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三
七

「
葉
二
」
説
話
の
大
要
を
概
観
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
あ
る
も

の
の
、「
葉
二
」
説
話
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
に
は
、
ま
だ
考
察
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

稿
者
は
、
楽
器
の
名
器
伝
承
を
研
究
課
題
に
設
定
し
て
お
り
、「
海
賊
丸
」

伝
承
を
考
察
対
象
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
「
海
賊
丸
」
の
場
合
、
篳
篥

の
演
奏
に
よ
っ
て
海
賊
の
難
を
逃
れ
る
説
話
を
も
と
に
、
後
に
な
っ
て
名
前

が
付
与
さ
れ
、
名
器
伝
承
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
５
）。

そ
れ
に
対
し
て
、
今
回
取
り
上
げ
る
「
葉
二
」
に
つ
い
て
は
、
文
献
に
初
め

て
名
前
が
み
ら
れ
る
時
点
で
す
で
に
名
器
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

り
、
名
器
説
話
と
し
て
の
性
質
や
方
向
性
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
広
く
流
布
し
た
『
十
訓

抄
』
に
み
ら
れ
る
「
葉
二
」
伝
承
を
中
心
に
、
そ
の
諸
相
を
改
め
て
概
観
・

整
理
し
、
諸
資
料
間
の
異
同
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
つ
つ
、
読
解
を
深
め
た

い
。
あ
わ
せ
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
を
伝
承
す
る
人
々
の
意
識
に
つ
い
て
も
、

は
じ
め
に

　

横
笛
「
葉
二
」
に
つ
い
て
の
説
話
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
朱
雀
門
の
鬼

の
笛
」
の
話
が
様
々
な
書
物
に
見
え
、
琵
琶
「
玄
象
」
と
共
に
、
異
界
の
存

在
で
あ
る
鬼
と
の
関
わ
り
を
持
つ
名
器
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ

け
『
十
訓
抄
』
に
記
さ
れ
る
、
源
博
雅
が
鬼
と
笛
を
交
換
す
る
話
と
、
浄
蔵

が
鬼
の
感
応
を
得
た
話
と
を
合
わ
せ
た
も
の
が
、
名
器
「
葉
二
」
の
伝
承
と

し
て
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
稲
垣
泰
一
氏
が
鬼
と
関
わ
り
を
持
つ
名
器
の
説
話
に
つ

い
て
考
察
す
る
な
か
で「
葉
二
」説
話
に
も
ふ
れ
て
い
る（
１
）。
ま
た
、「
葉
二
」

は
『
御
堂
関
白
記
』『
殿
暦
』
に
も
名
前
が
み
ら
れ（
２
）、
実
在
し
た
横
笛
で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
豊
永
聡
美
氏
は
、「
葉

二
」が
摂
関
家
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る（
３
）。
そ
し
て
、

磯
水
絵
氏
は
、『
説
話
と
横
笛
―
平
安
京
の
管
絃
と
楽
人
―
』（
４
）
に
お
い
て
、

横
笛
「
葉
二
」
伝
承
考

妹
　
尾
　
恵
　
里



三
八

び
て
、
よ
も
す
が
ら
、
笛
を
吹
か
れ
け
る
に
、
同
じ
さ
ま
に
、
直
衣
着

た
る
男
の
、
笛
吹
き
け
れ
ば
、「
た
れ
な
ら
む
」
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
そ

の
笛
の
音
、
こ
の
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
め
で
た
く
聞
え
け
れ
ば
、
あ
や
し

く
て
、
近
寄
り
て
見
け
れ
ば
、
い
ま
だ
見
ぬ
人
な
り
け
り
。
わ
れ
も
も

の
を
も
い
は
ず
、
か
れ
も
い
ふ
こ
と
な
し
。
か
く
の
ご
と
く
、
月
の
夜

ご
と
に
行
き
あ
ひ
て
、
吹
く
こ
と
、
夜
ご
ろ
に
な
り
ぬ
。

　

か
の
人
の
笛
の
音
、
こ
と
に
め
で
た
か
り
け
れ
ば
、
こ
こ
ろ
み
に
、

か
れ
を
取
り
か
へ
て
吹
き
け
れ
ば
、
世
に
な
き
ほ
ど
の
笛
な
り
。
そ
の

の
ち
、
な
ほ
な
ほ
月
ご
ろ
に
な
れ
ば
、
行
き
あ
ひ
て
吹
き
け
れ
ど
、「
も

と
の
笛
を
返
し
取
ら
む
」
と
も
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、
な
が
く
か
へ
て
や

み
に
け
り
。
三
位
失
せ
て
の
ち
、
帝
、
こ
の
笛
を
召
し
て
、
時
の
笛
吹

ど
も
に
吹
か
せ
ら
る
れ
ど
、そ
の
音
を
吹
き
あ
ら
は
す
人
な
か
り
け
り
。

　

そ
の
の
ち
、
浄
蔵
と
い
ふ
、
め
で
た
き
笛
吹
あ
り
け
り
。
召
し
て
吹

か
せ
給
ふ
に
、か
の
三
位
に
劣
ら
ざ
り
け
れ
ば
、帝
、御
感
あ
り
て
、「
こ

の
笛
の
主
、朱
雀
門
の
あ
た
り
に
て
得
た
り
け
る
と
こ
そ
聞
け
。
浄
蔵
、

こ
の
と
こ
ろ
に
行
き
て
、
吹
け
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
月
の
夜
、
仰

せ
の
ご
と
く
、
か
れ
に
行
き
て
、
こ
の
笛
を
吹
き
け
る
に
、
か
の
門
の

楼
上
に
、高
く
大
き
な
る
音
に
て
、「
な
ほ
逸
物
か
な
」
と
ほ
め
け
る
を
、

「
か
く
」
と
奏
し
け
れ
ば
、
は
じ
め
て
鬼
の
笛
と
知
ろ
し
め
し
け
り
。

　

「
葉
二
」
と
名
づ
け
て
、
天
下
第
一
の
笛
な
り
。
そ
の
の
ち
伝
は
り

具
体
的
に
考
察
を
加
え
、
名
器
伝
承
の
全
体
像
を
探
る
一
助
と
し
た
い
。

一
、「
葉
二
」
説
話
の
諸
相

　

「
葉
二
」
に
ま
つ
わ
る
説
話
は
、『
江
談
抄
』『
十
訓
抄
』『
説
経
才
学
抄
』

『
二
中
歴
』『
東
斎
随
筆
』
等
に
み
ら
れ
、
楽
書
で
は
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』『
教

訓
抄
』『
続
教
訓
鈔
』『
愚
聞
記
』『
糸
竹
口
伝
』『
體
源
鈔
』
な
ど
に
記
さ
れ

る
。
ま
ず
は
、「
葉
二
」
説
話
を
記
す
書
物
の
う
ち
、
も
っ
と
も
成
立
が
先

行
す
る
『
江
談
抄
』
の
本
文
を
掲
げ
る（
６
）。

（
五
〇
）
葉
二
為
高
名
笛
事

又
被
命
云
、
葉
二
者
高
名
横
笛
也
。
号
朱
雀
門
之
鬼
笛
是
也
。
浄
蔵
聖

人
吹
笛
、
深
更
渡
朱
雀
門
、
鬼
大
声
感
之
。
自
爾
此
笛
乎
給
件
聖
人
云
々
。

其
後
次
第
伝
之
在
入
道
殿
。
後
一
条
院
御
在
位
之
時
、
以
蔵
人
某
召
此

笛
。
蔵
人
不
知
笛
名
、只
は
ふ
た
つ
参
ら
せ
さ
せ
給
へ
と
申
ニ
、入
道
殿
、

何
事
モ
可
承
仁
歯
二
こ
そ
え
か
く
ま
し
け
れ
。
若
此
葉
二
笛
歟
ト
天
令
進

給
云
々
。

　

前
半
に
は
浄
蔵
の
芸
道
感
応
説
話
と
い
え
る
も
の
、
後
半
に
は
道
長
の
興

言
利
口
め
い
た
説
話
と
い
う
よ
う
に
、
大
き
く
二
つ
の
伝
承
が
語
ら
れ
る
。

　

次
に
、
本
稿
で
特
に
注
目
し
た
い
『
十
訓
抄
』
第
十
「
可
庶
幾
才
芸
事
」

第
二
十
話
の
本
文
を
確
認
す
る（
７
）。

　

