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動
物
説
話
試
論 

―
『
古
今
著
聞
集
』『
今
昔
物
語
集
』
所
載
説
話
を
対
象
に
―

六
九

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
説
話
に
描
か
れ
た
魚
虫
禽
獣
＝
動
物
の
分
析
を
通
し
て
、〈
他

者
〉
で
あ
る
動
物
を
人
間
が
ど
う
認
識
し
、
い
か
に
伝
承
し
よ
う
と
し
た
か

を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
の
は
、『
古
今
著
聞
集
』「
魚
虫
禽

獣
」
篇
と
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
九
に
所
載
の
説
話
で
あ
る
。
取
り

扱
う
説
話
の
中
に
は
、
今
日
の
科
学
的
観
点
か
ら
す
る
と
、
と
う
て
い
事
実

譚
と
は
思
え
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
時
に
動
物
を
人
間
に
通
じ
る
も

の
と
捉
え
、
或
い
は
人
間
と
か
け
離
れ
た
存
在
と
す
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に

動
物
に
対
す
る
認
識
を
窺
わ
せ
る
に
足
る
資
料
と
言
え
る
。
ほ
と
ん
ど
手
探

り
の
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
即
し
た
や
り
方
で
、
あ

れ
こ
れ
と
考
え
て
み
た
い
。

動
物
説
話
試
論

　
　
　
―
『
古
今
著
聞
集
』『
今
昔
物
語
集
』
所
載
説
話
を
対
象
に
―

田
　
中
　
宗
　
博

一
、
動
物
へ
の
〈
共
感
的
把
握
〉

　
　
―
―
『
古
今
著
聞
集
』「
魚
虫
禽
獣
」
篇
の
説
話
か
ら
―
―

　

人
間
に
と
っ
て
動
物
は
、
本
質
的
に
〈
他
者
〉
で
あ
る
。
身
体
の
構
造
は

も
と
よ
り
、
活
動
の
様
式
や
生
態
の
位
相
は
か
け
離
れ
て
い
る
し
、
何
よ
り

も
〈
言
語
〉
に
よ
る
相
互
理
解
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
な

の
だ
が
、
人
は
し
ば
し
ば
想
像
力
を
以
て
、
こ
の
〈
他
者
〉
を
理
解
し
よ
う

と
試
み
る
。
例
え
ば『
古
今
著
聞
集
』「
魚
虫
禽
獣
」篇
の
小
序
は「
禽
獣
魚
虫
、

其
彙
且
千
、
皆
雖
不
能
言
、
各
似
有
所
思
者
也
」
と
記
す（
注
１
）。
編
者
橘
成

季
は
、
人
間
と
姿
の
近
い
猿
か
ら
使
役
獣
と
し
て
の
牛
、
さ
ら
に
は
蛇
・
虱

に
及
ぶ
説
話
を
類
聚
す
る
が
、
も
の
言
わ
ぬ
魚
虫
禽
獣
に
も
「
何
か
思
う
こ

と
が
あ
る
よ
う
だ
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
「
魚
虫
禽
獣
」
篇
の
編
成
に
当
た
っ
て
、
成
季
に
明
確
な
採

話
規
準
が
あ
っ
た
と
は
認
め
難
い（
注
２
）。
実
際
、
嵯
峨
野
に
虫
を
尋
ね
る
話



七
〇

（
六
八
四
話
）
や
、
仙
洞
鵯
合
の
記
録
（
六
九
〇
話
）、
鵯
や
斑
鳩
を
愛
翫
す

る
家
隆
の
話
（
七
〇
四
話
～
七
〇
六
話
）、
鷹
狩
り
関
係
の
説
話
（
六
七
四

話
・
六
七
八
話
）
な
ど
は
、
す
べ
て
宮
廷
貴
族
文
化
の
圏
内
を
出
な
い
話
柄

で
、
そ
こ
に
動
物
の
了
解
不
能
な
〈
他
者
性
〉
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
は
な

い
。
他
方
、動
物
の
生
態
に
即
し
た
話
柄
と
し
て
は
、蛙
合
戦
の
話
（
七
一
〇

話
）
や
、
い
わ
ゆ
る
猫
の
お
土
産（
注
３
）
の
話
（
六
八
七
話
）
な
ど
も
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
非
実
在
の
異
類
＝
龍
が
、
人
間
の
女
を
水
界
に
連
れ
去
っ
た
と

い
う
、
ほ
ぼ
異
類
婚
姻
譚
と
言
う
他
な
い
話
（
六
九
三
話
）
も
あ
り
、
そ
こ

で
は
動
物
と
神
の
距
離
が
限
り
な
く
近
接
し
て
い
る
。
加
え
て
、『
日
本
霊

異
記
』
由
来
の
蟹
の
報
恩
譚
（
六
八
二
話
）
や
、『
法
華
験
記
』
を
源
泉
と

す
る
、
仏
法
と
の
結
縁
を
欣
う
猿
・
狐
の
霊
異
譚
（
六
九
八
話
・
六
八
一
話
）

も
あ
っ
て
、
よ
く
言
え
ば
多
様
、
悪
く
言
え
ば
雑
多
な
説
話
が
ア
ト
ラ
ン
ダ

ム
に
収
載
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
明
確
な
「
魚
虫
禽
獣
」
規

定
に
基
づ
く
、
説
話
採
録
の
一
貫
性
な
ど
想
定
し
よ
う
が
あ
る
ま
い
。

　

そ
れ
で
も
、小
序
の
記
す
「
皆
雖
不
能
言
、各
似
有
所
思
者
也
」
と
い
っ
た
、

人
間
の
想
像
力
の
方
向
性
を
体
現
す
る
よ
う
な
説
話
も
散
見
す
る
。例
え
ば
、

六
七
七
話
「
永
延
元
年
五
月
、
鴾
毛
の
馬
競
馬
に
負
け
、
思
入
り
て
頓
死
の

事
」
は
、「
右
近
衞
三
宅
忠
正
」
が
騎
る
「
鴾
毛
」
の
馬
が
、「
左
府
生
下
野

公
里
」
の
「
穗
坂
の
七
葦
毛
」
に
敗
れ
た
結
果
、「
次
の
日
の
朝
、
病
も
な

き
に
目
に
涙
を
う
か
べ
て
、
や
が
て
死
」
ん
だ
と
い
う
話
だ
。
そ
の
末
尾
に

は
「
獣
な
れ
ど
も
負
た
る
事
を
思
ひ
い
れ
た
り
け
る
に
や
、
不
思
議
な
る
事

な
り
」
と
あ
る
。
こ
の
一
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
競
馬
翌
日
の
馬
の
頓
死

と
い
う
異
常
事
は
、
動
物
も
人
と
同
様
勝
負
に
負
け
る
の
は
、
死
ぬ
程
悔
し

か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
篇
の
説
話
と
し
て

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
種
の
話
に
明
示
さ
れ
る
動
物
認
識
の
あ
り
方
を
、
い
ま
仮
に
〈
共
感

的
把
握
〉
の
方
向
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
動
物
は
間
違
い
な
く
〈
他
者
〉

で
は
あ
る
が
、
そ
の
行
動
や
心
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
人
間
と
相
通
じ
る
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
自
ら
を
省
み
た
忖
度
・
類
推
に
よ
っ
て
、
了
解

可
能
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
動
物
に
人
間
を
投
影

し
て
理
解
を
は
か
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
心
的
姿
勢
は
、
現
代
で
も
広

く
指
摘
さ
れ
る
普
遍
性
を
帯
び
て
い
る
。
例
え
ば
、
身
を
挺
し
て
仔
を
守
る

野
良
猫
に
、
強
き
母
の
献
身
的
な
愛
を
見
て
感
動
し
、
小
鳥
の
雛
を
無
慈
悲

に
捕
食
す
る
毒
蛇
を
見
て
は
、
そ
の
残
忍
や
貪
欲
を
憎
む
と
い
っ
た
具
合 

に
。
ど
う
や
ら
、
人
間
が
動
物
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
両
者
の
境

界
を
取
り
払
い
〈
他
者
性
〉
を
無
化
す
る
方
向
へ
向
か
う
想
像
力
の
は
た
ら

き
、
心
的
ベ
ク
ト
ル
が
確
実
に
存
在
す
る
よ
う
だ
。

　

「
魚
虫
禽
獣
」
篇
の
説
話
を
通
覧
す
る
と
、〈
共
感
的
把
握
〉
の
対
象
と

さ
れ
た
動
物
の
説
話
を
、
幾
つ
も
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
顕
著
な
一
例
と

し
て
は
、
七
一
一
話
「
五
代
民
部
丞
が
飼
ひ
犬
鳥
を
食
は
ざ
る
事
、
並
び
に



動
物
説
話
試
論 

―
『
古
今
著
聞
集
』『
今
昔
物
語
集
』
所
載
説
話
を
対
象
に
―

七
一

平
行
政
が
飼
犬
断
食
の
事
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

遠
江
の
守
朝
時
朝
臣
の
も
と
に
、
五
代
民
部
の
丞
と
い
ふ
も
の
あ
り

け
り
。
件
の
民
部
丞
、
青
毛
な
る
犬
の
ち
ひ
さ
き
を
飼
ひ
け
り
。
こ
の

犬
十
五
日
・
十
八
日
・
二
十
七
日
、
月
に
三
度
は
い
か
に
も
魚
鳥
の
類

を
く
は
ざ
り
け
り
。
人
あ
や
し
み
て
、
わ
ざ
と
く
く
め
け
れ
ど
も
、
な

ほ
く
は
ざ
り
け
り
。
十
五
日
・
十
八
日
は
、
阿
弥
陀
・
観
音
の
縁
日
な

れ
ば
、
畜
生
な
れ
ど
も
、
心
あ
れ
ば
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
し
。
二
十
七
日

は
な
に
ゆ
ゑ
に
か
く
は
あ
る
に
か
と
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
こ
れ
を
よ
く

よ
く
案
ず
れ
ば
、
こ
の
犬
の
い
ま
だ
を
さ
な
か
り
け
る
を
、
か
の
民
部

の
丞
が
子
息
の
小
童
飼
ひ
た
て
た
り
け
る
な
り
。
件
の
小
童
そ
の
か
み

失
せ
に
け
り
。
か
の
月
忌
二
十
七
日
に
て
あ
り
け
る
を
忘
れ
ず
し
て
、

か
か
り
け
る
に
や
。
あ
は
れ
に
ふ
し
ぎ
な
る
事
な
り
。
仏
菩
薩
の
縁
日

な
ら
び
に
主
君
の
月
忌
を
わ
す
れ
ず
恩
を
報
ず
る
事
、
人
倫
の
な
か
に

も
あ
り
が
た
き
事
に
て
侍
る
に
、
い
ふ
か
ひ
な
き
犬
畜
生
の
か
く
し
け

ん
事
、
あ
り
が
た
き
事
な
り
。（
以
下
、
平
行
政
の
飼
犬
の
条
は
後
略
）

　

こ
の
説
話
の
場
合
、
月
に
三
日
ま
で
日
を
定
め
て
肉
食
を
避
け
る
犬
の
異

常
な
行
動
に
、
周
り
の
人
々
が
あ
れ
こ
れ
忖
度
す
る
過
程
が
、
丁
寧
に
言
語

化
さ
れ
て
い
る
。
特
に
阿
弥
陀
・
観
音
の
縁
日
に
つ
い
て
「
畜
生
な
れ
ど
も
、

心
あ
れ
ば
さ
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
す
る
辺
り
、
人
間
の
動
物
に
対
す
る
〈
共

感
的
把
握
〉
の
実
態
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
二
十
七
日
」

に
つ
い
て
「
よ
く
よ
く
案
」
じ
た
結
果
、飼
い
主
だ
っ
た
「
小
童
」
の
「
月
忌
」

に
思
い
当
た
り
、
犬
の
振
る
舞
い
を
報
恩
の
意
志
に
出
る
も
の
と
判
断
、「
人

倫
の
な
か
に
も
あ
り
が
た
き
事
」
と
、
驚
き
を
以
て
記
す
の
が
本
話
の
趣
旨

で
あ
っ
た
。
前
掲
六
七
七
話
の
馬
の
場
合
、
そ
の
死
が
肯
定
的
に
賞
揚
さ
れ

て
い
る
と
ま
で
は
言
い
難
か
っ
た
が
、
こ
ち
ら
の
犬
の
場
合
は
、
問
題
な
く

賞
賛
を
含
意
す
る
説
話
と
読
め
る
。
付
言
す
る
と
、
こ
の
種
の
忠
実
な
動
物

を
描
く
説
話
に
は
、
対
比
的
に
恩
知
ら
ず
の
人
間
へ
の
批
判
が
含
意
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
が（
注
４
）、
本
話
に
は
そ
の
要
素
は
な
い
。

