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論
文
は
事
実
と
虚
栂
と
い
う
問
題
意
識
に
か
か
わ
っ
て
、
古
代
の
説
話
と
作
り
物
語
、
近

代
の
小
説
に
お
け
る
転
生
諏
を
め
ぐ
り
表
現
の
方
法
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
現

代
の
事
実
お
よ
び
虚
栂
の
概
念
に
相
当
す
る
古
代
・
中
世
の
言
葉
に
関
し
て
一
般
的
な
検
討
を

行
い
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
作
り
物
語
の
批
評
基
準
お
よ
び
同
時
代
の
説
話
の
表
現
方
法
を
整

理
し
分
析
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
浜
松
中
納
言
物
語
、
こ
の
物
語
を
典
拠
と
し
た
と
作
家
が
明

言
し
て
い
る
「
豊
嶋
の
海
」
に
お
け
る
転
生
の
証
拠
と
転
生
者
の
記
憶
の
問
題
を
取
り
上
げ
、

そ
の
構
想
と
表
現
方
法
を
読
み
解
く
。
浜
松
中
納
言
物
語
は
当
時
の
説
話
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

そ
の
言
説
に
見
ら
れ
る
事
実
性
を
強
調
す
る
方
法
に
倣
わ
ず
、
「
ま
こ
と
ら
し
さ
」
を
満
た
せ
ば

十
分
と
し
て
い
る
。
「
豊
嶋
の
海
」
は
、
浜
松
中
納
言
物
語
を
典
拠
と
し
た
と
三
島
由
紀
夫
自
身

明
言
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
古
代
日
本
の
転
生
を
め
ぐ
る
説
話
や
浜
松
中
納
言
物
語
の
プ

レ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
竹
取
物
語
を
も
導
き
入
れ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

小
説
は
「
典
拠
」
か
ら
ず
ら
さ
れ
、
小
説
自
体
を
も
相
対
化
す
る
。

【
論
文
】
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日
本
文
学
に
お
け
る
「
事
実
」
と
「
虚
構
」
と
い
う
問
題
意
識
に
か
か
わ
っ
て
、

説
話
の
素
材
と
な
り
物
語
の
構
想
を
支
え
、
あ
る
い
は
近
代
小
説
に
も
取
り
入
れ

ら
れ
た
転
生
調
が
扱
わ
れ
る
。

事
実
と
虚
構
と
い
う
観
点
を
設
定
し
て
文
学
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

こ
れ
ら
の
概
念
が
近
代
日
本
の
文
学
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
注
意
を

向
け
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
二
版
小
学
館
）
の

「
虚
構
」
の
項
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
用
例
は
、
坪
内
遁
遥
の
小
説
神
髄
「
其
記
載

せ
る
物
語
は
も
と
よ
り
全
く
事
実
に
あ
ら
ね
ど
ま
た
虚
構
と
も
い
ひ
が
た
か
り
」

で
あ
っ
て
、
「
虚
構
／
事
実
」
の
典
型
的
な
用
法
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、

「
事
実
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
史
記
な
ど
に
、
「
虚
構
」
と
い
う
語
も
漢
書
、
貌

書
な
ど
中
国
古
典
に
用
例
の
あ
る
こ
と
が
、
諸
橋
轍
次
「
大
漢
和
辞
典
」
に
よ
っ
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て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
一
般
に
使
用
さ
れ
る

言
葉
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
色
葉
字
類
抄
は
じ
め
節
用
集
に
も
登
載
さ
れ
な
い
こ

と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
」
は
、
御
堂
関
白
記
の
寛
仁
元
年

七
月
二
日
条
、

（
マ
マ
）

撒
政
被
来
云
、
今
夜
斉
院
盗
人
入
云
々
、
価
奉
遣
奉
云
々
、
右
大
弁
来
云
、

脊
院
事
貧
也
。

を
挙
げ
る
け
れ
ど
も
、
適
切
な
例
と
は
い
い
が
た
い
。
「
日
本
国
語
大
辞
典
」
の

執
筆
者
が
こ
れ
を
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
は
「
斎
院
の

こ
と
、
ま
こ
と
な
り
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
「
大
日

本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
「
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
「
古
文

書
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
「
平
安
遺
文
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

を
検
索
す
る
と
、
「
事
実
」
の
文
字
列
は
多
数
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
平
安
時

代
に
一
語
と
認
定
し
う
る
「
事
実
」
の
用
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

「
事
実
」
「
虚
構
」
両
語
と
も
、
一
般
に
日
本
の
古
代
・
中
世
に
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
近
代
の
「
事
実
」
「
虚
構
」
に
近

似
す
る
概
念
が
古
代
・
中
世
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
虚
実
」

と
い
う
言
葉
は
貴
族
日
記
、
本
朝
法
華
験
記
、
今
昔
物
語
集
等
に
よ
く
用
い
ら
れ

る
。
色
葉
字
類
抄
（
黒
川
本
）
に
「
虚
実
同
［
公
事
部
］
／
コ
シ
チ
」
と
あ
り
、

文
明
本
な
ど
い
く
つ
か
の
節
用
集
に
も
載
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
「
事
実
」
に
対

応
す
る
和
語
と
し
て
「
ま
こ
と
」
と
い
う
語
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
虚
構
」
に
該
当
す
る
語
と
し
て
「
そ
ら
ご
と
」
が
考
え
ら
れ
る
。
「
ま
こ
と
」
と

「
そ
ら
ご
と
」
は
対
義
語
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、

神
か
け
て
何
か
は
た
だ
す
仏
だ
に
ま
こ
と
の
た
め
に
そ
ら
ご
と
ぞ
せ
し

（
肥
後
集
）

と
、
仏
が
真
実
の
教
え
を
説
く
べ
く
方
便
を
構
え
る
こ
と
を
「
ま
こ
と
」
「
そ
ら

ご
と
」
の
関
係
で
と
ら
え
て
い
る
。

一
方
、
「
ま
こ
と
」
に
は
「
い
つ
は
り
」
の
語
が
対
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

ひ
と
し
れ
ぬ
こ
こ
ろ
の
う
ち
の
い
つ
は
り
を
た
が
ま
こ
と
と
か
お
も
ひ
は
つ

く
き

（
寛
平
御
集
）

読
み
人
し
ら
ず

い
つ
は
り
と
思
ふ
も
の
か
ら
今
さ
ら
に
た
が
ま
こ
と
を
か
我
は
た
の
ま
む

（
古
今
和
歌
集
巻
第
十
四
恋
歌
四
）

こ
れ
ら
諸
用
例
に
よ
れ
ば
、
「
ま
こ
と
」
と
い
う
語
は
「
そ
ら
ご
と
」
と
「
い
つ

は
り
」
と
い
う
二
つ
の
対
義
語
を
持
つ
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
ま
こ
と
」

と
「
そ
ら
ご
と
」
と
、
「
ま
こ
と
」
と
「
い
つ
は
り
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
単
純
な
対

概
念
で
は
な
い
こ
と
、
「
ま
こ
と
」
の
表
す
概
念
が
広
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

で
は
、
「
そ
ら
ご
と
」
と
「
い
つ
は
り
」
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
、

そ
ら
ご
と
を
ば
、
い
つ
は
り
と
い
ふ
。
（
能
因
歌
枕
広
本
）

と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
相
近
い
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
両
者
を
同
義
と
は
み
な
し
が
た
い
。
「
い
つ
は
り
」
は
そ
の
事
象
を
引

き
起
こ
し
た
意
図
に
注
意
を
向
け
た
と
ら
え
方
で
あ
り
、
「
そ
ら
ご
と
」
は
そ
れ

が
一
言
語
に
よ
っ
て
か
た
ど
ら
れ
た
と
い
う
側
面
に
注
目
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
か
。
た
と
え
ば
、
「
そ
ら
ご
と
」
の
最
古
例
は
、
竹
取
物
語
、
蓬
莱

