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昔
物
語
集
に
お
け
る
読
み
替
え

宮

田

尚
、

 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
説
話
集
は
一
般
的
に
い
っ
て
、
先
行
資
料
に
依
存
し
な
が
ら
そ
れ
を
解
体
し
、

み
ず
か
ら
の
論
理
に
よ
っ
て
再
構
築
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
『
今
昔
物
語

集
』
も
例
外
で
は
な
い
。
例
外
で
な
い
ど
こ
ろ
か
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
き
わ

め
て
積
極
的
、
か
つ
大
胆
に
、
解
体
と
再
構
築
と
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
解
体
と
再
構
…
築
と
は
、
類
を
み
な
い
壮
大
な
構
想
の
た

め
に
あ
っ
た
。
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
の
三
地
域
に
わ
た
る
話
を
、
そ
れ
も
仏
教

関
係
話
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
世
俗
話
ま
で
含
め
て
体
系
化
し
、
一
話
一
話

の
配
列
に
も
目
配
り
を
し
た
組
織
的
な
作
品
を
組
み
あ
げ
よ
う
と
の
、
高
く
か

か
げ
た
理
想
に
む
か
っ
て
、
解
体
と
再
構
築
と
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

 
構
想
の
実
現
に
は
、
と
う
ぜ
ん
膨
大
な
素
材
源
を
必
要
と
す
る
。
だ
が
、
対

象
が
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
だ
け
に
、
素
材
源
の
確
保
は
容
易
で
は
な
い
。

 
む
ろ
ん
、
構
想
の
具
体
化
は
、
す
で
に
収
集
さ
れ
て
い
た
相
当
量
の
資
料
を

背
景
に
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
資
料
的
な
裏
付
け
を
ま
っ
た
く
欠
い

た
ま
ま
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
よ
う
な
大
規
模
な
作
品
を
編
纂
し
よ
う
と
の
発

想
が
出
て
来
た
と
は
考
え
に
く
い
。

 
し
か
し
、
編
集
に
着
手
す
る
ま
で
に
確
保
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
資
料
の
う

ち
の
、
ど
の
程
度
が
、
は
た
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
の
構
想
を
生
か
す
う
え
で

有
効
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
は
疑
問
だ
。
『
今
昔
物
語
集
』
編
纂
の
契
…
機
と
な
り
、

そ
れ
を
う
な
が
し
た
資
料
群
と
、
策
定
さ
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
構
想
を
支

え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
資
料
群
と
の
問
に
は
、
落
差
が
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ

る
。 

こ
の
点
を
う
か
が
わ
せ
る
の
は
、
欠
巻
の
存
在
だ
。

 
周
知
の
よ
う
に
巻
八
、
一
八
、
二
一
の
三
巻
は
欠
巻
で
あ
る
。
そ
し
て
巻
八

と
巻
一
八
と
は
、
組
織
上
、
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
し
、
巻
二
一
も
巻
一
、
六
、

一
一
の
三
巻
の
冒
頭
と
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
欠
巻
の
三
巻
は
『
今

昔
物
語
集
』
の
組
織
上
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
位
置
に
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
を
欠
巻
の
ま
ま
残
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
に
つ
い
て
は
、
相
応
の
理

由
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
理
由
と
は
、
思
う
に
、
資
料
の
不
足
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
巻
を
、
意
に
か
な
う
か
た
ち
で
形
成
し
う
る
素
材
源
が
欠
乏
し
て
い

た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
不
足
が
判
明
し
て
か
ら
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
わ
け

で
億
あ
る
ま
い
。
と
う
ぜ
ん
探
索
は
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
つ

い
に
、
そ
れ
ら
の
巻
を
完
成
し
う
る
だ
け
の
素
材
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

 
素
材
源
の
不
足
は
、
巻
二
二
隅
二
三
、
二
五
、
三
〇
の
四
巻
か
ら
も
い
い
う

（77）

回
報
謳
か
ら
蘇
生
課
へ
1
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
読
み
替
え
ー



る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
巻
は
他
の
巻
に
比
し
て
、
所
収
記
数
が
入
訳
な
い

し
一
四
話
と
、
極
端
に
少
な
い
。
個
々
の
巻
の
事
情
に
つ
い
て
は
今
は
ふ
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
こ
う
し
た
事
実
は
、
こ
れ
ら
の
巻
の
話
数
を
満
足
さ

せ
る
だ
け
の
、
素
材
の
手
当
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な

る
ま
い
。

 
こ
う
し
た
状
況
の
、
結
果
は
ど
う
な
る
か
、
帰
趨
は
、
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

壮
大
な
構
想
の
も
と
に
組
織
的
な
作
品
を
組
み
あ
げ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

以
上
、
こ
の
不
備
は
致
命
的
な
欠
陥
と
な
る
。
補
填
不
能
だ
と
わ
か
っ
た
時
点

で
、
残
さ
れ
た
道
は
た
だ
ひ
と
つ
。
構
想
の
放
棄
、
そ
し
て
編
集
の
中
断
で
あ

る
。
『
今
昔
物
語
集
』
は
お
そ
ら
く
、
こ
う
し
て
未
完
の
ま
ま
に
つ
い
え
去
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
構
造
的
な
欠
陥
の
も
た
ら
し
た
と
う
ぜ
ん
の
帰

結
で
あ
り
、
自
己
予
盾
の
〈
悲
劇
〉
で
あ
っ
た
。

 
と
も
あ
れ
、
↓
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
素
材
の
不
足
は
、
い
わ
ば
宿
命
的

な
も
の
だ
。
壮
大
な
構
想
を
か
か
げ
た
以
上
、
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
わ
か
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
対
策
を
講
じ
た
。
入
手
済
み
の
資
料
の

有
効
利
用
だ
。

 
た
と
え
ば
震
旦
部
で
の
『
冥
聖
帝
』
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
、
あ
る
い
は
本
朝

部
で
の
『
日
本
霊
異
記
』
『
本
朝
法
華
験
記
』
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
な
ど
の
利

用
率
は
、
き
わ
め
て
高
い
。
利
用
率
の
高
さ
は
な
に
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
資
料

と
、
そ
れ
を
用
い
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
当
該
巻
と
の
、
目
指
す
方
向
の
一
致

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
利
用
率
の
高
さ
に
は
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
側
の
意
図
的
な
資
料
操
作
、
l
l
い
わ
ゆ
る
読
み
替
え
に
よ
る
も
の
も
、

な
に
ほ
ど
か
関
与
し
て
い
る
。

 
念
の
た
め
に
い
っ
て
お
く
が
、
読
み
替
え
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
組
織
防

衛
の
た
め
の
、
消
極
的
な
意
味
あ
い
に
お
い
て
の
み
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。

