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一
、
は
じ
め
に

上
下
二
巻
全
三
二
話
か
ら
成
る
小
振
り
な
説
話
集
『
閑
居
友
』
は
、

慶
政
の
手
に
な
る
と
見
な
さ
れ
る
が
、
多
く
の
説
話
集
同
様
に
作
者

の
名
の
記
さ
れ
ぬ
著
述
で
あ
る
。
往
生
伝
や
『
発
心
集
』
の
影
響
を

受
け
、か
つ
他
書
と
の
同
話
を
殆
ど
持
た
な
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

素
材
と
な
る
説
話
に
比
し
て
、
い
わ
ゆ
る
評
語
が
長
大
で
あ
る
こ
と

が
多
く
、こ
れ
を
も
っ
て
評
論
性
が
強
い
と
も
称
さ
れ
る︶

1
︵

。
し
か
し
、

評
論
性
と
い
う
術
語
で
は
、
実
態
を
正
確
に
把
握
し
き
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
評
論
部
分
は
、『
閑
居
友
』
に
あ

っ
て
、
教
導
で
あ
る
の
か
随
想
で
あ
る
の
か
、
判
然
と
し
な
い
表
現

を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
る
に
せ

よ
、
語
り
手
の
思
想
に
還
元
す
る
の
み
で
は
な
く
、
こ
の
長
大
な
評

論
部
分
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ
か
を
見
極
め
る
こ
と
は
、『
閑
居

友
』
を
把
握
す
る
上
で
の
重
要
な
論
点
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
こ
の

論
点
を
視
座
に
据
え
つ
つ
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
本
書

に
お
い
て
特
徴
的
に
現
れ
る
語
彙
と
し
て﹁
あ
は
れ
﹂を
析
出
し
、『
閑

居
友
』
に
お
け
る
結
縁
意
識
と
表
現
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
る
こ
と
で
あ
る
。

二
、
閑
居
友
に
お
け
る
﹁
あ
は
れ
﹂

﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
、
中
古
中
世
を
代
表
す
る
情
感
・

情
緒
を
表
す
語
彙
で
あ
る
。
説
話
な
ど
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

が
、
こ
こ
で
は
叙
述
さ
れ
る
素
材︶

2
︵

の
中
で
は
な
く
、
素
材
を
受
け
止

め
る
際
の
使
用
に
絞
っ
て
着
目
す
る
こ
と
で
、論
の
端
緒
と
し
た
い
。

『
閑
居
友
』
の
﹁
あ
は
れ
﹂
の
用
例
を
左
に
掲
げ
る
。
い
ず
れ
も
素

閑
居
友
の
結
縁
意
識

野
本　

東
生
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材
中
で
は
な
く
、
そ
れ
を
評
す
る
時
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

1
こ 
の
親
王
の
思
ひ
立
ち
給
ひ
け
ん
心
の
ほ
ど
、
い
と
い
と
あ
は

れ
に
か
し
こ
く
侍
り
。 

（
上
一
話
）

2
今 

こ
の
跡
を
尋
ぬ
る
に
、
か
の
教
へ
に
つ
ぶ
と
か
な
ひ
て
侍
る

に
や
。
あ
は
れ
に
か
し
こ
く
こ
そ
侍
れ
。 

（
上
三
話
）

3
そ
の
振
る
舞
ひ
こ
と
に
あ
は
れ
に
あ
り
が
た
く
侍
る
な
り
。

 

（
上
四
話
）

4
こ 

と
に
あ
は
れ
に
し
の
び
が
た
く
侍
り
。何
も
持
た
ら
ぬ
こ
そ
、

こ
と
に
あ
は
れ
に
好
も
し
く
侍
れ
。 

（
上
六
話
）

5
こ
の
こ
と
を
聞
き
し
に
限
り
な
く
あ
は
れ
に
、
尊
く
覚
え
き
。

 

（
上
一
〇
話
）

6
経 

を
説
き
て
、
そ
の
座
に
て
終
り
を
と
り
け
ん
、
い
た
う
あ
は

れ
に
侍
り
。 
（
上
一
〇
話
）

7
時 

の
人
い
み
じ
く
あ
は
れ
が
り
け
り
。
そ
の
名
を
ば
発
心
房
と

ぞ
い
ひ
け
る
。
い
と
あ
は
れ
な
り
け
る
事
か
な
。

 

（
上
一
一
話
）

8
か 

や
う
に
ふ
つ
に
身
を
捨
て
侍
る
人
に
は
、
終
り
の
時
、
必
ず

目
立
た
し
き
ほ
ど
の
瑞
相
の
侍
る
な
め
り
。
猶
々
あ
は
れ
に
侍

り
。 

（
上
一
二
話
）

9
こ
の
人
の
住
み
所
こ
そ
、
あ
は
れ
に
聞
こ
え
侍
れ
。

 

（
上
一
五
話
）

10
昔 

見
し
人
も
定
め
て
遇
ひ
け
ん
も
の
を
、
思
ひ
お
く
ふ
し
な
く

は
、
消
息
す
る
事
も
あ
ら
じ
と
、
あ
は
れ
な
り
。

 

（
上
一
五
話
）

11
さ 

て
、
こ
の
問
ふ
人
、
い
と
あ
は
れ
に
思
ひ
て
、
時
々
物
調
へ

て
つ
か
は
し
な
ど
し
け
り
。
あ
る
時
、
尋
ね
さ
す
れ
ば
、﹁
跡
か

た
も
な
し
﹂
と
な
ん
語
り
侍
り
し
。
い
と
い
た
う
あ
は
れ
に
覚

え
侍
り
。 

（
上
一
七
話
）

12
わ 

た
り
の
人
々
、
い
と
あ
は
れ
に
て
、
涙
に
咽
び
け
る
と
な
ん
。

あ
は
れ
に
偲
ば
し
く
侍
り
。 

（
上
一
八
話
）

13
こ
れ
を
聞
き
侍
り
し
に
、
あ
は
れ
尽
く
し
が
た
く
侍
り
き
。

 

（
下
七
話
）

14
念 

仏
十
返
ば
か
り
申
し
て
、
息
止
ま
り
に
け
り
。
い
と
あ
は
れ

に
こ
そ
聞
こ
え
侍
れ
。 

（
下
一
一
話
）

﹁
あ
は
れ
﹂
と
は
端
的
に
は
感
動
を
表
す
語
彙
で
あ
る
が
、
右
の
例

が
向
か
う
対
象
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
1
渡
天
を
試
み
た
真
如
親
王

の
心
、
2
玄
賓
僧
都
の
事
跡
、
3
空
也
上
人
の
事
跡
、
4
あ
づ
ま
の

聖
の
事
跡
、
5
覚
弁
法
師
の
事
跡
、
6
同
僧
の
臨
終
、
7
発
心
房
の

臨
終
、
8
近
江
石
堂
の
僧
の
事
跡
と
臨
終
、
9
駿
河
宇
津
の
僧
の
臨

終
（
場
所
）、
10
同
僧
の
事
跡
、
11
稲
荷
山
麓
の
入
道
の
事
跡
、
12

東
の
京
の
入
道
の
事
跡
と
臨
終
、
13
唐
土
の
親
娘
の
事
跡
、
14
東
山

下
種
女
の
臨
終
。
こ
れ
ら
は
感
動
と
思
慕
を
以
て
、
讃
歎
の
視
線
を
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送
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
4
は
、﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
感
動

を
繰
り
返
し
、
さ
ら
に
7 

11 

12
の
例
で
は
、
人
々
の
感
じ
る
﹁
あ

は
れ
﹂（
波
線
部
）
に
重
ね
る
か
の
よ
う
に
、『
閑
居
友
』
語
り
手
自
身

の
﹁
あ
は
れ
﹂
評
が
付
さ
れ
る
。
そ
し
て
当
然
と
は
い
え
、
各
話
で

語
ら
れ
た
人
物
・
人
物
の
事
跡
に
向
か
う
感
情
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を

感
動
的
に
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

15
玄 

奘
・
法
顕
な
ど
の
昔
の
跡
に
思
ひ
合
は
す
る
に
も
、
さ
こ
そ

は
険
し
く
危
う
く
侍
り
け
め
と
、
あ
は
れ
な
り
。 

（
上
一
話
）

16
昔 

の
高
僧
の
跡
を
尋
ぬ
れ
ば
、み
な
か
や
う
に
の
み
侍
る
に
や
。

猶
々
あ
は
れ
に
侍
り
。
哥
さ
へ
優
に
侍
る
こ
そ
。 

（
上
六
話
）

17
か 

の
や
ま
が
ら
の
い
に
し
へ
も
、
こ
と
に
あ
は
れ
に
偲
ば
し
く

侍
り
。 
（
上
一
三
話
）

18
羅 

什
三
蔵
の
御
母
の
（
中
略
）
道
心
発
し
て
、
永
く
う
き
世
を

出
で
は
て
給
ひ
け
ん
、
思
ひ
出
で
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
。

 

