
〕
日
本
の
物
語
か
ら

」ｅｓ
ｌ
ｌ
フ
イ
ク
シ
ョ
ン
と
寓
意

小
嶋
菜
温
子

物
語
の
批
評
性
―
―
寓
意
と

〈非

‐
知
〉

日
本
の
物
語
か
ら
、
文
学
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
こ
で
は
、

『竹
取
物
語
』
や

『源
氏
物
語
』
な
ど
の
王
朝
物
語
の
類
を
中
心
に
述
べ
る
が
、
そ
の
延
長
線
上
に
は
近
世

（江
戸
期
）
の
戯
作
を
は
じ
め
と
す
る
読
み
物
や
、
近
代

（明
治
期
）
以
降
の
小
説
類
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
王
朝
物
語
の
系
譜
は
い
わ
ゆ
る
擬
古
物
語
の
類
に
受
け
継
が
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
古
く
は
中

国
の
小
説
の
、
そ
し
て
近
代
以
降
は
西
洋
の
小
説
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
日
本
の
物
語
の
系
譜
は
現
代
小

説
の
地
下
水
脈
と
し
て
今
な
お
生
き
続
け
て
い
る
。

詩
歌
の
言
葉
の
魅
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
物
語
の
言
葉
の
魅
力
は
い
わ
く
言
い
が
た
い
も
の
が
あ
る
。

そ
の
魅
力
の
源
泉
は
ど
の
あ
た
り
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
命
脈
は
、
筋
書
き
の
面
白
さ
や
表
現

・
描
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写
の
技
巧
は
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
た
寓
意
の
鋭
さ
に
も
見
る
べ
き
で
あ
る
。
い
わ
ば
物
語
の
内

な
る
批
評
性
は
王
朝
物
語
か
ら
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
現
代
に
至
る
ま
で
そ
の
系
譜
は

続
い
て
き
た
の
だ
と
考
え
る
。

ま
ず
、
物
語
が
物
語
で
あ
る
所
以
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
く
。
物
語
の
要
諦
は
、
語
り
の
様
式
に
あ
る

と
言

つ
て
よ
い
。
た
と
え
そ
れ
が
文
字
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ

つ
て
も
、
物
語
が
語
り
の
様
式
を
基
盤

と
す
る
点
で
、
昔
話
や
お
伽
話
な
ど
の
回
承
に
よ
る
語
り
物
と
は
不
可
分
で
あ
る
と
し
た
の
は
柳
田
國
男

（
一
八
七
五
―
一
九
六
二
年
、
近
代
国
文
学
・
民
俗
学
の
先
駆
者
。
民
話
研
究
を
通
し
て
、
日
本
文
学
の
発
生
と
展
開
を
俯
敏
的

に
見
通
し
た
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
ま
や
定
説
化
し
て
い
る
。
か
ぐ
や
姫
や
桃
太
郎
な
ど
の
昔
話
と
、
光
源

氏
の
物
語
、
あ
る
い
は

『平
家
物
語
』
の
平
清
盛
の
語
り
物
は
、
語
ら
れ
た
話
と
い
う
意
味
に
お
い
て
等
し

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「昔
々
…
…
」
と
語
り
出
さ
れ
る
昔
話
と
、
琵
琶
法
師
に
よ
つ
て
口
演
さ
れ
た

『平
家
物
語
』
と
の
あ
い
だ

に
共
通
項
を
見
出
す
の
は
ま
だ
し
も
分
か
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
と

『源
氏
物
語
』
な
ど
の
書
か
れ
た
物
語
が

ど
う
繋
が
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
文
体
の
問
題
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
字
で
書
か
れ
た

物
語
も
、
そ
の
文
体
は
語
り
手
が
聞
き
手
の
誰
か

（個
人
も
し
く
は
集
団
）
に
向
か
っ
て
語
る
、
「
い
つ
…
ど
こ

で
…
だ
れ
が
…
な
に
を
…
ど
う
し
た
」
と
い
う
、
５
Ｗ
ｌ
Ｈ
の
基
本
形
式
か
ら
な
る
。
そ
の
文
体
が
、
昔

話
な
ど
い
わ
ゆ
る
民
話
の
語
り

（●営
，彗
ｏ）
と
通
じ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
こ
に
プ
ロ
ツ
プ

（Ｕ
・
プ
ロ
ッ
プ
、
ロ
シ
ア
の
民
俗
学
者
。
『民
話
の
形
態
学
』
に
代
表
さ
れ
る
物
語
の
構
造
分
析
の

先
駆
者
。
レ
ヴ
イ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
の
神
話
の
構
造
分
析
な
ど
に
影
響
を
与
え
た
）
の
発
見
し
た
、
話
型
の
普
遍
的
な
役

割
が
あ
る
。
民
話
の
話
型
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
語
り
の
形
式
は
、
た
と
え
ば
漫
画
や
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
・
映

画
あ
る
い
は
ゲ
ー
ム
の
中
の
物
語
に
も
浸
透
し
て
い
る
。
現
代
に
再
生
産
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
物
語
も
、
語
り

の
形
式
を
基
本
と
し
て
語
り
手
と
聞
き
手
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン

（８
日
ｏ一ａ
８
、
言
語
記
号
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
潜

在
的
・
多
層
的
な
意
味
の
場
）
を
作
り
上
げ
る
。
プ
ロ
ッ
ト

（」
ｏ一、
物
語
。
小
説
な
ど
の
筋
書
き
や
構
造
）
の
積
み
重

ね
と
、
大
団
円
の
ハ
ツ
ピ
ー

・
エ
ン
ド

（も
し
く
は
バ
ッ
ド
・
エ
ン
ド
）
に
到
る
過
程
そ
の
も
の
が
、
カ
タ
ル
シ

癬
コラム

ー
基礎術語

寓意 諷喩とも言う。西洋の古典

修辞学におけるアレゴリー (a‖ e90ry)

に当たるもので、物語テクス トの世

界に見出される、比喩的な意味や体

系のこと。象徴的 (5ymbO1loな記号

の働きとあわせて作品世界に奥行を

与えるとともに、読者論が盛んとな

る20世紀の文芸批評において、テク

ス トの寓意的機能は再評価されるこ

ととなつた。
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ス
ヘ
と
誘
う
。
昔
話
や
お
伽
話
の
構
成
は
、
現
代
に
お
い
て
も
反
復
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

か
つ
て
蓮
実
重
彦

『物
語
批
判
序
説
』
が
行

っ
た

〈物
語
〉
批
判
は
、
〈知
〉
の
類
型
の
確
認
に
対
す
る

も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
は
た
し
て

〈物
語
〉
は

〈知
〉
の
類
型
を
な
ぞ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、

既
知
の
枠
組
み
へ
の
依
存
を
ぬ
き
に
し
て
、
〈物
語
〉
は
構
造
化
で
き
な
い
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
成

