
一
、
古
事
記
研
究
の
現
在

最
近
上
梓
さ
れ
た
『
古
事
記
ス
サ
ノ
ヲ
の
研
究
』
の
中
で
、
山

田
永
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
居
ら
れ
る
（
注
l
)
。

古
事
記
を
読
む
。
す
る
と
わ
か
ら
な
い
箇
所
に
遭
遇
す
る
。

語
句
の
訓
み
や
意
味
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
物
語
の
展
開
上

つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
ぬ
部
分
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
略
）
す

る
と
、
五
ー
六
行
戻
っ
て
読
み
直
す
。
そ
れ
で
も
わ
か
ら
な

い
と
、
誤
植
が
あ
る
の
か
と
疑
っ
た
り
す
る
。
時
に
は
、
古

事
記
の
本
文
そ
の
も
の
を
あ
や
し
ん
だ
り
も
す
る
。
挙
げ
旬

の
果
て
に
は
、
古
事
記
は
矛
盾
を
抱
え
込
ん
だ
書
物
だ
か
ら

と
決
め
つ
け
、
気
に
せ
ず
先
へ
読
み
進
め
る
場
合
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
古
事
記
を
読
ん
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
前
に
問
い
た
い
の
は
、
そ
の
箇
所
は
本
当
に
「
矛
盾
」

し
て
い
て
、
物
語
の
展
開
が
「
不
自
然
」
な
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
成
り
し
神
の
名
は
、
国
之
常
立
神
。
次
に
、
豊

雲
野
神
。
此
の
二
柱
の
神
も
亦
、
独
神
と
成
り
坐
し
て
、

身
を
隠
し
き
。
次
に
、
成
り
し
神
の
名
は
、
宇
比
地
通

神
。
次
に
、
妹
須
比
智
通
神
。
次
に
、
角
代
神
。
次
に
、

妹
活
代
神
。
次
に
、
意
富
斗
能
地
神
。
次
に
、
妹
大
斗

乃
弁
神
。
次
に
、
於
母
蛇
流
神
。
次
に
、
妹
阿
夜
詞
志

古
泥
神
。
次
に
、
伊
耶
那
岐
神
。
次
に
、
伊
耶
那
美
神
。

こ
れ
を
「
神
世
七
代
と
称
ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
か

し
い
。
ど
う
数
え
て
も
―
二
柱
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
こ

の
箇
所
を
「
お
か
し
い
」
と
い
う
人
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
直
後
に
次
の
よ
う
な
割
注
が
古
事
記
自
体
に
記
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

【
上
の
二
柱
の
独
神
は
、
各
一
代
と
云
ふ
。
次
に
双
ベ

る
＋
は
し
ら
の
神
は
、
各
二
は
し
ら
の
神
を
合
せ
て
一

代
と
云
ふ
。
一

追
い
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れ
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も
し
こ
の
割
注
が
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
か
。

「
井
せ
て
神
世
七
代
と
称
ふ
」
の
前
に
、
脱
文
（
全
く
別
の

七
柱
の
神
々
が
誕
生
す
る
神
話
の
脱
落
）
を
想
定
す
る
説
が

提
出
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
七
代
」
は
「
＋
二
代
」

の
誤
字
で
あ
る
と
い
う
説
が
ま
か
り
と
お
っ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。
「
や
は
り
古
事
記
は
矛
盾
が
多
い
」
と
す
ま
さ
れ

て
し
ま
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
「
矛
盾
」

で
も
何
で
も
な
い
読
み
方
が
古
事
記
自
体
に
示
さ
れ
て
い

る
。
「
独
神
は
一
代
で
、
双
神
は
二
神
で
一
代
と
数
え
る
」

と
い
う
現
代
人
で
は
誰
も
気
づ
か
ぬ
数
え
方
が
古
事
記
に
記

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

（

「

は

じ
め
に
ー
ー
曲
協
g

の
提
起
と
方
法
ー
ー
＇
」
。
略
は
引
用
者
）

私
は
、
「
御
馳
走
」
を
「
自
由
に
」
食
べ
た
い
と
い
う
「
欲

求
」
を
お
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
古
事
記
は
、
お
い
し

い
「
御
馳
走
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
の
「
御
馳
走
」

だ
か
ら
、
残
さ
ず
丸
ご
と
食
べ
た
い
。
料
理
人
な
ら
、
「
こ

の
食
材
は
」
「
こ
の
調
味
料
は
」
と
考
え
な
が
ら
、
自
分
が

次
に
料
理
す
る
時
の
参
考
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
新
鮮
な

食
材
・
厳
選
さ
れ
た
調
味
料
な
ど
に
お
い
し
さ
の
理
由
を
求

め
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
ネ
タ
を
シ

ャ
リ
か
ら
剥
が
し
て
別
々
に
食
べ
、
後
か
ら
わ
さ
び
と
醤
油

高
木
（
た
か

を
な
め
て
、
一
っ
―
つ
の
素
材
を
吟
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
私
は
、
そ
れ
ら
が
あ
わ
さ
っ
た
寿
司
を
食
べ
た
い
。

個
々
の
素
材
の
お
い
し
さ
と
は
別
の
、
ま
と
め
ら
れ
た
作
品

と
し
て
の
お
い
し
さ
も
味
わ
い
た
い
。

（
「
あ
と
が
き
」
）

こ
の
よ
う
に
一
見
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
箇
所
で
、
立
ち
止
ま

っ
て
考
え
て
、
「
そ
の
「
箇
所
」
は
本
当
に
「
矛
盾
」
し
て
い
て
、

物
語
の
展
開
が
「
不
自
然
」
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
掛
け
、
矛

盾
を
解
消
し
た
例
と
し
て
、
昭
和
五
四
年
の
集
成
本
の
「
天
の
若

日
子
（
あ
め
の
わ
か
ひ
こ
）
」
物
語
の
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

「
天
の
若
日
子
」
物
語
は
更
に

①
天
の
若
日
子
の
派
遣

(78頁
9
行
目
ー

79頁）

②
天
の
若
日
子
の
反
逆

(80頁
ー

81頁
6
行
目
）

③
天
の
若
日
子
の
死

(81頁
7
行
目
ー

83頁
5
行
目
）

（
以
上
、
小
見
出
し
も
集
成
本
に
拠
る
）

の
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
が
、
①
と
②
、
②
と
③
と
の
間
に
、

一
見
矛
盾
と
見
え
る
記
述
が
あ
る
。
ま
ず
天
の
若
日
子
を
派
遣
し

た
神
は
、
①
で
は
、

高
御
産
巣
日
（
た
か
み
む
す
ひ
）
の
神
・
天
照
大
御
神
（
あ

ま
で
ら
す
お
ほ
み
か
み
）

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
②
で
は
、

天
照
大
御
神
（
あ
ま
で
ら
す
お
ほ
み
か
み
）
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ぎ
）
の
神

と
記
さ
れ
、
「
高
木
の
神
」
に
関
し
て
は
、

こ
の
高
木
の
神
は
、
高
御
産
巣

H
の
神
の
別
名
（
こ
と
な
）

ぞ。

と
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
就
い
て
、
集
成
本
は
、

な
ぜ
名
を
変
え
た
の
か
。
高
御
産
巣
日
神
は
、
そ
の
名
の
と

お
り
、
生
成
し
て
止
ま
ぬ
日
（
ひ
）
の
神
で
あ
っ
た
。
す
る

と
、
日
神
の
神
格
を
も
つ
天
照
大
御
神
と
イ
メ
ー
ジ
が
重
な

り
す
ぎ
る
。
そ
れ
で
、
別
名
の
高
木
神
に
変
え
た
の
で
あ
る
。

高
木
神
は
文
字
通
り
高
い
木
の
神
で
、
神
話
学
上
の
宇
宙
樹

に
相
当
す
る
。
具
体
的
に
は
、
新
嘗
祭
や
大
嘗
然
の
折
、

「
ひ
も
ろ
き
」
（
榊
な
ど
の
神
木
）
に
高
御
産
巣
日
神
を
降
臨

さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
神
を
高
木
神
と
い
う
よ
う
に
な
っ

た
も
の
。

と
い
う
頭
注
を
施
し
て
い
る
。
次
に
、
天
の
若

H
子
に
与
え
ら
れ

た
矢
は
、
①
で
は
、

天
の
ま
か
こ
矢
・
天
の
は
は
矢

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
②
で
は
、

天
の
は
じ
弓
・
天
の
か
く
矢

と
記
さ
れ
て
い
る
点
に
就
い
て
は
、

「
天
の
」
は
「
天
上
界
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い

る
。
「
ま
か
こ
弓
」
は
「
真
鹿
児
弓
（
ま
か
こ
ゆ
み
）
」
で
鹿

を
よ
く
射
止
め
る
弓
。
「
天
の
は
は
矢
」
は
「
大
蛇
矢
（
は

は
や
）
」
で
大
蛇
を
よ
く
射
殺
す
矢
。
と
も
に
獲
物
（
さ
ち
）

の
名
を
冠
し
て
称
辞
と
す
る
。
次
頁
六

i
七
行
目
で
は
「
天

の
は
じ
弓
・
天
の
か
く
矢
」
と
名
が
変
る
。
こ
れ
は
、
「
櫨

（
は
じ
）
材
の
弓
・
輝
く
鏃
（
や
じ
り
）
を
も
っ
て
命
名
し

た
も
の
で
、
同
一
物
で
あ
る
。

と
い
う
頭
注
を
施
し
て
い
る
。
現
古
事
記
を
一
箇
の
有
機
的
統
一

体
を
見
倣
し
、
一
見
「
異
な
っ
た
資
料
に
よ
る
記
述
が
原
因
で
あ

ろ
う
。
」
と
思
わ
れ
る
名
称
の
変
更
（
昭
和
四
八
年
の
全
集
の
注
）

に
就
い
て
も
、
む
し
ろ
、
作
品
の
豊
か
さ
と
し
て
積
極
的
に
評
価

し
よ
う
と
い
う
態
度
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
平
成
九
年
の
新
全
集
本
の
校
注
を
な
さ
っ
て
い
る
お
二

人
の
業
績
が
あ
る
。
山
口
佳
紀
氏
は
、

こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
古
事
記
の
本
文
や
注
に

対
す
る
疑
問
を
成
立
論
に
持
ち
込
ん
で
解
消
す
る
こ
と
の
危

う
さ
で
あ
る
。
確
か
に
、
古
事
記
に
お
け
る
本
文
や
注
の
様

態
に
は
、
我
々
の
眼
か
ら
見
て
、
一
見
不
可
解
と
思
わ
れ
る

点
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
不
可
解
さ
は
、
単
に

我
々
が
古
事
記
を
よ
く
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
甚
づ
く
場
合

が
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
成
立
論
的
解
決
を
求
め
る

前
に
、
我
々
は
も
っ
と
古
事
記
自
体
の
読
解
を
進
め
る
べ
き

で

あ

る

と

考

え

る

。

（

注

2
)
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と
述
べ
、
特
に
神
野
志
隆
光
氏
は
、
「

H
本
書
紀
』
を
別
個
な
作

品
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
と
併
せ
て
、
『
古
事
記
』
研
究
に
就
い

て
の
次
の
よ
う
な
提
言
を
な
さ
っ
て
い
る
。

成
立
論
的
研
究
は
、
『
古
事
記
』
の
作
品
と
し
て
の
全
体

を
考
え
る
こ
と
な
く
、
個
別
の
話
を
取
り
出
し
、
筋
だ
て
の

上
で
比
較
検
討
し
て
原
形
•
発
展
を
考
え
る
こ
と
に
陥
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
と
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
古
事
記
』
を
全
体
と
し
て
見
る
よ
り
、
切
り
離
し
て
個
々

の
話
を
考
察
す
る
と
い
う
の
は
、
作
品
の
解
体
と
い
う
ほ
か

な
い
。あ

た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
『
古
事
記
』
を
―
つ
の
作
品

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
第
一
義
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
古

事
記
』
が
完
璧
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
矛
盾
や
不
審
を

含
み
つ
つ
、
そ
れ
で
―
つ
の
論
理
を
も
っ
て
成
り
立
つ
全
体

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（注

3
)

以
上
、
先
学
諸
賢
の
提
言
に
、
私
は
心
か
ら
、
強
い
共
鳴
を
お

ぼ
え
た
。
後
進
の
身
で
不
遜
な
物
言
い
を
お
許
し
頂
け
る
な
ら
ば
、

古
代
後
期
の
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
に
於
い
て
私
が
常
に
心
が
け

