
『
春
雨
物
語
」

の
発
想

高

田

衛

-

そ
の
歴
史
意
識
を
め
ぐ

っ
て
の

一
断
章
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『
春
雨
物

語
』
十
編

の
う

ち
の
異
色

は
、

「
歌

の
ほ

ま
れ
」

で
あ

ろ
う
。

と

い
う

の
は
、

こ
の

一
編

の
み
は
、
小
説

の
体

を
な

さ
な

い
類
歌
論

の
覚
書

で
あ

っ
て
、
分
量
的

に
も
内
容
的

に
も
、
他

の
九
編

と
は
、

ま

っ
た
く
性
格

の
ち

が

っ
た
も

の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
、

メ
モ
に
も
似

た

一
編

が
、
な
ぜ
最
終
稿

『春
雨
物
語
』
集
中

に
入

っ
て
い
る
か
と

い
う

こ
と

が
、

『
春
雨
物
語
』

の
成
立
を

め
ぐ

る
ひ
と

つ

の
問
題

で
あ
り
、
今
ま

で
も
そ
れ

に
つ

、い
て
い
ろ

い
ろ
考
え
ら
れ

て
き
た
。

一
方
、
秋
成
に
は

こ
れ
と
同
じ
類
歌
論
を
、
内
容
と
し
、
か

つ
万
葉
歌
人
高

市

黒
人
と
同
時
代

の
女
流
歌
人

(
黒
人
と

の
応
答
歌

の
み
ら
れ

る
)

小

弁

と

を
夫
婦
に
み
た
て
、
そ

の
道
行
ぶ
り
を
仮
構
し
た
、

『
鴛
央
行
』
と

い
う

一
編

が
、

『
春
雨
物
語
』

と
は
別
に
存
在
し
て

い
る
。
小

品
で
は
あ

る
が
、
小

説
と

し
て

の
虚
構
は
は

っ
き
り
し
て
お
り
、
題
名

の
ご
と
く
、
夫
婦
の
愛

情

こ
ま
や

か
な
旅
と
万
葉
の
歌
と
が
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

類
歌
論

も
、
小
弁

の
問

い
か
け
に
た

い
す

る
、

黒
人

の
答

弁
と
し
て
書

か
れ
て
お
り
、
む
ぎ
出

し
の
作

者

の
持
論

と

い
う
形

を
と

っ
て
い
な

、い
。

そ

こ
で
、
中
村
幸
彦
氏

は
、
秋
成

が
大
沢
春
朔

に

『
ま
す
ら

お
物

語
』

を
贈

っ
た
後
、

同
題
材
だ

が
、
そ

れ
を
虚
構
化

し
て
面
目

を

一
新

し
た

『
死
首

の
咲

顔
』
ω

を
書
き
下

し
、
そ

れ
を
は
じ
め
て

『春
雨
物

語
』
中

に
加

え

た

よ

う

に
、

ま
た
、
は
じ

め

『春
雨
物
語
』

の

一
編

と
し

て
構
想

し
て
い
た

『茶
神

の

物
語
』

を
、
執
筆
後

に
の
ぞ

ま
れ

て
世
継
居
然
亭

に
贈

っ
た
た
め
、

こ
の
編

は

『春
雨
物
語
』

か
ら
省

い
た
よ
う

に
、

『鴛
央
行
』
も
、
は
じ

め
は

『春
雨
物

語
』

の

一
編
と

し
て
書

い
た
け
れ

ど
も
、
人

に
贈

る
な
ど

の
何
ら
か

の
事
情

の

た

め
、

こ
れ
を
捨

て
て
、
当
座

の
代
り
と
し

て
、

『歌

の
ほ
ま
れ
』
と
題
し
た

類
歌
論
覚
書
を
、

か
り
に

こ
の
集
に
収

め
た

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
②
。

う
な
ず
け

る
見
解
で
あ
り
、
私
も
原
則
的
に

こ
の
こ
推
測
を
支
持
す

る
も

の

だ
が
、
そ

の
反
面
、

『
鴛
央
行
』
を
、
は
ぶ

、い
た
に

つ
い
て
は
、

こ
の
作

品

の

自
己
評

価
に
も
と
つ
く
、

秋
成
自
身
の
撰
択
意
志

(
『
春
雨
物
語
』

の
文
学

的

な
構
成
意
図
と
し
て
)
も
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
想
像
も
す