り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
型
破
り
も
ま
た
、
物
語
を
活
性
化
さ
せ
る
。
『源
氏
物
語
』
な
ど
は
そ
の
よ
い
例

で
あ
り
、
ど

っ
ち
つ
か
ず
の
結
末
が
読
者
の
心
に
波
紋
を
な
げ
か
け
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
。
〈知
〉

の
構
造
化
を
通
し
て
、
既
存
の

〈知
〉
の
枠
組
み
を
問
い
直
す
。
あ
る
い
は

〈知
〉
の
類
型
を
壊
し
な
が
ら
、

未
知
の

〈知
〉
に
挑
む
と
い
う
、
刺
激
的
な
営
為
と
し
て
の

〈物
語
〉
の
面
白
さ
に
、
こ
こ
で
は
注
目
し
て

み
よ
う
。

（物
語
〉
の
歴
史
を
見
わ
た
し
な
が
ら
、
そ
の

〈知
〉
の
軌
跡
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
通
時

的
な
視
点
が
有
効
で
あ
る
。
そ
の
際
、
古
典
と
現
代

（あ
る
い
は
前
近
代
と
近
代
）
と
い
う
よ
う
な
区
分
が
無

意
味
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
わ
た
く
し
に
し
て
も
、
専
門
領
域
と
す
る
の
は
古
典
文
学
研
究
で

あ
る
が
、
そ
の
立
脚
点
は
常
に
現
在
に
置
い
て
い
る
。
近
代
文
学
の
起
源
を
問
い
な
が
ら
、
古
典
文
学
に
向

き
合
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
、
〈物
語
〉
の
成
り
立
ち
を
探

っ
て
い
る
。
日
本
の
歴
史
と
社
会
の
中
で
、
文

学
が
果
た
し
た
役
割
は
何
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
、
以
下
で
は
物
語
に
お
け
る
寓
意
の
歴
史
か
ら
、

そ
の
批
評
性
の
質
を
探

っ
て
み
る
。



日
本
の
物
語
の
寓
意
性
に
つ
い
て
は
、
近
世
の
思
想
家
や
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
論
じ
ら
れ

て
い
た
。
『雨
月
物
語
』
と
い
う
有
名
な
近
世
の
物
語

（「菊
花
の
契
り
」
な
ど
の
短
編
を
収
め
た
も
の
）
が
あ
る
が
、

そ
の
作
者
で
あ
る
上
田
秋
成

（
一
七
三
四
―
一
八
〇
九
年
、
国
学
者
で
浮
世
草
子
・
読
本
も
著
し
た
）
は
自
ら
の
物
語

観
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

そ
も
物
が
た
り
と
は
何
ば
か
り
の
物
と
か
思
ふ
。
も
ろ
こ
し
の
か
し
こ
に
も
か
か
る
た
ぐ
ひ
は
。
ひ
た

す
ら
そ
ら
ご
と

（寓
言
）
を
も
て
つ
と
め
と
し
。
専
ら
其
実
な
し
と
い
へ
ど
も
、
必
ず
よ
。
作
者
の
思
ひ

よ
す
る
と
こ
ろ
。
あ
る
は
世
の
さ
ま
の
あ
だ
め
く
を
悲
し
び
。
あ
る
は
国
の
費
え
を
な
げ
く
も
。
時
の
い

き
は
ひ
の
お
す
べ
か
ら
ぬ
を
思
ひ
。
く
ら
ゐ
高
き
人
の
悪
み
を
お
そ
れ
て
。
い
に
し
へ
の
事
と
り
な
し
。

今
の
う

つ
つ
を
打
ち
か
す
め
つ
つ
、
お
ぼ
ろ
げ
に
書
出
で
た
る
物
な
り
け
り
。
（「ぬ
ば
た
ま
の
巻
」）

物
語
は

「
そ
ら
ご
と
」
で

「実
」
が
な
い
と
い
う
批
判
一
（中
世
以
降
、
仏
教
的
な
発
想
か
ら
の
物
語
批
判
に
よ
っ

て
、
物
語
は

「狂
言
綺
語
」
「雑
機
語
」
す
な
わ
ち
出
鱈
目
で
猥
雑
な
る
た
わ
言
と
し
て
指
弾
さ
れ
た
。
ち
な
み
に

『源
氏
物

語
』
を
書
い
た
た
め
に
紫
式
部
は
地
獄
に
堕
ち
た
と
さ
れ
た
り
し
た
）
に
対
し
て
、
秋
成
は
作
者
の

「思
ひ
よ
す
る

‐と

こ
ろ
」
す
な
わ
ち
寓
意
を
付
度
す
べ
き
だ
と
す
る
。
寓
意
さ
れ
る
内
容
と
し
て
秋
成
が
挙
げ
る
の
は
、
「世

の
さ
ま
の
あ
だ
め
く
」
こ
と
や
、
「
国
の
費
え
」

へ
の
慨
嘆
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
相
や
国
情

へ
の
批
判
に
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つ
い
て
の
寓
言
に
、
物
語
の
本
義
を
見
よ
う
と
い
う
見
解
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
物
語
観
は
秋
成

独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
清
田
脩
受
が

「吾
国
ノ
寓
言
ノ
書
、
予
ガ
見
ル
所
ニ
テ
ハ
源
氏
物
語
ヲ
第

一
ト
ス

ベ
シ
」
（「孔
雀
楼
筆
記
』
）
と

『源
氏
物
語
』
を
日
本
の

「寓
言
」
書
の
第

一
と
し
て
評
価
す
る
な
ど
、
近
世

の
国
学
者
や
文
学
者
に
広
く
行
き
わ
た

つ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
『源
氏
物
語
』
の
寓
意
性
は
、
は
た
し
て
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
を
、
次
に
見
て
お
こ
う
。

『源
氏
物
語
』
の
物
語
論
　
『源
氏
物
語
』
蛍
巻
に
は
、
物
語
論
が
展
開
さ
れ
る
有
名
な
箇
所
が
あ
る
。
光

源
氏
が
玉
髪

（源
氏
の
ラ
イ
バ
ル
・
頭
中
将
と
、
故
・
夕
顔
の
あ
い
だ
の
娘
で
、
源
氏
が
養
女
と
し
て
こ
っ
そ
り
育
て
て
い

る
）
と
、
物
語
を
め
ぐ

っ
て
対
話
す
る
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。　
一
面
で
そ
れ
は
、
仏
法
の
説
諭
の
枠
を
借
り

た
、
子
女
教
育
論
の
意
味
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
、
三
角
洋

