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篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

一

は
じ
め
に

　
楽
人
和
邇
部
用
光
が
、
篳
篥
の
演
奏
に
よ
っ
て
海
賊
の
難
を
逃
れ
た
と
い

う
説
話
が
あ
る
。『
今
鏡
』『
教
訓
抄
』『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』『
愚
聞

記
』
な
ど
に
み
ら
れ
、
広
く
流
布
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
内
容
的
に
は
か
な
り
異
同
が
多
く
、
用
光
の
旅
の
目
的
地
や
、
海
賊
と

遭
遇
し
た
場
所
、
さ
ら
に
は
海
賊
の
と
っ
た
態
度
な
ど
が
、
様
々
に
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、『
続
教
訓
鈔
』『
拾
芥
抄
』『
體
源
鈔
』『
楽
家
録
』
等
に

お
い
て
は
、
こ
の
時
の
篳
篥
に
「
海
賊
丸
」
と
名
が
付
い
た
こ
と
が
特
記
さ

れ
、
名
器
の
命
名
由
来
譚
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
『
続
教
訓
鈔
』
は
、
小
異
を
含
む
四
つ
の
「
海
賊
丸
」
説
話	

と
、
用
光
の
篳
篥
演
奏
に
よ
る
霊
験
譚
、
合
計
五
つ
の
説
話
が
連
続
し
て
併

記
さ
れ
て
い
る
。
他
書
に
み
ら
れ
る
「
海
賊
丸
」
説
話
を
通
覧
す
る
と
、『
続

教
訓
鈔
』
は
、
比
較
的
詳
細
な
記
述
を
持
つ
説
話
を
、
取
捨
選
択
せ
ず
に
併

篳
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一
考
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記
し
て
い
る
よ
う
で
、や
や
特
異
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
『
続
教
訓
鈔
』

に
お
い
て
同
話
が
併
記
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
箇
所
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
、『
続
教
訓
鈔
』
が
異
伝
等
を
博
捜

し
、
列
挙
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
１
）。

　
一
方
、
本
話
に
つ
い
て
は
、『
今
鏡
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
所
載
の
本
文

に
即
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た（
２
）。『
今
鏡
』
研
究
の
側
か
ら
は
、

本
話
は
様
々
な
書
物
に
採
ら
れ
る
が
、
諸
書
の
記
載
に
異
同
が
多
く
、
資
料

間
に
は
距
離
が
あ
り
、
直
接
の
伝
承
関
係
等
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
に
と

ど
ま
る
。
ま
た
、
音
楽
伝
承
研
究
の
側
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
名
器
伝
承
の
中

に
は
、
実
態
の
な
い
楽
器
に
説
話
か
ら
発
想
し
て
名
前
が
付
け
ら
れ
、
名
器

と
し
て
実
態
を
も
つ
よ
う
に
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
３
）。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
学
び
つ
つ
、『
続
教
訓
鈔
』
の
傾
向

が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
箇
所
と
し
て
、
篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
を
考
察
の
対

象
と
す
る
。
ま
ず
本
文
に
即
し
て
説
話
の
諸
相
を
確
認
し
、
異
同
の
多
い
伝



二

承
を
網
羅
的
に
併
記
す
る
『
続
教
訓
鈔
』
の
意
図
を
考
え
る
。
そ
の
上
で
、	

「
海
賊
丸
」
に
つ
い
て
も
、
も
と
か
ら
そ
の
よ
う
な
名
器
が
あ
っ
た
の
で
は

な
く
、
説
話
が
先
に
あ
っ
て
後
か
ら
実
態
化
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

あ
わ
せ
て
、
こ
の
よ
う
な
名
器
伝
承
が
、
地
下
の
楽
人
の
立
場
か
ら
発
想
さ

れ
、
記
録
・
伝
承
さ
れ
た
こ
と
を
推
定
し
よ
う
と
思
う
。

一
、『
続
教
訓
鈔
』
に
お
け
る
「
海
賊
丸
」
説
話

　
『
続
教
訓
鈔
』
は
、
南
都
の
楽
人
狛
朝
葛
に
よ
る
雅
楽
関
係
文
献
集
成
で

あ
る
。
文
永
七
年
～
元
亨
二
年
（
一
二
七
〇
―
一
三
二
二
）
の
成
立
と
さ
れ

る
書
物
で
、
巻
数
は
不
詳
。
翻
刻
は
羽
塚
啓
明
氏
蔵
十
六
冊
本
を
底
本
と
す

る
『
日
本
古
典
全
集
』（
上
下
）
の
み
で
、
現
存
す
る
最
古
写
本
と
し
て
は

曼
殊
院
蔵
本
（
十
一
巻
）
が
あ
る（
４
）。「
海
賊
丸
」
説
話
は
、『
日
本
古
典
全	

集
』
で
は
第
十
一
冊
、
篳
篥
の
「
名
物
等
物
語
」
に
記
載
さ
れ
る
。
長
文
の

引
用
に
な
る
が
、『
続
教
訓
鈔
』
の
本
文
を
確
認
す
る（
５
）。
な
お
、
掲
出
に

あ
た
っ
て
は
、
内
容
に
即
し
て
五
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
①
か
ら
⑤
の
番
号

を
付
し
た
。

海
賊
丸
ハ
篳
篥
師
和
邇
部
用
光
ガ
管
ナ
リ
、

①
彼
用
光
ス
マ
ヒ
ノ
使
ニ
、
西
國
ヘ
ク
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
キ
ヒ
ノ
ク
ニ
ノ

辺
ニ
テ
、
ヲ
キ
ツ
シ
ラ
ナ
ミ
タ
チ
キ
テ
、
コ
ヽ
ニ
テ
命
モ
タ
エ
ヌ
ヘ
ク

ミ
エ
ケ
レ
ハ
、
カ
チ
カ
フ
リ
ナ
ト
、
ウ
ル
ハ
シ
キ
マ
デ
ヤ
カ
タ
ノ
上
ニ

出
テ
ヲ
リ
ケ
ル
ニ
、
シ
ラ
ナ
ミ
ノ
フ
ネ
コ
キ
ヨ
セ
ケ
レ
ハ
、
其
時
用
光

ヒ
チ
リ
キ
ヲ
ト
リ
イ
タ
シ
テ
、
ウ
ラ
ミ
タ
ル
コ
エ
ニ
、
エ
ナ
ラ
ズ
吹
ス

マ
シ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
シ
ラ
ナ
ミ
ト
モ
各
カ
ナ
シ
ミ
ノ
心
ヲ
コ
リ
テ
、
カ

ツ
ケ
モ
ノ
ヲ
サ
ヘ
シ
テ
、
コ
キ
ハ
ナ
レ
去
リ
ニ
ケ
リ
ト
ナ
ン
、
サ
ホ
ト

ノ
コ
ト
ハ
リ
モ
ナ
キ
武
士
サ
ヘ
、
ナ
サ
ケ
カ
ク
ハ
カ
リ
吹
キ
カ
セ
テ
ケ

ン
、
ア
リ
カ
タ
ク
、
ム
カ
シ
ノ
シ
ラ
ナ
ミ
ハ
、
ナ
ヲ
カ
ヽ
ル
ナ
サ
ケ
ナ

ム
ア
リ
ケ
ル
ナ
リ
、
サ
テ
ソ
ノ
管
ヲ
カ
ク
ナ
ツ
ケ
タ
ル
ナ
リ
、
海
賊
逃

同
心
ナ
リ
、

②
或
記
云
、
用
光
卜
云
楽
人
ア
リ
ケ
リ
、
土
佐
ノ
御
船
ア
ソ
ヒ
ト
云
事

ニ
ク
タ
リ
テ
ノ
ホ
リ
ケ
ル
ニ
、
安
芸
国
ナ
ル
カ
ミ
ノ
ト
マ
リ
ニ
テ
、
海

賊
ヲ
シ
ヨ
セ
タ
リ
ケ
リ
、
弓
矢
ノ
ユ
ク
ヘ
シ
ラ
ネ
ハ
、
フ
セ
キ
タ
ヽ
カ

フ
ニ
チ
カ
ラ
ナ
シ
、
今
ハ
ウ
タ
カ
ヒ
ナ
ク
コ
ロ
サ
レ
ナ
ン
ト
思
テ
、
篳

篥
ヲ
取
出
テ
、
ヤ
カ
タ
ノ
上
ニ
ヰ
テ
、
ア
ノ
タ
ウ
ヤ
、
今
ハ
サ
タ
ニ
ヲ

ヨ
ハ
ス
、
ト
ク
ナ
ニ
ヲ
モ
ト
リ
給
へ
、
但
年
来
思
シ
メ
タ
ル
、
小
調
子

ト
イ
フ
曲
フ
キ
テ
キ
カ
セ
申
サ
ム
、
サ
ル
事
コ
ソ
ア
リ
シ
カ
ト
物
語
ニ

モ
シ
玉
へ
卜
云
ケ
レ
ハ
、
ム
ネ
ト
ア
ル
者
ヲ
ホ
キ
ナ
ル
コ
エ
ニ
テ
、
ヌ

シ
タ
チ
、
シ
ハ
ラ
ク
マ
チ
玉
へ
、
カ
ク
云
事
ア
リ
、
物
キ
カ
ム
ト
イ
ヒ

篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
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―
『
続
教
訓
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』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

三

ケ
レ
ハ
、
船
ヲ
ヽ
サ
ヘ
テ
、
各
シ
ツ
マ
リ
タ
ル
ニ
、
用
光
、
今
ハ
カ
キ

リ
ト
思
ケ
レ
ハ
、
涙
ヲ
ナ
カ
シ
テ
、
メ
テ
タ
キ
コ
エ
吹
出
シ
テ
、
ウ
ラ

ナ
ク
フ
キ
ス
マ
シ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
リ
カ
ラ
ニ
ヤ
、
其
調
波
ノ
上
ニ
ヒ
ヽ
キ

ワ
タ
リ
テ
、
彼
尋
陽
ノ
江
ノ
波
ノ
上
ニ
、
琵
琶
ヲ
キ
ヽ
シ
昔
カ
タ
リ
ニ

コ
ト
ナ
ラ
ス
、
海
賊
シ
ツ
マ
リ
テ
云
事
ナ
シ
、
ヨ
ク
〳
〵
キ
ヽ
テ
曲
ヲ

ハ
ル
ホ
ト
ニ
、
サ
キ
ノ
コ
エ
ニ
テ
イ
ハ
ク
、
君
カ
船
ニ
心
ヲ
カ
ケ
テ
、

ヲ
シ
ヨ
セ
タ
リ
ツ
レ
ト
モ
、
篳
篥
ノ
音
ニ
涙
ヲ
チ
テ
、
カ
ク
サ
リ
ヌ
ト

テ
ソ
、
コ
キ
サ
リ
ニ
ケ
ル
、
タ
ケ
キ
武
士
ノ
心
ヲ
ナ
ク
サ
ム
ル
マ
テ
フ

キ
タ
リ
ケ
ン
、
ア
リ
ガ
タ
キ
事
ニ
コ
ソ
、

③
或
記
云
、
用
光
南
海
道
ニ
発
向
セ
シ
ム
ル
ア
ヒ
タ
、
海
賊
ニ
ア
ヒ
テ

殺
害
セ
ラ
レ
ム
ト
ス
、
爰
ニ
用
光
云
ク
、
我
久
ク
、
篳
篥
ヲ
モ
テ
朝
廷

ニ
仕
へ
タ
リ
、
願
ク
ハ
片
時
ノ
身
命
ヲ
給
テ
、
一
曲
ヲ
フ
カ
ン
ト
ヲ
モ

フ
ト
云
時
ニ
、
群
賊
剣
ヲ
ヌ
キ
、
矢
ヲ
ハ
ツ
シ
テ
ア
ヒ
マ
ツ
、
用
光
ナ

ク
〳
〵
篳
篥
ヲ
ト
リ
イ
タ
シ
テ
、臨
調
子
ヲ
フ
ク
、群
賊
等
コ
レ
ヲ
キ
ヽ

テ
、
感
涙
ヲ
タ
レ
テ
、
殺
害
ノ
心
ト
マ
リ
テ
、
淡
州
ノ
南
浦
ニ
下
置
ト

云
リ
、或

説
ニ
ハ
、
賊
首
弾
筝
ノ
女
ヲ
ト
リ
テ
、
妻
女
ト
ス
、
賊
―
船
ニ

ノ
セ
テ
、
数
日
徒
遊
ス
ト
云
々

④
或
記
云
、
昔
雅
楽
寮
ノ
人
々
宿
願
ア
リ
テ
、
ハ
ル
カ
ニ
筑
紫
ノ
宇
佐

宮
ニ
参
詣
、
安
楽
寺
ノ
カ
タ
ナ
レ
ハ
、
海
上
ノ
漫
々
タ
ル
ヲ
コ
キ
ス
キ

テ
、
ト
マ
リ
〳
〵
ニ
タ
チ
ヨ
リ
テ
、
ア
カ
シ
ク
ラ
ス
ホ
ト
ニ
、
ヒ
カ
タ

ノ
禅
師
ト
云
人
ア
リ
、
海
賊
ノ
中
ノ
上
手
ナ
リ
、
イ
カ
ナ
ル
タ
ケ
キ
モ

ノ
ヽ
フ
モ
、
コ
レ
ニ
ム
カ
ウ
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
、
伶
人
ノ
ナ
カ
ニ
茂
光
ハ
、

ソ
ノ
ト
キ
ハ
ワ
カ
ク
テ
、
末
座
ニ
テ
ソ
ア
リ
ケ
ル
、
夜
舟
ヲ
コ
キ
テ
、

海
上
ノ
シ
ツ
カ
ナ
ル
波
ノ
ウ
ヘ
ニ
、
ア
リ
ア
ケ
ノ
月
ク
マ
ナ
ク
ヤ
ト
リ

テ
、
ア
ハ
レ
ツ
キ
セ
ヌ
ヲ
リ
フ
シ
、
彼
ヒ
カ
タ
ノ
禅
師
舟
ヲ
シ
ヨ
セ
テ
、

忽
ニ
コ
ノ
伶
人
ノ
舟
ニ
ノ
リ
ウ
ツ
リ
ニ
ケ
リ
、本
ヨ
リ
ユ
ミ
ヤ
ノ
カ
タ
、

ウ
ト
キ
ト
モ
カ
ラ
ナ
レ
ハ
、
舟
ソ
コ
ニ
ソ
カ
ク
レ
ア
ヒ
ケ
ル
、
ソ
ノ
ト

キ
茂
光
、
賊
徒
ニ
イ
フ
ヤ
ウ
、
余
命
チ
カ
キ
ニ
ア
リ
、
片
時
ノ
イ
ト
マ

ヲ
ユ
ル
シ
タ
マ
ヘ
、
多
年
ノ
大
願
ヲ
ト
ケ
テ
、
今
生
ノ
ヲ
モ
ヒ
テ
ニ
セ

ム
ト
イ
フ
ニ
、
禅
師
片
時
ノ
イ
ト
マ
ヲ
ユ
ル
シ
テ
ケ
リ
、
八
幡
大
菩
薩

ノ
御
感
ヤ
ア
リ
ケ
ン
、又
王
城
守
護
神
明
ノ
タ
ス
ケ
給
ニ
ヤ
ア
リ
ケ
ン
、

茂
光
小
調
子
ヲ
フ
キ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
海
賊
ノ
心
ナ
キ
、
ミ
ナ
〳
〵
ナ
ミ