の
玉
の
枝
と
称
す
る
も
の
を
持
参
し
た
倉
持
の
皇
子
の
虚
言
が
暴
露
さ
れ
て
、
か

ぐ
や
姫
が
次
の
よ
う
に
言
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ま
こ
と
に
蓬
莱
の
木
か
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。
か
く
あ
さ
ま
し
き
そ
ら
ご
と
に

て
あ
り
け
れ
ば
、
は
や
、
と
く
返
し
給
へ
・

続
け
て
さ
ら
に
、

ま
こ
と
か
と
聞
き
て
み
つ
れ
ば
言
の
葉
を
飾
れ
る
玉
の
枝
に
ぞ
あ
り
け
る

と
歌
を
返
す
。
こ
の
一
連
の
叙
述
か
ら
、
「
そ
ら
ご
と
」
が
こ
と
が
ら
の
要
素
を

含
み
つ
つ
、
言
葉
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
語
ら
れ
た
も
の
、
聞
か
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
「
ま
こ
と
」
が
「
真
の
言
（
事
）
」
で
あ
る
よ
う
に
。

「
そ
ら
ご
と
」
は
基
本
的
に
言
語
表
現
を
通
じ
て
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

森
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二
無
名
草
子
の
批
評
基
準
か
ら

「
ま
こ
と
」
「
そ
ら
ご
と
」
は
文
学
批
評
の
観
点
と
も
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、

「
ま
こ
と
」
と
そ
れ
に
対
す
る
「
そ
ら
ご
と
」
「
い
つ
は
り
」
の
三
つ
の
語
を
用
い

て
、
無
名
草
子
に
は
物
語
を
次
の
よ
う
に
論
評
す
る
。

例
の
若
き
声
に
て
「
思
へ
ば
、
み
な
こ
れ
は
い
つ
は
り
、
そ
ら
ご
と
な
り
。

ま
こ
と
に
あ
り
け
る
こ
と
を
の
た
ま
へ
か
し
。
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
な
ど

は
、
げ
に
あ
る
こ
と
と
聞
き
侍
れ
ば
、
（
以
下
略
）
」

右
は
、
こ
れ
ま
で
続
け
ら
れ
た
、
源
氏
物
語
以
下
ご
く
近
年
に
至
る
物
語
作
品

に
関
す
る
批
評
の
場
で
、
発
問
者
と
な
っ
て
耳
を
傾
け
て
き
た
若
い
女
が
、
作
り

物
語
と
は
性
格
の
異
な
る
歌
物
語
作
品
に
話
題
を
転
じ
よ
う
と
す
る
発
言
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
答
え
る
老
練
の
女
は
、

た
れ
か
は
（
中
略
）
伊
勢
、
大
和
な
ど
見
お
ぼ
え
ぬ
や
は
侍
る
。
さ
れ
ば
こ

ま
か
に
申
す
に
お
よ
ば
ず
。

と
、
誰
も
が
知
る
こ
と
と
そ
っ
け
な
く
言
い
捨
て
る
。
歌
物
語
を
論
ず
る
こ
と
に

作
り
物
語
を
論
評
す
る
以
上
の
意
義
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
て
、

若
い
声
の
主
の
問
い
か
け
の
浅
薄
さ
が
反
照
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な

発
言
で
し
か
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
は
伝
統
に
ね
ざ
す

も
の
で
は
あ
っ
た
。
源
氏
物
語
「
蛍
」
巻
の
物
語
論
で
あ
る
。

こ
こ
ら
の
中
に
ま
こ
と
は
い
と
少
な
か
ら
む
を
、
…

さ
て
も
こ
の
い
つ
は
り
ど
も
の
中
に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
、

つ
き
づ
き
し
く
続
け
た
る
、
…

そ
ら
ご
と
を
よ
く
し
馴
れ
た
る
口
つ
き
よ
り
ぞ
言
ひ
出
だ
す
ら
む
と
お
ぼ
ゆ

れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
じ
や
。

「
虚
言
ソ
ラ
コ
ト
」
（
色
葉
字
類
抄
）
と
い
う
表
記
と
読
み
も
ま
た
そ
の
こ
と
を

示
す
。

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
。

「
蛍
」
巻
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
語
は
物
語
を
批
評
す
る
鍵
語
と
な
っ
て
い

る
。
光
源
氏
は
、
物
語
を
「
そ
ら
ご
と
」
「
い
つ
は
り
」
と
評
し
つ
つ
、
む
し
ろ

物
語
に
こ
そ
「
道
々
し
く
く
は
し
き
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
高
く
評
価
し
て

み
せ
る
。

無
名
草
子
は
、
源
氏
物
語
を
物
語
の
最
高
峰
と
見
な
し
、
こ
れ
に
続
い
た
物
語

諸
作
品
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
源
氏
物
語
を
基
準
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

無
名
草
子
が
、
「
蛍
」
巻
に
展
開
さ
れ
た
物
語
観
や
そ
れ
に
基
づ
く
批
評
の
方
法

を
的
確
に
受
容
し
、
応
用
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
か
わ
り
、
無
名
草

子
は
、
源
氏
物
語
以
降
の
多
種
多
様
な
物
語
を
享
受
す
る
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
の

作
風
の
物
語
を
評
価
す
る
視
点
を
狸
得
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
源
氏
物
語
前

後
の
物
語
批
評
は
、
作
品
世
界
、
作
中
人
物
へ
の
好
悪
と
作
品
の
評
価
と
が
区
別

（
１
）

さ
れ
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
作
風
や
作
者
の
手

法
に
対
す
る
批
評
的
な
視
点
と
、
作
品
世
界
が
虚
構
で
あ
り
つ
つ
、
真
実
味
を
そ

な
え
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
狭
衣
物
語
を
批
評
す

る
な
か
に
言
う
通
り
、
「
物
語
と
い
ふ
も
の
、
い
づ
れ
も
ま
こ
と
し
か
ら
ず
」
と

い
う
も
の
の
「
恐
ろ
し
く
、
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
こ
と
」
を
欠
点
と
す
る
ご
と
き
、

そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
、
世
評
と
い
う
点
で
は
狭
衣
、
寝
覚
に
及
ば
な
い
も
の
の
、

言
葉
過
ひ
、
あ
り
さ
ま
を
は
じ
め
、
何
事
も
珍
し
く
、
あ
は
れ
に
も
い
み
じ

く
も
、
物
語
を
作
る
と
な
ら
ば
か
く
こ
そ
思
ひ
よ
る
べ
け
れ

と
絶
賛
に
近
い
評
価
を
受
け
た
御
津
の
浜
松
（
以
下
、
「
浜
松
中
納
言
物
語
」
と

呼
ぶ
）
に
つ
い
て
、
人
物
の
転
生
を
め
ぐ
っ
て
「
ま
こ
と
し
か
ら
ず
」
と
く
り
返

し
評
す
る
。

式
部
卿
宮
、
も
ろ
こ
し
の
親
王
に
生
ま
れ
給
へ
る
を
伝
へ
聞
き
、
夢
に
も
み

て
、
中
納
言
、
唐
へ
渡
る
ま
で
は
め
で
た
し
。
そ
の
母
、
河
陽
県
の
后
さ
へ

こ
の
世
の
人
の
母
に
て
、
吉
野
の
君
の
姉
な
ど
に
て
、
あ
ま
り
に
も
ろ
こ
し

転生源をめぐる事実と虚栂



聖
を
呼
び
寄
せ
て
「
楽
の
音
こ
そ
近
う
す
る
こ
こ
ち
す
れ
。
念
仏
の
声
た
ゆ

ま
ず
せ
さ
せ
給
へ
」
と
て
、
声
々
あ
ま
た
た
ゆ
み
な
く
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
わ

れ
も
念
仏
を
し
入
り
つ
つ
、
脇
息
に
寄
り
ゐ
な
が
ら
、
や
が
て
絶
え
給
ふ
と

見
る
ほ
ど
に
、
言
ひ
知
ら
ず
か
う
ば
し
き
香
こ
の
ほ
ど
に
匂
ひ
て
、
紫
の
雲
、

こ
の
峰
の
ほ
ど
に
立
ち
め
ぐ
り
た
り
と
見
お
ど
ろ
く
。

臨
終
に
お
け
る
音
楽
、
異
香
、
紫
雲
は
往
生
の
証
拠
と
見
な
さ
れ
た
も
の
で
、
こ

の
よ
う
に
列
挙
す
る
の
は
、
往
生
伝
に
典
型
的
な
叙
述
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た

