
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
平
安
末
、
院
政
期
に
成
立
し
た
日
本
最
大
の
 
 

説
話
集
で
あ
る
。
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
全
世
界
、
す
な
わ
ち
天
竺
、
震
 
 

旦
、
本
朝
の
三
国
を
舞
台
に
す
る
1
0
5
9
話
（
1
9
話
本
文
欠
）
を
三
 
 

一
巻
（
三
巻
欠
）
 
に
類
托
し
て
い
る
。
編
者
に
つ
い
て
は
片
寄
正
義
は
 
 

選
者
に
擬
せ
ら
れ
る
人
物
と
し
て
、
鳥
羽
僧
正
正
覚
猷
や
源
俊
頼
ら
を
 
 
 

（
1
）
 
 

あ
げ
、
国
東
文
麿
は
白
河
院
を
中
心
と
し
た
近
臣
・
側
近
・
僧
侶
た
ち
 
 

（
2
）
 
 

の
集
団
に
よ
る
編
集
を
想
定
し
た
。
川
口
久
雄
は
南
都
北
嶺
の
大
寺
院
 
 

（
3
）
 
 

の
僧
た
ち
、
今
野
達
は
南
都
北
嶺
の
大
寺
に
所
属
す
る
事
務
系
統
の
書
 
 

（
4
 
 

記
僧
を
、
そ
れ
ぞ
れ
編
者
と
す
る
説
を
提
出
し
た
。
国
東
文
麿
は
後
に
 
 

（
5
）
 
 

従
来
の
説
を
改
め
て
、
源
俊
頼
を
編
者
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
説
を
あ
 
 

ら
た
に
提
唱
し
て
い
る
。
し
か
し
確
実
な
外
部
証
拠
が
新
し
く
見
つ
か
 
 

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
二
、
巻
二
十
三
の
考
察
 
 

－
 
 
評
語
に
現
れ
た
編
者
像
を
求
め
て
▼
－
－
 
 

ら
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
う
ち
誰
か
の
説
を
定
説
と
決
め
る
の
は
当
分
の
 
 

間
不
可
能
に
近
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
貝
体
的
な
編
者
の
究
明
だ
け
で
は
 
 

な
く
、
編
者
像
の
把
握
の
研
究
も
進
め
る
べ
き
必
然
性
が
生
じ
る
わ
け
 
 

で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
編
者
像
の
研
究
が
真
新
し
い
研
究
テ
ー
 
 

マ
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
今
ま
で
の
『
今
昔
物
語
集
』
の
研
究
に
 
 

お
い
て
は
、
①
出
典
と
の
比
較
・
分
析
を
通
じ
て
『
今
昔
』
の
個
性
を
 
 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
②
構
造
研
究
に
よ
っ
て
、
主
題
と
編
纂
の
目
的
 
 

を
究
明
す
る
こ
と
、
③
説
話
の
場
（
当
時
の
歴
史
・
社
会
も
含
め
て
）
を
 
 

念
頭
に
入
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
の
研
究
な
ど
、
は
と
ん
ど
す
べ
て
の
研
究
 
 

が
編
者
像
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
評
語
の
研
究
も
そ
の
 
 

一
つ
で
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
説
話
末
に
は
、
結
語
と
か
注
文
と
か
 
 

評
語
と
か
呼
ば
れ
て
物
語
（
本
文
）
 
の
内
容
に
対
す
る
批
評
や
教
訓
の
 
 

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
編
者
白
身
の
こ
と
ば
と
し
て
受
け
取
っ
 
 

李
 
 

市
 
域
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て
も
ほ
ぼ
さ
し
つ
か
え
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
は
や
く
も
坂
井
 
 

衡
平
の
『
今
昔
物
語
集
の
新
研
究
』
、
片
寄
正
義
の
『
今
昔
物
語
集
の
研
 
 

究
上
』
『
今
昔
物
語
集
論
』
で
は
評
語
を
も
っ
て
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
 
 

者
の
思
想
を
究
明
す
る
方
法
が
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
評
語
は
あ
ま
り
 
 

に
も
断
片
的
に
過
ぎ
、
そ
れ
ら
を
単
一
的
に
拾
い
上
げ
る
こ
と
（
表
現
 
 

を
そ
の
ま
ま
編
者
の
思
想
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
）
 
に
よ
っ
て
編
者
 
 

の
全
体
像
を
展
望
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
点
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
 
 

の
方
法
が
有
効
だ
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
森
正
人
の
『
今
昔
物
語
集
 
 

の
生
成
』
で
は
、
本
文
と
評
語
を
関
連
さ
せ
て
「
本
文
の
内
容
と
食
い
 
 

違
う
評
語
」
す
な
わ
ち
逸
脱
の
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
逸
脱
の
評
 
 

語
の
生
じ
る
理
由
に
つ
い
て
森
正
人
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

表
現
主
体
（
編
者
）
は
、
単
に
依
拠
本
文
（
出
典
）
 
に
は
た
ら
き
 
 
 

か
け
て
表
現
行
為
を
遂
行
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
依
拠
本
文
に
は
 
 
 

た
ら
き
か
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
相
互
作
用
の
う
ち
に
表
現
行
為
は
進
 
 
 

行
す
る
。
そ
こ
で
、
表
現
主
体
が
主
体
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
よ
 
 
 

う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
依
拠
本
文
と
の
葛
藤
は
増
大
し
、
逆
に
依
 
 
 

拠
本
文
に
強
く
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
、
説
話
行
為
の
あ
る
べ
き
方
向
 
 
 

を
見
失
っ
た
場
合
も
、
葛
藤
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
 
 
 

こ
う
し
て
、
物
語
部
分
（
本
文
）
と
評
語
部
分
の
融
畿
は
、
依
拠
本
 
 
 

文
の
世
界
と
表
現
主
体
の
葛
藤
の
顕
在
化
、
ま
た
葛
藤
を
調
整
し
よ
 
 

〉
 

う
と
す
る
表
現
主
体
の
意
志
の
顕
在
化
で
あ
。
 
 
 

本
稿
で
は
以
上
の
観
点
を
基
本
に
し
て
、
葛
藤
が
解
消
さ
れ
て
い
る
 
 

「
一
致
」
の
評
語
と
、
葛
藤
が
顧
在
化
さ
れ
て
い
る
「
逸
脱
」
の
評
語
と
 
 

に
分
け
て
編
者
像
を
求
め
る
。
 
 

二
 
 

二
二
巻
は
都
合
8
話
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
第
8
話
は
本
 
 

文
の
破
損
に
よ
っ
て
評
語
を
欠
い
て
い
る
。
各
話
の
本
文
と
関
連
づ
け
 
 

な
が
ら
評
語
に
現
れ
て
い
る
編
者
の
関
心
の
所
在
を
把
握
す
れ
ば
次
の
 
 

通
り
で
あ
る
。
 
 

・
第
一
詣
は
藤
原
鎌
足
伝
的
一
詣
で
、
銀
足
が
天
智
天
皇
（
中
大
兄
皇
 
 

子
）
と
結
ん
で
蘇
我
氏
を
打
倒
し
、
藤
原
氏
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
こ
 
 

と
を
中
心
に
叙
述
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
評
語
が
付
 
 

加
さ
れ
て
い
る
。
 
 

①
其
ノ
御
子
孫
繁
盛
ニ
シ
テ
、
藤
原
ノ
氏
此
ノ
朝
二
満
チ
弘
ゴ
テ
隙
 
 

無
シ
。
 
 
 

②
大
織
冠
卜
申
ス
此
レ
也
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

本
文
末
の
「
実
ノ
御
名
ヲ
バ
鎌
足
と
申
ス
。
」
も
評
語
と
お
ぼ
し
い
が
、
 
 

前
節
の
「
此
ヨ
リ
大
織
冠
卜
申
ス
」
に
触
発
さ
れ
、
そ
の
繋
が
り
が
強
 
 

い
た
め
本
文
と
し
て
お
く
。
①
は
本
文
に
た
い
す
る
後
日
讃
（
後
の
主
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人
公
の
運
命
、
出
来
事
の
も
た
ら
し
た
結
果
な
ど
を
内
容
と
す
る
評
語
）
 
 

と
し
て
、
子
孫
の
繁
盛
を
内
容
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
全
体
的
に
 
 

「
鎌
足
の
功
績
」
を
物
語
る
本
文
か
ら
み
る
と
、
本
文
に
相
応
し
い
賞
賛
 
 

の
言
葉
で
も
な
い
こ
の
「
後
日
讃
」
の
内
容
は
本
文
と
い
く
ら
か
矛
盾
 
 

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
逸
脱
の
評
語
は
ほ
か
な
ら
ぬ
 
 

編
者
の
関
心
を
示
す
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
そ
こ
に
は
特
別
な
 
 

意
味
が
持
た
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
編
者
は
「
藤
原
の
 
 

子
孫
の
繁
盛
」
の
こ
と
を
本
話
を
は
じ
め
本
巻
全
体
を
貿
く
主
題
た
ら
 
 

し
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
も
う
一
つ
の
狙
い
は
鎌
足
が
藤
原
氏
の
 
 

祖
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
文
に
も
中
臣
 
 

鎌
足
が
藤
原
の
姓
を
賜
る
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い
る
こ
と
、
藤
原
列
 
 

伝
と
い
う
べ
き
こ
の
巻
二
二
の
の
は
じ
め
に
本
話
が
位
置
し
て
い
る
こ
 
 

と
な
ど
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

一
方
②
の
場
合
、
類
型
的
表
現
が
他
の
評
語
に
も
あ
る
が
、
た
と
え
 
 

ば
、
「
横
川
ノ
慈
覚
大
師
卜
申
ス
、
是
也
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
」
 
 

（
1
1
／
2
7
）
「
此
ノ
国
ニ
テ
ハ
老
師
行
書
ト
ゾ
云
ヒ
ケ
ル
、
ト
ナ
ム
語
り
 
 

伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
」
（
1
6
／
1
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
両
方
と
も
伝
記
 
 

的
性
格
が
強
く
、
評
語
の
機
能
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
 
 

を
ひ
っ
く
る
め
る
こ
と
、
人
物
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
話
の
 
 

信
憑
性
を
高
め
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
②
の
場
合
も
上
 
 

記
の
機
能
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
人
物
の
名
で
は
な
く
、
認
 
 

で
あ
り
、
同
時
に
官
職
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
大
織
冠
は
官
位
 
 

衰
最
高
位
を
象
徴
す
る
位
で
こ
の
官
位
を
受
け
た
者
は
他
に
な
い
。
つ
 
 

ま
り
大
和
冠
は
鎌
足
の
功
績
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
大
化
改
新
の
最
高
 
 

貢
献
者
を
賞
賛
す
る
こ
と
に
あ
る
。
綜
合
し
て
言
え
ば
編
者
の
関
心
は
 
 

鎌
足
が
藤
原
の
祖
、
子
孫
の
繁
盛
、
鎌
足
へ
の
賞
賛
な
ど
に
あ
っ
た
と
 
 

い
え
る
。
 
 

・
第
二
話
は
鈍
足
の
死
後
、
不
比
等
が
家
を
継
ぐ
こ
と
、
藤
原
氏
の
四
 
 