タ
ヲ
ナ
カ
シ
テ
感
歎
ス
、
曲
ヲ
ハ
リ
テ
賊
徒
ニ
云
ヤ
ウ
、
此
舟
ノ
ウ
チ

ニ
ア
ル
諸
人
ハ
、
ミ
ナ
管
絃
ニ
名
ヲ
エ
タ
ル
人
々
ナ
リ
、
宿
願
ア
リ
テ

花
洛
ノ
雲
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
、
宇
佐
宮
ニ
参
詣
シ
テ
、
舞
楽
ヲ
ト
ヽ
ノ
ヘ
テ
、

一
日
ノ
会
ヲ
ヽ
コ
ナ
フ
ヘ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
願
力
ム
ナ
シ
ク
シ
テ
、
カ

シ
コ
ヘ
マ
イ
リ
ツ
カ
ヌ
ニ
、
忽
ニ
コ
ノ
難
ニ
ア
ヒ
タ
リ
、
舟
ノ
中
ノ
モ
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ヽ
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光
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ヽ
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ヽ
テ
曲
ヲ

ハ
ル
ホ
ト
ニ
、
サ
キ
ノ
コ
エ
ニ
テ
イ
ハ
ク
、
君
カ
船
ニ
心
ヲ
カ
ケ
テ
、
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サ
ム
ル
マ
テ
フ

キ
タ
リ
ケ
ン
、
ア
リ
ガ
タ
キ
事
ニ
コ
ソ
、

③
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、
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光
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、
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ラ
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、
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用
光
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、
我
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ク
、
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モ
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廷

ニ
仕
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、
願
ク
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時
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命
ヲ
給
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、
一
曲
ヲ
フ
カ
ン
ト
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モ
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云
時
ニ
、
群
賊
剣
ヲ
ヌ
キ
、
矢
ヲ
ハ
ツ
シ
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、
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光
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ク
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ヲ
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ク
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、
感
涙
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ト
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下
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ニ
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、
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弾
筝
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数
日
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遊
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或
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昔
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紫
ノ
宇
佐

宮
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楽
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、
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〵
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チ
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、
ア
カ
シ
ク
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ス
ホ
ト
ニ
、
ヒ
カ
タ

ノ
禅
師
ト
云
人
ア
リ
、
海
賊
ノ
中
ノ
上
手
ナ
リ
、
イ
カ
ナ
ル
タ
ケ
キ
モ

ノ
ヽ
フ
モ
、
コ
レ
ニ
ム
カ
ウ
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
、
伶
人
ノ
ナ
カ
ニ
茂
光
ハ
、

ソ
ノ
ト
キ
ハ
ワ
カ
ク
テ
、
末
座
ニ
テ
ソ
ア
リ
ケ
ル
、
夜
舟
ヲ
コ
キ
テ
、

海
上
ノ
シ
ツ
カ
ナ
ル
波
ノ
ウ
ヘ
ニ
、
ア
リ
ア
ケ
ノ
月
ク
マ
ナ
ク
ヤ
ト
リ

テ
、
ア
ハ
レ
ツ
キ
セ
ヌ
ヲ
リ
フ
シ
、
彼
ヒ
カ
タ
ノ
禅
師
舟
ヲ
シ
ヨ
セ
テ
、

忽
ニ
コ
ノ
伶
人
ノ
舟
ニ
ノ
リ
ウ
ツ
リ
ニ
ケ
リ
、本
ヨ
リ
ユ
ミ
ヤ
ノ
カ
タ
、

ウ
ト
キ
ト
モ
カ
ラ
ナ
レ
ハ
、
舟
ソ
コ
ニ
ソ
カ
ク
レ
ア
ヒ
ケ
ル
、
ソ
ノ
ト

キ
茂
光
、
賊
徒
ニ
イ
フ
ヤ
ウ
、
余
命
チ
カ
キ
ニ
ア
リ
、
片
時
ノ
イ
ト
マ

ヲ
ユ
ル
シ
タ
マ
ヘ
、
多
年
ノ
大
願
ヲ
ト
ケ
テ
、
今
生
ノ
ヲ
モ
ヒ
テ
ニ
セ

ム
ト
イ
フ
ニ
、
禅
師
片
時
ノ
イ
ト
マ
ヲ
ユ
ル
シ
テ
ケ
リ
、
八
幡
大
菩
薩

ノ
御
感
ヤ
ア
リ
ケ
ン
、又
王
城
守
護
神
明
ノ
タ
ス
ケ
給
ニ
ヤ
ア
リ
ケ
ン
、

茂
光
小
調
子
ヲ
フ
キ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
海
賊
ノ
心
ナ
キ
、
ミ
ナ
〳
〵
ナ
ミ

タ
ヲ
ナ
カ
シ
テ
感
歎
ス
、
曲
ヲ
ハ
リ
テ
賊
徒
ニ
云
ヤ
ウ
、
此
舟
ノ
ウ
チ

ニ
ア
ル
諸
人
ハ
、
ミ
ナ
管
絃
ニ
名
ヲ
エ
タ
ル
人
々
ナ
リ
、
宿
願
ア
リ
テ

花
洛
ノ
雲
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
、
宇
佐
宮
ニ
参
詣
シ
テ
、
舞
楽
ヲ
ト
ヽ
ノ
ヘ
テ
、

一
日
ノ
会
ヲ
ヽ
コ
ナ
フ
ヘ
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
願
力
ム
ナ
シ
ク
シ
テ
、
カ

シ
コ
ヘ
マ
イ
リ
ツ
カ
ヌ
ニ
、
忽
ニ
コ
ノ
難
ニ
ア
ヒ
タ
リ
、
舟
ノ
中
ノ
モ



四

ノ
ハ
ミ
ナ
彼
菩
薩
ノ
一
日
ノ
会
料
ナ
リ
、
サ
ラ
ニ
他
ノ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ

ト
イ
フ
ト
キ
、
海
賊
ノ
イ
フ
ヤ
ウ
、
ナ
サ
ケ
ア
ル
人
々
ノ
舟
ナ
レ
バ
、

コ
ト
ノ
ア
リ
サ
マ
ヲ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
ヌ
ト
テ
、
宇
佐
宮
マ
テ
ソ
ヲ
ク
リ

ツ
ケ
テ
ケ
ル
、
マ
コ
ト
ニ
小
調
子
ハ
、
秘
曲
ノ
ナ
カ
ニ
、
メ
デ
タ
キ
タ

メ
シ
ア
リ
ト
ナ
ン
、
或
記
云
、
住
吉
ノ
相
撲
会
ニ
マ
ヰ
リ
テ
下
向
ノ
ト

キ
ト
云
々
、

⑤
或
記
云
、
此
茂
光
ハ
、
篳
篥
無
左
右
ノ
上
手
ナ
リ
、
イ
ツ
レ
ノ
御
宇

ノ
事
ニ
カ
侍
リ
ケ
ン
、
南
都
ノ
常
楽
会
ニ
下
向
シ
ケ
ル
ニ
、
キ
サ
ラ
キ

ノ
十
日
ア
マ
リ
ノ
暁
、
ミ
ヤ
コ
ノ
タ
ツ
ミ
宇
治
山
ヲ
ス
キ
侍
テ
、
ト
シ

ヘ
タ
ル
ウ
チ
ノ
カ
ハ
ナ
ミ
イ
ク
ヨ
カ
ヘ
ニ
ケ
ン
ト
、
ヒ
ト
リ
コ
チ
ア
リ

ク
ニ
山
ノ
フ
モ
ト
ヲ
ス
キ
侍
リ
ケ
ル
ニ
、
ヲ
リ
シ
モ
天
ハ
レ
テ
、
ウ
キ

ク
モ
空
ニ
ミ
エ
サ
リ
ケ
リ
、
ハ
ル
カ
ニ
東
ノ
方
ニ
、
明
星
天
子
ノ
ヒ
カ

リ
、
コ
ト
ニ
虚
空
蔵
菩
薩
ノ
化
現
ナ
リ
ケ
レ
ハ
、
ヲ
リ
フ
シ
信
心
フ
カ

ク
テ
、
合
掌
ノ
花
ヒ
ラ
ケ
テ
、
心
ノ
ウ
チ
ニ
ヲ
モ
ヒ
ケ
ル
ヤ
ウ
、
仏
菩

薩
ノ
衆
生
ヲ
利
益
シ
給
事
ハ
、
一
縁
ヲ
ム
ス
ヒ
タ
レ
ハ
コ
ソ
、
此
メ
テ

タ
キ
ヒ
カ
リ
ヲ
モ
ヲ
カ
ミ
侍
レ
、
ア
ナ
タ
ウ
ト
ノ
コ
ト
ヤ
、
ナ
ニ
ヲ
カ

タ
ム
ケ
タ
テ
マ
ツ
ル
ヘ
キ
ト
ヲ
モ
ヒ
侍
リ
ケ
ル
ニ
、
ヲ
ノ
レ
カ
芸
能
ニ

ハ
音
楽
コ
ソ
ハ
ア
レ
、
秘
曲
ヲ
フ
キ
テ
ハ
ヤ
ク
供
養
シ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ン

ト
思
テ
、
小
調
子
ヲ
フ
キ
ケ
ル
ニ
、
信
心
ソ
ラ
ニ
通
シ
テ
、
明
星
天
子

ノ
ヒ
カ
リ
、
カ
ウ
ヘ
ノ
ウ
ヘ
ニ
チ
カ
ツ
キ
ケ
リ
、
栗
小
山
ノ
ウ
ヘ
ニ
、

松
原
ノ
ス
コ
シ
タ
カ
キ
所
ア
リ
、
明
星
天
子
ク
タ
リ
給
テ
、
ア
ラ
タ
ニ

茂
光
ニ
ヲ
カ
マ
レ
玉
ヒ
ケ
リ
ト
イ
ヘ
リ
、

　
引
用
部
冒
頭
に
、「
海
賊
丸
ハ
篳
篥
師
和
邇
部
用
光
ガ
管
ナ
リ
」
と
あ
り
、

①
の
末
尾
に
は
「
サ
テ
ソ
ノ
管
ヲ
カ
ク
ナ
ツ
ケ
タ
ル
ナ
リ
、
海
賊
逃
同
心
ナ

リ
」
と
あ
る
よ
う
に
、『
続
教
訓
鈔
』
に
お
い
て
こ
れ
ら
一
連
の
説
話
は
、

「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
器
の
逸
話
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
②
か
ら
④
に
は
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
が
付
い
た
と
は
具
体
的
に
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
言
は
①
か
ら
④
に
か
か
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
な
お
「
海
賊
逃
同
心
ナ
リ
」
と
の
付
記
は
、「
海
賊
丸
」
に
「
海
賊	

逃
」
と
の
異
名
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
続
教
訓
鈔
』

に
は
、別
に
篳
篥
の
「
名
物
」
を
列
挙
す
る
箇
所
が
あ
る
が
、そ
こ
に
も
「
海

賊
丸
或
海
賊
逃
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
続
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
に
つ
い
て
、
同
文
性
が
高
く
、
原
拠
と
考
え

ら
れ
る
も
の
と
比
較
し
な
が
ら
確
認
し
た
い
。
①
は
、
用
光
は
、
相
撲
使
に

西
国
へ
行
く
途
中
、吉
備
国
で
「
ヲ
キ
ツ
シ
ラ
ナ
ミ
」（
海
賊
）
に
襲
わ
れ
る
。

命
は
な
い
だ
ろ
う
と
覚
悟
の
上
で
、
正
装
し
て
篳
篥
を
演
奏
。
海
賊
た
ち
は

感
動
し
、
褒
美
を
く
れ
て
去
る
と
い
う
も
の
。『
今
鏡
』「
賢
き
道
々
」
に
ほ

と
ん
ど
同
文
の
記
述
が
み
ら
れ
、
点
線
部
の
話
末
評
も
同
文
で
あ
り
、
ま
ず

篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

五

は
原
拠
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
今
鏡
』
で
は
、『
続
教
訓
鈔
』
本
文
の

傍
線
で
示
し
た
よ
う
な
、「
海
賊
丸
」
と
名
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
ま
で
は
記

さ
れ
な
い
。

　
次
に
②
に
お
い
て
用
光
は
、
土
佐
の
御
船
遊
び
の
帰
り
に
、
安
芸
国
で
海

賊
に
襲
わ
れ
る
。
殺
さ
れ
る
と
思
い
、
海
賊
に
「
小
調
子
を
聞
か
せ
ま
し
ょ

う
」
と
言
う
と
海
賊
の
頭
領
と
思
わ
れ
る
人
物
が
応
じ
て
く
れ
た
の
で
、
篳

篥
を
演
奏
。
海
賊
の
頭
領
が
感
涙
し
、去
る
と
い
う
も
の
。「
琵
琶
行
（
引
）」

を
ふ
ま
え
た
文
飾
が
な
さ
れ
て
お
り
、『
十
訓
抄
』
十
ノ
二
十
七
と
同
文
的

な
箇
所
で
あ
る
。
若
干
細
部
に
異
同
が
あ
る
が
、『
十
訓
抄
』
が
原
拠
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
十
訓
抄
』
で
は
篳
篥
の
名
前
に
つ
い
て
は

記
さ
れ
ず
、『
続
教
訓
鈔
』
と
は
点
線
部
の
話
末
の
部
分
が
大
き
く
異
な
る
。

『
十
訓
抄
』
の
話
末
は
次
の
と
お
り（
６
）。

猛
き
も
の
の
ふ
の
心
を
な
ぐ
さ
む
る
こ
と
、
和
歌
に
は
限
ら
ず
。
こ
れ

ら
、
み
な
管
絃
の
徳
な
り
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
鬼
神
の
所
感
に
あ
ら

ざ
れ
ど
も
、
命
を
助
く
る
こ
と
厳
重
に
よ
り
て
、
つ
い
で
に
し
る
し
申

す
。

　
『
十
訓
抄
』
は
本
話
の
直
前
に
語
ら
れ
る
、
伶
人
助
元
が
横
笛
の
演
奏
に

よ
っ
て
大
蛇
を
退
け
る
説
話
と
あ
わ
せ
て
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
表
現

を
管
絃
に
も
援
用
し
つ
つ
、
本
話
を
芸
道
感
応
説
話
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
十
訓
抄
』
第
十
の
標
題
が
「
可
庶
幾
才
芸
事
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
当
然
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
『
続

教
訓
鈔
』
は
、
話
末
を
「
タ
ケ
キ
武
士
ノ
心
ヲ
ナ
ク
サ
ム
ル
マ
テ
フ
キ
タ
リ

ケ
ン
、
ア
リ
ガ
タ
キ
事
ニ
コ
ソ
」
と
し
て
、
海
賊
を
感
動
さ
せ
る
ほ
ど
の
演

奏
を
し
た
用
光
を
称
賛
す
る
。
同
じ
地
下
楽
人
と
し
て
、
編
者
狛
朝
葛
が
用

光
に
寄
せ
る
、
共
感
な
い
し
敬
意
が
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

