
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

は
じ
め
に

話
末
評
語
を
手
が
か
り
に

　
宇
治
拾
遺
物
語
は
、
今
昔
物
語
集
と
の
間
に
多
く
の
類
話
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
画
一
的
な
表
現
を
と
る
今
昔
物
語
集
と
は
違
い
、
宇

治
拾
遺
物
語
で
は
冒
頭
句
の
種
類
や
話
末
評
語
の
有
無
や
そ
の
様
相
に
お
い
て
、

多
様
な
形
式
・
内
容
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
多
様
さ
は
本
書
が
、
今
昔
物

語
集
の
よ
う
に
一
つ
の
方
針
に
よ
っ
て
統
一
的
に
編
集
を
加
え
表
現
を
調
整
す

る
と
い
う
面
が
少
な
く
、
様
々
な
出
典
の
本
文
を
あ
る
程
度
踏
襲
し
た
た
め
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
種
々
の
表
現
に
は
、
画
一
的
に
整
備
さ

れ
た
今
昔
物
語
集
よ
り
も
、
説
話
の
表
現
構
造
を
多
様
な
角
度
か
ら
見
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
各
説
話
の
最
末
尾
の
一
文
を
取
り
上
げ
て
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
文
末
形
式
を
と
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
。

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

藤
　
　
井
　
　
俊
　
　
博

話
末
評
語
の
表
現
内
容
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
に
す
る
。
そ
の
観
点
と
し
て
は
、
話
末
文
の
文
末
形
式
を
助
詞
・
助
動
詞

の
組
み
合
わ
せ
の
形
式
と
し
て
整
理
す
る
。
ま
た
、
話
末
評
語
と
冒
頭
句
と
の

関
わ
り
を
考
察
し
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造
に
つ
い
て
私
見
を

示
し
た
い
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
用
い
た
。

一

説
話
の
話
末
文
の
文
末
形
式

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
全
▽
几
七
話
の
話
末
文
の
文
末
形
式
を
、

助
詞
・
助
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
を
主
と
し
、
名
詞
・
動
詞
・
形
容
詞
で
終
わ
る

場
合
も
含
め
て
整
理
す
る
。
宇
治
拾
遺
物
語
の
話
末
の
一
文
に
は
大
き
く
、

「
と
」
「
と
ぞ
」
「
と
か
」
「
と
な
ん
」
「
と
か
や
」
等
の
「
と
（
十
係
助
詞
）
」
を

承
け
て
終
わ
る
形
式
と
、
こ
れ
ら
を
承
け
ず
に
終
わ
る
形
式
と
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
「
と
」
に
上
接
す
る
表
現
形
式
に
着
目
し
、
「
と
」
を
承
け
な
い
場
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

表
現
形
式
と
比
較
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
「
と
」
の
あ
と
に
付
く
「
ぞ
」

