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は
じ
め
に

　

大
伴
御
行
条
の
物
語
展
開
を
如
何
に
読
み
解
く
か
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
注
釈
書
の
評
に
お
い
て
、
様
々
に
言
及
さ
れ
て

き
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
最
も
詳
細
に
立
論
し
た
の
は
、
奥
津
春
雄　（

１
）氏

で
あ
る
が
、
大
伴
家
の
棟
梁
で
あ
る
御
行
と
従
者
の
利エ

ゴ
イ
ズ
ム

己
主
義
に
つ
い

て
は
、
夙
に
岡
一
男（

２
）氏

が
、「
主
君
か
ら
路
用
と
し
て
も
ら
っ
た
も
の

を
勝
手
に
著
服
し
」「
足
の
向
い
た
方
へ
逃
げ
去
る
な
ど
と
は
甚
だ
不

埒
千
万
」（
192
頁
）
な
従
者
と
、「
大
伴
氏
の
家
憲
で
あ
る
「
大
君
の
辺

に
こ
そ
死
な
め
」
を
私
用
の
た
め
に
振
り
ま
わ
」
す
御
行
の
、「
主
従

の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
衝
突
」
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
上
坂
信
男　（

３
）氏

も
「
権

力
で
家
僕
を
頤
使
す
る
主
君
と
、
路
用
を
着
服
、
か
っ
て
な
行
動
を
と

る
家
僕
と
は
、
岡
『
評
釈
』
所
説
の
よ
う
に
、
主
従
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の

衝
突
を
描
い
て
い
る
」（
359
頁
）
と
、
岡
説
を
肯
定
し
継
承
し
て
お
ら

れ
る
。

　

奥
津
氏
も
、
岡
説
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
か
ぐ
や
姫

と
の
結
婚
と
い
う
「
個
人
の
欲
望
の
た
め
に
、
国
家
の
藩
屏
た
る
べ
き

家
臣
団
を
死
地
に
赴
か
せ
る
大
伴
御
行
が
利
己
的
な
ら
」「
大
納
言
が

失
敗
し
た
と
見
る
や
帰
参
し
て
平
然
と
言
い
訳
を
す
る
家
臣
達
も
利
己

保
身
に
長
け
た
者
ど
も
」（
334
頁
）
で
あ
り
、「
主
君
の
利
己
主
義
が
家

臣
の
利
己
主
義
を
引
き
出
し
て
」（
337
頁
）、「
作
者
の
描
こ
う
と
し
た

も
の
は
、形
骸
化
し
空
洞
化
し
た
武
門
の
権
威
の
姿
で
あ
っ
た
」（
334
頁
）

と
指
摘
さ
れ
た
。

　

加
え
て
、
家
臣
団
の
面
従
腹
背
の
心
理
や
行
動
に
気
付
か
ず
、「
強

圧
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
洞
察
力
の
な
い
大
伴
御
行
の
性
格
」（
339
頁
）

と
、暴
風
と
雷
に
遭
遇
し
た
後
の
御
行
の
「
意
外
な
ほ
ど
の
怯
懦
ぶ
り
」

（
338
頁
）
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
理
解
は
、
大
井
田
晴
彦（

４
）氏

に
お
い
て
も
基
本
的
に
継
承
さ

れ
、「
臆
病
さ
と
裏
腹
の
虚
勢
で
し
か
な
か
っ
た
」「
大
納
言
の
本
性
」

　
��『

竹
取
物
語
』
大
伴
御
行
条
・
再
読

曽　

根　

誠　

一��　

�
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『
竹
取
物
語
』
大
伴
御
行
条
・
再
読

（
70
頁
）
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、「
武
門
の
頭
領
の
人
徳
の
な
さ
、
愚
か

さ
が
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
の
は
無
論
で
あ
る
が
、
既
に
過
去
の
も
の
と
な

っ
た
、
古
い
氏
族
的
紐
帯
に
今
も
な
お
固
執
し
て
い
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ

ム
こ
そ
が
、
む
し
ろ
笑
い
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
」（
71
頁
）
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
御
行
条
の
物
語
展
開
は
、
別
の
視
点
か
ら
読
み
直

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
棟
梁
と
従
者
が
一
心
同
体
で
あ

る
こ
と
を
必
須
と
す
る
武
門
の
名
家
大
伴
氏
で
、
棟
梁
の
御
行
が
「
龍

の
頸
の
珠
」
の
入
手
を
提
案
及
び
命
令
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
者
と

の
間
で
生
じ
た
混
乱
と
そ
の
収
束
を
、
御
行
と
従
者
の
信
頼
関
係
に
視

点
を
置
い
て
物
語
展
開
に
即
し
つ
つ
、
読
み
取
っ
て
み
よ
う
と
思
う
の

で
あ
る
。

　
　
　

 　

一

　

大
伴
家
の
棟
梁
御
行
は
、
家
の
集
め
ら
れ
る
限
り
の
従
者
を
集
め

て
、
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
の
条
件
で
あ
る
、
龍
の
頸
の
五
色
に
光
る
玉

の
入
手
を
、「
そ
れ
を
取
り
て
奉
り
た
ら
む
人
に
は
、
願
は
む
こ
と
を

か
な
へ
む
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
、
42
頁
）
と
、
首
尾
良
く

入
手
し
た
従
者
の
願
望
の
実
現
を
保
証
す
る
交
換
条
件
と
と
も
に
提
案

す
る
。
そ
れ
に
対
す
る
従
者
の
返
答
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

�

仰
せ
の
こ
と
は
、
い
と
も
尊
し
。
た
だ
し
、
こ
の
玉
、
た
は
や
す

く
え
取
ら
じ
を
。
い
は
ん
や
、
龍
の
頸
に
玉
は
い
か
が
取
ら
む
。

（
42
～
43
頁
）

　

従
者
は
第
一
文
で
、
提
案
が
大
伴
家
の
棟
梁
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と

に
敬
意
を
払
い
、意
向
を
尊
重
す
る
。だ
が
、第
二
文
冒
頭
で
接
続
詞「
た

だ
し
」
を
付
し
て
、
例
外
も
あ
る
こ
と
を
補
足
し
つ
つ
、
こ
の
世
に
存

在
す
る
一
般
的
な
「
五
色
の
光
あ
る
玉
」
の
入
手
で
さ
え
困
難
な
こ
と

を
指
摘
し
た
上
で
、
第
三
文
で
、
ま
し
て
「
龍
」
の
頸
の
玉
は
、
入
手

不
可
能
で
あ
る
と
進
言
し
て
、
御
行
の
理
解
を
得
、
提
案
の
撤
回
へ
と

事
態
が
展
開
す
る
よ
う
促
し
試
み
る
。

　

そ
れ
に
対
す
る
御
行
の
回
答
は
、
当
初
の
「
提
案
」
―
龍
の
頸
の
玉

入
手
の
目
的
が
か
ぐ
や
姫
と
の
結
婚
と
い
う
個
人
的
事
情
で
あ
っ
て
、

朝
廷
及
び
大
伴
家
と
し
て
の
公
的
課
題
で
は
な
い
こ
と
に
配
慮
し
た
物

言
い
―
か
ら
変
質
し
て
、
主
従
関
係
に
基
づ
く
「
君
の
仰
せ
ご
と
」
実

現
の
た
め
の
命
令
・
強
要
に
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
か
ぐ
や
姫

が
結
婚
の
条
件
と
し
て
御
行
に
課
し
た
難
題
の
入
手
が
、
課
さ
れ
た
御

行
か
ら
そ
の
ま
ま
従
者
へ
と
転
嫁
さ
れ
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

　

・�
君
の
使
と
い
は
む
者
は
、
命
を
捨
て
て
も
、
お
の
が
君
の
仰
せ
ご

と
を
ば
か
な
へ
む
と
こ
そ
思
ふ
べ
け
れ
。
こ
の
国
に
な
き
、天
竺
、

唐
土
の
物
に
も
あ
ら
ず
。
こ
の
国
の
海
山
よ
り
、
龍
は
下
り
上
る



八
八

も
の
な
り
。
い
か
に
思
ひ
て
か
、
汝
ら
難
き
も
の
と
申
す
べ
き
。

　

・�
汝
ら
、
君
の
使
と
名
を
流
し
つ
。
君
の
仰
せ
ご
と
を
ば
、
い
か
が

は
そ
む
く
べ
き
。（
43
頁
）

　

