
室
城
秀
之
著

　
　

『う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』

佐
　
　
藤
　
　
信

一

　

「う
つ
ほ
物
語
」
は
不
幸
な
作
品
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
読
み
や
す

い
注
釈
が
皆
無
に
等
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
打
破
し
た
の

が

室
城
先
生
の
「
う
つ
ほ
物
語
全
』
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ

で
は
注
釈
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
考
証
が
息
づ
い
て
い
る
。

　
序
章
「
う
つ
ほ
物
語
研
究
の
現
在
の
課
題
」
で
は
、
従
来
の
成
立
過
程
研

究
が
御
都
合
主
義
的
な
読
者
を
想
定
す
る
こ
と
で
「
と
し
か
げ
」
「
藤
原
の

君
」
の
二
つ
の
冒
頭
の
矛
盾
を
解
消
す
る
の
に
対
し
て
、
「
作
品
を
作
品

と
し
て
読
み
解
い
て
ゆ
く
」
方
法
で
「
作
品
の
根
源
」
を
捉
え
よ
う
と
し
て

い

る
。
序
章
「
宴
と
酒
と
音
楽
と
ー
う
つ
ほ
物
語
論
へ
ー
」
は
〈
祝
祭
〉
と

い

う
観
点
を
導
入
し
、
従
来
〈
矛
盾
〉
と
考
え
ら
れ
て
き
た
あ
て
宮
の
結

婚
の
問
題
を
解
決
す
る
。
第
一
章
「
あ
て
宮
春
宮
入
内
決
定
の
論
理
」
は
、

あ
て
宮
求
婚
謹
の
裏
側
に
厳
存
す
る
、
政
治
的
な
〈
家
〉
の
物
語
の
論
理

を
見
据
え
、
正
頼
た
ち
は
現
実
的
政
治
的
な
状
況
判
断
で
あ
て
宮
の
入
内

を
主
体
的
に
選
び
取
っ
て
行
く
こ
と
を
説
く
。
第
一
章
「
拒
否
さ
れ
る
求

婚
者
た

ち
1
行
正
・
仲
頼
・
忠
こ
そ
・
藤
英
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
は
、
こ
の

四

人
の

求
婚
者
た
ち
の
共
通
点
を
、
「
孤
の
存
在
と
し
て
学
問
．
技
芸
に

よ
っ
て
成
り
上
が
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
人
々
」
と
捉
え
、
あ
て
宮
求
婚
謹

の
本
質

と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
第
一
章
「
う

つ

ほ
物
語
に
お
け
る
〈
都
市
〉
」
は
、
若
子
君
の
〈
神
隠
し
〉
か
ら
「
う
つ

ほ
物
語
』
が
都
市
と
そ
の
周
辺
と
を
峻
別
す
る
論
理
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
、

源
正
頼
の
家
の
物
語
が
〈
都
市
〉
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
俊
蔭

の
一
族
が
〈
都
市
〉
の
外
側
に
生
き
る
と
す
る
。
第
一
章
「
う
つ
ほ
物
語

に

お

け
る
日
常
性
と
祝
祭
性
」
で
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
」
で
は
行
事
、
祝
祭