る
の
で
あ

る
。

本
論
は
、
じ

つ
は

『春
雨
物
語
』

に
お
け

る
歴
史
意
識
を
問
題
と
す

る
も

の
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で
あ
り
、
当
初

に

『鴛
央
行
』
を
考
え

る
の
は
無
駄

の
多

い
寄
り
道

と
い
え

る

の
だ

が
、
秋
成

に
お
け

る
歴
史
小
説

の
発
想
構
造

を
考
え

る
た
め
に
は
、

か
え

っ
て
示
唆
多

い
素
材

な
の
で
、
あ

え
て
こ
の
寄

り
道
か
ら
論

を
は
じ

め
て
み
よ

う

と
す

る
の
で
あ

る
。

『鴛

央
行
』

は
、

秋
成

の
万
葉
研
究
か
ら
結
実

し
た

こ
と
が
は

っ
き

り
わ
か

る
作

品
で
あ

る
。
中
村
幸
彦

氏
が
、
そ
の
く
わ
し

い
解
説
㈲

を
さ
れ
て
い
る
の

で
多
く
を
述

べ
な

い
が
、

万
葉
集
中

の
高
市

黒
人

の
歌
の
う
ち
、

九
首
を
え
ら

び
、

近
江
か
ら
美
濃

路
を
経
て
尾
張

二
二
河
ま
で
の
道
行
ぶ
り
に
構
成
し
、

配

す

る
に
、
万
葉
二
七
六

・
同
二
七
七

の
黒
人
夫
妻

の
旅
の
別
れ

の
歌
を
媒
介
に

し
て
、

こ
れ
を
万
葉
三
〇
五

の
黒
人

の
近
江
旧
都
歌

の
作
者

が
、
後
註
に

「
或

ロ
、
小

弁
作
也
」
と
あ

る
の
を
も
と

に
、

「
小
弁
」
と

い
う
名

の
妻
と

の
同
行

と
し

て
仮
構

し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し

て
、

こ
れ
ら

の
万
葉
歌

の
内
容
と
修

辞
は
と
も

に
小
説

の
構
成

の
不
可
欠
な
要
素
と
な

っ
て
駟
る
こ
と
は
注
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

「
た
つ
鳴
き
わ

た
る
」
と

い
う
末
七

の
句

の
同

一
形
を
問
題

に
し
た
類
歌
論

も
、
黒
人

の
万
葉

二
七

一
の
歌
を
中

心
に
、
黒
人

の
作
歌
論

と
し

て
述

べ
ら
れ

て
お
り
、

こ
れ
ら

は
、
ま

た

『史
論
』

『金
砂
』
巻

三
に
も
み
え

る
秋
成

の
独

自
な
見
解

で
あ

る
こ
と
も
、
も
は
や
周
知

で
あ

ろ
う
。

以
上

の
よ
う

に
、
秋
成
晩
年

の
万
葉
研
究

の
う
ち

の
、
高
市
黒
人

の
周
辺
を

抜
萃
す

る
と
、

お
の
ず

か
ら

に
構
成

さ
れ

て
く

る
な

め
ら

か
で

自
然

な

虚

構

が
、
そ

こ
に
考
え
ら
れ

る
と

い
う
意
味
で
、
作
品

『鴛
央
行
』

の
発
想

に
は
、

彼

の
学
問

と
の
脈
絡

が
明
快

に
指
摘

で
き

る
こ
と
は
事
実

で
あ

る
。
し
か
し
、

そ
れ

と
と
も

に

『鴛
央
行
』

が
、
そ

の
題
名

が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
か
な
り
甘

美

な
物
語
と
な

っ
て

い
る

こ
と
も
、
注
目

し
な
く
て
は
な
ら

な
い
で
あ

ろ
う
。

そ

の
甘
美

さ
は
、

こ
の
作

品
が
、
相
思
相
愛

の
夫
婦

の
道
行

ぶ
り
と
し
て
構

想
さ
れ
た
と
ぎ
、

す
で
に
予
定
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
け

れ
ど
も
、

か
と
い

っ
て
、

妻
小

弁
を
男
装
さ
せ
て
ま
で
同
行
す

る
と

い
う
道
行
の
虚
構
が
、
古

歌
の
考

証

か
ら

の
み
発
想
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く

い
の
で
あ

る
。
読
者
は
、

こ
こ
に
も
う

一
つ
の
発
想
を
予
想
せ
ざ

る
を
え
な

い
。

秋
成
は
、
わ
ざ
わ
ざ
、
文

章

の

一
節
を
、
夫
婦

の
道
行

の
解
説

の
た
め
に
さ

い
て
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
、い
る
。

あ

は
れ
く

昔

の
人
は

心
に
う
ら
な
く
誠

の
か
ぎ
り
も

て
つ
か

へ
し
も

の
ぞ
。

お
ほ
や
け

の
御
使
な
ら

ぬ
に
は
、
男
も
わ

た
く

し
ざ
ま

に
は
旅
ゆ

き
せ
ず
。

さ
る
は
出

で
立

つ
毎

に
面
白
き
所

に
来

て
は
、
此
浦
山

の
た
N

ず

ま
ひ
を
父

母
妻
子

に
見

せ
ま
し
な

ど
打
歎
き

て
よ
め
る
は
、
誠

の
限

り

な

り
。
治

れ
る
今
の
お
ほ
ん
時

に
も
仕

ふ
る
人

の
私

な
る
草

ぶ
し
は
せ
ぬ

を
、

民
草

の
上

こ
そ

い
と
も
う
ら
や
す
け
れ
。
あ

る
人
、
芳
野

の
花
、
須

磨
明
石

の
月
、
こ
x
か
し

こ
の
拝

ま
せ
に
も

、
し
り

へ
に
立

ち
て
相
離

れ
ず

行
く

は
、
今

の
御
代

の
忝
な
き
を
推

し
戴
く

べ
き

に
ぞ
あ
り
け

る
…

・:
。

こ
こ
に
は
、

「
今
」

の

「
民
草
」

の
気
や
す

さ
の
実
感

に
立

っ
て
、

「
昔

の

人
」

の
制
約
多

い
繁

説

か
れ

て
い
る
・
文
中
・

「
あ

る
人
抗

・
芳
墅

も

須
磨

・
明
石

に
も
妻
を
同
伴
し
た

こ
と
を
記
し
て

い
る
が
、
秋
成
じ
し
ん
、
妻

を
須
磨

・
明
石
、
あ

る
い
は
大
和
や
、
但
馬

へ
伴

っ
た
経
験

の
持
主
㈲
で
あ

る

こ
と
が
思

い
出

さ
れ

る
わ
け
で
あ

る
。
す
く
な
く
と
も
、

こ
の
文
は
、
何
ら

か

の
情
念
的

「
経
験
」

に
も

と
づ
き
な

が
ら
、
古
代

に
お
け

る
詩
人
夫
婦

の
道
行

ぶ
り
を
、

ロ
マ
ネ
ス
ク
な
構
図

に
仕
立

て
よ
う
と
す

る
意
図

が
う
か

が
わ
れ

る
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よ
う

で
あ

る
。
そ
し

て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
秋
成
は
、
さ
ら
に

こ
の
文

を

次

の
よ
う
に

つ
づ
け

る
。

さ

る
は
あ
ま
さ
か

る
鄙

の
旅
路
も
、
お

の
が
宿
に
し
て
相
思
は

蜉
、
白

金
も
黄
金
も
玉
も
何
せ
ん
、
心
に
は
世

の
業
を
忘
れ
目

に
は
知
ら
ぬ
境
を

見
渡
し
、
翅
あ
ら
ね
ど
花
に
木

つ
た
ひ

?

