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「
悪
行
」

篇
の
世
界

|
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
九
の
た
め
に
—
|
ー

一
、
「
今
昔
」
に
お
け
る
＾
悪
行
〉

「
今
昔
物
語
集
」
（
以
下
『
今
昔
』
と
略
す
）
に
お
い
て
、
〈
悪
行
〉
と
は

何
か
。「

悪
行
」
と
い
う
語
彙
は
、
『
今
昔
』
で
は
巻
六6•

九
4
1
.
+
3
•十
三

37
．
十
四
4
0
．
十
五

46
．
十
七

4
.
―
-
+
2
．
二
十
五

1
・
ニ
十
五

2
話
に

見
え
る
。
佐
原
作
美
氏
は
こ
れ
を
「
海
賊
行
為
・
強
盗
・
殺
人
•
戦
闘
・
―
―


宝
不
信
・
殺
生
・
嫉
妬
・
処
刑
そ
れ
に
合
戦
時
の
大
量
殺
数
や
放
火
〕
と
整

理
す
る
が
、
端
的
に
言
え
ば
〈
悪
行
〉
と
は
仏
の
戒
め
を
破
る
行
為
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
玄
焚
三
蔵
を
突
伽
天
神
の
生
け
贄
に
し
よ
う
と
し
た
群
賊
の
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「
悪
行
」
は
‘
玄
装
に
よ
っ
て
「
殺
盗
ノ
業
ハ
無
間
ノ
苦
ヲ
可
受
シ
」
と
戒

め
ら
れ
て
い
る
（
巻
六

6
)
。
他
の
用
例
も
概
ね
仏
法
部
に
傾
斜
し
、
し
た

が
っ
て
〈
悪
行
〉
は
反
仏
教
的
行
為
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
本
作
に
お
け
る
〈
悪
行
〉
に
は
謀
叛
や
犯
罪
行
為
と
い
う
側
面

も
あ
る
。
た
と
え
ば
乎
将
門
の
〈
悪
行
〉
讀
（
巻
二
十
五

1
)
で
は
、
地
獄

で
苦
し
む
将
門
の
告
白
が
話
末
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
悪
行
」
は
仏
教

的
価
値
観
か
ら
批
判
的
に
描
か
れ
る
。
し
か
し
将
門
の
行
為
は
、
「
新
皇
」

横

田

隆

志

を
名
乗
る
と
い
う
〈
公
〉
へ
の
謀
叛
で
あ
り
、
「
公
家
ノ
恥
ヲ
助
ケ
ム
」
と

し
た
平
貞
盛
ら
に
鎮
圧
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
「
悪
行
」
は

反
〈
公
〉
的
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
今
昔
』
に
お
け
る
〈
悪
行
〉

と
は
、
第
一
義
に
は
反
仏
教
で
あ
り
、
か
つ
反
〈
公
〉
と
い
う
側
面
も
も
つ

行
為
で
あ
っ
た
と
、
さ
し
あ
た
り
規
定
で
き
る
。

さ
て
、
『
今
昔
』
巻
二
十
九
「
悪
行
」
篇
は
、
人
間
の
〈
悪
行
〉
を
描
く

―
―
十
九
話
（
第

1
1
3
0
話
。
第

16
話
は
表
題
の
み
存
し
、
説
話
本
文
を
欠

く
）
と
、
動
物
の
説
話
を
集
め
た
＋
話
（
第
3
1
1
4
0
話
）
の
計
三
十
九
話
か

ら
な
る
。
各
々
の
説
話
に
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
一
要
素
と
し
て
、
窃
盗
・
強
盗

・
殺
人
・
凌
辱
・
人
身
売
買
・
公
文
書
偽
造
・
動
物
の
殺
生
な
ど
の
行
為
が

描
か
れ
、
こ
こ
で
規
定
し
た
意
味
で
の
〈
悪
行
〉
が
本
巻
の
基
調
を
な
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
作
品
世
界
は
反
仏
教
・
反
〈
公
〉
の
枠
内
に
必
ず
し

も
収
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
否
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
今
昔
』
研
究
の
現
況
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
今
昔
』
の
編

纂
に
枠
組
み
を
与
え
、
か
つ
個
々
の
表
現
を
生
み
出
す
力
と
な
っ
た
の
は
、

仏
教
と
、
（
論
者
に
よ
り
呼
称
は
異
な
る
が
）
天
皇
を
中
心
と
す
る
〈
公
〉
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中
心
主
義
と
い
う
二
つ
の
認
識
体
系
で
あ
る
。
し
か
し
、
巻
二
十
六
以
降
の

- 24ー



六
巻
は
「
霊
鬼
」
や
笑
い
•
恋
愛
な
ど
を
描
き
、
仏
教
や
〈
公
〉
と
の
関
わ

り
を
見
出
し
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
巻
が
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
担
う
か
は
明
確
で
な
く
、
現
在
『
今
昔
』
研
究
の
難
間
の
一
っ
と

な
っ
て
い
る
。
後
に
辿
べ
る
よ
う
に
、
「
悪
行
」
篇
に
お
い
て
も
‘
仏
教
や

〈
公
〉
的
な
価
値
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
表
現
と
、
必
す
し
も
そ
の
価
値
観
を

以
て
測
れ
な
い
要
素
か
混
在
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
両
者
は
「
悪

行
」
篇
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
関
係
性
か
ら
い
か
な

る
作
品
像
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
小
稿
の
目
標
は
‘
こ
れ
ら
の
疑
問

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

二
、
「
悪
行
」
篇
の
世
界

「
悪
行
」
篇
の
世
界
を
俯
眠
す
べ
く
‘
―
つ
の
説
話
を
採
り
上
け
る
。

裕
福
な
女
を
妻
に
も
ら
い
う
け
た
、
一
人
の
男
が
い
た
。
妻
に
親
は
い
な

か
っ
た
が
、
家
の
豊
か
さ
、
妻
の
美
し
さ
、
い
す
れ
も
申
し
分
な
い
。
途
絶

え
る
こ
と
な
く
通
う
う
ち
に
、
妻
は
奸
娠
。
出
産
の
と
ぎ
万
一
の
こ
と
が
あ

り
は
し
な
い
か
、
な
ど
と
心
配
し
な
が
ら
、
男
が
妻
の
傍
で
寝
そ
べ
っ
て
い

た
あ
る
日
の
こ
と
で
あ
る
。
突
然
、
思
い
よ
ら
ぬ
方
の
障
子
が
開
い
た
。
見

や
れ
ば
、
紅
の
衣
に
蘇
芳
染
の
水
十
を
軍
ね
た
袖
Ll
が
さ
し
の
ぞ
い
て
い
る
。

「
此
ハ
何
カ
ニ
、
誰
ガ
来
ル
ゾ
」
卜
、
思
ヒ

D
テ
打
ル
ニ
‘
差
臨
タ
ル

顔
ヲ
見
レ
バ
、
髪
ヲ
バ
後
様
二
粘
テ
烏
帽
子
モ
セ
ヌ
者
ノ
、
落
躇
卜
云

フ
舞
ノ
様
ニ
テ
打
レ
バ
、
奇
異
ク
怖
シ
ク
思
ヒ
テ
、
「
此
ハ
昼
盗
人
ノ

入
ニ
タ
ル
ニ
コ
ソ
有
ケ
レ
」
卜
思
テ
、
枕
上
ナ
ル
大
刀
ヲ
取
ル
マ
、
ニ

（略）

烏
帽
子
を
被
っ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
も
専
常
な
ら
ざ
る
男
が
入
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
男
の
風
休
に
今
少
し
こ
だ
わ
れ
ば
、
ま
ず
「
落
踏
」

と
は
舞
楽
の
一
っ
。
口
か
ら
四
本
の
大
牙
の
出
た
、
暗
青
色
の
面
を
つ
け
る
。

『
教
訓
抄
』
巻
第
五
・
納
蘇
利
に
は
「
落
路
」
の
面
を
つ
け
た
男
を
「
金
青

固

鬼
」
（
紺
青
の
色
を
し
た
鬼
）
と
呼
ぶ
例
が
あ
る
。

「
昼
盗
人
」
は
よ
く
判
ら
な
い
ら
し
い
が
、
戸
昼
強
盗
」
を
論
じ
た
歴
史
学

者
の
笠
松
宏
至
氏
は
「
白
昼
堂
々
と
や
っ
て
き
て
、
た
く
さ
ん
の
も
の
を
一

度
に
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
」
「
”
こ
そ
ど
ろ
“
で
は
な
く
て
公
然
と
し
た
と

⑥
 

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
」
盗
人
像
を
提
示
し
て
い
る
。
「
落
踏
」
に
似
た
こ
の

男
の
、
張
り
つ
め
た
な
か
に
も
漂
う
あ
る
種
の
落
ち
済
き
は
、
あ
る
い
は

「
昼
盗
人
」
と
い
う
言
葉
に
盛
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
‘

男
は
こ
の
屋
敷
の
主
、
つ
ま
り
妻
の
父
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

父
は
さ
め
ぎ
め
と
涙
を
流
し
始
め
た
。
世
間
で
は
こ
の
娘
に
親
は
い
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
は
判
る
こ
と
だ
か
ら
こ
う
し
て
会
い
に
き

