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寺

敬

子

は

じ

め

に

『
百
物
語
評
判
』【
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
刊
】
の
作
者
で
あ
る
山
岡
元
隣
は
、
俳
人
で
あ
り
、
儒
者
で
あ
る
と
同
時
に
医
師
で
も
あ

っ
た
。『
百
物
語
評
判
』
は
元
隣
の
語
る
怪
異
へ
の
「
評
判
」
を
収
録
し
た
怪
談
集
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の
「
評
判
」
へ
の
医
学
の
影

響
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

『
百
物
語
評
判
』
に
は
、
元
隣
と
医
と
の
接
点
に
つ
い
て
、
元
隣
本
人
の
語
る
「
医
術
卜
筮
種
樹
相
牛
の
事
ま
で
殆
ん
ど
さ
と
し
」（
巻

五
第
八
「
而
慍
斎
の
事
�
此
草
紙
の
外
題
の
事
」）
と
い
う
一
文
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
上
詳
し
い
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
元
隣
著

の
俳
文
集
『
宝
蔵
』
の
後
序
に
は
、
元
隣
と
医
の
出
会
い
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。
以
下
が
そ
の
箇
所
で
あ
る
。

一
日
濃
州
之
大
守
来
洛
時
、
侍
医
啓
迪
院
之
高
第
（
※
筆
者
注
…
…
原
文
マ
マ
）
春
庵
主
隣
之
家
初
値
如
舊
識
。
清
談
之
暇
謂
隣
曰
、
子
也
學
幾

通
乎
諸
事
略
達
乎
萬
然
未
及
醫
非
缺
乎
。
於
我
學
焉
。
於
是
客
濃
州
學
醫
三
年
不
知
肉
味
、
頗
受
其
家
傳
。

こ
の
後
序
は
元
隣
の
子
山
岡
元
恕
に
よ
る
も
の
で
信
憑
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
隣
と
医
学
と
の

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学
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接
点
は
濃
州
太
守
の
侍
医
「
春
庵
」
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
濃
州
の
儒
医
「
春
庵
」
が
、
藩
主
の
上
洛

に
随
っ
て
京
都
を
訪
れ
た
。
そ
の
際
に
春
庵
が
元
隣
の
隣
家
に
滞
在
し
た
こ
と
か
ら
両
者
の
交
流
が
生
ま
れ
、
そ
の
後
元
隣
は
三
年
に
及

ぶ
美
濃
遊
学
を
得
て
そ
の
家
伝
を
受
け
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
元
隣
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
榎
坂
浩
尚
氏
に
詳
細
な
ご
論
考
が
あ

る
⑴
。ま

ず
近
世
の
医
学
お
お
ま
か
な
状
況
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
近
世
の
医
学
の
元
流
は
、
室
町
時
代
の
医
師
田
代
三
喜
が
明
に
留
学

し
、
当
時
の
中
国
で
も
っ
ぱ
ら
に
行
わ
れ
て
い
た
「
李
朱
医
学
」
を
本
朝
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
李
朱
医
学
と
は
金
・
元
の
時

代
（
一
一
五
一
〜
一
三
六
七
年
）
の
医
師
、
李
東
垣
・
朱
丹
渓
の
流
れ
を
く
む
医
学
で
あ
る
。
宋
時
代
は
陰
陽
五
行
を
も
っ
て
万
物
を
体
系

づ
け
る
朱
子
学
（
宋
学
）
の
隆
盛
期
で
あ
っ
た
が
、
李
朱
医
学
は
こ
の
宋
学
の
影
響
を
受
け
て
陰
陽
五
行
論
を
人
体
に
も
適
応
さ
せ
る
理

論
体
系
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
医
学
の
古
典
『
黄
帝
内
経
』
以
来
説
か
れ
る
五
運
六
気
（
自
然
の
天
候
や
季
節
の
変
化
と
人
体
を
関
連
付
け
る
学

説
）
を
重
視
す
る
学
派
で
あ
っ
た
。
田
代
三
喜
に
よ
っ
て
日
本
に
持
ち
帰
ら
れ
た
こ
の
李
朱
医
学
は
、
そ
の
後
長
く
日
本
の
医
学
の
主
流

を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。
特
に
そ
の
拡
大
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
三
喜
の
弟
子
、
曲
直
瀬
道
三
で
あ
っ
た
。
道
三
は
田
代
三

喜
に
入
門
し
李
朱
医
学
を
学
ん
だ
が
、
た
だ
単
に
李
朱
医
学
を
学
ぶ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
の
経
験
を
も
加
え
、
い
わ
ゆ
る
道
三
派

を
開
く
に
い
た
る
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
道
三
派
の
医
学
は
さ
ら
に
そ
の
子
曲
直
瀬
玄
朔
に
よ
っ
て
数
々
書
籍
化
さ
れ
、
近
世
初
期
の
医

学
は
ほ
ぼ
道
三
派
の
独
壇
場
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
こ
の
頃
に
は
出
版
技
術
が
整
い
、
次
々
に
中
国
の
医
学
書
が
輸
入
さ
れ
、

出
版
、
さ
ら
に
は
解
説
を
伴
っ
た
和
刻
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
も
、
大
き
く
日
本
の
医
療
に
影
響
を
与
え
た
。
例
え
ば
道
三
派
の
バ

イ
ブ
ル
と
も
言
え
る
『
黄
帝
内
経
』
は
十
七
世
紀
ま
で
の
間
に
特
に
数
多
く
の
版
が
出
さ
れ
て
お
り
⑵
、『
内
経
』
を
元
流
と
す
る
五
運

六
気
の
働
き
を
重
視
し
た
道
三
派
の
理
論
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
後
に
は
煩
瑣
な
五
行
の
論

理
を
排
し
て
中
国
の
古
典
『
傷
寒
論
』
を
重
用
し
た
「
古
方
派
」
が
台
頭
し
医
療
を
席
巻
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
古
方
派
の
人
々
に
対

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学
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し
、
道
三
派
の
医
学
は
「
後
世
派
（
も
し
く
は
後
世
方
派
）」
と
も
呼
称
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
医
学
は
こ
の
二
流
派
が
主
流
を
占
め
る
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
古
方
派
の
台
頭
は
元
隣
死
後
の
元
禄
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
近
世
前
期
の
医
の
あ
り
様
を

考
え
て
み
る
に
、
元
隣
が
学
ん
だ
の
は
道
三
を
祖
と
す
る
後
世
派
の
医
学
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
宝
蔵
』
に
よ
れ
ば
元
隣
の
師
で
あ
る
「
春
庵
」
は
「
啓
迪
院
の
高
弟
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
啓
迪
院
」
と
い
う
号
は
江
戸
初

期
の
名
医
で
あ
り
、
三
代
将
軍
家
光
の
侍
医
と
し
て
も
知
ら
れ
る
岡
本
玄
冶
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
玄
冶
は
前
出
の
曲

直
瀬
玄
朔
の
高
弟
で
あ
る
。
玄
朔
は
玄
冶
の
優
れ
た
資
質
を
見
込
ん
で
五
百
人
余
り
の
門
弟
の
う
ち
、
た
だ
こ
の
玄
冶
の
み
に
奥
義
を
伝

え
た
と
言
わ
れ
る
⑶
。
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
考
え
て
も
、
元
隣
の
学
ん
だ
医
学
は
当
時
の
主
流
で
あ
る
道
三
流
、
後
世
派
の
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
寛
文
七
年
に
、
元
隣
は
『
食
物
和
歌
本
草
増
補
』
と
い
う
本
草
書
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
和
歌
の
形
を
借
り
た
本
草
書
の

『
和
歌
食
物
本
草
』【
寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
初
版
刊
】
と
、『
宜
禁
本
草
集
要
歌
』（
近
世
初
期
成
立
）
を
抄
出
し
、
新
た
に
『
本
草
綱
目
』

『
増
補
日
用
食
性
』
等
の
本
草
書
か
ら
の
引
用
を
付
け
加
え
た
書
で
あ
る
⑷
。
同
書
は
「
而
慍
斎
」
の
自
序
を
持
ち
、
元
隣
の
著
作
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内
容
か
ら
も
、
医
師
と
し
て
の
必
須
科
目
で
あ
る
本
草
学
に
親
昵
し
、
習
熟
し
て
い
た
元
隣
の
姿
を
窺
い
知

る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
、『
百
物
語
評
判
』
に
お
け
る
医
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
作
中
に
は
、
病

に
関
す
る
話
題
や
、
そ
れ
に
対
し
て
の
元
隣
の
評
判
が
み
ら
れ
る
章
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
は
そ
れ
ら
の
記
事
を
当
時
の
医
学
書
と
照

ら
し
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
で
、
元
隣
が
ど
れ
ほ
ど
医
学
に
習
熟
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
学
ん
だ
医
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
以
下
、
実
際
に
『
百
物
語
評
判
』
中
に
み
ら
れ
る
医
学
的
な
表
現
を
拾
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学

