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一
、
は
じ
め
に

　
『
諸
国
百
物
語
』
は
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
四
月
に
版
行
さ
れ
た
、
作
者

不
明
の
怪
異
小
説
集
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
本
作
品
の
作
者
に
よ
る
話
の

「
証
拠
や
出
所
に
固
執
す
る
」
態
度
は
「「
怪
談
」
を
「
咄
本
」
と
区
別
し
て

「
物
語
」
と
し
て
人
の
読
み
物
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
」
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

り
「
話
に
ま
さ
る
文
学
性
を
強
調
し
た
か
っ
た１
」、「
収
め
る
怪
異
譚
を
一
個

人
の
体
験
談
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
怪
異
の
実
在
性
を
強
調
し
、
自
ら
の
話

を
「
証
拠
た
ゞ
し
き
」
も
の
と
し
た２
」
等
、
先
学
か
ら
そ
の
事
実
性
に
託
さ

れ
た
意
図
に
つ
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
小
澤
江
美
子
氏
は
『
諸

国
百
物
語
』
が
「
話
を
話
と
し
て
楽
し
む
た
め
の
娯
楽
本
位
の
怪
異
小
説
と

な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ３
、
堤
邦
彦
氏
は
本
作
品
が
「
怪
異
小
説
が
仏
教

説
話
の
教
戒
性
、
唱
導
性
を
脱
し
て
、
よ
り
物
語
的
な
方
向
に
向
か
う
道
筋

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る４
。
こ
の
よ
う
に
先

学
か
ら
事
実
性
な
ら
び
に
娯
楽
性
、
脱
唱
導
的
色
彩
に
つ
い
て
の
評
価
が
な

さ
れ
て
い
る
『
諸
国
百
物
語
』
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
「
そ
の
説
話
構
成
・

展
開
は
先
行
作
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
大
き
い５
」、「
民
話
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
ん

で
い
た
り
、
あ
る
い
は
先
行
の
仏
教
的
な
説
話
の
パ
タ
ー
ン
を
ひ
い
て
い
た

り
、
一
見
非
常
に
素
朴６
」
等
の
指
摘
を
受
け
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
『
諸
国

百
物
語
』
は
典
拠
と
な
る
先
行
の
怪
異
小
説
作
品
群
な
く
し
て
成
立
し
た
わ

け
で
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
そ
こ
で
、『
諸
国
百
物
語
』
が
典
拠
と
す
る
と
こ
ろ
の
作
品
群

と
本
作
と
の
比
較
を
通
じ
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
言
及
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
、
怪
異
と
人
と
の
関
わ
り
と
い
っ
た
観
点
か
ら
解
析
を
加
え
る
。
そ
し
て

こ
う
し
た
手
法
を
介
し
『
諸
国
百
物
語
』
の
新
た
な
特
質
を
明
ら
か
に
し
つ

つ
、
そ
の
文
芸
的
意
匠
に
さ
ら
な
る
一
考
を
付
す
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

二
、
怪
異
に
挑
ん
だ
者
た
ち
の
行
く
末

　
『
諸
国
百
物
語
』
巻
二
ノ
四
「
仙せ

ん

台だ
い

に
て
侍
さ
ぶ
ら
いの
死し

霊れ
う

の
事
」
に
は
、
夜
更

け
に
棺
か
ら
は
い
出
し
た
死
人
に
襲
わ
れ
か
け
た
僧
侶
二
人
は
「
お
ど
ろ
き

台
所
へ
に
げ
」
入
る
と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
の
行
動
は

常
人
の
反
応
で
あ
ろ
う
。

　

『
諸
国
百
物
語
』
論

│
│ 

怪
異
と
人
と
の
関
わ
り
を
中
心
に 

│
│

塚　

野　

晶　

子
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し
か
し
『
諸
国
百
物
語
』
の
主
人
公
は
、
怪
異
か
ら
逃
げ
る
者
ば
か
り
で

は
な
い
。
豪
胆
で
あ
る
、
な
い
し
は
己
の
武
勇
を
頼
む
者
た
ち
が
、
怪
異
が

起
こ
る
と
い
う
噂
の
あ
る
場
に
わ
ざ
わ
ざ
出
向
く
話
が
、
典
拠
の
判
明
し
て

い
る
三
十
六
話７
の
う
ち
に
六
話
収
録
さ
れ
て
い
る
。
巻
一
ノ
一
、
巻
一
ノ
七
、

巻
二
ノ
二
、
巻
三
ノ
一
、
巻
三
ノ
七
、
巻
四
ノ
十
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
。

本
章
段
で
は
、
こ
の
よ
う
に
武
勇
や
胆
力
を
有
し
、
ま
た
そ
れ
に
自
信
を
持

つ
人
間
た
ち
が
わ
ざ
わ
ざ
怪
異
の
出
来
す
る
場
に
出
向
き
、
そ
れ
に
挑
も
う

と
す
る
話
を
取
り
上
げ
、
改
変
が
特
徴
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
読

解
を
進
め
て
ゆ
く８
。
な
お
、
当
該
話
の
巻
次
・
概
略
・
出
典
一
覧
は
、
以
下

に
付
す
【
表
】
を
参
照
す
る９
。

　

第
一
の
事
例
と
し
て
『
諸
国
百
物
語
』
巻
四
ノ
十
「
浅あ
さ

間ま

の
社や
し
ろの
ば
け
物

の
事
」
を
挙
げ
る
。『
宿
直
草
』（『
御
伽
物
語
』）
巻
二
ノ
一
「
急き
う

な
る
と
き

も
思し

案あ
ん

あ
る
べ
き
事
」
を
出
典
と
す
るＡ
本
編
と
「
急
な
る
と
き
も
思
案
あ
る

べ
き
事
」
に
は
、【
化
け
物
が
若
い
女
と
幼
児
の
姿
を
取
っ
て
出
現
す
る
、

女
の
指
図
で
子
ど
も
が
侍
に
抱
か
れ
よ
う
と
近
寄
っ
て
く
る
、
侍
が
子
ど
も

を
威
嚇
す
る
な
い
し
は
打
ち
据
え
る
こ
と
で
そ
れ
を
撃
退
す
る
、
怪
異
の
正

体
の
一
部
が
石
塔
で
あ
る
】
と
い
っ
た
共
通
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」
と
「
急
な
る
と
き
も
思
案
あ
る
べ
き

事
」
を
比
較
し
た
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
類
似
点
以
上
に
相
違
点
の
方
が
深
い

意
味
を
持
つ
構
成
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
以
下
に
相
違
点
を

挙
げ
る
。

①
主
人
公
の
人
物
設
定

　
「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」
の
侍
は
、「
心
が
う
に
力
つ
よ
き
人
」
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、「
急
な
る
と
き
も
思
案
あ
る
べ
き
事
」
の
青

侍
に
は
、
こ
の
よ
う
な
個
性
の
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。

【
表
１
】

『
諸
国
百
物
語
』巻
次
『
諸
国
百
物
語
』
概
略

出
典
・
巻
次

出
典
・
概
略

巻
一
ノ
一

魔
所
と
し
て
名
高
い
社

に
主
命
で
出
向
い
た
侍

が
、
一
つ
目
の
鬼
女
に

遭
遇
す
る
。
そ
の
場
は

事
な
き
を
得
る
が
、
主

の
館
に
帰
還
し
て
後
、

妖
怪
た
ち
に
首
を
取
ら

れ
る
。

『
曽
呂
利
物
語
』

巻
一
ノ
一

魔
所
と
し
て
名
高
い
社

に
主
命
で
出
向
い
た
侍

が
、「
へ
ぎ
一
枚
」
を

踏
み
割
り
、
一
つ
目
の

鬼
女
に
遭
遇
す
る
。
そ

の
場
は
事
な
き
を
得
る

が
、
主
の
館
に
帰
還
し

て
後
、
妖
怪
た
ち
に
首

を
取
ら
れ
る
。

巻
一
ノ
七

怪
異
が
出
来
す
る
蓮
台

野
の
塚
に
出
向
い
た
若

者
が
、
塚
の
内
か
ら
現

れ
た
化
け
物
の
願
い
を

叶
え
る
。

『
曽
呂
利
物
語
』

巻
三
ノ
三

怪
異
が
出
来
す
る
蓮
台

野
の
塚
に
出
向
い
た
若

者
が
、
塚
の
内
か
ら
現

れ
た
化
け
物
の
願
い
を

叶
え
る
。

巻
三
ノ
一

化
け
物
が
出
る
と
い
う

噂
の
山
の
堂
に
出
向
い

た
若
者
が
、
天
狗
の
変

化
で
あ
る
座
頭
に
出
会

い
、
様
々
な
怪
異
に
見

舞
わ
れ
る
。

『
曽
呂
利
物
語
』

巻
三
ノ
六

化
け
物
が
出
る
と
い
う

噂
の
山
の
堂
に
出
向
い

た
若
者
が
、
様
々
な
怪

異
に
遭
遇
す
る
。

巻
四
ノ
十

浅
間
の
社
の
化
け
物
を

退
治
し
よ
う
と
出
向
い

た
侍
が
、
女
と
幼
児
の

妖
怪
に
遭
遇
す
る
。

『
宿
直
草
』（『
御

伽
物
語
』）
巻

二
ノ
一

林
の
中
の
古
い
宮
で
夜

明
か
し
を
す
る
こ
と
に

し
た
青
侍
が
、
女
と
幼

児
の
妖
怪
に
遭
遇
す
る
。
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②
主
人
公
が
化
け
物
の
出
る
場
所
で
夜
明
か
し
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯

　
「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」
の
侍
は
化
け
物
が
出
る
由
を
聞
き
、「
わ
れ

此
所
に
ゐ
な
が
ら
こ
れ
を
見
と
ゞ
け
ん
も
く
ち
を
し
く
（
中
略
）
ば
け
物
の

や
う
す
見
ん
と
思
ふ
也
。」
と
、
積
極
的
に
怪
異
の
出
来
す
る
場
に
出
向
い

て
い
る
。
対
す
る
「
急
な
る
と
き
も
思
案
あ
る
べ
き
事
」
の
主
人
公
が
化
け

物
の
出
る
宮
で
夜
明
か
し
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
道
を
行
く
途
中
、

人
里
遠
い
と
こ
ろ
で
日
が
暮
れ
た
と
い
う
不
慮
の
事
態
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

③
怪
異
に
遭
遇
す
る
ま
で
の
主
人
公
の
態
度

　
「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」
の
侍
は
、
社
に
出
立
す
る
際
に
「
も
し
わ

