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な
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
本
作
品
の
物
語
性
に
つ
い
て
は
題
名
に
即
し
て
考
察
さ
れ
、
鈴
木
一

雄
氏
に
次
の
発
言
が
あ
る
（
３
）

。

消
息
文
『
よ
し
な
し
ご
と
』
は
、
そ
の
内
容
が
ま
た
途
方
も
な
い
も
の

で
あ
る
。
大
ぼ
ら
・
で
た
ら
め
の
限
り
を
尽
し
た
誇
大
な
要
求
の
列
挙
、

羅
列
と
、
そ
の
あ
と
に
示
さ
れ
る
さ
さ
や
か
な
真
の
依
頼
と
、

―
こ
の

二
つ
の
間
の
距
離
、
落
差
か
ら
か
も
し
だ
さ
れ
る
笑
い
が
全
面
に
あ
ふ
れ

て
い
る
。
徹
頭
徹
尾
「
よ
し
な
し
ご
と
」で
押
し
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
途
方
も
な
い
で
た
ら
め
、
誇
大
な
要
求
の
滑
稽
・
冗
談
は
、
往
来

物
の
パ
ロ
デ
ィ
（
も
じ
り
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
」
と
し
て
、

往
来
物
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
『
よ
し
な
し
ご
と
』
が
、「
小
説
」
で
あ

る
こ
と

―
「
短
篇
物
語
」
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
理
由
は
す
こ
し
も

な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、『
よ
し
な
し
ご
と
』
は
、
血
縁
こ

そ
濃
い
け
れ
ど
も
往
来
物
の
系
列
か
ら
は
逸
れ
た
、
パ
ロ
デ
ィ
を
本
質
と

一
　
は
じ
め
に

『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
同
書
所
収
の
他
物
語
と
は
異

な
り
、〝
物
尽
く
し
〞
の
消
息
文
を
主
た
る
内
容
と
す
る
作
品
で
あ
る
。
消
息

文
の
中
身
は
「
師
」
僧
に
よ
る
弟
子
の
女
（「
人
の
か
し
づ
く
娘
」）
へ
の
物
品
の

無
心
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
物
の
名
（
言
葉
）
が
徹
底
的
な
対
比
構
造
を
も
っ
て

過
剰
に
集
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
作
品
は
往
来
物
の
系
譜

に
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
考
察

を
通
じ
て
成
立
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
１
）
。

確
か
に
、
寺
本
直
彦
氏
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
と
お
り
（
２
）
、「
よ
し
な
し
ご
と
」

の
消
息
文
に
認
め
ら
れ
る
「
侍
る
」
の
使
用
、「
御
か
へ
り
は
う
ら
に
よ
」「
ゆ

め
ゆ
め
」（「
決
し
て
決
し
て
、
こ
の
手
紙
を
他
人
に
見
せ
る
な
」
と
い
う
往
来

物
的
な
末
尾
表
現
）
等
の
語
句
の
使
用
、
事
物
・
名
称
の
列
挙
、
物
尽
く
し
と

い
う
性
格
、
教
化
の
役
割
な
ど
か
ら
は
、
平
安
末
期
以
前
の
往
来
物
と
の
密
接

「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
〝
よ
し
な
し
ご
と
〟

︱
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二
　『
遊
仙
窟
』
と
「
よ
し
な
し
ご
と
」

― 

創
作
、
享
受
の
場
の
位
相

日
本
に
お
け
る
『
遊
仙
窟
』の
受
容
は
『
万
葉
集
』山
上
憶
良
「
沈
痾
自
哀
文
」

（
巻
五
・
八
九
六
）、
空
海
『
聾
瞽
指
帰
』
序
な
ど
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
特

に
『
聾
瞽
指
帰
』
序
の
「
臨
文
味
句
、桑
門

0

0

営
動

（
８
）
」
の
句
は
、『
遊
仙
窟
』
が
「
よ

し
な
し
ご
と
」
の
登
場
人
物
で
も
あ
る
僧
侶
た
ち
の
間
で
読
ま
れ
て
い
た
こ
と

を
教
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、小
島
憲
之
氏
以
下
の
諸
研
究
は
、『
遊
仙
窟
』が
『
万

葉
集
』
歌
、『
伊
勢
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
な
ど
多
く
の
文
学
作
品
に
モ
テ
ィ
ー

フ
を
提
供
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
（
９
）
、「
よ
し
な
し
ご
と
」
に
つ
い

て
も
、『
遊
仙
窟
』
の
受
容
を
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
の
物
尽
く
し
に
指
摘

す
る
川
口
久
雄
氏
が
、「
新
猿
楽
記
や
堤
中
納
言
の
よ
し
な
し
ご
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

や
、
桂
川

地
蔵
記
上
の
食
物
尽
し
に
展
開
す
る
も
の）

10
（

」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
渡
辺
秀
夫
氏
は
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
が
平
安
末
期
、
す
な
わ
ち
、

「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
成
立
期
に
も
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
か
め
て

お
り）

11
（

、寺
本
直
彦
氏
は「
よ
し
な
し
ご
と
」中
の「
め
う
こ
く
か
み
し
の
信
濃
梨
」

が
『
遊
仙
窟
』「
燉
煌
八
子
之
㮈
」
句
に
由
来
す
る
と
し
て
、
同
句
を
引
用
す

る
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
か
ら
の
間
接
的
受
容
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
、
単
に
「
め
う
こ
く
か
み
し
の
信
濃
梨
」
が
「
燉

煌
八
子
之
㮈
」
の
も
じ
り
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
列
挙
の
手
法
や
品
種

に
お
い
て
、『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』（
な
い
し
『
遊
仙
窟
』）
の
影
響
が
認

す
る
短
篇
物
語
と
見
た
い
。

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
往
来
物
の
系
譜
を
引
き
つ
つ
も
「
往
来
物
の
パ
ロ
デ
ィ

（
も
じ
り
）」と
し
て
「
徹
頭
徹
尾
「
よ
し
な
し
ご
と
」で
押
し
通
し
て
い
る
」「『
よ

し
な
し
ご
と
』」。
こ
う
し
て
本
作
品
は
、
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
た
〝
よ
し
な

し
ご
と
〞
に
お
い
て
、
物
語
と
し
て
の
表
現
性
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。

以
後
、
こ
の
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
論
は
、
大
槻
修
氏
が
「
話
芸
の
世
界
で
も

十
分
に
通
用
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク　（４
）
　」
を
指
摘
し
、
塚
原
鉄
雄
氏
が
「
古
典
作
品
に

稀
有
の
ナ
ン
セ
ン
ス
表
現　（５
）
　
」
に
着
目
す
る
な
ど
、よ
り
深
く
追
究
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
驥
尾
に
付
き
、
往
来
物
の
系
譜
に
あ
る

「
よ
し
な
し
ご
と
」
が
物
語
表
現
と
し
て
繰
り
広
げ
る
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞（
パ

ロ
デ
ィ
、
ナ
ン
セ
ン
ス
、
話
芸
）
の
世
界
を
、
後
述
の
通
り
本
作
品
の
創
作
と
享

受
の
環
境
の
内
に
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
い
『
遊
仙
窟
』
を
補
助
線
に
用
い
て
、
さ

ら
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
書
写
者
の
発
話
、「
師
」
僧
の
消
息
文
の
範
囲

な
ど
に
つ
い
て
諸
注
釈
書
、
諸
論
考
で
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
出
さ
れ
て
い

る
（
６
）
。
本
稿
で
は
、「
文
の
こ
と
ば
の
を
か
し
さ
に
、
書
き
写
し
て
は
べ
る
な
り
。

似
つ
か
ず
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
。」
以
前
を
消
息
文
書
写
者
（
＝
語
り
手
）

に
よ
る
事
態
経
緯
・
書
写
発
意
の
解
説
と
見
な
し
、
続
く
「
唐
土
、
新
羅
に
住

む
人
」
以
降
末
尾
ま
で
を
「
師
」
僧
か
ら
弟
子
の
女
に
宛
て
た
文
の
書
写
全
文

と
解
し
て
考
察
す
る
（
７
）
。
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に
似
た
り
。（
漆
山
又
三
郎
訳
註
『
遊
仙
窟
』、
一
六
頁
）