家
の
起
源
、
北
家
の
隆
盛
な
ど
を
内
容
に
し
て
お
り
、
評
語
は
次
の
通
 
 

h
ソ
。
 
 
 然

レ
バ
 
 
 

淡
海
公
ノ
御
流
此
ナ
ム
御
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

注
目
す
べ
き
点
は
評
語
の
表
現
「
淡
海
公
ノ
御
流
」
の
示
す
範
囲
が
 
 

四
家
全
部
か
、
そ
れ
と
も
次
男
房
先
の
流
れ
だ
け
か
と
い
う
こ
と
で
あ
 
 

る
。
松
尾
拾
は
、
一
番
目
に
、
四
家
に
盛
衰
が
あ
っ
て
、
次
男
の
大
臣
 
 

の
流
れ
だ
け
が
氏
の
長
者
を
継
い
で
、
今
に
摂
関
・
関
白
と
し
て
栄
え
、
 
 

天
皇
の
御
後
見
と
し
て
政
権
を
握
っ
て
い
る
と
い
う
本
文
の
記
事
、
二
 
 

番
目
に
、
北
家
だ
け
が
氏
の
長
者
と
し
て
佐
保
殿
に
住
む
と
い
う
本
文
 
 

の
記
事
な
ど
を
も
っ
て
、
「
淡
海
公
の
四
人
の
男
子
が
各
一
家
を
開
い
た
 
 

と
い
う
史
実
を
、
客
観
的
に
述
べ
た
の
で
ほ
な
く
、
北
家
の
流
れ
だ
け
 
 

を
淡
海
公
ノ
御
流
と
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
 
 

文
か
ら
み
て
編
者
は
系
譜
を
重
視
し
て
、
藤
原
の
氏
の
長
者
は
ほ
か
な
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ら
ぬ
北
家
で
あ
る
こ
と
を
累
々
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
 
 

か
し
題
目
が
「
淡
海
公
を
継
げ
る
四
家
の
語
」
で
あ
り
、
評
語
の
機
能
 
 

と
し
て
、
あ
ま
り
深
い
意
味
を
持
た
ず
、
た
だ
本
文
の
内
容
を
全
体
的
 
 

に
整
理
す
る
こ
と
だ
け
だ
と
思
え
な
く
も
な
い
。
本
稿
で
は
編
者
の
系
 
 

譜
重
視
の
傾
向
を
重
視
し
た
上
で
、
御
流
の
示
す
範
囲
に
つ
い
て
は
、
四
 
 

家
全
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

・
第
三
話
は
北
家
の
始
祖
、
房
前
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、
評
語
は
 
 

次
の
通
り
。
 
 
 

こ
の
評
語
の
場
合
、
記
述
的
・
説
明
的
で
あ
り
、
編
者
の
個
人
的
性
 
 

格
・
批
評
を
読
み
と
り
に
く
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
本
文
の
内
容
 
 

が
前
詰
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
自
分
の
言
葉
を
付
 
 

け
加
え
る
必
要
は
な
い
と
編
者
は
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
、
編
 
 

者
は
説
話
の
配
列
を
念
頭
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
次
の
内
麿
の
諸
 
 

に
備
え
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
系
譜
上
、
房
前
の
つ
ぎ
は
真
楯
で
あ
 
 

る
か
ら
ま
ず
真
楯
の
こ
と
を
ふ
れ
て
か
ら
内
麿
の
名
を
引
き
出
そ
う
し
 
 

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
見
解
は
多
少
強
引
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
 
 

此
ノ
大
臣
ノ
御
子
ニ
ハ
大
納
言
真
楯
卜
申
ス
人
ナ
ム
御
ケ
ル
。
其
 
 

ノ
大
納
言
ハ
年
若
シ
テ
、
大
臣
ニ
モ
不
至
給
デ
矢
給
ニ
ケ
レ
バ
、
其
 
 

ノ
御
子
二
内
麿
卜
申
ケ
ル
人
ナ
ム
大
臣
マ
デ
至
テ
、
其
ノ
家
ヲ
継
テ
 
 

御
マ
シ
ケ
ル
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

く
と
も
そ
う
い
う
結
果
と
成
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
 
 
 

こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
編
者
の
 
「
官
職
」
に
た
 
 

い
す
る
拘
り
で
あ
る
。
評
語
の
内
容
を
み
る
か
ぎ
り
、
真
楯
が
大
納
言
 
 

に
止
ま
っ
た
の
は
若
死
の
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
五
十
二
 
 

歳
で
没
し
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
特
に
若
死
と
も
い
え
な
い
。
名
家
中
 
 

の
名
家
、
「
世
ヲ
窓
ニ
シ
テ
、
天
皇
ノ
御
後
見
ト
シ
テ
政
チ
給
フ
」
藤
原
 
 

家
に
相
応
し
い
た
め
に
は
こ
れ
く
ら
い
の
官
職
で
な
け
れ
ば
と
い
う
よ
 
 

う
な
考
え
を
編
者
は
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
相
応
し
い
 
 

と
判
断
す
る
条
件
と
し
て
の
官
位
は
大
臣
以
上
で
、
少
な
く
と
も
納
言
 
 

以
上
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
巻
二
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る
 
 

各
話
の
主
人
公
は
す
べ
て
大
臣
以
上
の
官
位
を
持
っ
て
い
る
。
 
 

・
第
四
話
は
内
麿
の
若
年
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
荒
々
し
い
馬
を
 
 

乗
り
こ
な
し
て
賞
賛
を
浴
び
た
内
容
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
評
語
が
 
 

付
加
さ
れ
て
い
る
。
 
 

ま
ず
①
の
「
只
人
ニ
モ
不
御
ザ
ラ
ケ
リ
」
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
 
 

え
て
み
る
。
本
誌
の
出
典
に
も
擬
せ
ら
れ
る
『
日
本
後
妃
』
（
巻
二
十
二
、
 
 

へ
「
・
）
 
 

弘
仁
三
年
一
〇
月
六
日
）
 
に
は
「
非
常
之
器
」
 
と
あ
る
か
ら
、
一
応
出
 
 
 

①
此
レ
ヲ
見
聞
ク
人
、
内
麿
ヲ
讃
テ
、
「
此
レ
只
人
ニ
モ
不
御
ザ
ラ
ケ
 
 
 

リ
」
ト
ゾ
恩
ヒ
ケ
ル
。
 
 

②
昔
ハ
此
ル
人
ナ
ム
御
ケ
ル
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
へ
タ
ル
ト
ヤ
。
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上
記
の
場
合
は
不
可
思
議
な
霊
験
に
対
し
て
の
編
者
な
り
の
解
釈
・
説
 
 

明
で
あ
り
、
よ
っ
て
純
然
た
る
三
宝
へ
の
讃
歎
ば
か
り
で
は
な
く
、
驚
 
 

嘆
の
意
味
合
い
も
含
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
本
題
に
戻
し
て
本
誌
 
 

の
「
此
レ
只
人
ニ
モ
不
御
ザ
ラ
ケ
リ
」
と
比
較
す
る
と
ま
ず
驚
き
の
対
 
 

象
が
違
う
こ
と
が
分
か
る
。
上
記
の
例
の
場
合
は
霊
験
で
あ
る
の
に
対
 
 

し
て
、
荒
々
し
い
馬
の
乗
り
こ
な
し
で
あ
る
。
た
と
え
「
内
麿
定
メ
テ
 
 

此
ノ
馬
二
咋
ヒ
踏
マ
レ
テ
損
ジ
給
フ
」
と
思
う
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
っ
て
 
 

も
霊
験
よ
り
は
現
実
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
お
な
じ
表
現
で
あ
っ
て
 
 

も
こ
の
評
語
に
は
宗
教
的
讃
歎
の
意
味
合
い
は
み
ら
れ
な
い
し
、
例
の
 
 

よ
う
な
解
釈
・
説
明
か
ら
窺
え
る
編
者
の
合
理
性
も
な
い
。
た
だ
前
に
 
 

典
の
主
旨
を
踏
襲
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
同
じ
類
型
を
 
 

本
朝
仏
法
部
か
ら
幾
つ
か
取
り
上
げ
て
み
れ
ば
次
の
通
り
。
 
 

・
披
ノ
行
数
、
糸
只
人
ニ
ハ
非
ザ
リ
ケ
リ
。
諸
ノ
事
ヲ
大
菩
薩
二
面
申
 
 

承
ハ
リ
給
ヒ
ケ
レ
バ
、
此
ノ
放
生
会
ヲ
モ
護
り
給
プ
ラ
ム
ト
ナ
ム
語
 
 

り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
（
1
2
／
1
0
）
。
 
 

・
此
レ
ヲ
思
フ
ニ
、
此
ノ
尼
君
ハ
只
人
ニ
ハ
非
ザ
リ
ケ
リ
ト
哲
人
云
ヒ
 
 

ケ
リ
。
極
メ
テ
責
キ
聖
ニ
テ
ナ
ム
有
ケ
ル
ト
ゾ
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
 
 

（
1
2
／
3
0
）
。
 
 

・
春
朝
聖
人
ヲ
バ
、
只
人
ニ
ハ
非
ズ
、
権
者
也
、
ト
ゾ
そ
の
時
ノ
人
云
 
 

ヒ
ケ
リ
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
（
1
3
／
1
0
）
。
 
 

付
く
「
内
麿
ヲ
讃
メ
テ
」
と
相
応
じ
て
「
並
の
お
方
で
は
な
い
」
と
い
 
 

う
驚
き
と
賞
賛
の
意
味
合
い
と
し
て
読
み
と
り
た
い
。
 
 
 

さ
て
つ
ぎ
は
②
の
意
味
合
い
を
考
え
て
み
る
。
ま
ず
「
昔
ノ
人
（
昔
 
 

ハ
）
…
…
有
り
」
 
の
類
型
を
取
り
上
げ
れ
ば
次
の
通
り
。
 
 

・
2
3
／
2
2
 
昔
ハ
此
ル
カ
有
ル
相
撲
人
モ
有
ケ
リ
（
強
力
）
 
 

別
／
1
 
昔
ハ
人
ハ
此
ル
奇
異
ノ
事
共
ヲ
見
顕
ス
人
共
ナ
ム
有
ケ
 
 

ル
 
（
等
）
 
 

・
 
 

・
2
4
／
3
 
苦
ハ
打
ク
ル
物
モ
此
様
ニ
ゾ
有
リ
ケ
ル
（
打
物
）
 
・
2
4
／
4
 
昔
ハ
墓
元
キ
事
共
二
付
ケ
テ
モ
、
此
様
態
為
ス
者
 

・
 

共
モ
 
 

有
ケ
ル
也
（
手
品
）
 
 

・
2
4
／
7
 
昔
ハ
此
様
二
下
購
嘗
師
共
ノ
中
ニ
モ
、
新
タ
ニ
此
病
ヲ
 
 

治
癒
ス
者
共
ナ
ム
有
ケ
ル
 
（
治
病
）
 
 

2
4
／
1
4
 
昔
ハ
此
新
タ
ナ
ル
陰
陽
師
ノ
有
ケ
ル
（
陰
陽
術
）
 
 