が
あ
と
に
一
人
に
て
も
つ
き
き
た
ら
ん
も
の
は
、
は
ら
を
き
ら
す
べ
し
」
と

言
う
程
、
己
の
武
勇
へ
の
自
信
に
満
ち
て
い
る
。
ま
た
、「
二
尺
七
寸
の
正

む
ね
の
刀
に
、
一
尺
九
寸
の
吉よ
し

み
つ
の
わ
き
指ざ
し

を
さ
し
そ
へ
九
寸
五
分
の
よ

ろ
ひ
ど
を
し
を
ふ
と
こ
ろ
に
さ
し
、
五
六
人
ほ
ど
し
て
も
つ
く
ろ
が
ね
の
棒

を
つ
え
に
つ
き
」
と
い
う
厳
重
な
身
拵
え
を
し
て
お
り
、
化
け
物
を
退
治
す

る
意
欲
に
溢
れ
て
い
る
様
も
見
受
け
ら
れ
る
。
他
方
、「
急
な
る
と
き
も
思

案
あ
る
べ
き
事
」
の
青
侍
に
は
、
己
の
武
勇
に
つ
い
て
自
ら
言
及
す
る
描
写
、

入
念
な
武
装
を
し
て
い
る
描
写
は
な
い
。

④
化
け
物
に
相
対
し
た
際
の
主
人
公
の
態
度

　

以
下
に
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

母
も
、「
今
は
そ
れ
が
し
も
ま
い
ら
ん
」
と
云
ふ
。
何
が
し
も
か
ゝ
ら

ば
き
り
こ
ろ
さ
ん
と
は
思
ひ
し
か
ど
も
、
い
づ
く
と
も
な
く
う
し
ろ
さ

む
く
、
身
の
毛
も
よ
だ
ち
て
お
ぼ
へ
け
る
が
、（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。

以
下
同
じ
） 

「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」

件く
だ
んの
女
房
、
ゑ
し
や
く
も
な
く
来
る
を
、
臆を

く

せ
ず
も
ぬ
き
う
ち
に
、
ち

や
う
ど
き
れ
ば
、 

「
急
な
る
と
き
も
思
案
あ
る
べ
き
事
」

こ
の
よ
う
に
「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」
の
侍
は
、
当
初
こ
そ
化
け
物
に

対
し
て
豪
胆
に
対
応
し
て
い
る
も
の
の
、
次
第
に
恐
怖
心
を
覚
え
る
よ
う
に

な
っ
て
ゆ
く
。
対
す
る
「
急
な
る
と
き
も
思
案
あ
る
べ
き
事
」
の
侍
に
は
、

怪
異
に
対
し
て
恐
怖
を
覚
え
る
描
写
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
以
上
か
ら
「
浅

間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」
に
お
い
て
、
侍
が
抱
い
た
恐
怖
は
、
怪
異
の
恐
ろ

し
さ
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
上
げ
る
と
共
に
、
当
初
は
己
の
武
勇
に
自
信
を

持
っ
て
い
た
筈
の
侍
の
態
度
を
崩
壊
さ
せ
る
│
│
│
す
な
わ
ち
彼
は
真
の

「
心
が
う
」
な
る
人
物
で
は
な
い
と
い
う
否
定
的
な
側
面
を
、
侍
に
付
与
す

る
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

⑤
結
末

　

以
下
に
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

（
１
）
そ
の
た
け
十
丈
ば
か
り
の
鬼を

に

と
な
り
、
何
が
し
に
と
び
か
ゝ
る
を

九
寸
五
分
に
て
つ
ゞ
け
さ
ま
に
三
刀か

た
なさ

し
、
と
つ
て
引
き
よ
せ
と
ゞ
め

を
さ
す
と
思
ひ
し
が
、（
２
）
そ
の
ま
ゝ
心
も
う
せ
は
つ
る
と
こ
ろ
へ
、

家け

来ら
い

の
も
の
ど
も
か
け
つ
け
み
れ
ば
、
わ
き
指ざ
し

を
さ
か
手
に
も
ち
、
塔

の
九
り
ん
を
つ
き
と
を
し
て
ぞ
ゐ
ら
れ
け
る
。（
中
略
）
ぜ
ひ
一ひ
と

刀か
た
なと

お
も
わ
れ
し
ね
ん
り
き
に
て
、（
３
）
九
り
ん
を
つ
き
と
を
さ
れ
け
る
と

也
。 

「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」

（
Ａ
）
件く

だ
んの

女
房
、
ゑ
し
や
く
も
な
く
来
る
を
、
臆を

く

せ
ず
も
ぬ
き
う
ち
に
、

ち
や
う
ど
き
れ
ば
、「
あ
」
と
い
ひ
て
、
か
べ
を
つ
た
ひ
天て
ん

井じ
や
うへ
あ
が

る
。（
中
略
）
天て
ん

井じ
や
うを
見
る
に
、
爪つ
ま

さ
き
長
な
が
き

事
、（
Ｂ
）
二
尺
ば
か
り
の
上

ら
う
蛛ぐ

も

、
か
し
ら
よ
り
せ
な
か
ま
で
、
き
り
つ
け
ら
れ
て
し
し
た
り
。

（
中
略
）
ま
た
つ
れ
し
子
と
み
え
し
は
、
五
り
ん
の
ふ
り
し
な
り
。
を



〔　　〕40

よ
そ
思
ふ
に
、（
Ｃ
）
ば
け
物
と
お
も
ひ
気き

を
せ
き
つ
つ
も
、
五
り
ん
を

き
ら
ば
、
ば
く
や
が
つ
る
ぎ
も
あ
る
は
を
れ
、
あ
る
は
刃は

も
こ
ぼ
れ
な

ん
。（
中
略
）（
Ｄ
）
此こ

の

人
も
心
せ
き
て
、
身
も
は
や
ら
ば
、
心
の
ほ
か
に

越お
つ

度ど

も
あ
る
べ
し
。
思し

案あ
ん

し
て
五
り
ん
を
き
ら
ざ
る
は
、
あ
あ
、
く
は

ほ
う
人
か
な
。 

「
急
な
る
と
き
も
思
案
あ
る
べ
き
事
」

傍
線
部
（
Ａ
）、（
Ｂ
）
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、「
急
な
る
と
き
も
思

案
あ
る
べ
き
事
」
の
主
人
公
は
妖
怪
を
退
治
し
て
お
り
、
そ
の
正
体
を
明
ら

か
に
し
て
も
い
る
。
他
方
、「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」
の
侍
は
、
傍
線

部
（
２
）
の
よ
う
に
、
化
け
物
に
切
り
つ
け
つ
つ
も
気
を
失
っ
て
い
る
。
化

け
物
は
姿
を
消
し
て
お
り
、
典
拠
に
見
る
、
怪
異
の
首
領
格
の
正
体
が
「
上

ら
う
蛛
」
で
あ
っ
た
と
い
う
描
写
も
削
除
さ
れ
て
い
る
為
、
化
け
物
が
本
当

に
退
治
さ
れ
た
の
か
否
か
も
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
傍
線
部
（
１
）
か

ら
は
、
鬼
の
姿
を
見
て
即
座
に
攻
撃
を
加
え
て
い
る
様
が
う
か
が
わ
れ
る
。

典
拠
「
急
な
る
と
き
も
思
案
あ
る
べ
き
事
」
の
傍
線
部
（
Ｃ
）、（
Ｄ
）
の
い

ま
し
め
を
念
頭
に
置
く
と
、「
思
案
」
す
る
こ
と
な
く
鬼
に
切
り
つ
け
、
そ

の
結
果
傍
線
部
（
３
）
の
よ
う
に
、
塔
の
九
輪
を
突
き
刺
し
て
い
る
侍
の
行

為
は
、
思
慮
が
浅
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
急
な
る
と
き

も
思
案
あ
る
べ
き
事
」
の
傍
線
部
（
Ｃ
）、（
Ｄ
）
に
は
『
呉
地
記
』
を
引
き

合
い
に
出
し
たＢ
教
訓
的
言
辞
が
見
ら
れ
、
青
侍
の
行
動
を
肯
定
的
な
も
の
と

し
て
と
ら
え
る
様
が
見
受
け
ら
れ
る
。
対
す
る
「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」

に
お
い
て
は
、
侍
の
行
為
を
肯
定
的
に
評
す
る
言
辞
も
教
訓
性
も
見
受
け
ら

れ
な
い
。

　

以
上
か
ら
「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」
に
お
い
て
は
、
己
の
剛
胆
さ
を

頼
み
怪
異
に
挑
ん
だ
主
人
公
の
位
置
づ
け
が
、
典
拠
の
そ
れ
に
比
し
否
定
的

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
様
、
ひ
い
て
は
怪
異
の
も
た
ら
す
恐
怖
な
ら
び
に
人

間
に
対
す
る
優
位
性
が
い
や
増
し
て
い
る
様
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
同
様
の
事
柄
は
『
諸
国
百
物
語
』
巻
三
ノ
一
「
伊い

賀が

の
国
に
て
天

狗
座ざ

頭と
う

に
ば
け
た
る
事
」
に
も
あ
て
は
ま
る
。『
曽
呂
利
物
語
』
巻
三
ノ
六

「
お
ん
じ
や
く
の
事
」
を
出
典
と
す
る
本
編
と
、
典
拠
と
の
相
違
点
は
、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

①
座
頭
と
の
会
話
に
見
る
若
者
の
人
物
描
写

　