て
き
た
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
あ
っ
て
、
早
く
に
山

田
氏
を
は
じ
め
と
す
る
『
古
事
記
』
の
学
者
を
知
っ
て
い
れ
ば
、

『
源
氏
物
語
]
研
究
を
進
め
る
際
に
も
も
っ
と
心
強
か
っ
た
の
に

と
悔
ゃ
ん
で
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
読
む
。
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
ほ
と
ん
ど

の
学
者
に
と
っ
て
、
青
表
紙
本
系
の
大
島
本
グ
ル
ー
。
フ
を
底
本
と

す
る
校
注
書
を
読
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
相
対
的
に
不
審
の
少
な

い
底
本
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
ぬ
部
分
に

遭
遇
す
る
。
す
る
と
、
五

i
六
行
戻
っ
て
説
み
直
す
。
そ
れ
で
も

わ
か
ら
な
い
と
、
誤
植
が
あ
る
の
か
と
疑
っ
た
り
す
る
。
時
に
は
、

河
内
本
本
文
（
本
稿
で
は
、
学
界
一
般
に
河
内
本
本
文
と
思
わ
れ

て
い
る
も
の
、
即
ち
、
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
人
後
の
本
文
を
指

し
て
言
う
こ
と
に
す
る
）
や
別
本
の
ほ
う
が
古
態
を
保
つ
と
判
断

を
下
し
、
青
表
紙
本
系
の
大
島
本
グ
ル
ー
プ
の
本
文
を
あ
や
し
ん

だ
り
も
す
る
。
例
え
ば
、
総
角
巻
末
の
自
然
描
写
に

四
方
（
よ
も
）
の
山
の
鏡
と
見
ゆ
る
汀
（
み
ぎ
は
）
の
氷
、

月
影
に
い
と
お
も
し
ろ
し
。

(323
頁）

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
右
は
、
昭
和
五

0
年
の
全
集
『
源
氏
物
語
」

第
五
巻
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
上
段
の
注

一
面
に
雪
の
積
も
っ
た
固
囲
の
山
の
姿
が
映
っ
て
い
て
、
そ

の
水
際
の
氷
が
月
光
に
き
ら
め
い
て
い
る
景
色
。
凄
涼
の
趣

が
深
い
。

や
、
下
段
の
現
代
語
訳

四
方
の
山
を
鏡
の
よ
う
に
映
し
て
い
る
水
際
の
氷
が
、
月
光

の
下
で
ま
こ
と
に
美
し
く
見
え
る
。

4
 



は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
金
子
元
臣
氏
の
よ
う
に
、
河

内
本
や
一
部
の
別
本
の
本
文
に
従
っ
て
、

四
方
の
山
の
鏡
と
見
ゆ
る
月
影
に
、
汀
の
氷
れ
る
あ
た
り
、

い
と
面
白
し
。

と
校
訂
す
る
方
も
出
て
く
る
（
注
4
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

箇
所
は
、
助
詞
「
の
」
の
同
格
の
用
法
、
「
鏡
」
の
比
喩
が
「
鏡

の
よ
う
に
光
る
」
で
あ
る
こ
と
と
い
う
、
現
代
人
で
は
誰
も
気
づ

か
ぬ
発
想
と
言
う
と
言
い
過
ぎ
で
あ
る
が
、
現
代
人
が
見
落

し
が
ち
な
平
安
時
代
の
発
想
に
着
目
し
、

四
方
の
山
の
鏡
と
見
ゆ
る
、
汀
の
氷
、
月
影
に
い
と
お
も
し

ろ
し
。

【
訳
】
（
雪
を
か
ぶ
っ
た
）
四
方
の
山
々
が
（
き
ら
き
ら
と
輝

い
て
）
鏡
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
山
々
と
、
岸
辺
の
氷

は
、
（
ど
ち
ら
も
）
月
の
光
を
浴
び
て
ま
こ
と
に
趣
深
い
。

と
解
釈
し
た
（
昭
和
六
三
年
七
月
。
注
5
)
。

又
、
帝
木
巻
を
説
む
。
す
る
と
、
物
語
の
展
開
上
、
桐
壺
巻
と

つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
ぬ
よ
う
に
見
え
る
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
第

ニ
帖
「
帯
木
」
の
前
に
、
現
在
で
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い

光
源
氏
説
話
が
あ
っ
て
、
「
帯
木
」
は
第
一
帖
「
桐
壺
」
で
は
な

く
こ
れ
を
受
け
て
い
る
の
だ
と
仮
説
し
た
の
が
大
正
十
一
年
の
和

辻
哲
郎
氏
（
注
6
)
で
あ
り
、
現
在
で
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き

な
い
「
輝
く

H
の
宮
」
が
あ
っ
た
と
仮
説
す
る
の
が
昭
和
十
五
年

の
玉
上
琢
禰
氏
（
注
7
)
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
定
は
、
玉
輩

系
後
記
説
と
い
う
「
仮
説
の
上
に
立
っ
た
仮
説
」
と
し
て
非
難
を

浴
び
た
（
注
8
)
が
、
玉
蔓
系
後
記
説
が
否
定
さ
れ
た
（
注
9
)

平
成
に
な
っ
て
も
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
平
成
―
二
年
「
源
氏
物
語

作
中
人
物
論
事
典
光
源
氏
」
（
注
10)
、
平
成
七
年
「
源
氏
物
語

の
成
立
」
（
注
11)
に
於
い
て
、
ど
う
い
う
わ
け
か
好
ん
で
取
り

上
げ
て
居
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
三
十
帖
「
藤
袴
」
か
ら
第
三
十
一
帖
「
真

木
柱
」
へ
の
展
開
を
参
照
す
れ
ば
、
第
一
帖
「
桐
壺
」
か
ら
第
一
―

帖
「
帯
木
」
へ
の
展
開
も
決
し
て
「
不
自
然
」
で
は
な
い
と
主
張

し
た
の
が
平
成
八
年
の
「
光
源
氏
物
語
現
行
形
態
試
論
第
四
—
|
_

大
正
十
一
年
和
辻
論
文
の
諸
問
題
」
（
注
12)
で
あ
る
。

二
十
一
世
紀
に
人
っ
た
現
時
点
で
も
な
お
、
『
源
氏
物
語
』
の

所
謂
第
一
部
の
巻
々
に
関
し
て
現
行
形
態
は
原
初
形
態
と
は
違
う

の
だ
と
い
う
認
識
が
行
き
渡
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
右
の
和
辻
氏

論
文
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
内
部
徴
証
に
拠
る
成
立
論

の
遺
産
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
『
源
氏
物
語
』
成
立
論
は
、
主
と

し
て
、
内
部
徴
証
に
た
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
極
端
な
言
い
方

を
す
れ
ば
、
武
田
宗
俊
氏
の
玉
璧
系
後
記
説
（
注
13)
に
対
し
て

は
、
「
成
立
論
は
外
部
徴
証
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
な
の
に
」
と

い
う
非
難
が
矢
の
よ
う
に
浴
び
せ
か
け
ら
れ
た
が
、
他
の
論
者
、

他
の
仮
説
は
同
じ
非
難
の
標
的
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
根
底
に

- 5 



は
、
現
行
形
態
の
『
源
氏
物
語
』
を
長
編
と
し
て
読
む
場
合
に
は

物
語
の
展
開
上
ど
う
し
て
も
つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
ぬ
部
分
が
あ
る
と

い
う
漠
然
と
し
た
認
識
が
あ
っ
た
。

同
じ
古
代
後
期
文
学
で
も
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
論
は
外
部
徴

証
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
り

耳
を
傾
け
な
か
っ
た
り
す
る
ほ
う
が
不
自
然
で
あ
り
、
或
い
は
、

意
地
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
内
部
徴
証
に
基
づ
い
て
成
立
論
を
行
う
場
合

に
は
、
そ
の
前
に
、
そ
の
箇
所
は
本
当
に
「
矛
盾
」
し
て
い
て
、

物
語
の
展
開
が
「
不
自
然
」
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
う
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
研
究
対
象
と
す
る
作
品
の
次
の
時
代
の

発
想
、
次
の
次
の
時
代
の
発
想
、
そ
し
て
現
代
の
発
想
と
も
違
う

当
該
作
品
だ
け
の
か
け
が
え
の
な
い
個
性
を
発
見
す
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
見
矛
盾
と
見
え
る
点
を
、
従
来
の
研
究
に

無
い
新
し
い
視
点
で
解
釈
し
直
し
、
客
観
的
な
説
得
力
を
獲
得
す

る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
対
象
が
い
か
な
る
作
品
で
あ
ろ
う
と
も
、

古
典
文
学
研
究
の
醒
醐
味
で
あ
る
。

『
古
事
記
」
の
場
合
、
「
源
氏
」
と
違
っ
て
、
幾
つ
か
の
原
資

料
が
存
在
し
た
こ
と
は
し
た
ら
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
実

態
の
想
定
は
、
例
え
ば
、
現
行
の
半
分
以
下
の
章
段
か
ら
成
る
、

よ
り
早
い
時
期
の
『
伊
勢
物
語
」
を
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
や

『
在
中
将
集
』
と
に
基
づ
い
て
想
定
す
る
研
究
（
注
14)
な
ど
と

62
頁
8
行

比
べ
た
ら
、
具
体
性
を
欠
く
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
―
つ

に
ま
と
め
た
、
現
『
古
事
記
』
撰
録
者
の
意
向
を
重
ん
じ
た
い
。

人
間
で
あ
る
以
上
完
璧
は
期
待
し
に
く
い
が
、
撰
録
者
と
し
て
は
、

つ
じ
つ
ま
の
合
わ
ぬ
と
こ
ろ
が
残
ら
ぬ
よ
う
意
を
払
っ
た
で
あ
ろ

う
。
即
ち
、
山
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
と
め
ら
れ
た
作
品

と
し
て
の
お
い
し
さ
を
味
わ
い
た
い
。
少
な
く
と
も
、
倭
建
物
語

や
大
穴
牟
遅
神
の
物
語
は
、
一
箇
の
有
機
的
統
一
体
と
看
倣
す
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

二
、
追
い
下
さ
れ
た
赤
い
猪

本
拙
稿
が
出
発
点
と
す
る
中
心
テ
ー
マ
は
、
大
穴
牟
遅
神
の
戦

い
の
物
語
で
あ
り
、
大
国
主
が
ま
だ
「
大
穴
牟
遅
神
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
時
期
に
相
当
す
る
。
今
、
こ
の
部
分
を
、
お
よ
そ
七
つ
の

部
分
に
分
け
て
み
よ
う
。
頁
数
行
数
は
、
引
用
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

集
成
本
の
も
の
で
あ
る
。

い
は

〔
一
〕
「
大
き
石
」
と
の
戦
い
〈
伯
岐
の
国
〉

60
頁
14
行
目

「
か
れ
し
か
し
て
」
か
ら
61
頁
10
行
目
ま
で

〔
二
〕
「
大
き
樹
」
と
の
戦
い
〈
伯
岐
の
国
〉

61
頁
11
行
目

か
ら
62
頁
4
行
目
「
違
へ
遣
り
た
ま
ひ
き
。
」
ま
で

〔
三
〕
八
十
神
、
矢
を
つ
が
え
る
〈
木
の
国
〉

62
頁
4
行

目
「
し
か
し
て
、
」
か
ら
7
行
目
ま
で

〔
四
〕
「
蛇
」
と
の
戦
い
〈
根
の
国
蛇
の
室
〉
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目
か
ら
63
頁
6
行
H
「
出
で
ま
し
き
。
」
ま
で

〔
五
〕
む
か
で
と
蜂
と
の
室
〈
根
の
国
む
か
で
と
蜂
と
の

く
る
つ
ひ

室〉

63
頁
6
行
目
「
ま
た
来

H
」
か
ら
8
行
目
「
出
で
ま

し
き
。
」
ま
で

〔
六
〕
野
火
と
の
戦
い
〈
根
の
国
大
野
〉

63
頁

8
行
H

「
ま
た
、
鳴
鏑
を
」
か
ら

64
頁

4
行
目
「
奉
り
し
時
に
、
」
ま

で

や

た

ま

お

ほ

〔
七
〕
ス
サ
ノ
ヲ
の
頭
の
し
ら
み
〈
根
の
国
八
田
間
の
大

むゑ室〉

64
頁
4
行
目
「
家
に
率
入
り
て
」
か
ら
9
行
目
「
寝

ね
ま
し
き
」

(
〔
八
〕
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
の
脱
走
）

以
上
の
よ
う
に
大
穴
牟
遅
神
は
、
〔
三
〕
ま
で
は
兄
弟
で
あ
る

八
十
神
を
相
手
に
、
〔
四
〕
以
降
は
義
父
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
を
相

手
に
、
命
を
懸
け
た
様
々
な
戦
い
を
繰
り
拡
げ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
最
初
の
戦
い
が
〔
一
〕
で
あ
る
。

