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― 1 ― 「物語」はいつ「閉じられる」のか

「
物
語
」
は
い
つ
「
閉
じ
ら
れ
る
」
の
か

　
　
―
「
現
代
常
識
」
が
誕
生
す
る
時
―

山
田
利
博

　
　
　

一
、
問
題
の
所
在

　

先
年
稿
者
は
、「
平
安
時
代
の
作
り
物
語
は
、「
開
け
た
ま
ま
の
終
結（

1
（

」

の
方
が
む
し
ろ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
考
え

れ
ば
、
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
『
源
氏
物
語
』
の
夢
浮
橋
巻
は
、
あ
れ
で

完
結
し
て
い
る
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
趣
旨
の
論
を
書
い

た（
（
（

。
そ
の
末
尾
で
、「
物
語
の
終
結
は
閉
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
の
は
、
近
代
の
錯
覚
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
と
、『
中
世

王
朝
物
語
・
御
伽
草
子
事
典（

（
（

』「
物
語
の
完
結
・
未
完
」（
井
野
葉
子
執
筆
）

中
に
、「
中
世
王
朝
物
語
で
「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
と
し
て
完
結
し
て
い

る
物
語
は
多
い
」
と
あ
る（

（
（

こ
と
か
ら
、「
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
中

世
の
物
語
も
視
野
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
は

指
摘
し
て
お
い
た
が
、
紙
幅
と
時
間
と
準
備
の
不
足
に
よ
り
、
そ
れ
以
上

の
こ
と
を
そ
こ
で
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。そ
こ
で
本
稿
で
は
、

そ
の
補
足
の
意
味
も
か
ね
て
、
改
め
て
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
結
果
、
副
題
に
謳
っ
た
よ
う
な
こ
と

も
見
え
て
き
た
と
思
う
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
、
諸
賢
の
御
批
正
を

お
願
い
し
た
い
。
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二
、
考
察
の
範
囲

　

簡
単
に
済
み
そ
う
な
「
現
代
の
常
識
」
か
ら
話
を
始
め
る
と
、
注
（
１
）

に
掲
げ
た
書
に
は
、
上
田
真
に
よ
る
「
川
端
文
学
に
お
け
る
作
品
終
結
の

原
理
」
と
い
う
論
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
読
ん
で
稿
者
も
、「
そ
う
言
わ
れ

れ
ば
川
端
康
成
は
、
現
代
作
家
で
あ
り
な
が
ら
、「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」

を
持
つ
作
品
を
か
な
り
書
い
て
い
る
」
＝
「
物
語
の
終
結
は
閉
じ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
近
代
の
錯
覚
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い

か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
が
、
氏
の
論
を
読
み
進
め
て

い
く
と
、
そ
れ
は
当
面
あ
ま
り
気
に
し
な
く
て
も
良
い
よ
う
で
あ
る
。
と

言
う
の
は
、「「
初
め
か
ら
長
篇
の
骨
格
と
主
題
と
を
備
へ
た
小
説
を
、
私

は
や
が
て
書
け
る
と
な
ぐ
さ
め
て
い
る
」（
三
三
・
五
三
八
）
と
い
う
川
端

自
身
の
こ
と
ば（

（
（

」
と
、
川
端
が
「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
を
目
ざ
し
て
推
敲

し
た
複
数
の
事
例
も
そ
こ
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
、だ
と
す
れ
ば
、

結
果
的
に「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」を
持
つ
作
品
を
数
多
く
残
し
て
し
ま
っ

た
に
し
て
も
、
川
端
自
身
は
「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
を
目
ざ
し
て
い
た
と

言
え
そ
う
だ
。
と
言
う
こ
と
は
、「
物
語
の
終
結
は
閉
ざ
さ
れ
る
べ
き
」

と
い
う
の
が
「
現
代
の
常
識
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
も
、
さ
ほ
ど
大
き

な
過
誤
に
な
ら
な
い
と
判
断
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
頃
始
ま
っ
た
の
か
を
見
る
た
め
に
、
前
節
で

も
言
及
し
た
中
世
の
物
語
を
見
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。し
か
し
な
が
ら
、

物
語
専
門
の
方
に
は
自
明
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
一
口
に
中
世
の
物
語

と
言
っ
て
も
、そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
は
容
易
に
決
定
で
き
な
い
。

例
え
ば
注
（
３
）
に
掲
げ
た
書
の
タ
イ
ト
ル
は
、『
中
世
王
朝
物
語
・
御

伽
草
子
事
典
』
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
御
伽
草
子
」
は
近
年
「
室
町
物
語
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
現
に
岩
波

の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
で
、
そ
の
事
典
で
解
説
さ

れ
て
い
る
八
四
作
品
の
う
ち
、
二
〇
作
品
を
収
め
て
い
る
。「
御
伽
草
子
」

な
ら
ま
だ
し
も
、「
室
町
物
語
」
な
ら
、
や
は
り
「
物
語
」
と
し
て
カ
ウ

ン
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
て
く
る
が
、

結
論
か
ら
言
え
ば
、
本
稿
で
は
数
に
入
れ
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
ど
の

解
説
も
大
同
小
異
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
注
（
３
）
の
書
の
解
説
に
し
た
が
っ

て
お
け
ば
、
御
伽
草
子
（
室
町
物
語
）
は
、「
第
一
類
、
物
語
文
学
の
系

列
に
属
す
る
も
の
」、「
第
二
類
、戦
記
物
語
の
系
列
に
属
す
る
も
の
」、「
第

三
類
、
宗
教
文
学
の
系
列
に
属
す
る
も
の
」、「
第
四
類
、
民
間
説
話
文
学

の
系
列
に
属
す
る
も
の
」
の
四
類
に
お
お
む
ね
分
け
ら
れ
、
し
か
も
「
二

類
、
二
種
に
跨
が
る
作
品
も
あ（

（
（

」
る
と
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
一
類

は
と
も
か
く
、
第
二
類
以
下
は
、
平
安
朝
の
物
語
と
同
列
に
論
ず
る
の
は

如
何
か
と
思
わ
れ
る
し
、
第
一
類
で
す
ら
「
跨
が
る
」
も
の
が
あ
る
と
す
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れ
ば
、
も
は
や
カ
ウ
ン
ト
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
の

考
察
か
ら
は
こ
れ
ら
を
基
本
的
に
は
除
外
し
た
が
、
実
は
入
れ
て
も
結
果

は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
と
言
う
の
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
の

作
品
に
限
っ
て
言
え
ば
、
す
べ
て
「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
と
判
定
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
話
は
、
論
述
の
都
合
上
あ
と
に
回
し
、
続
い

て
先
ほ
ど
の
タ
イ
ト
ル
で
言
え
ば
、「
中
世
王
朝
物
語
」
を
概
括
す
る
。

　

稿
者
も
そ
れ
に
は
同
意
す
る
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
あ
る
と

い
う
の
で
今
は
そ
の
別
名
は
使
わ
れ
な
い
が
、「
中
世
王
朝
物
語
」
は
、

か
つ
て
「
擬
古
物
語
」
と
い
う
別
名
も
存
在
し
た
だ
け
あ
っ
て
、
す
べ
て

平
安
朝
の
物
語
と
同
質
の
も
の
と
判
定
し
た（

（
（

。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
考

察
は
主
に
こ
れ
ら
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
、
問
題
は
こ
れ
で
す