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

さ
て
、
も
の
言
わ
ぬ
〈
他
者
〉
で
あ
る
動
物
に
、
人
間
と
共
通
す
る
美
点

を
見
て
、
そ
れ
を
敬
仰
・
賞
揚
す
る
説
話
が
あ
る
一
方
、
そ
の
真
逆
を
志
向

す
る
説
話
も
あ
る
。
人
間
と
同
じ
よ
う
な
行
動
を
す
る
け
れ
ど
も
、
し
ょ
せ

ん
動
物
は
浅
ま
し
い
と
か
馬
鹿
だ
な
ど
と
、
否
定
的
な
評
価
を
含
意
す
る
も

の
で
あ
る
。「
魚
虫
禽
獣
」
篇
で
は
、
さ
し
ず
め
六
九
七
話
「
文
覚
上
人
、

高
尾
に
て
三
匹
の
猿
、
烏
を
捕
り
て
鵜
飼
を
摸
す
る
を
見
る
事
」
が
該
当
し

よ
う
。
こ
の
話
は
、あ
の
「
文
覚
」
を
視
点
人
物
と
し
て
、「
清
滝
川
の
か
み
」

で
「
大
な
る
猿
両
三
匹
」
が
、
鵜
な
ら
ぬ
烏
を
捕
ら
え
て
鵜
飼
の
真
似
を
し

て
い
た
こ
と
を
、
実
見
譚
の
体
裁
で
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

語
ら
れ
る
内
容
は
、
と
て
も
事
実
あ
り
得
た
こ
と
と
は
思
え
ず
、
話
末

に
「
彼
上
人
か
た
り
け
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
話
は
文
覚
の
よ
う
な



七
二

僧
徒
が
説
法
・
唱
導
の
目
的
で
語
っ
た
、
一
種
の
寓
話
の
よ
う
に
も
思
え

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
旅
田
孟「
鵜
の
真
似
す
る
鳥
説
話 

―『
古
今
著
聞
集
』

の
文
覚
説
話
」
は
、時
の
権
力
者
後
鳥
羽
院
と
真
言
宗
内
の
対
立
派
閥
と
を
、

あ
わ
せ
て
諷
刺
し
た
も
の
と
説
く（
注
５
）。
確
か
に
本
話
は
、
猿
の
振
る
舞
い

に
託
し
て
人
事
を
暗
喩
す
る
、
虚
構
説
話
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
こ

で
は
一
部
始
終
を
見
届
け
た
視
点
人
物
＝
文
覚
の
判
断
と
し
て
、
次
の
記
述

が
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

人
の
鵜
つ
か
ひ
け
る
を
見
て
、
魚
を
と
ら
せ
ん
と
し
け
る
に
や
。
烏
を

鵜
に
つ
か
ふ
た
め
し
、
は
か
な
け
れ
ど
も
、
心
ば
せ
ふ
し
ぎ
に
ぞ
思
ひ

よ
り
た
り
け
る
。
烏
は
水
に
な
げ
入
ら
れ
た
れ
ど
も
、
そ
の
益
な
く
て

死
に
に
け
れ
ば
、
猿
ど
も
は
う
ち
す
て
て
山
へ
い
り
に
け
り
。

　

今
日
で
も
「
猿
真
似
」
の
語
が
あ
る
よ
う
に
、
古
来
猿
は
人
間
を
模
倣
す

る
動
物
と
観
念
さ
れ
た
。
他
方
「
猿
は
人
間
に
毛
が
三
筋
足
ら
ぬ
」
の
俗 

諺（
注
６
）
が
示
す
よ
う
に
、
利
口
そ
う
に
見
え
て
も
猿
は
人
に
及
ば
な
い
と

の
観
念
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
本
話
は
、
そ
れ
を
示
す
恰
好
の
事
例
と
も
言

え
る
が
、
鵜
の
役
目
を
強
い
ら
れ
た
烏
は
溺
死
し
、
猿
は
得
る
と
こ
ろ
な
く

山
に
戻
る
。
猿
の
行
為
は
「
は
か
な
け
れ
」
の
評
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
前
掲
の
亡
主
の
月
忌
を
勤
め
た
犬
の
話
と
比
べ
る
と
、
共
に
動
物
の
振

る
舞
い
に
人
間
と
共
通
す
る
も
の
を
認
め
な
が
ら
、
評
価
が
真
逆
に
な
っ
て

い
る
点
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、〈
他
者
〉
で

あ
る
は
ず
の
魚
虫
禽
獣
を
、〈
共
感
的
把
握
〉
の
対
象
と
す
る
説
話
に
も
、

肯
定
的
評
価
に
及
ぶ
も
の
と
、
否
定
的
評
価
に
帰
結
す
る
も
の
の
両
様
が
あ

り
得
た
の
で
あ
る
。

二
、
動
物
へ
の
〈
排
他
的
把
握
〉

　
　
―
―
『
古
今
著
聞
集
』「
魚
虫
禽
獣
」
篇
の
説
話
か
ら
―
―

　

さ
て
、
い
ま
少
し
『
古
今
著
聞
集
』
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
前
節
で

み
た
説
話
は
、
馬
や
犬
・
猿
が
登
場
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例

は
、
人
間
に
と
っ
て
有
用
な
家
畜
で
あ
っ
た
り
、
人
と
姿
が
似
て
い
た
り
す

る
こ
と
も
あ
っ
て
、〈
共
感
的
把
握
〉
の
対
象
と
な
り
易
い
動
物
だ
と
も
言

え
よ
う
。
そ
れ
で
は
蛇
な
ら
ど
う
か
。
人
間
と
は
か
け
離
れ
た
形
態
を
持
ち
、

脱
皮
を
繰
り
返
し
て
成
長
し
、
時
に
猛
毒
で
人
を
死
に
至
ら
し
め
る
蛇
類 

は
、
嫌
悪
・
忌
避
の
対
象
と
さ
れ
が
ち
だ
。
人
間
と
の
通
婚
を
は
か
る
神
あ

る
い
は
妖
怪
的
な
蛇
の
話
（
六
八
二
話
・
六
九
三
話
）
は
措
く
と
し
て
、
こ

こ
で
は
六
九
五
話
「
渡
辺
の
薬
師
堂
に
て
、
大
蛇
釘
付
け
ら
れ
て
六
十
余
年

生
き
た
る
事
」
を
み
て
お
こ
う
。

　

渡
辺
に
往
年
の
堂
あ
り
。
薬
師
堂
と
ぞ
い
ふ
な
る
。
源
三
左
衞
門
か

け
る
が
先
祖
の
氏
寺
な
り
。
つ
が
ふ
の
馬
の
允
が
時
、
こ
の
堂
を
修
理

し
け
る
に
、
も
と
こ
け
ら
ぶ
き
に
て
あ
り
け
る
が
、
年
久
し
く
な
り
て
、
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み
な
朽
ち
く
さ
り
て
侍
り
け
る
を
、
葺
き
か
へ
む
と
て
、
う
へ
を
と
り

や
ぶ
り
て
侍
り
け
る
に
、
大
き
な
る
く
ち
な
は
あ
り
け
り
。
な
に
と
か

し
た
り
け
ん
、
お
ほ
き
な
る
釘
に
う
ち
つ
け
ら
れ
て
、
年
比
は
た
ら
き

も
せ
で
、
か
く
て
あ
り
け
る
な
り
。
そ
の
時
こ
の
堂
建
立
の
年
紀
を
か

ぞ
ふ
れ
ば
、
六
十
余
年
に
な
り
に
け
り
。
そ
の
あ
ひ
だ
か
く
う
ち
つ
け

ら
れ
な
が
ら
、
生
き
て
あ
り
け
る
命
な
が
さ
、
お
そ
ろ
し
き
事
な
り
。

そ
の
蛇
の
あ
り
け
る
し
た
の
裏
板
は
、
あ
ぶ
ら
み
が
き
な
ど
を
し
た
る

や
う
に
て
、
き
ら
め
き
た
り
け
り
。
い
か
な
る
ゆ
え
に
か
、
お
ぼ
つ
か

な
し
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
か
け
る
が
語
り
け
る
な
り
。

右
の
行
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
話
の
蛇
に
は
、
超
自
然
的
存
在
と
し
て

の
神
や
妖
怪
の
面
影
は
な
い
。
事
情
は
不
明
だ
が
、
薬
師
堂
創
建
時
の
工
事

中
不
慮
に
釘
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
蛇
が
、「
六
十
余
年
」
を
経
て
生
き
て
い

た
と
い
う
の
が
全
て
で
、
そ
の
後
蛇
は
ど
う
な
っ
た
か
等
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
も
と
よ
り
信
の
お
け
る
話
で
は
な
い
が
、
本
話
は
ひ
と
ま
ず
事
実
譚
と

し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
蛇
が
い
た
裏
板
は
油
磨
き
し
た
よ
う
に
輝
い
て
い
た

な
ど
と
、
そ
れ
ら
し
い
細
部
描
写
ま
で
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の

異
常
事
に
遭
遇
し
た
際
の
感
慨
が
「
生
き
て
あ
り
け
る
命
な
が
さ
、
お
そ
ろ

し
き
事
な
り
」
と
語
ら
れ
る
。

　

前
節
で
み
た
馬
・
犬
・
猿
の
諸
例
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
異
常
な
ま
で

の
生
命
力
を
持
つ
蛇
が
、
驚
嘆
・
畏
怖
の
対
象
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。

動
物
は
時
に
、
人
間
の
理
解
を
絶
す
る
〈
他
者
〉
と
し
て
の
一
面
を
露
わ
に

す
る
が
、
こ
の
話
の
場
合
、
人
間
と
隔
絶
し
た
蛇
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
自

体
が
、
本
旨
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
事
実
「
い
か
な
る
ゆ
ゑ
に
か
、
お
ぼ
つ
か

な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
度
外
れ
た
蛇
の
生
命
力
に
つ
い
て
の
理
解
・
意
味

付
け
は
、
ほ
ぼ
断
念
さ
れ
て
い
る
。
多
少
と
も
想
像
力
を
働
か
せ
る
な
ら
、

蛇
の
長
命
と
「
薬
師
堂
」
と
は
関
わ
り
が
あ
る
の
か
と
か
、
発
見
さ
れ
た
蛇

は
ど
う
処
置
さ
れ
た
の
か
、蛇
は
復
仇
し
た
の
か
報
恩
し
た
の
か
等
々
、様
々

な
思
い
が
生
じ
よ
う
が
、
本
話
は
そ
れ
に
一
切
応
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
説
話
に
窺
わ
れ
る
動
物
認
識
の
あ
り
方
を
、〈
共
感
的
把
握
〉

に
対
し
て
〈
排
他
的
把
握
〉
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
よ
う
。〈
共
感
的
把
握
〉
が
、

動
物
の
〈
他
者
性
〉
を
無
化
す
る
心
的
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
の
に
対
し
、〈
排

他
的
把
握
〉
は
、
動
物
の
〈
他
者
性
〉
を
自
明
の
前
提
に
、
時
に
人
間
と
の

差
異
を
強
調
す
る
心
的
ベ
ク
ト
ル
を
備
え
る
。
そ
の
よ
う
な
方
向
性
を
持
つ

説
話
で
は
、
動
物
を
人
間
と
の
類
推
で
理
解
す
る
（
し
た
つ
も
り
に
な
る
）

こ
と
は
断
念
さ
れ
、
動
物
が
本
来
的
に
備
え
る
〈
他
者
性
〉
と
、
そ
れ
に
対

す
る
違
和
の
念
の
表
出
が
、
一
話
を
支
え
る
要
素
と
な
る
。
釘
付
け
の
蛇
の

説
話
は
、
そ
の
典
型
的
な
事
例
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
集
中
の
説
話
配
列
を
窺
う
と
、
本
話
は
次
の
六
九
六
話
「
或
る
京

