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竹
阪
物
語
を
み
る
と
、
か
ぐ
や
姫
を
め
ぐ
る
五
人
の
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
説

話
の
箇
所
は
、
柳
田
国
男
氏
が
「
竹
取
物
語
の
文
芸
と
し
て
の
目
途
」
「
作
者

そ
の
人
の
働
き
」
（
竹
取
翁
一
‐
昔
話
‐
一
一
文
学
」
）
の
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
、
い
わ
ば
こ
の
物
語
の
展
開
部
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
五
つ
の
求
婚
説
話
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
、
一
首
の

、
、

歌
と
地
口
と
も
い
え
る
お
ち
の
あ
る
酒
落
と
も
い
う
べ
き
、
一
一
一
一
口
語
遊
戯
に
よ
る

ま
じ
め
に

こ
の
稲
で
は
竹
坂
物
語
に
お
け
る
笑
い
と
調
刺
の
側
面
か
ら
、
こ
の
物
語
が

い
か
な
る
動
機
を
も
っ
て
創
作
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
究
明
し
て
み
た
い
と
思

尹（ノ。笑
い
は
人
間
だ
け
に
み
る
特
殊
な
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
し
ば
し
ば

問
題
に
さ
れ
て
き
た
こ
の
物
語
の
笑
い
の
う
ち
に
、
物
語
作
者
の
心
の
影
像
を

追
求
し
、
あ
わ
せ
て
同
時
代
の
文
学
と
さ
れ
て
い
る
伊
勢
物
語
の
そ
れ
と
比
較

し
、
こ
の
二
つ
の
物
語
文
学
を
律
令
貴
族
終
焉
の
文
学
と
し
て
と
ら
え
て
み
た

の
で
あ
わ
。

竹
取
物
語
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笑
い
と
調
刺
を
手
が
か
り
に
Ｉ

lliIお
か
し
み
を
も
つ
こ
と
ば
で
し
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

次
に
そ
の
箇
所
を
あ
げ
て
み
る
と

一
、
（
「
仏
の
御
石
の
鉢
」
１
石
作
の
皇
子
）

、
、

か
の
鉢
を
捨
て
て
、
ま
た
い
ひ
け
る
よ
り
ぞ
、
お
も
な
き
ァ
」
と
を
ば
、
は
ぢ

、
、
、

を
拾
つ
と
は
い
ひ
け
る
。

一
、
（
「
蓬
莱
の
玉
の
え
だ
」
Ｉ
車
持
の
皇
子
）

皇
子
の
、
御
供
に
か
く
し
給
は
む
と
て
、
年
ご
ろ
見
え
給
は
ざ
り
け
る
な
り
。

こ
れ
を
な
む
渓
卦
ざ
が
か
と
は
い
ひ
は
じ
め
け
る
。
＊
（
古
本
「
玉
さ
か
な

る
」
）

一
、
（
「
火
鼠
の
喪
」
Ｉ
右
大
臣
あ
く
の
む
ら
じ
」

あ
る
人
の
い
は
く
、
「
皮
は
火
に
く
く
て
焼
き
た
り
し
か
ば
、
め
ら
１
１
と

焼
け
に
し
か
ぱ
、
か
ぐ
や
姫
あ
ひ
給
は
ず
。
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
れ
を
聞
き

、
、
、
、

て
ぞ
、
と
げ
な
き
も
の
（
古
本
「
事
」
）
を
ぱ
、
あ
へ
な
し
と
い
ひ
け
る
。

｜
、
（
「
竜
の
首
の
珠
」
ｌ
大
伴
の
み
ゆ
き
の
大
納
一
一
一
一
巳

、
、
、

「
あ
な
た
へ
が
た
」
と
い
ひ
け
る
よ
り
ぞ
、
世
に
あ
は
い
事
を
ぱ
、
あ
な
堪

、
、
、

へ
が
た
と
は
い
ひ
始
め
け
る
。
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ま
た
、
こ
の
よ
う
な
表
現
法
が
、
前
代
文
芸
か
ら
の
継
承
で
あ
り
、
古
事
記

や
常
陸
国
風
土
記
に
も
み
え
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
古
代
前
期
以
来
な

さ
れ
て
き
た
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
の
一
つ
の
語
り
方
と
し
て
承
け
つ
い
で
き
た
も

の
で
あ
っ
た
。
（
三
谷
栄
一
「
諺
物
語
と
歌
物
語
」
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
第
五

巻
所
収
）

一一

竹
坂
の
「
燕
の
子
安
貝
」
の
末
尾
の
諺
に
つ
い
て
塚
崎
進
氏
は
、
「
違
う
諺

を
よ
そ
か
ら
も
っ
て
き
て
無
理
に
く
っ
つ
け
て
、
そ
の
つ
け
方
の
機
智
を
よ
ろ

こ
ん
で
笑
う
こ
と
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
と
見
る
。
」
（
「
笑
い
の
誕
生
」
）
と
い

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
諺
の
「
つ
け
方
の
機
智

を
よ
る
こ
」
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
文
献
的
に
ま
た
民
俗
学
的
に
こ

の
諺
に
つ
い
て
追
求
す
る
こ
と
は
、
竹
坂
の
継
承
し
た
前
代
文
芸
と
の
関
係
な

ど
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
文
学
作
品
と
し

て
の
竹
坂
の
本
質
に
せ
ま
る
追
求
は
不
可
能
で
あ
る
。
私
は
そ
こ
で
、
そ
の
限

界
を
脱
け
で
る
た
め
の
一
つ
の
狭
い
通
路
を
、
こ
の
諺
の
「
つ
け
方
の
機
智
を

よ
る
こ
」
ぶ
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
て
、
そ
こ
か
ら
脱
出
を
は
か
ろ
う
と
思
う

の
で
あ
る
。

機
智
に
つ
い
て
フ
ロ
イ
ト
に
い
わ
せ
る
と
、
機
智
は
何
ら
か
の
欲
求
不
満
の

解
消
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
み
て
い
る
。
つ
ま
り
他
者
に
対
す
る
敵

意
や
攻
撃
性
を
抑
制
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
節
約
に
な
る
も
の
、
そ
う
い
う
機
能

を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
く

｜
、
（
「
燕
の
子
安
貝
」
Ｉ
中
納
言
い
そ
の
か
み
の
ま
ろ
た
り
）

器
、
、
、
、

そ
れ
よ
り
な
む
、
少
し
う
れ
し
き
こ
と
を
ぱ
、
か
ひ
あ
る
と
は
い
ひ
け
る
。

器
（
諸
本
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か
ひ
あ
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」
）
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だ
が
、
竹
坂
の
こ
の
箇
所
に
は
、
そ
う
か
ん
た
ん
に
考
え
ら
れ
な
い
も
の
が

ひ
そ
ん
で
い
る
。

五
人
の
貴
公
子
の
求
婚
説
話
の
う
ち
、
大
伴
の
み
ゆ
き
の
大
納
言
の
「
竜
の

首
の
珠
」
と
中
納
言
い
そ
の
か
み
ま
ろ
た
り
の
「
燕
の
子
安
貝
」
の
一
一
つ
の
説

話
を
の
ぞ
い
た
ほ
か
、
つ
ま
り
は
じ
め
の
三
つ
の
説
話
は
、
徹
底
的
に
「
お
も

な
き
こ
と
を
ぱ
、
は
ぢ
を
捨
つ
と
は
い
ひ
け
る
」
と
か
、
「
た
ま
さ
か
な
る
」

と
か
、
「
あ
へ
な
し
」
と
き
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
説
話
は
、
あ

き
ら
か
に
恥
を
恥
と
も
思
わ
ぬ
厚
顔
な
奴
（
石
作
の
皇
子
）
、
魂
の
藻
抜
け
に
な

っ
た
大
馬
鹿
者
（
車
持
の
皇
子
）
、
世
間
知
ら
ず
の
間
ぬ
け
な
は
り
あ
い
の
な
い

奴
（
右
大
臣
阿
部
の
み
む
ら
じ
）
と
、
は
っ
き
り
と
き
め
つ
け
て
烙
印
を
押

し
、
完
膚
な
き
ま
で
に
た
た
き
の
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
に

み
ら
れ
る
傾
向
は
、
あ
き
ら
か
に
先
の
フ
ロ
イ
ト
の
説
を
逸
脱
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
も
は
や
そ
こ
に
は
、
他
者
に
対
す
る
敵
意
や
攻
撃
性
を
抑
制
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
節
約
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
抑
制
を
払
い
の
け
、
そ
れ
を
つ
き
ぬ
け
て
、

そ
の
対
象
で
あ
る
主
人
公
の
貴
公
子
た
ち
に
と
ど
め
を
さ
し
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
社
会
的
に
自
己
の
敵
意
や
攻
撃
性
を
抑
制
し
、
自
ら
を
防
衛
し
よ
う
と

い
う
ベ
ー
ル
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
作
者
の
む
き
だ
し
に
さ
れ
た
意
図
が
、
鋭

く
つ
き
さ
さ
っ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
ま
た
、
裏

返
し
て
み
れ
ば
、
当
時
の
社
会
的
状
況
が
、
こ
の
物
語
の
作
者
に
と
っ
て
多
く

の
満
た
さ
れ
な
い
欲
求
不
満
の
み
な
ぎ
り
で
あ
り
、
敵
対
的
な
諸
条
件
に
み
ち

み
ち
て
い
た
証
左
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一一一

さ
て
竹
取
に
お
け
る
機
智
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
説
を
つ
き
ぬ
け
て
、
す
で
に
調

刺
へ
移
行
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は

も
う
調
刺
を
表
出
す
る
た
め
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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か
ぐ
や
姫
を
め
ぐ
る
こ
の
五
人
の
貴
公
子
は
、
い
ず
れ
も
名
門
の
上
級
貴
族

で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
読
者
層
は
、
下
級
の
貴
族
や
そ
の
子
女
で
あ
る
。
彼
ら

が
こ
の
物
語
を
読
む
と
き
に
、
富
貴
に
め
ぐ
ま
れ
、
わ
が
あ
の
顔
を
し
て
世
に

位
し
て
い
る
人
々
に
対
す
る
劣
等
感
を
、
日
常
の
社
会
的
生
活
の
う
ち
で
い
や

と
い
う
ほ
ど
あ
じ
わ
わ
さ
れ
て
い
る
彼
ら
自
身
、
地
位
も
あ
り
富
も
あ
る
貴
公

子
が
、
実
は
好
色
。
打
算
・
詐
術
。
無
恥
。
無
能
。
無
気
力
・
俗
悪
・
陰
険
な

人
間
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
、
姫
に
よ
っ
て
曇
寵
さ
れ
、
蹉
跣
と
落
胆
に
お
わ
る

そ
の
み
じ
め
な
姿
を
見
る
と
き
に
、
つ
れ
日
ご
ろ
心
に
重
く
つ
き
ま
わ
っ
て
い

た
そ
の
劣
等
感
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
に
わ
か
に
そ
れ
ら
の
貴
公
子
に
対
す
る
優

越
感
を
湧
き
お
こ
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
笑
い
が
生
ず
る
の
で
あ

る
。
作
者
は
こ
の
読
者
の
笑
い
を
予
期
し
、
十
分
に
計
算
し
て
書
い
て
い
る
。

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
「
笑
い
に
つ
い
て
ｌ
困
難
な
る
問
題
に
関
す
る
哲
学
的