た
の
だ
、
と
父
は
男
に
語
っ
た
。
そ
し
て
、

「
此
ル
者
ノ
娘
也
ケ
リ
ト
テ
、
思
シ
食
シ
疎
ミ
テ
、
若
シ
去
カ
セ
給
ヒ

ヌ
ル
ナ
ラ
バ
‘
枇
ノ
中
二
生
廻
テ
御
マ
サ
ム
ズ
ル
者
ト
ナ
思
シ
不
食
ソ
゜

必
ズ
恨
ミ
奉
リ
ナ
ム
ト
ス
。
其
レ
ニ
、
若
シ
此
ク
申
ス
ニ
付
テ
、
御
志

不
替
ズ
シ
テ
御
マ
サ
バ
、
御
身
―
ッ
ハ
楽
ク
テ
御
マ
シ
ナ
ム
」

と
、
娘
と
添
い
遂
げ
る
よ
う
、
男
に
釘
を
さ
し
た
の
で
あ
る
。
父
は
蔵
の
鍵

と
近
江
国
の
土
地
の
証
文
を
男
に
預
け
‘

「
今
ヨ
リ
ハ
見
工
不
奉
候
マ
ジ
。
芯
シ
去
セ
給
ヒ
ナ
ム
時
ニ
ゾ
、
必
ズ

見
工
奉
リ
候
ハ
ム
ズ
ル
」

と
言
い
残
し
て
‘
去
っ
て
い
っ
た
。

妻
か
い
と
し
く
、
何
よ
り
自
分
の
命
が
い
と
し
い
男
は
‘
妻
と
一
牛
添
い

遂
げ
る
決
心
を
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
打
算
は
男
の
命
を
救
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
あ
る
日
の
夕
暮
れ
近
く
‘
ー
」
の
過
去
を
父
が
自
ら
つ
づ
っ
た
長
い
手
紙

- 25― 



を
、
男
は
受
け
取
っ
た
。
曰
く
、
自
分
は
人
に
欺
か
れ
て
盗
賊
の
一
味
に
加

わ
っ
て
い
た
こ
と
、
官
憲
に
捕
ら
え
ら
れ
た
が
何
と
か
逃
げ
お
お
せ
た
こ
と
、

そ
の
よ
う
な
恥
を
か
か
さ
れ
て
以
来
は
死
ん
だ
者
と
冊
間
に
思
わ
せ
て
い
る

こ
と
、
た
だ
し
財
産
は
あ
る
の
で
娘
の
夫
に
な
っ
て
く
れ
る
人
物
に
そ
れ
を

差
し
上
げ
る
つ
も
り
で
い
た
こ
と
、
な
ど
。

そ
の
後
、
男
は
蔵
の
物
や
近
汀
の
土
地
を
沙
汰
し
て
「
楽
シ
ク
」
暮
ら
し

た
と
い
う
（
巻
二
十
九

4
)
。

は
た
し
て
こ
の
物
語
は
‘

る
の
だ
ろ
う
か
。

第

1
1
2
3
話
は
〈
盗
人
〉
の
モ
チ
ー
フ
を
連
鎖
す
る
こ
と
で
編
纂
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
話
か
「
悪
行
」
篇
に
収
め
ら
れ
た
契
機
は
‘
編

纂
行
為
の
視
点
か
ら
読
め
ば
、
父
か
盗
賊
の
一
味
に
加
わ
っ
た
一
要
素
に
求

め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
父
の
〈
悪
行
〉
に
は
、
次
の
よ

う
な
含
み
も
ま
た
読
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
父
の
素
性
を
知
る
手
掛
か
り
は
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彼
自
身
の
手
紙
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
父
の
「
あ
わ
れ
な
背
景
」
は
手
紙

の
行
間
か
ら
察
せ
ら
れ
る
も
の
の
、
彼
の
正
体
に
関
す
る
確
か
な
情
報
は
存

外
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
父
が
本
当
の
盗
賊
で
は
な
い
と
い
う
証

拠
は
、
彼
の
言
葉
の
ほ
か
に
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う

い
う
不
確
か
さ
と
は
対
照
的
に
‘
父
が
男
の
生
殺
与
奪
の
権
を
握
り
、
男
に

は
見
え
な
い
〈
闇
〉
の
世
界
か
ら
見
張
っ
て
い
る
こ
と
は
殆
ど
確
実
な
の
で

あ
る
。
そ
の
「
無
気
味
さ
」
、
そ
し
て
そ
れ
故
の
「
こ
の
物
語
の
ぞ
っ
と
す

る
よ
う
な
味
わ
い
」
は
、
お
そ
ら
く
本
話
の
〈
悪
行
〉
に
含
意
さ
れ
て
い
る

と
み
て
よ
い
。

し
か
し
、
男
は
全
く
実
害
に
逢
っ
て
い
な
い
。
少
々
わ
け
あ
り
の
妻
で
あ

先
に
規
定
し
た
〈
悪
行
〉

の
一
語
で
わ
り
苔
れ

っ
た
と
は
い
え
、
男
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
‘
こ
れ
は
致
富
諜
で
あ
る
。
ま
た

本
話
で
は
‘
父
が
盗
賊
の
一
味
と
な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
父
が
男
を
脅
し

た
こ
と
そ
の
も
の
が
プ
ロ
ソ
ト
の
中
核
を
占
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
よ
り
は
、
娘
の
幸
せ
の
た
め
に
は
殺
人
す
ら
辞
さ
な
い
と
い
う
父
の
張
り

つ
め
た
情
愛
が
〈
闇
〉
の
世
界
の
「
無
気
味
さ
」
と
嵯
り
あ
わ
さ
れ
語
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
、
物
語
の
機
微
を
穿
つ
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
れ
は
反
仏

教
あ
る
い
は
反
〈
公
〉
と
い
う
〈
悪
行
〉
を
描
い
た
物
語
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
そ
う
単
純
に
評
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
ふ
く
ら
み
を
も
っ
て
、
こ

の
物
語
は
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

説
話
集
に
お
い
て
、
表
現
行
為
は
、
個
々
の
説
話
に
意
味
を
実
現
し
つ
つ
‘

⑧
 

編
纂
行
為
に
奉
仕
す
る
。
本
巻
に
ひ
き
つ
け
て
言
え
ば
‘
〈
悪
行
〉
は
プ
ロ

ソ
ト
の
一
要
素
と
し
て
各
説
話
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
要
素

が
連
鎖
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
悪
行
」
篇
の
編
纂
は
実
現
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
表
現
行
為
は
編
纂
行
為
に
奉
仕
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
一

方
で
、
「
悪
行
」
篇
の
説
話
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
命
を
牛
き
て
い
る
の
で
あ
る

C

そ
の
中
に
は
、
ま
さ
し
く
〈
悪
行
〉
の
物
語
と
し
て
読
め
る
説
話
（
後
に
ふ

れ
る
貞
盛
の
説
話
な
ど
）
も
少
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
〈
悪

行
〉
自
体
が
情
愛
や
〈
闇
〉
と
い
っ
た
ふ
く
ら
み
を
も
つ
意
味
に
お
い
て
、

ま
た
、
た
と
え
ば
致
富
諜
的
要
素
と
い
う
〈
悪
行
〉
以
外
の
ふ
く
ら
み
を

個
々
の
物
語
が
も
つ
意
味
に
お
い
て
、
盃
忠
行
」
篇
の
説
話
は
反
仏
教
・
反

〈
公
〉
と
い
う
枠
内
に
必
ず
し
も
収
敏
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

付
言
す
れ
ば
、
こ
の
前
話
が
名
高
い
女
盗
人
の
説
話
で
あ
る
（
巻
二
十
九

3
)
。
こ
れ
を
〈
悪
行
〉
の
一
語
で
わ
り
き
る
読
み
が
い
か
に
貧
し
い
か
。

そ
の
よ
う
な
枠
に
は
到
底
収
ま
ら
な
い
物
語
世
界
が
そ
こ
に
は
開
か
れ
て
い

，
 

た
は
ず
で
あ
る
。
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も
う
―
つ
、
本
話
か
ら
考
察
す
べ
ぎ
こ
と
が
あ
る
。
語
り
手
は
「
悪
行
」

篇
の
登
場
人
物
を
ど
の
よ
う
な
目
で
見
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
今
昔
』
に
は
「
悪
行
」
篇
以
外
に
も
多
く
の
〈
悪
行
〉
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
〈
悪
行
〉
は
、
な
す
べ
か
ら

ざ
る
行
為
と
し
て
語
り
手
に
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
悪

行
〉
な
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
思
想
を
裏
切
る
か
の
よ
う
な
表
現
に
も
、
我
々

は
出
会
う
（
巻
五
3
•

九
3
.
+
-
2
1
．
十
四
4
0．
十
六
2
0．
ニ
ト
五
4
)。

な
か
で
も
際
立
つ
の
は
、
仏
敵
物
部
守
屋
を
滅
ぼ
し
た
聖
徳
太
子
へ
の
、
語

り
手
の
弁
護
で
あ
る
。

太
子
定
テ
人
ヲ
殺
サ
ム
ト
ニ
ハ
非
ジ
。
遥
二
仏
法
ノ
伝
ハ
ラ
ム
ガ
故
ニ

コ
ソ
ハ
。
彼
ノ
大
臣
有
マ
シ
カ
バ
、
子
今
此
ノ
国
二
仏
法
有
マ
シ
ャ
ハ
゜

(
+
-
2
1
)
 

太
子
は
『
今
昔
』
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
本
朝
仏
法
部
は
太
子
の
説
話
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
太
子
を
通

し
て
仏
法
と
〈
公
〉
が
リ
ン
ク
さ
れ
た
こ
と
」
が
本
朝
批
界
に
示
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
語
り
手
は
太
子
に
対
し
て
、
出
典
の
『
三
宝
絵
』
に

見
え
な
い
叙
上
の
弁
解
を
施
す
。
仏
法
弘
通
の
方
使
と
し
て
守
屋
誅
殺
の
動

機
を
共
有
し
、
語
り
手
は
太
子
の
〈
悪
行
〉
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

「
悪
行
」
篇
に
こ
の
よ
う
な
弁
護
は
見
ら
れ
な
い
。
〈
悪
行
〉
を
犯
す
点
で

は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
太
子
と
「
悪
行
」
篇
の
登
場
人
物
と
で
は
語
り
手
の

扱
い
が
違
う
。
〈
悪
行
〉
に
至
る
動
機
が
語
り
手
に
共
有
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
先
の
第

4
話
に
は
父
の
長
文
の
手
紙
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

手
紙
を
信
じ
る
か
ぎ
り
、
父
の
〈
悪
行
〉
が
殆
ど
不
可
抗
力
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
父
が
男
を
脅
し
た
の
も
娘
へ
の
い
と
し
さ
ゆ
え
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
〈
悪
行
〉
に
至
っ
た
父
の
動
機
は
共
有
さ
れ
な
い
。
語
り
手