御
行
は
、公
的
課
題
で
な
く
と
も
、「
お
の
が
君
の
仰
せ
ご
と
」
は
「
命

を
捨
て
て
も
」
実
現
す
べ
き
使
命
で
あ
り
、「
そ
む
く
」
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
、
従
者
が
難
題
を
回
避
す
る
余
地
を
絶
っ
た
上
で
、
龍
は
日

本
の
海
山
で
活
動
し
て
お
り
、そ
の
「
頸
の
玉
」
入
手
は
、「
難
き
も
の
」

で
は
な
い
と
語
る
。

　

こ
の
御
行
の
命
令
に
つ
い
て
、
奥
津
氏
は
「
根
本
の
動
機
が
公
的
な

も
の
で
な
く
本
人
だ
け
の
利
己
的
欲
望
」（
337
頁
）
で
あ
り
、「
大
伴
御

行
の
利
己
主
義
が
家
臣
を
死
地
に
追
い
や
ろ
う
と
し
て
い
る
」（
336
頁
）

こ
と
か
ら
、「
自
己
中
心
的
・
圧
制
的
な
武
門
の
主
の
姿
」
を
読
み
取

っ
て
お
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
龍
」
の
実
態
に
対
す
る
御
行
と

従
者
の
間
の
認
識
の
齟
齬
で
あ
ろ
う
。
従
者
は
、
御
行
の
命
令
を
受
け

て
、
次
の
よ
う
に
悪
し
ざ
ま
に
非
難
し
て
い
る
。

　

・「
か
か
る
す
き
事
を
し
た
ま
ふ
こ
と
」
と
そ
し
り
あ
へ
り
。

　

・�「
親
、君
と
申
す
と
も
、か
く
つ
き
な
き
こ
と
を
仰
せ
た
ま
ふ
こ
と
」

と
、
事
ゆ
か
ぬ
物
ゆ
ゑ
、
大
納
言
を
そ
し
り
あ
ひ
た
り
。（
44
頁
）

　
「
す
き
事
」
は
、
物
好
き
な
身
勝
手
な
こ
と
、「
つ
き
な
し
」
は
、
対

策
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
困
難
・
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
こ
と

を
表
わ
す
語
で
あ
り
、従
者
は
、「
頸
の
玉
」
を
入
手
す
る
た
め
に
「
龍
」

に
戦
い
を
挑
む
こ
と
は
、
無
謀
な
行
為
で
あ
り
、
死
以
外
の
結
果
を
将

来
す
る
余
地
は
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
的
確
な
判
断
で

あ
っ
た
こ
と
は
、後
日
、実
際
に
戦
い
を
挑
ん
で
敗
北
し
た
御
行
の
「
龍

を
捕
へ
た
ら
ま
し
か
ば
、
ま
た
、
こ
と
も
な
く
我
は
害
せ
ら
れ
な
ま
し
」

（
48
頁
）
と
い
う
発
言
に
よ
っ
て
、
担
保
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
日
本
古
典
全
書
本
が
「
現
実
的
な
常
識
人
に
描
か
れ
て

ゐ
る
」「
常
識
あ
る
家
臣
」（
160
頁
）
と
評
す
る
従
者
は
、「
龍
」
の
実

態
を
熟
知
し
て
お
り
、
正
当
に
畏
怖
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
御
行
の
命

令
に
従
っ
て
入
手
を
計
る
行
動
を
取
ら
ず
、
御
行
を
「
そ
し
り
あ
ふ
」

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
る
者
は
家
に
籠
も
り
、
あ

る
者
は
行
き
た
い
所
へ
旅
立
つ
行
動
を
取
っ
て
、
身
の
保
全
を
図
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
対
応
を
、
奥
津
氏
は
、「
雇
わ
れ
も
の
根
性
の
面
従

腹
背
の
姿
」「
家
臣
た
ち
の
本
性
」（
337
頁
）
と
評
さ
れ
る
が
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
無
益
な
戦
い
を
回
避
す
る
こ
と
も
、
戦
術
の
一
な
の
で
あ

り
、
結
果
的
に
大
伴
家
は
、
従
者
の
戦
死
に
よ
る
戦
力
の
消
耗
・
弱
体

化
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
龍
」
を
畏
怖
す
る
従
者
に
対
し
て
、
御
行
は
「
い
か
に
思
ひ
て
か
、

汝
ら
難
き
も
の
と
申
す
べ
き
」
と
、「
頸
の
玉
」
の
入
手
は
容
易
で
あ
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『
竹
取
物
語
』
大
伴
御
行
条
・
再
読

る
と
判
断
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
根
拠
は
、「
わ
が
弓
の
力
は
、
龍

あ
ら
ば
、
ふ
と
射
殺
し
て
、
頸
の
玉
は
取
り
て
む
」（
45
頁
）
と
い
う
、

自
身
の
強
弓
の
破
壊
力
に
対
す
る
絶
対
の
自
信
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

御
行
は
、
朝
廷
随
一
の
強
弓
を
引
く
武
人
で
あ
り
、
こ
れ
が
最
大
の
特

長
で
あ
る
が
故
に
、
棟
梁
と
し
て
敬
意
を
払
わ
れ
、
君
臨
し
得
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
時
点
の
御
行
に
は
、「
龍
は
鳴
る
雷
の
類
」（
48
頁
）
と
い
う
知

識
は
な
い
。
こ
れ
は
、御
行
が「
龍
」を
求
め
て
筑
紫
の
海
に
漕
ぎ
出
し
、

「
龍
」
の
引
き
起
こ
す
暴
風
と
荒
波
、
落
雷
の
恐
怖
を
体
験
し
、
九
死

に
一
生
を
得
て
初
め
て
、
体
得
し
得
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
、「
龍
」
に
関
す
る
的
確
な
知
識
に
基
づ

い
て
正
当
に
畏
怖
し
、
身
の
保
全
を
最
優
先
し
て
、
慎
重
に
行
動
し
た

従
者
と
、
詳
細
な
情
報
を
持
た
ず
、
ま
た
収
集
し
よ
う
と
も
せ
ず
、
自

身
の
「
弓
の
力
」
を
過
信
・
慢
心
し
、「
召
継
」
の
「
舎
人
二
人
」
と

難
波
の
港
か
ら
船
出
し
て
、
無
謀
な
戦
い
を
挑
ん
だ
御
行
と
の
認
識
の

差
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

御
行
は
、無
知
で
あ
る
た
め
に
「
龍
」
を
恐
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
、
従
者
に
も
主
従
関
係
を
根
拠
に
し
て
、「
龍
の
頸
の
玉
」

入
手
を
命
令
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
、「
家
臣
団
を
死
地
に

赴
か
せ
る
」「
家
臣
を
死
地
に
追
い
や
ろ
う
と
し
て
い
る
」認
識
は
な
く
、

従
者
で
あ
っ
て
も
、「
龍
の
頸
の
玉
」
入
手
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
戦
死
者
が
出
る
こ
と
を
危
惧
し

て
、「
こ
の
人
々
ど
も
帰
る
ま
で
、
斎
ひ
を
し
て
、
我
は
を
ら
む
」（
44

頁
）
と
、
従
者
を
思
い
遣
る
発
言
を
し
、
そ
れ
に
即
っ
た
行
動
を
取
る

一
方
で
、「
こ
の
玉
取
り
得
で
は
、
家
に
帰
り
来
な
」
と
い
う
、
非
情

な
命
令
を
も
発
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
御
行
の
言
動
に
は
、
老
練
・
老
獪
な
側
面
は
読
み
取
り
難

く
、日
本
古
典
全
書
本
が
「
単
純
卒
直
、心
を
さ
な
い
主
人
公
」（
160
頁
）

と
評
す
る
よ
う
に
、
精
神
的
に
未
成
熟
な
、
若
い
棟
梁
像
が
読
み
取
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、「
龍
」
に
対
す
る
認
識
が
、
棟
梁
御
行
と
従

者
の
間
で
大
幅
に
齟
齬
し
た
結
果
、
従
者
の
御
行
に
対
す
る
信
頼
は
喪

失
さ
れ
、
一
心
同
体
で
あ
る
こ
と
を
必
須
と
す
る
大
伴
家
は
、
内
部
的
・

精
神
的
に
瓦
解
状
態
に
陥
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

 　