な
考
察
ｌ
」
の
う
ち
で
ホ
ッ
ブ
ス
の
「
人
性
論
」
か
ら
引
用
し
な
が
ら
、

笑
い
と
い
う
「
肺
と
顔
面
筋
肉
の
こ
の
痙
鍵
は
、
『
他
人
に
た
い
し
て
わ
れ
わ

れ
の
優
越
を
忽
如
と
し
て
、
し
か
も
き
わ
め
て
明
瞭
に
見
た
』
結
果
生
ず
る
も

の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
竹
坂

の
作
者
と
読
者
の
笑
い
ば
、
マ
ル
セ
ル
。
．
ハ
ニ
ョ
ル
が
笑
い
に
つ
い
て
く
だ
し

て
い
る
五
つ
の
定
義
の
う
ち
の
第
四
番
目
に
い
わ
れ
て
い
る
、
「
私
は
お
前
よ

り
劣
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
笑
う
。
私
は
自
分
の
優
越
性
か
ら
笑
う
の
で
な
く
、

お
前
の
劣
等
性
を
笑
う
の
だ
。
」
と
い
う
「
消
極
的
笑
い
」
に
属
し
て
い
る
。
だ

か
ら
そ
の
笑
い
ば
、
｜
「
軽
蔑
の
笑
、
」
で
あ
り
、
「
復
讐
の
笑
い
」
で
あ
り
、

一
‐
仇
討
ち
の
笑
い
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
、
仕
返
し
の
笑
い
」
（
「
笑
い
』
」

つ
い
て
」
鈴
木
力
衛
訳
）
な
の
で
あ
る
。

竹
取
の
五
人
の
貴
公
子
は
、
奈
良
朝
聖
武
期
の
実
在
の
モ
デ
ル
と
お
ぼ
し
き

人
物
名
を
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
推
測
さ
れ
て
き
た
。
た
と

鈴

え
ば
、
石
作
の
皇
子
は
丹
比
真
人
島
、
車
持
の
皇
子
は
藤
原
不
比
等
、
右
大
臣

阿
倍
の
み
む
ら
じ
は
阿
倍
の
御
主
人
、
大
納
言
大
伴
の
御
行
は
実
名
、
中
納
一
一
一
一
口

石
上
の
麻
呂
も
実
名
等
々
を
考
え
る
と
き
に
、
ま
た
後
の
一
一
一
人
な
ど
は
、
い
ず

れ
も
壬
申
の
乱
の
功
臣
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
思
う
と
、
身
分
と
い
い
、
ま
た

歴
史
的
に
も
由
緒
あ
る
人
物
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
し
て
読
者
に
優
越
感
を
い
だ

か
せ
る
と
い
う
の
は
、
作
者
も
な
か
な
か
の
曲
者
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
も
っ
と
悪
辣
に
書
か
れ
て
い
る
車
持
の
皇
子
が
、
藤
原
不
比
等

で
あ
る
と
さ
れ
る
理
由
は
、
母
が
車
持
氏
の
出
で
、
天
智
天
皇
に
仕
え
て
身
ご

も
ら
れ
た
ま
ま
、
藤
原
の
鎌
足
に
賜
っ
て
産
れ
た
の
が
不
比
等
で
あ
っ
た
。
当

時
は
皇
子
は
母
方
で
養
わ
れ
る
慣
例
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
不
比
等
を
車
持

皇
子
と
い
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
三
谷
氏
は
、
車

持
の
皇
子
の
人
間
形
象
の
形
成
の
仕
方
に
つ
い
て
、
作
者
の
意
図
を
竹
坂
の
成

立
当
時
の
状
況
と
て
ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
、
「
こ
の
作
品
の
成
立
当
時
、
だ
ん

だ
ん
と
勢
力
を
振
っ
て
来
た
藤
原
氏
の
祖
と
も
い
う
べ
き
不
比
等
を
お
ぼ
め
か

し
た
と
目
さ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
後
に
訓
読
さ
れ
た
お
り
に
も
こ
と
さ
ら
と
注

意
し
た
ら
し
く
、
敬
語
の
使
用
が
こ
の
段
か
ら
俄
然
多
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
車

持
の
皇
子
は
、
石
作
の
皇
子
と
同
じ
よ
う
に
実
物
を
捜
し
求
め
よ
う
と
は
考
え

ず
、
謀
計
を
め
ぐ
ら
す
。
し
か
も
、
『
心
士
ば
か
り
あ
る
人
』
と
五
人
の
貴
公

子
の
う
ち
最
も
行
動
を
悪
く
、
さ
ら
に
詐
欺
に
長
じ
た
よ
う
に
、
し
か
も
悪
辣

に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
が
藤
原
氏
を
最
も
憎
ん
で
い
る
証
で
あ

る
。
」
と
い
い
、
特
に
「
良
房
・
基
経
父
子
は
な
か
な
か
策
謀
家
で
他
氏
を
追
い

落
し
、
し
か
も
基
経
は
再
三
上
奏
し
て
摂
政
を
辞
す
る
ほ
ど
一
応
あ
た
り
に
対

し
て
神
経
質
で
あ
る
。
車
持
の
皇
子
も
悪
辣
な
策
略
で
し
か
屯
姫
に
看
破
ら
れ

る
や
『
一
生
の
恥
こ
れ
に
過
ぐ
る
は
あ
ら
じ
…
：
天
の
下
の
人
の
見
お
も
は
む

こ
と
の
恥
か
し
き
こ
と
』
と
い
う
外
見
を
は
ば
か
る
気
持
が
よ
く
似
て
い
る
。

』
Ｉ

「
，
１
１
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｜
…
さ

ゲ
ー
」
Ｃ
－
ｄ
Ｄ
‐
。
‐

良
房
や
基
経
の
性
格
を
あ
わ
せ
て
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
わ

れ
る
。
」
（
以
上
前
掲
書
）
と
う
が
っ
た
推
測
を
く
だ
し
て
い
る
ｐ

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
当
時
に
あ
っ
て
こ
の
物
語
の
作
者
は
、
は
っ
き
り
と

真
正
面
か
ら
藤
原
の
良
房
や
基
経
を
直
接
に
攻
撃
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
伝
統
的
な
奇
伝
説
話
の
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
と
し
て
、

架
空
の
創
作
的
人
物
の
よ
う
に
み
せ
か
け
な
が
ら
、
そ
の
人
物
を
藤
原
氏
の
祖

不
比
等
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
当
時
の
人
々
に
は
そ
れ
と
な
く
良
房
や

基
経
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
、
十
分
な
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
竹
取
の
作
者
た
ち
は
、
な
か
な
か
の
迎
知
家
で
あ
る
こ
と

が
、
こ
の
物
語
の
各
所
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
註
１
）

こ
の
よ
う
に
作
者
は
、
読
者
と
と
も
に
権
力
の
座
に
あ
る
上
級
貴
族
た
ち
を

笑
い
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
日
ご
ろ
抑
圧
さ
れ
て
い
る
自
分
た
ち
の
劣
等
感

や
み
じ
め
さ
を
代
依
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
効
果
を
ま
ち
が
い
た

く
十
二
分
に
み
の
ら
せ
る
た
め
に
は
、
奈
良
時
代
の
実
在
人
物
に
こ
と
よ
せ
て
、

過
去
の
確
か
な
る
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
せ
か
け
な
が
ら
、
鋭
く
瓢
刺
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
調
刺
は
応
々
そ
の
直
接
の
対
象
の
影
に
、
真
の
対
象
を
秘

め
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
調
刺
の
対
象
で
あ
る
藤
原
氏
を
は
じ
め

と
す
る
上
級
貴
族
層
か
ら
の
直
接
的
な
仕
う
ち
に
対
し
て
、
身
を
か
わ
し
て
護

る
護
身
術
と
し
て
で
も
あ
っ
た
し
、
作
者
の
そ
の
対
象
に
対
す
る
敵
意
を
も
っ

て
い
る
証
拠
を
お
さ
え
ら
れ
な
い
た
め
の
自
己
防
衛
の
手
段
で
も
あ
っ
た
の
で

｝の｜一旬Ｃ

主
六
作
者
ば
、
一
火
鼠
の
姿
」
や
一
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
の
末
尾
で
、
民
衆
の

噂
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
、
主
人
公
た
ち
を
皮
肉
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
辛

辣
味
を
ま
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
社
会
的
良
識
を
盾
に
し
て
ほ
う
む
り

去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
求
婚
難
題
讃
と
い
う
伝
統
的
な
「
カ
タ
リ

●
白
■
Ｆ
『
■
‐
。
－
▲
■
）

‐
・
０
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１
．
１
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１
Ⅱ
１
１
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ゴ
ト
」
の
世
界
に
お
け
る
、
読
者
層
と
の
連
帯
感
に
強
く
支
え
ら
れ
た
も
の
を

背
景
と
し
て
、
鋭
く
認
刺
し
て
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

四

竹
取
に
お
け
る
笑
い
は
、
た
ん
に
機
智
に
よ
る
笑
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
物
語
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
笑
い
は
、
す
べ
て
調
刺
と
い
う
大
河
に

流
れ
そ
そ
い
で
い
る
か
ず
か
ず
の
支
流
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
竜
の
首
の
珠
」
に
お
け
る
大
伴
の
み
ゆ
き
は
、
実
名
そ
の
ま
ま
が
か
か
れ

て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
伴
氏
と
い
え
ば
武
門
の
名
家
で
あ
る
。
だ
か
ら

作
者
も
、
み
ゆ
き
に
つ
い
て
武
将
ら
し
く
そ
の
一
一
一
一
口
語
動
作
を
描
く
こ
と
を
忘
れ

な
か
っ
た
。
だ
が
、
や
が
て
珠
を
と
り
に
使
わ
し
た
部
下
に
逃
げ
ら
れ
、
し
び

れ
を
き
ら
し
て
、
「
我
が
弓
の
力
は
、
竜
あ
ら
ぱ
ふ
と
射
殺
し
て
首
の
玉
は
取

り
て
む
。
遅
く
来
る
や
つ
ば
ら
を
侍
た
じ
」
と
、
自
ら
舟
人
を
や
と
っ
て
難
波

か
ら
舟
出
す
る
が
、
暴
風
雨
に
あ
い
「
青
反
吐
を
吐
き
て
」
、
神
に
「
今
よ
り

後
は
、
（
竜
の
）
毛
の
一
筋
を
だ
に
動
か
し
泰
ら
じ
」
と
祈
り
、
謝
罪
し
て
そ

の
珠
を
取
る
こ
と
を
断
念
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
武
門
の
名
家
の

武
将
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
概
念
が
う
ち
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
と
は
ま

っ
た
く
異
る
実
体
が
さ
ら
け
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
笑
い
が
生
み
だ
さ

れ
る
。シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
「
笑
の
出
る
の
は
、
つ
ま
り
概
念
と
、
そ
の
概
念

に
関
連
し
て
老
へ
に
入
る
実
在
の
物
と
の
間
に
、
不
適
合
の
あ
る
事
に
俄
か
に

気
が
つ
い
た
時
で
、
笑
ひ
そ
の
者
が
こ
の
不
適
合
を
代
表
し
て
ゐ
る
。
」
（
姉
崎

潮
風
編
「
意
志
と
現
識
と
し
て
の
世
界
」
）
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
概
念

と
実
体
の
二
律
背
反
か
ら
生
ま
れ
る
笑
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
実

体
を
暴
露
す
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
笑
い
を
も
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
倉
持
の

皇
子
が
偽
物
を
翁
や
姫
に
み
せ
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
工
匠
た
ち

4７

Hosei University Repository



￣

０
ｂ

＄
Ｃ
’
』
－
｛
〆

が
工
賃
の
緑
の
諾
求
に
く
る
と
こ
ろ
な
ど
に
は
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
概
念
と
実
体
の
矛
盾
か
ら
く
る
笑
い
に
し
て
も
、
実
体
の
暴
露
か
ら
く
る
笑

い
に
し
て
も
、
彼
ら
の
好
色
、
打
算
、
詐
術
、
無
気
力
、
無
思
噸
、
無
恥
、
無

理
想
な
ど
を
、
も
は
や
あ
き
ら
か
に
調
刺
す
る
た
め
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
物
語
の
は
じ
ぬ
の
「
つ
ま
ど
ひ
」
の
と
こ
ろ
で
、
五
人
の
貴
公