 
個
々
の
は
な
し
の
お
お
く
は
、
平
面
体
で
は
な
く
、
多
面
体
の
ご
と
き
性
質

を
も
つ
。
，
光
を
あ
て
る
角
度
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
観
察
す
る
位
置
に
よ
っ
て
、

色
合
い
が
異
な
り
、
印
象
が
違
っ
て
来
る
。
つ
ま
り
、
視
点
を
変
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
幾
通
り
も
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
の
だ
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
は
な
し
に
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
性
質

を
生
か
し
て
、
依
拠
文
献
の
解
釈
に
か
な
ら
ず
し
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

あ
ら
た
な
意
味
、
な
い
し
側
面
を
引
き
出
し
て
い
る
の
だ
。
積
極
的
な
活
用
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。二

 
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
に
つ
い
て
は
、
本
誌
前
号
所
載
の
論
文
で
若

 
 
（
注
-
）

干
ふ
れ
た
。
例
に
あ
げ
た
の
は
巻
九
の
「
震
旦
賄
代
人
、
得
母
成
馬
泣
悲
語
」

（
九
1
7
）
と
、
そ
れ
に
続
く
「
震
旦
章
円
環
、
殺
女
子
成
羊
泣
悲
語
」
（
九
1
8
）

の
二
話
だ
。

 
『
冥
報
記
』
に
も
と
つ
く
こ
の
零
話
は
、
本
来
、
悪
業
の
詳
報
を
説
く
も
の

だ
。
す
な
わ
ち
前
者
は
、
息
子
の
米
を
盗
用
し
た
母
が
、
そ
の
報
い
で
没
後
、

馬
に
転
生
し
、
そ
れ
と
知
ら
な
い
息
子
の
呵
責
を
受
け
る
は
な
し
で
あ
り
、
後

者
は
父
の
財
を
盗
用
し
た
娘
が
、
や
は
り
そ
の
罪
報
で
羊
に
転
生
し
た
う
え
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
父
に
、
あ
ろ
う
こ
と
か
客
の
接
待
用
と
し
て
殺
さ
れ
て

し
ま
う
は
な
し
だ
。
『
冥
旧
記
』
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
現
報
の
す
さ
ま
じ
さ
を
提
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示
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
。

 
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
両
話
を
引
用
し
た
ほ
と
ん
ど
の
文
献
は
『
冥

旧
記
』
の
立
場
を
継
承
し
、
〈
悪
報
〉
あ
る
い
は
〈
宿
業
〉
等
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
る
。

 
乏
こ
ろ
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
だ
け
は
違
う
。
右
に
示
し
た
標
題
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
主
人
公
を
女
か
ら
男
に
変
更
し
た
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
両
話
は
、

現
報
を
主
眼
と
す
る
も
の
か
ら
、
眼
前
の
畜
生
が
肉
親
の
転
生
し
た
も
の
だ
と

見
抜
け
ず
に
呵
責
を
加
え
た
息
子
、
あ
る
い
は
父
の
、
対
処
の
仕
方
の
不
当
さ

を
批
判
す
る
も
の
へ
と
変
貌
し
た
。

 
両
話
に
付
さ
れ
て
い
る
話
末
の
評
語
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
そ
の
線
か
ら
廻

せ
ら
れ
て
い
る
。

 
 
・
此
レ
ヲ
以
テ
思
フ
ニ
、
人
ノ
許
二
心
ラ
ム
牛
・
馬
・
犬
・
電
信
、
皆
、

 
 
 
前
世
ノ
償
フ
所
有
テ
来
レ
ル
也
ト
疑
テ
、
強
二
呵
噴
ヲ
不
可
加
ザ
ル
也

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㌧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
1
7
）

 
 
・
此
レ
ヲ
以
テ
思
フ
ニ
、
飲
食
二
依
テ
ノ
答
也
。
然
レ
バ
、
飲
食
ハ
、
少

 
 
 
シ
持
隠
シ
テ
調
へ
可
備
キ
也
、
心
特
任
セ
テ
、
迷
ヒ
調
へ
不
可
備
ズ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
九
1
8
）

 
『
冥
報
記
』
で
は
中
心
で
あ
っ
た
は
ず
の
、
女
た
ち
の
行
為
へ
の
批
判
は
、

こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
息

子
、
あ
る
い
は
父
の
対
処
の
仕
方
の
不
適
正
さ
に
対
す
る
批
判
だ
け
だ
。

 
評
語
は
、
は
な
し
の
本
体
を
ふ
ま
え
て
付
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
文
言
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
動
物
愛
護
や
調
理
の
心
構
え
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
も
み

え
る
。

 
し
か
し
、
そ
う
し
た
文
言
の
表
面
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
標
題
に
そ

現
報
謳
か
ら
蘇
生
潭
へ
一
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
読
み
替
え
一

っ
て
解
す
る
な
ら
ば
、
評
語
の
本
旨
は
あ
く
ま
で
も
、
因
果
の
再
生
産
を
断
ち

切
る
べ
き
だ
と
の
主
張
に
あ
る
と
則
せ
ら
れ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
が
あ
ら
た

に
主
人
公
に
見
た
て
た
男
た
ち
は
、
不
敏
に
し
て
状
況
を
察
知
し
え
ず
、
因
果

の
再
生
産
に
加
担
し
て
し
ま
っ
た
。
は
な
し
の
本
体
に
や
や
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ

た
気
味
は
あ
る
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
こ
の
点
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
。

 
け
れ
ど
も
考
え
て
み
れ
ば
、
彼
ら
を
凡
愚
だ
と
笑
い
捨
て
う
る
人
は
、
そ
う

お
お
く
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ら
の
は
な
し
が
鮮
烈
な
印
象
を
あ
た
え
る
の
は
、

題
材
の
特
異
さ
に
加
え
て
、
異
常
さ
の
な
か
に
ひ
そ
ん
で
い
る
普
遍
性
に
気
付

か
さ
れ
る
、
そ
の
意
外
性
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
両
話
は
、
因
果
の
巻
と
し
て
の
巻
九
の
、
〈
場
の
論
理
〉

の
支
配
下
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
こ
の

部
分
に
は
、
盗
み
の
罪
に
さ
い
な
ま
れ
る
女
た
ち
の
苦
悩
の
は
な
し
で
は
な
く
、

状
況
の
理
解
で
き
な
い
男
た
ち
の
は
な
し
が
、
組
織
上
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

 
標
題
と
評
語
と
の
一
致
が
示
す
よ
う
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
右
の
読
み
替

え
は
、
け
っ
し
て
誤
解
や
錯
覚
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
編
成
上
の
要

請
に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
の
、
す
ぐ
れ
て
意
図
的
な
営
為
な
の
で
あ
っ
た
。

 
な
お
、
九
1
7
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
の
家
に
来
た
畜
生
が
、
罪
を
償
う
た