か
れ
し
か
し
て

(II
八
上
比
売
が
八
十
神
の
求
婚
を
拒
否
し

て
「
大
穴
牟
遅
の
神
に
嫁
（
あ
）
は
む
」
と
言
っ
た
の
で
）
、

八
十
神
急
り
て
、
大
穴
牟
遅
の
神
を
殺
さ
む
と
し
、
共
に
議

は

は

き

て

ま

り
て
、
伯
岐
の
国
の
手
間
の
山
本
に
至
り
て
云
ひ
し
く
、

「
赤
き
猪
、
こ
の
山
に
あ
り
。
か
れ
、
わ
れ
、
共
に
追
ひ

下
せ
ば
、
な
れ
待
ち
取
れ
。
も
し
待
ち
取
ら
ず
は
、
必
ず

な
れ
を
殺
さ
む
」
と
云
ひ
て
、
火
も
ち
て
猪
に
似
た
る
大

き
石
を
焼
き
て
転
ば
し
落
し
き
。
し
か
し
て
、
追
ひ
下
す

を
取
ら
す
時
に
、
す
な
は
ち
そ
の
石
に
焼
き
著
か
え
て
死

に
き
。
（
以
下
略
）

（
カ
ッ
コ
内
は
引
用
者
）
（
注
15)

諸
説
紛
々
と
し
て
い
る
の
は
「
追
ひ
下
す
を
取
ら
す
時
に
」
の

解
釈
で
あ
る
が
、
そ
の
諸
説
を
紹
介
す
る
前
に
、
二
、
一
二
お
断
わ

り
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
部
分
の
原
表
記
は

追
下
取
時

で
あ
っ
て
、
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
は
、
集
成
本
の
校
訂
者
西
宮

一
民
氏
の
補
読
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
参
照
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
山
口
佳
紀
氏
「
古
事
記
に
お
け
る
敬
語
の

表
記
と
訓
読
ー
ー
為
手
尊
敬
の
場
合
ー
ー
」
（
注
16)
で
あ
る
。

山
口
氏
は
第
三
節
で
、
「
立
：
天
浮
橋
1

而
」
の
「
立
」
に
「
訓
立

云
多
々
志
」
と
い
う
訓
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着

H
な
さ

っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
居
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
右
の
よ
う
な
潜
在
的
と
も
言
う

べ
き
尊
敬
の
ス
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
ス
は
、
特
定
の
動
詞

に
つ
く
場
合
を
除
い
て
、
訓
字
表
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
特
定
の
動
詞
に
つ
く
慣
用
的
な
場
合
は
別
と

し
て
、
尊
敬
の
ス
を
表
記
す
べ
き
適
当
な
訓
字
が
な
か
っ
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
潜
在
的
な
ス
の
存
在
を
認
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め
る
な
ら
ば
、
読
者
は
、
古
事
記
の
訓
読
に
当
た
っ
て
、
し

ば
し
ば
尊
敬
の
ス
を
補
説
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
理
論
を
応
用
す
る
な
ら
ば
、
当
然
、
「
追
ひ
下
す
を
取
ら
す
」

と
説
む
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
同
じ
論
文
の
第
四
節
で
は
、

古
事
記
に
お
い
て
、
ス
を
補
読
す
る
こ
と
に
は
、
相
応
の

理
由
が
あ
る
。
（
略
）
た
だ
し
、
そ
れ
を
ど
の
個
所
に
補
読

す
る
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
（
略
は
引
用
者
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
追
ひ
下
す
を
取
る
」
と
読
ん

で
も
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
現
に
新
全
集
も
「
取
る
」

で
あ
る
。
本
拙
稿
の
論
旨
の
上
か
ら
も
「
取
る
」
で
も
「
取
ら
す
」

で
も
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
の
で
、
論
点
の
単
純
化
を
図
っ
て
、

「
追
ひ
下
す
を
取
る
」
と
い
う
読
み
を
前
提
に
、
先
に
進
む
こ
と

に
す
る
。

次
に
、
「
追
ひ
下
す
」
の
訓
み
は
引
用
テ
ク
ス
ト
の
集
成
本
の

「
オ
ヒ
ク
ダ
ス
」
に
対
し
、
大
系
本
で
は
「
オ
ヒ
オ
ロ
ス
」
で
あ

っ
た
。
仁
徳
記
の

し
カ

大
后
、
こ
の
御
歌
を
聞
き
て
、
い
た
＜
葱
り
た
ま
ひ
て
、
人

ゃ

お
ろ

を
大
浦
に
遣
は
し
て
、
追
ひ
下
し
て
、
歩
よ
り
追
ひ
去
り
た

ま
ひ
き
。

(207頁）

と
い
う
↓
文
の
中
の
、
「
船
か
ら
お
ろ
す
」
と
い
う
意
味
の
「
追

ひ
下
す
」
と
い
う
複
合
動
詞
と
、
こ
の
「
追
ひ
下
す
」
と
は
、
性

格
が
違
う
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
「
神
代
記
オ
ヒ
ク
ダ
ス

仁
徳
記
オ
ヒ
オ
ロ
ス
」
か
「
神
代
記
オ
ヒ
オ
ロ
ス
仁
徳

記
オ
ヒ
ク
ダ
ス
」
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
船
成
の
よ
う
に
、
前
者
を
選
ぶ
こ
と

に
し
た
い
。
本
拙
稿
の
表
題
も
「
お
い
く
だ
さ
れ
た
あ
か
い
い
の

し
し
」
と
お
読
み
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

又
、
「
猪
に
似
た
る
大
き
石
」
の
「
大
き
石
」
も
、
「
大
き
石

（
イ
シ
）
」
や
「
大
石
（
オ
ホ
イ
シ
）
」
と
訓
む
校
注
書
も
あ
っ
た

が
、
こ
れ
も
や
は
り
、
本
拙
稿
の
論
旨
の
上
か
ら
は
、
い
ず
れ
で

も
構
わ
な
い
。
引
用
テ
ク
ス
ト
に
集
成
を
選
ん
だ
手
前
、
仮
に

「
大
き
石
（
イ
ハ
）
」
と
訓
む
こ
と
に
し
た
い
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
「
追
下
取
時
」

の
解
釈
を
、
第
一
説
か
ら
第
四
説
ま
で
、
四
つ
の
グ
ル
ー
。
フ
に
分

け
て
、
紹
介
し
て
行
く
。

第
一
説
は
、
「
追
下
」
を
他
動
詞
、
目
的
語
を
「
石
」
と
す
る

説
で
、
例
え
ば
、
昭
和
四
八
年
の
全
巣
本
で
あ
る
。
全
集
は
、
中

段
の
釈
文
を
、

ま
ろ

火
を
以
ち
て
猪
に
似
た
る
大
石
を
焼
き
て
転
ば
し
落
し
き
。

す

な

は

そ

爾
に
追
ひ
下
す
を
取
る
時
、
即
ち
其
の
石
に
焼
き
著
か
え
て

死
に
た
ま
ひ
き
。

と
し
、
下
段
の
現
代
語
訳
を
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火
で
猪
に
似
た
大
き
な
石
を
焼
い
て
、
そ
れ
を
こ
ろ
が
し
落

や
け
い
し

と
し
た
。
そ
こ
で
追
い
落
と
し
た
焼
石
を
大
穴
牟
遅
神
が
捕

え
る
と
、
た
ち
ま
ち
に
そ
の
石
に
焼
き
つ
か
れ
て
死
ん
で
し

ま
わ
れ
た
。

．．．． 

と
し
て
い
る
。
「
転
ば
し
落
し
き
」
を
「
こ
ろ
が
し
落
と
し
た
」
、

．．．． 

「
追
ひ
下
す
」
を
「
追
い
落
と
し
た
」
と
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
を

見
る
と
、
全
く
同
じ
内
容
が
重
複
し
て
記
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
気
に
し
た
の
が
、
本
居
宣

長
の
『
古
事
記
伝
」
で
あ
る
。
『
古
事
記
伝
j

は
、
実
際
に
は

「
追
下
」
を
自
動
詞
と
考
え
て
居
り
、
従
っ
て
、
後
に
紹
介
す
る

予
定
で
あ
る
第
四
説
の
草
分
け
な
の
で
あ
る
が
、
仮
に
他
動
詞
だ

と
考
え
た
場
合
、
「
取
」
の
目
的
語
を
「
石
」
だ
と
し
て
、

か
の
石
を
下
す
こ
と
A

せ
ば
、
上
に
転
落
と
あ
る
と
か
さ

な
り
て
、
わ
づ
ら
は
し
き
を
や

と
述
べ
て
い
る
（
注
17)
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
五
三
年
の

『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
』
に
も
、
「
取
」
の
目
的
語
を
「
石
」
と
す

る
説
は
、
受
け
継
が
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
、

火
で
猪
に
似
た
大
き
な
石
を
焼
い
て
、
そ
れ
を
こ
ろ
が
し
落

と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
神
々
が
追
い
下
し
た
石
を
、
大
穴

牟
遅
神
が
手
に
お
取
り
に
な
っ
た
と
き
、
た
ち
ま
ち
、
神
は

そ
の
石
に
焼
き
つ
か
れ
て
死
ん
で
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。

と
訳
さ
れ
て
い
る
。

第
二
説
は
、
「
追
下
」
を
他
動
詞
、
目
的
語
を
「
そ
れ
」
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
集
成
と
い
う
叢
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
校

訂
者
が
主
語
や
目
的
語
を
〔
〕
内
に
記
す
と
い
う
方
針
を
取
っ

て
い
る
の
だ
が
、
集
成
『
古
事
記
」
の
こ
の
一
文
は
、

し
か
し
て
、
〔
八
十
神
が
そ
れ
を
〕
追
ひ
下
す
を
〔
大
穴
牟

遅
神
が
〕
取
ら
す
時
に
、

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
〔
〕
内
の
「
そ
れ
」
は
何
を
指
す

の
か
。
上
の
段
に
も
判
然
と
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

い
は

私
は
、
直
前
の
語
II
「
大
き
石
」
を
指
す
と
受
け
止
め
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
の
場
合
、
結
局
、
第
一
説
と
全
く
同
じ
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

以
上
、
第
一
説
第
二
説
と
し
て
紹
介
し
て
来
た
諸
説
の
一
番
の

弱
点
は
、
「
追
ひ
下
す
」
と
い
う
動
詞
の
目
的
語
と
し
て
「
石
」

は
熟
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
『
古
事
記
』
全
体
の
中

か
ら
、
動
詞
「
追
ふ
」
の
用
例
、
及
び
「
追
ふ
」
を
第
一
動
詞
に

持
つ
複
合
動
詞
の
用
例
、
合
わ
せ
て
三
十
八
例
を
調
査
し
た
。
そ

の
結
果
、
目
的
語
は
人
（
神
）
や
魚
、
鳥
、
つ
ま
り
生
き
物
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

⑫
ー
⑬
（
目
的
語
は
黒
姫
）

大
后

(II
仁
徳
帝
の
后
）
、
こ
の
御
歌

(II
仁
徳
帝
の
黒
姫

の
愛
情
の
こ
も
っ
た
歌
）
を
聞
き
て
、
い
た
く
、
り
た
ま
ひ

て
、
人
を
大
浦
に
遣
は
し
て
、
（
船
か
ら
）
町
釦
同
[
]
て
、
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⑮
（
目
的
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
魚
）