子
が
姫
を
思
う
心
が
深
い
の
を
見
て
と
っ
た
翁
は
、
姫
に
そ
の
う
ち
の
一
人
を

選
ん
で
結
婚
キ
ー
す
る
よ
う
に
す
す
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
姫

は
、
彼
ら
の
「
深
き
心
」
「
深
き
志
」
を
み
き
わ
め
る
た
め
と
い
う
理
由
で
、

五
人
に
そ
れ
ぞ
れ
難
題
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
実
現
で
き
そ

う
も
な
い
難
題
と
と
り
く
む
そ
の
と
り
く
み
方
に
、
み
に
く
い
虚
偽
に
み
ち
た

美
女
追
求
に
う
き
身
を
や
つ
す
姿
が
露
呈
さ
れ
、
安
定
し
た
頽
廃
的
な
上
流
貴

族
社
会
の
実
相
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
、
彼
ら
は
失
敗
と
失
意
に
身
を

沈
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
深
き
志
」
の
か
け
ら
も
み
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
生

命
の
流
れ
に
逆
行
」
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
笑
い
を
萠
芽
さ
せ
る
土
壌
が
あ

、
、
、
、

る
。
そ
れ
は
生
命
の
な
い
停
滞
と
頽
廃
と
の
淀
む
人
間
生
活
の
「
一
」
は
ば
り
」

で
あ
り
、
固
定
化
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
社
会
的
要
求
の
「
共
迦
的
な
中
心

か
ら
外
れ
て
ゐ
る
」
「
中
心
は
づ
れ
の
〆
８
コ
三
Ｃ
忌
」
で
あ
る
。
「
笑
は
『
中
心

は
づ
れ
』
を
矯
め
抑
へ
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
社
会
に
お
け
る
人
間
生
活
の

「
肉
体
、
糀
神
及
び
性
格
の
或
る
種
の
こ
は
ば
り
」
を
除
去
し
て
、
社
会
の
「
成

員
た
ち
に
で
き
る
だ
け
大
き
い
弾
力
性
と
高
い
社
交
性
と
を
獲
得
さ
せ
」
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
こ
の
こ
は
ば
り
が
滑
稽
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て

笑
は
そ
れ
の
懲
罰
な
の
で
あ
る
。
」
（
以
上
前
掲
岩
波
文
庫
「
笑
」
）
だ
と
す
れ
ば
、

当
時
の
上
級
貴
族
層
の
安
定
と
頽
廃
を
も
っ
と
も
よ
く
戯
画
化
し
、
そ
れ
を
滑

編肝咋‐可唾 ‐
。
■

稽
な
類
型
と
し
て
典
型
化
し
た
人
間
像
が
、
こ
の
五
人
の
貴
公
子
た
ち
で
あ
り
、

彼
ら
が
社
会
的
に
も
人
間
的
廷
も
身
に
つ
け
て
い
る
、
そ
の
「
こ
は
ば
り
ｉ
ｌ
Ｌ
－

「
中
心
は
づ
れ
‐
一
を
矯
正
し
よ
う
と
す
る
こ
の
物
語
作
者
の
意
図
を
み
い
だ
す

と
き
に
、
す
で
に
そ
の
笑
い
は
、
も
う
調
刺
に
転
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

こ
ろ
の
、
ま
っ
た
く
変
貌
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
を
み
る
で
あ
ろ
う
。

作
者
は
民
衆
社
会
の
立
場
か
ら
、
し
ば
し
ば
認
刺
し
て
い
る
ふ
う
を
装
っ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
は
社
会
的
な
側
面
か
ら
の
「
矯
正
の
脅
迫
で
は
な
い
ま
で

も
、
少
く
と
も
屈
辱
の
見
透
し
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
の
屈
辱
は
た
と
ひ
軽
微

で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
怖
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
笑
の
役
目
は
か
く
の
如
き

あ
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
笑
は
そ
の
対
象
と
な
る
者
に
と
っ
て
は
常
に
い
く

ら
か
の
屈
辱
を
与
へ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
真
に
一
極
の
社
会
的
制
裁
で

あ
る
。
」
（
前
掲
書
）
そ
こ
に
作
者
は
、
一
つ
の
社
会
的
矯
正
を
ね
ら
っ
て
い

る
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
モ
ラ
ル
か
ら
の
、
新
し
い
現
実
の
悪
へ
の
批
判
を
こ

め
て
い
る
。
い
い
か
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
悪
し
き
現
実
に
お
け
る
人
間

へ
の
不
信
感
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
竹
取
の
作
者
は
、
そ
こ
に
生
き
て
い
く
不
安

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
危
機
と
を
意
識
し
、
「
社
会
生
活
に
対
す
る
こ
は
ば
り
」
を
感
ず
る
》
」
と
か

ら
、
そ
れ
を
矯
正
す
る
た
め
に
笑
い
と
ば
す
、
そ
こ
に
こ
の
物
語
の
笑
い
と
調

刺
と
が
生
み
だ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
註
２
）

五

さ
て
、
竹
取
物
語
の
う
ち
で
こ
の
五
人
の
貴
公
子
の
説
話
は
、
い
わ
ば
調
刺

文
学
と
い
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
文
学
史
の
上
に
お
い
て
も
稀

に
み
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
物
語
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
、
冒
頭

や
巻
末
の
「
天
の
羽
衣
」
の
説
話
な
ど
と
そ
の
趣
を
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い

る
。
そ
れ
は
こ
の
物
語
が
継
受
し
た
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
文
芸
の
系
譜
の
相
違
に

よ
っ
て
も
、
す
で
に
あ
き
ら
か
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
冒
頭
の
姫
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
化
生
説
話
・
致
冨
長
者
説
話
、

「
つ
ま
ど
ひ
」
や
五
人
の
貴
公
子
の
説
話
は
求
婚
難
題
説
話
、
「
御
狩
の
み
ゆ

き
，
｜
は
相
聞
説
話
、
「
天
の
羽
衣
」
は
昇
天
説
話
な
ど
の
系
統
を
、
そ
れ
ぞ
れ

ひ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
き
に
、
そ
れ
ら
は
ま
っ
た
く

異
質
の
別
系
統
の
説
話
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
前
代
以
来
の
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
文
芸
か
ら
の
継
受
の
問
題
を
考

え
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
物
語
を
一
読
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
感
じ
と
る
こ
と

が
で
き
る
ほ
ど
に
ま
で
、
は
っ
き
り
と
き
わ
だ
っ
た
表
出
方
法
の
差
異
を
認
め

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
五
人
の
貴
公
子
の
説
話
群
が
、
実
在
の
人
物
の
名

を
か
り
て
、
当
代
の
上
級
貴
族
を
調
刺
的
に
描
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
冒
頭

お
よ
び
巻
末
の
昇
天
説
話
に
は
、
超
現
実
的
な
奇
伝
性
と
い
わ
れ
る
幻
想
的
な

狼
慢
性
と
か
、
そ
れ
を
と
お
し
て
理
想
性
な
ど
を
表
出
す
る
方
法
を
も
っ
て
描

き
だ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
前
者

に
お
け
る
調
刺
的
な
笑
い
は
、
後
者
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
退
潮
し
て
か
げ
を

ひ
そ
め
、
舞
台
は
一
変
し
て
別
世
界
に
私
た
ち
を
ひ
き
入
れ
、
人
間
の
真
実
な

生
を
幻
想
を
か
り
て
純
粋
化
し
な
が
ら
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
い
て
み

る
な
ら
ば
、
天
人
の
神
通
力
の
前
に
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
人
間
の
力
の
無
力

さ
微
小
さ
を
面
白
く
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
に
、
作
者
の
自
虐
的
な
笑
い
が

う
か
が
え
る
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
笑
い
の
快
楽
（
プ
レ
ジ
ュ
ァ
）
は
優
越
感
を
前
提
と
し
た
も
の
が

多
い
。
そ
の
優
越
感
に
よ
っ
て
心
理
的
な
快
楽
が
お
こ
り
、
人
の
情
意
を
充
足

さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
麻
生
磯
次
氏
は
サ
リ
イ
の
言
説
を
か
り
て
、
「
そ

の
笑
は
い
は
ば
実
際
的
理
論
的
な
笑
と
で
も
い
ふ
べ
き
屯
の
で
あ
ら
う
。
そ
の

快
感
は
美
的
快
感
で
は
な
く
、
従
っ
て
美
的
な
価
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

笑
の
対
象
と
な
る
も
の
は
不
合
理
、
愚
昧
、
失
策
城
，
矛
盾
と
い
ふ
や
う
な
も
の

内
汕
Ｌ
ｕ
Ⅲ
印
可
伽
口
盈
凸
凹
宙
刷
印
Ⅲ
副
痴
帥
■
、
、
価
凹
価
曵
幽
印
南
肘
仰
Ⅲ
ａ
印
Ｕ
Ｖ
，
》
‐
Ｊ
，
。
Ⅱ
０
１
１
口
回
叩
ｕ
ｗ
凹
削
■
ｕ
別
別
、
ｕ
必
餌
印
加
川
、
画
■
凹
瞬
ｗ
ｕ
０
『

、
１
．
，
Ｆ
Ｊ
・
金
一
←
ｃ
【
●
ｐ
・
＄
．
⑬
ゴ
ご
洪
托
一
彦
君
’
訓
月
印

で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
価
値
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
無
価
値
な
も
の
を
無
価

値
と
し
て
明
か
に
指
摘
す
る
こ
と
に
快
味
を
感
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
」
と

い
い
、
ま
た
調
刺
に
つ
い
て
、
「
調
刺
は
笑
と
攻
撃
的
態
度
と
の
結
合
で
あ
り
、

（
略
）
世
の
中
の
痴
愚
を
認
め
、
自
分
を
こ
れ
に
対
立
せ
し
め
て
、
反
抗
的
に

自
分
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
こ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
調
刺
は
利

己
的
な
性
質
を
も
っ
て
ゐ
る
。
調
刺
に
よ
っ
て
優
越
が
感
ぜ
ら
れ
、
不
快
な
感

じ
は
除
去
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
こ
と
に
対
す
る
審
美
的
な
快
感

と
は
な
ら
な
い
。
調
刺
の
快
感
は
潮
弄
・
椰
楡
・
侮
蔑
の
快
味
で
あ
る
。
」
と
い

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
前
者
に
み
る
笑
い
や
調
刺
に

は
、
五
人
の
貴
公
子
の
「
愚
昧
・
失
敗
」
や
当
時
の
世
相
に
お
け
る
「
不
合
理

・
矛
盾
」
を
笑
い
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
廟
弄
・
椰
楡
・
侮
蔑
」
す
る
快
味
は
あ

っ
て
も
、
そ
れ
自
身
直
接
に
は
「
美
的
な
価
値
」
や
「
審
美
的
な
快
感
」
を
も

た
ら
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
て
後
者
は
、
人
間
的
な

真
実
を
純
化
し
て
幻
想
的
な
浪
漫
的
な
美
的
な
価
値
と
、
そ
れ
に
よ
る
快
楽
を

も
た
ら
す
べ
く
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
前
者
と
後
者
と

で
は
、
そ
の
描
き
方
が
相
違
し
て
い
る
。
そ
れ
は
作
者
の
訴
え
る
訴
え
方
の
相

違
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
読
者
に
与
え
る
快
楽
の
相
違
に
も
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
異
っ
た
傾
向
を
も
つ
表
現
方
法
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ

れ
る
美
的
価
値
の
有
無
、
感
味
快
感
と
い
う
享
受
者
側
の
受
け
る
快
楽
等
々
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
は
、
深
い
深
淵
と
断
層
と
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