は
話
末
に
云
盆
ル
ニ
テ
モ
、
少
シ
棲
憶
キ
妻
也
カ
ン
」
と
述
べ
る
の
み
で
あ

る。
加
害
者
は
お
ろ
か
、
被
害
者
に
す
ら
語
り
手
が
寄
り
そ
う
こ
と
は
少
な
い
。

た
と
え
ば
、
道
の
は
と
り
の
死
人
（
実
は
大
盗
賊
の
袴
垂
）
に
不
用
意
に
近

づ
い
た
た
め
に
殺
さ
れ
た
男
の
説
話
（
第

19
話
）
。
袴
垂
か
弁
護
さ
れ
な
い

こ
と
は
無
論
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
殺
さ
れ
た
男
へ
の
評
価
で
あ
る
。

此
ル
者
ハ
、
少
ノ
隙
モ
有
レ
バ
、
此
ル
事
ヲ
為
ル
也
。
其
レ
ヲ
不
知
デ
、

近
ク
打
寄
テ
、
手
便
二
有
ラ
ム
ニ
ハ
、
当
二
不
取
付
ヌ
様
ハ
有
ナ
ム
ヤ
。

『
今
昔
』
の
説
話
世
界
に
お
い
て
生
き
抜
く
た
め
の
最
も
某
本
的
な
条
件

仰

は
、
「
思
鼠
リ
」
（
情
況
判
断
力
な
い
し
洞
察
力
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
思
量
リ
」
な
い
が
故
に
〈
悪
行
〉
の
被
害
に
逢
っ
た
者
は
、
語
り
手
に
冷

た
＜
遇
さ
れ
て
顧
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

語
り
手
は
彼
ら
の
〈
悪
行
〉
に
至
る
動
機
を
共
有
し
な
い
。
ま
た
、
被
害

者
に
同
情
す
る
こ
と
も
少
な
い
。
太
子
へ
の
寄
り
そ
い
と
は
仝
く
対
照
的
に
‘

「
悪
門
篇
の
登
場
人
物
と
語
り
手
の
間
に
は
一
種
の
心
理
的
距
離
が
看
取

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
両
者
の
距
離
の
在
り
方
は
「
悪
行
」

篇
の
世
界
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
註

識
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
仏
教
・
〈
公
〉
と
「
悪
行
」
篇
の
関
わ
り
を
以
下
二
節

に
わ
た
り
考
察
す
る
。
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=
-
、
「
悪
行
」
篇
と
仏
教

「
悪
行
」
篇
に
は
様
々
な
〈
悪
行
〉
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
三
宝
誹
謗
あ

る
い
は
不
信
に
直
接
焦
点
を
あ
て
た
〈
悪
行
〉
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
本
巻

の
語
り
手
は
、
仏
者
の
立
場
か
ら
〈
悪
行
〉
を
指
弾
す
る
こ
と
が
基
本
的
に

な
い
。
こ
の
態
度
は
仏
法
部
と
は
は
っ
き
り
異
な
る
。
「
悪
行
」
篇
と
仏
教



の
関
係
が
見
巾
し
に
く
い
所
以
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
い
か
な
る
関
係
に
あ

る
の
か
。
や
や
唐
突
な
か
ら
、
な
ぜ
動
物
説
話
群
が
本
巻
に
編
ま
れ
て
い
る

の
か
、
と
問
う
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
進
め
た
い
。

な
ぜ
動
物
と
〈
悪
行
〉
が
結
び
つ
く
の
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
動

物
の
〈
悪
行
〉
溝
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
鎮
西
の
商
人
を
襲
い
‘
鰐
と
凄
絶

な
闘
い
を
繰
り
ひ
ろ
げ
た
虎
（
第

31
話
）
、
大
群
で
一
匹
の
蜘
蛛
に
復
讐
し

よ
う
と
し
た
蜂
（
第

37
話
）
、
昼
寝
を
し
て
い
た
若
い
僧
の
粘
を
吸
っ
て
自

滅
し
た
蛇
（
第
40
話
）
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
大
過
あ
る
ま
い
。
し

か
し
、
次
の
話
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

鷹
好
き
の
藤
原
忠
文
の
も
と
に
、
重
明
親
王
か
名
鷹
を
も
ら
い
う
け
に
や

っ
て
き
た
。
恐
縮
か
た
が
た
忠
文
は
鷹
を
差
し
上
げ
よ
う
と
す
る
，
か
、
五

十
丈
の
内
は
必
ず
鳥
を
捕
え
る
「
第
―
ニ
シ
テ
持
タ
リ
ケ
ル
鷹
」
は
惜
し
ん

で
、
彼
は
第
二
の
鷹
を
献
上
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
帰
途
親
王
が
鳥
に
あ

わ
せ
て
み
る
と
「
其
ノ
贋
弊
ク
テ
、
鳥
ヲ
否
不
取
」
と
い
う
あ
り
様
て
あ
る
。

親
王
の
立
腹
に
、
忠
文
は
は
じ
め
は
惜
し
ん
だ
「
第
一
ノ
鷹
」
を
差
し
上
げ

る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
帰
途
親
王
が
再
び
店
に
あ
わ
せ
て
み
る
と
、

そ
の
鷹
は
鳥
を
捕
ら
え
な
か
っ
た
ば
か
り
か
‘
雲
の
中
に
飛
び
去
っ
て
し
ま

こ。t
 

つ

此
レ
ヲ
思
フ
ニ
、
其
ノ
鷹
、
忠
文
ノ
許
ニ
テ
ハ
並
無
ク
賢
カ
リ
ケ
レ
ド

モ
、
親
王
ノ
手
ニ
テ
此
ク
弊
ク
テ
失
ニ
ケ
ル
ハ
、
喝
モ
主
ヲ
知
テ
有
ル

也
ケ
リ
。

然
レ
バ
、
智
リ
無
キ
鳥
獣
ナ
レ
ド
モ
、
本
ノ
主
ヲ
知
レ
ル
事
如
此
シ
。

何
況
ヤ
、
心
有
ラ
ム
人
ハ
、
故
ヲ
思
ヒ
専
二
親
カ
ラ
ム
人
ノ
為
ニ
ハ
可

吉
キ
也
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
（
二
十
九

34)

再
び
問
う
が
、
こ
の
物
語
は
〈
悪
行
〉
の
一
語
で
わ
り
ぎ
れ
る
の
で
あ
ろ

、
7
カ狩

り
に
お
け
る
殺
生
、
と
い
う
鷹
の
〈
悪
行
〉
を
読
む
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、
池
上
洵
一
氏
か
詳
し
く
分
析
す
る
ご
と
く
、
『
今
昔
』
は
本
話
を

21 

報
恩
淵
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
右
に
ひ
い
た
語
り
手
の
教
訓
は

出
典
の
『
社
談
抄
』
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
報
恩
渾
は
こ
れ
一

話
の
み
で
は
な
い
。
続
く
第
35
話
で
は
猿
が
鷲
を
殺
し
、
第
36
話
で
は
蜂
が

盗
賊
を
殺
す
こ
と
で
、
人
間
に
恩
を
返
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
悪
行
〉

の
動
物
か
報
恩
す
る
と
い
う
い
さ
さ
か
捩
じ
れ
た
ふ
く
ら
み
を
「
悪
行
」
篇

は
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

動
物
報
恩
溝
の
話
群
が
収
録
さ
れ
た
理
山
は
、
明
解
を
得
な
い
。
し
か
し
、

は
じ
め
の
問
題
提
起
に
立
ち
か
え
っ
て
、
そ
も
そ
も
動
物
説
話
群
が
編
ま
れ

た
理
由
を
求
め
る
な
ら
ば
‘
仏
教
で
い
う
畜
生
道
の
思
想
を
介
さ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
つ
と
に
古
典
全
集
の
解
説
や
小
峯
和
明

31 

氏
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
小
稿
で
は
や
や
角
度
を
変
え
て
問
題
を
整
理
し
よ

、つ
前
田
雅
之
氏
は
‘
釈
迦
の
本
生
諜
を
多
く
収
め
る
巻
五
の
動
物
に
つ
い
て

「
比
喩
で
は
な
く
言
語
と
思
考
と
感
情
を
も
っ
た
自
立
的
存
在
と
し
て
‘
即

⑭
 

ち
、
人
間
と
の
関
係
性
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
物
語
に
現
出
す
る
」
と
指
摘

す
る
。
動
物
の
位
相
の
考
察
に
お
い
て
、
従
う
べ
き
見
解
で
あ
る
。
た
と
え

ば
巻
五
第
認
話
。
疲
れ
た
老
人
（
実
は
帝
釈
天
）
の
た
め
に
‘
狐
と
猿
は
食

べ
物
を
持
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
非
力
な
兎
は
ど
う
し
て
も
食
べ
物
を
用
意

で
き
な
い
。
つ
い
に
兎
は
已
の
身
を
焼
い
て
し
ま
う
。

兎
、
「
我
レ
、
食
物
ヲ
求
テ
持
来
ル
ニ
無
カ
シ
。
然
レ
バ
ロ
ハ
我
ガ
身
ヲ

焼
テ
可
食
給
シ
」
卜
云
テ
、
火
ノ
中
二
踊
入
テ
焼
死
ヌ
。

そ
し
て
帝
釈
天
は
、
兎
の
菩
薩
行
を
あ
ま
ね
く
人
々
に
見
せ
る
た
め
に
、
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月
の
中
に
そ
の
姿
を
と
ど
め
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
（
巻
五
認
）
。

ひ
る
が
え
っ
て
「
悪
行
」
篇
の
動
物
諏
は
ど
う
か
。
ま
ず
「
悪
行
」
篇
に

も
動
物
が
物
を
思
う
場
面
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
面
に
こ
そ
巻
五
と
の