こ
こ
に
、
援
田
砒
古
の
神
を
送
り
て
還
り
ー
り
て
、
す
な

は
ち
こ
と
ご
と
印
の
広
印
．
鰭
の
民
翫
を
ば
咲
凸
ぽ
立
て
問

ひ
て
言
ひ
し
く
、

「
な
は
、
天
つ
神
の
御
子
に
仕
へ
ま
つ
ら
む
や
」

と
い
ひ
し
時
に
、
も
ろ
も
ろ
の
魚
、
み
な

「
仕
へ
ま
つ
ら
む
」

と
白
す
中
に
、
海
鼠
白
さ
ず
。

(93
頁
2
行
目
）

ぇ

ぅ

カ

⑯
（
目
的
語
は
兄
宇
迦
斯
）

（
天
皇
軍
の
二
人
の
将
軍
は
）
兄
宇
迦
斯
を
召
び
て
、
罵
詈

り
て
云
ひ
し
く
、

ま

「
い
が
作
り
仕
へ
ま
つ
れ
る
大
殿
の
内
に
は
、
お
れ
先
づ

か
た
ち

人
り
て
、
そ
の
仕
へ
ま
つ
ら
む
と
す
る
状
を
明
し
白
せ
」

た

ち

た

か

み

と

ほ

こ

と
い
ひ
て
、
す
な
は
ち
横
刀
の
手
上
を
握
り
し
ば
り
、
矛
ゆ

け
矢
剌
し
て
、
＿
追
ひ
人
る
る
一
時
に
、
す
な
は
ち
お
の
が
作

れ
る
押
に
打
た
え
て
死
に
き

(II
兄
宇
迦
斯
が
天
皇
た
ち
を

打
っ
た
め
に
自
分
で
作
っ
た
押
機

(II
ば
ね
）
に
打
た
れ
て

死
ん
で
し
ま
っ
た
）
o

（115
頁
1
2
行
目
）

右
の
⑫
や
⑮
、
⑯
の
場
合
、
主
語
の
人
物
が
目
的
語
の
生
き
物
を

威
嚇
し
つ
つ
移
動
さ
せ
る
、
そ
の
移
動
の
方
向
が
「
下
す
」
、
「
緊

歩
よ
り
面
も
法
り
」
た
ま
ひ
き
。

(207
頁
3
行
目
）

む
」
、
下
―
一
段
「
人
る
」
に
拠
っ
て
特
定
さ
れ
る
と
い
う
、
語
の

性
質
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
八
十
神
の
詞

赤
き
猪
、
こ
の
山
に
あ
り
。
か
れ
、
わ
れ
、
共
に
追
ひ
下
せ

ょ＇
 

は
ま
こ
と
に
古
事
記
的
な
言
葉
遣
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
第
三
説
と
し
て
私
が
提
唱
し
た
い
の
は
、
こ
の
地
の
文

の
「
追
ひ
下
す
」

(11
「
追
ひ
下
す
」
の
連
体
形
）
」
の
具
体
的
な

内
容
を
、
八
十
神
の
詞
の
中
の
「
追
ひ
下
せ

(11
「
追
ひ
下
す
」

の
己
然
形
）
」
と
同
様
に
、
こ
の
地
の
文
の
「
取
る

(11
「
取
る

の
連
体
形
）
」
の
具
体
的
内
容
を
、
八
十
神
の
詞
の
中
の
「
待
ち

取
れ

(11
「
待
ち
取
る
」
の
命
令
形
）
」
と
同
様
に
考
え
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
現
代
語
訳
を
試
み
る
と
、

八
十
神
が
追
い
下
し
た
赤
い
猪
を
待
ち
構
え
て
殺
そ
う
と
し

て
い
る
と
、
た
ち
ま
ち
そ
の
焼
け
石
の
下
敷
き
に
な
り
、
そ

の
焼
け
石
が
体
中
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

で
あ
り
、
現
在
出
版
済
み
で
あ
る
活
字
の
中
で
は
、
唯
一
、
三
浦

佑
之
氏
の
現
代
語
訳
に
近
い
。

そ
こ
で
、
言
わ
れ
た
と
お
り
に
、
追
い
下
ろ
さ
れ
た
赤
い
イ

ノ
シ
シ
を
待
ち
獲
る
と
の
、
そ
の
ま
ま
、
焼
け
た
岩
に
押
し

つ
ぶ
さ
れ
て
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
は
死
ん
で
し
も
う
た
。

（注
18)

そ
し
て
、
釈
文
に
就
い
て
で
あ
る
が
、
景
行
記
の
出
雲
建
と
の

-10 -



戦
い
の
記
事
は
、
原
表
記
は

各
抜
其
刀
之
時
、
出
雲
建
、
不
レ
履
抜
詐
刀
。

と
あ
る
と
こ
ろ
、
新
全
集
で
は
、

ぉ

の

お

の

い

つ

ば

各
其
の
刀
を
抜
か
む
と
せ
し
時
に
、
出
雲
建
、
詐
り
の
刀

を
抜
く
こ
と
得
ず
。

と
、
「
…
…
む
と
せ
し
」
が
補
読
さ
れ
て
い
る
先
例
に
倣
っ
て
、

し
か
し
て
、
追
ひ
下
す
を
取
ら
む
と
せ
し
時
に
す
な
は
ち
そ

の
石
に
焼
き
著
か
え
て
死
に
き
。

の
よ
う
に
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
私
見
の
根
拠
は
、
『
日
本
霊
異
記
」
上
巻
ノ
七
で

あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
は
正
式
名
称
は
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊

異
記
』
と
言
い
、
悪
い
行
い
を
し
て
生
き
て
い
る
間
に
悪
報
を
受

け
る
説
話
だ
け
で
は
な
く
、
善
い
行
い
を
し
て
善
報
を
受
け
る
説

話
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
典
型
が
上
巻
ノ
七
で
あ
る
と
言

あ

が

な

い

き

も

の

は

な

げ

ん

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
「
亀
の
命
を
贖
ひ
生
を
放
ち
て
現

こ

と

の

も

と

ぜ

ん

じ

報
を
得
亀
に
助
け
ら
る
る
縁
第
七
」
の
主
人
公
禅
師
は
、
大
き

な
亀
を
買
い
取
っ
て
、
海
に
放
し
た
。
こ
れ
が
善
業
で
あ
る
が
、

禅
師
の
意
識
は
あ
く
ま
で
、
亀
に
対
す
る
無
償
の
愛
な
の
で
、
お

そ
ら
く
は
そ
の
行
い
の
こ
と
は
忘
れ
た
。
そ
し
て
、
舟
を
借
り
て

海
を
渡
ろ
う
と
し
た
の
だ
が
、
舟
人
が
「
欲
（
む
さ
ぼ
り
）
を
起

し
」
、
禅
師
に
も
入
水
を
命
令
す
る
。
禅
師
は
止
む
を
得
ず
人
水

す
る
の
だ
が
、
そ
の
場
面
の
叙
述
の
仕
方
に
注
目
し
た
い
。

こ

こ

ね

が

ひ

お

こ

絃
に
願
を
発
し
て
海
の
中
に
入
る
。
水
腰
に
及
ぶ
時
に
石
を

あ

し

あ

か

と

さ

以
ち
て
脚
に
当
つ
。
其
の
暁
に
見
れ
ば
、
亀
負
へ
り
。
（
略
）

め

ぐ

み

む

く

是
れ
放
て
る
亀
の
恩
を
報
ゆ
る
か
と
疑
ふ
。
（
注
19)

「
石
を
以
ち
て
脚
に
当
つ
」
、
即
ち
、
石
が
足
に
当
た
っ
た
と
い
う

の
は
禅
師
の
そ
の
時
の
主
観
に
即
し
た
叙
述
で
あ
り
、
古
代
後
期

文
学
な
ら
「
脚
に
当
つ
」
の
後
に
「
と
思
ふ
」
か
「
と
お
ぼ
ゆ
」

か
そ
れ
ら
と
同
内
容
の
表
現
が
続
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
「
亀
負
へ
り
」
や
「
放
て
る
亀
の
恩
を
報
ゆ
る
」
は
、
禅
師

が
後
か
ら
冷
静
に
考
え
直
し
た
回
想
に
即
し
た
叙
述
、
或
い
は
、

客
観
的
叙
述
で
あ
る
。
大
穴
牟
遅
物
語
の
〔
一
〕
に
於
い
て
も
、

「
（
八
十
神
が
赤
い
猪
を
）
追
い
下
す
の
を
」
と
い
う
の
が
主
人
公

の
そ
の
時
の
主
観
に
即
し
た
叙
述
、
「
そ
の
焼
け
石
の
下
敷
き
に

な
り
」
か
ら
下
は
、
予
告
な
し
に
客
観
的
叙
述
に
切
り
換
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
赤
い
猪
を
待
ち
構
え
て
殺
せ
」
と
い
う
兄
達
の

命
令
を
大
穴
牟
遅
が
本
気
で
実
行
と
し
よ
う
と
し
た
の
は
何
故

か
。
ひ
と
た
び
発
せ
ら
れ
た
言
葉
を
無
に
す
る
わ
け
に
は
行
か
な

い
と
い
う
宗
教
的
畏
怖
の
よ
う
な
も
の
を
原
因
と
し
て
考
え
る
べ

き
だ
、
と
い
う
御
教
示
を
受
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
よ
う
な
神
話
学
的
考
察
は
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ネ
タ

を
シ
ャ
リ
か
ら
剥
が
し
、
後
か
ら
わ
さ
び
と
醤
油
を
な
め
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
原
産
地
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
考
察
す
る
、
と
い
う
研
究
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方
法
な
の
で
あ
っ
て
、
（
「
古
事
記
で
読
む
」
で
は
な
く
）
「
古
事

記
を
読
む
」
と
い
う
本
拙
稿
に
於
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
、
棚
上
げ

し
て
置
き
た
い
。
「
古
事
記
を
読
む
」
と
い
う
立
場
に
徹
す
る
な

ら
ば
、
直
前
の
部
分
で
「
稲
羽
の
索
菟
」
が
「
海
塩
（
う
し
ほ
）

を
浴
み
、
風
に
当
り
て
伏
せ
れ
」
と
い
う
八
十
神
の
教
え
を
愚
直

に
実
行
し
た
の
と
同
様
、
又
、
景
行
記
の
出
雲
建
が
倭
建
の
友
情

の
誓
い
を
誠
実
に
信
じ
た
の
と
同
様
、
大
穴
牟
遅
の
稚
鈍
さ
が
原

因
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
…
…
な
れ
待
ち
取
れ
」
と

い
う
八
十
神
の
命
令
に
背
け
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
宗
教
的
畏
怖

の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
直
後
の
「
も
し
待
ち

取
ら
ず
は
、
必
ず
な
れ
を
殺
さ
む
」
と
い
う
威
嚇
は
不
用
だ
っ
た

は
ず
だ
し
、
そ
も
そ
も
の
殺
意
の
原
因
が
八
上
比
売
を
巡
る
嫉
妬

で
あ
る
点
な
ど
も
、
物
語
全
体
に
余
り
に
も
人
間
臭
さ
が
強
い
の

で
あ
る
。

第
四
説
は
、
「
追
下
」
を
自
動
詞
と
す
る
も
の
で
、
明
和
元
年

(
1
7
6
4
)
ー
寛
政
一

0
年

(
1
7
9
8
)
の
『
古
事
記
伝
』

を
皮
切
り
に
、
山
口
佳
紀
氏
•
神
野
志
隆
光
氏
の
新
全
集
（
平
成

九
年
六
月
二

0
日
）
、
同
じ
著
者
に
拠
る
『
古
事
記
注
釈

4
』

（
同
年
六
月
―
―

1
0
日
）
（
注
20)
な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

「
追
下
」
に
つ
い
て
は
、
他
動
詞
と
見
る
説
と
自
動
詞
と

と
る
説
と
に
わ
か
れ
る
。
前
者
は
、
古
典
集
成
本
・
倉
野

『
全
註
釈
』
・
思
想
大
系
本
の
と
る
と
こ
ろ
、
後
者
は
宣
長

に
は
じ
ま
っ
て
古
典
全
書
本
•
西
郷
『
注
釈
』
が
こ
れ
を
支

持
す
る
。
こ
と
は
下
文
「
入
小
追
下
取
時
」
と
も
連
動
す
る
。

文
章
の
う
え
で
照
応
関
係
は
明
ら
か
な
の
だ
か
ら
、
あ
わ
せ

て
訓
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
他
動
詞
と
見
る
か
、
と

も
に
自
動
詞
と
と
る
か
に
わ
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
訓
読
の
具
体
例
を
ひ
と
つ
ず
つ
挙
げ
て
み
れ
ば
、

他
動
詞
説
古
典
集
成
本

く
だ

追
ひ
下
せ
ば
…
…
追
ひ
下
す
を
取
ら
す
時
に
…
・
:

自
動
詞
説
『
古
事
記
伝
』

追
ひ
下
り
な
ば
…
…
追
ひ
下
り
取
る
時
に
…
…

と
い
う
次
第
で
あ
る
。

動
詞
と
し
て
の
「
下
」
は
、
「
上
」
と
対
を
な
し
て
、
自

動
詞
に
も
他
動
詞
に
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ

り
で
は
両
説
と
も
に
な
り
た
ち
う
る
。

し
か
し
、
文
脈
的
照
応
を
生
か
せ
ば
宣
長
説
に
従
う
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
追
下
者
汝
待
取
」
を
う
け
て
「
追
下

取
」
と
い
う
の
だ
。
「
追
下
」
す
る
の
は
八
十
神
、
「
取
」
る

の
は
オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
と
う
け
と
ら
れ
る
。
「
八
十
神
が
赤
猪

ま
ろ

0

0
 0
 

を
追
ひ
落
す
（
下
文
に
転
ば
し
落
し
き
と
あ
る
）
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
こ
は
オ
ヒ
オ
ロ
ス
が
よ
い
と
思
ふ
」
（
「
全
註
釈
』
）

