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一

「
か
ぐ
や
姫
」
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
表
現

　
　
　
　

は
じ
め
に

　
『
竹
取
物
語
』
の
地
の
文
に
お
い
て
、
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、

石
作
皇
子
を
除
く
「
色
好
み
」
四
人
の
求
婚
者
（
皇
子
・
右
大
臣
・
大

納
言
・
中
納
言
）
と
帝
で
あ
る
が
、
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
は
、
山
口
仲

美
氏（

１
）が

「
主
要
人
物
よ
り
も
低
く
扱
わ
れ
て
お
り
、
概
し
て
無
敬
語
表

現
」（
408
頁
）
な
の
だ
が
、「
㈣
段
（
庫
持
皇
子
＝
稿
者
注
）
以
後
に
は
、

九
例
ほ
ど
の
敬
語
表
現
が
散
在
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
当

該
論
文
に
お
け
る
氏
の
関
心
は
、
石
作
皇
子
と
庫
持
皇
子
条
間
に
お
け

る
断
層
に
つ
い
て
、
表
現
の
分
析
を
通
し
て
、
成
立
過
程
を
解
明
す
る

点
に
あ
り
、
か
ぐ
や
姫
の
敬
語
表
現
に
関
す
る
、
具
体
的
な
分
析
や
言

及
は
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
井
上
親
雄
氏（

２
）は

、
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
地
の
文
で

の
尊
敬
語
使
用
が
、「
人
間
の
力
の
限
界
を
超
越
し
た
存
在
（
神
性
を

有
す
る
も
の
）」（
46
頁
）
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
「
神
性
を
有
す

る
こ
と
が
明
白
な
箇
所
だ
け
に
敬
語
を
用
い
」
て
、
姫
の
「「
位
格
」

を
認
定
し
た
こ
と
を
示
す
機
能
を
果
た
し
」
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、「
そ

れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
神
性
を
有
す
る
と
い
う
位
格
を
認
め
」、「
そ
の
位
格

に
相
当
す
る
こ
と
ば
と
し
て
尊
敬
語
を
選
ん
だ
」（
47
頁
）の
で
あ
っ
て
、

「
か
ぐ
や
姫
自
体
に
敬
意
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
」（
46
頁
）
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、地
の
文
の
敬
語
表
現
全
般
に
亙
っ
て
論
じ
た
長
沼
英
二
氏（

３
）は

、

「
物
語
の
進
行
に
従
っ
て
敬
語
の
使
用
数
と
種
類
と
が
増
加
す
る
の
は
、

敬
語
の
発
達
段
階
の
反
映
」（
319
頁
）
な
の
で
は
な
く
、求
婚
者
の
「
登

場
の
順
序
に
敬
意
表
現
が
重
く
な
る
」
の
は
、「
主
従
関
係
」
間
の
「
場

面
が
増
加
す
る
ほ
ど
、
敬
語
の
使
用
回
数
が
増
え
」、「
天
皇
を
の
み
敬

意
対
象
と
す
る
敬
語
動
詞
の
存
在
が
、
物
語
後
半
の
敬
語
の
種
類
の
増

加
の
原
因
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
首
肯
で
き
よ
う
。

　

た
だ
、
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
に
、
論
点
を
絞
り
込
ん

「
か
ぐ
や
姫
」
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
表
現

曽　

根　

誠　
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二

で
論
じ
て
い
る
訳
で
は
な
い
た
め
、
網
羅
的
な
検
討
に
は
な
っ
て
い
な

い
が
、
敬
語
使
用
は
「
必
然
」（
314
頁
）
で
あ
っ
た
と
い
う
立
場
か
ら
、

姫
に
対
す
る
敬
語
使
用
は
、「
主
従
関
係
の
成
立
す
る
関
係
で
は
、
上

位
者
に
対
す
る
敬
意
が
重
く
な
る
」（
第
二
則
・
細
則
ロ
、
320
頁
）
場

合
と
、「
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
、
関
係
者
と
の
間
に
共
感
が
成
立
す
る

場
合
に
は
、
か
ぐ
や
姫
を
敬
意
対
象
と
す
る
」（
第
三
則
）
場
合
に
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
か
ぐ
や
姫
の
求
婚
者
に
対
す
る
行

為
に
謙
譲
語
が
使
用
さ
れ
な
い
と
い
う
、
第
二
則
・
細
則
イ
「
か
ぐ
や

姫
と
求
婚
者
と
の
間
に
は
、
上
下
関
係
が
成
立
し
な
い
」
と
第
三
則
と

の
、
二
つ
の
「
特
異
な
敬
語
使
用
規
則
は
、
か
ぐ
や
姫
の
特
異
性
（
月

世
界
の
人
）
を
表
現
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
327
頁
）
と
も
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

　

以
下
、
井
上
・
長
沼
両
氏
の
指
摘
を
再
検
証
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
地
の
文
の
尊
敬
語
使
用
に
つ
い
て
言
及
し
た
、

日
本
古
典
集
成
本
（
以
下
、
集
成
本
と
略
称
）・
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
本
（
以
下
、
新
編
全
集
本
と
略
称
）・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本

（
以
下
、
新
大
系
本
と
略
称
）
の
、「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
条
で
の
当
該

箇
所
の
、
頭
注
や
脚
注
を
確
認
す
る
こ
と
を
、
論
ず
る
た
め
の
手
懸
か

り
と
し
て
、
始
め
て
み
た
い
。

　

尚
、
稿
者
の
調
査
で
は
、
尊
敬
語
十
二
例
（
帝
と
の
手
紙
の
遣
り
取

り
の
二
例
を
含
む
）
と
、
謙
譲
語
五
例
が
確
認
さ
れ
る
。
謙
譲
語
は
全

て
、
帝
に
対
す
る
事
例
で
あ
り
、
身
分
的
格
差
に
基
づ
く
謙
り
で
あ
る

の
で
、
尊
敬
語
使
用
と
関
連
す
る
事
例
に
限
定
し
て
言
及
す
る
こ
と
と

し
、
尊
敬
語
の
事
例
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
例
外
的
な

使
用
が
生
じ
た
理
由
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　

一

　

先
ず
、
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
、
地
の
文
で
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
る
理

由
に
つ
い
て
、
諸
注
釈
書
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、

該
当
箇
所
の
本
文
を
引
用
し
て
み
た
い
。

　

①�

か
ぐ
や
姫
の
み
御
心
に
か
か
り
て
、
た
だ
独
り
住
み
し
た
ま
ふ
。

よ
し
な
く
御
方
々
に
も
渡
り
た
ま
は
ず
。
か
ぐ
や
姫
の
御
も
と
に

ぞ
、
御
文
を
書
き
て
か
よ
は
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
返
り
、
さ
す
が
に

憎
か
ら
ず
聞
え
か
は
し

ａ
た
ま
ひ
て
、
お
も
し
ろ
く
、
木
草
に
つ

け
て
も
御
歌
を
よ
み
て
つ
か
は
す
。

　
　

�　

か
や
う
に
て
、
御
心
を
た
が
ひ
に
慰
めｂ

た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
三
年

ば
か
り
あ
り
て
、
春
の
は
じ
め
よ
り
、
か
ぐ
や
姫
、
月
の
お
も
し

ろ
う
い
で
た
る
を
見
て
、
つ
ね
よ
り
も
、
物
思
ひ
た
る
さ
ま
な
り
。

在
る
人
の
「
月
の
顔
見
る
は
、
忌
む
こ
と
」
と
制
し
け
れ
ど
も
、

と
も
す
れ
ば
、
人
間
に
も
、
月
を
見
て
は
、
い
み
じ
く
泣
きｃ

た
ま



三

「
か
ぐ
や
姫
」
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
表
現

ふ
。（
新
編
全
集
本
、
63
頁
。
二
重
傍
線
部
は
尊
敬
語
、
波
線
部

は
謙
譲
語
で
、
以
下
同
じ
）

　

②�　

八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
い
で
ゐ
て
、
か
ぐ
や
姫
、
い
と
い

た
く
泣
きｄ

た
ま
ふ
。
人
目
も
、
今
は
つ
つ
みｅ

た
ま
は
ず
泣
きｆ

た
ま

ふ
。（
65
頁
）

　