「
な
ん
」
な
ど
の
係
助
詞
の
助
詞
の
種
類
に
つ
い
て
は
繁
を
避
け
て
区
別
せ
ず
、

「
と
」
で
受
け
る
場
合
と
し
て
一
括
す
る
。

　
【
「
と
」
で
承
け
な
い
文
末
形
式
」
（
コ
ー
七
例
）

　
　
け
り
　
け
り
（
係
り
結
び
）
マ
（
例
・
け
り
（
連
体
止
め
）
四
例
・
け
り

　
　
　
（
終
止
形
）
　
一
七
例
・
け
り
・
（
係
り
結
び
流
れ
）
三
・
に
け
り
七
例
・

　
　
　
に
け
り
・
（
係
り
結
び
）
三
例
・
な
り
け
り
三
例
・
に
て
あ
り
け
り
二

　
　
　
例
・
に
て
あ
り
け
り
（
係
り
結
び
）
一
例
・
て
け
り
二
例
・
れ
け
り
Ｉ

　
　
　
例
・
た
り
け
り
（
係
り
結
び
）
二
例
　
り
け
り
（
連
体
止
め
）
　
一
例

　
　
　
（
合
計
六
三
例
）

　
　
な
り
　
な
り
九
例
　
け
る
な
り
七
例
　
し
（
こ
と
）
な
り
四
例
　
ま
じ
き

　
　
　
（
こ
と
）
な
り
三
例
　
る
な
り
二
例
　
べ
き
な
り
二
例
　
た
り
け
る
な

　
　
　
り
一
例
　
け
る
に
や
三
例
　
に
こ
そ
一
例
　
な
り
か
し
二
例
　
な
り

　
　
　
（
係
り
結
び
）
　
一
例
　
ざ
り
け
る
な
り
二
例
（
合
計
三
四
例
）

　
　
た
り
　
た
り
一
例
　
た
り
（
係
り
結
び
）
三
例
　
れ
た
り
二
例
（
合
計
六

　
　
　
例
）

　
　
形
容
詞
　
形
容
詞
（
終
止
形
）
二
例
　
形
容
詞
（
連
用
形
）
　
一
例
　
形
容

　
　
　
詞
（
連
用
形
）
十
こ
そ
一
例
　
形
容
詞
十
や
な
一
例
　
形
容
詞
（
係
り

　
　
　
結
び
）
一
例
（
合
計
六
例
）

　
　
ず
　
ず
二
例
　
ず
ぞ
一
例
　
べ
か
ら
ず
一
例
（
合
計
四
例
）

む
　
む
二
例
　
や
ら
か
二
例

き
　
き
（
連
体
止
め
）
一
例

べ
し
　
べ
し
二
例

り
　
二
例

　
　
　
　
　
　
九
二

べ
か
ら
打
二
例
（
合
計
三
例
）

き
（
係
り
結
び
）
一
例
（
合
計
二
例
）

　
る
　
る
一
例
　
る
（
係
り
結
び
）
一
例
（
合
計
二
例
）

　
け
む
　
一
例

　
名
詞
　
一
例

　
動
詞
　
一
例

【
「
と
」
で
承
け
る
表
現
の
文
末
形
式
」
（
七
〇
例
）

　
「
け
り
」
「
け
り
（
連
体
止
め
）
十
と
」
二
三
例
「
け
り
十
と
」
一
〇
例

　
　
「
け
り
（
係
り
結
び
）
十
と
」
六
例
「
に
け
り
十
と
」
五
例
「
た
り
け
り

　
　
（
係
り
・
結
び
）
十
と
」
二
例
「
た
り
け
り
（
連
体
止
め
）
十
と
」
二
例

　
　
「
て
け
り
十
と
」
二
例
「
て
け
り
（
係
り
結
び
）
十
と
」
一
例
「
な
り
け

　
　
り
十
と
」
一
例
「
た
る
な
り
け
り
十
と
」
一
例
「
り
け
り
十
と
」
一
例

　
　
（
合
計
五
四
例
）

　
「
動
詞
十
と
」
四
例

　
「
な
り
（
断
定
）
十
と
」
三
例

　
「
名
詞
十
と
」
二
例

　
「
ぬ
十
と
」
一
例

　
「
た
り
（
連
体
止
め
）
十
と
」
一
例



　
　
「
な
り
（
伝
聞
）
十
と
」
一
例

　
　
「
り
十
と
」
一
例

　
　
「
ず
十
と
」
一
例

　
　
「
じ
十
と
」
一
例

　
　
「
形
容
詞
十
と
」
一
例

　
こ
れ
ら
の
「
と
」
に
上
接
し
か
助
動
詞
の
使
用
状
況
は
、
「
と
」
を
付
さ
な

い
場
合
の
助
動
詞
の
使
用
状
況
と
大
き
な
傾
向
は
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
け
り
」
が
そ
の
主
流
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
と
し
て
「
け
り
」
（
終
止
形
）
「
け

り
」
（
係
り
結
び
）
「
け
り
」
（
連
体
止
め
）
の
三
者
が
多
い
点
が
共
通
す
る
。

た
だ
し
、
「
と
」
で
承
け
な
い
場
合
は
「
け
り
」
（
係
り
結
び
）
が
多
く
、
「
と
」

で
承
け
る
場
合
は
「
け
り
」
（
連
体
止
め
）
が
多
い
と
い
う
相
違
点
が
認
め
ら

れ
る
。
ま
た
、
「
と
」
で
承
け
な
い
場
合
に
は
「
む
」
「
べ
し
」
「
け
む
」
な
ど

の
推
量
系
の
助
動
詞
や
「
き
」
が
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
「
と
」
で
承
け

る
場
合
の
独
自
の
も
の
と
し
て
「
ぬ
」
（
な
り
△
伝
聞
）
」
「
じ
」
が
用
い
ら
れ

る
点
が
相
違
点
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
。

「
と
」
を
付
す
形
式
は
、
後
ろ
に
係
助
詞
を
伴
っ
て
い
る
場
合
が
多

ｌ
　
々
Ｉ
　
ゝ

Ｌ
ｖ
７
刀

そ
の
結
び
の
述
語
が
表
現
さ
れ
る
例
は
な
い
。
ま
た
、
係
助
詞
の
な
い
単
独
の

「
と
」
で
終
わ
る
例
も
二
例
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
現
代
に
伝
わ
る
昔
話

で
「
～
と
さ
」
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
意
識
と
し
て
は
「
と
十
詠
嘆
の
終

助
詞
」
と
捉
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
と
」
は
「
け
り
」
の
後
に
続
く
も
の

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
と
」
は
「
け
り
」
の
さ
ら
に
外
側
に
あ
る
枠
組
み
と
し

て
、
説
話
全
体
を
包
摂
し
て
纏
め
る
役
割
を
持
つ
と
考
え
る
が
、
「
と
」
と
文

章
構
造
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
四
節
で
詳
し
く
考
察
し
た
い
。

二
　
話
末
評
語
の
内
容
と
文
末
形
式

　
前
節
の
調
査
に
よ
り
、
「
と
」
を
付
す
場
合
と
付
さ
な
い
場
合
に
分
け
て
検

討
し
た
結
果
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、
文
末
形
式
は
「
け
り
」
を
中
心

と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
助
動
詞
も
含
め
て
、

ど
の
よ
う
な
文
末
形
式
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
表
し
て
い
る
の
か
が
問
題
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
と
」
の
有
無
や
助
動
詞
の
表
現
形
式
と
話
末
評
語
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
次
に
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
け
る
話
末
評
語
と
文
末
形
式
と
の
関
わ
り
・
を
見

て
お
き
た
い
。
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
け
る
話
末
評
語
は
、
先
学
の
研
勉
を
踏
ま

え
る
と
、
次
の
よ
う
な
内
容
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
後
日
談
　
説
話
本
体
が
終
わ
り
そ
の
後
の
人
物
の
動
向
を
述
べ
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
る
。
説
話
本
体
の
内
容
と
連
続
的
で
区
別
し
に
く
い
場
合
も
あ
る

　
　
　
　
　
が
、
「
そ
の
後
」
な
ど
の
導
語
が
そ
の
目
印
に
な
る
。

　
教
　
訓
　
説
話
本
体
の
内
容
を
受
け
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
り
行
動
す
べ
き

　
　
　
　
　
で
あ
る
か
を
述
べ
る
。

　
批
　
評
　
説
話
本
体
の
内
容
に
対
し
て
語
り
手
の
立
場
か
ら
主
観
的
な
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

　
　
　
　
　
を
述
べ
る
。

　
解
　
説
　
説
話
本
体
の
事
件
・
人
物
に
対
し
て
語
り
手
の
立
場
か
ら
解
説
を

　
　
　
　
　
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
伝
　
承
　
誰
に
よ
る
語
り
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
書
物
の
出
典
を
明
記
す
る

　
　
　
　
　
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
評
語
が
あ
る
説
話
の
他
に
、
右
の
五
つ
の
内
容
を
持
た
な