一
「蛍
巻
の
物
語
論
」
『源
氏
物
語
と
天
台
浄

土
教
』
（若
草
書
房
、
一
九
九
六
年
）
の
論
じ
る
通
り
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
場
面
は
阿
部
秋
生

『源
氏
物

語
の
物
語
論
』
（岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
以
来
、
虚
構
論
な
り
創
作
論
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。

子
女
教
育
的
な
側
面
は
、
次
の
よ
う
な
源
氏
の
発
言
に
窺
え
る
。

「あ
な
む
つ
か
し
。
女
こ
そ
も
の
う
る
さ
が
ら
ず
、
人
に
欺
か
れ
む
と
生
ま
れ
た
る
も
の
な
れ
。
こ
こ
ら

の
中
に
ま
こ
と
は
い
と
少
な
か
ら
む
を
、
か
つ
知
る
知
る
、
か
か
る
す
ず
ろ
ご
と
に
心
を
移
し
、
は
か
ら
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れ
た
ま
ひ
て
、
暑
か
は
し
き
さ
み
だ
れ
の
、
髪
の
乱
る
る
も
知
ら
で
書
き
た
ま
ふ
よ
」
と
て
、
笑
ひ
た
ま

ふ
も
の
か
ら
、
…
…
。

「女
」
と
い
う
も
の
は
、
物
語
な
ど
と
い
う

「ま
こ
と
」
の
少
な
い
も
の
を
、
そ
れ
と
知
り
つ
つ
欺
か
れ
る

よ
う
に
生
ま
れ
た
の
だ
ね
よ

語́
に
熱
中
す
る
玉
髪
に
む
か
っ
て
、
源
氏
は
皮
肉
ま
じ
り
に
か
ら
か
う
。

さ
ら
に
源
氏
は
、
物
語
に
対
し
て

「
い
つ
は
り
」
「
そ
ら
ご
と
」
と
い
つ
た
否
定
的
な
言
葉
で
語
る
。
か
た

や
玉
髪
の
ほ
う
は
こ
れ
を
受
け
な
が
ら
も
、
反
論
を
試
み
る
。

「げ
に
い
つ
は
り
馴
れ
た
る
人
や
、
さ
ま
ざ
ま
に
さ
も
酌
み
は
べ
ら
む
。
た
だ
、
い
と
ま
こ
と
の
事
と
こ

そ
思
う
た
ま

へ
ら
れ
け
れ
」
と
て
、
…
…

「
い
つ
は
り
」
に
馴
れ
た
人
に
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
に
は
物
語
は

「ま

こ
と
」
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
だ
、
と
。
そ
う
言
わ
れ
て
源
氏
も
、
む
げ
に
物
語
を
否
定
し
た
こ
と
を
反
省

す
る
か
の
よ
う
に
、
付
け
加
え
る
。

「
こ
ち
な
く
も
聞
こ
え
お
と
し
て
け
る
か
な
。
神
代
よ
り
世
に
あ
る
事
を
記
し
お
き
け
る
な
な
り
。
日
本
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紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
そ
か
し
。
こ
れ
ら
に
こ
そ
、
道
々
し
く
詳
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
」
と
て
、
笑
ひ

た
ま
ふ
。

神
代
か
ら
物
語
は
、
「世
に
あ
る
事
」
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
『日
本
書
紀
』
な
ど
よ
り
も
、
物
語
の
ほ

う
が

「道
々
し
く
詳
し
き
」
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。
つ
ま
り
、
政
道
に
も
通
じ
て
、
委
細
を
き
わ
め
て

い
る
も
の
だ
よ
ね
、
と
源
氏
は
笑
い
な
が
ら
言
い
直
す
。
そ
の
上
で
、

そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ
、
よ
き
も
あ
し
き
も
、
世
に
経
る

人
の
あ
り
さ
ま
の
、
見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
後
の
世
に
も
言
ひ
伝

へ
さ
せ
ま
ほ

し
き
節
ぶ
し
を
、
心
に
籠
め
が
た
く
て
、
言
ひ
お
き
は
じ
め
た
る
な
り
。
よ
き
さ
ま
に
言
ふ
と
て
は
、
よ

き
事
の
か
ぎ
り
選
り
出
で
て
、
人
に
従
は
む
と
て
は
、
ま
た
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
し
き
事
を
と
り
集
め

た
る
、
み
な
か
た
が
た
に
つ
け
た
る
こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
ず
か
し
。
…
…
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言

ひ
は
て
む
も
、
事
の
心
違
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
。

と
、
真
面
目
に
物
語
の
本
質
に
つ
い
て
語
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
物
語
と
は
、
「世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
」

を
言
い
伝
え
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
「
こ
の
世
の
外
の
事
」
を
語
る
の
で
は
な
い
。
む
げ
に

「
そ
ら
ご
と
」

LCSSOn。 7:日 本の物語から215



図版2 土佐光吉「源氏物語図屏風」 は山時代、メトロポリタン美術館所蔵)

216



と
断
じ
る
の
は
間
違
い
だ
、
と
源
氏
は
物
語
を
擁
護
し
て
見
せ
る
の
で
あ

っ
た

（さ
ら
に
続
け
て
、
仏
教
の
方
便

と
物
語
と
の
類
比
を
も
指
摘
す
る
）。
そ
こ
で
物
語
を

「
い
つ
わ
り
」
「
そ
ら
ご
と
」
と
す
る
否
定
的
な
評
価
は
退

け
ら
れ
、
む
し
ろ

「
こ
の
世
」
の
真
実
を
衝
く
た
め
の
方
便
で
あ
り
、
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
し
て
物

語
は
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

そ
う
し
た
物
語
評
価
を
提
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
さ
ら
に

一
ひ
ね
り
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
続
け
て

源
氏
は
次
の
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
玉
髪
を
回
説
き
に
か
か
る
の
で
あ

っ
た
。

さ
て
か
か
る
古
事
の
中
に
、
ま
ろ
が
や
う
に
実
法
な
る
痴
れ
者
の
物
語
は
あ
り
や
。
い
み
じ
く
け
遠
き
、

も
の
の
姫
君
も
、
御
心
の
や
う
に
つ
れ
な
く
、
そ
ら
お
ぼ
め
き
し
た
る
は
世
に
あ
ら
じ
な
。
い
ざ
た
ぐ
ひ

な
き
物
語
に
し
て
、
世
に
伝

へ
さ
せ
ん
。

い
ろ
い
ろ
あ
る
古
物
語
に
、
自
分
の
よ
う
な

「痴
れ
者
の
物
語
」
は
な
い
だ
ろ
う
。
物
語
の
姫
君
も
、
あ

な
た

（玉
髪
）
ほ
ど
に
冷
淡
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
わ
た
く
し
た
ち
の
仲
を