三



一
、「
評
判
」
に
み
ら
れ
る
医
学
的
知
識

『
百
物
語
評
判
』
に
は
、
病
そ
の
も
の
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
章
題
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
ま
ず
は
そ
の
中
か
ら
巻
三
の
二
「
道

陸
神
の
発
明
の
事
」
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
道
祖
神
の
由
来
が
話
題
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
章
段
末
尾
に
話
題
は
疫
病

と
瘧
に
及
ぶ
。
次
の
箇
所
は
「
瘧
」
の
起
こ
る
原
理
に
つ
い
て
、
元
隣
の
加
え
た
「
評
判
」
の
一
部
で
あ
る
。

瘧
は
も
と
脾
胃
の
虚
よ
り
生
ず
る
所
な
り
。
其
れ
故
に
諸
病
と
か
は
り
お
こ
れ
る
に
も
、
其
時
定
り
侍
る
は
五
行
の
配
当
に
土
に
し
て
、
五
常
の

信
に
あ
た
り
侍
れ
ば
、
其
お
こ
れ
る
時
節
の
た
が
は
ぬ
も
信
な
り
。
勿
論
其
病
を
う
く
る
所
は
脾
胃
な
り
。
病
は
件
の
悪
気
の
世
上
の
邪
気
に
く
み

し
て
人
を
な
や
ま
し
侍
る
な
り
。
さ
れ
ば
に
や
諸
病
と
か
は
り
、
此
二
病
（
筆
者
注
…
…
瘧
と
疫
）
は
医
書
に
も
ま
じ
な
ひ
侍
る
な
り
。

（
以
下
、
傍
線
は
筆
者
）

こ
こ
で
元
隣
は
「
瘧
」
つ
ま
り
マ
ラ
リ
ヤ
と
い
う
伝
染
病
に
つ
い
て
、
五
行
を
用
い
た
解
説
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
瘧
は
脾

胃
の
虚
か
ら
発
生
す
る
と
い
う
。
脾
胃
は
五
行
（
木
火
土
金
水
）
に
当
て
は
め
れ
ば
土
に
あ
た
る
が
、
土
が
万
物
の
中
心
に
あ
り
常
に
動

か
ず
、
五
常
の
「
信
」
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
瘧
と
い
う
病
も
「
信
」
の
性
質
を
も
ち
、
従
っ
て
そ
の
流
行
が
い
つ
も
一
定
の
時
期

に
発
生
す
る
の
だ
、
と
い
う
の
が
そ
の
「
評
判
」
の
主
旨
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
五
行
を
重
視
す
る
李
朱
医
学
の
影
響
が
強
く
み
ら
れ
る
。

こ
の
元
隣
の
説
が
、
当
時
の
医
学
に
お
い
て
は
定
見
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
『
万
病
回
春
』（
一
五
八
七
年
成

立
）
を
見
れ
ば
わ
か
る
。

夫
瘧
者
、
因
外
感
風
寒
暑
湿
、
内
傷
飲
食
勞
倦
、
或
飢
飽
色
欲
過
度
以
致
脾
胃
不
和
、
痰
留
中
胱
。
然
無
痰
不
成
瘧
。
脾
胃
属
土
、
有
信
来
去
、

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学
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不
失
其
時
。（「
瘧
疾
」）

瘧
が
脾
胃
の
不
調
か
ら
発
生
す
る
こ
と
、
脾
胃
が
五
行
の
土
に
属
す
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
去
来
す
る
の
に
「
信
」
が
あ
り
、
そ
の
時

を
失
わ
な
い
、
と
い
う
表
現
が
元
隣
の
「
評
判
」
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
『
万
病
回
春
』
は
明
代
の
医
師
龔
廷
賢
の
著
作
で
あ
る
が
、

前
述
し
た
金
元
医
学
の
理
論
を
ま
と
め
た
著
作
で
あ
り
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は
日
本
に
渡
来
、
慶
長
十
六
（
一
六
一
一
）
年
の
古
活
字

版
を
嚆
矢
と
し
て
そ
の
後
も
版
を
重
ね
て
い
る
⑸
。
医
師
を
主
人
公
と
し
た
仮
名
草
子
『
竹
斎
』【
元
和
七
（
一
六
二
一
）
年
頃
成
立
】
で

は
、
竹
斎
が
自
ら
の
学
問
に
用
い
た
教
本
と
し
て
、

た
い
せ
い
ろ
ん
・
み
や
く
き
や
う
の
う
ど
く

う
ん
き
ろ
ん
ぢ
よ
れ
い

な
ん
き
や
う

く
わ
い
し
ゆ
ん
や

い
が
く
し
や
う
で
ん

わ
く
ぶ
ん

に
そ
も
ん
れ
い
す
ふ

し
よ
本
ざ
う

い
り
ん
し
う
よ
う
げ
ん
…
…
（
以
下
略
）

と
い
っ
た
書
物
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
あ
る
「
く
わ
い
し
ゆ
ん
」
が
『
万
病
回
春
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
万
病
回
春
』

が
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
、
医
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
必
読
の
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。『
竹
斎
』
作
者
の
富

沢
道
治
は
曲
直
瀬
玄
朔
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
。
右
に
挙
げ
た
テ
キ
ス
ト
が
道
三
派
に
と
っ
て
の
基
本
教
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
に
、『
万
病
回
春
』
は
当
然
元
隣
の
読
書
圏
内
に
も
有
り
え
た
と
想
像
で
き
る
。
同
書
は
特
に
後
世

派
に
重
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
。
先
に
上
げ
た
元
隣
の
評
判
は
、『
宝
蔵
』
の
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。ま

た
巻
五
の
一
「
痘
の
神
疫
病
の
神
付
�
�
乙
の
字
の
事
」
で
は
、
痘
瘡
が
そ
の
話
題
と
し
て
上
が
る
。
元
隣
は
参
会
者
か
ら
の
「
痘

の
神
や
疫
病
神
は
存
在
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
知
識
を
披
露
す
る
。

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学
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痘
瘡
は
い
に
し
へ
は
な
し
。
戦
国
の
頃
よ
り
発
り
た
る
よ
し
、
医
書
に
み
え
た
り
。
元
人
の
胎
内
に
や
ど
り
し
と
き
は
、
母
の
ふ
る
血
を
呑
み
て

此
身
命
を
長
ず
、
其
と
ゞ
こ
ほ
り
し
悪
血
の
毒
、
後
々
の
時
の
気
に
い
ざ
な
は
れ
て
発
し
て
疱
瘡
と
な
れ
り
。
さ
れ
ば
其
根
ざ
し
は
胎
毒
な
れ
ど

も
、
其
い
ざ
な
ふ
物
は
時
の
気
な
り
。
そ
の
あ
つ
ま
れ
る
処
則
鬼
神
あ
り
。
是
れ
痘
の
神
な
り
。

こ
こ
で
は
元
隣
は
痘
瘡
の
原
因
を
、
人
が
胎
内
に
あ
っ
た
と
き
に
飲
ん
だ
「
母
の
古
血
」
で
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
を
「
胎
毒
」
と
称
し
て

い
る
。
そ
の
胎
毒
が
出
生
後
、「
時
の
気
」
に
い
ざ
な
わ
れ
る
こ
と
で
痘
瘡
が
発
病
す
る
の
だ
、
と
い
う
の
が
そ
の
主
旨
で
あ
る
か
と
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
時
の
気
」
と
い
う
の
は
、
李
朱
医
学
に
言
う
「
五
運
六
気
」
を
指
す
か
と
思
わ
れ
る
。
五
運
は
一
年
ご
と
の
木

火
土
金
水
の
歳
運
を
、
さ
ら
に
六
気
は
厥
陰
・
少
陰
・
太
陰
・
少
陽
・
陽
明
・
太
陽
と
い
う
季
節
ご
と
の
気
候
の
推
移
に
よ
る
主
気
と
、

さ
ら
に
年
の
十
二
支
に
従
う
客
気
と
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
運
気
が
自
然
や
人
体
に
も
影
響
を
与
え
る
、
と
い
う
の
が
運
気
論
で
あ
り
、
元

隣
の
「
時
の
気
」
も
こ
れ
を
指
し
て
い
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
痘
瘡
の
原
因
を
「
胎
毒
」
と
す
る
こ
と
は
江
戸
時
代
の
一
般
常
識

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
『
女
重
宝
記
』【
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
】
の
よ
う
な
一
般
向
け
の
書
物
に
も
、
胎
毒
に
よ
っ
て
「
疱
瘡
く
さ
な
ど

わ
づ
ら
ふ
事
あ
り
」
と
す
る
一
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
様
の
見
解
は
、
医
学
書
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
授
蒙
聖
功
方
』
の
巻
下
「
小
児
門
」
に
は
、
小
児
の
痘
疹
に