い
説
話
が
あ
る
。
以
下
「
評
語
無
し
」
と
称
す
る
。

　
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
説
話
本
体
と
話
末
評
語
の
内
容
が
▽
又
に
繋
が
っ
て
書

か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
話
末
文
の
文
末
形
式
を
見
る
こ
と
で
話
末
評
語

の
文
末
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
話
末
評
語
に
は
、
こ
れ
ら
の
複

数
の
内
容
が
複
数
の
文
に
分
け
ら
れ
て
書
か
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ

る
が
、
本
稿
で
は
話
末
の
一
文
の
内
容
と
形
式
の
み
を
扱
う
。
さ
ら
に
、
伝
承

を
表
す
例
で
は
、
そ
の
伝
承
内
容
と
し
て
他
の
評
語
の
内
容
が
含
ま
れ
る
場
合

も
あ
る
が
、
処
理
と
し
て
は
伝
承
と
し
て
扱
う
。
ま
た
、
教
訓
や
批
評
が
語
り

手
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
と
他
人
の
言
の
引
用
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の

と
が
あ
る
が
、
区
別
せ
ず
に
扱
う
。

　
次
に
あ
げ
る
表
１
・
２
は
、
前
節
で
あ
げ
た
助
詞
・
助
動
詞
を
含
む
文
が
右

の
各
評
語
内
容
の
ど
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
区
別
し
た
も
の
で
あ

る
。
前
節
で
は
活
用
語
に
つ
い
て
、
「
終
止
形
」
「
連
用
形
」
「
係
り
結
び
」
「
連

体
止
め
」
な
ど
に
よ
る
区
別
を
し
て
い
る
が
、
表
で
は
区
別
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

　
次
に
「
と
」
を
伴
う
場
合
と
伴
わ
な
い
場
合
を
通
し
て
、
説
話
本
体
（
評
語

な
し
）
と
各
話
末
評
語
に
特
徴
的
な
文
末
形
式
を
ま
と
め
て
お
く
。

　
説
話
本
体
　
け
り
　
に
け
り
　
て
け
り

　
後
日
談
　
け
り
　
に
け
り

　
教
　
　
訓
　
べ
し
　
ま
じ
き
な
り
　
べ
き
な
り
　
べ
か
ら
ず

　
批
　
　
評
　
な
り
　
む
　
け
む
　
「
う
た
て
し
」
「
お
そ
ろ
し
」
「
こ
こ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
し
」
「
め
で
た
し
」
「
を
か
し
」
な
ど
の
形
容
詞
。

　
解
　
　
説
　
な
り
　
け
る
な
り
　
な
り
け
り

　
伝
　
　
承
　
き
　
し
な
り
　
る
な
り
　
た
り

　
こ
れ
ら
の
助
動
詞
に
は
、
偏
っ
て
現
れ
て
評
語
内
容
を
特
徴
づ
け
て
い
る
も

の
が
あ
る
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
○
話
末
評
語
無
し
と
後
日
談
で
は
、
説
話
本
体
と
傾
向
が
近
く
「
け
り
」
を

　
　
中
心
に
し
て
お
り
、
ま
た
「
に
け
り
」
「
て
け
り
」
な
ど
事
件
の
終
結
を

　
　
印
象
づ
け
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。

　
○
教
訓
は
「
べ
し
」
「
ま
じ
」
を
用
い
て
、
行
為
を
勧
め
た
り
諌
め
た
り
す

　
　
る
表
現
を
採
る
。

　
○
批
評
は
、
「
む
」
「
け
む
」
な
ど
主
観
的
な
助
動
詞
を
用
い
る
の
が
特
徴
で

　
　
あ
る
。
「
な
り
」
に
よ
っ
て
「
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
（
一
七
七
話
）
の
よ
う
に

　
　
語
り
手
の
言
説
が
顕
わ
に
見
ら
れ
る
例
も
あ
る
。

　
○
解
説
は
、
「
な
り
け
り
」
「
に
て
あ
り
け
り
」
（
終
止
形
）
「
に
て
あ
り
け



表
１評　伝　解　批　教　後

語
拠　　　　　　　　　日

し　承　説　評　訓　談

21　5　3　2　　10　けり

　５　　　　　　　　５　にけり

　　１　２　　　　　　　なりけり

　１　　　　　　１　　　　　にてありけり

　２　　　　　　　　　　　　てけり

　２　　　　　　　　　　　れけり

　２　　　　　　　　　　　たりけり

　１　　　　　　　　　りけり

　　　　３　６　１　　　なり(断定)