ら
数
が
一
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
ち
ろ
ん
異

論
の
あ
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
最
初
に
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
扱
う
作
品
を

限
定
し
て
お
く
。

　

当
然
本
文
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
注
（
３
）
の
事
典
に
解
説

の
み
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
は
除
外
し
た
。
そ
う
な
る
と
有
力
に
な
っ
て

く
る
の
は
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
と
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』（
と
も

に
笠
間
書
院
）
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
者
は
未
完
結
で

あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
前
者
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
を
対
象

と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
中
に
は
、
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
明

ら
か
に
「
物
語
」
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
『
無
名
草
子
』
も
収
め
ら
れ
て

い
る
か
ら
、
そ
れ
は
真
っ
先
に
除
外
し
た
。
悩
ま
し
い
の
は
、
主
に
第
七

巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る『
下
燃
物
語
』、『
豊
明
絵
草
子
』、『
な
よ
竹
物
語
』、

『
掃
墨
物
語
』、『
葉
月
物
語
』
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
断
片
で
あ
っ
た
り
、

抄
本
的
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
今
回
は
一
応
外
す
こ
と
に
し
た
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
補
作
で
あ
る
『
山
路
の
露
』、『
雲
隠

六
帖
』
も
同
様
で
、
も
ち
ろ
ん
カ
ウ
ン
ト
し
な
か
っ
た
が
、
論
述
の
都
合

上
、
言
及
す
る
こ
と
は
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
下
燃
物
語
』
等
よ
り
は
本
文
が
そ
ろ
っ
て
い
て
も
、
末
尾

が
散
逸
し
て
い
る
と
い
う
点
に
よ
り
、『
あ
さ
ぢ
が
露
』、『
い
は
で
し
の

ぶ
』、『
風
に
つ
れ
な
き
』は
除
外
し
た
。悩
ま
し
い
の
は『
在
明
の
別
』で
、

一
応
完
結
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
最
終
五
〇
丁
表
の
前

に
、
二
丁
に
近
い
空
白
部
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し

て
脱
落
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
と
り
あ
え
ず
括
弧
付
き
の
も
の
と
し
た
。

同
様
に
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』に
収
め
ら
れ
て
い
る『
夜
の
寝
覚
』は
、

中
世
に
な
っ
て
改
作
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
中
村
本
で
あ
る
の
で
「
閉
ざ
さ

れ
た
終
結
」
を
有
し
て
い
る
が
、
元
は
平
安
時
代
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
し
、
残
欠
と
は
言
え
そ
れ
も
現
存
し
て
い
る
か
ら
同
様
に

括
弧
付
き
の
も
の
と
し
た
。

　

ま
た
『
と
り
か
へ
ば
や
』
は
、
現
在
も
伝
わ
っ
て
い
る
「
今
と
り
か
へ
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ば
や
」
で
す
ら
『
無
名
草
子
』
に
見
え
、
そ
れ
以
前
の
成
立
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
『
無
名
草
子
』
の
成
立
は
、
最
新
の
注
釈
書
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
、
久
保
木
哲
夫
に
よ
る

解
説
に
従
え
ば
、「
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
七
、八
月
を
上
限
と
し
、『
新

古
今
集
』
撰
進
の
院
宣
が
下
っ
た
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
十
一
月
を
下

限
と
し
て
、
そ
の
間
の
約
一
年
数
か
月
に
絞
り
こ
ま
れ
て
き
て
い
る
」
と

あ
る
（
二
九
五
頁
）
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
の
成
立

は
、
極
め
て
平
安
に
近
い
頃
と
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
対
象
か
ら

外
し
た
。

　

逆
に
『
雫
に
濁
る
』、『
む
ぐ
ら
の
宿
』
は
、
冒
頭
は
欠
け
て
い
る
が
末

尾
だ
け
残
っ
て
お
り
、
判
定
で
き
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
カ
ウ
ン
ト
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
か
ら
、「
物
語
の
終
結
」

を
論
じ
る
に
は
あ
ま
り
適
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
作
品
を
除
外
し
て
い
く

と
、
残
る
の
は
、『
あ
き
ぎ
り
』、『
あ
ま
の
か
る
も
』、『
石
清
水
物
語
』、

『
風
に
紅
葉（

（
（

』、『
苔
の
衣
』、『
木
幡
の
時
雨
』、『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』、

『
小
夜
衣
』、『
雫
に
濁
る
』、『
し
の
び
ね
』、『
白
露
』、『
住
吉
物
語（

（
（

』、『
兵

部
卿
物
語
』、『
松
陰
中
納
言
物
語
』、『
松
浦
宮
物
語
』、『
む
ぐ
ら
の
宿
』、

『
八
重
葎
』、『
別
本
八
重
葎
』、『
夢
の
通
ひ
路
』、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』

の
二
〇
作
品
と
括
弧
付
き
二
つ
と
な
る
（
次
節
以
降
で
括
弧
を
付
け
た
数

字
は
そ
れ
を
意
味
す
る
）。
次
節
以
降
で
そ
の
分
析
結
果
を
説
明
す
る
。

　
　
　

三
、
概
括
と
例
示

　

対
象
は
二
〇
（
＋
二
）
作
品
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
ら
の
「
終
結
」
を
い

ち
い
ち
列
挙
し
て
い
く
の
も
煩
雑
で
あ
る
た
め
、
最
初
に
概
括
を
述
べ
、

「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」、「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
を
持
つ
作
品
の
典
型
例

を
次
に
示
し
、稿
者
の
判
断
の
是
非
を
判
定
し
て
い
た
だ
く
材
料
と
す
る
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
ま
ず
「
概
括
」
だ
が
、
端
的
な
数
字
を
述
べ
れ
ば
、

二
〇
（
＋
二
）
作
品
の
う
ち
、「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
を
有
す
る
の
は
、『
恋

路
ゆ
か
し
き
大
将
』、『
松
浦
宮
物
語
』、『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
三
つ

を
除
い
た
一
七
（
＋
二
）
作
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
紹
介
し

た
井
野
の
見
解
は
正
し
い
と
言
え
る
が
、「
多
い
」
を
具
体
的
に
示
せ
ば
、

そ
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
鎌
倉
時
代
物
語
の

ほ
ぼ
九
割
は
、「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
典
型
例
は
『
小
夜
衣
』
で
あ
ろ
う
。

　
　

�　

年
月
過
行
て
、
姫
君
十
に
成
給
ぬ
れ
ば
、
春
宮
の
女
御
に
な
り
給

ぬ
。
う
つ
く
し
き
御
あ
は
ひ
ど
も
め
で
た
し
。
今
は
一
の
宮
を
ぞ
御

位
に
も
と
お
ぼ
し
め
し
け
る
。
御
す
く
せ
ど
も
の
め
で
た
く
、
思
ふ

様
な
る
事
ど
も
、
中
〳
〵
か
き
つ
く
す
べ
く
も
侍
ら
ず
。
た
ゞ
み
給
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は
ん
人
人
、
お
ぼ
し
や
り
給
へ
。
か
ま
へ
て
人
の
た
め
に
は
情
有
べ