と
い
う
ご
と
き
、
照
応
の
さ
せ
か
た
は
正
当
で
は
な
い
。
照

ク
ダ

応
は
同
文
的
に
明
確
だ
。
む
し
ろ
「
か
の
石
を
下
す
こ
と
、
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カ
サ

せ
ば
、
上
に
転
落
と
あ
る
と
重
な
り
て
、
わ
づ
ら
は
し
き
を

や
」
と
、
宣
長
が
「
追
下
取
」
に
つ
い
て
の
べ
た
こ
と
を
想

起
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
猪
（
大
石
）
を
追
い
落
す
の
は
そ
の

「
転
落
」
が
あ
ら
わ
す
。
「
追
下
」
と
は
、
そ
の
あ
と
を
追
っ

て
下
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
「
追
下
取
」
を
「
追
ひ

く
だ下

す
を
取
ら
す
」
（
古
典
集
成
本
・
思
想
大
系
本
）
と
か

お
ろ

「
追
ひ
下
す
を
取
る
」
（
『
全
註
釈
』
）
と
訓
む
の
は
、
「
取
ノ

ツ
ラ
ネ

字
を
上
に
置
力
で
、
下
へ
連
て
箇
る
を
思
フ
ベ
し
」
と
、
や

は
り
宣
長
の
注
意
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
不
自
然
の
惑
を
免

れ
な
い
。
宣
長
説
に
従
う
所
以
で
あ
る
。話

の
中
心
が

（注
22)

（注
23)

（注
24)

（
神
野
志
）

（
『
古
事
記
注
釈

4
』)

こ
の
自
動
詞
説
に
対
す
る
私
の
反
論
の
第
一
は
、
動
詞
が
目
的

語
の
下
に
来
る
語
順
は
、
若
し
く
は
、
そ
の
よ
う
な
語
順
だ
と
思

わ
せ
る
よ
う
な
箇
所
は
、
『
古
事
記
』
の
他
の
物
語
の
中
に
も
散

見
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
今
、
西
條
勉
氏
の
『
古
事
記
の
文
字
法
』

を
手
懸
り
に
列
挙
す
る
と
（
注
21)

〇
矢
刺
之
時

〇
慎
事
登
波
受

〇
丹
董
著

が
あ
る
。

自
動
詞
説
に
対
す
る
反
論
の
第
二
は
、

「
猪
を
待

ち
構
え
て
殺
す
」
こ
と
に
あ
る
の
に
、
「
下
（
く
だ
）
る
」
と
自

動
詞
に
ヨ
ン
で
し
ま
う
と
、
主
語
；
ハ
十
神
」
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ

ト
が
当
り
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
動
詞
説
に
反
対
す
る
の
が
私
の
主
眼
な
の

で
は
な
い
。
自
動
詞
な
ら
自
動
詞
で
い
い
だ
ろ
う
。

八
十
神
が
「
追
ひ
下
り
」
、
大
穴
牟
遅
神
が
「
取
る
」
の
意

で

あ

る

。

（

新

全

集

頭

注

）

と
考
え
、猪

に
似
た
大
き
な
石
を
火
で
焼
い
て
、
転
が
し
落
と
し
た
。

そ
う
し
て
、
神
々
が
追
い
か
け
て
下
り
、
大
穴
牟
遅
神
が
そ

れ

を

捕

ま

え

た

と

こ

ろ

、

（

新

全

集

下

段

）

と
訳
す
な
ら
そ
れ
で
も
い
い
の
だ
が
、
む
し
ろ
肝
心
な
の
は
「
取

る
」
の
目
的
語
が
「
猪
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
「
追
ひ
下

り
、
取
る
」
が
主
観
に
即
し
た
叙
述
、
「
そ
の
石
に
焼
き
著
か
え

て
…
…
」
や
「
…
…
転
ば
し
落
し
き
。
」
が
客
観
的
叙
述
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
大
穴
牟
遅
神
の
戦
い
、
そ
の
成
功
と
失
敗
の
原
因

大
穴
牟
遅
神
は
そ
の
後
も
戦
い
の
連
続
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
特

徴
を
探
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
〔
二
〕
で
は
、
八
十
神
の
「
大
き
樹
の
中
へ
入
れ
」
と
い

う
命
令
に
素
直
に
従
い
、
「
ひ
め
矢
」
を
信
じ
た
こ
と
が
失
敗
の
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原
因
で
あ
っ
た
。

〔
―
二
〕
の
成
功
、
と
言
っ
て
も
一
時
凌
ぎ
の
成
功
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
が
、
「
ス
サ
ノ
ヲ
を
頼
っ
て
根
の
国
へ
行
け
」
と
い
う

大
屋
砒
古
（
お
お
や
び
こ
）
の
助
言
に
素
直
に
従
っ
た
の
が
良
か

っ
た
。〔

四
〕
の
成
功
の
原
囚
は
、
「
一
二
回
ひ
れ
を
振
り
な
さ
い
」
と

い
う
須
世
理
姫
の
助
言
に
素
直
に
従
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

〔
五
〕
の
成
功
の
原
因
も
、
や
は
り
、
「
三
回
ひ
れ
を
振
り
な

さ
い
」
と
い
う
須
世
理
姫
の
助
言
に
素
直
に
従
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

〔
六
〕
の
失
敗
の
原
因
は
、
「
鳴
鏑
を
取
り
に
行
け
」
と
い
う

ス
サ
ノ
ヲ
の
命
令
に
素
直
に
従
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
成
功
の
原
因

は
、
鼠
の
言
う
こ
と
を
聴
こ
う
と
し
、
耳
を
傾
け
た
こ
と
に
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
穴
牟
遅
の
神
格
の
特
徴
は
、
人
や
神
（
動

物
も
）
の
い
う
こ
と
を
尊
重
し
、
素
直
に
従
う
点
に
あ
る
。
そ
れ

が
短
所
で
も
あ
り
、
長
所
で
も
あ
っ
た
。
山
田
永
氏
も
「
み
ず
か

ら
の
り
越
え
た
受
難
や
試
練
は
―
つ
も
な
い
と
い
っ
て
よ
い
く
ら

い
で
あ
る
」
（
注
25)
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
っ

さ
の
主
体
的
判
断
の
鈍
さ
、
人
の
良
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め

に
も
、
前
節
で
論
述
し
た
よ
う
な
解
釈
は
い
く
ば
く
か
の
意
義
を

持
つ
だ
ろ
う
。

全
集
や
『
鑑
賞

H
本
古
典
文
学
』
の
よ
う
に
、
「
追
い
落
と
さ

れ
た
焼
石
を
手
に
取
っ
た
時
」
と
訳
し
て
し
ま
う
と
、
「
猪
だ
と

（
集
成
の

思
っ
て
い
た
の
に
焼
石
だ
っ
た
」
と
い
う
そ
の
時
そ
の
場
の
作
中

人
物
の
衝
撃
が
若
干
伝
わ
り
に
く
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

叫
、
古
代
前
後
期
文
学
一
面

そ
の
時
そ
の
場
の
作
中
人
物
の
主
観
に
即
し
て
叙
述
す
る
方
法

は
、
「
古
事
記
』
に
は
、
他
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

ス
サ
ノ
ヲ
の
八
俣
遠
呂
知
（
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
）
退
治
の
物
語

(53頁
8
行
目
か
ら

57頁
6
行
目
ま
で
）
に
関
し
て
、
西
宮
一
民

氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
傾
聴
に
値
す
る
。

有
名
な
「
八
俣
遠
呂
知
（
此
三
字
以
レ
音
）
」
と
い
う
の
が
あ

る
。
そ
こ
で
「
切
散
蛇
者
」
の
「
蛇
」
は
文
句
な
く
ヲ
口

チ
と
訓
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
毎
年
、

娘
を
喫
（
く
）
い
に
く
る
、
赤
い
酸
漿
（
ほ
お
ず
き
）
の
よ

う
な
目
を
し
た
怪
物
は
、
「
八
俣
遠
呂
知
」
と
あ
る
だ
け
で
、

説
者
に
は
、
最
終
段
階
ま
で
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
分
ら
な

い
構
成
と
な
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が

切
り
散
ら
さ
れ
る
段
階
に
至
り
「
蛇
」
の
文
字
が
使
わ
れ
る

こ
と
で
、
「
蛇
（
へ
み
）
」
の
一
種
か
と
初
め
て
わ
か
る
仕
組

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
蛇
を
ヲ
口

チ
と
訓
む
こ
と
は
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
成
を
無
視
し
た

こ
と
に
な
ろ
う
。

「
解
説
」
よ
り
）
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作
中
の
足
名
椎
•
手
名
椎
夫
妻
に
は
、
「
八
俣
遠
呂
知
」
の
正
体

が
何
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
夫
妻
に
わ
か
ら
な
い
間
は
読
者
に

も
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
夫
妻
の
恐
怖
を
読
者
も
共
有
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
夫
妻
が
正
体
を
知
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
読

者
も
正
体
を
知
る
よ
う
な
仕
組
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
古
事
記
j

(712
年
）
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
柿
本
人
麻

呂
に

あ

ま

ざ

か

ひ

な

な

が

ち

天
離
る
鄭
の
長
道
ゆ
恋
ひ
来
れ
ば
明
石
の
門
よ
り

や
ま
と
し
ま

大
和
島
見
ゆ
(
-
本
に
云
ふ
、
「
家
の
あ
た
り
見
ゆ
」
）

（
『
万
葉
集
」

255
番
）
（
注
26)

と
い
う
短
歌
が
あ
る
が
、
同
じ
『
万
葉
集
」
の

3
6
0
8
番
で
は

天
離
る
鄭
の
長
道
を
恋
ひ
来
れ
ば
明
石
の
門
よ
り

家
の
あ
た
り
見
ゆ

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
に
曰
く
、
「
大
和
島
見
ゆ
」

と
第
五
句
が
改
変
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
大
和
」
は
「
島
」

で
は
な
い
。
し
か
し
、
中
国
地
方
か
九
州
地
方
か
ら
東
上
し
て
来

た
人
麻
呂
の
目
に
は
「
島
」
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
「
な

つ
か
し
い
ふ
る
さ
と
の
大
和
の
国
は
、
ま
だ
、
島
の
よ
う
に
小
さ

く
見
え
る
だ
け
だ
。
も
っ
と
大
き
く
見
え
る
所
ま
で
、
一
刻
も
早

く
、
近
づ
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
そ
の
時
そ
の
場
の
人
麻
呂
の
気

持
を
読
者
が
共
有
す
る
た
め
に
は
、
「
島
」
と
い
う
一
字
は
重
ん

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
五
句
が
も
し
「
大
和
の
国
見
ゆ
」
、

「
大
和
見
ゆ
」
か
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
表
現
に
改
稟
さ
れ
て
し
ま

っ
た
ら
、
観
光
ガ
イ
ド
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
と
し
て
は
い
い
け
れ
ど
、

文
学
と
し
て
は
全
く
面
白
味
の
無
い
短
歌
に
な
っ
て
し
ま
う
。

古
代
後
期
の
『
源
氏
物
語
』
の
男
主
人
公
光
源
氏
が
、
生
涯
の

伴
侶
で
あ
る
紫
上
と
出
会
う
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て

い
る
。

「
い
で
、

を
さ
な

あ
な
幼
や
。
言
ふ
か
ひ
な
う
も
の
し
た

お

と

な

わ

ら

は

き
よ
げ
な
る
大
人
二
人
ば
か
り
、
さ
て
は
童
べ
ぞ
出
で
入

り
遊
ぶ
。
中
に
、
十
ば
か
り
や
あ
ら
む
と
見
え
て
、
白
き
衣
、

な

山
吹
な
ど
の
萎
え
た
る
着
て
走
り
来
た
る
女
子
、
あ
ま
た
見

ぉ

え
つ
る
子
ど
も
に
似
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生
ひ
先

か

た

ち

あ

ふ

ぎ

見
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
容
貌
な
り
。
髪
は
扇
を
ひ
ろ
げ
た

る
や
う
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
て
、
顔
は
い
と
赤
く
す
り
な
し
て

立
て
り
。

尼
君
「
何
ご
と
ぞ
や
。
童
べ
と
腹
立
ち
た
ま
へ
る
か
」
と
て
、

尼
君
の
見
上
げ
た
る
に
、
す
こ
し
お
ぼ
え
た
る
と
こ
ろ
あ
れ

ば
、
子
な
め
り
と
見
た
ま
ふ
°
紫
「
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が