（
上
二
〇
話
）

19
竜 

樹
菩
薩
の
﹁
こ
れ
を
は
か
り
思
ふ
に
、
食
は
少
な
け
れ
ど
も

汗
は
多
し
﹂
と
の
た
ま
へ
る
、
あ
は
れ
に
こ
そ
侍
れ
。

 

（
上
一
三
話
）

右
の
例
で
は
、
当
面
の
素
材
と
は
別
に
引
用
さ
れ
た
、
し
か
し
同
様

の
事
跡
に
重
ね
合
わ
せ
て
﹁
あ
は
れ
﹂
の
感
動
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
引
例
は
当
面
の
事
跡
も
同
様
に
評
価
す
る
の
み
な
ら
ず
、
周

知
の
例
に
よ
っ
て
﹁
あ
は
れ
﹂
の
感
動
を
受
け
手
（
読
み
手
）
に
確

認
す
る
意
味
に
も
な
る
。
19
は
素
材
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
引
例
の

事
跡
に
﹁
あ
は
れ
﹂
が
向
け
ら
れ
る
が
、事
跡
と
対
象
の
一
致
が
﹁
あ

は
れ
﹂
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、以
上
の
﹁
あ
は
れ
﹂
を
通
し
て
み
た
時
、1
﹁
い
と
い
と
﹂、

３
４
17
﹁
こ
と
に
﹂、
5
﹁
限
り
な
く
﹂、
6
﹁
い
た
う
﹂、
７
14
﹁
い

と
﹂、
８
16
﹁
猶
々
﹂、
11
﹁
い
と
い
た
う
﹂、
13
﹁
尽
く
し
が
た
く
﹂

の
よ
う
な
強
調
が
過
剰
な
ま
で
に
存
在
す
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
受
け
手
に
対
す
る
念
押
し
で
あ
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。

次
は
哀
感
や
同
情
の
色
濃
い
﹁
あ
は
れ
﹂
で
あ
る
。

20
さ 

ら
に
よ
も
良
き
所
に
生
ま
れ
侍
ら
じ
か
し
と
、あ
は
れ
に
て
、

い
さ
さ
か
見
侍
り
し
人
を
、
高
き
賤
し
き
を
選
ば
ず
、
そ
の
名

を
書
き
集
め
て
、
忍
び
に
傍
ら
に
置
き
て
、
少
し
浮
か
み
ぬ
べ

き
に
や
と
思
ひ
給
ふ
る
密
言
ど
も
、
お
ろ
お
ろ
誦
み
侍
る
中
に

 

（
上
二
一
話
）

21
け
う
と
き
も
の
か
ら
、
さ
す
が
又
あ
は
れ
な
り
。 

（
下
三
話
）

22
秋 

風
名
残
を
送
る
身
に
て
も
あ
り
け
ん
に
、
あ
や
し
の
我
ら
も

見
て
は
怖
ぢ
恐
れ
逃
げ
走
る
事
、
あ
は
れ
に
も
侍
る
か
な
。

 

（
下
一
〇
話
）

23
ま 

し
て
か
の
五
の
君
の
心
の
中
、
い
か
ば
か
り
春
は
殊
に
立
ち
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迷
ひ
て
侍
り
け
ん
と
、
あ
は
れ
な
り
。 

（
下
一
話
）

24
げ
に
あ
は
れ
に
し
の
び
が
た
き
縁
こ
そ
あ
る
ら
め
か
し
。

 

（
下
一
話
）

20
は
見
る
も
無
惨
な
屍
体
と
な
っ
た
女
に
対
す
る
同
情
・
憐
憫
、
21

は
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
り
、
焼
身
自
殺
し
た
女
に
対
す
る
同
情
・
憐

憫
で
あ
る
。
22
は
蛇
に
対
す
る
哀
憐
で
あ
る
。
23 

24
は
、
当
面
の
素

材
と
は
別
の
引
例
に
対
す
る
﹁
あ
は
れ
﹂
で
あ
る
が
、
罪
深
さ
を
背

負
っ
た
女
性
の
身
に
対
す
る
哀
憐
の
情
で
あ
る
。

25
昔 

は
、
や
す
み
し
る
儲
け
の
す
べ
ら
ぎ
に
て
、
百
の
官
に
仰
が

れ
き
と
い
へ
ど
も
、
今
は
道
の
辺
の
旅
の
魂
と
し
て
、
ひ
と
り

い
づ
く
に
か
赴
き
給
ひ
け
ん
と
、
返
す
返
す
あ
は
れ
に
侍
り
。

 

（
上
一
話
）

26
つ 

ひ
に
は
い
か
が
な
り
侍
り
に
け
ん
。
あ
は
れ
に
お
ぼ
つ
か
な

く
こ
そ
。 
（
上
一
四
話
）

25
は
死
へ
の
哀
悼
と
解
し
、
26
は
﹁
し
み
じ
み
と
﹂
と
い
っ
た
訳

を
あ
て
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

﹁
あ
は
れ
﹂
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
示
し
て
い
る
が
そ
れ
で
も
や

は
り
、素
材
で
叙
述
さ
れ
る
事
跡
や
対
象
人
物
に
対
し
て
、﹁
あ
は
れ
﹂

と
い
う
語
彙
を
多
用
し
て
評
す
る
こ
と
に
は
最
も
注
意
を
向
け
る
べ

き
だ
ろ
う
。

﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
語
彙
が
抱
え
る
意
味
の
根
本
に
つ
い
て
は
、

既
に
さ
ま
ざ
ま
に
研
究
が
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
支
持
さ
れ
援
用
さ
れ

る
次
の
指
摘
を
参
考
に
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち﹁
何
事
で
あ
れ
、

心
に
深
く
浸
透
す
る
感
動
を
表
わ
す
の
が
﹁
あ
は
れ
﹂﹂
で
あ
り
、

新
し
い
飛
躍
的
な
行
動
を
、
積
極
的
に
展
開
さ
せ
る
活
力
の
原

動
力
と
な
る
、
脈
動
的
、
能
動
的
な
烈
し
い
感
動
で
は
な
く
、

対
象
が
、
身
に
迫
り
、
心
に
徹
し
て
、
自
己
が
、
感
動
の
な
か

に
、
埋
没
し
、
融
合
し
、
そ
し
て
同
化
し
て
し
ま
う

浸
透
的
受
動
的
な
感
慨
で
あ
る
と
い
う︶

3
︵

。﹁
対
象
客
観
と
感
情
主
観

の
融
合︶

4
︵

﹂
も
同
様
の
こ
と
を
指
す
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
感
情
を
表
す

語
彙
で
あ
る
だ
け
に
、﹁
あ
は
れ
﹂
の
言
い
回
し
は
作
品
そ
れ
ぞ
れ
に

微
妙
な
差
が
あ
り
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
た
だ
『
閑
居
友
』
の

掲
出
し
た
例
を
通
観
す
る
と
、
今
述
べ
た
﹁
あ
は
れ
﹂
の
原
義
そ
の

も
の
、
語
ら
れ
る
対
象
を
自
ら
に
引
き
取
る
よ
う
に
共
鳴
的
に
心
動

か
さ
れ
る
と
い
う
把
握
に
あ
て
は
ま
る
。
融
合
的
一
体
的
に
そ
の
対

象
を
感
動
を
以
て
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
だ
。
語
ら
れ
る
世
界
と

語
る
主
体
と
の
、
引
力
に
逆
ら
え
な
い
、
あ
る
い
は
逆
ら
お
う
と
し

な
い
『
閑
居
友
』
の
姿
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
対
象
に
共
感
し
、

受
け
止
め
る
た
め
の
表
現
と
し
て
、﹁
あ
は
れ
﹂
が
選
ば
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
波
線
部
を
併
記
し
た
７
11 

12
の
例
は
、﹁
あ
は

れ
﹂
は
語
り
手
の
み
の
心
情
に
限
定
さ
れ
ず
、
語
り
手
の
心
情
を
装

い
つ
つ
、
登
場
人
物
の
心
情
に
受
け
手
（
読
み
手
）
の
共
感
を
誘
お
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う
と
い
う
広
が
り
も
垣
間
見
え
る
。
語
り
手
と
人
々
、
そ
の
共
感
が

ひ
い
て
は
受
け
手
を
浸
し
て
い
く
よ
う
な
機
能
的
一
面
が
、﹁
あ
は

れ
﹂
に
は
認
め
ら
れ
る
。

三
、
仏
教
説
話
集
に
お
け
る
﹁
あ
は
れ
﹂

﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
語
彙
が
仏
教
説
話
集
に
お
け
る
常
套
句
で
あ

る
な
ら
ば
、
何
も
言
挙
げ
す
る
必
要
は
な
い
。
全
三
十
二
話
に
占
め

る
、
先
に
挙
げ
た
例
を
多
い
と
見
る
か
ど
う
か
は
、
飽
く
ま
で
も
他

の
著
述
と
の
比
較
に
お
い
て
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、

『
発
心
集
』な
ど
で
も﹁
あ
は
れ
﹂は
よ
く
用
い
ら
れ
る
語
彙
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
素
材
の
説
話
を
受
け
止
め
る

