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よ
う
に
烏
滸
者
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
西
本
寮
子
氏
が
、

そ
の
を
こ

4

4

な
る
一
面
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
女
主
人
公
の
心
強
き
女
性
へ

の
変
貌
を
促
し
、
物
語
に
彩
を
そ
え
る
役
割
を
持
つ
脇
役
な
の
で
あ
る
。
（
２
）

と
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』を
論
じ
る
上
で
宰
相
中
将
の「
を
こ
」な
る
一
面
は
、

女
君
の
「
女
の
物
語
」
を
際
立
た
せ
る
役
割
を
担
う
と
述
べ
た
こ
と
を
初
め
と

し
て
、
神
田
龍
身
氏
も
、

兄
妹
交
換
と
い
う
最
大
の
秘
密
に
接
近
し
す
ぎ
た
二
人
（
宰
相
中
将
と
女

春
宮
＝
注
：
引
用
者
）
は
、
遠
か
ら
ず
物
語
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
り
、
何
も
知
り
得
な
か
っ
た
宰
相
中
将
は
烏
滸
者
と
し
て

揶
揄
さ
れ
る
し
、
女
春
宮
は
一
挙
に
女
院
へ
と
祭
り
上
げ
ら
れ
て
物
語
の

外
へ
と
実
質
上
退
場
す
る
の
で
あ
る
。
（
３
）

と
、
取
り
替
え
の
秘
密
を
知
り
得
な
か
っ
た
宰
相
中
将
は
烏
滸
者
と
揶
揄
さ
れ

る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
安
田
真
一
氏
は
、

〈
普
通
の
〉
姫
君
と
は
異
な
る
女
君
と
関
係
を
持
っ
た
宰
相
中
将
の
物
語

一
、
問
題
の
所
在

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
宰
相
中
将
は
女
君
の
男
装
の
秘
密
を
見
破
り
、

彼
女
と
の
間
に
若
君
を
儲
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
男
装
時
の
女
君
の
妻
で
あ
る

四
の
君
と
密
通
し
、
二
人
の
姫
君
を
儲
け
る
。
ま
た
、
尚
侍
で
あ
っ
た
男
君
の

控
え
る
宣
耀
殿
に
二
日
間
も
居
座
り
続
け
る
。
さ
ら
に
、
物
語
末
尾
は
宰
相
中

将
の
心
情
を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。
宰
相
中
将
の

登
場
場
面
を
見
て
も
、
彼
が
物
語
に
お
い
て
重
要
人
物
で
あ
る
の
は
間
違
い

な
い
。

宰
相
中
将
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
か
。
（
１
）

宰

相
中
将
は
時
の
帝
の
叔
父
で
あ
る
式
部
卿
の
宮
の
一
人
息
子
で
あ
り
、
女
君
よ

り
二
つ
上
で
容
貌
は
男
装
の
女
君
に
は
及
ば
な
い
が
、
普
通
の
人
よ
り
遙
か
に

優
れ
て
お
り
、
且
つ
、
ど
ん
な
女
性
に
も
興
味
を
も
つ
生
来
の
色
好
み
と
し
て

登
場
す
る
。
こ
の
色
好
み
と
い
う
人
物
像
を
主
と
し
て
、
宰
相
中
将
は
以
下
の

長

　

内

　

綾

　

乃

︱ 

烏
滸
者
説
批
判
と
子
育
て
す
る
父
親
像
に
つ
い
て 

︱

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
宰
相
中
将
再
考
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宰
相
中
将
が
「
烏
滸
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
す
る
論
が

提
出
さ
れ
て
も
、
佐
野
佳
矢
乃
氏
が
、

宰
相
中
将
と
い
う
人
物
は
、
本
物
語
に
お
い
て
好
色
者
で
あ
り
烏
滸
者
で

も
あ
る
。
（
７
）

と
断
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
島
氏
の
見
解
は
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

宰
相
中
将
は
通
説
で
は
一
貫
し
て
「
色
好
み
」
で
「
烏
滸
者
」
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
る
。
物
語
に
お
い
て
も
、
宰
相
中
将
が
「
色
好
み
」
で
あ
る
と
い
う

記
述
は
散
見
し
て
い
る
た
め
、
宰
相
中
将
が
「
色
好
み
」
で
あ
る
こ
と
に
は
異

論
が
な
い
。
し
か
し
、「
烏
滸
者
」
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
疑
問
を
持
つ
。

な
ぜ
宰
相
中
将
が
「
烏
滸
者
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
。
物
語
の
中

で
宰
相
中
将
が
烏
滸
者
で
あ
る
と
直
接
述
べ
ら
れ
る
場
面
は
一
つ
も
無
い
。
そ

こ
で
、
中
島
氏
は
宰
相
中
将
を
烏
滸
者
と
す
る
学
説
の
論
拠
を
以
下
の
様
に
整

理
し
た
。

（
ⅰ
）
秘
密
の
未
掌
握
、（
ⅱ
）
女
君
に
対
す
る
無
理
解
、（
ⅲ
）
世
評
、（
ⅳ
）

「
を
こ
が
ま
し
」
な
ど
の
記
述
（
８
）

（
ⅰ
）
〜
（
ⅲ
）
の
中
島
氏
の
論
評
に
は
概
ね
首
肯
す
る
が
、氏
は
（
ⅳ
）「
を

こ
が
ま
し
」
な
ど
の
記
述
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
言
及
し
て
お
ら
ず
、
巻
四
で
男

君
が
語
り
手
に
「
を
こ
な
る
や
」
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
、「「
を
こ

が
ま
し
」「
を
こ
な
り
」
は
必
ず
し
も
「
烏
滸
者
」
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
わ

は
、〈
色
好
み
〉・
宰
相
中
将
の
嘆
き
の
物
語
だ
。
そ
れ
は
、
別
の
視
点
か

ら
見
れ
ば
、〈
色
好
み
〉・
宰
相
中
将
の
「
を
こ
」「
痴
れ
者
」
の
物
語
で

も
あ
る
。
色
好
み
・
好
き
者
の
貴
公
子
と
し
て
、当
代
き
っ
て
評
判
の〈
男
〉

で
あ
っ
た
宰
相
中
将
は
、
女
君
を
失
っ
て
か
ら
の
そ
の
世
評
は
、「
を
こ
」

と
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
（
４
）

と
主
張
し
、
さ
ら
に
、
岡
本
美
奈
氏
も
、

宰
相
中
将
が
好
色
で
滑
稽
な
役
回
り
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
異

論
は
な
い
。
物
語
の
後
半
に
は
宰
相
中
将
を
「
を
こ
が
ま
し
や
」
な
ど
と

述
べ
る
記
述
が
い
く
つ
か
あ
り
、
烏
滸
者
（
を
こ
）
と
し
て
扱
う
姿
勢
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
（
５
）

と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
通
説
は
一
貫
し
て
宰
相
中
将
＝
「
烏
滸
者
」
と
い
う
理
解

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
を
踏
ま
え
て
、
中
島
正
二
氏
は
、
宰
相
中

将
が
「
烏
滸
者
」
で
あ
る
と
す
る
通
説
的
理
解
は
不
当
で
あ
る
と
、「
烏
滸
」

性
の
再
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
上
で
、
宰
相
中
将
の
主
人
公
性
を
再
び
捉
え
直

し
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
い
て
宰
相
中
将
は
、

「
色
好
み
」
の
願
望
を
成
就
し
て
し
ま
う
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の

破
局
を
生
き
、
世
俗
的
出
世
の
代
償
と
し
て
「
色
好
み
」
性
の
放
棄
と
報

わ
れ
な
い
秘
密
保
持
を
持
続
さ
せ
ら
れ
る
、
き
ょ
う
だ
い
の
、
逆
説
的
な

「
代
行
者
」
乃
至
は
「
補
完
者
」
で
あ
る
。
（
６
）

と
結
論
づ
け
た
。
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も
あ
は
れ
な
る
も
、
い
と
に
く
か
ら
ず
心
う
つ
く
し
げ
に
う
ち
言
ひ
な
し