誘
う
か
の
よ
う
な
十
娘
の
詩
に
応
じ
て
贈
っ
た
張
文
成
の
書
簡
の
一
節
で
あ

る
。
張
文
成
は
、
女
性
た
ち
と
の
共
寝
の
昔
日
と
変
わ
っ
て
夜
長
を
も
て
あ
ま

す
今
日
の
旅
の
独
り
寝
の
な
か
、
香
気
・
琴
声
に
十
娘
の
面
影
を
追
い
、
そ
の

思
い
を
韓
壽
・
司
馬
相
如
の
故
事
に
託
し
て
表
明
す
る（
傍
線
部
）。
こ
の
う
ち
、

「
遙
聞
香
氣
、
獨
傷
韓
壽
之
心
」
は
未
婚
男
女
私
通

0

0

0

0

0

0

の
比
喩
典
句
「
竊
玉
偸
香

0

0

」

の
故
事
に
か
か
わ
る
。
そ
れ
は
『
世
説
新
語
」（
惑
溺
篇
）、『
芸
文
類
聚
』（
巻

三
五
・
人
部
・
淫
）
等
に
も
あ
っ
て
著
名
な
も
の
だ
が
、江
戸
初
期
無
刊
記
本
『
遊

仙
窟
』
も
当
該
句
の
雙
行
注
（
八
丁
オ
・
ウ
）
に
引
く
『
晋
書
』
の
賈
充
伝
に
は

次
の
よ
う
に
あ
る）

15
（

。

謐
字
長
深
。
母
は
賈
午
、
充
の
少
女
な
り
。
父
は
韓
壽
、
字
德
真
、
南
陽

堵
陽
の
人
、魏
司
徒
暨
の
曾
孫
。
姿
貌
に
美
た
り
、容
止
に
善
な
り
。
賈
充
、

辟
し
て
司
空
掾
と
為
す
。
充
、
賓
僚
と
讌
す
る
毎
に
、
其
の
女
、
輒
ち
青

璅
の
中
よ
り
之
を
窺
ひ
、
壽
を
見
て
焉
を
悅
ぶ
。
其
の
左
右
に
此
人
を
識

る
や
不
や
を
問
ふ
。
一
婢
有
り
て
壽
の
姓
字
を
說
き
、
是
れ
故
の
主
人
な

り
と
云
ふ
。
女
、
大
い
に
感
想
し
て
、
寤
寐
に
發
す
。
婢
、
後
に
壽
家
に

往
き
、
具
に
女
の
意
を
說
き
、
並
に
其
の
女
の
光
麗
豔
逸
に
し
て
、
端
美

絕
倫
な
る
を
言
ふ
。
壽
、
聞
き
て
心
動
き
、
便
ち
に
殷
勤
を
通
ず
る
を
為

さ
し
む
。
婢
、
以
て
女
に
白
す
に
、
女
、
遂
に
潛
か
に
音
好
を
修
め
、
厚

く
相
ひ
結
を
贈
り
、
壽
を
呼
び
て
夕
に
入
ら
し
む
。
壽
、
勁
捷
人
に
過
ぎ
、

め
ら
れ
る
。

と
し
て
、
踏
み
込
ん
だ
見
解
を
示
し
て
い
る）

12
（

。

「
よ
し
な
し
ご
と
」
と
『
遊
仙
窟
』
と
の
直
接
的
な
関
係
は
確
認
し
よ
う
の

な
い
こ
と
だ
が
、『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
を
含
め
た
『
遊
仙
窟
』
受
容
の
環

境
が
本
作
品
の
創
作
・
享
受
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究

の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
よ
し
な
し
ご
と
」
冒
頭
に
は
「
師
」
僧
に
よ
る
弟
子
の
女
（「
人

の
か
し
づ
く
娘
」）
へ
の
物
品
無
心
状
送
付
の
話
題
に
先
だ
っ
て
、
そ
の
き
っ
か

け
を
な
し
た
「
故
だ
つ
僧
」
の
「
人
の
か
し
づ
く
娘
」
へ
の
無
心
と
娘
の
応
諾

の
一
件
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
こ
に
両
者
の
親
密
な
関
係

を
認
め
、
僧
侶
の
「
破
戒
行
為
」
を
語
っ
た
も
の
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る）

13
（

。

作
品
の
全
体
が
僧
侶
の
女
性
へ
の
関
心
を
話
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て

も
妥
当
な
見
解
と
目
さ
れ
る
が
、
他
方
、
往
来
物
の
系
譜
に
乗
せ
て
男
女
間
の

物
の
貸
し
借
り
、
贈
与
を
話
題
と
す
る
本
作
品
は
、
そ
れ
を
通
し
て
恋
愛
と
物

の
贈
与
、
す
な
わ
ち
贈
与
物
と
贈
与
行
為
に
物
象
化
さ
れ
る
恋
愛
関
係
を
語
る

物
語
で
も
あ
っ
て
、
冒
頭
の
話
題
は
そ
の
端
緒
を
開
く
意
義
を
担
っ
て
い
る
。

こ
の
点
に
注
意
を
向
け
れ
ば
、
次
の
『
遊
仙
窟
』
の
一
節
は
そ
う
し
た
物
語
モ

テ
ィ
ー
フ
が
着
想
さ
れ
た
回
路
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る）

14
（

。

昔
日
の
雙
ふ
た
り
ね
む
り

眠
し
は
恒
に
夜
の
短
き
を
嫌
ひ
、
今
宵
の
獨
臥
せ
る
は
實
に
更

の
長
き
を
怨
め
り
。
一
種
の
天
公
・
兩
般
の
時
節
、
遙
か
に
香
氣
を
聞
い

て
、
獨
韓
壽
が
心
を
傷
み
、
近
く
琴
聲
を
聽
き
て
、
文
君
が
面
に
對
へ
る
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さ
ら
に
、
韓
壽
を
自
ら
に
重
ね
る
の
が
『
遊
仙
窟
』
の
張
文
成
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、『
遊
仙
窟
』
受
容
の
環
境
の
中
で
は
、「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
「
故

だ
つ
僧
」
は
韓
壽
を
経
て
『
遊
仙
窟
』
の
張
文
成
に
比
定
さ
れ
、「
故
だ
つ
僧
」

と
「
人
の
か
し
づ
く
娘
」
と
の
関
係
は
『
遊
仙
窟
』
の
張
文
成
と
十
娘
の
恋
に

見
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
そ
の
よ
う
に
し
て
贈

与
の
物
語
の
端
緒
を
開
き
、
こ
の
張
文
成
の
面
影
を
そ
な
え
る
「
故
だ
つ
僧
」

と
の
対
比
に
お
い
て）

16
（

、
羨
望
、
嫉
妬
の
情
に
駆
ら
れ
て
こ
れ
を
ま
ね
、
弟
子
の

女
（「
人
の
か
し
づ
く
娘
」）
へ
の
無
心
に
及
ん
だ
老
い
た
「
師
」
僧）

17
（

を
こ
そ
主
題

化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
無
心
の
消
息
文
の
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
ぶ
り
（「
似
つ

か
ず
、
あ
さ
ま
し
き
こ
と
な
り
」）
を
、「
書
き
て
あ
り
け
る
文
の
こ
と
ば
の
を
か

し
さ
に
、
書
き
写
し
て
は
べ
る
な
り
」
と
事
実
化
し
つ
つ
披
露
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

い
さ
さ
か
憶
測
を
重
ね
る
議
論
に
な
っ
た
が
、
以
上
は
、
接
点
を
想
定
し
う

る
『
遊
仙
窟
』
受
容
の
環
境
を
補
助
線
と
し
た
時
に
浮
上
す
る
解
釈
で
あ
る
。

以
下
、
本
作
品
の
中
心
話
題
た
る
「
師
」
僧
の
行
状
、
無
心
の
言
葉
に
つ
い
て

も
、
こ
れ
を
用
い
て
読
解
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
　
仙
界
へ
の
志
向
―
張
文
成
と
「
師
」
僧

「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
「
師
」
僧
に
つ
い
て
は
、小
峯
和
明
氏
が
、「
故
だ
つ
僧
」

に
対
す
る
「
隣
の
翁
」
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
作
品
の
構
想
と

認
め
、「「
隣
の
爺
」
型
の
も
ど
き
」
と
の
作
品
理
解
を
示
す）
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。
た
し
か
に
、
枠

垣
を
逾
え
て
至
る
に
、
家
中
知
る
も
の
莫
し
。
惟
だ
、
充
、
其
の
女
の
悅

暢
す
る
こ
と
常
日
に
異
な
る
を
覺
え
り
。
時
に
西
域
の
奇
香
を
貢
す
る
こ

と
有
り
。
一
た
び
人
に
著
く
れ
ば
則
ち
月
を
經
る
も
歇
ま
ず
。
帝
、
甚
だ

之
を
貴
び
、
惟
だ
以
て
充
及
び
大
司
馬
陳
騫
に
の
み
賜
ふ
。
其
の
女
、
密

か
に
盜
み
以
て
壽
に
遺
る
。
充
の
僚
屬
、
壽
と
燕
處
す
る
に
、
其
の
芬
馥

を
聞
き
、
之
を
充
に
稱
ふ
。
是
よ
り
充
、
意
に
女
の
壽
と
通
ず
る
を
知
る
。

…
…
遂
に
以
て
女
、
壽
に
妻
す
。

賈
充
の
娘
で
あ
る
賈
午
は
覗
き
見
た
父
の
部
下
韓
壽
の
姿
貌
容
止
に
魅
せ
ら

れ
て
ひ
そ
か
に
通
じ
（
波
線
部
）、
父
と
陳
騫
に
だ
け
下
賜
さ
れ
た
貴
重
な
奇
香

を
韓
壽
に
贈
る
（
棒
線
部
）。
そ
の
香
の
故
に
二
人
の
私
通
は
親
の
知
る
と
こ
ろ

と
な
る
が
、
つ
い
に
許
さ
れ
て
韓
壽
は
賈
午
を
妻
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
韓
壽
と
賈
午
の
関
係
と
所
行
が
「
よ
し
な