と
評
し
て
も
過
一
言
で
は
な
い
。

さ
さ

上
人
遷
化
の
日
に
、
浄
衣
を
着
て
、
香
炉
を
筆
げ
た
り
。
こ
の
時
音
楽
空
に

聞
こ
え
、
香
気
室
に
満
て
り
。
（
日
本
往
生
極
楽
記
第
十
七
）

堂
と

命
終
は
る
の
時
紫
雲
身
に
綴
は
り
ぬ
。
（
日
本
往
生
極
楽
記
第
四
十
）

ま
た
、
巻
第
四
、
空
中
に
声
だ
け
が
聞
こ
え
て
河
陽
県
の
后
の
転
生
を
中
納
言

に
知
ら
せ
る
場
面
、

空
に
声
の
か
ぎ
り
聞
こ
え
て
、
「
河
陽
県
の
后
、
今
ぞ
こ
の
世
の
縁
尽
き
て
、

天
に
生
ま
れ
給
ひ
ぬ
る
」
と
聞
こ
ゆ
。

こ
こ
は
右
に
見
た
通
り
無
名
草
子
に
「
い
と
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
」
と
酷
評
さ
れ
て

い
る
が
、
往
生
誼
に
類
例
を
指
摘
し
う
る
。
日
本
往
生
極
楽
記
第
二
十
三
、
箕
面

山
中
の
樹
上
で
修
行
す
る
人
に
空
中
の
声
が
「
汝
を
迎
ふ
く
き
と
き
は
明
年
の
今

夜
也
」
と
告
げ
る
場
面
が
あ
る
。
ま
た
本
朝
法
華
験
記
巻
下
第
九
十
四
に
は
、

空
中
に
声
有
り
、
沙
弥
薬
延
、
今
日
極
楽
世
界
に
往
生
す
。
先
年
に
契
り
言
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と
日
本
と
一
つ
に
乱
れ
あ
ひ
た
る
ほ
ど
、
ま
こ
と
し
か
ら
ず
。
（
中
略
）
「
河

陽
県
の
后
、
切
利
天
に
生
ま
れ
た
る
」
と
空
に
告
げ
た
る
ほ
ど
だ
に
、
い
と

ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
に
、
ま
た
、
か
の
后
、
吉
野
の
君
の
腹
に
宿
り
ぬ
と
、
夢

に
み
た
る
ほ
ど
な
ど
、
み
だ
り
が
は
し
く

浜
松
中
納
言
物
語
は
、
当
時
流
布
し
て
い
た
仏
教
の
霊
験
諏
や
往
生
謹
を
構
成

す
る
要
素
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
巻
第
四
、
吉
野

森

の
尼
君
の
臨
終
の
場
面
、

ひ
し
か
ば
、
結
縁
忘
れ
ず
、
今
告
げ
奉
る
所
な
り
、
云
々
と
い
へ
り
。

こ
う
し
た
仏
教
説
話
の
世
界
の
摂
取
は
浜
松
中
納
言
物
語
の
み
で
な
く
、
た
と

え
ば
狭
衣
物
語
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
無
名
草
子
は
、
往
生
諏
や
霊
験
諏
に

見
ら
れ
る
類
型
的
な
語
り
方
を
物
語
叙
述
に
直
接
持
ち
込
む
こ
と
に
つ
い
て
は
好

意
的
で
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
舞
台
や
構
想
が
大
胆
で
新
奇
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

転
生
と
い
う
こ
の
物
語
の
発
想
の
根
幹
部
分
は
容
認
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
物
語
の
基
底
に
あ
る
転
生
と
い
う
要
素
に
関

し
て
、
事
実
と
虚
構
、
あ
る
い
は
「
ま
こ
と
」
と
「
そ
ら
ご
と
」
な
い
し
「
い
つ

は
り
」
と
い
う
観
点
か
ら
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

浜
松
中
納
言
物
語
が
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
く
も
の
と
し
て
転
生
と
い
う
趣
向

を
取
り
入
れ
た
の
は
、
直
接
的
に
は
長
恨
歌
を
ふ
ま
え
て
構
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
長
恨
歌
の
ふ
ま
え
ら
れ
方
は
単
な
る
引
用
や
継
承
で
は
な
く
、
変

換
と
加
工
を
施
し
た
批
評
的
な
摂
取
の
方
法
が
見
て
取
れ
る
。
長
恨
歌
に
加
え
て
、

浜
松
中
納
言
物
語
に
は
仏
教
的
な
転
生
の
考
え
方
も
ま
た
導
入
さ
れ
て
い
る
。

日
本
人
は
、
漢
訳
経
典
や
唐
土
の
仏
教
説
話
集
等
を
通
じ
て
、
衆
生
が
六
道
を

輪
廻
す
る
、
つ
ま
り
生
類
が
機
縁
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
姿
を
変
え
て
転
生
す
る

と
い
う
こ
と
を
学
び
、
こ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
説
話
集
や
僧
伝
に
記
述
し
て
い
る
。

浜
松
中
納
言
物
語
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
父
式
部
卿
宮
が
唐
土
の

皇
子
に
転
生
し
た
と
い
う
趣
向
で
、
そ
れ
は
今
昔
物
語
集
巻
第
十
七
「
律
師
清
範

知
文
殊
化
身
語
第
三
十
八
」
と
か
か
わ
る
。
寂
照
入
道
が
震
旦
に
渡
り
、
宮
中
で

四
、
五
歳
ほ
ど
の
皇
子
に
日
本
の
言
葉
で
「
其
ノ
念
珠
ハ
、
未
ダ
不
失
ハ
ズ
シ
テ

持
タ
リ
ヶ
リ
ナ
」
と
語
り
か
け
ら
れ
る
。
寂
照
の
念
珠
は
唐
土
へ
渡
る
以
前
に
清

範
律
師
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
清
範
律
師
は
文
殊
の
化
身
で
、
震
旦

の
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
、
か
の
地
に
転
生
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

三
浜
松
中
納
言
物
語
の
転
生
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こ
の
出
会
い
の
場
面
の
設
定
は
、
転
生
が
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
の

証
拠
と
な
っ
て
い
る
。
今
昔
物
語
集
の
成
立
は
浜
松
中
納
言
物
語
よ
り
は
降
る
も

の
の
、
こ
の
説
話
の
成
立
は
そ
れ
を
遡
る
と
み
な
さ
れ
、
浜
松
中
納
言
物
語
に
投

影
し
た
蓋
然
性
は
高
い
。
そ
れ
は
、
聖
人
や
高
僧
の
転
生
諏
は
、
天
竺
・
震
旦
の

仏
教
者
が
我
が
国
に
生
ま
れ
る
型
が
一
般
的
で
、
そ
の
逆
は
例
を
見
な
い
こ
と
、

転
生
す
る
の
が
ど
ち
ら
も
唐
土
の
皇
子
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
を
偶
然
の
一
致
と

（
２
）

は
見
な
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
今
昔
物
語
集
の
転
生
諏
、
浜
松
中
納
言
物
語
の
転
生
物
語
は
、
大

き
く
と
ら
え
れ
ば
、
仏
教
説
話
の
類
型
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
の
も
事
実
で
あ
る
。

す
ぐ
れ
た
仏
教
者
が
国
王
や
王
族
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
説
話
は
、
は
や
く

日
本
霊
異
記
巻
下
第
三
十
九
縁
に
載
る
。
善
珠
禅
師
は
命
終
わ
る
時
に
、
日
本
国

王
の
夫
人
丹
治
比
の
嬢
女
の
胎
内
に
宿
る
こ
と
を
予
言
し
、
寂
仙
禅
師
も
桓
武
天

皇
の
皇
子
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
予
言
し
、
は
た
し
て
そ
の
通
り
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
僧
が
後
世
に
国
王
の
位
を
得
る
か
、
王
族
に
生
ま
れ
る
の
は
生
前
の