私
は
こ
の
深
い
断
層
の
う
ち
に
、
竹
取
物
語
の
本
質
的
な
問
題
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
異

質
の
二
つ
の
表
現
方
法
な
り
、
価
値
な
り
、
快
楽
な
り
が
一
つ
の
物
語
を
支
え

な
が
ら
形
成
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
不
自
然
さ
と
不
条
理
と
矛
盾
と
を
ど
う

‐
ｉ
ｌ
１
１
…
０
１
勺
…
》
１
．
１
０
…
ｉ
‐
コ
ゴ
…
口
。
；
…
…
，
画
！
…
！
～
’
１
０
１
１
…
４
１
罰
へ
層
…
Ｃ
ｌ
…
，
ｉ
ぐ
；
〉
Ｆ
…
Ｃ
ｌ
『
！
■
■
；
■
■
■
■
ｑ
瞑
目
『
唱
孟
潟
『
瑳
鰯
擬
鱒
聾
愁
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１
０
■
Ⅱ
０
０
１
ｑ
ｌ
‐
ｂ
０
０
６
‐
◆
、

■
－
Ｐ
０
１
０
０
ｄ
Ｂ
．
●
。
■

Ｊ
処
理
し
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
い
だ
か
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一〈

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
私
は
こ
の
竹
取
物
語
に
お
け
る
五
人
の
貴
公
子

の
五
つ
の
説
話
群
を
、
日
本
文
学
史
上
に
も
数
少
い
す
ぐ
れ
た
認
刺
文
学
の
一

つ
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
典
型
的
な
認
刺
文
学
と
評
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
ま
だ
あ
ま
り
に
も
不
備
な
も
の
を
も
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
の
「
調
刺
が
真
の
調
刺
と
な
り
、
そ
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
…
…
そ
れ
が
読
者
に
、
創
作
者
が
そ
こ
か
ら
》
出
発
す
る
と

こ
ろ
の
理
想
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
」
（
シ
チ
ェ
ド
リ
己
と
す
る
な

ら
ば
、
竹
坂
に
お
け
る
そ
の
五
人
の
貴
公
子
の
説
話
の
と
こ
ろ
ま
で
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
理
想
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
体
そ
こ
か
ら
は
、
ど
ん
な

理
想
が
実
感
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

し
い
て
い
え
ば
、
「
つ
ま
ど
ひ
」
の
と
こ
ろ
で
、
「
世
界
の
男
」
の
姫
の
も

と
へ
の
「
よ
ぱ
ひ
」
の
有
様
を
述
べ
た
後
に
、
「
お
ろ
か
な
る
人
は
、
や
う
な

ぎ
あ
り
き
は
よ
し
な
か
り
け
り
と
て
、
来
ず
な
り
に
け
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

う
か
が
え
る
よ
う
に
、
利
害
打
算
の
上
に
立
っ
て
い
る
俗
人
は
、
恋
を
す
る
に

値
し
な
い
「
お
ろ
か
な
る
人
」
で
あ
る
と
冷
笑
し
て
い
る
。
そ
れ
は
実
の
な
い

恋
で
あ
り
、
こ
の
物
語
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
深
き
志
」
の
な
い
恋
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
姫
自
身
が
五
人
の
貴
公
子
の
一
人
を
選
ん
で
結
婚
し

た
ら
と
い
う
翁
の
す
す
め
に
対
し
て
い
っ
た
次
の
一
一
一
豆
架
の
う
ち
で
ふ
れ
ら
れ
て

い
る
。「
よ
く
も
あ
ら
ぬ
客
を
深
き
心
も
知
ら
で
、
あ
だ
心
つ
き
な
ぱ
、
後
悔
し
き

事
も
あ
る
べ
き
を
と
恩
ふ
ぱ
か
り
な
り
。
世
の
か
し
こ
き
人
な
り
と
も
、
深
髪

志
を
知
ら
で
は
あ
ひ
難
し
と
恩
ふ
。
」

罠弓

も
し
作
者
が
姫
の
こ
の
言
葉
を
か
り
て
、
現
実
の
社
会
に
多
く
み
る
「
お
ろ

か
な
る
人
」
の
恋
に
対
し
て
、
「
深
き
心
」
「
深
き
志
」
の
あ
る
恋
を
対
置
さ

せ
て
い
る
と
み
れ
ば
、
そ
こ
に
作
者
の
理
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
す
ぐ
次
を
読
ん
で
い
く
と
、
「
恩
ひ
の
如
く
も
宣

給
ふ
も
の
か
な
。
そ
も
そ
も
如
何
様
な
る
志
あ
ら
む
人
に
か
、
あ
は
む
と
お
ぼ

す
。
か
ば
か
り
志
お
ろ
か
な
ら
ぬ
人
々
に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
い
う
翁
に
対
し
て
、

姫
が
「
何
ば
か
り
の
深
き
を
か
見
む
と
い
は
む
。
い
さ
さ
か
の
事
な
り
。
人
の

志
ひ
と
し
か
ん
な
り
。
い
か
で
か
、
中
に
お
と
り
ま
さ
り
は
知
ら
む
。
五
人
の

中
に
、
ゆ
か
し
き
物
を
見
せ
絵
へ
ら
む
に
、
御
志
の
ま
さ
り
た
り
と
て
仕
う
ま

つ
ら
む
と
、
そ
の
お
は
す
ら
む
人
々
に
申
し
絵
へ
」
と
い
う
の
を
き
く
と
き
に
、

そ
れ
は
翁
の
す
す
め
の
言
葉
に
対
す
る
い
い
わ
け
と
し
て
、
恋
に
つ
い
て
の
一

般
的
な
理
想
的
な
一
一
百
葉
を
も
っ
て
し
た
と
い
う
要
素
が
う
か
が
わ
れ
て
、
そ
れ

を
作
者
の
理
想
と
し
て
読
者
の
心
に
力
強
い
実
感
を
与
え
る
ま
で
に
は
表
現
さ

れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
「
つ
ま
ど
ひ
」
に
次
ぐ
五
人
の
貴
公
子
た
ち
の
五
つ
の
説
話

に
移
っ
て
も
、
し
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
五
人
も
そ
の
結
果
に
お
い
て
は
、

つ
ま
り
難
題
に
破
れ
て
そ
の
本
性
が
露
呈
さ
れ
て
み
れ
ば
、
あ
の
世
界
の
「
お

ろ
か
な
る
人
」
と
変
る
と
こ
ろ
の
な
い
人
間
で
あ
り
、
「
深
き
志
」
の
な
い
人

た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
瓢
刺
的
に
戯
画
化
し
て
表
現
し
て
い
る
と
み
ら
れ
な

い
こ
と
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
五
つ
の
説
話
で
は
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ

失
敗
し
て
、
そ
の
説
話
の
末
尾
の
オ
チ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
完
臓
な

き
ま
で
に
た
た
き
の
め
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
く
る
「
剛
弄
・
椰
楡
・
侮
蔑
」

の
快
味
が
強
く
実
感
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
に
じ
み
だ
し
て
く
る
は
ず
の

理
想
性
は
、
そ
の
蔭
に
身
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
に

一
‐
調
刺
的
形
象
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
の
は
、
い
わ
ば
、
・
消
極

5０
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的
ロ
マ
ン
チ
ズ
ム
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
想
へ
の
生
活
の
対
置

で
は
あ
る
が
、
現
象
の
な
か
で
理
想
に
合
致
す
る
も
の
（
略
）
を
描
く
の
で
は

な
く
て
、
特
に
そ
の
な
か
で
理
想
に
合
致
し
な
い
も
の
（
略
）
を
描
く
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
調
刺
は
、
そ
れ
と
同
時
に
写
実
的
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
調
刺

は
生
活
そ
の
も
の
の
な
か
に
彼
（
芸
術
家
）
の
描
く
本
質
的
特
質
を
捉
え
る
こ

と
を
芸
術
家
に
許
す
と
こ
ろ
の
現
実
の
真
面
目
な
分
析
で
あ
る
か
ら
」
（
「
文
学

理
論
」
⑩
）
と
い
っ
て
も
、
そ
の
理
想
性
の
映
像
の
薄
さ
は
、
あ
ら
そ
え
な
い

事
実
と
し
て
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

求
婚
認
難
題
認
的
な
前
代
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
文
芸
の
既
成
の
世
界
の
も
つ
結

末
の
大
団
円
に
ひ
き
か
え
て
、
そ
れ
を
否
定
し
そ
の
範
晴
を
ふ
み
こ
え
た
と
こ

ろ
に
、
竹
取
独
自
の
文
芸
性
を
創
造
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
伝
統

的
な
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
の
世
界
を
解
脱
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
結
末
の
大
団
円

で
終
ら
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
改
変
し
て
、
か
え
っ
て
上
級
貴
族
社
会
の
醜
状
を

鳳
藷
賭
し
調
刺
す
る
こ
と
で
、
主
人
公
の
五
人
の
上
級
貴
族
を
敗
北
さ
せ
失
意
さ

せ
る
悲
劇
で
幕
を
お
ろ
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
力
を
そ
そ
い
だ
あ
ま
り
に
、

そ
の
犠
牲
と
な
っ
た
の
が
理
想
性
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か

ら
こ
れ
ら
の
五
つ
の
説
話
は
、
新
し
い
調
刺
的
な
説
話
の
創
造
と
い
う
新
生
面

を
開
拓
し
な
が
ら
、
「
そ
れ
が
読
者
に
、
創
作
者
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
と
こ

ろ
の
理
想
を
実
感
さ
せ
る
」
と
こ
ろ
ま
で
、
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
え
な
か
っ

た
た
め
に
、
そ
の
五
つ
の
説
話
だ
け
で
は
、
十
分
に
調
刺
の
「
目
的
を
達
成
す

る
」
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
伝
統
的
な
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
を
継
承
し
、
そ
の
一
部
を
改
変
し
て
新

し
い
文
芸
性
を
創
出
し
な
が
ら
、
な
お
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
伝
統
の
ア
ク
を

ぬ
き
き
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
さ
ら
に
、
自
由
に
現
実
の
本
質
的
な
特
質
を
え

ぐ
り
だ
し
て
い
く
叙
述
の
う
ち
に
、
強
く
読
者
に
そ
の
理
想
性
を
実
感
さ
せ
る

一
一
一
・
鞠
（
へ
言
種
が
」
．
一
万
か
。
司
割
へ
司
司
亜
流
（
三
割
１
閃
溺
三
コ
雇
い
三
口
三
一
ぞ
三
震
試
封
戸
三
訓
塞
冠
剰

）
‐
仁

１
１

に
十
分
な
も
の
を
創
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
伝

統
の
改
変
は
、
そ
の
改
変
の
度
合
に
応
じ
た
伝
統
か
ら
の
制
約
が
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
竹
坂
の
成
立
時
代
を
無
視
し
た
理
想
的
に
す
ぎ
る

酷
評
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
理
想
的
な
も
の
典
型
的
な
も
の

と
対
比
し
て
、
竹
坂
の
歪
み
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
よ

り
も
む
し
ろ
、
竹
取
と
い
う
過
去
の
文
学
作
品
か
ら
、
そ
の
作
品
が
孕
み
も
っ

て
い
る
多
く
の
可
能
性
を
あ
ら
た
に
み
ち
び
き
だ
し
、
発
見
し
て
ゆ
く
た
め
の

操
作
と
し
て
、
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

七

さ
て
、
竹
坂
の
作
者
は
こ
の
五
つ
の
説
話
ま
で
に
お
い
て
、
作
者
の
理
想
を

十
分
に
表
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ

る
。
調
刺
的
な
作
者
は
、
ま
た
一
面
現
実
に
対
置
し
た
は
げ
し
い
理
想
の
持
主

だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
何
も
い
わ
な
く
と
も
、
こ
れ

に
次
ぐ
説
話
の
展
開
が
、
何
も
か
も
物
語
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
作
者
が
そ
の
理
想
性
の
欠
如
を
意
識
し
、
そ
れ
を
何
と
か
し
て