①
と
比
較
す
る
と
、
海
賊
と
交
渉
の
末
に
演
奏
し
て
い
る
こ
と
や
、
涙
を
流

し
て
い
る
こ
と
、
海
賊
に
対
し
て
演
奏
し
た
も
の
が
篳
篥
の
秘
曲
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
点
な
ど
に
異
同
を
指
摘
で
き
る
。

　
③
に
お
い
て
用
光
は
、
南
海
道
に
向
か
う
と
き
に
、
海
賊
に
襲
わ
れ
る
。

殺
さ
れ
る
と
思
い
、
一
時
の
助
命
を
願
い
出
て
、「
最
後
に
一
曲
演
奏
さ
せ

て
欲
し
い
」
と
言
い
、
一
時
の
猶
予
を
得
て
「
臨
調
子
」
を
演
奏
。
海
賊

は
感
涙
し
、
淡
路
の
南
浦
ま
で
送
り
届
け
て
く
れ
た
と
い
う
も
の
。『
古
今

著
聞
集
』
偸
盗
篇
四
三
〇
「
篳
篥
師
用
光
、
臨
調
子
を
吹
き
海
賊
感
涙
の
事
」

と
内
容
が
一
致
す
る
。
し
か
し
、
同
文
性
は
あ
ま
り
高
く
な
く
、『
続
教
訓
鈔
』

の
方
が
簡
略
に
記
さ
れ
る
。
以
下
に
『
著
聞
集
』
の
本
文
を
掲
出
す
る（
７
）。

　
ま
た
篳
篥
師
用
光
、
南
海
道
に
発
向
の
と
き
、
海
賊
に
あ
ひ
に
け
り
。

用
光
を
す
で
に
殺
さ
ん
と
す
る
時
、
海
賊
に
向
ひ
て
い
は
く
、「
我
久

し
く
篳
篥
を
も
て
朝
に
つ
か
へ
、
世
に
ゆ
る
さ
れ
た
り
。
今
い
ふ
か
ひ

な
く
賊
徒
の
た
め
に
害
さ
れ
ん
と
す
。
こ
れ
宿
業
の
し
か
ら
し
む
る
な

り
。し
ば
ら
く
の
命
を
得
さ
せ
よ
。一
曲
の
雅
声
を
ふ
か
ん
」と
い
へ
ば
、



篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

五

は
原
拠
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、『
今
鏡
』
で
は
、『
続
教
訓
鈔
』
本
文
の

傍
線
で
示
し
た
よ
う
な
、「
海
賊
丸
」
と
名
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
ま
で
は
記

さ
れ
な
い
。

　
次
に
②
に
お
い
て
用
光
は
、
土
佐
の
御
船
遊
び
の
帰
り
に
、
安
芸
国
で
海

賊
に
襲
わ
れ
る
。
殺
さ
れ
る
と
思
い
、
海
賊
に
「
小
調
子
を
聞
か
せ
ま
し
ょ

う
」
と
言
う
と
海
賊
の
頭
領
と
思
わ
れ
る
人
物
が
応
じ
て
く
れ
た
の
で
、
篳

篥
を
演
奏
。
海
賊
の
頭
領
が
感
涙
し
、去
る
と
い
う
も
の
。「
琵
琶
行
（
引
）」

を
ふ
ま
え
た
文
飾
が
な
さ
れ
て
お
り
、『
十
訓
抄
』
十
ノ
二
十
七
と
同
文
的

な
箇
所
で
あ
る
。
若
干
細
部
に
異
同
が
あ
る
が
、『
十
訓
抄
』
が
原
拠
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
十
訓
抄
』
で
は
篳
篥
の
名
前
に
つ
い
て
は

記
さ
れ
ず
、『
続
教
訓
鈔
』
と
は
点
線
部
の
話
末
の
部
分
が
大
き
く
異
な
る
。

『
十
訓
抄
』
の
話
末
は
次
の
と
お
り（
６
）。

猛
き
も
の
の
ふ
の
心
を
な
ぐ
さ
む
る
こ
と
、
和
歌
に
は
限
ら
ず
。
こ
れ

ら
、
み
な
管
絃
の
徳
な
り
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
鬼
神
の
所
感
に
あ
ら

ざ
れ
ど
も
、
命
を
助
く
る
こ
と
厳
重
に
よ
り
て
、
つ
い
で
に
し
る
し
申

す
。

　
『
十
訓
抄
』
は
本
話
の
直
前
に
語
ら
れ
る
、
伶
人
助
元
が
横
笛
の
演
奏
に

よ
っ
て
大
蛇
を
退
け
る
説
話
と
あ
わ
せ
て
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
表
現

を
管
絃
に
も
援
用
し
つ
つ
、
本
話
を
芸
道
感
応
説
話
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
十
訓
抄
』
第
十
の
標
題
が
「
可
庶
幾
才
芸
事
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
当
然
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
『
続

教
訓
鈔
』
は
、
話
末
を
「
タ
ケ
キ
武
士
ノ
心
ヲ
ナ
ク
サ
ム
ル
マ
テ
フ
キ
タ
リ

ケ
ン
、
ア
リ
ガ
タ
キ
事
ニ
コ
ソ
」
と
し
て
、
海
賊
を
感
動
さ
せ
る
ほ
ど
の
演

奏
を
し
た
用
光
を
称
賛
す
る
。
同
じ
地
下
楽
人
と
し
て
、
編
者
狛
朝
葛
が
用

光
に
寄
せ
る
、
共
感
な
い
し
敬
意
が
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、

①
と
比
較
す
る
と
、
海
賊
と
交
渉
の
末
に
演
奏
し
て
い
る
こ
と
や
、
涙
を
流

し
て
い
る
こ
と
、
海
賊
に
対
し
て
演
奏
し
た
も
の
が
篳
篥
の
秘
曲
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
点
な
ど
に
異
同
を
指
摘
で
き
る
。

　
③
に
お
い
て
用
光
は
、
南
海
道
に
向
か
う
と
き
に
、
海
賊
に
襲
わ
れ
る
。

殺
さ
れ
る
と
思
い
、
一
時
の
助
命
を
願
い
出
て
、「
最
後
に
一
曲
演
奏
さ
せ

て
欲
し
い
」
と
言
い
、
一
時
の
猶
予
を
得
て
「
臨
調
子
」
を
演
奏
。
海
賊

は
感
涙
し
、
淡
路
の
南
浦
ま
で
送
り
届
け
て
く
れ
た
と
い
う
も
の
。『
古
今

著
聞
集
』
偸
盗
篇
四
三
〇
「
篳
篥
師
用
光
、
臨
調
子
を
吹
き
海
賊
感
涙
の
事
」

と
内
容
が
一
致
す
る
。
し
か
し
、
同
文
性
は
あ
ま
り
高
く
な
く
、『
続
教
訓
鈔
』

の
方
が
簡
略
に
記
さ
れ
る
。
以
下
に
『
著
聞
集
』
の
本
文
を
掲
出
す
る（
７
）。

　
ま
た
篳
篥
師
用
光
、
南
海
道
に
発
向
の
と
き
、
海
賊
に
あ
ひ
に
け
り
。

用
光
を
す
で
に
殺
さ
ん
と
す
る
時
、
海
賊
に
向
ひ
て
い
は
く
、「
我
久

し
く
篳
篥
を
も
て
朝
に
つ
か
へ
、
世
に
ゆ
る
さ
れ
た
り
。
今
い
ふ
か
ひ

な
く
賊
徒
の
た
め
に
害
さ
れ
ん
と
す
。
こ
れ
宿
業
の
し
か
ら
し
む
る
な

り
。し
ば
ら
く
の
命
を
得
さ
せ
よ
。一
曲
の
雅
声
を
ふ
か
ん
」と
い
へ
ば
、



六

海
賊
ぬ
け
る
太
刀
を
お
さ
へ
て
ふ
か
せ
け
り
。
用
光
、
最
後
の
つ
と
め

と
思
ひ
て
、
泣
く
泣
く
臨
調
子
を
吹
き
に
け
り
。
そ
の
時
、
な
さ
け
な

き
群
賊
も
感
涙
を
た
れ
て
用
光
を
ゆ
る
し
て
け
り
。
あ
ま
さ
へ
淡
路
の

南
浦
ま
で
お
く
り
て
お
ろ
し
置
き
け
り
。
諸
道
に
長
け
ぬ
る
は
、
か
く

の
ご
と
く
の
徳
を
か
な
ら
ず
あ
ら
は
す
事
な
り
。
末
代
な
ほ
し
か
あ
る

事
ど
も
多
か
り
。

な
お
、『
著
聞
集
』
に
は
『
続
教
訓
鈔
』
に
は
み
ら
れ
な
い
話
末
評
語
が
あ
り
、

偸
盗
篇
で
は
あ
る
も
の
の
、
道
を
究
め
る
「
徳
」
を
特
記
す
る
点
、
本
話
も

ま
た
芸
道
感
応
説
話
と
理
解
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
③
に
つ
い
て
は
、
②
と
同
様
に
、
海
賊
に
そ
れ
と
こ
と
わ
っ

た
上
で
、
泣
き
な
が
ら
秘
曲
を
演
奏
す
る
の
だ
が
、
奏
し
た
曲
目
は
異
な
る
。

ま
た
、
演
奏
を
聴
い
た
海
賊
も
感
涙
す
る
点
や
、
淡
路
ま
で
送
り
届
け
て
く

れ
る
点
も
、
①
②
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
海
賊
丸
」
と
い
う
篳
篥
の

名
前
に
つ
い
て
は
、
原
拠
の
『
著
聞
集
』
に
も
③
に
も
、
共
に
記
す
と
こ
ろ

は
な
い
。

　
次
に
、
④
に
お
け
る
茂
光
は
、
雅
楽
寮
の
人
々
が
、
筑
紫
の
宇
佐
宮
参
詣

に
同
行
す
る
途
次
、
海
賊
「
ヒ
カ
タ
の
禅
師
」（
８
）
に
襲
わ
れ
る
。
茂
光
は

一
時
の
助
命
を
願
い
出
て
、
小
調
子
を
演
奏
す
る
と
、
海
賊
は
感
涙
す
る
。

さ
ら
に
茂
光
は
宇
佐
宮
参
詣
の
こ
と
を
伝
え
る
と
、
海
賊
が
宇
佐
宮
ま
で
送

り
届
け
て
く
れ
た
と
い
う
も
の
。『
続
教
訓
鈔
』
の
独
自
説
話
と
も
い
え
る

箇
所
で
あ
り
、
冒
頭
に
「
或
記
云
」
と
示
さ
れ
る
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。
文
中
に
「
管
絃
ニ
名
ヲ
エ
タ
ル
人
々
」
と
あ
る
点
か
ら
も
、
楽
人
側
か

ら
発
想
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
委
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
⑤
は
、
①
か
ら
④
ま
で
と
は
異
な
る
伝
承
で
、
茂
光
は
、
常
楽
会
の
た
め

に
南
都
へ
下
向
す
る
途
中
で
、
東
の
空
に
明
星
天
子
の
光
を
見
る
。
そ
こ
で

「
小
調
子
」
を
演
奏
し
て
供
養
し
た
と
こ
ろ
、
信
心
が
通
じ
て
、
明
星
天
子

が
茂
光
の
頭
の
上
に
降
り
て
き
た
、と
い
う
も
の
。
こ
ち
ら
も
、『
続
教
訓
鈔
』

の
独
自
説
話
と
い
え
る
箇
所
で
、
そ
も
そ
も
海
賊
は
登
場
せ
ず
、
用
光
が
命

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
。
こ
の
⑤
に
つ
い
て
は
、
④
の

話
末
の
「
マ
コ
ト
ニ
小
調
子
ハ
、
秘
曲
ノ
ナ
カ
ニ
、
メ
デ
タ
キ
タ
メ
シ
ア
リ

ト
ナ
ン
」
を
う
け
て
、
用
光
に
よ
る
秘
曲
「
小
調
子
」
の
「
メ
デ
タ
キ
タ
メ

シ
」
が
語
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
続
教
訓
鈔
』
は
五
つ
の
用
光
の
説
話
を
連
続
し
て
記
す
。

①
か
ら
④
に
つ
い
て
は
、
用
光
が
海
賊
に
遭
遇
し
、
篳
篥
の
演
奏
に
よ
っ
て

難
を
逃
れ
る
と
い
う
説
話
の
核
と
な
る
部
分
が
共
通
し
て
お
り
、
広
義
で
の

同
話
と
み
な
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
今
鏡
』
や
『
十
訓
抄
』
と
の
共

通
話
（
①
②
）
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
同
文
性
が
高
い
同
話
に
な
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
『
続
教
訓
鈔
』
の
本
文
状
況
に
つ
い
て
、「
は
じ

め
に
」
で
も
ふ
れ
た
稲
垣
泰
一
氏
の
論
に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て

篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

七

い
る（
９
）。

特
に
楽
曲
の
由
来
や
故
実
に
関
す
る
記
事
、
ま
た
楽
器
の
名
称
、
由
来
、

名
物
等
物
語
に
関
す
る
部
分
で
は
、
多
く
の
音
楽
説
話
を
例
証
と
し
て

挙
げ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
列
挙
し
た
後
に
、
そ
の
信
憑
性
を
考
証
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
引
用
態
度
は
き
わ
め
て
原
拠
に
忠
実
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
今
で
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
文
献
の
佚
文
を
見

出
す
手
が
か
り
に
も
な
り
得
よ
う
。
ま
た
、
中
世
音
楽
説
話
の
流
伝
と

そ
の
種
々
相
を
考
察
す
る
上
で
も
重
要
な
資
料
と
し
て
の
意
味
を
持
っ

て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
勘
案
す
る
と
、『
続
教
訓
鈔
』
③
は
、『
著
聞
集
』

が
源
泉
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
直
接
『
著
聞
集
』
を
簡
略
化
し
て
引
用
し
た

の
で
は
く
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
資
料
を
忠
実
に
引
用
し

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
磯
水
絵
氏
は
、
今
野
達
氏
の
論（
10
）
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

『
続
教
訓
鈔
』
が
本
文
中
で
出
典
を
「
或
書
」「
或
記
」
と
し
て
書
名
を
明
示

し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
書
名
が
記
さ
れ
な
い
以
上
、
同
文
で
あ
っ
た
と
し

て
も
『
十
訓
抄
』
な
ど
の
書
名
を
も
つ
書
物
で
は
な
く
、
楽
家
に
伝
承
さ
れ

た
、
書
名
の
付
い
て
い
な
い
抄
物
な
ど
の
散
佚
文
献
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆

さ
れ
て
い
る（
11
）。『
続
教
訓
鈔
』
が
直
接
披
見
し
た
資
料
が
何
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
言
う
と
、『
続
教
訓
鈔
』
④
は
、
原
拠
に
相
当
す
る
資
料
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
①
か
ら
③
の
そ
れ
ぞ
れ
に
原
拠
・

源
泉
が
あ
る
以
上
、
原
拠
に
忠
実
な
引
用
態
度
を
と
る
『
続
教
訓
鈔
』
編
者	

が
、
④
の
説
話
を
創
作
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
④
に
つ
い
て
も
、

何
ら
か
の
今
は
伝
わ
ら
な
い
原
拠
が
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
以
上
、『
今
鏡
』
や
『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』
と
比
較
し
つ
つ
、『
続