集
成
本
は
、
①
ｃ
「
た
ま
ふ
」
に
付
注
し
て
、「
こ
の
あ
た
り
か
ら
、

地
の
文
で
も
、
か
ぐ
や
姫
に
敬
語
が
時
々
使
わ
れ
は
じ
め
る
。
変
化
の

人
と
し
て
よ
り
も
人
間
的
側
面
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ

と
の
表
れ
か
」（
68
頁
頭
注
五
）
と
指
摘
し
、
②
ｄ
「
た
ま
ふ
」
に
付

注
し
て
、「
た
だ
泣
く
だ
け
の
無
力
な
か
ぐ
や
姫
に
は
超
人
性
は
感
じ

ら
れ
ず
、
こ
の
上
な
く
人
間
的
で
あ
る
。
こ
こ
の
敬
語
も
、
そ
う
し
た

感
じ
と
、
そ
れ
へ
の
い
た
わ
り
の
情
の
表
現
で
あ
る
」（
70
頁
頭
注
八
）

と
指
摘
し
て
い
る
。「
解
説
」
で
は
、
①
ｃ
②
ｄ
ｅ
ｆ
「
た
ま
ふ
」
に

つ
い
て
、
同
趣
旨
の
「
い
ず
れ
も
か
ぐ
や
姫
の
像
が
極
め
て
人
間
化
さ

れ
て
い
る
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
超
人
的
な
変
化
の
人
と
し
て
の

面
影
は
な
い
。
こ
の
可
憐
な
手
弱
女
の
姿
に
作
者
は
無
意
識
の
う
ち
に

同
化
し
、彼
女
を
別
次
元
の
存
在
と
し
て
考
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

（
123
頁
）
結
果
、
姫
の
動
作
に
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
不
死
の
薬
」
を
嘗
め
、
帝
に
兵
士
派
遣
の
礼
状
を
認
め
て
、

手
紙
と
「
壷
の
薬
」
を
「
天
人
」
を
介
し
て
頭
中
将
に
渡
し
、
昇
天
す

る
条
で
、「
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
一
再
な
ら
ず
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
」（
123
頁
）
の
は
、「
そ
の
使
用
法
を
み
る
と
、
特
に
意
図
的
と
は
思

わ
れ
な
い
」。「
本
来
な
ら
ば
無
敬
語
の
は
ず
な
の
が
、
何
か
に
心
を
奪

わ
れ
て
ふ
と
敬
語
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
趣
が
強
い
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
地
の
文
で
の
尊
敬
語
使
用

は
、「
無
意
識
」
の
意
図
的
で
は
な
い
用
法
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　

新
編
全
集
本
は
、
②
ｄ
「
た
ま
ふ
」
に
付
注
し
て
、「
こ
の
あ
た
り

か
ら
、
か
ぐ
や
姫
の
動
作
に
敬
語
を
つ
け
る
ほ
う
が
一
般
的
に
な
っ
て

く
る
。天
上
の
人
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
」

（
64
頁
頭
注
一
三
）
と
指
摘
し
、新
大
系
本
も
、②
ｄ
に
付
注
し
て
、「
か

ぐ
や
姫
は
今
、
地
上
の
人
間
的
な
悲
し
み
を
深
く
感
じ
て
い
る
。
敬
語

は
そ
の
姫
へ
の
い
と
お
し
み
に
よ
る
」（
62
頁
脚
注
一
〇
）
と
指
摘
し

て
い
る
。

　

①
ｃ
②
ｄ
ｆ
は
、「
泣
き
た
ま
ふ
」
と
同
一
表
現
で
あ
り
、
ｃ
は
、

月
の
都
に
帰
還
す
る
物
語
十
年
目
の
一
月
の
時
点
で
の
、
か
ぐ
や
姫
の

悲
嘆
を
表
現
し
、
ｄ
ｆ
は
、
帰
還
す
る
八
月
十
五
日
直
前
の
十
二
三
日

の
時
点
で
の
、
ｃ
よ
り
一
層
深
ま
っ
た
姫
の
悲
嘆
を
表
現
し
て
い
る
。

　

悲
嘆
の
原
因
を
考
え
る
と
、
か
ぐ
や
姫
自
ら
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。



四

　

③�

さ
き
ざ
き
も
申
さ
む
と
思
ひ
し
か
ど
も
、
か
な
ら
ず
心
惑
は
し
た

ま
は
む
も
の
ぞ
と
思
ひ
て
、
今
ま
で
過
ご
し
は
べ
り
つ
る
な
り
。

…
…
こ
の
月
の
十
五
日
に
、
か
の
元
の
国
よ
り
、
迎
へ
に
人
々
ま

う
で
来
む
ず
。
さ
ら
ず
ま
か
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
思
し
嘆
か
む
が
悲

し
き
こ
と
を
、
こ
の
春
よ
り
、
思
ひ
嘆
き
は
べ
る
な
り
。（
65
頁
）

　

④�

…
…
日
ご
ろ
も
、
い
で
ゐ
て
、
今
年
ば
か
り
の
暇
を
申
し
つ
れ
ど
、

さ
ら
に
ゆ
る
さ
れ
ぬ
に
よ
り
て
な
む
、
か
く
思
ひ
嘆
き
は
べ
る
。

（
70
頁
）

　

③
で
は
、
か
ぐ
や
姫
が
月
の
都
へ
帰
還
す
る
こ
と
を
告
白
す
る
こ
と

で
、
翁
夫
婦
が
「
心
惑
は
し
た
ま
は
む
」
こ
と
、「
思
し
嘆
か
む
」
こ

と
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
翁

夫
婦
の
惑
乱
と
悲
嘆
に
配
慮
す
る
思
い
遣
り
、
寄
り
添
う
思
い
が
原
因

な
の
で
あ
り
、
か
ぐ
や
姫
が
地
上
世
界
の
人
間
と
し
て
、
最
も
尊
い
心

を
身
に
付
け
、人
間
的
に
完
成
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

④
で
は
、「
今
年
ば
か
り
の
暇
」（
一
年
間
の
滞
在
延
長（

４
））

を
月
の
都

の
王
に
願
い
出
た
が
、
許
可
が
得
ら
れ
ず
、
予
定
通
り
に
帰
還
せ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
、
原
因
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
滞
在

延
長
も
、
翁
夫
婦
の
悲
嘆
を
思
い
遣
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
基
底

に
あ
る
原
因
は
、
③
と
同
一
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
背
景
を
考
え
る
時
、
①
ｃ
②
ｄ
ｆ
「
泣
き
た
ま
ふ
」
の
か

ぐ
や
姫
が
「
泣
く
」
行
為
は
、
翁
夫
婦
の
惑
乱
と
悲
嘆
に
配
慮
す
る
姫

の
思
い
遣
り
、寄
り
添
う
思
い
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
②
ｅ
「
つ

つ
み
た
ま
は
ず
」も
、姫
の
同
じ
心
情
に
基
づ
く
行
動
と
理
解
さ
れ
る
）、

そ
う
し
た
姫
に
対
し
て
、
尊
敬
語
「
た
ま
ふ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、井
上
氏
の
「
月
は
畏
れ
慎
し
む
べ
き
対
象
」

（
60
頁
）
で
あ
り
、「
そ
れ
を
見
て
異
常
な
泣
き
方
を
す
る
こ
と
自
体
に

畏
怖
を
感
じ
」、「
人
間
の
理
解
を
超
え
た
世
界
に
属
す
る
者
と
認
識
し

た
た
め
に
「
給
ふ
」
を
用
い
た
」（
61
頁
）
と
い
う
指
摘
や
、
長
沼
氏

の
侍
女
達
に
対
し
て
、「
翁
邸
内
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
は
上
位
者
」

（
326
頁
）
で
あ
る
た
め
に
、
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
に
は
、

従
い
難
く
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
、
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
尊
敬
語
使
用
は
、

意
図
的
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
新
編
全
集
本
の
「
天
上
の
人

で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
た
め
」
で
は
な
く
、
新
大
系
本
の

「
姫
へ
の
い
と
お
し
み
」
と
い
う
よ
り
、
か
ぐ
や
姫
の
相
手
に
対
す
る

思
い
遣
り
、
寄
り
添
う
思
い
と
い
う
人
間
性
に
対
す
る
評
価
と
し
て
、

使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

二

　

か
ぐ
や
姫
の
思
い
遣
り
、
寄
り
添
う
思
い
に
対
し
て
、
尊
敬
語
が
使
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「
か
ぐ
や
姫
」
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
表
現

用
さ
れ
る
同
様
の
事
例
を
探
す
と
、
翁
に
対
す
る
次
の
叙
述
を
指
摘
で

き
よ
う
。

　

⑤　
　

�
今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で

け
る

　
　

と
て
、
壷
の
薬
そ
へ
て
、
頭
中
将
呼
び
寄
せ
て
奉
ら
す
。

　
　

�　

中
将
に
、
天
人
と
り
て
伝
ふ
。
中
将
と
り
つ
れ
ば
、
ふ
と
天
の

羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
り
つ
れ
ば
、
翁
を
、「
い
と
ほ
し
、
か