し
ご
と
」
冒
頭
話
題
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
故
だ
つ
僧
」
の

参
籠
の
具
を
調
達
す
る
「
人
の
か
し
づ
く

0

0

0

0

0

0

娘
」
は
、
奇
香
を
韓
壽
に
手
渡
す
賈

午
と
同
様
、〝
私
通
す
る
男
の
た
め
に
親
の
財
を
密
か
に
与
え
る
〞
娘
で
あ
る
。

韓
壽
・
賈
午
の
未
婚
男
女
私
通
「
偸
香
」
故
事
は
、
無
刊
記
本
『
遊
仙
窟
』
雙

行
注
に
紹
介
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、『
遊
仙
窟
』
受
容
の
場
で
も
知
ら
れ

た
話
題
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、「
よ
し
な
し
ご
と
」の
冒
頭
の
一
件
は
、

こ
う
し
た
『
遊
仙
窟
』
受
容
の
環
境
の
中
で
、
こ
れ
を
破
戒
僧
の
所
行
へ
と
移

し
か
え
る
パ
ロ
デ
ィ
＝
翻
案
（
韓
壽
↓
「
故
だ
つ
僧0

」、賈
午
↓
「
人
の
か
し
づ
く

0

0

0

0

0

0

娘
」、

「
奇
香
」
↓
参
籠
具
）
と
し
て
着
想
さ
れ
た
と
の
推
測
を
導
く
。
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た
大
げ
さ
な
発
想
を
は
ぐ
く
ん
だ
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
、そ
こ
に
本
作
品
の
「
飛
行
譚
や
発
心
遁
世
譚
の
も
ど
き
と
い
う
性
格
」

を
読
み
込
ん
で
い
る
。
消
息
文
の
筆
者
で
あ
る
「
師
」
僧
の
「
想
像
力
」
に
作

者
の
「
想
像
力
」
を
重
ね
、「
飛
行
譚
や
発
心
遁
世
譚
の
も
ど
き
」
の
モ
テ
ィ
ー

フ
を
見
出
し
た
論
だ
が
、
羽
ば
た
く
「
想
像
の
翼
」、「
想
像
力
の
飛
躍
」、「
大

げ
さ
な
発
想
」
が
「
対
抗
意
識
」
に
根
ざ
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
〝
よ
し
な
し

ご
と
〞
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
見
出
だ
さ
れ
る
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
は
そ
れ
ば
か
り
で
は

な
い
。

「
師
」
僧
は
消
息
文
中
に
、
現
在
の
あ
り
か
を
「
雲
の
上
に
響
き
の
ぼ
り
て
、

月
日
の
中
に
ま
じ
り
、
霞
の
中
に
飛
び
住
む
」
た
め
の
出
発
地
、「
科
戸
の
原

の
上
の
方
」、「
天
の
川
の
ほ
と
り
近
く
」「
鵲
の
橋
詰
」
と
伝
え
て
い
る
。
そ

し
て
、
す
で
に
「
大
空
の
陽
炎
」「
海
の
水
の
荒
十）

19
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」
な
る
二
人
の
護
法
童
子

を
使
役
す
る
身
と
称
し
て
も
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
三
谷
邦
明
氏
は
「
こ
の
老
僧
の
書
簡
は
、
こ
の
本
文
の
中

で
は
異
郷
か
ら
の
手
紙
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る）

20
（

。
ま
た
、
井

上
新
子
氏
は
、「
師
」
僧
消
息
文
末
尾
「
風
の
音
、
鳥
の
さ
へ
づ
り
、
虫
の
音
、

浪
う
ち
寄
せ
し
声
に
、
た
だ
添
へ
侍
り
し
ぞ
」
に
語
ら
れ
る
音
声
を
「
法
を
説

き
明
か
す
声
と
し
て
の
機
能
を
備
え
る
」
と
し
、「
経
文
に
そ
の
源
流
を
持
つ

極
楽
の
点
景
と
し
て
の
「
風
」・
「
鳥
」・
「
波
」
の
音
」
だ
と
し
て
い
る）

21
（

。

「
師
」
僧
は
「
異
郷
」「
極
楽
浄
土
」
を
想
起
さ
せ
る
世
界
と
し
て
自
ら
の
あ

組
み
は
〝
も
の
羨
み
〞
を
誡
め
る
「
隣
の
爺
」
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
摘
さ

れ
る
よ
う
な
「
故
だ
つ
僧
の
成
功
に
対
す
る
師
の
僧
の
意
図
的
な
失
敗
」
を
語

る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
師
」
僧
の
消
息
文
の
結
果
に
つ
い
て

は
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。「「
隣
の
爺
」
型
の
も
ど
き
」
は
完
結
し
な

い
ま
ま
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

「「
隣
の
爺
」
型
の
も
ど
き
」
が
完
結
し
な
い
の
は
、
そ
れ
が
見
せ
か
け
の
構

図
だ
か
ら
で
あ
る
。「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
「
隣
の
爺
」
型
を
も
ど
き
な
が
ら

結
末
を
語
ら
ず
、「
隣
の
翁
」
の
行
状
の
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
を
こ
そ
主
題
化

す
る
。
そ
れ
は
同
じ
く
『
堤
中
納
言
物
語
』に
収
載
さ
れ
た
「
虫
め
づ
る
姫
君
」

と
同
様
で
あ
る
。

こ
の
物
語
に
お
け
る
「
隣
の
翁
」
の
行
状
の
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
と
は
、
例

え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

「
師
」
僧
は
、「
際
高
く
思
ひ
立
」
っ
た
出
奔
後
の
居
住
地
に
つ
い
て
「
雲
の

上
に
響
き
の
ぼ
り
て
、
月
日
の
中
に
ま
じ
り
、
霞
の
中
に
飛
び
住
ま
ば
や
」
と

「
人
の
か
し
づ
く
女
」
に
告
げ
る
。
小
峯
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
同
論
文
で
「
書

き
進
め
る
内
、
書
き
手
の
想
像
の
翼
が
は
ば
た
き
は
じ
め
る
様
が
あ
り
あ
り
と

見
え
て
く
る
。」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
出
立
所
を
「
科
戸
の
原
の
上
の
方
に
、

天
の
川
の
ほ
と
り
近
く
、
鵲
の
橋
詰
」
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、

棲
の
願
望
が
つ
い
に
は
昇
天
飛
行
に
転
回
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は

書
き
手
で
あ
る
僧
の
想
像
力
の
飛
躍
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
僧
が
現
実
に
飛

行
し
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
故
だ
つ
僧
へ
の
対
抗
意
識
が
そ
う
し
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郷
關
の
渺
邈
た
る
を
歎
く
。
張
騫
の
古
迹
は
十
萬
里
の
波
濤
に
し
て
、
伯