以
下
に
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

・
そ
の
と
き
か
の
わ
か
者
声
を
か
け
て
、「
な
に
物
な
れ
ば
夜
ふ
け
て

こ
ゝ
に
き
た
る
ぞ
。（
１
）
わ
れ
は
よ
う
じ
ん
す
る
も
の
な
れ
ば
あ
た
り

へ
よ
り
た
ら
ば
、
た
ゞ
一
う
ち
に
せ
ん
」
と
て
、
刀か

た
なに

手
を
か
け
ゐ
た

り
け
れ
ば
、

・「
わ
れ
は
上う
へ

野の

あ
た
り
の
も
の
な
る
が
、
さ
る
し
さ
い
あ
り
て
こ
よ
い

此
ど
う
に
一い
ち

夜や

を
あ
か
す
也
。（
２
）
い
か
ほ
ど
座ざ

頭と
う

に
さ
ま
を
か
へ
、

わ
れ
を
た
ぶ
ら
か
さ
ん
と
す
る
と
も
た
や
す
く
あ
ざ
む
か
る
ゝ
も
の
に

て
は
な
し
。
ち
か
ふ
よ
り
て
け
が
す
る
な
」
と
、
い
よ
〳
〵
心
を
ゆ
る

す
事
な
し
。 

「
伊
賀
の
国
に
て
天
狗
座
頭
に
ば
け
た
る
事
」

・
ざ
と
う
一
人
、
び
は
箱
お
ひ
て
、
つ
え
を
つ
き
。
だ
う
の
う
ち
に
、
入

来
る
。（
Ａ
）
ふ
し
ぎ
に
思
ひ
。
い
か
さ
ま
、
た
ゞ
物
に
て
は
、
あ
ら
じ
、

と
、
先
、
何
も
の
な
れ
ば
、
こ
ゝ
に
き
た
れ
る
ぞ
、
と
い
ひ
け
れ
ば
。

・
し
か
〳
〵
の
し
さ
い
有
て
来
り
た
り
。

（
Ｂ
）
扨
は
、
よ
き
つ
れ
に
て
侍
る
物
か
な
。
向

き
や
う

後こ
う

は
、
我
ら
が
方
へ
も

来
り
候
へ
。
そ
ん
じ
よ
う
そ
こ
程
に
、
ゐ
侍
る
、
な
ど
か
た
り
。

 

「
お
ん
じ
や
く
の
事
」
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「
伊
賀
の
国
に
て
天
狗
座
頭
に
ば
け
た
る
事
」
に
お
い
て
は
傍
線
部
（
１
）、

（
２
）
の
よ
う
に
、
若
者
は
座
頭
に
対
し
用
心
深
い
態
度
を
と
っ
て
お
り
、

座
頭
が
平
曲
を
語
る
ま
で
は
警
戒
を
と
か
な
い
。
同
時
に
己
の
武
勇
、
判
断

力
に
相
当
の
自
信
を
持
っ
て
い
る
様
が
う
か
が
わ
れ
る
。
対
す
る
「
お
ん
じ

や
く
の
事
」
の
若
者
は
、
傍
線
部
（
Ａ
）、（
Ｂ
）
に
見
る
よ
う
に
「
伊
賀
の

国
に
て
天
狗
座
頭
に
ば
け
た
る
事
」
に
比
し
、
警
戒
を
容
易
に
と
い
て
い
る
。

ま
た
良
い
連
れ
が
出
来
た
と
い
っ
て
自
ら
座
頭
を
招
じ
入
れ
、
平
曲
を
所
望

す
る
な
ど
、
座
頭
に
対
し
て
比
較
的
好
意
的
な
態
度
で
接
し
て
い
る
様
が
認

め
ら
れ
る
。

②
怪
異
の
正
体

　
「
お
ん
じ
や
く
の
事
」
に
お
い
て
若
者
を
お
び
や
か
し
た
化
け
物
は
「
た

け
一
丈ぢ
や
うも
あ
る
ら
ん
と
お
ぼ
し
く
。
か
し
ら
は
、
ほ
の
ほ
だ
ち
、
お
び
た
ゝ

し
き
口
、
お
ほ
き
に
さ
け
。
角
お
ひ
て
、
お
そ
ろ
し
と
も
、
い
は
ん
か
た
な

し
。」
と
い
う
描
写
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
鬼
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ

て
い
る
。
他
方
、「
伊
賀
の
国
に
て
天
狗
座
頭
に
ば
け
た
る
事
」
に
登
場
す

る
妖
怪
は
、
座
頭
、
仲
間
の
侍
ら
の
姿
を
と
る
の
み
で
、
結
末
部
の
「
か
の

わ
か
者
あ
ま
り
に
ぶ
へ
ん
に
か
う
ま
ん
せ
し
ゆ
へ
に
、
天
狗
の
な
す
わ
ざ
に

て
あ
り
し
と
也
。」
と
い
う
一
条
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
体
が
天
狗
で
あ
っ
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
こ
の
一
条
は
、
若
者
の
蒙
っ
た
災
難
が
、
己
の
武

勇
に
対
す
る
慢
心
に
天
狗
が
与
え
た
罰
だ
と
い
う
事
を
示
唆
し
て
も
い
る
。

以
上
か
ら
、「
伊
賀
の
国
に
て
天
狗
座
頭
に
ば
け
た
る
事
」
で
は
、
典
拠
た

る
「
お
ん
じ
や
く
の
事
」
に
比
し
、
怪
異
に
挑
ん
だ
主
人
公
の
人
物
造
形
が

よ
り
否
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
様
が
認
め
ら
れ
る
。

③
結
末

　
「
お
ん
じ
や
く
の
事
」
で
は
、
怪
異
に
遭
遇
し
た
若
者
は
「
し
ば
ら
く
人

の
心
ち
も
な
か
り
し
が
、
つ
ゐ
に
は
本
性し
や
うに
な
り
て
、
か
く
か
た
り
侍
る
」

と
い
う
描
写
に
見
る
よ
う
に
、
錯
乱
状
態
に
な
る
も
の
の
、
や
が
て
正
気
に

戻
っ
て
い
る
。
対
す
る
「
伊
賀
の
国
に
て
天
狗
座
頭
に
ば
け
た
る
事
」
で
は

「
そ
の
ゝ
ち
か
の
わ
か
者
も
心
う
つ
け
て
気
ち
が
い
の
や
う
に
な
り
し
と
、

そ
の
所
の
人
か
た
り
侍
る
。」
と
い
う
描
写
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、

若
者
の
狂
気
が
治
癒
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
伊
賀
の
国
に
て
天

狗
座
頭
に
ば
け
た
る
事
」
に
お
い
て
は
、
己
の
武
勇
に
自
信
を
持
っ
た
若
者

の
、
怪
異
に
対
す
る
不
遜
な
態
度
と
、
怪
異
か
ら
受
け
る
報
い
と
が
、
よ
り

強
調
さ
れ
て
い
る
様
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

以
上
、「
浅
間
の
社
の
ば
け
物
の
事
」、「
伊
賀
の
国
に
て
天
狗
座
頭
に
ば

け
た
る
事
」
を
例
に
挙
げ
、
怪
異
に
挑
ん
だ
人
間
の
人
物
設
定
が
典
拠
の
そ

れ
に
比
し
、
否
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
様
、
怪
異
か
ら
受
け
る
報
い
が

拡
大
さ
れ
て
い
る
様
を
検
証
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
怪
異
か
ら
の

報
い
の
拡
大
と
い
う
傾
向
は
、『
諸
国
百
物
語
』
巻
一
ノ
七
「
蓮れ
ん

台だ
い

野の

二
つ

塚つ
か

ば
け
物
の
事
」
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。『
曽
呂
利
物
語
』
巻
三
ノ
三
「
れ

ん
だ
い
野
に
て
化ば
け

物も
の

に
あ
ふ
事
」
を
出
典
と
す
る
本
編
は
、
典
拠
と
そ
の
結

末
が
微
妙
に
異
な
る
。「
れ
ん
だ
い
野
に
て
化
物
に
あ
ふ
事
」
で
は
、
化
け

物
が
己
の
手
助
け
を
し
た
若
者
に
、
礼
と
し
て
寄
越
し
た
袋
の
中
身
に
つ
い

て
は
「
か
の
ふ
く
ろ
に
入
た
る
も
の
は
、
い
か
な
る
も
の
に
か
あ
り
け
ん
、

し
ら
ま
ほ
し
」
と
謎
の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
対
す
る
「
蓮
台
野
二
つ
塚

ば
け
物
の
事
」
で
は
、
件
の
袋
の
中
身
は
「
金
子
百
両
あ
り
け
る
と
也
。」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
悪
報
で
あ
れ
善
報
で
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あ
れ
、
人
間
が
怪
異
か
ら
蒙
る
報
い
が
典
拠
に
比
し
て
い
や
増
す
傾
向
が
認

め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
『
諸
国
百
物
語
』
巻
一
ノ
一
「
駿す
る

河が

の
国
板い
た

垣が
き

の
三
郎
へ
ん
げ
の
物

に
命
を
と
ら
れ
し
事
」
の
読
解
を
進
め
る
。『
曽
呂
利
物
語
』
巻
一
ノ
一

「
板い
た

垣が
き

の
三
郎
高か
う

名み
や
うの
事
」
を
出
典
と
す
る
本
編
と
典
拠
と
の
相
違
点
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

①
主
人
公
と
怪
異
と
の
関
わ
り
方

　

太
刀
川
清
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
にＣ
、「
駿
河
の
国
板
垣
の
三
郎
へ
ん

げ
の
物
に
命
を
と
ら
れ
し
事
」
で
は
、
典
拠
で
あ
る
「
板
垣
の
三
郎
高
名
の

事
」
の
か
な
り
長
い
箇
所
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
当
該
箇
所
を
挙
げ

る
。・

石い
し

だ
ん
を
と
を
り
け
る
が
。
杉す

ぎ

の
木
の
う
へ
よ
り
、
ち
い
さ
き
物
、
ひ

と
つ
、
ひ
ら
め
き
て
、
足あ

し

も
と
へ
お
ち
け
る
を
。
あ
や
し
み
、
是
を
み

る
に
、
へ
ぎ
一
枚ま

い

な
り
。
か
ゝ
る
所
に
、
何
と
て
有
け
る
ぞ
、
と
お
も

ひ
な
が
ら
、
ふ
み
わ
り
て
こ
そ
と
を
り
け
る

わ
れ
た
る
音を

と

の
、
山や

ま

彦び
こ

に
こ
た
へ
、
お
び
た
ゝ
し
く
聞
え
け
る
を
、
ふ

し
ん
に
お
も
ひ
な
が
ら
、
別べ

つ

の
こ
と
も
な
く
て
。

・
い
か
に
、
い
た
が
き
、
さ
き
に
、
我
ら
が
腹は

ら

を
ば
、
何
と
て
ふ
み
わ
り

け
る
ぞ
。
さ
ん
げ
せ
よ
、
と
よ
ば
ゝ
り
け
る
。

右
に
引
用
し
た
内
容
の
前
半
部
分
は
、
板
垣
が
「
魔ま

所し
よ

」
と
し
て
名
高
い
「
千

本
の
上
の
や
し
ろ
」
へ
と
向
か
う
ま
で
の
場
面
、
後
半
部
は
主
の
館
へ
と
板

垣
が
帰
還
す
る
と
雷
雨
が
起
こ
り
、
虚
空
か
ら
妖
怪
た
ち
の
声
が
響
く
場
面

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
の
削
除
に
よ
っ
て
、
板
垣
が
魔
物
の
化
身
で
あ
る