た
ま
ひ
し
恋
し
さ
の
、
さ
ら
に
た
と
へ
て
言
は
ん
方
な
く
、
胸
よ
り
あ
ま

る
心
地
し
て
、
人
の
を
こ
が
ま
し
と
見
思
は
ん
こ
と
も
た
ど
ら
れ
ず
、
足

摺
り
と
い
ふ
ら
ん
こ
と
も
し
つ
べ
く
、
泣
き
て
も
あ
ま
る
心
地
し
て
沈
み

臥
し
た
ま
ひ
ぬ
る
御
気
色
の
、
い
み
じ
く
い
と
ほ
し
く
わ
り
な
き
を
、
見

た
て
ま
つ
り
嘆
か
る
。 

（
巻
三
・
三
九
三
頁
）

Ⅲ
内
侍
の
督
の
君
の
か
か
る
御
宿
世
い
つ
く
し
さ
を
聞
き
た
ま
ふ
も
、た
だ
、

あ
さ
ま
し
く
見
違
ふ
ば
か
り
に
似
た
ま
へ
り
し
も
の
を
、
つ
れ
な
く
す
か

し
出
だ
さ
れ
き
こ
え
に
し
も
、
か
か
る
と
り
か
へ
の
あ
れ
ば
と
う
ち
慰
み

に
し
こ
そ
苦
し
か
ら
ず
お
ぼ
え
し
か
、
い
か
に
を
こ
な
り
痴
れ
者
と
思
し

出
づ
ら
ん
、
と
思
ふ
ば
か
り
に
ぞ
、
か
く
及
び
な
く
定
ま
り
果
て
た
ま
ひ

ぬ
る
も
口
惜
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
る
。 

（
巻
四
・
四
六
八
頁
）

Ⅳ
月
日
に
添
へ
て
は
、
若
君
の
も
の
を
ひ
き
伸
ぶ
る
や
う
に
う
つ
く
し
う

な
り
ま
さ
り
た
ま
ふ
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
か
か
る
人
さ
へ
な
か
ら

ま
し
か
ば
何
に
心
を
慰
め
ま
し
と
思
す
に
も
、
ま
た
、
も
ろ
と
も
に
う
ち

語
ら
ひ
て
か
か
る
人
を
同
じ
心
に
生
ほ
し
た
て
ま
し
に
何
ご
と
を
か
思
は

ま
し
と
思
ふ
に
は
、
飽
か
ず
か
な
し
く
て
、
つ
く
づ
く
と
、
歩
き
も
せ
ら

れ
た
ま
は
ず
若
君
を
夜
昼
御
か
た
は
ら
放
た
ず
遊
ば
し
き
こ
え
て
明
か
し

暮
ら
し
た
ま
ふ
も
、
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
。
人
は
さ
し
も
思
し
捨
て
け

る
を
、
わ
が
心
に
し
も
身
を
く
だ
き
つ
つ
思
ひ
て
も
何
に
か
は
せ
ん
、
い

と
あ
は
れ
に
同
じ
心
に
あ
は
れ
を
も
知
り
情
け
を
も
交
は
し
思
ひ
し
人
を

け
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
中
島
氏
の
見
解
で
は
、〝
宰
相

中
将
に
は
「
を
こ
な
り
」が
用
い
ら
れ
て
お
り
、ま
た
、男
君
に
も
「
を
こ
な
り
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、男
君
が
烏
滸
者
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
な
い
。

よ
っ
て
宰
相
中
将
も
烏
滸
者
で
あ
る
と
言
え
な
い
〞、
と
い
う
論
が
組
み
立
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
説
明
が
不
十
分
で
あ
り
、
納
得

の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
宰
相
中
将
を
直
接
「
を
こ
」
で
あ
る
と

評
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
「
を
こ
が
ま
し
」「
を
こ
な
り
」
と
い
う
記
述

を
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
宰
相
中
将
が
烏
滸
者
と
さ
れ
て
き
た
通
説

を
批
判
す
る
。
ま
た
、
烏
滸
者
で
な
け
れ
ば
宰
相
中
将
は
『
と
り
か
へ
ば
や
物

語
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
の
か
を
再
考
し
て
い
く
。

二
、「
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
」
は
草
子
地
か

二−

一
、
疑
問
点
の
整
理

ま
ず
、
宰
相
中
将
に
使
用
さ
れ
る
「
を
こ
な
り
」「
を
こ
が
ま
し
」
の
用
例

を
確
認
し
て
み
る
。

Ⅰ
い
み
じ
く
思
ひ
入
り
て
も
限
り
あ
る
わ
ざ
な
る
を
、「
い
か
な
れ
ば
、
い

と
ほ
し
く
も
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
る
を
、
ほ
の
か
に
馴
ら
ひ
に
け
る
人
な

れ
ば
あ
な
が
ち
な
る
も
の
恨
み
の
気
色
な
く
さ
は
や
か
に
も
あ
る
か
な
と

見
た
ま
ふ
も
、
を
こ
な
り
や
。 

（
巻
三
・
三
六
七
頁
）

Ⅱ
か
ば
か
り
の
こ
と
を
夢
に
見
ん
だ
に
覚
め
て
の
名
残
ゆ
ゆ
し
か
る
べ
し
、

容
貌
け
は
ひ
の
言
ふ
方
な
く
愛
敬
づ
き
に
ほ
ひ
満
ち
て
、
憂
き
も
つ
ら
き
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こ
が
ま
し
」
と
い
う
の
は
捨
て
ら
れ
た
身
で
弁
解
す
る
自
分
が
大
将
か
ら
見
た

ら
愚
か
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
は
自
嘲
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

宰
相
中
将
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
を
こ
な
り
」「
を
こ
が
ま
し
」
の
使
用
例

を
検
討
す
る
と
、
女
君
失
踪
以
後
の
宰
相
中
将
に
「
を
こ
な
り
」
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
Ⅰ
は
確
か
に
、
母
と
な
っ
た
女
君
な
ら
再
び
男
姿
に
戻
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
思
い
込
み
か
ら
く
る
宰
相
中
将
の
楽
天
的
な
態
度
に
向
け
ら
れ
た
語

り
手
の
批
評
で
あ
る
。
し
か
し
、
父
と
し
て
宇
治
の
若
君
を
養
育
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
Ⅱ
・
Ⅴ
の
「
を
こ
が
ま
し
」
と
Ⅲ
の
「
を
こ
な
り
」
の
用
例
は
、

宰
相
中
将
の
発
言
ま
た
は
心
内
語
で
あ
り
、
他
者
か
ら
見
て
自
分
が
愚
か
に
見

え
る
の
だ
と
い
う
自
嘲
の
た
め
Ⅰ
と
は
意
味
が
異
な
る
。

こ
こ
で
Ⅳ
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
る
。
文
構
造
か
ら
は
、
直
前
の

「
つ
く
づ
く
と
、
歩
き
も
せ
ら
れ
た
ま
は
ず
若
君
を
夜
昼
御
か
た
は
ら
放
た
ず

遊
ば
し
き
こ
え
て
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
」
が
「
を
こ
が
ま
し
」
と
評
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
外
出
を
せ
ず
子
を
養
育
す
る
姿
が
な
ぜ
「
を
こ
が
ま

し
」
と
な
る
の
か
。『
新
釈
』
で
は
、「
女
が
失
踪
し
、
後
に
と
り
残
さ
れ
た
子

を
男
親
が
育
て
て
い
る
と
い
う
の
は
、
婿
取
婚
時
代
で
は
異
端
。」（
五
五
〇
頁
）

で
あ
る
こ
と
が
「
を
こ
が
ま
し
」
で
あ
る
と
注
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ

う
に
と
っ
て
こ
の
場
面
は
正
し
く
解
釈
さ
れ
る
の
か
。
疑
問
点
と
し
て
以
下
の

三
点
を
あ
げ
る
。

・
「
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
」
は
草
子
地
な
の
か
。

・
「
を
こ
が
ま
し
」
は
何
を
指
す
の
か
。

も
、
さ
こ
そ
世
に
憚
る
と
い
ひ
な
が
ら
よ
そ
の
人
に
見
捨
て
て
月
ご
ろ
に

な
り
に
け
る
か
な
、
と
思
さ
れ
て
、
つ
れ
づ
れ
に
つ
く
づ
く
と
慰
む
方
な

き
ま
ま
に
、
左
衛
門
が
り
こ
ま
ご
ま
と
文
書
き
た
ま
ふ
。

（
巻
四
・
四
六
八
〜
四
六
九
頁
）

Ⅴ
行
方
な
き
御
形
見
と
見
た
ま
ふ
る
人
も
、
さ
す
が
に
男
の
身
な
れ
ば
片
時

た
ち
離
れ
で
も
あ
る
べ
き
や
う
な
し
。
お
の
づ
か
ら
暇
な
く
て
見
ぬ
日
も

い
と
う
し
ろ
め
た
く
は
べ
る
を
、
今
は
こ
の
御
あ
た
り
に
さ
ぶ
ら
は
せ
て

こ
そ
は
心
や
す
く
思
ひ
た
ま
は
め
。
さ
り
と
も
誰
も
よ
も
思
し
め
し
捨
て

さ
せ
た
ま
は
じ
と
思
ひ
た
ま
ふ
る
人
の
上
な
れ
ば
、
か
く
聞
こ
ゆ
る
も
を

こ
が
ま
し
け
れ
ど
」
と
て
、
忍
び
あ
へ
ず
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
ぬ
る
も
、
…

（
巻
四
・
四
九
五
〜
四
九
六
頁
）

Ⅰ
は
宇
治
と
都
を
往
復
す
る
宰
相
中
将
が
、
女
君
の
恨
み
や
嫉
妬
に
気
づ
か

な
い
こ
と
へ
の
語
り
手
の
評
価
で
あ
る
。
Ⅱ
は
宇
治
か
ら
失
踪
し
た
女
君
が
御

座
所
に
残
し
た
衣
の
移
り
香
に
、
悲
し
み
が
こ
ら
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
泣
き
崩