2
5
／
3
 
昔
ノ
兵
ハ
此
ク
有
ケ
ル
（
騎
射
）
 
 

・
2
8
／
1
4
 
昔
ハ
、
女
ナ
レ
ド
モ
此
ク
物
云
ヒ
可
咲
キ
者
共
ナ
ム
有
 
 

ケ
レ
バ
、
世
ノ
人
モ
興
有
テ
ゾ
恩
ケ
ル
 
（
物
云
）
 
 

・
3
0
／
1
3
 
此
レ
ヲ
恩
フ
ニ
、
昔
ノ
女
ノ
心
ハ
此
ナ
ム
有
ケ
ル
。
近
 
 

来
ノ
女
ノ
心
ニ
ハ
不
似
ザ
リ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
 
（
貞
節
）
 
 

上
記
の
評
語
は
3
0
／
1
3
を
除
い
て
す
べ
て
が
あ
る
特
定
の
芸
能
に
対
 
 

す
る
賞
賛
を
内
容
に
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
事
実
か
ら
み
れ
ば
、
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①
は
冬
嗣
の
三
男
の
子
孫
の
栄
枯
盛
衰
を
示
し
て
い
る
。
本
文
の
内
 
 

容
に
即
し
て
み
る
と
、
長
子
の
最
良
は
官
位
の
昇
進
を
、
弟
二
人
に
先
 
 

ん
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
の
子
孫
が
繁
昌
し
て
、
太
政
大
臣
、
関
白
・
摂
政
 
 

に
な
っ
た
。
一
方
、
次
男
の
良
房
は
藤
氏
で
、
太
政
大
臣
、
摂
政
に
昇
 
 

っ
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
が
、
男
子
の
子
孫
が
な
か
っ
た
。
三
男
の
良
 
 

相
の
場
合
も
右
大
臣
に
昇
っ
た
が
そ
の
孫
ほ
身
分
が
低
く
、
「
其
ノ
子
孫
 
 

元
キ
ガ
如
シ
」
と
な
っ
た
。
 
 
 

編
者
は
こ
の
よ
う
に
対
照
的
な
栄
枯
盛
衰
に
興
味
・
関
心
が
あ
る
よ
 
 

う
で
、
②
の
批
評
を
通
じ
て
そ
の
事
件
の
原
因
ま
で
追
求
し
よ
う
と
し
 
 

て
い
る
。
当
時
の
人
間
と
し
て
は
仏
教
的
因
果
応
報
観
こ
そ
世
間
の
あ
 
 

ら
ゆ
る
事
柄
を
説
明
す
る
一
番
合
理
的
な
捉
え
方
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
 
 

が
、
本
文
の
主
題
は
藤
氏
の
系
譜
が
冬
嗣
か
ら
長
子
最
良
の
子
孫
に
継
 
 

本
話
の
評
語
は
内
麿
を
賞
賛
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
例
の
ご
と
く
賞
 
 

賛
の
対
象
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
具
体
的
に
は
「
乗
馬
術
」
を
指
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

第
五
話
は
内
麿
の
子
、
冬
嗣
と
そ
の
三
人
の
子
、
最
良
、
良
房
、
良
 
 

相
の
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
評
語
は
次
の
通
り
。
 
 

①
此
ヲ
恩
フ
ニ
、
世
ノ
人
、
当
時
弊
ケ
レ
ド
モ
遂
二
子
孫
栄
エ
、
当
 
 
 

時
吉
ケ
レ
ド
モ
末
無
シ
。
 
 

②
此
レ
皆
前
生
ノ
果
報
也
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

が
れ
て
、
繁
昌
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
②
の
よ
う
な
仏
教
的
・
詠
賛
的
 
 

主
旨
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
評
語
の
表
現
行
為
と
本
文
の
表
現
行
為
 
 

（
ま
た
は
説
話
行
為
）
 
の
聞
に
破
綻
が
起
こ
っ
た
結
果
で
あ
る
。
 
 

・
第
六
話
は
基
経
の
官
位
昇
進
、
子
孫
繁
栄
、
亭
宅
の
紹
介
か
ら
、
基
 
 

経
葬
送
に
際
し
て
の
挽
歌
の
制
作
な
ど
を
内
容
に
し
て
お
り
、
評
語
は
 
 

次
の
通
り
。
 
 

①
此
ノ
大
臣
ノ
御
兄
二
国
経
ノ
大
納
言
卜
云
フ
人
有
ケ
リ
。
其
レ
ハ
 
 

此
ノ
大
臣
失
給
テ
後
ニ
、
年
造
二
老
テ
ゾ
大
納
言
こ
テ
止
給
ニ
ケ
 
 

。
 
 
 

②
亦
其
ノ
兄
弟
数
御
ケ
レ
ド
モ
、
皆
大
納
言
巳
下
ノ
人
ニ
テ
、
只
此
 
 

ノ
大
臣
ナ
ム
此
ク
マ
デ
成
極
メ
給
テ
、
子
孫
栄
ヘ
テ
御
ケ
ル
、
ト
 
 

ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

本
文
の
基
経
の
中
心
と
す
る
内
容
に
続
く
①
は
や
や
ピ
ン
ト
外
れ
の
 
 

よ
う
に
も
見
え
る
が
、
②
を
導
く
導
入
部
と
し
て
働
い
て
い
る
。
②
の
 
 

内
容
か
ら
み
る
と
、
編
者
は
基
経
だ
け
が
藤
氏
の
系
譜
を
継
い
で
い
る
 
 

こ
と
、
ま
た
そ
の
子
孫
が
繁
呂
し
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
 
 

が
分
か
る
。
 
 

。
第
七
話
は
本
巻
中
最
も
文
学
的
な
恋
愛
短
篇
説
話
で
、
高
藤
の
鷹
狩
 
 

り
に
因
む
郡
の
大
領
宮
道
弥
益
の
娘
に
対
す
る
恋
愛
讃
で
あ
り
、
そ
の
 
 

評
語
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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評
語
の
「
此
ク
微
妙
キ
寧
」
が
示
す
の
は
高
藤
が
こ
の
女
君
を
待
て
、
 
 

二
男
一
女
を
あ
げ
、
こ
と
に
女
が
代
々
の
天
皇
に
深
い
縁
を
持
っ
た
こ
 
 

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
藤
原
の
子
孫
繁
昌
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
で
 
 

あ
る
。
と
こ
ろ
が
編
者
は
こ
の
事
情
を
「
皆
前
垂
ノ
契
り
」
と
解
釈
し
 
 

て
し
ま
う
。
本
文
の
指
向
し
て
い
る
主
題
を
貫
け
き
れ
ず
、
ピ
ン
ト
外
 
 

れ
な
仏
教
的
宿
縁
観
を
持
っ
て
物
語
を
結
ん
で
い
る
破
綻
は
第
五
話
と
 
 

お
な
じ
で
あ
る
。
 
 

・
第
八
話
は
藤
原
基
経
の
長
子
、
時
平
に
関
す
る
逸
話
で
あ
る
。
醍
醐
 
 

天
皇
と
共
謀
し
、
世
間
の
著
移
を
戒
め
る
こ
と
を
前
話
と
し
、
伯
父
国
 
 

縫
大
納
言
の
若
妻
を
計
略
に
よ
っ
て
連
れ
帰
る
好
色
讃
を
内
容
に
し
て
 
 

い
る
。
本
文
末
の
破
損
に
よ
っ
て
評
語
を
欠
い
て
い
る
。
 
 

三
 
 

以
上
、
本
文
と
評
語
と
の
葛
藤
の
様
相
を
中
心
に
各
話
を
考
察
し
て
 
 

み
た
が
、
結
果
を
整
理
す
る
前
に
、
漁
竺
≡
の
全
体
的
な
主
題
を
確
認
 
 

し
て
お
き
た
い
。
視
野
を
広
げ
て
み
る
と
、
巻
の
各
話
を
巻
の
構
造
（
主
 
 

題
）
と
は
、
本
文
・
評
語
の
よ
う
に
働
き
か
け
、
働
き
か
け
ら
れ
る
葛
 
 

此
レ
ヲ
恩
フ
ニ
、
墓
無
力
リ
シ
鷹
狩
ノ
雨
宿
二
依
テ
、
此
ク
微
妙
 
 

キ
事
モ
有
レ
パ
、
此
レ
皆
前
生
ノ
契
ケ
リ
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
 
 

ト
ヤ
。
 
 

藩
閥
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
各
話
と
巻
の
構
造
（
主
題
）
が
こ
う
で
 
 

あ
る
と
す
れ
ば
、
評
語
と
巻
の
主
題
と
が
無
縁
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
場
 
 

合
に
よ
っ
て
、
本
文
と
逸
脱
す
る
評
語
が
、
か
え
っ
て
巻
の
主
題
と
符
 
 

合
す
る
事
例
が
往
々
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
撃
≡
は
他
巻
と
比
べ
て
あ
ま
り
少
な
い
話
数
で
あ
っ
て
、
構
 
 

成
か
ら
主
題
を
突
き
止
め
る
の
は
難
し
い
。
と
こ
ろ
が
震
目
頭
俗
部
の
 
 

巻
十
9
～
1
3
の
貿
臣
讃
と
の
対
応
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
先
の
巻
二
一
 
 

の
内
容
が
皇
室
関
係
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
本
朝
の
歴
史
を
述
べ
よ
う
 
 

と
し
た
意
図
が
窺
え
る
。
国
東
文
麿
は
、
撃
一
二
の
構
造
に
つ
い
て
評
 
 

語
の
内
容
を
も
っ
て
「
政
治
的
の
絶
大
な
権
威
に
言
及
し
、
そ
れ
を
積
 
 

極
的
に
背
走
す
る
島
べ
、
続
い
て
内
容
分
析
を
も
っ
て
「
す
べ
て
 
 

藤
民
主
人
物
の
繁
栄
権
威
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
う
こ
 
 

と
に
説
話
の
主
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
こ
の
巻
は
藤
氏
の
（
権
 
 

威
）
の
巻
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
概
ね
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
 
 

で
は
上
記
の
見
通
し
を
も
っ
て
、
評
語
と
本
文
と
の
葛
藤
様
相
（
第
八
 
 

話
は
除
く
）
を
表
1
で
表
す
。
 
 
 

ま
ず
「
本
文
と
評
語
」
に
お
い
て
、
一
致
す
る
場
合
は
第
二
話
、
第
 
 

四
話
、
第
六
話
な
ど
三
つ
で
あ
る
。
三
つ
の
評
語
と
も
本
文
に
即
し
て
 
 

的
確
に
主
題
を
捉
え
て
い
る
。
 
 

一
方
逸
脱
に
属
す
る
も
の
は
、
第
一
話
、
第
三
話
、
第
五
話
、
第
七
 
 

話
で
あ
る
。
第
一
話
、
第
三
話
は
二
つ
と
も
本
文
の
内
容
の
中
心
で
あ
 
 

る
主
人
公
と
は
直
接
関
係
の
な
い
子
孫
の
こ
と
を
内
容
に
し
て
い
る
。
ま
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た
第
五
話
と
第
七
話
は
仏
教
的
因
果
応
報
的
世
界
観
を
も
っ
て
、
本
文
 