補
償
し
よ
う
と
す
る
企
図
が
、
そ
れ
に
次
ぐ
「
御
狩
の
み
ゆ
き
」
の
説
話
の
設

定
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
そ
れ
以
前
の
説

話
に
お
け
る
理
想
性
の
欠
如
を
補
う
と
い
う
意
味
ば
か
り
で
は
な
し
に
、
こ
の

物
語
を
結
ぶ
か
ぐ
や
姫
昇
天
の
最
後
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
を
、
作
者
は
あ

ら
か
じ
め
脳
裏
に
秘
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
最
後
の
「
天
の

羽
衣
」
と
五
人
の
貴
公
子
の
説
話
と
の
深
い
断
層
と
深
淵
に
、
何
と
か
し
て
架

橋
す
る
す
べ
を
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
い
わ
ば
そ
の
架
橋
の
役
割
を
、
「
御

狩
の
み
ゆ
き
」
の
説
話
で
果
そ
う
と
も
企
図
し
て
設
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
重
の
設
定
企
図
を
背
負
わ
さ
れ
た
「
御
狩
の
み
ゆ
き
」
で
は
、
次
か
ら

次
へ
と
五
人
の
貴
公
子
が
敗
北
し
て
去
っ
た
後
、
最
後
の
登
場
人
物
と
し
て
地

廷
一
一
万
〉
更
』
鮭
一
懲
陛
一
驚
心
一
厘
正
）
（
．
」
息
｛
隆
漢
匝
戸
『
へ
募
一
違
藤
艤
隣
腱
艤
蝋
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上
最
大
の
絶
対
的
な
権
力
の
持
主
で
あ
る
天
皇
を
対
時
さ
せ
る
。

「
か
ぐ
や
姫
容
の
世
に
似
ず
め
で
た
き
事
を
、
御
門
き
こ
し
め
し
て
」
内
侍

中
臣
の
ふ
さ
子
を
つ
か
わ
し
、
姫
の
宮
仕
え
を
命
じ
る
が
、
そ
の
勅
命
を
も
「
か

し
こ
し
と
も
思
は
ず
」
と
い
い
、
つ
い
に
は
「
強
い
て
仕
う
奉
ら
せ
給
は
Ｒ
消

え
失
せ
な
む
ず
」
と
は
げ
し
く
権
力
に
抵
抗
し
た
。
当
時
女
性
に
と
っ
て
宮
仕

え
す
る
こ
と
は
こ
の
上
な
い
光
栄
な
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
を
退
け
た
だ
け

で
な
く
、
絶
対
的
で
あ
っ
た
天
皇
の
命
令
を
も
屯
の
と
も
し
な
い
姫
の
強
情
さ

の
叙
述
の
う
ち
に
、
や
が
て
姫
が
昇
天
し
て
い
く
よ
う
な
天
女
で
あ
る
こ
と
を

み
ち
び
き
だ
す
一
つ
の
伏
線
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
は
次
に
官
位
を
餌

に
し
て
翁
に
姫
を
口
説
か
せ
よ
う
と
す
る
が
、
翁
も
「
専
ら
左
様
の
宮
仕
つ
か

う
泰
ら
じ
と
恩
ふ
を
、
強
ひ
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
は
ぱ
消
え
失
せ
な
む
ず
。
御

宮
冠
仕
う
奉
り
て
死
ぬ
許
り
な
り
。
」
と
い
う
姫
の
必
死
の
拒
否
に
あ
っ
て
く
づ

れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
権
力
に
よ
っ
て
は
擁
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

を
知
ら
さ
れ
た
天
皇
は
、
狩
猟
に
こ
と
よ
せ
て
姫
の
家
に
立
ち
寄
り
、
姫
を

み
か
け
、
「
近
く
寄
ら
せ
給
ふ
に
、
逃
げ
て
入
る
。
袖
を
と
ら
へ
給
へ
ぱ
、
面

を
ふ
た
ぎ
て
さ
ぷ
ら
へ
ど
、
初
め
よ
く
御
覧
じ
つ
れ
ば
、
類
な
く
め
で
た
く
党

え
さ
せ
給
ひ
て
、
『
許
さ
じ
と
す
。
』
と
て
、
率
て
お
は
し
ま
さ
む
と
す
る
に
、

か
ぐ
や
姫
答
へ
て
奏
す
、
『
お
の
が
身
は
、
こ
の
国
に
生
れ
て
侍
ら
ば
こ
そ
使

ひ
た
ま
は
め
。
い
と
率
て
お
は
し
ま
し
難
く
や
侍
ら
む
。
』
と
奏
す
。
御
門
、

『
な
ど
か
さ
あ
ら
む
。
猶
率
て
お
は
し
ま
さ
む
。
』
と
、
御
輿
を
寄
せ
給
ふ
に
、

こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
。
は
か
な
く
口
惜
し
と
恩
し
て
、
げ
に
た

貸
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
」
と
、
人
力
や
権
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
天

人
の
化
身
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
次
の
姫
の
昇
天
の
説

話
へ
一
歩
進
め
た
伏
線
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
作
者
の
架
橋
と
し
て
の
企
図

が
は
っ
き
り
と
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

Ｉだ
が
、
は
じ
め
て
姫
を
み
た
天
皇
は
、
「
こ
と
人
よ
り
は
け
う
ら
な
り
と
お

ぽ
し
け
る
人
も
、
か
れ
に
思
し
あ
は
す
れ
ば
人
に
も
あ
ら
ず
。
か
ぐ
や
姫
の
玖

御
心
に
か
か
り
て
、
た
だ
一
人
ず
み
し
た
ま
ふ
。
」
と
、
権
力
者
と
し
て
の
而

を
か
な
ぐ
り
す
て
て
、
一
個
の
人
間
と
し
て
姫
に
「
深
き
志
」
を
傾
け
、
思
い

を
よ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
よ
し
な
く
御
方
方
に
も
わ
た
り
た

茨
は
ず
。
か
ぐ
や
姫
の
御
許
に
ぞ
、
御
文
を
書
き
て
通
は
せ
給
ふ
。
」
天
皇
の

姫
へ
の
恋
の
真
情
の
う
ち
に
は
、
前
の
五
人
の
貴
公
子
た
ち
に
み
ら
れ
な
か
っ

た
「
深
き
志
」
を
書
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
あ
ん
な
に
強
情
で
あ
っ
た

姫
も
権
力
に
よ
ら
な
い
「
深
き
志
」
に
よ
る
純
愛
に
は
、
「
御
返
り
さ
す
が
に

憎
か
ら
ず
聞
え
か
は
し
給
」
ふ
よ
う
に
な
り
、
次
の
姫
の
昇
天
の
際
に
は
、
手

紙
と
と
も
に

今
は
と
て
天
の
羽
衣
き
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
恩
ひ
山
で
ぬ
る

こ
の
人
間
世
界
と
の
挾
別
に
際
し
て
、
し
み
じ
み
と
君
を
お
慕
い
す
る
心
が
起

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
と
姫
に
い
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
最
後

に
姫
は
、
天
皇
に
こ
の
世
に
は
な
い
貴
重
な
不
死
の
薬
ま
で
献
上
す
る
し
、
天

皇
は
姫
に
は
何
も
の
も
か
え
が
た
い
と
な
げ
い
て
、
そ
の
不
死
の
薬
を
不
士
山

頂
で
焼
い
て
し
ま
う
ほ
ど
の
「
深
き
志
」
を
棒
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
こ
れ
ま
で
稀
薄
化
さ
れ
て
い
た
「
深
き
志
」
「
深
き
心
」
と
い
う
理

想
性
が
十
分
に
補
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
最
後
の
昇
天
説
話
へ
の

橋
渡
し
と
い
う
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
御
狩
の
み
ゆ
き
」
の
説
話
は
、
そ
の
前
後
に
く
る
異
質
の
一
一
種
の
説

話
を
巧
妙
に
接
着
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
説
話
自
体
相
間
説
話
と
し
て
の
「
カ
タ

リ
ゴ
ト
」
の
伝
統
を
承
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
巧
み
に
接
着
材
と

し
て
み
ご
と
に
利
用
し
て
い
る
。

先
の
五
人
の
貴
公
子
の
説
話
は
、
求
婚
難
題
讃
の
継
承
で
あ
る
が
、
そ
の
多
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く
が
大
団
円
で
終
ら
せ
て
い
る
の
を
改
変
し
て
、
そ
れ
を
目
出
度
し
で
終
ら
せ

ず
に
、
蹉
跣
と
失
意
に
終
ら
せ
て
い
る
の
も
、
実
は
「
御
狩
の
み
ゆ
き
」
で
、

彼
ら
の
欠
如
し
た
理
想
性
を
天
皇
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
描
く
た
め

の
改
変
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
「
御
狩
の
み
ゆ
き
」
の
説
話
は
、
相
聞
説
話
の
継

受
で
あ
る
が
、
後
の
竹
取
説
話
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
目
出
度
く
天
皇
の
后
に

な
る
と
い
う
こ
と
に
は
せ
ず
、
宮
仕
え
も
命
令
も
強
く
拒
否
し
つ
づ
け
、
最
後

に
天
皇
の
「
深
き
志
」
に
心
う
ご
か
せ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
純
愛
ま
で
拒
否
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
次
の
「
天
の
羽
衣
」
で
の
人
間
と
異

る
天
人
界
の
霊
性
を
も
つ
天
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
描
い
て
い
く

理
由
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
物
語
は
伝
統
的
な
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
文

芸
を
継
承
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
伝
統
的
な
ワ
ク
に
規
制
さ
れ
な
が
ら
、
同
時
に

そ
の
一
部
を
否
定
し
改
変
し
て
、
い
く
つ
か
の
伝
統
的
説
話
を
有
機
的
に
つ
な

ぎ
あ
わ
せ
関
連
さ
せ
つ
つ
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
の
物
語
作
者

の
伝
統
に
根
ざ
す
旧
さ
と
「
物
語
の
祖
」
と
い
わ
れ
る
新
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
の
新
し
さ
と
の
か
ら
み
あ
い
が
あ
り
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
伝
統
と
創
造
の

問
題
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
が
あ
る
と
思
う
。

竹
坂
が
多
く
の
伝
統
的
な
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
を
継
受
し
て
戒
立
っ
て
い
る
総

合
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
そ
の
系
譜
も
た

ど
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
物
語
に
伝
統
の
総
合
的
な
継
承
だ
け

で
は
な
し
に
、
新
し
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
創
造
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
が
、
私
は
、
さ
ら
に
そ
う
さ
せ
て
い
っ
た
作
者
た
ち
の
創
造
主
体
、
つ
ま
り

い
く
つ
か
の
別
系
統
の
説
話
を
総
合
し
て
今
主
で
に
な
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
創

造
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
す
ん
で
、
そ
の
物
語
を
か
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な

い
、
ま
た
そ
う
か
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
創
造
主
体
の
内
面
的
欲
求
、
竹

取
物
語
独
自
の
内
的
契
機
と
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ

‐，、マイ。－》｜・呉・
幻
Ｌ

Ｔ
』
。

⑥
写
生
や

．
．
Ｄ
垂
一

の
０
１
１
－
ト
ー
９
１
企
Ｔ
１
ｈ
ヶ

ロ
ー
’

は
、
ま
た
作
者
の
創
作
動
機
を
た
ず
ね
あ
て
る
こ
と
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。