叙
法
の
相
違
か
看
取
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
子
牛
を
守
る
た
め
に
‘
母
牛
が

狼
を
崖
の
岸
に
串
刺
し
に
す
る
場
面
。

母
牛
ハ
、
「
放
ツ
ル
物
ナ
ラ
バ
我
レ
ハ
被
昨
殺
ナ
ム
ズ
」
卜
思
ケ
ル
ご

t

各）

ヤ

（

闘

牛
、
其
レ
ヲ
モ
不
知
ズ
シ
テ
、
「
狼
ハ
未
ダ
生
タ
ル
」
ト

fl思
ヒ
ケ
ム

（
略
）
（
二
十
九

38)

母
牛
の
心
中
は
語
り
手
の
推
贔
を
も
っ
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

蛇
と
鷲
の
闘
評
溝
で
は
、

人
数
有
テ
見
ケ
レ
バ
、
大
キ
ナ
ル
蛇
ノ
七
八
尺
許
有
ケ
ル
ガ
、
其
ノ
榎

ノ
木
ノ
下
枝
ヨ

IJ
伝
ヒ
下
テ
、
鷲
屋
様
二
下
ケ
ル
ヲ
、
「
此
ノ
蛇
ノ
セ

ム
様
見
ム
」
卜
云
テ
、
集
テ
見
ケ
レ
バ
（
略
）

此
レ
ヲ
見
ル
者
ノ
共
、
彼
ノ
、
「
ヨ
モ
、
鷲
蛇
二
不
被
蕩
ジ
」
卜
云
ツ

ル
者
ハ
、
「
然
レ
パ
コ
ソ
。
極
キ
事
有
リ
ト
モ
被
＂
湯
ナ
ム
ヤ
。
此
レ
ハ

物
ノ
王
ナ
レ
バ
、
尚
魂
ハ
余
ノ
獣
ニ
ハ
殊
ナ
ル
者
也
」
ナ
ド
云
テ
ゾ
、

讃
メ
唱
ケ
ル
(
―

-t九
33)

と
い
う
よ
う
に
、
説
話
は
固
囲
の
人
間
の
視
点
と
反
応
を
鏡
と
し
て
描
か
れ

る
。
つ
ま
り
盃
芯
行
」
篇
の
動
物
溝
に
は
人
間
の
視
線
が
構
造
化
さ
れ
て
い

る
。
動
物
の
行
動
は
、
語
り
手
や
登
場
人
物
の
視
線
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
、

解
釈
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
意
味
を
物
語
の
な
か
に
現
出
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
先
に
引
い
た
月
の
兎
の
説
話
と
の
語
り
の
相
違
は
こ
の
点
に
求
め
ら
れ

よ‘つ。さ
て
、
そ
の
こ
と
が
仏
教
と
ど
う
関
係
す
る
か
。
そ
れ
は
以
下
の
表
現
の

示
す
と
こ
ろ
と
関
わ
る
。

副
ハ
主
不
知
ヌ
者
ナ
レ
バ
」
（
二
十
九

32)

然
レ
バ
、
智
リ
無
キ
鳥
獣
ナ
レ
ド
モ
、
本
ノ
主
ヲ
知
レ
ル
事
如
此
シ
。

（一了九
34)

「
面
二
毛
有
ル
者
ハ
、
物
ノ
恩
知
ル
者
カ
ハ
」
（
二
十
九

35)

此
レ
ヲ
思
フ
ニ
、
獣
ナ
レ
ド
モ
、
恩
ヲ
知
ル
事
ハ
此
ナ
ム
有
ケ
ル
。
何

況
ヤ
、
心
有
ラ
ム
人
ハ
、
必
ズ
恩
ヲ
バ
可
知
キ
也
（
二
十
九

35)

蜂
ソ
ラ
物
ノ
恩
ハ
知
ケ
l
J
(
-
―
十
九

36)

劇
ハ
皆
互
二
敵
ヲ
罰
ツ
、
常
ノ
事
也
（
二
十
九

37)

然
レ
バ
、
獣
ナ
レ
ド
モ
、
魂
有
リ
賢
キ
奴
ツ
ハ
此
ゾ
有
ケ
ル
（
ニ
ト
九

8
)
 

3
 

「
罰
ハ
人
ノ
姪
ヲ
受
ケ
ッ
レ
バ
、
否
不
堪
デ
必
ズ
死
ヌ
」
（
二
十
九

o) 
4
 

傍
線
を
付
し
た
以
上
の
表
現
に
は
動
物
と
人
間
の
世
界
の
質
的
落
差
が
示

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
プ
ロ
ゾ
ト
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
両
者
の
間
に
一

線
か
圃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
線
は
仏
教
的
世
界
観
に
よ
っ
て
の

み
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
巻
の
動
物
を
、
三
悪
道
の
存
在
、
す
な

わ
ち
畜
生
と
し
て
認
識
す
る
視
線
が
『
今
昔
』
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
叙
卜
の
考
察
は
次
の
予
想
を
導
く
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
〈
悪

行
〉
を
描
く
視
線
の
な
か
に
も
仏
教
は
介
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た

と
え
ば
、
矢
傷
を
癒
す
た
め
に
胎
児
の
肝
を
食
べ
、
そ
の
証
拠
湮
滅
の
た
め

に
医
師
の
殺
害
を
は
か
っ
た
平
貞
盛
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
批
評
、

貞
盛
ノ
朝
臣
ノ
、
婦
ノ
懐
任
シ
タ
ル
腹
ヲ
開
テ
、
児

rヲ
取
ラ
ム
ト
思

ケ
ル
コ
ソ
、
奇
異
ク
態
無
キ
心
ナ
レ
（
二
十
九

25)



な
ど
は
‘
仏
教
で
い
う
破
戒
無
暫
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
殺
生
を
好

ん
だ
源
章
家
は
「
~
今
至
ル
マ
デ
、
其
ノ
罪
ヲ
バ
章
家
コ
ソ
ハ
負
ラ
メ
」
と

評
さ
れ
る
。
物
語
を
語
る
「
今
」
、
章
家
が
来
世
で
苦
を
受
け
て
い
る
こ
と

が
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
第

27
話
）
。
こ
の
他
、
語
り
手
が
仏
者
と
し
て

の
立
場
を
垣
間
見
せ
る
話
に
、
山
中
で
男
を
殺
し
た
「
阿
弥
陀
聖
」
の
現
報

諒
（
第

9
話
）
、
「
書
生
」
に
公
文
書
を
偽
造
さ
せ
た
上
で
、
彼
を
殺
し
た
日

向
守
の
造
罪
謂
（
第
26
話
）
が
あ
る
。
仏
法
弘
通
を
累
々
と
つ
づ
っ
て
き
た

『
今
昔
』
が
、
こ
れ
ら
の
〈
悪
行
〉
に
来
世
の
苦
を
予
想
し
な
か
っ
た
は
ず

は
あ
る
ま
い
。
〈
悪
行
〉
を
犯
す
者
へ
の
救
い
は
、
本
巻
に
お
い
て
は
一
切

描
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
、
話
末
評
語
に
お
け
る
教
訓
の
位
相
で
あ
る
。

本
巻
に
は
教
訓
が
多
い
と
い
う
（
三
十
JL
話
中
十
八
例
）
。
し
か
し
語
り
手

は
、
〈
悪
行
〉
を
な
す
者
か
ら
い
か
に
身
を
守
る
か
は
教
訓
す
る
か
、
こ
ん

な
悪
人
に
は
な
る
な
と
は
一
度
も
教
訓
し
な
い
。
自
ら
が
〈
悪
行
〉
の
被
害

者
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
、
加
害
者
と
な
る
こ
と
は
論
外
だ
、
と
い
う

立
場
に
語
り
手
は
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う

に
、
〈
悪
行
〉
に
至
る
動
機
を
語
り
手
は
共
有
し
な
い
。
〈
悪
行
〉
を
犯
す
人

間
に
対
し
て
は
心
埋
的
な
一
線
が
両
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た

〈
悪
行
〉
へ
の
違
和
感
の
淵
源
に
仏
教
を
全
く
見
な
い
こ
と
の
方
が
不
自
然

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
人
間
の
〈
悪
行
〉
を
語
る
全
二
十
几
話
の
う
ち
、
仏
教
的
な
認

識
を
垣
間
見
せ
る
話
は
、
先
に
引
用
し
た
第

9
.
2
5
1
2
7
話
の
四
話
に
留
ま

る
。
つ
ま
り
、
残
り
二
十
五
話
て
は
〈
悪
行
〉
か
仏
教
的
な
価
値
観
か
ら
指

弾
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
数
の
問
題
と
い
う
ば
か
り
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
物
詣
で
を
こ
よ
な
く
好
ん
だ
女
が
、
人
気
の
な
い
鳥
部

寺
の
、
し
か
も
仏
像
の
背
後
で
凌
辱
さ
れ
衣
も
奪
わ
れ
る
説
話
の
話
末
評
語

で
あ
る
。然

レ
バ
、
心
幼
キ
女
ノ
行
キ
ハ
可
止
キ
也
。
此
ク
怖
シ
キ
事
有
リ
。
其

ノ
男
、
主
卜
親
ク
成
ナ
バ
、
衣
ヲ
バ
不
取
デ
去
ネ
カ
シ
。
奇
異
カ
リ
ケ

ル
心
カ
ナ
（
二
十
九

22)

説
話
の
プ
ロ
ノ
ト
と
整
合
し
た
評
語
で
あ
る
と
、
一
応
は
読
め
る
。
し
か

し
、
物
詣
で
の
女
の
道
心
が
ふ
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
仏
像
の
背

後
で
の
凌
辱
と
い
う
点
に
語
り
手
か
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。

話
中
人
物
の
〈
悪
行
〉
か
仏
教
的
価
値
観
か
ら
質
的
に
も
問
題
に
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
て
あ
る
。
他
巻
と
比
べ
て
、
「
悪
人
」
「
善
悪
」
「
悪
シ
」
な
ど