 

の
内
容
を
受
け
と
め
て
い
る
た
め
、
明
確
な
矛
盾
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
 
 
 

次
は
「
評
語
と
巻
」
 
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
は
「
本
文
 
 

と
評
語
」
に
お
い
て
は
逸
脱
で
あ
っ
た
第
一
話
、
第
三
話
の
場
合
が
こ
 
 

こ
で
は
一
致
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
編
者
が
巻
の
主
題
と
説
話
 
 

配
列
を
本
文
よ
り
一
次
的
に
優
先
し
た
結
果
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
注
 
 

目
し
た
い
点
は
「
本
文
と
評
語
」
 
に
お
い
て
一
致
で
あ
っ
た
第
四
話
の
 
 

場
合
こ
こ
で
は
や
や
外
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と
 
 

え
ば
第
二
話
、
第
六
話
は
巻
の
主
旨
と
符
合
し
て
子
孫
の
繁
栄
、
政
治
 
 

的
権
威
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
た
だ
内
麿
の
乗
馬
術
だ
け
を
賞
賛
 
 

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
編
者
の
関
心
は
事
件
に
向
か
っ
た
結
果
で
あ
 
 

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
全
人
格
的
に
褒
め
な
っ
か
た
と
い
っ
て
も
藤
原
内
麿
 
 

○
‥
両
者
が
内
容
上
一
致
す
る
場
合
、
 
 

×
‥
両
者
が
内
容
上
矛
盾
（
逸
脱
）
す
る
場
合
 
 

（
蓑
1
）
 
 

に
対
す
る
賞
賛
辞
で
あ
る
で
け
は
確
実
な
も
の
で
、
こ
こ
で
は
巻
と
の
 
 

関
係
は
一
致
と
し
て
置
い
た
。
 
 
 

「
巻
と
本
文
」
に
お
い
て
は
大
抵
巻
の
主
題
に
関
わ
る
逸
話
（
本
文
）
 
 

と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
第
四
話
、
第
七
話
な
ど
編
者
の
趣
味
が
強
く
窺
 
 

わ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
限
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
考
慮
す
れ
 
 

ば
や
む
を
え
ず
、
し
か
も
さ
ほ
ど
巻
の
主
題
と
離
れ
て
い
な
い
た
め
逸
 
 

脱
と
は
し
な
い
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
 
 

結
局
、
巻
二
二
を
通
じ
て
評
語
を
見
る
と
 
本
文
と
一
致
し
て
藤
 
 

原
氏
へ
の
賛
嘆
を
表
す
も
の
、
 
本
文
の
内
容
に
惹
か
れ
て
し
ま
い
、
仏
 
 

教
的
因
果
応
報
的
世
界
観
の
た
め
本
文
を
逸
脱
す
る
も
の
、
 
本
文
を
 
 

逸
脱
す
る
ま
で
巻
の
主
題
を
表
そ
う
と
す
る
も
の
な
ど
巻
・
本
文
と
の
 
 

狭
間
で
互
い
に
働
き
掛
け
、
巻
の
全
体
的
構
成
（
主
題
）
 
に
収
赦
・
拡
 
 

散
（
収
欽
の
反
対
概
念
と
し
て
）
し
な
が
ら
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
 
 

か
る
。
 
 

四
 
 

本
巻
は
都
合
一
四
話
か
ら
な
っ
て
お
り
、
前
半
が
欠
脱
し
た
か
第
一
 
 

三
話
よ
り
始
ま
る
。
 
 

・
第
一
三
話
は
平
政
頼
と
平
維
衡
の
私
闘
と
藤
原
政
忠
の
殺
害
事
件
に
 
 

対
す
る
公
（
朝
廷
）
 
の
処
罰
を
内
容
に
し
て
い
る
。
続
く
評
語
は
次
の
 
 

通
り
。
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ま
ず
、
本
文
の
二
つ
の
逸
話
が
語
り
合
わ
せ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
 
 

は
、
第
一
に
一
年
の
間
隔
を
お
い
て
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
が
、
同
 
 

時
（
9
9
9
年
）
 
に
処
分
が
議
定
さ
れ
た
事
、
第
二
に
、
法
の
権
威
の
 
 

前
に
犯
人
が
進
ん
で
服
罪
し
た
事
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
注
 
 

目
し
た
い
の
は
第
二
点
で
、
平
政
頼
と
平
椎
衡
の
私
闘
の
場
合
、
「
皆
進
 
 

テ
替
二
落
ニ
ケ
ル
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
藤
原
政
忠
の
殺
害
事
件
の
 
 

場
合
も
政
忠
自
信
が
「
進
テ
啓
二
落
ニ
ケ
レ
バ
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
 
 

勿
論
維
衡
が
自
供
書
（
過
状
）
を
提
出
し
た
こ
と
は
『
本
朝
世
紀
』
 
に
 
 

も
あ
る
が
如
何
に
も
事
の
成
り
立
ち
が
順
調
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ほ
 
 

か
に
も
本
文
の
記
事
を
見
る
限
り
、
公
の
裁
き
は
厳
正
で
あ
り
、
何
の
 
 

遅
滞
も
な
く
進
行
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
権
記
』
『
小
右
記
』
の
記
事
 
 

に
よ
る
と
、
裁
き
の
論
議
が
一
年
を
か
け
て
行
わ
れ
て
い
て
、
処
罰
に
 
 

た
い
す
る
意
見
が
天
皇
の
指
示
な
ど
が
絡
ん
で
や
や
陣
痛
が
起
こ
っ
た
 
 

こ
と
が
分
か
る
。
と
に
か
く
、
『
今
昔
』
の
編
者
が
こ
の
よ
う
な
事
情
を
 
 

知
り
な
が
ら
意
図
的
に
省
略
し
た
と
は
即
断
で
き
な
い
が
、
細
か
い
事
 
 

実
は
省
い
て
淡
々
と
事
の
良
さ
だ
け
を
述
べ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
 
 

ナ
つ
0
 
 
 上

記
の
事
を
念
頭
に
入
れ
て
評
語
の
内
容
を
見
る
と
編
者
の
関
心
が
 
 

ど
こ
に
あ
る
の
か
分
か
っ
て
く
る
。
評
語
の
「
古
」
の
事
は
本
文
の
二
 
 

然
レ
バ
苗
モ
今
モ
如
此
ノ
巻
有
ラ
バ
公
ケ
必
ズ
罪
ヲ
行
七
給
ハ
常
ノ
 
 

事
也
ト
ナ
ム
語
り
伝
へ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

つ
の
事
件
を
指
さ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
と
同
じ
よ
う
に
今
も
朝
廷
 
 

に
よ
る
裁
き
は
相
変
わ
ら
ず
確
固
た
る
も
の
で
あ
る
と
の
旨
で
あ
る
。
当
 
 

時
、
武
士
は
東
国
に
お
け
る
庶
民
、
中
国
・
九
州
に
お
け
る
平
氏
は
将
 
 

門
・
純
友
の
乱
を
始
め
、
度
々
の
賊
徒
鎮
圧
の
勲
功
に
よ
っ
て
、
ま
す
 
 

ま
す
そ
の
勢
力
を
増
大
し
、
前
九
年
・
後
三
年
両
役
を
契
機
と
し
て
源
 
 

氏
は
諸
将
士
の
士
気
を
鼓
舞
し
、
そ
の
勢
力
は
侮
れ
な
い
も
の
と
な
っ
 
 

て
い
た
。
き
っ
と
編
者
は
こ
れ
ま
で
成
長
し
て
き
た
武
士
に
対
し
て
あ
 
 

る
程
度
の
抵
抗
感
と
不
安
感
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
 
 

士
の
私
闘
を
嫌
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
鎮
圧
す
る
公
の
権
威
 
 

を
強
調
し
た
っ
か
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
話
が
内
容
的
に
 
 

あ
ま
り
関
係
の
な
い
巻
二
三
の
強
力
讃
の
始
め
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
 
 

も
偶
然
で
は
な
く
編
者
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
 
 

・
第
一
四
話
は
平
政
経
が
藤
原
頼
通
の
命
で
三
井
寺
に
往
復
し
た
明
尊
 
 

を
万
全
に
護
衛
し
た
の
で
、
明
尊
か
ら
賞
嘆
を
受
け
た
こ
と
を
内
容
に
 
 

し
て
い
る
。
続
い
て
評
語
は
次
の
通
り
。
 
 

①
此
政
経
ハ
、
平
政
頼
卜
云
ヒ
ケ
ル
兵
ノ
子
也
。
 
 
 

②
心
猛
ク
シ
テ
、
世
ノ
人
ニ
モ
不
似
殊
二
大
ナ
ル
箭
射
ケ
レ
バ
、
世
 
 

ノ
人
此
ヲ
大
箭
ノ
左
衛
門
尉
卜
云
ケ
ル
也
、
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
 
 

ト
ヤ
。
 
 

ま
ず
本
文
の
主
題
を
考
え
る
と
、
「
有
事
に
備
え
た
武
人
の
用
意
へ
の
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驚
嘆
」
と
い
え
る
。
こ
れ
は
政
経
に
引
導
さ
れ
た
明
尊
の
心
境
を
表
す
 
 

心
内
語
に
よ
く
出
て
い
る
。
誰
が
見
て
も
「
カ
細
ク
テ
モ
ア
ル
ケ
ナ
」
と
 
 

思
わ
れ
る
政
経
を
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
時
、
「
彼
レ
ハ
誰
ソ
」
と
聞
く
。
 
 

最
初
の
郎
党
が
現
れ
た
の
を
見
た
時
は
「
僧
都
此
ヲ
見
テ
恐
レ
テ
恩
フ
 
 

程
ニ
」
と
不
安
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
々
に
郎
党
が
馬
 
 

に
乗
っ
て
付
き
添
う
の
を
み
る
と
「
希
有
二
為
ル
者
カ
ナ
」
と
不
気
味
 
 

な
恐
ろ
し
さ
に
変
わ
る
。
そ
れ
が
三
十
人
余
に
な
っ
た
時
に
「
奇
異
ノ
 
 

為
者
カ
ナ
」
と
政
頼
を
初
め
て
賞
賛
す
る
気
持
ち
に
な
っ
た
。
帰
り
道
 
 

に
郎
党
が
取
り
囲
む
よ
う
に
護
衛
し
た
時
に
は
「
糸
憑
シ
ク
テ
」
と
頼
 
 

り
き
る
事
に
な
る
。
そ
し
て
、
明
尊
が
頼
通
に
報
告
す
る
時
、
「
政
経
ハ
 
 

奇
異
ク
候
ケ
ル
者
カ
ナ
」
「
極
キ
者
ノ
郎
党
随
ヘ
テ
候
ケ
ル
様
カ
ナ
」
と
 
 

政
経
の
組
織
力
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
評
語
を
見
る
と
本
文
と
無
関
係
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

本
文
の
武
士
の
組
織
力
で
は
な
く
政
経
に
関
す
る
補
説
で
あ
る
。
①
の
 
 

系
譜
ほ
『
二
中
歴
』
名
人
部
武
士
の
備
に
父
敏
昭
と
一
緒
に
そ
の
名
が
 
 