八

奈
良
の
聖
武
期
の
実
在
人
物
に
取
材
し
て
、
そ
れ
ら
の
五
人
の
貴
公
子
を
失

敗
と
失
意
と
を
も
っ
て
ほ
ふ
り
、
そ
れ
を
冷
笑
認
刺
し
た
こ
の
物
語
作
者
は
、

彼
ら
を
写
実
的
な
筆
致
を
も
っ
て
完
膚
な
き
ま
で
に
認
刺
し
た
た
き
の
め
し
て

い
る
。
ま
し
て
そ
れ
ら
の
実
在
人
物
の
名
を
か
り
て
、
実
は
当
時
の
権
力
者
藤

原
良
房
や
基
経
を
は
じ
め
と
す
る
上
級
貴
族
へ
の
椰
楡
を
も
含
め
た
も
の
と
解

す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
そ
こ
に
作
者
が
、
現
実
へ
の
不
適
応
な
状
況
に
お
か
れ
て

い
た
人
間
の
心
理
状
態
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
存
の
竹
坂
物
語
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
い
く
た
の
伝
承

者
と
作
者
た
ち
と
の
手
に
よ
っ
て
、
長
い
年
月
を
経
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
き

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
者
た
ち

が
広
い
知
識
と
豊
か
な
教
養
を
も
っ
た
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
か
な
り
の
知
識

人
で
あ
っ
た
こ
と
が
い
え
る
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
社
会
的
に
満
足
な
調
和
的

な
も
の
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
不
遇
の
貴
族
、
た
と
え
ば
藤
氏
の
権
力

に
よ
る
他
氏
排
斥
の
犠
牲
者
の
一
族
か
、
ま
た
は
そ
の
た
め
の
律
令
制
崩
壊
過

程
に
と
も
な
う
間
接
の
犠
牲
者
と
し
て
の
中
下
級
の
零
落
貴
族
の
知
識
人
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。

五
人
の
上
流
貴
族
へ
の
椰
楡
と
暴
露
を
通
し
て
、
彼
ら
を
冷
笑
し
認
刺
し
て

い
る
作
者
の
心
の
う
ち
に
は
、
な
ん
ら
か
の
欲
求
不
満
と
生
へ
の
不
安
が
う
ご

め
い
て
い
る
。
そ
の
現
実
の
重
苦
し
い
心
理
的
な
緊
張
感
を
忘
れ
よ
う
と
し
、

そ
こ
か
ら
解
き
放
た
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
し
て
権
力
者
た
ち
に
対

す
る
仇
討
や
復
讐
の
感
情
と
優
越
感
と
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら

発
想
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
実
現
さ
れ
な
い
願
望
の
補
償
で
あ
る
の
だ
。
と

同
時
に
、
ま
た
一
面
で
は
、
先
に
も
み
て
き
た
よ
う
に
上
流
貴
族
層
の
生
活
の －
１
１
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停
滞
と
頽
廃
を
婦
道
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
一
つ
の
表
現
で
も
あ
る
。

主
し
て
や
身
分
的
階
層
制
を
重
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
的
に
も
経
済
的
に

‐
し
保
障
さ
れ
、
娠
而
孝
一
つ
け
ら
れ
て
い
る
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
、
笑
い
の
多

く
の
要
素
の
な
か
で
も
優
越
感
の
満
足
を
前
提
と
す
為
も
の
が
、
か
な
り
ふ
く

ま
れ
て
い
－
つ
。
こ
こ
で
は
五
人
の
上
流
貴
族
が
、
そ
の
身
分
地
位
に
お
い
て

も
、
経
済
的
な
磯
か
さ
に
お
い
て
も
葱
張
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
人
間
的
価
値
の
な
い
者
た
ち
で
あ
為
こ
と
が
、
暴
祷
さ
れ
椰
楡
さ
れ
冷
笑
ざ

れ
調
刺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
は
す
ぐ
れ
た
人
間
的
価
値
あ
る
も
の
が
、

か
え
っ
て
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
恵
ま
れ
な
い
こ
と
へ
の
抗
議
が
ふ
く
ま
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
宝
た
社
会
的
な
矛
盾
と
し
て
そ
の
社
会
の
価
値
観
へ
の
不
条

理
か
｜
、
訴
え
て
さ
え
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
竹
収
に
お

け
る
五
人
の
貴
族
へ
の
諏
刺
的
な
笑
い
は
、
一
つ
の
社
会
的
価
値
へ
の
平
等
化

を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
働
き
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
然
竹
取

に
お
け
る
笑
い
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
権
力
機
構
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
て
い
る
作
者
た
ち
（
中
下
級
貴
族
層
）
の
生
活
不
安
と
、
そ
こ
か
ら
か
も

し
出
さ
れ
る
欲
求
不
淌
や
心
理
的
緊
張
か
ら
発
想
さ
れ
る
抗
議
と
憤
怒
の
表
現

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
深
刻
な
危
機
に
み
ま
わ
れ
て
い
た
作

者
は
、
そ
の
現
実
に
お
け
る
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
そ
の
危
機
意
識
か
ら
発
想
し

て
、
こ
の
文
学
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
実
に
は
実
現
で

き
な
い
願
望
の
補
償
と
し
て
、
や
が
て
当
時
の
貴
族
社
会
の
頽
発
し
た
世
態
写

実
や
そ
の
批
判
、
調
刺
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
以
外
の
第
二
の
適
応
の
世
界
の

創
造
と
し
て
こ
の
物
語
の
冒
頭
や
昇
天
説
話
に
み
る
純
粋
な
美
的
理
想
境
の
創

出
に
よ
っ
て
、
自
己
充
足
の
世
界
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
作
者
が
こ
の

物
語
を
多
く
の
過
去
に
お
け
る
伝
統
的
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
文
芸
の
継
受
を
通
し

て
、
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
創
造
し
て
い
っ
た
動
機
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
が
あ
っ
た
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の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
カ
タ
リ
ゴ
ト
」
文
芸
の
伝
統
的
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
脱
し

て
模
倣
的
な
傾
向
に
随
す
る
こ
と
な
く
、
五
人
の
貴
族
の
説
話
に
端
的
に
み
｝
幻

新
し
い
題
材
を
も
っ
て
、
頽
廃
し
た
上
流
貴
族
の
実
体
描
破
を
通
し
て
、
そ
れ

と
対
決
し
な
が
ら
人
間
的
真
実
の
発
見
を
し
て
い
た
の
だ
。
空
た
そ
の
創
造
動

機
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
一
一
つ
の
異
質
な
前
代
口
承
文
芸
も
、
改
変
さ
れ

な
が
ら
一
つ
の
作
、
叩
に
融
け
合
わ
さ
れ
、
共
存
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
内
的
必
然

性
が
あ
っ
た
し
、
上
流
貴
族
の
調
刺
的
筆
致
の
う
ち
に
み
る
彼
ら
の
生
活
態
度

に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
関
心
の
強
さ
と
、
そ
れ
へ
の
否
定
的
精
神
の
強
さ
が
、

こ
の
物
調
を
創
作
し
て
い
く
始
動
力
と
な
り
、
物
語
を
展
開
さ
せ
て
い
る
原
動

力
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
断
層
と
思
わ
れ
る
こ
の

二
つ
の
異
質
の
説
話
も
、
実
は
作
者
の
思
想
の
表
裏
で
あ
り
、
そ
の
裏
返
し
で

あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

物
語
作
者
の
こ
の
よ
う
な
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
思
想
に
よ
っ
て
、

五
人
の
貴
公
子
の
説
話
に
お
け
る
理
想
性
の
欠
如
も
、
冒
頭
や
昇
天
説
話
と
融

合
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
十
分
に
補
わ
れ
、
前
者
の
リ
ア
ル
な
現
実
へ
の
写
実
と

批
判
、
さ
ら
に
調
刺
に
よ
る
「
噸
弄
・
椰
楡
・
侮
蔑
の
快
味
」
と
幻
想
的
な

一
‐
審
美
的
な
快
感
」
と
が
融
合
し
統
一
さ
れ
て
、
読
者
の
心
に
作
者
の
理
想
性

を
深
い
実
感
と
し
て
強
く
印
象
づ
け
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
に
し
て
い
る
。

九

そ
も
そ
も
竹
坂
物
語
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
従
来
こ
の
前
者
と
後
者
の
二
つ

の
側
面
の
い
ず
れ
か
を
埴
く
ぷ
る
か
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
規
定
が
な
さ
れ

て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
一
面
的
な
竹
坂
の
性
格
規
定
に
対
し
て
、
近
藤
忠
義
先

生
が
「
伝
奇
的
・
超
現
実
的
素
材
と
日
常
生
活
的
・
現
実
的
素
材
と
の
矛
盾
・

背
反
を
合
理
化
し
統
一
し
よ
う
と
す
る
態
度
」
（
「
竹
取
物
語
に
就
い
て
」
国
文

学
誌
要
ニ
ノ
九
昭
和
一
○
・
一
一
）
と
し
て
、
は
じ
め
て
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る

5４
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蕊

に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
竹
坂
の
真
の
独
自
性
と
そ
の
本
質
と
が
ひ
そ

ん
で
い
る
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
る

一つ・◎私
は
竹
坂
の
笑
い
と
調
刺
と
を
手
が
か
り
に
、
多
く
の
古
伝
承
を
継
受
し
〈
仏

か
ら
こ
の
作
品
を
創
造
し
て
い
っ
た
作
者
の
動
機
を
た
ず
ね
、
そ
の
思
想
的
発

想
の
韮
盤
を
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
む
す
び
に
か
え
て
、
竹
取
と
成

立
年
時
が
か
さ
な
り
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
同

時
代
文
学
と
し
て
の
伊
勢
物
語
の
そ
れ
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の

物
語
文
学
の
共
通
性
を
さ
ぐ
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
律
令
貴
族
終
焉
の
文
学
と
し

て
と
ら
え
る
試
み
を
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

十

竹
取
伊
勢
は
、
い
ず
れ
も
律
令
制
の
崩
壊
し
て
い
く
過
程
、
つ
ま
り
藤
氏
の

制
圧
体
制
の
確
立
過
程
に
お
け
る
零
落
貴
族
の
危
機
感
か
ら
生
み
だ
さ
れ
て
い

ゐ
と
い
う
、
共
通
し
た
創
作
動
機
の
上
に
立
っ
て
発
想
さ
れ
、
さ
ら
に
当
時
の

貴
族
社
会
の
歪
み
と
い
う
客
観
的
真
実
を
作
者
た
ち
は
、
現
実
の
具
体
的
な
把

握
に
そ
の
登
場
人
物
た
ち
（
竹
坂
の
五
人
の
貴
公
子
、
伊
勢
の
業
平
・
惟
喬
・

有
常
な
ど
）
の
形
象
と
を
も
っ
て
描
き
だ
し
て
い
る
。
貴
族
社
会
の
政
治
的
な

行
き
づ
ま
り
か
ら
く
る
停
滞
と
頽
廃
と
い
う
現
実
は
、
も
は
や
彼
ら
に
生
き
る

光
明
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
現
実
に
自
分
た
ち

の
理
想
を
対
置
し
て
、
そ
の
実
現
を
文
学
の
世
界
に
創
造
し
て
い
こ
う
と
努
め

た
の
で
あ
る
。
竹
坂
の
作
者
た
ち
は
「
深
き
志
」
の
あ
る
人
間
社
会
に
、
伊
勢

の
作
者
た
ち
は
、
主
体
的
真
実
と
し
て
の
「
み
や
び
」
を
生
き
る
こ
と
の
で
き

る
社
会
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
内
的
真
実
に
生
き
る
人
間
的
結
合

と
し
て
の
愛
情
の
世
界
を
求
め
て
は
い
た
の
だ
が
、
や
が
て
そ
れ
ら
は
、
現
実

に
は
求
め
る
べ
く
も
な
い
至
難
事
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
き
、
竹
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坂
で
は
「
物
思
ひ
な
く
な
」
る
「
不
死
」
と
い
う
超
現
実
的
な
幻
想
的
世
界
の