な
し
」
とｇ

思
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、
物

思
ひ
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
車
に
乗
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具

し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
。（
75
頁
）

　

か
ぐ
や
姫
が
、
二
千
人
の
兵
士
派
遣
に
感
謝
し
、
現
在
の
心
情
を
記

す
手
紙
と
不
死
の
薬
を
、「
天
人
」
を
介
し
て
頭
中
将
に
渡
し
、
帝
に

献
上
す
る
動
作
に
謙
譲
語
「
奉
る
」
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
帝
と
の
身

分
差
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
姫
に
対
す

る
尊
敬
語
は
、
不
使
用
で
あ
る
。
地
の
文
の
か
ぐ
や
姫
の
動
作
に
は
、

不
使
用
が
原
則
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
天
人
」
が
頭
中
将
に
取
り
次
ぐ
や
い
な
や
、
別
の
天
人

が
「
天
の
羽
衣
」
を
か
ぐ
や
姫
に
着
せ
る
動
作
に
、
謙
譲
語
「
た
て
ま

つ
る
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
月
の
都
で
の
姫
の
社
会
的
地
位
の

高
さ（

５
）に

起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
ぐ
や
姫
が
「
天
の
羽
衣
」
を
身
に

纏
う
こ
と
で
、
翁
（
嫗
も
包
含
さ
れ
て
い
よ
う
）
を
気
の
毒
で
不
憫
に

思
う
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い
は
、
消
え
失
せ
る
の
だ
が
、
姫
の

こ
う
し
た
思
い
に
対
し
て
、
尊
敬
語
ｇ
「
思
し
」
は
使
用
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
尊
敬
語
使
用
に
つ
い
て
、
井
上
氏
は
、「
天
の
羽
衣
を
着
た
結

果
」、「
人
間
世
界
を
超
越
し
た
存
在
者
に
な
っ
た
こ
と
が
明
確
に
」

（
63
頁
）
な
っ
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、
直
後
の
「
失

せ
ぬ
」
は
、「
失
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
な
ら
ず
、
か
ぐ
や
姫
が
「
人
間
世

界
を
超
越
し
た
存
在
者
」
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
、
飛
ぶ
車
に
「
乗

り
」、「
天
人
」
を
「
具
し
」、
月
世
界
へ
「
の
ぼ
り
」
と
い
う
姫
の
動

作
に
、
尊
敬
語
が
不
使
用
で
あ
る
理
由
は
、
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
更

に
い
え
ば
、
帝
自
ら
の
求
婚
断
念
を
引
き
出
す
契
機
と
な
っ
た
、「
こ

の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
」（
61
頁
）、「
か
ぐ
や
姫
、
元
の
か

た
ち
に
な
り
ぬ
」（
62
頁
）
と
い
う
、
姫
の
「
神
性
」
に
関
す
る
叙
述

に
も
、
尊
敬
語
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
例
外
的
に
使
用
さ
れ

る
個
別
の
理
由
の
解
明
こ
そ
が
、求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、長
沼
氏
は
、「
月
の
世
界
の
人
の
立
場
」（
326
頁
）
に
立
っ
た
「
か

ぐ
や
姫
は
翁
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
た
め
、
翁
と
の
関

係
に
お
い
て
、「
か
ぐ
や
姫
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
一
事

例
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
、
異
例
の
尊
敬
語
使
用
が
生
じ
た
と
説
明
さ
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れ
る
の
だ
が
、
翁
を
「
い
と
ほ
し
、
か
な
し
」
と
思
い
遣
る
姫
の
思
い

に
対
し
て
、
ｇ
「
思
し
」
は
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ｇ
「
思
し
」
は
、
か
ぐ
や
姫
の
翁
に
対
す
る
思
い

遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
姫

に
対
す
る
尊
敬
語
使
用
の
一
類
型
が
、
再
確
認
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

こ
う
し
た
事
例
は
、
石
上
麻
呂
足
条
の
、
次
の
叙
述
に
も
見
出
す
こ

と
が
で
き
、
こ
れ
が
こ
の
類
型
の
初
例
で
あ
ろ
う
。

　

⑥　

こ
れ
を
、
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、
と
ぶ
ら
ひ
に
や
る
歌
、

　
　
　

�　

�

年
を
経
て
浪
立
ち
よ
ら
ぬ
住
の
江
の
ま
つ
か
ひ
な
し
と
聞
く

は
ま
こ
と
か

　
　

と
あ
る
を
、
読
み
て
聞
か
す
。

　
　

�　

い
と
弱
き
心
に
、
頭
も
た
げ
て
、
人
に
紙
を
持
た
せ
て
、
苦
し

き
心
地
に
、
か
ら
う
じ
て
書
き
た
ま
ふ
。

　
　
　

�　

�

か
ひ
は
か
く
あ
り
け
る
も
の
を
わ
び
は
て
て
死
ぬ
る
命
を
す

く
ひ
や
は
せ
ぬ

　
　

と
書
き
は
つ
る
、
絶
え
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。

　
　

�　

こ
れ
を
聞
き
て
、
か
ぐ
や
姫
、
す
こ
し
あ
は
れ
とｈ

お
ぼ
し
け
り
。

そ
れ
よ
り
な
む
、
す
こ
し
う
れ
し
き
こ
と
を
ば
、「
か
ひ
あ
り
」

と
は
い
ひ
け
る
。（
55
頁
。
傍
線
部
は
無
敬
語
、
以
下
同
じ
）

　

こ
れ
は
、
石
上
麻
呂
足
逝
去
の
報
に
接
し
た
か
ぐ
や
姫
が
、「
す
こ

し
あ
は
れ
」
と
い
う
感
情
を
抱
い
た
動
作
に
、
尊
敬
語
ｈ
「
お
ぼ
し
」

が
使
用
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　

⑥
に
至
る
展
開
を
確
認
す
る
と
、
麻
呂
足
は
、
入
手
し
た
「
燕
の
子

安
貝
」
を
、
気
絶
状
態
か
ら
意
識
が
戻
っ
た
精
神
的
混
乱
の
最
中
、「
人

だ
に
見
れ
ば
、
失
せ
ぬ
」（
50
頁
）
と
い
う
、
従
者
の
指
摘
を
迂
闊
に

も
失
念
し
て
、
手
を
開
い
て
見
て
喪
失
し
、
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
を
果

た
せ
ず
に
終
わ
る
。
そ
う
し
た
「
わ
ら
は
げ
た
る
わ
ざ
」（
55
頁
）
を

世
間
の
人
に
知
ら
れ
、
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
を
気
に
病
ん
で
、「
い
と
弱

く
な
り
た
ま
ひ
に
け
り
」
と
衰
弱
し
て
ゆ
く
。「
こ
れ
を
、
か
ぐ
や
姫

聞
き
て
」
と
は
、
こ
の
噂
を
姫
が
聞
き
付
け
、
見
舞
い
の
和
歌
「
ま
つ

か
ひ
な
し
と
聞
く
は
ま
こ
と
か
」
を
贈
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
か
ぐ
や
姫
の
動
作
「
聞
き
」「
や
る
」
に
、
尊
敬
語
は
不
使
用
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
か
ぐ
や
姫
の
配
慮
に
対
し
て
、
麻
呂
足
は
、「
か
ひ
は
か

く
あ
り
け
る
」
と
喜
ぶ
一
方
で
、「
死
ぬ
る
命
を
す
く
ひ
や
は
せ
ぬ
」
と
、

救
命
を
訴
え
る
返
歌
を
「
書
き
た
ま
ふ
」
や
否
や
、
甲
斐
な
く
「
絶
え

入
り
た
ま
ひ
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

か
ぐ
や
姫
の「
こ
れ
を
聞
き
て
」（
尊
敬
語
は
不
使
用
で
あ
る
）と
は
、

麻
呂
足
の
薨
去
と
い
う
、
不
可
逆
的
で
衝
撃
的
な
事
実
に
主
に
依
拠
し
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「
か
ぐ
や
姫
」
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
表
現

な
が
ら
も
、
麻
呂
足
が
命
と
引
き
換
え
に
詠
出
し
た
和
歌
も
―
―
そ
の

願
望
の
実
現
は
、
不
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
が
―
―
、
か
ぐ
や
姫
に
も
た