禹
の
遺
蹤
は
二
千
年
の
坂
隥
な
り
。
深
谷
地
を
帶め
ぐ

ら
し
、
崖
岸
の
形
を
鑿

も
て
穿
ち
、
高
き
嶺
天
に
橫
は
り
て
岡
巒
の
勢
ひ
は
刀
し
て
削
れ
る
が
ご

と
し
。
煙
霞
子
細
に
し
て
泉
石
分
明
な
り
。
實
に
天
上
の
靈
奇
に
し
て
乃

ち
人
間
の
妙
絶
た
り
。
目
に
も
見
ざ
る
所
・
耳
に
も
聞
か
ざ
る
所
な
り
。

日
晩
れ
途
遙
か
に
し
て
、
馬
疲
れ
人
乏た
ゆ

み
ぬ
。
行
い
て
一
つ
の
所
に
至
る

に
、
險さ

峻か
し

き
こ
と
非
常
に
し
て
、
向み

上あ
ぐ

れ
ば
則
ち
青
壁
の
萬
尋
な
る
有
り
、

直み

下お
ろ

せ
ば
則
ち
碧
潭
の
千
仞
な
る
有
り
。
古
老
相
ひ
傳
へ
て
云
ふ
、
此
れ

は
是
れ
神
仙
の
窟
な
り
。
人
跡
及
ぶ
こ
と
罕ま
れ

に
し
て
、
鳥
の
路
纔
か
に
通

ふ
、
毎
に
香
し
き
菓
、
瓊
の
枝
有
り
、
天
衣
錫
鉢
、
自
然
と
浮
か
び
出
づ
。

何
れ
よ
り
し
て
至
れ
る
を
知
ら
ず
。
余
乃
ち
端
つ
つ
し

み
仰
ぎ
て
心
を
一
に
し
、

潔
齋
す
る
こ
と
三
日
、
細
葛
に
緣
り
、
輕
舟
に
し
て
泝
れ
り
。
身
躰
飛
ぶ

が
若
く
、
精
靈
夢
み
る
に
似
た
り
。
須
臾
の
間
に
、
忽
ち
松
柏
の
巖
・

桃
華
の
澗
に
至
る
、
香
風
地
を
觸
り
て
光
彩
天
に
遍
し
。
一
の
女
子
水
の

側
に
向
つ
て
衣
を
浣あ
ら

ふ
を
見
る
。
余
乃
ち
問
う
て
曰
く
、「
承
は
り
聞
く
、

此
の
處
に
神
仙
の
窟
宅
有
り
と
、
故
に
來
り
て
伺う
か
が候
へ
り
。
山
川
阻へ

だ隔
た

り
て
疲
れ
頓
く
る
し

む
こ
と
異

い
つ
も
よ
り常

は
な
は
だ
し
。
娘
子
に
投よ

り
て
片し

ば
ら時

く
停
ま
り

歇や
す

ま
ん
こ
と
を
欲ね

が

ふ
。
交
情
を
惠
み
賜
は
ら
ん
こ
と
の
幸
ひ
に
聽ゆ

許る

し
を

垂
れ
よ
」
と
。
…
…
（
同
上
、
一
三
〜
一
四
頁
）

隴
州
を
経
て
河
源
郡
に
使
い
す
る
張
文
成
は
深
谷
・
崖
岸
・
高
嶺
・
岡
巒
の

景
に
感
嘆
の
声
を
挙
げ
つ
つ
「
神
仙
窟
」
を
望
む
「
一
所
」
に
た
ど
り
着
き
、

り
か
を
宣
言
す
る
。
け
れ
ど
も
、そ
こ
は
厳
密
に
言
え
ば「
異
郷
」「
極
楽
浄
土
」

で
は
な
く
、
そ
う
し
た
世
界
（「
雲
の
上
」「
月
日
の
中
」「
霞
の
中
」）
に
「
飛
び
住

む
」
た
め
の
出
発
地
、
す
な
わ
ち
境
界
と
し
て
の
「
科
戸
の
原
の
上
の
方

0

0

0

」「
天

の
川
の
ほ
と
り

0

0

0

」「
鵲
の
橋
詰

0

0

」
で
あ
る
。

「
科
戸
の
原
」
は
風
神
の
い
る
原
で
あ
り）

22
（

、
消
息
文
の
末
尾
に
「
風
の
音
」

と
あ
る
の
は
そ
の
風
神
の
吹
き
送
る
風
の
音
。
同
様
に
、「
浪
う
ち
寄
せ
し
声
」

は
「
天
の
川
」、「
鳥
の
さ
へ
づ
り
」
は
「
鵲
」
に
か
か
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

し
て
、「
科
戸
」
の
風
は
、「
六
月
晦
大
祓
」
に
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
「
天あ
ま

つ
罪
」、

「
国
つ
罪
」
を
吹
き
祓
う
風
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
師
」
僧
は
天
地
の
境

界
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
祓
い
の
風
に
添
え
て
消
息
す
る
こ
と
で
、「
弟
子
」
た

る
「
人
の
か
し
づ
く
娘
」
の
罪
を
救
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
護
法
童
子

の
名
に
「
空
」「
海
」
が
含
ま
れ
る
の
も
こ
の
境
界
性
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

「
際
高
く
」
異
郷
を
志
向
し
て
天
地
、
空
海
の
境
界
に
至
り
、
護
法
童
子
を

使
役
し
、
弟
子
の
た
め
に
祓
い
の
風
を
吹
き
送
る
私
。
こ
う
し
た
「
師
」
僧
の

自
己
像
自
体
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
と
称
す
る
ほ
か
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
「
想

像
の
翼
」「
想
像
力
」
に
は
『
遊
仙
窟
』
と
の
親
縁
性
が
あ
っ
て
、
彼
が
目
指

す
世
界
お
よ
び
居
留
地
は
『
遊
仙
窟
』
の
「
神
仙
之
窟
宅
」
や
そ
の
途
上
の
地

に
類
比
的
な
場
所
で
あ
る
。『
遊
仙
窟
』
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

若
し
夫
れ
積
石
山
は
、
金
城
の
西
南
に
在
り
、
河
の
經
る
所
な
り
。
書
に

云
ふ
、
河
を
導
く
積
石
よ
り
龍
門
に
至
る
と
、
即
ち
此
の
山
是
れ
な
り
。

僕
、
汧
隴
に
従
つ
て
使
ひ
を
河
源
に
奉
う
け
た
まは

り
、
運
命
の
迍ち

ゅ
ん
て
ん邅

た
る
を
嗟な

げ

き
、
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そ
し
て
、「
故
だ
つ
僧
」
を
、
し
た
が
っ
て
張
文
成
を
も
ど
く
彼
も
ま
た
、
織

女
た
る
十
娘
＝「
人
の
か
し
づ
く
娘
」を
求
め
て「
天
の
川

0

0

0

の
ほ
と
り
近
く
」「
鵲0

の
橋
詰
」
に
辿
り
着
く
。「
師
」
僧
の
「
想
像
の
翼
」「
想
像
力
」
と
『
遊
仙
窟
』

世
界
と
の
親
縁
性
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

織
女
を
求
め
て
羽
ば
た
く
「
師
」
僧
の
「
想
像
の
翼
」。
し
か
し
、
そ
の
欲

望
は
消
息
文
冒
頭
に
表
明
さ
れ
る
厭
世
観
（「
際
高
く
思
ひ
立
ち
て
は
べ
る
」）
と

末
尾
の
装
わ
れ
た
気
遣
い
（「
聞
く
こ
と
の
あ
り
し
に
、
い
か
に
、
い
か
に
と
お
ぼ
え

し
か
ば
」）
に
よ
っ
て
取
り
繕
わ
れ
隠
さ
れ
る
。「
師
」
僧
は
あ
く
ま
で
も
「
女

の
師
に
し
け
る
僧
」
と
し
て
、
も
し
く
は
「
道
僧
」
と
し
て
、
消
息
文
を
「
故

だ
つ
僧
」
と
の
恋
の
罪
を
祓
う
「
科
戸
」
の
風
に
乗
せ
て
送
る
の
で
あ
る
。

「
故
だ
つ
僧
」
へ
の
羨
望
、
嫉
妬
に
駆
ら
れ
て
「
山
寺
」
な
ら
ぬ
「
神
仙
窟
」

を
目
指
し
、『
遊
仙
窟
』
の
十
娘
に
弟
子
の
女
を
重
ね
、
し
か
も
な
お
厭
世
観

を
表
明
し
つ
つ「
女
の
師
に
し
け
る
僧
」と
し
て
の
体
面
を
保
と
う
と
す
る「
師
」

僧
。「
よ
し
な
し
ご
と
」
は
そ
う
し
た
「
隣
の
翁
」
を
主
題
化
し
、
そ
の
宙
づ

り
に
な
っ
た
欲
望
の
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
を
描
き
出
し
て
い
く
。

四
　
言
葉
の
戯
れ
―
増
殖
す
る
言
葉

次
に
、「
師
」
僧
の
消
息
文
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
消
息
文
が
無
心
状
、

い
わ
ば
「
往
来
物
も
ど
き

0

0

0

」
と
し
て
あ
り
、注
文
の
品
々
の
列
挙
の
仕
方
に
「
笑

い
の
た
め
に
様
々
な
技
法
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
諸
論
考
に
指
摘
さ

れ
て
い
る）

24
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。
そ
こ
で
「
言
葉
遊
び
」「
物
の
名
の
祝
祭
」
と
も
称
さ
れ
る
無
心

そ
こ
で
「
端
仰
一
心
、潔
齋
三
日
」、つ
い
に
「
神
仙
之
窟
宅
」に
至
る
。「
一
所
」

に
至
る
景
観
は「
天
上
之
靈
奇
」「
人
間
之
妙
絶
」と
評
さ
れ
る
。
ま
さ
に
天
上
・

人
間
の
境
界
地
だ
が
、「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
「
科
戸
の
原
の
上
の
方
」「
天
の

