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1 

中
古
文
学
概
論 

｜

「
歴
史
」
を
「
語
る
」
こ
と
｜ 

藤
井 

由
紀
子 

『
源
氏
物
語
』
の
歴
史
性
は
、
歴
史
物
語
と
い
う
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
生
み
出
す
要
因
と
な
っ
た
。
『
栄
花
物
語
』
は
、
『
源
氏
物

語
』
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
成
立
し
て
い
る
。
確
固
た
る
歴
史
観
の
な
い
『
栄
花
物
語
』
に
対
し
て
、
『
大
鏡
』
は
、
歴
史
を
生
み
出
す
主

体
と
し
て
の
「
人
間
」
に
着
目
し
、
紀
伝
体
に
よ
る
新
た
な
歴
史
叙
述
を
完
成
さ
せ
た
。
同
じ
く
「
人
間
」
に
対
す
る
強
い
興
味
の
下
に
編

纂
さ
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
説
話
文
学
の
最
高
峰
と
し
て
、
多
く
の
先
行
説
話
を
変
容
さ
せ
て
取
り
込
ん
で
い
る
。
総
じ
て
、
平
安
時

代
は
、
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
開
い
て
い
く
、
文
学
的
に
実
験
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。

一 

歴
史
物
語
の
誕
生 

 

『
源
氏
物
語
』
は
、
し
ば
し
ば
現
実
の
時
間
と
連
結
し
よ
う
と
す
る
。
た
と

え
ば
、
須
磨
巻
。
光
源
氏
の
住
ま
い
は
、「
行
平
の
中
納
言
の
、
藻
塩
た
れ
つ
つ

わ
び
け
る
家
ゐ
近
き
わ
た
り
な
り
け
り
」（
一
七
九
頁
）
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ

に
登
場
す
る
「
行
平
の
中
納
言
」
と
は
、
在
原
行
平
（
八
一
八
～
八
九
三
）
の

こ
と
。
「
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
」
と
い
う
表
現
は
、
次
の
『
古
今
和
歌
集
』

の
行
平
歌
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。 

田
村
の
御
時
に
、
事
に
当
り
て
、
津
国
の
須
磨
と
言
ふ
所
に
籠
り
侍
け

る
に
、
宮
の
う
ち
に
侍
け
る
人
に
、
遣
は
し
け
る 

 

在
原
行
平
朝
臣 

わ
く
ら
ば
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
も
し
ほ
た
れ
つ
つ
侘
ぶ
と
こ
た

へ
よ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

（
巻
十
八
・
雑
下
・
九
六
二
） 

詞
書
に
よ
れ
ば
、
行
平
は
、
文
徳
天
皇
の
時
代
に
「
事
に
当
り
て
」
須
磨
に

蟄
居
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
事
件
は
、
光
源
氏
が
退
居

先
と
し
て
「
須
磨
」
を
選
ん
だ
先
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、『
源
氏

物
語
』
は
、
単
な
る
モ
デ
ル
と
し
て
行
平
を
使
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
光

源
氏
の
「
お
は
す
べ
き
所
」
が
行
平
の
「
家
ゐ
近
き
わ
た
り
」
だ
と
述
べ
る
こ

と
に
よ
り
、
あ
た
か
も
、
行
平
の
生
き
た
現
実
に
繋
が
る
時
間
軸
に
、
光
源
氏

の
物
語
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
装
う
の
で
あ
る
。
現
実
世
界
と
パ
ラ
レ
ル
な
、

も
う
一
つ
の
「
歴
史
」
を
語
ろ
う
と
す
る
意
識
を
、『
源
氏
物
語
』
は
た
し
か
に
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持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
人
々
に
、「
歴
史
」
も
ま
た
一
つ
の
「
物

語
」
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

「
歴
史
物
語
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
『
源
氏
物
語
』

の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
宇
多
天
皇
か
ら
堀
河
天
皇

ま
で
の
約
二
百
年
間
の
歴
史
を
描
い
た
『
栄
花
物
語
』
は
、
道
長
の
死
ま
で
を

描
く
正
編
三
十
巻
と
、
そ
の
後
の
続
編
十
巻
に
分
け
ら
れ
る
。
正
編
は
後
一
条

天
皇
の
在
位
後
半
（
万
寿
・
長
元
年
間
〔
一
〇
二
四
～
一
〇
三
六
〕
）
、
続
編
は

十
二
世
紀
初
頭
ま
で
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
が
、
古
く
か
ら
、
正
編
の
作
者
に