ら
さ
れ
て
、
哀
憐
の
情
が
湧
き
起
こ
り
、「
す
こ
し
あ
は
れ
」
と
麻
呂

足
を
気
の
毒
に
思
う
、
思
い
遣
り
寄
り
添
う
思
い
が
語
ら
れ
る
。
そ
の

哀
惜
の
情
の
表
白
に
、
尊
敬
語
ｈ
「
お
ぼ
し
」
が
付
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
の
だ
が
、
井
上
氏
は
、
課
題
と
し
て
「
指
定
さ
れ
た
物
は
、
人
間

の
力
で
入
手
す
る
こ
と
は
不
可
能
」（
58
頁
）
で
あ
り
、「
か
ぐ
や
姫
は
、

人
間
世
界
を
超
え
る
者
と
し
て
認
識
さ
れ
た
」
た
め
の
尊
敬
語
使
用
で

あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
長
沼
氏
は
、
こ
れ
を
「
燕
の
子
安
貝
の

獲
得
に
失
敗
し
絶
命
す
る
」「
ま
ろ
た
り
の
熱
意
に
対
す
る
か
ぐ
や
姫

の
共
感
」（
326
頁
）
の
事
例
と
解
釈
さ
れ
る
の
だ
が
、「
共
感
」
と
い
う

よ
り
、
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い
の
類
型
の
事
例
だ
と
思
う
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
、
地
の
文
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
に
尊

敬
語
が
使
用
さ
れ
る
場
合
の
一
類
型
、
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い

の
事
例
は
、
六
例
（
①
ｃ
②
ｄ
ｅ
ｆ
⑤
ｇ
⑥
ｈ
）
確
認
で
き
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
高
田
祐
彦
氏（

６
）が

指
摘
さ
れ
る
「
か
ぐ
や
姫

の
心
を
描
く
こ
と
が
こ
の
物
語
の
軸
と
な
っ
て
」（
69
頁
）
お
り
、「
心

の
追
求
こ
そ
が
こ
の
物
語
本
来
の
目
的
で
あ
っ
て
」、「
人
間
の
心
を
描

く
と
い
う
点
で
、『
竹
取
物
語
』
が
初
期
物
語
の
中
で
際
立
っ
て
す
ぐ

れ
た
達
成
を
示
し
て
」（
71
頁
）
い
て
、
以
降
の
「
作
中
人
物
の
さ
ま

ざ
ま
な
心
の
関
係
が
物
語
世
界
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
よ
う
な
物
語
の
先

駆
を
な
し
て
い
る
」
と
す
る
見
解
と
、
重
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

三

　

次
に
、
既
に
引
用
し
た
①
の
前
半
で
、
帝
と
手
紙
の
遣
り
取
り
を
す

る
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
、
尊
敬
語
ａ
「
た
ま
ひ
」
ｂ
「
た
ま
ふ
」
が
使

用
さ
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

　

帝
は
、
竹
取
の
翁
と
事
前
に
詳
細
を
詰
め
た
上
で
、
御
狩
の
行
幸
の

途
次
、
翁
邸
を
訪
問
し
て
か
ぐ
や
姫
を
実
見
し
、
美
麗
な
容
貌
を
確
認

し
た
上
で
、
宮
中
に
連
れ
帰
ろ
う
と
す
る
が
、
姫
は
「
き
と
影
」
に
な

っ
て
、
自
ら
の
非
地
上
性
を
証
明
し
、
帝
の
求
婚
断
念
を
引
き
出
す
。

か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
未
練
を
断
ち
切
れ
な
い
帝
は
、「
独
り
住
み
」を
し
、

姫
と
の
手
紙
の
遣
り
取
り
を
通
し
て
満
た
さ
れ
な
い
思
い
を
慰
め
る
。

　

こ
う
し
た
帝
の
思
い
と
、
か
ぐ
や
姫
の
翁
邸
で
の
「
物
憂
い
日
々
」

の
思
い
が
、手
紙
の
遣
り
取
り
を
通
し
て
慰
藉
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

「
御
心
を
た
が
ひ
に
慰
めｂ

た
ま
ふ
」
と
叙
述
さ
れ
る
の
だ
が
、
尊
敬
語

ｂ
「
た
ま
ふ
」
と
接
頭
語
「
御
」
は
、
帝
と
姫
の
二
人
に
対
す
る
敬
意

を
表
現
し
て
い
て
、
姫
に
限
定
さ
れ
た
事
例
で
は
な
い
。
帝
に
対
す
る
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敬
意
表
現
に
、
和
歌
贈
答
の
相
手
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
も
ま
た
、
包
含
さ

れ
た
結
果
と
し
て
の
事
例
で
あ
る
た
め
、
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
す
る

こ
と
に
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
憎
か
ら
ず
聞
え
か
は
しａ

た
ま
ひ
て
」
は
、
帝
と

の
身
分
差
に
基
づ
い
て
「
聞
え
か
は
し
」
と
、
謙
譲
語
を
用
い
て
か
ぐ

や
姫
を
下
げ
、
受
け
手
で
あ
る
相
手
の
帝
を
敬
っ
た
上
で
、
そ
の
動
作

を
す
る
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
、ａ
「
た
ま
ひ
」
と
尊
敬
語
を
使
用
す
る
。

こ
の
直
前
に
は
、「
か
ぐ
や
姫
の
御
も
と
」「
御
返
り
」
と
、
姫
に
関
わ

る
語
に
尊
敬
の
接
頭
語
が
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
い
る
（
御
狩
の
行
幸

時
の
贈
答
歌
で
、か
ぐ
や
姫
の
返
歌
に
「
御
返
り
ご
と
」
と
あ
る
の
が
、

接
頭
語
「
御
」
の
初
出
）。

　

帝
の
位
置
付
け
が
か
ぐ
や
姫
に
優
越
す
る
こ
と
は
、
謙
譲
語
の
使
用

に
よ
っ
て
明
白
な
の
だ
が
、
姫
の
地
の
文
の
動
作
に
、
尊
敬
語
は
不
使

用
で
あ
る
の
が
原
則
な
の
に
、
帝
と
の
手
紙
の
遣
り
取
り
に
関
す
る
叙

述
で
は
、
接
頭
語
も
含
め
る
と
、
三
例
の
使
用
が
確
認
さ
れ
る
異
例
の

頻
出
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
理
由
を
考
え
る
と
、
か
ぐ
や
姫
は
、
帝
の

贈
歌
に
対
し
て
、
奥
ゆ
か
し
い
返
歌
を
し
た
の
で
あ
り
、
以
降
、
四
季

折
々
の
「
木
草
」
に
こ
と
寄
せ
、
何
気
な
い
風
情
や
趣
を
詠
出
す
る
和

歌
が
遣
り
取
り
さ
れ
る
展
開
に
は
、
帝
を
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
姫

の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
帝
と
か
ぐ
や
姫
が
、「
御
心

を
た
が
ひ
に
慰
め
た
ま
ふ
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
二
人
が
帝
と
異
界
の

人
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
を
超
越
し
て
、
日
常
生
活
次
元
で
の
精

神
的
交
流
を
深
め
て
い
た
和
歌
贈
答
の
世
界
で
は
、
対
等
の
立
場
を
確

立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
帝
に
準
ず
る
位
置
付
け
と
し
て
、
か
ぐ
や
姫

に
対
す
る
尊
敬
語
の
異
例
な
頻
出
も
生
じ
得
た
の
だ
と
思
わ
れ
る（

７
）。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
、
語
り
手
は
、
こ
う
し
た
帝
に
準
ず
る
位

置
付
け
と
い
う
、
相
手
と
の
関
連
に
依
拠
し
て
、
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て

尊
敬
語
を
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
ぐ
や
姫

と
対
象
と
な
る
人
物
と
の
関
連
に
依
拠
し
て
尊
敬
語
を
使
用
す
る
、
第

二
の
類
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
と
同
様
の
事
例
は
、
庫
持
皇
子
条
に
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ

て
い
る
。

　

⑦�　

か
ね
て
、
事
み
な
仰
せ
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
時
、
一
の
宝
な
り

け
る
鍛
冶
工
匠
六
人
を
召
し
と
り
て
、
た
は
や
す
く
人
寄
り
来
ま

じ
き
家
を
作
り
て
、
竈
を
三
重
に
し
こ
め
て
、
工
匠
ら
を
入
れ
た

ま
ひ
つ
つ
、
皇
子
も
同
じ
所
に
籠
り
た
ま
ひ
て
、
領
ら
せ
た
ま
ひ

た
る
か
ぎ
り
十
六
所
を
か
み
に
、
蔵
を
あ
げ
て
、
玉
の
枝
を
作
り

た
ま
ふ
。

　
　

�　

か
ぐ
や
姫
のｉ

の
た
ま
ふ
や
う
に
違
は
ず
作
り
い
で
つ
。
い
と
か
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し
こ
く
た
ば
か
り
て
、
難
波
に
み
そ
か
に
持
て
い
で
ぬ
。（
28
頁
）