き
事
と
み
え
た
り
。
は
ら
ぐ
ろ
、
わ
ん
ざ
ん
も
ち
た
る
人
は
、
す
ゑ

ま
で
此
世
も
後
の
世
も
、
い
か
で
か
よ
か
る
べ
き
。
継
母
の
あ
さ
ま

し
き
有
さ
ま
思
ひ
や
る
べ
し
。
め
の
ま
へ
に
か
は
り
行
世
の
な
ら
ひ

こ
そ
哀
に
侍
れ
。
人
の
め
で
た
き
た
め
し
に
は
、
山
里
の
姫
君
に
ま

さ
る
人
あ
ら
じ
と
み
え
た
り
。
み
給
は
ん
人
〻
も
、
思
ひ
や
り
給
ふ

べ
き
な
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
三
巻
四
六
六
頁
）

　

引
用
文
中
に
「
継
母
」
と
い
う
語
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、『
小
夜
衣
』
は
い
わ
ゆ
る
「
継
子
い
じ
め
譚
」
の
一
種
で
、
こ
れ
も

文
中
に
見
え
る
「
山
里
の
姫
君
」
が
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
。
彼
女
は
艱
難
辛

苦
の
末
、
こ
の
少
し
前
に
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
る
兵
部
卿
宮
と
結
ば
れ
、
彼
が

帝
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
時
点
で
は
中
宮
と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
に
見
え

る
「
姫
君
」、「
一
の
宮
」
は
彼
ら
の
子
供
た
ち
で
、
つ
ま
り
は
こ
の
物
語

は
典
型
的
な
「
め
で
た
し
め
で
た
し
」
で
話
が
終
わ
る
。
さ
ら
に
は
こ
こ

に
、
教
訓
め
い
た
、
い
わ
ゆ
る
草
子
地
が
見
え
る
こ
と
も
中
世
の
典
型
と

思
わ
れ
、
他
に
は
例
え
ば
、『
松
陰
中
納
言
物
語
』
の
末
尾
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
。

　
　

�

よ
そ
ぢ
の
御
賀
も
ち
か
づ
か
せ
給
へ
る
に
、
お
ほ
き
お
と
ゞ
に
さ
へ

な
ら
せ
た
ま
ふ
て
、
い
か
め
し
き
御
よ
そ
ほ
ひ
の
世
に
た
め
し
な
き

ま
で
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
。
内
の
お
と
ゞ
に
は
あ
ぜ
ち
の
な
ら
せ
た

ま
ひ
て
、「
今
は
の
ぞ
み
た
り
ぬ
。
過
つ
る
比
よ
り
世
の
ま
じ
は
り

も
つ
ゝ
ま
し
く
、
う
き
事
の
み
に
て
過
し
つ
れ
ど
も
、
我
世
に
位
み

じ
か
く
て
は
、
後
の
絶
な
ん
も
か
な
し
け
れ
ば
、
今
ま
で
は
し
の
び

き
つ
れ
」
と
て
、
御
ほ
ゐ
と
げ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
山
の
井
殿
を
て
ら

に
つ
く
り
か
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
住
給
へ
り
。
お
と
ゞ
の
一
と
せ
ば
か

り
し
づ
ま
せ
給
へ
る
え
ん
に
ひ
か
れ
て
、
あ
ま
た
の
人
の
仏
の
道
に

入
た
ま
へ
る
は
、
い
と
頼
め（

も
（し

き
た
め
し
に
あ
ら
ん
か
し
。

（
第
五
巻
一
四
六
頁
。
た
だ
し
傍
線
は
稿
者
）

　

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
最
後
に
ほ
と
ん
ど
の
人
が
出
家

し
て
し
ま
う
か
ら
、
現
代
人
の
感
覚
か
ら
言
え
ば
、
た
ぶ
ん
「
め
で
た
し

め
で
た
し
」
と
は
言
え
な
い
と
思
う
が
、
中
世
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
こ

と
も
あ
る
ま
い
し
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
か
バ
ッ
ド
エ
ン

ド
で
あ
る
か
は
、「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
と
い
う
点
で
は
何
の
関
わ
り
も

な
い
と
判
断
し
、
も
ち
ろ
ん
両
方
カ
ウ
ン
ト
し
て
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
傍
線
部
は
教
訓
的
で
も
あ
る
わ
け
で
、
先
の
引
用
文
と
二
つ
読
み
合
わ

せ
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
文
言
が
あ
る
と
、
強
い
終
結
感
が
あ
る
と
い
う

の
は
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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話
を
戻
し
て
恐
縮
だ
が
、『
小
夜
衣
』と
同
じ「
継
子
い
じ
め
譚
」で
も
、

『
落
窪
物
語
』
の
末
尾
に
は
こ
の
よ
う
な
文
言
は
一
切
見
ら
れ
ず
、『
住
吉

物
語
』は
類
似
し
た
末
尾
を
持
つ（
（1
（

こ
と
は
、た
ぶ
ん
現
在
残
っ
て
い
る『
住

吉
物
語
』は
中
世
に
作
ら
れ
た
改
作
本
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
は
、

注
（
２
）
の
拙
稿
で
も
述
べ
て
お
い
た
が
、
こ
こ
で
蛇
足
を
一
つ
加
え
て

お
け
ば
、
つ
ま
り
稿
者
は
、
元
の
『
住
吉
物
語
』
の
結
末
は
、
今
の
よ
う

な
形
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

根
拠
に
つ
い
て
は
追
々
説
明
し
て
い
く
が
、教
訓
と
い
う
形
で
な
く
と
も
、

鎌
倉
時
代
物
語
は
こ
う
し
た
、
明
ら
か
に
「
終
結
」
と
感
じ
ら
れ
る
文
言

を
持
つ
も
の
が
他
に
も
あ
る
。

　

そ
れ
は
例
え
ば
、『
あ
き
ぎ
り
』
の
「（
ま
こ
と
や
、
か
の
中
宮
の
）
か
ゝ

る
あ
り
が
た
き
す
く
せ
の
め
で
た
さ
を
、
の
ち
の
よ
の
人
に
見
せ
た
て
ま

つ
ら
ん
た
め
に
か
き
と
ゞ
め
ぬ
」（
第
一
巻
九
〇
頁
）、『
あ
ま
の
か
る
も
』

の
「
御
い
の
ち
さ
へ
、
御
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
な
り
け
る
と
、
世
人
も
申
つ
た

へ
け
る
と
ぞ
」（
第
一
巻
三
〇
一
～
二
頁
）、『
石
清
水
物
語
』
の
「
お
な

じ
は
ち
す
の
望
も
、
む
な
し
か
ら
ざ
る
べ
け
ん
と
ぞ
、
ほ
ん
に
は
侍
る
め

る
と
か
や
」（
第
二
巻
一
五
三
頁
）
な
ど
で
あ
る
が
、
平
安
朝
の
物
語
と

同
じ
「
と
ぞ
」
で
終
わ
る
も
の
も
ち
ら
ほ
ら
と
あ
る
。
と
に
か
く
鎌
倉
時

代
物
語
は
、
こ
う
し
た
文
言
を
律
儀
に
書
き
付
け
た
も
の
が
多
い
の
で
、

こ
の
節
最
初
に
示
し
た
、「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い

う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
そ
の
反
対
の
「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」
の
例
は
と
な
る
と
、
最
も