博
雅
三
位
、
月
の
明
か
り
け
る
夜
、
直
衣
に
て
、
朱
雀
門
の
前
に
遊
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つ
」
が
笛
の
名
前
で
あ
る
と
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
道
長
が
冗
談
を

言
い
な
が
ら
献
上
し
た
こ
と
。

④
「
葉
二
」
と
名
付
け
ら
れ
た
笛
は
、「
天
下
第
一
の
笛
」
と
珍
重
さ

れ
た
が
、
藤
原
道
長
の
手
に
帰
し
、
さ
ら
に
頼
通
に
よ
っ
て
平
等
院

の
経
蔵
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
。

⑤
富
家
入
道
（
忠
実
）
の
言
に
よ
る
と
、京
極
殿
師
実
が
見
た
時
に
は
、

葉
が
一
つ
落
ち
、
露
も
置
か
な
く
な
っ
て
い
た
と
の
こ
と
。

⑥
笛
の
四
秘
曲
、
万
秋
楽
五
六
帖
の
伝
、
そ
し
て
名
笛
の
「
最
物
」
列

挙
の
こ
と
。

こ
の
六
つ
の
話
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
の
話
題
の
出
入
り
に
つ
い

て
整
理
す
る
と
、
次
頁
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

　

表
中
の
項
目
「
博
雅
」「
浄
蔵
」「
平
等
院
の
経
蔵
」「
青
い
葉
と
赤
い
葉
」

の
四
つ
の
話
柄
を
も
つ
諸
書
は
、『
十
訓
抄
』
十
ノ
二
十
と
同
様
に
連
続
し

た
か
た
ち
で
こ
の
四
つ
の
伝
承
を
記
載
し
て
お
り
、
基
本
的
に
は
同
話
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
表
か
ら
は
、「
葉
二
」
伝
承
の
中
で
は
、『
十
訓
抄
』
十
ノ

二
十
の
か
た
ち
の
も
の
が
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
楽
書
類
に
も
引
き

継
が
れ
た
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
に
『
十
訓
抄
』
が
広

く
読
ま
れ
受
容
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
示
唆
す
る
。
一
方
で
、
こ
こ
に
み
る

「
葉
二
」
伝
承
が
、
名
器
説
話
と
し
て
の
完
成
度
を
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
節
以
降
、
表
に
と
っ
た
六
つ

て
、
御
堂
入
道
殿
の
御
物
に
な
り
に
け
る
を
、
宇
治
殿
、
平
等
院
を
造

ら
せ
給
ひ
け
る
時
、
経
蔵
に
納
め
ら
れ
に
け
り
。

　

こ
の
笛
に
は
葉
二
つ
あ
り
。
一
つ
は
赤
く
、
一
つ
は
青
く
し
て
、
朝

ご
と
に
露
お
く
と
い
ひ
伝
へ
た
れ
ば
、「
京
極
殿
御
覧
じ
け
る
時
は
、

赤
葉
落
ち
て
、
露
お
か
ざ
り
け
る
」
と
、
富
家
入
道
殿
、
語
ら
せ
給
ひ

け
る
と
ぞ
。

　

笛
に
は
皇
帝
、
団
乱
旋
、
師
子
、
荒
序
、
こ
れ
ら
四
秘
曲
と
い
ふ
。

そ
れ
に
劣
ら
ず
秘
す
る
は
、万
秋
楽
の
五
六
帖
な
り
。
笛
の
最
物
に
は
、

青
葉
、
葉
二
、
大
水
龍
、
小
水
龍
、
頭
焼
、
雲
太
丸
、
こ
れ
ら
な
り
。

名
に
よ
り
て
、
お
の
お
の
由
緒
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
長
け
れ
ば
略
す
。

　

こ
の
よ
う
に
『
十
訓
抄
』
に
は
、
前
半
に
二
つ
の
芸
道
感
応
説
話
が
、
後

半
に
は
摂
関
家
と
関
わ
る
説
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
前
述
し
た
「
葉

二
」
説
話
が
み
ら
れ
る
書
物
を
取
り
上
げ
て
比
較
し
、
二
書
以
上
に
み
ら
れ

る
話
題
を
概
述
す
る
と
、
お
お
む
ね
次
の
六
つ
の
話
題
に
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

①
博
雅
三
位
が
朱
雀
門
の
鬼
と
笛
を
吹
き
合
い
、
お
互
い
の
笛
を
交
換

し
て
鬼
の
笛
を
手
に
入
れ
た
こ
と
。

②
後
に
浄
蔵
が
天
皇
に
命
じ
ら
れ
、
朱
雀
門
の
あ
た
り
で
そ
の
笛
を
吹

く
と
、
鬼
が
感
嘆
す
る
声
が
聞
こ
え
た
こ
と
。

③
天
皇
が
笛
を
召
し
上
げ
よ
う
と
し
た
際
、
使
い
の
蔵
人
が
「
は
ふ
た



四
〇

※
書
名
の
欄
に
お
い
て
、
楽
書
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
示
し
た
。

※
『
十
訓
抄
』
十
ノ
二
十
の
欄
を
太
枠
で
囲
ん
だ
。

　

「
博
雅
」「
浄
蔵
」「
平
等
院
の
経
蔵
」「
青
い
葉
と
赤
い
葉
」
の
四
つ
の
話
柄
を
も
つ
場
合
は
、『
十
訓
抄
』
十
ノ
二
十
と
基
本
的
に
は
同
話
と

考
え
ら
れ
る
。
丸
印
を
太
字
に
し
た
。

※
特
に
『
続
教
訓
抄
』
は
表
の
項
目
の
他
に
も
多
く
の
「
葉
二
」
伝
承
を
記
載
し
て
い
る
（
業
平
が
朱
雀
門
の
鬼
か
ら
手
に
入
れ
た
と
す
る
伝
承
、

大
戸
清
上
が
鬼
か
ら
笛
を
手
に
入
れ
た
と
す
る
伝
承
な
ど
）
が
、
そ
れ
ら
は
他
の
資
料
に
み
え
な
い
も
の
が
多
い
。
表
で
は
割
愛
し
た
。

秘
曲
、

名
器

青
い
葉
と

赤
い
葉

平
等
院
の

経
蔵

歯
、
二
つ

浄
蔵

博
雅

書
名

話
題

○ ○
江
談
抄

○

夜
鶴
庭
訓
抄

○ ○
教
訓
抄

○ ○○ ○○
十
訓
抄

（
十
）

○○○ ○○

続
教
訓
鈔

○○ ○○
愚
聞
記

○○○ ○○

説
経
才
学
抄

○○ ○○

糸
竹
口
伝

○ ○
二
中
歴

○ ○○○ ○○

東
斎
随
筆

○○ ○○
體
源
鈔

（
二
）
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う
か
。

　

こ
れ
に
対
し
、『
十
訓
抄
』
に
は
①
と
②
に
該
当
す
る
伝
承
が
、
詳
し
く

記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
博
雅
が
鬼
か
ら
笛
を
得
て
、
そ
の
笛
を
浄
蔵

が
朱
雀
門
で
演
奏
し
た
と
あ
り
、「
葉
二
」
の
来
歴
が
理
解
し
や
す
い
記
述

と
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、『
十
訓
抄
』
の
説
話
に
は
、
事
実
性
を
考
え
た
際
に
い
さ
さ
か

問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
十
訓
抄
』
で
は
、
博
雅
が
「
失
せ
て
の
ち
」
に

浄
蔵
が
笛
を
演
奏
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
二
人
の
生
没
年
を

考
え
る
と
、
博
雅
の
没
年
が
天
元
三
（
九
八
〇
）
年
、
浄
蔵
の
没
年
が
康
保

元
（
九
六
四
）
年
で
あ
り
、
浄
蔵
が
先
に
没
し
て
い
る
の
で
、
明
ら
か
に
年

代
上
の
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
続
教
訓
鈔
』
編
者
狛
朝

葛
が
十
三
世
紀
頃
に
す
で
に
気
付
い
て
い
た
よ
う
で
、『
続
教
訓
鈔
』
が
『
十

訓
抄
』
十
ノ
二
十
の
同
話
を
掲
げ
る
箇
所
に
、
注
記
の
よ
う
な
形
で
生
没
年

の
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る（
８
）。

　

さ
て
、「
葉
二
」
と
い
う
笛
の
名
器
伝
承
に
つ
い
て
、
博
雅
と
浄
蔵
の
説

話
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
稲
垣
氏
の
論
考
も
、
こ
の
説
話
に