徳
行
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
十
善
の
位
」
「
十
善
の
君
」
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
中
納
言
の
父
式
部
卿
宮
の
転
生
は
、
仏
教
説
話
の
類
型
に
収
ま
っ

て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
が
、
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
相
違
す
る
け
れ
ど
も
、

近
代
の
読
者
は
類
型
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
浜
松
中
納
言

物
語
が
書
き
表
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
、
あ
ら
ぬ
方
向
に
逸
ら
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
「
ま
こ
と
し
」
さ
に
対
す
る
古
代
と
近
代
の
感
覚
の
隔
た
り
も
見
え

て
い
る
。
問
題
は
次
の
箇
所
、
皇
子
が
母
河
陽
県
の
后
に
自
ら
の
前
世
の
こ
と
を

告
白
す
る
場
面
で
あ
る
。

人
も
き
か
ず
、
の
ど
や
か
な
る
御
物
語
の
つ
ゐ
で
に
、
み
こ
、
は
魁
后
に
申

給
ふ
や
う
、
「
に
さ
う
の
人
な
ど
、
お
ど
る
ノ
、
し
う
人
の
い
ひ
な
し
侍
も
、

は
か
人
、
し
か
ら
ぬ
身
に
は
、
お
こ
な
る
や
う
に
侍
ば
、
ひ
ご
ろ
も
え
申
い

で
ず
侍
も
、
み
づ
か
ら
は
日
本
の
人
に
て
な
ん
侍
し
…
」

（
宮
内
庁
書
陵
部
本
に
よ
る
）

こ
れ
に
対
し
て
、
母
后
も
そ
の
こ
と
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
理
解
す
る
。

「
な
ど
て
か
い
ま
、
で
み
づ
か
ら
ひ
と
り
に
は
お
ほ
せ
ら
れ
ざ
り
け
る
。
二

さ
う
の
人
に
お
は
し
ま
す
と
は
を
の
づ
か
ら
見
た
て
ま
つ
れ
ど
、
か
く
ま
で

は
思
ひ
よ
ら
ず
こ
そ
侍
つ
れ
。
…
」

（
同
右
）

こ
こ
に
二
度
用
い
ら
れ
る
「
に
（
二
）
さ
う
」
に
つ
い
て
、
新
註
国
文
学
叢
書
が

「
似
相
」
と
い
う
漢
字
を
宛
て
、
「
中
納
言
は
皇
子
に
容
貌
の
似
た
人
だ
」
と
解
釈

し
て
以
来
、
こ
の
説
が
長
く
踏
襲
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
日
尾

荊
山
筆
本
棚
外
に
「
今
昔
巻
十
四
［
第
十
／
二
条
］
汝
二
生
ノ
人
也
」
と
い
う
書

き
入
れ
の
あ
る
こ
と
が
、
久
下
晴
康
編
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
（
お
う
ふ
う
一

九
八
八
年
）
に
指
摘
さ
れ
、
近
年
の
中
西
健
治
「
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
」

（
和
泉
書
院
二
○
○
五
年
）
が
、
「
二
生
の
人
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
前
世
で

も
現
世
で
も
人
間
に
生
ま
れ
た
人
の
意
」
と
適
切
な
解
釈
を
提
示
し
た
。

日
尾
本
の
欄
外
注
お
よ
び
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
に
掲
げ
る
刈
谷
本
村

上
忠
順
書
き
入
れ
の
指
摘
す
る
今
昔
物
語
集
巻
第
十
四
第
十
二
に
は
、
醍
醐
の
寺

の
恵
増
が
法
華
経
方
便
品
比
丘
偶
の
二
文
字
を
覚
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
前
世
の
罪

障
に
よ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
長
谷
寺
の
観
音
に
祈
誓
し
た
と
こ
ろ
、
夢
告
を
受

け
た
と
す
る
。

お
ぼ
え
し

我
レ
汝
ガ
願
う
所
ノ
経
ノ
ー
一
字
ヲ
暗
二
令
思
メ
ム
。
亦
、
此
ノ
ー
一
字
ヲ
汝
ガ

ー
ｔ
ｌ

忘
ル
ル
故
ヲ
説
テ
令
聞
メ
ム
。
汝
ハ
此
レ
ー
一
生
ノ
人
也
。
前
生
ニ
ハ
播
磨
ノ

国
、
加
古
ノ
郡
ノ
［
］
ノ
郷
ノ
人
也
。

「
二
生
」
の
語
は
、
今
昔
物
語
集
に
は
こ
の
一
例
し
か
な
い
が
、
出
典
で
あ
る
本

朝
法
華
験
記
巻
上
第
三
十
一
に
も
「
汝
二
生
人
」
（
高
野
山
宝
寿
院
本
）
と
す
る
。

ま
た
、
唐
の
弘
賛
法
華
伝
巻
第
四
「
陳
南
撤
禅
慧
思
」
条
に
も
、
法
華
経
を
受
持

す
る
慧
思
が
前
生
の
骸
骨
を
掘
り
出
し
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

思
乃
ち
答
へ
て
日
く
、
我
巳
に
二
生
、
此
の
峯
の
下
に
居
て
、
法
花
経
を
調

み
、
此
に
捨
身
せ
り
。

こ
の
条
に
は
「
三
生
」
の
語
も
見
え
る
。
こ
う
し
た
「
二
生
」
「
三
生
」
の
語
は

155
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仏
教
に
関
す
る
著
述
に
し
ば
し
ば
見
え
る
。
さ
ら
に
二
、
三
例
を
追
加
す
れ
ば
、

行
基
菩
薩
、
…
智
光
法
師
に
論
議
に
あ
ひ
給
ひ
た
り
け
る
を
、
…
歌
を
詠
み

か
け
ら
れ
け
る
。

真
福
田
が
修
行
に
出
で
し
片
袴
我
こ
そ
縫
ひ
し
か
そ
の
片
袴

か
く
言
は
れ
て
、
「
二
生
の
人
に
こ
そ
お
は
し
ま
し
け
れ
」
と
、
帰
伏
し
に

け
り
。

（
古
来
風
体
抄
上
）

或
説
、
此
僧
正
日
本
三
生
ノ
権
者
ナ
リ
。
初
生
ハ
聖
徳
太
子
（
中
略
）
、
第

二
生
ハ
聖
武
天
皇
（
中
略
）
、
第
三
生
ハ
聖
賓
僧
正
（
下
略
）

（
真
言
伝
第
四
僧
正
聖
賓
）

四
転
生
の
証
拠
と
前
生
の
記
憶

か
っ
て
の
注
釈
が
「
に
さ
う
」
の
語
を
「
似
る
」
の
意
を
含
む
と
誤
っ
て
解
釈

し
た
の
は
、
転
生
に
対
す
る
思
い
こ
み
が
作
用
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

中
納
言
と
唐
土
の
皇
子
は
本
来
親
子
だ
か
ら
似
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。

た
し
か
に
、
前
世
の
顔
か
た
ち
と
今
生
の
そ
れ
と
似
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
転
生

の
証
拠
で
あ
る
と
す
る
語
り
方
が
見
ら
れ
る
。

保
延
四
年
四
月
七
日
、
夜
、
宇
治
殿
に
お
い
て
仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
「
（
中

略
）
仁
海
は
大
師
の
御
影
に
違
は
ず
」
と
云
々
。
（
中
外
抄
上
二
十
一
）

こ
の
よ
う
な
転
生
諏
は
、
浜
松
中
納
言
物
語
の
時
代
に
仏
教
説
話
と
し
て
語
ら
れ
、

記
録
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
先
に
「
二
生
」
の
用
例
と
し
て
挙
げ
た
本
朝
法

華
験
記
の
場
合
、
転
生
諏
と
は
い
っ
て
も
実
の
と
こ
ろ
人
か
ら
人
へ
の
転
生
は
少

な
く
、
動
物
か
ら
人
へ
、
人
か
ら
動
物
へ
の
転
生
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
は
、