は
、
赤
染
衛
門
が
擬
さ
れ
て
き
た
。
彼
女
が
作
者
と
さ
れ
た
の
は
、
夫
・
大
江

匡
衡
が
有
能
な
儒
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
自
身
も
ま
た
、
紫
式
部
同
様
、

中
宮
彰
子
（
と
そ
の
母
倫
子
）
に
仕
え
た
女
房
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
紫

式
部
日
記
』
に
は
、
紫
式
部
と
赤
染
衛
門
に
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
『
紫
式
部
日
記
』
は
、『
栄
花
物
語
』
の
重
要
な
依
拠
資
料
で
も

あ
っ
た
。
彰
子
の
敦
成
親
王
出
産
を
描
く
巻
八
「
は
つ
は
な
」
は
、『
紫
式
部
日

記
』
を
直
接
的
に
用
い
て
い
る
。
ま
ず
、『
栄
花
物
語
』
を
見
よ
う
。 

秋
の
け
し
き
に
い
り
立
つ
ま
ま
に
、
土
御
門
殿
の
有
様
い
は
ん
方
な
く
い

と
を
か
し
。
池
の
わ
た
り
の
梢
、
遣
水
の
ほ
と
り
の
草
む
ら
お
の
お
の
色

づ
き
わ
た
り
、
お
ほ
か
た
の
空
の
け
し
き
の
を
か
し
き
に
、
不
断
の
御
読

経
の
声
々
あ
は
れ
ま
さ
り
、
や
う
や
う
涼
し
き
風
の
け
は
ひ
に
、
例
の
絶

え
せ
ぬ
水
の
音
な
ひ
、
よ
も
す
が
ら
聞
き
か
は
さ
る
。 

 

（
三
九
七
頁
） 

次
に
、『
紫
式
部
日
記
』
の
冒
頭
部
を
引
く
。 

秋
の
け
は
ひ
入
り
立
つ
ま
ま
に
、
土
御
門
殿
の
有
様
い
は
む
方
な
く
を
か

し
。
池
の
わ
た
り
の
梢
ど
も
、
遣
水
の
ほ
と
り
の
草
む
ら
、
お
の
が
じ
し

色
づ
き
わ
た
り
つ
つ
、
お
ほ
か
た
の
空
も
艶
な
る
に
も
て
は
や
さ
れ
て
、

不
断
の
御
読
経
の
声
々
あ
は
れ
ま
さ
り
け
り
。
や
う
や
う
涼
し
き
風
の
け

は
ひ
に
、
例
の
絶
え
せ
ぬ
水
の
音
な
ひ
、
よ
も
す
が
ら
聞
き
ま
が
は
さ
る
。 

（
二
五
三
頁
） 

一
読
し
て
わ
か
る
通
り
、
単
語
レ
ベ
ル
で
の
入
替
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

『
栄
花
物
語
』
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
『
紫
式
部
日
記
』
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
逆
に
言
え
ば
、『
紫
式
部
日
記
』
は
、
大
規
模
な
歴
史
物
語
編
纂
計
画
が
進

行
す
る
中
で
、
そ
の
資
料
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。『
栄
花
物
語
』
が
、
彰
子
（
道
長
・
頼
通
）
の
文
化
圏
で
成
立
し
た
作
品
で

あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
道
長
を
賞
賛
し
、
客
観
的

な
批
判
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。 

『
栄
花
物
語
』
の
成
立
以
前
、
朝
廷
の
正
式
な
記
録
と
し
て
、
漢
文
に
よ
る

勅
撰
国
史
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
。
上
代
の
『
日
本
書
紀
』
を
嚆
矢
と
し
、『
続
日

本
紀
』『
日
本
後
紀
』『
続
日
本
後
紀
』『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
と
続
い
た
そ
れ