　

こ
の
前
半
の
段
落
の
主
体
は
、
庫
持
皇
子
で
あ
り
、
そ
の
地
の
文
の

動
作
に
、「
家
を
作
り
て
」「
三
重
に
し
こ
め
て
」
の
二
箇
所
を
除
い

て
、
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る（

８
）。

尊
敬
語
は
、「
仰
せ
」「
召
し
」「
入

れ
た
ま
ひ
」「
籠
り
た
ま
ひ
」「
領
ら
せ
た
ま
ひ
」「
作
り
た
ま
ふ
」
と
、

庫
持
皇
子
が
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
る
動
作
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、「
作
り
」「
し
こ
め
」
は
、
技
術
的
な
専
門
性
を
必
須
と
す

る
動
作
で
あ
り
、
皇
子
の
高
貴
な
属
性
に
そ
ぐ
わ
ず
、
主
体
的
に
関
わ

る
事
柄
で
は
な
い
た
め
に
、
無
敬
語
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

後
半
の
段
落
の
贋
物
作
製
の
動
作
「
作
り
い
で
」
の
主
体
は
、「
鍛

冶
工
匠
」で
あ
り
、当
然
無
敬
語
で
あ
る
。難
波
の
港
に「
持
て
い
で
」も
、

無
敬
語
で
あ
る
か
ら
、主
体
は
「
鍛
冶
工
匠
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

「
い
と
か
し
こ
く
た
ば
か
」
る
の
は
、「
心
た
ば
か
り
あ
る
人
」
庫
持
皇

子
の
属
性
と
重
な
る
。
皇
子
の
指
示
に
従
っ
て
の
、
緻
密
な
計
画
に
基

づ
く
「
鍛
冶
工
匠
」
の
行
動
で
あ
り
、
人
目
を
引
か
ぬ
よ
う
、
庫
持
皇

子
と
は
別
行
動
で
の
難
波
移
動
な
の
で
、
無
敬
語
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

庫
持
皇
子
の
依
頼
で
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
を
作
製
し
た
時
、「
鍛
冶

工
匠
」
は
、
そ
れ
が
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
結
婚
の
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ

た
難
題
で
あ
っ
た
事
情
を
、
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

⑧�

文
に
申
し
け
る
や
う
、「
皇
子
の
君
、千
日
、い
や
し
き
工
匠
ら
と
、

も
ろ
と
も
に
、
同
じ
所
に
隠
れ
ゐ
た
ま
ひ
て
、
か
し
こ
き
玉
の
枝

作
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
官
も
賜
は
む
と
仰
せ
た
ま
ひ
き
。
こ
れ
を
こ

の
ご
ろ
案
ず
る
に
、
御
使
と
お
は
し
ま
す
べ
き
か
ぐ
や
姫
の
要
じ

た
ま
ふ
べ
き
な
り
け
り
、
と
う
け
た
ま
は
り
て
。
こ
の
宮
よ
り
賜

は
ら
む
」
と
申
し
て
、「
賜
は
る
べ
き
な
り
」
と
い
ふ
を
…
…
。

（
34
頁
）

　

こ
れ
は
、「
鍛
冶
工
匠
」
六
人
が
連
れ
立
っ
て
、
翁
邸
を
訪
れ
、「
蓬

莱
の
玉
の
枝
」
作
製
の
「
禄
」
を
、
か
ぐ
や
姫
に
要
求
す
る
事
情
を
記

し
た
書
状
の
文
面
で
あ
る
。

　
「
玉
の
枝
」
完
成
の
暁
に
は
、
官
職
就
任
も
取
り
は
か
ら
う
と
の
約

束
で
、「
千
日
」（
正
確
に
は
九
百
余
日
）
尽
力
し
て
作
製
し
た
。
こ
の

作
製
事
情
を
、
最
近
に
な
っ
て
改
め
て
考
え
て
見
る
と
、
か
ぐ
や
姫
の

所
望
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
初
め
て
気
付
い
た
（
助
動
詞
「
け
り
」）

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
こ
の
ご
ろ
」
と
は
、
贋
物
の
「
玉
の
枝
」
を
難
波
の
港
に
運
び
出

し
た
後
、
庫
持
皇
子
が
奈
良
の
都
の
自
邸
に
連
絡
を
取
り
、
留
守
邸
の

従
者
に
出
迎
え
を
指
示
す
る
時
点
で
、
既
に
「
鍛
冶
工
匠
」
の
役
割
は

終
了
し
て
お
り
、
不
要
と
な
っ
た
彼
等
は
、
目
立
た
ぬ
よ
う
に
帰
京
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
三
年
に
亙
る
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
作
製
の
「
禄
」
は
、

庫
持
皇
子
の
帰
京
後
、
速
や
か
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
の
期
待
に
反
し
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て
、
皇
子
は
自
邸
に
立
ち
寄
ら
ず
、
翁
邸
の
か
ぐ
や
姫
の
も
と
に
直
行

し
た
の
で
あ
る
。

　
「
玉
の
枝
」
を
入
れ
た
長
櫃
に
覆
い
を
掛
け
、
都
を
目
指
す
庫
持
皇

子
一
行
の
様
子
は
、「
優
曇
華
の
花
持
ち
て
上
り
た
ま
へ
り
」（
29
頁
）と
、

世
間
の
噂
に
な
り
、
か
ぐ
や
姫
は
、「
こ
の
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
」
と
、

塞
ぎ
込
む
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、「
鍛
冶
工
匠
」
は
、「
玉
の
枝
」
と
噂

と
の
乖
離
を
、
奇
異
に
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
三
年
前
に
、

庫
持
皇
子
の
従
者
が
「
か
ぐ
や
姫
の
家
に
は
、「
玉
の
枝
取
り
に
な
む

ま
か
る
」」（
27
頁
）
と
報
告
し
、
難
波
か
ら
の
出
港
時
、
大
勢
の
従
者

が
見
送
っ
た
事
実
を
知
る
こ
と
で
初
め
て
、「
玉
の
枝
」
は
、
姫
の
所

望
し
た
品
物
で
あ
る
こ
と
と
、
皇
子
が
翁
邸
に
直
行
し
た
こ
と
と
が
、

一
連
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
尊
敬
語
⑦

ｉ
「
の
た
ま
ふ
」
が
、
使
用
さ
れ
た
理
由
を
考
え
る
と
、「
鍛
冶
工
匠
」

は
、
生
駒
山
中
で
贋
物
を
作
製
す
る
時
点
で
は
、
姫
と
の
結
婚
の
条
件

を
充
足
す
る
た
め
の
依
頼
品
と
は
知
ら
ず
、
庫
持
皇
子
の
依
頼
に
応
じ

て
対
応
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
語
り
手
の
「
か
ぐ
や
姫
の
の
た
ま
ふ

や
う
」
は
、「
鍛
冶
工
匠
」
の
認
識
に
依
拠
し
た
表
現
な
の
で
は
な
く
、

物
語
展
開
の
全
体
を
統
轄
す
る
、
全
知
的
視
点
に
立
つ
語
り
手
の
認
識

に
依
拠
し
た
叙
述
な
の
で
あ
る
。

　
「
鍛
冶
工
匠
」
に
伝
達
さ
れ
た
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
の
形
状
は
、
物

語
展
開
と
し
て
は
、庫
持
皇
子
の
発
言
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
が
、

実
態
は
、
か
ぐ
や
姫
の
発
言
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
叙

述
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
か
ぐ
や
姫
が
「
御
使
」（
召
人
）
の
立
場
に
過
ぎ
な
い
と

は
い
え
、
庫
持
皇
子
の
求
婚
相
手
で
あ
る
こ
と
。「
内
匠
寮
」
に
勤
務

す
る
「
一
の
宝
な
り
け
る
鍛
冶
工
匠
六
人
」（
28
頁
）
は
、
無
位
の
長

上
工
と
思
わ
れ
、
社
会
制
度
的
に
は
、
竹
取
に
過
ぎ
な
い
翁
と
そ
の
養

女
で
あ
る
か
ぐ
や
姫
よ
り
、
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の

に
、
訴
状
を
記
す
⑧
の
文
面
の
前
後
の
地
の
文
に
は
、
謙
譲
語
「
申
す
」

が
使
用
さ
れ
、
更
に
、
文
面
中
に
翁
邸
を
「
こ
の
宮
」
と
表
現
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
富
豪
の
長
者
と
な
っ
て
豪
族
化
し
、
上
流
貴
族
と
同
等