川
の
ほ
と
り
」「
鵲
の
橋
詰
」は
こ
の
類
だ
ろ
う
。
ま
た
、張
文
成
は「
身
躰
若
飛
、

精
靈
似
夢
」
の
験
を
得
て
「
神
仙
窟
」
に
到
達
し
た
と
い
う
。
こ
れ
も
「
師
」

僧
の
願
う
「
雲
の
上
に
響
き
の
ぼ
り
て
、
月
日
の
中
に
ま
じ
り
、
霞
の
中
に
飛

び
住
む
」
に
類
比
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
古
老
の
相
伝
に
い
う
「
天
衣
錫
鉢
」。

江
戸
初
期
無
刊
記
本
『
遊
仙
窟
』
雙
行
注
は
「
天
衣
ハ
仙
衣
也
。
昔
人
有
リ
、

廬
山
ニ
入
リ
テ
一
リ
ノ
道
僧
ヲ
見
テ
與
ニ
語
ル
。
応
（
ゼ
ズ
シ
テ
）
錫
（
ヲ
）

振
（
リ
）
雲
（
ヲ
）
凌
（
ギ
テ
）
去
ル
也
。」（
原
漢
文
、三
丁
オ
、丸
括
弧
内
は
補
読
）

と
記
す
。「
師
」
僧
は
こ
の
「
道
僧
」
た
ら
ん
と
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

『
遊
仙
窟
』
で
は
、
張
文
成
が
十
娘
の
エ
ク
ボ
を
「
靨
疑
織
女
留
星
去
（
織

女
の
星
を
留
め
て
去
く
か
と
疑
わ
れ
）」（
同
上
、
一
九
頁
）
と
歌
い
、
十
娘
も

自
ら
「
星
留
織
女
、
遂
處
人
間
（
星
の
織
女
を
留
め
て
遂
に
人
間
に
處
り
）」（
同
上
、

四
〇
頁
）
と
張
文
成
に
応
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
娘
は
織
女
に
、
そ
の
「
神

仙
之
窟
宅
」
は
織
女
の
棲
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が）

23
（

、「
よ
し
な
し
ご
と
」

の
創
作
と
享
受
の
場
が
『
遊
仙
窟
』
受
容
の
環
境
と
重
な
る
と
す
れ
ば
、「
天0

の
川

0

0

の
ほ
と
り
近
く
」「
鵲0

の
橋
詰
」
も
こ
れ
に
関
わ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。

「
師
」僧
は「
雲
の
上
」「
月
日
の
中
」「
霞
の
中
」の「
神
仙
之
窟
宅
」を
目
指
す
。

そ
れ
は
「
人
の
か
し
づ
く
娘
」
と
私
通
す
る
「
故
だ
つ
僧
」
が
韓
壽
、
ひ
い
て

は
『
遊
仙
窟
』
の
張
文
成
に
重
な
っ
て
見
え
た
か
ら
、と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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ば
、
実
在
の
品
物
・
名
産
品
、
架
空
世
界
の
物
品
の
二
種
類
で
あ
る
。
傍
線
部

は
後
者
に
属
す
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は
、
龍
肝
鳳
髓
（
想
像
上
の
動
物
で
あ
る
龍
・

鳳
の
肝
・
髓
）・
玉
體
瓊
漿
（
伝
説
上
の
仙
薬
、
仙
人
の
飲
料
）・
雀
噪
之
禾
（
長
安
城

南
方
の
銅
雀
が
熟
せ
し
め
た
五
穀
。
一
度
啼
く
と
成
長
し
始
め
、
二
度
啼
く
と
熟
す
る
と

い
う
）・
麟
脯
（
想
像
上
の
動
物
で
あ
る
麒
麟
の
乾
肉
）・
東
王
公
之
仙
桂
（
月
の
桂
の

実
）・
西
王
母
之
神
桃
（
三
千
年
に
一
度
生
る
桃
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
、
実
体
を
超
え
た
「
記
号
」
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
と
対
応

し
な
い
、
言
葉
だ
け
が
自
立
す
る
よ
う
な
世
界
が
、
こ
こ
で
も
構
築
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
言
葉
や
物
品
が
対
偶
関
係
に
よ
っ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
点
も
「
よ
し

な
し
ご
と
」
と
の
類
比
を
考
え
る
上
で
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
海
陸
と
川
原
、
宍

と
酒
、
城
南
と
江
上
、
銀
盤
と
玉
疊
、
河
東
と
嶺
南
。
紫
と
丹
、
白
と
黄
、
紅

と
青
、
八
子
と
五
色
、
梨
と
李
、
東
王
公
と
西
王
母
。
あ
る
い
は
、
東
・
西
に

南
・
北
が
続
く
よ
う
に
、
あ
る
言
葉
が
他
の
言
葉
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
、
言

葉
が
言
葉
を
生
み
出
し
て
い
く
事
態
が
、
こ
こ
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
遊
仙
窟
』
の
言
葉
の
世
界
を
知
る
者
は
、「
よ
し
な
し
ご
と
」

の
無
心
状
の
「
言
葉
遊
び
」「
物
の
名
の
祝
祭
」
を
『
遊
仙
窟
』
に
重
ね
な
が

ら
受
容
し
た
で
あ
ろ
う
。「
記
号
」と
し
て
の
言
葉
に
よ
る「
窮
極
的
な
ゲ
ー
ム
」

は
、
実
体
と
し
て
の
〈
物
〉
の
世
界
を
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
言
語

表
現
に
お
け
る
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
で
あ
る
。「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
作
者
は
、

そ
れ
を
『
遊
仙
窟
』受
容
の
世
界
で
学
び
、本
作
品
に
仕
掛
け
た
の
で
は
な
か
っ

の
実
際
は
、
小
森
潔
氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、「
生
存
と
い
う
現
実
的
レ

ベ
ル
に
お
け
る
も
の
で
は
な
」
く
、「「
故
だ
つ
僧
」
の
「
筵
、
畳
、
盥
、
半
挿
」

と
い
う
、
き
わ
め
て
常
識
的
な
要
求
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
」、

「
師
」僧
が「
非
常
識
な
言
葉
を
尽
く
」し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の「〈
物
〉」

は
実
体
で
は
な
く
、「
記
号
」
と
し
て
、
い
わ
ば
、「
誘
惑
の
ゲ
ー
ム
」
の
な
か

で
の
「
言
語
に
よ
る
窮
極
的
な
ゲ
ー
ム
」
に
お
い
て
自
己
増
殖
し
連
ね
ら
れ
て

い
る）

25
（

。
同
様
の
こ
と
は
『
遊
仙
窟
』
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
次

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

少
時
に
し
て
飲
食
俱
に
到
る
。
熏
香
室
に
滿
ち
、
赤
白
前
に
兼
は
る
。
海

陸
の
珍
羞
を
窮
め
、
川
原
の
菓
菜
を
備
ふ
。
宍
は
則
ち
龍
肝
鳳
髓
、
酒
は

則
ち
玉
體
瓊
漿
、
城
南
雀
噪
の
禾
、
江
上
蟬
鳴
の
稻
、
雞
の
䑎
雉
の
臛
、

鼈
の
醢
鶉
の
羹
、
椹
下
の
肥
豚
、
荷
間
の
細
鯉
、
鵝
子
鴨
卵
銀
盤
に
照
耀

し
、
麟
脯
豹
胎
玉
疊
に
紛
綸
た
り
。
熊
の
腥
純
白
く
、
蟹
の
醬
純
に
黃
な

り
。
鮮
き
鱠
は
紅
の
縷
と
輝
を
爭
ひ
、冷
な
る
肝
は
青
き
絲
と
色
を
亂
る
。

蒲
桃
・
甘
蔗
・
㮕
棗
・
石
榴
あ
り
。
河
東
の
紫
鹽
、
嶺
南
の
丹
橘
、
敦
煌

の
八
子
の
柰
、
青
門
五
色
の
瓜
、
太
谷
張
公
の
梨
、
房
陵
朱
仲
の
李
、
東

王
公
の
仙
桂
、
西
王
母
の
神
桃
、
南
燕
牛
乳
の
椒
、
北
趙
雞
心
の
棗
、
千

名
萬
種
に
し
て
具
に
論
ふ
べ
か
ら
ず
。（
同
上
、
三
〇
〜
三
一
頁
）

十
娘
が
張
文
成
を
招
待
す
る
場
面
、
そ
の
宴
会
に
出
て
く
る
飲
食
品
を
列
挙

し
た
部
分
で
あ
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
乗
せ
ら
れ
た
品
物
は
、
大
き
く
言
え
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る
消
息
文
が
〝
も
の
羨
み
〞
と
い
う
隠
微
な
欲
心
に
支
え
ら
れ
そ
こ
に
帰
着
し