法
華
経
を
聴
聞
し
た
り
運
搬
し
た
り
と
い
う
わ
ず
か
な
功
徳
に
よ
っ
て
、
場
合
に

よ
っ
て
は
経
巻
を
損
傷
す
る
と
い
う
縁
に
よ
っ
て
さ
え
、
牛
、
馬
、
蛇
、
虫
な
ど

の
卑
晒
劣
悪
な
生
物
が
死
後
人
身
を
得
た
、
あ
る
い
は
天
人
に
生
ま
れ
た
と
語
る

こ
と
を
通
し
て
、
法
華
経
の
功
徳
の
大
き
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
天
上
界

に
転
生
す
る
場
合
は
当
人
が
夢
を
通
じ
て
縁
者
に
伝
え
、
前
生
が
動
物
で
あ
っ
た

場
合
は
本
人
が
夢
告
に
よ
っ
て
そ
れ
と
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
構
成

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
自
分
の
前
世
の
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
朝
法
華

験
記
に
限
ら
ず
、
一
般
的
に
そ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
朝
法
華
験
記
で
み
ず
か

ら
の
前
生
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
の
は
、
第
一
聖
徳
太
子
、
第
二
行
基
菩
薩
お

よ
び
婆
羅
門
僧
正
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
菩
薩
の
化
身
あ
る
い
は
そ
れ
相
当
と

見
な
さ
れ
る
か
ら
、
他
の
僧
と
は
別
格
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
古
来
風
体
抄
に
お

い
て
、
「
二
生
の
人
に
こ
そ
お
は
し
ま
し
け
れ
」
と
知
っ
て
行
基
に
帰
伏
す
る
智

光
の
態
度
か
ら
は
、
二
生
の
人
が
そ
う
で
な
い
人
に
比
べ
て
尊
い
と
見
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
中
国
の
神
仙
説
話
に
も
見
ら
れ

る
。
酉
陽
雑
狙
前
集
巻
第
二
「
玉
格
」
に
、
傷
を
負
っ
た
鶴
を
癒
や
す
に
「
三
世

是
れ
人
」
の
血
が
効
果
が
あ
る
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
そ
の
人
を
尋
ね
て
血
を
得

て
治
療
し
た
と
語
ら
れ
る
。
二
生
、
三
生
の
人
は
希
で
、
そ
れ
だ
け
に
尊
貴
に
価

す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
浜
松
中
納
言
物
語
が
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
皇
子
が
母

后
に
告
白
す
る
前
置
き
の
言
葉
に
も
表
れ
て
い
る
。
「
二
生
の
人
な
ど
、
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
う
人
の
言
ひ
な
し
侍
る
も
、
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
身
に
は
、
を
こ
な
る

や
う
に
侍
れ
ば
」
と
、
二
生
の
人
で
あ
る
こ
と
は
世
間
で
そ
の
よ
う
に
言
い
は
や

す
に
価
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
人
が
前
生
も
人
で
あ
る
こ
と
は
希

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
人
と
し
て
の
生
を
受
け
る
に
は
前
世
に
相
応
の
功
徳
を
積

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
説
話
で
は
、
先
に
見
た
通
り
人
が
前
生
を
知
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。

二
生
の
人
で
あ
っ
て
も
、
今
昔
物
語
集
巻
第
十
四
第
十
二
に
お
け
る
醍
醐
の
寺
の

恵
増
の
よ
う
に
、
観
音
の
夢
告
を
受
け
な
け
れ
ば
知
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
う

し
た
前
生
諏
が
本
縁
系
の
仏
典
に
語
ら
れ
る
因
縁
（
宿
縁
）
諏
に
由
来
す
る
か
ら

で
あ
る
。
因
縁
謹
は
、
何
某
の
現
在
物
語
と
何
某
の
過
去
物
語
と
、
そ
し
て
そ
の

二
つ
を
関
連
づ
け
解
き
明
か
す
連
結
の
要
素
か
ら
成
る
。
何
某
の
現
在
か
く
あ
る
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は
前
世
に
さ
あ
り
し
故
な
り
と
い
う
説
明
は
、
当
人
の
記
憶
で
な
く
基
本
的
に
仏

の
解
説
で
あ
る
。
仏
菩
薩
の
六
通
の
一
つ
宿
命
智
力
に
よ
っ
て
の
み
知
り
う
る
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
仏
や
菩
薩
の
夢
告
に
よ
っ
て
前
生
を
知
っ
た
と
語
る
日
本
の

（
３
）

前
生
諏
は
、
経
の
因
縁
諏
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
説
話
で
は
当
人
が
前
生
を
知
る
こ
と
は
仏
菩
薩
や
高

僧
で
な
く
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
太
平
広
記
巻
第
三
百
八
十
七
、
三
百
八
十
八
の

二
巻
は
「
悟
前
生
」
と
題
さ
れ
、
前
生
の
記
憶
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
二
十
一

人
の
例
が
載
る
。
太
平
広
記
研
究
会
「
「
太
平
広
記
」
訳
注
（
四
）
１
巻
三
百
八

十
八
「
悟
前
生
（
一
一
）
」
ｌ
」
（
「
中
国
文
学
研
究
論
集
」
第
十
三
号
二
○
○
四

年
四
月
）
に
は
、
「
悟
前
生
」
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
「
愛
用
品
認
識
」
「
居
住

地
認
識
」
「
知
人
認
識
」
「
逸
話
認
識
」
の
四
型
が
あ
る
と
説
く
。
こ
れ
ら
は
す
べ

て
前
世
の
記
憶
と
し
て
括
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
法
苑
珠
林
巻
第
二
十
六
宿
命
篇

第
十
八
の
感
応
縁
に
も
九
験
が
引
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
当
人
が
前
世
の
こ
と

を
記
憶
し
想
起
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
中
国
の
前
生
誼
と
日
本
の
前
生
誼
に
は

傾
向
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
展
開
の
な
か
に
、
浜
松
中
納
言
物
語
の
転
生
諏
は
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

浜
松
中
納
言
物
語
で
は
、
唐
土
の
親
王
は
「
あ
り
し
御
面
影
に
は
お
は
せ
ね
ど
」

ま
た
「
か
た
ち
を
変
へ
給
ひ
つ
れ
ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
前
生
の
式
部
卿
宮
の
面

影
は
な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
皇
子
と
中
納
言
は
ど
の
よ
う
に
し
て
互

い
に
前
世
の
親
子
で
あ
る
と
認
め
合
う
の
か
。

あ
り
し
面
影
に
は
お
は
せ
ね
ど
、
あ
は
れ
に
、
さ
ぞ
か
し
と
見
た
て
ま
つ
る

に
、
涙
も
こ
ぼ
る
る
心
地
し
給
ふ
。
皇
子
も
御
け
し
き
か
は
り
て
、
お
ほ
か

た
の
こ
と
ど
も
仰
せ
ら
れ
て
、
言
葉
に
は
の
た
ま
は
で
、
昔
を
忘
れ
ぬ
に
、

か
く
あ
ひ
見
つ
る
よ
し
の
あ
は
れ
を
書
き
て
賜
は
せ
た
る
に
、
い
み
じ
う
念

ず
れ
ど
、
涙
と
ま
ら
ず
。

こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
転
生
を
裏
付
け
る
容
貌
や
身
体
的
特
徴
も
な
く
、
前
世
に
結

び
つ
く
事
物
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
今
昔
物
語
集
の
よ
う
に
清
範
の
生
ま
れ
変
わ

り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
寂
照
の
持
つ
念
珠
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
皇
子
の
発
言
に

相
当
す
る
も
の
は
な
い
。
転
生
を
証
拠
立
て
る
の
は
「
昔
を
忘
れ
ぬ
」
つ
ま
り
前

世
の
記
憶
だ
け
で
あ
る
。
前
世
の
記
憶
は
、
皇
子
の
母
后
へ
の
告
白
の
な
か
に
や

や
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
中
納
言
、
前
の
世
の
子
に
て
は
べ
り
き
。
た
だ
ひ
と
り
は
く
り
し
か
ば
、