際
に
﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
表
現
が
選
ば
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
試
み
に
『
発
心
集
』
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

・
大
方
人
の
死
ぬ
る
あ
り
さ
ま
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
事
多
か
り
。

 

（
四
8
）

・
其 

の
事
に
執
を
と
め
て
、
今
や
今
や
と
ま
ぼ
り
を
り
け
ん
、
罪

深
く
あ
は
れ
に
こ
そ
侍
れ
。 

（
五
12
）

・
あ 

は
れ
に
あ
り
が
た
き
た
め
し
に
こ
そ
は
云
ひ
伝
へ
侍
り
ぬ

れ
。 

（
六
2
）

・
神
の
法
を
め
で
給
ふ
御
志
、
深
げ
に
あ
は
れ
な
る
こ
と
な
り
。

 

（
八
14
）

・
榊 

・
幣
よ
り
は
じ
め
、か
た
く
な
な
る
宜
禰
が
鼓
の
音
ま
で
も
、

皆
開
楽
悟
入
の
御
か
ま
へ
な
り
と
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
く

な
む
侍
り
。 

（
八
14
）

こ
の
よ
う
に
素
材
を
受
け
止
め
て
評
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
例
も
あ

る
が
、
こ
れ
が
用
例
の
全
て
で
あ
り
、『
発
心
集
』
が
流
布
本
で
百
話

以
上
か
ら
成
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
実
に
少
な
い
と
言
え
る
。

そ
こ
で
中
古
中
世
の
主
要
な
仏
教
説
話
集
を
同
様
の
方
法
で
簡
単

に
調
査
し
て
み
た︶

5
︵

。
素
材
に
お
け
る
﹁
あ
は
れ
﹂
の
用
例
自
身
は
少

な
く
な
い
も
の
の
、
評
の
部
分
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
れ
ば
、『
日

本
霊
異
記
』、『
三
宝
絵
』、『
打
聞
集
』、『
法
華
百
座
聞
書
抄
』、『
古
本
説

話
集
』
は
用
例
無
し
。『
今
昔
物
語
集
』
九
例
、『
宝
物
集
』
八
例
、『
沙

石
集
』
十
三
例
。
素
材
か
編
者
の
こ
と
ば
か
と
い
う
境
界
線
の
引
き

方
に
、
認
定
方
法
の
誤
差
を
認
め
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
説
話
集

に
お
い
て
、﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
表
現
が
殆
ど
選
ば
れ
て
い
な
い
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

一
方
で
こ
れ
ら
と
一
線
を
画
す
説
話
集
も
あ
る
。『
撰
集
抄
』
で

あ
る
。
そ
の
用
例
数
は
優
に
百
を
越
え
る
。
た
だ
し
、『
撰
集
抄
』
の

よ
う
な
場
合
は︶

6
︵

、
西
行
に
擬
え
ら
れ
た
語
り
手
が
、
諸
国
行
脚
の
際

に
見
聞
し
た
話
を
書
き
記
す
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
素
材
と
語
り
手
の
間
に
距
離
が
な
い
た
め
に
素
材
中
の
﹁
あ

は
れ
﹂
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
、
語
り
手
の
こ
と
ば
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
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う
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
撰
集
抄
』
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
少
な
く

と
も
、﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
語
彙
を
多
く
用
い
る
こ
と
に
、『
閑
居
友
』

の
一
つ
の
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
﹁
あ
は
れ
﹂

が
他
の
形
容
詞
な
ど
と
結
び
つ
か
ず
、
単
独
で
用
い
ら
れ
る
例
が
比

較
的
多
い
こ
と
も
、
漠
然
と
共
感
の
意
を
添
え
る
の
で
は
な
く
、﹁
あ

は
れ
﹂
一
語
で
自
律
的
な
働
き
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
さ
ら

に
﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
一
体
的
融
合
的
、
主
観
的
な
語
彙
を
配
す
る

特
徴
に
共
通
す
る
の
が
次
の
よ
う
な
語
彙
で
あ
る
。

・
何
も
持
た
ら
ぬ
こ
そ
、
こ
と
に
あ
は
れ
に
こ
の
も
し
く
侍
れ
。

 

（
上
六
話
）

・
せ
め
て
の
む
つ
ま
し
さ
に
記
し
入
れ
侍
り
ぬ
る
な
る
べ
し
。

 

（
上
三
話
）

・
今 

、
い
づ
く
の
国
に
か
生
ま
れ
て
お
は
す
ら
ん
。
む
つ
ま
し
く

こ
そ
侍
れ
。 
（
下
六
話
）

・
こ 

の
玄
賓
の
跡
を
見
る
に
（
中
略
）
こ
と
に
し
の
び
が
た
く
も

侍
る
か
な
。 

（
上
三
話
）

他
に
既
出
の
﹁
あ
は
れ
﹂
の
例
中
12 

17
に
あ
る
﹁
偲
ば
し
﹂
と
い

う
語
彙
も
挙
げ
ら
れ
る
。﹁
こ
の
も
し
﹂
な
い
し
﹁
こ
の
ま
し
﹂
は
、

例
え
ば
、﹁
真
名
も
仮
名
も
こ
の
も
し
く
今
め
か
し
き
方
さ
へ
添
ひ

て
、す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
し
き
﹂（『
今
鏡
』
ふ
ぢ
な
み
の
中
﹁
御
笠
の
松
﹂）

の
よ
う
に
客
観
的
基
準
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
多
い
が
、﹁
好
む
﹂
と

い
う
語
義
を
強
く
残
す
も
の
も
あ
り
、
こ
の
例
は
そ
れ
に
あ
た
る
。

﹁
む
つ
ま
し
﹂
も
親
近
感
か
ら
く
る
感
情
、
さ
ら
に
は
思
慕
を
含
む
。

﹁
し
の
ば
し
﹂
は
用
例
は
少
な
い
が
、例
え
ば
﹁
帝
お
は
し
ま
さ
で
後
、

昔
思
ひ
出
で
け
る
に
、
偲
ば
し
き
こ
と
多
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
﹂（『
今

鏡
』
す
べ
ら
ぎ
の
下
﹁
虫
の
音
﹂）
と
帝
の
生
前
へ
の
心
情
を
表
す
よ
う

に
、
思
慕
の
念
を
強
く
表
す
語
彙
で
あ
る
。﹁
し
の
び
が
た
し
﹂
は

直
訳
す
れ
ば
、﹁
我
慢
で
き
な
い
﹂
と
い
う
意
に
な
る
が
、例
え
ば
﹁
女

君
、
涙
を
一
目
浮
け
て
見
お
こ
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
忍
び
が
た
し
﹂

（『
源
氏
物
語
』
須
磨
）
の
、
明
石
流
謫
の
直
前
に
紫
上
を
前
に
し
た
光

源
氏
の
心
情
の
よ
う
に
、
感
情
の
抑
制
の
難
し
さ
、
禁
じ
得
な
い
感

情
を
示
す
。

さ
て
こ
れ
ら
の
表
現
を
や
は
り
仏
教
説
話
集
に
た
ど
っ
て
み
る

と
、﹁
こ
の
も
し
（
こ
の
ま
し
）﹂﹁
む
つ
ま
し
﹂
と
い
う
表
現
が
見
え

な
い
わ
け
で
は
な
い
。

あ
る
谷
は
ざ
ま
の
、
松
風
ひ
び
き
い
さ
ぎ
よ
く
好
も
し
き
所

 

（『
発
心
集
』
四
2
）

悪
魔
の
、
さ
り
が
た
き
人
と
な
り
て
、（
中
略
）
も
し
化
身
か
、

も
し
又
そ
の
便
り
か
﹂
と
む
つ
ま
し
く
思
ひ
、
罪
を
作
ら
せ
、

功
徳
を
妨
げ
て
、 

（『
発
心
集
』
四
5
）

歌
テ
舞
シ
ヲ
、
好
マ
シ
ト
思
ヒ
シ
ガ
、
年
来
ハ
忘
レ
タ
リ
ツ
ル



－21－

ニ 

（『
今
昔
物
語
集
』
十
二
33
）

東
宮
此
レ
ヲ
睦
マ
シ
キ
者
ニ
思
シ
食
シ
テ
、

 

（『
今
昔
物
語
集
』
十
九
10
）

つ
み
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
ば
や
と
ね
が
ひ
給
ひ
し
は
、
流

罪
こ
の
も
し
き
に
は
あ
ら
ず
。 

（『
宝
物
集
』
第
九
）

た
だ
し
、『
日
本
霊
異
記
』『
打
聞
集
』『
法
華
百
座
聞
書
抄
』『
古
本

説
話
集
』『
三
宝
絵
』『
沙
石
集
』
で
は
用
い
ら
れ
な
い
語
彙
で
あ
る
。

﹁
し
の
び
が
た
し
﹂
は

こ
の
道
に
お
い
て
し
の
び
が
た
く
ぞ
み
え
侍
る
め
る
。

 