ハ

「
悪
」
と
い
う
字
を
構
成
要
素
に
持
つ
語
彙
が
、
「
悪
行
」
篇
に
は
少
な
い
。

ま
た
表
題
に
「
悪
」
を
含
む
語
槃
は
全
く
現
れ
な
い
。
「
悪
行
」
篇
を
描
く

に
あ
た
っ
て
、
「
悪
」
と
い
う
語
は
使
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
‘
仏
者

の
立
場
か
ら
こ
と
さ
ら
に
〈
悪
行
〉
を
批
判
し
な
い
「
質
」
の
在
り
方
と
連

動
し
て
牛
じ
た
現
象
と
解
釈
で
き
よ
う
。

以
上
、
本
巻
と
仏
教
の
関
わ
り
に
つ
い
て
棲
々
述
べ
て
き
た
。
〈
悪
行
〉

と
は
一
見
関
わ
ら
な
い
か
の
ご
と
苔
報
恩
諒
の
話
群
ま
で
本
巻
に
は
編
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
〈
悪
行
〉
の
動
物
が
人
間
に
報
恩
す
る
と
い
う
い
さ
さ

か
捩
じ
れ
た
ふ
く
ら
み
す
ら
「
悪
行
」
篇
の
世
界
は
は
ら
ん
で
い
る
。
し
か

し
、
動
物
の
行
動
か
ら
教
訓
を
ひ
き
だ
す
一
方
で
、
『
今
昔
』
に
は
、
そ
れ

を
畜
生
と
し
て
認
識
す
る
視
線
が
あ
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
と
〈
悪
行
〉
を

犯
す
者
の
間
に
は
一
種
の
心
理
的
距
離
も
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
認
識
の

淵
源
に
仏
教
は
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
者
と
し
て
〈
悪

行
〉
を
指
弾
し
な
い
態
度
と
、
そ
の
認
識
は
混
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本

巻
を
読
む
か
ぎ
り
、
袴
垂
や
鳥
部
寺
の
男
た
ち
に
、
仏
の
救
い
は
い
さ
さ
か
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も
連
想
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
〈
悪
行
〉
に
は
仏
教
で
い
う
「
無

明
」
の
〈
闇
〉
も
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
読
み
た
い
。

四
、
「
悪
行
」
篇
と
〈
公
〉
中
心
主
義

巻
五
（
天
竺
）
巻
卜
（
震
日
一
）
巻
二
十
一
以
降
（
本
朝
）
を
帝
王
（
天

皇
）
の
説
話
か
ら
説
き
お
こ
そ
う
と
す
る
組
織
の
在
り
方
、
帝
王
に
対
す
る

ほ
と
ん
ど
無
条
件
の
敬
意
、
あ
る
い
は
〈
公
〉
に
認
め
ら
れ
た
者
は
誰
で
あ

れ
繁
栄
す
る
と
い
う
図
式
な
ど
、
『
今
昔
』
に
は
一
貰
し
て
〈
公
〉
を
重
視

す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
〈
公
〉
へ
の
姿
勢
と
「
悪
行
」
篇
が

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
関
わ
り
か
ら
い
か
な
る
作
品
像
が
見

え
て
く
る
の
か
、
最
後
に
考
察
す
る
。

「
悪
行
」
篇
に
お
い
て
も
『
今
昔
』
は
〈
公
〉
を
尊
重
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
第
1
話
に
は
（
欠
字
の
た
め
誰
を
指
す
か
特
定
で
き
な
い
が
）
あ
る

天
皇
が
、
第
14
話
に
は
醍
醐
天
皇
が
登
場
す
る
。
第
1
話
は
、
森
正
人
氏
の

指
摘
す
る
ご
と
く
、
天
皇
の
説
話
が
巻
頭
に
僅
か
れ
る
こ
と
自
体
に
〈
公
〉

81 

中
心
主
義
を
読
み
と
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
第
14
話
は
、
醍
醐
天
皇
が
夫
殺

し
の
女
を
超
人
的
聴
力
で
も
っ
て
見
つ
け
だ
す
と
い
う
話
。
人
々
は
「
尚
只

人
ニ
モ
不
御
マ
サ
ゞ
リ
ケ
リ
」
と
醍
醐
天
皇
を
尊
ん
だ
、
と
語
り
手
は
伝
え

て
い
る
。
こ
こ
に
〈
公
〉
中
心
主
義
を
み
る
こ
と
は
た
や
す
い
。

関
連
し
て
、
「
悪
行
」
篇
に
は
反
国
家
的
犯
罪
や
内
乱
等
は
描
か
れ
な
い
。

そ
れ
は
巻
二
十
五
に
ま
と
め
て
描
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も

〈
公
〉
に
逆
ら
っ
た
者
は
鎮
圧
さ
れ
る
。
前
田
氏
の
周
到
な
分
析
に
就
け
ば
、

〈
公
〉
と
は
「
敗
北
を
知
ら
な
い
絶
対
的
正
義
1
1

国
家
権
力
」
な
の
で
あ
る
。

「
悪
行
」
篇
に
お
い
て
も
〈
公
〉
は
昨
重
さ
れ
、
そ
の
「
止
義
」
が
根
本

的
に
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
〈
公
〉
の
法
を
犯
す

者
へ
の
、
そ
の
立
場
か
ら
す
る
批
判
的
言
辞
は
は
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

『
今
昔
』
と
似
た
巻
を
も
つ
『
古
今
著
聞
集
』
の
〈
悪
行
〉
へ
の
態
度
は
‘

こ
れ
と
は
対
照
的
で
参
考
に
な
る
。
「
楡
盗
」
篇
冒
頭
の
小
序
で
「
盗
賊
は

禁
獄
の
さ
だ
め
で
あ
る
」
と
成
季
は
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
く

事
実
上
の
巻
頭
説
話
に
、
管
絃
家
で
も
あ
っ
た
彼
は
、
「
元
興
寺
」
と
い
う

琵
琶
の
名
品
が
職
人
に
そ
の
一
部
を
盗
ま
れ
た
話
を
配
す
る
。
次
に
示
す
の

は
、
そ
の
話
末
評
語
で
あ
る
。

幾
程
の
所
得
せ
ん
と
て
、
か
く
ば
か
り
の
重
宝
を
か
た
わ
に
な
し
け
ん
。

盗
人
の
心
、
い
づ
れ
も
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
う
た
て
く
口
惜
か
り
け
る

OI 
h
 

も
の
か
な
。

こ
れ
は
成
季
の
「
偽
ら
ぬ
本
懐
」
で
あ
り
、
「
こ
う
し
た
盗
人
観
の
持
主

に
と
っ
て
は
、
盗
賊
の
側
に
立
ち
、
そ
の
跳
梁
ぶ
り
を
活
写
す
る
態
の
話
は

hu 

収
載
に
耐
え
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
か
」
と
小
林
保
治
氏
は
推
定
す
る
。
事
実
、

盗
人
の
捕
縛
•
失
敗
・
改
心
を
語
る
例
は
多
い
(
+
九
話
中
十
三
話
）
。
呼

応
し
て
、
話
中
人
物
へ
の
批
評
の
基
準
も
〈
公
〉
へ
の
従
順
な
態
度
の
有
無

に
置
か
れ
る
。
た
と
え
ば
「
盗
賊
の
側
に
立
ち
、
そ
の
跳
梁
ぶ
り
を
活
写
す

る
」
唯
一
の
例
に
、
小
殿
と
い
う
元
盗
賊
の
説
話
が
あ
る
（
第

441
話
）
。
し

か
し
、
現
役
の
盗
賊
で
あ
っ
た
頃
の
小
殿
の
視
点
か
ら
つ
む
が
れ
る
迫
真
の

語
り
は
、
お
そ
ら
く
、
小
殿
が
体
制
側
に
寝
返
っ
た
と
い
う
条
件
の
ゆ
え
に

『
著
聞
集
』
へ
の
参
両
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
を
要
す
る
に
、
『
著
聞

集
」
云
楡
盗
」
篇
の
〈
悪
行
〉
へ
の
姿
勢
は
、
体
制
の
側
か
ら
の
批
評
精
神

に
貫
か
れ
た
そ
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

対
し
て
『
今
昔
』
の
盗
人
は
「
事
件
を
起
こ
し
て
姿
を
消
す
」
方
が
多
い

四

（
二
十
九
話
中
、
盗
人
の
捕
縛
や
失
敗
を
語
る
の
は
十
話
）
。
そ
し
て
、
加
害

者
と
被
害
者
双
方
に
等
し
く
向
け
ら
れ
た
「
悪
行
」
篇
の
批
評
は
、
賊
難
を
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避
け
え
た
か
、
命
は
全
う
で
き
た
か
、
と
い
っ
た
点
に
基
準
を
置
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
批
評
眼
を
示
す
こ
と
で
、
〈
公
〉
の
立
場
に
た
っ
て
犯
罪
者
を

白
眼
視
す
る
『
著
聞
集
』
の
如
き
態
度
に
ま
で
は
‘
語
り
手
は
及
ば
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

「
悪
行
」
篇
の
存
在
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
‘
「
彼
（
撰
者
）
の

内
な
る
感
覚
は
そ
の
原
理
（
「
公
」
中
心
‘
干
義
）
が
自
己
の
生
存
を
保
障
し

31 
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て
く
れ
る
は
ど
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
痛
い
は
ど
感
じ
取
っ
て
い
る
」
（
括

弧
内
引
用
者
）
。
『
今
昔
』
が
〈
公
〉
を
腺
重
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
理
念
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
悪
行
」
篇
に
お
い
て

〈
公
〉
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
公
」
と
い
う
語
蒙
と
、
天
皇
像
の
造