典
型
的
な
の
は
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
で
あ
ろ
う
。
話
自
体
も
落
ち
着

か
な
い
し
、
何
よ
り
そ
の
終
わ
り
は
『
堤
中
納
言
物
語
』
中
の
「
虫
め
づ

る
姫
君
」
の
よ
う
に
、「
い
か
な
る
べ
き
人
の
は
て
に
か
と
あ
や
し
く
、

つ
ぎ
〳
〵
の
ま
き
に
な
ん
と
本
に
」（
第
三
巻
三
四
六
頁
）
と
終
わ
る
の

だ
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
長
編
物
語
と
短
編
物
語
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
の

差
異
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
が
、
残
念
な

が
ら
現
存
す
る
短
編
物
語
（
集
）
が
『
堤
中
納
言
物
語
』
一
つ
し
か
な
い

現
時
点
で
は
、
そ
の
問
題
を
追
及
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
こ
れ
以

上
掘
り
下
げ
な
い
。
同
様
の
結
末
（
話
に
オ
チ
が
な
い
）
と
し
て
は
『
我

身
に
た
ど
る
姫
君
』
も
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
で
こ
れ
ら
を
「
開
け
た
ま
ま
の

終
結
」
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

　

残
っ
た
『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
や
や
複
雑
な
様
相
を
呈

し
て
い
る
の
で
、
か
な
り
長
く
な
る
が
そ
の
ま
ま
引
用
し
よ
う
。

　
　
　
　

�

身
を
か
へ
て
し
ら
ぬ
う
き
世
に
さ
す
ら
へ
て
な
み
こ
す
袖
の
ぬ

る
ゝ
を
や
み
む

　
　

�
思
ひ
よ
ら
ぬ
こ
ゝ
ろ
と
さ
は
、
こ
れ
も
く
も
り
な
き
に
や
と
、
そ
ら

は
づ
か
し
き
も
の
か
ら
、
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�「
し
ら
ぬ
世
も
君
に
ま
ど
ひ
し
道
な
れ
ば
い
づ
れ
の
う
ら
の
な

み
か
こ
ゆ
べ
き

　
　

�

あ
や
し
う
、
ゆ
め
の
や
う
な
る
ひ
が
み
ゝ
の
き
こ
ゆ
る
か
な
。
な
ど

か
う
心
え
ぬ
こ
と
は
」
と
、
せ
め
て
か
き
よ
す
れ
ど
、
な
を
う
ち
こ

ぼ
れ
つ
ゝ
、
と
け
ぬ
御
気
色
、
わ
り
な
き
心
の
う
ち
に
は
、「
我
も
、

人
に
こ
と
な
る
ゆ
へ
を
き
ゝ
し
か
ど
、
世
の
つ
ね
な
ら
ず
あ
り
が
た

き
み
る
め
に
、
契
を
む
す
び
な
が
ら
、
な
を
心
に
し
み
て
も
の
お
も

ふ
べ
く
も
、
む
ま
れ
き
に
け
る
か
な
」
と
お
も
ふ
に
も
、
又
、
く
み

て
や
し
ら
れ
む
と
、
な
べ
て
な
ら
ぬ
御
さ
ま
ど
も
は
、
は
づ
か
し
う

ぞ
お
も
ひ
み
だ
れ
た
ま
ふ
。

　
　
　
　

�

こ
の
お
く
も
、
本
く
ち
う
せ
て
、
は
な
れ
お
ち
に
け
り
と
、
本

に
。

　
　
　

�　

こ
の
物
語
、
た
か
き
代
の
事
に
て
、
歌
も
こ
と
葉
も
さ
ま
こ
と

に
、
ふ
る
め
か
し
う
み
え
し
を
、
蜀
山
の
道
の
ほ
と
り
よ
り
、
さ

か
し
き
い
ま
の
世
の
人
の
つ
く
り
か
へ
た
る
と
て
、
む
げ
に
み
ぐ

る
し
き
こ
と
ど
も
み
ゆ
め
り
。
い
づ
れ
か
、
ま
こ
と
な
ら
む
。
も

ろ
こ
し
の
人
の
、「
う
ち
ぬ
る
な
か
」
と
い
ひ
け
む
、
そ
ら
ご
と

の
な
か
の
そ
ら
ご
と
、
を
か
し
う
。

　
　
　
　

貞
観
三
年
四
月
十
八
日

　
　
　
　

そ
め
殿
の
院
の
に
し
の
た
い
に
て
、
か
き
お
は
り
ぬ

　
　
　

�

花
非
花
霧
非
霧
、
夜
半
来
天
明
去
、
来
如
春
夢
幾
時
、
去
似
朝
雲

無
覓
処
（
白　

紙
）

　
　

�　

こ
れ
も
、
ま
こ
と
の
事
也
。
さ
ば
か
り
傾
城
の
い
ろ
に
あ
は
じ
と

て
、
あ
だ
な
る
心
な
き
人
は
、
な
に
事
に
、
か
ゝ
る
こ
と
は
い
ひ
を

き
た
ま
ひ
け
る
ぞ
と
、
心
え
が
た
く
、
唐
に
は
、
さ
る
霧
の
さ
ぶ
ら

ふ
か
。　　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
巻
二
二
五
～
六
頁
。
傍
線
稿
者
）

　

傍
線
部
以
降
は
、
作
者
・
定
家
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
偽
跋
」
で
、
本
物

の
跋
文
で
は
な
い
。
し
か
し
、
物
語
の
写
本
に
は
し
ば
し
ば
こ
う
い
う
も

の
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
贅
言
す
る
に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
傍
線
部
に
あ
る
と
お
り
、そ
の
前
で
も
物
語
は
決
着
し
て
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
に
「
こ
の
お
く
も
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か

ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
で
言
う
と
四
頁
ほ
ど
前

に
当
た
る
二
二
二
頁
に
も
、「
本
の
さ
う
し
、
く
ち
う
せ
て
み
え
ず
と
、

本
に
」
と
あ
り
、
無
論
こ
の
前
後
も
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
こ
の
作
品
は
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定
家
自
身
が
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
に
あ
っ
た
も
の
を
書
写
し
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
る
か
ら
、
注
（
３
）
の
書
が

説
く
よ
う
に
こ
れ
は
、
定
家
が
力
業
で
物
語
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と

し
か
考
え
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
文
言
は
、
こ
こ

で
物
語
が
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
強
弁
す
る
、
い
わ
ば
「
偽
終
結
」
に
し

か
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
作
品
を
「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」
を

有
す
る
も
の
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

何
か
し
ら
終
わ
り
ら
し
き
文
言
を
書
き
付
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
事
実
を
、
こ
こ
で
は
重
視
し
た
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
が
平
安
朝
の
物