つ
い
て
語
っ
た
以
下
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

小
児
痘
疹
之
患
ハ
母
胎
ニ
ア
ル
時
胞
中
ノ
穢
血
ヲ
ノ
ミ
其
中
ニ
ツ
ヽ
マ
レ
テ
生
下
ル
時
口
中
ニ
含
ム
所
ノ
穢
血
即
啼
声
ノ
吸
ニ
随
テ
腹
中
ニ
ヲ
サ

マ
リ
下
焦
ニ
カ
ク
レ
テ
ア
ル
也
。
或
ハ
歳
火
大
過
ニ
シ
テ
熱
毒
盛
ニ
ヲ
コ
ナ
ハ
ル
ヽ
時
痘
毒
モ
ヨ
ホ
サ
レ
テ
発
起
ス
ル
也
。（
以
下
略
）

こ
の
『
授
蒙
聖
功
方
』
は
天
文
十
四
（
一
五
四
五
）
年
に
著
さ
れ
た
曲
直
瀬
道
三
の
著
書
で
あ
り
、
慶
長
五
年
に
は
出
版
さ
れ
て
い
る
。

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学

六



元
隣
が
道
三
派
の
医
師
で
あ
れ
ば
当
然
目
に
す
る
は
ず
の
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
元
隣
が
語
る
よ
り
さ
ら
に
詳
し
い
胎
毒
の
解
説
が
な
さ

れ
て
お
り
、
胎
児
が
胎
内
に
い
る
際
母
の
穢
血
を
飲
む
こ
と
、
出
生
の
際
に
呼
吸
を
す
る
こ
と
で
腹
中
に
そ
の
穢
血
が
お
さ
ま
る
こ
と
、

さ
ら
に
歳
火
大
過
の
年
に
そ
の
胎
毒
が
痘
瘡
と
な
っ
て
発
病
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
理
論
は
大
筋
で
元
隣
の
言
う
も
の
と

同
じ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
元
隣
の
「
評
判
」
引
用
箇
所
前
半
に
み
ら
れ
る
「
痘
瘡
は
い
に
し
へ
は
な
し
。
戦
国
の
頃
よ
り
発
り
た
る
よ
し
、
医
書
に
み
え

た
り
」
の
内
容
に
関
し
て
は
、『
百
物
語
評
判
』
と
同
年
の
貞
享
三
（
一
六
八
六
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
病
名
彙
解
』
に
同
様
の
記
述
が
み

ら
れ
る
。痘

疹
心
卯
ニ
曰
上
古
ノ
時
イ
マ
タ
痘
瘡
ノ
症
ヲ
キ
カ
ズ
。
素
難
ノ
文
モ
コ
レ
ニ
及
フ
ア
ル
モ
ノ
鮮
シ
。
東
漢
建
武
中
ニ
南
陽
虜
ヲ
撃
ヨ
リ
ツ
イ
ニ

其
毒
ニ
染
テ
中
国
ニ
流
布
ス
故
ニ
コ
レ
ヲ
虜
瘡
ト
イ
ヘ
リ
。
或
ハ
曰
聖
瘡
言
フ
心
ハ
ソ
ノ
変
化
測
ナ
ケ
レ
バ
也
。
或
ハ
曰
天
瘡
言
フ
心
ハ
天
行
疫
癘

ト
ス
レ
バ
ナ
リ
。
…
…
（
中
略
）
…
…
〇
本
草
綱
目
ニ
ハ
高
宗
ノ
永
徽
四
年
ニ
此
瘡
西
域
ヨ
リ
中
国
ニ
ウ
ツ
リ
来
ル
ト
云
リ
。
吾
カ
日
本
ニ
モ
亦
古

ヘ
此
病
ナ
シ
。
人
皇
四
十
五
代
聖
武
天
皇
ノ
御
宇
ニ
天
下
ニ
疱
瘡
ノ
説
ア
リ
。

（「
痘
瘡
」
の
部
よ
り
引
用
）

こ
こ
に
は
疾
病
史
に
お
け
る
痘
瘡
の
発
生
時
期
が
数
説
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
元
隣
の
言
う
「
戦
国
の
頃
」
と
は
一
致
し
な
い

よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
「
痘
瘡
い
に
し
へ
は
な
し
」
と
い
う
大
ま
か
な
論
旨
に
逆
ら
う
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。

こ
の
『
病
名
彙
解
』
は
元
隣
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
医
師
蘆
川
桂
州
に
よ
る
病
名
辞
典
で
あ
る
。
い
ろ
は
順
に
病
名
を
並
べ
、
そ
れ
ぞ

れ
に
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
る
書
物
は
『
素
問
』『
医
学
入
門
』『
万
病
回
春
』『
医
学
綱
目
』
等
、
大
部
分
が
後

世
派
が
重
用
し
て
教
科
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
西
安
周
氏
は
こ
の
こ
と
か
ら
、「
彼
が
後
世
派
の
医
人
た
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
⑹
。
医
師
と
し
て
活
躍
し
た
年
代
が
近
い
こ
と
（
桂
州
は
そ
の
著
作
物
の
刊
行
年
代
か
ら

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学

七



貞
享
・
元
禄
期
の
人
と
さ
れ
る
）、
そ
し
て
学
ん
だ
流
派
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
隣
が
修
得
し
た
医
学
も
こ
の
『
病
名
彙
解
』
に
近

い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
後
世
派
の
医
師
に
お
け
る
痘
瘡
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
が
、
元
隣
の
評
判
の
中
に
そ
の
ま
ま

表
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

『
百
物
語
評
判
』
に
お
け
る
元
隣
の
医
学
知
識
の
披
露
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
巻
五
の
七
「
夢
物
が
た
り
の
事
」
で
は
、

「
夢
」
が
そ
の
俎
上
に
上
が
る
。
こ
こ
で
元
隣
が
取
り
上
げ
る
の
は
心
身
の
状
態
が
そ
の
ま
ま
夢
に
現
れ
る
「
病
夢
」
で
あ
る
。

た
と
へ
ば
心
の
火
虚
し
た
る
人
は
、
水
を
夢
み
、
腎
の
水
虚
し
た
る
人
は
火
を
夢
み
な
ど
す
る
を
病
夢
と
い
ふ
。
又
其
の
か
た
ち
の
ふ
る
ゝ
事
に

付
き
て
見
る
事
あ
り
。
足
を
重
ね
て
横
に
臥
し
た
る
と
き
、
其
の
足
う
へ
よ
り
落
つ
れ
ば
、
必
ず
高
き
処
よ
り
落
ち
た
る
と
思
ふ
事
あ
り
。
是
れ
ま

た
病
夢
の
類
な
る
べ
し
。

こ
こ
で
元
隣
は
体
の
状
態
が
夢
へ
与
え
る
影
響
を
説
く
。
体
内
の
心
火
が
衰
え
れ
ば
す
な
わ
ち
夢
に
水
を
見
、
ま
た
腎
水
が
少
な
け
れ
ば

火
を
夢
見
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
李
朱
医
学
に
お
い
て
五
臓
は
そ
れ
ぞ
れ
五
行
の
木
火
土
金
水
に
あ
て
は
め
ら

れ
る
。
木
に
相
当
す
る
の
が
肝
で
あ
り
、
火
が
心
、
土
が
脾
、
金
が
肺
、
水
が
腎
を
そ
れ
ぞ
れ
つ
か
さ
ど
る
が
、「
心
の
火
」「
腎
の
水
」

と
い
う
元
隣
の
言
葉
は
、
元
隣
が
こ
の
論
理
を
心
得
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
夢
と
陰
陽
の
過
不
足
と
の
関
係
は
、
道
三
派
が

重
視
し
た
中
国
の
古
典
『
黄
帝
内
経
素
問
』「
脈
要
精
微
論
篇
」
に
見
ら
れ
る
、

陰
盛
則
夢
渉
大
水
恐
懼
、
陽
盛
則
夢
大
火
燔
灼
。

と
お
そ
ら
く
同
義
で
あ
ろ
う
。『
素
問
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
中
医
学
の
古
典
で
あ
り
、
特
に
後
世
派
に
と
っ
て
は
そ
の
医
論
の
根
拠
と

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学
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も
な
る
理
論
書
で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
『
竹
斎
』
に
も
、
当
然
「
そ
も
ん
」
と
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
同
様
の
理
論
は
『
延
寿
院

切
紙
』
に
も
、

腎
陽
虚
ス
レ
ハ
大
水
ヲ
ユ
メ
ミ
ル
ナ
リ

と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
は
曲
直
瀬
玄
朔
の
手
に
よ
る
書
で
あ
り
、「
道
三
切
紙
ヲ
祖
述
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
コ
レ
ヲ
当
流
ノ
秘

伝
ト
シ
テ
門
下
ニ
示
セ
ル
ナ
リ
」⑺
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
元
隣
の
学
ん
だ
医
学
が
後
世
派
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
元

隣
が
そ
の
五
行
論
を
我
が
も
の
と
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
か
と
思
う
。

右
に
確
認
し
て
き
た
通
り
、
元
隣
の
評
判
に
は
医
学
的
知
識
が
散
見
で
き
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
知
識
は
当
時
の
医
学
に
即
し
た