教
訓
鈔
』
所
載
「
海
賊
丸
」
説
話
を
通
覧
・
比
較
し
て
き
た
。
結
果
、
用
光

が
海
賊
と
遭
遇
し
、
篳
篥
を
演
奏
し
て
難
を
逃
れ
た
、
と
い
う
説
話
の
核
と

な
る
部
分
は
一
致
す
る
が
、
話
の
細
部
は
相
当
に
異
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。各
話
間
に
み
ら
れ
る
異
同
は
、単
に
説
話
を
収
め
る
際
に
言
葉
が
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
程
度
で
は
な
い
。
や
は
り
、
先
に
掲
げ
た
先
行

研
究
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
に
直
接
の
伝
承
関
係
は
な

く
、
用
光
を
主
人
公
と
す
る
説
話
が
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
伝
え
ら
れ
て

い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
『
続
教
訓
鈔
』
の
原
拠
と
考
え

ら
れ
る
資
料
が
、
い
ず
れ
も
、「
海
賊
丸
」
と
い
う
楽
器
名
を
伝
え
て
い
な

い
こ
と
か
ら
勘
案
す
る
と
、
本
話
の
原
型
は
、
や
は
り
用
光
の
芸
道
感
応
説

話
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、「
海
賊
丸
」
説
話
の
広
が
り

　
さ
て
、『
続
教
訓
鈔
』の
原
拠
と
な
っ
た
も
の
以
外
の
書
物
に
も
、「
海
賊
丸
」



篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

七

い
る（
９
）。

特
に
楽
曲
の
由
来
や
故
実
に
関
す
る
記
事
、
ま
た
楽
器
の
名
称
、
由
来
、

名
物
等
物
語
に
関
す
る
部
分
で
は
、
多
く
の
音
楽
説
話
を
例
証
と
し
て

挙
げ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
列
挙
し
た
後
に
、
そ
の
信
憑
性
を
考
証
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
引
用
態
度
は
き
わ
め
て
原
拠
に
忠
実
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
今
で
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
文
献
の
佚
文
を
見

出
す
手
が
か
り
に
も
な
り
得
よ
う
。
ま
た
、
中
世
音
楽
説
話
の
流
伝
と

そ
の
種
々
相
を
考
察
す
る
上
で
も
重
要
な
資
料
と
し
て
の
意
味
を
持
っ

て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
て
勘
案
す
る
と
、『
続
教
訓
鈔
』
③
は
、『
著
聞
集
』

が
源
泉
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
直
接
『
著
聞
集
』
を
簡
略
化
し
て
引
用
し
た

の
で
は
く
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
資
料
を
忠
実
に
引
用
し

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
磯
水
絵
氏
は
、
今
野
達
氏
の
論（
10
）
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

『
続
教
訓
鈔
』
が
本
文
中
で
出
典
を
「
或
書
」「
或
記
」
と
し
て
書
名
を
明
示

し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
書
名
が
記
さ
れ
な
い
以
上
、
同
文
で
あ
っ
た
と
し

て
も
『
十
訓
抄
』
な
ど
の
書
名
を
も
つ
書
物
で
は
な
く
、
楽
家
に
伝
承
さ
れ

た
、
書
名
の
付
い
て
い
な
い
抄
物
な
ど
の
散
佚
文
献
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆

さ
れ
て
い
る（
11
）。『
続
教
訓
鈔
』
が
直
接
披
見
し
た
資
料
が
何
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
言
う
と
、『
続
教
訓
鈔
』
④
は
、
原
拠
に
相
当
す
る
資
料
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
①
か
ら
③
の
そ
れ
ぞ
れ
に
原
拠
・

源
泉
が
あ
る
以
上
、
原
拠
に
忠
実
な
引
用
態
度
を
と
る
『
続
教
訓
鈔
』
編
者	

が
、
④
の
説
話
を
創
作
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
④
に
つ
い
て
も
、

何
ら
か
の
今
は
伝
わ
ら
な
い
原
拠
が
あ
っ
た
と
考
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
以
上
、『
今
鏡
』
や
『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』
と
比
較
し
つ
つ
、『
続

教
訓
鈔
』
所
載
「
海
賊
丸
」
説
話
を
通
覧
・
比
較
し
て
き
た
。
結
果
、
用
光

が
海
賊
と
遭
遇
し
、
篳
篥
を
演
奏
し
て
難
を
逃
れ
た
、
と
い
う
説
話
の
核
と

な
る
部
分
は
一
致
す
る
が
、
話
の
細
部
は
相
当
に
異
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。各
話
間
に
み
ら
れ
る
異
同
は
、単
に
説
話
を
収
め
る
際
に
言
葉
が
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
程
度
で
は
な
い
。
や
は
り
、
先
に
掲
げ
た
先
行

研
究
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
に
直
接
の
伝
承
関
係
は
な

く
、
用
光
を
主
人
公
と
す
る
説
話
が
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
伝
え
ら
れ
て

い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
『
続
教
訓
鈔
』
の
原
拠
と
考
え

ら
れ
る
資
料
が
、
い
ず
れ
も
、「
海
賊
丸
」
と
い
う
楽
器
名
を
伝
え
て
い
な

い
こ
と
か
ら
勘
案
す
る
と
、
本
話
の
原
型
は
、
や
は
り
用
光
の
芸
道
感
応
説

話
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、「
海
賊
丸
」
説
話
の
広
が
り

　
さ
て
、『
続
教
訓
鈔
』の
原
拠
と
な
っ
た
も
の
以
外
の
書
物
に
も
、「
海
賊
丸
」



八

説
話
は
み
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
確
認
す
る
。『
教
訓
抄
』
に

お
い
て
は
、
巻
七
「
舞
曲
源
物
語
」
の
中
で
「
歌
舞
音
楽
ノ
目
出
事
」
と
し	

て
、「
和
邇
部
用
光
、篳
篥
ノ
臨
調
子
ヲ
吹
テ
、海
賊
ノ
難
ヲ
タ
ス
カ
リ
タ
リ
キ
」

と
、
説
話
の
梗
概
が
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る（
12
）。
た
だ
し
、
演
奏
さ
れ
る

秘
曲
は
「
臨
調
子
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
古
今
著
聞
集
』
と
共
通
し
て
い

る
。『
教
訓
抄
』
の
編
者
狛
近
真
は
、『
続
教
訓
鈔
』
の
編
者
狛
朝
葛
の
祖
父

に
あ
た
る
。
朝
葛
が
『
教
訓
抄
』
を
見
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
、
書
名
か
ら

も
分
か
る
と
お
り
『
続
教
訓
鈔
』
に
は
、『
教
訓
抄
』
を
引
き
継
ぐ
意
識
が	

あ
っ
た
。
た
だ
『
教
訓
抄
』
で
は
、
巻
八
に
名
器
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
が
、

名
前
の
列
挙
の
み
で
あ
り
、
具
体
的
な
説
話
等
は
記
さ
れ
な
い
。
し
か
も
、

篳
篥
の
「
逸
物
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
中
に
「
海
賊
丸
」
は
な
い（
13
）。

　
こ
の
よ
う
な
『
教
訓
抄
』
に
対
し
て
、
そ
の
続
編
を
自
称
す
る
『
続
教
訓

鈔
』
は
「
名
物
等
物
語
」
と
い
う
、
名
器
の
説
話
を
集
め
る
部
立
を
設
け

て
、具
体
的
な
「
物
語
」
を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
狛
朝
葛
は
、

『
教
訓
抄
』
で
は
「
歌
舞
音
楽
の
目
出
事
」
と
し
て
、
梗
概
的
な
記
述
に
留	

ま
っ
て
い
た
本
話
を
、
異
説
併
記
的
な
や
り
方
で
、
名
器
の
由
来
譚
と
し
て

組
み
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、『
続
教
訓
鈔
』
は
名

器
へ
の
関
心
が
か
な
り
高
い
楽
書
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
次
に
『
愚
聞
記
』
を
み
る
と
、下
巻
に
比
較
的
詳
細
な
記
述
が
載
る
。『
愚

聞
記
』
は
、
顕
達
編
、
十
三
世
紀
後
半
以
降
頃
成
立
と
さ
れ
る
楽
書
で
、『
続

教
訓
鈔
』
と
か
な
り
近
い
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
書
物
で
あ
る
。

本
文
は
次
の
と
お
り（
14
）。

一
、
篳
篥
上
手
茂
光
、
鎮
西
ヨ
リ
還
向
之
時
、
海
賊
舟
ヲ
ヽ
シ
マ
キ
テ

欲
害
之
時
、
茂
光
申
云
、
片
時
ノ
暇
ヲ
給
候
へ
、
毎
日
所
作
、
今
日
未

逐
一
、
此
所
作
仕
ヘ
シ
ト
申
ケ
レ
ハ
、
賊
徒
相
待
ホ
ト
ニ
、
茂
光
最
後

ノ
所
作
卜
思
ケ
レ
ハ
、
泣
々
小
調
子
ヲ
吹
ケ
リ
、
賊
徒
モ
ナ
ヘ
テ
ナ
ラ

ス
聞
ヘ
テ
面
白
カ
リ
ケ
レ
ハ
、
其
日
ノ
害
ヲ
遁
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
我
ナ
ラ

ヌ
不
当
ノ
者
コ
ソ
侍
レ
、
送
申
サ
ン
ト
テ
、
淀
マ
テ
兵
士
ニ
ツ
キ
テ
ケ

リ
、
ア
ラ
ケ
ナ
キ
物
ノ
賊
モ
、
昔
ハ
ヤ
サ
シ
ク
コ
ソ
、

　
説
話
の
内
容
に
即
し
て
言
う
と
、
す
で
に
見
て
き
た
『
今
鏡
』『
十
訓
抄
』

『
著
聞
集
』、
ま
た
、『
続
教
訓
鈔
』
④
の
う
ち
の
い
ず
れ
に
も
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
海
賊
に
対
し
て
秘
曲
の
演
奏
を
申

し
出
る
点
は
『
十
訓
抄
』『
著
聞
集
』
と
共
通
し
て
お
り
、「
小
調
子
」
を
演

奏
す
る
の
は
『
十
訓
抄
』
と
一
致
し
、
感
動
し
た
海
賊
が
安
全
な
場
所
ま
で

送
り
届
け
た
と
い
う
点
は
『
著
聞
集
』
に
近
く
、
話
末
評
語
は
『
今
鏡
』
に

近
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
を
知
っ
た
上
で
、
一
つ
の
説
話
に
ま
と
め
た
も
の

の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
の
伝
承
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
右

の
引
用
箇
所
で
は
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
愚

聞
記
』
の
全
く
別
の
箇
所
に
名
器
を
列
挙
す
る
箇
所
が
あ
り
、そ
こ
で
は
「
海

賊
丸
ハ
茂
光
篳
篥
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
15
）。

篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

九

　
さ
ら
に
、『
続
教
訓
鈔
』
や
『
愚
聞
記
』
よ
り
も
成
立
は
遅
れ
る
『
拾
芥
抄
』

楽
器
部
第
三
十
五
に
も
「
海
賊
丸
」
説
話
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
本
文
は

次
の
と
お
り（
16
）。

海
賊
丸
　
茂
光
値
二
海
賊
一
、
已
難
レ
遁
レ
死
、
仍
為
レ
遁
二
暫
時
命
一
、

願
可
レ
吹
二
一
曲
一
、
賊
許
レ
之
、
即
吹
二
小
調
子
一
、
賊
感
免
レ
之
、
仍

称
二
此
名
一
、

こ
こ
で
は
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
器
の
伝
承
と
し
て
、
話
の
梗
概
が
記
さ
れ

て
お
り
、
用
光
の
説
話
と
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
前
と
は
、
も
う
完
全
に
結

び
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
演
奏
す
る
秘
曲
が
「
小
調
子
」
で
あ

る
点
は
『
十
訓
抄
』
と
共
通
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、「
海
賊
丸
」
説
話
を
通
覧
す
る
と
、
本
話
が
様
々

な
書
物
に
み
ら
れ
、
一
定
程
度
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
実
態
が
わ
か
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
伝
承
の
中
で
、
特
に
管
絃
の
徳
や
、
諸
道
を
極
め
る
こ
と
の
徳
な

ど
が
主
張
さ
れ
る
が
、『
続
教
訓
鈔
』
と
『
拾
芥
抄
』
以
外
の
書
物
で
は
、「
海

賊
丸
」
と
い
う
具
体
的
な
篳
篥
の
名
前
に
つ
い
て
、
説
話
と
直
接
結
び
つ
け

て
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

三
、
整
理
と
考
察

　
以
上
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
「
海
賊
丸
」
説
話
の
要
素

に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
表
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
演
奏
さ
れ
た
曲
目
を
記
さ
な
い
も

の
、
海
賊
の
こ
と
を
「
白
波
」
と
呼
ぶ
も
の
は
『
今
鏡
』
と
『
今
鏡
』
の
内

※
バ
ツ
印
は
、
そ
の
情
報
が
記
さ
れ
な
い
事
を
示
す
。
丸
カ
ッ
コ
で
示
し

た
「
安
楽
寺
ノ
カ
タ
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
海
賊
と
遭
遇
し
た
場

所
が
示
さ
れ
な
い
の
で
、
海
賊
に
遭
遇
す
る
前
の
箇
所
で
記
さ
れ
る
場

所
を
挙
げ
た
。「
篳
篥
の
名
」の
項
目
中
の
丸
カ
ッ
コ
に
つ
い
て
は
、『
続

教
訓
鈔
』
で
は
、
①
の
説
話
の
前
後
に
「
海
賊
丸
」
と
名
付
け
ら
れ
た

こ
と
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
④
の
説
話
に
直
接
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名

が
記
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
カ
ッ
コ
で
示
し
た
。

拾
芥
抄

続
④

愚
聞
記

著
聞
集

（
続
③
）

十
訓
抄

（
続
②
）

教
訓
抄

今
鏡

（
続
①
）

書
名

× 筑
紫
ノ
宇
佐

宮
ニ
参
詣

鎮
西
ヨ
リ

還
向

南
海
道
に

発
向

土
佐
の
御
船

遊
び

× 相
撲
の
使

目
的

× （
安
楽
寺

ノ
カ
タ
）

× × 安
芸
国

× 吉
備
国

場
所

× 宇
佐
宮

淀 淡
路
の

南
浦

× × × 送
り
届

け
た
先

海
賊

ヒ
カ
タ
ノ
禅
師

海
賊

海
賊

海
賊

海
賊

沖
つ
白
波

海
賊
の
呼
称

小
調
子

小
調
子

小
調
子

臨
調
子

小
調
子

臨
調
子

× 曲
目

海
賊
丸

（
海
賊
丸
）

× × × × × 篳
篥
の
名
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名



一
〇

容
を
継
承
し
て
い
る
『
続
教
訓
鈔
』
①
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
、『
今
鏡
』
は
、

や
や
孤
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
曲
名
を
記
す
諸
書
が
、
そ

の
時
用
光
が
奏
し
た
篳
篥
の
名
前
は
記
さ
な
い
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。
そ

し
て
、「
海
賊
丸
」と
い
う
名
前
が
説
話
と
共
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

や
は
り
『
続
教
訓
鈔
』
や
『
愚
聞
記
』
の
成
立
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
海
賊
丸
」
説
話
を
通
覧
す
る
と
、『
続
教
訓
鈔
』