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
の
親
子
関
係
は
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
 
 

が
、
前
記
の
主
人
公
政
頼
の
話
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
系
譜
は
説
話
の
配
 
 

列
を
意
識
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
②
は
世
の
武
士
一
般
と
 
 

は
異
な
り
並
外
れ
た
大
き
な
矢
を
射
る
と
い
う
か
ら
強
力
で
あ
る
こ
と
 
 

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
巻
の
主
題
が
お
お
ま
か
に
見
る
と
強
力
讃
で
あ
 
 

る
た
め
本
文
と
は
無
関
係
で
は
あ
る
が
巻
の
主
題
と
は
一
致
し
て
い
る
 
 

と
い
え
る
。
さ
て
問
題
は
編
者
の
ど
う
い
う
気
持
ち
が
こ
こ
に
隠
さ
れ
 
 

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
意
見
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
か
れ
て
 
 

（
g
）
 
 

い
る
。
第
一
に
国
東
文
麿
は
剛
力
賞
賛
の
辞
と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
 
 

第
二
に
松
尾
拾
は
地
上
淘
一
（
『
今
昔
物
語
集
の
世
界
』
）
 
の
古
記
録
に
 
 

V
肘
九
 
 

鬼
る
政
経
の
意
見
を
認
め
て
、
評
語
の
内
容
ほ
賞
賛
で
は
な
く
、
「
政
経
 
 

（
‖
）
 
 

に
対
す
る
世
人
の
恐
れ
」
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
 
 

意
見
に
ほ
、
第
一
に
古
記
録
に
見
る
政
経
像
と
『
今
昔
』
の
政
経
像
が
 
 

必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
、
第
二
に
松
尾
拾
は
本
 
 

文
の
書
き
手
と
評
語
を
付
け
た
人
を
あ
く
ま
で
も
別
人
と
し
て
分
離
し
 
 

て
い
る
。
そ
れ
で
本
文
の
賞
賛
の
ム
ー
ド
を
無
視
し
て
い
る
点
な
ど
の
 
 

問
題
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
国
東
文
麿
の
意
見
は
初
め
か
ら
巻
全
体
を
 
 

賞
賛
の
巻
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
だ
け
に
画
一
的
な
側
 
 

面
は
あ
る
が
、
こ
の
見
方
を
取
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
 
 

・
第
十
五
誌
は
当
時
衛
府
の
蔵
人
で
あ
る
橘
則
光
が
深
夜
盗
賊
団
に
襲
 
 

わ
れ
た
が
、
剛
勇
と
沈
着
を
発
揮
し
て
相
手
を
殺
し
て
し
ま
う
。
翌
日
 
 

思
い
も
か
け
ぬ
結
果
と
な
っ
て
途
方
に
暮
れ
て
い
る
橘
則
光
で
あ
っ
た
 
 

が
、
自
分
が
殺
し
た
と
名
乗
る
男
が
現
れ
た
た
め
、
ほ
っ
と
し
た
と
い
 
 

う
内
容
で
あ
る
。
本
話
の
評
語
は
次
の
通
り
。
 
 

①
此
ノ
則
光
ハ
ロ
ト
云
人
ノ
子
也
。
 
 

②
只
今
有
ル
駿
河
の
前
司
季
通
卜
云
人
ノ
父
也
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
 
 
 

タ
ル
ト
ヤ
。
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国
東
文
麿
は
本
文
の
「
心
極
テ
太
ク
テ
思
量
貿
ク
。
身
ノ
カ
ナ
ド
モ
 
 

極
テ
強
カ
リ
ケ
ル
。
見
目
ナ
ド
モ
吉
ク
。
世
ノ
覚
エ
ナ
ド
モ
有
ケ
レ
バ
 
 

…
」
と
評
語
と
が
「
上
下
相
応
じ
て
剛
力
を
価
値
と
認
め
て
の
、
披
に
 
 

対
す
る
賞
賛
辞
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
大
 
 

系
解
説
で
は
「
平
政
経
の
深
慮
遠
謀
と
迅
速
・
機
宜
の
処
置
を
語
っ
て
 
 

（
1
2
）
 
 

い
る
」
 
と
あ
り
、
松
尾
拾
は
兵
で
も
な
い
平
政
経
が
人
を
殺
し
、
困
っ
 
 

た
状
況
に
置
か
れ
た
と
い
う
本
文
の
内
容
を
も
っ
て
本
誌
は
「
彼
の
剛
 
 

勇
が
か
え
っ
て
彼
を
、
思
い
も
か
け
な
い
窮
地
に
追
い
込
ん
で
し
ま
っ
 
 

（
〓
）
 
 

た
こ
と
を
語
る
」
 
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
 
 

松
尾
拾
の
意
見
と
大
系
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
、
編
者
の
関
心
が
最
初
 
 

置
か
れ
た
事
項
は
や
は
り
彼
の
迅
速
・
機
宜
の
処
置
剛
勇
で
あ
り
、
後
 
 

は
身
代
わ
り
の
男
に
よ
っ
て
窮
地
か
ら
免
れ
た
と
い
え
る
と
思
う
。
国
 
 

東
文
麿
の
意
見
は
巻
全
体
を
見
通
す
意
図
の
下
に
出
さ
れ
た
意
見
だ
と
 
 

思
わ
れ
る
が
、
評
語
の
内
容
が
た
だ
賞
賛
辞
だ
と
言
い
切
れ
る
か
と
い
 
 

う
疑
問
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
評
語
の
①
、
②
二
つ
共
た
だ
系
譜
を
 
 

示
し
た
だ
け
で
、
特
に
②
の
場
合
は
出
典
を
同
じ
に
し
て
い
る
と
思
わ
 
 

れ
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
 
の
本
文
の
始
め
に
出
て
い
る
記
事
と
同
じ
で
 
 

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
『
今
昔
』
の
編
者
が
後
の
話
（
季
通
の
 
 

逸
話
）
と
の
関
連
性
を
考
え
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
、
内
容
上
本
文
と
一
 
 

致
し
て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 
 

・
第
十
五
話
は
貴
人
に
仕
え
る
女
房
の
許
に
忍
び
入
っ
た
橘
季
通
を
そ
 
 

①
童
部
ナ
レ
ド
モ
此
ク
貿
ク
奴
ハ
有
難
キ
者
也
。
 
 
 

②
此
ノ
季
通
ハ
陸
奥
前
司
則
光
朝
臣
ノ
子
也
。
此
モ
心
太
ク
カ
有
ケ
 
 

レ
バ
、
此
ク
モ
逃
也
、
ト
ナ
ン
語
り
伝
へ
ク
ル
也
。
 
 

本
文
の
主
題
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
本
文
の
「
此
ノ
季
通
、
思
量
 
 

賢
ク
カ
ナ
ド
ゾ
極
ク
強
力
リ
ケ
ル
」
と
い
う
記
事
か
ら
見
る
と
、
編
者
 
 

の
意
図
は
主
人
公
季
通
の
沈
勇
を
語
る
の
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
。
現
 
 

に
忍
ん
で
入
り
込
ん
だ
局
の
侍
共
に
囲
ま
れ
た
時
、
「
今
ハ
何
ガ
セ
ム
。
 
 

此
ヲ
可
然
キ
事
也
。
只
夜
ハ
明
ク
ト
モ
、
此
ノ
局
二
居
テ
コ
ソ
ハ
曳
ク
 
 

出
来
ム
者
共
二
取
合
テ
死
ナ
メ
。
」
と
自
分
の
力
に
自
信
を
も
っ
て
張
り
 
 

切
っ
て
い
る
。
ま
た
童
の
仕
掛
け
た
計
略
を
見
抜
い
て
適
切
な
判
断
を
 
 

下
し
て
行
動
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
事
件
の
解
決
の
全
過
程
を
見
 
 

る
と
、
季
通
の
行
動
は
部
分
に
過
ぎ
な
く
、
受
動
的
で
あ
る
反
面
、
積
 
 

極
的
に
解
決
の
鍵
を
握
っ
て
い
た
の
は
童
の
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
巻
 
 

の
組
織
上
、
本
話
が
季
通
の
強
力
を
語
ろ
う
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
 
 

巻
の
構
成
と
本
文
と
が
食
い
違
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
 
 
 

上
記
の
革
も
踏
ま
え
て
、
評
語
を
見
る
と
①
は
本
文
と
一
致
し
て
い
 
 

る
。
編
者
も
話
の
内
容
に
引
き
込
ま
れ
こ
の
よ
う
な
評
価
を
せ
ざ
る
を
 
 

得
な
っ
か
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
片
寄
正
義
の
よ
う
に
、
「
季
通
の
如
 
 

の
殿
の
侍
が
懲
ら
し
め
よ
う
し
た
が
、
従
者
の
小
舎
人
童
の
知
恵
に
よ
 
 

っ
て
危
機
を
脱
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
評
語
は
次
の
通
り
。
 
 

81   



き
人
に
奉
仕
す
る
童
部
で
あ
れ
ば
」
と
考
え
れ
ば
そ
こ
ま
で
で
あ
る
が
、
 
 

本
文
の
内
容
に
即
し
て
み
る
と
、
童
の
存
在
は
そ
れ
ほ
ど
軽
い
わ
け
で
 
 

は
な
い
。
一
方
、
②
は
本
文
と
逸
脱
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
 
 

「
此
モ
心
太
ク
カ
有
ケ
レ
バ
、
此
ク
モ
逃
也
」
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
編
 
 

者
は
こ
の
話
を
季
通
の
強
力
讃
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
巻
 
 

の
主
題
と
は
が
っ
ち
り
一
致
し
て
い
る
。
 
 

・
第
十
七
話
は
美
濃
狐
と
い
う
強
力
女
が
自
分
の
力
を
頼
ん
で
行
き
来
 
 

の
商
人
を
困
ら
せ
て
い
た
が
、
元
興
寺
の
道
場
法
師
の
四
世
の
孫
娘
、
尾
 
 

張
の
小
女
が
彼
女
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
評
語
 
 

は
次
の
通
り
。
 
 

こ
の
話
は
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
四
を
出
典
と
し
て
い
て
、
そ
の
終
 
 

わ
り
の
部
分
は
、
 
 

①
其
後
、
美
濃
狐
其
市
二
不
行
シ
テ
、
人
ノ
物
ヲ
不
奪
取
ラ
。
然
レ
 
 
 

バ
市
ノ
人
皆
喜
ビ
ト
シ
テ
平
カ
ニ
交
易
シ
テ
世
ヲ
継
テ
不
絶
へ
。
 
 

②
亦
尾
張
ノ
女
美
濃
狐
二
力
増
レ
ル
事
唐
人
知
ニ
ケ
リ
、
ト
ナ
ム
語
 
 
 

り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 
 

イ
、
不
住
其
市
、
不
奪
人
物
。
彼
市
人
惣
皆
悦
安
穏
。
 
 

ロ
、
夫
力
人
、
 
継
世
不
絶
。
誠
知
、
先
世
植
大
力
因
、
今
得
此
夫
。
 
 
 

本
誌
は
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
二
十
七
を
出
典
と
し
て
い
る
。
上
記
 