、

日
毎
に
な
が
め
を
改
め
て

遊
ぶ
ら
ん
。

い
と

こ
そ
羨
し
け
れ
。

こ
レ」
に
、
心
す
な
お
な
男

女
の
旅

の
理
想
化

が
あ

り
、憧
憬

が
あ

る
こ
と
は
明

白
で
あ

ろ
う
。

孤
独

で
年

老
い
た
作
者

の
、

か
け

ね
な

し
の
羨

望
さ
え
う

か
が

わ
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

こ
の
理
想
化
や
憧
憬

の
背
後

に
あ

る
も

の
を
・
知

的
な
営
為

と
し
て
の
学
問
や
思
想

と
み

る
よ
り
、
そ
れ

に
加
わ

っ
た
も

っ
と
衝

動
的
、
人
間
的
な
美
的
情
念

の
存
在
と
し

て
考
え

る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な

い

か
と
い
う

の
が
私

の
考
え
で
あ

る
。

私

が
い
い
た
い
の
は
、

『鴛
央
行
』

の
よ
う

に
、
秋
成

の
方

葉

研

究

(歌

学
)
か
ら

の
派
生
を
明
快

に
探
知
す

る
こ
と

の
で
き

る
作
品

で
さ
え
も
、
そ

の

虚
構
と

し
て
の
発
想

に
は
、
明
白
な
人
間
的
主
題

が
あ

る
の
で
あ

っ
て
学
問
的

主
題
な

の
で
は
な

い
と

い
う
、
あ

る
意
味
で
は
わ

か
り
ぎ

っ
た

こ
と

に
つ
ぎ

る

か
も
し
れ
な

い
。

私
は
、
さ
き
に
妻

の
歿
後

の
秋
成

の
、
足
立
紫
蓮
と

の
交
渉
を

め
ぐ

る
風
流

の
構
図

に
つ
い
て
の
べ
た
。
そ

こ
で

『
山
霧
記
』

の
中

の
、
能
因
法
師

の
歌
な
ら

び
に
、
そ

の
歌
に

つ
ぎ
す
ぎ
た
と
し
て
批
難
さ
れ

る
頼
政

の

歌

を

め

ぐ

っ
て

の
、
秋
成
と
紫
蓮

の
対
話

の
姿
勢
に
注
意
し
た

つ
も
り
で
あ

る
。

『鴛
央
行
』

の
類
歌
論

が
高
市
黒
人
と
小
弁
と

の
対
話
か
ら

ひ
ぎ
出
さ
れ

る

構
成
を
み
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
記
述

の
原
型

の
ひ
と

つ
が
、
す
く
な
く
と
も
、

そ

の
風
流

(美
学
的
)
志
向

に
お
い
て
、

『山
霧
記
』

の
秋
成

と
紫
蓮

の
対
話

に
も
あ

っ
た
.」
と
を
、
私
は
指
摘
せ
ざ

る
を
え
な

い
。
そ

こ
に
は
、
知
識

の
叙

述

と
し

て
の
対
話
だ
け
で
な
く
、

ひ
と

つ
の
情
念
的
世
界
と
し

て
の
、
男
女

の

対
応

の
構
図
も

ふ
く
ま
れ

て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

そ
う
し
た
も

の

へ
の
、
秋
成

の
感
情
的
傾
斜
そ

の
他
に

つ
い
て
は
、

よ
く
わ

か

っ
て

い
な

い
の
だ

が
、
作

品

『
鴛
央
行
』

で
は
、

そ

の
よ
う
な
私
的

な
情

念

的
な
発
想
契
機

が
、
作
者
に
と

っ
て
も
思

い
が
け
な

い
桧
ど
、
あ
ま
り
に
あ

ら

わ
に
露
出
し

て
し
ま

っ
た

の
で
は
な
か

っ
た
か
。

「
何
事
も
あ
か
ら
さ
ま
に

こ
そ
あ
ら
ま
く
」

(
『
秋
の
雲
』
)

と
し
た
秋

成

で
あ
り
、
作
品

の
中
に
、
自

分

の
学

問
や
思
想
を

「
む
き
だ

し
」
に
す

る

こ
と

の
多

い
秋

成
で
あ

っ
た
が
、

そ
れ
に
し
て
も

『鴛

央
行
』

の
道
行

ぶ
り
の
甘
美

な
感
傷
は
若
々
し
す
ぎ
、
あ

る
意
咲
で
は
、
私

的
な
情
念
が
露
出
し
て
し
ま

っ

て

い
る
と

い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

最
終
稿

『
春
雨
物
語
』
が
、

こ
の

一
編

を
省

い
た

こ
と
に
、
秋
成
自

身

a
自

己
批
評
、

「
恥
」
の
意
識

の
よ
う
な
も

の
を
感

じ
な

い
わ
け
に
は

い
か
な

い
の
で
あ

る
。

'

2

『鴛

央
行
』

は
ま
た
、

一
面

で
は
歴
史
小
説

の
発
想

過
程

の

一
例

を
し
め
す

意
味

で
興
味

ぶ
か
い
作

品
で
あ

る
。

い
う

ま
で
も
な

く
、
す

で
に
指
摘

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
㈲
、
秋
成

の
壬
申

の
乱

に
た
い
す

る
、
ま
た
は

万
葉
集

の
中

の

「
近

江
荒
都

の
歌
」

に
た
い
す

る
、
猛
烈
な
関

心
が
な
け
れ
ば
、
あ

る
い
は

こ
の
小

品
は
成
立

し
な
か

っ
た
か
も

し
れ
な

い
の
で
あ
り
、

ま
た
、
そ

の
こ
と
と
、
作

者
主
体

の
人
間
的
主
題

と
①
重
層
を
考
え
う

る
か
ら

で
あ

る
。

『
鴛
央
行
』

で
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は
、
高
市
黒
人
を
か
り
て
、
次

の
よ
う
な
近
江
荒
都

の
歌

の
成
立

の
人
間
的
な

動
機

を
の

べ
て
い
る
の
で
あ

る
。

さ
れ
ば
よ
。
今
の
御
時
に
は
忍
び
に
も
語

る
ま
じ
き
古
言
な

る
を
、
我

お
ほ
父
達
そ

こ
の
ぞ
う

の
人
々
も
、

こ
の
都

の
御
為
に
亡
び

給

ひ

し

に

は
、
か
う
荒
れ
は
て
た

る
を
見
て
、
海
吹

く
風
も
骨
に
泌
み
通
り
て
、

い

た
く
も

い
に
し

へ
偲
ば

る
エ
よ
。

近
江

廃
都

の
跡
に
立

っ
た
黒
人

の
述
懐

と
し
て
の

一
文

な
の
だ

が
、

こ
れ
は

人

麻
呂

の

「
過
近
江
荒
都
時
」

の
歌
や
、

黒
人

の

「
感
傷
近
江

旧
堵
作
歌
」

に

つ
い
て
の
、
万
葉
研
究
家

と
し
て
の
秋
成

の
持
論

で
あ

っ
た
。

秋
成
は
、
歌

に
も
散
文

に
も
、
「
慷
慨
」

(
『金
砂
』
六
)
も
し
く
は
「
怨
恨
」

の
情

の
潜
在
を
敏
感

に
感
じ
と

る
素
質

の
持
主

で
あ

っ
た
が
、

こ
れ
ち

の
歌

に

つ
い
て
は
、
そ

の
傑
作

の
意
味
を
、
鎮
魂

の
し
ら

べ
と

し
て
感
じ
と

っ
た

こ
と

を
、
す
く
な
く
と
も
、
自
己

の
独
創
と
考
え
て

い
た

の
で
あ

る
。
「
さ

黛
波

の
し

が

の
宮
古

の
あ
れ
し
と
て
、
人
丸

の
か
な
し
げ

に
よ

み

し

は
、

誰
心
づ
か
ぬ

距
、

大
津

の
忠

臣

の
末

毋
も

の
の
心
な
り
」

(
『
胆
大
小

心
録
』
)