（『
宝
物
集
』
第
五
）

此
娘
ヲ
見
テ
、
心
ニ
カ
ケ
テ
、
イ
カ
ニ
モ
忍
ビ
難
ク
覚
エ
ケ
ル

儘
ニ 
（『
沙
石
集
』
一
9
）

な
ど
の
用
例
を
挙
げ
ら
れ
る
。『
宝
物
集
』
の
例
は
女
性
一
般
に
対

す
る
抑
制
で
き
な
い
心
情
を
推
し
量
る
箇
所
。
な
お
﹁
し
の
ば
し
﹂

は
調
査
し
た
文
献
に
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
語
彙
は
確

か
に
他
の
仏
教
説
話
集
の
中
に
用
例
と
し
て
検
索
す
る
こ
と
は
で
き

た
が
、
い
ず
れ
も
、
語
り
手
の
こ
と
ば
と
し
て
素
材
も
し
く
は
付
随

の
引
例
を
対
象
と
し
て
評
す
る
も
の
で
は
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
、『
閑
居
友
』
以
外
の
仏
教
説
話
集
で
は
こ
れ
ら
の
語
彙
が
、
素
材

内
部
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
素
材
を
捉
え
受
け
止
め
、

評
す
る
際
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い︶

7
︵

。

例
外
と
し
て
言
及
し
な
か
っ
た
『
撰
集
抄
』
は
、左
例
の
通
り
、﹁
あ

は
れ
﹂
同
様
に
、『
閑
居
友
』
の
言
い
回
し
に
近
い
。

な
に
と
も
あ
れ
、
そ
の
里
の
人
は
往
生
た
の
も
し
く
ぞ
侍
る
め

る
。
同
じ
水
に
な
が
れ
死
に
け
む
人
ま
で
も
、
返
々
む
つ
ま
し

く
侍
り
。 

（『
撰
集
抄
』
七
7
）

い
ま
は
何
の
浄
土
に
か
い
ま
そ
か
る
ら
む
。
こ
と
に
し
の
ば
し

く
こ
そ
お
ぼ
え
侍
れ
。 

（『
撰
集
抄
』
五
1
）

こ
う
し
て
対
象
に
対
す
る
共
感
を
主
と
し
た
主
観
的
表
現
を
、
素

材
と
し
て
の
説
話
を
受
け
止
め
る
語
と
し
て
配
す
る
『
閑
居
友
』
の

特
殊
性
（
及
び
『
撰
集
抄
』
の
存
在
）
が
導
か
れ
た
。
語
ら
れ
る
対
象

を
突
き
放
し
て
否
定
的
に
断
じ
る
こ
と
が
殆
ど
な
い
こ
と
も
、﹁
あ
は

れ
﹂
を
中
心
と
す
る
主
観
的
で
共
鳴
的
な
語
彙
が
多
い
こ
と
と
関
連

す
る
に
違
い
な
い
。
必
然
的
に
、
受
け
手
が
素
材
の
内
容
に
対
し
て

共
感
的
に
向
き
合
う
よ
う
な
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

四
、
閑
居
友
の
結
縁
意
識

そ
れ
で
は
な
ぜ
、『
閑
居
友
』
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
表
現
が
選
ば

れ
る
の
か
。
な
ぜ
、
話
末
評
の
位
置
に
こ
れ
だ
け
現
れ
る
の
か
。
い

さ
さ
か
結
論
を
急
い
で
見
通
し
を
与
え
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
『
閑

居
友
』
の
結
縁
意
識
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
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既
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、『
閑
居
友
』
に
は
、
結
縁
の
意
識
が
強
く

現
れ
て
い
る︶

8
︵

。
こ
れ
が
文
学
的
背
景
と
し
て
は
往
生
伝
の
系
譜
を
承

け
て
い
る
こ
と
に
も
、
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
い
。
美
濃
部
重
克
は
往

生
伝
の
編
纂
に

編
者
達
は
浄
土
教
の
唱
導
書
、
啓
蒙
書
と
し
て
の
撰
述
意
図
と

は
別
に
、
往
生
人
の
話
を
結
集
し
、
伝
承
し
ま
た
表
現
す
る
行

為
そ
の
も
の
に
、
往
生
人
に
結
縁
す
る
た
め
の
供
養
と
い
う
意

義
を
認
め
、
ま
た
、
積
極
的
に
そ
れ
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

と
結
論
し
、
さ
ら
に
『
閑
居
友
』
に
お
け
る

こ
の
僧
都
の
事
、
発
心
集
に
も
見
え
侍
る
め
れ
ど
、
こ
の
事
は

侍
ら
ざ
め
れ
ば
、
よ
き
つ
い
で
に
因
縁
も
ほ
し
く
侍
り
て
、
書

き
侍
り
ぬ
る
な
る
べ
し
。 

（
上
三
話
）

今
、
こ
の
あ
や
し
の
事
を
聞
く
に
、
頼
み
の
心
ね
ん
ご
ろ
な
り
。

願
は
く
は
、
な
ほ
ざ
り
に
書
き
流
す
筆
の
跡
を
尋
ね
て
、
草
の

庵
の
中
に
仮
の
寝
の
夢
を
見
果
て
、
松
の
と
ぼ
そ
の
間
に
永
き

別
れ
を
告
げ
ん
時
、
必
ず
立
ち
返
り
、
友
を
い
ざ
よ
ふ
縁
に
も

な
せ
か
し
と
な
り
け
り
。 

（
下
一
一
話
）

な
ど
か
ら
、
表
現
行
為
の
背
後
に
結
縁
と
い
う
認
識
が
脈
々
と
継
承

さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た︶

9
︵

。
仏
と
同
一
視
さ
れ
て
同
化
す
る
往
生
人

に
よ
っ
て
極
楽
か
ら
来
迎
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
、
引
摂
結
縁
に

焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
上
二
一
話
で
は
、
河
原
に
捨
て
ら
れ
た
女
性
の
屍
骸
を
交

名
帳
に
記
し
て
供
養
す
る
一
節
を
含
む
こ
と
か
ら
、
新
日
本
古
典
文

学
大
系
の
解
説
で
は
﹁
書
く
こ
と
が
、
書
か
れ
る
者
と
書
く
自
分
と

の
結
縁
で
あ
り
、
理
想
と
現
実
の
間
に
あ
る
溝
を
う
め
る
行
為
と
な

る
﹂
と
執
筆
動
機
の
中
心
に
広
く
結
縁
を
置
く︶

₁₀
︵

。
こ
こ
で
は
そ
の
供

養
が
、﹁
あ
や
し
の
身
に
縁
を
結
べ
る
﹂と
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

美
濃
部
重
克
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
二
十
五
三
昧
会
の
結
衆
に
窺
わ
れ

る
結
縁
に
は
、
臨
終
時
の
善
知
識
と
し
て
の
勧
進
、
引
摂
結
縁
、
悪

趣
に
堕
ち
た
時
の
滅
罪
供
養
の
三
つ
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

結
縁
に
期
待
さ
れ
る
、
こ
れ
ら
三
つ
の
こ
と
は
、『
閑
居
友
』
に
お
い

て
一
つ
に
限
定
さ
れ
ず
に
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う︶

₁₁
︵

。

屋
上
屋
を
架
す
こ
と
に
な
る
が
、『
閑
居
友
』
に
は
冒
頭
話
に
著
述

方
針
が
述
べ
ら
れ
る
部
分
が
あ
り
、
先
行
の
著
述
を
引
き
合
い
に
出

し
つ
つ
、
そ
の
語
彙
の
中
に
も
、
確
か
に
結
縁
意
識
が
存
在
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
も
、
発
心
集
に
は
、
伝
記
の
中
に
あ
る
人
々
あ
ま
た
見
え

侍
る
め
れ
ど
、
こ
の
書
に
は
、
伝
に
載
れ
る
人
を
ば
入
る
る
こ

と
な
し
。（
中
略
）
長
明
は
、
人
の
耳
を
も
喜
ば
し
め
、
ま
た

結
縁
に
も
せ
む
と
て
こ
そ
、
伝
の
中
の
人
を
も
載
せ
け
ん
を
、

世
の
人
の
さ
や
う
に
は
思
は
で
侍
る
に
な
ら
ひ
て
、
か
や
う
に



－23－

も
思
ひ
侍
る
な
る
べ
し
。 

（
上
一
話
）

右
は
、『
閑
居
友
』
の
認
識
す
る
『
発
心
集
』
像
を
鏡
に
し
た
『
閑
居

友
』
自
身
の
自
己
認
識
を
端
的
に
示
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ

う︶
₁₂
︵

。『
発
心
集
』を
先
蹤
と
す
る
著
述
方
法
を
一
部
継
承
し
、ま
た『
発

心
集
』の
失
敗
を
並
べ
る
こ
と
で
、自
己
規
定
を
露
わ
に
す
る
。﹁（
人

の
耳
を
喜
ば
せ
、）
結
縁
に
も
せ
む
﹂
と
い
う
の
が
、『
発
心
集
』
か
ら

投
影
さ
れ
る
、『
閑
居
友
』
の
目
指
す
方
向
性
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
実
際
に
は
﹁
伝
に
載
ら
ぬ
事
﹂
が
収
載
さ
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、﹁
伝
に
載
れ
る
人
﹂﹁
伝
の
中
の
人
﹂
を
載
せ
な
い
こ
と
を