語
と
、
そ
れ
以
降
の
物
語
を
分
け
る
特
徴
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

次
節
で
詳
し
く
述
べ
よ
う
。

　
　
　

四
、
平
安
と
中
世
、
物
語
の
結
末
の
比
較

　

注
（
２
）
の
拙
稿
の
繰
り
返
し
に
な
る
の
で
今
ま
で
極
力
避
け
て
き
た

が
、
本
節
の
前
提
と
も
な
る
の
で
簡
潔
に
振
り
返
っ
て
お
け
ば
、
鎌
倉
時

代
物
語
と
は
逆
に
、
平
安
朝
の
物
語
（
特
に
作
り
物
語
）
は
、
ほ
と
ん
ど

が
「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」
で
あ
る
と
思
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
論
考
の
発

端
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
は
お
く
と
し
て
も
、
一
番
顕
著
な
も
の
は
肝
腎

の
唐
后
の
転
生
が
描
か
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
で

あ
る
が
、『
落
窪
物
語
』
も
、
ヒ
ロ
イ
ン
落
窪
姫
が
幸
せ
に
な
っ
た
「
め

で
た
し
め
で
た
し
」
で
終
わ
ら
ず
、
い
き
な
り
「「
典
侍
は
二
百
ま
で
生

け
る
」
と
か
や
」（
三
四
三
頁（
（（
（

）
と
、
は
じ
け
て
終
わ
る
（
も
っ
と
も
、

後
代
の
書
き
加
え
説
は
あ
る
が
）
し
、
同
じ
く
「
め
で
た
し
め
で
た
し
」

で
終
わ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
も
、
注
（
２
）
の
拙
稿
で
も
書
い
た
よ
う
に
、

少
な
く
と
も
現
存
の
テ
キ
ス
ト
に
は
楼
の
上
・
下
巻
の
最
後
に
、「
次
の

巻
に
、
女
大
饗
の
有
様
、
大
法
会
の
こ
と
は
あ
め
り
き
。
季
英
の
弁
の
、

娘
に
琴
教
へ
た
ま
ふ
こ
と
な
ど
の
、
こ
れ
一
つ
に
て
は
多
か
め
れ
ば
、
中

よ
り
分
け
た
る
な
め
り
、
と
本
に
こ
そ
侍
る
め
れ
」（
③
六
二
一
頁
）
と

あ
る（
（1
（

。
ま
た
、
帝
に
即
位
し
て
、
同
様
に
「
め
で
た
し
め
で
た
し
」
で
あ

る
は
ず
の
『
狭
衣
物
語
』
も
、

　
　
　
　

�

た
ち
か
へ
り
折
ら
で
過
ぎ
憂
き
女
郎
花
な
ほ
や
す
ら
は
ん
霧
の

籬
に

　
　

�

と
眺
め
入
ら
せ
た
ま
へ
る
御
か
た
ち
の
夕
映
、
な
ほ
、
い
と
か
か
る

例
は
あ
ら
じ
と
見
え
さ
せ
た
ま
へ
る
に
、
世
と
と
も
に
物
を
の
み
思

し
て
過
ぎ
ぬ
る
こ
そ
、
い
か
な
り
け
る
前
の
世
の
契
り
に
か
と
見
え

た
ま
へ
れ
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
②
四
一
〇
頁
）

と
、
な
お
愁
い
に
沈
む
狭
衣
邸
の
姿
が
描
か
れ
て
終
わ
る
。
こ
れ
と
同
時
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期
の
『
夜
の
寝
覚
』
は
、
も
ち
ろ
ん
末
尾
が
散
逸
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
昔
、
院
生
時
代
に
神
田
龍
身
か
ら
、「
物
語
が
散
逸
す
る
の
は
、
散

逸
し
た
部
分
が
面
白
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
い
う
説
を
聞
い
て
、「
一

理
あ
る
」
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
寝
覚
の
上
の
寝
覚
が
続
い
て
い
る
今

の
終
わ
り
方
が
、
平
安
時
代
の
人
に
は
最
も
受
け
入
れ
や
す
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
い
う
夢
想
も
つ
い
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
も

し
『
と
り
か
へ
ば
や
』
も
中
古
に
入
れ
て
良
い
と
す
れ
ば
、
注
（
２
）
の

拙
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
め
で
た
し
め
で
た
し
」
の
、
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
で
言
う
と
こ
ろ
の
第
五
七
節
「
大
団
円
。
東
宮
即
位
。
二

宮
立
坊
。
姫
君
入
内
」
で
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
次
の
第
五
八

節
「
内
大
臣
、
宇
治
の
女
大
将
を
思
い
、
嘆
き
絶
え
ず
」
が
付
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
が
月
に
帰
り
、
話
が

「
閉
じ
」
そ
う
な
『
竹
取
物
語
』
で
さ
え
、
逆
の
捉
え
方
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
今
も
立
ち
上
る
富
士
の
煙
で
終
わ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
数

え
上
げ
て
い
け
ば
、
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
平
安
朝
の
物
語
の
終
結

は
「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
れ
が
、
た
っ
た
一
時
代
し
か
違
わ
な
い
鎌
倉
時
代
、
あ
る

い
は
そ
れ
以
降
に
な
る
と
、
正
反
対
の
結
果
と
な
る
こ
と
は
、
本
稿
が
こ

れ
ま
で
示
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
古
・
中
世
と
も
に
、

現
存
す
る
物
語
数
よ
り
、
散
逸
し
た
物
語
数
の
方
が
ま
さ
る
と
推
定
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
の
数
字
で
言
え
る
と
は
稿
者
も
思
っ
て

い
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
こ
れ
だ
け
の
差
が
あ
る
数
字
だ
と
、
逆
転
し
た

も
の
に
な
る
と
も
考
え
が
た
い
。
と
な
れ
ば
こ
れ
は
、
中
古
か
ら
中
世
へ

と
時
代
が
移
る
時
、
物
語
の
終
結
は
閉
ざ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

る
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
仮
に
そ
う
し
た
仮
説
を
立
て

て
し
ま
う
と
、
腑
に
落
ち
る
現
象
は
多
い
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
前
節
で
も
述
べ
た
、中
世
に
改
作
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な『
住

吉
物
語
』
は
、
同
じ
「
継
子
い
じ
め
譚
」
で
あ
る
『
落
窪
物
語
』
と
は
異

な
り
、「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
無
論

こ
れ
は
、
原
『
住
吉
物
語
』
が
現
存
し
て
い
な
い
の
で
、
確
か
な
証
拠
に

は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
現
象
が
、
室
町
物
語
で

あ
る
『
し
ぐ
れ
』
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。『
し
ぐ
れ
』
の
物
語
は
次
の

よ
う
に
終
わ
る
。

　
　

�　

か
く
て
都
に
は
目
出
度
ざ
ゞ
め
き
合
ひ
け
る
事
、
横
川
に
伝
へ
聞

き
給
ひ
て
、
中
将
入
道
殿
よ
り
お
と
ひ
が
許
へ
か
く
ぞ
書
き
て
送
ら

れ
け
る
。

　
　
　
　