は
他
書
を
引
き
写
し
つ
つ
も
、
諸
書
に
お
け
る
説
話
の
位
置
づ
け
を
そ
の
ま

ま
継
承
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
話
末
な
ど
に
手
を
加
え
て
工
夫
し
つ
つ
、

「
海
賊
丸
ハ
篳
篥
師
和
邇
部
用
光
ガ
管
ナ
リ
」
と
い
う
標
題
の
も
と
、「
名
物

等
物
語
」
に
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
採
集
し
得
た
い
く
つ

も
の
説
話
の
う
ち
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
を
正
統
な
も
の
と
し
て
他
を
排
除
す
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
せ
ず
、
い
わ
ば
異
説
併
記
の
体
裁
で
、
そ
の
総
体
を
記

録
に
留
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
諸
書
の
成
立
年
代
を
勘
案
す
る
と
、
お
そ
ら

く
本
話
の
原
型
は
、『
今
鏡
』
所
載
話
の
よ
う
な
音
楽
の
名
人
に
よ
る
芸
道

感
応
説
話
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
後
に
に
な
っ
て
、
演
奏
さ

れ
た
楽
曲
へ
の
関
心
か
ら
、
篳
篥
の
秘
曲
の
名
称
（
臨
調
子
、
小
調
子
）
が

付
加
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
演
奏
さ
れ
た
楽
器
へ
の
関

心
に
答
え
る
形
で
、「
海
賊
丸
」
と
の
名
称
が
付
加
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

名
器
説
話
の
含
意
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
猪
瀬
千
尋
氏
の
指
摘
が
あ
る（
17
）。

猪
瀬
氏
は
、「
楽
家
に
お
け
る
正
統
性
の
主
張
や
象
徴
が
、
楽
書
に
お
け
る

数
多
く
の
説
話
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、『
十
訓
抄
』
十
ノ
二
十
六（
18
）

を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
話
が
『
続
教
訓
鈔
』
に
採
録
さ
れ
る
際

に
「
蛇
逃
丸
は
、
楽
人
清
原
助
種
が
先
祖
の
笛
な
り
」
と
記
さ
れ
、「
名
器	

「
蛇
逃
」
の
由
来
譚
で
あ
っ
た
こ
と
が
付
加
」
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
す
る
。

そ
れ
に
続
け
て
、「
海
賊
丸
」
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
り
、『
十
訓
抄
』
と
の

比
較
の
上
で
、『
続
教
訓
鈔
』
で
は
「
名
器
譚
と
し
て
語
ら
れ
る
」
こ
と
を

指
摘
す
る
。
猪
瀬
氏
の
論
に
学
ぶ
と
、
も
と
も
と
実
態
の
な
か
っ
た
楽
器
に

つ
い
て
、
後
付
け
の
形
で
説
話
か
ら
発
想
し
て
名
前
が
付
け
ら
れ
、
結
果
と

し
て
名
器
が
つ
く
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

単
に
言
説
の
上
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、「
蛇
逃
」
の
場
合
と
同
様

に
「
海
賊
丸
」
に
つ
い
て
も
、「
和
邇
部
氏
よ
り
篳
篥
を
相
伝
し
た
安
倍
氏

に
伝
来
し
、
実
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
事
実
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る（
19
）。

　
こ
の
指
摘
に
、『
教
訓
抄
』
に
「
海
賊
丸
」
の
名
前
が
み
ら
れ
な
い
こ
と

を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
や
は
り
「
海
賊
丸
」
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
用
光

が
海
賊
の
難
を
逃
れ
た
際
に
使
わ
れ
た
篳
篥
が
「
海
賊
丸
」
と
呼
ば
れ
て
後

代
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
説
話
が
あ
る
程
度
流
布
を
み
た
後

に
、
説
話
中
の
楽
器
に
名
前
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、『
続
教
訓
鈔
』
で
は
、「
海
賊
丸
」
が
「
海
賊	

篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

一
一

逃
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
続
教

訓
鈔
』
が
こ
の
説
話
を
記
し
た
当
時
、
す
で
に
二
通
り
の
名
前
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
名
前
が
与
え
ら
れ
た
の
は
『
続
教
訓
鈔
』
の
成
立
以
前

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
も
と
も
と
芸
道
感
応
説
話
で
あ
っ
た
も
の
を
、
演
奏
さ
れ
た

篳
篥
に
名
前
を
与
え
る
こ
と
で
一
種
の
名
器
説
話
と
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛
か
り
を
説
話
内
部
に

求
め
る
な
ら
、「
海
賊
丸
」
と
し
て
名
器
化
さ
れ
る
篳
篥
が
、
も
と
も
と
和

邇
部
用
光
と
い
う
、
王
朝
貴
族
社
会
で
は
か
な
り
身
分
の
低
い
地
下
の
楽
人

の
、
日
々
携
行
し
演
奏
に
供
す
る
楽
器
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
、
今
一
度

着
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
職
業
楽
人
と
し
て
高
い
技
術
を
持
っ
て
い
て
も
、
卑

賤
の
身
で
あ
る
地
下
の
楽
人
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
と
同
じ
社
会
的
位
相
に

あ
る
用
光
が
、
都
を
離
れ
た
鄙
に
お
い
て
野
卑
で
残
虐
な
海
賊
を
も
感
動
さ

せ
た
と
い
う
芸
道
感
応
説
話
は
、
語
り
伝
え
る
べ
き
先
例
と
し
て
、
敬
慕
と

共
感
を
も
っ
て
享
受
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
上
で
、
そ
の
説
話
が
ま
ぎ

れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
と
な
る
の
が
、
名
器
と
し

て
実
態
化
さ
れ
る
「
海
賊
丸
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、『
続
教
訓
鈔
』
と
成
立
時
期
が
近
い
『
愚

聞
記
』
に
お
い
て
は
、「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
前
と
、
用
光
の
説
話
と
が
完

全
に
結
び
つ
い
て
は
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
先
に
確
認
し
た

と
お
り
、
少
な
く
と
も
『
愚
聞
記
』
は
、
用
光
の
説
話
を
示
す
際
に
、
そ
れ

を
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
器
を
め
ぐ
る
故
事
と
し
て
語
ろ
う
と
は
し
て
い
な

い
。
そ
の
点
に
お
い
て
『
愚
聞
記
』
は
、
用
光
の
芸
道
感
応
説
話
が
「
海
賊

丸
」
と
い
う
名
器
の
説
話
へ
と
転
じ
る
、
過
渡
期
的
状
況
を
伝
え
る
資
料
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、『
続
教
訓
鈔
』
や
『
愚
聞
記
』
の
成
立

の
時
期
に
、
地
下
の
楽
人
た
ち
の
間
で
、「
海
賊
丸
」
の
名
前
が
で
き
は
じ

め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
実
際
に
用
光
が
海
賊
の
前
で
演
奏
し
た
と
い
う
篳
篥
が
、
ど
の
よ
う
に
伝

来
し
た
の
か
、委
細
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
『
続
教
訓
鈔
』
や
『
愚
聞
記
』

が
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
前
を
伝
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
宮
廷
文
化
の
中

核
を
な
す
楽
道
に
携
わ
る
と
自
負
す
る
地
下
の
楽
人
層
が
、
自
ら
の
立
場
の

正
統
性
を
主
張
す
る
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四
、
海
賊
に
つ
い
て

　
以
下
、
や
や
補
足
的
な
も
の
と
な
る
が
、
本
話
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に

参
考
と
な
る
情
報
を
、
補
注
の
よ
う
な
体
裁
で
確
認
し
た
い
。
ま
ず
、「
海

賊
丸
」
説
話
に
も
登
場
す
る
海
賊
が
、
ど
の
よ
う
に
説
話
の
中
で
み
ら
れ
る

の
か
確
認
し
て
お
く
。
海
賊
行
為
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
経
済
行
為
と
し
て

の
海
域
の
通
行
料
の
徴
収
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
り
、
海
賊
と
遭
遇
し



篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

一
一

逃
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
続
教

訓
鈔
』
が
こ
の
説
話
を
記
し
た
当
時
、
す
で
に
二
通
り
の
名
前
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
名
前
が
与
え
ら
れ
た
の
は
『
続
教
訓
鈔
』
の
成
立
以
前

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
も
と
も
と
芸
道
感
応
説
話
で
あ
っ
た
も
の
を
、
演
奏
さ
れ
た

篳
篥
に
名
前
を
与
え
る
こ
と
で
一
種
の
名
器
説
話
と
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛
か
り
を
説
話
内
部
に

求
め
る
な
ら
、「
海
賊
丸
」
と
し
て
名
器
化
さ
れ
る
篳
篥
が
、
も
と
も
と
和

邇
部
用
光
と
い
う
、
王
朝
貴
族
社
会
で
は
か
な
り
身
分
の
低
い
地
下
の
楽
人

の
、
日
々
携
行
し
演
奏
に
供
す
る
楽
器
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
、
今
一
度

着
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
職
業
楽
人
と
し
て
高
い
技
術
を
持
っ
て
い
て
も
、
卑

賤
の
身
で
あ
る
地
下
の
楽
人
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
と
同
じ
社
会
的
位
相
に

あ
る
用
光
が
、
都
を
離
れ
た
鄙
に
お
い
て
野
卑
で
残
虐
な
海
賊
を
も
感
動
さ

せ
た
と
い
う
芸
道
感
応
説
話
は
、
語
り
伝
え
る
べ
き
先
例
と
し
て
、
敬
慕
と

共
感
を
も
っ
て
享
受
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
上
で
、
そ
の
説
話
が
ま
ぎ

れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
と
な
る
の
が
、
名
器
と
し

て
実
態
化
さ
れ
る
「
海
賊
丸
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、『
続
教
訓
鈔
』
と
成
立
時
期
が
近
い
『
愚

聞
記
』
に
お
い
て
は
、「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
前
と
、
用
光
の
説
話
と
が
完

全
に
結
び
つ
い
て
は
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
先
に
確
認
し
た

と
お
り
、
少
な
く
と
も
『
愚
聞
記
』
は
、
用
光
の
説
話
を
示
す
際
に
、
そ
れ

を
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
器
を
め
ぐ
る
故
事
と
し
て
語
ろ
う
と
は
し
て
い
な

い
。
そ
の
点
に
お
い
て
『
愚
聞
記
』
は
、
用
光
の
芸
道
感
応
説
話
が
「
海
賊

丸
」
と
い
う
名
器
の
説
話
へ
と
転
じ
る
、
過
渡
期
的
状
況
を
伝
え
る
資
料
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、『
続
教
訓
鈔
』
や
『
愚
聞
記
』
の
成
立

の
時
期
に
、
地
下
の
楽
人
た
ち
の
間
で
、「
海
賊
丸
」
の
名
前
が
で
き
は
じ

め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
実
際
に
用
光
が
海
賊
の
前
で
演
奏
し
た
と
い
う
篳
篥
が
、
ど
の
よ
う
に
伝

来
し
た
の
か
、委
細
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
『
続
教
訓
鈔
』
や
『
愚
聞
記
』

が
「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
前
を
伝
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
宮
廷
文
化
の
中

核
を
な
す
楽
道
に
携
わ
る
と
自
負
す
る
地
下
の
楽
人
層
が
、
自
ら
の
立
場
の

正
統
性
を
主
張
す
る
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四
、
海
賊
に
つ
い
て

　
以
下
、
や
や
補
足
的
な
も
の
と
な
る
が
、
本
話
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に

参
考
と
な
る
情
報
を
、
補
注
の
よ
う
な
体
裁
で
確
認
し
た
い
。
ま
ず
、「
海

賊
丸
」
説
話
に
も
登
場
す
る
海
賊
が
、
ど
の
よ
う
に
説
話
の
中
で
み
ら
れ
る

の
か
確
認
し
て
お
く
。
海
賊
行
為
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
経
済
行
為
と
し
て

の
海
域
の
通
行
料
の
徴
収
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
り
、
海
賊
と
遭
遇
し



一
二

た
際
に
は
ま
ず
通
行
料
の
交
渉
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
難
破
船
な
ど
持
ち
主
を

失
っ
た
漂
泊
物
を
漂
着
地
の
も
の
と
す
る
寄
船
慣
行
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
実
態
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
歴
史
学
の
側
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る（
20
）。

　
具
体
的
な
説
話
と
し
て
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
十
五
の
四
「
門
部

府
生
、
海
賊
射
返
す
事
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
主
人
公
と
な
る
「
門
部
府
生
」

が
「
相
撲
の
使
い
」
で
あ
る
こ
と
や
、海
賊
と
対
峙
す
る
際
に
「
門
部
府
生
」

身
な
り
を
整
え
、
そ
れ
か
ら
「
屋
形
の
上
に
立
」
つ
と
い
う
点
が
『
今
鏡
』

所
載
の
「
海
賊
丸
」
説
話
と
類
似
し
て
い
る
。
次
に
、
海
賊
と
対
峙
す
る
場

面
を
引
用
す
る（
21
）。

「
あ
れ
御
覧
候
へ
。
あ
の
舟
ど
も
は
海
賊
の
舟
ど
も
に
こ
そ
候
ふ
め
れ
。

こ
は
い
か
が
せ
さ
せ
給
ふ
べ
き
」と
い
へ
ば
、こ
の
門
部
府
生
い
ふ
や
う
、

「
を
の
こ
、
な
騒
ぎ
そ
。
千
万
人
の
海
賊
あ
り
と
も
、
今
見
よ
」
と
い
ひ

て
、
皮
籠
よ
り
、
賭
弓
の
時
着
た
り
け
る
装
束
取
り
出
で
て
う
る
は
し

く
装
束
き
て
、
冠
、
老
懸
な
ど
、
あ
る
べ
き
定
に
し
け
れ
ば
、
従
者
ど
も
、

「
こ
は
物
に
狂
は
せ
給
ふ
か
。
か
な
は
ぬ
ま
で
も
、
楯
づ
き
な
ど
し
給
へ

か
し
」と
、い
り
め
き
合
ひ
た
り
。
う
る
は
し
く
取
り
つ
け
て
肩
脱
ぎ
て
、

馬
手
、
後
ろ
見
ま
は
し
て
、
屋
形
の
上
に
立
ち
て
…

　
こ
の
説
話
で
は
、
海
賊
を
地
方
の
野
蛮
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
に

対
し
て
、
宮
廷
の
官
職
「
門
部
府
生
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
配
さ
れ
る
。
し

か
も
、
こ
の
「
門
部
府
生
」
は
、
年
中
行
事
の
「
賭
弓
」
に
お
け
る
技
量
を

認
め
ら
れ
、「
叡
観
」
が
あ
っ
て
「
相
撲
の
使
」
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
人
物
が
、
海
賊
に
対
し
て
、
装
束
を
整
え
て
堂
々
と
応
戦
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
野
蛮
で
残
虐
と
み
な
さ
れ
た
海
賊

と
、
王
朝
貴
族
社
会
内
で
は
さ
ほ
ど
地
位
が
高
い
わ
け
で
は
な
い
人
物
が
対

峙
し
、
宮
廷
文
化
内
で
磨
き
上
げ
ら
れ
た
技
量
で
、
相
手
を
圧
伏
し
た
と
い

う
の
が
、
こ
の
説
話
の
本
旨
と
い
え
よ
う
。

　
右
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
と
「
海
賊
丸
」
説
話
と
は
、
基
本
的
な