て
い
く
と
こ
ろ
に
、本
作
品
が
創
り
出
し
た
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
を
読
み
取
り
、

手
を
打
つ
読
者
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。〝
も
の
羨
み
〞と
は
無
縁
な『
遊
仙
窟
』

と
対
比
す
る
読
者
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

五
　
言
葉
に
潜
め
ら
れ
る
性
の
匂
い

「
師
僧
」
の
消
息
文
に
仕
組
ま
れ
た
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
と
し
て
、
今
一
つ

指
摘
で
き
る
の
は
、
品
々
を
列
挙
す
る
言
葉
の
多
く
に
性
の
匂
い
が
籠
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
峯
和
明
、
井
上
新
子
、
三
谷
邦
明

の
諸
氏
諸
論
考
に
詳
し
い
。

富
士
の
嶽
と
浅
間
の
峰
と
の
は
さ
ま
・
か
ま
ど
山
と
日
の
御
崎
と
の
絶
え

間）
26
（

・
白
山
と
立
山
と
の
い
き
あ
ひ
の
谷
・
愛
宕
と
比
叡
の
山
と
の
中
あ
ひ

小
峯
和
明
氏）

27
（

は
右
に
つ
い
て「「『
梁
塵
秘
抄
』な
ど
で
な
じ
み
の
修
験
の
山
々

だ
が
、
山
々
の
「
は
さ
ま
」「
絶
え
間
」「
い
き
あ
ひ
の
谷
」「
中
あ
ひ
」
を
も
ち

出
す
と
こ
ろ
に
特
異
性
が
あ
り
、「
人
の
た
は
や
す
く
通
ふ
ま
じ
か
ら
む
と
こ

ろ
」に
籠
り
た
い
と
い
う
文
脈
と
重
ね
て
、女
の
陰
部
を
想
像
さ
せ
る
」と
す
る
。

三
谷
邦
明
氏）

28
（

は
、「
や
も
め
の
わ
た
り
の
い
り
豆
」
に
つ
い
て
、「
寡
婦
の
「
わ

た
り
」
に
あ
る
煎
り
豆
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
老
女 

の
女
陰
を
意
味
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
食
欲
か
ら
性
欲
へ
の
見
事
な
変
換
は
、
そ
れ
だ
け
で

笑
い
を
誘
う
の
だ
が
、
同
時
に
ふ
と
老
僧
が
深
層
的
に
隠
し
て
い
た
無
意
識
的

な
欲
望
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
と
も
読
め
る
」
と
す
る
。

た
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
自
己
増
殖
に
笑
い
を
仕
掛
け
て
〝
よ
し
な

し
ご
と
〞
を
仕
組
む
本
作
品
の
「
師
」
僧
の
消
息
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大

系
の
作
品
解
説
そ
の
他
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
無
心
の
品
の
一
々
を
「
最
初
は

超
高
級
品
を
要
求
す
る
誇
大
な
話
か
ら
、
最
後
は
レ
ベ
ル
・

ダ
ウ
ン
し
て
粗

悪
品
で
も
我
慢
す
る
」
と
い
っ
た
形
で
列
挙
す
る
。
鈴
木
一
雄
氏
の
い
わ
ゆ
る

「
往
来
物
の
パ
ロ
デ
ィ
（
も
じ
り
）」、
小
峯
和
明
氏
の
「
往
来
物
も
ど
き
」
と
は
、

こ
れ
ら
の
間
の
落
差
に
着
目
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
も
じ
り
・
も
ど
き
の
無
心
の
結
末
が
、

い
で
や
、
い
る
べ
き
物
ど
も
、
い
と
多
く
は
べ
り
。
せ
め
て
は
、
た
だ
、

足
鍋
ひ
と
つ
、
長
筵
ひ
と
つ
ら
、
盥
ひ
と
つ
な
む
い
る
べ
き
。
も
し
、
こ

れ
ら
貸
し
た
ま
は
ば
、
こ
こ
ろ
な
ら
む
。

と
な
っ
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
品
々
の
列
挙
そ

の
も
の
を
無
意
味
化
す
る
。「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
〝
よ
し
な
し
ご
と
〞
は
こ

こ
に
も
指
摘
で
き
る
わ
け
だ
が
、加
え
て
、こ
の
最
後
に
示
さ
れ
る
無
心
の
品
々

が
結
局
は
「
故
だ
つ
僧
」
の
手
に
入
れ
た
品
々
（「「
旅
の
具
に
、莚
、畳
、盥
、半
挿
、

貸
せ
」
と
言
ひ
た
り
け
れ
ば
、
女
、
長
莚
、
何
や
か
や
、
一
や
り
た
り
け
る
。」）
と
ほ
ぼ

重
な
る
（
傍
線
部
）
こ
と
は
、厭
世
観
の
表
明
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
消
息
文
が
「
故

だ
つ
僧
」
へ
の
〝
も
の
羨
み
〞
に
端
を
発
し
、
そ
の
羨
望
、
嫉
妬
を
隠
し
つ
つ

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
。「
隣
り
の
翁
」
型
の
物
語
類

型
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
の
も
こ
れ
に
よ
る
が
、
大
仰
に
物
の
名
を
列
挙
す
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終
日
在
皮
中
（
終
日
、
皮
中
に
在
る
を
）

十
娘
「
鞘
」
詠
（
同
右
）

數
捺
皮
應
緩
（
數
し
ば
し
ば皮

を
捺
さ
ば
應
に
緩
う
す
べ
し
）

頻
磨
快
轉
多
（
頻
り
に
磨
さ
ば
快
轉
多
か
ら
ん
）

渠
今
拔
出
後
（
渠き
み

今
拔
出
し
て
後
）

空
鞘
欲
如
何
（
空
鞘
を
如
何
と
か
欲
る
）

こ
れ
は
張
文
成
・
十
娘
が
物
に
よ
せ
て
詩
を
作
り
つ
つ
戯
れ
る
場
面
で
の
も

の
で
、
張
文
成
が
刀
を
男
性
性
器
に
譬
え
、
十
娘
が
鞘
を
女
性
性
器
に
見
な
し

て
、
き
わ
ど
い
応
酬
を
は
た
す
。
中
華
書
局
版
『
遊
仙
窟
校
注
』
は
男
女
が
戯

れ
る
「
謔
語
」、
明
ら
か
な
「
色
情
隠
喩
」
が
仕
込
ま
れ
て
い
る
と
す
る
）
31
（

。
こ

の
ほ
か
、
男
性
器
を
「
筆
」、
女
性
器
を
「
硯
」
に
見
立
て
る
張
文
成
「
筆
硯
」

詠
に
、
十
娘
が
女
体
を
「
鴨
頭
鐺
子
」（
鴨
首
を
あ
し
ら
っ
た
足
鍋
）
に
見
立
て
て

応
ず
る
例
も
あ
る
（
同
上
、
三
五
・
三
六
頁
）。『
遊
仙
窟
』
受
容
世
界
で
「
よ
し
な

し
ご
と
」
を
創
作
し
、
享
受
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
、「
師
」
僧
の
欲
望
を
潜

ま
せ
た
言
語
遊
戯
は『
遊
仙
窟
』で
な
じ
み
の〝
よ
し
な
し
ご
と
〞で
も
あ
っ
た
。

六
　
お
わ
り
に

以
上
、『
堤
中
納
言
物
語
』「
よ
し
な
し
ご
と
」
を
『
遊
仙
窟
』
の
受
容
世
界

に
措
き
直
し
て
、
読
解
を
試
み
た
。
こ
こ
で
論
じ
た
本
作
品
の
〝
よ
し
な
し
ご

と
〞
を
『
遊
仙
窟
』
の
日
本
に
お
け
る
受
容
、
大
き
く
は
〝
翻
訳
〞
と
考
え
れ

ば
、
東
ア
ジ
ア
の
漢
文
文
化
圏
に
お
け
る
文
化
接
触
と
そ
こ
か
ら
の
展
開
の
一

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
追
認
す
る
井
上
新
子
氏）

29
（

は
、「
玉
江
に
刈
る
真
菰
」「
逢

ふ
こ
と
交
野
の
原
に
あ
る
菅
菰
」「
十
布
の
菅
菰
」「
七
条
の
縄
筵
」「
筑
摩
の

祭
に
重
ぬ
る
近
江
鍋
」「
楠
葉
の
御
牧
に
作
る
な
る
河
内
鍋
」
を
取
り
上
げ
て
、

「
書
簡
の
文
言
に
は
、
表
層
に
お
け
る
品
物
の
無
心
と
い
う
意
味
の
層
の
底
に
、

「
故
だ
つ
僧
」
と
娘
の
関
係
へ
の
揶
揄
や
皮
肉
、
娘
へ
の
挑
発
、
女
性
の
所
望

と
い
っ
た
師
僧
の
屈
折
し
た
欲
望
が
隠
微
に
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
」と
す
る
。