れ
る
場
面
で
あ
る
。
Ⅲ
は
督
の
君
（
宇
治
か
ら
失
踪
し
男
君
と
入
れ
替
わ
っ
た

女
君
）
が
帝
の
子
を
懐
妊
し
た
こ
と
を
知
り
、
か
つ
て
宣
耀
殿
に
忍
び
入
っ
た

と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
督
の
君
は
騙
さ
れ
た
自
分
を
愚
か
者
だ
と
思
っ
て

い
る
だ
ろ
う
と
悔
し
く
思
っ
て
い
る
。
Ⅳ
は
ひ
と
ま
ず
お
く
。
Ⅴ
は
吉
野
の
中

の
君
と
関
係
を
結
ん
だ
あ
と
の
宰
相
中
将
の
台
詞
で
あ
る
。
目
の
前
に
い
る
大

将
に
語
り
か
け
な
が
ら
も
、
大
将
を
男
装
に
戻
っ
た
女
君
と
思
い
込
み
、
吉
野

の
中
の
君
と
の
関
係
を
弁
解
し
、
宇
治
の
若
君
の
こ
と
を
話
題
に
出
す
。「
を
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の
心
内
文
と
し
て
理
解
。

④
『
新
釈
』（
五
四
七
〜
五
五
〇
頁
）

本
文
…
若
君
を
夜
昼
御
か
た
は
ら
放
た
ず
、
遊
ば
し
聞
こ
え
て
明
か
し
暮
ら

し
給
ふ
も
、
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
。

通
釈
…
若
君
を
夜
も
昼
も
お
そ
ば
に
置
い
て
遊
ば
せ
申
し
な
が
ら
日
を
送
っ

て
お
ら
れ
る
が
、
考
え
れ
ば
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。

通
釈
の
心
内
文
に
は
「
」
を
つ
け
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
当
該
箇

所
は
「
」
が
な
い
た
め
、
地
の
文
と
し
、
通
釈
を
見
る
と
草
子
地
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

⑤
『
新
大
系
』（
三
一
九
頁
）

本
文
…
若
君
を
夜
昼
御
か
た
は
ら
は
な
た
ず
遊
ば
し
き
こ
え
て
明
か
し
暮
ら

し
給
も
、
思
へ
ば
お
こ
が
ま
し
や
。

注
…
考
え
て
み
れ
ば
馬
鹿
な
は
な
し
だ
。
草
子
地
。

心
内
文
に
「
」
を
つ
け
て
表
し
て
は
い
な
い
が
、
注
に
「
草
子
地
」
と
あ
る
。

⑥
『
全
集
』（
二
八
四
頁
）

本
文
…
若
君
を
夜
昼
御
か
た
は
ら
は
な
た
ず
遊
ば
し
聞
こ
え
て
明
か
し
暮
ら

し
給
ふ
も
、
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
。

訳
…
若
君
を
夜
も
昼
も
お
傍
か
ら
離
さ
ず
遊
ば
せ
な
さ
っ
て
お
暮
ら
し
に
な

る
の
も
、
考
え
て
み
る
と
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
よ
。

本
文
も
訳
に
も
心
内
文
に
は
「
」
を
つ
け
て
表
し
て
お
り
、
続
く
「
人
は
〜
」

か
ら
心
内
文
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
訳
を
見
る
と
草
子
地
で
あ
る
こ
と
が
わ

・
宰
相
中
将
の
姿
は
「
を
こ
が
ま
し
」
な
の
か
。

改
め
て
当
該
箇
所
の
「
を
こ
が
ま
し
」
を
確
認
し
た
い
。
各
注
釈
書
は
以
下

の
よ
う
な
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
校
訂
本
文
と
現
代
語
訳
、
あ
る
い
は
解
釈
の

わ
か
る
注
を
あ
げ
る
。

①
『
古
典
文
庫
』（
下
冊
・
下
三
九
九
頁
）

本
文
…
わ
か
君
を
よ
る
ひ
る
御
か
た
は
ら
は
な
た
ず
、
あ
そ
ば
し
き
こ
え
て

あ
か
し
く
ら
し
給
も
、
お
も
へ
ば
お
こ
が
ま
し
や
。

心
内
文
は
「
」
に
入
れ
る
と
い
う
校
訂
態
度
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
当
該
箇

所
は
地
の
文
。

②
『
校
注
』（
二
二
一
頁
）

本
文
…
若
君
を
夜
昼
御
か
た
は
ら
は
な
た
ず
、
あ
そ
ば
し
き
こ
え
て
明
か
し

暮
ら
し
た
ま
ふ
も
、
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
。

頭
注
…
み
っ
と
も
な
い
こ
と
だ
よ
。

心
内
文
は
「
」
に
入
れ
る
と
い
う
校
訂
態
度
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
当
該
箇

所
は
地
の
文
。

③
『
学
術
文
庫
』（
巻
四
・
一
三
七
〜
一
三
八
頁
）

本
文
…
若
君
を
夜
昼
御
傍
放
た
ず
、
遊
ば
し
聞
こ
え
て
明
か
し
暮
ら
し
給
ふ

も
、「
思
へ
ば
を
を
こ
が
ま
し
や
。
〜
」

訳
…
若
君
を
夜
昼
お
そ
ば
か
ら
離
さ
ず
、
遊
ば
せ
申
し
あ
げ
て
日
を
過
ご
し

て
お
ら
れ
る
と
、「
考
え
れ
ば
ば
か
ら
し
い
。
〜
」

本
文
も
訳
に
も
心
内
文
に
は
「
」
を
つ
け
て
お
り
、
当
該
箇
所
を
宰
相
中
将
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章
に
お
け
る
思
考
や
感
情
の
契
機
を
表
す
役
割
を
持
つ
。）

10
（

ま
た
、
宰
相
中
将
に

関
し
て
言
え
ば
、「
〜
つ
け
て
は
」「
〜
に
つ
け
て
も
」「
〜
に
も
」
と
い
う
表

現
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
宇
治
の
若
君
を
通
じ
て
女
君
を
思
い
出
す
場
面
が

多
々
描
か
れ
て
い
る
。

二−

二
、「
を
こ
が
ま
し
」「
を
こ
な
り
」
の
再
検
討

で
は
、「
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
」
は
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
草
子
地
な
の
か
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
「
を
こ
が
ま
し
」「
を

こ
な
り
」の
使
用
状
況
か
ら
検
証
し
て
み
る
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』で
は「
を

こ
が
ま
し
」
の
用
例
が
当
該
場
面
以
外
に
十
三
例
あ
り
、う
ち
八
例
が
心
内
文
、

三
例
が
会
話
文
で
あ
る
。
残
り
の
二
例
は
地
の
文
で
あ
る
。
心
内
文
と
会
話
文

に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
断
定
で
き
る
も
の
は
、草
子
地
に
は
な
り
得
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
地
の
文
に
使
用
さ
れ
て
い
る
二
例
を
引
用
す
る
。

ⅰ
心
の
う
ち
は
隔
た
る
心
地
し
て
、
む
げ
に
さ
の
み
う
ら
な
か
ら
む
も
を
こ

が
ま
し
か
る
べ
け
れ
ば
、
い
と
あ
り
し
や
う
に
も
睦
び
た
ま
は
ぬ
を
、
…

 

（
巻
一
・
二
二
五
頁
）

ⅱ
女
君
と
は
二
三
日
と
も
隔
た
る
べ
き
ほ
ど
は
お
ぼ
つ
か
な
か
る
べ
き
こ
と

を
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
く
う
ち
語
ら
ひ
、
さ
る
方
に
あ
さ
か
ら
ぬ
御
仲
と

見
え
し
を
、
こ
の
こ
と
の
後
は
、
か
の
御
心
の
う
ち
の
人
目
も
を
こ
が
ま

し
け
れ
ば
、
さ
し
も
あ
ら
ず
な
り
に
た
る
を
、
… 

（
巻
一
・
二
三
五
頁
）

ⅰ
は
四
の
君
が
宰
相
中
将
と
密
通
し
、
懐
妊
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
女
君
と
四

か
る
。

⑦
『
新
全
集
』（
四
六
八
〜
四
六
九
頁
）

本
文
…
若
君
を
夜
昼
御
か
た
は
ら
放
た
ず
遊
ば
し
き
こ
え
て
明
か
し
暮
ら
し

た
ま
ふ
も
、
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
。

訳
…
若
君
を
夜
昼
お
そ
ば
近
く
で
お
遊
ば
せ
に
な
っ
て
毎
日
を
過
ご
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
も
、
考
え
て
み
れ
ば
愚
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。

頭
注
…
語
り
手
の
評
言
。

訳
の
心
内
文
に
は
「
」
を
つ
け
て
い
る
。
当
該
箇
所
は
注
に
よ
り
草
子
地
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
当
該
箇
所
を
草
子
地
と
解
釈
し
て
い
る
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
宰
相
中
将
の
心
内
語
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
は
『
学

術
文
庫
』
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
場
面
に
関
し
て
、
伊
達
舞
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