た
ぐ
ひ
な
く
か
な
し
く
思
ひ
は
く
り
し
に
よ
り
、
九
品
の
望
み
も
こ
の
思
ひ

に
ひ
か
さ
れ
て
、
か
く
生
ま
れ
ま
う
で
来
た
る
と
な
む
お
ぼ
え
は
べ
る
。

転
生
の
証
拠
が
こ
の
ほ
か
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
納
言
の
見
た
は
ず
の
夢
で
あ
る
。

中
納
言
が
渡
唐
を
思
い
立
っ
た
と
す
る
部
分
は
現
存
本
に
は
欠
落
し
て
い
る
が
、

無
名
草
子
に
よ
れ
ば
、

式
部
卿
宮
、
も
ろ
こ
し
の
親
王
に
う
ま
れ
給
へ
る
を
伝
へ
聞
き
、
夢
に
も
み

て
、
中
納
言
、
唐
へ
わ
た
る

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
か
ぎ
り
、
僧
伝
や
仏
教
説
話
集
の
よ
う
に
、

前
世
の
遺
物
や
身
体
的
特
徴
を
転
生
の
証
拠
と
し
て
組
み
込
む
こ
と
は
し
な
か
っ

た
と
読
ま
れ
る
。

珍
し
く
不
思
議
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
確
か
な
事
実
で
あ
る
こ
と

が
僧
伝
や
霊
験
誼
に
は
求
め
ら
れ
た
。
事
実
で
あ
る
こ
と
が
、
仏
教
的
規
範
や
仏

法
の
力
の
例
証
と
し
て
機
能
し
え
た
か
ら
で
あ
る
。
作
り
物
語
は
、
こ
う
し
た
仏

教
的
な
著
述
と
接
し
、
あ
る
い
は
重
な
り
つ
つ
、
必
ず
し
も
同
じ
論
理
で
栂
成
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
作
り
物
語
は
、
仏
教
説
話
に
求
め
ら
れ
る
よ
う

な
「
ま
こ
と
」
を
欠
く
と
し
て
も
、
「
ま
こ
と
し
さ
」
を
備
え
て
い
れ
ば
十
分
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
古
代
の
物
語
や
説
話
に
お
け
る
転
生
を
め
ぐ
る
構
想
と
表
現
を
近
代

五
三
島
由
紀
夫
『
豊
鏡
の
海
』
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作
家
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に

問
題
を
移
し
た
い
。
三
島
由
紀
夫
の
『
豊
焼
の
海
」
で
あ
る
。
こ
の
小
説
が
浜
松

中
納
言
物
語
に
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
作
家
が
「
春
の
雪
」

の
後
註
に
次
の
よ
う
に
記
す
と
こ
ろ
に
明
瞭
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
広
く
知

ら
れ
て
も
い
る
。

「
豊
焼
の
海
」
は
「
浜
松
中
納
言
物
語
」
を
典
拠
と
し
た
夢
と
転
生
の
物
語

で
あ
り
、
因
み
に
そ
の
題
名
は
、
月
の
海
の
一
つ
の
ラ
テ
ン
名
な
る
冨
肖

詞
ｏ
ｇ
ｇ
ｓ
冨
房
の
邦
訳
で
あ
る
。

こ
の
後
註
は
、
作
家
が
構
想
の
源
泉
を
明
か
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
作
品
の

読
解
に
浜
松
中
納
言
物
語
を
必
ず
参
照
す
べ
き
こ
と
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「
豊
暁
の
海
」
が
浜
松
中
納
言
物
語
の
み
で
読
み
解
け
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
小
説
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
日
本
の
古
典
文
学
作
品
が
引
き
入
れ
ら
れ
、

精
巧
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
作
品
中
に
そ
れ
と

明
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
暗
示
さ
れ
、
あ
る
い
は
潜
め
ら
れ
て
読

者
の
探
索
と
発
見
を
う
な
が
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
見
落
と
し
た
り
、
プ
レ
テ
ク

ス
ト
と
の
関
係
を
測
り
損
ね
る
と
混
乱
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
浜
松
中
納

言
物
語
を
「
典
拠
と
し
た
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
、
そ

の
基
本
的
な
と
こ
ろ
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
作
家
自
身
の

一
言
葉
に
聴
こ
う
。

「
浜
松
中
納
言
物
語
」
の
夢
と
転
生
の
主
題
は
、
第
一
巻
「
春
の
雪
」
の
中

に
火
薬
の
や
う
に
装
填
さ
れ
て
、
各
巻
に
爆
け
て
ゆ
く
筈
で
あ
る
が
、
各
巻

二
十
歳
で
天
折
す
る
主
人
公
は
す
で
に
第
一
巻
の
大
正
初
年
の
貴
公
子
松
枝

清
顕
か
ら
、
第
二
巻
の
昭
和
初
年
の
愛
国
少
年
飯
沼
勲
に
生
ま
れ
か
は
り
、

さ
ら
に
第
三
巻
の
タ
イ
の
王
女
月
光
姫
（
た
だ
し
生
ま
れ
か
は
り
は
未
証
明
）

（
４
）

へ
と
生
ま
れ
か
は
っ
た
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
転
生
と
い
う
超
現
実
的
な
で
き
ご
と
は
作
品
の
な
か
で
ど
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
か
。

そ
れ
を
見
届
け
る
人
物
が
設
定
さ
れ
る
。
本
多
繁
邦
で
あ
る
。
本
多
は
「
春
の

雪
」
の
松
枝
清
顕
の
親
友
で
あ
り
、
死
が
近
く
な
っ
た
清
顕
の
口
か
ら
漏
れ
る

「
今
、
夢
を
見
て
ゐ
た
。
又
、
会
ふ
ぜ
。
き
っ
と
会
ふ
。
滝
の
下
で
」
（
五
十
五
）

と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
。
こ
の
言
葉
は
、
第
二
巻
「
奔
馬
」
に
お
い
て
三
十
八
歳

の
本
多
が
三
輪
山
の
三
光
の
滝
で
飯
沼
勲
と
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
そ

こ
で
本
多
は
、
勲
の
脇
腹
の
と
こ
ろ
に
「
集
ま
っ
て
ゐ
る
三
つ
の
小
さ
な
黒
子
を

は
っ
き
り
と
見
た
」
（
五
）
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
黒
子
こ
そ
、
勲
が
清
顕
の
生
ま

れ
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
の
、
外
に
現
れ
た
証
拠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

清
顕
は
さ
う
し
て
、
た
と
へ
や
う
も
な
く
白
い
、
な
だ
ら
か
な
裸
の
背
を
月

光
に
さ
ら
し
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
わ
け
て
も
、
月
が
丁
度
深
く
さ
し
入
っ
て

ゐ
る
そ
の
左
の
脇
腹
の
あ
た
り
は
、
（
中
略
）
。
そ
こ
に
目
立
た
ぬ
小
さ
な
黒

子
が
あ
る
。
し
か
も
、
き
は
め
て
小
さ
な
三
つ
の
黒
子
が
、
あ
た
か
も
唐
鋤

星
の
や
う
に
、
月
を
浴
び
て
、
影
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（

「
春
の
雪
」
五
）

と
記
さ
れ
て
あ
っ
た
。

清
顕
の
転
生
は
彼
の
書
く
夢
日
記
に
予
告
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
南
方
の
王

族
と
思
わ
れ
る
境
遇
に
あ
る
と
い
う
夢
は
、
第
三
生
の
月
光
姫
へ
の
転
生
の
伏
線

で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
生
の
飯
沼
勲
か
ら
月
光
姫
へ
の
転
生
も
勲
の
夢
に
現
れ
、

本
多
も
勲
の
「
南
の
国
の
苔
蔽
の
光
り
の
中
で
」
と
い
う
寝
言
を
聞
く
。
タ
イ
の

王
女
月
光
姫
は
、
次
の
よ
う
に
訴
え
る
。

本
多
先
生
！
本
多
先
生
！
…
こ
ん
な
姫
の
姿
を
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
実
は