構
造
を
共
有
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。「
賭
弓
」
と
音
楽
と
は
、

共
に
中
央
の
文
化
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
が
地
方
の
野
蛮
な
存
在

で
あ
る
海
賊
に
接
し
た
際
に
、
め
ざ
ま
し
い
効
力
を
発
揮
し
て
相
手
を
圧
倒

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
一
種
の
話
型
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、『
徒
然
草
』
第
四
六
段
で
は
、「
強
盗
法
印
」
と
呼
ば
れ
る
僧

が
登
場
す
る
。
本
文
は
次
の
と
お
り（
22
）。

　
柳
原
の
辺
に
、
強
盗
法
印
と
号
す
る
僧
あ
り
け
り
。
た
び
た
び
強
盗

に
あ
ひ
た
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
名
を
つ
け
に
け
る
と
ぞ
。

　
こ
の
話
の
面
白
さ
は
、「
強
盗
」
と
「
法
印
」
と
い
う
、
お
お
よ
そ
普
通

に
は
結
び
つ
か
な
い
言
葉
が
、一
人
の
僧
の
呼
び
名
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
、

そ
の
違
和
感
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
名
付
け
に
は
、
そ
の
言

葉
の
あ
ま
り
の
異
質
さ
か
ら
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
の
か
と
い
う
由

篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

一
三

来
を
語
る
逸
話
が
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、「
海
賊
丸
」

説
話
と
も
共
通
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
都
の
文
化
の
中

核
を
な
す
音
楽
を
奏
す
る
楽
器
と
、
地
方
で
暗
躍
す
る
残
虐
な
海
賊
、
そ
の

お
お
よ
そ
相
容
れ
な
い
両
者
が
、
一
つ
の
楽
器
の
名
前
を
な
す
の
で
あ
る
か

ら
、「
強
盗
法
印
」
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
名
前
の
由
来
を
伝
え
る
説
話
が

必
須
と
な
る
は
ず
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
称
は
、
そ
れ

自
体
が
説
話
と
一
体
化
し
た
も
の
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
な
お
、
当
時
の
海
賊
に
つ
い
て
、
説
話
の
中
で
の
記
述
と
し
て
は
、『
宇

治
拾
遺
物
語
』
巻
十
の
十
「
海
賊
発
心
出
家
の
事
」
や
、『
十
訓
抄
』
十
ノ

五
十
一
な
ど
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
み
る
と
、
海
賊
は
、
物
を
盗
る
だ

け
で
な
く
、
舟
に
乗
っ
て
い
た
人
々
を
皆
殺
し
に
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て

い
た
。「
海
賊
丸
」
説
話
に
つ
い
て
も
、『
十
訓
抄
』『
著
聞
集
』
を
原
拠
と

す
る
『
続
教
訓
鈔
』
②
③
に
お
い
て
、用
光
が
死
を
覚
悟
す
る
と
い
う
の
も
、

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
海

賊
に
遭
遇
す
る
と
通
行
料
を
め
ぐ
る
交
渉
の
余
地
が
あ
っ
た
と
も
い
う
が
、

こ
れ
も
ま
た
、『
続
教
訓
鈔
』
②
③
に
お
い
て
も
、
海
賊
と
の
交
渉
が
描
か

れ
て
お
り
、「
海
賊
丸
」
説
話
は
、実
際
に
起
こ
り
う
る
脅
威
を
前
提
に
し
た
、

十
分
に
現
実
味
の
あ
る
説
話
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
付
言
す
る
と
、
山
内
譲
氏
は
、
十
五
世
紀
以
降
に
地
方
の
有
力
者
の
幼
名

な
ど
に
「
海
賊
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
海
賊
」

と
い
う
言
葉
が
必
ず
し
も
忌
み
嫌
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る（
23
）。
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
篳
篥
の
「
海
賊
丸
」

に
つ
い
て
も
、
そ
の
異
質
な
名
前
が
伝
承
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
語
感
や
印

象
を
変
え
て
い
っ
た
可
能
性
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

五
、
篳
篥
に
つ
い
て

　
続
い
て
、「
海
賊
丸
」
説
話
に
登
場
す
る
和
邇
部
用
光
と
篳
篥
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
き
た
い
。
和
邇
部
用
光
は
、
い
わ
ゆ
る
地
下
楽
人
で
、
生
没
年

不
詳
だ
が
、『
春
記
』
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
三
月
十
二
日
条
に
「
兵
庫

属
茂
光
〈
篳
篥
上
手
也
。
年
八
十
余
者
也
。〉」
と
あ
り（
24
）、「
篳
篥
師
伝
相	

承
」
に
も
名
前
が
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
弟
子
に
、
光
枝
と
藤
原
敦
兼
が
い

る
。
敦
兼
の
楽
統
か
ら
、安
倍
季
政
（
京
方
篳
篥
の
楽
家
の
初
代
）
が
出
る
。

　
次
に
、
篳
篥
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
篳
篥
は
、
ダ
ブ
ル
・
リ
ー
ド
の

縦
型
管
楽
器
で
、
管
の
長
さ
は
六
寸
、
葦
製
の
板
の
よ
う
な
も
の
を
二
枚
あ

わ
せ
た
リ
ー
ド
（
舌
、
芦
舌
）
を
差
し
込
ん
で
演
奏
す
る
。
表
七
孔
、
裏
二

孔
。
大
篳
篥
と
小
篳
篥
が
あ
る
が
、
大
篳
篥
は
平
安
時
代
中
期
に
廃
絶
し
た

た
め
、
普
通
に
は
小
篳
篥
の
こ
と
を
指
す
。

　
篳
篥
の
音
に
つ
い
て
は
、『
枕
草
子
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
の
記
述
が
参

考
と
な
る
。
ま
ず
『
枕
草
子
』
第
二
〇
四
段
「
笛
は
」
で
は
次
の
よ
う
に
記



篳
篥
「
海
賊
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」
説
話
の
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相 
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続
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』
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伝
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の
一
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―
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三
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的
に
要
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さ
れ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、「
海
賊
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」
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の
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だ
ろ
う
か
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な
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す
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楽
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と
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地
方
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暗
躍
す
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虐
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、
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の
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よ
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な
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両
者
が
、
一
つ
の
楽
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の
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前
を
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の
で
あ
る
か
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、「
強
盗
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場
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同
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、
そ
の
名
前
の
由
来
を
伝
え
る
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が

必
須
と
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だ
ろ
う
。
こ
の
点
、「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
称
は
、
そ
れ

自
体
が
説
話
と
一
体
化
し
た
も
の
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
な
お
、
当
時
の
海
賊
に
つ
い
て
、
説
話
の
中
で
の
記
述
と
し
て
は
、『
宇

治
拾
遺
物
語
』
巻
十
の
十
「
海
賊
発
心
出
家
の
事
」
や
、『
十
訓
抄
』
十
ノ

五
十
一
な
ど
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
み
る
と
、
海
賊
は
、
物
を
盗
る
だ

け
で
な
く
、
舟
に
乗
っ
て
い
た
人
々
を
皆
殺
し
に
す
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
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た
。「
海
賊
丸
」
説
話
に
つ
い
て
も
、『
十
訓
抄
』『
著
聞
集
』
を
原
拠
と

す
る
『
続
教
訓
鈔
』
②
③
に
お
い
て
、用
光
が
死
を
覚
悟
す
る
と
い
う
の
も
、

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
海

賊
に
遭
遇
す
る
と
通
行
料
を
め
ぐ
る
交
渉
の
余
地
が
あ
っ
た
と
も
い
う
が
、

こ
れ
も
ま
た
、『
続
教
訓
鈔
』
②
③
に
お
い
て
も
、
海
賊
と
の
交
渉
が
描
か

れ
て
お
り
、「
海
賊
丸
」
説
話
は
、実
際
に
起
こ
り
う
る
脅
威
を
前
提
に
し
た
、

十
分
に
現
実
味
の
あ
る
説
話
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
付
言
す
る
と
、
山
内
譲
氏
は
、
十
五
世
紀
以
降
に
地
方
の
有
力
者
の
幼
名

な
ど
に
「
海
賊
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
海
賊
」

と
い
う
言
葉
が
必
ず
し
も
忌
み
嫌
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る（
23
）。
こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
篳
篥
の
「
海
賊
丸
」

に
つ
い
て
も
、
そ
の
異
質
な
名
前
が
伝
承
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
語
感
や
印

象
を
変
え
て
い
っ
た
可
能
性
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

五
、
篳
篥
に
つ
い
て

　
続
い
て
、「
海
賊
丸
」
説
話
に
登
場
す
る
和
邇
部
用
光
と
篳
篥
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
き
た
い
。
和
邇
部
用
光
は
、
い
わ
ゆ
る
地
下
楽
人
で
、
生
没
年

不
詳
だ
が
、『
春
記
』
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
三
月
十
二
日
条
に
「
兵
庫

属
茂
光
〈
篳
篥
上
手
也
。
年
八
十
余
者
也
。〉」
と
あ
り（
24
）、「
篳
篥
師
伝
相	

承
」
に
も
名
前
が
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
弟
子
に
、
光
枝
と
藤
原
敦
兼
が
い

る
。
敦
兼
の
楽
統
か
ら
、安
倍
季
政
（
京
方
篳
篥
の
楽
家
の
初
代
）
が
出
る
。

　
次
に
、
篳
篥
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
篳
篥
は
、
ダ
ブ
ル
・
リ
ー
ド
の

縦
型
管
楽
器
で
、
管
の
長
さ
は
六
寸
、
葦
製
の
板
の
よ
う
な
も
の
を
二
枚
あ

わ
せ
た
リ
ー
ド
（
舌
、
芦
舌
）
を
差
し
込
ん
で
演
奏
す
る
。
表
七
孔
、
裏
二

孔
。
大
篳
篥
と
小
篳
篥
が
あ
る
が
、
大
篳
篥
は
平
安
時
代
中
期
に
廃
絶
し
た

た
め
、
普
通
に
は
小
篳
篥
の
こ
と
を
指
す
。

　
篳
篥
の
音
に
つ
い
て
は
、『
枕
草
子
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
の
記
述
が
参

考
と
な
る
。
ま
ず
『
枕
草
子
』
第
二
〇
四
段
「
笛
は
」
で
は
次
の
よ
う
に
記



一
四

さ
れ
、
清
少
納
言
に
は
不
評
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
該
当
箇
所
は
次
の
と

お
り（
25
）。

篳
篥
は
、
い
と
か
し
が
ま
し
く
、
秋
の
虫
を
い
は
ば
、
轡
虫
な
ど
の
心

ち
し
て
、
う
た
て
、
け
近
く
き
か
ま
ほ
し
か
ら
ず
。
ま
し
て
、
わ
ろ
く

吹
き
た
る
は
、
い
と
憎
き
に
、
…

　
ま
た
、『
古
今
著
聞
集
』
管
絃
歌
舞
篇
二
五
一
「
志
賀
僧
正
、
用
枝
の
篳

篥
を
聴
き
初
め
て
感
涙
の
事
」
で
は
、
志
賀
の
僧
正
明
尊
が
篳
篥
を
に
く
む

人
で
あ
っ
た
が
、
用
枝
の
演
奏
を
聴
い
て
考
え
を
改
め
て
い
る
。
横
笛
の
音

に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
否
定
的
な
記
事
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
と
比
較
す

れ
ば
、
篳
篥
の
音
は
、
人
に
よ
っ
て
は
好
み
が
分
か
れ
る
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、篳
篥
演
奏
者
は
地
下
楽
人
が
多
い
な
ど
、

そ
も
そ
も
楽
器
と
し
て
の
地
位
が
低
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る（
26
）。
そ
の
影
響
か
、『
続
教
訓
鈔
』
に
お
い
て
篳
篥
は
、

横
笛
や
笙
と
比
較
し
て
、
名
器
の
数
も
少
な
く（
27
）、
し
た
が
っ
て
篳
篥
の	

「
名
物
等
物
語
」
の
説
話
の
数
も
多
く
は
な
い（
28
）。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

異
同
を
含
む
と
は
い
え
同
話
を
繰
り
返
し
記
す
「
海
賊
丸
」
説
話
は
際
立
っ

た
箇
所
と
い
え
る
。

　
『
著
聞
集
』
で
は
、本
話
の
直
前
の
説
話
で
あ
る
偸
盗
篇
四
二
九
「
盗
人
、

博
雅
の
三
位
の
篳
篥
を
聴
き
て
改
心
の
事
」
に
、「
海
賊
丸
」
説
話
と
同
じ
く
、

篳
篥
の
演
奏
で
賊
の
難
を
逃
れ
て
い
る
説
話
が
あ
る
。
次
に
本
文
を
掲
げ	

る
。

　
博
雅
の
三
位
の
家
に
盗
人
入
り
た
り
け
り
。
三
品
、
板
敷
の
し
た
に

逃
げ
か
く
れ
に
け
り
。
盗
人
帰
り
、
さ
て
後
、
は
ひ
出
で
て
家
中
を
見

る
に
、
の
こ
り
た
る
物
な
く
、
み
な
と
り
て
け
り
。
篳
篥
一
つ
を
置
物

厨
子
に
の
こ
し
た
り
け
る
を
、
三
位
と
り
て
ふ
か
れ
た
り
け
る
を
、
出

で
て
さ
り
ぬ
る
盗
人
は
る
か
に
こ
れ
を
聞
き
て
、
感
情
お
さ
へ
が
た
く

し
て
帰
り
き
た
り
て
云
ふ
や
う
、「
只
今
の
御
篳
篥
の
音
を
う
け
た
ま

は
る
に
、
あ
は
れ
に
た
ふ
と
く
候
ひ
て
、
悪
心
み
な
あ
ら
た
ま
り
ぬ
。

と
る
所
の
物
ど
も
こ
と
ご
と
く
に
返
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
」と
い
ひ
て
、

み
な
置
き
て
出
で
に
け
り
。
む
か
し
の
盗
人
は
、
ま
た
か
く
優
な
る
心

も
あ
り
け
り
。

　
こ
の
説
話
は
、
話
末
が
『
今
鏡
』
と
類
似
し
て
い
る
点
で
、「
海
賊
丸
」

説
話
と
関
連
が
深
い
が（
29
）、
演
奏
し
た
曲
目
は
記
さ
れ
ず
、
博
雅
三
位
の

演
奏
の
素
晴
ら
し
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
話
と
連
続
す
る
事
を
考

え
る
と
、「
海
賊
丸
」
説
話
に
秘
曲
の
名
前
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
単
な

る
演
奏
の
素
晴
ら
し
さ
で
は
な
く
、
秘
曲
の
霊
験
に
つ
い
て
も
着
目
さ
れ
て

い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
篳
篥
の
秘
曲
に
つ
い
て
、「
海
賊
丸
」
説
話
で
は
、
用
光
が