女
君
の
身
代
わ
り
で
あ
る
宇
治
の
若
君
の
存
在
が
、
却
っ
て
女
君
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
種
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
閉
塞
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
そ

れ
を
打
開
出
来
な
い
宰
相
中
将
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
嘲
に
も

近
い
、
宰
相
中
将
の
視
点
に
寄
り
添
っ
た
語
り
と
言
え
る
。
（
９
）

伊
達
氏
は
、「
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
」
を
「
語
り
の
こ
と
ば
」
と
理
解
し
た

う
え
で
、
こ
こ
で
の
語
り
は
、
宇
治
の
若
君
を
見
る
に
つ
け
て
、
女
君
を
思
い

出
す
現
状
を
打
開
出
来
な
い
宰
相
中
将
に
寄
り
添
っ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

確
か
に
「
〜
に
つ
け
て
は
」
と
い
う
表
現
は
、
語
の
前
半
の
文
章
が
後
半
の
文
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対
象
と
な
る
人
物
を
語
り
手
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
草
子
地
と
し
て
用
い
ら
れ

る
。
一
方
、「
を
こ
が
ま
し
」は
基
本
的
に
会
話
文
な
い
し
心
内
文
で
用
い
ら
れ
、

地
の
文
で
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
登
場
人
物
の
心
の
内
を
客
観
的
に
語
る
も
の

と
な
る
。
つ
ま
り
、「
を
こ
な
り
」
と
は
異
な
り
、「
を
こ
が
ま
し
」
は
登
場
人

物
を
語
り
手
の
立
場
か
ら
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
「
を
こ
が
ま
し
」
は
草
子
地
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
当
該
箇
所
「
思
へ
ば
を

こ
が
ま
し
や
」
は
草
子
地
で
は
な
い
こ
と
が
言
え
よ
う
。

二−

三
、
本
文
の
再
検
討

今
一
度
、
当
該
本
文
の
構
造
を
見
て
い
き
た
い
。
宰
相
中
将
は
、
日
に
日
に

成
長
し
て
い
く
若
君
を
見
る
度
に
、
若
君
が
い
な
か
っ
た
ら
心
を
慰
め
る
も
の

が
な
か
っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
若
君
を
女
君
と
育
て
て
い
た
ら
何
の
悩
み
も
な

か
っ
た
だ
ろ
う
と
も
思
う
。
反
実
仮
想
「
も
ろ
と
も
に
〜
思
は
ま
し
」
は
「
飽

か
ず
か
な
し
く
て
」
に
掛
り
、
女
君
が
い
な
い
現
状
に
満
た
さ
れ
ず
悲
し
む
宰

相
中
将
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
宰
相
中
将
は
満
ち
足
り
な
い
ま
ま
、「
つ
く
づ

く
と
、
歩
き
も
せ
ら
れ
ら
た
ま
は
ず
若
君
を
夜
昼
御
か
た
は
ら
放
た
ず
遊
ば
し

き
こ
え
て
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
」
の
で
あ
る
。

「
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
」
は
、
続
く
宰
相
中
将
の
心
内
文
に
含
ま
れ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
直
前
の
「
〜
も
」
を
境
界
に
し
て
地
の
文
か

ら
心
内
文
へ
と
自
然
に
移
行
し
て
い
く
「
移
り
詞
」）

11
（

な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
も
」
は
接
続
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

の
君
が
疎
遠
に
な
る
く
だ
り
。
四
の
君
と
の
間
に
心
の
隔
て
が
で
き
た
と
感
じ

た
女
君
が
、
そ
う
い
っ
た
感
情
を
見
せ
る
の
は
愚
か
し
い
と
感
じ
る
場
面
で
あ

る
。
ⅱ
は
同
じ
く
四
の
君
と
宰
相
中
将
が
密
通
し
た
事
件
を
機
に
、
女
君
が
四

の
君
に
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
考
え
る
と
愚
か
し
い
と
感
じ
る
く
だ
り
。
ⅰ
・

ⅱ
と
も
女
君
が
他
者
か
ら
見
て
「
を
こ
が
ま
し
」
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
と
考
え

て
い
る
様
子
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、「
を
こ
な
り
」
は
、
先
に
引
用
し
た
Ⅰ
・
Ⅲ
の
他
に
次
の
一
例
の
み

で
あ
る
。

こ
と
ご
と
し
か
ら
ぬ
御
遊
び
な
れ
ど
な
か
な
か
な
ま
め
か
し
う
お
も
し

ろ
き
に
、
中
納
言
は
琴
の
音
の
み
心
に
か
か
り
て
、「
か
や
う
な
る
夜
は

女
の
交
じ
り
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
」
と
の
み
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
大
将

は
、
女
君
の
琴
を
混
ぜ
た
ら
ま
し
か
ば
ま
い
て
い
か
に
め
で
惑
は
ん
と
思

す
ぞ
、
を
こ
な
る
や
。 
（
巻
四
・
四
九
一
頁
）

先
に
揚
げ
た
Ⅰ
は
女
君
の
気
持
ち
を
察
し
な
い
宰
相
中
将
に
対
す
る
語
り
手

の
批
判
で
あ
る
。
Ⅲ
は
宰
相
中
将
の
心
内
文
で
あ
る
。
尚
侍
が
自
分
の
こ
と
を

「
を
こ
な
り
」
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
宰
相
中
将
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
は
、
二
条
邸
で
の
遊
宴
に
宰
相
中
将
を
招
い
た
際
に
、
宴
に
女
性
を
加
え

た
ら
よ
い
と
言
っ
た
宰
相
中
将
の
下
心
に
気
づ
か
な
い
男
君
へ
の
語
り
手
の
批

判
で
あ
る
。

「
を
こ
が
ま
し
」
と
「
を
こ
な
り
」
の
使
用
例
を
比
べ
る
と
、
両
者
に
は
は
っ

き
り
と
し
た
使
い
分
け
が
あ
る
。「
を
こ
な
り
」は
地
の
文
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、



̶ 20 ̶

当
該
箇
所
が
「
も
」
を
境
界
と
し
た
「
移
り
詞
」
と
考
え
る
と
、
宰
相
中
将

の
心
内
表
現
は
「
と
思
さ
れ
て
」
以
前
の
、「
思
へ
ば
〜
月
ご
ろ
に
な
り
に
け

る
か
な
」
と
な
る
。
こ
こ
で
は
「
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
」
は
下
に
掛
か
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。
直
後
に
「
人
は
さ
し
も
思
し
捨
て
け
る
を
、
わ
が
心
に
し
も

身
を
く
だ
き
つ
つ
思
ひ
て
も
何
に
か
は
せ
ん
」
と
あ
る
。
女
君
は
自
分
を
捨
て

た
の
に
、
自
分
だ
け
が
身
を
砕
く
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
「
思
へ
ば
を
こ
が

ま
し
や
」
な
の
で
あ
る
。
宰
相
中
将
は
そ
う
考
え
、
四
の
君
を
思
い
出
し
て
左

衛
門
に
手
紙
を
書
く
と
い
う
展
開
に
な
る
。

当
該
箇
所
は
、『
学
術
文
庫
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、「
思
へ
ば
〜
」
か
ら
を

心
内
文
と
捉
え
る
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
。

二−

四
、
小
括

「
を
こ
が
ま
し
」
は
他
者
の
視
線
を
意
識
し
た
語
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
心

内
文
「
思
へ
ば
を
こ
が
ま
し
や
」
は
宰
相
中
将
の
姿
を
「
を
こ
が
ま
し
」
と
断

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
女
君
失
踪
後
に
宰
相
中
将
に
用
い
ら
れ
る

「
を
こ
な
り
」「
を
こ
が
ま
し
」
は
、
宰
相
中
将
が
自
嘲
的
に
用
い
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宰
相
中
将
は
「
烏
滸
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宰
相
中
将
の
「
を
こ
な
り
」「
を
こ
が
ま
し
」
と
い
う

記
述
を
検
討
す
る
と
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
の
語
の
使
わ
れ
方
の
違
い

が
明
確
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
宰
相
中
将
が
烏
滸
者
で
あ
る
と
い
う

通
説
の
理
解
は
不
当
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
中
島
氏
が
規
定
し
た
、
宰

る
。
こ
の
よ
う
な
、「
も
」
を
接
続
助
詞
と
し
て
用
い
、
地
の
文
か
ら
心
内
文

へ
と
移
行
す
る
例
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
で
は
他
に
次
の
例
が
あ
る
。

女
君
は
い
と
恥
づ
か
し
く
か
な
し
き
も
の
か
ら
、
か
か
る
に
つ
け
て
も
、

あ
な
が
ち
な
る
人
の
契
り
あ
さ
か
ら
ぬ
あ
は
れ
は
こ
よ
な
く
身
に
し
み
た

る
も
、
我
な
が
ら
い
と
心
憂
し
。
中
納
言
も
、
… 

（
巻
一
・
二
三
五
頁
）

ま
た
、『
狭
衣
物
語
』
に
も
同
様
の
例
が
見
ら
れ
る
。

い
か
が
は
せ
む
に
思
ひ
弱
り
て
、
見
た
て
ま
つ
り
し
人
さ
へ
ひ
と
り
に
う

ち
ま
か
せ
て
、
我
は
失
せ
た
ま
ひ
ぬ
る
も
、「
思
へ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
は