「
た
ぐ
ひ
な
き
物
語
」
に
し
て
世

に
伝
え
ま
し
ょ
う
。
そ
う
言

っ
て
、
源
氏
は
玉
豊
に
さ
し
寄
る
の
で
あ
る
。
困
惑
し
た
玉
髪
は
、
「
さ
ら
ず

と
も
、
か
く
め
づ
ら
し
か
な
る
事
は
、
世
語
り
に
な
り
は
べ
り
ぬ
べ
か
め
れ
」
と
答
え
る
の
に
対
し
て
、
源

氏
は
か
ま
わ
ず
寄
り
か
か
っ
て
い
く
。
戯
れ
か
か
る
源
氏
の
様
子
は
、
語
り
手
が

「
い
と
あ
ざ
れ
た
り
」
と
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評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
物
語
の
意
味
合
い
は
先
程
と
違

っ
て
く
る
。
源
氏
と
玉
髪
の
微

妙
か
つ
ス
キ
ャ
ン
グ
ラ
ス
な
関
係
を
暴
く
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
物
語
は
機
能
し
て
し
ま
う
わ
け
だ
。

蛍
巻
の

一
連
の
場
面
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
ま
さ
し
く
物
語
な
る
も
の
の
多
義
性
に
は
か
な
ら

な
い
。
「
い
つ
わ
り
」
「
そ
ら
ご
と
」
と
、
「ま
こ
と
」
。
そ
の
両
極
を
往
還
す
る
柔
構
造
と
し
て
、
物
語
は
あ

る
。
時
に
は
巷
の
噂
よ
ろ
し
く
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
に
、
時
に
は
仏
説
の
ご
と
く
真
理
探
究
の
具
と
し
て
、
物

語
は
機
能
す
る
。
紫
式
部
と
い
う
物
語
作
家
の
脳
裏
に
は
、
物
語
と
い
う
も
の
が
そ
の
よ
う
な
豊
か
な
パ
ラ

ダ
イ
ム
と
し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
先
に
見
た
ご
と
く
、
近
世
の
国
学
者
や
文
学
者
か
ら
、

『源
氏
物
語
』
が
寓
言
の
書
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
た
の
は
必
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

か
ぐ
や
姫
の
結
婚
―
―
貴
種
流
離
諄
と

〈家
〉

こ
こ
で
、
日
本
の
物
語
の
歴
史
を
ざ

っ
と
振
り
返

っ
て
お

こ
う
。
日
本
文
学
史
に
お
け
る
散
文
の
歴
史
は
、
古
代
に
お
け
る
神
話

（『古
事
記
』
・
『日
本
書
紀
じ

を
嗜
矢

と
し
て
、
平
安
朝
か
ら
本
格
的
に
開
始
す
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
遣
隋
使

・
遣
唐
使

・
遣
新
羅
使
な

ど
を
通
し
て
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
先
進
文
化
の
影
響
を
大
き
く
受
け
な
が
ら
、
国
風
文
化
を
醸
成
し
て
い

く
時
間
が
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
事
情
は
韻
文
の
世
界
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

奈
良
時
代
の

『万
葉
集
』
か
ら
、
平
安
時
代
の
初
期
に
編
纂
さ
れ
た

『古
今
和
歌
集
』
以
下
の
勅
撰
和
歌
集

が
生
み
出
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
漢
詩
文
の
影
響
を
反
映
し
た
勅
撰
漢
詩
集
の
編
纂
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
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っ
た
。

現
存
す
る
最
古
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
平
安
初
期
に
成
立
し
た

『竹
取
物
語
』
で
あ
る
が
、
そ

の
作
品
に
も
漢
文
化
の
影
響
は
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
現
存
最
古
の
物
語
と
し
て
の
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
は
十
分
に
認
め
ら
れ
、
『竹
取
物
語
』
の
文
学
性
が
後
代
の
文
学
史
に
与
え
た
影
響
は
き
わ
め
て

大
き
い

（『竹
取
物
語
』
以
降
の
文
学
作
品
に
、
か
ぐ
や
姫
の
面
影
を
た
た
え
る
主
人
公
が
多
く
描
か
れ
る
）。
『竹
取
物
語
』

の

〈知
〉
の
水
準
に
は
、
侮
り
が
た
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

竹
か
ら
生
ま
れ
、
月
に
帰
る
、
美
し
い
人
―
―
か
ぐ
や
姫
の
物
語
。
『竹
取
物
語
』
の
粗
筋
は
、
日
本
人

癬
コラム

ー
基礎鶴

パラダイム ある集団や社会を支配

する規範的な型のことで、 トマス・

クーン『科学革命の構造』(1962)に

よつて一般化した言葉。クーンの理

論によれば、科学の進歩と再編が引

き起こされるのは、現行の思考の範

型が新たな範型へと移行する (こ れ

をparad19m shitと 称する)こ とによると

言う。クーン以降、広く思考全般の

基本的な枠組みについて、パラダイ

ム理論が援用されるようになつた。
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も
し
く
は
日
本
に
長
く
住
む
人
な
ら
、
ほ
ぼ
誰
で
も
知

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｔ
Ｖ
コ
マ
ー
シ

ャ
ル
な
ど
で
、
か
ぐ
や
姫
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
く
使
わ
れ
る
こ
と
で
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
だ
。
小
野
小
町
に
並

ん
で
、
か
ぐ
や
姫
が
古
典
的
な
美
人
を
代
表
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
こ
の
よ
う
な
美
女
を
主
人
公
と
す
る
物
語
が
、
な
ぜ
平
安
時
代
の
初
期
に
登
場
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
も

し
も

『竹
取
物
語
』
の
か
ぐ
や
姫
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
日
本
文
学

・
文
化
の
歴
史
は
、
今
日
ま
で
と
色

合
い
を
異
に
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

か
ぐ
や
姫
の
物
語
を
大
掴
み
に
す
る
と
、
そ
の
神
秘
的
な
生

い
立
ち

（三
寸
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
竹
の
中
か

ら
現
れ
た
）
か
ら
、
貴
公
子
た
ち
に
よ
る
求
婚
と
そ
の
失
敗
、
そ
し
て
月
へ
の
昇
天
と
い
う
具
合
に
な
ろ
う
。

析
一口
信
夫
人

一
八
八
七
―
一
九
五
三
年
、
釈
過
空
。
柳
田
國
男
に
師
事
し
、
民
俗
学
的
な
方
法
に
よ
る
国
文
学
を
推
進
し
た
）

は
話
型
と
し
て
、
か
ぐ
や
姫
の
物
語
の
大
枠
は
貴
種
流
離
諄
に
属
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
系
譜
上
に
光
源