二

　

さ
て
、
棟
梁
御
行
の
命
令
に
違
背
す
る
行
動
を
取
っ
た
従
者
の
行
動

は
、
兵
書
『
孫
子
』
に
則
し
て
判
読
す
る
時
、
如
何
に
解
釈
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
『
孫
子
』
は
、『
日
本
国
見
在
書
目　（

５
）録

』「
卅
三
兵
家
」
に
「
孫
子
兵



九
〇

法
二
巻　

呉
将
孫

武
撰

」（
144
頁
）
と
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
大
学
寮
・
算
道
の

教
科
書
の
一
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。

凡
算
経
。
孫
子
。
五
曹
。
九
章
。
海
嶋
。
六
章
。
綴
術
。
三
開
重
差
。

周
髀
。
九
司
。
各
為
一
経
。
学
生
分
経
習
業
。（『
令
義
解
』巻
三
・

学
令
）

　
『
竹
取
物
語
』
の
作
者
は
、
求
婚
者
「
色
好
み
五
人
」
に
課
し
た
五

種
類
の
難
題
の
出
典
や
、
か
ぐ
や
姫
昇
天
条
の
記
述
と
設
定
が
中
国
の

女
仙
伝
の
「
謫
仙
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
、「
か
ぐ
や
姫
」「
讃
岐
」

と
い
う
名
前
が
当
時
殆
ど
享
受
さ
れ
な
か
っ
た
『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇

の
妃
と
そ
の
叔
父
に
見
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、大
学
寮
の
「
紀
伝
道
（
文

章
道
）」
で
学
ん
だ
知
識
人
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、『
孫
子
』
は
「
紀
伝

道
」
の
教
科
書
で
は
な
い
も
の
の
、
大
学
寮
に
身
を
置
く
者
に
は
、
身

近
に
あ
る
繙
読
容
易
な
書
物
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
孫
子
』
は
、
戦
闘
に
勝
利
す
る
た
め
の
条
件
を
、
次
の
よ
う
に
規

定
し
て
い
る
。

　
　

�　

故
に
勝
を
知
る
に
五
あ
り
。
戦
う
べ
き
と
戦
う
べ
か
ら
ざ
る
と

を
知
る
者
は
勝
つ
。
衆
寡
の
用
を
識
る
者
は
勝
つ
。
上
下
の
欲
を

同
じ
う
す
る
者
は
勝
つ
。
虞
を
以
て
不
虞
を
待
つ
者
は
勝
つ
。
将

の
能
に
し
て
君
の
御
せ
ざ
る
者
は
勝
つ
。
此
の
五
者
は
勝
を
知
る

の
道
な
り
。
故
に
曰
わ
く
、
彼
れ
を
知
り
て
己
れ
を
知
れ
ば
、
百

戦
し
て
殆
う
か
ら
ず
。
彼
れ
を
知
ら
ず
し
て
己
れ
を
知
れ
ば
、
一

勝
一
負
す
。
彼
れ
を
知
ら
ず
己
れ
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
戦
う
毎
に
必

ず
殆
う　（

６
）し

。（
52
頁
）

　

右
の
五
条
件
の
内
の
第
三
条
件
「
上
下
の
欲
を
同
じ
う
す
る
者
は
勝

つ
」
が
、
龍
の
頸
の
玉
を
入
手
す
る
に
際
し
て
、
棟
梁
御
行
と
従
者
の

間
で
充
足
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
既
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
だ

が
、
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
第
一
条
件
「
戦
う
べ
き
と
戦
う
べ
か
ら
ざ

る
と
を
知
る
者
は
勝
つ
」
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
と
同
趣
旨
の
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�　

故
に
戦
道
必
ず
勝
た
ば
、
主
は
戦
う
無
か
れ
と
曰
う
と
も
必
ず

戦
い
て
可
な
り
。
戦
道
勝
た
ず
ん
ば
、
主
は
必
ず
戦
え
と
曰
う
と

も
戦
う
無
く
し
て
可
な
り
。
故
に
進
ん
で
名
を
求
め
ず
、
退
い
て

罪
を
避
け
ず
、唯
だ
民
を
是
れ
保
ち
て
而
し
て
利
の
主
に
合
う
は
、

国
の
宝
な
り
。（
136
頁
）

　

こ
れ
は
、
戦
闘
を
統
括
す
る
総
責
任
者
と
し
て
の
将
軍
が
取
る
べ
き

判
断
・
行
動
を
、
王
（
君
主
）
と
の
関
わ
り
で
述
べ
た
も
の
だ
が
、
従

者
全
員
が
同
じ
判
断
を
下
し
て
い
る
「
龍
の
頸
の
玉
」
の
場
合
は
、
御

行
を
王
（
君
主
）、
従
者
を
将
軍
に
置
換
し
て
読
ん
で
過
た
な
い
で
あ

ろ
う
。

　

と
す
る
と
、
従
者
が
「
こ
の
玉
、
た
は
や
す
く
え
取
ら
じ
を
。
い
は
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『
竹
取
物
語
』
大
伴
御
行
条
・
再
読

ん
や
、
龍
の
頸
に
玉
は
い
か
が
取
ら
む
」
と
、
入
手
不
可
能
で
あ
る
と

判
断
し
て
、
御
行
の
「
龍
の
頸
の
玉
取
り
得
ず
は
帰
り
来
な
」
と
い
う

命
令
に
従
い
、「
あ
る
い
は
己
が
家
に
籠
り
ゐ
、
あ
る
い
は
己
が
行
か

ま
ほ
し
き
所
へ
往
ぬ
」（
44
頁
）
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
こ
と
は
、「
戦

道
勝
た
ず
ん
ば
、主
は
必
ず
戦
え
と
曰
う
と
も
戦
う
無
く
し
て
可
な
り
」

と
い
う
孫
子
の
兵
法
に
叶
っ
た
合
理
的
判
断
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

利
己
主
義
だ
と
す
る
批
判
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
龍
と
の
戦
闘
回
避
の
行
動
は
、
大
伴
家
の
従
者
の
戦
死
に

よ
る
戦
力
消
耗
と
弱
体
化
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
と
な
り
、「
唯
だ

民
を
是
れ
保
ち
て
而
し
て
利
の
主
に
合
う
」
結
果
を
将
来
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
者
の
行
動
こ
そ
が
、
孫
子
の
兵
法
に
叶
っ
た

正
当
な
判
断
な
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
行
動
は
、
戦
闘
に
勝
利
す
る
た
め
の
条
件
「
戦
う
べ

き
と
戦
う
べ
か
ら
ざ
る
と
を
知
る
者
は
勝
つ
」
を
充
足
し
て
お
り
、
孫

子
の
至
言
「
彼
れ
を
知
り
て
己
れ
を
知
れ
ば
、百
戦
し
て
殆
う
か
ら
ず
」

に
も
叶
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

 　

三

　

御
行
段
は
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
。

　

御
行
は
、
従
者
に
よ
る
「
龍
の
頸
の
玉
」
入
手
の
吉
報
を
自
邸
で
待

つ
が
、
誰
一
人
帰
参
し
な
い
で
年
が
改
ま
る
。
し
び
れ
を
切
ら
し
た
御

行
は
、
舎
人
二
人
を
召
継
と
し
て
連
れ
、
微
行
し
て
難
波
の
港
に
出
、

従
者
の
行
動
に
関
す
る
情
報
を
探
る
。

　
　

�「
大
伴
の
大
納
言
殿
の
人
や
、
船
に
乗
り
て
、
龍
殺
し
て
、
そ
が

頸
の
玉
取
れ
る
と
や
聞
く
」
と
、
問
は
す
る
に
、
船
人
、
答
へ
て

い
は
く
、「
あ
や
し
き
言
か
な
」
と
笑
ひ
て
、「
さ
る
わ
ざ
す
る
船

も
な
し
」
と
答
ふ
る
に
…
…
。（
45
頁
）

　

船
人
は
、
御
行
が
舎
人
に
尋
ね
さ
せ
た
大
伴
家
の
従
者
に
よ
る
「
龍

の
頸
の
玉
」
入
手
の
有
無
に
関
す
る
情
報
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
目