一
五
八
)

と
み
ず

か
ら
述

べ
て
い

る
の
は
、

そ
の
ひ
と

つ
の
証
で
あ

る
。

こ
の
論

の
特
徴

は
、
人
麻

呂

・
黒
人

ら
の
近
江
荒
都

の
歌
の
成

立
の
契
機

を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
祖

霊
鎮
魂

の
衝
動

と
み
る
点

に
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
人
麻

呂
や
黒

人

の

父

祖

が
、
壬
申

の
乱

に
お
い
て
死
ん
だ

と
し
、
近
江
荒
都

の
荒
凉

の
中

に
、
そ

れ
ら

父
祖

の
死
霊

の
怨
恨

の
声

を
き

い
た
と
す

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ

う

な

発

想

は
、
じ

つ
は
近
世
に
入

る
と

め
ず
ら
し

い
も

の
で
は
な

い
。

「
夏
草
や

つ
は
も

の
ど
も

が
夢

の
あ
と
」
と

い
う
芭
蕉

の

一
句
が
し

め
す
よ
う
に
、
歴
史

の
追
懐

は
、
そ

の
地
に
ひ
そ
む
死
者

の
声
を
き
く
と

い
う
形
式
を
と

る
こ
と
が
伝
統
的

で
あ

っ
た
。

『金
砂
』

六
で
は
、

黒
人

の

「
感
傷
近
江

旧
堵
作
歌

」
に
秋
成

は
次

の
よ
う

な

評
を
加
え

て
い
る
。

黒
人
も
同
じ
く
大
友

の
麾
下

に
亡
び

し
人

の

一
族

に
て
、

こ

こ
に
来
て

見
れ
ば
、
我
も
や
そ

の
か
み

の
人

か
、
す
ず

う
に
悲

し
ぎ
は

と
、
又

か
く

く
に
つ
か
み

荒

に
し
は
、

こ
の
さ
ざ
波

の
地
霊
神

の
御

心
よ
り

か
く
も
荒

た
る
に
や
、

柱
倒
れ
瓦
砕
し
ま
ま
に
朽
た

る
、
上
は
草
蒸

て
鬼

の
す
み

か

と

見

ゆ

る

を
、

さ
れ
ば

こ
そ
ゆ
き
見
じ
と
常
に
思
ひ
し
を
、
さ
す
が
に
昔
し

の
ば
れ

て
、

此
悲
し
き

を
見

つ
る
よ
と
云
、
千

と
せ
あ
ま
り
の
む
か
し
人

の
た

め

に
涙
お
と
さ

る
x
は
、
実

に
真
言

の
道

と
云

べ
か
り
け
り
。

し

た

そ

し
て
、

秋
成
自
身

の
人
麻

呂
観

と

同

じ

く
、

言

外

に

「
心
裏

に
は

一

族

の
大
友

の
御
為

に
亡
び
し
を
深

く
悲

し
む

也
」
と
い
う
遺
孫
と
し
て
の
慷
慨

の
情

を
仮

定
し
て
、い
る
わ
け

で
あ

る
。

こ
ん
に
ち
で
は
、

こ
れ
ら

「
近
江
荒
都

の
歌
」
群

が
、
壬
申

の
乱

で
亡
び

さ

っ
た
天
智
系

の
御
霊

に
た
い
す

る
。
勝
利
者
天
武
系
宮
廷

の
側

か
ら

の
鎮
魂

歌

で
あ

っ
た

こ
と
、
そ

の
よ
う
な
公
的
喨
術
的
要
請
が
人
麻
呂

・
黒
人
ら

の
個
人

的
感
懐
を
超
え

た
、
歌

の
成
立

の
契
機

で
あ

っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
公
認

さ
れ

て
い

る
が
、
秋
成
は

こ
れ
を
、
戦
死
者
と
し
て

の
家

祖

へ
の
追
悼

・
感
懐
と

い
う
、

あ

る
意
味
で
は
私
的
な
契
機
と
し
て
解
し
て

、い
た
と

、い
う

こ
と
に
な

る
。

日
本
伝
統

の
祖

霊
信
仰
が
、
先
祖
-
家
祖
信
仰
と

、い
う
形
で
、
「
家
系
」
意
識

を
中

心
に

「
家
」

と
い
う
単
位

に
集
中

し
て
、い
っ
た
近
世
に
ふ
さ
わ
し

い
解
釈

と
い
え

る
が
、

こ
の
場
合

の

「
家
系
」

は
ま
た
、
家
父

長
支

配
制

に
お
い
て
、

か
な
ら
ず

し
も
私
的

と
の
み
は

い
え
な
か

っ
た

こ
と
、
そ

こ
に
は
半
ば
公
的
な
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一
面
も
あ

っ
た
こ
と
を
私

た
ち
は
考
え
な
く

て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
す
く

な
く

と
も

、
斉
藤
茂
吉

の

「
過

二
近
江
荒
都

一
と
い
ふ
の
だ

か
ら

、
作
者

の
人
麻

呂

が
何

か
の
事

で
近
江

へ
行

っ
て
、
其
処

を
通

っ
た
時
、
或

は
た
つ
ね

た
時

の

歌

の
や
う

で
あ

る
。
僻
案
抄

に
、
〈
標
題

に
過
近
江
荒
都
時

と
あ
れ
ば
、
過

の

字

に
よ
る
に
、

一
時

の
感
慨

を
よ
め
る
歌

と
み
え
た
り
V
と
云

っ
て
い
る
の
は

妥
当

で
あ
ら
う
。

(略
)