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
特
に
病
理
に
つ
い
て
は
、
道
三
派
の
理
論
、
も
し
く
は
道
三
派
が
依
拠
し
た
李
朱
医
学
を
確
実
に
踏
襲
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、『
宝
蔵
』
に
あ
る
、
元
隣
が
岡
本
玄
冶
の
孫
弟
子
で
あ
っ
た
、
と
い
う
記
述
も
信
憑
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
見

て
よ
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、
元
隣
が
簡
便
な
医
学
書
に
ば
か
り
頼
っ
た
「
庸
医
」
で
は
な
く
、
医
学
論
理

を
我
が
も
の
と
し
て
身
に
着
け
て
い
た
こ
と
も
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。

二
、
怪
異
分
析
へ
の
医
学
の
援
用

病
に
関
す
る
評
判
に
、
元
隣
の
医
学
的
知
識
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
知
識
が
付
け
刃
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
右
で

確
認
し
た
。
で
は
、
そ
れ
以
外
の
話
題
、
例
え
ば
怪
異
の
分
析
に
も
、
医
学
的
知
識
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
も
の
だ

ろ
う
か
。『

百
物
語
評
判
』
と
医
学

九



一
例
と
し
て
、
ま
ず
は
巻
四
第
七
「
雪
女
の
事
�
雪
の
説
」
を
見
て
い
き
た
い
。
以
下
、
参
会
者
か
ら
の
「
雪
は
元
、
雨
に
て
侍
る
に

白
き
は
い
か
な
る
道
理
に
て
候
ふ
や
」
と
い
う
質
問
に
答
え
て
の
元
隣
の
言
葉
で
あ
る
。

「
さ
て
雨
露
の
む
す
ぼ
ほ
り
て
白
く
な
る
理
は
、
凡
そ
世
界
の
物
の
か
た
ま
る
事
、
皆
五
行
に
配
当
し
て
金
気
の
つ
か
さ
ど
る
処
な
り
。
金
の
色

は
も
つ
と
も
五
色
も
候
へ
ど
も
、
白
き
が
則
ち
西
方
の
た
ゞ
し
き
色
な
り
。
此
故
に
雨
露
も
こ
り
か
た
ま
り
て
は
、
か
な
ら
ず
金
の
色
を
あ
ら
は
し

て
白
く
な
り
侍
る
。
況
ん
や
大
空
は
金
気
清
明
の
気
の
つ
か
さ
ど
る
な
れ
ば
、
雨
露
の
う
ち
に
其
色
を
ふ
く
み
て
こ
り
か
た
ま
り
て
降
る
も
の
な
る

を
や
」。
又
問
ふ
、「
し
か
ら
ば
堅
く
こ
れ
る
物
は
皆
白
く
な
り
候
ふ
や
。」
い
は
く
、「
大
か
た
し
ろ
く
侍
る
。
生
類
の
骨
は
白
く
、
草
木
の
根
は
白

く
、
潮
を
煮
か
た
む
れ
ば
し
ろ
く
、
土
の
か
た
ま
れ
る
砂
は
し
ろ
く
侍
ら
ず
や
」
と
語
ら
れ
き
。

こ
こ
で
元
隣
は
参
会
者
の
「
雪
は
元
々
雨
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
白
い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
五
行
の
金
行
の
解
説
か
ら
評
判
を
始

め
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、「
固
ま
る
」「
白
い
」
と
い
う
性
質
は
ど
ち
ら
も
金
が
持
つ
要
素
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
堅
い
も
の
」
は

一
般
に
白
い
色
を
し
て
お
り
、
よ
っ
て
雨
が
固
ま
っ
た
雪
も
白
く
な
る
の
だ
、
と
い
う
の
が
そ
の
論
旨
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、

五
行
の
特
質
を
重
要
視
す
る
こ
と
は
後
世
派
の
医
学
の
特
質
で
あ
る
。『
素
問
』
巻
一
「
金
匱
真
言
論
四
」
に
は

西
方
白
色
、
入
通
於
肺
、
開
竅
於
鼻
、
蔵
精
於
肺
。
故
病
在
背
。
其
味
辛
、
其
類
金
、
其
畜
馬
、
其
穀
稲
。
其
応
四
時
、
上
為
太
白
星
。
是
以
知

病
之
在
皮
毛
也
。
其
音
商
、
其
数
九
、
其
臭
腥
。

と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
元
隣
の
論
拠
と
な
っ
た
も
の
も
、
こ
の
よ
う
な
医
学
書
に
見
ら
れ
る
五
行
論
で
あ
っ
た
か
と
考
え

ら
れ
る
。『
素
問
』
の
註
釈
書
で
あ
る
『
類
経
』（
巻
三
「
五
蔵
之
応
各
有
収
受
」）
に
は
、「
其
穀
稲
」
の
解
説
と
し
て
「
稲
ハ
堅
シ
テ
而
白

シ
。
故
ニ
金
ニ
属
ス
」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
な
ど
は
元
隣
の
言
う
、
凝
り
固
ま
っ
た
物
は
「
大
か
た
し
ろ
く
侍
る
」
と
い
う
論

『
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と
同
じ
展
開
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
『
類
経
』
も
ま
た
、
後
世
派
に
重
く
用
い
ら
れ
た
教
本
で
あ
る
。
明
の
張
介
賓
の
撰
で
あ

り
、
成
立
は
一
六
二
四
年
。『
黄
帝
内
経
素
問
』
な
ら
び
に
『
黄
帝
内
経
霊
枢
』
の
二
書
を
解
体
し
内
容
ご
と
に
再
編
成
を
行
っ
て
、
新

た
に
註
を
加
え
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
成
立
直
後
に
輸
入
さ
れ
、『
黄
帝
内
経
』
の
入
門
書
と
し
て
広
く
流
布
し
た
⑻
。
白
い
も
の

は
大
方
堅
い
、
と
い
う
い
か
に
も
非
科
学
的
な
論
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
医
書
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

医
学
を
元
と
し
た
と
思
わ
れ
る
評
判
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
『
百
物
語
評
判
』
巻
二
の
一
「
狐
の
沙
汰
付
百
丈
禅
師
の
事
」
に
お
い

て
次
の
よ
う
な
評
判
を
行
う
。

世
に
狐
つ
き
と
い
ふ
も
の
あ
り
。（
略
）
内
虚
す
る
時
は
、
外
邪
そ
の
ひ
ま
を
う
か
が
ふ
道
理
な
れ
ば
、
人
の
喜
怒
哀
楽
の
七
情
ひ
と
つ
に
て
も

過
ぎ
て
、
心
の
主
人
外
に
は
な
る
ゝ
か
、
又
は
そ
の
過
分
に
う
つ
け
た
る
者
に
は
、
其
隙
を
う
か
ゞ
ひ
て
狐
の
を
そ
ふ
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
本
心
の

た
ゞ
し
き
人
は
、
千
歳
の
狐
も
た
ぶ
ら
か
す
事
な
し
。

狐
が
人
を
化
か
す
、
と
い
う
怪
異
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
元
隣
は
、
中
国
の
書
物
に
も
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
狐
が
化
け
る
と
い
う

事
は
実
際
に
あ
り
得
る
の
だ
、
と
そ
の
怪
異
自
体
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
狐
に
付
け
入
ら
れ
る
の
は
「
七
情
」
に
振
り
回
さ
れ
心
に
隙
の

あ
る
人
間
だ
け
で
あ
り
、
正
し
い
心
持
で
い
れ
ば
い
か
な
狐
と
て
そ
の
人
を
化
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
一
座
の
人
間
に
訓
戒
を
す

る
。
こ
れ
は
い
か
に
も
仮
名
草
子
的
な
、
啓
蒙
を
目
的
と
し
た
箇
所
と
も
読
め
る
し
、
ま
た
事
実
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
医
学
的
な

見
地
か
ら
も
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も
元
隣
が
こ
こ
で
用
い
た
「
外
邪
」「
七
情
」
と
い
う
言
葉
が
医
学
用
語
な
の
で

あ
る
。

貝
原
益
軒
は
『
養
生
訓
』
に
お
い
て
、
七
情
を
「
喜
・
怒
・
哀
・
楽
・
愛
・
悪
・
慾
也
。
医
家
に
て
は
喜
・
怒
・
憂
・
思
・
悲
・
恐
・

驚
と
云
。」（
巻
二
「
総
論
」）
と
説
明
す
る
。
こ
の
七
情
が
行
き
過
ぎ
れ
ば
体
内
の
不
調
和
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
元
隣
の
言
う
「
内
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虚
す
る
」
と
は
こ
の
状
態
を
指
す
。
こ
の
体
内
の
不
調
和
に
外
か
ら
の
刺
激
、
つ
ま
り
「
外
邪
」
が
加
わ
れ
ば
人
は
疾
病
の
症
状
が
発
現