 

の
内
容
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
こ
の
評
語
は
編
者
自
分
が
 
 

付
け
た
の
で
あ
る
。
強
力
讃
の
本
文
か
ら
見
る
と
そ
の
原
因
を
詮
索
す
 
 

る
よ
う
な
宿
報
観
念
は
や
や
ピ
ン
ト
外
れ
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
一
 
 

つ
注
意
す
べ
き
点
は
、
同
じ
道
場
法
師
の
孫
女
の
話
で
あ
る
第
十
七
で
 
 

は
、
も
と
も
と
明
記
さ
れ
て
い
る
出
典
の
『
日
本
霊
異
記
』
の
宿
報
観
 
 
 

と
あ
る
。
『
今
昔
』
の
①
の
後
目
讃
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
イ
を
ほ
ぼ
塔
 
 

聾
し
て
い
て
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
ロ
の
宿
報
を
省
略
し
て
か
ら
②
を
付
 
 

け
加
え
て
い
る
。
②
か
ら
見
る
と
編
者
は
小
女
と
大
女
と
の
力
比
べ
に
 
 

興
味
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
小
よ
く
大
を
制
し
た
点
で
は
、
い
わ
ゆ
る
小
 
 

子
の
優
越
を
説
く
類
型
話
に
属
す
る
。
 
 

・
第
十
八
話
は
前
記
と
同
じ
く
道
場
法
師
の
孫
女
の
強
力
讃
で
あ
り
二
 
 

つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
な
っ
て
い
る
。
前
半
は
自
分
の
夫
で
あ
る
大
領
 
 

が
厚
顔
無
法
の
国
司
に
細
萱
を
奪
わ
れ
た
物
を
取
り
返
す
は
な
し
で
あ
 
 

り
、
後
半
は
通
り
す
が
り
の
船
の
主
が
彼
女
を
嘲
弄
し
た
か
ら
商
人
の
 
 

船
を
陸
地
に
引
き
据
え
て
懲
ら
し
め
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
の
評
 
 

語
は
次
の
通
り
。
 
 

此
ヲ
見
聞
人
、
奇
異
也
恩
ニ
、
「
前
世
二
何
ナ
ル
事
有
テ
此
ノ
世
二
 
 

女
ノ
身
ト
シ
テ
此
ク
カ
有
ン
」
ト
ゾ
人
云
ケ
ル
、
ト
ナ
ン
語
り
伝
タ
 
 

ル
ト
ヤ
。
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念
を
省
略
し
た
の
に
、
こ
の
第
十
八
詣
で
は
わ
ざ
わ
ざ
付
け
加
え
た
と
 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
評
語
と
 
 

は
あ
る
規
則
に
添
っ
て
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
そ
の
場
 
 

の
編
者
の
趣
味
・
関
心
に
よ
っ
て
揺
れ
動
く
性
格
を
持
っ
て
い
る
点
が
 
 

上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
も
う
一
つ
『
今
昔
』
の
宿
報
観
念
は
『
日
本
霊
異
 
 

記
』
の
そ
れ
ほ
ど
つ
よ
く
な
い
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
話
の
第
十
 
 

七
話
の
出
典
で
あ
る
『
日
本
霊
異
記
』
で
の
「
誠
知
、
先
世
植
大
力
因
、
 
 

今
得
此
英
。
」
は
本
文
全
体
が
指
向
す
る
す
べ
て
の
教
訓
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

「
誠
知
」
の
持
つ
重
み
と
現
報
を
意
味
す
る
「
今
得
此
夫
」
の
絶
対
性
は
 
 

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
部
分
を
『
今
昔
』
の
編
者
は
省
略
し
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
は
本
誌
の
評
語
の
場
合
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

出
典
の
『
日
本
霊
異
記
』
の
話
末
に
は
次
の
よ
う
な
教
訓
が
出
て
い
る
。
 
 

如
経
説
。
「
作
餅
供
養
三
宝
者
、
得
金
剛
那
羅
延
力
云
々
」
。
是
以
 
 
 

当
知
、
先
世
作
大
枚
餅
、
供
養
三
宝
僧
、
得
此
強
力
失
。
 
 

『
日
本
霊
異
記
』
の
方
は
上
記
の
よ
う
に
本
文
の
世
俗
強
力
讃
を
仏
 
 

教
説
話
た
ら
し
め
よ
う
と
し
、
し
か
も
経
典
の
諸
に
合
わ
せ
る
た
め
、
道
 
 

場
法
師
の
孫
女
が
前
世
に
大
形
の
餅
を
三
宝
に
供
養
し
た
と
い
う
ま
で
 
 

「
現
報
」
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
今
昔
』
の
ほ
う
は
上
記
 
 

の
評
語
の
通
り
で
あ
る
。
「
前
世
二
何
ナ
ル
事
有
テ
…
此
ク
カ
有
ン
」
か
 
 

ら
は
現
報
の
教
訓
は
も
ち
ろ
ん
確
信
さ
え
窺
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
教
 
 

訓
ど
こ
ろ
か
「
女
の
身
ト
シ
テ
」
に
注
目
す
る
と
編
者
の
関
心
は
「
男
 
 

性
で
も
な
い
の
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
れ
を
「
奇
異
也
」
と
い
 
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
の
切
実
な
「
現
報
」
に
基
づ
く
 
 

仏
教
的
宿
報
観
念
は
『
今
昔
』
 
の
場
合
、
ど
の
く
ら
い
教
訓
性
が
薄
く
 
 

な
っ
て
、
趣
味
的
に
な
っ
た
の
か
が
こ
の
例
か
ら
も
分
か
る
。
 
 

・
第
十
九
話
は
某
国
僧
都
の
強
力
讃
と
し
て
、
夜
宮
中
の
修
法
の
帰
途
、
 
 

引
剥
に
襲
わ
れ
た
が
、
無
類
の
脚
力
で
背
に
負
わ
れ
て
夜
も
す
が
ら
京
 
 

中
を
駆
け
め
ぐ
ら
し
た
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
評
語
は
次
 
 

ぎ
の
通
り
。
 
 

①
男
衣
ヲ
得
ク
レ
ド
モ
、
辛
キ
目
ヲ
見
ク
ル
奴
也
カ
シ
。
 
 
 

②
此
僧
都
ハ
此
ク
カ
ゾ
極
ク
強
力
リ
ケ
ル
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
 
 

ト
ヤ
。
 
 

①
の
引
剥
が
服
を
僧
都
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
内
容
は
、
本
文
に
は
 
 

な
く
編
者
が
想
像
し
て
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
窃
盗
を
戒
め
る
意
図
 
 

よ
り
は
、
僧
を
背
負
っ
て
京
中
を
避
遥
す
る
苦
痛
を
何
度
も
余
儀
な
く
 
 

さ
れ
る
引
剥
に
関
心
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
②
は
僧
の
強
力
の
人
で
 
 

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
本
文
と
一
致
し
て
い
る
。
 
 

・
第
二
十
話
は
仁
和
の
別
当
の
寛
朝
僧
正
が
寺
の
修
理
の
様
を
見
回
っ
 
 

て
い
る
途
中
、
強
盗
に
襲
わ
れ
た
が
、
機
先
を
制
し
て
蹴
上
げ
た
と
こ
 
 

ろ
、
は
る
か
高
い
位
置
に
あ
る
足
場
の
中
に
挟
ま
れ
た
と
い
う
強
力
讃
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①
の
場
合
、
前
記
（
十
九
話
）
と
同
じ
く
盗
人
に
関
心
が
あ
っ
て
、
窃
 
 

盗
を
戒
め
る
よ
り
事
件
へ
の
興
味
と
僧
正
の
強
力
に
関
心
を
寄
せ
て
い
 
 

る
。
特
に
「
盗
人
此
力
有
人
ト
モ
不
知
シ
テ
」
に
注
目
す
れ
ば
編
者
が
 
 

本
文
の
事
件
を
面
白
が
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
 
 

本
文
の
ど
こ
に
も
前
も
っ
て
僧
正
の
強
力
を
暗
示
す
る
記
事
が
な
い
か
 
 

ら
で
あ
る
。
盗
人
を
蹴
っ
た
僧
正
自
分
さ
え
突
然
行
方
不
明
に
な
っ
た
 
 

盗
人
の
こ
と
に
つ
い
て
「
依
シ
」
と
思
い
、
「
若
シ
隠
居
ル
カ
」
と
探
す
 
 

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
最
後
ま
で
僧
正
の
強
力
を
断
ら
な
い
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
本
話
に
は
滑
稽
な
面
白
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
②
は
寛
朝
僧
 
 

正
に
関
す
る
補
説
と
し
て
本
文
と
は
関
係
な
い
内
容
で
あ
る
。
 
 

・
第
二
十
一
話
は
真
髪
成
村
を
初
め
と
す
る
諸
国
の
相
撲
取
が
文
官
の
 
 

卵
の
大
学
衆
と
喧
嘩
を
し
た
が
、
大
学
衆
の
た
っ
た
一
人
の
た
め
に
散
々
 
 

な
る
日
に
あ
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
評
語
は
次
の
通
り
。
 
 
 

で
あ
る
。
評
語
は
次
の
通
り
。
 
 

①
早
フ
此
ノ
僧
正
ほ
力
極
ク
強
キ
人
こ
テ
ゾ
御
ケ
ル
。
此
盗
人
ハ
書
 
 
 

ク
被
蹴
上
テ
麻
柱
二
蹴
ツ
メ
ラ
レ
ニ
ケ
ル
也
。
盗
人
此
力
有
人
ト
 
 
 

モ
不
知
シ
テ
、
「
衣
剥
ム
」
ト
恩
ケ
ル
ニ
、
麻
柱
二
蹴
ツ
メ
ラ
レ
テ
、
 
 
 

「
必
ズ
其
身
ニ
モ
差
出
来
ニ
ケ
ン
」
ト
ゾ
人
云
ケ
ル
也
。
 
 
 

②
近
来
仁
和
寺
二
有
ル
僧
共
ハ
皆
彼
ノ
僧
正
ノ
流
レ
也
、
ト
ナ
ム
語
 
 
 

り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

此
レ
希
有
ノ
事
也
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

こ
こ
で
は
 
「
希
有
」
の
対
象
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
松
尾
拾
は
「
こ
 
 

の
文
脈
で
は
、
強
力
の
大
学
の
衆
を
褒
め
る
気
持
ち
を
表
す
事
に
な
る
。
 
 

し
か
し
、
そ
れ
が
誰
で
あ
っ
た
か
結
局
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
に
な
っ
て
し
 
 

ま
っ
た
の
に
、
そ
の
人
を
褒
め
る
と
い
う
の
は
、
す
こ
し
お
か
し
い
の
 
 

で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
、
希
有
の
対
象
を
宣
旨
に
頼
っ
て
、
尋
ね
た
 
 

け
れ
ど
も
、
名
の
り
出
る
者
が
な
か
っ
た
事
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
 
 

こ
ろ
が
、
希
有
の
対
象
即
ち
編
者
の
関
心
が
名
乗
り
出
る
人
が
な
か
っ
 
 