氏
を
も
位
置
づ
け
た
。
物
語
や
昔
話
に
共
通
す
る
、
日
本
の
古
代
的
な
発
想
の
類
型
と
し
て
、
貴
種
流
離
諄

の
枠
組
み
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
そ
の
通
り
な
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
『竹
取
物
語
』
に
し
ろ

『源
氏
物
語
』
に
し
ろ
、
た
だ
単
に
古
代
的
な
発
想
を
反
映
し
た
だ
け

の
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
作
品
世
界
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
や
認
識
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
構

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
次
に
、
か
ぐ
や
姫
や
光
源
氏
の
物
語

に
お
け
る
家
族
関
係
に
お
い
て
、
平
安
時
代
の

〈家
〉
や

〈血
〉
の
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
組
み
替
え
ら
れ
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て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
現
存
最
古
の
物
語
と
さ
れ
る
、
『竹
取
物
語
』
か
ら
。
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
話
に
は
、
平
安
時
代
の

結
婚
観
が
よ
く
現
れ
て
い
て
面
白
い
。
か
ぐ
や
姫
に
翁
が
結
婚
を
勧
め
る
の
だ
が
、
そ
の
時
に
翁
は

「男
は

女
に
あ
ふ
こ
と
を
す
。
女
は
男
に
合
ふ
こ
と
を
す
。
そ
の
後
な
ん
門
広
く
も
な
り
侍
る
」
と
言
う
。
男
は
女

と
結
婚
し
、
女
は
男
と
結
婚
す
る
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
門
が
広
く
な
る
の
だ
、
と
翁
は
言

っ
た
の

で
あ
る
。
「
門
」
と
は
家
門
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
、
結
婚
に
よ

っ
て
子
孫
が
増
え
、
家
が
拡
大
し
、
繁

栄
す
る
と
い
う
認
識
が
翁
の
言
葉
に
は
合
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
そ
の
認
識
は
、
『竹
取
物
語
』

参
コラム

ー
毅 術語

貴種流離諄 折口信夫が日本文学の

根本的な発想の一つとして抽出した

話型。折口は『伊勢物語』の主人公

である「音男」 (在原業平)の 「東下

り」の物語や、『竹取物語』のかぐ

や姫が天上界と人間界をさすらう物

語、あるいは『源氏物語』の光源氏

が須磨・明石へと流離する物語など

をその典型であるとした。そうした

話型の根底には、異郷からの「まれ

びと (客人)」 への古代的な信仰が横

たわつており、そうした発想が日本

神話から物語・説話へと文学史を豊

かにしたというのが折口の考えであ

つた。
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が
成
立
し
た
時
代

（正
確
に
は
不
詳
。
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
か
と
さ
れ
る
）
の
結
婚
観
、
ひ
い
て
は

〈家
〉

と

〈子
〉
を
め
ぐ
る
規
範
に
よ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
結
婚
、
そ
し
て
子
ど
も
の
誕
生
と
い
う
問
題
が
、
私

的
で
個
人
的
な
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
共
同
体
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

世
間
を
騒
が
せ
る

〈お
世
継
ぎ
〉
問
題
の
根
深
さ
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
結
婚
と

〈家
〉
を
め
ぐ

る
個
と
社
会
と
の
二
重
性
の
問
題
は
、
王
朝
物
語
の
始
発
の
時
点
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
、
『竹
取
物
語
』
が
面
白

い
の
は
、
か
ぐ
や
姫
が
翁
の
示
し
た
規
範
的
な
結
婚
観
に
抵
抗
す
る
と

こ
ろ
だ
。
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
に
対
し
て
は
、
難
題
物
を
提
示
し
た
結
果
、
こ
と
ご
と
く
袖
に
し
、
帝
の
求

愛
に
も
、
「き
と
、
か
げ
に
な
り
ぬ
」
と
い
う
ふ
う
に
目
を
眩
ま
せ
て
し
ま
う
。
あ
げ
く
の
は
て
に
、
不
死

の
薬
を
形
見
に
残
し
て
、
迎
え
の
天
人
を
引
き
連
れ
て
月
へ
と
還

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

実
は
、
か
ぐ
や
姫
が
翁
の
も
と
に
来
た
の
は
、
天
界
で
犯
し
た
罪
を
贖
う
た
め
で
あ
り
、
そ
の
贖
罪
が
済

ん
だ
の
で
月
に
還
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
天
人
の
回
か
ら
翁
に
告
げ
ら
れ
て
い
た
。
か
ぐ
や
姫
に
と

っ
て

地
上
の
生
活
は
、
ま
さ
に
貴
種
流
離
の
時
間
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
流
離
の
終
結
に

よ
っ
て
、
地
上
性
は
姫
に
と

っ
て
意
味
を
失
う
。
結
婚
や

〈家
〉
と
い
っ
た
地
上
の
規
範
そ
の
も
の
が
、
ま

る
で
無
意
味
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
時
代
の
規
範
に
対
す
る
、
『竹
取
物
語
』
の
認
識
の
幅
は
、
き
わ

め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
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『源
氏
物
語
』
の
〈家
〉
と
〈子
〉

で
は
、
十

一
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た

『源
氏
物
語
』
は
ど
う
か
。
『源
氏

物
語
』
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
主
人
公
の
光
源
氏
が
演
じ
る
色
好
み
の
印
象
が
強
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
は
た

だ
放
蕩
に
明
け
暮
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
や
感
情
を
持
つ
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

結
婚
形
態
は
、　
一
夫
多
妻
を
規
範
と
す
る
王
朝
社
会
を
背
景
に
描
か
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
規
範
が
無
条
件
に

肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
こ
ろ
が
大
事
で
あ
ろ
う
。
複
数
の
女
性
と
関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
男
と

し
て
の
悩
み
ば
か
り
か
、
人
間
と
し
て
の
根
源
的
な
悩
み
も
抱
え
て
出
家
を
願
い
つ
つ
晩
年
を
迎
え
る
。
も

ち
ろ
ん
相
手
の
女
性
た
ち
も
ま
た
、
と
り
ど
り
に
深
い
悩
み
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
が
。

〈家
〉
や

〈子
〉
を
め
ぐ
る
規
範
に
つ
い
て
も
、
『源
氏
物
語
』
な
り
の
複
眼
が
見
ら
れ
る
。
『竹
取
物
語
』

の
翁
の
言
葉
に
端
的
に
現
れ
て
い
た
よ
う
な
、
上
流
貴
族
た
ち
の
理
想
的
な
結
婚
観
―
―

〈家
〉
の
た
め
の

婚
姻
と
子
孫
の
繁
栄
―

は
、
光
源
氏
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
頭
中
将
な
ど
に
典
型
的
に
描
か
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
主
人
公
の
源
氏
に
は
子
が
少
な
い
。
夕
霧
は
正
妻