海
賊
に
対
し
て
演
奏
す
る
曲
目
に「
小
調
子
」「
臨
調
子
」と
異
同
が
あ
っ
た
。

『
教
訓
抄
』
巻
八
に
は
、
篳
篥
の
「
秘
事
者
、
小
調
子
、
有
二
平
調
一
。
臨
調

篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

一
五

子
、
有
二
盤
涉
調
一
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
篳
篥
の
秘
曲
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
ま
た
、『
続
教
訓
鈔
』
第
十
冊
に
は
、
用
光
の
弟
子
と
さ
れ
る
藤
原
敦
家

と
光
枝
が
登
場
す
る
説
話
も
み
ら
れ
る
。
秘
曲
は
「
小
調
子
」
し
か
知
ら
な

い
光
枝
が
、
敦
家
が
授
け
ら
れ
た
「
臨
調
子
」
は
新
し
く
作
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
疑
う
記
事
で
あ
る
。
ま
た
、『
十
訓
抄
』
十
ノ
七
十
一
で
は
、
季

兼
と
季
行
が
「
小
調
子
」
を
演
奏
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
が
別
の

曲
を
吹
き
合
わ
せ
て
し
ま
っ
て
興
ざ
め
し
た
こ
と
に
対
し
、「
す
べ
て
は
、

わ
が
せ
ぬ
わ
ざ
な
り
と
も
、「
さ
る
こ
と
あ
り
」
と
は
、
必
ず
心
知
る
べ
き

こ
と
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、「
小
調
子
」
が
、

秘
曲
と
し
て
そ
れ
な
り
に
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
海
賊
丸
」

説
話
と
し
て
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
か
は
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、「
小
調
子
」
の
方
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
篳
篥
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
が
、『
続
教
訓
鈔
』

の
編
者
狛
朝
葛
に
と
っ
て
の
篳
篥
は
、
ど
の
よ
う
な
重
み
を
持
つ
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。『
続
教
訓
鈔
』
第
十
冊
で
は
、
源
師
時
・
源
師
任
父
子
の

流
派
を
「
源
家
の
篳
篥
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
南
都
の
狛
氏
が
伝
え
た
と
す	

る
。
ま
た
、
源
師
時
の
師
を
た
ど
る
と
、
和
邇
部
用
光
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と

も
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
朝
葛
の
祖
父
近
真
が
尾
張
則
成
か
ら
篳
篥
の

秘
曲
を
相
伝
し
た
こ
と
、
朝
葛
の
父
光
葛
が
仁
治
元
年
の
常
楽
会
で
秘
曲
を

演
奏
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
朝
葛
自
身
は
篳
篥
の
秘
曲
は
相
伝
し
て
い

な
い
も
の
の
、
建
保
元
年
の
仁
和
寺
舎
利
会
の
日
に
は
、「
万
秋
楽
」
の
演

奏
に
お
い
て
、
中
原
貞
茂
に
差
し
支
え
が
あ
っ
た
の
で
、
代
わ
っ
て
朝
葛
が

演
奏
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
横
笛
の
相
伝
の
流
れ
を
記
す
中
で
は
、
朝
葛

自
身
は
舞
を
「
本
道
」
と
し
つ
つ
も
、
横
笛
の
秘
曲
伝
授
を
受
け
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
結
局
、
朝
葛
は
篳
篥
の
秘
曲
伝
授
は
受
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
祖

父
や
父
が
相
伝
し
て
お
り
、
篳
篥
を
相
伝
す
る
家
で
あ
る
と
い
う
自
意
識
は

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
狛
氏
の
篳
篥
の
系
譜
を
た
ど
る
と
和
邇

部
用
光
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
、「
海
賊
丸
」
説
話
は
、
狛
氏
が
相
伝
す
る

篳
篥
の
祖
に
よ
る
霊
験
譚
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
自
分
た

ち
の
家
が
相
伝
す
る
技
芸
の
祖
で
あ
る
用
光
が
、
本
来
な
ら
音
楽
の
真
価
を

理
解
す
る
べ
く
も
な
い
海
賊
を
、
自
ず
と
感
動
せ
し
め
た
と
い
う
本
話
は
、

狛
朝
葛
に
と
っ
て
、
自
分
の
家
の
技
芸
を
特
権
化
・
神
秘
化
す
る
話
柄
と
し

て
、自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
海

賊
丸
」
説
話
に
お
い
て
、
同
話
を
繰
り
返
し
記
す
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な

事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

一
五

子
、
有
二
盤
涉
調
一
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
篳
篥
の
秘
曲
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
ま
た
、『
続
教
訓
鈔
』
第
十
冊
に
は
、
用
光
の
弟
子
と
さ
れ
る
藤
原
敦
家

と
光
枝
が
登
場
す
る
説
話
も
み
ら
れ
る
。
秘
曲
は
「
小
調
子
」
し
か
知
ら
な

い
光
枝
が
、
敦
家
が
授
け
ら
れ
た
「
臨
調
子
」
は
新
し
く
作
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
疑
う
記
事
で
あ
る
。
ま
た
、『
十
訓
抄
』
十
ノ
七
十
一
で
は
、
季

兼
と
季
行
が
「
小
調
子
」
を
演
奏
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
が
別
の

曲
を
吹
き
合
わ
せ
て
し
ま
っ
て
興
ざ
め
し
た
こ
と
に
対
し
、「
す
べ
て
は
、

わ
が
せ
ぬ
わ
ざ
な
り
と
も
、「
さ
る
こ
と
あ
り
」
と
は
、
必
ず
心
知
る
べ
き

こ
と
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、「
小
調
子
」
が
、

秘
曲
と
し
て
そ
れ
な
り
に
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。「
海
賊
丸
」

説
話
と
し
て
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
か
は
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、「
小
調
子
」
の
方
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
篳
篥
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
が
、『
続
教
訓
鈔
』

の
編
者
狛
朝
葛
に
と
っ
て
の
篳
篥
は
、
ど
の
よ
う
な
重
み
を
持
つ
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。『
続
教
訓
鈔
』
第
十
冊
で
は
、
源
師
時
・
源
師
任
父
子
の

流
派
を
「
源
家
の
篳
篥
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
南
都
の
狛
氏
が
伝
え
た
と
す	

る
。
ま
た
、
源
師
時
の
師
を
た
ど
る
と
、
和
邇
部
用
光
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と

も
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
朝
葛
の
祖
父
近
真
が
尾
張
則
成
か
ら
篳
篥
の

秘
曲
を
相
伝
し
た
こ
と
、
朝
葛
の
父
光
葛
が
仁
治
元
年
の
常
楽
会
で
秘
曲
を

演
奏
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
朝
葛
自
身
は
篳
篥
の
秘
曲
は
相
伝
し
て
い

な
い
も
の
の
、
建
保
元
年
の
仁
和
寺
舎
利
会
の
日
に
は
、「
万
秋
楽
」
の
演

奏
に
お
い
て
、
中
原
貞
茂
に
差
し
支
え
が
あ
っ
た
の
で
、
代
わ
っ
て
朝
葛
が

演
奏
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
横
笛
の
相
伝
の
流
れ
を
記
す
中
で
は
、
朝
葛

自
身
は
舞
を
「
本
道
」
と
し
つ
つ
も
、
横
笛
の
秘
曲
伝
授
を
受
け
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
結
局
、
朝
葛
は
篳
篥
の
秘
曲
伝
授
は
受
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
祖

父
や
父
が
相
伝
し
て
お
り
、
篳
篥
を
相
伝
す
る
家
で
あ
る
と
い
う
自
意
識
は

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
狛
氏
の
篳
篥
の
系
譜
を
た
ど
る
と
和
邇

部
用
光
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
、「
海
賊
丸
」
説
話
は
、
狛
氏
が
相
伝
す
る

篳
篥
の
祖
に
よ
る
霊
験
譚
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
自
分
た

ち
の
家
が
相
伝
す
る
技
芸
の
祖
で
あ
る
用
光
が
、
本
来
な
ら
音
楽
の
真
価
を

理
解
す
る
べ
く
も
な
い
海
賊
を
、
自
ず
と
感
動
せ
し
め
た
と
い
う
本
話
は
、

狛
朝
葛
に
と
っ
て
、
自
分
の
家
の
技
芸
を
特
権
化
・
神
秘
化
す
る
話
柄
と
し

て
、自
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
海

賊
丸
」
説
話
に
お
い
て
、
同
話
を
繰
り
返
し
記
す
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な

事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



一
六

お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
で
は
、「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相
に
着
目
し
、
考
察
を
進
め

て
き
た
。
そ
の
中
で
、『
続
教
訓
鈔
』
が
「
海
賊
丸
」
説
話
を
網
羅
的
に
併

記
す
る
意
義
や
意
味
に
つ
い
て
も
、
一
通
り
の
見
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
た

と
思
う
。
改
め
て
確
認
す
る
と
、
や
は
り
本
話
の
原
型
は
、
名
人
の
芸
道
感

応
説
話
で
あ
り
、
そ
こ
に
秘
曲
の
要
素
が
付
加
さ
れ
、
さ
ら
に
名
器
と
し
て

の
要
素
が
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
よ
う
な
説
話
の
変
容
・
読
み
替
え
は
、
地
下
の
楽
人
の
手
に
な

る
楽
書
に
お
い
て
は
、必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
理
解
さ
れ
、「
海
賊
丸
」

説
話
も
ま
た
そ
の
一
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
な
お
、
今
回
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
展
望

に
か
え
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
狛
朝
葛
に
と
っ
て
重
要
性
の

あ
っ
た
「
海
賊
丸
」
伝
承
が
、
後
世
の
楽
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
て
い
っ
た
の
か
確
認
す
る
と
、『
続
教
訓
鈔
』
の
同
話
併
記
の
状
態
は
維

持
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。『
體
源
鈔
』（
30
）
は
、
本
話
に
つ
い
て
は
、『
続

教
訓
鈔
』
①
の
『
今
鏡
』
を
原
拠
と
す
る
も
の
と
⑤
だ
け
を
記
し
、
同
話
の

併
記
は
し
て
い
な
い
。『
楽
家
録
』（
31
）
は
、
記
載
さ
れ
る
篳
篥
の
名
器
の

数
自
体
は
、『
続
教
訓
鈔
』『
體
源
鈔
』
よ
り
も
多
い
が
、「
海
賊
丸
」
に
つ

い
て
は
『
続
教
訓
鈔
』
①
④
⑤
の
み
記
さ
れ
る
。『
體
源
鈔
』
で
は
採
ら
れ

な
か
っ
た
『
続
教
訓
鈔
』
④
が
、『
楽
家
録
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
点
は
興

味
深
い
。『
體
源
鈔
』『
楽
家
録
』
と
も
に
、「
海
賊
丸
」
と
い
う
名
前
と
と

も
に
説
話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
名
器
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　
ま
た
、『
続
教
訓
鈔
』
で
は
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
書
物
に
は
記
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
名
器
へ
の
言
及
が
多
く
み
ら
れ
る
。
成
立
年
代
が
近
い
『
愚

聞
記
』
の
記
述
に
も
「
海
賊
丸
」
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ

て
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
成
立
し
た
時
期
、
楽
書
を
著
す
よ
う
な	

人
々
は
、
名
器
に
つ
い
て
記
す
こ
と
に
積
極
的
な
価
値
を
見
出
し
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
続
教
訓
鈔
』
で
あ
れ
ば
、
編
者
の
狛
朝
葛
が
、
地

下
楽
人
の
立
場
の
正
統
性
を
、
名
器
の
逸
話
の
知
識
を
集
め
る
こ
と
で
主
張

し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
続
教
訓
鈔
』
の
成
立
頃
以
降
に
は
、『
説
経
才
学
抄
』『
拾
芥
抄
』『
二

中
歴
』
な
ど
、
音
楽
だ
け
に
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
書
物
の
中
に
も
、

名
器
に
つ
い
て
記
そ
う
と
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
代

に
お
け
る
名
器
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
、
自
ず
と
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る（
32
）。
今
回
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
な
ど
も
含
め
て
、

今
後
も
こ
の
よ
う
な
名
器
の
伝
承
に
注
目
し
、
説
話
成
立
の
背
景
や
、
そ
の

意
義
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

一
七

（
付
記
）
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
度
中
世
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け
る
口
頭

発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
発
表
に
際
し
、
ご
教
示
い
た
だ
い
た
方
々
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
１
）	

稲
垣
泰
一
氏「『
続
教
訓
鈔
』と
中
世
説
話
集
」（『
説
話
』七
号
、一
九
八
三
年
）。

（
２
）	

山
内
益
次
郎
氏
「
地
下
楽
人
の
登
場
」（『
今
鏡
の
周
辺
』
一
九
九
三
年
、

和
泉
書
院
）、
海
野
泰
男
氏
『
今
鏡
全
釈
』（
福
武
書
店
、
一
九
八
三
年
）、

竹
鼻
績
氏
注
釈
『
今
鏡
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
四
年
）、
小
林
保

治
氏
「
古
今
著
聞
集
の
説
話
編
成
法
（
一
）
―
巻
第
十
二
、
偸
盗
第
十
九

の
場
合
―
」（『
説
話
集
の
方
法
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
）。

（
３
）	

猪
瀬
千
尋
氏
「
地
下
楽
家
の
説
話
生
成
と
理
論
構
造	

―『
教
訓
抄
』
を
中

心
と
し
て
―
」（『
論
究
日
本
文
学
』
九
十
、二
〇
〇
九
年
）。

（
４
）	『
日
本
古
典
音
楽
文
献
解
題
』（
岸
辺
成
雄
博
士
古
稀
記
念
出
版
会
編
、
講

談
社
、
一
九
八
七
年
）、
神
田
邦
彦
氏
『
中
世
楽
書
の
基
礎
的
研
究
』（
和

泉
書
院
、
二
〇
一
七
年
）。

（
５
）	

本
文
は
日
本
古
典
全
集
に
拠
っ
た
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
曼
殊
院

蔵
本
の
写
真
版
を
確
認
し
、
校
訂
し
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
の

傍
線
・
点
線
は
稿
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
傍
線
部
は
「
海
賊
丸
」
と

い
う
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
箇
所
、
点
線
部
は
話
末
評
語
に
当

た
る
箇
所
を
示
す
。
引
用
本
文
中
の
傍
線
・
点
線
に
つ
い
て
は
以
下
も
同	

じ
。

（
６
）	

引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
浅
見
和
彦
氏
校
注
、
小

学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

（
７
）	

引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
』（
西
尾
光
一
氏
・
小
林
保

治
氏
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
８
）	

こ
の
「
ヒ
カ
タ
ノ
禅
師
」
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、『
宝
物
集
』
の
一

部
の
伝
本
（
稿
者
が
確
認
で
き
た
の
は
久
遠
寺
本
の
影
印
）
に
は
、
巻
五

第
十
二
門
持
戒
「
不
偸
盗
」
に
「
ヒ
カ
タ
ノ
禅
師
ト
申
シ
海
賊
」
が
見
え

て
お
り
、
名
の
知
れ
た
海
賊
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
猪
瀬
千
尋
氏
の

教
示
に
よ
る
。

（
９
）	

前
掲
注
（
１
）
稲
垣
氏
論
文
。

（
10
）	

今
野
達
氏
「
教
訓
抄
の
提
起
す
る
説
話
文
学
的
諸
問
題
」（『
今
野
達
説
話

文
学
論
集
』
二
〇
〇
八
年
、
勉
誠
社
）。

（
11
）	

磯
水
絵
氏
「
音
楽
の
世
界	

―
第
二
に
管
絃
、『
古
事
談
』
の
音
楽
伝
承
に

つ
い
て
―
」『
説
話
と
音
楽
伝
承
』
二
章
第
六
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
12
）	