は
、
清
和
・
陽
成
・
光
孝
の
三
代
の
記
録
で
あ
る
『
日
本
三
代
実
録
』
で
途
絶

え
る
（
こ
れ
ら
の
勅
撰
国
史
を
ま
と
め
て
「
六
国
史
」
と
言
う
）
。
宇
多
天
皇
の

御
代
か
ら
起
筆
さ
れ
る
『
栄
花
物
語
』
は
、
た
し
か
に
こ
の
六
国
史
の
流
れ
を

時
間
的
に
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
後
宮
の
叙
述
に
重
き

を
置
き
、
人
物
の
運
命
を
そ
の
心
情
に
寄
り
添
う
形
で
語
り
、
時
に
は
、
実
際

に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
ま
で
「
歴
史
」
を
劇
的
に
語
ろ
う

と
す
る
と
い
う
点
で
、
国
史
の
性
格
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

巻
五
「
浦
々
の
別
れ
」
で
は
、
藤
原
伊
周
・
隆
家
の
配
流
の
原
因
と
し
て
花
山

院
に
矢
を
放
っ
た
事
件
が
描
か
れ
る
。
こ
の
事
件
自
体
は
実
在
の
も
の
で
あ
る
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こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
し
か
し
、
男
女
の
三
角
関
係
の
も
つ
れ
に
よ
っ

て
起
こ
っ
た
と
す
る
解
釈
は
、『
栄
花
物
語
』
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
騒
動
の
最

中
に
あ
っ
て
、
「
か
の
光
源
氏
も
か
く
や
あ
り
け
む
」
（
二
四
八
頁
）
と
、
そ
の

美
し
さ
が
描
写
さ
れ
る
伊
周
は
、
太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
敦

康
親
王
の
誕
生
に
よ
り
、
そ
の
後
見
役
と
し
て
都
に
召
還
さ
れ
る
。
こ
の
一
連

の
流
れ
は
、
明
ら
か
に
、『
源
氏
物
語
』
須
磨
・
明
石
巻
の
模
倣
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
伊
周
が
都
に
戻
っ
た
二
年
後
に
敦
康
親
王
は
誕
生

し
て
お
り
、
『
栄
花
物
語
』
は
、
事
実
を
曲
げ
て
ま
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
世
界

を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
、

「
歴
史
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
歴
史
」
と
い
う
「
物
語
」
で
あ
っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。 

二 

『
大
鏡
』
の
歴
史
意
識 

『
栄
花
物
語
』
と
踵
を
接
し
て
、
十
二
世
紀
前
半
ま
で
に
成
立
し
た
と
さ
れ

て
い
る
の
が
、
二
番
目
の
歴
史
物
語
で
あ
る
『
大
鏡
』
で
あ
る
。
文
徳
天
皇
か

ら
後
一
条
天
皇
ま
で
の
一
七
六
年
間
の
歴
史
を
描
き
、『
栄
花
物
語
』
同
様
、
そ

の
軸
と
な
る
の
は
、
藤
原
道
長
の
栄
華
で
あ
る
。 

同
じ
時
代
の
同
じ
事
象
を
描
き
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
『
大
鏡
』
は
、
『
栄
花

物
語
』
と
は
対
照
的
な
叙
述
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
大
き
な
違
い
の
一

つ
は
、
そ
の
編
纂
方
式
で
あ
る
。『
栄
花
物
語
』
は
、
六
国
史
に
倣
い
、
編
年
体

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
年
代
記
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
大

鏡
』
は
、「
帝
紀
」
と
「
列
伝
」
を
置
き
、
紀
伝
体
を
採
用
し
、
個
々
の
人
物
の

伝
記
を
集
成
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
方
法
は
、『
史
記
』
を
は
じ
め

と
す
る
中
国
の
史
書
類
に
よ
っ
て
学
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
、

作
者
は
未
詳
な
が
ら
、
知
識
あ
る
男
性
官
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

『
大
鏡
』
は
、
冒
頭
で
、
「
歴
史
」
が
語
ら
れ
る
「
場
」
を
設
定
し
て
い
る
。 

先
つ
頃
、
雲
林
院
の
菩
提
講
に
詣
で
て
は
べ
り
し
か
ば
、
例
人
よ
り
は
こ

よ
な
う
年
老
い
、
う
た
て
げ
な
る
翁
二
人
、
嫗
と
い
き
あ
ひ
て
、
同
じ
所

に
居
ぬ
め
り
。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

（
一
三
頁
） 

物
語
の
語
り
手
が
「
雲
林
院
の
菩
提
講
」
に
詣
で
た
と
こ
ろ
、
二
人
の
翁
と

一
人
の
嫗
に
出
く
わ
す
。
こ
の
翁
こ
そ
が
「
歴
史
」
の
語
り
手
で
あ
る
大
宅
世

継
と
夏
山
繁
樹
で
あ
り
、
世
継
は
「
一
百
九
十
歳
」
、
繁
樹
は
「
百
八
十
に
お
よ

び
て
こ
そ
さ
ぶ
ら
ふ
ら
め
」（
一
六
頁
）
と
設
定
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
聞
き
手
の