上
り
の
田
舍
人
に
白
虫
仇
を
報
ず
る
事
」
を
、
併
せ
て
考
え
る
べ
き
か
も
知

れ
な
い
。
こ
ち
ら
の
話
で
は
、
シ
ラ
ミ
に
喰
わ
れ
た
男
が
そ
れ
を
捕
ら
え
、
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柱
を
削
っ
た
中
に
押
し
込
ん
で
お
い
た
と
こ
ろ
、翌
年
ま
で
「
み
も
な
く
て
、

や
せ
が
れ
」
た
状
態
で
生
き
長
ら
え
て
い
た
と
す
る
。「
ふ
し
ぎ
に
お
ぼ
え
」

た
男
が
「
い
ま
だ
生
き
た
る
が
む
ざ
ん
さ
に
、
事
の
や
う
見
ん
と
て
」（
注
７
）

自
ら
の
腕
を
喰
わ
せ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
喰
わ
れ
た
痕
が
「
瘡
」
と
な

り
「
わ
づ
ら
ひ
て
死
」
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
明
ら
か
に
前

話
と
の
類
想
関
係
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。『
著
聞
集
』
読
者
は
、
当
然
二
話

を
合
わ
せ
た
読
解
を
強
い
ら
れ
る
が
、
両
話
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
意
外
に

遠
い
の
で
は
な
い
か
。

　

シ
ラ
ミ
の
話
の
場
合
、
閉
所
に
押
し
込
め
て
生
命
の
危
機
を
も
た
ら
し
た

相
手
が
明
白
で
、そ
の
「
田
舎
男
」
が
「
む
ざ
ん
（
＝
可
哀
そ
う
）」
な
ど
と
、

な
ま
じ
〈
共
感
的
把
握
〉
を
働
か
せ
た
こ
と
か
ら
事
態
が
動
き
出
す
。
そ
れ

に
比
べ
て
六
九
五
話
の
蛇
に
つ
い
て
は
、〈
共
感
的
把
握
〉
に
発
す
る
表
現

は
一
切
な
い
。
釘
付
け
の
ま
ま
閉
所
で
多
年
を
生
き
延
び
た
蛇
に
つ
い
て
、

ど
ん
な
に
苦
し
か
っ
た
ろ
う
恨
め
し
か
っ
た
ろ
う
等
々
と
、
人
の
側
に
引
き

付
け
て
捉
え
る
想
像
力
が
発
動
し
た
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
本
話
は
、
遂
に
蛇
の
復
仇
あ
る
い
は
報
恩
譚
に
な
る
こ
と
も
な
く
、「
薬

師
堂
」
と
い
う
場
の
霊
験
譚
に
展
開
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
や
は
り
こ
こ

で
志
向
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
と
は
隔
絶
し
た
蛇
の
生
命
力
へ
の
違
和
感

あ
る
い
は
忌
避
の
念
の
表
出
、
そ
れ
自
体
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ 

う
。

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

さ
て
、
同
じ
く
蛇
は
登
場
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
圧
倒
す
る
鷹
の
能
力
を

賛
美
・
敬
仰
す
る
の
が
七
一
八
話
「
攝
津
国
岐
志
の
熊
鷹
、
大
蛇
を
食
ひ
殺

す
事
」
で
あ
る
。
や
や
長
文
に
な
る
が
、
以
下
に
本
文
を
掲
げ
る
。

　

摂
津
国
岐
志
の
庄
に
、一
丈
あ
ま
り
ば
か
り
な
る
蛇
の
耳
お
ひ
た
る
、

時
時
出
現
し
て
人
を
な
や
ま
し
け
り
。
見
あ
ふ
も
の
か
な
ら
ず
や
み
け

れ
ば
、
こ
の
蛇
い
で
た
る
と
聞
き
て
は
、
村
人
、
門
戸
を
と
ぢ
て
に
げ

か
く
れ
け
る
ほ
ど
に
、
同
じ
住
人
左
近
の
將
監
な
に
が
し
と
か
や
い
ふ

な
る
を
の
こ
、熊
鷹
を
飼
ひ
け
り
。或
る
日
、こ
の
蛇
い
で
た
り
け
る
に
、

例
の
こ
と
な
れ
ば
、
里
の
人
か
く
れ
ま
よ
ひ
け
る
に
、
蛇
、
熊
鷹
に
目

を
か
け
て
は
ひ
ゆ
く
。
熊
鷹
も
ま
た
身
を
ほ
そ
め
毛
を
ひ
き
て
蛇
に
目

を
か
け
て
あ
り
け
る
ほ
ど
に
、
し
ば
し
ば
か
り
あ
り
て
、
こ
の
蛇
、
熊

鷹
の
を
り
の
も
と
に
す
で
に
ち
か
づ
き
ぬ
。
件
の
を
り
は
、
ほ
そ
き
木

を
つ
ち
に
う
ち
た
て
て
あ
る
物
に
て
侍
る
を
、
こ
の
蛇
、
を
り
の
は
さ

ま
よ
り
か
し
ら
を
さ
し
入
れ
て
の
ま
む
と
す
る
を
、
熊
鷹
、
蛇
の
か
し

ら
よ
り
し
も
五
六
寸
ば
か
り
を
さ
げ
て
、
む
ず
と
つ
か
み
て
け
り
。
つ

よ
く
つ
か
ま
れ
て
、
蛇
、
を
り
を
ひ
し
ひ
し
と
ま
き
け
る
が
、
次
第
に

つ
よ
く
ま
か
れ
て
、
を
り
の
や
の
う
へ
や
ぶ
れ
て
、
一
所
へ
と
り
よ
せ

た
る
や
う
に
な
り
に
け
り
。
し
も
は
つ
ち
に
う
ち
い
れ
た
れ
ば
、
は
た

ら
か
ず
。
そ
の
と
き
熊
鷹
、
蛇
の
く
び
を
く
ひ
き
り
に
け
れ
ば
、
ま
と
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ひ
つ
る
も
と
け
に
け
り
。
そ
れ
よ
り
蛇
失
せ
て
、
人
な
や
む
事
な
く
な

り
て
村
里
の
よ
ろ
こ
び
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。

「
摂
津
国
岐
志
の
庄
」
に
出
現
す
る
三
メ
ー
ト
ル
余
の
大
蛇
は
、「
耳
お
ひ
た

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、自
然
界
に
普
通
に
生
息
す
る
蛇
で
は
な
い（
注
８
）。「
見

あ
ふ
も
の
か
な
ら
ず
や
み
け
れ
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
禍
々
し
い

邪
神
、
あ
る
い
は
妖
怪
と
近
接
し
た
存
在
が
想
起
さ
れ
て
い
る（
注
９
）。
ま
た 

「
村
人
、
門
戸
を
と
ぢ
て
に
げ
か
く
れ
け
る
」
と
、
こ
の
蛇
の
存
在
は
共
同

体
の
正
常
な
日
常
の
障
礙
と
な
っ
て
も
い
る
。
こ
の
類
の
邪
神
・
蛇
神
伝
承

は
、
往
々
に
し
て
外
部
か
ら
来
訪
し
た
神
・
異
人
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
る
事

例
が
多
い
こ
と
は
、
八
岐
大
蛇
伝
承
を
引
く
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が

本
話
の
場
合
、
こ
の
蛇
の
障
礙
を
排
除
し
た
の
は
、「
住
人
左
近
の
將
監
な

に
が
し
」
が
飼
う
「
熊
鷹
」
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
話
末
に
は
「
人
な
や
む
事

な
く
な
り
て
、
村
里
の
よ
ろ
こ
び
に
て
ぞ
あ
り
け
る
」
と
、
共
同
体
の
危
機

が
去
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

　

鷹
・
鷲
と
い
っ
た
猛
禽
類
、
時
に
は
孔
雀
な
ど
も
含
め
て
、
鳥
類
が
蛇
を

制
圧
す
る
能
力
を
有
す
る
と
い
う
観
念
は
、
世
界
的
に
広
く
分
布
し
て
い 

る
。
例
え
ば
、
メ
キ
シ
コ
国
旗
の
紋
章
な
ど
が
そ
れ
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
伝
え

る
し（
注
10
）、
仏
教
の
尊
格
「
孔
雀
明
王
」
も
ま
た
、
毒
蛇
を
よ
く
服
す
る

孔
雀
へ
の
敬
意
に
起
源
を
持
つ（
注
11
）。
さ
ら
に
は
仏
法
に
帰
依
す
る
竜
王

で
さ
え
、「
三
熱
」
の
苦
の
一
と
し
て
金
翅
鳥
に
喰
わ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な

い
と
い
う
が（
注
12
）、
そ
れ
ら
様
々
な
伝
承
の
背
後
に
存
在
す
る
、
蛇
と
鳥

類
と
の
天
敵
関
係
を
想
定
す
る
観
念
が
、
本
話
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
疑
え
な
い
。

　

た
だ
し
、
本
話
に
記
さ
れ
る
蛇
と
鷹
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
通

常
の
生
物
同
士
の
範
囲
に
終
始
し
て
い
る
。
実
際
、
見
る
者
は
必
ず
病
む
と

い
う
蛇
の
霊
威
は
、
ま
っ
た
く
忘
れ
ら
れ
た
か
の
よ
う
だ
。
獲
物
を
狙
っ
て

周
到
か
つ
着
実
に
接
近
す
る
蛇
と
、
そ
れ
を
知
っ
て
「
身
を
ほ
そ
め
毛
を
ひ

き
て
」
待
ち
受
け
る
熊
鷹
。
こ
の
辺
り
の
具
体
的
な
叙
述
か
ら
は
、
鳥
小
屋

に
侵
入
す
る
蛇
の
様
子
や
、
蛇
を
捕
食
す
る
際
の
猛
禽
類
の
生
態
を
知
悉
し

た
語
り
手
の
眼
差
し
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
か
く
れ
ま
よ
ひ
け
る
」
里
人

の
、
手
に
汗
握
る
注
視
の
中
、
遂
に
蛇
は
鷹
の
爪
に
掴
ま
れ
、
鷹
の
檻
ご
と

巻
き
拉
ご
う
と
す
る
が
、
熊
鷹
は
蛇
の
頸
を
事
も
な
く
喰
い
切
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
絶
体
絶
命
と
見
え
た
熊
鷹
の
、
悠
揚
迫
ら
ぬ
圧
倒
的
な
反
撃
の
描

写
は
、
話
中
の
里
人
と
も
ど
も
読
者
を
も
カ
タ
ル
シ
ス
に
導
く
表
現
と
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
話
は
、
見
る
者
を
病
ま
せ
る
忌
避
す
べ
き
蛇
神
が
、
捕
食

し
よ
う
と
し
た
熊
鷹
に
敗
れ
、共
同
体
の
災
厄
が
攘
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

し
か
も
、
こ
こ
で
驚
嘆
の
念
と
共
に
賛
美
さ
れ
て
い
る
の
は
、
神
格
化
さ
れ

た
鳥
の
王
な
ど
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
人
間
に
飼
養
さ
れ
る
禽
鳥
の
一
と
し

て
の
熊
鷹
な
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
熊
鷹
と
い
う
〈
他
者
〉
は
、
瀕
死
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の
蛇
の
苦
し
紛
れ
の
反
撃
に
、
人
間
の
造
っ
た
人
工
物
＝
檻
は
破
砕
さ
れ
て

も
、
遂
に
蛇
が
打
ち
克
つ
こ
と
の
叶
わ
な
い
、
人
間
の
想
像
を
絶
し
た
能
力

を
秘
め
た
も
の
と
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
話
も
ま
た
魚
虫
禽
獣
を
、
人
間
と
は
隔
絶
し
た
一
面
に
お
い
て

注
視
す
る
〈
排
他
的
把
握
〉
に
発
す
る
説
話
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の

評
価
に
つ
い
て
は
、
薬
師
堂
の
蛇
の
事
例
と
は
対
照
的
な
も
の
が
あ
る
、
す

な
わ
ち
、
六
九
五
話
が
、
釘
付
け
さ
れ
た
蛇
の
異
常
な
長
命
を
、
違
和
・
忌

避
の
対
象
と
し
て
伝
え
る
の
に
対
し
、
七
一
八
話
は
、
人
間
を
共
同
体
ぐ
る

み
苦
し
め
る
蛇
を
、
普
通
の
蛇
を
捕
食
す
る
よ
う
に
圧
伏
す
る
熊
鷹
を
、「
村

里
の
よ
ろ
こ
び
」
と
し
て
敬
仰
・
賛
美
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