型
と
い
う
一
―
つ
の
切
り
口
か
ら
、
そ
の
位
相
を
再
度
考
察
し
た
い
。

「
公
」
と
い
う
言
莱
は
「
悪
行
」
篇
の
三
つ
の
話
（
第

2
5
.
3
0
.
3
6
話）

に
見
え
て
い
る
。
そ
の
―
つ
で
あ
る
第

30
話
は
、
平
維
時
の
「
一
ノ
郎
等
」

の
大
紀
二
と
い
う
「
兵
」
が
、
一
瞬
の
油
断
の
た
め
に
小
男
に
殺
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
「
公
私
二
付
テ
露
許
モ
緩
ナ
ル
事
無
カ
リ
ケ
リ
」

と
い
う
形
容
は
維
時
に
冠
せ
ら
れ
た
も
の
だ
か
、
そ
の
主
人
に
仕
え
る
大
紀

二
も
「
魂
太
ク
思
量
リ
賢
ク
テ
、
並
無
キ
手
聞
」
「
塵
許
モ
弊
キ
事
無
カ
リ

ケ
リ
」
と
い
う
形
容
を
も
っ
て
遇
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
〈
公
〉
に
も

よ
く
仕
え
た
は
ず
の
大
紀
一
―
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
油
断
し
て
殺
さ
れ
た

の
で
は
‘
語
り
手
に
「
糸
弊
キ
也
」
と
評
さ
れ
る
は
か
は
な
い
。
〈
公
〉
へ

の
奉
仕
は
「
自
己
の
生
存
」
の
保
障
に
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
。

第

36
話
は
、
八
十
余
人
の
盗
人
が
水
銀
商
人
の
一
行
を
襲
っ
た
が
、
商
人

の
蜂
に
よ
っ
て
皆
殺
し
に
さ
れ
、
そ
の
財
物
も
奪
わ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

彼
ら
は
「
公
モ
固
ノ
司
モ
」
捕
縛
で
き
な
い
札
付
き
の
盗
人
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
商
人
は
己
の
能
力
で
も
っ
て
し
た
た
か
に
身
を
守
る
。
〈
公
〉
が
盗

人
を
捕
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
で
自
分
を
守
る
し
か
な
い
。

も
う
一
っ
「
公
」
と
い
う
語
策
を
見
る
の
は
、
先
に
ふ
れ
た
平
貞
盛
の
説

話
（
第

25
話
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
女
の
腹
を
割
い
て
胎
児
の
肝
を
食
へ
た

彼
は
、
続
い
て
医
師
の
殺
害
を
息
子
に
命
じ
る
。
そ
の
動
機
を
貞
盛
自
身
は

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
我
ガ
愉
ハ
疵
ニ
テ
有
ケ
レ
バ
、
児
干
ヲ
コ
ソ
付
テ
ケ
レ
、
卜
世
二
弘

ゴ
リ
テ
聞
エ
ナ
ム
ト
ス
。
公
モ
‘
我
レ
ヲ
バ
憑
モ
シ
ヤ
者
二
思
シ
食
テ
、

夷
乱
レ
タ
リ
ト
テ
、
陸
奥
ノ
国
ヘ
モ
遣
サ
ム
ト
ス
ナ
リ
。
其
レ
ニ
‘
其

ノ
人
ニ
コ
ソ
被
射
ニ
ケ
レ
ト
聞
エ
ム
ハ
、
極
キ
事
ニ
ハ
非
ズ
ヤ
」

「児

f
」
を
服
し
た
こ
と
、
そ
れ
以
上
に
矢
傷
を
負
っ
た
こ
と
の
発
覚
を

貞
盛
は
恐
れ
て
い
る
。
医
師
を
殺
す
の
は
、
そ
の
証
拠
を
涅
滅
す
る
た
め
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
が
〈
公
〉
を
ひ
き
あ
い

に
巾
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
〈
公
〉
へ
の
奉
仕
は
、
あ
る
べ
き
道
理
と
し

て
あ
る
か
ら
こ
そ
諸
刃
の
剣
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
個
人
的
動
機
を
述

べ
る
は
す
の
文
脈
に
「
公
」
と
い
う
言
葉
か
置
か
れ
る
と
、
彼
の
屁
理
屈
を

幾
分
も
っ
と
も
ら
し
く
郭
か
せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

本
巻
に
「
公
」
と
い
う
語
彙
が
用
い
ら
れ
る
の
は
以
上
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
用
法
に
徴
す
る
か
ぎ
り
、
個
人
の
生
存
を
保
障
し
な
い
、
ま
た

は
医
師
殺
し
の
動
機
に
箔
を
つ
け
る
と
い
っ
た
か
た
ち
で
し
か
〈
公
〉
は
描

か
れ
な
い
。
〈
公
〉
は
個
々
の
物
語
の
論
理
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
悪
行
」
篇
に
お
け
る
天
皇
像
を
改
め
て
考
察
す
る
。
『
今
昔
』
に

お
い
て
は
必
ず
し
も
定
義
を
同
じ
く
し
な
い
が
、
〈
公
〉
の
位
相
は
天
皇
の

h
3
 

在
り
力
に
直
載
に
窺
う
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
に
と
り

あ
げ
る
一
一
話
に
つ
い
て
は
小
峯
氏
と
森
氏
の
卓
論
が
備
わ
る
。
こ
れ
に
関
説

し
補
足
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
私
見
を
ま
と
め
た
い
。
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醍
醐
天
皇
は
‘
夫
を
殺
し
九
条
堀
河
で
嘘
泣
き
す
る
女
を
、
内
裏
か
ら
、

し
か
も
泣
ぎ
声
の
み
を
頼
り
に
見
つ
け
だ
す
（
第
14
話
）
。
無
論
こ
れ
は
説

話
で
あ
っ
て
、
事
実
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
「
京
全
体
を
天
皇
が
掌
握
し
、

51 
h
 

王
権
が
全
域
に
及
ぶ
」
と
い
う
寓
泡
を
読
む
べ
き
説
話
で
あ
る
。
し
か
し
、

問
題
は
〈
公
〉
の
権
威
が
京
内
に
及
ぶ
そ
の
在
り
方
に
あ
る
。
説
話
は
‘
辰

己
の
方
角
で
「
泣
ク
者
」
を
探
す
よ
う
に
天
皇
の
命
令
を
受
け
た
蔵
人
の
視

点
か
ら
描
か
れ
る
。
彼
は
内
裏
•
八
省
・
京
内
を
捜
索
し
、
や
っ
と
几
条
堀

河
で
泣
く
女
を
見
出
す
。
彼
の
「
奇
異
」
と
い
う
驚
き
は
‘
お
そ
ら
く
語
り

手
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
犯
罪
者
の
世
界
と
い
う
〈
闇
〉
を
見
き
わ
め

る
こ
と
は
、
彼
ら
に
は
で
き
な
い
。
天
皇
の
み
が
〈
闇
〉
に
精
通
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
い
っ
た
か
た
ち
を
通
じ
て
、
〈
公
〉
の
権
威
は
「
悪

行
」
篇
の
世
界
に
具
現
し
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
人
の
天
皇
が
登
場
す
る
「
悪
行
」
篇
巻
頭
話
で
も
、
そ
の
位
相
は

等
し
い
。
今
は
昔
、
西
の
市
の
蔵
に
立
て
籠
も
っ
た
盗
人
が
い
た
。
自
分
を

包
囲
し
た
検
非
違
使
の
中
か
ら
盗
人
は
「
上
ノ
判
官
」
を
呼
び
寄
せ
、
天
皇

へ
の
取
り
つ
ぎ
を
頼
ん
だ
。
わ
け
あ
り
と
み
て
「
判
官
」
は
急
遠
参
内
す
る
。

事
情
を
聞
い
て
、
天
皇
は
盗
人
の
釈
放
を
命
じ
た
。
日
暮
れ
を
待
っ
て
、
天

皇
の
内
々
の
伝
言
を
盗
人
は
「
判
官
」
か
ら
聞
か
さ
れ
、
声
を
あ
げ
て
泣
く
。

そ
の
後
、
盗
人
の
行
方
を
人
々
が
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

説
話
は
、
盗
人
を
包
囲
し
た
検
非
違
使
た
ち
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。
し

か
し
、
現
場
に
立
会
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
何
も
わ
か
ら
ず
じ
ま

い
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
物
語
は
い
っ
そ
う
謎
を
深
め
て
い
る
。
視
点
人
物

た
る
検
非
違
使
た
ち
や
語
り
手
に
は
見
え
な
い
〈
闇
〉
の
中
で
、
一
人
「
そ

61 m
 

の
異
界
に
通
じ
て
い
た
」
天
畠
は
盗
人
と
符
牒
を
と
り
か
わ
す
。
盗
人
は
天

h
 

皇
の
実
子
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
、
真
相
は
一
部
関

係
者
の
胸
に
秘
め
ら
れ
て
、
つ
い
に
明
か
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
事
件

は
解
決
し
〈
公
〉
の
権
威
は
保
た
れ
た
が
、
「
法
を
犯
す
者
と
秩
序
の
中
心

に
立
つ
者
と
の
奇
妙
に
捩
じ
れ
た
関
係
は
、
何
が
善
で
何
が
悪
か
、
何
が
正

81 0
 

統
で
何
が
異
端
か
」
と
い
う
混
乱
を
「
悪
行
」
篇
の
世
界
に
も
た
ら
す
。
そ

の
混
乱
を
語
り
手
か
意
図
的
に
仕
組
ん
だ
か
否
か
は
‘
定
か
に
し
え
な
い
。

し
か
し
、
「
悪
行
」
篇
の
〈
闇
〉
が
い
か
に
見
き
わ
め
に
く
い
深
み
を
は
ら

む
か
は
、
こ
の
巻
頭
説
話
に
よ
く
予
兆
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
「
悪
行
」
篇
に
お
け
る
〈
公
〉
の
諸
相
を
た
ど
っ
て
き
た
。
〈
公
〉

は
諄
重
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
立
場
に
立
っ
て
〈
悪
行
〉
を
指
弾
す
る
態

度
は
採
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
〈
公
〉
は
個
々
の
物
語
の
論
理
に
歪

め
ら
れ
て
い
る
。
典
型
的
に
は
、
天
皇
の
み
か
〈
闇
〉
の
世
界
に
通
じ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
威
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
絶
対
的
正