そ
し
て
、「
こ
う
し
た
食
品
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
一
挙
に
猥
雑
な
笑
い
が
し
か

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
燻
り
続
け
て
き
た
師
僧
の
欲
望
が
下
卑
た
露
骨
な

挑
発
と
な
っ
て
爆
発
し
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
三
谷
氏
は
「
品
物
を
列
記
す
る
と
い
う
物
欲
と
共
に
、

こ
の
僧
は
何
時
の
ま
に
か
老
女
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
戒
を
犯
す
こ
と

を
諌
め
る
書
簡
が
、
女
戒
を
違
犯
す
る
と
い
う
笑
い
が
あ
る
」
と
す
る
が
、
こ

れ
を
、
厭
世
観
の
仮
面
の
下
に
潜
め
ら
れ
た
「
師
」
僧
の
抑
え
き
れ
な
か
っ
た

性
愛
へ
の
欲
望
の
発
露
と
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
「
師
」
を
装
い
つ
つ
装
い
き
れ

な
か
っ
た「
僧
」の〝
よ
し
な
き
〞行
為
と
し
て
用
意
さ
れ
た
表
現
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
性
を
匂
わ
せ
る
表
現
は
、『
遊
仙
窟
』
に
な
じ
み
の

も
の
で
も
あ
っ
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る）

30
（

。

張
文
成
「
刀
子
」
詠
（
同
上
、
三
二
頁
）

自
憐
膠
漆
重
（
自
ら
憐
む
、
膠
漆
の
重
ん
ず
べ
き
を
）

相
思
意
不
窮
（
相
ひ
思
う
て
意
窮
ま
ら
ず
）

可
惜
尖
頭
物
（
惜
む
べ
し
、
尖
頭
の
物
）
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八
九
六
山
上
憶
良
「
沈
痾
自
哀
文
」、
巻
六
：
九
六
二
左
注
、
巻
十
二
：

二
九
一
二
・
二
九
一
四
、
巻
十
三
：
三
二
七
三
、
巻
十
六
：
三
八
二
四
左
注
・

三
八
三
四
・
三
八
三
五
・
三
八
三
七
左
注
（
注
８
小
島
氏
前
掲
論
文
、
土
橋
寛
「
遊
仙

窟
と
万
葉
集
―
三
八
三
四
の
歌
に
つ
い
て
」〈『
万
葉
』
３
、一
九
五
二
年
四
月
〉、
吉

永
登
「
憶
良
の
手
法
と
遊
仙
窟
」〈『
国
文
学
』
32
、
一
九
六
二
年
三
月
〉、
迫
徹
朗
「
万

葉
集
に
見
え
る
遊
仙
窟
模
倣
歌
に
つ
い
て
の
再
吟
味
」〈『
熊
本
女
子
大
学
学
術
紀
要
』

10
―

１
、一 

九
五
八
年
三
月
〉
な
ど
）。

○
『
源
氏
物
語
』
…
若
紫
巻
、
絵
合
巻
、
蜻
蛉
巻
（
丸
山
キ
ヨ
子
「
源
氏
物
語
・

伊
勢
物
語
・
遊
仙
窟
―
わ
か
む
ら
さ
き
北
山
・
は
し
姫
宇
治
の
山
荘
・
う
ひ
か
う

ぶ
り
の
段
と
遊
仙
窟
と
の
関
係
」〈『
日
本
文
学
』
16
、
一
九
六
一
年
三
月
〉、
新
間
一

美
「
源
氏
物
語
と
唐
代
伝
奇
―
基
層
と
し
て
の
遊
仙
窟
」〈『
和
漢
比
較
文
学
』
44
、

二
〇
一
〇
年
二
月
〉、
三
角
洋
一
「
源
氏
物
語
講
座
　
蜻
蛉
巻
の
末
尾
部
分
と
『
遊
仙

窟
』」〈『
む
ら
さ
き
』
47
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
〉）。

○
『
伊
勢
物
語
』
…
初
段
（
上
記
、
丸
山
氏
論
文
）

こ
の
ほ
か
、『
遊
仙
窟
』
の
訓
読
が
日
本
語
の
語
彙
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
、
契

沖
も
『
万
葉
集
』
の
訓
に
参
考
と
し
た
。
な
お
、『
遊
仙
窟
』
に
つ
い
て
の
先
行
研

究
に
は
上
掲
論
考
の
ほ
か
に
も
、
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中

（
一
九
八
六
年
、
塙
書
房
）、
白
木
直
也
「
遊
仙
窟
に
つ
い
て
」（『
支
那
学
研
究
』
６
、

一
九
五
〇
年
一
〇
月
）、
魚
返
善
雄
「
詩
歌
鈔
と
小
説
の
み
ぎ
わ
―
「
遊
仙
窟
」
研
究

に
寄
せ
て
」（『
短
歌
研
究
』
八
・
８
、一
九
五
一
年
八
月
）、
近
藤
春
雄
「
遊
仙
窟
に
つ

い
て
」（『
愛
知
県
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
５
、一
九
五
四
年
三
月
）、長
田
夏
樹
「「
遊

仙
窟
」
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」（『
神
戸
外
大
論
叢
』
五
・
２
、一
九
五
四
年
三
月
）、

近
藤
春
雄
「
遊
仙
窟
に
つ
い
て
」（『
国
語
国
文
』
三
六
・
９
、一
九
六
七
年
九
月
）
等

が
あ
る
。

10
　
川
口
久
雄
『（
三
訂
）
平
安
朝
日
本
漢
文
学
史
の
研
究
』
中
、
十
五
章
（
初
版

一
九
五
九
年
三
月
、
三
訂
一
九
八
二
年
九
月
、
明
治
書
院
）。

事
例
と
し
て
扱
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
今
少

し
〝
翻
訳
〞
諸
事
例
の
検
討
を
進
め
る
な
か
で
考
え
て
い
き
た
い
。

注１
　
稲
賀
敬
二
「
よ
し
な
し
ご
と
」
作
品
解
説
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
落
窪
物
語
・

堤
中
納
言
物
語
』
二
〇
〇
〇
年
九
月
、小
学
館
）
に
よ
る
研
究
史
概
観
、参
照
。
特
に
、

山
岸
徳
平
・
土
岐
武
治
説
の
紹
介
部
分
。

２
　
寺
本
直
彦「
堤
中
納
言
物
語「
よ
し
な
し
ご
と
」は
平
安
後
期
の
成
立
か
―『
和
泉
往
来
」

と
の
関
係
な
ど
―
」（『
青
山
語
文
』
11
、
一
九
八
一
年
三
月
）。

３
　
鈴
木
一
雄
「『
よ
し
な
し
ご
と
』」（『
堤
中
納
言
物
語
序
説
』
Ⅲ
・
『
堤
中
納
言
物
語
』

覚
書
（
一
）
⑽
、
一
九
八
〇
年
九
月
、
桜
楓
社
）。

４
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
堤
中
納
言
物
語
・
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』（
一
九
九
二
年
三

月
、
岩
波
書
店
）「
よ
し
な
し
ご
と
」
作
品
解
説
。

５
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
堤
中
納
言
物
語
』（
一
九
八
三
年
一
月
、
新
潮
社
）「
よ
し
な

し
ご
と
」
作
品
解
説
。

６
　
井
上
新
子
「『
よ
し
な
し
ご
と
』
の
〈
聖
〉
と
〈
俗
〉」（『
国
文
学
攷
』
一
七
〇
号
、

二
〇
〇
一
年
六
月
。
同
氏
『
堤
中
納
言
物
語
の
言
語
空
間
―
織
り
な
さ
れ
る
言
葉
と

時
代
』
Ⅱ
第
五
章
、
二
〇
一
六
年
五
月
、
翰
林
書
房
、
所
収
）、
参
照
。

７
　「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
本
文
引
用
は
注
１
に
拠
っ
た
。

８
　
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
三
教
指
帰
・
性
霊
集
』（
一
九
六
五
年
一
一
月
、
岩
波

書
店
）
に
よ
る
（
傍
点
は
私
意
。
以
下
同
）。
な
お
、
小
島
憲
之
「
漢
籍
の
受
容
―
唐

代
小
説
『
遊
仙
窟
』
の
場
合
」（『
国
語
国
文
』
三
六
―

九
、一
九
六
七
年
九
月
）、
馬
興

国
「『
遊
仙
窟
』
在
日
本
的
流
伝
と
影
響
」（『
日
本
研
究
』、
遼
寧
大
学
日
本
研
究
所
、

一
九
八
七
年
四
月
）、
参
照
。

９
　
○
『
万
葉
集
』
…
巻
五
：
八
五
三
大
伴
旅
人
「
遊
於
松
浦
河
序
」、
巻
五
：
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20
　
三
谷
氏
、
注
13
前
掲
論
文
。