か
な
う
あ
は
れ
な
る
世
な
り
や
」
な
ど
、と
り
集
め
涙
こ
ぼ
れ
ぬ
べ
き
を
、

忌
々
し
う
お
ぼ
し
返
す
べ
か
め
れ
ど
、
何
事
の
折
も
、
ま
づ
心
の
う
ち
も

の
あ
は
れ
な
る
こ
と
ぞ
、
絶
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
御
様
ど
も
な
る
。

 
（
巻
四
、三
四
六
頁

）
12
（

）

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
例
で
は
、「
も
」
よ
り
前
節
は
、
宰
相
中
将
と
の

関
係
に
縁
を
感
じ
る
四
の
君
を
語
る
地
の
文
で
あ
る
。「
も
」
を
境
に
四
の
君

の
心
内
文
「
我
な
が
ら
い
と
心
憂
し
」
に
移
行
し
、「
中
納
言
も
」
と
語
り
の

主
体
が
変
化
し
て
い
く
。「
我
な
が
ら
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
の
君
の
心
内

文
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
諸
注
釈
書
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

『
狭
衣
物
語
』
の
例
で
は
、「
も
」
よ
り
前
節
は
地
の
文
で
あ
り
、
飛
鳥
井
の

女
君
が
娘
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
も
」

を
境
界
と
し
て
「
思
へ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
は
か
な
う
あ
は
れ
な
る
世
な
り
や
」

と
狭
衣
帝
の
心
内
文
へ
と
移
行
し
て
い
く
「
移
り
詞
」
で
あ
る
。
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て
や
つ
し
て
、
さ
る
め
ざ
ま
し
き
目
を
見
て
あ
る
べ
し
と
、
何
事
を
思
ふ

べ
き
ぞ
。
ま
た
、
そ
の
後
、
正
し
き
男
に
な
り
て
出
で
交
ろ
は
む
を
、
女

な
る
四
の
君
だ
に
、『
あ
り
し
そ
れ
と
も
思
は
ぬ
は
』と
こ
そ
詠
み
た
る
に
、

け
ざ
や
か
に
、
さ
し
も
向
か
ひ
見
る
見
る
、
あ
ら
ぬ
人
と
も
い
と
思
ひ
も

分
か
ぬ
ほ
ど
、
む
げ
に
言
ふ
か
ひ
な
し
。
ま
づ
、
こ
の
人
の
身
の
あ
り
さ

ま
を
思
は
む
に
も
、
か
の
麗
景
殿
の
尚
侍
の
、
静
ま
り
、
つ
き
づ
き
し
く

ひ
き
く
く
み
て
、か
く
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
し
気
色
を
思
ひ
合
は
せ
よ
か
し
」

と
言
へ
ば
、
ま
た
、「
そ
れ
も
さ
ま
異
に
て
。
吉
野
の
中
の
君
、
婿
取
ら

れ
て
、
さ
ば
か
り
の
恨
み
残
り
た
り
し
あ
た
り
、
と
思
ひ
知
ら
れ
で
、
ほ

け
あ
り
く
な
ど
こ
そ
い
み
じ
く
心
劣
り
す
れ
」
な
ど
言
ふ
。

 

（
二
四
五
〜
二
四
六
頁

）
13
（

）

と
、
色
好
み
で
あ
る
こ
と
、
女
君
を
宇
治
に
閉
じ
込
め
て
自
分
の
元
か
ら
離
れ

て
い
か
な
い
と
過
信
し
て
い
る
こ
と
、
入
れ
替
わ
っ
た
後
の
大
将
を
女
君
と
信

じ
て
い
る
こ
と
、
男
君
の
二
条
邸
で
生
活
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
女
君
に
気

づ
か
な
い
こ
と
、
吉
野
の
中
の
君
と
結
婚
し
て
、
そ
れ
が
女
君
と
の
関
係
の
あ

る
所
と
も
気
が
つ
か
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
「
い
と
心
お
く
れ
た
れ
」
と

批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宰
相
中
将
は
女
君
を
理
解
し
な
い
。
し
か
し
女
君

を
理
解
し
な
い
の
は
宰
相
中
将
だ
け
で
は
な
い
。
男
君
も
、

さ
て
も
中
納
言
も
の
し
た
ま
ふ
ら
ん
、悪
し
か
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。

今
は
じ
め
た
る
や
う
に
も
て
な
し
て
、
な
か
な
か
人
目
や
す
く
こ
そ
は
べ

ら
め
… 

（
巻
三
・
三
七
五
〜
三
七
六
頁
）

相
中
将
が
烏
滸
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
四
つ
の
理
由
の
う
ち
、（
ⅳ
）
か
ら
は
烏

滸
者
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
烏
滸
者
の
内
実

中
島
氏
が
規
定
し
た
宰
相
中
将
を
烏
滸
者
と
す
る
理
由
（
ⅰ
）・（
ⅱ
）・（
ⅲ
）

に
関
し
て
、
本
稿
で
も
今
一
度
整
理
し
て
お
く
。

（
ⅰ
）「
秘
密
の
未
掌
握
」に
つ
い
て
。
宰
相
中
将
は
尚
侍
が
実
は
男
で
あ
り
、

左
大
臣
家
が
き
ょ
う
だ
い
を
取
り
替
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
か
な
い

ま
ま
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
取
り
替
え
の
秘
密
を
知
る
の
は
、
左
大

臣
家
の
外
部
の
人
間
に
と
っ
て
は
事
情
を
知
ら
さ
れ
な
い
限
り
不
可
能
で
あ

り
、
帝
や
四
の
君
で
さ
え
知
ら
な
い
。
ま
し
て
、
宰
相
中
将
は
男
姿
に
戻
っ
た

男
君
に
接
触
を
避
け
ら
れ
て
い
た
の
で
解
る
は
ず
が
な
い
。
帝
や
四
の
君
を
烏

滸
者
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
宰
相
中
将
だ
け
が
秘
密
を
知

ら
な
い
こ
と
で
烏
滸
者
と
さ
れ
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。

（
ⅱ
）「
女
君
に
対
す
る
無
理
解
」
に
つ
い
て
。
中
島
氏
は
、
女
君
は
「
異
常

な
女
性
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
、
烏
滸
と
は

言
え
な
い
と
述
べ
る
。『
無
名
草
子
』
に
も
、

ま
た
、
宮
宰
相
こ
そ
、
い
と
心
お
く
れ
た
れ
。
さ
し
も
深
く
も
の
を
お

ぼ
え
ず
は
、
な
で
ふ
、
至
ら
ぬ
隈
な
き
色
好
め
か
し
さ
を
か
好
ま
る
る
。

女
中
納
言
と
り
こ
め
て
、
今
は
い
か
な
り
と
も
、
と
心
安
く
思
ひ
あ
な
づ

る
ほ
ど
、
ま
づ
い
と
わ
ろ
し
。
さ
ば
か
り
に
な
り
た
る
身
を
、
さ
し
も
も
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烏
滸
者
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
（
ⅰ
）
〜
（
ⅲ
）
は
い
ず
れ
も
宰
相
中
将
を
烏
滸
者
と
す
る

理
由
と
し
て
妥
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
宰
相
中
将
が
烏
滸
者
で
あ
る
と
す
る

の
は
妥
当
で
は
な
い
が
、
彼
が
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
読
者
に
と
っ
て
愚

か
な
人
物
に
見
え
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
否
め
な
い
。
先
に
引
用
し
た
『
無
名

草
子
』
で
は
、「
宮
宰
相
こ
そ
、
い
と
心
お
く
れ
た
れ
」「
さ
ま
異
に
て
」「
い

み
じ
く
心
劣
り
す
れ
」
と
述
べ
て
い
る
。
改
作
本
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
成

立
時
の
読
者
の
感
想
と
し
て
、
宰
相
中
将
が
「
い
と
心
お
く
れ
」
て
「
い
み
じ

く
心
劣
り
す
」
る
人
物
に
見
え
る
と
い
う
の
は
、
彼
が
烏
滸
者
で
あ
る
と
断
言

す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、
事
実
と
し
て
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
後

述
す
る
父
と
し
て
の
姿
よ
り
も
強
く
読
者
に
印
象
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。四

、
父
と
し
て
の
宰
相
中
将

宰
相
中
将
を
烏
滸
者
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
で
は
、『
と
り
か
へ
ば

や
物
語
』
に
お
い
て
宰
相
中
将
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
。
本
節
で
は
父
親