三
、
動
物
説
話
の
座
標
そ
し
て
定
位
の
試
み

　
　
―
―
〈
共
感
的
把
握
〉と〈
排
他
的
把
握
〉

そ
し
て〈
敬
仰
・
賞
揚
〉と〈
忌
避
・
侮
蔑
〉―
―

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
古
今
著
聞
集
』
動
物
説
話
の
諸
例
の
読
解

を
も
と
に
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
図
式
化
し
た
見
取
り
図
を
思
い
描
い
て
み
た

い
。
ま
ず
、
各
説
話
か
ら
析
出
さ
れ
た
動
物
へ
の
眼
差
し
、
動
物
認
識
の
た

め
の
想
像
力
の
発
動
の
あ
り
方
を
〈
共
感
的
把
握
〉
と
〈
排
他
的
把
握
〉
に

大
別
し
、
横
方
向
Ｘ
軸
の
両
極
に
置
く
。
次
に
、
縦
方
向
Ｙ
軸
に
配
す
る
に
、

対
象
と
な
る
動
物
を
〈
敬
仰
・
賞
揚
〉
す
る
の
か
〈
忌
避
・
侮
蔑
〉
す
る
の

か
を
、
正
負
両
極
に
置
い
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
ま
で
で
触
れ
た
説

話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
然
る
べ
き
位
置
に
配
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
は
動
物
説
話
理
解
の
た
め
の
、
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
・
試
行

作
業
に
過
ぎ
な
い
。
各
説
話
に
与
え
ら
れ
る
座
標
は
、
一
話
の
首
尾
を
通
観

し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
は
説
話
内
に
お
い
て
、
話
中
の
人
物
や

語
り
手
の
動
物
に
対
す
る
立
ち
位
置
は
、
事
態
の
展
開
の
過
程
で
揺
れ
動
く

こ
と
が
多
い
。

　

例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
七
一
一
話
の
場
合
、
月
に
三
日
肉
食
を
避
け
る
犬

の
行
動
は
、「
人
あ
や
し
み
て
」
と
あ
る
よ
う
に
当
初
意
味
不
明
で
、
そ
の

た
め
人
は
「
わ
ざ
と
く
ゝ
め
け
れ
ど
」
と
食
事
を
強
い
て
さ
え
い
た
。
こ
の

段
階
で
犬
は
、
人
間
が
生
殺
与
奪
の
権
を
握
る
一
家
畜
と
し
て
遇
さ
れ
て
お

り
、
人
間
の
よ
う
に
心
あ
る
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

ん
な
単
な
る
畜
生
で
あ
る
は
ず
の
犬
が
、
主
の
童
の
月
忌
を
勤
仕
す
る
と
い

う
「
人
倫
の
な
か
に
も
あ
り
が
た
き
」
存
在
で
あ
っ
た
と
判
明
、
そ
の
気
付

き
と
驚
き
こ
そ
が
、
一
話
を
成
り
立
た
せ
る
不
可
欠
の
要
素
と
言
え
る
。
結

局
七
一
一
話
の
犬
は
、
言
語
に
よ
る
相
互
理
解
が
成
り
立
た
な
い
〈
他
者
〉

と
し
て
、
も
と
も
と
は
〈
排
他
的
把
握
〉
で
捉
え
ら
れ
た
も
の
が
、〈
共
感

的
把
握
〉
に
よ
っ
て
行
動
の
意
味
が
了
解
さ
れ
、
人
倫
と
共
通
の
評
価
軸
で

賞
揚
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。



動
物
説
話
試
論 

―
『
古
今
著
聞
集
』『
今
昔
物
語
集
』
所
載
説
話
を
対
象
に
―

七
七

　

動
物
を
人
間
に
引
き
付
け
て
理
解
す
る
の
か
、
人
間
と
は
隔
絶
し
た
存
在

と
す
る
の
か
、
そ
れ
は
一
話
の
展
開
の
中
で
浮
動
し
が
ち
で
あ
る
。
シ
ラ
ミ

に
復
仇
さ
れ
た
男
の
話
（
六
九
六
話
）
も
同
様
で
、
当
初
男
は
身
を
せ
せ
る

シ
ラ
ミ
を
何
の
気
な
し
に
、
柱
を
削
っ
て
押
し
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
段
階

で
シ
ラ
ミ
は
、
生
死
を
慮
る
要
の
な
い
害
虫
＝
〈
他
者
〉
に
過
ぎ
な
い
。
そ

れ
が
翌
年
、
元
の
場
所
に
「
み
も
な
く
」「
や
せ
が
れ
て
」
生
き
延
び
て
い

た
の
を
見
た
際
、
不
慮
に
〈
共
感
的
把
握
〉
の
対
象
と
変
じ
る
。
シ
ラ
ミ
を

腕
に
置
き
、「
い
と
か
ゆ
く
」
覚
え
た
け
れ
ど
刺
す
に
任
せ
た
の
は
「
い
ま

だ
生
き
た
る
が
む
ざ
ん
さ
」
故
で
あ
っ
た
。
男
の
振
る
舞
い
に
、
加
害
者
の

謝
罪
・
贖
罪
意
識
を
看
取
す
る
の
は
当
然
で
、
読
者
は
こ
の
後
の
展
開
に
、

シ
ラ
ミ
の
恢
復
と
報
恩
と
い
っ
た
展
開
を
期
待
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
話
は
再
転
し
、
男
の
同
情
に
発
し
た
行
為
は
自
ら
の
死
へ
と
直

結
、
ひ
と
た
び
〈
共
感
的
把
握
〉
の
対
象
と
な
っ
た
シ
ラ
ミ
は
、
人
間
の
命

を
奪
う
怖
ろ
し
い
存
在
へ
と
変
わ
る
。
こ
こ
に
、
シ
ラ
ミ
の
忌
避
す
べ
き
薄

気
味
悪
さ
、
す
な
わ
ち
〈
他
者
性
〉
が
鮮
明
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
が
、
一
方

で
「
一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂
」
と
い
う
俗
諺（
注
13
）
も
想
起
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
閉
所
に
幽
閉
さ
れ
辛
く
も
生
き
延
び
た
シ
ラ
ミ
に
つ
い
て
、
ど

ん
な
に
辛
く
苦
し
か
っ
た
ろ
う
か
と
、
人
間
に
引
き
つ
け
た
想
像
力
を
働
か

せ
る
こ
と
な
く
し
て
、
本
話
の
よ
う
な
シ
ラ
ミ
の
復
讐
劇
は
構
想
さ
れ
る
は

ず
が
な
い
。
こ
の
点
、
前
接
す
る
薬
師
堂
の
蛇
の
説
話
と
は
異
な
り
、〈
共

感
的
把
握
〉
と
〈
排
他
的
把
握
〉
は
、
一
話
の
展
開
の
過
程
で
座
標
を
浮
動

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｘ
Ｙ
軸
の
交
差
す
る
見
取
り
図
は
、
あ
く
ま
で
動
物
説
話

読
解
の
た
め
の
、ひ
と
ま
ず
の
起
点
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
先
に
言
及
し
た
、

嵯
峨
野
に
虫
を
尋
ね
る
話
（
六
八
四
話
）
や
、
鵯
合
の
記
録
（
六
九
〇
話
）、

鵯
や
斑
鳩
を
愛
翫
す
る
話
（
七
〇
四
話
～
七
〇
六
話
）、
鷹
狩
り
関
係
の
説

話
（
六
七
四
話
・
六
七
八
話
）
等
々
、
宮
廷
貴
族
文
化
の
範
疇
を
出
な
い
話

柄
に
つ
い
て
な
ら
、
図
表
の
中
に
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
定
位
す
る
こ
と
も
出
来

よ
う
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
丁
寧
な
叙
述
を
持
ち
、
話
の
展
開

が
起
伏
に
富
む
（
思
い
切
っ
て
言
う
と
、
文
学
的
に
面
白
い
）
話
は
、
一
話

の
中
で
動
物
に
対
す
る
認
識
が
揺
れ
動
く
の
が
常
態
の
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も

一
話
の
中
で
、
動
物
が
全
面
的
に
〈
排
他
的
把
握
〉
の
対
象
で
あ
っ
た
り
、

逆
に
〈
共
感
的
把
握
〉
の
対
象
に
終
始
し
た
り
す
る
と
、
説
話
は
か
な
り
平

板
で
変
化
の
乏
し
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

ス
ズ
メ
バ
チ
は
、
人
を
殺
す
毒
が
あ
り
怖
ろ
し
い
。
そ
れ
は
確
か
に
事
実

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
怖
ろ
し
い
蜂
が
人
間
に
養
わ
れ
、
盗
賊
を
刺
し

殺
し
て
日
頃
の
恩
に
報
い
た
（
今
昔
29
―
36
）
と
な
れ
ば
、
話
は
俄
然
興
趣

を
増
す
。
或
い
は
、狩
猟
者
に
と
っ
て
猟
犬
は
一
心
同
体
の
同
伴
者
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
犬
は
、
先
史
時
代
か
ら
の
パ
ー
ト
ナ
ー
ア
ニ
マ
ル
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
ん
な
犬
が
主
人
の
狩
人
に
牙
を
剥
き
、
激
し
く
吠
え
立
て
た
な
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ら
ど
う
な
る
か
（
今
昔
29
―
32
）。
概
し
て
動
物
説
話
は
、
人
間
が
動
物
と

い
う
〈
他
者
〉
を
、〈
共
感
的
把
握
〉
に
即
し
て
捉
え
る
の
か
、〈
排
他
的
把

握
〉
に
従
う
の
か
、
そ
の
揺
ら
ぎ
の
中
で
、
複
雑
な
構
成
を
採
る
よ
う
に
な

る
。
こ
こ
ら
で
『
古
今
著
聞
集
』「
魚
虫
禽
獣
」
篇
に
別
れ
を
告
げ
、『
今
昔

物
語
集
』
に
視
点
を
移
す
こ
と
に
し
た
い
。

四
、
揺
れ
動
く
動
物
認
識
を
描
く

　
　
―
―
『
今
昔
物
語
集
』巻
第
二
十
九
第
三
十
二
話
―
―

　

『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
世
俗
（
王
法
）
部
巻
第
二
十
九
は
、
第
三
十
一
話

以
降
末
尾
の
第
四
十
話
ま
で
、
動
物
関
連
の
説
話
を
類
纂
す
る（
注
14
）。
そ

の
中
に
は
、
人
間
の
動
物
に
対
す
る
理
解
や
想
像
力
が
、
絶
え
ず
〈
共
感
的

把
握
〉
と
〈
排
他
的
把
握
〉
と
の
間
を
揺
れ
動
く
と
い
う
、
そ
の
こ
と
自
体

を
主
題
と
す
る
か
の
如
き
話
柄
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
「
陸
奥
国

狗
山
狗
、
咋
殺
大
蛇
語
第
三
十
二
」
で
あ
る
。
こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
、
言

及
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
昔
話
の
話
型
「
忠
義
な
犬
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ

れ
る
し（
注
15
）、
全
国
各
地
の
「
犬
神
」「
犬
鳴
」
等
の
地
名
を
持
つ
地
域
で

は
、
寺
社
縁
起
や
伝
説
と
化
し
て
定
着
し
て
も
い
る（
注
16
）。
そ
の
中
で
『
今

昔
』
の
説
話
は
、
主
人
公
の
狩
人
が
犬
を
殺
し
て
し
ま
わ
な
い
点
が
、
や
や

特
異
で
注
意
を
惹
く
。

　

話
の
概
要
は
周
知
で
も
あ
ろ
う
が
、
犬
を
使
っ
た
狩
猟
を
生
業
と
す
る
男

が
、
夜
間
山
中
で
露
営
中
一
匹
の
犬
が
激
し
く
吠
え
掛
か
る
事
態
に
遭
遇
す

る
。
殺
意
を
感
じ
た
男
は
犬
を
殺
す
こ
と
を
決
意
す
る
が
、
実
は
犬
は
主
人

を
害
せ
ん
と
す
る
大
蛇
に
吠
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
犬
の
働
き
で
男
は

危
地
を
脱
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

本
話
の
場
合
、
人
間
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
一
人
し
か
登
場
し
な
い
。
ま