・
葵
の
上
の
産
ん
だ
息
子
。
冷
泉
帝
は

表
向
き
は
源
氏
の
弟
だ
が
、
実
は
源
氏
が
藤
壺
と
密
通
し
て
で
き
た
子
。
明
石
の
姫
君
は
明
石
の
君
と
い
う

″劣
り
腹
″
か
ら
生
ま
れ
た
姫
君
で
、
後
に
中
宮
に
な
る
。
も
う

一
人
、
薫
と
い
う
男
子
が
女
三
官
か
ら
生

ま
れ
る
が
、
薫
は
光
源
氏
の
子
で
は
な
く
柏
木
の
胤
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
源
氏
の
子
は
系
図
上
で
も
、
血

縁
上
で
も
三
人
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『源
氏
物
語
』
は
主
人
公
の

〈家
〉
を
異
例
の
形
で
描
く
。
そ
こ
に
、
当
時
の
社
会
制
度
や
常
識
に
対
す
る



図版3(右)奥村政信『紅白源氏物語』紅葉賀 (1709年、国立国会図書館所蔵)

図版4(左)山本春正『絵入源氏物語』紅葉賀 (1654年 )

懐
疑
的
な
ま
な
ざ
し
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
明
石
の
姫
君
が
お
妃
に
な

る
こ
と
に
関
し
て
も
、
常
識
的
に
は
あ
り
得

な
い
よ
う
な
話
の
は
ず
で
あ

っ
た
。
光
源
氏

は
桐
壺
帝
の
第
二
皇
子
で
、
母
は
桐
壺
更
衣

と
い
う

ク劣
り
腹
″
の
皇
子
で
あ
り
な
が
ら
、

帝
寵
あ
つ
く
第

一
皇
子
側
か
ら
敵
憮
視
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
皇
族
か
ら
離
脱
し
、
源
氏
に

降
格
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
源
氏
と
明
石
の
君

と
の
あ
い
だ
に
で
き
た
姫
君
が
、
お
妃
に
な

る
と
い
う
の
は
か
な
り
無
理
な
話
だ
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
話
を
無
理
の
な
い
形

で
語
る
た
め
に
、
物
語
に
は
巧
み
な
仕
掛
け

が
施
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
儀

式
の
描
写
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
〈家
〉
と

〈子
〉
の
儀
式
の
場
が
、
物
語
を
無
理
の
な
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い
展
開
た
ら
し
め
て
い
る
場
面
が
幾
つ
か
あ
る
。
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
で
は
、
子
ど
も
の
誕
生
に
あ
た
っ

て
の
儀
式

（生
誕
儀
礼
の
こ
と
を
産
ゴ
‘ど

呼
ん
だ
）
は
重
要
で
あ

っ
た
。
子
供
が
産
ま
れ
た
日
か
ら
、
た
と
え
ば

産
湯
に
あ
た
る
お
湯
殿
の
儀
式
で
は
、
博
士
が
漢
文
の
典
籍
を
読
む
こ
と
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
特
に
三

日
目

・
五
日
目

・
七
日
目

・
九
日
目
と
い
っ
た
日
程
で
、
産
養
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
公
家
の
漢
文

日
記
な
ど
に
確
認
で
き
る
。
『源
氏
物
語
』
に
先
行
す
る

『う
つ
ほ
物
語
』
な
ど
で
は
、
産
養
を
め
ぐ
る
有

職
故
実

（宮
廷
社
会
や
武
家
社
会
に
お
け
る
儀
礼
や
式
典
・
官
職
・
法
令
な
ど
に
つ
い
て
の
決
ま
り
や
作
法
）
に
忠
実
な
描

写
が
見
ら
れ
る
。
『源
氏
物
語
』
に
も

『う
つ
ほ
物
語
』
の
よ
う
な
産
養
の
描
写
が
あ
る
が
、
面
白
い
こ
と

に
主
人
公
の
源
氏
と
そ
の
実
子
に
つ
い
て
は
産
養
の
描
写
が
な
い
。
光
源
氏
は
桐
壺
巻
で
生
ま
れ
る
が
、
帝

が
喜
ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
、
生
誕
儀
礼
は
描
か
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
罪
の
子

・
薫
の
産
養
の
こ
と
は
描
か
れ
る
。
薫
は
光
源
氏
の
実
子
の
は
ず
が
、
実
は
源
氏
の

正
妻
の
女
三
の
宮
が
、
柏
木
と
密
通
し
て
生
ま
れ
た
不
義
の
子
。
薫
の
誕
生
は
、
源
氏
の

〈家
〉
の
た
め
に

は
、
お
め
で
た
い
話
で
あ
る
は
ず
が
、
そ
の
実
と
て
も
不
幸
な
出
来
事
で
あ

つ
た
。
そ
れ
は
源
氏
の

〈家
〉

に
と

っ
て
、
最
大
の
慶
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
〈血
〉
に
お
い
て
は
最
悪
の
凶
事
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
生

母
の
女
三
の
官
は
朱
雀
院
の
皇
女
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
皮
肉
は
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

薫
の
た
め
の
産
養
は
、
五
日
目
と
七
日
目
に
し
ぼ
つ
て
描
か
れ
る
。
な
か
で
も
七
日
目

（お
七
夜
）
の
記

事
は
、
中
宮
主
催
の
お
祝
い
の
産
養
が
あ

っ
た
と
か
、
内
裏
か
ら
も
天
皇
に
よ
る
お
祝
い
が
あ

っ
た
と
か
、
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詳
し
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
盛
大
な
儀
式
の
影
で
、
光
源
氏
は
苦
渋
の
思
い
を
味
わ
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
「大
殿
の
御
心
の
中
に
心
苦
し
と
思
す
こ
と
あ
り
て
、
い
た
う
も
も
て
は
や
し
き
こ
え
た

ま
は
ず
、
御
遊
び
な
ど
は
な
か
り
け
り
」
と
本
文
に
は
あ
る
。
源
氏
は
心
苦
し
い
と
お
思
い
に
な
る
こ
と
が

あ

っ
た
よ
う
で
、
お
は
じ
ゃ
ぎ
に
も
な
ら
ず
に
、
管
弦
楽
の
お
遊
び
な
ど
も
な
か

っ
た
、
と
。
常
識
的
に
見

れ
ば
、
源
氏
の

〈家
〉
の
慶
事
に
違
い
な
い
場
面
を
逆
手
に
と

っ
て
、
実
に
皮
肉
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
醸
し
出

さ
れ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
『源
氏
物
語
』
の
巧
み
な
仕
掛
け
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