の
生
活
を
入
手
し
た
翁
の
実
勢
を
、
無
位
の
職
員
よ
り
上
位
の
も
の
と

し
て
、
語
り
手
（
作
者
も
包
含
さ
れ
る
）
は
位
置
付
け
、
認
識
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
勘
案
さ
れ
て
、
か
ぐ
や
姫
に
尊
敬
語
「
の
た
ま

ふ
」
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う（

９
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
に
尊
敬
語
を
使
用
す
る
類
型
の
第
二
と

し
て
、
比
較
の
対
象
と
な
る
人
物
と
の
対
比
を
通
し
て
、
使
用
さ
れ
た

り
、
相
手
の
社
会
的
地
位
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
て
、
使
用
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。



一
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「
か
ぐ
や
姫
」
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
表
現

　
　
　
　

四

　

か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
尊
敬
語
使
用
の
残
る
三
例
に
つ
い
て
、
検
討
し

て
み
た
い
。

　

先
ず
、
第
二
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
使
用
例
⑦
ｉ
「
の
た
ま
ふ
」
が

確
認
さ
れ
た
庫
持
皇
子
条
で
、「
鍛
冶
工
匠
六
人
」
が
、
三
年
間
に
亙

る「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」作
製
の
労
苦
に
対
す
る
対
価
と
し
て
の「
禄
」を
、

か
ぐ
や
姫
に
請
求
す
る
書
状
を
提
出
し
て
、
贋
物
で
あ
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
、
姫
が
庫
持
皇
子
と
の
結
婚
を
辛
う
じ
て
回
避
し
得
た
後
の
、
次

の
叙
述
の
事
例
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

　

⑨�　

か
の
愁
訴
せ
し
工
匠
を
ば
、
か
ぐ
や
姫
呼
び
す
ゑ
て
、「
嬉
し

き
人
ど
も
な
り
」
と
い
ひ
て
、
禄
い
と
多
く
取
ら
せｊ

た
ま
ふ
。
工

匠
ら
い
み
じ
く
よ
ろ
こ
び
て
、「
思
ひ
つ
る
や
う
に
も
あ
る
か
な
」

と
い
ひ
て
、
帰
る
。（
36
頁
）

　

か
ぐ
や
姫
は
、「
鍛
冶
工
匠
」
に
よ
る
「
禄
」
請
求
の
直
訴
に
よ
っ
て
、

庫
持
皇
子
と
の
結
婚
を
回
避
し
得
た
こ
と
に
対
す
る
、
深
い
感
謝
の
思

い
か
ら
、「
い
と
多
く
」
の
「
禄
」
を
付
与
す
る
、
そ
の
動
作
に
尊
敬

語
ｊ
「
た
ま
ふ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

か
ぐ
や
姫
の
動
作
に
、
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
た
理
由
を
考
え
る
と
、

井
上
氏
は
、「
皇
子
が
力
尽
き
た
後
の
勝
利
者
の
振
舞
い
で
あ
る
」（
57

頁
）
た
め
と
指
摘
さ
れ
、
長
沼
氏
は
、
⑦
ｉ
の
場
合
と
同
様
に
、「
鍛

冶
工
匠
」
と
か
ぐ
や
姫
と
の
「
社
会
的
身
分
」
差
に
基
づ
い
た
尊
敬
語

使
用
と
考
え
て
お
ら
れ
る
（
325
頁
）
の
だ
が
、
⑦
の
場
合
は
、
庫
持
皇

子
の
求
婚
相
手
と
い
う
前
提
が
存
し
た
の
に
対
し
て
、
⑨
で
は
既
に
、

そ
れ
が
喪
失
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
⑦
は
、
物
語
展
開
全
体
を
統
轄
す

る
、
全
知
的
視
点
に
立
つ
語
り
手
に
よ
る
総
括
的
叙
述
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
⑨
は
、
か
ぐ
や
姫
の
「
鍛
冶
工
匠
」
に
対
す
る
具
体
的
な
行
為

の
叙
述
で
あ
り
、
差
異
が
存
す
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
同
一
の
事
例

と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
鍛
冶
工
匠
」
の
直
訴
に
よ
っ
て
初
め
て
、
か
ぐ
や
姫
は
、
庫
持
皇

子
と
の
結
婚
を
回
避
し
得
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
深
い
感
謝
の

念
が
、
主
因
た
る
こ
と
は
勿
論
な
の
だ
が
、
姫
も
贋
物
と
判
別
で
き
な

か
っ
た
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
の
出
来
映
え
を
踏
ま
え
て
、「
千
日
」
に

亙
る
作
製
の
労
苦
に
思
い
を
馳
せ
、「
鍛
冶
工
匠
」
に
寄
り
添
う
思
い

遣
り
の
情
が
、こ
の
裏
面
に
存
す
る
こ
と
も
相
俟
っ
て
、「
禄
い
と
多
く
」

が
付
与
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。こ
う
し
た
か
ぐ
や
姫
の
配
慮
に
対
し
て
、

尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、
ｊ
「
た
ま
ふ
」
は
、
か
ぐ
や
姫
の
相
手
を
思
い
遣
り
、

心
を
寄
せ
る
思
い
に
対
し
て
、
尊
敬
語
を
使
用
す
る
第
一
の
類
型
に
分

類
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

残
る
二
例
は
、
昇
天
の
段
の
事
例
で
あ
り
、
先
ず
、
月
へ
帰
還
す
る



一
二

直
前
の
「
不
死
の
薬
」
に
関
す
る
、
次
の
叙
述
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

⑩�　

天
人
の
中
に
、
持
た
せ
た
る
箱
あ
り
。
天
の
羽
衣
入
れ
り
。
ま

た
あ
る
は
、
不
死
の
薬
入
れ
り
。
一
人
の
天
人
い
ふ
、「
壷
な
る

御
薬
た
て
ま
つ
れ
。
穢
き
所
の
物
き
こ
し
め
し
た
れ
ば
、
御
心
地

悪
し
か
ら
む
も
の
ぞ
」
と
て
、
持
て
寄
り
た
れ
ば
、
い
さ
さ
か
な

めｋ

た
ま
ひ
て
、
す
こ
し
、
形
見
と
て
、
脱
ぎ
置
く
衣
に
包
ま
む
と

す
れ
ば
、
在
る
天
人
包
ま
せ
ず
。
御
衣
を
と
り
い
で
て
着
せ
む
と

す
。

　
　

�　

そ
の
時
に
、
か
ぐ
や
姫
、「
し
ば
し
待
て
」
と
い
ふ
。「
衣
着
せ

つ
る
人
は
、
心
異
に
な
る
な
り
と
い
ふ
。
物
一
言
い
ひ
置
く
べ
き

こ
と
あ
り
け
り
」
と
い
ひ
て
、
文
書
く
。
天
人
、「
遅
し
」
と
、

心
も
と
な
が
り
た
ま
ふ
。（
74
頁
）

　

か
ぐ
や
姫
の
動
作
に
対
す
る
尊
敬
語
ｋ
「
た
ま
ひ
」
は
、「
一
人
の

天
人
」
が
、
姫
に
対
し
て
不
死
の
薬
を
「
た
て
ま
つ
れ
」、
穢
土
と
し

て
の
人
間
世
界
の
物
を
「
き
こ
し
め
し
」
て
と
、
敬
意
の
重
い
尊
敬
語

を
使
用
し
て
語
り
か
け
た
こ
と
に
対
す
る
、
対
応
と
し
て
の
行
動
に
使

用
さ
れ
て
い
る
。

　
「
不
死
の
薬
」
を
嘗
め
て
、
体
内
時
間
が
月
の
都
の
そ
れ
へ
と
転
換

す
る
こ
と
は
、
月
へ
の
帰
還
準
備
の
一
で
あ
り
、
地
上
世
界
の
埒
外
の

存
在
と
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
新
編
全
集
本
が
指
摘
す
る
「
天
上
の

人
」
性
の
表
現
と
い
う
解
釈
も
、一
見
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

井
上
氏
は
、「
不
死
の
薬
を
な
め
る
こ
と
は
、
神
性
を
有
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
出
来
な
い
」（
63
頁
）
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、

こ
こ
は
む
し
ろ
、「
壺
な
る
御
薬
」
を
「
い
さ
さ
か
」
嘗
め
る
こ
と
で
、

残
る
「
御
薬
」
の
「
す
こ
し
」
を
翁
夫
婦
に
「
形
見
」
と
し
て
遺
し
、

帰
還
後
の
健
勝
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
か
ぐ
や
姫
の
思
い
遣
り
、
心
を