「
年
三
十
ば
か
り
な
る
侍
め
き
た
る
者
」（
一
五
頁
）
が
加
わ
っ
て
、
世
継
と
繁

樹
が
実
際
に
見
聞
し
た
こ
と
が
「
歴
史
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。『
大

鏡
』
に
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
地
の
文
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
す
べ
て
が
老
人
の

「
昔
物
語
」（
二
〇
頁
）
と
し
て
記
さ
れ
て
い
く
。 

世
継
と
繁
樹
の
年
齢
設
定
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、『
大
鏡
』
は
そ
の
歴
史
叙
述

の
枠
組
み
を
、
虚
構
に
よ
っ
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
世
継
と
繁
樹

の
語
る
話
は
、
客
観
的
な
史
実
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
三
条
天
皇

の
眼
病
の
原
因
で
あ
る
桓
算
供
奉
の
も
の
の
け
、
菅
原
道
真
の
祟
り
、
藤
原
忠

平
の
南
殿
の
鬼
退
治
な
ど
、「
怪
異
」
的
な
話
も
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
が
「
昔
物
語
」
と
し
て
、
当
時
の
人
々
に
語
り
継
が
れ
て
い
た
こ
と
も

ま
た
事
実
で
あ
り
、
多
角
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
各
人
物
は
、

『
栄
花
物
語
』
以
上
に
、
そ
の
実
像
に
鮮
や
か
に
迫
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、『
大
鏡
』
の
作
者
に
は
、「
歴
史
」
を
作
り
出
す
の
は
、「
時
間
」
で

は
な
く
、
紛
れ
も
な
く
そ
こ
に
生
き
て
い
た
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
識
を
具
体
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
紀

伝
体
と
い
う
叙
述
形
式
こ
そ
が
有
効
で
あ
っ
た
。 

こ
の
「
人
間
」
に
対
す
る
意
識
は
、
道
長
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

師
尹
伝
に
載
る
三
条
天
皇
第
一
皇
子
・
敦
明
親
王
の
春
宮
退
位
事
件
の
語
り
を

例
と
し
よ
う
。
春
宮
を
辞
し
た
い
と
申
し
出
た
親
王
に
、
道
長
は
「
さ
ら
に
さ

ら
に
う
け
た
ま
は
ら
じ
」（
一
二
四
頁
）
と
反
対
す
る
も
の
の
、
そ
れ
な
ら
ば
出

家
す
る
と
い
う
親
王
の
強
い
意
志
に
、
し
ぶ
し
ぶ
折
れ
る
形
で
退
位
を
了
承
し

た
、
と
世
継
は
語
る
。
こ
れ
は
、『
栄
花
物
語
』
に
描
か
れ
る
同
事
件
の
経
緯
と

酷
似
し
て
お
り
、『
大
鏡
』
が
直
接
『
栄
花
物
語
』
に
依
拠
し
た
箇
所
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
道
長
と
、
敦
明
親
王
の
父
で
あ
る
三
条
天
皇
と
の
不
仲
は
有
名
で
あ

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
条
天
皇
の
没
後
、
敦
明
親
王
に
対
し
て
の
配
慮

を
欠
か
さ
な
い
、
理
想
的
な
王
者
と
し
て
の
道
長
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る

が
、『
大
鏡
』
は
、
こ
こ
で
終
わ
ら
な
い
。
世
継
の
話
に
、
若
侍
が
、
自
分
の
知

っ
て
い
る
話
と
は
「
こ
と
の
ほ
か
に
変
は
り
て
は
べ
れ
」（
一
二
七
頁
）
と
異
議

を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
敦
明
親
王
は
、
道
長
が
自
分
に
退
位
を
迫
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
噂
を
聞
い
て
、「
ひ
た
ぶ
る
に
と
ら
れ
む
よ
り
は
、
我
と
や
退
き
な