私
は
日
本
人
だ
。
前
世
は
日
本
で
す
ご
し
た
か
ら
、
日
本
こ
そ
私
の
故
郷
だ
。

（
下
略
）
」
（
「
暁
の
寺
」
三
）

そ
し
て
本
多
の
目
に
、
姫
の
脇
腹
に
あ
る
「
昂
を
思
は
せ
る
三
つ
の
き
は
め
て
小

さ
な
黒
子
」
が
明
瞭
に
映
る
（
四
十
三
）
。

こ
の
よ
う
に
転
生
を
裏
付
け
る
も
の
は
彼
ら
自
身
の
予
知
夢
で
あ
り
、
前
世
の

記
憶
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
典
拠
の
浜
松
中
納
言
物
語
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

森
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し
、
「
豊
焼
の
海
」
の
作
家
は
単
純
に
前
世
の
記
憶
と
は
説
明
し
て
い
な
い
。
「
月

光
姫
の
心
に
は
、
自
分
も
意
識
し
な
い
来
世
や
過
去
世
の
出
水
が
起
っ
て
」
境
界

が
破
れ
過
去
世
が
現
在
に
あ
ふ
れ
出
た
も
の
と
、
本
多
に
解
釈
さ
せ
て
い
る

（
「
暁
の
寺
」
十
七
）
。
こ
れ
は
、
清
顕
と
勲
が
夢
と
覚
醒
の
あ
わ
い
で
転
生
を
予

告
す
る
の
と
対
応
す
る
。
近
代
小
説
と
し
て
必
要
な
設
定
と
見
な
さ
れ
、
こ
の
点

は
浜
松
中
納
言
物
語
と
は
相
違
す
る
。

さ
ら
に
、
浜
松
中
納
言
物
語
に
お
い
て
は
、
前
節
に
見
た
通
り
前
生
の
人
間
と

転
生
し
た
現
世
の
人
間
と
の
間
に
転
生
を
裏
付
け
る
よ
う
な
肉
体
上
の
特
徴
は
な

か
っ
た
。
こ
の
小
説
で
は
、
転
生
す
る
主
人
公
た
ち
は
い
ず
れ
も
卓
越
し
た
容
貌

の
美
し
さ
を
備
え
、
身
体
の
同
じ
位
置
に
同
じ
形
の
黒
子
を
持
つ
。
黒
子
を
も
っ

て
転
生
の
証
と
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
欧
米
の
伝
説
や
文
学
に
も
見
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
日
本
霊
異
記
巻
下
第
三
十
八
縁
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

た
き
し
ひ

く
る

禅
師
善
珠
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
（
中
略
）
神
霊
、
卜
者
に
託
ひ
て
言
は

を
み
な

く
「
我
、
必
ず
日
本
の
国
の
王
の
夫
人
多
治
比
の
嬢
女
の
胎
に
宿
り
、
王
子

う

に
生
ま
れ
む
。
（
略
）
」
（
略
）
多
治
比
の
夫
人
、
一
の
王
子
を
誕
生
み
た
ま

ふ
す
べ

ふ
。
其
の
願
の
右
の
方
に
厩
著
く
こ
と
、
此
の
善
珠
禅
師
の
面
の
畷
の
如
し
。

予
言
に
加
え
て
、
顔
の
同
じ
位
置
に
畷
（
黒
子
）
が
あ
る
と
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
５
）

両
人
の
前
世
、
後
世
の
関
係
が
い
っ
そ
う
確
か
な
も
の
と
な
る
。
日
本
霊
異
記
の

み
が
典
拠
で
あ
る
と
は
断
じ
が
た
い
け
れ
ど
も
、
転
生
に
関
す
る
資
料
を
渉
猟
し

た
は
ず
の
三
島
が
右
を
目
に
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
れ
ら
の
転
生
は
、
冷
静
な
観
察
者
本
多
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
く
が
、
第

四
巻
「
天
人
五
衰
」
に
お
い
て
、
老
い
と
孤
独
の
深
い
本
多
の
判
断
は
狂
う
。
特

徴
的
な
黒
子
を
備
え
て
、
月
光
姫
の
後
身
と
信
じ
ら
れ
た
安
永
透
は
偽
者
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
本
多
は
、
こ
う
し
て
つ
い
に
清
顕
の
行
方
を
見

失
っ
て
し
ま
う
。
の
み
な
ら
ず
、
作
品
の
末
尾
に
お
い
て
は
、
本
多
が
生
涯
を
か

け
て
見
続
け
追
い
続
け
て
き
た
こ
と
の
す
べ
て
が
空
虚
で
あ
っ
た
と
思
わ
せ
る
よ

う
な
結
末
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

癌
に
冒
さ
れ
余
命
少
な
い
本
多
は
、
松
枝
清
顕
の
死
の
原
因
と
な
っ
た
恋
人
、

今
は
奈
良
の
月
修
寺
の
門
跡
と
な
っ
て
い
る
綾
倉
聡
子
に
会
い
に
行
く
。
綾
子
は
、

「
老
い
が
衰
へ
の
方
向
で
は
な
く
、
浄
化
の
方
向
へ
一
途
に
走
っ
て
」
「
全
体
に
、

み
ご
と
な
玉
の
や
う
な
老
い
が
結
晶
し
て
ゐ
た
」
。
そ
の
綾
子
に
本
多
は
「
清
顕

と
自
分
と
の
間
柄
や
ら
、
清
顕
の
恋
や
ら
、
そ
の
悲
し
い
結
末
や
ら
に
つ
い
て
」

「
記
憶
の
ま
ま
に
」
物
語
る
も
の
の
、

聴
き
終
っ
た
門
跡
は
、
何
一
つ
感
慨
の
な
い
平
淡
な
口
調
で
か
う
言
っ
た
。

／
「
え
ら
う
面
白
い
お
話
し
や
す
け
ど
、
松
枝
さ
ん
と
い
ふ
方
は
、
存
じ
ま

せ
ん
な
。
そ
の
松
枝
さ
ん
の
お
相
手
の
お
方
さ
ん
は
、
何
や
ら
お
人
違
ひ
で

つ
し
や
ろ
」
（
「
天
人
五
衰
」
三
十
）

と
返
さ
れ
、
六
十
年
の
経
験
が
一
挙
に
あ
い
ま
い
な
も
の
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
。
そ

し
て
、

こ
の
庭
に
は
何
も
な
い
。
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
へ
、
自
分
は

来
て
し
ま
っ
た
と
本
多
は
思
っ
た
。
／
庭
は
夏
の
日
ざ
か
り
の
日
を
浴
び
て

し
ん
と
し
て
ゐ
る
。
…
…
（
同
右
）

と
結
ば
れ
る
。

本
多
が
来
て
し
ま
っ
た
こ
こ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
ろ
う
か
。
月

修
寺
は
本
多
に
と
っ
て
次
の
よ
う
な
所
で
あ
っ
た
、

月
修
寺
は
今
や
白
雪
の
絶
顛
に
在
る
か
の
ど
と
く
思
ひ
な
さ
れ
、
（
中
略
）

そ
れ
は
あ
た
か
も
彼
の
認
識
の
闇
の
世
界
の
極
み
の
破
れ
目
か
ら
、
そ
そ
い

る

で
来
る
一
綾
の
月
光
の
や
う
な
寺
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
／
そ
こ
に
聡
子
の

ゐ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
な
ら
、
聡
子
は
不
死
で
永
久
に
そ
こ
に
ゐ
る
こ
と

も
確
実
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
（
「
天
人
五
衰
」
七
）

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
綾
倉
聡
子
に
関
連
す
る
そ
こ
こ
こ
に
竹
取
物
語

が
プ
レ
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
と
し
て
潜
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
小
嶋
菜
温

子
が
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
を
受
け
て
検
討
し
、
有
元
伸
壷
が
広
げ
深
め
た
。

（
６
）

端
的
に
言
え
ば
、
「
豊
焼
の
海
」
に
お
い
て
聡
子
は
か
ぐ
や
姫
に
擬
せ
ら
れ
て

159
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本
多
が
閲
し
た
六
十
年
は
、
聡
子
に
と
っ
て
は
、
明
暗
の
け
ざ
や
か
な
庭
の