表
現
上
強
調
し
て
い
る
の
は
、
結
縁
が
人
を
対
象
に
な
さ
れ
る
こ
と

を
意
識
し
た
口
吻
な
の
で
あ
ろ
う︶

₁₃
︵

。

『
閑
居
友
』
に
お
い
て
、﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
一
体
的
融
合
感
の
強

い
語
彙
が
選
ば
れ
た
こ
と
と
、
今
確
認
し
た
結
縁
意
識
が
結
び
つ
く

こ
と
に
は
、
蓋
然
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
節
、
例
え
ば
1
～
14
の

﹁
あ
は
れ
﹂
の
鑽
仰
に
は
引
摂
結
縁
の
期
待
が
込
め
ら
れ
る
し
、
15

～
19
の
よ
う
な
素
材
対
象
の
至
高
を
担
保
す
る
﹁
あ
は
れ
﹂
も
引
摂

結
縁
に
間
接
的
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
素
材
に
応
じ
て

結
縁
の
志
向
の
強
弱
も
あ
り
、
ま
た
全
話
に
﹁
あ
は
れ
﹂
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
も
な
く
、両
者
に
完
全
な
重
な
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

先
の
美
濃
部
重
克
の
整
理
を
言
い
替
え
れ
ば
、
結
縁
と
は
、
対
象
と

の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
、
仏
・
菩
薩
に
近
づ
く
、
あ
る
い
は
近
づ
か

せ
る
た
め
の
契
機
・
意
識
さ
ら
に
具
体
的
行
為
で
あ
る
。
結
ん
だ
糸

が
自
分
を
仏
の
道
に
救
い
上
げ
る
、
あ
る
い
は
他
人
を
救
い
上
げ
る

の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
結
縁
と
は
、
仰
ぐ
べ
き
、
救
う
べ
き
対
象
と

の
つ
な
が
り
を
仏
・
菩
薩
へ
の
親
近
・
同
化
と
い
う
動
機
に
基
づ
い

て
希
求
す
る
意
識
と
言
い
替
え
て
よ
い
。
往
生
伝
の
序
文
に
は
、
多

く
結
縁
を
求
め
る
こ
と
ば
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、『
三
外
往

生
記
』﹁
蓋
慕
二
賢
跡
一
、
肆
普
訪
二
古
今
一
之
間
、
粗
得
二
遺
漏
之
輩
一
﹂

と
い
う
よ
う
に
、
対
象
の
往
生
人
に
対
す
る
思
慕
と
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
つ
ま
り
、『
閑
居
友
』
に
お
け
る
結
縁

意
識
が
、
主
観
的
な
﹁
あ
は
れ
﹂
に
表
現
と
し
て
結
実
な
い
し
滲
出

し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。本
節
で
示
し
た
上
三
話
の﹁
因

縁
が
ほ
し
く
﹂
と
あ
る
話
の
結
び
﹁
せ
め
て
の
む
つ
ま
し
さ
に
記
し

入
れ
侍
り
ぬ
る
な
る
べ
し
﹂
と
は
、
ほ
ぼ
同
じ
視
点
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
。

例
え
ば
下
一
〇
話
。
病
に
臥
し
た
某
院
の
女
房
に
対
し
て
﹁
あ
は

れ
﹂
と
い
う
私
的
な
感
情
を
抱
く
語
り
手
は
、
彼
女
の
帰
依
す
る
釈

迦
如
来
に
対
す
る
尊
崇
を
経
て
、﹁
か
や
う
に
思
ひ
つ
づ
け
て
、
時
々

あ
は
れ
を
か
け
奉
ら
ば
、本
師
の
恩
を
思
ひ
知
る
は
じ
め
な
る
べ
し
﹂

と
、﹁
あ
は
れ
﹂
を
抱
く
対
象
と
し
て
釈
迦
如
来
を
見
据
え
る
。
こ
の

二
つ
の
﹁
あ
は
れ
﹂
は
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
語
り
手

に
お
い
て
は
、
同
根
の
感
情
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
話
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の
後
半
に
お
い
て
、﹁
仏
は
よ
ろ
づ
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
ば
、

み
な
等
し
く
我
が
子
の
如
く
、
か
な
し
み
、
あ
は
れ
み
給
へ
ば
、
彼

ら
を
う
と
う
と
し
く
思
は
ば
、
仏
の
御
心
に
遠
ざ
か
る
か
た
も
あ
る

べ
し
﹂
と
、
仏
の
﹁
哀
し
み
﹂﹁
あ
は
れ
み
﹂
を
意
識
し
て
、
直
前

に
お
い
て
蛇
・
蚯
蚓
さ
え
﹁
い
た
く
疎
し
と
は
さ
し
離
た
じ
よ
﹂
と

述
べ
た
語
り
手
自
身
の
表
明
と
重
ね
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

際
の
感
情
が
﹁
あ
は
れ
に
も
侍
る
か
な
﹂（
第
二
節
の
22
）
で
あ
る
。

つ
ま
り
仏
が
衆
生
に
対
し
て
抱
く
感
情
と
同
一
の
感
情
を
、
語
り
手

側
が
抱
き
、
引
き
取
る
こ
と
で
、
仏
の
心
性
に
近
づ
こ
う
、
あ
る
い

は
仏
と
い
う
存
在
へ
の
親
近
・
同
化
を
試
み
よ
う
と
い
う
素
意
が
窺

わ
れ
る
。
仏
か
ら
の
﹁
あ
は
れ
﹂
と
仏
へ
の
﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
双

方
向
性
を
確
認
し
、
こ
の
感
情
を
媒
介
と
す
る
結
縁
意
識
の
存
在
を

定
か
に
し
て
お
き
た
い
。
な
お
次
話
で
は
、
病
に
臥
し
な
が
ら
念
仏

を
唱
え
る
下
種
女
に
対
し
て
、﹁
東
山
の
聖
﹂
が
抱
く
﹁
あ
は
れ
﹂
に

も
語
り
手
の
感
情
は
重
ね
ら
れ
、
下
種
女
に
結
縁
を
求
め
る
の
で
あ

る
。一

方
、
実
社
会
的
な
場
面
と
し
て
、
表
白
に
目
を
向
け
れ
ば
、
追

善
の
表
白
に
は
残
さ
れ
た
者
の
悲
嘆

4

4

に
く
れ
る
涙
の
表
現
が
山
場
に

用
意
さ
れ
る
。
そ
こ
に
悲
嘆

4

4

を
共
有
す
る
と
い
う
、
法
会
と
い
う
場

な
ら
で
は
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
機
能
が
あ
る︶

₁₄
︵

。
法
会
と
い
う
場
を

意
識
す
る
な
ら
、﹁
往
生
ノ
事
ハ
只
打
思
コ
ソ
大
事
ニ
ハ
候
ヘ
。
時
純
熟
シ
ヌ
レ

バ
程
ヤ
ハ
候
。（
中
略
）
如
法
ニ
念
仏
シ
テ
乍
ラレ
居
如
シ
テ

レ

眠
フ
ル
カ
気
モ
絶
候
キ
。

此
カ
哀
ニ
貴
ク
覚
ヘ
候
ソ
。
機
縁
ノ
熟
シ
時
キ
至
ヌ
ル
ハ
、
少ヲ
サ
ナ
イ
ニ
モ
不
レ
依
ラ
老

タ
ル
ニ
モ
不
レ
依
﹂（
諸
事
表
白︶

₁₅
︵

）
と
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
対
象
に
対

す
る
﹁
哀
れ
﹂
も
結
縁
意
識
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
灌
頂

に
お
け
る
表
白
で
の
歎
徳
部
分
で
﹁
今
不
レ
堪
レ
情
、
感
之
至
、
猥

吐
二
称
誉
之
詞
一
﹂（
長
承
元
年
歎
徳
文︶

₁₆
︵

）
と
も
見
え
る
よ
う
な
表
現
を

考
え
れ
ば
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
仏
な
い
し
そ
れ
に
相
当
す
る
対
象
の

称
賛
に
あ
た
っ
て
、
仏
の
徳
を
述
べ
る
よ
う
な
叙
事
的
な
表
現
、
仏

の
徳
を
喜
ぶ
叙
情
的
な
表
現
の
い
ず
れ
が
採
用
さ
れ
る
か
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
が
結
縁
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
語
り

手
の
こ
と
ば
を
評
と
し
て
素
材
か
ら
切
り
離
し
て
き
た
検
討
に
、
い

さ
さ
か
水
を
差
す
よ
う
で
も
あ
る
が
、
受
け
手
を
意
識
す
る
語
り
手

自
身
に
よ
っ
て
、
直
接
的
な
感
動
の
こ
と
ば
と
し
て
選
ば
れ
る
重
み

が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

共
感
を
主
と
し
た
主
観
を
吐
露
、
表
現
し
続
け
る
こ
と
で
、
鑽
仰

に
身
を
委
ね
、
結
果
と
し
て
対
象
に
肉
薄
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