的
で
出
航
し
た
船
自
体
が
存
在
し
な
い
と
、
全
否
定
で
回
答
す
る
。
そ

れ
を
聞
い
た
御
行
は
、「
わ
が
弓
の
力
は
、
龍
あ
ら
ば
、
ふ
と
射
殺
し

て
、
頸
の
玉
は
取
り
て
む
」
と
い
う
、
強
弓
の
威
力
に
対
す
る
絶
対
の

自
信
に
基
づ
い
て
、「
遅
く
来
る
奴
ば
ら
を
待
た
じ
」
と
、
従
者
と
の

共
同
作
戦
を
取
ら
ず
、
舎
人
二
人
と
三
人
、
す
な
わ
ち
、
殆
ど
単
身
と

い
っ
て
よ
い
状
態
で
、
龍
を
求
め
て
海
を
漕
ぎ
廻
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
筑
紫
の
海
に
辿
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
御
行
の
行
動
に
対
し
て
、
奥
津
氏
は
「
行
く
先
も
決
め
ず

大
海
へ
乗
り
出
し
た
自
分
自
身
の
無
鉄
砲
さ
」（
342
頁
）
を
指
摘
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
結
果
論
で
あ
り
、
そ
れ
を
決
断
し
た
時
点
で
の
御
行
は
、

龍
に
対
す
る
知
識
を
持
た
な
い
が
故
に
、
十
分
勝
算
が
あ
る
と
思
い
込
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ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
御
行
は
何
故
海
で
の
戦
闘
を

選
択
し
、
そ
れ
が
「
筑
紫
の
海
」
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
設
定
の
問
題

で
あ
る
。

　

大
伴
氏
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』
収
載
の
家
持
の
次
の
長

歌
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

�

…
…
大
伴
の　

遠
つ
神
祖
の　

そ
の
名
を
ば　

大
久
米
主
と　

負

ひ
持
ち
て　

仕
へ
し
官　

海
行
か
ば　

水
漬
く
屍　

山
行
か
ば　

草
生
す
屍　

大
君
の　

辺
に
こ
そ
死
な
め　

顧
み
は
せ
じ
と
言
立

て　

ま
す
ら
を
の　

清
き
そ
の
名
を　

古
よ　

今
の
現
に　

流
さ

へ
る　

祖
の
子
ど
も
そ　

大
伴
と　

佐
伯
の
氏
は　

人
の
祖
の　

立
つ
る
言
立
て　

人
の
子
は　

祖
の
名
絶
た
ず　

大
君
に　

ま
つ

ろ
ふ
も
の
と　

言
ひ
継
げ
る　

言
の
官
そ　

梓
弓　

手
に
取
り
持

ち
て　

剣
大
刀　

腰
に
取
り
佩
き　

朝
守
り　

夕
の
守
り
に　

大

君
の　

御
門
の
守
り　

我
を
除
き
て　

ま
た
人
は
あ
ら
じ
と　

い

や
立
て　

思
ひ
し
増
さ
る　

大
君
の　

命
の
幸
の　

聞
け
ば
貴
み

（
巻
十
八
・
四
〇
九
四
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

　

家
持
が
大
伴
氏
と
と
も
に
佐
伯
氏
に
言
及
す
る
の
は
、『
新
撰
姓
氏

録（
７
）　』「

左
京
神
別
中
」
に
「
雄
略
天
皇
御
世
。
以
入
部
靭
負
賜
大
連
公
。

奏
曰
。
衛
門
開
闔
之
務
。
於
職
已
重
。
若
有
一
身
難
堪
。
望
与
愚
兒
語
。

相
伴
奉
衛
左
右
。
勅
依
奏
。
是
大
伴
佐
伯
二
氏
。
掌
左
右
開
闔
之
縁
也
」

（
217
～
218
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
雄
略
帝
の
御
代
に
、
大
伴

室
屋
が
子
息
談
（
佐
伯
氏
の
祖
）
と
と
も
に
宮
門
の
警
護
を
担
当
し
た

こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、
平
城
宮
の
朝
堂
院
南
門
を
大
伴
門
、
西
側
の
中

門
を
佐
伯
門
と
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
梓
弓　

手
に
取
り
持
ち
て　

剣
大
刀　

腰
に

取
り
佩
き　

朝
守
り　

夕
の
守
り
に　

大
君
の　

御
門
の
守
り　

我
を

除
き
て　

ま
た
人
は
あ
ら
じ
」
と
、
明
瞭
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

　
「
海
行
か
ば　

水
漬
く
屍　

山
行
か
ば　

草
生
す
屍　

大
君
の　

辺

に
こ
そ
死
な
め　

顧
み
は
せ
じ
」と
は
、覚
悟
・
決
意
の
表
明
で
あ
っ
て
、

実
際
に
海
で
の
戦
闘
に
長
け
た
氏
族
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宮
門

の
警
護
を
担
当
し
て
い
た
よ
う
に
、
陸
上
で
の
戦
闘
を
主
と
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
末
裔
と
し
て
設
定
さ
れ
た
御
行
が
、
何
故
龍
を
求
め
て
海
を
経

巡
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
夙
に
指
摘（

８
）が

あ
る
よ
う
に
、『
文
徳
天
皇
実

録
』
仁
寿
三
年
六
月
条
の
菅
原
梶
成
卒
伝
に
記
さ
れ
た
、
帰
朝
す
る
遣

唐
使
船
遭
難
の
様
子
と
南
海
漂
流
の
記
述
を
踏
ま
え
て
、
龍
と
の
遭
遇

の
場
面
を
描
出
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
構
想
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た

ろ
う
。

　

遣
唐
使
船
は
、
博
多
及
び
周
辺
の
港
か
ら
船
出
し
、
帰
国
の
際
は
、
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『
竹
取
物
語
』
大
伴
御
行
条
・
再
読

博
多
を
目
指
し
た
の
で
あ
り
、「
筑
紫
の
海
」
に
は
、
遣
唐
使
に
ま
つ

わ
る
悲
劇
的
な
結
末
も
含
め
た
、
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
読
者
に
も
そ
れ
を
共
有
す
る
基
盤
が
存
在
し
て
い
た
た

め
に
、
適
切
な
場
所
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

 　

四

　

次
に
、
棟
梁
御
行
と
従
者
間
で
生
じ
た
齟
齬
に
よ
る
、
大
伴
家
の
内

部
的
・
精
神
的
瓦
解
状
態
は
、
如
何
に
し
て
修
復
さ
れ
た
の
か
を
確
認

し
て
ゆ
き
た
い
。

　

筑
紫
の
海
に
漕
ぎ
出
し
た
御
行
の
船
は
、
疾
風
に
翻
弄
さ
れ
て
、「
船

を
海
中
に
ま
か
り
入
り
ぬ
べ
く
吹
き
廻
し
て
、
浪
は
船
に
う
ち
か
け
つ

つ
巻
き
入
れ
、
雷
は
落
ち
か
か
る
や
う
に
ひ
ら
め
き
か
か
る
」（
46
頁
）

危
機
的
状
況
に
陥
る
。
御
行
の
「
ま
だ
、
か
か
る
わ
び
し
き
目
、
見
ず
」

は
、
大
伴
家
の
棟
梁
と
し
て
内
裏
で
の
活
動
を
専
ら
と
し
、
船
上
で
の

活
動
経
験
を
持
た
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
船
で
の
活
動
を
専
ら
と
す
る
楫
取
の
「
こ
こ
ら
船

に
乗
り
て
ま
か
り
歩
く
に
、
ま
だ
か
か
る
わ
び
し
き
目
を
見
ず
」
と
い

う
発
言
は
、注
意
さ
れ
よ
う
。「
す
ず
ろ
な
る
死
に
を
す
べ
か
め
る
か
な
」

と
、
死
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
難
に
初
め
て
遭
遇
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、「
御
船
海
の
底
に
入
ら
ず
は
、雷
落
ち
か
か
り
ぬ
べ
し
。

も
し
、
幸
に
神
の
助
け
あ
ら
ば
、
南
海
に
吹
か
れ
お
は
し
ぬ
べ
し
」
と
、

船
が
沈
没
し
て
落
命
す
る
か
、
雷
に
打
た
れ
て
落
命
す
る
か
、
幸
運
に

恵
ま
れ
て
助
か
っ
て
も
、
南
海
を
漂
流
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。
海
賊
に
襲
撃
さ
れ
た
り
、
漂
着
し
た
島
で
攻
撃
を
受
け
、
命
を
落