注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
話
が
浄
蔵
や
博
雅
の
生
存
時
以

降
、
い
つ
頃
か
ら
形
を
成
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
確
定
的
な
こ
と
は
言
え

な
い
が
、
既
に
『
江
談
抄
』
の
段
階
で
、
話
者
と
筆
録
者
と
の
間
に
は
、
こ

れ
に
類
し
た
伝
承
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
成
立
が
先
行
す

の
話
題
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
考
察
し
た
い
。

二
、
博
雅
三
位
と
浄
蔵
の
説
話
に
つ
い
て

　

前
節
で
整
理
し
た
①
と
②
は
、
博
雅
と
浄
蔵
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
卓
越
し
た

演
奏
技
術
に
よ
っ
て
鬼
か
ら
感
応
を
得
る
と
い
う
伝
承
で
あ
り
、
芸
道
感
応

譚
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、こ
の
二
つ
の
説
話
を
み
て
い
き
た
い
。

　

『
江
談
抄
』
の
前
半
に
は
、
②
に
該
当
す
る
、
浄
蔵
が
鬼
か
ら
感
応
を
得

る
伝
承
が
記
さ
れ
る
。「
自
爾
此
笛
乎
給
件
聖
人
云
々
」
と
あ
る
本
文
か
ら
は
、

浄
蔵
が
朱
雀
門
で
吹
い
た
笛
と
は
別
の
笛
を
鬼
か
ら
受
け
取
り
、
そ
の
笛
こ

そ
が
「
葉
二
」
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
『
江
談
抄
』
の
表
現
は
や

や
簡
潔
に
過
ぎ
、
意
を
尽
く
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、

鬼
が
笛
を
吹
い
て
い
た
と
も
何
と
も
記
さ
れ
な
い
た
め
、
な
ぜ
こ
の
鬼
が
笛

を
持
っ
て
い
た
の
か
が
不
明
瞭
で
、
鬼
が
笛
を
く
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
少

し
唐
突
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
章
の
不
明
瞭
さ
は
、『
江
談
抄
』
が
言
談
録
で
あ
る
と
い

う
書
物
の
性
格
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
話
者
匡
房
と
筆
録
者
と
の

間
で
予
め
共
有
さ
れ
て
い
る
情
報
は
委
細
に
語
る
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

し
、
ま
た
筆
録
者
が
記
録
す
る
ま
で
も
な
い
と
判
断
し
た
と
す
れ
ば
、
書
き

留
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
こ
こ
で
も
、
浄
蔵
と
鬼
と

の
出
会
い
に
つ
い
て
、
省
略
に
付
さ
れ
た
情
報
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
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博
雅
が
付
会
さ
れ
る
こ
と
に
は
、そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稲
垣
氏
の
指
摘
も
あ
る（
10
）。

鬼
と
名
琵
琶
〈
玄
象
〉、
ま
た
〈
葉
二
〉
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
伝

承
を
見
て
き
た
が
、
名
楽
器
を
名
楽
器
と
し
て
、
そ
の
秀
逸
な
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
権
威
、
神
秘
性
な
ど
を
示
す
方
法
と
し
て
、
そ
の
楽
器
の
道

の
祖
た
る
人
物
、
ま
た
は
そ
の
楽
器
の
名
手
と
し
て
名
声
を
博
し
た
人

物
に
関
連
づ
け
て
、説
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、

そ
れ
は
特
に
鬼
、
そ
れ
も
羅
城
門
、
朱
雀
門
の
鬼
と
結
び
つ
い
た
形
で
、

芸
能
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
名
手
は
そ
の
道
に
達

し
た
才
能
、
精
神
の
持
ち
主
で
あ
り
、
鬼
も
そ
の
才
能
、
精
神
に
感
嘆

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
名
手
と
鬼
と
が
心
を
通
わ
せ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
の
説
話
の
テ
ー
マ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
指
摘
の
と
お
り
、
博
雅
は
、
貴
種
に
つ
な
が
る
親
王
の
子
で
、
勅
命

を
受
け
て
『
新
撰
楽
譜
（
博
雅
笛
譜
）』
を
撰
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
、

『
東
斎
随
筆
』
の
補
注
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
他
に
も
鬼
と
関
わ

る
伝
承
を
持
つ
。
鬼
と
笛
を
交
換
す
る
説
話
に
ぴ
っ
た
り
の
人
物
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う（
11
）。

　

さ
て
、
①
や
②
の
よ
う
に
、
笛
の
名
手
と
鬼
と
が
音
楽
を
介
し
て
通
じ
合

い
、
結
果
と
し
て
異
界
の
名
笛
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
は
、
名
器
説

話
と
し
て
普
遍
的
な
型
の
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
が
、『
江
談
抄
』
の
断
片

る
か
ら
と
言
っ
て
、
必
ず
し
も
『
江
談
抄
』
が
原
型
に
近
い
と
は
言
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

「
葉
二
」
伝
承
の
、
説
話
の
原
型
に
つ
い
て
は
三
弥
井
書
店
「
中
世
の
文

学
」
所
収
『
東
斎
随
筆
』
の
補
注（
９
）
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

朱
雀
門
の
鬼
か
ら
笛
を
貰
っ
た
と
い
う
説
話
は
、
主
人
公
の
名
が
伝

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
、
浄
蔵
上
人
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
っ
た
か
が
、

本
来
の
姿
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
博
雅
三
位
が
加
え
ら
れ
た
た

め
に
、
年
代
的
な
矛
盾
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
博
雅
三
位
の
名
が
加
え

ら
れ
た
の
は
、
一
つ
に
は
彼
が
笛
の
名
手
と
し
て
名
高
か
っ
た
か
ら
だ

が
、
も
う
一
つ
、
鬼
と
博
雅
三
位
と
の
間
に
説
話
的
連
想
が
作
用
し
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
昔
物
語
集
巻
二
四
の
二
四
話
に
、
博
雅

三
位
が
羅
城
門
の
鬼
か
ら
玄
象
を
と
り
戻
す
話
が
あ
り
、『
江
談
抄
』

巻
三
に
、
彼
が
笛
を
吹
く
と
鬼
瓦
が
落
ち
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
江
談
抄
』
に
名
が
見
え
な
い
か
ら
と
言
っ

て
、
博
雅
の
説
話
が
後
世
の
後
付
け
と
は
限
ら
な
い
。
博
雅
や
浄
蔵
と
い
っ

た
具
体
的
な
人
名
は
と
も
か
く
、
鬼
と
笛
を
交
換
す
る
型
の
説
話
も
、
古
く

か
ら
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
反
対
に
、
先
行
す
る
書
物
に
見
ら
れ
な
い
叙

述
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、『
十
訓
抄
』
編
者
に
よ
る
付
加
と
も
限
ら
ず
、『
十

訓
抄
』
の
か
た
ち
の
「
葉
二
」
伝
承
が
す
で
に
流
布
し
て
お
り
、
そ
れ
を
取

り
込
ん
だ
可
能
性
も
高
い
。
ま
た
、
右
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
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接
的
に
は
名
笛
の
名
を
知
ら
ぬ
無
知
な
蔵
人
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ

の
種
の
軽
口
・
興
言
利
口
は
、
天
皇
が
鍾
愛
の
孫
で
あ
る
と
い
う
関
係
性
を

前
提
に
し
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
。
実
際
、
天
皇
の
意
を
伝
え
る
蔵
人
相
手

に
、
こ
の
よ
う
な
冗
談
を
言
っ
て
の
け
る
道
長
の
姿
は
、『
大
鏡
』
以
下
の

諸
書
に
伝
え
ら
れ
る
、
道
長
の
磊
落
な
人
物
像
に
よ
く
適
う
も
の
が
あ
る
と

も
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
掲
げ
た
『
十
訓
抄
』
第
七
で
は
、『
江
談
抄
』
が
「
入

道
殿
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
「
宇
治
殿
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
の
異
同
に

つ
い
て
は
、
話
末
に
記
さ
れ
る
「
葉
二
」
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
の
記
事

と
、
不
可
分
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。『
江
談
抄
』
で
は
「
令
進
給
云
々
」

と
あ
り
、
後
一
条
院
に
献
上
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
が
、『
十
訓
抄
』