そ
の
も
の
を
執
拗
に
描
写
す
る
こ
と
、
そ
の
祝
祭
の
時
間
は
二
つ
の
異
な

る
空
間
を
不
意
に
結
び
付
け
、
選
ば
れ
た
者
だ
け
が
通
る
こ
と
が
で
き
る

が

そ
の
回
路
は
す
ぐ
に
絶
た
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ

る
。
第
一
章
「
上
野
の
宮
論
ー
う
つ
ほ
物
語
に
お
け
る
祝
祭
の
論
理
ー
」
で

は
、
「
藤
原
の
君
」
と
「
嵯
峨
の
院
」
で
上
野
の
宮
の
造
型
は
異
な
る
こ
と
を

捉
え
、
そ
れ
は
、
そ
の
舞
台
が
平
安
京
の
外
側
で
あ
る
か
、
内
側
か
に
拠

る
と
し
て
、
祝
祭
表
現
の
一
つ
と
し
て
上
野
の
宮
挿
話
も
把
握
す
る
べ
き

も
の
と
す
る
。
第
一
章
「
う
つ
ほ
物
語
の
空
間
ー
吹
上
の
時
空
を
め
ぐ
っ

て
ー
」
で
は
俊
蔭
の
家
と
正
頼
の
家
の
二
つ
の
〈
家
〉
の
物
語
の
時
間
は
、

俊
蔭
の

方
は

年
齢
が
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
頼
は
季
節
的
、
年
中
行

事
的

な
時
間
で
あ
る
こ
と
、
吹
上
の
宮
の
空
間
が
、
俊
蔭
の
波
斯
国
漂
流

謹
の
物
語
空
間
の
変
相
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
一

章
「
「
祭
の
使
」
の
巻
の
競
馬
関
連
記
事
を
め
ぐ
っ
て
ー
正
頼
の
三
条
院
の

空
間
ー
」
で
は
正
頼
と
受
領
層
と
の
結
び
つ
き
を
説
き
、
絵
解
に
あ
る
「
南

の
お

と
ど
」
で
の
競
馬
挙
行
を
論
証
す
る
。
第
一
章
「
「
内
侍
の
か
み
」
の
巻

の
表
現
ー
そ
の
会
話
文
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
は
、
「
内
侍
の
か
み
」
の
巻
が
、
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帝
の
宮
中
の
殿
舎
や
清
涼
殿
の
名
を
用
い
た
酒
落
で
始
発
す
る
こ
と
か
ら
、

「
こ
と
ば
の
主
宰
者
」
と
し
て
帝
を
捉
え
、
こ
の
巻
の
会
話
文
自
体
が
独
自

で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
第
一
章
「
作
ら
れ
た
過
去
1
「
内
侍
の
か

み
」
に
お
け
る
〈
吹
上
の
宣
旨
〉
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
は
、
「
内
侍
の
か
み
」
の

巻
に
描
か
れ
た
「
吹
上
の
宣
旨
」
を
、
「
吹
上
・
下
」
で
は
な
く
「
内
侍
の

か

み
」
で
作
ら
れ
た
過
去
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
成
立
過
程
の
問
題
と
は

切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一
章

「
う
つ
ほ
物
語
の
後
半
の
始
発
に
お
け
る
〈
蔵
開
き
〉
の
意
味
」
は
正
頼
家

の

〈
都
市
〉
の
空
間
の
充
足
と
完
成
と
を
語
る
「
う
つ
ほ
物
語
」
前
半
の

あ
て
宮
求
婚
謹
か
ら
、
後
半
の
始
ま
り
を
〈
都
市
〉
か
ら
排
除
さ
れ
た
空

間
の
姻
と
翁
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
に
見
る
。
第
一
章
「
「
蔵
開
・
上
」
の
巻
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
め
ん

ぬ
宮
の
産
養
関
係
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
「
西
面
」
の
語
の
初
出
を
「
う

つ

ほ
』
に
認
め
た
上
で
、
物
語
の
空
間
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
。
第
一

章
「
う
つ
ほ
物
語
の
後
半
の
会
話
文
」
は
、
涼
の
男
子
誕
生
、
そ
れ
へ
の
仲

忠
の
産
養
に
関
す
る
手
紙
の
贈
答
で
用
い
ら
れ
る
風
俗
歌
「
名
取
川
」
の
引

用

が
、
物
語
で
繰
返
さ
れ
る
こ
と
、
い
ぬ
宮
誕
生
後
、
そ
れ
が
人
目
を
避

け
て
会
話
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
「
実
際
の
で
き
ご
と

を
語
ら
ず
に
、
当
事
者
た
ち
の
会
話
を
通
し
て
描
く
こ
と
で
、
一
義
的
で

な
い
物
語
の
読
み
の
世
界
へ
の
広
が
り
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と