た
話
の
舞
台
は
、
都
か
ら
遠
い
辺
境
の
地
「
陸
奥
ノ
国
」
で
、「
賤
キ
者
」

と
紹
介
さ
れ
る
主
人
公
の
男
は
、「
家
ニ
数
ノ
狗
ヲ
飼
置
テ
、
常
ニ
其
ノ
狗

共
ヲ
具
シ
テ
深
キ
山
ニ
入
テ
、
猪
・
鹿
ヲ
、
狗
共
ヲ
勧
メ
テ
咋
殺
セ
テ
取
ル

事
ヲ
ナ
ム
、昼
夜
朝
暮
ノ
業
」
と
し
て
い
た
と
い
う
。
想
定
さ
れ
る
『
今
昔
』

の
編
者
や
、
都
の
文
化
圏
に
属
す
る
当
代
人
士
に
と
っ
て
、
こ
の
男
自
体 

〈
他
者
性
〉
を
帯
び
た
存
在
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
事
件
の
一
部
始
終
は
、

こ
の
男
を
視
点
人
物
と
す
る
形
で
叙
述
さ
れ
る
。
読
者
は
、
男
の
見
た
こ
と

聞
い
た
こ
と
、
そ
し
て
感
じ
考
え
た
こ
と
を
、
逐
次
時
系
列
に
沿
っ
て
追
体

験
す
る
形
で
、
説
話
世
界
に
立
ち
会
う
こ
と
と
な
る
。
当
た
り
前
な
こ
と
だ

が
、
は
じ
め
男
が
気
づ
か
な
か
っ
た
事
件
の
真
相
は
、
最
後
ま
で
読
ま
な
い

と
知
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

男
は
「
狗
山
」
と
呼
ば
れ
る
狩
猟
の
プ
ロ
で
あ
っ
た
。
そ
の
仕
事
内
容
に

つ
い
て
は
、
山
中
で
犬
を
駆
使
す
る
狩
猟
と
紹
介
さ
れ
る
。
民
俗
的
心
意
に

お
い
て
、「
山
」
は
基
本
的
に
「
異
界
」
と
観
念
さ
れ
る
が
、
男
は
ま
さ
に
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日
常
的
に
異
界
（
＝
山
）
と
往
還
す
る
こ
と
で
、
山
の
富
を
こ
ち
ら
の
世
界

（
＝
里
）に
も
た
ら
す
存
在
で
あ
っ
た
。そ
の
際
、頼
り
と
な
る
の
が
犬
で
、「
役

ト
猪
・
鹿
ヲ
咋
習
ヒ
テ
、主
山
ヘ
入
レ
バ
、各
喜
テ
後
前
キ
ニ
立
テ
ゾ
行
ケ
ル
」

な
ど
と
、
進
ん
で
主
人
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
と
記
さ
れ
る
。
男
と
犬
達

の
関
係
は
、
人
間
の
主
従
と
の
類
比
で
示
さ
れ
、
忠
実
な
犬
が
〈
共
感
的
把

握
〉
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。
実
際
、
単
身
で
山
に
入
り
込
み
、
狩

猟
を
生
業
と
す
る
男
に
と
っ
て
、
飼
い
犬
以
外
の
味
方
は
存
在
し
な
い
。
両

者
の
関
係
が
、
緊
密
な
も
の
と
観
念
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
こ
に
異
変
が
起
こ
る
。「
数
ノ
狗
ノ
中
ニ
、
殊
ニ
勝
レ
テ
賢
カ

リ
ケ
ル
狗
」
が
、
他
の
犬
達
が
寝
静
ま
っ
た
深
更
「
俄
ニ
起
走
テ
」、
男
の 

「
寄
臥
シ
テ
有
ル
方
」
に
向
か
っ
て
「
愕
タ
ヽ
シ
ク
吠
」
え
始
め
た
の
だ
。

不
審
に
思
っ
た
男
の
心
理
は
、「
此
ハ
何
ヲ
吠
ル
ニ
カ
有
ラ
ム
」
と
、
心
内

語
表
現
を
用
い
て
特
記
さ
れ
る
。「
主
」
と
記
さ
れ
る
男
は
、
当
初
犬
の
行

動
を
「
主
」
へ
の
反
逆
と
は
思
っ
て
も
み
な
い
。
し
か
し
、「
喬
平
ヲ
見
レ

ド
モ
、
可
吠
キ
物
モ
无
シ
」
と
確
認
し
て
も
、
な
お
吠
え
る
こ
と
を
止
め
な

い
犬
が
「
後
ニ
ハ
主
ニ
向
テ
踊
懸
リ
ツ
丶
吠
」
え
る
に
及
ん
で
、〈
共
感
的

把
握
〉
は
揺
ら
ぎ
始
め
る
。
そ
の
心
の
動
き
は
、
や
は
り
心
内
語
で
「
獣
ハ

主
不
知
ヌ
者
ナ
レ
バ
、
我
レ
ヲ
、
定
メ
テ
此
ル
人
モ
無
キ
山
中
ニ
テ
咋
テ
ム

ト
思
フ
ナ
メ
リ
。
此
奴
切
殺
シ
テ
バ
ヤ
」
と
、
丁
寧
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

犬
と
一
体
化
し
た
狩
猟
を
業
と
す
る
男
が
、
唯
一
無
二
の
仲
間
で
あ
る
は

ず
の
犬
、
し
か
も
「
勝
レ
テ
賢
カ
リ
ケ
ル
狗
」
か
ら
、
主
を
も
喰
ら
お
う
と

す
る
怖
ろ
し
い
〈
他
者
性
〉
を
突
き
つ
け
ら
れ
、余
儀
な
く
〈
排
他
的
把
握
〉

を
強
い
ら
れ
る
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
男
の
思
い
は
誤
解
で
あ
っ

て
、
最
後
ま
で
話
を
読
め
ば
真
相
は
判
明
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
男
の
驚
き

や
心
の
動
き
が
、
時
系
列
に
沿
っ
て
詳
述
さ
れ
る
以
上
、
読
者
も
ま
た
そ
の

心
理
状
態
を
共
有
す
る
他
は
な
い
。
は
じ
め
「
主
山
ヘ
入
レ
バ
、
各
喜
テ
」

と
描
写
さ
れ
た
犬
が
、
こ
こ
で
は
男
か
ら
「
主
不
知
ヌ
者
」
の
烙
印
を
押
さ

れ
る
に
至
る
わ
け
で
、
誰
よ
り
も
猟
犬
の
生
態
に
通
じ
て
い
る
は
ず
の
男 

に
、
殺
す
か
殺
さ
れ
る
か
の
決
断
を
迫
る
犬
は
、
何
と
人
間
か
ら
遠
い
〈
他

者
〉
で
あ
る
こ
と
か（
注
17
）。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
犬
の
殺
意
を
読
み
取
る
男
の
誤
解
が
、
一
話
中

で
周
到
に
必
然
化
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
事
件
が
発
生
し
た
時
間

に
つ
い
て
は
ど
う
か
。「
前
々
モ
、
食
物
ナ
ド
モ
具
シ
テ
二
三
日
モ
山
ニ
有

ル
事
也
ケ
レ
バ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
男
に
と
っ
て
山
中
の
露
営
は
常
態
で 

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
や
は
り
事
が
起
こ
る
の
は
「
夜
」
で
あ
っ
た
。
山
中
と

い
う
〈
異
界
〉
に
、
本
来
人
間
の
時
間
で
は
な
い
〈
夜
〉
ま
で
留
ま
る
こ
と

で
、
怪
異
に
遭
遇
す
る
伝
承
は
、
古
来
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
時
間
と
空
間
の

両
方
に
お
い
て
、
主
人
公
は
〈
異
界
〉
に
さ
ら
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
加
え
て
、

男
が
宿
っ
た
の
は
「
大
キ
ナ
ル
木
の
空
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
事
件
の
発

生
を
促
す
道
具
立
て
は
、
す
べ
て
出
揃
っ
た
観
さ
え
あ
る
。
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山
に
入
り
込
ん
で
生
計
を
立
て
る
人
物
が
、
夜
間
山
中
に
留
ま
り
、
し
か

も
木
の
空
洞
（
う
つ
ほ
）
に
止
宿
す
る
こ
と
で
、
怪
異
に
直
面
す
る
と
い
っ

た
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
三
話
の
瘤
取
り
爺
の
話
と
も
共

有
さ
れ
る
。『
宇
治
拾
遺
』
の
爺
は
、
鬼
達
の
饗
宴
を
覗
き
見
て
、
奏
で
ら

れ
る
楽
曲
・
舞
踏
の
忘
我
性
に
身
を
任
す
こ
と
で
、
異
界
の
存
在
と
の
一
体

化
を
果
た
し
、
邪
魔
な
瘤
の
除
去
と
い
う
幸
運
を
得
た
。
し
か
し
、
当
初
木

の
空
洞
か
ら
望
見
さ
れ
る
鬼
達
の
異
形
の
姿
は
、
恐
怖
の
対
象
で
し
か
な

か
っ
た
は
ず
だ（
注
18
）。
そ
れ
と
同
様
、「
狗
山
」
猟
を
す
る
男
も
ま
た
、
夜

の
山
中
に
宿
り
木
の
空
洞
か
ら
、
昼
の
姿
と
は
一
変
し
「
主
」
に
向
か
っ
て 

「
踊
懸
リ
ツ
ヽ
吠
」
え
る
、
異
形
化
し
た
犬
を
見
て
し
ま
う
、
見
た
と
思
い

込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
話
は
、
犬
の
生
態
に
通
じ
て
い
る
は
ず
の
男
が
、
遂
に
犬

を
殺
す
こ
と
を
決
断
す
る
過
程
を
、
必
然
と
思
わ
せ
る
に
十
分
な
設
定
を
踏

ま
え
て
い
る
。
し
か
も
、
唯
一
の
登
場
人
物
で
あ
る
男
の
、
揺
れ
動
く
心
の

動
き
が
、
く
ど
い
ま
で
に
心
内
語
を
用
い
て
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後

の
場
面
で
も
、「
大
刀
抜
キ
テ
恐
（
オ
ド
）
シ
ケ
レ
ド
モ
」
踊
り
か
か
っ
て

吠
え
付
く
犬
に
、男
は
「
此
ル
狭
キ
空
ニ
テ
此
ノ
奴
咋
付
ナ
バ
悪
カ
リ
ナ
ム
」

と
思
っ
て
外
に
出
た
と
い
う
。
そ
の
時
、
犬
が
「
我
ガ
居
タ
リ
ツ
ル
空
ノ
上

ノ
方
ニ
踊
上
テ
、
物
ニ
咋
付
ヌ
」
と
な
っ
て
、
初
め
て
男
は
「
我
レ
ヲ
咋
ハ

ム
ト
テ
吠
ケ
ル
ニ
ハ
非
ザ
リ
ケ
リ
」
と
誤
解
を
解
く
。
そ
し
て
「
此
奴
ハ
何

ニ
咋
付
タ
ル
ニ
カ
有
ラ
ム
」
と
の
不
審
を
抱
き
、
犬
の
喰
い
付
い
た
も
の
が

「
大
キ
サ
六
七
寸
許
有
ル
蛇
ノ
長
サ
二
丈
余
許
ナ
ル
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り

慄
然
と
す
る
。

　

こ
こ
に
危
機
は
去
り
、
男
は
「
極
テ
怖
シ
キ
物
カ
ラ
、
狗
ノ
心
哀
レ
ニ
思

エ
」
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
只
、
我
レ
ヲ
咋
ム
ズ
ル
ナ
メ
リ
ト
思
テ
、
大
刀

ヲ
抜
テ
狗
ヲ
殺
サ
ム
ト
シ
ケ
ル
也
ケ
リ
」
と
、
事
態
を
総
括
し
た
上
で
「
殺

シ
タ
ラ
マ
シ
カ
バ
何
許
悔
シ
カ
ラ
マ
シ
」
と
、
反
実
仮
想
の
心
内
語
で
安
堵

の
念
が
示
さ
れ
る
。
続
け
て
、
蛇
の
死
骸
の
長
大
さ
に
「
半
ハ
死
ヌ
ル
心
地

ナ
ム
シ
ケ
ル
」
と
の
心
理
描
写
が
入
り
、「
寝
入
タ
ラ
ム
程
ニ
、
此
ノ
蛇
ノ

下
テ
巻
付
ナ
ム
ニ
ハ
、
何
態
ヲ
カ
セ
マ
シ
。
此
狗
ハ
、
極
カ
リ
ケ
ル
、
我
ガ

為
ノ
此
ノ
不
世
ヌ
財
ニ
コ
ソ
有
ケ
レ
」
と
、
再
び
心
内
語
を
用
い
て
、
犬
へ

の
再
評
価
が
確
認
さ
れ
る
。
以
上
、
や
や
く
ど
い
ま
で
に
多
用
さ
れ
る
心
内

語
表
現
は
、
芝
居
が
か
っ
た
独
白
劇
の
一
コ
マ
を
想
起
さ
せ
も
す
る
が
、
そ

れ
は
登
場
人
物
が
一
人
で
あ
る
以
上
、
や
む
を
得
な
い
仕
儀
で
は
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
措
く
と
し
て
、
男
の
心
中
の
推
移
が
こ
れ
ほ
ど
詳
述
さ
れ
る
以 

