
、
と
問
題
提
起
す
る
。
そ
し
て
「
自
己
学
と
し
て
の
民
俗
学
の
再
評
価
」
の
可
能
性
を
探
り
、「
自
己
の
内
部
の
歴

史
性
を
ふ
く
め
て
全
体
的
把
握
、
自
己
の
伝
承
し
て
い
る
習
俗
と
い
ま
人
び
と
が
意
識
し
て
創
出
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
相
関
関
係
を
、

ネ
グ
レ
ク
ト
し
な
い
根
本
の
立
場
を
、
自
分
の
学
問
の
出
発
点
」
と
し
た
い
と
表
明
し
て
い
る
（
（（
（

。
こ
れ
は
何
度
読
み
直
し
て
も
、
な

お
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
昔
話
そ
れ
自
体
も
ま
た
歴
史
性
を
帯
び
な
が
ら
重
層
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
だ
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
物
語
や
説
話
な
ど
文
字
言
語

0

0

0

0

に
よ
っ
て
織
ら
れ
た
、
古
典
と
呼
ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
は
、
歴
史
性
を
帯
び
つ
つ
古
層
や
基
層

か
ら
新
層
や
表
層
へ
と
、
重
層
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
だ
と
い
え
る
。
と
同
様

0

0

、
昔
話
も
音
声
言
語

0

0

0

0

に
よ
っ
て
織
ら
れ
た

口
承
文
芸
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
重
層
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
文
献
文
芸
と
口
承

文
芸
と
は
相
同
的
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
『
源
氏
物
語
』
を
直
接

0

0

口
承
文
芸
と
結
び
付
け
て
批
評
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
強
引
に
す
ぎ
、

か
え
っ
て
考
察
の
深
み
に
ま
で
至
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
か
。
今
は
ま
ず
、
構
成
す
な
わ
ち
枠

組
み
の
次
元
で
比
較
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
方
、
文
献
の
側
で
比
較
で
き
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
絵
合
巻
や
蛍
巻
、
蓬

生
巻
な
ど
に
お
い
て
取
り
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
紫
式
部
の
愛
読
書
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。『
源
氏
物
語
』
の
作
者
は
、
多
く
の
物

語
の
中
か
ら
、
こ
の
二
書
に
お
そ
ら
く
共
感
共
鳴
す
る
こ
と
が
あ
り
、
自
ら
の
め
ざ
す
物
語
と
同
じ
匂
い

0

0

0

0

を
嗅か

ぎ
取
っ
て
い
た
に
ち

が
い
な
い
（
本
書
、
結
章
）。
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、
の
ち
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
に
も
『
竹
取
物
語
』
に
も
、『
源

氏
物
語
』
と
共
有
す
る
人
間
認
識
─
他
者
の
発
見
と
い
う
醒さ

め
た
眼
を
も
つ
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
の
点
で
両
者
は
『
源
氏
物
語
』
に
と
っ
て
先
駆
的
な
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
書
の
関
係
を
従
来
の
よ
う
に
伝
奇
性
や
虚

構
性
と
か
と
い
う
議
論
に
求
め
る
こ
と
は
少
し
ば
か
り
筋
違
い
に
み
え
る
。
そ
の
よ
う
な
主
題
的
な
同
質
性
は
、
や
は
り
ま
ず
構
成

に
お
け
る
同
質
性
に
お
い
て
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
構
成
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、『
源
氏
物
語
』
が
『
伊
勢
物

語
』
や
『
竹
取
物
語
』
な
ど
と
物
語
の
枠
組
み
を
共
有

0

0

0

0

0

0

し
つ
つ
テ
キ
ス
ト
を
構
築
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
（
（
（

。
つ
ま
り
、
神
話
や
昔
話
の
側
か
ら
の
考
察
と
、
先
行
す
る
文
献
と
し
て
の
物
語
の
側
か
ら
の
考
察
と
を
併
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
始
め
て
、『
源
氏
物
語
』
と
は
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。