す
る
。
こ
の
「
外
邪
」
と
は
風
・
寒
・
暑
・
湿
・
燥
・
火
の
六
つ
の
気
候
因
子
を
指
し
「
六
淫
」
と
も
称
す
る
。『
増
補
師
語
録
』﹇
曲
直

瀬
道
三
著
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
刊
﹈
に
、

内
七
情
ヲ
動
ゼ
ズ
外
六
淫
ニ
感
ゼ
ズ
ン
ハ
其
気
何
病
ト
云
コ
ト
カ
ア
ラ
ン
（
十
、「
気
」）

と
あ
る
通
り
、
東
洋
医
学
に
お
い
て
は
内
邪
と
併
せ
て
こ
れ
ら
の
二
つ
を
主
な
病
因
と
み
な
し
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
根
源
的
な

病
の
原
因
は
「
内
邪
」
で
あ
っ
た
。
外
邪
は
単
に
自
然
界
の
刺
激
で
あ
り
、
内
因
に
よ
っ
て
体
内
の
変
調
を
き
た
し
た
時
に
初
め
て
疾
病

の
原
因
と
為
り
得
る
。『
黄
帝
内
経
』
に
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
の
考
え
方
を
、
丸
山
敏
秋
氏
は
「
体
内
が
正
常
で
精
気
に
満
ち
て
い
れ

ば
、
た
と
え
気
候
の
変
調
な
ど
の
外
因
が
あ
ろ
う
と
も
疾
病
は
生
じ
な
い
」
と
解
説
す
る
が
⑼
、
元
隣
の
評
判
が
こ
の
考
え
に
の
っ
と
っ

て
為
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
元
隣
の
論
は
本
来
気
候
に
よ
る
刺
激
で
あ
る
は
ず
の
「
外
邪
」
に
、
妖
狐
を
置
き
変

え
た
と
こ
ろ
に
飛
躍
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
飛
躍
も
元
隣
一
人
に
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。『
万
病
回
春
』
の
「
邪
祟
門
」
に
以
下
の
記

述
が
見
ら
れ
る
。

丹
溪
曰
、
俗
云
衝
惡
者
、
謂
衝
斥
邪
惡
鬼
祟
而
病
也
。
如
此
病
者
、
未
有
不
因
氣
血
先
虧
而
致
者
焉
。
血
氣
者
心
之
神
也
。
神
既
衰
乏
、
邪
因
而

入
理
或
有
之
。
按
此
恐
指
山
谷
狐
魅
而
言
。

編
者
の
龔
廷
賢
は
、
血
気
が
衰
え
れ
ば
体
内
に
「
邪
」
が
入
る
の
だ
、
と
い
う
丹
渓
の
説
を
引
き
、
そ
の
「
邪
」
が
「
山
谷
狐
魅
」
の
事

を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
注
を
施
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
疾
病
一
般
の
論
理
を
い
わ
ゆ
る
狐
狸
の
「
憑
物
」
に
ま
で
適
応
す
る
こ
と
に
よ
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り
、
憑
物
と
い
う
怪
異
を
医
学
の
論
理
下
に
置
く
こ
と
を
試
み
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
「
憑
物
」
は
医
学
の
範
疇
に
収

ま
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
箇
所
は
道
三
派
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
啓
廸
集
』（
巻
五
「
中
悪
門
」）
や
、
後
世
派
の
医
師
で
あ
る
蘆

川
桂
州
の
『
病
名
彙
解
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
狐
の
妖
が
、
人
の
身
体
の
隙
に
付
け
入
る
と
い
う
の
は
、
後
世
派
の
医
師
に
と
っ
て

広
く
認
知
さ
れ
た
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
元
隣
が
狐
を
「
外
邪
」
と
位
置
付
け
た
に
は
こ
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
元
隣
の
評
判
に
き
わ
め
て
近
い
論
旨
が
、
次
の
『
医
学
正
伝
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

或
問
、
山
居
野
処
之
地
、
狸
魅
之
患
有
リ
ト
云
。
誠
ニ
此
有
ヤ
否
カ
。
曰
ク
。
妖
祟
ノ
患
ヲ
為
ス
、
古
ヘ
自
リ
之
有
リ
。
独
リ
老
狐
ノ
成
精
ノ
ミ

ニ
非
ズ
、
人
家
ノ
猫
犬
ニ
至
マ
デ
亦
善
ク
妖
ヲ
為
ス
者
有
リ
。
大
抵
其
ノ
惑
ヲ
被
ル
者
ハ
皆
性
淫
ニ
シ
テ
而
気
血
虚
ス
ル
者
也
。
故
ニ
邪
虚
ニ
乗
シ

テ
入
ル
ノ
ミ
。
未
ダ
正
人
君
子
血
気
充
実
ノ
者
ノ
、
其
ノ
惑
ヲ
被
ム
ル
事
有
ラ
ズ
。

（
巻
一

医
学
或
問
凡
五
十
一
条
）

こ
こ
か
ら
は
狐
狸
の
妖
ま
で
も
が
医
学
の
領
分
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
し
、
さ
ら
に
は
狐
に
よ
る
妖
異
の
存
在
を

肯
定
し
つ
つ
、
一
方
で
そ
の
害
は
心
に
隙
の
な
い
君
子
な
ら
ば
被
る
こ
と
が
な
い
、
と
す
る
論
旨
な
ど
、
元
隣
の
「
評
判
」
と
ほ
ぼ
同
義

で
あ
る
と
言
え
る
。
加
え
て
、
傍
線
の
箇
所
は
、
巻
二
第
二
「
狸
」、
巻
四
第
二
「
河
太
郎
」、
巻
四
第
八
「
猫
ま
た
」、
巻
五
第
四
「
竜

宮
城
」
に
見
ら
れ
る
「
其
劫
経
た
る
、
い
か
で
か
人
を
ま
よ
は
ざ
ら
ん
」「
河
獺
の
劫
を
経
た
る
な
る
べ
し
」「
ね
こ
ま
た
と
ハ
其
経
あ
が

り
た
る
名
な
り
」「
も
し
其
年
を
経
た
る
も
の
あ
ら
ば
、
た
ま
�
�
人
に
も
変
化
す
ま
じ
き
に
あ
ら
ね
ど
」
と
い
っ
た
評
の
根
拠
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
直
接
こ
の
書
に
元
隣
が
拠
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
理
が
医
学
の
場
で
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
右
に
引
い
た
『
医
学
正
伝
』
は
、
先
に
挙
げ
た
『
竹
斎
』
の
中
に
も
「
い
が

く
し
や
う
で
ん
」
と
そ
の
書
名
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
書
は
明
の
虞
搏
の
撰
に
よ
る
医
学
全
書
で
あ
り
、
中
国
で
は
一
五
七
七
年
に
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刊
行
さ
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
慶
長
二
（
一
五
九
七
）
年
の
古
活
字
版
を
始
め
多
く
の
版
を
重
ね
た
道
三
派
の
教
書
で
あ
る
。
元
隣
が

直
接
こ
の
書
を
参
考
に
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
元
隣
の
評
判
に
お
い
て
、
怪
異
を
判
ず
る
に
あ
た

っ
て
医
学
の
援
用
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
医
師
に
よ
る
怪
異
譚

こ
こ
ま
で
元
隣
の
「
評
判
」
と
、
元
隣
の
読
書
圏
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
医
書
や
、
も
し
く
は
元
隣
の
同
時
代
人
の
医
師
に
よ
る
医
書

と
を
直
接
比
較
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
「
評
判
」
に
医
学
の
論
理
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

医
学
に
よ
る
怪
異
の
分
析
は
元
隣
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、

『
百
物
語
評
判
』
と
同
じ
く
、
近
世
の
医
師
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
随
筆
及
び
医
学
書
に
着
目
し
て
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
の
中
か
ら
同
作
の

「
評
判
」
が
占
め
る
位
置
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
百
物
語
評
判
」
会
に
お
い
て
は
、「
評
判
」
を
加
え
る
だ
け
で
な
く
、
元
隣
自
身
も
ま
た
怪
談
を
提
供
す
る
語
り
手
の
一
人
と
な
る
。

巻
一
第
七
「
犬
神
四
国
に
あ
る
事
」
に
お
い
て
、
元
隣
が
自
ら
口
火
を
切
っ
て
語
り
出
し
た
の
は
、
四
国
に
伝
わ
る
「
犬
神
」
の
怪
異
で

あ
る
。
以
下
、
長
い
が
元
隣
の
評
判
の
全
文
を
引
用
す
る
。

四
国
に
犬
神
と
い
ふ
物
あ
り
。
此
犬
神
を
家
に
受
領
し
た
る
人
を
犬
神
持
ち
と
云
ひ
て
、
今
の
世
に
も
ま
ゝ
あ
る
こ
と
な
り
。
た
と
は
ゞ
此
犬
神

持
ち
、
友
達
な
ど
の
処
へ
行
き
か
ゝ
り
け
る
折
か
ら
、
そ
の
友
の
家
に
美
食
珍
酒
な
ど
侍
る
を
見
る
事
あ
り
て
、
其
物
に
つ
ゆ
ば
か
り
も
と
か
く
心