共
感
が
、
往
生
人
だ
け
で
な
く
、
罪
深
い
存
在
に
も
向
け
ら
れ
る
点

（
第
二
節
の
20 

21 

22
の
﹁
あ
は
れ
﹂）
も
滅
罪
供
養
と
考
え
れ
ば
、
美
濃

部
重
克
の
整
理
す
る
結
縁
意
識
に
齟
齬
を
生
じ
な
い
。
一
体
感
の
表

現
に
こ
と
ば
を
費
や
し
、対
象
と
の
個
人
的
紐
帯
の
希
求
に
向
か
う
、

こ
れ
が
『
閑
居
友
』
に
見
え
る
結
縁
意
識
で
あ
る︶

₁₇
︵

。
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五
、
結
縁
に
伴
う
共
時
性

と
こ
ろ
で
、『
閑
居
友
』
に
結
縁
意
識
が
あ
る
と
し
て
、そ
れ
が
﹁
あ

は
れ
﹂
を
代
表
と
す
る
主
観
的
語
彙
と
絡
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
別

の
問
題
も
あ
る
。
往
生
伝
の
序
文
や
、
慶
政
写
の
奥
書
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
素
材
を
﹁
書
く
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
結
縁
が
達
成
さ
れ
て
い

た
と
す
る
な
ら
ば
、『
閑
居
友
』
の
目
的
が
個
人
的
な
結
縁
そ
の
も
の

と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
早
計
で
あ
る
。
素
材
を
﹁
書
く
﹂
こ
と
以

降
に
属
す
る
、
主
観
的
な
評
価
は
本
来
的
に
不
要
に
見
え
る
。
そ
こ

で
最
後
に
、『
閑
居
友
』
は
、
語
り
手
自
身
の
結
縁
に
留
ま
ら
ぬ
別
の

構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
て
お
き
た
い
。

前
節
で
は
、『
閑
居
友
』
に
お
け
る
引
摂
結
縁
に
つ
い
て
無
条
件
で

賛
同
し
た
が
、
実
は
『
閑
居
友
』
に
は
表
現
上
、
往
生
人
が
描
か
れ

て
い
な
い
。
平
安
時
代
に
お
け
る
往
生
伝
を
通
観
し
て
、
そ
こ
に
描

か
れ
る
往
生
の
形
容
を
ま
と
め
て
み
る
と
、﹁
極
楽
﹂﹁
往
生
﹂
と
い

う
表
現
の
存
在
、
往
生
の
自
覚
と
告
知
、
臨
終
正
念
、
霊
験
・
奇
瑞

な
ど
を
摘
出
で
き
る
。し
か
し
こ
れ
ら
の
形
容
に
対
し
て
、『
閑
居
友
』

で
は
往
生
そ
の
も
の
に
注
視
し
た
形
で
叙
述
が
割
か
れ
る
こ
と
が
多

く
は
な
い
。﹁
死
期
を
知
る
﹂﹁
西
に
向
い
て
死
ぬ
﹂
素
材
説
話
は
い

く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
表
現
の
上
で
往
生
が
喧
伝
さ
れ
る
の
は
、﹁
死

期
を
知
り
﹂﹁
人
々
に
往
生
を
予
告
し
﹂﹁
瑞
相
が
現
れ
る
﹂
上
一
二

話
程
度
で
あ
る
。
例
え
ば
、
素
材
に
登
場
す
る
者
た
ち
の
往
生
を
匂

わ
せ
る
も
の
の
、

さ
だ
め
て
彼
の
御
国
に
こ
そ
は
生
ま
れ
侍
り
に
け
め
。

 

（
上
一
七
話
）

今
い
づ
く
の
国
に
か
生
ま
れ
て
お
は
す
ら
ん
。 

（
下
六
話
）

か
の
昔
の
三
人
、
今
い
か
な
る
菩
薩
に
て
、
い
づ
れ
の
仏
の
御

国
に
か
い
ま
そ
か
る
ら
ん
。 

（
下
七
話
）

と
い
う
よ
う
に
、
客
観
的
事
実
の
形
を
と
ら
ず
、『
閑
居
友
』
自
身
の

推
測
に
収
め
ら
れ
る
。

ま
た
伝
記
に
収
載
さ
れ
る
人
な
が
ら
、
伝
記
に
収
載
さ
れ
な
い
事

柄
を
記
す
場
合
、『
閑
居
友
』
自
身
に
よ
る
言
及
が
、﹁
こ
の
人
の
事
、

往
生
伝
に
侍
る
め
れ
ど
、
こ
の
事
は
侍
ら
ざ
め
れ
ば
、
記
し
侍
る
な

る
べ
し
。﹂（
上
二
話
）
の
よ
う
に
再
三
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

﹁
こ
の
事
を
聞
き
し
に
、
限
り
な
く
あ
は
れ
に
、
尊
く
覚
え
き
。
高

僧
伝
を
見
侍
り
し
に
、
か
の
笠
道
生
の
所
に
て
﹂（
上
一
〇
話
）
な
ど

の
よ
う
に
、
素
材
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
た
め
に
、
伝
記
を
持
ち

出
す
こ
と
と
も
関
わ
り
が
あ
る
。
往
生
伝
と
い
う
正
統
性
の
継
承
が

仄
め
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
往
生
の
成
否
と
い
う
最
終
的
決
定
を
、

既
成
の
客
観
表
現
で
は
な
く
、
語
り
手
自
身
の
こ
と
ば
が
握
る
『
閑

居
友
』
は
、
や
は
り
往
生
伝
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、
往
生
人
と
い

う
認
知
を
客
観
的
な
出
来
事
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
語
り
手
の
フ
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ィ
ル
タ
ー
を
一
度
通
し
た
形
で
暗
黙
裏
に
認
知
さ
れ
る
と
い
う
あ
り

方
が
『
閑
居
友
』
に
は
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
か
り
に
こ
の
著
述
が
作
者
の
独
白
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
観

的
語
彙
が
多
く
配
さ
れ
る
こ
と
に
さ
し
た
る
問
題
は
な
い
。し
か
し
、

あ
ら
ゆ
る
読
み
手
に
対
し
て
開
か
れ
た
著
述
で
な
い
と
は
い
え
、
こ

う
し
た
感
動
を
漏
ら
し
続
け
る
こ
と
は
は
た
し
て
許
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
下
一
一
話
跋
文
で
、﹁
恥
ぢ
て
硯
を
収
む
と
い
へ
ど
も
、
藻

塩
草
、
か
き
上
ぐ
べ
き
よ
し
、
か
ね
て
聞
こ
え
さ
せ
け
れ
ば
﹂﹁
願

は
く
は
、
慈
し
み
の
眼
の
前
に
納
め
て
、
哀
れ
み
の
心
の
外
に
散
ら

さ
ざ
れ
と
な
り
﹂
と
記
す
よ
う
に
、『
閑
居
友
』
は
特
定
の
相
手
に
対

し
て
の
著
述
で
あ
る
。
高
貴
な
女
性︶

₁₈
︵

に
相
応
し
い
内
容
や
文
飾
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
の
問
題
の
他
に
、
こ
う
し
た
個
人
的
感
動
を
主
と

す
る
語
彙
を
頻
繁
に
配
す
る
姿
勢
が
、
高
貴
な
女
性
に
献
呈
す
る
と

い
う
現
実
と
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
対
象
と
の
一
体
感

を
頻
り
に
漏
ら
し
続
け
る
著
述
と
受
け
手
の
間
に
心
理
的
懸
隔
は
生

じ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
相
手
が
特
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
選
ば
れ
た
表
現
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

上
七
話
で
、﹁
た
だ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
﹂と
い
う
人
々
の
感
想
を
、

語
り
手
自
身
が
反
復
し
て
引
き
取
る
例
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
心
情

の
提
示
は
必
ず
し
も
唐
突
で
は
な
い
。
第
二
節
で
波
線
部
を
併
記
し

て
示
し
た
７
11 

12
の
例
を
振
り
返
っ
て
も
、﹁
あ
は
れ
﹂
は
語
り
手
の

み
の
心
情
と
は
言
え
な
い
。

例
え
ば
、
下
賤
の
男
が
妻
に
顔
を
踏
み
つ
け
ら
れ
て
発
心
す
る
、

上
一
四
話
。﹁
者
し
て
こ
こ
か
し
こ
尋
ね
け
れ
ど
﹂
と
妻
が
失
踪
し

た
下
賤
の
男
を
捜
す
際
に
、﹁
人
々
も
聞
き
あ
や
し
む
﹂
と
男
を
気
に

掛
け
る
周
囲
の
者
た
ち
。
こ
の
男
を
発
見
す
る
の
は
、﹁
あ
な
あ
さ
ま

し
。
い
ま
し
け
る
は
。﹂
と
声
を
漏
ら
す
隣
の
里
の
者
。
男
の
出
家

の
願
い
を
伝
え
る
と
、
男
の
も
と
に
向
か
う
の
は
、
僧
一
人
で
は
な

く
、
連
れ
立
っ
て
い
く
里
の
人
々
。
男
は
受
戒
が
済
む
と
山
奥
へ
姿

を
隠
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
こ
の
男
と
遭
遇
す
る
者
も
い
た
が
、﹁
も