こ
の
近
江
大
津
宮

の
荒
廃

は
当
時
人

心
感
動

の
対
象

と
な

っ
た
も

の
の
如
く
、
黒
人

の
作

に
矢
張
り

こ
の
旧
都
を
歌

っ
た
も

の
の
あ

る
の
は
そ

の
証
拠

で
あ

る
」

と
い
う
意
見

の
よ
う

に
、
純
粋
な
個
人
的
感
懐

と

み
る
の
と
は
、
す

こ
し
受
け

と
り
方

が
ち
が

っ
て
い
る
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
秋
成
の
解
釈
が
、

た
と
え
ば
人
麻
呂

や
黒
人

の
家
系
調
査

と
い

っ
た
学
的
検

証
に
よ

っ
て
生

れ
た
の
で
は
な
く
、
秋
成

の
う
け

と
め
た
古
歌

の

実
感
か
ら
生
れ
て

い
る
こ
と

(
逆
に
、

こ
の
歌

を
資
料

に
し
て
、
秋
成

は
人
麻

呂

・
黒
人
ら
を
、

「
大

津
忠

臣
の
末

の
も
の
」
と
指

定
す
る
の
で
あ

る
)

は
、

秋
成
の
歴
史
観

の
基
礎
構
造

を
暗
示
し
て
興
味

ぶ
か
い
。
秋

成
は
文
学
的

な
感

動

(
そ
れ
は
、
彼

に
と

っ
て
は
作
者

の

「
悲
憤

」
の
問

題
に
ゆ
き

つ
く
も

の
で

あ

る
こ
と
は
先
に
述

べ
た
)

の
背
後

の
、
人

間
的

な
葛
藤

・
対
立

の
劇

と
し
て

歴
史
を
直
観
し
た
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、

秋
成

の
歴
史

理
解

の
方
法

に
お
い
て

は
、

学
的
な
検
証
に
相
当
す

る
の
は
、
与

え
ら
れ
た
歴
史
史
料

に
た
い
す

る
人

聞
論
的
な
思
索
と
判
断
の
客
観
性
だ

っ
た
の
で
あ
り
、

か

つ
そ
の
基
準

と
な

る

の
は
、

現
実
的
な

認
識

を
根

拠
と
す

る
直
観

で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
の
場
合
、

秋
成
の
歴
史

へ
の
関
心
は
当

然
に
、
歴
史

の
全
体
的

な
流
動

と
と

も
に
、
そ

の
中
で
劇
的

に
生
動

す

る
人
間
又
は
人
間

の
運
命

に
た

い

す

る

興

味
、
す
な
わ
ち
人

物
論

ま
た
は
人
間
論

と
し
て
方
向

づ
け
ら

れ
る

こ

と

に

な

る
。

「
近
江
荒
都

の
歌
」
に

つ
い
て
い
え
ば
、

そ
の
歌
と
し
て
の

成

立

の

背

景

に
、

悲
憤

の
状
況
を
秋
成

は
措
定
せ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
し
、

そ
れ
が

「
実

に

真

言
の
道
」
で
あ

る
と
い
う
、
彼

自
身

の
文
学
観

(
根
底

に
著
書

発

憤

説

や

「
詩

経
」
毛
詩

な
ど
の
教

養
を
条
件
と
す

る
)
、に

一
致
す

る
か
ぎ

り

に

お

い

て
、

歌
の
文

学
的
感
動

は
、

歴
史

へ
の
人

間
史
的
省

察
ど
し
て
、
人

間
的

な
思

索

の
な
か
に
編
み

こ
ま
れ
て

い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
'

さ
て
、

そ

の
よ
う
な
歴
史

へ
の
関
心
は
、

こ
こ
で
は
と
く
に
近
江
荒
都

歌

へ

の
関
心
を
媒
介
と
し
た
壬
申

の
乱

へ
の
関
心
と
な

っ
て
、

記
述
形
式
が
、
文
学

的
で
'あ

る
と
否
と
を
問
わ
ず

、
そ

の
よ
う
な
歴
史
そ

の
も

の
に
集
中
さ
れ
て
ゆ

く
は
ず

の
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、

秋
成
は
、

万
葉
註
釈
の

『金
砂
』

六
や

歴
史
随
筆

『
史
論
』

そ

の

一
で
、
そ

の
壬
申
の
乱
に
た

い
す

る
丁
寧
な
記
述
を

は
た
し
て

い
る
。
中
村
幸
彦

氏
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
そ

の
記
述

の
導

入
は

「
近
江
荒
都
歌
」

の
検
証

の
後
、

「
さ
て

こ
の
荒
都

の
物
語
を
、

思
ふ
ま

x
に
蛇
に
足
を
添
て

い
は
ん
歟
」

(
『
金
砂
』

六
)