「
へ
ぎ
一
枚
」
を
踏
み
割
り
、
そ
の
報
い
と
し
て
惨
死
を
遂
げ
る
と
い
う
典

拠
の
展
開
が
「
駿
河
の
国
板
垣
の
三
郎
へ
ん
げ
の
物
に
命
を
と
ら
れ
し
事
」

に
お
い
て
は
省
か
れ
て
い
る
。
太
刀
川
氏
は
、
こ
れ
ら
の
く
だ
り
の
削
除
に

つ
い
て
「
こ
れ
で
は
な
ぜ
板
垣
が
懺
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
明
か
で

な
い
ば
か
り
か
、
実
際
こ
こ
が
こ
の
話
の
核
心
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
趣
向

が
生
か
さ
れ
な
い
と
な
る
と
説
話
と
し
て
の
興
味
も
半
減
す
る
。」
と
述
べ

て
い
る
がＤ
、『
諸
国
百
物
語
』
の
特
質
を
解
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の

指
摘
に
は
再
検
討
の
必
要
性
を
感
じ
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
「
板
垣
の
三
郎
高
名
の
事
」
に
お
い
て
、
板
垣
が
妖
怪

た
ち
に
「
さ
ん
げ
」
を
迫
ら
れ
、
遂
に
は
惨
死
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
は
、

彼
が
妖
怪
の
化
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
へ
ぎ
一
枚
」
を
踏
み
割
っ
た
為
で
あ

る
。
対
す
る
「
駿
河
の
国
板
垣
の
三
郎
へ
ん
げ
の
物
に
命
を
と
ら
れ
し
事
」

で
は
、
板
垣
が
化
け
物
た
ち
の
怒
り
を
被
っ
た
理
由
は
、
彼
が
社
に
て
「
白

き
ね
り
の
ひ
と
へ
き
ぬ
を
か
づ
」
く
女
房
に
遭
遇
し
た
際
「
お
と
に
き
く
へ

ん
げ
の
物
、
我
を
心
み
ん
と
お
も
ふ
に
や
」
と
走
り
か
か
り
「
か
づ
き
の
き

ぬ
を
引
き
の
け
て
見
」
る
と
い
う
、
怪
異
を
恐
れ
ぬ
行
為
に
起
因
す
る
も
の

な
の
か
。
あ
る
い
は
件
の
女
房
の
正
体
が
鬼
で
あ
る
と
判
明
し
た
際
「
な
に

も
の
な
れ
ば
と
て
腰こ
し

の
刀か
た
なに
手
を
か
く
」
る
と
い
う
、
怪
異
に
対
す
る
挑
戦

的
な
態
度
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
。
は
た
ま
た
「
ま
し
や
う
の
す
む
所
」

に
行
く
と
板
垣
が
意
志
を
明
ら
か
に
し
た
時
、
怪
異
か
ら
板
垣
に
罰
が
下
る

こ
と
は
既
に
定
ま
っ
て
い
た
の
か
。
い
ず
れ
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
。
古

明
地
樹
氏
は
「
板
垣
の
前
に
現
れ
た
怪
は
、
明
確
な
理
由
な
く
出
現
し
板
垣

を
殺
害
す
る
。」「
被
害
者
は
理
不
尽
に
怪
異
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
、

本
編
を
評
し
て
い
るＥ
。
す
な
わ
ち
「
駿
河
の
国
板
垣
の
三
郎
へ
ん
げ
の
物
に

命
を
と
ら
れ
し
事
」
は
、
板
垣
の
無
残
な
死
の
い
わ
れ
を
明
確
に
し
な
い
こ



〔　　〕43

と
で
、
怪
異
が
人
間
に
も
た
ら
す
影
響
の
不
条
理
さ
、
怪
異
に
相
対
し
た
人

間
の
無
力
さ
を
際
立
た
せ
、
作
品
に
薄
気
味
悪
い
余
韻
を
賦
与
す
る
効
果
を

あ
げ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

②
結
末
に
お
け
る
怪
異
の
描
写

　

以
下
に
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

こ
く
う
よ
り
二
三
千
人
の
声
と
し
て
、
一
度
に
ど
つ
と
わ
ら
ひ
け
る

を
、
は
し
り
出
で
て
み
け
れ
ば
板
垣
が
く
び
を
ゑ
ん
の
上
へ
お
と
し

て
、
そ
の
す
が
た
は
み
へ
ず
な
り
に
け
る
と
な
り
。

 

「
駿
河
の
国
板
垣
の
三
郎
へ
ん
げ
の
物
に
命
を
と
ら
れ
し
事
」

又
虚こ

空く
う

に
、
二
三
千
人
の
、
声
し
て
、
ど
つ
と
わ
ら
ふ
。
は
し
り
出
て

み
れ
ば
。
板
が
き
が
く
び
を
。
ゑ
ん
の
う
へ
に
、
お
と
し
て
げ
り
。
か
ゝ

る
ふ
し
ぎ
も
、
あ
る
こ
と
に
こ
そ 
「
板
垣
の
三
郎
高
名
の
事
」

太
刀
川
氏
は
傍
線
部
に
つ
い
て
「
怪
異
の
姿
を
明
か
に
し
て
い
な
い
『
曽
呂

利
物
語
』
の
場
合
に
対
し
て
、『
諸
国
百
物
語
』
で
は
確
か
に
そ
の
姿
を
認

め
た
か
に
叙
べ
て
い
る
の
は
体
験
談
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。」
と
、「
駿
河

の
国
板
垣
の
三
郎
へ
ん
げ
の
物
に
命
を
と
ら
れ
し
事
」
に
見
る
事
実
性
を
指

摘
し
て
い
るＦ
。
本
章
段
で
は
こ
う
し
た
氏
の
指
摘
に
対
し
、
テ
キ
ス
ト
中
に

姿
に
関
す
る
描
写
は
見
受
け
ら
れ
な
い
な
が
ら
も
「
そ
の
す
が
た
は
み
へ
ず

な
り
に
け
る
」
│
│
す
な
わ
ち
、
登
場
人
物
に
は
見
え
て
、
読
者
に
は
見
る

こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
│
│
怪
異
が
、
典
拠
に
比
し
て
よ
り
読
者
の
想
像
力

を
か
き
立
て
て
い
る
こ
と
。
な
ら
び
に
「
か
ゝ
る
ふ
し
ぎ
も
、
あ
る
こ
と
に

こ
そ
」
と
い
う
客
観
的
な
言
辞
の
削
除
さ
れ
て
い
る
様
が
、
本
話
の
薄
気
味

の
悪
さ
を
い
や
増
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
た
い
。

　

以
上
、
本
章
段
に
お
い
て
は
、
己
の
武
勇
を
頼
む
な
い
し
は
豪
胆
で
あ
る

と
い
う
描
写
の
あ
る
者
た
ち
が
、
怪
異
が
起
こ
る
と
い
う
噂
の
あ
る
場
に
出

向
き
、
そ
れ
に
挑
む
話
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
話
群
か
ら

は
、

①
怪
異
に
挑
む
者
に
は
「
ぶ
へ
ん
も
の
」「
心
が
う
な
る
も
の
」
と
い
っ
た
、

そ
の
武
勇
や
胆
力
を
強
調
す
る
表
現
が
付
与
さ
れ
て
い
る

②
怪
異
に
挑
む
者
の
人
物
設
定
が
、
よ
り
否
定
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る

③
怪
異
の
脅
威
を
脅
か
そ
う
と
し
た
者
が
、
妖
怪
か
ら
被
る
害
が
大
き
く

な
っ
て
い
る

④
怪
異
に
力
を
貸
し
た
者
の
受
け
る
「
善
報
」
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る

⑤
怪
異
と
人
間
と
の
因
果
関
係
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
、
怪
異
の
も
た
ら
す

不
条
理
さ
が
描
か
れ
て
い
る

と
い
う
文
芸
的
意
匠
が
見
受
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
怪
異
が
人
間
に

も
た
ら
す
恐
怖
な
ら
び
に
そ
の
優
位
性
が
い
や
増
す
と
い
う
効
果
を
あ
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。

三
、
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
間
の
運
命

　
　

│
│
（
一
）
拡
大
す
る
被
害

　

先
の
章
段
に
お
い
て
は
『
諸
国
百
物
語
』
中
、
豪
胆
な
者
や
己
の
武
勇
に

覚
え
が
あ
る
者
と
い
っ
た
、
特
定
の
個
性
を
有
す
る
者
が
、
怪
異
の
出
来
す

る
場
に
赴
き
、
そ
れ
に
挑
む
話
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
章
段
で
は
、

典
拠
が
判
明
し
て
い
る
三
十
六
話
の
う
ち
、
前
述
の
話
群
の
主
人
公
た
ち
と

は
対
照
的
な
、
怪
異
の
出
来
す
る
場
に
出
向
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
怪
異
を

呼
び
寄
せ
る
よ
う
な
個
性
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
人
間
た
ち
│
│
す
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な
わ
ち
、
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
る
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
人
間
た

ち
の
登
場
す
る
話
群
（
巻
一
ノ
四
、
巻
一
ノ
十
一
、
巻
一
ノ
十
六
、
巻
二
ノ
四
、
巻

二
ノ
六
、
巻
二
ノ
七
、
巻
三
ノ
九
、
巻
三
ノ
十
八
、
巻
四
ノ
六
、
巻
四
ノ
十
五
）
に

着
目
し
、
改
変
が
特
徴
的
と
見
ら
れ
る
数
話
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
因
果
関
係
の
不
明
な
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
間
の
登
場
す
る
話
群

と
、
そ
の
典
拠
と
の
比
較
を
通
じ
、
怪
異
と
人
間
と
の
関
わ
り
の
変
貌
を
分

析
す
る
こ
と
で
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
け
る
怪
異
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、