形
成
に
は
し
り
、
伊
勢
で
は
現
実
の
社
会
的
軋
礫
か
ら
離
れ
た
そ
の
片
隅
に
、

風
流
事
と
し
て
の
み
や
び
ご
と
の
小
世
界
を
か
た
ち
づ
く
り
、
孤
独
と
不
安
に

お
の
の
き
つ
つ
、
人
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
死
の
恐
怖
に
お
び
え
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

竹
坂
が
多
く
の
古
伝
承
を
ふ
ま
え
な
が
ら
つ
く
り
ご
と
の
世
界
（
文
学
）
に

名
を
か
り
て
、
現
実
を
完
膚
な
き
ま
で
に
否
定
し
た
そ
の
は
ね
か
え
り
は
、
「
物

思
ひ
な
く
な
」
る
「
不
死
」
の
世
界
と
い
う
、
い
わ
ば
死
を
幻
想
さ
せ
る
世
界

に
安
住
の
地
を
求
め
て
い
る
し
、
伊
勢
は
万
葉
以
来
の
民
謡
風
の
歌
や
歌
謡
風

の
歌
語
り
の
伝
承
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
現
実
に
お
け
る
「
み
や
び
」
な
世
界
で

の
生
を
追
求
し
、
や
が
て
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
孤
独
な
不
安
と
死
と
に
お
び
え

る
生
き
な
が
ら
の
屍
の
道
を
歩
ん
で
ゆ
く
。
い
づ
れ
に
し
て
も
暗
鯵
な
貴
族
社

会
の
現
実
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
こ
の
二
つ
の
作
品

が
平
安
中
期
以
後
の
作
品
に
比
し
て
、
一
面
多
分
に
政
治
的
な
文
学
で
あ
る
と

い
う
側
面
を
も
ち
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
よ
く
い
わ
れ
る
健
康
性
な
る
も

の
は
、
こ
の
政
治
と
文
学
の
関
係
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ

に
観
念
的
独
善
的
に
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
民
衆
の
批
判
的
行
動
な

り
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
く
み
と
り
、
文
学
的
に
総
合
的
な
感
性
を
結
集
し
な
が
ら
、

摂
関
政
治
権
力
に
対
決
し
よ
う
と
し
て
挫
折
し
て
ゆ
く
生
き
生
き
と
し
た
姿
が

う
か
が
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
挫
折
は
、
漸
く
全
国
的
な
規
模
に
拡
大
さ
れ

て
い
っ
た
寄
進
荘
園
の
集
中
化
を
パ
ッ
ク
と
し
て
政
治
的
実
権
を
握
り
、
摂
関

政
治
を
確
立
し
た
藤
氏
の
権
力
に
対
し
て
、
彼
ら
は
朽
ち
果
て
た
律
令
制
に
す

が
る
よ
り
何
の
す
べ
も
な
い
と
こ
ろ
に
帰
因
し
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
彼
ら
は

律
令
制
の
崩
壊
と
運
命
を
と
も
に
す
る
宿
命
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

》
に
．
＃
：
←
）
辱
呵
緯
鳶
風
：
勝
貯
臘
山
〃
ｉ
ｆ
〉
筒
了
」
感
永
憐
蕊
》
墓
離
鏑
鞠
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し
た
が
っ
て
、
へ
Ｊ
－
へ
で
こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
平
安
朝
初
期
の
健
康
な
明
る

さ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
そ
の
健
康
さ
明
る
さ
に
は
、
一
抹
の
暗

い
蔭
が
色
濃
く
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
を
あ
れ
ほ
ど
厳
し
く
認

刺
し
た
竹
坂
で
す
ら
、
そ
の
巻
末
で
は
人
力
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
「
人
間

無
力
観
の
文
学
と
し
て
の
竹
坂
物
語
」
（
長
谷
川
信
好
「
国
語
国
文
」
昭
三
一
・

五
）
と
い
わ
れ
る
一
面
を
も
っ
て
い
た
し
、
醜
悪
な
現
実
を
つ
め
た
く
拒
否
す

る
か
ぐ
や
姫
は
、
作
者
の
抑
想
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
こ
の
世
の
人
で
な

い
天
上
界
の
人
で
あ
る
と
い
う
絶
望
的
な
暗
さ
が
後
味
と
し
て
残
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
か
か
る
物
語
文
学
噴
矢
の
両
文
学
に
つ
き
ま
と
う
暗
さ
を
み
の
が
し
て

は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
芽
生
え
た
こ
の
暗
さ
は
、
や
が
て
あ
の
は
な
や
か
な
古

代
後
期
に
お
け
乃
物
語
全
盛
時
代
で
あ
る
文
学
隆
醗
期
を
形
成
し
て
い
く
一
つ

の
主
要
な
要
素
Ｌ
一
な
り
、
貢
杯
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
古
代
前
期
の
「
あ

ば
れ
」
の
語
義
ど
語
感
を
大
き
く
変
質
さ
せ
て
、
が
の
「
も
の
Ｌ
あ
は
れ
」
な

る
美
意
識
を
も
は
ぐ
く
み
育
て
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
律
令

制
の
崩
壊
と
い
う
現
実
の
激
変
上
と
も
』
「
》
い
、
従
来
の
佃
習
や
怖
性
で
は
安
易

に
生
活
で
き
た
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
不
安
の
暗
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
暗

い
不
安
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
第
二
の
適
応
の
世
界
Ｉ
文
学
創
造
へ
の
昇
華

ｌ
の
形
成
に
つ
と
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
．

貴
族
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
作
者
た
ち
ほ
、
そ
こ
に
わ
ず
か
の
白
巾
が
存
在

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
彼
ら
の
自
由
は
、
か
え
っ
て
彼
ら
と
社
会
環
境
と

の
粗
鰯
を
感
じ
、
ｎ
分
た
ち
の
危
機
か
｜
そ
れ
だ
け
深
く
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
く

ン
、
－
せ
て
い
っ
た
し
、
環
境
か
ら
の
疎
外
と
そ
こ
か
ら
の
危
機
に
対
し
て
、
第
二

の
適
応
の
世
界
の
形
成
に
異
常
な
関
心
を
そ
そ
ぐ
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
興
味

と
関
心
の
幅
広
い
活
動
が
お
こ
り
え
る
こ
と
に
な
る
。
入
閣
の
可
能
性
が
全
円

的
に
追
求
さ
れ
、
新
し
い
人
間
的
真
実
の
可
能
性
が
啓
示
さ
れ
る
こ
と
に
穴
っ

町
，
Ｃ
ｌ
Ｐ
『
‐
ｑ
△
〉
●
圷
閏
．
↓
。
『
●
９
Ｆ
９
こ
り

Ⅸ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
非
人
間
的
な
虚
偽
を
破
壊
し
て
新
し
い
人

生
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
道
を
示
し
、
そ
れ
へ
の
勇
気
を
お
こ
さ
せ
て
い
く
力

を
読
者
に
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
自
由
も
、
摂
関

政
治
確
立
過
程
の
一
時
期
に
お
い
て
没
落
し
て
い
く
中
下
級
貴
族
層
が
、
相
対

的
な
下
降
的
小
康
の
う
ち
に
も
ち
え
た
も
の
で
あ
り
、
竹
坂
伊
勢
は
こ
の
期
に

成
立
し
た
、
つ
ま
り
同
一
の
士
壊
に
育
成
さ
れ
た
二
つ
の
種
類
を
異
に
す
る
美

し
い
花
で
あ
っ
た
の
だ
。

さ
て
、
こ
の
二
つ
の
物
語
文
学
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
と
の
緊
張
し
た

対
決
の
み
ち
す
じ
に
お
け
る
危
機
感
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
を
生
み
だ
し
て
い
く

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
原
動
力
が
多
く
の
過
去

の
古
伝
承
を
継
承
し
、
伝
統
的
な
古
伝
承
の
も
つ
伝
奇
的
そ
ら
ご
と
を
脱
皮
し

て
、
巧
み
な
物
語
的
構
想
の
も
と
に
現
実
的
素
材
に
よ
る
典
型
的
人
物
を
形
象

化
し
、
上
級
貴
族
の
実
体
を
暴
露
し
認
刺
し
て
、
さ
ら
に
幻
想
的
な
純
粋
美
を

表
出
し
、
普
遍
的
人
間
性
の
真
実
に
ま
で
昇
華
す
る
こ
と
で
、
す
ぐ
れ
た
文
学

性
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
新
し
い
「
つ
く
り
物
語
」
と
い
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
生

み
だ
し
、
他
方
貴
族
社
会
に
お
け
る
歌
語
り
の
伝
承
を
う
け
つ
い
で
、
そ
の
日

常
的
な
社
交
的
な
閑
話
の
域
を
解
脱
し
て
、
万
葉
以
来
の
口
承
歌
や
民
話
を
も

包
摂
し
な
が
ら
、
作
者
の
積
極
的
な
み
や
び
か
ら
消
極
的
な
み
や
び
へ
と
移
り

行
く
み
や
び
な
説
話
の
集
成
を
、
業
平
伝
説
に
こ
と
よ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
を

、
、
、
、

み
や
ぴ
か
一
の
典
型
的
人
間
像
と
し
て
描
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
「
歌

物
語
」
と
い
わ
れ
る
杼
情
的
叙
事
文
学
を
創
出
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
過
去
の

文
学
伝
統
を
十
二
分
に
継
承
し
、
そ
の
総
力
を
あ
げ
て
、
そ
の
権
力
と
の
対
決

と
そ
の
緊
張
感
と
危
機
感
の
持
続
と
集
中
の
う
ち
に
、
新
し
い
文
学
形
態
を
創

造
し
、
次
代
の
作
家
た
ち
に
新
し
い
道
を
開
鑿
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
新
し
い
文
学
と
ジ
ャ
ン
ル
の
創
造
の
母
胎
が
あ
り
、
律
令
制
国
家
の
最
後
の
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１１ 饗金
字
塔
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
六
国
史
や
延
喜
式
が
、
い
た
ず
ら
に
美
辞
と
麗

句
で
装
わ
れ
た
形
式
的
な
形
骸
に
堕
し
た
の
と
根
本
的
な
差
異
を
ま
し
て
い

る
。こ
の
よ
う
な
文
学
を
創
造
し
て
い
か
な
い
で
は
お
か
な
い
、
こ
れ
ら
の
物
語

作
者
た
ち
の
心
の
う
ち
を
さ
ぐ
る
と
き
に
、
私
は
そ
こ
に
律
令
制
の
崩
壊
と
藤

氏
に
よ
る
摂
関
政
治
の
確
立
と
い
う
過
程
に
お
け
る
、
藤
原
権
力
に
対
す
る
律

令
貴
族
層
の
抵
抗
し
て
き
た
心
理
的
推
移
の
総
決
算
を
み
る
の
で
あ
る
。
特
に

伊
勢
の
主
人
公
在
原
業
平
は
、
そ
の
典
型
と
い
え
る
に
十
分
な
人
物
で
あ
り
、

そ
の
象
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

私
は
竹
坂
と
伊
勢
の
二
つ
の
作
品
を
、
同
時
代
に
お
け
る
律
令
貴
族
層
の
心

精
の
推
移
の
二
棟
の
現
象
、
つ
ま
り
そ
の
二
面
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
こ
と

を
み
る
ば
か
り
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
物
語
に
お
け
る
笑
い
の
根
底
に
は
、
藤
氏

の
権
力
に
よ
る
メ
ヵ
ー
ー
ズ
ム
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
生
活
不
安
と
、
そ
こ
か

ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
て
く
る
欲
求
不
満
や
危
機
的
緊
張
の
共
通
的
な
存
在
が
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
古
代
律
令
貴
族
文
学
の
終
焉
の
影
像