・
「
こ
の
荒
都

の
事

に

つ
き

て
、
蛇
に
足
を
そ
え
て
絵
が
け

る
に
倣

ひ
、
お
も
ふ
事

を

、い
は

ん
」

(
『史

論
』

)
と

い
う
研
究
上

の

「
蛇
足
」
と
し
て
の
前
文

で
あ

り
、

長
文

の
壬
申

の

乱
お
よ
び
天
武
系
王
朝
に

つ
い
て

の
記
述
本
文

の
最
後
で
は
、

次

の
よ
う
に
述

べ
て

い
る
。

正
史
と

い

へ
ど
も
時
に
あ
た
り
て
は
実
を
退
け
譌
を
設
く

る
、

是
亦
人

力

の
天
を
誑
く
な
れ
ば
、
遂
に
其
事
後
に
見
あ
ら
は
さ

る
べ
し
。
舎
人
親

王
薨
ぜ
ら
れ
て
後
に
、
崇
道
尽
敬
天
皇

の
贈
号
を
賜

へ
り
し
が
、
御
子
和

気
王

の
隱
謀

の
罪
に
連
り
て
停

め
ら
れ
給

ふ
は
、
是
は
た
皇
祖
神

の
天
心
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こ
と
さ
だ
め

に
た
が
は
せ
け
ん
と
お
も
ふ
は
、

い
と
も
か
し

こ
く
身

に
お
は
ぬ
論
定
な

が
ら
、
世
は
寔

に
よ

る
か
た
な
き
も

の
と
お
も

ふ
心

の
煩

ふ
ま

N
に
、

此

長
物

が
た
り
を
も
打
出
つ

る
な
り
、

い

つ
は
り
も
真
言
も

よ
し
や
世

に
流
れ

よ
ど
め
る
ほ
ど
を
書
も

と

黛
め
ん

(
『金
砂
』

六
)
⑥

こ
の
部
分
を
さ
し
て
、
中
村

幸
彦
氏
が
、
秋

成
の
歴
史

へ
の
興
味
か
ら
歴
史

小
説

へ
の
推
移
を
説
明
さ
れ
て

い
る
の
だ

が
、

こ
こ
に
は
あ
ぎ
ら
か
に
、

「
正

史
と

い

へ
ど
も
時
に
あ
た
り
て
は
実
を
退
け
譌
を
設
く

る
」
と

い
う
、
正
史
批

判

の
立
場

が
み
ら
れ

る
こ
と
が
注
目

で
膏

る
で
あ

ろ
う
。

3

こ
の
時

代
、
文
学

と
し
て
の
万
葉
集

・
万
葉
歌
の
研

究
と
は
も
と
も
と
歴
史

研
究
で
あ

っ
た

こ
と
は
心
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

万
葉
に
限
ら
ず
、
古

典

研
究
と
歴
史
研
究
は
、
ま
だ
分
化
し

て
い
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
そ
れ
だ

け
で

は
な
く
、
学
問

の
概
念
も
ま
た
、
大
き
な
変
り

め
に
あ

っ
た
。

「
見
聞
広
く
事

実

に
行
わ

た
り
候

を
学
問
と
申
事

に
御
座
候
。
学
問

は
歴
臾

に
極
ま
り
侯
事

に

候
」

(徂
来

『答
問
書
』
上
)
と

、い
う
学
問
意
識

が
ど
こ
ま
で
普
遍
化

し
て
い

た
か
は
厳
密

な
考

証
を
必
要

と
す

る
が
、

ど
ち
ら

に
し
て
も

「
歴
史
」

が
、
当

代

の
大
き
な
知
的
対

象
と
し
て
浮

び
上

っ
て

、い
た
の
で
あ

る
。
そ

し
て
秋
成

の

万
葉
研
究
も
ま
た
ひ
ろ

い
意
味
で
の

(
歴
史
研
究
を
包
含

し

た
)

「
古

代

研

究
」

の
性
格
を
も

っ
て
、い
た

こ
と
は
認

め
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

し
か

し
、

こ
の
場
合
で
も
歴
史

へ
の
関
心
ま
た
は
研
究
が
、
た
だ

ち
に

『
春

雨
物
語
』
と

い
う
歴
史
小
説

の
成
立
に
結
び

つ
く
わ
け
は
な

い
の
で
あ

っ
て
、

た
と
え
秋
成

の
歴
史

へ
の
関

心
が
、
古
歌

の
注
釈

か
ら
大
き
く
逸
脱
し
、
彼
じ

～
し
ん
の
い
う
、
研
究

上
の

「
蛇
足
」

と
し
て
の

「
長
物
語
」

に
い
た
る
と

い
う

事
実

が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
あ
く

ま
で

「
古
代
研
究
」
上

の
余
談

の
存

在

で
あ

っ
て
、
歴
史
小
説

の
成
立

契
機

を
説

明
す

る
も
の
と
は
な
り
得

な
い
で

あ

ろ
う
。

た
だ

、
秋
成
個
人
に

つ
い
て

い
え
ば
、
彼

の
書

く
も

の
が
生
涯
を
通
じ
て
、

ど

こ
か

に
小
説
性

(虚
構
性
)

に
う
ら
う
ち
さ
れ
て

、い
る
と

い
う
特
徴
か
ら
、

彼

の
小
説
家
的
主
体
性

に
お
い
て
、
晩
年

の
古
代
研
究

を
も
、

一
作
家

の
題
材

・
素
材
論

に
お
い
て
み

て
し
ま
う
傾
向

が
、
今

ま
で
は
あ

っ
た
。
そ

の
よ
う
な

考
え
方

に
立

て
ば
、

壬
申

の
乱
も
薬
子

の
乱
も

た
ん
な

る
素
材

に
還
元

さ
れ

て
,

し
ま
う

こ
と
に
な
る
。

秋

成
に
お

、い
て
は
、

歴
史

へ
の
省

察
や
分
析
が
、
学

問
的
な
範

疇

を

超

え

て
、
フ

ィ
ク

シ

・
ナ

ル
な
イ
メ
ー
ジ
に
逸
脱
し
が
ち
な
傾
向
は
、

彼

の
小
説
家

的
主
体
性

に
お
い
て
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ

の
彼
が
、

『
雨
月
物

語
』
や

『癇
癖
談
』

の
よ
う
な
作
品
を
持

つ
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、

こ
こ
に
創

造

さ
れ

た
歴
史
小
説
集
と

し
て
の

『春
雨
物
語
』

が
、
そ
れ
ら
従
来

の
作
品
と

ち
が

っ
た
文
体

の
創
造

を
と
も
な

い
、

ち
が

っ
た
内
面
構
造

に
よ

っ
て
組
成

さ

れ
て
い
る

こ
と
を
認

め
な
く
て
は
な
ら
な
、い
で
あ

ろ
う
。

考

え
方

に
よ
れ
ば
、

『
雨
月
物

語
』

も
ま
た
歴

史
小
説
集

で
あ

っ
た
。

た
だ

『
雨
月
物
語
』

は
歴
史
上
に
素
材

を
求

め
な
が
ら
も
、

「
怪
談
」
で
あ

り
、

飜

案
小
説
で
あ

る
と

い
う
様
式
的
な
制
約
を
逆
手
に
と

っ
て
、
独

自
な
文
体

と
主

題
性
を
持

つ
こ
と
に
成
功
し
た

の
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

は
じ
め
歴

一35一



史
小
説
集
と
し

て
構
想

さ
れ
た

『
春
雨
物
語
辱
も
、
た
だ
歴
史

へ
の
関
心
、
素

材

発
見
と

い
う

こ
と
で
書
か
れ
た

の
で
あ
れ
ば
、
あ

の
よ
う
な
従
来
と
全
く
異

な
る
新

し
い
文

体
の
創
造
を
必
要
と
し
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。

『鴛

央
行
』

一
編

の
検
証

に
お
い
て
、
私

は
そ

れ
が
小
説

で
あ

る

た

め

に

は
、
作
者

の
万
葉
学

と
の
脈
絡

よ
り

は
、
人
間
的
な
あ

る
主
題

の
発
想
を

必
要

と
し
た
と
述

べ
、
ま

た
こ
の
編

が

『春
雨
物
語
』
十
編

か
ら
洩
ら

さ
れ
た
理
由

　

　

　