た
点
だ
け
で
あ
る
か
と
思
う
と
そ
う
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
 
 

ぜ
な
ら
ば
こ
の
話
に
は
た
っ
た
一
人
の
大
学
の
衆
が
天
下
無
敵
の
美
髪
 
 

成
村
と
立
ち
向
か
っ
見
事
に
勝
利
を
収
め
た
と
い
う
人
の
意
表
を
突
く
 
 

事
項
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
諸
注
釈
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
 
 

本
文
の
話
全
体
を
受
け
る
と
解
釈
し
た
方
が
正
し
い
と
思
う
。
 
 

・
第
二
十
二
話
は
丹
後
国
の
相
撲
海
恒
世
が
深
淵
で
、
彼
の
足
を
捲
き
 
 

し
め
た
大
蛇
を
引
き
切
っ
た
と
い
う
詣
で
あ
り
、
評
語
は
彼
の
強
力
を
 
 

讃
え
る
「
此
レ
希
有
ノ
事
也
。
昔
ハ
此
ル
カ
有
ル
相
撲
人
モ
有
ケ
リ
、
ト
 
 

ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
」
と
あ
る
。
特
に
問
題
に
さ
れ
る
点
は
な
い
。
 
 

・
第
二
十
三
話
は
、
相
撲
取
私
市
宗
平
が
鹿
を
捕
ら
え
て
駿
河
の
海
を
 
 

泳
ぎ
帰
る
途
中
、
鰐
の
攻
撃
に
で
く
わ
し
た
が
、
知
略
を
発
揮
し
て
海
 
 

中
よ
り
陸
地
に
投
げ
上
げ
た
内
容
で
あ
る
。
そ
の
評
語
は
次
の
通
り
。
 
 84   



こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
「
讃
メ
喝
ケ
リ
」
の
対
象
で
あ
る
。
こ
の
 
 

詰
も
強
力
讃
で
あ
る
が
、
た
だ
強
力
に
留
ま
ら
ず
沈
着
冷
静
な
態
度
が
 
 

強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
態
度
は
鰐
の
習
性
を
心
得
た
結
果
で
 
 

あ
る
。
い
く
ら
強
力
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
鰐
の
習
性
に
対
す
る
知
識
 
 

が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
勝
利
は
収
め
ら
れ
な
っ
か
の
で
あ
ろ
う
。
こ
 
 

の
よ
う
に
強
力
だ
け
で
は
な
く
沈
着
冷
静
な
態
度
、
そ
し
て
そ
の
態
度
 
 

を
支
え
る
日
頃
の
知
識
な
ど
に
ま
で
注
目
す
る
点
が
同
じ
強
力
評
の
な
 
 

か
で
も
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

I
第
二
十
四
話
は
甲
斐
国
の
相
撲
大
井
光
遠
の
妹
の
強
力
讃
。
こ
の
妹
 
 

の
許
に
入
り
込
ん
だ
強
盗
が
女
の
強
力
に
驚
き
辛
う
じ
て
逃
げ
出
し
た
 
 

が
、
す
ぐ
捕
ら
え
ら
れ
、
光
速
に
女
の
無
類
の
強
力
の
事
を
聞
か
せ
ら
 
 

れ
再
三
恐
怖
に
怯
え
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
話
は
「
実
二
事
ノ
外
ノ
 
 

カ
有
ケ
ル
女
也
カ
シ
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
」
と
し
て
締
め
く
 
 

く
ら
れ
て
い
る
。
「
形
チ
有
様
美
麗
ナ
ル
女
」
が
実
際
ほ
と
て
つ
も
な
い
 
 

怪
物
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
本
文
の
最
高
の
面
白
さ
で
あ
り
編
者
も
そ
 
 

れ
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

・
第
二
十
五
誌
は
左
の
歳
事
真
髪
成
村
と
左
の
最
手
海
恒
世
と
が
勝
負
 
 

し
て
、
負
け
た
真
髪
は
恥
を
か
き
、
そ
の
後
十
年
ほ
ど
し
て
敵
に
打
た
 
 
 

隣
ノ
国
マ
デ
此
ヲ
聞
キ
テ
、
讃
メ
喝
ケ
リ
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
 
 

ヤ
。
 
 

れ
て
死
に
、
勝
っ
た
恒
世
は
胸
骨
を
折
ら
れ
国
に
帰
っ
て
、
ま
も
な
く
 
 

死
ん
だ
と
い
う
悲
壮
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
評
語
は
次
の
通
り
っ
 
 

①
左
右
最
手
勝
負
ス
ル
事
珍
キ
事
二
非
ズ
、
常
ノ
事
也
。
而
ル
ニ
天
 
 
 

皇
其
ノ
年
ノ
八
月
こ
位
ヲ
去
ラ
セ
給
ヒ
ケ
レ
バ
、
「
左
右
ノ
最
手
勝
 
 
 

負
シ
テ
ハ
忌
」
ト
云
事
ヲ
云
出
テ
、
其
ヨ
リ
後
ニ
ハ
勝
負
ス
ル
事
 
 
 

無
シ
。
此
ヲ
不
心
得
事
也
、
更
二
其
レ
ニ
不
可
依
ル
。
 
 
 

②
亦
正
月
十
四
日
ノ
踏
歌
、
昔
ヨ
リ
毎
年
ノ
事
ト
シ
テ
被
行
ル
ヲ
、
大
 
 
 

后
ノ
正
月
ノ
四
日
失
サ
セ
給
ヘ
レ
バ
、
御
忌
日
ナ
ル
ニ
依
テ
不
被
 
 
 

行
ヲ
、
怪
ク
人
ノ
心
ヲ
不
得
デ
、
「
踏
歌
ハ
后
ノ
御
為
二
忌
事
」
ト
 
 

云
出
テ
、
今
ハ
不
被
行
也
。
此
レ
モ
不
心
得
事
也
カ
シ
。
 
 
 

③
尚
、
成
村
恒
世
勝
負
ス
ル
事
ハ
有
マ
ジ
カ
リ
ケ
ル
事
也
、
ト
ゾ
世
 
 

ノ
人
諺
り
申
ケ
ル
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
へ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 

ま
ず
①
の
場
合
、
当
時
の
円
融
天
皇
退
位
と
関
連
し
て
最
手
勝
負
は
 
 

不
吉
で
あ
る
か
ら
禁
じ
る
と
い
う
事
に
編
者
は
不
合
理
で
あ
る
と
反
対
 
 

す
る
。
②
は
同
じ
宮
中
行
事
で
あ
る
澱
歌
が
后
の
死
に
よ
っ
て
廃
止
さ
 
 

れ
た
の
も
合
点
の
い
か
ぬ
革
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
①
は
本
文
の
事
 
 

件
の
後
の
問
題
だ
か
ら
本
文
と
直
接
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
し
、
②
 
 

の
場
合
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
①
と
②
の
共
通
点
は
同
じ
宮
中
行
事
と
 
 

し
て
不
合
理
的
な
理
由
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
 
 

こ
か
ら
宮
中
行
事
に
関
心
が
あ
り
、
し
か
も
今
の
制
度
に
批
判
的
な
編
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者
像
が
ち
ら
り
と
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
づ
い
て
⑨
 
 

は
成
村
と
恒
世
と
の
勝
負
に
関
す
る
批
判
と
し
て
、
編
者
は
物
語
の
本
 
 

題
に
戻
っ
て
二
人
の
悲
惨
な
結
末
に
人
間
的
な
同
情
を
表
し
て
い
る
。
つ
 
 

ま
る
と
こ
ろ
、
編
者
は
こ
の
話
を
一
つ
の
歴
史
上
の
事
件
と
し
て
実
感
 
 

し
て
受
け
と
め
て
い
る
。
こ
の
点
が
驚
く
べ
き
強
力
だ
け
に
関
心
が
置
 
 

か
れ
る
興
味
本
位
の
他
の
強
力
評
と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
態
度
 
 

は
後
に
続
く
二
十
六
話
と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 
 

・
第
二
十
六
話
は
競
馬
の
名
手
尾
張
兼
時
が
あ
ば
れ
馬
を
選
ん
で
負
け
 
 

て
し
ま
っ
た
が
、
負
馬
の
い
み
じ
き
作
法
を
衆
人
に
見
せ
た
の
で
、
観
 
 

覧
者
が
彼
を
褒
め
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
評
語
は
次
の
通
り
。
 
 

①
実
二
然
モ
被
疑
ク
ル
事
也
カ
シ
。
 
 
 

②
兼
時
ハ
、
悪
馬
上
り
馬
二
乗
ル
事
ハ
少
シ
心
無
ク
、
選
テ
宮
城
二
 
 

乗
ケ
ン
、
不
心
得
事
也
。
 
 
 

③
然
レ
バ
、
其
ノ
日
兼
時
態
卜
好
テ
負
タ
ル
ト
ゾ
世
ノ
人
皆
讃
メ
 
 

ケ
ル
、
ト
ナ
ム
語
り
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。
 
 
 

①
は
本
文
の
観
覧
者
の
疑
問
で
あ
る
「
兼
時
『
負
馬
乗
ク
ル
作
法
万
 
 

ノ
人
二
令
見
知
ン
』
ト
恩
テ
、
然
テ
宮
城
ニ
ハ
乗
テ
、
故
二
負
ク
ル
事
 
 

ニ
ヤ
有
ラ
ン
」
を
受
け
て
い
る
。
②
で
は
、
そ
う
疑
わ
れ
る
べ
き
根
拠
 
 

が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
よ
っ
て
、
③
の
こ
と
は
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
 
 

と
を
語
っ
て
い
る
。
本
文
を
見
る
限
り
、
兼
暗
が
作
法
を
教
え
る
た
め
 
 

わ
ざ
と
負
け
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
難
し
い
。
た
だ
そ
う
い
う
事
が
疑
 
 

わ
れ
た
の
は
事
実
で
は
あ
る
。
そ
こ
で
編
者
は
評
語
で
だ
め
押
し
の
よ
 
 

う
に
そ
う
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
「
世
ノ
人
 
 

皆
讃
メ
哩
ケ
ル
」
か
ら
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
う
す
る
に
、
編
者
 
 

は
兼
時
が
わ
ざ
と
そ
う
し
た
か
の
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
そ
の
類
の
態
 
 

度
を
褒
め
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
ぱ
ら
勝
利
だ
け
を
重
視
す
 
 

る
の
で
は
な
く
、
負
け
方
の
有
り
様
も
大
切
に
す
る
美
徳
、
あ
る
い
は
 
 

前
話
の
宮
中
行
事
に
関
心
が
あ
る
編
者
像
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
宮
人
 
 

と
し
て
身
に
つ
け
る
べ
き
作
法
を
心
得
て
い
る
点
な
ど
で
あ
ろ
う
か
と
 
 

思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
本
誌
は
前
話
の
宮
中
行
事
と
い
う
事
項
を
媒
介
 
 

に
し
て
位
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
強
力
讃
の
巻
全
体
か
ら
見
て
そ
 
 

の
枠
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
が
問
題
視
さ
れ
る
。
 
 

五
 
 

以
上
、
本
文
の
テ
ー
マ
と
評
語
と
の
葛
藤
様
相
を
考
察
し
て
み
て
き
 
 