う
つ
り
侍
る
時
は
、
其
友
か
な
ら
ず
寒
熱
の
煩
を
な
し
て
、
そ
ゞ
ろ
事
に
は
、
彼
の
思
ひ
し
飲
食
の
事
な
ど
い
ひ
罵
れ
り
。
然
る
処
に
病
者
の
家

人
、
彼
の
犬
神
持
ち
た
る
人
に
か
く
と
云
ひ
し
ら
す
る
か
、
又
は
隔
心
な
る
中
に
て
い
ひ
出
す
事
も
な
り
が
た
け
れ
ば
、
覡
山
伏
な
ど
呼
び
て
祓
さ

せ
る
時
、
其
病
い
ゆ
る
と
か
や
云
へ
り
。
か
ゝ
る
う
る
さ
き
事
な
れ
ば
、
其
犬
神
持
ち
の
家
と
は
か
ね
て
遠
ざ
か
り
、
婚
姻
な
ど
は
曽
て
結
ぶ
事
な
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し
。
其
れ
故
、
身
も
さ
が
な
き
事
に
し
て
、
あ
き
は
て
悲
し
め
ど
も
、
先
祖
よ
り
伝
は
り
来
た
れ
る
邪
神
な
れ
ば
せ
ん
か
た
な
く
、
身
を
う
ら
み
か

な
し
め
り
と
か
や
。
其
始
め
を
か
た
り
伝
ふ
る
を
聞
け
ば
、
ひ
と
つ
の
犬
を
柱
に
つ
な
ぎ
、
其
縄
を
す
こ
し
ゆ
る
め
て
、
器
に
食
物
を
も
り
、
其
犬

の
口
の
さ
き
の
既
に
と
ゞ
か
ん
と
す
る
処
に
置
き
て
、
う
へ
殺
し
に
し
て
、
其
霊
を
ま
つ
り
納
め
て
な
す
事
な
り
と
云
へ
り
。
も
ろ
こ
し
の
蠱
毒
の

類
な
り
。
し
か
し
な
が
ら
今
の
世
は
、
た
ま
�
�
犬
神
持
ち
た
る
人
も
、
い
か
に
し
て
か
此
神
の
こ
と
か
た
へ
も
行
か
む
事
を
願
へ
ば
、
ま
し
て
今

更
な
す
者
あ
る
べ
か
ら
ず
。
是
れ
名
字
を
も
知
ら
ず
、
無
仏
世
界
の
時
の
事
な
る
べ
し
。
猶
此
犬
神
王
城
の
人
に
つ
く
事
あ
ら
ず
と
云
へ
り
。

こ
こ
で
元
隣
は
犬
神
が
四
国
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
や
犬
神
の
起
こ
り
（
餓
え
殺
し
に
す
る
）、
他
人
に
犬
神
が
憑
く
契
機
や
憑
か
れ
た
人

の
あ
り
様
、
そ
の
落
し
方
や
犬
神
筋
の
婚
姻
に
お
け
る
不
利
ま
で
を
も
詳
細
に
、
伝�

聞�

と�

し�

て�

語
る
。
さ
ら
に
は
犬
神
に
た
い
す
る
分
析

と
し
て
、
犬
神
を
「
も
ろ
こ
し
の
蠱
毒
の
類
」
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
蠱
毒
と
は
虫
を
用
い
た
呪
術
を
指
し
、『
本
草
綱
目
』（
巻
四
十

二

蟲
之
四
「
蠱
蟲
」）
に
は
「
以
百
蟲
置
皿
中
、
俾
相
啖
食
、
取
其
存
者
、
為
蠱
」
と
そ
の
由
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
病
名
彙
解
』
は

さ
ら
に
そ
れ
を
人
の
飲
食
に
ま
ぎ
れ
さ
せ
飲
ま
せ
れ
ば
、
相
手
が
死
亡
す
る
と
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
犬
神
と
の
共
通
点
は
残
酷
な

殺
し
方
を
す
る
こ
と
で
動
物
を
呪
物
に
変
え
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
こ
の
怪
異
に
対
す
る
分
析
と
し
て
、
元
隣

は
「
王
城
の
人
に
つ
く
事
あ
ら
ず
」
と
い
う
結
論
を
与
え
て
い
る
。
一
見
論
理
性
に
乏
し
く
思
え
る
こ
の
評
判
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の

論
理
が
、
元
隣
に
独
自
の
論
理
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
今
少
し
考
察
を
加
え
た
い
。
ま
た
こ
の
元
隣
の
発
言
は
全
体
に
伝
聞
の
形
を
以
て

語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
怪
談
の
常
と
は
い
い
な
が
ら
、
で
は
一
体
こ
の
話
を
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
入
手
し
た
の
か
。

『
百
物
語
評
判
』
の
他
に
も
、
犬
神
に
つ
い
て
載
せ
る
書
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
と
の
比
較
の
か
ら
、
右
の
問
題
を
考
察
し

て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
元
隣
と
同
じ
く
医
師
で
あ
っ
た
黒
川
道
佑
に
よ
る
随
筆
『
遠
碧
軒
記
』【
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
】
を
挙
げ
る
。

同
書
は
犬
神
に
つ
い
て
、『
百
物
語
評
判
』
に
よ
く
似
た
次
の
よ
う
な
見
解
を
載
せ
る
。
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田
舎
に
あ
る
犬
神
と
云
事
は
、
其
人
先
代
に
犬
を
生
な
が
ら
土
中
に
埋
て
咒
を
誦
し
て
を
け
ば
、
其
人
子
孫
ま
で
人
を
に
く
き
と
思
ふ
と
そ
の
犬

の
念
そ
の
人
に
つ
き
煩
ふ
な
り
。
そ
れ
を
し
り
て
わ
び
言
を
し
て
犬
を
祭
れ
ば
忽
癒
。
く
ち
な
は
も
右
の
ご
と
く
に
す
、
そ
れ
は
と
う
し
ん
と
い

ふ
。
田
舎
西
国
辺
に
て
は
今
に
も
あ
る
事
な
り
。

（
下
之
二
）

元
隣
の
言
う
「
犬
を
餓
え
殺
し
に
す
る
」
と
い
う
過
程
は
こ
こ
に
は
述
べ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
末
文
の
「
田
舎
西
国
に
て
は
」
今
も
あ
る

こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
結
び
は
、『
百
物
語
評
判
』
の
「
犬
神
王
城
の
人
に
つ
く
こ
と
あ
ら
ず
」
の
主
張
と
一
致
し
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
ま
た
同
じ
く
医
師
の
手
に
よ
る
医
療
随
筆
『
杏
林
内
省
録
』【
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
成
立
】
巻
之
六
は
、
元
隣
の
評
判
に

ほ
ぼ
等
し
い
犬
神
の
知
識
を
披
露
す
る
。

土
州
有
犬
蠱
、
雲
州
有
狐
蠱
、
皆
甚
害
人
、
犬
蠱
者
、
厥
初
有
人
、
繋
犬
而
不
与
食
、
候
其
飢
極
、
設
飯
及
魚
肉
於
前
、
犬
見
之
急
延
頸
、
将
就

之
而
不
及
也
、
於
是
人
抽
刀
到
之
、
取
其
首
而
祠
之
、
以
為
犬
蠱
、
遂
歳
時
祭
之
行
犬
蠱
者
、
若
有
怨
於
人
、
及
見
人
家
所
有
貨
財
、
而
心
僅
欲

之
、
其
人
即
病
、
医
薬
不
効
、
病
家
必
尋
其
蠱
主
、
就
而
謝
罪
、
及
問
其
所
欲
、
而
与
之
則
已
、
…
…
（
中
略
）
…
…
伝
聞
犬
蠱
ノ
所
為
モ
、
皇
都

ヲ
去
ル
事
三
十
里
ノ
外
ナ
ラ
デ
ハ
不
能
魅
ナ
リ
。

犬
を
餓
え
さ
せ
て
殺
す
と
云
う
犬
神
の
起
こ
り
や
、
ま
た
祟
り
に
あ
っ
た
際
の
対
応
の
仕
方
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
元
隣
の
説
に
そ
の
ま
ま

だ
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
「
皇
都
ヲ
去
ル
事
三
十
里
ノ
外
ナ
ラ
デ
ハ
不
能
魅
ナ
リ
」
は
当
然
、
元
隣
の
い
う
「
犬
神
王
城
の
人
に
つ
く

こ
と
あ
ら
ず
」
と
同
義
で
あ
る
。
ま
た
重
ね
て
言
え
ば
、
こ
の
『
杏
林
内
省
録
』
が
「
医
師
に
向
け
て
」
書
か
れ
た
随
筆
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
書
は
、
岡
山
の
藩
医
緒
方
維
勝
が
藩
医
・
町
医
・
里
医
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
心
得
を
記
し
た
医
療
随
筆
で