花
め
け
る
花
の
袂
も
羨
ま
ず
苔
の
衣
ぞ
我
身
に
は
つ
く

　
　
　
　

�

か
し
こ
く
ぞ
花
の
袂
を
か
は
し
け
る
君
が
栄
へ
を
き
く
に
つ
け
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て
も

　
　
　
　

�
三
瀬
川
逢
瀬
と
き
く
を
頼
み
に
て
死
出
の
山
路
の
い
そ
ぎ
を
ぞ

す
る

　
　

�

と
書
き
て
送
ら
れ
け
る
を
、
姫
君
御
覧
じ
て
猶
も
恋
し
く
お
ぼ
し
め

し
て
、
后
の
位
に
な
ら
せ
給
へ
ど
も
露
も
嬉
し
と
も
お
ぼ
さ
れ
ず
。

御
心
の
内
に
は
、
あ
わ
れ
た
ゞ
契
り
し
ま
ゝ
に
中
将
殿
と
一
庵
に
住

み
て
憂
き
世
を
過
ご
さ
ば
い
か
に
嬉
し
か
り
な
む
と
お
ぼ
し
け
る
。

さ
れ
ど
も
力
及
ば
せ
給
は
ず
、
い
よ
〳
〵
目
出
度
栄
へ
給
ひ
け
り
。

　
　

�　

姫
君
の
果
報
も
、
中
将
殿
の
真
の
道
に
入
給
ふ
も
、
皆
こ
れ
観
音

の
御
利
生
な
り（
（1
（

。

　

傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
平
安
朝
の
物
語
を
思
わ
せ
る

「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」
を
す
る
か
と
思
い
き
や
、
次
に
は
「
さ
れ
ど
も

力
及
ば
せ
給
は
ず
、
い
よ
〳
〵
目
出
度
栄
へ
給
ひ
け
り
」
と
い
う
、
強
引

に
オ
チ
を
付
け
る
か
の
よ
う
な
文
を
続
け
、
最
後
に
「
観
音
の
御
利
生
」

と
い
う
文
言
で
終
わ
る
と
い
う
の
は
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
い
か
に
も

中
世
的
と
言
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
オ
チ
の
付
け
方
が
い
さ
さ
か
強
引
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
こ
の
「
し
ぐ
れ
」
は
、
散
逸
物
語
の
『
恋
に
身

か
ふ
る
』
の
改
作
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（
（1
（

。

　
『
恋
に
身
か
ふ
る
』
は
散
逸
し
て
い
る
以
上
、
細
か
い
こ
と
は
分
か
ら

な
い
が
、
少
な
く
と
も
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
成
立
の
『
風
葉
和
歌
集
』

に
は
取
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
成
立
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
す
る
と
そ
の
成
立
は
鎌
倉
の
ご
く
初
期
、
場
合
に
よ
っ
て
は
平
安
も

あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、そ
こ
ま
で
考
え
る
と
、『
恋
に
身
か
ふ
る
』

の
終
結
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
傍
線
部
ま
で
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
下

を
付
け
加
え
た
の
が
、『
し
ぐ
れ
』
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
が
生

ま
れ
て
く
る
。無
論
こ
れ
も
何
の
証
拠
も
な
い
も
の
で
あ
り
、単
な
る「
想

像
」
で
し
か
な
い
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
。

　

本
稿
も
終
わ
り
に
近
づ
い
て
き
た
の
で
、
話
を
元
々
の
課
題
に
近
づ
け

て
い
け
ば
、
注
（
２
）
の
拙
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
未
完
が
疑
わ

れ
る
『
源
氏
物
語
』
夢
浮
橋
巻
で
、
唯
一
完
結
を
示
し
て
い
る
の
は
末
尾

の
「
と
ぞ
本
に
は
べ
め
る
」
と
い
う
文
言
な
の
だ
が
、
そ
れ
す
ら
「
本
を

書
写
し
た
人
が
、「
底
本
に
こ
う
あ
り
ま
す
」
と
写
本
の
末
尾
に
加
え
た

も
の
で
、
鎌
倉
期
以
後
の
も
の
と
い
わ
れ
る（
（1
（

」
と
い
う
疑
い
が
あ
っ
て
、

結
局
決
め
手
に
な
り
得
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
別
の
角
度
か
ら
注
目
し
て

お
け
ば
、
や
は
り
こ
こ
に
も
「
鎌
倉
期
以
後
の
も
の
」
と
あ
る
こ
と
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
稿
者
は
こ
れ
を「
鎌
倉
期
以
後
」に
書
き
加
え
ら
れ
た
と
思
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
の
説
で
あ
る
「
元
か
ら
の
も
の
」
と

い
う
立
場
に
立
つ
者
だ
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
鎌
倉
期
以
後
は
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こ
う
い
う
「
終
わ
り
」
を
示
す
文
言
を
書
き
加
え
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
け
は
、
今
ま
で
も
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え

る
と
、
結
局
「
終
結
」
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
夢
浮
橋

巻
の
後
日
談
を
書
く
『
山
路
の
露
』
も
、
や
は
り
中
世
の
産
物
で
あ
っ
た

こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
、
中
世
は
物
語
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
こ
と
は
、
実
は
こ
れ
ま
で
に
も
無
意
識
に
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
本
稿
の
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
「
物
語
は
い
つ
「
閉
じ
ら
れ
る
」
の

か
」
と
い
う
問
に
対
す
る
答
え
は
、
ひ
と
ま
ず
「
中
世
」
と
し
て
お
き
た

い
。

　
　
　

五
、
ま
と
め

　

以
上
、
平
安
朝
の
物
語
の
主
流
は
「
開
け
た
ま
ま
の
終
結
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
閉
じ
ら
れ
る
」
よ
う
に
な
る
の
は
中
世
か
ら
で
、
し
た
が
っ
て

『
源
氏
物
語
』
夢
浮
橋
巻
は
、
あ
れ
で
完
結
し
て
い
る
と
見
て
良
い
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ば
間
接
的
に
述
べ
て
き
た
の
だ
が
、
最
後
に
ま
た

悪
い
癖
で
大
風
呂
敷
を
広
げ
て
し
ま
え
ば
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
た
「「
現

代
常
識
」
が
誕
生
す
る
時
」
も
、
第
二
節
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代

も
ま
た
物
語
（
小
説
）
は
閉
じ
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
の
が
「
常
識
」
と
な
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
同
様
に
「
中
世
」
と
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
語
学
で
も
同
じ
結
果
が
出
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
中
古
か
ら
中
世

に
移
り
変
わ
る
時
に
文
化
的
画
期
が
あ
る
の
は
常
識
で
あ
る
。
障
子
も
、

現
在
の
も
の
が
誕
生
す
る
の
は
書
院
造
り
が
で
き
て
か
ら
だ
し
、
座
る
と

こ
ろ
だ
け
で
な
く
部
屋
全
体
に
畳
を
敷
き
詰
め
る
慣
習
も
、
同
じ
く
書
院

造
り
の
産
物
で
あ
る
。
あ
る
い
は
僧
侶
の
妻
帯
等
も
こ
れ
に
入
れ
て
良
い

か
も
し
れ
な
い
。
同
様
の
例
は
数
え
上
げ
て
い
け
ば
か
な
り
の
数
に
上
る

は
ず
で
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
に
、「
物
語
の
終
結
の
仕
方
」
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
別
に
中
世
が
文
化
を
曲
げ
た
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