引
用
は
、
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
道
論
』
所
収
『
教
訓
抄
』（
林
屋

辰
三
郎
氏
校
注
、岩
波
書
店
、一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。「
歌

舞
音
楽
ノ
目
出
事
」
は
、
引
用
箇
所
と
同
様
の
、
名
人
の
演
奏
に
よ
る
霊

験
譚
の
梗
概
が
連
な
っ
て
い
る
。

（
13
）	

該
当
箇
所
を
引
用
す
る
と
、
次
の
と
お
り
。「
逸
物
者
、
鸎
、
大
納
言
定
能

家
相
伝
之
管
名
。
真
野
丸
、
用
光
管
。
網
代
丸
、
光
則
管
」。
用
光
の
も
の

と
さ
れ
る
「
真
野
丸
」
は
記
さ
れ
る
が
、「
海
賊
丸
」
の
名
前
は
み
ら
れ
な	

い
。

（
14
）	

引
用
は
、
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
二
『
愚
聞
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
編
、
図

書
寮
叢
刊
、一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。
成
立
年
代
に
つ
い
て	

は
、
同
書
の
解
題
に
よ
る
。

（
15
）	『
愚
聞
記
』
中
巻
に
あ
た
る
。
先
に
引
用
し
た
下
巻
の
説
話
と
は
、
伏
見
宮

旧
蔵
楽
書
集
成
の
活
字
本
に
し
て
三
十
七
ペ
ー
ジ
の
隔
た
り
が
あ
り
、
関

連
性
は
示
さ
れ
な
い
。

（
16
）	

引
用
は
、
新
訂
増
補
故
実
叢
書
『
拾
芥
抄
』（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
五
二	

年
）
に
よ
る
。『
拾
芥
抄
』
の
成
立
年
代
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
編
者

と
し
て
有
力
な
洞
院
公
賢
の
生
没
年
が
正
応
四
年
～
正
平
十
五
年（
一
二
九
一



篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相 

―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承
の
一
考
察
―

一
七

（
付
記
）
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
度
中
世
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け
る
口
頭

発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
発
表
に
際
し
、
ご
教
示
い
た
だ
い
た
方
々
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
１
）	

稲
垣
泰
一
氏「『
続
教
訓
鈔
』と
中
世
説
話
集
」（『
説
話
』七
号
、一
九
八
三
年
）。

（
２
）	

山
内
益
次
郎
氏
「
地
下
楽
人
の
登
場
」（『
今
鏡
の
周
辺
』
一
九
九
三
年
、

和
泉
書
院
）、
海
野
泰
男
氏
『
今
鏡
全
釈
』（
福
武
書
店
、
一
九
八
三
年
）、

竹
鼻
績
氏
注
釈
『
今
鏡
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
四
年
）、
小
林
保

治
氏
「
古
今
著
聞
集
の
説
話
編
成
法
（
一
）
―
巻
第
十
二
、
偸
盗
第
十
九

の
場
合
―
」（『
説
話
集
の
方
法
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年
）。

（
３
）	

猪
瀬
千
尋
氏
「
地
下
楽
家
の
説
話
生
成
と
理
論
構
造	

―『
教
訓
抄
』
を
中

心
と
し
て
―
」（『
論
究
日
本
文
学
』
九
十
、二
〇
〇
九
年
）。

（
４
）	『
日
本
古
典
音
楽
文
献
解
題
』（
岸
辺
成
雄
博
士
古
稀
記
念
出
版
会
編
、
講

談
社
、
一
九
八
七
年
）、
神
田
邦
彦
氏
『
中
世
楽
書
の
基
礎
的
研
究
』（
和

泉
書
院
、
二
〇
一
七
年
）。

（
５
）	

本
文
は
日
本
古
典
全
集
に
拠
っ
た
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
曼
殊
院

蔵
本
の
写
真
版
を
確
認
し
、
校
訂
し
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
の

傍
線
・
点
線
は
稿
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
傍
線
部
は
「
海
賊
丸
」
と

い
う
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
箇
所
、
点
線
部
は
話
末
評
語
に
当

た
る
箇
所
を
示
す
。
引
用
本
文
中
の
傍
線
・
点
線
に
つ
い
て
は
以
下
も
同	

じ
。

（
６
）	

引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
浅
見
和
彦
氏
校
注
、
小

学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。

（
７
）	

引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
』（
西
尾
光
一
氏
・
小
林
保

治
氏
校
注
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
８
）	

こ
の
「
ヒ
カ
タ
ノ
禅
師
」
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、『
宝
物
集
』
の
一

部
の
伝
本
（
稿
者
が
確
認
で
き
た
の
は
久
遠
寺
本
の
影
印
）
に
は
、
巻
五

第
十
二
門
持
戒
「
不
偸
盗
」
に
「
ヒ
カ
タ
ノ
禅
師
ト
申
シ
海
賊
」
が
見
え

て
お
り
、
名
の
知
れ
た
海
賊
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
猪
瀬
千
尋
氏
の

教
示
に
よ
る
。

（
９
）	

前
掲
注
（
１
）
稲
垣
氏
論
文
。

（
10
）	

今
野
達
氏
「
教
訓
抄
の
提
起
す
る
説
話
文
学
的
諸
問
題
」（『
今
野
達
説
話

文
学
論
集
』
二
〇
〇
八
年
、
勉
誠
社
）。

（
11
）	

磯
水
絵
氏
「
音
楽
の
世
界	

―
第
二
に
管
絃
、『
古
事
談
』
の
音
楽
伝
承
に

つ
い
て
―
」『
説
話
と
音
楽
伝
承
』
二
章
第
六
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
12
）	

引
用
は
、
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
道
論
』
所
収
『
教
訓
抄
』（
林
屋

辰
三
郎
氏
校
注
、岩
波
書
店
、一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。「
歌

舞
音
楽
ノ
目
出
事
」
は
、
引
用
箇
所
と
同
様
の
、
名
人
の
演
奏
に
よ
る
霊

験
譚
の
梗
概
が
連
な
っ
て
い
る
。

（
13
）	

該
当
箇
所
を
引
用
す
る
と
、
次
の
と
お
り
。「
逸
物
者
、
鸎
、
大
納
言
定
能

家
相
伝
之
管
名
。
真
野
丸
、
用
光
管
。
網
代
丸
、
光
則
管
」。
用
光
の
も
の

と
さ
れ
る
「
真
野
丸
」
は
記
さ
れ
る
が
、「
海
賊
丸
」
の
名
前
は
み
ら
れ
な	

い
。

（
14
）	

引
用
は
、
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
二
『
愚
聞
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
編
、
図

書
寮
叢
刊
、一
九
九
五
年
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。
成
立
年
代
に
つ
い
て	

は
、
同
書
の
解
題
に
よ
る
。

（
15
）	『
愚
聞
記
』
中
巻
に
あ
た
る
。
先
に
引
用
し
た
下
巻
の
説
話
と
は
、
伏
見
宮

旧
蔵
楽
書
集
成
の
活
字
本
に
し
て
三
十
七
ペ
ー
ジ
の
隔
た
り
が
あ
り
、
関

連
性
は
示
さ
れ
な
い
。

（
16
）	
引
用
は
、
新
訂
増
補
故
実
叢
書
『
拾
芥
抄
』（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
五
二	

年
）
に
よ
る
。『
拾
芥
抄
』
の
成
立
年
代
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
編
者

と
し
て
有
力
な
洞
院
公
賢
の
生
没
年
が
正
応
四
年
～
正
平
十
五
年（
一
二
九
一



一
八

―
一
三
六
〇
）
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
も
増
補
が
続
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
こ

と
を
勘
案
し
、『
続
教
訓
鈔
』『
愚
聞
記
』
よ
り
も
成
立
は
遅
れ
る
も
の
と

考
え
る
。

（
17
）	

前
掲
注
（
３
）
猪
瀬
氏
論
文
。

（
18
）	

本
稿
第
一
節
『
続
教
訓
鈔
』
②
の
原
拠
に
つ
い
て
の
話
題
で
す
で
に
言
及

し
て
い
る
が
、
伶
人
助
元
が
横
笛
の
演
奏
に
よ
っ
て
大
蛇
を
退
け
る
説
話

で
あ
る
。『
十
訓
抄
』
で
は
「
海
賊
丸
」
の
説
話
と
連
続
し
て
配
さ
れ
る
。

（
19
）	『
教
言
卿
記
』
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
三
月
八
日
条
。
安
倍
季
英
が
演

奏
し
た
篳
篥
に
「
鶯
、
又
号
海
賊
返
歟
」
と
さ
れ
る
。

（
20
）	

山
内
譲
氏
『
海
賊
の
日
本
史
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
八
年
）
の
整

理
に
よ
る
。

（
21
）	

引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
小
林
保
治
氏
・

増
古
和
子
氏
校
注
、
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

（
22
）	

引
用
は
、角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫『
徒
然
草
』（
小
川
剛
生
氏
訳
注
、二
〇
一
五
年
）

に
よ
る
。

（
23
）	

前
掲
注
（
20
）
山
内
氏
著
書
。

（
24
）	

引
用
は
、国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
「
記
録
類
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る
。

（
25
）	

引
用
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
』（
萩
谷
朴
氏
校
注
、
一
九
七
七

年
）
に
よ
る
。

（
26
）	

説
話
に
描
か
れ
る
篳
篥
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
利
佳
氏
「
篳
篥
と
説
話
文
学

―
源
博
雅
と
篳
篥
―
」（『
東
洋
通
信
』
四
八
巻
七
号
、
二
〇
一
一
年
）
に

詳
し
い
。

（
27
）	『
続
教
訓
鈔
』
に
お
い
て
「
名
物
」
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
名
器
の
数
は
、
笙

が
二
十
二
、
横
笛
が
十
九
、
篳
篥
は
五
で
あ
る
。

（
28
）	『
続
教
訓
鈔
』
の
各
「
名
物
等
物
語
」
の
話
数
を
私
に
数
え
た
と
こ
ろ
、
笙

が
約
八
十
七
、
横
笛
が
約
一
〇
五
、
篳
篥
は
約
三
十
二
で
あ
る
。
た
だ
し
、

区
切
り
方
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本

稿
で
は
概
数
に
留
め
た
い
。

（
29
）	

前
掲
注
（
２
）
小
林
氏
論
文
に
詳
し
い
。

（
30
）	

豊
原
統
秋
に
よ
っ
て
、
十
六
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
楽
書
。『
體
源
鈔
』
の

篳
篥
・
笙
・
横
笛
の
各
「
名
物
等
ノ
物
語
」
は
、『
続
教
訓
鈔
』
と
掲
載
さ

れ
る
名
器
の
順
番
も
一
致
す
る
箇
所
が
多
く
、
同
文
的
で
あ
る
部
分
も
多

い
。
豊
原
氏
は
笙
を
主
に
相
伝
す
る
家
で
あ
る
。

（
31
）	

安
倍
季
尚
に
よ
っ
て
、十
七
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
楽
書
。
巻
四
十
一
「
音

楽
珍
器
」
に
名
器
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
。『
続
教
訓
鈔
』『
體
源
鈔
』
の
名

器
伝
承
と
内
容
が
一
致
す
る
記
事
も
多
い
。た
だ
し
本
書
は
漢
文
体
に
な
っ

て
お
り
同
文
性
は
高
く
な
い
。
安
倍
氏
は
篳
篥
を
主
に
相
伝
す
る
家
で
あ

る
。

（
32
）	

中
原
香
苗
氏
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
名
器
秘
抄
』
考	

―
楽
器
名
物
譚
を

記
す
楽
書
―
」（
伊
井
春
樹
編
『
古
代
中
世
文
学
研
究
論
集
』
第
一
集
、

一
九
九
六
年
、
和
泉
書
院
）
に
詳
し
い
。

（
せ
の
お
　
え
り
・
本
学
博
士
後
期
課
程
在
学
）

村
上
春
樹
『
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
・
ヒ
ー
ト
』
試
論 

―
サ
ル
ト
ル
の
受
容
を
中
心
に
―

一
九

は
じ
め
に

　
『
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
・
ヒ
ー
ト
』（
八
五
年
一
〇
月
）（
１
）
の
「
は
じ
め
に
」

の
な
か
で
村
上
春
樹
自
身
と
思
わ
れ
る
小
説
家
の
「
僕
」
が
、
こ
こ
に
収
め

ら
れ
た
文
章
は
す
べ
て
「
多
く
の
人
々
か
ら
様
々
な
話
を
聞
き
、
そ
れ
を
文

章
に
し
た
」
も
の
だ
と
述
べ
る
。「
僕
は
聞
い
た
ま
ま
の
話
を
、
な
る
べ
く

そ
の
雰
囲
気
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
文
章
に
う
つ
し
か
え
た
つ
も
り
で
あ
」り
、

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
文
章
は
小
説
で
は
な
く
、「
仮
に
ス
ケ
ッ
チ
」

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
と
断
っ
て
い
る
。「
僕
」は
当
初「
こ
れ
ら
の
ス
ケ
ッ

チ
を
活
字
に
し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
」
く
、「
書
斎
の
机
の 

中
」
に
放
り
込
ま
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
も
の
だ
が
、「
三
つ
四
つ
と
書
き
進

ん
で
い
る
う
ち
に
」、「
そ
れ
ら
は
『
話
し
て
も
ら
い
た
が
っ
て
い
る
』」
よ

う
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
小
説
家
の
「
僕
」
が
、
あ
え
て
こ
う
し
た
自
注
を
施
す
の
は
、「
小
説
で

村
上
春
樹
『
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
・
ヒ
ー
ト
』
試
論

―
サ
ル
ト
ル
の
受
容
を
中
心
に
―

陳
　
　
　
柯
　
岑

も
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
も
な
い
「
現
実
的
な
マ
テ
リ
ア
ル
」
そ
の
も

の
で
あ
る
「
他
人
の
話
」
に
は
、
小
説
に
は
な
い
「
あ
る
種
の
無
力
感
」、 

「
我
々
は
ど
こ
に
も
行
け
な
い
」
と
い
う
「
無
力
感
」
が
強
く
感
じ
ら
れ
る

か
ら
で
あ
り
、「
現
実
的
な
マ
テ
リ
ア
ル
」
を
こ
う
し
て
文
章
に
す
る
こ
と

で
、こ
の
「
無
力
感
」
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。「
は

じ
め
に
」
の
末
尾
で
、「
僕
」
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
誰
を
も
抜
か
な
い
し
、
誰
に
も
抜
か
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も 

我
々
は
そ
ん
な
回
転
木
馬
の
上
で
仮
想
の
敵
に
向
け
て
熾
烈
な
デ
ッ

ド
・
ヒ
ー
ト
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
事
実
と
い
う
も
の
が
あ
る
場
合
に
奇
妙
に
映
る
の
は
、
あ
る
い
は
そ

の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
我
々
が
意
志
と
称
す
る
あ
る
種
の
内
在
的
な

力
の
圧
倒
的
に
多
く
の
部
分
は
、
そ
の
発
生
と
同
時
に
失
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
に
、
我
々
は
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
空