め
の
肉
親
の
生
ま
れ
変
り
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
例
は
、
仏
典
に
も
、

『
今
昔
物
語
集
』
に
先
行
す
る
説
話
集
に
も
あ
る
し
、
ま
た
、
『
今
昔
物
語
集
』

の
な
か
に
も
あ
る
。
，
因
果
の
報
い
を
説
く
方
法
と
し
て
は
、
格
別
め
ず
ら
し
い

も
の
で
は
な
い
。
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三

 
 
『
今
昔
物
語
集
』
が
依
拠
資
料
を
い
「
か
忙
読
み
替
え
た
か
の
判
断
は
、
各
話

に
付
さ
れ
て
い
る
標
題
を
と
お
し
て
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
も
す
で
に

指
摘
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
論
者
の
読
み
に
判
断
を
ゆ
だ
ね
た
の
で
は
、
客
観
性

を
欠
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

 
判
断
に
客
観
性
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
対
し
て
だ
け
で

は
な
い
。
依
拠
資
料
の
側
と
て
同
じ
こ
と
だ
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
今
昔
物

語
集
』
と
同
じ
よ
う
に
電
話
に
標
題
の
付
さ
れ
て
い
る
『
日
本
霊
異
記
』
を
と

り
あ
げ
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
の
実
態
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
本
題
に
入
る
前
に
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
標
題
の
特
色
に
つ
い
て
、
簡
単
に

ふ
れ
て
お
く
。

 
 
『
日
本
霊
異
記
』
の
漏
話
に
付
さ
れ
て
い
る
標
題
は
、
た
だ
単
に
登
場
す
る

人
物
や
寺
社
等
の
固
有
名
詞
を
か
か
げ
る
だ
け
の
、
索
引
的
な
標
題
で
は
な
い
。

、
は
な
し
を
ふ
ま
え
、
そ
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
日
本
霊
異
記
』

の
標
題
に
は
、
当
該
話
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
評
価
し
て
定
位
さ
せ
た
か
が
示

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
の
実
態
を
検
証
す
る
に

は
好
都
合
だ
。

 
も
っ
と
も
、
は
な
し
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
『
日
本

霊
異
記
』
の
そ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
と
は
あ
り
よ
う
を
異
に
し
て
い
る
。

 
 
『
今
昔
物
語
集
』
の
標
題
は
、
は
な
し
の
内
容
を
〈
だ
れ
〉
が
く
ど
う
し
た
〉

と
い
う
主
述
の
か
た
ち
に
要
約
し
て
示
し
て
い
る
。
例
外
は
む
ろ
ん
あ
る
け
れ

ど
も
、
主
流
を
な
す
の
は
こ
の
型
だ
。
人
間
を
中
心
に
お
い
て
、
人
と
、
そ
の

行
為
を
語
る
と
い
う
方
向
で
ま
と
め
て
い
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
『
日
本
霊
異
記
』
の
標
題
は
、
、
い
わ
ゆ
る
文
欣
鵡
年
は
む
る

が
主
述
の
か
た
ち
を
と
ら
ず
、
人
物
に
も
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。

そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
、
仏
教
的
、
あ
る
い
は
反
仏
教
的
な
営
為
を
提
示
し
た
う

え
で
、
そ
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
に
言
及
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い

・
る
。
た
だ
し
、
結
果
は
か
な
ら
ず
し
も
、
営
為
ほ
ど
に
は
具
体
的
に
示
さ
れ
な

い
。
出
雲
路
修
氏
は
結
果
の
部
分
の
こ
の
提
示
の
仕
方
を
、
噛
「
得
現
報
」
「
而
現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

得
善
悪
報
」
「
而
現
○
得
悪
○
報
」
「
示
ア
ヤ
シ
キ
表
」
の
四
種
に
分
類
し
て
い
る
。

 
 
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
日
本
霊
異
記
』
と
の
標
題
の
様
態
の
違
い
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
の
志
向
の
違
い
を
投
影
し
た
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
の
強
い
目
的
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

 
 
『
日
本
霊
異
記
』
は
『
冥
報
記
』
の
忠
実
な
継
承
者
だ
。
そ
の
書
名
が
示
す

と
お
り
、
〈
現
報
善
悪
〉
を
説
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
作
品
の
主
眼
が
お
か
れ
 
 
0
〕

て
い
る
。
主
張
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
個
々
の
は
な
し
の
標
題
に
も
、
な
る
 
 
B

べ
く
＜
現
報
〉
を
掲
げ
た
か
っ
た
の
だ
。
文
言
と
し
て
は
く
果
報
〉
の
語
の
な

い
「
ア
ヤ
シ
キ
表
」
も
、
そ
れ
が
現
報
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
Q

 
さ
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
『
日
本
霊
異
記
』
を
素
材
と
し
て
、
そ
の
〈
現
報
〉

を
い
か
に
稀
釈
し
、
み
ず
か
ら
の
論
理
で
組
み
立
て
な
お
し
た
か
。
巻
二
十
第

一
五
話
か
ら
第
一
九
話
ま
で
の
、
五
話
の
蘇
生
謹
の
ば
あ
い
を
例
に
、
具
体
的

に
み
て
い
こ
う
。

 
ま
ず
『
今
昔
物
語
集
』
と
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
当
該

話
の
標
題
を
併
記
す
る
。

 
今
・
摂
津
国
殺
牛
人
依
放
生
力
従
冥
途
還
話
（
二
十
1
5
）

［ 霊
・
依
漢
神
崇
殺
牛
七
頭
又
修
放
生
善
以
現
得
善
悪
現
報
縁
（
中
5
）



 
今
・
豊
前
国
膳
広
国
行
冥
途
帰
来
語
（
二
十
1
6
）

［
霊
●
非
塁
他
物
為
悪
行
受
悪
報
示
奇
毒
（
上
3
・
）

 
今
・
讃
岐
国
人
行
冥
途
還
来
語
（
二
十
1
7
）

［ 霊
・
依
不
布
施
念
望
生
面
現
得
善
悪
報
縁
（
中
1
6
）

 
今
、
9
讃
岐
国
女
行
冥
途
其
魂
還
付
他
翌
翌
（
二
十
1
8
）

［ 霊
・
閻
羅
腰
使
鬼
踏
所
召
人
之
饗
而
報
恩
縁
（
中
2
5
）

 
今
・
橘
磐
嶋
賂
使
不
整
冥
途
語
（
二
十
1
9
）

［ 霊
・
閻
羅
王
難
心
得
所
召
人
之
依
賂
以
免
縁
（
中
2
4
）

 
「
従
冥
途
還
語
」
「
行
冥
途
其
魂
還
付
美
身
語
」
「
不
二
冥
途
語
」
等
の
一

線
を
付
し
た
文
言
が
示
す
よ
う
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
は
こ
の
五
話
が
、