あ
る
が
、
里
医
に
対
し
て
の
内
容
は
、
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村
里
ニ
住
ス
ル
医
ハ
万
端
愚
民
ヲ
指
導
シ
テ
広
ク
薬
ヲ
鬻
ノ
術
ヲ
紀
シ
、
夜
盗
妖
巫
ノ
輩
ニ
遇
タ
ル
時
ノ
処
置
及
狐
狸
鬼
魅
犬
蠱
等
ニ
憑
レ
タ
ル

病
人
ノ
治
法
ヲ
挙
グ
。

と
本
人
が
そ
の
首
で
記
し
て
お
り
、
こ
れ
は
つ
ま
り
「
狐
狸
鬼
魅
犬
蠱
」
ま
で
も
が
医
療
の
領
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
犬
神

に
憑
か
れ
た
人
間
が
体
の
不
調
を
き
た
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
維
勝
が
こ
れ
ら
の
話
題
を

提
示
す
る
の
は
「
里
医
」
に
向
け
て
の
部
だ
け
で
あ
り
、
藩
医
、
町
医
に
対
し
て
は
右
記
の
話
題
は
示
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
「
狐
狸
鬼
魅

犬
蠱
」
へ
の
対
応
が
必
要
と
さ
れ
た
の
が
僻
地
に
住
む
「
里
医
」
だ
け
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
隣
の
言
う
「
犬
神

王
城
の
人
に
つ
く
こ
と
あ
ら
ず
」
と
同
様
の
考
え
に
基
づ
く
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
加
え
て
、「
犬
蠱�

」
と
い
う
表
現
も
、
元

隣
の
犬
神
を
「
も
ろ
こ
し
の
蠱
毒
の
類
な
り
」
と
す
る
見
解
を
と
意
を
一
に
す
る
こ
と
の
表
れ
か
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
例
は
他
に
も
散

見
で
き
る
。
前
述
の
『
病
名
彙
解
』
巻
五
「
蠱
毒
」
で
は
、
蠱
毒
数
種
の
説
明
を
引
用
し
た
後
に
「
按
ニ
日
本
四
国
ニ
犬
神
ト
称
ス
ル
類

カ
」
と
の
割
註
が
見
ら
れ
る
。『
牛
山
活
套
』
巻
之
中
「
邪
祟
」
に
も
「
犬
神
ト
云
ハ
犬
ヲ
殺
シ
テ
邪
ヲ
コ
シ
ラ
ヘ
タ
ル
ヲ
云
。
唐
土
ノ

蠱
毒
ノ
類
ノ
如
キ
者
カ
」
と
の
一
文
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
隣
の
評
判
も
ま
た
、
こ
れ
ら
医

師
の
間
で
語
ら
れ
る
「
犬
神
」
の
通
説
を
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
想
像
す
る

な
ら
ば
、
元
隣
の
語
る
「
犬
神
」
の
怪
異
譚
そ
の
も
の
の
出
所
も
ま
た
、
医
師
の
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
想
像
の
一
助
と
し
て
、
中
山
三
柳
の
『
醍
醐
随
筆
』
を
挙
げ
た
い
。
同
書
に
は
、
同
じ
く
犬
神
を
話
題
に
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

四
国
あ
た
り
に
犬
神
と
い
ふ
事
有
。
犬
神
を
も
ち
た
る
人
た
れ
に
て
も
に
く
し
と
思
へ
ば
、
件
の
犬
神
た
ち
ま
ち
つ
き
て
心
身
悩
乱
し
て
病
を
う
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け
、
も
し
は
死
す
る
と
云
ふ
。
い
か
な
る
道
理
と
思
へ
ば
、
ま
づ
其
国
の
人
、
犬
神
と
い
ふ
事
を
つ
ね
に
聞
な
れ
て
お
そ
ろ
し
く
思
ふ
故
、
外
感
風

邪
山
嵐
瘴
気
の
病
の
熱
は
な
は
だ
し
く
、
身
心
く
る
し
き
時
は
例
の
犬
神
よ
と
、
病
人
も
病
家
も
お
も
ふ
故
に
犬
神
の
事
の
み
口
は
し
り
の
ゝ
し
る

を
、
さ
れ
ば
こ
そ
と
さ
は
ぎ
物
し
て
、
山
ぶ
し
や
う
の
も
の
数
々
む
か
へ
て
い
の
り
聞
ふ
れ
ば
、
あ
ら
ぬ
事
の
み
い
ひ
こ
し
ら
へ
て
、
さ
せ
る
事
な

き
病
者
も
死
す
る
人
お
ほ
し
と
彼
国
に
す
み
け
る
、
く
す
し
の
か
た
り
け
る
は
、
む
べ
も
有
な
ん
と
お
ぼ
ふ
。
中
国
西
国
の
あ
た
り
に
蛇
神
を
も
ち

て
、
人
に
つ
け
な
や
ま
す
と
や
ら
ん
、
又
犬
神
と
お
な
じ
か
る
べ
し
。

『
醍
醐
随
筆
』（
下
巻
）

こ
こ
で
三
柳
の
語
る
「
犬
神
」
は
元
隣
の
語
る
も
の
と
は
若
干
の
隔
た
り
が
あ
る
。
元
隣
が
例
に
拠
っ
て
犬
神
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る

の
に
対
し
、
三
柳
は
「
犬
神
」
を
信
じ
る
共
同
体
に
そ
の
原
因
を
求
め
、
怪
異
と
し
て
の
「
犬
神
」
を
否
定
し
て
い
る
。
元
隣
の
評
判
と

比
す
れ
ば
よ
ほ
ど
科
学
的
な
分
析
で
は
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
評
言
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
傍
線
の
一
文
に
注
目
し
た
い
。
線
で
示
し

た
通
り
、
三
柳
は
こ
の
話
の
出
所
を
「
彼
国
に
す
み
け
る
、
く
す
し
の
か
た
り
け
る
」
と
明
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
地
方
の
怪
異
譚
の

伝
達
に
あ
た
っ
て
、
く
す
し
、
医
師
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
元
隣
の
「
咄
」
の
出
所
も
、

こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
な
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

元
隣
が
近
世
初
期
の
名
医
、
岡
本
玄
冶
の
孫
弟
子
で
あ
り
、
曲
直
瀬
道
三
の
流
れ
を
受
け
た
道
三
流
の
医
を
学
ん
だ
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
が
、
こ
の
中
山
三
柳
も
ま
た
、
道
三
流
の
医
師
で
あ
っ
た
。
三
柳
の
師
は
前
述
の
曲
直
瀬
玄
朔
の
高
弟
長
沢
道
寿
で
あ
り
、
つ
ま
り

三
柳
は
元
隣
と
同
じ
く
曲
直
瀬
玄
朔
の
孫
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
間
接
的
に
で
は
あ
れ
、
両
者
が
知
識
を
共
有
で
き
る
立
場
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

犬
神
に
つ
い
て
載
せ
る
書
は
そ
も
そ
も
そ
う
多
く
は
な
い
。
そ
の
寡
少
な
う
ち
の
大
部
分
が
医
師
の
手
に
よ
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と

は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
を
「
蠱
毒
」
の
類
で
あ
る
と
し
、
ま
た
都
の
人
間
に
は
憑
か
な
い
、
と
す
る
二
つ
の
分
析
が

い
ず
れ
も
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
犬
神
の
怪
異
が
伝
播
す
る
上
で
、
医
者
の
役
割
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
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る
。
百
物
語
の
場
に
お
い
て
、「
犬
神
」
の
怪
異
を
、
元
隣
自
ら
が
語
り
出
し
た
こ
と
も
こ
の
点
か
ら
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
源
を
「
医
の
場
」
に
求
め
ら
れ
る
話
は
他
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
誌
面
の
都
合
上
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
巻
二
「
幽
霊
の
事
付
姑

獲
鳥
の
事
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
姑
獲
鳥
、
巻
一
「
絶
岸
和
尚
肥
後
に
て
轆
轤
首
見
給
ひ
し
事
」
で
語
ら
れ
る
飛
頭
蛮
、
巻
四
「
痘
の
神

疫
病
の
神
付
�
�
乙
の
字
の
事
」
に
登
場
す
る
「
�
�
乙
」
の
説
話
が
、
い
ず
れ
も
医
学
書
の
中
に
見
ら
れ
る
話
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
と
思
う
⑽
。

同
じ
話
題
が
、
同
じ
解
釈
、
分
析
、
位
置
づ
け
で
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
源
が
一
致
し
て
い
る

か
、
も
し
く
は
同
一
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
話
の
題
材
を
得
る
に
あ
た
っ
て
も
、
医
師
と
し
て
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
も
し
く
は
医
学
を
学
ぶ
場
に
お
い
て
の
経
験
が
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
こ
で
は
怪
異
譚
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
に
た
い
す
る
科
学
的
な
分
析
も
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
い
わ
ば
、
怪
異
を
説
く

上
で
「
定
型
」
を
用
い
る
元
隣
の
姿
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