と
し
た
遣
唐
使
船
の
事
例
を
知
る
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、「
南
海
は

想
像
の
及
ぶ
か
ぎ
り
の
恐
ろ
し
い
地
」（
日
本
古
典
集
成
本
、
45
頁
頭

注
一
四
）
な
の
で
あ
り
、
命
の
保
証
の
な
い
地
域
な
の
で
あ
る
。

　

長
年
船
に
乗
っ
て
生
計
を
立
て
て
き
た
楫
取
は
、
自
ら
の
経
験
に
照

ら
し
て「
風
吹
き
、浪
激
し
」い
状
況
に
陥
る
こ
と
は
従
来
も
あ
っ
た
が
、

「
雷
さ
へ
頂
に
落
ち
か
か
る
や
う
な
る
は
」
こ
れ
ま
で
に
な
く
、
そ
の

理
由
を
「
龍
を
殺
さ
む
と
求
め
た
ま
へ
ば
あ
る
な
り
。
疾
風
も
、
龍
の

吹
か
す
る
な
り
」
と
判
断
し
て
、「
雷
」
と
「
疾
風
」
に
よ
る
死
を
覚

悟
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
在
の
危
機
的
状
況
は
、
龍
を
殺
そ
う
と
す
る
御

行
に
対
抗
す
る
龍
の
仕
業
で
あ
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
に
基
づ
い
て

断
言
す
る
。

　

こ
れ
は
、
楫
取
自
身
の
経
験
に
立
脚
し
た
主
観
的
判
断
で
あ
り
、
そ

れ
故
、
こ
の
楫
取
の
判
断
が
客
観
性
・
普
遍
性
を
持
ち
得
る
の
か
否
か
、

改
め
て
論
ず
る
必
要
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　

龍
と
雷
と
の
関
連
を
、
如
何
に
解
釈
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
二
通
り
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の
説
が
あ
る
。

　

先
ず
、
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
本
は
、
楫
取
の
前
述
の
発
言
と
御
行
の

「
龍
は
鳴
る
神
の
類
に
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
い
う
述
懐
を
根
拠
と
し
て
、

「
当
時
、
竜た

つ

と
竜り

ゅ
うと

雷か
み

と
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
信
仰
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
」（
148
頁
）
と
指
摘
し
、
日
本
古
典
集
成
本
も
「
龍
と

雷
神
は
同
一
視
さ
れ
た
」（
42
頁
頭
注
一
）
と
し
て
、『
扶
桑
略
記
』
所

引
の
『
宇
多
天
皇
御
記
』
寛
平
元
年
十
月
朔
条
「
即
位
の
間
、
乾
の
角

の
山
中
よ
り
黄
龍
天
に
騰
る
」
を
引
用
す
る
。「
黄
龍
」
は
、
稲
妻
が

天
地
を
結
ん
で
落
雷
し
た
様
子
を
、
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
奥
津
氏
は
、
御
行
が
「
竜
は
雷
の
仲
間
で
、
竜
を

殺
そ
う
と
し
た
か
ら
雷
に
襲
わ
れ
た
の
だ
と
か
、
か
ぐ
や
姫
が
私
を
殺

そ
う
と
す
る
悪
巧
み
だ
っ
た
の
だ
と
か
、
的
は
ず
れ
の
判
断
を
繰
り
返

し
て
い
る
の
も
、そ
の
愚
か
さ
の
表
現
で
あ
る
」（
342
頁
）
と
し
て
、「
真

相
を
洞
察
す
る
力
の
な
い
統
率
者
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
と
と

も
に
、
龍
と
雷
と
の
関
連
を
否
定
し
て
お
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、龍
の
如
何
な
る
特
長
が
恐
れ
ら
れ
た
の
か
を
考
え
る
と
、

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。「
龍
の
頸
の
玉
」
の
典
拠
と
理
解
さ
れ
て

い
る
『
荘
子
』
雑　（

９
）篇

で
は
、「
河
上
に
家
貧
」
の
者
の
子
供
が
、
淵
に

潜
っ
て
「
驪
龍
の
頷
下
に
在
」
る
「
千
金
の
珠
」
を
入
手
し
た
と
こ
ろ
、

父
親
は
石
で
砕
い
て
し
ま
え
、
驪
龍
が
目
を
覚
ま
し
た
ら
、「
子

な
ん
ぢ

尚
ほ

奚な
ん

の
微
か
之
れ
有
ら
ん
」（
お
前
の
体
は
何
も
残
ら
ず
食
わ
れ
て
し
ま

う
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宋
王
に
寵
愛
さ
れ
る
者
を
戒
め
る
た

め
の
寓
話
な
の
だ
が
、
龍
の
機
嫌
を
損
じ
た
ら
餌
食
に
さ
れ
て
、
対
抗

す
る
手
立
て
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
も
書
名
が
記
載
さ
れ
る
『
説
文

解
字）

（1
（

』
で
は
、「
龍
」
に
つ
い
て
「
鱗
虫
之
長
。
能
幽
能
明
。
能
細
能
巨
。

能
短
能
長
。
春
分
而
登
天
。
秋
分
而
潜
淵
」（
582
頁
）
と
記
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

　

百
田
弥
栄
子

）
（（
　（氏

は
、
龍
の
起
源
に
つ
い
て
、「「
堯
舜
」
の
頃
よ
り
さ

ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
」（
193
頁
）
の
は
、「
古
い
時
代
に
龍
の
権
威
が
確

立
し
て
い
な
か
っ
た
ば
か
り
に
、
こ
の
よ
う
な
際
限
の
な
い
揺
れ
が
生

じ
た
」（
194
頁
）
の
で
あ
り
、
加
え
て
「
龍
に
つ
き
も
の
の
「
龍
珠
」

に
触
れ
た
も
の
が
一
つ
と
し
て
な
い
」
と
い
う
疑
問
点
を
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、
作
者
が
「
龍
の
頸
の
玉
」
の
着
想
を
得
た

出
典
が
『
荘
子
』
雑
篇
で
あ
る
こ
と
は
、疑
問
の
余
地
が
な
く
な
る
し
、

龍
の
恐
ろ
し
さ
の
具
体
相
も
『
荘
子
』
雑
篇
に
依
拠
し
た
こ
と
に
な
ろ

う
。

　

ま
た
、
百
田
氏
は
、『
太
平
広
記
』（
九
七
八
年
成
立
）
に
引
用
さ
れ

た
「
成
都
記
」
収
載
の
「
李
冰
」（
巻
二
九
一
・
神
一
）
の
話
を
紹
介
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『
竹
取
物
語
』
大
伴
御
行
条
・
再
読

し
て
お
ら
れ
る
。
要
約
す
る
と
、「
蛟
」
が
川
で
暴
れ
る
「
蜀
郡
守
」

の
李
冰
は
、
牛
に
変
身
し
て
戦
う
も
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
選
抜
さ
れ

た
勇
者
数
百
人
に
強
弓
と
大
き
な
矢
を
持
た
せ（
出
選
卒
之
勇
者
数
百
。

持
彊
弓
大
箭）　

（1
（

）、
太
く
白
い
絹
を
身
に
付
け
て
戦
う
の
で
、
そ
の
印
の

な
い
牛
を
殺
す
よ
う
指
示
し
て
、
大
き
な
音
を
立
て
て
川
に
入
る
と
、

直
ぐ
に
雷
と
強
風
が
吹
き
、
真
っ
暗
に
な
る
（
須
臾
雷
風
大
起
）。
少

し
落
ち
着
い
た
時
に
、
二
頭
の
戦
う
牛
を
確
認
し
、
白
絹
を
持
た
な
い

牛
を
「
武
士
乃
斎
射
其
神
。
遂
斃
」
と
な
っ
て
、
蛟
龍
を
倒
す
こ
と
に

成
功
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
太
平
広
記
』
は
勿
論
の
こ
と
、「
成
都
記
」
が
九
世
紀
後
半
の
日
本

で
受
容
さ
れ
て
い
た
確
証
は
な
く
、龍
退
治
に
強
弓
を
用
い
る
方
法
は
、

龍
が
春
分
に
天
に
昇
り
、
秋
分
に
淵
に
潜
む
よ
う
に
、
空
間
を
飛
翔
す

る
動
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
特
に
出
典
を
想
定
せ
ず
と
も
、
容