ま
し
」（
一
二
九
頁
）
と
決
意
す
る
。
そ
の
決
意
を
聞
い
た
道
長
は
、
無
理
矢
理

退
位
さ
せ
る
こ
と
に
は
憚
り
が
あ
っ
た
の
に
、
自
分
か
ら
申
し
出
て
く
れ
る
と

は
と
、「
御
よ
ろ
こ
び
な
ほ
尽
き
せ
ず
」（
一
三
五
頁
）、
つ
ま
り
、
大
喜
び
す
る

の
で
あ
る
。
若
侍
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
道
長
の
姿
は
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
決
し
て
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
大
鏡
』
は
、
道
長
の
栄
華
が
、
人
格
的
に
優
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
極
め
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
冷
淡
さ
・
傲
慢
さ
も
す
べ
て
受
け
入
れ
た
上
で
、「
天

道
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
宿
世
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
敦

明
親
王
の
話
も
、
「
ま
づ
、
い
み
じ
か
り
け
る
大
宮
の
御
宿
世
か
な
」
（
一
三
五

頁
）
と
、
彰
子
の
宿
運
の
強
さ
に
回
収
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
過

程
に
お
け
る
道
長
の
非
情
な
面
も
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
語
っ
て
差
し
支
え
な

い
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
『
大
鏡
』
の
歴
史
観
は
、
結
果
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
「
作
り

物
語
」
に
寄
り
か
か
り
す
ぎ
た
『
栄
花
物
語
』
を
批
判
的
に
捉
え
直
す
こ
と
に

繋
が
り
、
き
れ
い
事
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
人
間
本
位
の
新
た
な
「
歴
史
」
を

提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
実
際
に
、『
大
鏡
』
は
よ
く
読
ま
れ
、『
今
鏡
』（
平

安
時
代
末
期
成
立
）
、
『
水
鏡
』
（
鎌
倉
時
代
初
期
成
立
）
、
『
増
鏡
』
（
南
北
朝
時

代
成
立
）
と
、
後
続
の
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
る
（
こ
の
四
つ
の
歴
史
物

語
を
あ
わ
せ
て
「
四
鏡
」
と
呼
ぶ
）。
ま
た
、
語
り
の
「
場
」
の
設
定
は
、
鎌
倉

初
期
の
物
語
評
論
書
『
無
名
草
子
』
に
も
、
影
響
を
与
え
て
い
る
。 

三 

説
話
の
世
界 

『
大
鏡
』
に
見
ら
れ
る
、
人
々
の
語
り
に
こ
そ
「
真
実
」
が
あ
る
と
い
う
姿

勢
は
、
「
説
話
」
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
「
説
話
」
と
は
、
人
々
に
よ
っ
て
語

り
伝
え
ら
れ
た
話
を
指
し
、
広
義
に
は
、
神
話
や
伝
説
、
昔
話
な
ど
も
含
む
も

の
で
あ
る
。
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
説
話
」
は
、
そ
の
よ
う
な
口
承
文

学
を
、
あ
る
時
期
に
あ
る
人
物
が
書
き
記
し
た
も
の
を
指
し
、
特
定
の
意
図
に
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よ
っ
て
複
数
の
説
話
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
を
「
説
話
集
」
と
言
う
。 

日
本
最
古
の
説
話
集
は
、
平
安
最
初
期
に
成
立
し
た
『
日
本
霊
異
記
』（
正
式

に
は
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』）
で
あ
る
。
奈
良
の
薬
師
寺
の
僧
・
景
戒
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
漢
文
体
を
用
い
て
、
一
一
六
話
の
仏
教
説
話
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
『
日
本
霊
異
記
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
説
話
集
の
編
纂
指
針
に

は
、
仏
教
的
な
啓
蒙
の
意
図
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
前
稿
で
触

れ
た
『
三
宝
絵
』
も
ま
た
、
十
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
仏
教
説
話
集
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
慶
滋
保
胤
に
よ
っ
て
同
時
期
に
編
ま
れ
た
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
は
、

極
楽
往
生
し
た
者
の
伝
記
を
集
成
し
た
「
往
生
伝
」
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
書
で