と
い
う
視
点
で
宰
相
中
将
を
論
じ
て
み
た
い
。

密
通
相
手
の
四
の
君
と
の
間
に
女
児
を
二
人
儲
け
て
は
い
る
が
、
表
向
き
は

「
左
大
臣
家
の
子
息
で
あ
る
大
将
の
娘
」で
あ
り
、母
方
は
「
時
の
右
大
臣
の
孫
」

に
当
た
る
の
で
、
宰
相
中
将
が
直
接
娘
達
と
関
わ
っ
て
い
く
描
写
は
見
ら
れ
な

い
。
こ
こ
で
は
女
君
と
の
間
に
儲
け
た
宇
治
の
若
君
に
対
す
る
宰
相
中
将
の
姿

と
、
も
と
の
姿
に
戻
っ
た
後
は
、
宰
相
中
将
と
結
ば
れ
れ
ば
よ
い
と
い
っ
た
考

え
を
示
す
な
ど
、
宰
相
中
将
か
ら
離
れ
た
い
女
君
の
心
情
を
理
解
し
て
い
な
い

と
言
え
る
。
き
ょ
う
だ
い
で
あ
っ
て
も
、
女
君
の
意
思
表
示
な
し
に
「
世
づ
か

ぬ
」
女
君
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
女
君
を
理

解
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
宰
相
中
将
が
烏
滸
者
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

（
ⅲ
）「
世
評
」
に
つ
い
て
。
本
文
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

世
に
は
、「
大
将
の
吉
野
山
の
上
の
御
妹
、中
納
言
通
ひ
た
ま
ふ
な
り
」「
大

将
殿
の
逢
は
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
な
り
」「
右
の
大
臣
わ
た
り
の
こ
と

ゆ
ゑ
そ
ば
そ
ば
し
か
り
ぬ
べ
か
り
し
御
仲
も
、
い
と
よ
く
、
大
将
殿
の
御

心
ば
へ
の
あ
り
が
た
く
、
人
の
い
か
に
ぞ
や
思
ひ
ぬ
べ
き
と
こ
ろ
を
、
ひ

き
違
へ
、
か
く
も
の
し
た
ま
ふ
こ
と
」「
こ
れ
に
つ
け
て
も
、
大
将
を
ぞ

め
で
た
て
ま
つ
る
べ
き
。
中
納
言
さ
の
み
や
う
の
も
の
」
と
、
い
と
人
聞

き
便
な
か
る
べ
き
を
、
か
へ
す
が
へ
す
思
し
返
せ
ど
、
な
ほ
も
の
懲
り
も

し
た
ま
は
で
、
あ
り
し
月
影
の
琴
の
御
容
貌
有
様
な
ほ
身
を
も
離
れ
ぬ
心

地
し
た
ま
へ
ば
、
さ
り
げ
な
く
て
さ
り
ぬ
べ
き
隙
も
や
と
う
か
が
ひ
た
ま

へ
ど
、
い
と
も
の
遠
く
も
て
な
し
た
ま
ひ
て
、
つ
ゆ
の
隙
あ
る
べ
く
も
な

き
ぞ
心
や
ま
し
か
り
け
る
。 

（
巻
四
・
四
九
七
〜
四
九
八
頁
）

こ
れ
は
、
大
将
と
な
っ
た
男
君
が
妻
（
四
の
君
）
の
密
通
相
手
で
あ
る
宰
相

中
将
を
許
し
、
且
つ
、
新
し
く
吉
野
山
の
中
の
君
と
い
う
結
婚
相
手
ま
で
斡
旋

す
る
と
い
う
寛
大
な
心
を
賞
賛
し
た
際
に
語
ら
れ
た
宰
相
中
将
へ
の
世
評
で
あ

る
。「
中
納
言
さ
の
み
や
う
の
も
の
」
と
い
う
表
現
だ
け
で
は
、
宰
相
中
将
が
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昔
よ
り
よ
し
な
き
こ
と
ど
も
を
思
ひ
し
は
も
の
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
、
す

き
ず
き
し
く
よ
ろ
づ
に
色
め
き
て
、
果
て
は
か
く
わ
び
し
く
身
を
せ
む
る

や
う
に
か
な
し
き
こ
と
を
思
ひ
嘆
き
て
明
け
暮
る
る
よ
、
若
君
の
御
顔
ば

か
り
に
命
を
か
け
て
、
い
ま
す
こ
し
涙
流
れ
ま
さ
り
け
る
。

 

（
巻
三
・
三
九
四
頁
）

一
つ
目
の
本
文
は
、
女
君
が
失
踪
し
た
と
も
知
ら
な
い
で
宰
相
中
将
に
微
笑

み
か
け
る
若
君
を
見
て
、
若
君
を
こ
の
世
の
絆
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
二
つ
目

の
本
文
の
よ
う
に
、
宰
相
中
将
の
視
線
は
命
を
か
け
る
ほ
ど
若
君
に
注
が
れ
て

お
り
、
若
君
を
生
き
る
拠
り
所
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、

こ
こ
に
宰
相
中
将
の
父
と
し
て
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
お
わ
り
に
―
子
を
愛
す
る
父
と
し
て
―

宰
相
中
将
が
烏
滸
者
で
あ
る
と
い
う
通
説
に
疑
問
を
持
っ
た
こ
と
を
起
点
と

し
て
、
宰
相
中
将
が
烏
滸
者
で
な
い
な
ら
ば
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
、「
父
親
」
と
い
う
視
点

か
ら
考
え
て
み
た
。
結
論
は
鈴
木
弘
道
氏
が
、
宰
相
中
将
が
「
子
に
対
す
る
温

か
い
愛
情
を
持
つ
た
父
親
と
し
て
も
描
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ

る
と
思
ふ
。」）

14
（

と
述
べ
た
こ
と
に
一
致
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
稿
で
明
ら
か

に
な
っ
た
の
は
、
宰
相
中
将
が
「
子
育
て
す
る
父
」
だ
と
と
い
う
こ
と
だ
。

女
に
捨
て
ら
れ
た
男
が
一
人
で
子
育
て
す
る
こ
と
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
物

語
』
が
創
作
さ
れ
、
読
ま
れ
た
当
時
の
子
育
て
の
常
識
の
枠
に
は
当
て
は
ま
ら

を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

子
持
ち
の
君
も
、
手
づ
か
ら
か
き
臥
せ
て
扱
ひ
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
と
あ
は

れ
な
り
。
若
君
を
ば
目
も
放
た
ず
、疎
か
ら
ぬ
人
の
乳
あ
る
迎
へ
寄
せ
て
、

乳
母
に
も
、
世
に
あ
ら
は
れ
て
か
か
る
人
の
あ
ら
ま
し
か
ば
い
か
に
か
ひ

が
ひ
し
く
も
も
て
な
さ
れ
ま
し
、
よ
ろ
づ
隠
れ
忍
び
た
る
こ
そ
と
、
か
ひ

な
く
口
惜
し
け
れ
ば
、
こ
の
ほ
ど
は
異
事
な
く
こ
の
扱
ひ
に
心
入
れ
て
、

あ
か
ら
さ
ま
に
も
た
ち
出
で
ず
。 

（
巻
三
・
三
六
〇
〜
三
六
一
頁
）

右
の
本
文
は
、
宇
治
の
若
君
が
誕
生
し
て
ま
も
な
く
の
場
面
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
宰
相
中
将
の
父
親
と
し
て
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。「
目
も
放
た
ず
」
と

い
う
表
現
か
ら
、
宰
相
中
将
が
我
が
子
か
ら
目
を
離
す
こ
と
な
く
養
育
す
る
姿

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
疎
か
ら
ぬ
人
の
乳
あ
る
迎
へ
寄
せ
て
」

と
、
宰
相
中
将
が
若
君
の
た
め
に
人
脈
を
駆
使
し
て
乳
母
を
探
し
出
し
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。

ま
た
、
宰
相
中
将
は
若
君
を
常
に
近
侍
さ
せ
、
そ
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
る

様
子
が
語
ら
れ
て
い
く
。

若
君
の
か
か
る
こ
と
や
あ
ら
ん
と
も
知
ら
ず
顔
に
何
心
な
き
御
笑
み
顔
を

見
る
が
、
限
り
と
思
ひ
と
ぢ
む
る
世
の
ほ
だ
し
と
い
と
ど
捨
て
が
た
く
あ

は
れ
な
る
に
も
、
あ
は
れ
、
か
か
る
人
を
見
捨
て
た
ま
ひ
け
ん
心
強
さ
こ

そ
、
思
へ
ど
あ
さ
ま
し
く
、
こ
と
わ
り
は
か
へ
す
が
へ
す
も
言
ひ
や
る
方

な
く
、
胸
く
だ
け
て
く
や
し
く
い
み
じ
く
、
人
の
御
つ
ら
さ
も
限
り
な
く

思
ひ
知
ら
る
。 

（
巻
三
・
三
九
二
〜
三
九
三
頁
）
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吉
野
の
姉
君
が
育
て
る
ま
で
は
、
父
で
あ
る
男
君
と
は
別
に
暮
ら
す
こ
と
に
な