第
七
で
は
、「
術
な
き
由
、
御
返
事
に
奏
せ
ら
れ
た
り
け
る
も
、
一
つ
の
不

思
議
か
」
と
あ
る
だ
け
で
、
天
皇
に
献
上
し
た
か
ど
う
か
を
は
っ
き
り
記
さ

な
い
。
さ
さ
い
な
文
章
の
異
同
に
も
思
わ
れ
る
が
、
実
は
『
十
訓
抄
』
十
ノ

二
十
で
は
「
葉
二
」
が
平
等
院
の
経
蔵
に
納
め
ら
れ
ら
れ
た
と
明
記
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
『
江
談
抄
』
の
よ
う
に
天
皇
に
献
上
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
説
を
採
る
と
、『
十
訓
抄
』
の
内
部
で
所
蔵
先
が
天
皇

の
も
と
か
摂
関
家
か
で
矛
盾
が
お
き
て
し
ま
う
。
こ
の
矛
盾
を
避
け
る
た
め

に
、『
十
訓
抄
』
編
者
が
調
整
し
て
記
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、『
十
訓
抄
』
の
「
葉
二
」
伝
承
が
二
箇
所
に
分
か
れ
て
い
る

的
な
記
事
の
背
後
に
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
名
器
「
葉
二
」

を
め
ぐ
る
伝
承
は
、
こ
の
よ
う
な
話
形
に
沿
っ
て
構
想
さ
れ
、
そ
こ
に
「
楽

器
の
名
手
」
と
さ
れ
る
人
物
が
適
宜
あ
て
は
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成

し
、
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
、「
歯
が
ふ
た
つ
」
説
話
に
つ
い
て

　

次
に
、『
江
談
抄
』
の
後
半
に
あ
り
、
③
に
該
当
す
る
、「
歯
が
ふ
た
つ
」

の
伝
承
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
な
お
こ
の
伝
承
は
、『
十
訓
抄
』
で
は
、
前

掲
の
十
ノ
二
十
に
は
み
え
な
い
の
で
表
に
採
ら
な
か
っ
た
が
、
別
の
箇
所
で

あ
る
『
十
訓
抄
』
第
七
「
可
専
思
慮
事
」
第
二
十
九
話
に
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
本
文
を
掲
げ
る
。

　

宇
治
殿
、
葉
二
と
い
ふ
笛
を
伝
へ
持
た
れ
た
り
と
聞
こ
し
め
し
て
、

内
裏
よ
り
あ
る
蔵
人
し
て
、
か
の
笛
を
召
さ
れ
け
る
に
、
御
使
は
、
御

は
ふ
た
つ
、
召
し
あ
る
由
ば
か
り
を
申
し
て
、
笛
と
い
ふ
こ
と
を
申
さ

ざ
り
け
れ
ば
、
老
後
に
歯
二
つ
、
召
さ
れ
候
ふ
こ
と
、
術
な
き
由
、
御

返
事
に
奏
せ
ら
れ
た
り
け
る
も
、
一
つ
の
不
思
議
か
。

　

前
に
本
文
を
掲
げ
た
と
お
り
、
こ
の
伝
承
に
つ
い
て
、『
江
談
抄
』
は
蔵

人
を
介
し
た
「
後
一
条
院
」
と
「
入
道
殿
」（
道
長
）
と
の
や
り
取
り
と
し

て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
後
一
条
院
は
道
長
女
彰
子
所
生
の
待
望
の
外
孫

に
あ
た
り
、
道
長
と
の
年
齢
差
は
四
十
二
歳
に
及
ぶ
。
道
長
の
発
言
は
、
直
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わ
せ
て
、
年
代
の
見
合
う
人
物
と
し
て
頼
通
を
選
ん
だ
可
能
性
も
考
え
ら
れ

る
。

　

し
か
し
、
よ
り
重
視
す
べ
き
は
、「
葉
二
」
が
「
平
等
院
」
の
「
経
蔵
」

に
納
め
ら
れ
た
と
す
る
十
ノ
二
十
の
言
説
と
の
関
わ
り
だ
ろ
う
。
こ
の
伝
承

に
つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
が
、
平
等
院
の
経
蔵
と
は
、
摂
関
家
の
所
有

に
帰
し
た
宝
物
が
最
終
的
に
収
蔵
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
宇
治
の
宝

蔵
」
で
あ
る
。「
宇
治
の
宝
蔵
」
は
、
そ
の
創
始
者
と
さ
れ
る
宇
治
殿
頼
通

と
不
可
分
な
関
係
の
も
の
と
認
識
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
通
じ
る
者
に

と
っ
て
、天
皇
か
ら
の
「
葉
二
」
献
上
の
要
求
に
対
処
す
る
人
物
と
し
て
は
、

道
長
で
は
な
く
頼
通
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
と
想
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
結
果
、
道
長
の
人
物
像
に
適
う
興
言
利
口
が
、
頼
通
の
人
物
像

に
は
や
や
そ
ぐ
わ
な
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
大
事
な
こ
と
は

「
宇
治
の
宝
蔵
」
と
の
関
わ
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
十
訓
抄
』
は
『
江
談
抄
』
の
短
い
記
事
が
示

唆
す
る
「
葉
二
」
伝
承
の
総
体
を
取
り
込
む
際
に
、
か
な
り
意
識
的
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
原
香
苗
氏
や
福
島
尚
氏

の
指
摘
が
参
考
と
な
る（
13
）。
ま
ず
中
原
氏
は「
葉
二
」伝
承
に
即
し
て
、「『
十

訓
抄
』
編
者
が
「
楽
器
名
物
譚
集
成
」
か
ら
説
話
を
抜
き
出
す
際
、『
十
訓
抄
』

で
の
目
的
に
あ
わ
せ
て
、
説
話
の
構
成
を
改
変
し
た
り
、
あ
る
い
は
一
箇
所

に
記
さ
れ
て
い
た
説
話
を
要
素
ご
と
に
分
割
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ

の
は
、
篇
目
に
あ
わ
せ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

博
雅
と
浄
蔵
と
が
登
場
す
る
話
は
、
異
界
の
存
在
で
あ
る
鬼
を
も
感
動
さ
せ

る
名
手
の
奏
楽
の
徳
や
、楽
器
の
神
秘
性
を
語
る
説
話
と
理
解
さ
れ
た
の
で
、

第
十
の
「
可
庶
幾
才
芸
事
」
の
篇
目
に
採
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、「
葉
二
」

を
「
歯
が
二
本
」
に
と
り
な
す
興
言
利
口
め
い
た
説
話
の
方
は
、
当
意
即
妙

な
機
知
の
は
た
ら
き
を
伝
え
る
逸
話
と
し
て
、
第
七
の
「
可
思
慮
専
事
」
に

採
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
十
訓
抄
』
編
者
が
「
葉
二
」
と

い
う
、
ひ
と
つ
の
も
の
に
付
随
す
る
説
話
を
篇
目
に
あ
わ
せ
て
振
り
分
け
る

と
い
う
操
作
を
行
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
十
訓
抄
』
に
お
い
て
「
入
道
殿
」

が
、「
宇
治
殿
」
頼
通
に
置
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、「
入
道
殿
」
か
ら
「
宇
治
殿
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
伝
承
の
同
話
を
採
っ
て
い
る
書
物
の
う
ち
神
田
本
『
江
談

抄
』
な
ど
で
は
「
後
冷
泉
院
」
と
「
入
道
殿
」
と
な
っ
て
い
る（
12
）。
史
実

か
ら
言
う
と
、
道
長
は
一
〇
二
七
年
に
没
し
て
お
り
、
後
冷
泉
天
皇
は

一
〇
二
五
年
に
生
ま
れ
た
の
で
、
道
長
と
の
接
点
は
せ
い
ぜ
い
二
年
ほ
ど
で

あ
る
。
ま
た
、
後
冷
泉
の
即
位
は
道
長
没
後
十
七
年
余
の
こ
と
で
、
こ
の
組

み
合
わ
せ
は
、
説
話
が
伝
わ
る
内
に
人
名
に
錯
誤
が
生
じ
た
か
と
も
思
わ
れ

る
。
し
か
し
『
十
訓
抄
』
は
、こ
の
説
話
で
摂
関
家
側
の
人
物
を
「
宇
治
殿
」

（
頼
通
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
神
田
本
『
江
談
抄
』
な

ど
の
よ
う
に
、
天
皇
を
「
後
冷
泉
院
」
と
す
る
伝
承
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
合
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『
江
談
抄
』
で
は
、
浄
蔵
の
話
の
あ
と
に
、「
其
後
次
第
伝
之
在
入
道
殿
」