義
」
と
し
て
の
〈
公
〉
に
傷
を
つ
け
る
表
現
行
為
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
〈
公
〉
の
在
り
方
を
通
じ
て
、
「
悪
行
」
篇
は
そ

の
〈
闇
〉
を
深
く
す
る
と
い
う
物
語
世
界
の
ふ
く
ら
み
を
獲
得
し
た
の
で
あ

る。
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五
、
お
わ
り
に

小
稿
で
は
、
仏
教
と
〈
公
〉
中
心
主
義
が
「
悪
行
」
篇
に
い
か
に
関
わ
っ

て
い
る
か
と
い
う
観
点
に
主
に
立
っ
て
、
そ
の
作
品
世
界
の
考
察
を
試
み
た
。

両
者
は
、
〈
悪
行
〉
へ
の
違
和
感
の
淵
源
と
し
て
、
あ
る
い
は
帝
王
へ
の
敬

意
と
い
う
か
た
ち
で
、
本
巻
に
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
二
十
五

以
前
の
諸
巻
に
お
い
て
『
今
昔
』
が
拠
っ
て
た
っ
た
二
つ
の
認
識
体
系
か
ら

「
悪
行
」
篇
が
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
二
つ
の
価
値
観
が
個
々
の
物
語
を
覆
い
尽
く
す
こ
と
は
な
い
。
た
と
え



ば
、
そ
の
物
語
世
界
が
描
い
た
〈
闇
〉
は
、
「
無
明
」
に
通
じ
る
、
あ
る
い

は
犯
罪
者
の
世
界
で
あ
る
意
味
で
の
み
〈
闇
〉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
「
落

躇
」
に
似
た
父
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
語
り
手
に
ー
~
し
た
が
っ
て

我
々
に
も
—
ー
＇
見
き
わ
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は

〈
闇
〉
で
あ
っ
た
。
〈
悪
行
〉

1
1
反
仏
教
・
反
〈
公
〉
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ

な
い
貪
欲
な
ふ
く
ら
み
を
「
悪
行
」
篇
の
世
界
は
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

注①
佐
原
作
美
氏
「
悪
行
諜
の
構
造
ー
「
今
昔
」
巻
二
九
に
つ
い
て
ー
」
（
『
駒
沢
短
大

国
文
』
2
1、
平
3
.
3
)
。
な
お
、
原
田
芳
起
氏
「
悪
•
悪
毒
·
悪
念
」
（
『
平
安

時
代
文
学
語
彙
の
研
究
続
編
」
風
間
書
房
•
昭
4
8
)は
語
彙
研
究
の
観
点
か
ら
、

本
作
の
「
悪
」
と
仏
教
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の

考
察
に
、
黒
田
紘
一
郎
氏
「
『
今
昔
物
語
』
に
あ
ら
わ
れ
た
都
市
」
（
『
日
本
史
研

究
」
1
6
2
、
昭
5
1
.
2、
「
中
世
都
市
京
都
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
•
平
8
)
に
再

収
）
、
林
由
紀
子
氏
「
今
昔
物
語
に
あ
ら
わ
れ
た
犯
罪
お
よ
ぴ
犯
罪
人
」
（
『
愛
知

女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
1
3
/
1
7
（
人
文
篇
）
、
昭

5
6
.
1
1
／
昭

59

．3
)
が
あ

る。

②
『
今
昔
」
本
文
の
引
用
は
、
天
竺
・
震
旦
部
は

H
本
古
典
文
学
大
系
、
本
朝
部
は

新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
共
に
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
傍
線

は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

③
国
束
文
麿
氏
『
今
昔
物
語
集
成
立
考
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
昭
37
、
増
補
版
、

昭
53)
、
出
雲
路
修
氏
「
〈
今
昔
物
語
集
〉
の
編
纂
」
（
「
説
話
集
の
世
界
』
岩
波
書

店
、
昭
63)
、
池
上
洵
一
氏
『
今
昔
物
語
集
の
世
界
中
世
の
あ
け
ぽ
の
』
（
筑
摩

書
房
、
昭

58)
、
池
上
氏
「
『
今
昔
物
語
集
」
の
精
神
世
界
ー
「
思
量
リ
賢
キ
」
こ

と
」
(
「
H
本
学
』

1
、
昭

5
8
.
5
)
、
小
峯
和
明
氏
「
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構

造
』
（
笠
間
書
院
、
昭

60
、
補
訂
版
、
平

5
)
、
森
正
人
氏
「
今
昔
物
語
集
の
生

成
」
（
和
泉
書
院
、
昭
61)
、
原
田
信
之
氏
「
「
今
昔
物
語
集
』
天
竺
一
部
仏
伝
説
話

の
意
味
す
る
も
の
ー
法
相
宗
＝
一
時
教
判
と
の
関
係
ー
＇
」
（
『
論
究
日
本
文
学
』

57
、

平
4
.
1
2
)、
荒
木
浩
氏
「
仏
法
初
伝
と
太
子
伝
—
今
昔
物
語
集
本
朝
部
の
構
想

を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
説
話
文
学
研
究
』

29
、
平
6
.
6
)
、
原
田
氏
「
『
今
昔
物
語

集
」
の
「
仏
法
」
と
「
世
俗
」
ー
法
相
宗
四
重
二
諦
と
の
関
係
ー
」
（
「
説
話
文
学

研
究
』

29
、
平
6
.
6
)
参
照
。
な
お
、
前
田
雅
之
氏
は
本
作
を
「
〈
国
家
主
義
〉

の
色
彩
の
濃
い
思
想
的
テ
ク
ス
ト
」
（
後
掲
注

13
論
文
）
と
捉
え
る
観
点
か
ら
、

仏
教
と
〈
公
〉
中
心
主
義
に
関
す
る
一
連
の
論
考
を
発
表
し
て
お
り
、
小
稿
は
こ

れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
小
稿
に
引
用
す
る
論
考
は
そ
の
都
度
ふ
れ
る
こ
と

と
し
た
い
。

④
「
悪
行
」
篇
を
対
象
と
し
た
先
行
研
究
を
こ
こ
で
掲
げ
て
お
く
。
片
寄
正
義
氏

「
巻
廿
九
の
研
究
」
（
「
今
昔
物
語
集
論
』
後
編
第
八
章
、
三
省
堂
、
昭

19
、
芸
林

社
復
刊
、
昭

49)
、
西
尾
光
一
氏
「
『
今
昔
物
語
集
」
に
お
け
る
盗
賊
の
物
語
」

（
「
中
世
説
話
文
学
論
』
塙
書
房
、
昭
38)
、
尾
前
錦
氏
「
『
今
昔
物
語
集
』
に
於
け

る
「
悪
」

i二
十
九
「
悪
行
」
篇
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
「
語
学
と
文
学
」

13
、

昭
5
8
.
3
)
、
注

1
の
佐
原
氏
論
文
、
宮
田
尚
氏
「
『
今
昔
物
語
集
」
の
悪
行
と
悪

業
」
（
『
文
学
に
お
け
る
悪
』
笠
間
書
院
、
平

8
)
。
な
お
、
本
巻
の
み
を
扱
っ
た

論
考
で
は
な
い
が
、
小
峯
氏
「
本
朝
〈
王
法
〉
部
の
組
織
」
（
注

3
の
著
書
、

IV

・
-
.• 

IV)
、
森
氏
「
今
昔
物
語
集
の
編
纂
と
本
朝
篇
世
俗
部
」
（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
『
今
昔
物
語
集
五
』
解
説
、
岩
波
書
店
、
平

8
)
は
、
現
在
の
研
究
水

準
と
問
題
点
が
示
さ
れ
、
有
益
で
あ
る
。

固
「
古
代
中
世
芸
術
論
』
（
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、
昭

48
、
新
装
版
、
平
7
)

102
頁
参
照
。

佃
「
討
論
〈
中
世
の
罪
と
罰
〉
」
（
「
中
世
の
罪
と
罰
」
東
京
大
学
出
版
会
、
昭

58)

に
お
け
る
笠
松
宏
至
氏
の
報
告
に
よ
る
（
同
書
185
頁）。

切
中
野
孝
次
氏
「
古
典
を
読
む
ー
4
今
昔
物
語
集
』
（
岩
波
書
店
、
昭

58)240

1242
頁
参
照
。
本
段
落
に
お
け
る
引
用
旬
は
全
て
同
書
に
よ
る
。
な
お
、
佐
藤
謙
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三
氏
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
認
巻

川
書
店
、
昭
51)
も
本
話
を
鑑
賞
す
る
。

⑧
こ
こ
で
い
う
編
簗
行
為
等
の
用
語
は
森
氏
の
概
念
規
定
に
従
っ
て
い
る
。
森
氏

「
編
纂
・
説
話
・
表
現
」
（
注

3
の
苫
書
）
参
照
。

⑨
女
盗
人
の
説
話
（
巻
二
十
九

3
)
に
つ
い
て
は
、
注
4
の
片
寄
氏
著
書
、
注

7
の

中
野
氏
著
書
の
は
か
、
長
野
詐
一
氏
「
女
盗
人
」
（
『
今
昔
物
語
集
の
鑑
賞
と
批

評
』
明
治
書
院
、
昭

53)
、
篠
原
昭
二
氏
他
『
今
昔
物
語
集
・
梁
陛
秘
抄
．
閑
吟

集
』
（
鑑
賞
日
本
の
占
典
8
、
尚
学
図
書
、
昭

55)
、
本
田
義
憲
氏
他
「
説
話
的
世

界
の
ひ
ろ
が
り
」
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
今
甘
物
語
集
本
朝
世
俗
部
四
』