あ
る
が
、
浄
土
教
が
貴
族
層
に
浸
透
し
て
い
く
時
代
に
あ
っ
て
よ
く
読
ま
れ
、

後
続
作
品
を
多
く
生
み
出
し
た
。
往
生
伝
に
収
載
さ
れ
た
話
は
、
の
ち
に
説
話

集
に
採
録
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
両
者
は
相
互
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
発
展
し

て
い
っ
た
。 

「
往
生
伝
」
の
一
つ
で
あ
る
『
続
本
朝
往
生
伝
』
を
編
ん
だ
大
江
匡
房
（
一

〇
四
一
～
一
一
一
一
）
は
、
平
安
後
期
を
代
表
す
る
文
化
人
で
あ
る
。
こ
の
大

江
匡
房
の
談
話
を
藤
原
実
兼
が
聞
書
し
た
『
江
談
抄
』
（
一
一
〇
七
年
頃
成
立
）

は
、
仏
教
に
関
わ
る
話
も
あ
る
も
の
の
、
有
職
故
実
か
ら
漢
詩
文
・
音
楽
ま
で
、

多
方
面
に
わ
た
る
雑
多
な
話
題
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
世
相
を
伝
え
て
、

中
世
の
説
話
集
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。『
大
鏡
』
と
は
ま
さ
に
同
時
代
の

作
品
で
あ
り
、『
大
鏡
』
の
作
者
が
大
江
匡
房
に
擬
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
（
現
在

で
は
否
定
的
な
見
解
が
多
い
）
。
「
語
り
」
を
媒
体
と
し
て
、
広
範
な
知
識
を
次

代
に
遺
す
と
い
う
姿
勢
は
、
た
し
か
に
両
作
品
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。「
聞
書
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
藤
原
忠
実
の
語
録
で
あ
る
『
中
外
抄
』

『
富
家
語
』（
い
ず
れ
も
十
二
世
紀
後
半
成
立
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
説
話
集
の
流
れ
に
お
い
て
、
一
一
二
〇
年
以
後
の
成
立

と
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
が
、
質
・
量
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
の
説
話
集
と
は

比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
突
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

全
三
十
一
巻
（
一
部
欠
巻
あ
り
）
に
収
め
ら
れ
る
一
〇
五
九
話
の
説
話
を
、
天

竺
（
イ
ン
ド
）
・
震
旦
（
中
国
）
・
本
朝
（
日
本
）
と
国
別
に
分
類
し
、
か
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
を
仏
法
と
世
俗
の
二
篇
に
分
け
る
。
特
に
、
本
朝
・
世
俗
部
に
収
め

ら
れ
る
説
話
は
、
あ
ら
ゆ
る
地
域
・
階
層
の
人
間
が
登
場
し
、
当
時
の
庶
民
の

生
活
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
た
点
に
お
い
て
も
貴
重
で
あ
る
。
編
者
は
不
明

で
あ
る
が
、
仏
教
界
に
属
す
る
者
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
視
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
仏
教
の
深
遠
さ
に
触
れ
よ
う
と
す
る
意
識
は
薄
く
、
出
来
事
の
事
件
性

を
誇
張
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。 

天
皇
家
に
伝
わ
る
琵
琶
の
名
器
「
玄
上
」
（
「
玄
象
」
と
も
）
の
話
が
あ
る
。

あ
る
時
期
、
こ
の
玄
上
が
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。『
江
家

抄
』
に
も
、
そ
の
噂
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
巻
三
・
五
八
）。
な
く
な
っ
た
玄

上
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
天
皇
が
加
持
祈
禱
を
十
四
日
間
行
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

朱
雀
門
の
楼
上
よ
り
そ
れ
が
降
ろ
さ
れ
た
、
と
い
う
。「
こ
れ
す
な
は
ち
朱
雀
門

の
鬼
の
盗
み
取
り
し
な
り
」
（
九
五
頁
）
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
話
は
、
し
か
し
、

大
江
匡
房
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
、
巷
間
に
流
布
し
、
人
々

に
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
同
様
の
説
話
は
、
中
世
の
『
十
訓

抄
』
『
古
今
著
聞
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
も
ま
た
、
こ

れ
と
類
す
る
説
話
を
収
め
る
（
巻
二
十
四
・
二
十
四
）
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で