ふ

せ

ご

う

ち

こ

し
つ
る
、
伏
籠
の
中
に
籠
め
た
り
つ
る
も
の
を
」
と
て
、
い

く

ち

を

お

と

な

と
口
惜
し
と
思
へ
り
。
こ
の
ゐ
た
る
大
人
、
「
（
略
）
」
と
て

立
ち
て
行
く
。
髪
ゆ
る
る
か
に
い
と
長
く
、
め
や
す
き
人
な

う
し
ろ
み

め
り
。
少
納
言
と
ぞ
人
言
ふ
め
る
は
、
こ
の
子
の
後
見
な
る

べ
し
。尼

君
、
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け

ふ

あ

す

ま
ふ
か
な
。
お
の
が
か
く
今

H
明
日
に
お
ぼ
ゆ
る
命
を
ば
何

し

た

つ

み

う

と
も
思
し
た
ら
で
、
雀
慕
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
よ
。
罪
得
る
こ
と

こ
こ
ろ
う

ぞ
と
常
に
聞
こ
ゆ
る
を
、
心
憂
く
」
と
て
、
尼
君
「
こ
ち
ゃ
」

と
言
へ
ば
つ
い
ゐ
た
り
。

（
「
若
紫
」
〔
四
〕
）
（
注
27)

紫
上
は
尼
君
の
子
で
あ
る
と
い
う
波
線
部
は
光
源
氏
の
主
観
的

認
識
に
他
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手
は
そ
の
主
観

を
急
い
で
訂
正
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
二
段
落
あ
と
の

〔
六
〕
で
、
光
源
氏
が
尼
君
の
兄
弟
で
あ
る
僧
都
か
ら
、
尼
君
の

孫
が
紫
上
だ
と
教
え
ら
れ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
読
者
も
紫
上
の

正
確
な
素
性
を
知
る
よ
う
な
仕
糾
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

弁
慶
に
と
っ
て
生
涯
の
伴
侶
と
も
言
う
べ
き
は
義
経
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
出
会
い
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

き

暁
方
に
な
り
て
、
堀
川
を
下
り
に
来
け
れ
ば
、
面
白
き

笛
の
音
こ
そ
聞
こ
え
け
れ
。
弁
慶
は
こ
れ
を
聞
き
て
、
「
面

た
だ
い
ま

白
や
。
只
今
さ
夜
更
け
て
天
神
へ
参
る
人
の
吹
く
笛
に
こ
そ
。

法
師
や
ら
ん
、
男
や
ら
ん
、
あ
は
れ
よ
か
ら
ん
太
刀
を
持
て

か
し
、
取
ら
ん
」
と
思
ひ
‘
笛
の
音
の
近
づ
き
け
れ
ば
差
し

ひ

た

た

れ

む

な

い

た

屈
み
て
見
れ
ば
、
若
き
人
の
白
き
直
垂
に
胸
板
白
く
し
た
る

こ

が

ね

は

腹
巻
に
、
黄
金
作
り
の
太
刀
の
心
も
及
ば
ぬ
を
侃
か
れ
た
り
。

へ
ん
ナ
‘

弁
慶
こ
れ
を
見
て
、
「
あ
は
れ
太
刀
や
な
。
何
と
も
あ
れ
、

取
ら
ん
ず
る
も
の
を
」
と
思
ひ
て
待
つ
と
こ
ろ
に
、
後
に
聞

け
ば
、
＇
恐
ろ
し
き
人
に
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
弁
慶
い
か
で
知

お
ん
ざ
う
し

る
べ
き
。
御
曹
司
は
ま
た
身
を
包
み
給
ひ
け
れ
ば
、
辺
り
に

む
く

H
を
も
放
た
れ
ず
。
椋
の
木
の
下
を
見
給
へ
ば
、
「
彼
奴
も

た

だ

も

の

ご

ろ

只
者
に
て
は
な
し
。
こ
の
頃
都
に
人
の
太
刀
取
る
者
は
、
彼

奴
に
て
あ
る
よ
」
と
思
ひ
給
ひ
け
れ
ば
、
少
し
も
ひ
る
ま
ず

か
か
り
給
ふ
。

（
『
義
経
記
』
「
巻
二
」
。

132ー

134
頁
）
（
注
28)

点
線
部
は
、
「
若
紫
」
の
波
線
部
と
対
照
的
だ
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
作
中
の
弁
慶
の
主
観
を
離
れ
て
、
我
々
読
者
は
、
出
会

っ
た
相
手
の
「
恐
ろ
し
き
」
実
力
を
、
予
め
知
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
仕
組
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
も
、

の
ぼ

東
枕
に
打
ち
伏
せ
て
、
上
に
上
り
居
て
、
押
さ
へ
つ
つ
、

「
さ
て
従
ふ
や
否
や
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
こ
れ
も
前
世

の
事
に
て
候
ひ
つ
ら
ん
め
。
さ
ら
ば
従
ひ
参
ら
せ
候
は
ん
」

と
申
し
け
れ
ば
、
着
た
る
腹
巻
を
御
曹
司
頂
ね
て
着
給
ひ
、

二
振
り
の
太
刀
を
取
り
持
ち
て
、
弁
慶
を
先
立
て
て
‘
そ
の

や
ま
し
な

夜
の
内
に
山
科
へ
具
し
て
お
は
し
ま
し
て
、
傷
を
癒
や
し
て
、

の

ち

ね

ら

そ
の
後
連
れ
て
京
へ
お
は
し
て
、
平
家
を
狙
ひ
け
り
。

_

1

ー1
_
1
1
1
は
K
_
1
9
_
_
_
 1

ーー
1
_
_
_
_
_
 1}
に
反
K
I
L

ーー
1

1

ーーー
1

1

ー1
1

そ
の
時
見
参
に
入
り
始
め
て
よ
り
、
志
ま
た
二
心
な
く
、

身
は
添
ぶ
影
ー
夜
血
ぐ
い
で
ー
ヽ
ー

1

平
家
を
「
ユ
昨
に
攻
め
落
ど
い
紹

ー1
9
_

_

 1

ー1
_

_

 ¢びたびー
1
_

_

 1
1
1

ー1
_

_

 1

ー1
ーあ
)PIL11E
しかはー
1
_
_
_
 _
 

ひ
し
に
も
、
度
々
の
高
名
を
極
め
て
、
奥
州
衣
川
の
最
期

図
贔
｛
出
で
御
叫
い
ー
い
）
ー
で
ー
ヽ
ー

1

匹
ご
い
ば
託
ぢ

1

死
に
ー
い
だ
籾
い
5
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む
さ
し
ば
う

武
蔵
坊
弁
圏
ご
れ
な
り

1
0

く

ら

う

よ

し

つ

ね

つ

は

も

の

か
く
て
都
に
は
、
九
郎
義
経
、
武
蔵
坊
と
言
ふ
兵
を
語

ら
ひ
て
、
平
家
を
狙
ふ
と
い
ふ
聞
こ
え
あ
り
け
り
。

(144
頁）

の
よ
う
な
叙
述
方
法
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
け
ん
か
相
手
に
他
な
ら

な
い
義
経
と
の
強
い
絆
が
、
当
の
弁
慶
よ
り
も
だ
い
ぶ
早
く
、
読

者
に
は
知
ら
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
『
義
経
記
』
は
室
町
時
代
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
が
、
擬

古
物
語
系
統
の
室
町
時
代
物
語
（
注
29)
に
も
着
目
し
た
い
。

わ
か
君
を
は
、
こ
な
た
へ
、
よ
ひ
た
て
ま
つ
り
、
そ
の
ま
に

と
て
、
あ
は
の
つ
ほ
ね
を
、
御
つ
か
い
に
て
、
わ
か
君
、
こ

れ
へ
、
人
た
て
ま
つ
り
給
へ
と
、
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
は
、
ま

い
り
て
、
此
よ
し
、
申
け
れ
は

ひ
め
君
は
、
此
事
ゆ
め
に
も
、
し
ら
せ
給
は
す
、
い
ま
た
ね

給
へ
る
を
、
お
と
ろ
か
し
た
て
ま
つ
り
て
、
見
給
へ
は
、
中

将
に
す
こ
し
も
た
か
ひ
た
ま
は
す

い
と
あ
は
れ
に
て
、
と
も
し
火
の
ひ
か
り
に
、
見
た
て
ま
つ

（マこ

り
給
へ
は
、
い
ね
む
し
ま
は
ゆ
け
に
、
め
を
す
り
給
ふ
御
ふ

せ
ひ
、
ら
う
た
く
、
う
つ
く
し
く
、
い
ふ
は
か
り
な
し

た
A

い
ま
、
よ
ふ
け
て
、
な
に
事
に
、
よ
ひ
た
ま
ふ
ら
ん
と
、

お
ほ
し
な
か
ら
、
と
<
/
¥
、
お
は
せ
よ
と
て
、
い
て
た
A

せ
、
た
て
ま
つ
り
給
ふ

ー

か
み
な
ら
ぬ
身
の
、
は
か
な
き
は
、
こ
れ
を
か
き
り
と
、
し

ら
せ
給
は
ぬ
事
こ
そ
、
か
な
し
け
れ
、
の
ち
に
、
お
も
ひ
あ

ば
ず
松
ぱ
ー
ヽ
ー
な
ご
り
枯
い
ざ
ー
ヽ
ー
ー
や
ぶ
が
杞
な
し
ー
ヽ
ー
ー
い
が
ば
が

り
、
後
に
、
く
や
し
く
お
ほ
し
め
し
け
る

（
『
桜
の
中
将
物
語
（
写
本
）
』

578
頁
下
段
ー

579
頁
上
段
）
（
注
30)

夫
の
正
妻
側
の
策
略
に
拠
っ
て
、
子
供
を
奪
わ
れ
た
場
面
で
あ

る
こ
と
を
、
女
主
人
公
で
あ
る
「
ひ
め
君
」
は
夢
に
も
知
っ
て
い

な
い
。
一
方
、
点
線
部
に
よ
っ
て
、
我
々
説
者
に
は
、
こ
の
場
面

が
い
か
に
重
大
な
瞬
間
で
あ
る
か
を
早
く
も
知
ら
さ
れ
て
し
ま

う
。
確
か
に
そ
う
し
た
叙
述
方
法
の
ほ
う
が
情
報
量
が
多
く
、
客

観
的
で
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
が
文
学
と
し

て
優
れ
て
い
る
か
は
別
と
し
て
、
紫
式
部
と
い
う
長
編
作
家
な
ら

ば
、
特
別
な
事
情
が
無
い
限
り
、
原
則
と
し
て
、
「
ひ
め
君
」
が

事
態
を
察
し
た
時
点
で
初
め
て
、
「
な
こ
り
お
し
さ
、
や
る
か
た

な
し
」
、
「
く
や
し
く
お
ほ
し
め
し
け
る
」
と
い
う
心
理
描
写
を
す

る
は
ず
で
あ
る
。

も
う
―
つ
注

H
し
た
い
の
は
、
弁
慶
の
心
の
中
と
離
れ
て
、

『
義
経
記
』
の
語
り
手
が
、
出
会
っ
た
相
手
・
義
経
に
初
め
か
ら

敬
語
を
付
け
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
弁
慶
が
主
語
の
場
合
、

「
こ
れ
を
聞
き
て
」
、
「
と
思
ひ
」
、
「
近
づ
き
け
れ
ば
」
か
ら
「
大

太
刀
脇
挟
み
て
立
ち
居
た
り
け
る
」
に
至
る
ま
で
一
切
尊
敬
語
が
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付
か
な
い
が
、
義
経
が
主
語
の
場
合
、
「
偏
か
れ
た
り
」
、
「
恐
ろ

し
き
人
に
て
ぞ
お
は
し
け
る
」
、
「
身
を
包
み
給
ひ
け
れ
ば
」
か
ら

「
か
か
り
給
ふ
」
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
動
詞
に
「
る
」

や
四
段
活
用
の
「
給
ふ
」
が
付
き
、
「
お
は
す
」
が
使
わ
れ
た
り

す
る
。
こ
れ
も
『
源
氏
物
語
』
と
対
照
的
で
あ
る
。
「
若
紫
」
前

半
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
紫
上
を
待
遇
す
る
敬
語
は
な
く
、

玉
若
紫
」
後
半
で
、
光
源
氏
の
心
内
文
に
も
紫
上
へ
の
敬
語
が
現

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
、
語
り
手
は
地
の
文
で
紫
上
に
敬

語
を
付
け
る
よ
う
に
な
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
よ
う
な
面
白

さ
『
源
氏
』
の
面
白
さ
と
言
う
の
は
、
恐
ら
く
多
く
の
古
典

文
学
研
究
者
と
同
じ
く
私
に
と
っ
て
も
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
グ