易
に
着
想
し
得
る
設
定
で
あ
ろ
う
。
ま
た
牛
に
変
身
し
た
と
は
い
え
、

蛟
龍
と
の
戦
闘
で
「
雷
風
大
起
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
こ
と
は
、
御

行
が
翻
弄
さ
れ
た
「
疾
風
」「
雷
」
と
重
な
る
記
述
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
、『
日
本
説
話
文
学
索
引）　

（1
（

』
の
「
雷
」
の
項
目
を
見
る
と
、

雷
の
出
現
時
に
龍
が
登
場
す
る
事
例
は
な
い
が
、「
龍
」
の
場
合
に
は
、

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
四
「
忠
明
治
値
龍
者
語
第
十
一
」（
日
本
古
典
文

学
大
系
本
）で
、滝
口
の
従
者
が「
酒
肴
」を
詰
所
に
取
り
に
帰
る
途
中
、

神
泉
苑
の
西
側
で
夕
立
に
遭
い
、「
俄
ニ
雷
電
シ
テ
」「
其
暗
ガ
リ
タ
ル

中
ニ
金
色
ナ
ル
手
ノ
鑭
ト
見
ヘ
シ
」（
四
・
293
頁
）
こ
と
か
ら
、「
物
モ

不
思
シ
テ
侍
」「
実
ニ
死
タ
ル
様
ニ
テ
臥
」
す
状
態
に
な
っ
た
事
例
が

あ
る
。
こ
れ
は
、人
が
「
龍
ノ
躰
ヲ
見
テ
病
付
」（
294
頁
）
く
話
で
あ
り
、

龍
の
恐
ろ
し
さ
・
強
大
さ
を
象
徴
す
る
事
例
で
は
あ
る
が
、
龍
と
雷
が

同
一
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
巻
二
〇
「
龍
王
為
天
狗
被
取
語
第
十
一
」
で
は
、
讃
岐
国
万

能
池
の
龍
が
蛇
に
変
身
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
鵄
に
変
身
し
た
天
狗
に
洞

に
連
れ
去
ら
れ
、「
一
渧
ノ
水
モ
无
バ
、
空
ヲ
翔
ル
事
モ
无
シ
」（
166
頁
）

と
脱
出
で
き
な
い
で
い
る
と
、
比
叡
山
の
高
僧
が
同
様
に
連
れ
去
ら
れ

て
来
た
。僧
が
持
っ
て
い
た
水
瓶
の
一
滴
の
水
を
得
て
小
童
に
変
身
し
、

僧
を
背
負
っ
て
「
蹴
破
」
り
飛
び
出
す
と
、「
雷
電
霹
靂
シ
テ
、空
陰
リ
、

雨
降
ル
事
甚
ダ
恠
シ
」
い
事
態
と
な
る
。
そ
の
後
、
荒
法
師
に
変
身
し

て
都
を
歩
く
天
狗
を
見
つ
け
た
龍
は
、「
蹴
殺
シ
テ
ケ
リ
」（
167
頁
）
と

復
讐
し
た
話
が
あ
る
。

　

こ
の
二
話
に
共
通
す
る
の
は
、
龍
の
登
場
乃
至
行
動
時
に
、「
雷
電
」

し
雨
が
降
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
龍
と
雷
の
関
係
は
、
日
本
古
典
全
書

本
が
「
龍
の
在
る
處
、
風
雨
を
起
こ
し
雷
を
伴
な
ふ
事
は
、
中
国
の
文

献
に
多
く
記
」（
158
～
159
頁
）
さ
れ
て
お
り
、「
龍
と
雷
と
は
深
い
関
係
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の
あ
る
も
の
と
し
て
、
古
く
か
ら
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
」
の
で
、「
龍
は

雷
の
縁
類
と
作
者
が
書
い
た
」
と
指
摘
す
る
通
り
、「
深
い
関
係
」
で

は
あ
っ
て
も
、
同
一
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
龍
の
武
器
と
し
て
は
、
巻
二
〇
第
十
一
と
同
様
に
、
神
泉
苑

南
面
の
二
階
の「
楼
門
を
け
や
ぶ
り
て
け
り
」（『
続
古
事
談
』巻
二
・
四
、

650
頁
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）
と
い
う
、
爪
の
あ
る
足
で
蹴
る
例

が
確
認
さ
れ
る
。
だ
が
、『
今
昔
物
語
集
』の
成
立
時
期
を
勘
案
す
る
と
、

『
竹
取
物
語
』
作
者
が
こ
れ
ら
の
説
話
を
踏
ま
え
た
可
能
性
は
考
え
難

か
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
龍
を
退
治
す
る
方
法
と
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』

仁
徳
天
皇
六
七
年
条
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
）
に
、
吉
備
中
国

の
川
島
河
に
住
む
「
大
虬
」
を
、「
為
人
勇
悍
に
し
て
強
力
」（
二
・
71
頁
）

き
笠
臣
県
守
が
「
剣
を
挙
げ
て
水
に
入
り
、
虬
を
斬
る
」
よ
う
に
、
剣

で
斬
殺
す
る
事
例
と
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
〇
「
於
海
中
二
龍
戦
猟

師
射
殺
一
龍
得
玉
語
第
卅
八
」
で
、
青
赤
二
龍
が
海
辺
で
「
互
ニ
噉
合

テ
戦
フ
」（
二
・
337
頁
）
場
に
遭
遇
し
た
猟
師
は
、
二
日
続
け
て
負
け
、

三
日
目
も
劣
勢
の
青
龍
を
助
け
る
た
め
に
、「
箭
ヲ
矯
テ
赤
龍
ニ
指
シ

充
テ
ヽ
射
ル
ニ
、
最
中
ヲ
射
」（
338
頁
）
て
、
青
龍
か
ら
「
宝
珠
」
を

得
る
と
い
う
、
弓
矢
で
龍
を
殺
害
す
る
事
例
が
あ
る
。
前
者
は
『
竹
取

物
語
』に
確
実
に
先
行
す
る
が
、後
者
の
出
典
で
あ
る『
法
苑
珠
林
』（
巻

六
四
漁
猟
篇
第
七
三
）
で
は
龍
が
「
大
蛇
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
後
者

の
事
例
が
参
考
に
な
っ
た
可
能
性
は
低
か
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
検
討
結
果
に
基
づ
く
時
、
従
者
が
御
行
に
「
い
は
ん
や
、

龍
の
頸
に
玉
は
い
か
が
取
ら
む
」
と
、
龍
の
頸
の
玉
入
手
の
不
可
能
性

を
進
言
し
た
そ
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の
は
、
爪
の
あ
る
足
で
蹴
殺
さ
れ
る

可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
や
は
り
な
す
術
も
な
く
龍
の
餌
食
と
な
る

姿
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
御
行
が
帰
参
し
た
従
者
に
「
龍
は
鳴
る
雷
の
類
に
こ
そ
あ

り
け
れ
」
と
、
龍
と
雷
と
を
「
類
」
と
称
し
て
同
一
視
せ
ず
、
区
別
し

て
語
っ
て
い
る
の
は
、
楫
取
の
「
雷
さ
へ
頂
に
落
ち
か
か
る
や
う
な
る

は
、
龍
を
殺
さ
む
と
求
め
た
ま
へ
ば
あ
る
な
り
。
疾
風
も
、
龍
の
吹
か

す
る
な
り
」
に
依
っ
て
お
り
、「
疾
風
も
」
は
、
龍
が
「
雷
」
を
使
役

し
て
御
行
に
対
抗
し
、
加
え
て
通
常
と
は
異
な
る
「
疾
風
」
が
吹
き
荒

れ
て
い
る
の
も
ま
た
、龍
が
差
配
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
は
、
前
述
し
た
当
時
の
一
般
的
理
解
と
比
し
て
、
矛
盾
は
な

か
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、
御
行
は
龍
自
体
と
対
決
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
龍
の
使

役
す
る
「
雷
」
と
「
疾
風
」
と
に
翻
弄
さ
れ
て
、「
を
ぢ
な
く
、心
幼
く
、

龍
を
殺
さ
む
と
思
ひ
け
り
。
今
よ
り
後
は
、
毛
の
一
筋
を
だ
に
動
か
し

た
て
ま
つ
ら
じ
」（
47
頁
）
と
、
寿
詞
を
唱
え
て
全
面
降
伏
す
る
こ
と
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に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