蘇
生
潭
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
。
「
現
得
善
湿
土
報
縁
」

や
「
受
悪
報
示
奇
事
縁
」
等
の
く
現
報
課
V
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
『
今
昔
物

語
集
』
は
そ
れ
を
〈
蘇
生
輝
〉
に
読
み
替
え
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
標

題
は
、
現
報
輝
へ
の
訣
別
宣
言
で
あ
る
と
同
時
に
、
蘇
生
潭
へ
の
決
意
表
明
で

も
あ
る
。
そ
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
巻
二
十
に
蘇
生
謂
の
話
群
を
配
置
す
る
に
あ
た
っ
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
は

資
料
を
探
索
し
た
。
そ
の
結
果
、
積
極
的
に
で
あ
っ
た
か
消
極
的
に
で
あ
っ
た

か
、
と
も
あ
れ
『
日
本
霊
異
記
』
か
ら
、
読
み
替
え
可
能
な
素
材
と
し
て
右
の

五
話
を
選
び
取
っ
た
。
右
の
五
話
の
定
着
の
次
第
は
、
お
そ
ら
く
こ
う
で
あ
っ

た
ろ
う
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
巻
一
四
に
も
『
日
本
霊
異
記
』
に
も
と
づ
い
た
蘇

生
謳
が
あ
る
。
」
四
3
0
・
3
1
の
両
話
だ
。
こ
れ
も
読
み
替
え
に
よ
っ
て
い
る
。

巻
二
十
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
両
話
の
標
題
を
併
記
す
る
。

現
報
謳
か
ら
蘇
生
諺
へ
1
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
読
み
替
え
一

 
 
 
 
 
 
 
し

 
今
・
大
伴
忍
勝
発
願
従
冥
途
返
語
（
一
四
3
0
）

［ 霊
・
用
寺
物
復
将
写
大
般
若
墨
壷
願
以
現
得
善
悪
報
縁
（
下
2
3
）

 
今
・
利
荊
女
論
心
経
従
冥
途
返
語
（
一
四
3
1
）

［ 霊
・
憶
持
心
経
之
女
宿
至
閻
羅
王
闊
示
奇
表
縁
（
中
1
9
）

 
巻
二
十
の
蘇
生
謳
は
、
放
生
、
あ
る
い
は
布
施
の
功
徳
に
よ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
巻
一
四
の
蘇
生
課
は
、
大
般
若
経
、
あ
る
い
は
般
若
心
経
の
霊
験
に
よ

る
。
両
群
の
区
分
は
戯
然
と
し
て
い
る
。
同
じ
蘇
生
謹
で
は
あ
っ
て
も
、
巻
一

四
の
そ
れ
と
巻
二
十
の
そ
れ
と
が
交
錯
す
る
こ
と
は
な
い
。
蘇
生
潭
の
素
材
を

物
色
し
た
と
き
か
ら
、
巻
一
四
向
き
と
巻
二
十
向
き
と
を
求
め
る
目
は
違
っ
て

い
た
は
ず
な
の
だ
。

 
巻
二
十
の
右
の
五
話
で
は
、
配
列
に
つ
い
て
も
相
応
の
意
が
払
わ
れ
て
い
る

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
二
十
1
8
・
1
9
の
原
話
は
『
日
本
霊
異

記
』
で
も
連
続
し
て
い
る
の
だ
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
そ
れ
を
連
続
さ
せ
た

ま
ま
で
、
し
か
し
順
序
は
逆
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
次
話
と
の
関

連
を
に
ら
ん
で
の
措
置
だ
。
二
十
1
9
で
は
、
閻
羅
王
の
使
い
の
鬼
に
賂
と
し
て

牛
を
提
供
し
て
い
る
。
「
依
悪
業
受
章
身
語
」
を
主
題
と
す
る
二
十
2
0
・
2
1
を

呼
び
出
す
は
な
し
と
し
て
、
な
ろ
う
こ
と
な
ら
牛
が
ら
み
の
は
な
し
が
欲
し
い
。

そ
こ
で
『
日
本
霊
異
記
』
中
2
4
が
、
、
二
十
1
9
の
素
材
と
し
て
選
ば
れ
た
の
だ
。

四

二
十
1
5
・
1
7
の
両
話
の
原
話
の
標
題
に
示
さ
れ
て
い
る
所
業
の
結
果
は
、

「
現
得
善
悪
現
報
縁
」
（
中
5
）
で
あ
り
、
「
現
得
善
悪
報
縁
」
（
中
1
6
）
で
あ
る
。

一
人
の
人
物
に
善
悪
の
両
業
が
あ
り
、
善
報
と
悪
報
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
結
果
、

（81）



善
報
が
悪
報
に
勝
っ
た
は
な
し
だ
と
、
標
題
は
両
話
を
と
ら
え
て
い
る
わ
け
だ
。

 
は
な
し
の
本
体
も
、
標
題
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
前

者
は
、
漢
神
を
祭
る
た
め
に
七
年
間
、
毎
年
一
頭
ず
つ
牛
を
殺
し
た
男
が
、
そ

の
罪
で
冥
界
に
召
さ
れ
た
の
だ
が
、
殺
生
を
反
省
し
て
実
施
し
た
放
生
の
功
徳

で
、
生
き
返
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
ま
た
後
者
は
、
年
老
い
た
貧
者
に
食
物
の

施
し
を
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
男
が
、
そ
の
報
い
で
冥
界
に
召
さ
れ
た
も
の
の
、

や
は
り
放
生
の
功
徳
で
生
き
返
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
標
題
の
設

定
に
無
理
は
な
い
。
両
話
は
と
も
に
、
善
業
と
し
て
の
放
生
の
す
す
め
を
意
図

し
た
も
の
だ
。

 
標
題
の
趣
旨
は
、
話
末
に
付
さ
れ
て
い
る
説
示
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
両

三
が
そ
こ
で
説
い
て
い
る
の
は
、
放
生
の
功
徳
だ
。
中
1
6
の
ば
あ
い
で
例
示
す

る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
。

 
 
生
を
放
ち
、
命
を
讃
ふ
報
は
、
返
り
て
救
ひ
翼
け
、
施
さ
ぬ
報
は
、
返
り

 
 
て
飢
渇
せ
し
む
。
善
悪
の
報
元
き
に
非
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
全
集
本
『
日
本
霊
異
記
』
の
釈
文
に
よ
る
）

 
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
1
5
・
1
7
の
両
話
は
、
こ
の
よ
う
な
『
日
本
霊
異
記
』

の
善
報
謳
を
蘇
生
課
に
読
み
替
え
た
も
の
だ
。
蘇
生
は
、
善
業
と
し
て
の
放
生
、

の
結
果
で
あ
り
、
放
生
と
蘇
生
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
の
読
み
替
え
は
容
易
だ
。
因
と
し
て
の
放
生
か
ら
果
と
し
て
の
蘇
生
に
、