ル
ー
。
フ
の
「
源
氏
物
語
』
の
面
白
さ
の
こ
と
で
あ
る
が
—
!
|
は
‘

平
成
一
二
年
の
中
村
一
夫
氏
の
論
文
に
拠
っ
て
、
余
す
所
な
く
、
解

き
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

①
な
に
事
そ
や
わ
ら
は
へ
と
は
ら
た
ち
給
へ
る
か
と
て
あ
ま

き
み
の
み
あ
け
た
る
に
す
こ
し
お
ほ
え
た
る
と
こ
ろ
あ
れ

Iiiこ
な
め
り
と
み
給

尾
「
う
ち
見
あ
け
た
ま
へ
る
ま
み
」
陽
「
み
あ
け
給
ヘ

る
ま
み
」
中
「
う
ち
み
あ
け
給
へ
る
ま
み
の
」

麦
「
う
ち
あ
け
た
る
ま
み
」
阿
「
う
ち
見
あ
け
た
る
ま

み」

尾
「
お
ほ
え
た
ま
へ
は
」

中
「
お
ほ
え
給
へ
れ
は
」

れ
は
」

②
つ
み
う
る
こ
と
そ
と
つ
ね
に
き
こ
ゆ
る
を
心
う
く
と
て
こ

ち
ゃ
と
い
へ
は
つ
ゐ
A

た
り

尾
•
陽
「
こ
ち
ゃ
と
い
へ
は
つ
い
ゐ
た
り
」

中
「
こ
ち
ゃ
と
の
た
ま
へ
は
つ
い
ゐ
給
」

麦
•
阿
「
こ
ち
ゃ
と
い
へ
は
つ
ゐ

A

た
り
」

（略）

①
は
紫
上
の
登
場
の
場
面
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
惟
光
と

と
も
に
か
い
ま
見
て
い
る
源
氏
の
意
識
に
そ
っ
た
表
現
だ

が
、
陽
明
本
、
中
山
本
、
尾
州
家
本
で
は
尼
君
や
紫
上
な
ど
、

ま
だ
素
性
の
わ
か
ら
な
い
は
ず
の
未
知
の
人
物
に
ま
で
敬
語

を
使
っ
て
待
遇
し
て
い
る
。
②
も
①
と
同
様
で
、
尼
君
に
叱

ら
れ
る
紫
上
に
対
し
て
、
中
山
本
で
は
素
性
が
わ
か
ら
な
い

は
ず
な
の
に
二
人
に
そ
ろ
っ
て
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（略）

い
ず
れ
も
光
源
氏
の
目
か
ら
見
、
そ
の
意
識
に
そ
っ
た
表
現

と
考
え
る
な
ら
ば
、
敬
語
の
な
い
方
が
彼
の
視
線
と
思
考
を

追
い
か
け
た
生
々
し
い
表
現
と
な
る
。
ひ
と
し
な
み
に
敬
語

で
人
物
を
待
遇
し
て
し
ま
う
と
、
客
観
的
で
画
一
化
し
た
印

陽
「
お
ほ
え
給
へ
は
」

麦
•
阿
「
お
ほ
え
た
る
所
あ
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象
と
な
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
敬
語
で
待
遇
す
る
の
は
登

場
人
物
の
素
性
を
は
っ
き
り
つ
か
ん
で
い
て
こ
そ
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
に
入
れ
る
と
、
こ
う
し
た
表
現
は
書

写
者
の
書
写
以
前
の
物
語
の
理
解
に
基
づ
い
た
も
の
と
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
そ
う
し
た
表
現
を
持
つ
本

文
は
情
報
景
が
多
く
、
客
観
的
で
わ
か
り
や
す
い
本
文
で
あ

る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
河
内
方
が
そ
の
校
訂
方
針
と

し
て
不
審
箇
所
を
な
く
そ
う
と
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
起
さ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
物
語
の
表
現
と
し
て
優
れ
て
い
る

か
と
い
え
ば
、
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
大
島
本
の

本
文
は
作
中
人
物
の
意
識
に
そ
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

主
観
的
に
追
体
験
し
や
す
い
た
め
臨
場
惑
の
あ
る
表
現
に
な

っ
て
い
る
。
他
の
伝
本
の
よ
う
に
始
め
か
ら
敬
語
で
待
遇
さ

れ
て
い
る
と
、
徐
々
に
未
知
の
人
物
の
正
体
が
解
き
明
か
さ

れ
て
い
く
と
い
う
お
も
し
ろ
み
に
欠
け
る
表
現
と
な
っ
て
し

ま

う

。

（

注

31)

尾
州
家
本
な
ど
河
内
本
、
陽
明
本
、
中
山
本
な
ど
の
別
本
は
、
敢

え
て
言
え
ば
、
『
義
経
記
』
的
な
本
文
、
中
世
的
に
脚
色
さ
れ
た

『
源
氏
物
語
』
で
あ
り
、
私
も
中
村
氏
の
額
尾
に
付
し
て
、
「
青
表

紙
本
の
敬
語
の
あ
り
か
た
が
よ
り
古
い
形
を
伝
え
て
い
る
」
と
判

断
し
た
い
。
河
内
本
や
別
本
と
青
表
紙
本
と
の
巽
同
箇
所
は
、
他

の
古
典
文
学
作
品
の
系
統
の
違
う
本
文
同
士
に
比
べ
て
、
数
も
少

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
一
見
親
切
で
「
わ
か
り
や
す

い
」
河
内
本
や
別
本
を
選
ん
で
し
ま
う
と
見
失
っ
て
し
ま
う
‘

『
源
氏
』
独
特
の
「
お
も
し
ろ
み
」
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
結
語

古
代
後
期
文
学
の
研
究
史
を
顧
れ
ば
、
二
十
世
紀
後
半
に
は
、

「
近
現
代
的
な
先
人
主
」
の
排
除
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
声
高
に

叫
ば
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
”
近
現
代
的
な
発
想
“

の
代
わ
り
に
”
中
世
的
な
発
想
“
が
先
人
、
王
と
し
て
入
り
込
む
こ

と
に
な
っ
た
ら
、
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
。
古
代
後
期
文
学
は
、
中

世
文
学
よ
り
は
、
古
代
前
期
文
学
に
引
き
つ
け
て
行
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
中
世
文
学
を
古
代
文
学
の
下
に
ラ
ン
ク
付
け
し
よ
う
な
ど

と
は
毛
頭
考
え
て
い
な
い
。
た
だ
、
中
世
文
学
研
究
は
、
中
世
文

学
が
中
世
に
人
っ
て
新
し
く
獲
得
し
た
魅
力
の
発
見
に
努
め
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
中
世
的
な
先
人
主
に
引
き
つ
け
て
古
代
文
学
を
研

究
し
、
中
世
的
に
脚
色
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
像
を
、
「
こ
れ
こ

そ
『
源
氏
物
語
』
の
姿
だ
」
と
断
わ
り
な
し
に
呈
示
す
る
の
は
、

問
題
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
改
変
さ
れ
た
本
文
の
物
語
世
界
が
い

か
に
豊
饒
に
見
え
て
も
、
”
改
変
“
と
＂
原
態
“
の
区
別
は
、
可

能
な
限
り
、
見
極
わ
め
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、

極
め
て
広
い
意
味
で
の
文
法
・
語
彙
•
語
法
の
”
原
態
“
の
時
代

と
”
改
変
“
の
時
代
と
の
違
い
を
詳
細
に
知
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
、

国
語
の
通
時
的
考
察
が
重
要
で
あ
ろ
う
（
注
32)
。

-19 -



(
l
)
平
成
―
―
―
一
年
。
「
は
じ
め
に
」
「
あ
と
が
き
」
は
書
き
下
ろ

し。
(
2
)
平
成
七
年
『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
「
第
三
章

注

音
仮

な
る
ほ
ど
、
研
究
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
、
例
え
ば
、
明
治
以
降

と
江
戸
以
前
と
に
大
き
く
二
分
し
て
し
ま
っ
た
方
が
実
際
的
か
も

し
れ
な
い
。
又
、
例
え
ば
、
上
代
と
平
安
以
降
と
に
大
き
く
二
分

し
て
し
ま
っ
た
方
が
実
際
的
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本
拙
稿
で

着
目
し
た
よ
う
な
「
作
中
人
物
の
主
観
に
即
し
た
叙
述
」
は
、
統

計
を
取
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
啓
蒙
的

な
室
町
時
代
文
学
（
注
33)
よ
り
も
、
古
代
前
後
期
文
学
に
多
い

よ
う
な
気
が
す
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
河
内
本
や
別
本
で
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
、

『
古
事
記
』

61
頁

5
行
目
の
「
追
ひ
下
す
を
取
ら
す
時
に
」
を
そ

の
直
後
の
、
及
び

4
行
目
の
客
観
的
叙
述
に
引
き
つ
け
て
解
釈
す

る
こ
と
、
「
蛇
」
を
ヲ
ロ
チ
と
訓
ん
で
し
ま
う
こ
と
、
「
…
…
明
石

の
門
よ
り
大
和
島
見
ゆ
」
と
い
う
人
麻
呂
歌
を
「
…
…
明
石
の

門
よ
り
家
の
あ
た
り
見
ゆ
」
と
改
窺
し
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
、
古
代
前
後
期
文
学
独
特
の
魅
力
の
一
端
を
埋
も

れ
さ
せ
て
し
ま
う
結
果
に
成
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

名
の
論
第
四
節
表
現
と
成
立
—
—
ー
音
仮
名
表
記
を
め
ぐ
っ

て
i
~

」
。
初
出
は
平
成
四
年
「
古
事
記
の
表
現
と
成
立

音
仮
名
表
記
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
上
代
文
学
』

68
号
）
。
引

用
は
再
録
に
拠
る
。

(
3
)
新
全
集
解
説
。
こ
こ
に
引
用
し
た
「
七
」
は
神
野
志
氏
の

御
担
当
。

(4)
昭
和
四
年
『
定
本
源
氏
物
語
新
解
』
。

昭
和
五
七
年
岡
一
男
氏
『
解
釈
と
文
法
源
氏
物
語
』
も
、

河
内
本
の
ほ
う
が
通
じ
や
す
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
部
分
の
諸
本
本
文
を
『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』
に

拠
っ
て
示
す
と
、
青
表
紙
本
系
大
島
本
は
「
よ
も
の
山
の
か
A

み
と
み
ゆ
る
み
き
は
の
こ
ほ
り
月
か
け
に
い
と
お
も
し
ろ
し
」
、

【
河
内
本
】
み
き
は
の
こ
ほ
り
月
か
け
に
1

月
か
け
に
み
き

は
の
こ
ほ
れ
る
わ
た
り
（
全
河
内
本
）
／
い
と
お
も
し
ろ
し
ー

ー
い
と
い
と
お
も
し
ろ
し
（
七
竜
源
氏
）
ー
~
い
と
お
も
し
ろ

く
（
国
冬
本
）
、
【
別
本
】
か
：
み
と
み
ゆ
る
か
：
み
と
み

ゆ
る
（
保
坂
本
）
か
：
み
み
え
わ
た
る
（
平
瀬
本
）
／
み

き
は
の
こ
ほ
り
…
お
も
し
ろ
し
|
|
月
か
け
に
み
き
わ
の
こ
ほ

れ
る
わ
た
り
（
保
坂
本
）
月
か
け
に
い
と
お
も
し
ろ
く
み

き
は
の
こ
ほ
れ
る
わ
た
り
（
平
瀬
本
）
／
お
も
し
ろ
し
ー
お

も
し
ろ
く
（
横
山
本
）

(5)
「
雪
と
月
1

総
角
巻
末
独
詠
連
作
段
落
の
再
評
価
」
。
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『
国
語
国
文
」
所
収
。

一
見
、
河
内
本
や
一
部
の
別
本
の
ほ
う
が
通
じ
や
す
い
こ
の

箇
所
も
、
青
表
紙
本
が
文
学
的
に
優
れ
、
紫
式
部
の
発
想
に
合

っ
て
い
る
旨
述
べ
て
お
い
た
。

(6)
「
源
氏
物
語
に
つ
い
て
」
。
「
思
想
』
大
正
一
―
年
十
二
月

号
に
初
出
。

(
7
)
「
源
語
成
立
孜
ー
ー
掴
筆
と
下
筆
と
に
つ
い
て
の
一
仮
説

」
。
『
国
語
国
文
』
昭
和
一
五
年
四
月
号
に
初
出
。
昭
和
四

一
年
『
源
氏
物
語
研
究
』
に
再
録
。

(8)
楢
原
茂
子
氏
「
源
氏
物
語
第
一
部
成
立
論
史
並
び
に
そ
の

評
論
」
（
昭
和
五
―
一
年
吉
岡
職
氏
編
『
源
氏
物
語
を
中
心
と
し

た
論
牧
』
所
収
）
の
「
四
輝
く
日
の
宮
の
巻
」
。

(9)
平
成
三
年
「
か
の
十
六
夜
の
女
君
|
ー
上
癸
巻
晩
秋
の
新
解

釈
ー
ー
」
（
「
中
古
文
学
』

47
号
所
収
）
、
平
成
―
―
一
年
「
光
源

氏
物
語
物
語
現
行
形
態
試
論
第
六
I

I

先
行
物
語
の
季
節
ー

ー
」
本
誌
15
号
所
収
）
、
平
成
―
四
年
「
光
源
氏
物
語
現
行
形

態
試
論
第
七
長
編
始
発
説
の
意
義
」
（
『
富
山
大
学
人

文
学
部
紀
要
』

36
号
所
収
）
等
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(10)
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
一
二
年
五
月
号
所
収
。