を
、
こ
の
竹
坂
と
伊
勢
の
一
一
つ
の
作
品
の
う
え
に
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

ま
た
、
下
層
の
民
衆
竹
坂
翁
の
生
活
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
る
竹
坂
物
語
や

民
話
・
民
謡
を
多
く
収
め
て
い
る
伊
勢
物
語
に
は
、
共
通
し
て
民
衆
の
息
吹
が

感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
竹
坂
に
お
い
て
は
、
「
深
き
志
」
を
基
準
に
五
人
の

貴
公
子
を
批
判
し
認
刺
し
て
い
る
こ
と
と
、
伊
勢
に
お
い
て
は
、
自
己
の
内
な

る
真
実
を
生
き
る
、
い
わ
ゆ
る
作
者
の
考
え
て
い
る
積
極
的
な
「
み
や
ぴ
」
に

生
き
る
人
間
を
称
え
て
い
る
一
一
と
な
ど
の
う
ち
に
、
民
衆
と
の
交
流
の
艦
況
期

（
註
３
）

（
註
４
）

に
と
も
な
う
創
造
的
な
機
運
を
も
た
ら
し
た
、
か
の
白
鳳
期
の
人
間
の
気
骨
に

み
る
自
己
の
内
的
心
情
の
真
実
を
、
誰
は
ば
か
る
こ
と
な
く
表
白
し
よ
う
と
す

る
傾
向
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
し
て
竹

２Ｆ
●■巾-1

-‐、
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１
１

坂
作
者
の
壬
申
の
乱
の
功
労
者
へ
の
郷
楡
な
ど
も
な
さ
れ
え
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
物
語
作
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
律
令
貴
族
と
し
て
の
一
つ
の
理

想
に
生
き
よ
う
と
し
て
生
き
き
れ
な
い
現
実
と
の
対
決
の
う
ち
に
、
や
が
て
竹

坂
は
「
物
思
ひ
な
く
な
」
る
「
不
死
」
の
世
界
へ
、
伊
勢
は
現
実
を
回
避
し
た

、
、
、
、
、

風
流
事
と
し
て
の
み
や
び
）
」
と
の
世
界
へ
と
あ
こ
が
れ
、
傾
斜
し
て
い
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
こ
の
両
物
語
文
学
の
律
令
貴
族
終
焉
の
文
学
と
し

て
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
人
間
が
自
己
の
死
を
意
識
し
自
覚
を
も
っ
て
み
つ
め
る
と
き
、
そ

こ
に
人
生
の
真
実
の
一
端
を
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な

こ
と
が
、
こ
の
二
つ
の
物
語
文
学
に
つ
い
て
は
っ
き
り
い
え
る
と
思
う
。
当
時

の
中
下
級
貴
族
階
級
が
、
「
つ
い
に
行
く
道
」
と
し
て
そ
の
没
落
し
て
ゆ
く
運

命
を
、
「
き
の
ふ
け
ふ
」
と
自
覚
さ
せ
ら
れ
「
不
死
」
を
あ
こ
が
れ
、
そ
れ
と

の
対
決
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
不
如
意
な
現
実
を
改
変
し
た
第

二
の
適
応
の
世
界
と
し
て
の
作
品
の
創
造
の
う
ち
に
、
人
生
の
真
実
の
一
端
を

リ
ア
ル
に
と
ら
え
、
さ
ら
に
普
遍
的
な
人
間
的
欲
求
の
充
足
さ
れ
る
世
界
へ
の

希
求
と
そ
の
創
造
へ
の
一
途
な
熱
情
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
も
、
こ
の
二
つ
の
物
語
を
律
令
貴
族
終
焉
の
文
学
と
規
定
す
る
根
拠

が
、
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
註
１
）
竹
取
の
調
刺
の
裏
側
に
は
、
作
者
の
影
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い

る
。
機
智
家
で
あ
る
作
者
は
「
自
分
の
云
ふ
こ
と
や
自
分
の
行
ふ
こ
と
の
背

後
に
、
多
少
と
も
姿
が
透
い
て
見
え
て
ゐ
る
。
彼
は
そ
こ
に
自
分
を
没
し
き

ら
な
い
。
そ
こ
に
自
分
の
理
知
し
か
置
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
「
笑
』
ベ

ル
グ
ソ
ン
岩
波
文
庫
一
○
六
頁
）
五
人
の
貴
公
子
の
説
話
の
簡
潔
な
描
写
に
、

鋭
い
調
刺
を
表
現
し
て
い
く
文
体
そ
の
も
の
の
う
ち
に
も
、
理
知
に
支
え
ら

れ
た
巧
妙
な
機
智
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
る
筆
致
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
ま

蝿
「

円し

７
１
㎡
ｒ
Ｌ
４
ｊ
砿
孔
駒
？
狼
〉
ｒ
『
川
一
・
『
・
…
’
〃
ｆ
艶
・
↑
・
；
隣
』
に
心
於
睡
，
・
洞
藤
繊
ｕ
隅
射
鰔
駝
鮴
傘
職
詫
灘
鋼
糊
㈹
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た
そ
の
構
想
に
つ
い
て
み
て
も
、
五
人
の
貴
公
子
に
与
え
ら
れ
た
難
題
が
提

出
さ
れ
て
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
年
月
を
つ
い
や
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

か
な
り
合
理
的
な
追
求
を
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
わ
れ
て
い
る
。
（
吉
池

浩
一
‐
竹
取
の
翁
の
年
令
と
物
語
の
構
成
」
国
語
国
文
昭
一
一
二
年
五
月
）
さ

ら
に
三
谷
氏
が
、
第
一
話
と
第
二
話
の
両
皇
子
、
第
四
話
と
第
五
話
の
両
納

言
を
そ
れ
ぞ
れ
対
雛
的
に
描
き
、
第
三
話
は
皇
子
組
、
納
言
組
と
は
異
っ
た

書
き
方
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
両
組
が
ま
た
互
に
対
鵬
的
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
「
対
離
的
の
説
話
に
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
作
者
の
鱗
想
上

に
お
け
る
周
到
さ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
竹
取
物
語
評
解
」
）
し
た

が
っ
て
、
「
五
人
の
賞
公
子
識
は
口
頭
伝
承
と
い
う
よ
り
は
、
あ
る
作
者
に

よ
る
机
上
で
構
成
し
た
筋
書
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
前
掲
日

本
古
典
鑑
賞
講
座
第
五
巻
）
と
い
わ
れ
、
「
火
鼠
の
姿
」
で
、
天
女
と
し
て

の
人
力
を
超
え
た
力
の
持
主
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姫
は
火
の
中
に
く

く
て
実
験
し
な
い
で
は
お
か
な
い
と
こ
ろ
な
ど
に
「
作
者
の
合
理
主
義
的
な

実
証
主
義
的
精
神
が
こ
の
辺
に
も
う
か
が
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
だ

け
に
冒
頭
や
昇
天
の
段
の
構
想
に
見
ら
れ
る
伝
奇
性
と
異
な
っ
た
感
じ
を
受

け
る
。
こ
の
五
人
の
貴
公
子
の
求
婚
談
が
机
上
で
考
え
ら
れ
た
、
そ
れ
だ
け

伝
承
説
話
の
部
分
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て

い
る
の
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
理
知
的
に
計
算
し
て
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
物
語
独
自
の
創
造
性
を

生
み
だ
し
て
い
る
重
要
な
積
杯
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
註
２
）
「
他
人
の
人
格
が
我
々
を
感
動
さ
せ
な
く
な
っ
た
場
合
に
こ
そ
、
喜

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

劇
は
始
ま
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
｝
し
そ
れ
は
社
会
生
活
に
対
す
る
こ
は
ぱ

、り
と
呼
ん
で
も
差
支
へ
な
い
も
の
を
以
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
笑
」
ベ

ル
グ
ソ
ン
）

（
註
３
）
「
宮
廷
と
農
民
社
会
と
の
う
た
の
交
流
が
お
こ
り
、
白
鳳
期
が
、
も

ろ
も
ろ
の
部
面
で
創
造
の
気
運
を
は
ら
ん
で
い
た
だ
け
に
、
そ
の
交
流
は
、

宮
廷
に
よ
っ
て
積
極
的
に
す
す
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
東
歌
の
多
く
も
、
ま

さ
に
、
こ
う
し
た
交
錯
の
、
ゆ
た
か
な
所
産
で
あ
っ
た
。
」
（
北
山
茂
夫
「
万

葉
の
時
代
」
）

（
註
４
）
壬
申
の
乱
の
底
流
に
は
、
近
江
期
に
対
す
る
反
感
が
み
な
ぎ
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
旧
族
官
人
ら
は
、
か
れ
ら
の
は
た
ら
き
で
い

ま
つ
く
り
上
げ
た
飛
鳥
浄
御
原
官
の
政
治
の
ゆ
き
方
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
思
わ
く
を
い
だ
い
て
い
た
。
百
済
の
役
（
六
六
一
’
六
六
三
年
）
以
来
の

政
治
不
安
が
い
ち
お
う
打
開
さ
れ
て
、
天
皇
権
力
の
確
立
を
み
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
宮
廷
人
の
満
足
は
大
き
か
っ
た
も
の
の
、
秩
序
の
立
て
直
し
は
、

さ
き
に
も
ふ
れ
た
ご
と
く
、
か
れ
ら
の
特
権
の
あ
る
も
の
を
奪
い
、
ま
た
脅

か
す
に
い
た
っ
て
、
天
皇
に
対
す
る
信
頼
感
は
動
揺
し
は
じ
め
、
反
発
は
、

次
☆
に
で
て
来
て
い
る
。
治
世
十
四
年
の
最
後
ま
で
、
つ
い
に
、
一
人
の
大

臣
を
も
任
命
し
な
か
っ
た
の
は
、
天
武
と
し
て
も
、
よ
ほ
ど
考
え
て
の
う
え

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
政
柄
を
掌
握
す
る
点
に
お
い
て
、
か
れ
は
、
皇
親
政
治

家
と
し
て
の
専
制
的
本
質
を
か
く
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
か
れ
は
、
皇
子

・
王
を
い
つ
も
政
治
の
最
要
部
に
す
え
た
関
係
か
ら
、
天
皇
と
の
摩
擦
は
、

た
と
え
ば
、
麻
績
王
、
筑
紫
大
宰
屋
王
、
御
方
大
野
の
父
（
続
日
本
紀
巻
十

七
）
の
事
件
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
か
は
、

記
録
か
ら
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
ま
た
当
麻
公
広
麻
呂
、
久
努
臣
（
阿
倍

久
努
臣
）
麻
呂
ら
も
、
天
皇
の
忌
諒
に
ふ
れ
て
、
朝
廷
出
仕
を
禁
じ
ら
れ

た
。
し
か
る
に
、
、
久
努
臣
麻
呂
は
、
そ
の
命
令
を
伝
え
ん
と
す
る
勅
使
に
対

梓
し
た
と
い
う
の
で
、
悉
く
官
位
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
も
、
そ
の

経
綿
が
い
っ
こ
う
に
つ
か
め
な
い
け
れ
ど
、
久
努
臣
麻
呂
は
、
天
皇
の
詰
責

に
へ
こ
た
れ
て
し
ま
わ
ず
、
お
そ
ら
く
あ
え
て
か
れ
の
心
情
を
の
べ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
い
き
さ
つ
の
な
か
に
、
白
鳳
人
の
気
骨
が
う

か
が
わ
れ
、
持
続
朝
に
お
け
る
三
輪
君
高
市
麻
呂
の
、
勇
気
に
富
む
言
動
に

つ
ら
な
る
も
の
が
あ
る
。
」
（
北
山
茂
夫
「
万
葉
の
時
代
」
）
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