寄
せ
る
思
い
に
基
づ
く
行
動
に
対
す
る
尊
敬
語
使
用
と
、
読
み
取
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
、
ｋ
「
た
ま
ひ
」
も
、
か
ぐ
や
姫
の
相
手

を
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い
に
対
し
て
、
尊
敬
語
を
使
用
す
る
類

型
に
分
類
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
尊
敬
語
使
用
の
最
後
の
事
例
は
、
姫
が
月
の
都

へ
帰
還
す
る
直
前
の
場
面
で
、
帝
に
手
紙
を
書
き
残
す
、
次
の
叙
述
に

見
ら
れ
る
。

　

⑪�　

か
ぐ
や
姫
、「
物
知
ら
ぬ
こ
と
、
な
の
た
ま
ひ
そ
」
と
て
、
い

み
じ
く
静
か
に
、
朝
廷
に
御
文
奉
りｌ

た
ま
ふ
。
あ
わ
て
ぬ
さ
ま
な

り
。

　
　

�　
�

か
く
あ
ま
た
の
人
を
賜
ひ
て
、
と
ど
め
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
許
さ

ぬ
迎
へ
ま
う
で
来
て
、
取
り
率
て
ま
か
り
ぬ
れ
ば
、
口
惜
し
く

悲
し
き
こ
と
。
宮
仕
へ
仕
う
ま
つ
ら
ず
な
り
ぬ
る
も
、
か
く
わ



一
三

「
か
ぐ
や
姫
」
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
表
現

づ
ら
は
し
き
身
に
て
は
べ
れ
ば
。
心
得
ず
思
し
め
さ
れ
つ
ら
め

ど
も
。
心
強
く
う
け
た
ま
は
ら
ず
な
り
に
し
こ
と
、
な
め
げ
な

る
も
の
に
思
し
め
し
と
ど
め
ら
れ
ぬ
る
な
む
、
心
に
と
ま
り
は

べ
り
ぬ
る
。

　
　

と
て
、

　
　
　

�　

�

今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で

け
る

　
　

と
て
、
壷
の
薬
そ
へ
て
、
頭
中
将
呼
び
寄
せ
て
奉
ら
す
。（
74
頁
）

　

こ
こ
で
も
、
①
の
場
合
と
同
様
に
、
か
ぐ
や
姫
が
帝
に
書
き
残
す
手

紙
に
は
、「
御
文
」
と
尊
敬
の
接
頭
語
が
付
さ
れ
、
姫
が
帝
に
差
し
上

げ
る
動
作
に
は
、
謙
譲
語
「
奉
る
」
が
使
用
さ
れ
て
、
帝
と
の
身
分
差

が
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
後
、
姫
に
対
し
て
尊
敬
語
ｌ
「
た
ま
ふ
」

が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

地
の
文
で
は
、
不
使
用
が
原
則
の
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
、
何
故
に
尊

敬
語
が
使
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
と
、
井
上
氏
は
、「
か

ぐ
や
姫
も
、
帝
と
同
等
に
神
性
を
有
す
る
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
」

（
63
頁
）
た
た
め
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
の
だ
が
、
帝
に
対
す
る
「
御

文
」
の
内
容
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　

か
ぐ
や
姫
を
翁
邸
に
留
め
る
べ
く
、
二
千
人
の
兵
士
を
派
遣
し
て
く

れ
た
帝
の
配
慮
に
対
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
つ
つ
、
不
本
意
な
が
ら

も
、
月
の
都
に
帰
還
せ
ざ
る
を
得
な
い
無
念
さ
を
記
し
た
上
で
、
帝
の

求
婚
を
拒
否
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
と
、
自
身
の
真
情
を
吐
露
す

る
こ
と
は
、
帝
を
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
こ
と
と
、
実
質
的
に
等
価

の
行
為
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
尊
敬
語
ｌ
「
た
ま
ふ
」
が
使
用
さ
れ
た
理

由
は
、
か
ぐ
や
姫
の
相
手
を
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い
に
対
し
て
、

尊
敬
語
を
使
用
す
る
類
型
に
分
類
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

尚
、蛇
足
な
が
ら
、⑩
の
破
線
部
「
た
ま
ふ
」
は
、「
あ
わ
て
ぬ
さ
ま
」

で
、
帝
に
書
き
残
す
手
紙
を
認
め
る
か
ぐ
や
姫
を
、「
遅
し
」
と
「
心

も
と
な
が
」
る
「
天
人
」
の
動
作
に
付
さ
れ
て
い
る
。
迎
え
に
到
来
し

た
月
の
都
の
人
に
対
し
て
、
地
の
文
で
の
尊
敬
語
は
、
不
使
用
で
あ
り
、

唯
一
の
例
外
を
如
何
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
を
考
え
る
と
、
集
成
本

は
、「
天
人
に
は
敬
語
が
用
い
ら
れ
な
い
の
が
、こ
の
物
語
の
例
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
伝
写
上
の
誤
り
か
」（
80
頁
頭
注
一
一
）
と
し
、
新
大
系

本
は
、「
敬
語
を
用
い
た
の
は
「
王
と
お
ぼ
し
き
人
」
だ
か
ら
か
」（
73

頁
脚
注
二
八
）
と
付
注
す
る
。

　

飛
ぶ
車
に
乗
る
別
格
の
「
王
と
お
ぼ
し
き
人
」
を
、「
天
人
」
と
い

う
一
般
的
な
呼
称
で
叙
述
す
る
の
は
、
不
自
然
で
あ
り
、
新
大
系
本
の

付
注
に
は
従
い
が
た
く
思
わ
れ
る
。「
遅
し
」
と
苛
立
ち
、
心
穏
や
か

な
ら
ぬ
「
天
人
」
に
対
す
る
尊
敬
語
使
用
は
、
⑩
の
直
後
に
連
続
す
る



一
四

⑪
で
、
か
ぐ
や
姫
が
「
い
み
じ
く
静
か
に
、
朝
廷
に
御
文
奉
りｌ

た
ま
ふ
」

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
相
手
を
思
い
遣
り
、
心
を
寄

せ
る
思
い
を
抱
く
姫
に
対
す
る
使
用
の
そ
れ
と
は
、
対
極
に
位
置
す
る

事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
天
人
」
に
対
し
て
、
唯
一
の
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
た
理
由
は
、
集

成
本
の
「
伝
写
上
の
誤
り
か
」
と
い
う
指
摘
が
穏
当
な
判
断
で
あ
ろ
う

が
、
敢
え
て
臆
断
を
述
べ
れ
ば
、「
天
人
」
と
か
ぐ
や
姫
と
の
対
比
を

通
し
て
、
姫
の
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い
と
い
う
、
地
上
世
界
の

人
間
の
優
越
性
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
、
意
図
的
使
用
の
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
と
思
う
の
だ
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

五

　

以
上
の
論
述
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

地
の
文
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
の
動
作
に
尊
敬
語
が
例
外
的
に
使
用

さ
れ
る
の
は
、
①
ｂ
の
事
例
を
除
外
す
る
と
、
次
の
二
通
り
に
分
類
で

き
よ
う
。

　
　

Ⅰ
類
型�

「
か
ぐ
や
姫
が
相
手
を
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い
を

抱
い
た
場
合
」

　
　
　
　

９
例
＝�

①
ｃ
、
②
ｄ
ｅ
ｆ
、
⑤
ｇ
、
⑥
ｈ
、
⑨
ｊ
、
⑩
ｋ
、

⑪
ｌ

　
　

Ⅱ
類
型�

「
比
較
の
対
象
と
な
る
相
手
と
の
関
係
性
で
使
用
さ
れ
る

場
合
」

　
　
　
　

２
例
＝
①
ａ
、
⑦
ｉ

　

右
の
分
類
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ⅱ
類
型
の
「
比
較
の
対
象
と
な
る

相
手
と
の
関
係
性
で
使
用
さ
れ
る
場
合
」
は
、
①
ａ
の
帝
に
準
ず
る
処

遇
を
受
け
る
場
合
と
、
⑦
ｉ
の
語
り
手
が
全
知
的
視
点
に
立
っ
て
総
括

的
に
叙
述
す
る
、「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
の
形
状
に
関
す
る
場
合
だ
け
で