　　　　　　２　　　　　　なりかし

　　１　４　１　　　　１　けるなり

　　３　　１　　　　　　　　　し(こと)なり

　　　　　　　　３　　　　まじきにと)なり

　　１　　　　　　　　　　るなり

　　　　　　　　１　　　べきなり

　　　　１　　　　　　　たりけるなり

　　　　１　２　　　　　けるにや

　　　　　　　　１　　　にこそ

　　　　１　　　　　　　ざりけるなり

　　３　　　　　１　　　たり

　　１　　　１　　　　　れたり

　１　　　　　５　　　　　形容詞

　１　　　　　１　　　１　ず

　　　　　　　　１　　　べからず

　　　　　　１　　　　　む

　　　　　　１　　　　　やらむ

　　　　　　１　　　　　べからむ

　　２　　　　　　　　　き

　　　　　　　　２　　べし

　　　　１　　　　　１　り

　　　　１　１　　　　　る

　　　　　　１　　　　けむ

　　　　　　１　　　　　名詞

　　　　１　　　　　　　動詞

36　17　19　27　10　18　合計

表
２評　伝　解　批　教　後

語
無　　　　　　　　　日

し　承　説　評　訓　談

14　5　3　4　　　13　けり十と

　３　　　　　　　　　　　２　にけり十と

　１　　　　　　　　　　３　たりけり十と

　３　　　　　　　　　　　　てけり十と

　　　　　　　　　　　１　なりけり十と

　　　　　１　　　　　　　　　たるなりけり十と

　１　　　　　　　　　　　　　りけり十と

　　　１　２　　　　　１　動詞十と

　　　　　１　　　２　　　なり(断定)十と

　１　　　　　　　　１　　　名詞十と

　１　　　　　　　　　　　ぬ十と

　　　　　　　　　　　１　たり十と

　　　　　　　１　　　　　なり(伝聞)十と

　　　　　　　　　　　１　り十と

　　　　　　　　　　　１　ず十と

　　　　　　　　　　　１　じ十と

　　　　　１　　　　　　　形容詞十と

24　6　8　5　3　24　合計

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

九
五



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

　
　
り
」
（
係
り
結
び
）
な
ど
、
「
な
り
」
に
よ
る
説
明
的
な
形
式
が
特
徴
で
あ

　
　
る
。

　
○
伝
承
は
、
「
な
り
け
り
」
「
け
る
な
り
」
を
取
る
点
な
ど
は
解
説
に
近
い
が
、

　
　
「
か
た
り
し
」
の
よ
う
に
「
き
」
系
統
の
表
現
を
と
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

　
以
上
の
話
末
評
語
全
体
の
傾
向
を
纏
め
る
と
、
「
け
り
」
「
に
け
り
」
「
て
け

り
」
「
り
け
り
」
な
ど
「
け
り
」
に
よ
る
も
の
は
、
説
話
本
体
の
末
尾
と
後
日

談
に
多
く
用
い
ら
れ
、
説
話
本
体
と
後
日
談
と
が
表
現
内
容
と
し
て
は
連
続
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
解
説
と
伝
承
と
は
と
も
に
「
け

る
な
り
」
「
な
り
け
り
」
な
ど
の
形
式
を
持
っ
て
お
り
、
表
現
内
容
と
し
て
は

近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
伝
承
の
話
末
評
語
に
お
い
て
、
「
か
た
り
し
な
り
」
の
よ
う
に
用
い
た
「
し

な
り
」
「
き
」
や
「
申
し
伝
た
る
」
の
よ
う
に
用
い
た
「
た
り
」
「
る
（
な
り
）
」

な
ど
、
語
り
手
の
い
る
時
間
を
基
準
に
し
た
「
過
去
」
の
表
現
、
あ
る
い
は
語

り
手
の
時
間
に
お
け
る
「
存
続
」
「
完
了
」
な
ど
を
意
味
す
る
助
動
詞
が
見
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
に
は
「
と
」
を
付
す
る
例
が
見
ら
れ
ず
、
「
と
」
を
伴
う
場
合

は
、
登
場
人
物
や
物
語
世
界
に
関
連
す
る
人
を
主
語
と
し
て
「
か
た
り
け
る
と

ぞ
」
の
よ
う
に
「
け
り
」
を
伴
っ
て
用
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
け
り
」
は
語

り
手
の
時
間
か
ら
見
て
過
去
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
「
あ
な
た
な
る
世
九
」

の
虚
構
空
間
で
あ
る
こ
と
を
指
示
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
き
」
は
現
実
の
過
去
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

た
め
に
伝
承
に
真
実
味
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ

「
き
」
は
、
「
と
」
と
は
結
び
つ
き
に
く
い
の
で
あ
り
、
話
末
文
の
表
現
内
容
に

よ
っ
て
は
、
「
と
」
を
付
す
る
の
を
避
け
る
場
合
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
さ
ら
に
「
と
」
と
結
び
つ
き
に
く
い
場
合
を
確
認
し
て
お
く
。
表

１
を
見
る
と
、
「
と
」
を
採
ら
な
い
場
合
は
「
け
り
」
以
外
の
助
動
詞
に
も
広

が
り
が
見
ら
れ
る
（
「
け
り
」
は
六
三
例
・
五
〇
％
）
。
す
な
わ
ち
、
「
き
」
「
た

り
」
な
ど
の
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
の
他
、
「
な
り
」
「
べ
し
」
「
む
」
「
け
む
」

な
ど
語
り
手
の
判
断
が
強
く
表
れ
た
助
動
詞
を
中
に
含
む
文
末
形
式
の
場
合
に

お
い
て
は
、
「
と
」
を
伴
わ
な
い
場
合
に
偏
っ
て
い
る
。
一
方
、
表
２
を
見
る

と
、
「
と
」
を
採
る
場
合
は
、
「
け
り
」
を
受
け
る
場
合
に
多
く
集
中
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
（
「
け
り
」
は
五
三
例
・
七
八
％
）
。
と
り
・
わ
け
「
後
日
談
」
と

「
評
語
無
し
」
に
「
け
り
」
が
集
中
し
て
い
て
、
後
日
談
以
外
の
話
末
評
語
を

承
け
る
「
と
」
の
例
は
少
数
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
と
」
が
「
け
り
」
で

枠
づ
け
ら
れ
た
説
話
本
体
と
親
和
度
が
高
く
、
ま
た
後
日
談
な
ど
の
話
末
評
語

も
容
易
に
こ
れ
を
包
摂
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
話
末
評
語
の
表
現
内
容
に
語

り
手
の
立
場
か
ら
の
主
観
的
な
表
出
が
あ
る
と
き
に
は
、
「
と
」
に
よ
っ
て
包

摂
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
表
２
で
「
じ
」
一
例
「
な
り
」
三

例
が
主
観
的
な
も
の
の
例
外
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
「
な
り
」
に
よ
る
解
説
の

話
末
評
語
を
「
と
」
を
承
け
た
二
例
は
、
古
本
説
話
集
に
対
応
す
る
例
が
あ
る

こ
と
を
四
節
で
後
述
す
る
）
。



　
撰
者
が
付
し
た
話
末
評
語
を
も
含
め
て
話
全
体
を
伝
承
の
「
ト
ヤ
」
で
ま
と

め
て
し
ま
お
う
と
す
る
今
昔
物
語
集
に
対
し
て
、
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
「
と
」