の
ひ
と

つ
と
し

て
、

こ
の
編

の
主
題
に
た

い
す

る
自
己
検
閲
も
あ
り
得

る
と
し

た

の
は
、

『
春
雨
物
語
』

の
構
想
お
よ
び
初
稿
前
後
に
お

い
て
、

こ
こ
に
全
く

独
自

な
歴
史
小

説
の
発
想
を
み

る
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
間

題
に

つ
い
て
は
、

じ

つ
は
森
山

重
雄
氏
が
、
秋
成

の
歴
史
意
識

を
宣
長
の
そ
れ
と
の
対

比

に

お

い

て
、

ま
た
ア
ラ

ソ
を
援

用
し

つ
つ
な
さ
れ
た
歴

史
の
記

述
と
小
説

の
記

述
の
本

質
的
相
違
性

の
指
摘

に
お
い
て
、

述
作

さ
れ
て
い
る
切

と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
私

は
ま
た
別

な
角
度

か
ら
、

こ
の
間

題
に

こ
だ

わ

っ
て
み
た
い
で
あ

る
。

『鴛
央
行
』

に

つ
い
て
い
え
ぱ
、

こ
の

一
編

が

『春
雨
物

語
』
初
稿
前
後

に

お
い
て
、
独
自
な
歴
史
小
説
的
発
想

に
支
え
ら
れ

て
い
た
の
は
、
近
江
荒
都
歌

の
成
立
を

め
ぐ

る
秋
成

の
祖
霊
鎮
魂
説

の
人
間
化

の
主
題

で
あ
り
、
先

に
書
き

お
と
し

て
い
た
が
、
彼

の
類
歌
論
に

お
け

る
言
霊
的
歌
論
叙
述

の
主
題

に
よ

っ

て
み

る
こ
と

が
で
ぎ

る
の
で
あ

る
。

た
だ
、

こ
れ
ら

の
主
題
は
、

こ
の
段
階
で
は

二
つ
の
方
向
に
分
裂
し
た

の
で

あ

っ
た
。

ひ
と

つ
は
、
作
者
自
身

の
情
念
的

「
経
験

」
と
結

び

つ
き
、
古
代

歌
人

夫
妻

の
道
行

と
い
う
男

女
相
対

の
構
図

に
お
、い
て
や
や
自

己
抑
制

を
欠
く

か
た
ち
で

幻
想
化

さ
れ
た

『鴛
央
行
』

の
成
立

へ
、
も
う

ひ
と

つ
は

(成
稿

の
前
後
関
係

と
し
て
で
は
な
く
)
歴
史
記
述

(
正
史

批
判
)

と
し
て
の
、
万
葉

歌

註

釈

の

「
蛇
足
」
と
し
て
の

「
長
物

語
」

へ
で
あ

る
。

こ
こ
で
∴
先
述

の
秋
成

の
壬
申

の
乱

の
記

述

(
「
長
物

語
」
)

に
問
題

を
も

ど

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

秋
成

の
壬
申

の
乱
論
は
、
儒
仏

の
二
教

が
日
本

に
渡
来
し
、
あ

る
い
は

「
禅

位
簒
立

の
智
略
を
見
聞
き

て
天
性

の
情
慾
を
募
ら
せ
」
、
あ

る
い
は

「
人

の
情

慾
を

つ
の
ら
し
性
質
を
蕩
か
す
妙
法

(仏
教
)
」
と
し

て
、
日
本

の
古
代
人

の

本
性

を
歪

め
た
と
い
う
規

定
か
ら
は
じ
ま

っ
て

い
る
。
真

淵
学

の
思
想
的
受

け

つ
ぎ

は
あ
き
ら

か
で
あ

り
、
蘇
我

一
族
史
、
聖
徳
太
子
論
、

孝
謙

女
帝

重
柞

問

題

と
つ
ぎ

つ
ぎ

に
展
開

し
な

が
ら
、
結
果
的

に
は
、

壬
申

の
乱
前
後

の
王
族

・

人
臣

の
悍
悪
史

と
し
て
書
き
下

し
て
い
る
点

が
特
徴

で
あ

る
。
そ

し
て
、
天
智

帝

・
大
友
皇
子
な

ど
を
論
じ
な

が
ら
、

こ
の
時
期

の
人
皇

の
変
転

た
だ
な
ら

ぬ

動
き
を
、

「
命
禄
」
と
呼
ぶ

一
種

の
運
命

の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
、
最
後
に
、

壬
申

の
乱

の
勝
利
者
側
天
武
王
朝
が
、
称
徳
帝
を
最
後
に
滅
び
て
し
ま
う
ま
で

を
述

べ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

あ
き

ら
か
に
、

こ
れ
は
史
論

の

ス
タ
イ

ル
で
あ

っ
て
、
末

尾
は
先

に
引

用
し

た
と
お
り
に
、

一
種

の
正
史

不
信

の
立

場
を
し
め
す

に
、い
た

っ
て

い

る

の

だ

が
、
そ

の
正
史

不
信

の
立
場

と
は
具
体
的

に
い
え
ば
、
史
書

『
日
本
書
紀
』
天

智

・
天
武
巻

の
記
述

が
、
天
武

王
朝
側

の
政
治
的
宣
伝

に
も
と
つ
く
も

の
で
は

な

い
か
と
す

る
疑
義

で
あ
り
、

(そ
れ
ゆ
え

に
天
武
血
統

の
廃
絶
を
指
摘

し
た

の
で
あ

っ
た
)
ひ
い
て
は
、
歴
史
史
料

(文
献
)
に
お
け

る
事
実
感
覚

へ
の
不
信

に

つ
な
が

る
も

の
で
あ

っ
た
。
秋
成

の
文
漱

不
信
論
は
、
彼

の
学
問

の

一
特
徴

で
あ
り
㈹
、

真
淵

.
宣
長

の
ご
と
ぎ
文
献
学

が
彼
に
お
い
て
は

つ
い
に
成
立

し

な
か

っ
た
根
本

の
理
由

で
あ

る
が
、

し
か
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
彼

は
、
史
論
や
歴

史
記

述
の
立

場
を
持

つ
こ
と
が
で
ぎ

た
と
も

い
え

る
。
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も

つ
ま
り
、
秋
成

の
歴
史
研
究
に
あ

っ
て
は
、
史
書

・
史
料

の
記
述

の
正
否
に

つ
、い
て
は
、
あ
く
ま
で
現
実
的
な
認
識
者
と
し
て

の
秋
成

の
主
観
な

い
し
直
観

が
、
そ

の
現
実
性

に
お
、い
て
留
保

さ
れ

て
お
り
、
そ

の
こ
と
が
、
彼

の
立
場
と

研
究
を
、
歴
史
記
述
と
し

て
よ
り
は
、
歴
史
小
説

の
発
想

へ
近
づ
け

る
重
要
な

条
件
と
な

っ
て
、い
た

の
で
あ

る
。

4

森
山
重
雄
氏

が
指
摘

さ
れ

た
よ
う

に
働
、

秋
成

は
歴
史

を
、
大
き
な
時
代
と

の
連
関

の
中

で
の
人
間

の
葛
藤

の
劇

と
し
み

よ
う

と
す

る
。
そ

こ
で
は

「
自
然

の
運
転
」

(
『呵
刈
葭
』
)