(11)
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
七
年
二
月
号
所
収
。

(12)
本
誌
11
号
所
収
。

(13)
「
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
」
。
『
文
学
」
昭
和
―
一
五
年
六
、

『
校
訂
古
事
記
伝
』

七
月
号
に
初
出
。
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
源
氏
物
語
を

ど
う
読
む
か
』
（
昭
和
六
一
年
四
月
）
等
に
再
録
。

(14)
片
桐
洋
一
氏
の
研
究
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
一

二
年
「
伊
勢
物
語
一
二
段
階
成
立
論
続
詔
第
一
―
六
つ
の
批
判

へ
の
再
反
論
と
第
四
十
五
段
詳
述
」
（
『
富
山
大
学
人
文
学

部
紀
要
』

33
号
所
収
）
や
平
成
―
―
―
一
年
の
「
伊
納
物
語
一
二
段
階

成
立
論
続
詔
第
三
七
つ
目
の
批
判
へ
の
再
反
論
と
自
然
描

写
詳
述
ー
ー
」
（
本
誌
16
号
所
収
）
の
第
2
節
で
述
べ
た
。

(15)
集
成
の
底
本
で
あ
る
真
福
寺
本
の
原
表
記
は
左
記
の
通
り

で
あ
る
。
割
注
は
〔
〕
内
に
記
す
こ
と
に
す
る
。
新
全
集
78

頁
に
拠
る
。

故
爾
、
八
十
神
、
分
裳
炉
殺
大
穴
牟
遅
神
丑
ハ
議
而
、
至
ム

伯
岐
国
之
手
間
山
本
一
云
、
赤
猪
、
在
1

一
此
山
―
。
故
、
和

礼
、
〔
此
二
字
以
レ
音
。
〕
共
追
下
者
、
汝
、
待
取
。
若
不
一

待
取
者
、
必
将
レ
殺
レ
汝
、
云
而
、
以
レ
火
焼
似
レ
猪
大
石

而
‘
転
落
。
爾
、
追
下
、
取
時
、
即
於
其
五
所
焼
著

．
而
死
。

(16)
平
成
元
年
『
神
田
秀
夫
先
生
喜
寿
記
念
古
事
記
・
日
本

書
紀
論
集
』
に
初
出
。
山
口
氏
「
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
に

再
録
。
初
出
に
拠
る
。

(17)
明
治
三
五
年
初
版
吉
川
弘
文
館
発
行

に
拠
る
。
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(18)
平
成
―
四
年
六
月
『
口
語
訳
古
事
記
〔
完
全
版
〕
』
。

(19)
引
用
は
、
平
成
八
年
新
大
系
に
拠
っ
た
。
平
成
七
年
新
全

集
に
拠
っ
た
と
し
て
も
、
論
旨
に
変
更
は
な
い
。
参
考
ま
で
に

釈
文
と
現
代
語
訳
（
振
り
仮
名
は
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
）
を

記
し
て
置
く
。

絃
に
於
て
、
願
を
発
し
て
海
中
に
入
る
。
水
腰
に
及
ぶ
時

に
、
石
の
脚
に
当
り
た
る
を
以
て
、
其
の
暁
に
見
れ
ば
、

亀
の
負
へ
る
な
り
け
り
。
（
略
）
疑
は
く
は
‘
是
れ
放
て

る
亀
の
恩
を
報
ぜ
る
な
ら
む
か
と
。

そ
こ
で
禅
師
は
仕
方
な
く
願
を
起
し
て
、
そ
れ
か
ら
お
も

む
ろ
に
海
の
中
に
入
っ
て
行
っ
た
。
水
が
腰
の
深
さ
ぐ
ら

い
ま
で
つ
か
っ
た
時
、
ふ
と
石
が
足
に
当
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
た
。
そ
こ
で
夜
明
け
の
光
で
見
る
と
、
亀
の
背
の

上
に
い
る
の
で
あ
っ
た
。
（
略
）
こ
れ
は
お
そ
ら
く
放
し

て
や
っ
た
亀
が
恩
を
返
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

(20)
当
該
場
面
を
含
ん
で
い
る
の
が
、
こ
の
『
古
事
記
注
釈

4
』
で
あ
る
。

(21)
平
成
一

0
年
『
古
事
記
の
文
字
法
』
「
第
十
一
章
文
字

構
文
の
方
法
」
に
拠
る
。
こ
の
第
十
一
章
は
書
き
下
ろ
し
。

(22)
昭
和
四
九
年
高
木
市
之
助
氏
富
山
民
蔵
氏
「
古
事
記
総
索

引
本
文
篇
』
に
拠
る
。
上
28
オ。

(23)
注

(22)
の
書
に
拠
る
。
中
31
ウ。

(24)
注

(22)
の
書
に
拠
る
。
下
36
ウ。

(25)
平
成
一
三
年
『
古
事
記
ス
サ
ノ
ヲ
の
研
究
』
「
第
九
章

オ
ホ
ア
ナ
ム
ヂ
ヘ
の
祝
福
の
言
薬
」
。
初
出
は
平
成
一

0
年

「
上
代
文
学
j
8
1
号
。
再
録
に
拠
る
。

(26)
引
用
は
、
昭
和
四
六
年
ー
昭
和
五
0
年
の
全
集
本
に
拠
る
。

(27)
引
用
は
、
平
成
六
年
i
平
成
一

0
年
新
全
集
に
拠
る
。

(28)
引
用
は
、
平
成
―
二
年
新
全
集
に
拠
る
。

(29)
昭
和
四
0
年
松
本
隆
信
氏
「
擬
古
物
語
系
統
の
室
町
時
代

物
語
「
し
ぐ
れ
」
「
若
草
」
「
桜
の
中
将
」
「
志
賀
物
語
外

|
」
（
『
斯
道
文
庫
論
集
」

4
所
収
）
で
研
究
テ
ー
マ
と
成
っ

て
い
る
諸
作
品
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

(30)
引
用
は
、
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
に
拠
る
。

(31)
中
村
氏
「
若
紫
巻
の
本
文
I

源
氏
物
語
別
本
の
敬
語
法

|
」
。
『
中
古
文
学
』

48
号
所
収
。

こ
の
論
文
で
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
青
表
紙
本

系
大
島
本
。
略
称
は
左
記
の
通
り
。

尾

尾

州

家

河

内

本

陽

陽

明

文

庫

本

中

中

山

本

麦

麦

生

本

阿

阿

里

莫

本
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(32)
注

(14)
で
触
れ
た
「
伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
詔
第

二
」
の
序
節
も
、
平
成
八
年
「
青
表
紙
本
改
訂
の
必
要
性
ー
|
_

総
角
巻
の
「
暗
し
」
と
「
聞
こ
ゆ
」
を
は
じ
め
と
し
て
|
ー
」

（
「
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』

25
号
所
収
）
も
、
こ
の
よ
う
な

立
場
か
ら
の
ア
。
フ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
『
伊
勢
物
語
j

狩
使
本
の

幾
つ
か
の
伝
本
だ
け
を
見
て
、
或
い
は
、
『
源
氏
物
語
」
の
多

く
の
伝
本
の
中
か
ら
原
態
を
夢
想
し
た
つ
も
り
は
な
い
の
で
、

改
め
て
参
照
し
て
項
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
一
作
品
の
像
を
焦

点
化
す
る
眼
力
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
さ
れ
る
よ
う

な
観
念
的
な
ア
。
フ
ロ
ー
チ
で
な
く
、
総
角
巻
「
暗
し
」
と
同
巻

の
「
聞
こ
ゆ
」
、
橋
姫
巻
の
「
故
君
」
、
そ
れ
ぞ
れ
に
就
い
て
で

き
る
限
り
具
体
的
な
根
拠
を
示
し
つ
つ
本
文
批
判
を
し
た
の

で
、
改
め
て
参
照
さ
れ
た
い
。

少
な
く
と
も
今
ま
で
発
表
し
て
来
た
「
源
氏
物
語
』
の
拙
稿

で
取
り
上
げ
た
箇
所
に
関
し
て
は
、
①
青
表
紙
本
系
の
大
島
本

グ
ル
ー
プ
や
、
宇
治
十
帖
中
の
幾
つ
か
の
巻
々
に
つ
い
て
は
、

①
に
近
い
②
尾
州
家
本
見
セ
消
チ
補
入
前
本
文
（
私
個
人
は
こ

れ
こ
そ
河
内
本
の
初
期
の
姿
だ
と
愚
考
し
て
い
る
）
で
な
け
れ

ば
、
最
も
肝
心
な
魅
力
、
個
性
的
な
と
こ
ろ
は
味
わ
え
な
い
。

③
学
界
一
般
に
河
内
本
と
思
わ
れ
て
い
る
河
内
本
や
④
別
本

を
、
異
端
と
し
て
排
除
す
る
気
も
な
い
が
、
や
は
り
、
中
世
的

に
脚
色
さ
れ
た
箇
所
が
相
対
的
に
は
多
い
『
源
氏
物
語
』
だ
と

思
っ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
あ
く
ま
で
国
語
の
通
時
的
考
察
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
青
表
紙
本
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
、
青
表
紙

本
系
大
島
本
の
優
秀
性
な
ど
と
い
う
神
話
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
小
学
館
全
集
•
新
全
集
、
岩
波
新
大
系
、
新
潮
集
成
（
以

上
、
微
細
な
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
原
則
と
し
て
①
を
底

本
と
す
る
）
に
基
づ
い
て
論
を
成
す
多
く
の
先
学
・
同
学
・
後

進
も
、
そ
れ
を
公
に
口
に
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
皆
様

そ
れ
ぞ
れ
に
青
表
紙
本
を
相
対
的
に
原
態
に
近
い
と
す
る
確
た

る
理
由
を
お
持
ち
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
私
が

①
や
②
な
ど
青
表
紙
本
的
な
「
源
氏
物
語
」
に
頑
に
し
が
み
つ

い
て
い
る
の
は
、
多
分
、
「
神
世
七
代
と
称
ふ
」
と
い
う
一
見

つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
ぬ
文
章
で
始
ま
る
『
古
事
記
』
を
お
い
し
い

「
御
馳
走
」
と
し
て
味
わ
う
山
田
永
氏
と
同
じ
気
持
か
ら
で
あ

る。
(33)
但
し
、
こ
こ
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、

注

(29)
に
記
し
た
松
本
氏
論
文
及
び
同
氏
昭
和
四
二
年
「
古

物
語
系
統
の
室
町
時
代
物
語
（
続
）
I
|
「
伏
屋
」
「
岩
屋
」

「
一
本
菊
」
外
|
ー
」
（
「
斯
道
文
庫
論
集
」

5
所
収
）
で
研
究

テ
ー
マ
と
成
っ
て
い
る
諸
作
品
の
み
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
平
成
―
四
年
三
月
北
陸
古
典
研
究
会
の
口
頭
発

表
「
追
い
下
さ
れ
た
赤
い
猪
|
|
大
穴
牟
遅
神
の
人
間
像
ー
|
」

を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
司
会
の
労
を
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芦
た
む
ら
・
し
ゅ
ん
す
け
）

お
取
り
下
さ
っ
た
馬
場
治
先
生
、
そ
の
時
点
で
事
務
局
を
な
さ

っ
て
い
た
山
下
久
夫
先
生
、
そ
の
時
点
で
『
古
事
記
伝
』
の
研

究
会
に
於
い
て
当
該
箇
所
を
検
討
済
み
で
あ
ら
れ
た
山
本
一
先

生
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
会
員
の
皆
様
に
貴
菫
な
御
教
示

を
賜
わ
っ
た
。
そ
の
後
の
書
き
足
し
の
文
責
は
勿
論
私
一
人
に

あ
る
が
、
大
穴
牟
遅
神
の
物
語
の
記
述
に
関
し
て
は
研
究
会
で

得
た
学
恩
に
負
う
て
い
る
。
記
し
て
心
よ
り
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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