読
み
の
重
心
を
移
行
す
る
だ
け
で
達
せ
ら
れ
る
。
こ
と
さ
ら
読
み
替
え
と
い
う

の
も
は
ば
か
ら
れ
る
ほ
ど
の
、
程
度
の
軽
い
読
み
替
え
だ
。

 
し
か
し
、
た
と
え
程
度
は
軽
く
と
も
、
こ
れ
が
読
み
替
え
で
あ
る
こ
と
に
変

り
は
な
い
。
『
日
本
霊
異
記
』
中
5
・
1
6
に
あ
つ
で
、
放
生
は
目
的
そ
の
も
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
1
5
・
1
7
で
は
放
生
は
、
蘇
生
へ

の
一
階
梯
で
し
か
な
い
。
そ
れ
が
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
、
少
な
く
と
も
蘇
生
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
生
は
目
的
か

ら
手
段
へ
と
押
し
や
ら
れ
、
は
な
し
の
性
格
に
質
的
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。

 
た
し
か
に
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
話
末
評
語
で
放
生
の
功
徳
を
説
い
て
は
い

る
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
、

 
 
然
バ
、
人
二
食
ヲ
施
ス
ル
功
徳
量
無
シ
。
又
、
不
施
ザ
ル
罪
里
庄
シ
。
又
、

 
 
放
生
功
徳
此
ク
責
カ
リ
ケ
ル
（
二
十
1
7
）

と
、
原
話
の
姿
勢
を
踏
襲
し
た
文
言
を
付
し
て
み
て
も
、
ま
た
、

 
 
然
バ
、
放
生
盗
心
有
ラ
ム
人
ノ
専
可
行
キ
事
也
（
二
十
1
5
）

と
、
原
話
に
な
い
文
言
を
付
加
し
て
放
生
の
功
徳
を
強
調
し
て
み
て
も
、
『
今

昔
物
語
集
』
の
両
話
に
あ
っ
て
放
生
は
目
的
と
は
な
り
え
な
・
い
。
あ
え
て
い
え

ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
読
み
替
え
は
、
原
話
の
質
的
な
変
更
を
も
辞
さ
な
い

構
え
で
臨
ん
だ
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

 
な
虹
、
二
十
1
7
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
二
十
1
7
の
本
文
に
は
、
原

話
の
改
変
が
あ
る
。
本
稿
で
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
読
み
替
え
と
は
直
接
関
係

の
な
い
、
誤
解
に
も
と
つ
く
も
の
の
よ
う
だ
が
、
大
系
本
の
注
や
、
全
集
本
の

注
お
よ
び
現
代
語
訳
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
改
変
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
。

 
原
話
で
徴
す
る
に
、
こ
れ
は
本
来
、
施
に
対
す
る
主
従
の
対
応
の
違
い
を
軸

上
し
て
展
開
す
る
は
な
し
だ
。
前
半
部
で
は
施
が
、
そ
し
て
後
半
部
で
は
放
生

が
話
題
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

 
今
少
し
具
体
的
に
い
う
と
、
前
半
部
の
中
心
人
物
は
、
食
物
の
施
を
積
極
的

に
す
す
め
よ
う
と
す
る
主
家
の
妻
と
、
施
を
拒
む
使
人
だ
。
主
家
の
妻
は
老
人

た
ち
へ
の
施
を
提
案
し
、
彼
女
の
矢
は
そ
れ
を
支
持
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
使
人

（82）



の
中
に
施
を
忌
避
す
る
者
が
い
て
、
施
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
の
非
を
主
人
に
訴

え
る
。

 
後
半
部
は
一
転
し
て
、
施
を
拒
ん
だ
使
人
を
中
心
に
は
な
し
が
展
開
す
る
。

彼
は
釣
人
を
と
も
な
っ
て
海
に
行
き
、
釣
り
あ
げ
ら
れ
た
蠣
を
買
い
取
っ
て
放

生
す
る
。
そ
の
功
徳
で
彼
は
没
後
、
生
き
返
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ

の
時
冥
界
に
は
、
主
家
の
妻
の
住
む
べ
き
金
の
宮
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
る
。
施
の
功
徳
だ
。

 
要
す
る
に
、
『
日
本
霊
異
記
』
申
1
6
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
前
半
部

に
も
後
半
部
に
も
、
一
組
の
夫
婦
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
い
ず
れ
も

使
人
を
し
た
が
え
て
い
る
。
し
か
も
、
類
似
し
た
組
み
立
て
で
あ
る
う
え
に
、

前
半
部
で
は
使
人
で
あ
っ
た
人
物
が
、
後
半
部
で
は
三
人
を
し
た
が
え
た
主
人

と
し
て
登
場
す
る
。
い
か
に
も
ま
ぎ
わ
ら
し
い
構
造
な
の
だ
。

 
『
日
本
霊
異
記
』
中
1
6
を
導
入
す
る
に
際
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
ど
う

や
ら
、
こ
の
構
造
に
惑
わ
さ
れ
た
よ
う
だ
。
前
半
部
は
じ
つ
は
、
施
を
積
極
的

に
す
す
め
た
家
主
の
妻
の
善
業
を
称
揚
す
る
と
同
時
に
、
後
半
部
で
中
心
人
物

に
な
る
使
人
の
、
不
布
施
の
罪
を
引
き
出
す
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
前
半
部
の
主
人
と
、
後
半
部
の
主
人
と
を
同
一
人
物
と

誤
認
し
、
そ
れ
を
強
化
す
る
た
め
に
、

 
・
家
主
此
ヲ
見
、
釣
人
二
云
ク

 
・
家
主
釣
人
二
輪
ヘ
テ
云
ク

と
、
二
度
に
わ
た
っ
て
原
話
に
な
い
〈
家
主
〉
を
導
入
し
て
し
ま
っ
た
。

 
し
か
し
、
前
半
部
に
登
場
す
る
主
人
は
妻
の
提
案
を
受
け
入
れ
て
、
施
を
容

認
し
て
い
る
。
彼
に
不
布
施
の
罪
は
な
い
。

 
同
一
人
物
が
善
悪
の
賎
業
を
お
こ
な
う
か
ら
こ
そ
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
標

現
報
謳
か
ら
蘇
生
課
へ
1
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
読
み
替
え
一

題
の
い
う
「
現
得
善
悪
報
縁
」
は
な
り
た
つ
の
だ
。
悪
業
を
犯
し
て
い
な
い
前

半
部
の
主
人
が
放
生
を
し
た
と
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
解
釈
を
誤
ま
っ
て