と
い
う
概
念

の
も

と
に
、
歴
史

と
は
人
間

の
劇

の

連
続

と
く
り
か
え

し
と
観
ぜ

ら
れ
る
か
ら
、
も

ち
ろ
ん
近
代
的
な
意
味
で

の
歴

史

概
念
は
な
い
と
い
わ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
史
書

。
史
料

の
事
実
感
覚

へ
の

不
信

が
、
秋
成

に
と

っ
て
文
学
的

な

「
歴
史
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
解
放
す

る
と
と

も

に
、
逆

に
秋
成

を
歴
史

の
中

へ
行
為
者
的

に
参

加
さ
せ
る
か
ら

で
あ

る
。
秋

成

は
、

そ
の

こ
と
を
さ
し
て
、
宣

長
の
い
う

「
復
古

」
に
反
対

し
、

「
た
だ
打

ま
ね
ぶ
は
擬
古

也
」

(
『文

反
古
』
)

と
い
い
、

「
擬
古

は
学
び

て
得

べ
し
、

復
古

は
学
者

の
贅
言

な
り
」

(
『
呵
刈
葭
』
)

と
い

っ
た
。

『
鴛
央

行
』

一
編
は
、
あ

る
意

味
で
は
そ

の
よ
う

な

「
擬
古
」

の
学
び

の

一

つ
の
習
作

と
み

る
こ
と
が
で
き

る
で
あ

ろ
う
。
近
江
荒
都

の
歌

の

「
悲
憤
」

の

構
造
を
語

る
こ
と
は
、
そ

の
意
味

で
は
、

壬
申

の
乱

の
死
者

の
声

を
彼
も

ま
た

聞
く

こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
忘
れ
さ
ら
れ
た
壬
申
前
後

の
古
代
人

の
、
終
止
す

る
こ
と
を
知
ら
ぬ
恨
み
を
ふ
く
ん
で
、

さ
迷
う

こ
と
で
あ

っ
た
。

万

葉

類

歌

に
、
古

い
こ
と
ば

の
世
界
の
言
霊
の
し
あ
わ
せ
を
見

る
こ
と
は
、

ま
た
秋
成

が

狭

い
現
代

の
こ
と
ば
の
制
約
か
ら
は
ば

た
く

こ
と
で
も
あ

っ
た
。

け
れ
ど
も
、
「
擬
古
」
は
ま
た
、
「
擬
古
」
と

い
う
制
約
に
た
え
ず
覚

醒
す

る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
鴛
央
行
』

の
甘
美
な
道
行

の
構
図
は
、
そ
れ
が
作
者

の
情

念

に
あ

ま
り

に
も
若

々
し
く
直
結
す

る
な
ら
ば
、

「
擬
古
」

の
規
矩
を
は
な
れ

た
も

の
と
し
て
、
自
戒

に
あ

た
い
す

る
の
で
あ

る
。

最
終
稿
本

『春
雨
物

語
』

の
序
文

に
は
次

の

一
節
が
あ

る
。

さ
れ
ど
お
の
が
世

の
山

が

つ
め
き

た
る
に
は
何

を
か
か
た
り
出

ん
。
む

か
し
此
頃

の
事

ど
も
人

に
欺

か
れ
し
を
、
我
又

い

つ
は
り
と
し
ら

で
人

を

あ
ざ
む

く
。

初
稿

『春
雨
物

語
』

は
、

最
終
稿
本

に
先
立

つ
十

数
年
前

に
構
想

さ
れ
、
筆

を

。下

さ
れ
て
い
る
の
泥

が
、
そ

の
序
文
草
案

の
う

ち
、
右

に
相
当
す

る
部
分

は
次

の
と
お
り
で
あ

る
。

い
に
し

へ
の
事

と
も
ふ
み
の

つ
か
さ
の
し
る
せ
を
お
も
ひ
出

て
、

た
れ

問
は
す

か
た
り
て
、

い

つ
は
り
す

へ
き

を
、

我

い
つ
は
り
て
又
人

の
譌

り

と
な

る
。

と
も
に
難
解
で
は
あ

る
が
、

そ

こ
に
は
、
史
書

の
記
述
を

「
い

つ
は
り
」
と

見
定

め
、
し
か
し
、
そ
の

「
い
つ
は
り
」
に
参
加
し
て
、
ま
た

「
い

つ
は
り
」

を
な
す
と

い
う
歴
史
に
た

い
す

る
文
学
者

の
挑

み
が
読

め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

・

(
未
完
)

註ω

た
だ
し
、

断
簡

が
天
理
冊
子
本
中

に
み
ら
れ

る
の
で
、

『
ま
す
ら
お
物

語
』

と

の
先
後
関
係
は
断
定
で
き
な

い
。

②

中
村
幸
彦
氏
岩
波
版
日
本
古

典
文
学
大

系

『
上
田
秋
成
集
』

解
説
二
三

・へ
ー
ジ
。

『
秋
成
』

一
九
八
べ
ー
ジ
等
。

㈹

校
本

『
春
雨
物
語
』
二
四
三
・へ
ー
ジ
。

ω

拙
稿

『
紫
蓮
覚

書
』

立
正
女
子
短
大
紀
要
10
号
。

⑤

校
本

『
春
雨
物
語
』
二
四
〇

・へ
ー
ジ
。

⑥

『
史
論
e
』

に
収

め
る
と

こ
ろ
も
小

異
は
あ

る
が
、
瞭
ぽ
同
文

で
あ

る
。

ω

森
山
重
雄
氏

「
秋
成

の
文
学
思
想
」
と

「
春
雨
物
語
」

(
『
封
建
庶
民

文

学

の
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