る
。
女
春
宮
腹
の
若
君
は
秋
山
氏
の
分
類
で
い
え
ば
Ⅰ
型
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
宇
治
の
若
君
も
父
に
引
き
取
ら
れ
る
の
で
Ⅰ
型
で
あ
る
。
宰
相
中
将
の
父

で
あ
る
式
部
卿
の
宮
が
養
育
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
記
述
は
な
く
、
宰
相
中

将
が
吉
野
の
中
の
君
と
結
婚
す
る
ま
で
、
乳
母
は
い
る
も
の
の
、
父
が
一
人
で

養
育
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
男
君
は
子
育
て
し
な
い

が
、
宰
相
中
将
は
自
ら
子
を
育
て
る
の
で
あ
る
。

宰
相
中
将
は
、
女
君
を
宇
治
に
囲
う
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
は
自
分
の
元
か
ら

離
れ
ま
い
と
過
信
し
た
り
、
き
ょ
う
だ
い
の
取
り
替
え
の
秘
密
を
知
ら
ず
、
入

れ
替
わ
っ
た
男
君
を
女
君
と
勘
違
し
た
り
す
る
な
ど
、
物
語
の
読
者
が
一
見
し

て
宰
相
中
将
を
滑
稽
に
思
う
場
面
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
宇
治
の

若
君
の
父
と
し
て
の
側
面
か
ら
は
色
好
み
・
烏
滸
者
と
い
っ
た
通
説
と
は
違
う

宰
相
中
将
の
一
面
が
窺
え
る
。

さ
ま
ざ
ま
思
ふ
さ
ま
に
め
で
た
く
御
心
ゆ
く
な
か
に
も
、
内
の
大
臣
は
、

年
月
過
ぎ
か
は
り
世
の
中
の
改
ま
る
に
つ
け
て
も
、
思
ひ
合
は
す
る
方
だ

に
な
く
て
や
み
に
し
宇
治
の
川
波
は
、
袖
に
か
か
ら
ぬ
時
の
間
な
く
、
三

位
中
将
の
お
よ
す
け
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
人
よ
り
こ
と
な
る
御
様
、
容
貌
、

才
の
ほ
ど
な
ど
を
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
い
か
ば
か
り
の
心
に
て
こ
れ

を
か
く
見
ず
知
ら
ず
跡
を
絶
ち
て
や
み
な
ん
と
思
ひ
離
れ
け
ん
と
思
ふ

に
、
憂
く
も
つ
ら
く
も
恋
し
く
も
、
一
方
な
ら
ず
か
な
し
と
や
。

 

（
巻
四
・
五
二
一
頁
）

な
い
。
十
・
十
一
世
紀
の
平
安
時
代
に
お
い
て
、
子
供
の
養
育
は
母
方
で
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
高
橋
秀
樹
氏
が
、

一
〇
〜
一
一
世
紀
の
父
子
関
係
は
、
母
子
関
係
と
い
う
強
い
絆
を
前
提
に

存
在
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
双
方
的
な
親
族
関
係
が
取
り
囲
ん
で
、
さ
ま
ざ

ま
に
補
完
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。）

15
（

と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
家
」
成
立
の
萌
芽
時
代
の
父
子
関
係
は
母
子
関
係

を
前
提
と
し
た
上
に
あ
る
。
し
か
し
、
宇
治
の
若
君
に
は
母
は
い
な
い
。

さ
ら
に
中
世
前
期
に
お
け
る
子
供
の
養
育
に
つ
い
て
、
秋
山
喜
代
子
氏
は
次

の
よ
う
に
類
型
化
し
て
い
る
。

Ⅰ
父
方
で
養
育
（
父
母
と
同
居
）。
祖
父
、
祖
母
と
同
居
し
、
父
母
と
は

別
居
す
る
場
合
も
含
め
る
。

Ⅱ
母
方
で
養
育
（
父
と
別
居
の
母
、
外
戚
と
同
居
）。

Ⅲ
養
子
に
出
す
。

Ⅳ
養
君
に
出
す
。）

16
（

Ⅰ
〜
Ⅳ
と
も
基
本
的
に
子
供
は
母
親
と
同
居
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

「
家
」
が
成
立
し
た
十
二
世
紀
以
降
は
、
Ⅰ
型
が
基
本
的
な
養
育
の
あ
り
方
で

Ⅲ
・
Ⅳ
型
が
加
わ
る
形
を
取
り
、
父
方
で
養
育
さ
れ
る
の
は
、
嫡
子
、
父
の
愛

子
、
同
居
す
る
妾
の
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。
で
は
母
が
い
な
い
子
は
ど
う
な
る

の
か
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
例
に
考
え
て
見
る
と
、
男
君
と
女
春
宮
と

の
間
に
生
ま
れ
た
若
君
は
、
皇
女
密
通
の
末
の
不
義
の
子
で
あ
る
た
め
左
大
臣

家
に
引
き
取
ら
れ
、
若
君
は
自
身
の
父
方
の
祖
父
母
に
養
育
さ
れ
、
最
終
的
に
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訳
。
底
本
は
、国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
初
雁
文
庫
本
で
あ
る
。
本
文
の
引
用
は
、

括
弧
の
中
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
お
け
る
巻
数
と
頁
数
を
記
し
た
。
本

文
・
論
文
等
の
引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
は
現
代
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。ま
た
、

引
用
す
る
際
に
私
的
に
傍
線
を
付
し
た
。
ま
た
、
使
用
し
た
各
注
釈
書
は
そ
れ

ぞ
れ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
吉
田
幸
一
『
と
り
か
へ
ば
や
　
上
冊
　
古
典

文
庫
第
一
六
五
冊
』（
古
典
文
庫
、
昭
和
三
六
年
四
月
）（
底
本
：
伊
達
家
旧
蔵

本
）、
吉
田
幸
一
『
と
り
か
へ
ば
や
　
下
冊
　
古
典
文
庫
第
一
六
七
冊
』（
古
典

文
庫
、
昭
和
三
六
年
六
月
）（
底
本
：
伊
達
家
旧
蔵
本
）
…
『
古
典
文
庫
』
②

鈴
木
弘
道
『
校
注
　
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
四
八
年
一
月
）

（
底
本
：
伊
達
家
旧
蔵
本
（
吉
田
幸
一
博
士
蔵
））
…
『
校
注
』③
桑
原
博
史
『
と

り
か
へ
ば
や
物
語
（
一
）』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
五
三
年
十
月
）、
同
『
と

り
か
へ
ば
や
物
語
（
二
）』（
昭
和
五
三
年
十
二
月
）、
同
『（
三
）』（
昭
和
五
四

年
五
月
）、
同
『（
四
）』（
昭
和
五
四
年
十
月
）（
底
本
：
筑
波
大
学
図
書
館
蔵

写
本
四
冊
）
…
『
学
術
文
庫
』
④
田
中
新
一
、
田
中
喜
美
春
、
森
下
純
昭
『
新

釈
と
り
か
へ
ば
や
』（
風
間
書
房
、
昭
和
六
三
年
五
月
）（
底
本
：
宮
内
庁
書
陵

部
蔵
御
所
本
）
…
『
新
釈
』
⑤
大
槻
修
、
今
井
源
衛
、
森
下
純
昭
、
辛
島
正
雄

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
26
　
堤
中
納
言
物
語
　
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
二
年
三
月
）（
底
本
：
陽
明
文
庫
本
）
…
『
新
大
系
』
⑥
友
久

武
文
、
西
本
寮
子
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
12
　
と
り
か
へ
ば
や
』（
笠
間
書
院
、

一
九
九
八
年
六
月
）（
底
本
：
東
京
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室
蔵
本
）…『
全
集
』

⑦
石
埜
敬
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
39
　
住
吉
物
語
　
と
り
か
へ
ば
や
物

物
語
末
尾
で
あ
る
右
の
本
文
は
、
内
大
臣
と
な
っ
た
宰
相
中
将
が
女
君
を
忘

れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
語
り
、
我
が
子
を
見
る
に
つ
け
て
、
女
君
は
い
っ
た
い
ど

ん
な
心
で
こ
の
子
に
会
う
こ
と
も
消
息
を
知
る
こ
と
も
な
く
、
行
方
を
絶
と

う
と
思
い
離
れ
た
の
だ
と
嘆
く
も
の
で
あ
る
。
宰
相
中
将
は
、
子
の
父
親
と
い

う
視
点
か
ら
我
が
子
と
離
れ
た
母
親
と
し
て
の
女
君
の
苦
悩
に
思
い
を
馳
せ
る

が
、
女
君
と
宇
治
の
若
君
の
再
会
を
知
っ
て
い
る
成
立
当
時
の
読
者
に
は
、
常

識
に
反
し
て
一
人
で
子
育
て
し
て
き
た
宰
相
中
将
の
滑
稽
さ
を
強
く
印
象
付
け

た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
読
者
か
ら
見
れ
ば
、
女
君
が
残
し
た
子

を
愛
す
る
姿
は
、
た
だ
「
子
を
愛
す
る
父
」
と
し
て
映
る
だ
ろ
う
。
宰
相
中
将

へ
の
評
価
は
、
時
代
の
変
化
と
共
に
捉
え
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
は
子
を
見
守
り
、
片
親
な
が
ら
も
子
育
て
す
る