仮
名
草
子
が
し
ば
し
ば
医
学
を
素
材
と
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
花
田
富
二
夫
氏
は
、
仮
名
草
子
と
医
学
の
接
点
と
し
て
、
医

学
の
伝
統
的
継
承
の
場
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑾
。
元
隣
に
と
っ
て
の
「
場
」
が
、
春
庵
と
の
医
学
修
行
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き

る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
振
り
返
り
た
い
。
ま
ず
一
章
で
確
認
し
た
通
り
、『
百
物
語
評
判
』
に
は
病
に
つ
い
て
触
れ
た
話
が
数
章
あ
る
。

そ
の
中
で
元
隣
は
自
ら
の
医
学
的
知
識
を
披
露
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
は
ど
れ
も
後
世
派
の
医
論
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。『
宝
蔵
』

の
後
序
に
見
ら
れ
る
通
り
、
元
隣
が
曲
直
瀬
道
三
の
門
下
に
属
す
る
後
世
派
の
医
学
を
学
ん
だ
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学

一
九



た
。
二
章
で
は
、
病
以
外
の
怪
異
に
対
す
る
評
判
、
主
に
狐
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
も
元
隣
が
「
評
判
」
に
医
学
の
論
理
を
援
用

し
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
た
。
三
章
で
は
、『
百
物
語
評
判
』
と
、
医
書
や
同
じ
く
医
師
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
随
筆
数
書
と
の
比
較
を
行

っ
た
。
結
果
、
両
者
の
間
に
は
取
り
上
げ
る
話
柄
や
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
の
一
致
が
多
く
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
話
題
の
提
示
と
そ
の
分

析
が
、
一
つ
の
定
型
と
な
っ
て
医
師
の
間
で
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
元
隣
の
評
判
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
医
師
に

拠
る
怪
異
分
析
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

右
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
医
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
摂
取
し
た
元
隣
の
評
判
は
、
独
自
性
と
い
う
点
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
評
価

を
与
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
百
物
語
評
判
』
に
特
筆
す
る
べ
き
点
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
一
部
の
識
者
の
間
の

み
で
共
有
さ
れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
知
識
を
、
一
般
に
分
か
り
や
す
い
娯
楽
的
な
読
み
物
に
し
た
点
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。『
百
物
語
評

判
』
が
怪
異
小
説
集
で
あ
る
と
同
時
に
、
啓
蒙
書
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
医
学
知
識
の
点
に
お
い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
医
師
と
し
て
の
元
隣
の
経
験
と
学
識
で
あ
っ
た
。
医
学
が
『
百
物
語
評
判
』
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
大
き
い
も
の

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
本
稿
の
結
論
と
し
た
い
。

※
な
お
、『
授
蒙
聖
功
方
』『
延
寿
院
切
紙
』『
増
補
師
語
録
』
の
三
書
は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
和
本
を
翻
刻
の
上
引
用
し
た
。
掲
載
を

許
可
し
て
下
さ
っ
た
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註
⑴

榎
坂
浩
尚
「
山
岡
元
隣
│
季
吟
と
の
関
係
を
中
心
に
│
」『
北
村
季
吟
論
考
』（
新
典
社

一
九
九
六
・
一
）

⑵

真
柳
誠
「
江
戸
期
渡
来
の
中
国
医
書
と
そ
の
和
刻
」『
歴
史
の
中
の
病
と
医
学
』（
思
文
閣
出
版

一
九
九
七
・
三
）
に
拠
る
。

⑶

酒
井
シ
ヅ
『
日
本
の
医
療
史
』（
東
京
書
籍
株
式
会
社
・
一
九
八
二
・
九
）
第
一
章
「
近
世
の
医
療
」
に
拠
る
。

⑷

板
谷
麗
子
・
亀
谷
京
子
・
江
原
絢
子
「
和
歌
食
物
本
草
に
つ
い
て

翻
刻
と
校
異
」『
東
京
家
政
学
院
大
学
紀
要

一
四
』

⑸

萩
田
守
編
『
図
説
東
洋
医
学

用
語
編
』（
学
習
研
究
社

一
九
八
八
・
一
〇
）

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学

二
〇



⑹

安
西
安
周
『
日
本
儒
医
研
究
』
第
三
章
「
蘆
川
桂
州
」（
龍
吟
社

一
九
四
三
・
五
）

⑺

富
士
川
游
『
日
本
医
学
史
』
第
八
章
「
江
戸
時
代
ノ
医
学
・
初
世

医
師
」（
日
新
書
院

一
九
四
一
・
四
）

⑻

⑸
に
同
じ
。

⑼

丸
山
敏
秋
「〈
内
経
医
学
〉
の
大
要
」『
黄
帝
内
経
と
中
国
古
代
医
学
│
そ
の
形
成
と
思
想
的
背
景
お
よ
び
特
質
』
第
四
章
（
一
九
八
八
・
二

東
京
美
術
）

⑽
『
病
原
候
論
』
巻
四
十
八
「
無
辜
病
候
」、『
備
急
千
金
要
方
』
巻
十
一
「
少
小
嬰
孺
方
」
に
は
、
い
ず
れ
も
「
姑
獲
」
及
び
「
無
辜
」（
姑
獲
の

別
名
）
が
子
供
の
「
癇
」
を
引
き
起
こ
す
鳥
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
内
容
は
元
隣
の
評
判
に
近
い
。
ま
た
『
病
名
彙
解
』
巻
七

に
は
、「
飛
頭
蛮
」
と
い
う
名
で
、
轆
轤
首
の
症
状
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
飛
頭
蛮
の
解
説
と
し
て
様
々
な
中
国
の
文
献
か
ら
の
引
用

を
載
せ
る
が
、
そ
の
中
の
多
く
が
、
元
隣
の
評
判
中
に
用
い
ら
れ
る
引
き
書
と
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
病
名
彙
解
』
巻
七
「
疫
癘
」
で

は
、
疫
病
避
け
の
札
「
�
�
乙
」
の
由
来
と
し
て
、
元
隣
が
評
判
中
で
紹
介
す
る
の
と
同
じ
説
話
を
掲
載
し
て
い
る
。

⑾

花
田
富
二
夫
「
仮
名
草
子
と
医
学
と
の
接
点
│
そ
の
「
場
」
を
中
心
に
」『
文
学
』
八
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
・
五
）

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】

『
百
物
語
評
判
』
太
刀
川
清
校
訂
『
叢
書
江
戸
文
庫

続
百
物
語
怪
談
集
成
』（
国
書
刊
行
会

一
九
九
三
年
）

『
宝
蔵
』
山
岡
元
隣
著
『
寶
蔵
』（
明
治
書
院
・
一
九
三
二
年
）

『
万
病
回
春
』『
和
刻
漢
籍
医
書
集
成

第
十
一
輯

万
病
回
春
』（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
医
史
文
献
研
究
室
編
、
エ
ン
タ
プ
ラ

イ
ズ
・
一
九
九
一
）

『
竹
斎
』
守
随
憲
治
校
訂
『
竹
斎
』
岩
波
書
店
・
一
九
八
八
年
）

『
授
蒙
聖
功
方
』
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
富
士
川
文
庫

『
類
経
』『
四
庫
全
書

七
七
六
冊
』
臺
灣
商
務
印
書
館

『
病
名
彙
解
』
大
塚
敬
、
矢
数
道
明
任
編
集
『
近
世
漢
方
医
学
書
集
成

六
』（
名
著
出
版
・
一
九
八
二
）

『
黄
帝
内
経
素
問
』『
四
庫
全
書

七
三
三
冊
』
臺
灣
商
務
印
書
館

『
延
寿
院
切
紙
』
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
富
士
川
文
庫

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学

二
一



『
増
補
師
語
録
』
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
富
士
川
文
庫

『
杏
林
内
省
録
』
森
銑
三
監
修
『
続
日
本
随
筆
大
成
第
十
巻
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
〇
・
十
二
）

『
遠
碧
軒
記
』
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
隨
筆
大
成

巻
五
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
二
七
・
八
）

『
醍
醐
随
筆
』
森
銑
三
監
修
『
続
日
本
随
筆
大
成
第
十
巻
』（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
〇
・
十
二
）

『
医
学
正
伝
』
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
医
史
文
献
研
究
室
編
『
和
刻
漢
籍
医
書
集
成

第
八
輯

医
学
正
伝
』（
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ

・
一
九
九
〇
）

『
牛
山
活
套
』
大
塚
敬
節
、
矢
数
道
明
編
『
近
世
漢
方
医
書
集
成
六
一

香
月
牛
山
』（
名
著
出
版
・
一
九
八
〇
・
一
〇
）

『
養
生
訓
』
石
川
謙
校
訂
『
養
生
訓
・
和
俗
童
子
訓
』（
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
３２
・
岩
波
書
店
・
一
九
九
一
・
六
）

（
て
ら

け
い
こ
・
関
西
学
院
大
学
文
学
研
究
科
研
究
員
）

『
百
物
語
評
判
』
と
医
学

二
二