の
な
ど
い
ひ
語
ら
ふ
に
も
及
ば
ず
﹂
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
男
の

失
踪
後
、
こ
の
男
を
絶
え
ず
心
に
懸
け
続
け
る
人
々
の
さ
ま
が
描
か

れ
る
。
末
尾
は
﹁
つ
い
に
は
い
か
が
な
り
侍
り
に
け
ん
。
あ
は
れ
に

お
ぼ
つ
か
な
く
こ
そ
。﹂（
第
二
節
の
26
）
と
語
り
手
に
引
き
取
ら
れ

る
が
、
こ
こ
に
は
失
踪
し
た
男
へ
の
関
心
が
消
え
る
こ
と
の
な
い
、

周
囲
の
人
々
の
思
い
も
重
な
っ
て
く
る
。
独
り
語
り
手
の
み
の
﹁
あ

は
れ
﹂
に
収
ま
り
き
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
評
は
、
男
の
行
方
、
男

の
最
期
を
知
り
た
い
と
い
う
切
実
な
欲
求
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
、

男
の
最
期
に
対
す
る
期
待
あ
る
い
は
確
信
を
も
背
負
い
込
む
。
最
終

的
に
往
生
の
認
知
に
も
関
わ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
往
生
を
奇
瑞
・
瑞

相
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
は
な
く
、
現
実
的
な
語
り
手
の
目
を
通
し
て
語

る
。
そ
の
中
で
受
け
手
の
共
感
や
感
動
を
喚
起
し
て
、
そ
の
主
観
的
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心
情
の
中
に
往
生
へ
の
願
い
を
宿
ら
せ
よ
う
と
す
る
。『
閑
居
友
』

の
結
縁
の
方
法
、
そ
れ
が
本
書
の
独
自
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
み
出
し

て
い
る
。

語
り
手
か
ら
滲
み
出
し
た
心
情
は
、時
に
素
材
中
の
人
々
が
抱
く
、

一
般
性
を
帯
び
た
感
情
を
絡
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
受
け
手
に
お
い
て

も
及
ぶ
よ
う
働
き
か
け
て
く
る
。
特
定
さ
れ
た
受
け
手
で
あ
れ
ば
、

こ
の
共
感
を
引
き
出
す
の
は
容
易
な
は
ず
で
あ
る
。確
認
し
た
通
り
、

往
生
人
の
存
在
証
明
は
、
語
り
手
の
認
知
を
経
由
し
て
い
た
。
別
の

観
点
に
立
て
ば
、
語
り
手
の
主
観
的
な
表
現
を
提
示
し
て
、
こ
の
往

生
の
認
知
を
支
え
る
こ
と
は
、
こ
の
表
現
を
受
け
容
れ
る
受
け
手
に

と
っ
て
認
知
の
共
時
性
を
内
包
す
る
こ
と
で
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
は

往
生
人
・
非
往
生
人
と
い
っ
た
結
縁
対
象
の
認
知
を
も
巻
き
込
ん
で

い
く
。﹁
あ
は
れ
﹂
を
中
心
と
し
た
主
観
的
語
彙
は
、﹇
仏
―
素
材
の

対
象
―
語
り
手
―
受
け
手
﹈
を
結
ぶ
同
化
の
機
縁
と
し
て
配
置
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
は
﹁
侍
り
﹂
を
基
調
と
し
た
、
受
け
手
を
想
定
し

た
文
体
に
も
表
れ
て
い
る︶

₁₉
︵

。『
閑
居
友
』
中
で
用
い
ら
れ
る
﹁
侍
り
﹂

は
、
素
材
で
は
な
く
、
語
り
手
の
こ
と
ば
に
付
属
す
る
傾
向
が
あ
る
。

﹁
侍
り
﹂
の
存
在
に
よ
っ
て
、
素
材
と
対
置
さ
れ
る
心
情
に
関
わ
る

語
彙
は
、
普
遍
性
や
一
般
性
を
殺
が
れ
、
語
り
手
自
身
の
所
属
で
あ

る
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。
語
り
手
の
認
知
が
、
こ
れ
を
共
有
す

る
受
け
手
の
結
縁
も
支
え
る
肯
綮
に
当
た
る
の
だ
。

﹁
あ
は
れ
﹂
を
中
心
と
す
る
主
観
的
な
語
彙
が
浮
き
彫
り
に
す
る

語
り
手
の
結
縁
、
限
定
さ
れ
た
受
け
手
に
対
し
て
、
主
観
的
な
語
彙

が
受
け
手
を
強
烈
に
引
き
込
む
結
縁
の
共
時
性
、
こ
れ
ら
が
『
閑
居

友
』
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
結
縁
意
識
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

対
象
へ
の
一
体
感
を
示
す
﹁
あ
は
れ
﹂
と
い
う
語
彙
が
、
受
け
手
に

対
し
て
も
共
感
を
作
る
構
図
の
中
で
、
事
跡
を
生
々
し
く
受
け
止
め

る
現
前
性
が
、
結
縁
意
識
を
通
し
て
『
閑
居
友
』
に
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
稿
を
閉
じ
た
い
。

※ 

本
文
引
用
の
資
料
出
典
は
以
下
に
依
っ
た
。
な
お
、
私
意
に
よ
り

一
部
、
句
読
点
、
表
記
な
ど
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。『
閑
居
友
』

『
今
昔
物
語
集
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
発
心
集
』
…
新
潮

日
本
古
典
集
成
、『
宝
物
集
九
冊
本
』
…
古
典
文
庫
、『
沙
石
集
』
…

日
本
古
典
文
学
大
系
、『
今
鏡
』
…
海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
』、『
源

氏
物
語
』
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、『
撰
集
抄
』
…
小
島
孝
之

・
浅
見
和
彦
編
『
撰
集
抄
』。
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︻
注
︼

（
1
）
中
世
仏
教
説
話
集
に
﹁
主
観
的
な
も
の
を
流
露
さ
せ
る
発
想
法
﹂
が

あ
る
こ
と
は
、西
尾
光
一﹁
西
行
仮
託
の
説
話
評
論
﹂（
久
松
潜
一
編『
日

本
文
芸
の
世
界 

實
方
博
士
還
暦
記
念
』
所
収
、桜
楓
社
、一
九
六
八
年
）

以
来
の
指
摘
で
も
あ
る
。
自
照
性
や
随
想
性
が
強
く
な
る
と
も
言
わ

れ
る
。

（
2
）﹁
説
話
﹂
で
は
指
示
対
象
が
曖
昧
な
た
め
、
一
話
の
説
話
を
﹁
素
材
﹂

と
﹁
語
り
手
の
こ
と
ば
（
評
）﹂
に
分
け
、﹁
素
材
﹂
と
は
素
材
と
し
て

の
説
話
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
一
般
的
に
は
素
材
＋
評
語
・
評
論
、

も
し
く
は
素
材
の
み
で
、
一
話
と
し
て
の
説
話
が
成
立
す
る
こ
と
が

多
い
。

（
3
）
塚
原
鉄
雄
『
枕
草
子
研
究
』﹁﹁
あ
は
れ
﹂
と
﹁
を
か
し
﹂
の
感
覚
﹂（
新

典
社
、
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
五
八
年
）。

（
4
）
高
橋
文
二
﹁
あ
は
れ
小
見
―
『
源
氏
物
語
』﹁
桐
壺
﹂
巻
・﹁
幻
﹂
巻

の
美
意
識
を
め
ぐ
っ
て
﹂（『
紫
式
部
の
方
法
』
所
収
、
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
二
年
）。
こ
の
中
で
、『
源
氏
物
語
』﹁
幻
﹂
で
の
﹁
あ
は
れ
﹂

と
﹁
私
﹂
的
な
世
界
の
緊
密
な
関
係
も
指
摘
す
る
。

（
5
）『
今
昔
物
語
集
』
の
﹁
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
﹂
な
ど
の
形
式
に

お
け
る
差
以
外
で
第
三
者
の
言
を
通
さ
な
い
も
の
を
認
定
し
た
。
感

動
詞
と
形
容
動
詞
、
名
詞
が
対
象
で
あ
る
。
用
例
検
索
の
都
合
上
、

索
引
も
利
用
し
た
。
利
用
し
た
索
引
は
次
の
通
り
。
藤
井
俊
博
編
『
日

本
霊
異
記
漢
字
総
索
引
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）、
中
央
大
学

国
語
研
究
会
編
『
三
宝
絵
詞
自
立
語
索
引
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
五

年
）、小
峯
和
明
編
『
今
昔
物
語
集
索
引
』（
岩
波
書
店
、二
〇
〇
一
年
）、

東
辻
保
和
『
打
聞
集
の
研
究
と
総
索
引
』（
清
文
堂
、
一
九
八
一
年
）、

小
林
芳
規
編
『
法
華
百
座
聞
書
抄
総
索
引
』（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七