考
察
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
。

【
表
２
】

『
諸
国
百
物
語
』巻
次

『
諸
国
百
物
語
』
概
略
出
典
・
巻
次

出
典
・
概
略

巻
一
ノ
四

会
津
の
松
浦
伊
予
の
家

に
は
化
け
物
が
住
み
、

様
々
の
怪
異
を
引
き
起

こ
す
。
化
け
物
は
白
い

か
た
び
ら
を
ま
と
っ
た

色
白
の
女
の
姿
を
と

り
、
仏
事
祈
祷
も
効
果

が
な
い
。
あ
る
夜
、
化

け
物
は
夫
婦
の
枕
元
を

訪
れ
、
夫
婦
を
嘲
弄
す

る
。

『
曽
呂
利
物
語
』

巻
二
ノ
三

会
津
の
「
い
よ
」
と
い

う
者
の
家
に
は
化
け
物

が
住
み
、
様
々
の
怪
異

を
引
き
起
こ
す
。
化
け

物
は
白
と
黒
の
着
物
を

ま
と
っ
た
色
白
の
女
の

姿
を
と
り
、
仏
事
祈
祷

も
効
果
が
な
い
。
あ
る

夜
、
化
け
物
は
夫
婦
の

枕
元
を
訪
れ
、
夫
婦
を

嘲
弄
す
る
。

巻
一
ノ
十
一

出
羽
の
国
の
侍
の
妻
女

が
、
あ
る
夜
二
人
に

な
っ
た
。
ど
ち
ら
が
本

物
か
吟
味
し
て
も
わ
か

ら
な
い
の
で
、
一
方
の

首
を
刎
ね
た
と
こ
ろ
、

『
曽
呂
利
物
語
』

巻
三
ノ
二

出
羽
の
国
の
守
護
の
妻

女
が
、
あ
る
夜
二
人
に

な
っ
た
。
ど
ち
ら
が
本

物
か
吟
味
し
て
も
わ
か

ら
な
い
の
で
、
一
方
の

首
を
刎
ね
た
と
こ
ろ
、

ま
こ
と
の
妻
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
も
う
一

方
が
変
化
の
物
だ
と
首

を
刎
ね
る
と
、
こ
ち
ら

も
ま
こ
と
の
妻
で
あ
っ

た
。

ま
こ
と
の
妻
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
も
う
一

方
が
変
化
の
物
だ
と
首

を
刎
ね
る
と
、
こ
ち
ら

も
ま
こ
と
の
妻
で
あ
っ

た
。

巻
一
ノ
十
六

栗
田
源
八
と
い
う
侍

が
、
屋
敷
の
近
郊
に
出

か
け
た
際
、
異
様
な
風

体
の
老
女
に
遭
遇
す

る
。
そ
の
場
は
事
な
き

を
得
る
が
、
そ
の
夜
件

の
老
女
が
源
八
の
前
に

現
れ
る
。

『
曽
呂
利
物
語
』

巻
二
ノ
四

山
里
に
住
む
者
が
あ
る

夕
月
夜
に
散
策
に
出
る

と
、
異
様
な
風
体
の
老

女
に
遭
遇
す
る
。
そ
の

場
は
事
な
き
を
得
る

が
、
帰
宅
し
た
男
の
も

と
に
件
の
老
女
が
現
れ

る
。

巻
二
ノ
四

主
命
に
背
い
た
あ
る
侍

が
、
東
岸
寺
と
い
う
寺

で
切
腹
を
さ
せ
ら
れ

る
。
そ
の
夜
更
け
、
件

の
死
人
が
棺
か
ら
這
い

出
し
、
傍
ら
で
眠
っ
て

い
た
僧
侶
た
ち
の
命
を

奪
う
。

『
曽
呂
利
物
語
』

巻
二
ノ
六

主
命
に
背
い
た
あ
る
侍

が
、「
と
う
が
ん
じ
」

と
い
う
寺
で
切
腹
を
さ

せ
ら
れ
る
。
そ
の
夜
更

け
、
件
の
死
人
が
棺
か

ら
這
い
出
し
、
傍
ら
で

眠
っ
て
い
た
僧
侶
た
ち

の
命
を
奪
う
。

巻
二
ノ
七

越
後
の
国
の
富
裕
な
人

の
も
と
へ
、
娘
に
化
け

た
猫
ま
た
が
奉
公
に
訪

れ
、
怪
異
を
な
す
も
、

退
治
さ
れ
る
。

『
曽
呂
利
物
語
』

巻
五
ノ
一

何
某
の
も
と
へ
、
娘
に

化
け
た
猫
ま
た
が
奉
公

に
訪
れ
、
怪
異
を
な
す

も
、
退
治
さ
れ
る
。

巻
四
ノ
六

丹
波
申
楽
の
一
行
が
山

中
で
夜
明
か
し
を
し
た

と
こ
ろ
、「
り
や
う
か

は
の
脇
差
」
を
し
て
い

前
半
―
『
曽
呂

利
物
語
』
巻
四

ノ
六

後
半
―
『
曽
呂

殺
人
を
犯
し
て
逃
亡
し

て
き
た
武
士
が
、
山
中

の
辻
堂
に
て
、
侍
女
に

姿
を
変
え
て
き
た
化
け
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第
一
の
事
例
と
し
て
『
諸
国
百
物
語
』
巻
一
ノ
四
「
松ま
つ

浦う
ら

伊い

予よ

が
家
に
ば

け
物
す
む
事
」
を
取
り
上
げ
る
。『
曽
呂
利
物
語
』
巻
二
ノ
三
「
お
ん
ね
ん

ふ
か
き
物
の
魂
た
ま
し
ゐま
よ
ひ
あ
り
く
事
」
を
出
典
と
す
る
本
編
と
典
拠
と
の
相
違

点
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
結
末

　

以
下
に
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。

伊い

予よ

ふ
う
婦
い
ね
た
る
枕
も
と
に
立
ち
よ
り
、
ふ
う
婦
の
頭か
し
らを
と
り
て

う
ち
あ
て
、
又
す
そ
よ
り
つ
め
た
き
手
に
て
、
ふ
う
婦
の
足
を
な
で
け

る
を
ふ
う
婦
を
ど
ろ
き
気
を
う
し
な
ひ
、
ふ
う
婦
と
も
に
物
ぐ
る
は
し

く
な
り
て
死
に
け
る
と
也
。
い
か
な
る
ゆ
へ
と
も
わ
き
ま
へ
が
た
し
。

 

「
松
浦
伊
予
が
家
に
ば
け
物
す
む
事
」

め
お
と
ふ
し
た
る
、
ま
く
ら
も
と
に
、
た
ち
よ
り
。
あ
た
ま
ど
ち
を
、

よ
せ
が
ま
ち
に
し
。
其
う
へ
、
よ
る
の
も
の
を
、
す
そ
よ
り
ま
く
り
。

つ
め
た
き
手
に
て
、
あ
し
を
な
で
け
れ
ば
。
ふ
う
ふ
の
も
の
は
、
た
ま

し
ゐ
を
、
け
す
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
は
、
物
ぐ
る
お
し
く
な
り
に
け

る
と
ぞ 

「
お
ん
ね
ん
ふ
か
き
物
の
魂
ま
よ
ひ
あ
り
く
事
」

「
お
ん
ね
ん
ふ
か
き
物
の
魂
ま
よ
ひ
あ
り
く
事
」
に
お
け
る
「
魂
を
消
す
」

は
「
非
常
に
驚
き
怖
れ
る
。
肝
を
冷
や
すＧ
。」
の
意
で
、
夫
婦
は
化
け
物
の

も
た
ら
す
怪
異
の
た
め
恐
怖
を
味
わ
い
、
し
ば
ら
く
の
間
精
神
錯
乱
を
起
こ

し
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
対
す
る
「
松
浦
伊
予
が
家
に
ば
け
物
す
む
事
」
の
夫

婦
は
、
恐
怖
の
た
め
精
神
錯
乱
を
起
こ
し
た
の
み
な
ら
ず
、
つ
い
に
は
死
ん

で
い
る
。

②
怪
異
と
人
間
と
の
因
果
関
係

　

本
話
の
展
開
は
典
拠
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
い
る
が
、
怪
異
と

人
間
の
関
係
を
示
唆
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
あ
る
箇
所
が
削
除
さ
れ
て
い

る
。
怪
異
が
起
き
て
四
日
目
に
、
隣
家
の
女
房
が
件
の
女
を
目
撃
す
る
。「
松

浦
伊
予
が
家
に
ば
け
物
す
む
事
」
で
は
驚
い
た
女
房
は
家
の
内
へ
逃
げ
帰
っ

て
い
る
の
だ
が
、「
お
ん
ね
ん
ふ
か
き
物
の
魂
ま
よ
ひ
あ
り
く
事
」
で
は
、

怪
異
を
目
撃
し
た
隣
家
の
女
房
と
化
け
物
と
の
間
に
、
以
下
の
や
り
と
り
が

交
わ
さ
れ
る
。

と
な
り
の
ば
け
物
こ
そ
、
こ
ゝ
に
い
で
候
へ
、
と
申
け
れ
ば
。
ば
け
物

い
ふ
や
う
。
な
ん
ぢ
が
所
へ
さ
へ
ゆ
か
ず
は
、
お
と
も
せ
で
、
ゐ
よ
、

と
い
ひ
て
、
又
き
え
ぬ
。

池
田
彌
三
郎
氏
は
こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
「
出
る
場
所
は
き
ま
っ
て
い
る
の

だ
と
言
わ
ぬ
ば
か
り
で
、
管
轄
以
外
の
と
こ
ろ
へ
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
話
、
題
は
「
怨
念
深
き
も
の
の
魂
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
話
の

中
に
は
、
こ
の
女
が
何
も
の
で
、
ど
う
し
て
こ
の
家
に
出
没
し
た
か
に
つ
い

て
は
話
さ
れ
て
い
な
いＨ
。」
と
述
べ
、「
い
よ
」
の
家
に
対
す
る
化
け
物
の
理

不
尽
な
執
心
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
対
す
る
「
松
浦
伊
予
が
家
に
ば
け

た
申
楽
以
外
は
、
変
化

の
物
に
掴
み
取
ら
れ
る
。
利
物
語
』
巻
三

ノ
一

物
に
、
産
を
し
た
女
房

を
惨
殺
さ
れ
る
。

座
頭
が
夜
半
の
辻
堂

で
、
女
の
姿
に
変
化
し

た
妖
怪
に
弟
子
を
食
い

殺
さ
れ
る
も
の
の
、
自

身
は
持
っ
て
い
た
脇
差

の
威
徳
で
事
な
き
を
得

る
。
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物
す
む
事
」
で
は
、
化
け
物
の
伊
予
の
家
に
対
す
る
執
心
│
│
た
と
え
そ
れ