宰
相
中
将
の
父
と
し
て
の
姿
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
取
り
替
え
と
い
う
奇
想

天
外
な
物
語
の
設
定
の
副
次
的
な
産
物
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
一

般
常
識
の
枠
を
越
え
て
子
を
育
て
る
宰
相
中
将
の
父
親
と
し
て
の
側
面
は
、
子

を
愛
す
る
親
の
美
し
さ
が
女
君
と
は
別
の
視
点
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
こ
に
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
が
描
こ
う
と
意
図
し
た
親
の
愛
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

※
本
稿
に
お
い
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
39
　
住
吉
物
語
　
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』（
小
学
館
、

二
〇
〇
二
年
）
に
よ
っ
た
。『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
は
石
埜
敬
子
氏
校
注
・
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（
10
）「
〜
に
つ
け
て
も
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
は
、
辻
本
桜
介
「
複
合
辞
ニ
ツ
ケ
テ
の

接
続
助
詞
用
法
に
つ
い
て
―
現
代
語
と
中
古
語
を
比
較
し
て
―
」（『
日
本
語
学
論
集
』

第
９
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
詳
し
い
。

（
11
）「
移
り
詞
」
は
江
戸
時
代
末
期
の
国
学
者
、
中
島
広
足
の
随
筆
『
海
人
の
く
ゞ
つ
』

に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
）『
日
本
随
筆
大
成
　
新

装
版
〈
第
一
期
〉
10
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
五
年
）
よ
り
引
用
す
る
。（
傍
線
は
引

用
者
）

○
う
つ
り
詞

源
氏
物
語
の
文
に
、い
は
ゆ
る
草
子
地
の
詞
あ
り
。
人
々
の
詞
あ
り
。
又
人
々

の
心
の
う
ち
を
た
ゞ
に
い
ふ
詞
あ
り
。
此
三
の
差
別
、
其
詞
つ
ゞ
き
の
堺
、

大
か
た
は
い
と
よ
く
わ
か
れ
た
る
を
、
又
お
の
づ
か
ら
う
つ
り
ゆ
き
て
、
地

の
詞
よ
り
、
人
の
心
の
う
ち
を
い
ふ
詞
に
な
り
、
或
は
心
の
う
ち
を
い
ふ
詞

よ
り
地
に
う
つ
り
、
其
間
に
、
人
の
詞
ま
じ
り
な
ど
、
な
ほ
さ
ま
〴
〵
に
は

た
ら
か
し
か
き
た
る
と
こ
ろ
あ
り
、
こ
れ
紫
式
部
が
文
法
の
す
ぐ
れ
た
る
故

の
み
に
は
あ
ら
ず
。す
べ
て
物
語
文
は
、そ
の
か
み
人
の
物
が
た
ら
ふ
ま
ゝ
を
、

記
せ
る
さ
ま
に
も
の
し
た
れ
ば
、
詞
の
し
ら
べ
に
ま
か
せ
て
、
お
の
づ
か
ら

し
か
う
つ
れ
る
も
の
な
り
。
今
ノ
俗
に
も
、
人
の
さ
ま
〴
〵
と
、
世
の
あ
り
さ

ま
を
か
た
り
あ
ふ
中
に
は
、
さ
や
う
の
お
も
む
き
に
、
お
の
づ
か
ら
う
つ
り

行
語
あ
る
を
、
其
し
ら
べ
に
ま
か
せ
て
、
き
く
人
は
た
し
か
ら
ず
〳
〵
よ
く

聞
き
と
り
行
が
ご
と
し
。
さ
る
を
玉
小
櫛
に
、
詞
の
堺
な
く
て
、
と
ゝ
の
は

ぬ
や
う
に
お
も
は
れ
て
、
も
じ
の
落
た
る
に
や
な
ど
い
は
れ
た
る
所
も
あ
る

は
、
委
し
く
考
へ
ら
れ
ざ
り
し
故
な
り
。

広
足
は
、
心
内
文
か
ら
地
の
文
へ
、
会
話
文
か
ら
地
の
文
へ
と
い
う
よ
う
に
、
語
り

の
主
体
が
移
行
し
て
い
く
過
程
を
「
移
り
詞
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

（
12
）『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
の
引
用
は
、
流
布
文
系
の
旧
東
京
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研

究
室
蔵
『
狭
衣
』
春
夏
秋
冬
四
冊
本
を
底
本
と
し
た
、
鈴
木
一
雄
校
注
『
新
潮
日
本

語
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
四
月
）（
底
本
：
東
京
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室

蔵
本
）
…
『
新
全
集
』

注（
１
）
宰
相
中
将
に
関
す
る
論
考
は
、
安
田
真
一
氏
の
「『
と
り
か
へ
ば
や
』
宰
相
中
将
試

論
―
欲
望
・
恋
情
・
焦
り
―
」（『
古
代
文
学
研
究
』
第
二
次
第
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
十

月
）
を
皮
切
り
に
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
増
え
て
き
て
い
る
。

（
２
）
西
本
寮
子
「『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
主
人
公
―
女
性
と
し
て
の
成
長
を
軸
と
し

て
―
」（『
国
文
学
攷
』
九
八
、一
九
八
三
年
六
月
）

（
３
）
神
田
龍
身
「
分
身
、
交
換
の
論
理
―
『
木
幡
の
時
雨
』『
と
り
か
へ
ば
や
』
―
」（『
物

語
文
学
、
そ
の
解
体
―
『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」
以
降
―
』
有
精
堂
、
一
九
九
二

年
九
月
）

（
４
）
安
田
真
一
「『
と
り
か
へ
ば
や
』
宰
相
中
将
試
論
―
欲
望
・
恋
情
・
焦
り
―
」（『
古
代

文
学
研
究
』
第
二
次
第
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
）

（
５
）
岡
本
美
奈
「
栄
華
の
物
語
を
支
え
る
「
烏
滸
者
」
―
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
の
宰

相
中
将
」（『
表
現
と
創
造
』
５
、二
〇
〇
四
年
三
月
）

（
６
）
中
島
正
二
「『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
宰
相
中
将
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」（
辛
島
正
雄
、

妹
尾
好
信
編
『
中
世
王
朝
物
語
の
新
研
究
―
物
語
の
変
容
を
考
え
る
』
新
典
社
、
平

成
十
九
年
十
月
）

（
７
）
佐
野
佳
矢
乃
「『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
宰
相
中
将
の
人
物
像
に
つ
い
て
―
好
色
者

ら
し
か
ら
ぬ
好
色
者
」（『
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
』
一
〇
九
、二
〇
一
三
年
三
月
）

（
８
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
９
）
伊
達
舞
「『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
君
・
宰
相
中
将
と
宇
治
の
若
君
―
親
子
関
係
の

〈
文
〉」（
井
上
真
弓
、
乾
澄
子
、
鈴
木
泰
恵
、
萩
野
敦
子
編
『
狭
衣
物
語
　
文
の
空
間
』

翰
林
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
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古
典
集
成
（
第
六
八
回
目
）　
狭
衣
物
語
　
上
』（
新
潮
社
、
昭
和
六
〇
年
）、
同
『（
第

七
四
回
目
）
下
』（
新
潮
社
、
昭
和
六
一
年
）
に
よ
る
。
深
川
本
を
底
本
と
し
た
（
巻

四
は
平
出
本
が
底
本
）、
小
町
谷
照
彦
・
後
藤
祥
子
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

30
　
狭
衣
物
語
②
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
、
巻
四
・
三
八
〇
頁
）
も
「
我
は
亡
せ

た
ま
ひ
ぬ
る
も
、
思
へ
ば
さ
ま
ざ
ま
に
は
か
な
う
、
あ
は
れ
な
る
世
な
り
や
な
ど
、
…
」

と
移
り
詞
に
な
っ
て
い
る
。

（
13
）
樋
口
芳
麻
呂
、
久
保
木
哲
夫
『
松
浦
宮
物
語
　
無
名
草
子
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
40
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
五
月
）

（
14
）
鈴
木
弘
道
『
平
安
末
期
物
語
の
研
究
』（
初
音
書
房
、
昭
和
三
五
年
三
月
）

（
15
）
高
橋
秀
樹
「
第
１
部
２
　
古
代
・
中
世
の
父
」（
比
較
家
族
史
学
会
監
修
　
孝
本
貢
・

丸
山
茂
・
山
内
健
治
編
『
父
―
家
族
概
念
の
再
検
討
に
向
け
て
―
　〔
シ
リ
ー
ズ
比
較

家
族
第
Ⅲ
期
〕
１
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
一
月
）

（
16
）秋
山
喜
代
子「
養
君
に
み
る
子
ど
も
の
養
育
と
後
見
」（『
史
学
雑
誌
』一
〇
二
―
一
巻
、

一
九
九
三
年
一
月
）

―
お
さ
な
い
・
あ
や
の
、広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
退
学
―