す
る
。
第
一
章
「
う
つ
ほ
物
語
に
お
け
る
あ
て
宮
ー
「
「
宮
仕
へ
心
行
く
』

と
は
、
何
を
か
言
ひ
け
む
」
〈
宮
中
へ
の
流
離
＞
1
」
は
あ
て
宮
を
か
ぐ

や

姫
の
後
継
者
と
規
定
し
、
あ
て
宮
は
流
離
と
も
言
え
る
宮
中
生
活
を
通

し
て
、
「
世
の
中
」
「
物
の
心
」
を
知
っ
た
女
性
と
し
て
変
貌
し
、
後
の
多
く

の
物
語
に
お
け
る
入
内
す
る
姫
君
た
ち
の
先
躍
と
な
っ
た
と
す
る
。
第
一

章
「
「
国
譲
・
上
」
の
巻
の
冒
頭
に
つ
い
て
ー
「
枕
草
子
」
「
物
語
は
」
の
段

に

見
え
る
「
殿
う
つ
り
」
「
国
ゆ
づ
り
」
と
関
連
さ
せ
て
ー
L
は
、
「
蔵
開
下
」

と
「
国
譲
上
」
に
お
け
る
〈
殿
う
つ
り
〉
の
変
質
を
問
題
と
し
て
、
「
枕
草

子
」
の
「
殿
う
つ
り
」
を
「
国
譲
・
上
」
に
相
当
す
る
と
い
う
見
解
を
示
す
。

第
一
章
「
藤
壼
腹
皇
子
立
坊
決
定
の
論
理
」
は
、
後
半
の
主
要
な
話
題
で
あ

る
立
坊
争
い
の
端
緒
が
あ
て
宮
求
婚
諏
に
胚
胎
し
て
い
る
と
し
、
あ
て
宮

と
嵯
峨
院
小
宮
・
梨
壼
の
立
坊
争
い
の
背
景
に
、
物
語
に
描
か
れ
て
い
な

い
か

つ
て

の

立
坊
争
い
の
介
在
を
見
て
、
そ
こ
に
個
人
と
し
て
で
は
な
く

「
政
治
」
の
中
で
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
新
し
い
人
間
像
を

見
る
。
た
だ
二
八
三
頁
の
引
用
文
「
世
間
に
の
の
し
り
て
言
ふ
や
う
に
は
」

の
「
世
間
」
は
、
「
世
界
」
の
誤
り
。
第
二
章
「
あ
て
宮
求
婚
語
と
求
婚
歌
群
」

は
、
一
見
無
意
味
に
見
え
る
求
婚
歌
群
も
、
求
婚
者
た
ち
に
と
っ
て
あ
て

宮
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
幻
想
を
つ
な
ぎ
と
め
る

〈
祝
祭
〉
の
時
空
と
し
て
、
求
婚
諏
そ
の
も
の
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
説
く
。
第
二
章
「
「
春
日
詣
」
の
巻
の
和
歌
序
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
従

来

「
う
つ
ほ
」
の
和
歌
に
は
低
い
評
価
の
み
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
「
方

法
的

な
自
覚
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
第
二
章
「
う
つ
ほ
物
語

の

歌
語
に
つ
い
て
ー
「
花
を
さ
そ
ふ
風
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
は
、
「
花
風
」
「
花

を
さ
そ
ふ
風
」
の
用
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
「
う
つ
ほ
」
に
お
け
る
引
歌
表

現
の
方
法
化
の
萌
芽
を
読
み
取
る
。
第
二
章
「
あ
て
宮
求
婚
語
の
な
か
の
、

地
名
を
詠
ん
だ
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
あ
て
宮
関
連
の
歌
が
物
語
の
構

想
に

無
関
係
な
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
地
名
を
背
景
に
作
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
第
三
章
「
源
正
頼
は
、
「
左
大
将
」
か
、
「
右
大
将
」
か
」
は

現
在
の
「
う
つ
ほ
」
の
本
文
は
「
春
日
詣
」
「
吹
上
・
上
」
「
祭
の
使
」
の
三

つ
の
巻

で
、
正
頼
等
の
官
位
が
左
右
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
単
な
る

誤
写
で
は
な
く
、
物
語
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
第
三
章
「
「
内
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侍
の
か
み
」
の
巻
の
錯
簡
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
錯
簡
が
あ
っ
た
の
な
ら
意

味
不
明
の
文
が
生
じ
る
筈
で
あ
り
、
「
錯
簡
」
と
い
う
よ
り
も
原
型
本
の
編

集
者
に

よ
る
意
図
的
・
積
極
的
な
書
き
換
え
と
す
る
。
第
四
章
「
う
つ
ほ

物
語
に

お

け
る
複
本
文
化
現
象
に
つ
い
て
ー
あ
る
い
は
、
絵
解
論
序
章

1
」
で
は
、
従
来
絵
解
と
さ
れ
て
い
た
箇
所
を
物
語
の
時
間
、
あ
る
い
は

場
面

を
重
複
さ
せ
て
別
の
観
点
か
ら
描
い
て
行
く
『
う
つ
ほ
』
独
自
の
方

法

と
し
て
捉
え
、
こ
の
よ
う
な
箇
所
を
〈
複
本
文
〉
と
位
置
づ
け
る
。

　
以
上
内
容
の
通
覧
の
み
だ
が
、
本
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
論
は
『
う
つ

ほ

物
語

全
』
で
の
注
釈
と
不
可
分
の
関
係
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（平
成
八
年
一
二
月
二
九
日
刊
　
A
5
版
　
四
四
〇
ペ
ー
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若
草
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）

一 81一

’