あ
り
、
尊
敬
語
使
用
の
81
・
８
％
は
、
Ⅰ
類
型
の
「
か
ぐ
や
姫
が
相
手

を
思
い
遣
り
、
心
を
寄
せ
る
思
い
を
抱
い
た
場
合
」
で
あ
っ
て
、
か
ぐ

や
姫
の
「
人
間
性
」
発
露
の
場
面
や
叙
述
に
限
定
し
て
、
例
外
的
・
意

図
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

��������������������������������������������������������������������������

註（
１
）�

山
口
仲
美
氏
「
竹
取
物
語
の
文
体
と
成
立
過
程
」（『
平
安
文
学

の
文
体
の
研
究
』
明
治
書
院　

昭
和
五
九
年
二
月
）、
初
出
は

昭
和
五
四
年
。

（
２
）�

井
上
親
雄
氏
「
竹
取
物
語
の
敬
語
―
―
か
ぐ
や
姫
の
神
性
と
の

関
係
」（
井
上
親
雄
・
山
内
洋
一
郎
両
氏
編
『
古
代
語
の
構
造

と
展
開
』
和
泉
書
院　

一
九
九
二
年
六
月
）。
本
稿
中
の
井
上

氏
の
論
文
引
用
は
、
全
て
当
該
論
文
に
よ
る
。



一
五

「
か
ぐ
や
姫
」
に
対
す
る
地
の
文
の
敬
語
表
現

（
３
）�

長
沼
英
二
氏
「
竹
取
物
語
の
地
の
表
現
の
敬
語
」（『
研
究
講
座�

竹
取
物
語
の
視
界
』
新
典
社　

平
成
一
〇
年
五
月
）。
本
稿
中

の
長
沼
氏
の
論
文
引
用
は
、
全
て
当
該
論
文
に
よ
る
。

（
４
）�
賀
茂
季
鷹
書
入
『
竹
取
物
語
』
慶
長
古
活
字
本
（
現
在
、
京
都

市
歴
史
資
料
館
に
寄
託
）
に
は
、「
春
の
比
よ
り
天
に
あ
る
父

母
へ
、
今
一
年
は
此
世
界
に
を
ら
ん
こ
と
の
暇
を
申
つ
れ
ど
も
、

ゆ
る
し
な
き
と
い
ふ
也
」（
45
丁
裏
９
、
文
化
十
一
年
秋
、
墨

筆
で
行
間
に
書
き
入
れ
。
読
点
は
稿
者
）
と
あ
る
。

　
　

�　

尚
、
季
鷹
旧
蔵
本
は
、
古
活
字
十
行
甲
本
で
は
あ
る
も
の
の
、

11
丁
表
８
「
可
不
」（
二
格
、
季
鷹
本
）
―
「
加
宇
」（
二
格
、

甲
本
）、
28
丁
表
10
「
太
登
止
楚
云
」（
全
て
全
格
）
―
「
多�

止
波�

以
比
」（
全
格
、
二
格
）、
46
丁
裏
９
「
奈
利
」（
全
格
）

―
「
那
利
」（
二
格
）
の
三
箇
所
で
相
違
し
て
お
り
、
異
版
ハ

種
と
知
ら
れ
る
。

　
　

�　

ま
た
、
季
鷹
は
十
行
甲
本
の
文
字
を
塗
抹
し
て
、
仮
名
遣
い

や
字
母
、踊
り
字
を
書
き
改
め
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る（
188
箇

所
）
だ
け
で
な
く
、
意
改
す
る
箇
所
も
若
干
な
が
ら
見
ら
れ
る

（
13
箇
所
）
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

（
５
）�「
か
ぐ
や
姫
は
罪
を
つ
く
り
た
ま
へ
り
け
れ
ば
」
に
付
注
し
て
、

集
成
本
は
、「
か
ぐ
や
姫
は
、
こ
の
天
人
の
王
（「
王
と
お
ぼ
し

き
人
」
＝
稿
者
注
）
も
敬
語
を
用
い
る
よ
う
な
月
世
界
で
も
最

高
の
身
分
の
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
」（
78
頁
頭
注
三
）
と
指

摘
し
、
新
編
全
集
本
は
、「
天
人
の
王
が
、
か
ぐ
や
姫
に
敬
語

を
用
い
て
い
る
の
に
注
意
。
姫
は
月
世
界
の
尊
い
人
だ
っ
た
の

で
あ
る
」（
72
頁
頭
注
一
）
と
指
摘
し
、
新
大
系
本
は
、「
王
が

敬
語
を
使
う
ほ
ど
、
か
ぐ
や
姫
は
月
の
都
で
は
高
貴
な
身
分
で

あ
る
」（
70
頁
脚
注
八
）
と
指
摘
す
る
。

　
　

�　

か
ぐ
や
姫
が「
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
」帰
還
す
る
時
、「
飛

ぶ
車
」
に
同
乗
す
る
「
王
と
お
ぼ
し
き
人
」
と
は
、「
思
し
き
」

と
い
う
曖
昧
で
客
観
性
を
欠
く
表
現
を
考
え
る
と
、
月
の
都
の

「
王
」
の
代
理
と
し
て
の
勅
使
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ

故
に
、
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
敬
語
を
用
い
て
呼
び
か
け
る
の
で

あ
り
、
姫
は
王
女
（
内
親
王
）
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
６
）�

高
田
祐
彦
氏
「『
竹
取
物
語
』
の
心
と
こ
と
ば
」（『
平
安
文
学

史
論
考
』
武
蔵
野
書
院　

二
〇
〇
九
年
一
二
月
）

（
７
）�

長
沼
氏
は
、
か
ぐ
や
姫
が
「
和
歌
の
贈
答
を
反
復
す
る
の
は
、

天
皇
と
の
間
に
お
い
て
の
み
」（
326
頁
）
で
あ
る
こ
と
に
、「
天

皇
と
の
共
感
」
を
読
み
取
り
、
姫
が
「
求
婚
者
と
同
じ
心
情
を

共
有
し
た
と
き
に
、
か
ぐ
や
姫
を
求
婚
者
と
同
じ
階
級
に
所
属

さ
せ
る
」（
327
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
が
、「
聞
え
か
は
し
た
ま
ひ



一
六

て
」
と
、
謙
譲
語
を
用
い
て
帝
と
の
関
わ
り
を
規
定
し
て
い
る

以
上
、「
同
じ
階
級
」
で
は
な
く
、
準
ず
る
位
置
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

（
８
）�
⑦
「
領
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
か
ぎ
り
十
六
所
を
か
み
に
、
蔵
を
あ

げ
て
」
は
、
本
文
難
解
箇
所
で
あ
る
。
保
立
道
久
氏
「『
竹
取

物
語
』
と
神
道
」（『
国
文
学�

解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
二
三
年
八

月
号
）
は
、
本
文
を
校
訂
せ
ず
に
、「
知
ら
せ
給
ひ
た
る
限
り

十
六
社そ

拝
み
に
、
竈く

突ど

を
あ
け
て
」
と
理
解
し
、
知
る
限
り
の

神
社
十
六
社
の
神
を
拝
む
た
め
に
、
煙
出
し
の
穴
か
ら
煙
を
あ

げ
て
、
の
意
と
解
釈
さ
れ
る
（
126
頁
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
あ

け
て
」
に
尊
敬
語
は
不
使
用
な
の
だ
が
、
直
後
の
「
作
り
た
ま

ふ
」
に
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
。
文
章
の
途
中
で
一
箇
所
欠
落

す
る
事
例
は
、
散
見
さ
れ
る
の
で
、
同
様
の
事
例
と
考
え
て
、

検
討
の
対
象
に
は
含
め
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
９
）�

⑦
の
尊
敬
語
ｉ
「
の
た
ま
ふ
」
に
つ
い
て
、
井
上
氏
は
、「
人

間
の
世
界
で
は
入
手
で
き
な
い
も
の
」（
57
頁
）
で
あ
る
課
題

を
「
課
し
た
か
ぐ
や
姫
は
、
人
間
の
力
を
超
え
た
世
界
に
立
っ

て
い
る
」
と
、「
認
定
し
た
時
」
に
、
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
る

と
指
摘
さ
れ
、長
沼
氏
は
、「
皇
子
の
求
婚
対
象
と
な
っ
て
い
る
」

（
325
頁
）
こ
と
も
含
め
て
、「
鍛
冶
匠
ら
と
比
較
し
て
、
か
ぐ
や

姫
は
社
会
的
身
分
に
お
け
る
上
位
者
」
で
あ
る
た
め
と
指
摘
さ

れ
る
。
私
見
は
、
長
沼
氏
の
理
解
と
重
な
る
が
、
こ
の
尊
敬
語

使
用
は
、
全
知
的
視
点
に
立
つ
語
り
手
の
立
場
か
ら
の
、
総
括

的
叙
述
で
あ
っ
て
、
姫
の
具
体
的
な
行
動
を
記
す
叙
述
で
は
な

い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

（
そ
ね
・
せ
い
い
ち
／
本
学
日
本
文
学
科
特
任
教
授
）