光
源
氏
の
娘

。
明
石
の
姫
君
の
場
合
も
問
題
で
あ
る
。
姫
君
自
身
が
生
ま
れ
た
時
は
、
産
養
の
こ
と
は
語

ら
れ
な
い
。
か
わ
り
に
、
明
石
の
姫
君
が
入
内
し
て
皇
子
を
出
産
す
る
段
に
な
る
と
、
盛
大
な
儀
式
が
描
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
石
の
姫
君
そ
の
人
は
母
が

″劣
り
腹
″
で
あ
る
と
い
う

ハ
ン
デ
イ
が
あ

つ
た
。
そ

こ
で
、
社
会
的
な
派
手
な
儀
式
は
極
力
避
け
ら
れ
て
い
る
。
入
内
直
前
の
裳
着
の
儀
式

（着
裳
と
も
。
女
子
の

成
人
式
。
平
安
時
代
で
は
十
二
歳
か
ら
十
四
歳
頃
を
中
心
に
、
結
婚
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
）
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
盛
大
な
儀
式
描
写
が
出
て
く
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
姫
君
は
よ
う
や
く
官
廷
社
会
の

一
員
と
し
て

認
知
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
は
、
周
到
に
節
目
の
儀
式
は
語
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
袴
着
の
時
は
、
光
源
氏
が

「袴
着
を
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
や
る
か
ら
、
京
都
に
連
れ
て
お
い
で

な
さ
い
」
と
言

っ
て
、
母
の
明
石
の
君
を
説
得
し
て
、
京
都
に
姫
君
と
も
ど
も
呼
び
寄
せ
る
。
そ
う
し
て
お

き
な
が
ら
結
局
は
、
姫
君
を
母
親
と
引
き
離
し
て
自
分
の
も
と
に
連
れ
て
来
さ
せ
る
。
袴
着
は
ど
う
な
っ
た

Lesson o7:日 本の物語から227



か
と
い
う
と
、
約
束
し
た
わ
り
に
は
、
中
途
半
端
に
し
か
語
ら
れ
な
い
。
「
い
つ
も
賑
や
か
な
お
屋
敷
だ
か

ら
、
あ
ま
り
変
わ
り
ば
え
が
し
な
く
て
」
と
い
う
ふ
う
に
し
か
書
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
姫
君
の
産
養
の
こ

と
が
省
か
れ
、
皇
子
を
産
ん
だ
時
の
産
養
が
盛
大
に
描
か
れ
る
の
も
、
物
語
の
都
合
に
合
わ
せ
て
意
図
的
に

描
き
分
け
ら
れ
た
も
の
と
し
う
る
。

そ
し
て

『源
氏
物
語
』
の
中
で
最
も
詳
し
く
描
か
れ
る
産
養
は
、
後
半
部
の
字
治
十
帖
と
呼
ば
れ
る
部
分

に
見
ら
れ
る
。
光
源
氏
が
亡
く
な
っ
た
後
の
第
二
世
代
、
第
三
世
代
の
話
だ
が
、
そ
こ
で
宇
治
の
中
君
と
い

う
姫
君
が
子
ど
も
を
産
ん
だ
時
の
こ
と
で
あ
る
。
宇
治
の
中
君
は
、
源
氏
の
兄
弟

・
八
官
の
娘
。
八
官
は
政

治
的
に
失
脚
し
て
没
落
し
て
、
宇
治
に
隠
棲
す
る
う
ち
に
妻
も
亡
く
し
て
、
男
手

一
つ
で
姫
君
た
ち
を
育
て

た
。
そ
の
中
君
が
、
匂
宮
と
い
う
将
来
の
皇
太
子
候
補

（母
は
明
石
中
官
）
と
結
婚
し
て
皇
子
を
産
ん
だ
。
そ

の
皇
子
の
産
養
が
、
三
日
目
か
ら
九
日
目
ま
で
の
全
日
程
に
わ
た
り
、
実
に
盛
大
に
描
か
れ
る
。
そ
の
儀
式

の
描
写
か
ら
、
こ
の
皇
子
が
社
会
的
な
認
知
を
早
々
と
受
け
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
皇
子

が
物
語
の
主
人
公
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
物
語
の
焦
点
は
、
生
母
の
中
君
の
立
場
の
ほ
う
に
合
わ
せ
ら
れ
て

い
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
『源
氏
物
語
』
の
儀
礼
の
描
か
れ
方
は
、
時
代
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
発

想
さ
れ
て
い
る
。
生
誕
儀
礼
が
語
ら
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の

〈家
〉
の
儀
礼
を
主
催
す
る
側
と
受
け
る
側
と

の
関
係
性
に
お
い
て
、
正
常
な
ら
ざ
る
ド
ラ
マ
が
生
起
す
る
仕
組
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
密
通
に
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よ
る
血
統
の
乱
れ
。
あ
る
い
は
母
方
の
身
分
が
低
い
な
ど
、
血
筋
の
劣
り
が
あ
る
時
。
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に

応
じ
て
、
産
養
の
儀
式
は
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
時
代
の
常
識
に
対
す
る
、
作
者
の
批
評
的
な

意
識
が
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
。
時
代
の
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
人
間
模
様
を
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ツ
プ
す
る
場
と

し
て
、
〈家
〉
の
儀
礼
を
利
用
す
る
。
近
世
の
国
学
者
や
文
学
者
が
行

っ
た
の
と
は
ま
た
異
な
る
角
度
か
ら
、

『源
氏
物
語
』
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
籠
め
ら
れ
た
寓
意
を
、
わ
た
く
し
た
ち
は
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

文
学
と
は
何
か
　
見
て
き
た
よ
う
に
、
『竹
取
物
語
』
や

『源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
平
安
朝
の
物
語
を
起
点

と
す
る
日
本
の
物
語
史
は
、
そ
の
認
識
の
水
準
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
高
い
レ
ベ
ル
を
示
し
て
い
る
。
平
安

時
代
に
お
け
る
人
文
学
的
な

〈知
〉
の
体
系
は
、
漢
文
化
を
基
盤
と
す
る
も
の
を
除
け
ば
、
文
学
と
、
そ
の

周
辺
の
体
系
化
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
近
代
的
大
系
に
基
づ
く
思
想

・
哲
学

・
倫
理
あ
る
い
は
心
理
学

・
社
会

学
と
い
っ
た
区
分
は
明
確
化
し
て
い
な
い
段
階
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
環
境
に
あ

っ
て
、
物
語
は
、
わ
れ
わ

れ
の
想
像
す
る
以
上
に
、
重
層
的
な

〈知
〉
の
受
け
皿
と
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
の
物
語
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
情
報
化
が