橋
を
渡
る
だ
け
の
時
間
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
「
天
人
五
衰
」
三
十
）

と
い
う
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
、
地
上
と
天
上
界
の
時
間
の
流
れ
る
速
さ
が
異
な

る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
た
記
述
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
浜
松
中
納
言
物
語
に

お
け
る
唐
后
の
天
か
ら
人
間
へ
の
転
生
に
つ
い
て
批
評
す
る
無
名
草
子
が
「
切
利

天
の
命
は
い
と
ひ
さ
し
く
あ
な
る
を
」
と
指
摘
し
、
仏
典
に
た
と
え
ば
次
の
よ
う

に
説
く
通
り
で
あ
る
。

阿
吐
曇
論
に
云
ふ
に
依
れ
ば
、
天
の
寿
量
は
、
人
間
の
五
十
歳
の
如
き
を
四

も

天
王
天
の
一
日
一
夜
と
為
す
。
即
ち
此
の
日
月
歳
を
用
っ
て
数
ふ
れ
ば
、
四

か
な

天
王
天
の
寿
命
五
百
歳
は
、
人
間
の
日
月
九
百
万
歳
に
計
へ
り
。

（
法
苑
珠
林
巻
第
三
第
二
諸
天
部
寿
量
部
第
八
）

ま
た
、
聡
子
が
松
枝
清
顕
の
こ
と
を
知
ら
な
い
と
言
い
切
る
と
こ
ろ
は
、
天
の
羽

衣
を
身
に
つ
け
た
後
の
か
ぐ
や
姫
の
姿
と
重
な
る
。

ふ
と
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁
を
い
と
ほ
し
く
、
か
な

し
と
思
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。

こ
と

「
衣
着
せ
つ
る
人
は
、
心
異
に
な
る
な
り
」
と
言
う
通
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
聡
子
の
か
ぐ
や
姫
性
が
、
本
多
の
生
涯
と
転
生
を
め
ぐ
る
記
憶
を
相
対
化
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
読
者
行
為
に
基
づ
く
読
者
の
記
憶
を
も
、
ひ
い
て
は
こ

の
こ
の
小
説
そ
の
も
の
を
さ
え
相
対
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
か
ぐ
や
姫
と
し
て
の
聡
子
の
永
遠
性
、
清
浄
性
は
、
彼
女
が
完
全
な

る
悟
り
を
得
て
い
る
仏
で
な
い
限
り
、
こ
れ
ま
た
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
ど
れ
ほ
ど
「
命
は
い
と
ひ
さ
し
く
」
（
浜
松
中
納
言
物
語
）
と
も
、

天
人
も
ま
た
六
道
に
輪
廻
す
る
存
在
で
あ
っ
て
必
ず
五
衰
が
訪
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
月
修
寺
は
、
恋
い
慕
三

の
都
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
る
。
先
の
引
用
部
分
に
あ
る
よ
う
に
聡
子
の
不
死
性
、
永
遠
性
が
取
り
立
て
ら

れ
、
月
修
寺
が
現
世
と
隔
絶
し
た
清
浄
性
を
備
え
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
す
る

と
月
修
寺
は
、
恋
い
慕
う
男
た
ち
を
振
り
捨
て
て
か
ぐ
や
姫
の
帰
っ
て
い
っ
た
月

天
上
の
聡
子
が
「
不
死
で
永
遠
に
そ
こ
に
ゐ
る
こ
と
」
は
「
確
実
」
（
「
天
人
五
衰
」

七
）
で
は
な
く
、
本
多
の
思
い
な
し
に
す
ぎ
な
い
と
、
注
意
深
い
読
者
は
知
る
は

ず
で
あ
る
。［

注
］

（
１
）
た
と
え
ば
枕
草
子
第
七
十
八
段
（
日
本
古
典
集
成
）
、
中
宮
定
子
の
前
に
う
つ
ほ

物
語
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
論
議
が
そ
う
で
あ
る
。
森
正
人
「
場
の
物
語
論
」
（
若

草
書
房
二
○
一
二
年
）
Ｖ
２
「
〈
場
の
物
語
〉
と
し
て
の
無
名
草
子
」
参
照
。

（
２
）
は
や
く
今
野
達
「
今
昔
・
宇
治
拾
遺
零
拾
（
一
）
」
（
「
専
修
国
文
」
第
二
一
号

一
九
七
七
年
七
月
）
に
指
摘
さ
れ
た
。
「
今
野
達
説
話
文
学
論
集
」
（
勉
誠
出
版

二
○
○
八
年
）
に
収
録
。

（
３
）
森
正
人
「
因
縁
の
時
空
ｌ
日
本
霊
異
記
の
説
話
と
表
現
ｌ
」
含
国
語
と
国

文
学
」
第
六
四
巻
第
五
号
一
九
八
七
年
五
月
）
参
照
。
こ
の
論
文
は
「
古
代
説

話
集
の
生
成
」
（
笠
間
書
院
二
○
一
四
年
）
に
収
録
。

（
４
）
「
「
豊
腕
の
海
」
に
つ
い
て
…
…
」
（
〈
新
潮
社
出
版
案
内
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
〉
一
九

六
九
年
四
月
「
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
里
「
解
題
」
）
。

（
５
）
こ
れ
は
、
前
世
の
身
体
的
特
徴
が
後
身
に
残
る
と
す
る
仏
教
の
転
生
諏
に
よ
く

見
ら
れ
る
型
の
一
つ
で
あ
る
。
黒
子
を
証
拠
と
す
る
説
話
は
、
ほ
か
に
法
苑
珠
林

巻
第
二
十
六
所
引
冥
報
拾
遺
、
転
生
を
予
告
し
て
死
に
ゆ
く
人
の
脇
に
墨
で
印
を

付
け
た
と
こ
ろ
、
予
告
通
り
に
生
ま
れ
た
子
の
脇
に
黒
子
が
あ
っ
た
の
で
、
転
生

の
確
か
さ
が
知
ら
れ
た
と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
の
説
話
は
太
平
広
記
巻
三
百
八
十

七
「
悟
前
生
」
に
も
引
用
さ
れ
る
。

（
６
）
小
嶋
菜
温
子
「
か
ぐ
や
姫
幻
想
皇
権
と
禁
忌
』
森
話
社
一
九
九
五
年
。

（
７
）
有
元
伸
子
「
三
島
由
紀
夫
物
語
る
力
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
「
豊
暁
の
海
」
の
世

界
」
翰
林
書
房
二
○
一
○
年
。

［
付
記
］

本
論
文
は
、
二
○
○
八
年
四
月
十
九
日
に
行
わ
れ
た
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
公
開

森
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料
の
提
供
を
受
け
、
種
々
の
教
示
に
あ
ず
か
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
事
実
と
虚
柵
」
に
お
け
る
発
表
、
二
○
一
二
年
十
月
六
日
に
行
わ
れ

た
熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
公
開
講
演
「
転
生
諏
を
め
ぐ
る
事
実
と
虚
構
」
に

基
づ
く
。
た
だ
し
、
講
演
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
言
及
し
た
往
生
伝
お
よ
び
説
話
集

に
お
け
る
転
生
に
関
す
る
表
現
の
問
題
の
扱
い
に
つ
い
て
は
簡
略
に
し
、
新
た
に
「
豊

暁
の
海
』
を
取
り
上
げ
た
。
本
稿
は
お
お
む
ね
講
演
の
内
容
に
沿
っ
て
書
か
れ
た
。
な

お
、
執
筆
に
当
た
り
、
熊
本
大
学
文
学
部
の
屋
敷
信
晴
准
教
授
（
中
国
文
学
）
か
ら
資

転生諏をめぐる事実と虚柵


	要旨
	一 はじめに-事実と虚構への視点 
	二無名草子の批評基準から 
	三浜松中納言物語の転生  
	四 転生の証拠と前生の記憶
	五 三島由紀夫『豊饒の海』
	［注］