が
い
か
に
理
不
尽
な
も
の
で
あ
れ
│
│
の
く
だ
り
が
削
除
さ
れ
、
典
拠
に
お

い
て
さ
え
希
薄
で
あ
っ
た
怪
異
と
人
間
と
の
因
果
関
係
が
見
ら
れ
な
く
な
っ

て
お
り
、
典
拠
に
は
な
い
結
末
の
「
い
か
な
る
ゆ
へ
と
も
わ
き
ま
へ
が
た

し
。」
と
い
う
表
現
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
改
変
は
、
た
ま
た
ま

化
け
物
が
出
来
す
る
場
所
に
住
ん
で
し
ま
っ
た
が
為
に
、
命
ま
で
奪
わ
れ
て

し
ま
っ
た
人
間
の
無
力
さ
、
な
ら
び
に
怪
異
の
も
た
ら
す
理
不
尽
さ
、
恐
ろ

し
さ
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

つ
い
で
『
諸
国
百
物
語
』
巻
二
ノ
七
「
ゑ
ち
ご
の
国
猫ね
こ

ま
た
の
事
」
を
取

り
上
げ
る
。『
曽
呂
利
物
語
』
巻
五
ノ
一
「
龍た
つ

田た

姫び
め

の
事
」
を
出
典
と
す
る

本
編
は
、
典
拠
と
の
結
末
を
些
か
異
に
し
て
い
る
。「
龍
田
姫
の
事
」
に
お

い
て
は
そ
の
結
末
に
、「
其
名
を
、
た
つ
た
び
め
と
、
い
ひ
侍
る
と
ぞ
」
と

い
う
、
妖
怪
に
つ
い
て
の
合
理
的
・
客
観
的
解
釈
が
見
受
け
ら
れ
る
。
対
す

る
「
ゑ
ち
ご
の
国
猫
ま
た
の
事
」
で
は
怪
異
へ
の
こ
の
よ
う
な
合
理
的
解
釈

│
│
「
そ
の
家
に
年
久
し
く
か
ひ
け
る
猫
（
中
略
）
猫
ま
た
と
な
り
け
る
と

ぞ
。」
│
│
に
「
北き
た

の
か
た
も
其
の
ち
五
六
十
日
ほ
ど
も
わ
づ
ら
ひ
給
へ
る

と
也
。」
と
の
描
写
に
見
る
、
妖
怪
に
偶
然
遭
遇
し
た
だ
け
の
「
北
の
か
た
」

の
そ
の
後
の
被
害
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
北
の
か
た
」
の
「
わ
づ
ら

ひ
」
は
妖
怪
に
襲
わ
れ
た
衝
撃
に
よ
る
も
の
か
、
無
念
の
う
ち
に
斬
り
殺
さ

れ
た
妖
怪
の
祟
り
に
起
因
す
る
も
の
か
判
然
と
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

妖
怪
が
退
治
さ
れ
た
後
も
「
北
の
か
た
」
を
悩
ま
せ
た
こ
の
災
い
が
、
目
に

は
見
え
な
い
薄
気
味
の
悪
い
余
韻
を
、本
編
に
賦
与
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
二
編
を
考
慮
に
入
れ
る
と
『
諸
国
百
物
語
』
に
お
い
て
は
、
先
の

章
段
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
、
怪
異
に
挑
ん
だ
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
怪
異

の
出
来
す
る
場
所
に
赴
い
て
も
お
ら
ず
、
怪
異
を
呼
び
込
む
よ
う
な
個
性
を

有
し
て
も
い
な
い
人
間
た
ち
の
被
害
ま
で
も
が
、
典
拠
に
比
し
て
拡
大
さ
れ

る
傾
向
に
あ
る
様
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
間
の
運
命

　
　

│
│
（
二
）
い
や
増
す
不
可
思
議
さ

　

怪
異
に
挑
ん
だ
わ
け
で
も
な
く
、
怪
異
を
呼
び
込
む
個
性
を
有
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
人
間
の
被
害
が
、
典
拠
に
比
し
て
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
は
怪
異
と
の
因
果
関
係
が
よ
り
希
薄
に
な
っ
て
い
る
│
│
先
の
章
段
に
お

い
て
は
『
諸
国
百
物
語
』
に
見
る
こ
れ
ら
の
特
質
に
つ
い
て
解
析
を
加
え
て

き
た
。

　

つ
い
で
『
諸
国
百
物
語
』
巻
一
ノ
十
六
「
栗く

り

田た

源げ
ん

八は
ち

ば
け
物
を
切
る
事
」

を
取
り
上
げ
る
。『
曽
呂
利
物
語
』
巻
二
ノ
四
「
あ
し
た
か
蜘く
も

の
変へ
ん

化け

の
事
」

を
出
典
と
す
る
本
編
と
、
そ
の
典
拠
の
結
末
は
些
か
異
な
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。「
あ
し
た
か
蜘
の
変
化
の
事
」
で
は
、「
お
ほ
き
な
る
蜘く
も

の
あ
し
ぞ
、

切
ち
ら
し
て
侍
。
か
ゝ
る
も
の
も
、
せ
い
ぞ
う
ふ
れ
ば
、
ば
け
侍
も
の
と
ぞ
」

と
い
う
描
写
に
見
る
よ
う
に
、
結
末
に
お
い
て
化
け
物
の
正
体
が
判
明
し
、

退
治
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
合
理
的
解
釈
で
締
め
く
く
ら

れ
て
い
る
。
対
す
る
「
栗
田
源
八
ば
け
物
を
切
る
事
」
で
は
合
理
的
解
釈
が

削
除
さ
れ
て
お
り
、
怪
異
の
正
体
も
、
そ
れ
が
退
治
さ
れ
た
の
か
も
不
明
の

ま
ま
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
合
理
的
解
釈
の
削
除
と
い
う
特
質
は
、『
諸
国
百
物
語
』
巻

一
ノ
十
一
「
出で

羽わ

の
国
杉す
ぎ

山や
ま

兵ひ
や
う

部ぶ

が
妻
か
げ
の
煩
わ
つ
ら
ひの
事
」
に
も
見
受
け
ら

れ
る
。
以
下
に
『
曽
呂
利
物
語
』
巻
三
ノ
二
「
り
こ
ん
と
い
ふ
煩
わ
つ
ら
いの
事
」
を
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出
典
と
す
る
本
編
と
、そ
の
典
拠
の
結
末
に
つ
い
て
述
べ
る
。す
な
わ
ち
「
り

こ
ん
と
い
ふ
煩
の
事
」
で
は
妻
女
が
二
人
に
な
る
と
い
う
怪
異
の
出
来
し
た

原
因
に
対
し
、「
あ
る
人
の
い
は
く
、
り
こ
ん
と
い
ふ
、
わ
づ
ら
ひ
な
り
、
と
」

と
い
う
合
理
的
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
。
対
す
る
「
出
羽
の
国
杉
山
兵
部
が

妻
か
げ
の
煩
の
事
」
で
は
「
か
ゝ
る
ふ
し
ぎ
も
有
る
こ
と
に
こ
そ
。」
と
い

う
描
写
に
見
る
よ
う
に
、
典
拠
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
怪
異
の
出
来
し

た
原
因
が
削
除
さ
れ
、
怪
異
の
不
可
思
議
さ
を
強
調
す
る
描
写
を
以
て
そ
れ

に
替
え
ら
れ
て
い
る
。

　

典
拠
に
は
な
い
怪
異
の
不
可
思
議
さ
を
強
調
す
る
描
写
の
挿
入
と
い
う
特

質
は
、『
諸
国
百
物
語
』
巻
二
ノ
四
「
仙せ
ん

台だ
い

に
て
侍
さ
ぶ
ら
いの
死し

霊れ
う

の
事
」
に
も
認

め
ら
れ
る
。『
曽
呂
利
物
語
』
巻
二
ノ
六
「
し
や
う
ぎ
だ
ふ
し
の
事
」
を
出

典
と
す
る
本
話
は
、
そ
の
結
末
に
小
さ
な
改
変
が
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
「
し
や
う
ぎ
だ
ふ
し
の
事
」
に
お
い
て
は
、
侍
の
死
骸
に
命
を
奪
わ
れ
た

僧
侶
た
ち
を
蘇
生
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
叶
わ
ず
、
侍
の
棺
を
検
め
た
と
こ
ろ

「
べ
ち
の
こ
と
も
な
し
。」
│
│
異
常
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
展
開
と

な
っ
て
い
る
。
対
す
る
「
仙
台
に
て
侍
の
死
霊
の
事
」
で
は
「
棺
も
も
と
の

ご
と
く
に
し
て
有
り
け
れ
ど
も
死し

人に
ん

は
な
し
。
ふ
し
ぎ
と
も
な
か
〳
〵
た
ぐ

ひ
な
き
事
也
。」
と
い
う
「
し
や
う
ぎ
だ
ふ
し
の
事
」
に
は
な
い
死
体
消
失

と
い
う
不
可
思
議
な
事
象
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
不
思
議
さ
を
強
調
す
る
形
で

話
が
結
ば
れ
て
い
る
。

　

つ
い
で
、『
諸
国
百
物
語
』
巻
四
ノ
六
「
丹た
ん

波ば

申さ
る

楽が
く

へ
ん
げ
の
物
に
つ
か

ま
れ
し
事
」
を
例
に
挙
げ
る
。
本
編
は
そ
の
前
半
を
『
曽
呂
利
物
語
』
巻
四

ノ
六
「
悪あ
く

縁え
ん

に
あ
ふ
も
善ぜ
ん

心し
ん

の
す
ゝ
め
と
な
る
事
」
に
、
後
半
を
『
曽
呂
利

物
語
』
巻
三
ノ
一
「
い
か
な
る
化け

生し
や
うの
物
も
名め
い

作さ
く

の
物
に
は
お
そ
る
ゝ
事
」

に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
拠
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
典
拠
と
本
話
と
の
共
通
点
に
つ
い
て
は
、
神
田
朝
美
氏
か
ら

「
主
人
公
」
が
「
非
農
耕
民
で
あ
る
。」、「
旅
の
連
れ
」
が
「
身
重
の
女
性
」

で
あ
り
「
旅
中
の
山
中
で
出
産
す
る
」、「
若
い
女
」
が
「
山
中
で
の
援
助
者

で
、
身
重
の
女
性
の
介
護
や
産
ま
れ
た
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
。
こ
の
女
は
、