を
最
末
尾
に
用
い
る
こ
と
を
一
つ
の
型
と
し
て
は
い
る
か
ソ
王
観
的
な
立
場
か

ら
の
話
末
評
語
が
あ
る
場
合
に
は
、
無
理
に
は
「
と
」
を
付
し
て
統
一
し
な
い

と
い
う
柔
軟
な
態
度
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

三
　
冒
頭
句
と
話
末
評
語
と
の
対
応
の
検
証

　
次
に
、
宇
治
拾
遺
物
語
に
見
ら
れ
る
冒
頭
句
「
今
は
昔
」
「
是
も
今
は
昔
」

「
昔
」
「
是
も
昔
」
な
ど
が
、
話
末
文
の
内
容
と
呼
応
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
が
あ
る
か
を
見
て
お
く
。
今
昔
物
語
集
で
は
、
冒
頭
句
「
今
（
（
）
昔
」
が

話
末
の
「
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
」
と
い
う
伝
承
の
表
現
に
係
っ
て
（
修
飾
し

て
）
、
「
昔
か
ら
今
ま
で
言
ひ
伝
へ
て
あ
る
話
に
」
の
意
味
を
表
す
と
す
る
春
日

表
３冒　是　昔　是　今

頭　　　　　も
句　も　　　今　は

無　　　　　は

　　J＋Ｅ　｜　　　｜　呼気　l　-H-.し　日　　　　　　日　　日

　５　１　８　８　１９　後日談

　０　０　１　３　９　教訓

　2　0　6　12　12　批評

　２　０　６　８　１２　解説

　２　０　４　４　１３　伝承

　2　0　8　32　18　評語無し

13　1　33　67　83　合計

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

和
男
氏
の
説
が
あ
る
。
宇
治

拾
遺
物
語
に
お
い
て
そ
の
よ

う
な
伝
承
の
表
現
と
の
対
応

関
係
が
強
く
見
出
せ
る
も
の

で
あ
る
か
を
検
証
し
、
冒
頭

句
と
話
末
文
の
関
連
の
有
無

に
つ
い
て
論
じ
て
お
き
た
い
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
冒
頭
句
と
、

話
末
文
の
内
容
と
の
関
係
を
表
に
示
し
て
お
く
。

　
表
３
に
よ
る
と
、
各
冒
頭
句
と
話
末
文
の
表
現
内
容
と
の
間
に
は
特
別
な
相

関
性
は
見
出
し
難
い
こ
と
が
分
か
る
。
「
今
は
昔
」
で
は
伝
承
と
の
対
応
は
特

に
多
い
方
で
は
な
く
、
ど
の
評
語
も
平
均
的
に
現
れ
て
い
る
。
「
是
も
今
は
昔
」

で
は
む
し
ろ
伝
承
と
対
応
す
る
例
は
少
な
い
方
で
あ
る
。
今
昔
物
語
集
で
は
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
の
説
話
で
「
今
（
（
）
昔
～
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
と

な
る
の
で
、
あ
た
か
も
緊
密
な
対
応
関
係
が
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
が
ち
な

の
で
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
出
典
の
表
現
を
踏
襲
す
る
傾
向
の
強
い
宇
治

拾
遺
物
語
の
実
態
で
は
、
そ
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
の
で

あ
る
。
今
昔
物
語
集
の
場
合
は
、
冒
頭
と
結
尾
の
表
現
を
統
一
的
に
整
備
し
、

慣
用
的
・
形
式
的
な
枠
組
み
と
し
て
用
い
て
い
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、

冒
頭
と
結
尾
で
内
容
上
の
呼
応
関
係
が
あ
っ
た
か
と
な
る
と
別
問
題
で
あ
る
。

現
に
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
「
今
は
昔
」
と
「
昔
」
と
、

ど
ち
ら
に
お
い
て
も
「
語
り
伝
へ
」
の
表
現
と
共
起
し
て
い
る
例
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
○
今
は
昔
～
と
ぞ
か
た
り
つ
た
へ
た
る
（
二
Ｉ
話
）

　
○
今
は
昔
～
か
た
り
つ
た
ふ
る
な
り
け
り
。
（
九
七
話
）

　
○
今
は
昔
～
と
ぞ
申
伝
た
る
。
（
一
七
二
話
）

　
○
今
は
昔
～
と
ぞ
か
た
り
伝
た
る
。
（
一
七
三
話
）

　
○
昔
～
と
な
ん
申
つ
た
へ
た
る
。
（
九
一
話
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

　
「
今
は
昔
」
の
意
味
を
「
昔
か
ら
今
ま
で
ず
っ
と
」
の
よ
う
に
解
す
る
説
は
、

話
末
の
「
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
」
に
係
る
（
修
飾
す
る
）
と
い
う
解
釈

に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
九
一
剣
の
よ
う
な
例
が
あ
る
以
上
、
「
今
は

昔
」
が
「
語
り
伝
へ
」
と
特
別
な
関
連
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
宇
治
拾
遺
物
語
で
特
有
の
冒
頭
句
と
し
て
、
「
是
も
今
は
昔
」
と
い
う
草
子

地
的
表
現
（
語
り
手
の
立
場
か
ら
解
説
的
に
述
べ
た
表
現
）
が
あ
る
が
、
「
今

は
昔
」
自
体
が
も
と
も
と
草
子
地
的
な
性
格
を
持
つ
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
筆
者
は
、
馬
渕
和
夫
の
説
に
よ
り
「
今
は
昔
」
を
草
子
地
的
表
現
と
し
て

「
こ
れ
は
実
は
昔
の
こ
と
な
の
だ
犬
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
す
る
。
そ
し