と
あ
っ
て
か
ら
「
歯
が
ふ
た
つ
」
の
よ
う
な
摂
関
家
や
天
皇
が
関
わ
る
伝
承

が
記
さ
れ
て
い
た
。『
十
訓
抄
』
で
も
、
浄
蔵
の
説
話
の
あ
と
に
は
、「
そ
の

の
ち
伝
は
り
て
、
御
堂
入
道
殿
の
御
物
に
な
り
に
け
る
を
」
と
あ
り
、
一
致

し
て
い
る
。
し
か
し
『
十
訓
抄
』
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
下
に
語
ら
れ
る
内

容
が
『
江
談
抄
』
と
は
異
な
り
、前
掲
の
話
題
の
整
理
で
④
に
該
当
す
る
、「
宇

治
殿
」
が
平
等
院
の
経
蔵
に
「
葉
二
」
を
納
め
た
と
い
う
伝
承
や
、
⑤
に
該

当
す
る
忠
実
の
言
談
と
い
う
、
摂
関
家
と
関
わ
る
伝
承
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
、
④
⑤
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、『
十
訓
抄
』
を
さ
か
の
ぼ
る
資
料

に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る（
14
）
が
、こ
こ
で
は
、宇
治
殿
が「
葉

二
」
を
「
宇
治
の
経
蔵
」
に
納
め
、
そ
の
後
に
師
実
が
実
際
に
見
た
こ
と
を

忠
実
が
話
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

　

さ
て
、
以
下
本
節
で
は
「
葉
二
」
の
実
像
を
確
認
し
つ
つ
、
④
の
伝
承
に

つ
い
て
考
察
し
た
い
。「
葉
二
」
は
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
「
御
前
に
さ
ぶ

ら
ふ
も
の
」（
15
）
と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
、『
御
堂
関
白
記
』
で
は
寛
弘
七

年
（
一
〇
一
〇
）
正
月
十
一
日
条
に
「
従
華
山
院
御
匣
殿
許
、
得
横
笛
〈
歯

二
〉、
只
今
第
一
笛
也
」
と
あ
り（
16
）、
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
正
月
十
五

日
裏
書
で
は
「
御
送
物
三
種
」
の
一
つ
と
し
て
名
前
が
挙
が
る
。
前
掲
論
中

で
の
豊
永
氏
は
、
皇
位
継
承
に
伴
っ
て
旧
帝
か
ら
新
帝
に
相
伝
さ
れ
る
「
累

代
御
物
」
と
な
っ
た
楽
器
に
注
目
し
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
中
で

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
福
島
氏
は
『
十
訓
抄
』
全
体
を
視
野
に
入

れ
、『
十
訓
抄
』
が
出
典
か
ら
説
話
を
改
変
す
る
際
に
は
「
必
ず
し
も
一
書

の
み
に
よ
ら
な
い
、
諸
知
識
の
相
互
注
釈
的
・
重
層
的
な
利
用
態
度
が
あ
る
」

と
し
、
単
に
各
編
の
主
題
に
合
わ
せ
る
た
め
の
加
工
・
改
変
だ
け
で
は
な
く
、

「
個
々
の
話
題
に
対
す
る
編
者
な
り
の
「
注
釈
」
的
な
眼
差
し
」
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
両
氏
の
指
摘
は
、『
十
訓
抄
』
に
お
い
て
二
箇
所
に

分
割
し
て
記
さ
れ
る
「
葉
二
」
伝
承
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
示
唆
と
な

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
歯
が
ふ
た
つ
」
の
伝
承
は
、
前
掲
の
表
に
示
す
と
お
り
、
楽
書
で

は
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
歯
が
ふ
た
つ
」
の
伝
承
が
、
芸

道
感
応
説
話
や
楽
器
の
神
秘
性
を
語
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
起
因

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
歯
が
ふ
た
つ
」の
伝
承
を
記
さ
な
い
書
物
は
、

特
に
『
十
訓
抄
』
十
ノ
二
十
と
か
な
り
同
文
に
近
く
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
い

で
い
る
よ
う
で
あ
り
、『
十
訓
抄
』
が
第
十
と
第
七
に
切
り
離
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、「
葉
二
」
の
実
像
と
「
宇
治
の
経
蔵
」

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
、『
江
談
抄
』『
十
訓
抄
』
の
、
博
雅
と
浄
蔵
の
説
話
、

そ
し
て
「
歯
が
ふ
た
つ
」
の
説
話
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
次
に
、『
十
訓
抄
』

の
後
半
の
説
話
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
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そ
れ
で
は
、「
葉
二
」
が
「
宇
治
の
経
蔵
」
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
宇
治
の
経
蔵
」
も
し
く
は
「
宇
治
の
宝
蔵
」
は
、

多
く
の
宝
物
が
納
め
ら
れ
た
場
所
と
し
て
、
様
々
な
説
話
に
語
ら
れ
る
。
森

正
人
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
「
宇
治
の
宝
蔵
」
に
納
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
に

は
、
必
ず
し
も
実
在
し
な
か
っ
た
り
、
す
で
に
失
わ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
た

り
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
18
）。
ま
た
、
田
中
貴
子
氏
は
、
宇
治
の
宝

蔵
と
そ
の
収
蔵
品
の
記
事
を
取
り
上
げ
、
現
実
の
平
等
院
の
建
造
物
か
ら
独

立
し
た
象
徴
的
な
「
宇
治
の
宝
蔵
」
像
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
に
着
目
し
、

摂
関
家
の
宝
物
を
集
め
る
宝
蔵
に
宝
物
を
秘
蔵
す
る
こ
と
で
世
間
か
ら
隔
離

し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
権
威
を
高
め
て
い
た
と
指
摘
す
る（
19
）。
さ
ら
に
田

中
氏
は
「
秘
蔵
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
世
間
に
は
流
布
し
な
い
、と
い
う
言
説
は
、

逆
説
的
に
架
空
の
品
々
の
実
在
感
を
高
め
る
た
め
の
修
辞
」
と
な
る
と
も
述

べ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
実
態
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
「
葉
二
」
に
つ

い
て
も
、「「
宇
治
の
経
蔵
（
も
し
く
は
宝
蔵
）」
に
今
も
あ
る
は
ず
だ
、
あ
っ

て
欲
し
い
」
と
い
う
思
い
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
に
結
実
し
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
忠
実
の
祖
父
師
実
が
実
見
し
た
段
階
で
、
葉
の
一
つ
が
落
ち
、
露
も

置
か
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
「
葉
二
」
は
、
案
外
早
い
段
階
で
失
わ
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
笛
の
名
器
が
、「
宇
治
の
宝
蔵
」
に
入
っ

た
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
存
在
は
理
念
の
中
で
永
続
す
る
。
実
際
の
平
等
院

「
葉
二
」
に
つ
い
て
も
触
れ
、「
葉
二
」
が
花
山
院
か
ら
花
山
院
御
匣
殿
の
も

と
へ
渡
り
、
そ
れ
を
道
長
が
手
に
入
れ
、
敦
良
親
王
の
五
十
日
の
祝
い
に
一

条
天
皇
に
献
上
し
た
と
の
見
解
を
示
す（
17
）。
す
な
わ
ち
「
葉
二
」
は
、
天

皇
や
摂
関
家
に
と
っ
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
楽
器
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
像
を
ふ
ま
え
れ
ば
、『
江
談
抄
』
や
『
十

訓
抄
』
は
、
博
雅
や
浄
蔵
の
芸
道
感
応
譚
か
ら
話
題
を
移
す
際
に
、
道
長
が

手
に
入
れ
た
こ
と
を
記
す
こ
と
で
、
実
像
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
摂
関
家
と
関

わ
る
伝
承
へ
と
話
題
を
移
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、『
殿
暦
』
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
十
二
月
廿
五
日
裏
書
で
は
、

次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

裏
書
、
辰
刻
許
参
御
前
、
見
御
笛
、
其
中
葉
二
是
笛
名
也
、
勝
也
、
右

大
弁
宗
忠
朝
臣
・
四
位
少
将
宗
輔
朝
臣
・
余
候
御
前
、
御
前
御
笛
声
実

以
神
妙
也

　

こ
の
記
事
で
は
、忠
実
が
堀
河
天
皇
の
も
と
で
「
葉
二
」
を
見
せ
て
も
ら
っ

て
お
り
、「
宇
治
の
経
蔵
」
に
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

天
皇
の
御
物
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
古
記
録
類
と
、「
宇
治
の
経
蔵
」
に
納