上
、本
話
は
山
中
で
生
起
し
た
事
件
を
伝
え
る
こ
と
以
上
に
、犬
と
い
う
〈
他

者
〉
に
対
す
る
人
間
の
心
の
動
き
に
注
視
し
た
、
一
種
の
心
理
ド
ラ
マ
の
趣

を
つ
よ
く
す
る
。
こ
れ
を
、
類
話
を
伝
え
る
『
三
国
伝
記
』
の
巻
第
二
第

十
八
「
不
知
河
辺
狩
人
事
」
と
比
べ
る
と
、
事
態
は
よ
り
明
白
に
な
る
だ
ろ 

う
。
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『
三
国
伝
記
』
所
載
話
は
、
犬
に
激
し
く
吠
え
ら
れ
た
「
狩
人
」
が
「
腹

ヲ
立
」
て
た
こ
と
と
、
犬
の
首
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
「
驚
怖
悲
泣
」

し
た
こ
と
と
が
、
僅
か
に
心
理
描
写
ら
し
き
も
の
と
し
て
記
さ
れ
る
に
過
ぎ

な
い
。
犬
の
真
意
を
解
せ
ず
に
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
、
悲
劇
性
は
高

ま
る
も
の
の
、
こ
の
類
話
は
『
今
昔
』
説
話
の
企
図
す
る
も
の
か
ら
、
は
る

か
に
遠
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

一
方
で
『
三
国
伝
記
』
の
話
は
、「
狩
人
」
が
「
其
ノ
処
ニ
祠
ヲ
立
テ
彼

ノ
犬
ヲ
神
ト
崇
」
め
、
そ
れ
が
「
犬
神
明
神
」
と
な
り
、
近
江
国
の
「
犬
上

郡
」
の
語
源
と
も
な
っ
た
と
記
す
。
寺
社
縁
起
あ
る
い
は
伝
説
と
し
て
の
形

態
を
採
る
わ
け
だ
が
、
近
江
の
地
に
所
縁
深
い
編
者
玄
棟（
注
19
）
に
と
っ
て
、

本
話
は
収
載
に
値
す
る
在
地
伝
承
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
、 

「
狩
人
」
の
内
心
に
ほ
と
ん
ど
立
ち
入
ら
ず
、
行
動
と
事
件
の
描
写
に
終
始

す
る
叙
述
か
ら
は
、
動
物
と
い
う
〈
他
者
〉
を
め
ぐ
る
心
理
の
葛
藤
を
描
こ

う
と
す
る
意
志
は
、
ま
っ
た
く
窺
い
よ
う
が
な
い
。

　

『
今
昔
』
説
話
の
男
は
犬
を
殺
さ
ず
に
済
ん
だ
ば
か
り
か
、「
我
ガ
為
ノ

此
ノ
不
世
ヌ
財
ニ
コ
ソ
有
ケ
レ
」
と
、
犬
の
価
値
を
再
認
識
し
た
と
あ
り
、

い
わ
ば
話
末
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
質
的

に
〈
他
者
〉
で
あ
る
動
物
を
、
人
間
は
正
し
く
理
解
出
来
る
の
か
と
い
う
問

題
意
識
で
い
う
な
ら
ば
、『
三
国
伝
記
』
の
も
の
よ
り
遙
か
に
深
刻
に
事
態

を
捉
え
、
表
現
し
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
。『
今
昔
』
編
者
が
、
こ
の
種
の

話
を
何
に
取
材
し
た
の
か
、
ど
の
程
度
手
を
加
え
て
い
る
の
か
、
現
状
で
は

知
る
手
立
て
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
説
話
の
よ
う
に
、
動
物
に
対
す
る
認
識

が
、
絶
え
ず
〈
共
感
的
把
握
〉
と
〈
排
他
的
把
握
〉
と
の
間
を
揺
れ
動
く
と

い
う
、
そ
の
こ
と
自
体
を
明
確
に
描
こ
う
と
す
る
説
話
は
、
ほ
か
に
も
指
摘

出
来
る
。
さ
し
ず
め
第
三
十
五
話
な
ど
は
、
そ
の
恰
好
の
事
例
と
な
る
だ
ろ

う
。

五
、
揺
れ
動
く
動
物
認
識
を
描
く

　
　
―
―
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
九
第
三
十
五
話
―
―

　

巻
第
二
十
九
「
鎮
西
猿
、
打
殺
鷲
、
為
報
恩
与
女
語
第
三
十
五
」
は
、
人

に
命
を
救
わ
れ
た
猿
の
、
一
風
変
わ
っ
た
報
恩
を
伝
え
る
。
こ
の
話
も
、
と

て
も
あ
り
得
な
い
よ
う
な
内
容
を
含
み
、
事
実
に
基
づ
く
実
見
譚
と
は
思
い

難
い
。
話
の
概
要
は
こ
う
で
あ
る
。
鎮
西
の
あ
る
郡
に
住
む
「
賤
キ
者
」
の

妻
が
、
隣
家
の
女
と
磯
あ
さ
り
を
し
て
い
た
。
女
は
「
二
歳
許
ノ
子
」（
女

子
）
を
背
に
負
っ
て
い
た
が
、
一
匹
の
猿
が
大
き
な
貝
に
手
を
挟
ま
れ
、
満

ち
来
る
潮
に
溺
死
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
発
見
す
る（
注
20
）。
女
達
は

は
じ
め
笑
い
の
の
し
り
、
連
れ
の
女
は
猿
を
打
ち
殺
し
て
「
焼
テ
食
ハ
ム
」

と
ま
で
言
う
が
、
猿
に
同
情
し
た
女
は
そ
れ
を
止
め
、
貝
の
口
を
開
け
て
救

出
し
た
。
と
こ
ろ
が
猿
は
、
女
が
連
れ
て
い
た
子
供
を
「
掻
抱
テ
山
様
」
へ
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逃
走
。
忘
恩
を
嘆
き
子
供
を
返
せ
と
訴
え
る
女
の
前
で
、
深
山
の
大
木
の
高

み
に
上
っ
た
猿
は
、
子
供
を
木
の
股
に
置
く
。
そ
し
て
子
供
を
揺
さ
ぶ
っ 

て
、
わ
ざ
と
泣
き
声
を
あ
げ
さ
せ
る
と
、
鷲
が
「
其
ノ
音
ヲ
聞
テ
、
取
ラ
ム

ト
思
テ
疾
ク
飛
」
ん
で
来
る
。
女
は
「
我
ガ
子
ハ
被
噉
ナ
ム
ズ
ル
ニ
コ
ソ
有

ケ
レ
」
と
泣
く
が
、
猿
は
鷲
を
狙
っ
て
「
引
撓
」
め
た
木
の
枝
を
放
ち
、
遂

に
は
鷲
五
羽
を
打
ち
落
と
し
た
。
猿
の
報
恩
の
意
を
悟
っ
た
女
は
、
無
事
地

面
に
降
ろ
さ
れ
た
子
供
と
、
急
を
聞
い
て
駆
け
つ
け
た
夫
と
共
に
、
鷲
を
持

ち
帰
っ
て
「
尾
羽
」
を
売
っ
て
過
ご
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
一
話
を
〈
動
物
報
恩
譚
〉
と
分
類
し
て
済
ま
す
こ
と
は
容
易
い
。
し

か
し
、
そ
の
内
実
は
、
猿
の
智
恵
を
つ
よ
く
印
象
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
猿
は
計
画
的
に
鷲
を
お
び
き
寄
せ
、
木
の
枝
を
道
具
と
し
て
撃
ち
落
と

す
。
し
か
も
、
人
間
に
と
っ
て
鷲
の
尾
羽
が
、
財
と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
上
で
、
恩
人
に
酬
い
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

明
ら
か
に
猿
の
生
態
を
超
え
る
も
の
で
、
も
と
よ
り
ホ
ラ
話
と
言
え
ば
そ
れ

ま
で
だ
が
、
本
話
は
人
に
劣
ら
ぬ
猿
の
機
知
の
は
た
ら
き
を
、
そ
れ
ら
し
く

描
く
こ
と
に
注
力
し
て
い
る
。

　

こ
の
話
に
つ
い
て
『
今
昔
』
編
者
が
、
ど
の
程
度
信
憑
性
の
あ
る
伝
承
と

考
え
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
都
か
ら
遠
い
「
鎮
西
」
の
地
の
、
し
か

も
「
深
山
」
で
起
こ
り
得
た
奇
譚
と
受
け
と
め
た
か
ら
、
こ
こ
に
採
録
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
先
で
、
本
話
も
ま
た
何
が
起
こ
っ
た
か

の
事
実
報
告
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
起
こ
っ
た
出
来
事
に
対
す
る
人
間
の

側
の
反
応
・
心
の
動
き
を
詳
述
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
、
人
間
に
姿
は
似

て
い
る
が
明
ら
か
に
〈
他
者
〉
で
あ
る
、
猿
と
い
う
動
物
に
対
す
る
認
識
の

あ
り
方
、〈
共
感
的
把
握
〉
と
〈
排
他
的
把
握
〉
に
揺
れ
動
く
心
意
が
、
二

人
の
女
に
割
り
振
っ
た
形
で
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
本
話
は
、
た
だ
一
人
山
中
に
露
営
す
る
狩
人
の
話
と
は
違
っ

て
、
磯
あ
さ
り
を
す
る
二
人
の
女
が
登
場
す
る
。
狩
人
の
心
の
動
き
は
、
心 

内
語
で
描
く
他
な
か
っ
た
が
、
本
話
で
は
二
人
の
女
の
会
話
を
通
し
て
表
す

こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
話
の
発
端
、
貝
に
手
を
挟
ま
れ
動
け
な
い
猿
を
発
見

し
た
場
面
。
女
達
は
は
じ
め
「
咲
ヒ
喤
ル
」
が
、
そ
の
後
の
展
開
は
以
下
の

よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　

一
人
ノ
女
此
ノ
猿
ヲ
打
殺
サ
ム
ト
テ
、
大
キ
ナ
ル
石
ヲ
取
テ
罸
タ
ム

ト
為
ル
ヲ
、
今
一
人
ノ
子
負
タ
リ
ツ
ル
女
、「
ユ
ヽ
シ
キ
態
為
ル
御
許

カ
ナ
。
糸
惜
気
ニ
」
ト
云
テ
、
罸
タ
ム
ト
為
ル
石
ヲ
奪
ヘ
バ
、
罸
タ
ム

ト
為
ル
女
、「
此
ル
次
デ
ニ
、
此
奴
ヲ
打
殺
シ
テ
家
ニ
持
行
テ
、
焼
テ

食
ハ
ム
ト
思
フ
ゾ
」
ト
云
ケ
レ
ド
モ
、
此
ノ
女
、
強
ニ
乞
請
テ
、
木
ヲ

以
テ
貝
ノ
口
ヲ
差
入
レ
テ
□
ケ
レ
バ
、
少
シ
恌
タ
レ
バ
、
猿
ノ
手
ハ
引

出
デ
ツ
。
然
テ
、「
猿
ヲ
助
ケ
ム
ト
テ
、貝
ヲ
可
殺
キ
ニ
非
ズ
」
ト
云
テ
、

異
貝
共
ヲ
バ
拾
フ
心
ナ
レ
ド
モ
、
其
ノ
貝
ヲ
バ
和
ラ
引
抜
テ
砂
ニ
掻
埋

テ
ケ
リ
。
然
テ
猿
ハ
、
手
ヲ
引
抜
テ
走
リ
去
テ
、
此
ノ
女
ニ
向
テ
、
事
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吉
気
顔
造
テ
□
居
ケ
レ
バ
、女
、「
己
ヨ
、人
ノ
打
殺
サ
ム
ト
シ
ツ
ル
ヲ
、