文
化
と
は
常
に
移
り
変
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
是
も
非
も
な
い
か

ら
で
あ
る
。
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
平
安
時
代
の
常
識
と
い
う
の
は

明
ら
か
に
今
の
常
識
と
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
今
の
常
識
で
も
っ
て
平
安

朝
の
文
学
を
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
も
普
通
に
言
わ

れ
て
き
た
こ
と
の
、
改
め
て
の
確
認
を
も
っ
て
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

注（
1
）�

上
田
真
・
山
中
光
一
編
『
終
わ
り
の
美
学
─
─
日
本
文
学
に
お
け
る
終
結
─
─
』
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（
明
治
書
院　

一
九
九
〇
年
）中
の
タ
ー
ム
。西
洋
の
文
学
分
析
概
念
で
あ
る「
オ
ー

プ
ン
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
の
和
訳
ら
し
く
、「
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
も

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
タ
ー
ム
が
あ
る
こ
と
か
ら
も

察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
洋
の
小
説
は
基
本
的
に
「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」
だ
そ
う

で
あ
る
（
同
書
に
よ
る
）。

（
（
）�

拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
夢
浮
橋
巻
の
構
造
─
─
錯
綜
す
る
時
間
を
手
が
か
り
に
」

（『
国
文
学
研
究
』
第
百
八
十
集　

二
〇
一
六
年
一
〇
月
）。

（
（
）�

神
田
龍
身
・
西
沢
正
史
編
（
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
二
年
）。

（
（
）�

注
（
（
）
と
同
書
。
八
二
頁
。

（
（
）�

注
（
1
）
と
同
書
。
一
五
八
頁
。
な
お
、
か
っ
こ
内
の
数
字
は
『
川
端
康
成
全
集
』

（
新
潮
社
、
昭
和
五
五
―
五
九
年
）
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
だ
そ
う
で
あ
る
。

（
（
）�

注
（
（
）
と
同
書
。
六
四
一
～
二
頁
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
藤
井
隆
に
よ
る
最
新
の

説
で
、
今
後
は
こ
れ
を
「
更
に
発
展
さ
せ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
か
れ
て
い

る
（
六
四
三
頁
）
か
ら
、
こ
の
事
典
が
こ
の
説
を
「
決
定
」
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
は
、
念
の
た
め
申
し
添
え
て
お
く
。
あ
く
ま
で
も
参
考
ま
で
に
掲
げ

た
ま
で
で
あ
る
。
な
お
、
そ
こ
に
は
「
類
」
の
下
位
概
念
と
し
て
、「
種
」
と
い

う
も
の
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
省
い
た
。

（
（
）�「
同
質
」
と
い
う
の
は
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
「
恋
物
語
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
物
語
が
お
お
む
ね
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
も
ほ
ぼ
例
外
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
作
品
冒
頭
の
「
解
説
」
に
「
怪
異
談
」
と
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
（
第
五
巻
四
〇
八
頁
）『
別
本
八
重
葎
』
は
、
明
ら
か
に
「
閉
ざ
さ
れ
た
終
結
」

を
有
し
て
は
い
る
が
、
読
ん
で
い
て
も
違
和
感
を
感
じ
た
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』

蓬
生
巻
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
も
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、今
回
は
数
に
入
れ
た
。

（
（
）�『
風
に
紅
葉
』
は
、
か
つ
て
は
未
完
と
も
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
が
、
今
は
完
結

説
が
強
い
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
た
。

（
（
）�『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
住
吉
物
語
』
は
、
藤
井
本
・
晶

州
本
・
大
東
急
文
庫
本
と
三
つ
あ
る
が
、
別
の
物
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、

終
結
も
す
べ
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
（
割
れ
て
い
な
い
）
の
で
一
作
品
と
カ
ウ
ン
ト

し
た
。

（
10
）�

参
考
ま
で
に
『
住
吉
物
語
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
の
末
尾
を
示
し
て
お
け
ば
、
次

の
如
く
で
あ
る
。

　
　

（
藤
井
本
）

　
　
　
　

�　

年
月
ゆ
く
ほ
ど
に
、
大
将
殿
に
は
、
ち
ゝ
関
白
ゆ
づ
り
給
ひ
ぬ
。
い
よ
〳
〵

す
ゑ
の
世
た
の
も
し
く
ぞ
侍
け
る
。
わ
か
君
は
元
服
せ
さ
せ
給
て
、
三
位
中

将
と
ぞ
申
け
る
。
ひ
め
宮
（
マ
マ
（は
十
八
に
て
女
御
に
ま
い
り
給
け
る
。
侍
従
は

お
と
な
女
に
て
、
よ
ろ
づ
に
大
事
の
人
に
ぞ
お
も
は
れ
て
、
内
侍
に
成
ぬ
。

見
聞
人
、
う
ら
や
み
あ
へ
り
。
大
将
、
姫
君
、
末
ま
で
繁
昌
し
て
、
目
出
度

ぞ
お
は
し
け
る
。

　
　
　
　

�　

さ
て
ま
ゝ
母
、見
と
聞
く
人
〻
に
う
と
ま
れ
、朝
夕
は
ね
の
み
な
き
給
て
、

世
中
お
と
ろ
へ
て
、
つ
ゐ
に
は
か
な
く
成
給
ふ
。
む
く
つ
け
女
は
、
あ
さ
ま

し
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
ま
ど
ひ
あ
り
き
け
る
と
か
や
。

　
　
　
　

�　

む
か
し
も
い
ま
も
、
人
に
は
ら
ぐ
ろ
な
る
人
は
、
か
ゝ
る
事
な
り
。
こ
れ

を
見
き
か
む
人
〳
〵
は
、
か
ま
ひ
て
人
よ
か
り
ぬ
べ
き
な
り
と
ぞ
。

（
第
四
巻
一
九
四
頁
）

　
　

（
晶
州
本
）

　
　
　
　

�　

さ
て
も
月
日
を
ふ
る
程
に
、
姿
お
と
ろ
へ
て
、
つ
ゐ
に
は
か
な
く
成
に
け

り
。
む
く
つ
け
女
ひ
と
り
し
て
か
き
あ
つ
か
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
我
身
も
同
じ