め
ら
れ
た
と
す
る
説
話
と
で
は
、所
蔵
先
に
矛
盾
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。も
っ

と
も
、『
殿
暦
』
康
和
三
年
の
記
事
以
降
、
貴
族
日
記
類
に
は
「
葉
二
」
の

名
前
は
み
え
な
く
な
り
、
そ
の
後
の
実
態
は
分
か
ら
な
く
な
る
。
こ
の
段
階

で
、「
葉
二
」
の
実
態
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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に
珍
重
さ
れ
、
今
は
「
宇
治
の
経
蔵
（
宝
蔵
）」
の
秘
宝
と
な
り
、
こ
れ
か

ら
も
末
永
く
収
蔵
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
過
去
・
現
在
・

未
来
に
及
ぶ
「
葉
二
」
伝
承
は
、
そ
れ
が
ど
の
く
ら
い
史
実
を
反
映
す
る
か

と
は
関
わ
り
な
く
、
人
々
が
名
器
に
寄
せ
る
思
い
を
十
全
に
語
る
も
の
と
評

し
得
る
だ
ろ
う
。

五
、「
葉
二
」
の
外
見
と
正
倉
院
楽
器

　

そ
れ
で
は
、
前
掲
の
話
題
の
整
理
で
⑤
に
該
当
す
る
伝
承
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
「
葉
二
」
が
、「
こ
の
笛
に
は
葉
二
つ
あ
り
。
一
つ
は
赤
く
、

一
つ
は
青
く
し
て
、
朝
ご
と
に
露
お
く
と
い
ひ
伝
へ
」
ら
れ
て
い
る
と
い
う

特
徴
的
な
外
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
御
堂
関
白
記
』
や
『
殿
暦
』
で
は
形

状
に
つ
い
て
記
さ
れ
な
い
た
め
実
際
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
が
、『
十
訓

抄
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
、
説
話
に
お
け
る
「
葉
二
」
の
外
見
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　

現
代
の
我
々
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
横
笛
、
特
に
龍
笛
と
し
て
は
、
樺
巻
・
漆

塗
り
が
施
さ
れ
た
も
の
が
普
通
で
あ
り
、「
葉
っ
ぱ
が
二
枚
付
い
て
い
た
」

と
い
う
『
十
訓
抄
』
の
よ
う
な
姿
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、『
正
倉
院
の
楽
器
』（
21
）
で
は
、
歌
口
の
そ
ば
か
ら
小
枝
が
生
え
て
い
る

正
倉
院
楽
器
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
図
版
を
み
る
と
、
現
代
の
龍
笛
に
も
み

ら
れ
る
よ
う
な
樺
巻
・
漆
塗
り
の
施
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

の
宝
蔵
は
十
四
世
紀
に
焼
失
し
た
よ
う
だ
が（
20
）、
逆
に
い
え
ば
そ
れ
ま
で

「
葉
二
」
は
摂
関
家
の
秘
庫
に
秘
宝
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
ま
し
て
『
十
訓
抄
』
が
成
立
し
た
建
長
四
（
一
二
五
二
）
年
の
頃
に
は
、

平
等
院
の
経
蔵
な
ど
も
現
存
し
て
お
り
、「
あ
の
中
に
「
葉
二
」
が
今
も
あ
る
」

と
い
う
現
実
味
の
あ
る
伝
承
と
し
て
、
当
時
に
は
理
解
さ
れ
た
か
も
し
れ
な

い
。

　

こ
う
し
て
「
葉
二
」
は
、
実
態
を
失
っ
て
も
、「
宇
治
の
経
蔵
（
宝
蔵
）」

に
入
る
こ
と
で
、
言
説
の
世
界
で
永
遠
化
・
特
権
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
後
世
に
平
等
院
宝
蔵
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
周
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、「
葉
二
」
も
運
命
を
共
に
し
た
と
理
解
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
後
世
の

楽
書
類
の
伝
承
に
お
い
て
は
、
た
と
え
『
十
訓
抄
』
と
同
文
的
な
内
容
が
記

さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
『
続
古
事
談
』
の
冒
頭
付
近
数
話
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
「
宝
物
喪
失
説
話
」
の
性
格
を
備
え
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
に
、
前
掲
の
表
の
話
題
①
か
ら
④
ま
で
を
み
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
「
葉
二
」
伝
承
は
、神
秘
的
な
名
器
が
ど
こ
か
ら
き
て
、

誰
の
手
を
経
て
、
い
ま
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
語
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
し
か

も
、
そ
の
起
源
は
、
名
手
の
高
い
演
奏
技
術
が
、
異
界
の
存
在
で
あ
る
鬼
を

感
動
さ
せ
、
そ
の
交
感
の
象
徴
と
し
て
名
笛
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
神
秘
性
を
ま
と
う
名
笛
「
葉
二
」
は
、
天
皇
や
摂
関
家
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結
局
の
と
こ
ろ
、
実
在
し
た
「
葉
二
」
の
形
状
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
し
か
し
、「
こ
の
笛
に
は
葉
二
つ
あ
り
…
」
と
い
う
特
徴
的
な
外
見

の
伝
承
は
、「
葉
二
」と
い
う
名
前
か
ら
想
起
さ
れ
る
命
名
の
由
来
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
と
も
に
、
異
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
神
秘
的
な
名
器
「
葉
二
」
が
、

正
倉
院
楽
器
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
素
朴
な
造
り
を
持
ち
、
葉
が
付
い
た
ま
ま

露
が
置
く
と
い
う
霊
力
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
含
意
を
合
わ
せ
て
伝

承
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、「
宇
治
の
宝
蔵
」と
正
倉
院
宝
物
に
も
関
わ
り
が
あ
っ
た
。『
小

右
記
』『
左
経
記
』
等
に
よ
れ
ば
、
道
長
は
寛
仁
三
（
一
〇
一
九
）
年
に
東

大
寺
で
受
戒
し
、
そ
の
際
に
正
倉
院
宝
物
を
拝
観
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
増

記
隆
介
氏
は
、
そ
こ
に
頼
通
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ

れ
が
平
等
院
経
蔵
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る（
24
）。
正
倉
院
宝
物
の
姿
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
は
ず
も
な
い
が
、
道
長

や
頼
通
と
正
倉
院
宝
物
と
の
間
に
は
、
連
想
が
は
た
ら
い
た
可
能
性
も
あ
る

の
で
あ
る
。

　

『
十
訓
抄
』
の
伝
承
と
し
て
は
、「
京
極
殿
御
覧
じ
け
る
時
は
、
赤
葉
落

ち
て
、
露
お
か
ざ
り
け
る
」
と
い
う
忠
実
の
言
談
か
ら
も
、
京
極
殿
師
実
の

こ
ろ
に
は
す
で
に
、「
葉
二
」が
、本
来
の
完
全
な
姿
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
お
り
、
名
器
と
し
て
す
で
に
衰
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
伝
承
も
ま
た
、
宝
物
喪
失
説
話
と
し
て
の
側
面
を
持

こ
れ
は
、
正
倉
院
に
現
存
す
る
四
点
の
横
笛
す
べ
て
同
様
で
あ
る
。
こ
の
横

笛
四
点
の
中
に
は
、
彫
石
横
笛
と
牙
横
笛
が
あ
り
、
材
質
が
竹
で
な
く
と
も

節
や
小
枝
を
か
た
ど
っ
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（
22
）。
こ
の
正

倉
院
楽
器
に
つ
い
て
林
謙
三
氏
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
を
加
え
て
い
る（
23
）。

横
笛
は
一
節
の
あ
る
竹
を
も
つ
て
作
り
、
節
に
は
自
然
の
小
枝
を
つ
け

る
の
が
式
で
あ
る
。
竹
製
で
は
根
に
近
い
方
に
吹
口
を
う
が
ち
、
根
に

遠
い
方
を
筒
口
と
す
る
こ
と
は
尺
八
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
そ
う
し
な

け
れ
ば
小
枝
の
向
き
が
逆
位
置
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
小
枝
は
竹

製
の
も
の
は
比
較
的
大
き
く
、
後
世
の
龍
笛
に
見
る
痕
迹
的
な
も
の
と

は
著
し
い
差
異
が
あ
る
。

　

「
葉
二
」
の
形
状
に
は
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
横
笛
が
想
起
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。
笛
に
で
き
る
ほ
ど
の
太
さ
の
竹
か
ら
直
接
葉
が
つ
い
て

い
る
と
は
想
像
し
難
い
が
、
樺
巻
・
漆
塗
り
が
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
小
枝
が