て
、
草
子
地
的
と
は
い
え
「
今
は
昔
」
が
「
昔
」
と
同
じ
く
説
話
世
界
の
時
間

を
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
冒
頭
句
は
あ
く
ま
で
も
説
話
内
容
の
一
部

を
な
す
要
素
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
な
お
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
伝
承
の
表
現
に
は
、
個
別
の
出
典
を
表
す
場
合
も

見
ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
例
は
、
「
是
も
今
は
牡
」
を
用
い
る
説
話
で
末
尾
に

伝
承
の
話
末
評
語
を
採
っ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
『
続
本

朝
往
生
伝
』
『
日
本
霊
異
記
』
が
出
典
と
さ
れ
て
い
る
説
話
で
あ
る
。

　
○
是
も
今
は
昔
～
往
生
伝
に
い
る
と
か
。
（
七
三
話
）

　
○
是
も
今
は
昔
～
供
養
し
て
け
り
と
ぞ
。
日
本
の
法
華
験
記
に
見
え
た
る
と

　
　
な
ん
。
（
八
三
話
）

こ
れ
ら
は
、
口
承
で
は
な
く
書
承
で
あ
る
こ
と
を
付
加
し
て
表
現
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

特
に
八
三
話
の
例
は
、
「
と
ぞ
」
で
説
話
内
容
を
結
び
、
さ
ら
に
話
末
評
語
を

加
え
て
「
と
な
ん
」
で
承
け
て
お
り
、
二
重
に
「
と
」
を
用
い
た
例
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
を
内
容
と
す
る
話
末
評
語
は
、
説
話
内
容
の
枠
外

に
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
句
と
意
味
的
な
結
び
つ

き
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

四
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造
に
つ
い
て

　
宇
治
拾
遺
物
語
の
説
話
に
は
話
末
評
語
が
な
い
も
の
と
話
末
評
語
が
あ
る
も

の
と
が
あ
る
が
、
前
者
に
お
い
て
は
、
話
末
文
は
説
話
本
体
の
各
種
の
表
現
形

式
が
現
れ
、
ま
た
後
者
に
お
い
て
は
、
話
末
評
語
の
特
徴
的
な
文
末
形
式
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
説
話
本
体
と
話
末
評
語
に
分
け
て
考
察
す
る
。

　
説
話
の
展
開
部
に
お
い
て
内
容
の
骨
格
を
な
す
の
は
動
詞
文
で
あ
る
が
、
そ

の
各
文
の
文
末
形
式
に
は
説
話
内
容
に
対
す
る
語
り
手
の
視
点
が
現
れ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
動
詞
終
止
形
や
そ
れ
に
「
つ
」
「
ぬ
」
「
た
り
」
「
り
」
等
が
付
さ

れ
た
文
で
は
、
説
話
内
容
そ
の
も
の
を
捉
え
た
表
現
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
、
語
り
手
の
視
点
は
積
極
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
（
Ｉ
文
と
す
る
）
。

こ
れ
ら
に
さ
ら
に
「
け
り
」
が
付
さ
れ
た
文
は
、
表
現
内
容
を
「
あ
な
た
な
る

世
界
」
の
表
現
と
し
て
捉
え
た
語
り
手
の
立
場
を
表
現
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る

（
Ｈ
文
と
す
る
）
。
す
な
わ
ち
、
説
話
本
体
で
事
件
の
展
開
を
表
す
各
文
は
、
次

い
る
。
　
の
Ｉ
・
Ｈ
文
の
い
ず
れ
か
で
表
さ
れ
る
（
丸
括
弧
内
は
表
さ
な
い
こ
と
も
あ
る



語
）
。

　
　
Ｔ
文
　
「
動
詞
（
十
つ
・
ぬ
・
た
り
・
り
）
」

　
　
Ｈ
文
　
「
動
詞
（
十
つ
・
ぬ
・
た
り
・
り
）
十
け
り
」

　
説
話
で
は
、
各
文
の
文
末
の
全
て
を
「
け
り
」
で
表
現
す
る
場
合
（
す
べ
て

Ｈ
文
の
場
合
）
も
あ
れ
ば
、
冒
頭
や
結
尾
に
お
い
て
「
け
り
」
を
伴
う
形
式
を

採
っ
て
お
い
て
、
展
開
部
の
途
中
で
は
適
宜
「
け
り
」
を
採
ら
な
い
表
現
を
入

れ
る
場
合
（
冒
頭
や
結
尾
で
Ｈ
文
を
採
り
展
開
部
で
は
適
宜
Ｔ
文
を
採
る
場

合
）
も
あ
る
。
後
者
の
よ
う
な
、
展
開
部
で
「
け
り
」
を
採
ら
な
い
場
合
は
、

冒
頭
部
と
結
尾
部
で
「
け
り
」
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
文
ご
と
に
「
け

り
」
を
用
い
る
場
合
と
同
様
に
説
話
内
容
に
対
す
る
語
り
手
の
立
場
を
表
現
す

る
の
で
あ
り
、
こ
の
型
が
多
く
の
説
話
の
常
套
的
な
構
成
方
法
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
例
え
ば
今
昔
物
語
集
の
天
竺
部
の
説
話
な
ど
で
は
、
結
尾
部
に
の
み

「
け
り
」
を
一
回
用
い
る
よ
う
な
例
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
話
に

お
い
て
冒
頭
部
、
展
開
部
で
ず
っ
と
「
け
り
」
が
な
く
現
在
形
で
進
め
ら
れ
た

事
件
の
内
容
に
つ
い
て
、
結
尾
部
の
「
け
り
」
に
よ
っ
て
全
て
の
内
容
を
受
け

止
め
る
形
を
採
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
特
に
話
末
の
「
け
り
」
が
説
話
本
体
の
枠

と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
端
的
な
例
で
あ
る
。
特
に
、
最
終
段

落
に
現
れ
や
す
い
「
て
け
り
」
「
に
け
り
」
な
ど
は
内
容
の
区
切
れ
に
現
れ
や

す
い
表
現
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
説
話
本
体
の
終
わ
り
と
い
う
目
印
に