強
ニ
乞
請
テ
免
ス
ハ
□
ノ
志
ニ
モ
非
ズ
。
獣
也
ト
モ
思
ヒ
知
レ
」
ト
云

テ
、
猿
此
レ
ヲ
聞
顔
ニ
テ
、
山
様
ニ
走
リ
行
ケ
ル
ガ
、

　

当
時
、
猿
を
焼
い
て
喰
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
動

け
な
い
猿
を
見
た
一
人
の
女
は
、
こ
の
日
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
貝
採
集
と

同
じ
よ
う
に
、当
然
の
如
く
そ
れ
を
補
食
の
対
象
と
み
な
す
。こ
の
女
に
と
っ

て
、
た
と
え
姿
は
似
通
っ
て
い
て
も
、
猿
は
人
間
と
峻
別
さ
れ
る
魚
虫
禽
獣

の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
対
す
る
子
連
れ
の
女
は
「
糸
惜
気
ニ
」
と
、
同
情
し

て
殺
害
を
止
め
た
ば
か
り
か
、
猿
の
手
を
挟
ん
で
い
た
貝
ま
で
放
し
て
し
ま

う
。
こ
の
よ
う
に
、
二
人
の
女
に
つ
い
て
は
、
当
初
か
ら
か
な
り
対
照
的
な

性
格
付
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
魚
虫
禽
獣
に
及
ぶ
〈
共
感
的
把

握
〉
の
心
意
を
発
動
さ
せ
た
子
連
れ
の
女
の
行
為
が
、
物
語
の
起
点
と
な
る

の
で
あ
っ
た
。

　

も
と
よ
り
本
話
は
、
類
型
的
な
報
恩
譚
で
も
あ
っ
て
、「
事
吉
気
顔
造
テ
」

女
に
向
か
う
猿
の
様
子
や
、
恩
を
思
い
知
れ
と
諭
す
女
の
言
葉
な
ど
、
浦
島

太
郎
等
の
昔
話
で
も
馴
染
み
の
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
亀
を
苛
め
る
子

供
達
が
、
早
々
に
話
か
ら
退
場
す
る
の
に
対
し
、
猿
の
捕
殺
を
主
張
し
た
女

は
、
こ
の
後
も
話
中
で
機
能
し
続
け
る
。
実
際
、
猿
と
人
間
に
共
感
的
交
流

が
果
た
さ
れ
た
と
思
え
る
右
の
場
面
の
あ
と
、「
猿
我
ガ
子
ヲ
抱
テ
山
樣
ニ

走
リ
入
」
る
と
い
う
、
意
想
外
の
事
態
が
起
き
た
場
面
に
つ
い
て
は
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

女
、「
彼
ノ
猿
ノ
我
ガ
子
ヲ
取
テ
行
ク
ハ
、
物
思
ヒ
不
知
ザ
リ
ケ
ル

奴
カ
ナ
」
ト
云
ヘ
バ
、
打
殺
サ
ム
ト
シ
ツ
ル
女
ハ
、「
然
テ
懲
ヨ
、
和

御
許
。面
ニ
毛
有
ル
者
ハ
、物
ノ
恩
知
ル
者
カ
ハ
。打
殺
タ
ラ
マ
シ
カ
バ
、

我
レ
所
得
シ
タ
ル
者
ノ
、
和
御
許
ノ
子
ハ
不
被
取
ザ
ラ
マ
シ
。
然
テ
モ

妬
キ
奴
カ
ナ
」
ナ
ド
云
テ
、
女
二
人
乍
ラ
走
リ
懸
リ
テ
追
ヘ
バ
、

　

猿
の
忘
恩
を
憤
る
女
に
、
も
う
一
人
の
女
は
、
だ
か
ら
殺
し
て
お
け
ば
良

か
っ
た
と
言
う
。
こ
こ
で
、
動
物
が
恩
を
思
い
知
る
は
ず
が
な
い
と
断
ず
る

の
は
、
典
型
的
な
〈
排
他
的
把
握
〉
の
言
辞
と
言
っ
て
よ
い
。
思
え
ば
、
前

掲
第
三
十
二
話
で
は
、
吠
え
掛
か
る
猟
犬
に
狩
人
が
「
獣
ハ
主
不
知
ヌ
者
」

と
思
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
た
。「
面
ニ
毛
有
ル
者
ハ
、
物
ノ
恩
知
ル
者
カ
ハ
」

は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
完
全
に
対
応
す
る
。
夜
間
山
中
で
愛
犬
の
豹
変
に
際
会
し

た
狩
人
の
心
中
に
生
じ
た
、
動
物
を
人
間
と
峻
別
す
べ
き
〈
他
者
〉
と
す
る

認
識
が
、
本
話
で
は
、
も
う
一
人
の
女
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
発
言
は
、
実
際
に
我
が
子
を
奪
い
去
ら
れ
た
女
に
、
否
定
し
難
い
事

実
と
し
て
痛
切
に
響
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
女
は
猿
に
対
す
る
〈
共
感
的

把
握
〉
の
立
場
を
崩
さ
ず
、
猿
に
呼
び
か
け
る
。

　

心
踈
カ
リ
ケ
ル
猿
カ
ナ
。
己
ガ
命
ノ
失
ヌ
ベ
カ
リ
ツ
ル
ヲ
助
ケ
タ
ル

ヲ
、
其
レ
ヲ
喜
ト
思
ハ
ム
事
コ
ソ
難
カ
ラ
メ
、
我
ガ
悲
ト
思
フ
子
ヲ
取

テ
行
ク
ハ
、
何
カ
ニ
思
フ
ゾ
。
譬
ヒ
其
ノ
子
ヲ
食
ハ
ム
ト
思
フ
ト
モ
、
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命
ヲ
生
ツ
ル
代
ニ
、
我
レ
ニ
其
ノ
子
得
セ
ヨ

我
が
子
の
生
命
の
危
機
に
直
面
し
て
な
お
、
女
は
一
縷
の
望
み
を
込
め
て
、

人
に
す
る
よ
う
に
言
葉
で
以
て
哀
願
す
る
。
も
う
一
人
の
女
が
、
あ
く
ま
で

猿
を
恩
知
ら
ず
と
断
じ
、
捕
殺
の
対
象
と
し
か
見
な
い
の
と
は
、
実
に
対
照

的
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
話
の
発
端
か
ら
、
二
人
の
女
の
対
比
は
明
白
で
も
あ
っ
た
。
こ

と
は
〈
瘤
取
り
爺
〉
や
〈
鼠
浄
土
〉
と
い
っ
た
昔
話
と
も
共
通
す
る
が
、
こ

の
種
の
対
比
的
な
人
物
設
定
は
、
時
に
性
格
と
し
て
の
や
さ
し
さ
・
残
酷 

さ
、
あ
る
い
は
人
の
良
さ
・
意
地
悪
さ
と
い
っ
た
良
い
人
・
悪
い
人
の
差
、

す
な
わ
ち
善
悪
の
対
比
で
了
解
さ
れ
易
い
。
し
か
し
、
猿
を
恩
知
ら
ず
と
す

る
女
も
、
猿
が
子
と
共
に
高
木
に
上
る
に
至
り
「
家
ニ
返
テ
、
和
御
許
ノ
主

ニ
告
ム
」
と
、
一
話
か
ら
退
場
す
る
ま
で
、
終
始
子
連
れ
の
女
と
行
動
を
共

に
し
、
対
立
す
る
こ
と
は
な
い
。
本
話
の
場
合
、
二
人
の
女
の
相
違
点
は
一

に
か
か
っ
て
、
動
物
を
共
感
的
に
捉
え
る
か
、
排
他
的
に
捉
え
る
か
の
違
い

で
あ
っ
て
、
人
物
の
善
悪
や
性
格
の
差
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
て
二
人
の
女
に
割
り
振
ら
れ
た
、
動
物
と
い
う
〈
他
者
〉
に
対
す

る
両
極
の
思
い
は
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
、
当
然
一
人
の
人
間
の
中
で
も
変

遷
・
交
錯
す
る
。
そ
れ
を
心
内
語
で
丁
寧
に
追
っ
た
の
が
第
三
十
二
話
で
あ

り
、
二
人
の
人
物
の
会
話
の
中
に
描
こ
う
と
し
た
の
が
本
話
＝
第
三
十
五
話

だ
と
言
え
よ
う
。
両
話
は
隣
接
し
て
お
ら
ず
、
二
話
一
類
様
式
に
依
る
一
括

化
を
企
図
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
の
関
心
か
ら
す
る
と
、
非

常
に
近
い
性
格
の
説
話
と
み
る
こ
と
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
幾
つ
か
の
実
例
に
即
し
て
、
動
物
説
話
に
つ
い
て
あ
れ

こ
れ
考
え
て
み
た
。
論
の
性
質
上
、
話
が
大
雑
把
で
あ
る
と
の
謗
り
も
受
け

よ
う
し
、
ま
た
考
察
材
料
の
偏
り
を
指
摘
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か 

し
、
企
図
し
た
と
こ
ろ
は
、『
古
今
著
聞
集
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
い
う

平
安
末
院
政
期
か
ら
鎌
倉
中
期
に
生
成
し
た
説
話
集
を
対
象
に
、
当
時
の
説

話
に
記
し
と
ど
め
ら
れ
た
動
物
認
識
の
諸
相
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
定

点
観
測
と
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
論
の
構
想
中
、
時
代
と
空
間
を
超
え
た 

様
々
な
動
物
伝
承
や
、
生
物
学
上
の
知
見
が
脳
裏
を
よ
ぎ
り
、
そ
の
ご
く
一

部
は
稿
中
で
も
触
れ
た
。
さ
ぞ
か
し
不
十
分
な
点
も
多
い
だ
ろ
う
し
、
併
せ

考
え
る
べ
き
説
話
は
無
限
に
あ
る
と
も
言
え
よ
う
が
、
後
日
を
期
す
ほ
か
な

い
。

　

そ
の
上
で
、
本
稿
で
採
り
上
げ
た
『
今
昔
』
巻
第
二
十
九
所
載
の
二
説
話 

が
、
共
に
恩
知
ら
ず
と
思
え
た
動
物
の
忠
義
あ
る
い
は
報
恩
を
描
く
、
幸
福

な
結
末
を
持
つ
こ
と
を
今
一
度
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
魚
虫
禽
獣
が
本
質
的

に
人
間
と
は
異
質
な
存
在
で
、
言
葉
の
通
じ
な
い
〈
他
者
〉
で
あ
る
こ
と
は
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厳
然
た
る
事
実
だ
と
し
て
も
、
人
は
想
像
力
を
駆
使
し
て
動
物
を
〈
共
感
的

把
握
〉
の
対
象
と
し
て
き
た
。
そ
の
実
例
は
、
古
今
東
西
の
神
話
・
伝
説
・

物
語
等
、
文
学
全
般
に
ま
こ
と
に
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
そ
の
中
で
、
こ
の
二

話
を
論
じ
た
の
は
、〈
共
感
的
把
握
〉
と
〈
排
他
的
破
格
〉
の
間
を
揺
れ
動

く
人
間
側
の
心
意
が
、
丁
寧
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
動
物
を
信
じ
て
良
い
の
か
悪
い
の
か
、
こ
の
決
着
の
つ
け
難
い
難
問

に
つ
い
て
、
最
後
ま
で
読
者
を
は
ら
は
ら
さ
せ
る
展
開
を
保
持
し
つ
つ
、
最

終
的
に
動
物
に
人
間
と
通
じ
る
も
の
を
み
る
の
が
、
両
説
話
の
含
意
な
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
構
想
と
叙
述
を
備
え
た
説
話
に
は
、
動
物
に
対
す
る

人
間
の
側
の
見
果
て
ぬ
夢
が
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
如
何

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
注
】

※
本
稿
で
引
用
し
た
説
話
本
文
は
、
以
下
の
も
の
に
依
る
。

・
『
古
今
著
聞
集
』
―
―
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注
『
古
今
著
聞
集 
下
』（
新