付
い
て
い
て
そ
の
先
に
葉
が
つ
い
て
い
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
や
は

り
現
実
的
に
は
あ
り
え
な
い
が
、
想
像
し
や
す
い
も
の
に
は
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
正
倉
院
に
納
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
平
安
時
代
以

前
の
横
笛
の
一
般
的
な
形
状
だ
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

樺
巻
・
漆
塗
り
の
施
さ
れ
た
も
の
と
比
較
し
て
、
正
倉
院
楽
器
の
横
笛
は
素

朴
な
造
り
と
は
い
え
そ
う
で
、
横
笛
の
原
始
的
な
姿
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う

と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



横
笛
「
葉
二
」
伝
承
考

四
九

て
い
る
こ
と
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
態
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
必
要
と
さ
れ
た
言
説
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
な
お
『
十
訓
抄
』

で
は
、
⑥
に
お
い
て
横
笛
の
秘
曲
や
「
最
物
」
の
列
挙
が
補
足
さ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
「
葉
二
」
の
み
に
か
か
る
内
容
で
は
な
い
た
め
、「
葉
二
」
伝
承

に
付
随
さ
せ
て
記
す
書
物
は
多
く
な
い（
26
）。

　

こ
の
よ
う
に
①
か
ら
⑥
の
伝
承
に
お
い
て
、「
葉
二
」
の
過
去
・
現
在
・

未
来
を
語
り
、
そ
し
て
神
秘
性
と
実
在
を
重
ね
て
強
調
す
る
記
述
を
備
え
た

「
葉
二
」
説
話
は
、『
十
訓
抄
』
の
頃
に
一
定
の
完
成
を
み
た
、
と
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
「
完
成
し
た
」
説
話
と
な
っ
た
「
葉
二
」
伝
承
は
、

楽
人
た
ち
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
楽
書
類
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
葉
二
」
伝
承
を
概
観
し
、
周
辺
資
料
に
も
触
れ
な

が
ら
読
解
を
深
め
た
。
改
め
て
「
葉
二
」
説
話
の
構
造
を
確
認
す
る
と
、
前

半
に
芸
道
感
応
説
話
、
後
半
に
王
権
・
摂
関
家
と
の
関
わ
り
を
持
つ
伝
承
を

備
え
て
い
た
。
特
に
『
十
訓
抄
』
に
記
さ
れ
る
説
話
で
は
、
こ
れ
ら
は
、
単

に
楽
器
そ
の
も
の
の
権
威
や
神
秘
性
を
高
め
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
神
秘
的
な
名
器
が
ど
こ
か
ら
き
て
、
誰
の
手
を
経
て
、
い
ま
ど
こ
に
あ

る
の
か
を
語
る
と
い
う
、「
葉
二
」
の
過
去
・
現
在
・
未
来
に
及
び
、
人
々

つ
と
も
い
え
よ
う
。「
葉
二
」
は
「
宇
治
の
経
蔵
」
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
氏
長
者
で
あ
る
師
実
が
実
見
す
る
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
不
自
然

は
な
い
。
ま
た
、
音
楽
伝
承
に
藤
原
忠
実
の
言
談
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
田
村
憲
治
氏
や
、
磯
水
絵
氏
の
指
摘（
25
）
が
あ
り
、
管
絃

に
関
す
る
忠
実
の
言
談
記
録
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
や
、
忠
実
の
言
談
が

極
め
て
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
続
け
た
こ
と
、
忠
実
自
身
も
管
絃

に
携
わ
り
、
造
詣
が
深
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
当
に
忠
実
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
た
か
ど
う
か
は
確
定
で

き
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
伝
承
は
十
分
に
現
実
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

摂
関
家
氏
長
者
と
し
て
一
時
代
を
画
し
た
師
実
の
よ
う
に
、
権
威
あ
る
人
物

が
実
際
に
そ
の
存
在
を
見
て
い
た
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
実
の
孫
で
猶
子
で

も
あ
っ
た
忠
実
と
い
う
、
や
は
り
貴
族
社
会
に
重
き
を
な
す
人
物
が
証
言
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、「
葉
二
」
の
存
在
は
確
固
た
る
も
の
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
葉
二
」
を
め
ぐ
る
伝
承
は
、
①
か
ら
④
ま
で
の
伝
承
に
お
い
て
、
す
で

に
「
葉
二
」
の
過
去
・
現
在
・
未
来
に
つ
い
て
十
全
に
語
り
尽
く
し
て
い
た

は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
⑤
の
伝
承
で
は
、「
葉
二
」
が
神
秘
的
な
姿
を

持
つ
名
器
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
実
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
改
め
て
補

強
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
話
中
す
で
に

「
葉
二
」
が
本
来
の
完
全
な
姿
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し



五
〇

【
注
】

（
１
）
稲
垣
泰
一
「
鬼
と
名
楽
器
を
め
ぐ
る
伝
承
」（
東
京
教
育
大
学
中
世
文
学
談

話
会
編
『
峯
村
文
人
先
生
退
官
記
念
論
集　

和
歌
と
中
世
文
学
』
一
九
七

七
年
）。

（
２
）『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
正
月
十
一
日
、
同
寛
弘
七
年

（
一
〇
一
〇
）
正
月
十
五
日
裏
書
、『
殿
暦
』
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）
正

月
廿
二
日
、
同
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
十
二
月
廿
五
日
。

（
３
）
豊
永
聡
美
『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
』
二
〇
〇
六
年
、
吉
川
弘
文
館
。

（
４
）
磯
水
絵
『
説
話
と
横
笛
―
平
安
京
の
管
絃
と
楽
人
―
』
二
〇
一
六
年
、
勉

誠
出
版
。

（
５
）
拙
稿
「
篳
篥
「
海
賊
丸
」
説
話
の
諸
相
―
『
続
教
訓
鈔
』
所
載
名
器
伝
承

の
一
考
察
―
」（『
言
語
文
化
学
研
究　

日
本
語
日
本
文
学
編
』
十
六
号
、

二
〇
二
一
年
三
月
）。

（
６
）
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
江
談
抄
・
中
外
抄
・
富
家
語
』（
後
藤
昭

雄
・
山
根
對
助
・
池
上
洵
一
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
所
載
の
『
江

談
抄
』
原
文
（
底
本
は
類
聚
本
）
に
よ
る
。
古
本
系
で
は
神
田
本
三
一
、

水
言
抄
一
六
一
、
前
田
本
五
五
に
記
載
さ
れ
る
。

（
７
）
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
浅
見
和
彦
校
注
、小
学
館
、

一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
８
）
該
当
す
る
箇
所
は
次
の
通
り
。
引
用
は
日
本
古
典
全
集
『
続
教
訓
鈔
』（
正

宗
敦
夫
編
纂
校
訂
、
一
九
三
九
年
）
に
よ
る
。
引
用
個
所
は
、
本
文
よ
り

字
下
げ
さ
れ
て
お
り
、「
葉
二
」
説
話
に
対
す
る
注
記
と
考
え
ら
れ
る
。

但
此
記
頗
ル
不
審
也
、
博
雅
ハ
浄
蔵
ヨ
リ
ノ
チ
ノ
人
ナ
リ
、
生
年
ト

イ
ヒ
、
死
去
ト
イ
ヒ
、
コ
ト
ノ
ホ
カ
ノ
相
違
ナ
リ
、

浄
蔵
ハ
寛
平
三
年
辛
巳
生
ル
、
康
保
元
年
十
一
月
廿
一
日
入
滅
、〈
年

七
十
四
、〉

博
雅
ハ
、
延
喜
十
九
年
己
卯
生
ル
、
天
元
三
年
九
月
廿
八
日
薨
、〈
年

が
名
器
に
寄
せ
る
思
い
を
十
全
に
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
完

成
し
た
」
説
話
で
あ
る
た
め
に
、「
葉
二
」
伝
承
の
中
で
は
『
十
訓
抄
』
の

形
の
も
の
が
、
後
世
に
強
い
影
響
力
を
持
ち
、
特
に
、
楽
書
に
流
入
し
、
楽

家
の
伝
承
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
面
で
は
、
宝
物
喪

失
説
話
の
性
格
も
帯
び
る
こ
と
と
な
り
、『
続
古
事
談
』
の
よ
う
な
尚
古
的

な
思
想
と
も
通
じ
る
も
の
を
看
取
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

楽
家
の
伝
承
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
や
流
派
の
正
統
性
の
主
張
の
た
め
に
、