進
む
二
十

一
世
紀
の
現
在
、
メ
デ
ィ
ア
情
況
が
文
学
シ
ー
ン
に
与
え
る
影
響
は
無
視
で
き
な
い
。
先
例
と
し

て
、
た
と
え
ば
江
戸
時
代
の
印
刷
革
命
に
よ
る
戯
作
文
学
の
台
頭
な
ど
が
あ
る
が
、
二
十

一
世
紀
の
メ
デ
ィ
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ア
革
命
は
さ
ら
な
る
大
衆
化
を
文
学
シ
ー
ン
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ネ
ッ
ト
文
学
な
ど
に
見
る

ご
と
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
の
進
化
と
と
も
に
、
文
学
の
形
態
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
化

が
生
じ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
が
、
文
学
の
本
質
的
な
転
換
を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
。
文
学
の
危
機
を
憂
う
声

も
聞
か
れ
る
が
、
そ
う
し
た
時
こ
そ
文
学
を
め
ぐ
る
認
識
が
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。

わ
た
く
し
た
ち
の
講
義
の
大
事
な
目
的
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
、
文
学
と
は
何
か
を
考

え
る
こ
と
に
あ
る
。
も
と
よ
り
文
学
の
本
質
を
め
ぐ
る
考
察
な
ど
と
い
う
も
の
が
容
易
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、

ま
る
で
雲
を
掴
む
よ
う
な
作
業
に
終
始
し
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
対
象
と
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
曖
味
模

糊
と
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
こ
の
手
の
作
業
に
は
魅
惑
的
な
香
り
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
も
事
実
だ

（た
と

え
ば
フ
ラ
ン
ス
文
芸
理
論
書
の
類
で
、
そ
う
し
た
類
の
陶
酔
感
は
味
わ
え
る
）。
観
念
的
な
言
語
遊
戯
に
浸
り
た
け
れ
ば
、

哲
学
論
に
負
け
ず
劣
ら
ず
文
学
論
が
お
奨
め
だ
。

″文
学
論
な
ん
て
知
ら
な
い
よ
″
と
言
う
人
も
、
実
は
日
頃
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
形
で
の
言
語
遊
戯
に
触
れ
て

い
る
も
の
だ
。
詩
や
小
説
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
純
文
学

（大
衆
文
学
に
対
す
る
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
直
木
賞

に
対
す
る
芥
川
賞
な
ど
）
ば
か
り
で
は
な
い
。
映
画

・
演
劇

・
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
、
そ
し
て
漫
画

・
ゲ
ー
ム
と
い
っ

た
種
々
の
サ
ブ

・
カ
ル
チ
ャ
ー
を
通
し
て
、
現
代
社
会
な
り
の
言
語
遊
戯
が
巷
に
は
溢
れ
て
い
る
。

「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
暮
し
、
硯
に
向
か
ひ
て
…
…
」
と
記
し
た

『徒
然
草
』
の
作
者
で
は
な
い
が
、

浮
世
の

「
つ
れ
づ
れ
」
（現
代
人
な
り
に
、
そ
う
い
う
感
覚
は
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
）
を
、
言
葉
が
創
り
上
げ
る
仮
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想
の
世
界
が
慰
め
て
く
れ
る
。
言
語
遊
戯
の
楽
し
み
は
、
現
代
に
お
い
て
な
お
尽
き
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
文
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
周
辺
に
は
、
思
想

・
哲
学

・
歴
史
学

・
心
理
学

・
倫
理
学

・
宗
教
学

な
ど
が
隣
接
し
て
広
が
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
た
周
辺
領
域
に
は
、
社
会
学
や
政
治
学

・
経
済
学

。
法
学
な
ど

の
世
界
も
広
が
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
純
文
学
の
言
語
世
界
は
、
そ
う
し
た
隣
接
諸
領
域
の

〈知
）
と
完
全

に
切
断
さ
れ
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
固
有
の
言
語
感
覚
や
方
法
を
追
求
す
る
べ
く
、
文
学
空
間

は
創
出
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。　
一
篇
の
詩
は
詩
で
あ
る
以
外
、
何
物
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
わ

た
く
し
た
ち
は
詩
の
言
葉
を
愛
で
る
。
し
か
し
時
に
、
そ
の
詩
的
言
語
に
哲
学
や
思
想
を
見
出
し
た
り
、
言

葉
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
心
理
の
装
を
通
し
て
、
何
か
し
ら
社
会
的
な
思
弁

へ
の
回
路
を
見
極
め
よ
う
と
す
る

こ
と
も
な
く
は
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
詩
片
か
ら
滲
み
で
る
、
不
可
知
の
間
の
魔
力
に
、
魂
を
震
わ
せ

る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
物
語
と
い
う
森
の
深
奥

へ
と
心
を
さ
迷
わ
せ
た
こ

と
は
…
…
。
そ
う
で
あ
る
時
、
文
学
は
人
知
の
ブ
ラ
ッ
ク

・
ホ
ー
ル
と
し
て
の
輝
き
を
増
す
の
だ
と
言
え
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
実
効
性
と
い
う
点
で
、
文
学
は
ま
る
で
役
に
立
た
な
い
代
物
と
し
て
の
名
誉

（？
）
に
あ

ず
か
る
。
仮
に
文
学
の
効
き
日
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
音
楽
や
映
画
や
演
劇
と

い
っ
た
よ
う
な
諸
芸
術
に
比
べ
て
も
極
端
に
ス
ロ
ー
に
違
い
な
い
。
そ
の
理
由
の

一
つ
は
、
文
学
が
文
字
に

よ
る
ｒ
お
ユ

な
性
質
を
基
盤
と
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
文
学
の
意
義
も
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
あ
る
。
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文
学
は
、
文
字
に
よ
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
た
仮
想
世
界

へ
、
わ
た
く
し
た
ち
を
招
き
入
れ
る
。
そ
こ
か
ら
先

は
、
文
字
と
そ
の
行
間
を
、
読
者
の
想
像
力
が
徘
徊
す
る
。
こ
れ
ぞ
至
福
の
時
空
―
―
文
学
好
き
の
あ
な
た

な
ら
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
実
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
、
わ
た
く
し
た
ち
は
文
学
の
言

葉
の
世
界
に
彿
径
い
、
そ
し
て
や
が
て
夢
の
中
か
ら
覚
醒
す
る
。
目
覚
め
て
も
、
世
界
は
何

一
つ
変
わ

っ
て

い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
長
い
時
間
を
か
け
て
、
緩
や
か
に
脳
髄
の
細
胞
が
波
打
つ
音
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り

は
し
な
い
か
。
文
学
空
間
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
、
そ
こ
に
存
在
す
る
。
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