 　

五

　

全
面
降
伏
後
の
御
行
の
行
動
に
つ
い
て
、
奥
津
氏
は
「
意
外
な
ほ
ど

の
怯
懦
ぶ
り
」（
338
頁
）、
す
な
わ
ち
、
臆
病
さ
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

の
で
、
そ
の
是
非
も
含
め
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。

　

御
行
に
よ
る
「
千
度
ば
か
り
」
の
寿
詞
の
効
果
か
、雷
は
鳴
り
止
み
、

楫
取
は
今
回
の
危
機
的
状
況
が
「
龍
の
し
わ
ざ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
確

信
す
る
。「
な
ほ
疾
く
吹
く
」
風
は
、
船
を
陸
地
に
吹
き
寄
せ
る
順
風

で
あ
る
こ
と
を
、
楫
取
は
語
る
の
だ
が
、
御
行
は
「
こ
れ
を
聞
き
入
れ
」

（
47
頁
）
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
た
御
行
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
集
成
本
は
「
疲
労
困
憊
し
た

う
え
に
、
恐
怖
の
は
な
は
だ
し
さ
」（
47
頁
頭
注
一
○
）
が
原
因
で
、

楫
取
の
言
葉
を
受
け
付
け
な
い
の
だ
と
理
解
し
、
奥
津
氏
は
「
な
お
た

だ
一
人
錯
乱
状
態
か
ら
覚
め
ず
」「
祈
り
続
け
る
大
伴
御
行
に
は
、
も

は
や
武
門
の
棟
梁
の
面
影
は
な
い
」（
341
頁
）
と
評
さ
れ
る
。
確
か
に

指
摘
の
通
り
な
の
だ
が
、「
恐
怖
の
は
な
は
だ
し
さ
」「
錯
乱
状
態
」
は
、

何
に
起
因
し
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
に
経
験
し

た
こ
と
の
な
い
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
、
目
前
に
迫
っ
た
そ
れ
を

回
避
す
る
手
段
を
持
た
な
い
絶
望
感
が
原
因
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

武
門
の
名
家
大
伴
氏
の
棟
梁
と
し
て
の
御
行
が
、
戦
死
す
る
こ
と
に

対
す
る
恐
怖
か
ら
「
錯
乱
状
態
」
に
陥
る
の
は
、
著
し
い
不
名
誉
で
あ

り
、
武
人
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
棟
梁

と
し
て
の
御
行
の
自
負
心
は
、絶
対
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
「
弓
の
力
」

を
基
盤
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
属
性
が
龍
と
遭
遇
し
て
対
決
す

る
以
前
の
、
龍
の
使
役
す
る
雷
と
疾
風
と
に
翻
弄
さ
れ
た
時
点
で
、
完

膚
な
き
ま
で
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
、
彼
我
の
実
力

の
絶
対
的
懸
隔
を
痛
感
し
、
深
い
絶
望
感
・
挫
折
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ

た
こ
と
こ
そ
が
、「
恐
怖
の
は
な
は
だ
し
さ
」
や
「
錯
乱
状
態
」
と
評

さ
れ
る
事
態
に
陥
っ
た
主
た
る
原
因
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
臆
病

故
の
所
為
と
は
、
位
相
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

三
四
日
吹
い
た
順
風
に
よ
っ
て
御
行
の
船
が
着
岸
し
た
の
は
、「
播

磨
の
明
石
の
浜
」
で
あ
っ
た
。
南
海
の
浜
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
の
か
と

思
っ
た
御
行
は
、
船
中
で
「
息
づ
き
臥
し
」、
播
磨
の
国
司
が
見
舞
い

に
訪
れ
て
も
、「
え
起
き
あ
が
り
た
ま
は
で
、
船
底
に
臥
し
」
て
い
た
。

こ
の
原
因
に
つ
い
て
、
日
本
古
典
集
成
本
は
「
絶
望
を
確
認
す
る
の
を

恐
れ
て
顔
も
上
げ
ら
れ
な
い
」（
47
頁
頭
注
一
三
）
と
し
、
新
日
本
古

典
文
学
大
系
本
は
「
顔
を
上
げ
て
見
極
め
る
勇
気
も
な
い
」（
39
頁
脚

注
二
四
）
た
め
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

海
岸
の
松
原
に
敷
か
れ
た
筵
に
降
ろ
さ
れ
た
御
行
は
、
南
海
の
浜
で



九
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は
な
い
こ
と
を
確
認
し
、「
か
ら
う
じ
て
起
き
あ
が
」（
48
頁
）
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
奥
津
氏
は
「
起
き
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
南

海
の
恐
怖
の
た
め
で
あ
っ
て
、
そ
の
恐
怖
が
な
く
な
れ
ば
起
き
上
が
れ

た
の
で
あ
る
」（
341
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

御
行
が
起
き
上
が
る
気
力
を
奮
い
立
た
せ
得
た
の
は
、
確
か
に
南
海

の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
た
た
め
で
は
あ
る
も
の
の
、「
か
ら
う
じ
て
」

と
い
う
条
件
が
付
い
て
い
る
の
は
、「
風
い
と
重
き
人
」（
48
頁
）
で
あ

る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
大
和
の
国
の
自
邸
ま
で
手
輿
に
乗
せ

ら
れ
て
「
に
よ
ふ
に
よ
ふ
荷
は
れ
て
、
家
に
入
り
た
ま
ひ
ぬ
る
」
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

具
体
的
に
は
、
御
行
を
御
行
た
ら
し
め
て
い
る
属
性
で
あ
る
「
弓
の

力
」
が
否
定
さ
れ
た
深
い
絶
望
感
・
挫
折
感
か
ら
、
自
信
を
喪
失
し
て

意
気
消
沈
し
、
加
え
て
、「
風
い
と
重
き
人
」
と
な
っ
た
こ
と
で
、
体

を
意
の
ま
ま
に
駆
使
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
と
な
り
、「
船
底
に

臥
」
す
し
か
術
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
心
身
の
状
態
で
南
海
を
漂
流
す
る
絶
望
感
こ
そ
が
、
前

述
の
如
き
「
武
門
の
棟
梁
の
面
影
は
な
い
」
行
動
を
、
御
行
が
取
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
原
因
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
御
行
が
恐

怖
感
を
抱
い
た
こ
と
を
以
て
、「
怯
懦
」
す
な
わ
ち
臆
病
な
性
格
の
人

物
と
し
て
捉
え
、
理
解
す
る
こ
と
は
、
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。恐
怖
感
を
抱
き
恐
れ
る
こ
と
と
臆
病
で
あ
る
こ
と
と
は
、

位
相
が
異
な
り
、
区
別
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
　
　

 　

六

　

手
輿
に
乗
せ
ら
れ
て
都
の
自
邸
に
帰
還
し
た
御
行
の
情
報
は
、
極
秘

に
さ
れ
な
が
ら
も
、「
龍
の
頸
の
玉
取
り
得
ず
は
帰
り
来
な
」
と
い
う

命
令
を
受
け
て
い
た
従
者
は
、
留
守
邸
を
守
っ
て
い
た
同
僚
か
ら
で
あ

ろ
う
か
、
情
報
を
得
て
帰
参
し
、「
玉
の
取
り
難
か
り
し
こ
と
を
知
り

た
ま
へ
れ
ば
な
む
、
勘
当
あ
ら
じ
と
て
参
り
つ
る
」
と
言
上
す
る
。

　

病
み
臥
し
て
い
た
御
行
は
、
起
き
上
が
り
座
っ
て
、
次
の
よ
う
に
発

言
す
る
。

　
　

�「
汝
ら
、
よ
く
持
て
来
ず
な
り
ぬ
。
龍
は
鳴
る
雷
の
類
に
こ
そ
あ

り
け
れ
、
そ
れ
が
玉
を
取
ら
む
と
て
、
そ
こ
ら
の
人
々
の
害
せ
ら

れ
む
と
し
け
り
。
ま
し
て
、
龍
を
捕
へ
た
ら
ま
し
か
ば
、
ま
た
、

こ
と
も
な
く
我
は
害
せ
ら
れ
な
ま
し
。よ
く
捕
へ
ず
な
り
に
け
り
。

か
ぐ
や
姫
て
ふ
大
盗
人
の
奴
が
人
を
殺
さ
む
と
す
る
な
り
け
り
。

家
の
あ
た
り
だ
に
い
ま
は
通
ら
じ
。
男
ど
も
も
、
な
歩
き
そ
」
と

て
、
家
に
す
こ
し
残
り
た
り
け
る
物
ど
も
は
、
龍
の
玉
を
取
ら
ぬ

者
ど
も
に
賜
び
つ
。（
48
～
49
頁
）
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御
行
は
先
ず
、
従
者
が
課
題
を
果
た
さ
ず
に
帰
参
し
た
こ
と
を
肯
定