産
後
の
母
子
を
食
ら
う
鬼
、
化
物
へ
と
変
化
す
る
。」
と
い
う
登
場
人
物
と

い
う
観
点
か
ら
の
指
摘
、「
山
中
で
の
出
産
」、「
若
い
女
の
出
現
」、「
母
子

遭
難
」、「
男
の
み
難
を
逃
れ
る
」
と
い
う
あ
ら
す
じ
と
い
う
観
点
か
ら
の
指

摘
が
、
そ
れ
ぞ
れ
な
さ
れ
て
い
るＩ
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
話
群
の
相
違
点
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
唱
導
的
色
彩
の
希
薄
化

　

前
述
の
神
田
氏
は
「
悪
縁
に
あ
ふ
も
善
心
の
す
ゝ
め
と
な
る
事
」
に
見
る
、

難
を
逃
れ
た
男
の
出
家
に
つ
い
て
「
民
俗
宗
教
的
と
い
う
よ
り
も
仏
教
的
な

行
為
で
、
唱
導
仏
教
系
怪
談
の
強
い
影
響
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。」、
本
編

が
「
発
心
譚
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
な
仕
掛
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
うＪ
。」

と
述
べ
、
本
話
に
お
け
る
唱
導
発
心
譚
と
し
て
の
要
素
を
指
摘
し
て
い
る
。

対
す
る
「
丹
波
申
楽
へ
ん
げ
の
物
に
つ
か
ま
れ
し
事
」
で
は
、
変
化
の
物
に

弟
子
、
妻
子
を
攫
わ
れ
た
主
人
公
が
出
家
す
る
と
い
う
描
写
は
見
受
け
ら
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
悪
縁
に
あ
ふ
も
善
心
の
す
ゝ
め
と
な
る
事
」
の
結
末

に
書
か
れ
る
「
か
ゝ
る
う
き
め
に
あ
ふ
こ
と
も
、
か
へ
り
て
仏
御
慈じ

悲ひ

に
こ

そ
」
と
い
う
発
想
│
│
す
な
わ
ち
、
妖
怪
変
化
に
よ
る
理
不
尽
な
被
害
を
仏

道
へ
の
契
機
と
捉
え
る
発
想
│
│
の
削
除
は
、「
丹
波
申
楽
へ
ん
げ
の
物
に

つ
か
ま
れ
し
事
」
に
お
け
る
唱
導
的
色
彩
の
希
薄
化
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
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②
怪
異
に
よ
る
被
害

　
「
悪
縁
に
あ
ふ
も
善
心
の
す
ゝ
め
と
な
る
事
」
に
お
け
る
怪
異
の
犠
牲
者

は
、
主
人
公
の
妻
と
子
で
あ
り
、「
い
か
な
る
化
生
の
物
も
名
作
の
物
に
は

お
そ
る
ゝ
事
」
の
そ
れ
は
、
主
人
公
で
あ
る
座
頭
の
弟
子
一
人
で
あ
る
。
対

す
る
「
丹
波
申
楽
へ
ん
げ
の
物
に
つ
か
ま
れ
し
事
」
の
犠
牲
者
は
、「
妻さ
い

子し

弟で

子し

」
二
十
人
ば
か
り
に
、
山
中
で
生
ま
れ
た
赤
子
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
規
模
は
典
拠
た
る
二
話
に
比
し
て
大
き
い
。
そ
れ
だ
け
に
、

怪
異
の
有
す
る
得
体
の
知
れ
な
い
力
、
そ
の
不
条
理
さ
、
無
慈
悲
さ
が
強
調

さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
、
本
章
段
に
お
い
て
は
、
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
る
理
由
が
詳
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
人
間
た
ち
の
登
場
す
る
章
群
を
取
り
上
げ
、
典
拠
と
比
し
た

際
の
考
察
を
加
え
た
。
結
果
、
こ
れ
ら
の
章
群
か
ら
は
、

①
不
条
理
な
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
間
の
被
害
が
拡
大
さ
れ
て
い
る

②
怪
異
現
象
に
対
す
る
合
理
的
・
教
訓
的
解
釈
が
削
除
さ
れ
て
い
る

③
怪
異
の
不
可
思
議
さ
を
強
調
し
よ
う
と
す
る

④
典
拠
に
比
し
、
そ
の
教
化
的
色
彩
が
薄
れ
て
い
る

と
い
っ
た
意
匠
が
見
受
け
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
意
匠
か
ら
は
、
先
の
章
段
で
も
指
摘
し
た
よ
う
な
、
怪

異
が
人
に
も
た
ら
す
恐
怖
を
よ
り
強
い
も
の
と
し
て
設
定
し
、
人
間
に
対
す

る
怪
異
の
優
位
性
を
描
こ
う
と
す
る
『
諸
国
百
物
語
』
の
側
面
の
み
な
ら
ず
、

怪
異
を
怪
異
と
し
て
純
粋
に
楽
し
む
と
い
っ
た
娯
楽
色
が
う
か
が
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
『
諸
国
百
物
語
』
中
、
典
拠
が
判
明
し
て
い
る

三
十
六
話
を
典
拠
と
比
較
し
、
そ
の
改
変
の
度
合
い
が
特
徴
的
で
あ
る
も
の

を
中
心
に
読
解
を
進
め
て
来
た
。
結
果
、
こ
れ
ら
の
話
群
か
ら
は
、

（
Ａ
） 

豪
胆
な
者
や
己
の
武
勇
を
頼
む
者
た
ち
が
、
怪
異
が
起
こ
る
と
い
う

噂
の
あ
る
場
に
わ
ざ
わ
ざ
出
向
き
、
そ
れ
に
挑
む

（
Ｂ
） 

理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
人
間
が
一
方
的
に
怪
異
に
巻
き
込
ま
れ
て

し
ま
う

と
い
う
二
パ
タ
ー
ン
が
見
受
け
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
（
Ａ
）
の
話
群
に
は
【
主
人
公
た
ち
に
は
「
ぶ
へ
ん
も
の
」「
心

が
う
な
る
も
の
」
と
い
っ
た
、
そ
の
武
勇
や
胆
力
を
強
調
す
る
表
現
が
賦
与

さ
れ
て
い
る
、
主
人
公
の
人
物
設
定
が
よ
り
否
定
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
怪
異
か
ら
の
報
い
が
典
拠
に

比
し
拡
大
さ
れ
て
い
る
、
怪
異
と
人
間
と
の
因
果
関
係
を
曖
昧
に
す
る
こ
と

で
怪
異
の
も
た
ら
す
不
条
理
さ
が
描
か
れ
て
い
る
】
と
い
っ
た
意
匠
が
、

（
Ｂ
）
の
話
群
に
は
【
主
人
公
た
ち
の
被
害
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
、
怪
異
に

対
す
る
合
理
的
・
教
訓
的
解
釈
が
削
除
さ
れ
て
い
る
、
怪
異
の
不
可
思
議
さ

を
強
調
し
よ
う
と
す
る
、
典
拠
に
比
し
そ
の
教
化
的
色
彩
が
薄
れ
て
い
る
】

と
い
っ
た
意
匠
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
意
匠
か
ら
は
、
怪
異
が

人
間
に
も
た
ら
す
恐
怖
な
ら
び
に
そ
の
優
位
性
が
い
や
増
し
、
怪
異
を
怪
異

と
し
て
純
粋
に
楽
し
め
る
よ
う
な
効
果
が
見
受
け
ら
れ
た
。

　

今
後
は
本
稿
で
は
取
り
上
げ
得
な
か
っ
た
『
諸
国
百
物
語
』
の
話
群
を
取

り
上
げ
、
さ
ら
な
る
特
質
な
ら
び
に
文
芸
的
意
匠
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
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と
を
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）　

太
刀
川
清
氏
「
第
二
章　

仮
名
草
子
の
百
物
語
」
第
一
節
「『
百
物
語
』
と

『
諸
国
百
物
語
』」（『
近
世
怪
異
小
説
研
究
』、
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
．
十
一
）

﹇
初
出
：「「
諸
国
百
物
語
」
成
立
の
背
景
」（『
長
野
県
短
期
大
学
紀
要
』
第
二

十
八
号
、
一
九
七
三
．
十
二
）﹈

（
２
）　

小
澤
江
美
子
氏
「
延
宝
期
の
怪
異
小
説
考
│
│
『
曽
呂
利
物
語
』
か
ら
『
諸

国
百
物
語
』
へ
」（『
大
妻
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
二
号
、
一

九
九
二
．
三
）

（
３
）　

註（
２
）前
掲　

小
澤
江
美
子
氏
「
延
宝
期
の
怪
異
小
説
考
│
│
『
曽
呂
利
物

語
』
か
ら
『
諸
国
百
物
語
』
へ
」

（
４
）　

堤
邦
彦
氏
「
近
世
説
話
の
一
視
角
│
│
唱
導
か
ら
文
芸
へ
の
軌
跡
│
│
」（
内

田
保
廣
氏
他
編
『
近
世
文
学
の
研
究
と
資
料
│
│
虚
構
の
空
間
│
│
』、
三
弥

井
書
店
、
一
九
八
八
．
十
二
）

（
５
）　

註（
２
）前
掲　

小
澤
江
美
子
氏
「
延
宝
期
の
怪
異
小
説
考
│
│
『
曽
呂
利
物

語
』
か
ら
『
諸
国
百
物
語
』
へ
」

（
６
）　

高
田
衛
氏
、
小
松
和
彦
氏
、
長
島
弘
明
氏
「〈
鼎
談
〉
江
戸
の
怪
異
譚
と
西
鶴
」

（
高
田
衛
氏
他
編
『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』
第
二
号
「
特
集
・
怪
異
」、
笠
間

書
院
、
二
〇
〇
七
．
十
一
）

（
７
）　
『
諸
国
百
物
語
』
の
典
拠
探
索
は
、
太
刀
川
清
氏
『
近
世
怪
異
小
説
研
究
』（
笠

間
書
院
、
一
九
七
九
．
十
一
）
に
始
ま
る
。
加
え
て
現
在
で
は
、
堤
邦
彦
氏
「
近

世
説
話
の
一
視
角
│
│
唱
導
か
ら
文
芸
へ
の
軌
跡
│
│
」（
註（
４
）前
掲
）、
太

刀
川
清
氏
校
訂
『
叢
書
江
戸
文
庫
２　

百
物
語
怪
談
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
七
．
七
）
に
お
け
る
太
刀
川
氏
の
「
解
題
」
及
び
、
小
澤
江
美
子
氏
「
延