い
る
。

 
大
系
本
も
全
集
本
も
、
冥
界
で
金
の
宮
の
説
明
を
受
け
る
部
分
の
、
「
此
ハ

汝
が
家
主
ノ
生
レ
ム
ト
為
ル
玉
傷
」
の
く
家
主
〉
に
対
す
る
注
、
あ
る
い
は
現

代
語
下
等
で
、
施
を
す
す
め
た
人
物
と
放
生
を
し
た
人
物
と
を
夫
婦
だ
と
解
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
『
霊
異
記
』

か
ら
の
逸
脱
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
か
の
言
及
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ

た
。

五

 
さ
き
に
ふ
れ
た
九
1
7
・
1
8
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
読
み
替
え
は
主
と
し

て
、
主
人
公
を
変
更
す
る
と
い
う
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
主
人
公
の

変
更
は
、
標
題
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
二
十
1
6
・
1
8
・
1
9
の
ば
あ
い
も
そ

う
だ
。

 
標
題
は
編
者
が
、
当
該
話
を
い
か
に
読
ん
だ
か
の
証
明
で
あ
る
と
同
時
に
、

い
か
に
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
指
針
で
も
あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
で

も
『
今
昔
物
語
集
』
で
も
、
こ
の
点
に
変
わ
り
は
な
い
。

 
具
体
的
に
み
よ
う
。
二
十
1
6
の
原
話
に
付
さ
れ
て
い
る
標
題
は
、
『
日
本
霊

異
記
』
で
も
っ
と
も
一
般
的
な
形
式
だ
。
主
人
公
の
所
業
を
示
し
た
う
え
で
、

彼
が
い
か
な
る
報
を
う
け
た
か
を
語
る
方
法
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

主
人
公
を
意
味
す
る
語
は
な
い
。

 
し
か
し
、
は
な
し
の
本
体
を
読
め
ば
、
標
題
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
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の
、
理
不
尽
に
他
人
の
物
を
奪
い
取
る
な
ど
の
悪
業
を
は
た
ら
き
、
そ
の
結
果

と
し
て
冥
界
で
責
苦
を
う
け
て
い
る
人
物
と
は
、
膳
広
国
の
父
だ
と
わ
か
る
。

こ
の
点
に
疑
問
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
。
つ
ま
り
、
標
題
を
と
お
し
て
み
る
か

ぎ
り
、
『
日
本
霊
異
記
』
上
3
0
は
、
膳
広
国
の
父
を
主
人
公
と
し
て
定
位
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
な
の
だ
。

 
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
受
け
た
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
1
6
は
、
広
国
の
父
を
主

役
の
座
か
ら
は
ず
し
た
。
あ
ら
た
に
主
役
に
見
た
て
た
の
は
、
父
の
責
苦
の
現

認
者
で
あ
り
、
証
言
者
で
も
あ
る
広
国
だ
。

 
表
現
の
細
部
は
と
も
か
《
、
『
日
本
霊
異
記
』
上
3
0
も
『
今
昔
物
語
集
』
二

十
1
6
も
、
は
な
し
本
体
の
大
筋
に
違
い
は
な
い
。
両
者
は
と
も
に
、
広
国
の
動

き
を
軸
に
し
て
展
開
し
て
い
る
。
要
約
す
れ
ば
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

 
亡
妻
の
訴
え
で
冥
界
に
召
さ
れ
た
も
の
の
、
審
問
の
結
果
無
事
だ
と
認
定
さ

れ
た
広
国
は
、
娑
婆
に
も
ど
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
帰
還
に
さ
き
だ
っ
て
、
冥

界
で
の
父
の
状
況
を
実
見
す
る
機
会
を
得
た
彼
は
、
責
苦
に
さ
い
な
ま
れ
た
父

か
ら
救
済
を
求
め
ら
れ
る
。
蘇
生
後
、
広
国
は
父
の
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
造
仏

や
写
経
に
は
げ
む
。

 
二
十
1
6
が
広
国
を
主
人
公
に
見
た
て
な
お
し
た
こ
と
に
は
、
も
ん
だ
い
が
な

い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
方
に
妥
当
性
が
あ
る
。
広
国
は
、
け
っ
し
て
脇
役

で
は
な
い
。
加
え
て
広
国
に
は
、
幼
時
に
観
音
経
の
写
経
を
し
た
と
い
う
実
績

も
あ
り
、
蘇
生
課
と
し
て
の
要
件
も
整
っ
て
い
る
。

 
ち
な
み
に
、
金
沢
文
庫
本
『
観
音
利
益
集
』
所
収
の
尊
話
は
写
経
の
部
分
に

焦
点
を
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
を
観
音
の
霊
験
謹
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
主
入
公
は
、

と
う
ぜ
ん
広
国
だ
。

 
主
人
公
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
報
讃
を
蘇
生
課
に
移
行
さ
せ
た
二

十
！
6
は
七
か
し
、
現
早
耳
と
し
て
の
色
あ
い
を
、
完
全
に
払
拭
し
き
っ
て
は
い

な
い
。
移
行
措
置
の
、
い
わ
ば
揺
り
戻
し
現
象
と
で
も
い
お
う
か
、
評
語
に
、

 
 
人
此
ヲ
知
テ
、
悪
ヲ
止
テ
善
ヲ
可
修
シ

と
の
、
広
国
の
父
を
念
頭
に
お
い
た
と
み
ら
れ
る
文
言
を
付
加
し
て
い
る
。
編

者
の
意
識
の
中
に
は
、
脇
に
押
し
や
っ
た
は
ず
の
広
国
の
父
の
姿
が
、
な
お
残

存
し
て
い
た
よ
う
だ
。

 
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
現
量
謳
の
痕
跡
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
広

国
の
父
を
想
定
し
た
文
言
が
配
し
て
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
そ
れ
が
原
話

の
説
示
を
踏
み
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
二

十
1
6
を
現
報
身
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
評
語
は
、
標
題
を
越
え
る
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
標
題
は
当
該
話
を
規
定
し
、
規
制
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
評
語
は
、
当
該
話

に
付
随
す
る
。
評
語
は
、
は
な
し
の
本
体
に
振
り
回
さ
れ
て
あ
ら
ぬ
方
向
に
向

か
っ
た
り
、
標
題
と
は
な
し
本
体
と
の
調
整
を
は
か
っ
て
辻
褄
あ
わ
せ
を
し
た

り
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
当
該
話
を
支
配
、
領
導
す
る
こ
と
は
な
い
。

Lノ、

 
二
十
1
8
・
1
9
の
原
話
の
標
題
に
は
、
主
人
公
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
日
本
霊