説
話
伝
承
の
中
で
、
名
器
と
し
て
の
名
前
な
ど
の
要
素
が
付
加
さ
れ
て
ゆ
く

場
合
も
あ
る
が（
27
）、
今
回
み
て
き
た
横
笛
「
葉
二
」
に
つ
い
て
は
、
実
体

と
名
前
が
先
に
あ
っ
て
説
話
が
付
随
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

名
器
と
し
て
の
霊
異
や
、
王
権
・
摂
関
家
と
の
関
り
を
語
る
説
話
が
付
随
す

る
こ
と
で
、
名
器
と
し
て
権
威
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
性
格
の
伝
承
も
、
名
器
伝
承
の
型
の
一
つ
の
あ
り
方
と
い
え
る
か
と
考

え
て
い
る
。
今
後
も
、
名
器
を
め
ぐ
る
伝
承
に
つ
い
て
、
様
々
な
観
点
か
ら

考
え
を
深
め
て
い
き
た
い
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
度
説
話
文
学
会
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
。



横
笛
「
葉
二
」
伝
承
考

五
一

下
も
同
じ
。

（
17
）
前
掲
注
（
３
）
豊
永
氏
著
書
。

（
18
）
森
正
人
「
宇
治　

伝
承
的
「
平
等
院
宝
蔵
目
録
」」（
矢
野
貫
一
編
『
日
本

発
掘
』
一
九
八
五
年
、
象
山
社
）。

（
19
）
田
中
貴
子
「
宇
治
の
宝
蔵
―
中
世
に
お
け
る
宝
蔵
の
意
味
」（『
外
法
と
愛

法
の
中
世
』
二
〇
〇
六
年
、
平
凡
社
）。「
宝
蔵
」
と
「
経
蔵
」
は
厳
密
に

は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
田
中
氏
は
、
伝
承
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
現

す
る
際
は
、
実
際
の
建
造
物
に
、
必
ず
し
も
対
応
し
て
呼
び
分
け
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、本
稿
も
こ
の
指
摘
に
従
う
。「
葉

二
」
伝
承
に
つ
い
て
も
、『
十
訓
抄
』
で
は
「
平
等
院
の
経
蔵
」
で
あ
る
が
、

『
教
訓
抄
』『
愚
聞
記
』
で
は
「
宇
治
の
宝
蔵
」
と
な
っ
て
お
り
、
揺
れ
が

あ
る
。

（
20
）『
太
平
記
』
十
四
な
ど
に
よ
れ
ば
建
武
三
（
一
三
三
六
）
年
。

（
21
）
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
の
楽
器
』
一
九
六
七
年
、
日
本
経
済
新
聞
社
。

（
22
）
正
倉
院
に
は
尺
八
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
尺
八
に
小
枝
は
み
ら
れ
な
い
。

横
笛
と
同
様
、
尺
八
に
も
彫
石
尺
八
、
玉
尺
八
、
牙
尺
八
と
い
っ
た
、
材

質
が
竹
で
は
な
い
も
の
が
あ
り
、
竹
の
節
な
ど
が
再
現
さ
れ
る
が
、
や
は

り
小
枝
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、
小
枝
に
つ
い
て
は
横
笛
に
特
徴
的
な
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
材
質
が
そ
の
楽
器
の
本
来
の
も
の
と
異
な
る
も

の
も
、
本
来
の
材
質
で
作
ら
れ
た
楽
器
の
形
状
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
現
代
に
お
い
て
も
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
リ
コ
ー
ダ
ー
や
龍

笛
な
ど
に
あ
て
は
ま
る
。

（
23
）
林
謙
三
「
正
倉
院
資
料
に
よ
る
楽
器
の
全
貌
」（『
正
倉
院
楽
器
の
研
究
』

一
九
六
四
年
、
風
間
書
房
）。

（
24
）
増
記
隆
介
「
藤
原
道
長
と
正
倉
院
宝
物
」（
増
記
隆
介
・
皿
井
舞
・
佐
々
木

守
俊
『
天
皇
の
美
術
史
１　

古
代
国
家
と
仏
教
美
術　

奈
良
・
平
安
時
代
』

二
〇
一
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

六
十
二
、〉

（
９
）
中
世
の
文
学
『
今
物
語
・
隆
房
集
・
東
斎
随
筆
』（
久
保
田
淳
・
大
島
貴
子
・

藤
原
澄
子
・
松
尾
葦
江
校
注
、
一
九
七
九
、三
弥
井
書
店
）。

（
10
）
前
掲
注
（
１
）
稲
垣
氏
論
文
。

（
11
）
博
雅
三
位
に
は
、
篳
篥
の
名
手
で
あ
っ
た
と
す
る
説
話
も
残
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
櫻
井
利
佳
「
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
十
月
）
に
詳
し
い
。

（
12
）
同
話
を
掲
載
す
る
他
書
も
含
め
た
異
同
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
。

　　
　

・
後
一
条
院
と
入
道
殿
…
『
江
談
抄
』

　　
　

・
後
冷
泉
院
と
入
道
殿
…

　　
　
　
　

神
田
本
『
江
談
抄
』、『
夜
鶴
庭
訓
抄
』、『
説
経
才
学
抄
』、『
二
中
歴
』

　　
　

・
内
裏
（
内
）
と
宇
治
殿
…
『
十
訓
抄
』、『
東
斎
随
筆
』

（
13
）
中
原
香
苗
「
楽
器
名
物
譚
の
伝
承
」（『
説
話
文
学
研
究
』
三
十
四
号
、

一
九
九
九
年
五
月
）、
福
島
尚
「『
十
訓
抄
』
の
出
典
か
ら
の
話
題
形
成
に

関
す
る
覚
書
―
『
奥
義
抄
』『
和
歌
色
葉
』
と
関
係
す
る
話
題
よ
り
の
考
察

―
」（『
説
話
論
集
』
七
、
清
文
堂
、
一
九
九
七
年
）。

（
14
）
天
福
元
（
一
二
三
三
）
年
に
成
立
し
た
『
教
訓
抄
』
に
は
、「
浄
蔵
大
徳
ハ
、

朱
雀
門
ノ
辺
ニ
シ
テ
、笛
ヲ
吹
シ
カ
バ
、楼
ノ
鬼
高
声
ニ
シ
テ
、カ
ム
ジ
テ
、

ナ（
マ
マ
）ヲ

ラ
フ
エ
ト
ナ
ノ
ル
。〈
件
笛
、宇
治
宝
蔵
ニ
ア
リ
。〉」
と
あ
り
、「
葉
二
」

に
付
随
す
る
説
話
か
ど
う
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
話
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。『
十
訓
抄
』
の
成
立
よ
り
も
三
十
年
ほ
ど
早
い
段
階
で
、『
十

訓
抄
』の
よ
う
な
か
た
ち
の
説
話
が
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、

『
教
訓
抄
』
の
本
文
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
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。

（
15
）
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』（
渡
辺
実
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。

（
16
）
引
用
は
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。『
御
堂
関
白
記
』『
殿
暦
』
の
引
用
は
以



五
二

（
25
）
田
村
憲
治
「
藤
原
忠
実
の
言
談
―
衣
服
・
管
絃
を
め
ぐ
る
―
」（『
中
世
文

学
研
究
』
二
十
四
号
、
一
九
九
八
年
八
月
）、
磯
水
絵
「
知
足
院
関
白
の
音

楽
活
動
に
つ
い
て
―
そ
の
記
録
と
伝
承
―
」（『
説
話
と
音
楽
伝
承
』
二
〇

〇
〇
年
、
和
泉
書
院
）。

（
26
）『
十
訓
抄
』
の
横
笛
の
「
最
物
」
に
名
前
が
挙
が
る
「
青
葉
」
に
つ
い
て
は

拙
稿
「
横
笛
「
青
葉
」
伝
承
の
生
成
と
流
布
」（『
日
本
語
日
本
文
学
論
叢
』

十
三
号
、
二
〇
一
八
年
二
月
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
27
）
前
掲
注
（
５
）
の
拙
稿
の
ほ
か
、
近
年
の
研
究
発
表
に
、
根
本
千
聡
氏
「
院

政
期
の
篳
篥
を
め
ぐ
る
説
話
と
秘
曲
」（
二
〇
二
一
年
度
説
話
文
学
会
大
会
）

が
あ
る
。

（
せ
の
お　

え
り
・
本
学
博
士
後
期
課
程
在
学
）