21
　
井
上
氏
、
注
６
論
考
。

22
　
注
４
、新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
脚
注
に「
風
神
の
級
長
戸
辺
命
が
い
る
原
。」と
あ
る
。

23
　
十
娘
の
「
星
留
織
女
、
遂
處
人
間
」
に
つ
い
て
、
注
14
漆
山
又
三
郎
訳
註
『
遊
仙
窟
』

は
「
爰
は
十
娘
自
ら
天
漢
の
織
女
・
月
中
の
姮
娥
に
比
喩
し
、
聊
か
誇
言
し
て
調
戯

せ
る
な
り
。」
と
注
し
て
い
る
。
一
三
一
頁
。

24
　
小
峯
氏
、
注
18
前
掲
論
文
で
は
、「
往
来
物
も
ど
き

0

0

0

」
の
具
体
が
「
僧
の
注
文
が
そ
の

実
現
を
拒
む
点
、
往
来
物
の
本
質
で
あ
る
実
用
性
や
啓
蒙
性
を
全
く
無
効
に
さ
せ
る

点
」、「
上
等
な
も
の
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
き
て
、
最
後
に
下
等
な
も
の
へ
逆
転
さ
せ
て

し
ま
う
表
現
の
構
造
」「
求
め
え
な
い
も
の
に
尻
上
り
に
比
重
が
移
っ
て
い
く
例
」
な

ど
に
見
る
「
逆
転
・
対
比
の
美
学
」
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
『
堤

中
納
言
物
語
』
の
特
性
に
通
ず
る
「
こ
と
ば
遊
び
」「
物
の
名
の
祝
祭
」
と
評
し
、「
僧

の
注
文
は
、
総
じ
て
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
の
五
人
の
貴
公
子
へ
の
無

理
難
題
に
も
匹
敵
す
る
も
の
で
、
一
方
は
永
遠
に
天
上
の
人
と
な
っ
た
が
、
他
方
は

天
が
け
る
こ
と
を
欲
し
つ
つ
地
上
に
う
ず
く
ま
り
、
文
の
中
に
己
れ
を
解
放
す
る
だ

け
で
あ
っ
た
。」
と
結
ん
で
い
る
。
三
谷
氏
、
注
13
前
掲
論
文
も
、「
せ
め
て
は
浦
島

の
子
が
皮
寵
に
も
ま
れ
、そ
て
の
皮
袋
ま
れ
、貸
し
給
へ
」
を
「
玉
櫛
筺
」
な
ら
ぬ
「
皮

籠
」、「
火
鼠
の
皮
袋
」
な
ら
ぬ
「
鼠
貂
の
皮
袋
」
の
無
心
と
み
て
、
同
様
の
「
逆
転
・

対
比
」
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
修
行
地
の
列
挙
に
「
日
本
の
地
名
か
ら
中
国
・
イ

ン
ド
、
更
に
は
天
上
界
へ
と
拡
大
・
誇
張
し
て
い
く
技
法
」、
物
の
列
挙
に
「
縮
小
卑

下
し
て
い
く
技
法
」
を
指
摘
し
て
、「
こ
の
本
文
は
笑
い
の
た
め
に
様
々
な
技
法
を 

動

員
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

25
　
小
森
潔
「
ゲ
ー
ム
―
言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
『
堤
中
納
言
物
語
』「
よ
し
な
し
ご
と
」」

（
物
語
研
究
会
『
物
語
と
メ
デ
ィ
ア
　
新
物
語
研
究
１
』〈
一
九
九
三
年
、
有
精
堂
〉

所
収
）。

26
　「
か
ま
ど
山
と
日
の
御
崎
と
の
絶
え
間
に
ま
れ
」
の
「
か
ま
ど
山
」
は
諸
注
に
筑
前
国

11
　
渡
辺
秀
夫
『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
第
四
篇
第
二
章
（
一
九
九
一
年
一
月
、
勉

誠
社
）。

12
　
寺
本
氏
、
注
２
前
掲
論
文
。

13
　
三
谷
邦
明
「
物
語
文
学
の
極
北
―
堤
中
納
言
物
語
『
よ
し
な
し
ご
と
』
の
方
法
あ
る

い
は
終
焉
の
祝
祭
―
」（『
横
浜
市
立
大
学
論
叢
』
37
、
一
九
八
六
年
三
月
。『
物
語
文

学
の
方
法
Ⅱ
』〈
一
九
八
九
年
六
月
、
有
精
堂
〉
所
収
）
な
ど
。

14
　『
遊
仙
窟
』
の
本
文
引
用
、
書
き
下
し
文
は
漆
山
又
三
郎
訳
註
『
遊
仙
窟
』（
一
九
四
九

年
、
岩
波
文
庫
）
に
よ
り
、
適
宜
、
今
村
与
志
雄
訳
『
遊
仙
窟
』（
一
九
九
〇
年
、
岩

波
文
庫
）
付
載
の
醍
醐
寺
蔵
古
鈔
本
影
印
、蔵
中
進
編
『
江
戸
初
期
無
刊
記
本
遊
仙
窟
』

（
一
九
七
九
年
八
月
、
和
泉
書
院
）
を
参
看
し
た
。
以
下
同
。

15
　
注
14
岩
波
文
庫
（
今
村
与
志
雄
訳
）
訳
注
は
本
故
事
の
梗
概
を
古
伝
の
『
世
説
新
語
』

惑
溺
篇
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
が
、
江
戸
初
期
無
刊
記
本
『
遊
仙
窟
』
は
雙
行
注
に
『
郭

氏
』（『
太
平
御
覧
』
巻
九
六
一
・
香
、
所
引
に
同
）『
晋
書
』
を
引
い
て
い
る
。
但
し
、

無
刊
記
本
雙
行
注
の
『
晋
書
』
は
「
其
女
密
盜
以
遺
壽
」
を
持
た
な
い
別
伝
を
引
く

の
で
（
注
14
岩
波
文
庫
〈
漆
山
又
三
郎
訳
註
〉
に
訓
読
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
）、
こ

こ
で
は
よ
り
詳
細
な
中
華
書
局
標
点
本
『
晋
書
』
巻
四
〇
、
列
記
第
一
〇
の
本
文
を

書
き
下
し
て
引
用
す
る
。
な
お
、『
藝
文
類
聚
』（
巻
三
五
・
人
部
・
淫
）
は
臧
榮
緒
『
晋

書
』
本
文
を
引
く
。

16
　
物
語
冒
頭
部
で
の
こ
う
し
た
対
比
構
造
設
定
の
方
法
は
、『
堤
中
納
言
物
語
』
所
収
「
虫

め
づ
る
姫
君
」
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

17
　「
師
」
僧
と
弟
子
の
女
（「
人
の
か
し
づ
く
女
」）
と
の
関
係
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

第
60
話
「
進
命
婦
、
清
水
寺
へ
参
る
事
」
の
、
八
十
歳
の
清
水
寺
僧
が
こ
れ
を
師
と

仰
ぐ
進
命
婦
に
恋
慕
す
る
一
件
と
類
似
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

18
　
小
峯
和
明
「
よ
し
な
し
ご
と
」（
三
谷
榮
一
編
『
体
系
物
語
文
学
史
　
第
三
巻
』

一
九
八
三
年
七
月
、
有
精
堂
、
所
収
）。

19
　
注
１
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
に
よ
る
。



̶ 25 ̶

歌
枕
「
宝
満
山
」
の
こ
と
と
す
る
が
出
雲
の
韓
竈
の
こ
と
か
。
韓
竈
は
『
梁
塵
秘
抄
』

二
九
七
「
聖
の
住
所
は
何
処
何
処
ぞ
、
…
…
出
雲
の
、
鰐
淵
や
、
日
の
御
崎
。
…
…
」

に
名
が
出
る
鰐
淵
近
在
の
修
験
の
地
で
、
中
腹
に
韓
竈
神
社
が
現
存
す
る
。

27
　
小
峯
氏
、
注
18
前
掲
論
文
。

28
　
三
谷
氏
、
注
13
前
掲
論
文
。

29
　
井
上
氏
、
注
６
前
掲
論
文
。

30
　『
遊
仙
窟
』
後
半
の
張
文
成
・
十
娘
の
詩
の
贈
答
に
つ
い
て
、
注
14
漆
山
又
三
郎
訳
註

『
遊
仙
窟
』
は
「
附
言
。
此
詩
よ
り
漸
く
偎
に
わ
た
り
來
れ
り
。
讀
者
察
知
せ
よ
。」
と

記
す
（
六
七
頁
）。

31
　『
遊
仙
窟
校
注
』（
李
時
人
・
詹
緒
左
校
注
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）。

―
ぎ
・
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学 

―