異
記
』
に
あ
っ
て
は
、
少
数
派
に
属
す
る
形
式
だ
。
た
だ
し
、
主
人
公
は
人
間

で
は
な
い
。
両
話
と
も
に
く
閻
羅
王
使
鬼
〉
だ
。

 
閻
羅
王
の
命
を
受
け
て
、
人
間
を
拉
致
す
る
た
め
に
娑
婆
に
来
た
鬼
が
、
目

ざ
す
相
手
の
饗
応
を
受
け
て
気
が
変
わ
り
、
見
返
り
と
し
て
別
人
を
拉
致
す
る

と
い
う
の
が
、
両
話
に
共
通
し
た
筋
書
だ
。
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饗
応
は
、
い
ず
れ
も
食
物
に
よ
る
。
食
物
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
と
き
、
あ

る
い
は
空
腹
が
極
限
に
達
し
た
と
き
、
鬼
は
お
の
れ
の
職
分
を
忘
れ
て
饗
応
を

求
め
、
人
冊
は
そ
れ
に
応
じ
る
。
鬼
は
、
人
問
の
こ
う
し
た
対
応
に
恩
義
を
感

じ
る
の
だ
。

 
『
日
本
霊
異
記
』
の
標
題
に
し
た
が
え
ば
、
二
十
1
8
・
1
9
の
原
話
は
、
閻
羅

王
の
使
い
の
鬼
で
さ
え
も
恩
義
に
は
心
動
か
し
て
そ
れ
に
報
い
る
と
い
う
、
一

種
の
報
恩
謳
と
し
て
の
現
報
諦
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
後
者
は
、
別
人
が
拉
致
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
饗
応
し
た
当
人
は
天
寿
を
全

う
す
る
。
と
こ
ろ
が
前
者
は
、
そ
う
単
純
に
は
こ
と
が
運
ば
な
い
。
こ
れ
が
現

尺
課
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
注
釈
を
必
要
と
す
る
。

 
二
十
1
8
の
原
話
で
あ
る
中
2
5
は
、
全
体
と
し
て
み
る
と
き
、
通
常
の
現
報
謹

だ
と
は
い
い
が
た
い
。
標
題
に
は
鬼
の
報
恩
に
よ
る
現
報
謳
で
あ
る
旨
が
示
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
あ
て
は
ま
る
の
は
前
半
の
ご
く
一
・
部
、
す
な
わ
ち
、

鬼
に
饗
応
レ
て
冥
界
に
拉
致
さ
れ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
た
山
田
郡
の
衣
女
に
関

す
る
部
分
だ
け
だ
。
し
か
も
彼
女
は
、
い
っ
た
ん
拉
致
を
ま
ぬ
か
れ
は
し
た
も

の
の
、
け
っ
き
ょ
ぐ
召
喚
さ
れ
て
し
ま
う
。
身
替
り
を
た
て
よ
う
と
し
た
鬼
の

計
画
が
、
閻
羅
王
に
見
破
ら
れ
た
の
だ
。
鬼
の
報
恩
も
こ
こ
ま
で
。
饗
応
の
効

果
は
、
こ
の
段
階
で
消
滅
す
る
。

 
後
半
部
は
、
濡
れ
衣
で
冥
界
に
送
り
込
ま
れ
た
鵜
番
謡
の
衣
手
を
中
心
に
展

開
す
る
。
蘇
生
し
た
彼
女
の
魂
は
、
自
分
の
骸
が
す
で
に
焼
か
れ
て
い
た
た
め

に
、
や
む
な
く
山
田
郡
の
衣
女
の
肉
体
に
宿
る
。
そ
し
て
二
組
の
父
母
と
、
二

家
造
の
財
産
と
を
領
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

 
一
見
、
彼
女
は
果
報
を
得
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
果
報
で

は
な
い
。
鵜
垂
郡
の
衣
女
に
は
、
果
報
を
受
け
る
べ
き
因
が
な
い
の
だ
。
し
た

現
三
諦
か
ら
蘇
生
課
へ
1
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
読
み
替
え
一

が
っ
て
、
こ
こ
を
も
っ
て
現
首
長
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

 
因
を
作
っ
た
山
田
郡
の
斎
女
に
対
す
る
現
報
は
、
不
発
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、

す
で
に
一
応
作
動
し
て
い
る
。
一
方
の
、
果
報
を
得
た
か
に
み
え
る
思
置
郡
の

衣
女
に
は
、
そ
の
因
が
な
い
。

 
編
者
景
戒
に
も
、
二
人
の
衣
女
に
関
す
る
こ
の
は
な
し
を
、
現
報
諜
と
し
て

定
位
さ
せ
る
の
が
無
理
筋
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、

彼
は
無
理
を
承
知
で
、
あ
え
て
〈
部
分
〉
を
評
価
し
た
。
彼
に
決
断
を
う
な
が

し
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
前
話
と
の
関
連
に
お
い
て
、
鬼
の
報
恩
に
よ
る
現

報
謳
が
ほ
し
い
と
い
う
事
情
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
に
は
、

蘇
生
し
た
魂
が
他
人
の
肉
体
に
宿
る
と
い
う
、
意
表
を
つ
い
た
題
材
の
お
も
し

ろ
さ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

 
と
も
あ
れ
景
戒
は
、
こ
の
は
な
し
を
採
用
し
た
。
そ
の
際
彼
は
、
現
報
謳
と

し
て
の
不
備
不
足
を
補
う
た
め
に
、
話
末
の
説
示
に
次
の
文
言
を
配
し
た
。

 
 
饗
を
備
け
、
鬼
に
弄
す
る
に
、
此
の
功
虚
し
き
に
非
ず
。
凡
そ
物
有
る
者

 
 
は
、
拝
し
賂
し
饗
す
べ
し
。

 
留
意
す
べ
き
は
、
二
個
所
の
1
線
を
ほ
ど
こ
し
た
部
分
だ
。
こ
れ
は
饗

応
の
効
が
む
な
し
か
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
た
発
言
だ
。
む
な
し
か
っ
た
こ
と

を
ひ
と
た
び
は
認
め
た
う
え
で
、
別
の
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
本
来
的
な
意
味

あ
い
に
お
い
て
現
報
謹
だ
と
は
い
い
が
た
い
と
認
め
た
う
え
で
、
な
お
か
つ
饗

応
を
奨
励
し
て
い
る
。
屈
折
し
た
発
言
だ
。
現
報
課
だ
と
の
認
定
に
た
め
ら
い

が
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
れ
は
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
饗
応
の
効
が
な
い
こ
と
を
認
め
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
山
田
郡
の
衣
女

が
、
け
っ
き
ょ
く
は
冥
界
に
召
喚
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
こ
の
は
な
し
を
現
報
謹
だ
と
判
断
し
た
の
は
、
思
う
に
、
彼
女
の
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父
母
に
、
現
報
の
受
け
手
と
し
て
の
立
場
を
認
め
た
か
ら
だ
。