し
た
上
で
、「
龍
は
鳴
る
雷
の
類
」
で
あ
っ
た
と
い
う
、
実
体
験
に
基

づ
く
気
付
き
を
語
る
。
龍
の
仲
間
で
あ
る「
雷
」と
龍
の
吹
か
せ
る「
疾

風
」
に
遭
遇
し
た
、
船
で
の
危
機
的
状
況
を
踏
ま
え
て
、「
そ
こ
ら
の

人
々
」（
大
勢
の
従
者
）
が
殺
害
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
語
る
。
ま

し
て
や
、
龍
と
対
決
し
て
捕
え
た
な
ら
ば
、「
我
」（
御
行
自
身
）
は
簡

単
に
殺
害
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
、
反
実
仮
想
の
構
文
を
以
て
、「
そ

こ
ら
の
人
々
」
と
「
我
」
と
を
対
比
し
て
語
る
の
は
、
棟
梁
と
し
て
の

御
行
の
自
尊
心
の
な
せ
る
技
な
の
で
あ
ろ
う
。
御
行
で
さ
え
、
龍
を
捕

え
た
な
ら
ば
、
な
す
術
も
な
く
殺
害
さ
れ
た
ろ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、

ま
し
て
や
、
従
者
が
挑
ん
で
も
結
果
は
同
様
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
よ

く
捕
へ
ず
な
り
に
け
り
」
と
い
う
発
言
が
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

武
門
の
名
家
大
伴
氏
の
棟
梁
御
行
と
従
者
が
挑
ん
で
も
、
勝
算
が
立

た
ず
、
全
滅
の
事
態
さ
え
考
え
得
る
「
龍
の
頸
の
玉
」
入
手
を
、
か
ぐ

や
姫
が
御
行
に
対
す
る
課
題
と
し
た
こ
と
を
、
大
伴
家
に
対
す
る
謀
略

と
し
て
理
解
し
た
結
果
、
自
身
は
勿
論
、
従
者
に
も
家
の
付
近
さ
え
近

づ
か
な
い
よ
う
に
と
指
示
し
て
自
ら
断
念
し
、
御
行
の
求
婚
は
終
焉
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
大
伴
家
は
主
従
と
も
に
、
か
ぐ
や
姫
と
の
関
わ

り
を
自
ら
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
か
ぐ
や
姫
に
取
っ
て
、

最
も
望
ま
し
い
結
末
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

御
行
が
大
伴
家
に
残
っ
て
い
た
少
し
の
物
品
を
「
龍
の
玉
を
取
ら
ぬ

者
ど
も
」
に
与
え
た
の
は
、「
汝
ら
、
よ
く
持
て
来
ず
な
り
ぬ
」「
よ
く

捕
へ
ず
な
り
に
け
り
」
と
い
う
、
龍
に
挑
む
こ
と
で
生
じ
た
は
ず
の
従

者
の
甚
大
な
被
害
を
、
幸
運
に
も
免
れ
得
た
こ
と
に
対
す
る
謝
意
の
発

露
で
あ
っ
て
、岡
氏『
評
釈
』が
指
摘
す
る「
失
敗
の
照
れ
隠
し
」（
211
頁
）

の
た
め
の
所
為
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
対
応
の
基
底
に
は
、

武
門
の
名
家
大
伴
氏
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
、
何
も
の
に
も
代
え
難
い

の
は
、
構
成
員
と
し
て
の
従
者
な
の
で
あ
り
、
彼
等
な
く
し
て
大
伴
家

は
存
続
し
得
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

 　

七

　

さ
て
、
棟
梁
御
行
と
従
者
と
の
「
龍
」
に
対
す
る
認
識
の
齟
齬
か
ら

生
じ
た
、
御
行
に
対
す
る
従
者
の
信
頼
感
の
喪
失
は
、
大
伴
家
の
内
部

的
・
精
神
的
瓦
解
状
態
を
生
じ
さ
せ
た
の
だ
が
、
御
行
自
身
が
「
龍
」

を
求
め
て
船
出
し
、
九
死
に
一
生
を
得
た
実
体
験
を
経
て
ど
の
よ
う
に

展
開
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
元
来
の
一
心
同
体
の
信
頼
関
係
が
再
構
築

さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

従
者
は
、
当
初
か
ら
龍
を
恐
れ
て
何
等
の
行
動
も
起
こ
さ
な
か
っ
た

の
に
対
し
て
、
御
行
は
筑
紫
の
海
に
船
出
し
て
、
龍
に
挑
ん
だ
の
で
あ

る
。
龍
自
体
と
の
対
決
は
叶
わ
ず
、龍
が
使
役
す
る
「
疾
風
」
と
「
雷
」



一
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に
翻
弄
さ
れ
て
、
今
後
「
毛
の
一
筋
」
も
手
出
し
は
し
な
い
と
の
寿
詞

を
発
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
体
た
ら
く
ぶ
り
な
の
だ
が
、
結
果
は
と
も

あ
れ
、
従
者
に
は
、
龍
に
果
敢
に
挑
ん
だ
御
行
の
行
動
は
、
棟
梁
に
相

応
し
い
姿
と
し
て
映
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

都
の
自
邸
に
帰
還
し
た
後
の
御
行
は
、「
弓
の
力
」
を
過
信
し
、
慢

心
し
て
い
た
怖
い
も
の
知
ら
ず
の
状
態
か
ら
、雷
を
恐
れ
龍
を
恐
れ
る
、

「
恐
れ
を
知
る
」
武
人
へ
と
精
神
的
に
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、『
孫
子
』
の
「
彼
れ
を
知
り
て
己
れ
を
知
れ
ば
、
百
戦
し
て
殆

う
か
ら
ず
」
と
い
う
、
戦
闘
の
原
則
を
身
を
以
て
知
る
契
機
に
な
る
と

と
も
に
、
従
者
の
意
見
具
申
に
も
耳
を
傾
け
る
、
柔
軟
性
を
備
え
た
棟

梁
に
な
る
た
め
の
糧
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

若
く
未
熟
な
棟
梁
御
行
は
、「
龍
の
頸
の
玉
」
入
手
の
た
め
の
行
動

を
起
こ
す
こ
と
で
、
九
死
に
一
生
を
得
る
過
酷
な
体
験
を
し
、
恐
れ
を

知
る
武
人
と
な
り
、
従
者
の
身
の
上
を
心
配
・
配
慮
で
き
る
ま
で
の
精

神
的
成
長
を
遂
げ
、
従
者
の
信
頼
を
再
度
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
と

読
む
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
物
語
展
開
を
読
み
取
る
時
、
大
伴
御
行
条
の
眼
目
は
、

棟
梁
御
行
の
利
己
主
義
が
従
者
の
利
己
主
義
を
引
き
出
し
て
、形
骸
化
・

空
洞
化
し
た
大
伴
家
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、「
龍
の
頸

の
玉
」
に
対
す
る
大
伴
家
主
従
の
理
解
の
齟
齬
に
よ
っ
て
生
じ
た
内
部

的
・
精
神
的
瓦
解
と
、
武
門
と
し
て
の
大
伴
家
の
再
生
―
そ
の
象
徴
が
、

か
ぐ
や
姫
と
関
わ
る
こ
と
を
主
従
と
も
に
拒
絶
す
る
事
態
で
あ
ろ
う
―

を
語
る
点
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

尚
、
五
人
の
求
婚
者
中
、
御
行
だ
け
が
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
和
歌
を

詠
ん
で
い
な
い
の
は
、
直
接
的
に
は
難
題
「
龍
の
頸
の
玉
」
を
入
手
で

き
な
か
っ
た
た
め
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
裏
面
に
は
、
か
ぐ
や
姫
と

の
関
わ
り
を
拒
絶
す
る
大
伴
家
主
従
の
、
自
己
完
結
し
た
対
応
も
関
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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