五
年
）、
山
内
洋
一
郎
編
『
古
本
説
話
集
総
索
引
』（
風
間
書
房
、
一

九
六
九
年
）、高
尾
稔
・
長
嶋
正
久
編『
発
心
集 

本
文
自
立
語
索
引
』（
清

文
堂
、
一
九
八
五
年
）、
大
野
雍
煕
・
永
田
信
也
編
『
九
冊
本
宝
物
集

語
句
索
引
』（
一
九
七
四
年
）、安
田
孝
子
共
編
『
撰
集
抄
自
立
語
索
引
』

（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）、
そ
の
他
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日

本
古
典
文
学
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。
な
お『
今
昔
物
語
集
』

は
巻
二
十
ま
で
を
調
査
対
象
と
し
た
。

（
6
）『
撰
集
抄
』
に
は
『
閑
居
友
』
の
影
響
が
随
所
に
見
え
る
。『
撰
集
抄
』

の
場
合
、
西
行
の
和
歌
に
﹁
あ
は
れ
﹂
が
多
い
こ
と
と
の
関
係
も
考

え
ら
れ
る
。
山
田
昭
全
﹁
西
行
に
お
け
る
﹁
山
﹂
と
﹁
あ
は
れ
﹂
と

仏
道
修
行
―
高
雄
歌
論
付
随
和
歌
の
新
解
釈
―
﹂（『
大
正
大
学
大
学

院
研
究
論
集
』
7
、
一
九
八
三
年
二
月
）
が
西
行
の
﹁
あ
は
れ
﹂
に

宗
教
性
を
認
め
て
い
る
。

（
７
）
な
お
対
象
に
思
い
を
寄
せ
る
語
彙
と
し
て
、
対
象
へ
の
関
心
が
留
ま

る
﹁
い
ぶ
せ
し
﹂﹁
お
ぼ
つ
か
な
し
﹂
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
語
彙
は
第
五
節
に
お
け
る
語
り
手
の
認
知
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
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御
返
事
い
か
が
侍
り
け
ん
、
い
ぶ
せ
く
思
ひ
や
ら
れ
侍
り
。

 

（
上
三
話
）

ま
た
、
彼
の
人
の
行
方
い
か
に
な
り
に
け
ん
、
こ
と
に
お
ぼ
つ
か

な
く
侍
り
。 

（
上
一
七
話
）

昔
い
か
な
り
け
る
屍
の
、
せ
め
て
も
こ
の
人
を
道
び
か
ん
と
て
、

あ
だ
し
野
の
露
消
え
も
は
て
な
で
残
り
け
る
や
ら
ん
と
、
お
ぼ
つ

か
な
く
あ
は
れ
な
り
。 

（
上
二
〇
話
）

（
８
）
宮
島
磨
﹁『
閑
居
友
』
に
お
け
る
﹁
結
縁
﹂
の
諸
相
―
﹁
有
縁
﹂
か
ら
﹁
結

縁
﹂
へ
﹂（『
哲
學
年
報
』
69
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）。

（
９
）
美
濃
部
重
克
『
中
世
伝
承
文
学
の
諸
相
』﹁
結
縁
と
説
話
伝
承
﹂（
和

泉
書
院
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
六
九
年
）、『
閑
居
友 

中
世
の
文
学
』

（
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
四
年
）
解
説
、
美
濃
部
重
克
執
筆
。

（
10
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宝
物
集 

閑
居
友 

比
良
山
古
人
霊
託
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
の
『
閑
居
友
』
解
説
、
小
島
孝
之
執
筆
。

（
11
）
山
口
眞
琴
『
西
行
説
話
文
学
論
』
第
一
部
第
一
章
﹁︿
結
縁
﹀
の
時
空

―
往
生
伝
と
中
世
仏
教
説
話
集
﹂（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
宮

島
磨
前
掲
注
8
論
文
で
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
12
）『
発
心
集
』
序
文
に
お
け
る
目
的
は
、『
閑
居
友
』
の
言
及
す
る
目
的
と

は
相
容
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
読
者
意
識
は
確
か
に
存
在
し
、
そ
の
内

容
に
対
す
る
謙
辞
も
あ
る
が
、
目
的
の
第
一
義
は
、『
発
心
集
』
の
編

纂
主
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
発
心
集
』
に
対
す
る
『
閑
居
友
』

で
い
う
世
間
の
批
判
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、『
発
心
集
』
評
価
を
大

き
く
減
ず
る
に
は
及
ば
ず
、
本
質
的
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
点
に
関
し
て
は
美
濃
部
重
克
前
掲
注
9
論
文
に
も
﹁
そ
の

文
章
に
は
、
長
明
の
こ
と
と
し
な
が
ら
実
は
﹁
閑
居
友
﹂
の
作
者
自

身
の
引
摂
結
縁
へ
の
期
待
が
表
明
さ
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
指
摘
が
あ

る
。

（
13
）
山
口
眞
琴
前
掲
注
11
論
文
は
、
往
生
人
の
過
去
帳
と
し
て
の
本
質
を

往
生
伝
に
指
摘
す
る
。
結
縁
に
関
す
る
議
論
も
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
小
峯
和
明
『
中
世
法
会
文
芸
論
』
Ⅲ
﹁
表
白
・
願
文
の
表
現
世
界
﹂（
笠

間
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
15
）
続
天
台
宗
全
書
・
法
儀
1『
聲
明
表
白
類
聚
』（
春
秋
社
、一
九
九
六
年
）

所
収
。

（
16
）
高
山
寺
資
料
叢
書
第
17
冊
『
高
山
寺
古
典
籍
纂
集
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
八
八
年
）
所
収
。

（
17
）
山
口
眞
琴
前
掲
注
11
論
文
も
、﹁
身
に
し
む
﹂
と
い
う
こ
と
ば
の
共
通

の
享
受
感
覚
に
注
目
す
る
。
ま
た
、
宮
島
磨
前
掲
8
論
文
の
指
摘
に

重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
18
）
献
呈
先
に
つ
い
て
は
、
永
井
義
憲
﹁
閑
居
友
の
作
者
成
立
及
び
素
材

に
つ
い
て
﹂（『
日
本
仏
教
文
学
研
究
第
一
集
』
豊
島
書
房
、
一
九
六

六
年
、
初
出
一
九
五
五
年
）、
水
口
綾
子
﹁『
閑
居
友
』
成
立
試
論
―

東
一
条
院
の
依
頼
に
拠
っ
た
か
―
﹂（『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』



－30－

39
、
一
九
八
八
年
七
月
）。
五
味
文
彦
『
書
物
の
中
世
史
』﹁
発
心
と

遁
世
へ
の
い
ざ
な
い 『
発
心
集
』・
往
生
伝
・『
閑
居
友
』﹂（
み
す
ず
書

房
、
二
〇
〇
三
年
）
は
、
守
貞
親
王
説
を
展
開
す
る
。
献
呈
先
が
誰

で
あ
る
か
は
こ
こ
で
は
問
題
と
し
て
い
な
い
。

（
19
）
青
山
克
弥
﹁
説
話
評
論
に
お
け
る
﹁
侍
り
﹂（
一
）
―
『
発
心
集
』『
閑

居
友
』
を
中
心
に
―
﹂（『
説
話
・
物
語
論
集
』
2
、一
九
七
三
年
十
月
）

で
は
、﹁﹁
侍
り
文
﹂
が
説
話
評
論
の
﹁
評
論
﹂
性
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ

し
い
文
体
と
し
て
定
着
し
て
い
く
﹂
こ
と
を
指
摘
し
、『
閑
居
友
』
に

お
け
る
﹁
侍
り
﹂
の
対
他
性
を
認
め
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
武
田

孝
﹁
地
の
文
中
の
﹁
侍
り
﹂
に
つ
い
て
―
中
世
の
﹁
愚
管
抄
﹂
の
用

法
か
ら
―
﹂（『
解
釈
』
15
―
2
、
一
九
六
九
年
二
月
）
が
、『
愚
管
抄
』

に
お
い
て
、﹁
か
ま
え
た
姿
勢
・
一
種
の
か
た
く
る
し
さ
・
自
己
の
思

想
や
感
情
を
文
章
化
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
姿
勢
・
態
度
﹂
を
指
摘

す
る
よ
う
に
、
一
人
称
的
な
発
想
は
一
面
で
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

森
山
由
紀
子
﹁『
蜻
蛉
日
記
』
消
息
文
の
﹁
侍
り
﹂
―
会
話
文
と
の
比

較
か
ら
―
﹂（『
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
18
、
二
〇
〇

六
年
六
月
）
が
、﹁
侍
り
﹂
は
﹁
不
完
全
な
対
者
敬
語
﹂
で
あ
り
、
消

息
文
な
ど
で
は
他
人
行
儀
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出
す
、
発
話
現
場
に
依

存
し
た
用
法
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
従
っ
て
、『
閑
居
友
』
自

身
が
用
意
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
十
分
に
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
。