語
ら
れ
る
玄
上
の
捜
索
譚
は
、
長
大
な
「
物
語
」
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
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ず
、
主
人
公
に
源
博
雅
が
配
さ
れ
る
。
「
管
絃
ノ
道
極
タ
ル
人
」
（
四
三
〇
頁
）

と
し
て
登
場
す
る
博
雅
は
、
あ
る
夜
、
清
涼
殿
で
玄
上
の
音
を
聞
く
。
誰
に
も

告
げ
ず
に
一
人
で
そ
の
音
を
辿
っ
て
い
く
と
、
「
既
ニ
羅
城
門
ニ
至
ヌ
」
（
四
三

一
頁
）
と
、
平
安
京
の
は
ず
れ
ま
で
行
き
着
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
音
は
羅

城
門
の
上
よ
り
聞
こ
え
、「
此
誰
ガ
弾
給
フ
ゾ
」
と
問
う
た
博
雅
の
声
に
答
え
る

か
の
よ
う
に
、
羅
城
門
の
上
か
ら
玄
上
が
降
ろ
さ
れ
る
。
羅
城
門
の
鬼
か
ら
玄

上
を
取
り
戻
し
た
博
雅
は
、
天
皇
に
す
ぐ
に
そ
れ
を
奉
り
、「
皆
博
雅
ヲ
ナ
ム
讃

ケ
ル
」
と
賞
賛
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。『
江
談
抄
』
で
は
「
修
法
の
力
に
依
り
て
」

顕
現
し
た
と
さ
れ
た
玄
上
で
あ
っ
た
が
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
博
雅
た
だ
一

人
の
力
に
よ
っ
て
見
つ
け
出
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
博
雅
の
超
人
的
な
資

質
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
、『
今
昔
物
語
集
』
も
『
大
鏡
』
同
様
、

「
人
間
」
に
こ
そ
重
き
を
置
く
作
品
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。『
今

昔
物
語
集
』
が
語
り
た
い
の
は
「
奇
異
ノ
事
」（
四
三
二
頁
）
な
の
で
あ
り
、
仏

法
の
力
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
法
の
力
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
る
「
奇
異
ノ
事
」
こ
そ
が
、
語
り
継
ぐ
べ
き
「
物
語
」
と
な
る
こ
と
を
、『
今

昔
物
語
集
』
編
者
は
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、『
今
昔
物
語
集
』
は
、
中
世
に
は
ほ
と
ん
ど
流
布
し
な
か
っ

た
。
近
世
に
な
っ
て
よ
う
や
く
国
学
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
近
代
の
芥
川
龍

之
介
が
そ
の
価
値
を
見
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
史
に
お
け
る
評
価
も
高
ま

っ
た
と
言
え
る
。
芥
川
が
、『
今
昔
物
語
集
』
の
説
話
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
近
代

小
説
と
し
て
成
り
立
た
せ
た
過
程
は
、『
今
昔
物
語
集
』
が
先
行
説
話
に
尾
鰭
を

つ
け
つ
つ
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
過
程
と
よ
く
似
て
い
る
。
説
話
は
、
語
り
継
が

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変
え
、
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
語
り
」
の
中
に
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
と
い
う
「
歴
史
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

＊
＊
＊ 

三
稿
に
わ
た
っ
て
、
中
古
文
学
の
代
表
的
な
作
品
を
取
り
上
げ
、
時
代
順
・

ジ
ャ
ン
ル
別
に
説
明
を
加
え
て
き
た
。
便
宜
的
に
「
ジ
ャ
ン
ル
」
分
け
さ
れ
た

諸
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
性
質
を
持
ち
つ
つ
も
、
相
互
に
影
響
を
与
え

な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
総
じ
て
、
平
安
時
代
は
、
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
が
切
り

開
か
れ
て
い
く
、
文
学
的
に
は
実
験
的
な
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
「
古
典
」

と
い
う
枠
組
み
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
清
新
な
創
作
意
図
を
味
わ
う
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
提
言
し
て
、
こ
の
「
概
論
」
を
終
わ
り
と
し
た
い
。 

  【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 

・
『
古
今
和
歌
集
』『
紫
式
部
日
記
』
『
江
談
抄
』
『
今
昔
物
語
集
』
…
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系

（
岩
波
書
店
） 

・
『
源
氏
物
語
』
…
…
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 

・
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
…
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 

 