た
ぐ
ひ
に
成
に
け
り
。
さ
て
の
ち
、
か
た
の
事
ど
も
す
る
人
も
な
か
り
け
る

こ
そ
、
哀
に
心
う
か
り
け
れ
。
是
を
侍
従
き
ゝ
て
、
あ
は
れ
な
る
よ
し
申
さ

れ
け
れ
ば
、
北
の
政
所
、
の
ち
〳
〵
の
御
事
ど
も
、
中
の
君
の
い
と
な
む
よ

し
に
て
、
さ
ま
〴
〵
に
い
み
じ
く
させ
か

せ
給
け
り
。
世
の
人
う
け
給
て
、「
か
ゝ

る
御
心
な
れ
ば
、
御
果
報
め
で
た
く
あ
り
が
た
く
お
は
し
ま
す
」
と
ぞ
申
け

る
。



― 1（ ― 「物語」はいつ「閉じられる」のか
　
　
　
　

�　

い
ま
も
昔
も
長
谷
の
観
音
は
、
し
る
し
あ
ら
た
に
お
は
し
ま
し
け
り
。
な

さ
け
あ
る
人
は
行
末
も
さ
か
へ
候
也
。
む
く
つ
け
人
は
、
ま
の
あ
た
り
に
か

れ
う
す
る
物
也
。
あ
り
が
た
く
あ
は
れ
な
る
事
を
、
末
の
世
の
人
ぎ
ゝ
も
、

し
の
ば
れ
候
へ
か
し
と
て
、
書
を
き
し
な
り
。

（
晶
州
に
よ
る
奥
書
は
略
。
第
四
巻
二
四
三
～
四
頁
）

　
　

（
大
東
急
文
庫
本
）

　
　
　
　

�　

か
く
て
過
行
ほ
ど
に
、
大
し
や
う
殿
は
天
下
ゆ
づ
ら
れ
給
ひ
て
、
そ
の
い

き
を
ひ
な
ら
び
な
し
。
わ
か
ぎ
み
も
げ
ん
ぶ
く
し
給
ひ
て
、
三
み
の
中
将
と

ぞ
申
け
る
。
ひ
め
ぎ
み
十
七
に
な
ら
せ
給
ふ
と
し
、
女
ご
に
ま
い
り
た
ま
ひ

け
り
。
じ
ゞ
う
は
な
い
し
に
な
り
、
世
に
人
に
き
ゝ
し
の
ば
れ
て
ぞ
あ
り
け

る
。
す
み
よ
し
の
ひ
め
ぎ
み
を
ば
、
き
た
の
ま
ん
所
と
ぞ
申
し
け
る
。

　
　
　
　

�　

ま
ゝ
は
ゝ
、
を
の
が
む
す
め
よ
り
は
じ
め
、
き
く
人
に
い
た
る
ま
で
う
と

み
は
て
に
け
れ
ば
、
そ
の
す
み
か
も
す
み
あ
れ
て
、
よ
も
ぎ
が
そ
ま
と
成
は

て
て
、
む
く
つ
け
を
ん
な
と
た
ゞ
ふ
た
り
、
あ
か
し
く
ら
し
け
る
ほ
ど
に
、

心
の
う
ち
に
は
、
ち
か
ら
を
よ
ば
ぬ
我
た
く
み
ふ
る
ま
ひ
し
こ
と
の
、
神
仏

の
御
心
に
た
が
い
た
て
ま
つ
る
こ
と
も
、
我
身
な
が
ら
心
う
く
て
、
お
も
ひ

し
づ
み
け
り
。
そ
の
つ
も
り
に
や
、
ほ
ど
も
な
く
は
か
な
く
な
り
に
け
り
。

む
く
つ
け
を
ん
な
も
、
と
も
に
た
え
に
け
り
。
さ
て
も
の
ち
〳
〵
の
わ
ざ
、

と
ぶ
ら
ふ
人
も
な
か
り
け
り
。
こ
の
よ
し
、
き
た
の
ま
ん
所
き
ゝ
給
ひ
て
、

あ
わ
れ
成
と
て
、
中
の
き
み
、
三
の
き
み
の
す
る
や
う
に
て
、
い
と
な
み
侍

れ
ば
、
世
の
中
の
人
、
あ
り
が
た
く
ぞ
お
も
ひ
あ
わ
れ
け
り
。

　
　
　
　

�　

む
か
し
も
い
ま
も
、
は
せ
た
に
の
く
わ
ん
を
ん
の
御
し
る
し
、
い
と
あ
ら

た
に
ぞ
お
は
し
け
る
。
な
さ
け
あ
る
人
は
、
行
す
へ
は
る
〴
〵
と
さ
か
へ
、

心
あ
し
き
物
は
、
め
の
ま
へ
に
を
と
ろ
へ
う
す
る
な
り
。
あ
わ
れ
な
る
事
、

さ
て
し
も
む
な
し
く
な
ら
ん
こ
と
の
い
た
は
し
さ
に
、
す
へ
の
世
ま
で
、
心

あ
ら
ん
人
は
お
も
ひ
し
る
べ
し
と
て
、
か
た
の
ご
と
く
し
る
し
侍
り
。
こ
れ

を
み
ん
人
〳
〵
、
ゆ
め
〳
〵
人
の
た
め
う
し
ろ
ぐ
ら
き
事
を
、
ふ
る
ま
ひ
お

も
ふ
べ
か
ら
ず
、
〳
〵
〳
〵
。

　
　
　
　
　
　

�

何
と
た
ゞ
と
し
月
物
を
お
も
ひ
け
ん
か
ゝ
る
め
で
た
き
世
に
も
あ
ひ

つ
　ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
巻
三
〇
五
～
六
頁
）

　
　

�　

桑
原
博
史
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
藤
井
本
は
流
布
本
、
晶
州
本
は
中
間
本
、
大
東

急
文
庫
本
は
広
本
に
な
る
の
だ
そ
う
で
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
住
吉
物
語
』

解
説
一
四
五
～
六
頁
）、
そ
の
名
の
通
り
、
だ
ん
だ
ん
と
文
言
が
加
わ
っ
て
い
る

の
が
分
か
る
と
思
う
が
、
中
間
本
は
流
布
本
と
広
本
と
の
接
触
に
よ
っ
て
で
き
あ

が
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
し
ば
ら
く
置
く
と
し
て
も
、
広
本
が
流

布
本
を
大
幅
に
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
ら
し
く
、
そ
れ
は
つ
ま

り
、
物
語
の
終
結
を
よ
り
終
結
ら
し
く
し
た
い
と
い
う
意
識
の
表
れ
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

（
11
）�

平
安
朝
の
物
語
の
本
文
は
、
原
則
、
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ

り
、
巻
数
、
頁
数
等
を
付
し
た
。

（
1（
）�

本
稿
と
同
じ
く
、
物
語
の
結
末
に
つ
い
て
考
察
す
る
、
今
西
祐
一
郎
に
よ
る
岩
波

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語　

五
』
解
説
「『
源
氏
物
語
』
の
行
方
」
で
も
、

原
田
芳
起
に
よ
る
角
川
文
庫
本
の
脚
注
を
援
用
し
て
同
じ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
1（
）�

岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
室
町
物
語
集　

下
』
五
三
頁
。
傍
線
稿
者
。

（
1（
）�

岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
室
町
物
語
集　

下
』
の
『
し
ぐ
れ
』
の
解
説
で
は

そ
う
断
言
し
て
い
る
（
二
頁
）
し
、
注
（
３
）
の
書
で
も
、「
～
と
い
う
指
摘
も

あ
る
」（
八
〇
五
頁
）
と
、
い
さ
さ
か
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と

は
書
か
れ
て
い
る
。

（
1（
）�

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
⑥
』
三
五
九
頁
頭
注
一
九
。