潮
日
本
古
典
集
成
・
一
九
八
六
年
）

・
『
今
昔
物
語
集
』
―
―
森
正
人
校
注
『
今
昔
物
語
集 

五
』（
岩
波
新
日
本
古
典

文
学
大
系
・
一
九
九
六
年
）

・
『
三
国
伝
記
』
―
―
池
上
洵
一
校
注
『
三
国
伝
記
（
下
）』（
三
弥
井
書
店
中
世

の
文
学
・
一
九
八
二
年
）

（
注
１
） 

新
潮
日
本
古
典
集
成
は
「
禽
獣
魚
虫
、
そ
の
彙
且
千
、
皆
言
ふ
能
は
ず

と
雖
も
、
お
の
お
の
思
ふ
所
有
る
に
似
た
る
者
な
り
」
と
訓
読
。
こ
れ
に

従
う
。

（
注
２
） 『
古
今
著
聞
集
』「
魚
虫
禽
獣
」
篇
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「『
古
今
著
聞
集
』

「
魚
虫
禽
獣
」
篇
を
ど
う
読
む
か
」（
大
阪
府
立
大
学
日
本
言
語
文
化
学
会 

『
百
舌
鳥
国
文
』
第
二
十
五
号
／
二
〇
一
四
年
三
月
）
参
照
。

（
注
３
） 

六
八
七
話
「
或
る
貴
所
の
飼
ひ
猫
、鼠
雀
等
を
取
る
も
食
は
ざ
る
事
」
は
、

鼠
や
雀
を
捕
る
け
れ
ど
「
あ
へ
て
く
は
」
ず
に
、「
人
の
ま
へ
に
て
は
な
」

つ
猫
に
つ
い
て
「
不
思
議
な
る
猫
な
り
」
と
評
す
る
が
、
こ
の
種
の
行
動

は
広
く
飼
い
猫
に
観
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
今
日
「
猫
の
お
土
産
」
の
語

で
周
知
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
注
４
） 

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
６
』（
角
川
書
店
／
一
九
七
八
年
）
は
、「
人

間
無
情
」
の
項
目
を
立
て
（
九
三
頁
）
全
国
の
事
例
を
紹
介
、
朝
鮮
・
ト

ル
コ
の
類
例
も
付
す
。『
今
昔
物
語
集
』
天
竺
部
巻
第
五
第
十
八
話
の
九
色

の
鹿
説
話
（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
「
五
色
鹿
」）
や
、
第
十
九
話
の
亀
報

恩
説
話
も
該
当
す
る
。

（
注
５
） 

旅
田
孟「
鵜
の
真
似
す
る
鳥
説
話 

―『
古
今
著
聞
集
』の
文
覚
説
話
」（
大

阪
府
立
大
学
人
間
社
会
学
部
言
語
文
化
学
科
「
言
語
文
化
学
研
究 

日
本
語

日
本
文
学
編
」
第
11
号
／
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
注
６
） 「
猿
は
人
間
に
毛
が
三
筋
足
ら
ぬ
」
の
俗
諺
自
体
は
、
そ
れ
程
古
い
も
の

で
は
な
い
。
小
学
館『
故
事
・
俗
信
こ
と
わ
ざ
大
辞
典
』（
一
九
八
二
年
）は
、

浄
瑠
璃
「
松
風
村
雨
束
帯
鑑
」
を
用
例
に
掲
げ
る
。

（
注
７
） 『
角
川
古
語
大
辞
典
』
が
本
話
を
用
例
に
挙
げ
て
説
く
よ
う
に
、
こ
の 

「
む
ざ
ん
」
は
「
痛
ま
し
い
さ
ま
。
同
情
す
べ
き
状
態
」
を
表
す
。
こ
の
語

義
は
、
南
九
州
や
沖
縄
の
方
言
に
遺
り
、
沖
縄
民
謡
で
は
男
性
が
愛
し
い

女
性
を
呼
ぶ
語
と
し
て
「
無
蔵
（
ん
ぞ
う
）」
が
使
わ
れ
る
。

（
注
８
） 
小
林
祥
次
郎
『
日
本
古
典
博
物
事
典
動
物
篇
』（
勉
誠
出
版
／
二
〇
〇
九

年
）
の
「
へ
び
［
蛇
］」
の
記
事
「
耳
」
の
項
は
、『
古
今
著
聞
集
』
の
本

話
と
共
に
『
塩
尻
』
所
載
の
以
下
の
類
話
を
掲
げ
る



八
六

 

　
　

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
？
の
春
に
、
丹
波
国
千
丈
が
原
と
い
う

山
家
で
ウ
ワ
バ
ミ
が
で
て
、
人
を
悩
ま
せ
た
の
を
、
狩
人
が
鉄
砲
で

撃
ち
と
め
、
地
頭
（
代
官
）
に
見
せ
、
江
戸
へ
首
だ
け
持
っ
て
行
っ

て
三
月
中
に
持
ち
帰
っ
た
。
両
方
に
耳
が
あ
り
、
頭
に
赤
い
毛
が
生

え
て
い
る
と
見
え
た
と
か
言
う
、
と
あ
る
。

（
注
９
） 『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
九
「
肥
後
国
鷲
、
咋
殺
蛇
語
第
三
十
二
」
も

類
話
と
言
え
る
が
、
そ
こ
で
は
「
大
キ
ナ
ル
蛇
ノ
七
八
尺
許
」
と
だ
け 

あ
っ
て
、
蛇
に
超
自
然
的
な
邪
神
と
し
て
の
性
格
付
け
は
一
切
見
ら
れ
な

い
。

（
注
10
） 

現
在
の
メ
キ
シ
コ
国
旗
は
、
湖
上
の
岩
に
生
え
た
岩
石
に
蛇
を
咥
え
た

鷲
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
サ
ボ
テ
ン
上
に
蛇
を
食
う
鷲
の
い
る
地

が
首
都
に
適
し
て
い
る
」
と
の
神
託
を
伝
え
る
ア
ス
テ
カ
の
伝
説
に
由
来

す
る
と
い
う
。

（
注
11
） 

孔
雀
明
王
に
つ
い
て
は
、
不
空
訳
『
仏
母
大
孔
雀
明
王
経
』
に
説
く
が
、

毒
蛇
を
食
う
孔
雀
を
神
格
化
し
た
明
王
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。前
掲（
注
８
）

小
林
著
「
く
じ
ゃ
く
［
孔
雀
］」
の
記
事
中
に
「
孔
雀
明
王
」
の
項
が
あ
り
、

日
本
で
の
受
容
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
注
12
） 

竜
蛇
の
「
三
熱
の
苦
」
は
、
他
に
熱
風
熱
砂
に
身
を
焼
か
れ
る
こ
と
と
、

暴
風
に
衣
服
を
奪
わ
れ
る
こ
と
。『
往
生
要
集
』
大
文
第
一
「
畜
生
道
」
に

も
「
又
諸
竜
衆
、
受
三
熱
苦
、
昼
夜
不
休
」
と
強
調
さ
れ
る
。

（
注
13
） 

こ
の
俗
諺
は
、
も
と
よ
り
虫
を
譬
え
と
し
て
、
卑
小
な
人
間
に
も
相
応

の
思
慮
や
根
性
が
備
わ
る
こ
と
を
説
く
も
の
。
前
掲
（
注
６
）『
こ
と
わ
ざ

大
辞
典
』
は
、
用
例
に
浄
瑠
璃
「
天
智
天
皇
」
を
掲
げ
る
。

（
注
14
） 

岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集 

五
』
の
巻
第
二
十
九
解
題

（
二
八
八
頁
）
で
、
森
正
人
氏
は
「
後
半
第
31
話 

―
末
尾
（
第
40
話
に
当
た 

る
）
に
は
動
物
の
説
話
が
置
か
れ
る
」
と
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

 

　

後
半
の
大
説
話
群
の
動
物
譚
は
漫
然
と
動
物
の
説
話
を
集
め
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
第
31
・
33
話
は
寓
話
と
し
て
機
能
し
、

ま
た
人
に
も
勝
る
蜘
蛛
の
知
恵
を
強
調
す
る
（
第
37
話
）
な
ど
人
間

と
の
対
比
が
語
ら
れ
、
他
に
も
人
間
と
の
か
か
わ
り
（
た
と
え
ば
恩

義
を
知
る
犬
・
猿
・
鷹
・
蜂
）
に
焦
点
を
絞
っ
て
動
物
の
生
態
が
描

か
れ
て
い
る
。

（
注
15
） 

小
学
館
日
本
古
典
全
集
『
今
昔
物
語
集
（
４
）』
の
当
該
説
話
前
に
付
さ

れ
た
一
文
に
、『
捜
神
記
』
の
類
話
や
義
犬
伝
説
に
説
き
及
ん
だ
簡
潔
な
指

摘
が
あ
る
。
研
究
論
文
と
し
て
は
、徳
田
和
夫
氏
「
彼
我
の
「
忠
義
な
犬
」」 

（
初
出
「
國
學
院
雑
誌
」
八
十
三
巻
十
一
号
／
一
九
八
二
年
十
一
月
）
他
が

あ
る
。

（
注
16
） 

一
例
を
挙
げ
る
と
、
大
阪
府
泉
佐
野
市
の
七
宝
瀧
寺
は
「
犬
鳴
川
の
渓

谷
中
」
に
あ
り
「
真
言
宗
犬
鳴
派
の
総
本
山
」
に
し
て
「
犬
鳴
山
」
と
号

し
て
い
る
。
こ
の
地
に
は
、「
天
徳
年
中
」
の
こ
と
と
し
て
「
紀
州
池
田
庄
」

の
猟
師
「
山
田
某
」
を
主
人
公
と
す
る
忠
犬
説
話
が
伝
え
ら
れ
、
誤
っ
て

犬
の
首
を
刎
ね
た
男
は
「
発
心
剃
髪
し
、
山
林
修
行
者
と
な
り
」
犬
の
供

養
を
し
た
と
い
う
。「
現
在
境
内
に
義
犬
の
墓
が
あ
る
」と
の
こ
と
。
以
上
、

平
凡
社
日
本
歴
史
地
名
大
系
『
大
阪
府
の
地
名
Ⅱ
』（
一
九
八
六
年
）「
七

宝
瀧
寺
」
の
項
よ
り
取
意
。

（
注
17
） 

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
今
昔
物
語
集 

本
朝
世
俗
部
四
』（
一
九
八
四
年
）

の
当
該
説
話
頭
注
八
に
、「
自
分
の
猟
犬
が
自
分
を
襲
う
の
で
は
な
い
か
と

い
う
恐
怖
の
感
情
」
に
つ
い
て
、「
山
犬
の
血
を
引
く
猟
犬
」
に
関
わ
る
伝

承
と
の
関
わ
り
を
示
唆
す
る
言
及
が
あ
る
。

（
注
18
） 『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
三
話
「
鬼
に
瘤
取
ら
る
る
事
」
は
、
夜
間
山
中
で

異
形
の
者
達
と
遭
遇
し
た
爺
に
つ
い
て「
大
方
い
と
ど
物
覚
え
ず
」と
記
す
。

こ
れ
を
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
（
一
九
七
三
年
）
は
「
な
ん
と
ま
あ
、

そ
の
こ
わ
さ
に
ま
す
ま
す
ぼ
う
っ
と
す
る
感
じ
で
あ
る
」
と
現
代
語
訳
し



動
物
説
話
試
論 

―
『
古
今
著
聞
集
』『
今
昔
物
語
集
』
所
載
説
話
を
対
象
に
―

八
七

て
い
る
。

（
注
19
） 『
三
国
伝
記
』
の
編
者
玄
棟
と
近
江
の
深
い
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
林
直

樹
氏
「『
三
国
伝
記
』
の
成
立
基
盤
」（『
中
世
説
話
集
と
そ
の
基
盤
』
和
泉

書
院
／
二
〇
〇
四
年
）
等
に
詳
し
い
。

（
注
20
） 

猿
が
貝
に
挟
ま
れ
て
溺
死
す
る
伝
承
は
、『
古
事
記
』
の
猿
田
毘
古
と
比

良
夫
貝
の
話
を
連
想
さ
せ
る
が
、
こ
の
類
の
伝
承
の
拡
が
り
に
つ
い
て
は
、

前
掲
（
17
）
の
新
潮
集
成
『
今
昔
物
語
集
』
頭
注
一
二
（
一
四
一
頁
）
に
、

簡
潔
な
展
望
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
た
な
か　

む
ね
ひ
ろ
・
本
学
教
授
）