た
。
国
東
文
麿
は
『
今
昔
物
語
集
成
立
考
』
で
巻
二
十
三
を
「
主
と
し
 
 

て
強
力
者
話
」
と
し
て
捕
ら
え
て
い
る
が
一
応
強
力
諾
を
こ
の
巻
の
基
 
 

準
と
想
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
今
ま
で
の
考
察
を
土
台
に
 
 

し
て
巻
の
主
題
、
本
文
、
評
語
な
ど
各
々
の
関
係
を
み
る
こ
と
に
う
す
 
 

る
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
巻
二
十
三
の
主
題
、
ま
た
評
語
の
あ
り
方
、
ひ
 
 

い
て
本
文
を
含
め
て
の
葛
藤
様
相
な
ど
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
思
わ
れ
 
 

る
。
（
表
2
）
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第  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第  第  

十  十  十  十  十  十  士  九  ∠＼  七  国  垂  国  

六  
話   

本  
○  ×  ○  ○  ○  ○  ×  

蔀  
と  
評  

全   

×  ×  ○  ○  ○  ○  ×  

蔀  

全   
壷 型   

△  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  △  ○  △  △  巻 と  

本 文   

ま
ず
編
者
の
評
語
の
付
け
方
は
次
の
よ
う
に
幾
つ
か
で
分
け
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 

第
一
、
評
語
が
本
文
と
一
致
し
て
し
か
も
巻
と
も
一
致
す
る
場
合
。
 
 

第
二
、
評
語
が
本
文
と
は
一
致
す
る
け
れ
ど
も
そ
も
そ
も
本
文
が
巻
と
 
 

食
い
違
う
た
め
、
評
語
と
巻
の
問
に
矛
盾
が
生
じ
る
場
合
。
 
 

○
＝
両
者
が
内
容
上
一
致
す
る
場
合
、
 
 

×
＝
両
者
が
内
容
上
矛
盾
（
逸
脱
）
す
る
場
合
 
 

△
‥
全
体
的
な
巻
の
内
容
か
ら
は
み
出
る
場
合
 
 

（
蓑
2
）
 
 

第
三
、
評
語
が
本
文
を
逸
脱
し
て
し
か
も
巻
と
も
矛
盾
す
る
場
合
。
 
 

第
四
、
評
語
が
本
文
を
逸
脱
す
る
け
れ
ど
も
、
巻
と
は
一
致
す
る
場
合
。
 
 
 

ま
ず
「
本
文
と
評
語
」
に
お
い
て
、
本
文
と
食
い
違
う
内
容
の
評
語
、
 
 

い
わ
ゆ
る
逸
脱
の
評
語
は
五
つ
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
分
け
て
 
 

見
る
と
第
十
四
話
（
平
政
経
に
関
す
る
系
譜
及
び
通
説
、
（
主
知
的
補
 
 

説
）
）
、
第
十
五
話
（
橘
則
光
に
関
す
る
系
譜
、
（
主
知
的
補
説
）
）
、
第
十
 
 

六
話
（
橘
季
通
の
強
力
を
強
調
し
す
ぎ
る
、
（
批
評
）
）
、
第
二
十
話
（
仁
 
 

和
寺
に
関
す
る
知
識
、
（
主
知
的
補
説
）
）
、
第
二
十
五
誌
（
宮
中
行
事
に
 
 

関
す
る
関
心
、
（
批
評
）
）
と
な
る
。
「
主
知
的
補
説
」
と
は
本
文
と
は
ほ
 
 

と
ん
ど
無
関
係
な
編
者
の
日
頃
の
常
識
・
識
見
に
よ
る
事
柄
を
内
容
に
 
 

し
て
い
る
。
「
批
評
」
は
む
ろ
ん
本
文
と
一
致
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
本
文
 
 

か
ら
逸
脱
す
る
も
の
も
あ
る
。
上
記
の
第
十
六
話
、
第
二
十
五
話
は
主
 
 

知
的
補
説
の
性
格
も
あ
る
が
、
本
文
の
主
題
を
す
り
替
え
よ
う
と
す
る
 
 

編
者
の
見
解
が
強
い
た
め
、
逸
脱
の
批
評
と
分
類
し
て
置
い
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
一
誌
の
説
話
レ
ベ
ル
よ
り
視
野
を
広
げ
て
巻
全
体
か
ら
評
 
 

語
を
見
る
と
逸
脱
の
評
語
の
中
で
も
根
本
的
に
異
な
る
点
が
現
れ
て
来
 
 

る
。
上
記
の
図
表
の
「
評
語
と
巻
」
の
所
を
見
る
と
第
十
四
話
、
第
十
 
 

五
話
、
第
十
六
話
の
場
合
、
本
文
か
ら
は
逸
脱
す
る
け
れ
ど
も
、
巻
の
 
 

主
題
と
は
一
致
し
て
い
て
、
一
方
第
二
十
話
、
第
二
十
五
誌
の
場
合
は
 
 

本
文
・
巻
両
方
と
も
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
よ
う
す
る
に
 
 

こ
れ
は
同
じ
逸
脱
だ
と
し
て
も
前
者
の
逸
脱
に
は
全
体
の
巻
の
構
成
を
 
 

考
慮
し
た
編
者
の
考
え
方
が
働
い
て
い
て
、
後
者
の
逸
脱
に
は
そ
れ
が
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欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
 
 

巻
・
本
文
・
評
語
な
ど
三
者
の
葛
藤
に
お
い
て
、
前
者
は
巻
が
評
語
に
 
 

働
き
掛
け
た
場
合
で
あ
り
、
後
者
は
本
文
が
評
語
に
働
き
掛
け
た
場
合
 
 

で
あ
る
。
無
論
「
本
文
」
そ
の
も
の
は
最
初
採
集
∵
記
録
さ
れ
る
課
程
 
 

で
す
で
に
「
巻
」
の
統
制
下
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
評
語
 
 

を
中
心
に
す
る
た
め
ふ
れ
な
い
事
を
断
っ
て
置
く
。
 
 
 

つ
ぎ
は
「
巻
と
本
文
と
の
関
係
」
に
お
い
て
、
全
体
を
強
力
渾
と
想
 
 

定
す
る
こ
と
に
な
る
と
都
合
四
話
が
は
み
出
て
い
る
の
が
確
認
出
来
る
。
 
 

第
十
l
ニ
話
は
武
士
の
私
闘
で
あ
り
、
第
十
四
詰
も
武
士
の
組
織
力
を
内
 
 

容
に
し
て
い
る
。
第
十
六
話
は
女
房
の
許
に
忍
び
入
っ
た
橘
季
通
が
従
 
 

者
の
童
の
知
恵
に
よ
っ
て
危
機
を
免
れ
た
詣
で
あ
る
。
ま
た
第
二
十
六
 
 

話
は
競
馬
の
名
手
尾
張
兼
時
が
わ
ざ
と
ま
け
て
宮
人
と
し
て
身
に
つ
け
 
 

る
作
法
を
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
、
こ
 
 

の
巻
が
強
力
評
だ
と
し
て
も
単
純
な
力
の
強
さ
だ
け
で
は
な
く
「
剛
勇
、
 
 

沈
着
（
第
十
五
話
）
」
、
「
沈
着
、
冷
静
、
日
頃
の
知
識
（
第
二
十
三
話
）
」
 
 

な
ど
の
要
素
も
編
者
の
関
心
の
範
囲
に
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
前
述
し
た
 
 

と
お
り
で
あ
る
が
、
上
記
の
四
話
の
場
合
、
そ
の
範
囲
を
は
る
か
に
越
 
 

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
巻
の
主
題
の
収
赦
に
逆
行
す
る
 
 

拡
散
は
武
士
に
関
連
す
る
諸
に
よ
っ
て
加
速
化
さ
れ
て
い
る
。
二
十
六
 
 

話
を
除
く
武
士
の
登
場
す
る
三
話
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
編
者
が
他
の
 
 

強
力
者
と
異
な
る
性
格
を
持
ち
、
階
級
も
区
別
さ
れ
る
べ
き
武
士
を
「
強
 
 

力
」
と
い
う
名
の
下
で
包
括
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
編
 
 

者
は
武
士
を
強
力
者
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
 
 

は
第
十
四
話
、
第
十
六
話
の
評
語
が
本
文
と
逸
脱
す
る
ま
で
に
「
強
力
」
 
 

を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
す
べ
て
が
 
 

「
強
力
」
の
下
で
う
ま
く
纏
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
第
十
三
話
、
 
 

第
二
十
六
話
の
よ
う
な
巻
の
構
成
上
を
は
み
出
る
本
文
の
場
合
、
そ
の
 
 

欠
点
を
補
う
べ
き
評
語
は
本
文
と
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
 
 

か
わ
り
「
評
語
と
巻
」
の
間
に
は
食
い
違
い
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
ち
 
 

な
み
に
第
二
十
六
詰
も
強
力
讃
か
ら
非
常
に
離
れ
た
ま
ま
評
語
に
よ
る
 
 

巻
の
主
題
へ
の
収
傲
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
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語
集
の
研
究
 
上
巻
』
芸
林
祉
、
一
九
七
四
年
、
 
 

第
一
編
四
牽
三
節
 
 

（
2
）
 
国
東
文
麿
『
今
昔
物
語
集
成
立
考
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
六
一
 
 

年
、
一
六
九
－
二
二
四
頁
 
 

（
3
）
 
川
口
久
雄
「
今
昔
物
語
集
と
古
本
説
話
集
に
つ
い
て
」
（
『
文
学
』
一
九
 
 

五
五
年
四
月
）
 
 

（
4
）
 
国
東
文
麿
『
今
昔
物
語
集
作
者
考
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
五
年
、
 
 

（
5
）
 
今
野
達
「
今
昔
物
語
集
の
作
者
を
廻
っ
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
 
 

五
八
年
二
月
）
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（
6
）
 
森
雅
人
「
今
昔
物
語
集
の
生
成
』
和
泉
書
院
、
一
九
八
六
年
、
ニ
ー
〇
 
 

頁
 
 

（
7
）
 
『
日
本
後
記
』
に
は
「
〓
軍
嘩
。
叡
必
提
唱
。
太
子
令
内
麻
呂
乗
。
快
 
 

見
傷
損
。
悪
属
名
頭
不
動
。
被
鞭
剋
旋
。
時
人
以
為
非
常
之
器
」
と
あ
る
。
 
 

（
8
）
 
国
東
文
麿
『
今
昔
物
語
集
成
立
考
』
九
五
頁
 
 

（
9
）
 
国
東
文
麿
『
今
昔
物
語
集
成
立
考
』
九
六
頁
 
 

（
1
0
）
 
池
上
淘
一
『
今
昔
物
語
集
の
世
界
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
頁
－
一
四
一
 
 

頁
 
 

（
1
1
）
 
松
尾
拾
『
今
昔
物
語
集
読
解
2
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
、
四
二
〇
 
 

頁
 
 

（
1
2
）
 
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
四
』
解
説
一
四
頁
 
 

（
1
3
）
 
松
尾
拾
 
前
掲
書
、
四
三
七
頁
 
 
 