宝
期
の
怪
異
小
説
考
│
│
『
曽
呂
利
物
語
』
か
ら
『
諸
国
百
物
語
』
へ
」（
註

（
２
）前
掲
）、
江
本
裕
氏
の
「
延
宝
期
の
仮
名
草
子
『
諸
国
百
物
語
』
序
説
」（
高

田
衛
氏
他
編
『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』
第
二
号
「
特
集
・
怪
異
」、
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
七
．
十
一
）
な
ど
の
研
究
に
よ
り
、『
諸
国
百
物
語
』
は
う
ち
二
十
六

話
を
『
曽
呂
利
物
語
』
に
、
各
三
話
を
『
宿
直
草
』（『
御
伽
物
語
』）、『
沙
石
集
』

に
、
二
話
を
平
仮
名
本
『
因
果
物
語
』
に
、
各
一
話
を
片
仮
名
本
『
因
果
物
語
』、

『
剪
燈
新
話
』、『
本
朝
神
社
考
』
に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
８
）　

な
お
、
巻
三
ノ
七
「
ま
よ
ひ
の
物
二に

月ぐ
わ
つ

堂ど
う

の
牛ご

王わ
う

に
を
そ
れ
し
事
」
は
改

変
が
顕
著
な
話
と
考
え
ら
れ
る
が
、
拙
稿
「『
諸
国
百
物
語
』
論
│
│
「
後う

わ
な
り妻

う
ち
」
を
中
心
に
│
│
」（『
昔
話
伝
説
研
究
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
一
六
．
三
）

に
お
い
て
、「
後
妻
う
ち
」
と
い
う
観
点
か
ら
典
拠
と
の
比
較
を
行
っ
た
為
、

読
解
の
対
象
か
ら
は
省
い
た
。

（
９
）　

出
典
・
巻
次
の
一
覧
は
、
太
刀
川
清
氏
「
第
二
章　

仮
名
草
子
の
百
物
語
」

第
一
節
「『
百
物
語
』
と
『
諸
国
百
物
語
』」（
註（
１
）前
掲
）、「
解
題
」（
註（
７
）

前
掲
）、
小
澤
江
美
子
氏
「
延
宝
期
の
怪
異
小
説
考
│
│
『
曽
呂
利
物
語
』
か

ら
『
諸
国
百
物
語
』
へ
」（
註（
２
）前
掲
）
に
拠
る
。【
表
２
】
も
同
様
。

（
10
）　

冨
士
昭
雄
氏
は
「『
宿
直
草
』『
御
伽
物
語
』
の
諸
本
」（『
駒
沢
国
文
』
第
十

八
号
、
一
九
八
一
．
三
）
に
お
い
て
、
延
宝
五
年
刊
行
の
大
洲
市
立
図
書
館
蔵

矢
野
玄
道
文
庫
本
は
内
題
、
柱
が
「
宿
直
草
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
延
宝
六
年

刊
行
の
京
都
大
学
本
で
は
内
題
、
柱
と
も
に
「
御
伽
物
語
」
に
変
え
ら
れ
、
玄

道
文
庫
本
に
比
し
、
巻
二
と
巻
四
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
小
澤
江
美
子
氏
は
「
延
宝
期
の
怪
異
小
説
考
│
│
『
曽
呂
利
物
語
』
か
ら

『
諸
国
百
物
語
』
へ
」（
註（
２
）前
掲
）
で
、
初
版
本
で
あ
る
矢
野
玄
道
文
庫
本

を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
、
本
稿
も
こ
れ
に
な
ら
い
、
底
本
と
し

て
矢
野
玄
道
文
庫
本
を
用
い
て
い
る
岡
雅
彦
氏
校
注
『
御
伽
物
語
』（『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
64　

仮
名
草
子
集
』、
小
学
館
、
一
九
九
九
．
九
）
を
テ
キ

ス
ト
と
し
て
用
い
た
。

（
11
）　

註（
10
）前
掲　

岡
雅
彦
氏
校
注
『
御
伽
物
語
』
頭
注
。
な
お
、『
呉
地
記
』

は
唐
代
の
陸
廣
微
に
よ
る
。

（
12
）　

註（
１
）前
掲　

太
刀
川
清
氏
「
第
二
章　

仮
名
草
子
の
百
物
語
」
第
一
節

「『
百
物
語
』
と
『
諸
国
百
物
語
』」

（
13
）　

註（
１
）前
掲　

太
刀
川
清
氏
「
第
二
章　

仮
名
草
子
の
百
物
語
」
第
一
節

「『
百
物
語
』
と
『
諸
国
百
物
語
』」

（
14
）　

古
明
地
樹
氏
「
怪
異
描
写
の
鮮
明
度
│
│
『
諸
国
百
物
語
』
に
み
る
近
世
的

怪
談
文
芸
へ
の
志
向
│
│
」（『
学
芸
古
典
文
学
』
第
八
号
、
二
〇
一
五
．
三
）
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（
15
）　

註（
１
）前
掲　

太
刀
川
清
氏
「
第
二
章　

仮
名
草
子
の
百
物
語
」
第
一
節

「『
百
物
語
』
と
『
諸
国
百
物
語
』」

（
16
）　
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
八
巻
』
第
二
版
（
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集

委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
．
八
）

（
17
）　

池
田
彌
三
郎
氏
「
場
所
に
出
る
妖
怪
」（『
日
本
の
幽
霊
』、
中
央
公
論
新
社
、

一
九
七
四
．
八
）

（
18
）　

神
田
朝
美
氏
「
山
中
で
妻
子
を
食
わ
れ
る
話
よ
り
」（『
世
間
話
研
究
』
第
十

二
号
、
二
〇
〇
二
．
十
）

（
19
）　

註（
18
）前
掲　

神
田
朝
美
氏
「
山
中
で
妻
子
を
食
わ
れ
る
話
よ
り
」

　

本
稿
に
お
け
る
、『
諸
国
百
物
語
』
本
文
引
用
は
全
て
太
刀
川
清
氏
校
訂
『
叢
書

江
戸
文
庫
２　

百
物
語
怪
談
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
．
七
）
に
、『
曽
呂

利
物
語
』
は
花
田
富
二
夫
氏
他
編
『
仮
名
草
子
集
成　

第
四
十
五
巻
』（
東
京
堂
出

版
、
二
〇
〇
九
．
三
）
に
、『
宿
直
草
』（『
御
伽
物
語
』）
は
岡
雅
彦
氏
校
注
『
御
伽

物
語
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
64　

仮
名
草
子
集
』、
小
学
館
、
一
九
九
九
．
九
）

に
拠
る
。

〈
付
記
〉　

本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
二
〇
一
四
年
度
博
士
学
位

論
文
「『
諸
国
百
物
語
』
論
」
の
一
部
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

新　

刊　

紹　

介

松
本
直
樹
著

『
神
話
で
読
み
と
く
古
代
日
本

 

│
│
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
風
土
記
』

　

本
書
は
、
八
世
紀
初
頭
、
新
国
家
の
実
現
に
向

け
大
和
王
権
が
創
作
し
た
〈
記
紀
神
話
〉
と
地
方

の
〈
神
話
〉
か
ら
、
国
家
の
精
神
史
を
見
据
え
る
。

　

第
Ｉ
部
は
、
地
方
の
神
々
を
取
り
込
み
、
民
衆

の
神
話
が
持
つ
「
神
話
力
」
を
利
用
し
な
が
ら
〈
神

話
〉
を
体
系
化
し
、
大
和
王
権
の
由
来
と
正
当
性

を
説
く
〈
記
紀
神
話
〉
形
成
の
手
法
を
明
か
す
。

　

第
Ⅱ
部
は
、〈
神
話
〉の
読
み
方
を
取
り
上
げ
る
。

記
・
紀
の
〈
神
話
〉
は
各
々
独
自
の
世
界
観
を
持

つ
が
、
基
本
的
な
〈
神
話
〉
の
筋
書
き
は
民
衆
の

常
識
の
範
囲
内
に
あ
り
、
各
々
書
か
れ
て
い
な
い

切
れ
目
部
分
は
他
の
〈
神
話
〉
に
記
載
さ
れ
た
内

容
を
補
填
し
て
読
む
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
部
、
出
雲
風
土
記
の
〈
神
話
〉
は
、〈
記
紀

神
話
〉
を
容
認
し
つ
つ
、
最
低
限
の
自
己
主
張
を

乗
せ
、
出
雲
の
神
話
世
界
を
再
構
築
す
る
。
そ
こ

に
国
家
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
が
窺
え
る
と
説
く
。

（
二
〇
一
六
年
六
月　

筑
摩
書
房　

新
書
判　

二

八
五
頁　

本
体
八
八
〇
円
） 

〔
高
橋
憲
子
〕

藤
澤
友
祥
著

『
古
事
記
構
造
論

 

│
│
大
和
王
権
の
〈
歴
史
〉
│
│
』

　

当
該
著
書
は
、『
古
事
記
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト

が
大
和
王
権
を
い
か
な
る
構
造
で
支
え
て
い
る
か

考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
第
一
部　

王
権
を
支
え
る
『
古
事
記
』
の
神
々
」

で
は
、『
古
事
記
』
が
神
や
神
話
の
文
脈
上
の
機

能
を
確
認
し
、
そ
の
神
話
の
原
伝
承
の
力
が
王
権

の
正
統
性
を
保
証
し
て
い
る
と
論
じ
る
。
ま
た

「
第
二
部　

王
権
を
支
え
る
『
古
事
記
』
の
皇
位

継
承
理
念
」
で
は
、
皇
位
継
承
や
儒
教
思
想
・
君

臣
関
係
等
に
お
い
て
も
神
話
や
伝
承
が
重
視
さ

れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、「
第
三
部　

王
権
を
支
え
る
『
古
事
記
』

の
后
妃
皇
子
女
」
で
は
、
皇
后
や
皇
子
た
ち
の
伝

承
で
も
同
様
の
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
示
す
。

　

最
終
的
な
結
論
と
し
て
、
著
者
は
『
古
事
記
』

が
描
く
〈
歴
史
〉
の
構
造
に
つ
い
て
触
れ
、
各
々

の
〈
神
話
〉
を
意
識
的
に
『
古
事
記
』
が
利
用
し
、

『
古
事
記
』
内
の
〈
歴
史
〉
を
〈
神
話
〉
が
支
え

て
い
る
と
い
う
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
二
〇
一
六
年
五
月　

新
典
社　

Ａ
５
判　

二
五

三
頁　

本
体
七
四
〇
〇
円
） 

〔
川
副
由
理
子
〕