 
善
報
で
あ
れ
悪
報
で
あ
れ
、
報
は
本
来
、
因
を
な
し
た
本
人
が
受
け
る
べ
き

も
の
だ
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
、
通
常
の
現
報
護
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と

え
他
人
の
魂
が
宿
っ
た
肉
体
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
娘
が
復
活
し
た
こ
と
は
山
田

郡
の
衣
女
の
父
母
に
と
っ
て
喜
び
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
復
活
は
と
う
ぜ

ん
、
饗
応
の
効
果
だ
。
景
戒
は
、
こ
う
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
げ
ん
に
「
凡

そ
物
有
る
者
は
、
猶
し
賂
し
饗
す
べ
し
」
と
の
文
言
は
、
山
田
郡
の
衣
女
の
側

に
立
っ
て
撮
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。
鵜
垂
郡
の
衣
女
の
側
か
ら
は
、
こ
の
発
想
は

け
っ
し
て
出
て
来
な
い
。

 
い
さ
さ
か
無
理
筋
の
現
報
諦
は
、
山
田
郡
の
衣
蛾
の
父
母
に
尊
報
の
受
け
手

の
代
理
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
と
に
も
か
く
に
も
体
裁
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た

の
だ
。
標
題
を
補
う
説
示
が
配
さ
れ
て
い
る
背
景
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な

、
次
第
で
あ
っ
た
ろ
う
。七

 
『
日
本
霊
異
記
』
中
2
5
・
2
4
を
受
け
た
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
1
8
・
1
9
は
、

主
人
公
を
そ
れ
ぞ
れ
、
「
閻
羅
王
正
書
」
か
ら
「
讃
岐
国
女
」
（
二
十
1
8
）
、
あ

る
い
は
「
橘
磐
嶋
」
（
二
十
1
9
）
に
置
き
換
え
た
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
現

相
相
は
蘇
生
諜
に
移
行
し
た
。

 
二
十
1
9
の
読
み
替
え
は
、
す
ん
な
り
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
橘
磐
嶋
は
饗

応
の
報
に
よ
っ
て
冥
界
に
召
さ
れ
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
、
天
寿
を
ま
っ
と
う
す

る
。
標
題
の
示
す
と
お
り
だ
。
評
語
も
、
標
題
と
呼
応
し
て
蘇
生
謳
で
あ
る
こ

と
を
 
 
、
正
確
に
い
う
と
、
冥
界
に
行
か
ず
に
す
ん
だ
そ
の
わ
け
を
説
明

し
て
い
る
。

 
そ
れ
に
対
し
て
一
方
の
二
十
1
8
に
は
、
い
っ
た
ん
冥
界
に
召
さ
れ
た
人
物
が

復
活
す
る
と
い
う
点
で
蘇
生
課
と
は
い
い
う
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
因
は
な
い
。

本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
の
蘇
生
課
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
だ
。
景
戒
も
当
惑

し
た
素
材
の
印
象
の
強
さ
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
か
。

 
二
十
1
8
の
標
題
は
「
讃
岐
国
女
行
冥
途
其
魂
還
付
他
益
語
」
で
あ
る
。
冥
界

か
ら
帰
還
し
た
魂
が
他
人
の
肉
体
に
宿
っ
た
は
な
し
だ
と
い
う
了
解
で
、
こ
の

は
な
し
は
設
定
さ
れ
て
い
る
。
標
題
に
い
う
〈
魂
〉
の
主
は
、
い
う
ま
で
も
な

・
く
鵜
足
郡
の
女
だ
。
山
田
郡
の
女
は
、
や
は
り
標
題
の
文
言
で
い
え
ば
〈
他
身
〉

に
す
ぎ
な
い
。
鵜
足
郡
の
女
と
山
田
郡
の
女
と
の
立
場
の
差
は
、
歴
然
と
し
て

い
る
。
主
客
の
転
倒
で
あ
る
。

 
標
題
に
示
さ
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
認
識
は
、
評
語
に
も
生
か
さ
れ
て
い

る
。

 
評
語
は
、
次
の
二
文
か
ら
な
る
。

 
①
饗
ヲ
備
テ
鬼
ヲ
賂
フ
、
此
レ
空
シ
キ
功
二
非
ズ
。
其
二
依
テ
、
此
レ
有
ル

 
 
事
也
。

 
②
人
死
タ
リ
ト
云
フ
ト
モ
、
葬
ス
ル
事
不
可
念
ズ
。
万
ガ
ー
ニ
モ
、
自
然
ラ

 
 
此
ル
事
有
也
。

 
①
は
・
『
日
本
霊
異
記
』
の
評
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
だ
。
こ
れ
が
山
田

郡
の
女
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
。
山
田
郡
の

女
を
中
心
に
す
え
た
『
霊
異
記
』
か
ら
踏
み
出
し
て
、
鵜
足
郡
の
女
を
主
人
公

に
す
え
た
以
上
、
こ
れ
は
継
承
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ

れ
を
残
し
た
の
は
、
因
を
求
め
た
い
と
思
い
で
は
な
か
う
た
か
。
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②
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
あ
ら
た
に
付
加
し
た
評
語
だ
。
万
が
一
に
も
蘇

生
の
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
葬
を
急
い
で
は
な
ら
ぬ
と
の
発
想
は
、
〈
不
完
全

な
る
蘇
生
〉
し
か
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
鵜
足
郡
の
女
の
側
か
ら
の
も
の
だ
。
葬

を
急
い
だ
こ
と
へ
の
批
判
と
背
中
合
わ
せ
に
、
蘇
り
が
得
ら
れ
た
こ
と
へ
の
安

堵
感
が
こ
こ
に
あ
る
。
，

 
小
泉
道
氏
は
二
十
1
8
の
評
語
を
ふ
ま
え
て
、
「
編
者
の
説
話
の
よ
み
の
深
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

を
物
語
る
も
の
」
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
に
は
こ
れ
は
、
読
み
の

深
さ
と
い
う
よ
り
は
、
蘇
生
謳
へ
の
あ
せ
り
の
よ
う
に
み
え
る
。

 
自
ら
の
蘇
生
を
予
想
し
て
、
死
後
の
一
定
期
間
は
骸
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

く
よ
う
に
と
、
主
人
公
が
遺
言
す
る
例
は
何
話
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
評
語
で

葬
を
急
ぐ
な
と
指
摘
し
た
例
は
な
い
。
②
は
ま
さ
し
く
、
二
十
1
8
に
固
有
の
、

は
な
し
の
本
体
に
密
着
し
た
評
語
な
の
だ
。
角
度
を
変
え
て
い
え
ば
、
そ
れ
だ

け
こ
の
評
語
に
は
、
二
十
1
8
を
現
報
謳
か
ら
蘇
生
課
へ
移
行
さ
せ
た
い
と
の
思

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
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