な
る
場
合
が
多
い
。

　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

　
二
ぺ
話
末
評
語
で
は
、
説
話
本
体
を
受
け
て
、
「
け
り
」
を
用
い
て
後
日

談
を
述
べ
た
り
、
「
べ
し
」
「
ま
じ
」
「
む
」
「
な
り
」
「
き
」
な
ど
語
り
手
の
立

場
を
表
す
主
観
的
な
助
動
詞
を
用
い
て
教
訓
・
批
評
・
解
説
・
伝
承
な
ど
の
内

容
を
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
す
る
。
「
な
り
」
に
は
、
さ
ら
に
「
け
り
」
が
下

接
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
説
話
全
体
を
統
括
す
る
語
り
手
の
表
現
と
し

て
「
け
り
」
を
用
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
以
上
を
纏
め
る
と
、
説
話
全
体
の
文
章
の
表
現
構
造
を
、
次
の
よ
う
な
入
れ

子
構
造
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
冒
頭
句
）
説
話
本
体

け

り

と

　
宇
治
拾
遺
物
語
に
お
い
て
、
最
後
に
こ
れ
ら
の
説
話
内
容
・
話
末
評
語
を
さ

ら
に
外
側
か
ら
受
け
止
め
る
の
が
「
と
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
と
」
が
話
末

評
語
の
外
に
あ
る
と
い
う
の
は
、
話
末
評
語
が
宇
治
拾
遺
物
語
で
付
加
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
出
典
か
ら
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
話
末
評
語
の
後
に
「
ト
ヤ
」
を
付
す
形
は
、
今
昔
物
語
集
で
は
ほ
と
ん
ど
徹

底
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
説
話
本
体
が
伝
承
の
内
容
と
な
る
の
は
当

然
と
し
て
も
、
今
昔
物
語
集
で
新
た
に
付
さ
れ
た
話
末
評
語
が
「
ト
ナ
ム
語
り

伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
と
い
う
伝
承
表
現
に
包
ま
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
表
現

の
整
合
性
か
ら
言
う
と
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
の
説
話
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九

-

｜

｜

｜



　
　
　
　
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

『
閑
居
友
』
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
撰
者
に
よ
る
話
末
評
語
が
語
り
の
内

容
と
区
別
す
る
形
で
表
現
さ
れ
る
場
合
は
、
「
む
な
し
く
命
を
は
り
ぬ
と
な
ん
。

こ
の
こ
と
は
…
…
」
（
『
閑
居
友
』
　
口
の
ご
と
く
、
「
と
」
の
枠
外
に
置
く
方

式
の
方
が
、
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
「
と
」
で
終
わ
る
説
話
の
中
か
ら
古
事

談
・
古
本
説
話
集
と
出
典
・
類
話
の
関
係
に
あ
る
話
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に

見
ら
れ
る
話
末
評
語
と
の
関
わ
り
の
面
か
ら
考
察
し
て
お
く
。

　
ま
ず
、
古
事
談
を
出
典
と
す
る
場
合
、
宇
治
拾
遺
物
語
で
「
と
」
で
終
わ
る

話
は
八
話
あ
る
。
内
訳
は
、
「
と
ぞ
」
「
と
か
」
が
出
典
の
「
云
々
」
に
対
応
す

る
例
が
三
例
（
六
〇
・
六
一
・
一
一
六
話
）
、
「
と
ぞ
」
「
と
か
」
に
対
応
す
る

語
句
が
な
く
翻
案
に
際
し
て
付
し
た
と
思
わ
れ
る
例
が
五
例
（
六
四
・
六
六
・

六
八
・
六
九
∴
三
五
話
）
で
あ
る
。
古
事
談
の
「
云
々
」
に
対
応
す
る
三
例

の
中
で
六
〇
話
と
一
一
六
話
の
二
話
は
古
事
談
に
後
日
談
の
話
末
評
語
を
含
み
、

宇
治
拾
遺
物
語
で
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
（
そ
の
他
の
六
話
は
古
事
談
に
も

宇
治
拾
遺
物
語
に
も
話
末
評
語
が
存
在
し
な
い
）
。

　
次
に
、
古
本
説
話
集
の
類
話
に
当
た
る
説
話
の
場
合
、
宇
治
拾
遺
物
語
で

「
と
」
で
終
わ
る
話
が
四
話
あ
る
。
そ
の
中
で
、
古
本
説
話
集
に
「
と
」
が
な

い
二
例
（
八
九
・
九
六
話
）
は
、
古
本
説
話
集
の
後
日
談
の
話
末
評
語
が
宇
治

拾
遺
物
語
で
も
同
様
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
宇
治
拾
遺
物
語
で
後
日
談
に

「
と
」
を
付
し
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
古
本
説
話
集
で
も
「
と
」
で
終
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

る
話
が
二
例
（
一
〇
一
・
一
五
〇
話
）
あ
り
、
い
ず
れ
の
話
で
も
古
本
説
話
集

の
解
説
の
話
末
評
語
が
宇
治
拾
遺
物
語
で
も
同
様
に
見
ら
れ
る
。

　
二
二
二
五
〇
話
の
よ
う
に
、
類
話
の
古
本
説
話
集
に
お
い
て
後
日
談
以

外
の
話
末
評
語
に
「
と
」
を
付
し
た
形
が
あ
り
、
宇
治
拾
遺
物
語
で
も
同
様
の

形
が
対
応
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
両
書
の
出
典
の
表
現
を
踏
襲
し
た
も

の
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
六
〇
∴
一
六
話
の
よ
う

に
出
典
の
古
事
談
の
「
後
日
談
士
万
々
」
を
承
け
た
例
や
、
八
九
・
九
六
話
の

例
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
出
典
の
後
日
談
の
話
末
評
語
に
宇
治
拾
遺
物
語