新
潮
社
、
昭

59)
、
池
卜
氏
「
不
被
知
人
女
盗
人
語
（
巻
二
九
第
三
話
）
異
郷
的

空
間
の
妖
精
」
（
『
今
昔
物
語
集
字
治
拾
遺
物
語
必
携
』
別
冊
国
文
学
邸

33
、
学
燈

杜
、
昭

63)
、
小
峯
氏
「
女
盗
人
二
題
ー
古
小
の
闇
」
（
『
説
話
の
森
』

III
、
大
修
館

書
店
、
平

3
)
、

W
中
貰
＋
氏
「
都
rlJ
の
枢
女
巻
二
十
九
第
三
話
再
読
ー
」
（
新

日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
五
』
月
報

65
、
岩
波
書
店
、
平

8
)
参
照
。

⑩
前
田
氏
「
〈
公
〉
•
仏
法
·
―
―
一
国
と
聖
徳
太
子
」

（新

H
本
古
典
文
学
大
系
「
今
昔
物
語
集
三
』
月

報

44
、
岩
波
書
店
、
平

5
)
。
こ
の
他
、
聖
徳
太
子

に
つ
い
て
は
、
前
田
氏
「
説
話
文
学
に
み
る
聖
徳

太
子
伝
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
元
・

10)
、
注

3
の

荒
木
氏
論
文
が
示
唆
に
富
む
。

仰
注

3
の
池
上
氏
論
文
参
照
。

⑫
池
上
氏
「
今
昔
物
語
集
の
方
法
ー
原
話
と
今
昔
と

を
分
け
る
も
の
ー
」
(
『

H
本
の
説
話

2

古
代
』

東
京
美
術
、
昭

48)
、
注
3
の
池

t
氏
著
書
叩
頁
参

照。

⑬
国
東
文
麿
氏
他
『
今
昔
物
語
集

今
昔
物
語
集
•
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
角

四
」
巻
二
十
九

第1話解説（日本古典文学全集‘小学館、昭51)、汁3の小峯氏著書

338.532貝参照。なお、小峯氏著苫、あるいは前田氏「今昔物語集の普

遍性と個別性ー基礎論的考察と巻三十•三十一付雑事ー」（『説話文学研究』29、平6.6)は‘巻二十二以降の所謂「刊俗部」と仏教の関

係性を論じる。

⑭前田氏「今昔物語集天竺部巻五の構成ー排列意識と連想慈識ー_」(『国

文学研究』92、昭62.6)。

⑱教訓の位相においても、月の兎（巻五13)と「悪行」篇の動物は対照

をなしている。つまり、兎の物語は「トナム語リ伝ヘタルトヤ」とい

う本作において強固な形式を崩して「万ノ人、月ヲ見ム紺二此ノ兎ノ

事可思出シ」と結ばれ、その菩薩行が讃えられる。しかし、「悪行」

篇の動物はやはり畜生なのであり、寓話として教訓を導苔出す存在で

はあっても、自らの範となす有在ではないのである。なお本話につい
巻

「悪」の
話数

一話につぎの
用例数 用例出現率

23 38 0.60 

天 27 41 0.63 
研 41 (127) 35 (187) 1.17 (0.68) 
面 四 20 41 0.48 

五 16 32 0.50 

震 /¥ 16 48 0.33 

旦 七 8 (66) 40 (174) 0.20 (0 38) 
部 几 18 46 0.39 

十 24 40 0.60 

十一 15 38 0.39 
十二 8 40 0.20 

本
十三 22 44 0.50 

朝 十四 25 45 0.56 

仏 十五 18 (174) 54 (401) 0.33 (0.43) 
法 十六 22 40 0.55 
部

十七 19 50 0.38 

+Jし 23 44 0.53 
二十 22 46 0.48 

二十二 8 08 1.00 
二十三 8 14 0.57 

本
二十四 5 57 0.09 

朝 二十五 9 (104) 14 (297) 0.64 (0.35) 

世 二十六 11 24 0.46 

醤二十七 13 45 0.29 
二十八 11 44 0.25 
二十几 12 40 0.30 
三十 5 14 0.36 
三十一 22 37 0.59 

計 471 1059 0. 44 

※（ ）内は天竺．震旦• 本朝仏法• 本朝世俗各部

の小計。
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て
は
‘
池
上
氏
「
天
竺
か
ら
来
た
説
話
ー
月
の
兎
ー
」
（
注

3
の
著
書
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

⑯
あ
く
ま
で
―
つ
の
目
安
に
す
ぎ
な
い
が
、
「
悪
」
を
含
む
語
彙
の
用
例
分
布
表
を

示
す
（
前
頁
）
。
「
悪
」
に
は
ア
ク
・
ア
シ
・
ニ
ク
ム
な
ど
の
読
み
が
考
え
ら
れ
る

が
、
倫
理
的
評
価
に
必
す
し
も
関
わ
ら
な
い
、
ニ
ク
ム
に
類
す
る
用
例
は
こ
の
表

か
ら
は
削
除
し
て
あ
る
。
ま
た
「
悪
」
の
用
例
が
説
話
の
表
題
中
に
も
検
出
さ
れ

る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
表
の
中
の
「
悪
」
の
用
例
数
と
話
数
は
表
題
の
み
の
説
話

（
本
文
を
欠
く
説
話
）
も
含
め
た
数
で
ふ
し
た
。
用
例
出
現
率
は
‘
用
例
数
を
話

数
で
割
っ
た
も
の
で
あ
る
。
巻
―
―
十
九
の
用
例
出
現
率
が
さ
は
ど
高
く
な
い
点
に

注
意
さ
れ
た
い
。

な
お
‘
所
謂
「
本
朝
世
俗
部
」
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
か
、
私
見
は
未
だ
定
め
て
い
な
い
し
し
た
か
っ
て
、
よ
の
中
で
[
世

俗
部
」
の
語
を
用
い
て
い
る
の
は
便
宜
以
外
の
理
由
を
も
た
な
い
。

⑰
汀
3

の
国
東
氏
著
書
と
池
上
氏
論
文
•
前
田
氏
「
今
昔
物
語
集
本
朝
仏
法
伝
来
史

の
歴
史
叙
述
ー
三
国
意
識
と
自
国
意
識
ー
」
（
『
国
文
学
研
究
』

82
、
昭

5
9
.
3
)

•
「
今
昔
物
語
集
本
朝
仏
法
史
の
歴
史
意
識
ー
寺
院
建
立
話
群
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

（
『
日
本
文
学
」
昭

6
0
.
7
)
・
「
今
昔
物
語
集
の
〈
仏
法
〉
と
〈
王
法
〉
ー
そ
の
固

有
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日
本
文
学
」
昭

6
1
.
4
、
H
本
文
学
研
究
大
成
『
今
昔

物
語
集
』
国
書
刊
行
会
、
平

2
に
再
収
）
参
照
。
な
お
、
注

13
の
前
田
氏
論
文
は
、

巻
二
十
二
以
降
の
所
謂
「
世
俗
部
」
に
お
け
る
「
仏
法
に
よ
っ
て
窮
極
的
に
権
威

が
規
定
さ
れ
た
〈
公
〉
を
賞
揚
す
る
か
、
〈
公
〉
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を

よ
し
と
す
る
説
話
言
説
・
説
話
評
語
」
を
析
出
す
る
。

⑱
汀

4
の
森
氏
解
説

537
頁
参
照
。

⑲
前
田
氏
「
三
国
世
界
の
天
皇
と
王
ー
今
昔
物
語
集
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日
本
文

学
」
平
元

•
3
)。

⑳
『
古
今
著
聞
県
」
の
引
用
は
日
本
占
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
ま
た

「
楡
盗
」
篇
の
説
話
数
は
、
後
人
が
『
十
訓
抄
』
か
ら
補
人
し
た
と
さ
れ
る
第

446

話
を
除
い
た
話
数
で
示
し
て
い
る
（
大
系
解
説
33
頁
参
照
）
。

仰
小
林
保
治
氏
「
古
今
著
聞
集
の
説
話
編
成
法
（
一
）
ー
巻
第
十
二
、
愉
盗
第
十
九

の
場
合
ー
」
（
『
説
話
集
の
方
法
』
笠
間
書
院
、
平

4
、
初
出
、
昭

54)
。
な
お

『
続
古
事
談
』
の
〈
悪
行
〉
諏
へ
の
視
線
も
ま
た
『
著
聞
集
」
と
類
似
す
る
。
「
続

古
事
談
注
解
』
（
和
泉
書
院
、
平

6
)
6
9
2
頁
の
池
上
氏
「
余
説
」
（
『
続
古
事
談
」

第
五
「
諸
道
」
第
四
六
話
）
参
照
。

⑳
注

3
の
小
峯
氏
著
書

532
頁
参
照
。

⑳
注

3
の
池
上
氏
論
文
参
照
。

⑳
注

19
の
前
田
氏
論
文
参
照
。

⑳
江

3
の
小
峯
氏
苫
書

376
頁
参
照
。
な
お
‘
巻
―
―
十
九
第

1
.
1
4
話
の
大
皇
説
話
に

つ
い
て
は
前
田
氏
「
『
今
昔
物
語
巣
」
の
〈
国
家
〉
像
」
（
『
中
冊
説
話
と
そ
の
周

辺
」
明
治
書
院
‘
昭

62)
・
注
19
の
前
田
氏
論
文
に
も
言
及
が
あ
る
。

⑳
礼

3
の
小
峯
氏
苫
書

386
貞
参
照
。

⑰
小
峯
氏
「
市
の
文
学
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平

5
.
1
1
)
。

⑳
注

4
の
森
氏
解
説

537
頁
参
照
。
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付
記
小
稿
は
、
平
安
京
文
化
研
究
会
第
33
回
例
会
（
平
成

8
年
7
月
）
に
お
け
る

口
頭
発
表
に
某
づ
き
、
成
稿
し
た
。
席
上
、
千
本
英
史
先
生
、
深
沢
徹
先
生
、
荒

木
浩
先
生
、
田
中
貴
子
先
生
、
歴
史
学
の
高
橋
口
日
明
先
生
、
西
山
良
平
先
生
を
は

し
め
、
多
く
の
方
々
に
貰
重
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
、
深
く
感
謝
の

意

を

表

し

ま

す

。

（

本

学

大

学

院

修

士

課

程

）