で
独
自
に
「
と
」
を
付
し
た
と
見
ら
れ
る
例
も
あ
る
。
後
日
談
の
話
末
評
語
に

は
「
と
」
が
付
さ
れ
や
す
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
宇
治
拾
遺
物
語
の
話
末
評
語
は
、
出
典
・
類
話
の
古
事
談
・
古
本
説
話
集
と

ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
対
応
し
て
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
宇
治
拾
遺
物
語
の
話
末

評
語
に
撰
者
独
自
の
も
の
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宇
治
拾
遺
物
語
の
説

話
本
体
と
話
末
評
語
が
と
も
に
出
典
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
最
末
尾
に

「
と
」
を
付
す
こ
と
も
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
説

話
本
体
で
終
わ
る
話
や
後
日
談
を
含
ん
だ
話
以
外
で
は
、
積
極
的
に
「
と
」
を

付
す
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
、
出
典
の
話
末
評

語
の
内
容
や
形
式
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
「
と
」
を
付
す
際
に
独
自
の
表
現

規
制
が
働
い
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。



注①
　
話
末
評
語
の
種
類
は
、
松
尾
（
一
九
八
二
）
に
よ
り
つ
つ
、
菅
原
（
一
九
九
七
）

　
に
よ
っ
て
後
日
談
を
含
め
た
。

②
　
竹
岡
（
一
九
六
三
）
の
考
え
に
従
う
。
筆
者
は
、
語
り
手
の
い
る
時
間
か
ら
見
て

　
過
去
を
表
す
「
き
」
に
対
し
て
、
「
け
り
」
は
語
り
手
の
い
る
時
空
か
ら
見
て
異
次

　
元
の
時
空
に
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
な
お
、
「
け
り
」
の
枠
と
し
て
の

　
機
能
に
つ
い
て
は
渡
瀬
（
一
九
九
八
）
に
詳
し
い
。

③
　
井
島
二
一
〇
〇
五
）
は
、
「
今
は
昔
」
で
始
ま
る
物
語
は
表
現
時
現
在
の
出
来
事

　
些
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
（
そ
し
て
そ
こ
に
し
ば
し
ば
表
現
時
現
在
の

　
「
今
」
が
現
れ
る
）
と
す
る
が
、
宇
治
拾
遺
物
語
（
九
回
は
「
昔
」
で
始
ま
り

　
「
今
は
～
申
つ
た
へ
た
る
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
打
聞
集
や
法
華

　
百
座
聞
書
抄
な
ど
の
説
話
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
今
昔
物
語
集
の
よ
う
に
意
識
的
に

　
表
現
が
統
一
さ
れ
た
作
品
だ
け
を
根
拠
に
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
な
お
、
春
日
は

　
話
末
の
「
と
」
と
の
関
連
を
述
べ
る
が
、
「
と
」
と
の
共
起
例
は
、
「
今
は
昔
」
二
Ｉ

　
例
、
「
是
も
今
は
昔
」
三
七
例
、
「
昔
」
八
例
で
特
別
の
関
連
は
見
出
せ
な
い
。

①
　
筆
者
は
、
「
こ
の
話
の
時
は
実
は
昔
の
こ
と
な
の
だ
が
」
の
意
味
の
草
子
地
的
表

　
現
で
あ
る
と
解
す
る
。
詳
し
い
立
論
の
根
拠
は
、
藤
井
（
二
〇
〇
三
）
を
参
照
の
こ

　
と
。
な
お
、
「
今
で
は
昔
の
こ
と
だ
が
」
と
解
す
る
立
場
に
よ
る
場
合
で
も
、
「
今
は

　
昔
」
は
、
同
様
に
説
話
内
容
の
一
部
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
「
是
も
今
は
昔
」
は
古
事
談
な
ど
、
冒
頭
句
を
持
だ
な
い
漢
文
説
話
を
典
拠
と
す

　
る
場
合
に
付
け
加
え
ら
れ
た
例
が
あ
る
。

参
考
文
献

井
島
正
博
（
二
〇
〇
五
）
「
中
古
和
文
の
時
制
と
語
り
ー
「
今
は
昔
」
の
解
釈
に
及
ぶ

　
ー
」
（
『
日
本
語
学
』
財
Ｙ
Ｉ
）

春
日
和
男
（
一
九
七
五
）
『
説
話
の
語
文
－
古
代
説
話
文
の
研
究
－
』
（
桜
楓
社
）

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
説
話
の
文
章
構
造

菅
原
利
晃
（
一
九
九
七
）
「
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
教
訓
の
独
自
性
－
評
語
か
ら
見
る
教

　
訓
的
要
素
の
可
能
性
－
」
（
『
札
幌
国
語
研
究
』
２
）

竹
岡
正
夫
（
一
九
六
三
）
「
助
動
詞
『
け
り
』
の
本
義
と
機
能
－
源
氏
物
語
・
紫
式

　
部
・
枕
草
子
を
資
料
と
し
て
ー
」
（
『
国
文
学
言
語
と
文
芸
』
3
1
）

藤
井
俊
博
二
一
〇
〇
三
）
『
今
昔
物
語
集
の
表
現
形
成
』
（
和
泉
書
院
）

松
尾
拾
（
一
九
八
二
）
『
今
昔
物
語
集
注
文
の
研
究
』
（
桜
楓
社
）

馬
渕
和
夫
（
一
九
五
八
）
「
説
話
文
学
を
研
究
す
る
人
の
た
め
に
」
（
『
国
文
学
解
釈
と

　
教
材
の
研
究
』
３
ム
１
１
）

渡
瀬
茂
（
一
九
九
八
）
「
『
今
昔
物
語
集
』
の
枠
構
造
に
お
け
る
「
け
り
」
の
古
代
的
特

　
質
と
そ
の
変
容
」
（
『
富
士
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
論
叢
』
中
村
博
保
教
授
追
悼
号
）

一
〇
一




