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宇
治
拾
遺
物
語
に
お
け
る
二
重
性
と
起
点

野

本

東

生

一
、
は
じ
め
に

比
叡
山
に
い
る
稚
児
が
う
た
た
ね
を
し
て
い
る
と
、
僧
た
ち
が
、「
か
い
も
ち

ひ
」
を
用
意
し
始
め
る
。
で
き
あ
が
っ
て
、
い
ざ
稚
児
を
誘
お
う
と
声
を
か
け

る
の
だ
が
、
稚
児
の
方
で
は
、
す
ぐ
に
返
事
を
し
て
は
自
分
の
心
待
ち
に
し
て

い
た
気
持
ち
が
見
抜
か
れ
て
し
ま
う
と
思
っ
て
恥
じ
ら
い
、
も
う
一
度
呼
ば
れ

て
か
ら
お
も
む
ろ
に
起
き
上
が
ろ
う
と
考
え
る
。
け
れ
ど
も
、
予
想
外
に
も
僧

た
ち
は
、
寝
て
い
る
子
供
を
起
こ
し
て
は
ま
ず
い
と
い
う
セ
リ
フ
を
残
し
て
、

「
か
い
も
ち
ひ
」
を
「
ひ
し
ひ
し
」
と
食
べ
始
め
る
。
し
ば
ら
く
は
待
っ
て
い
た

稚
児
も
つ
い
に
は
我
慢
し
き
れ
ず
、「
無
期
の
後
」
に
一
人
で
「
は
い
」
と
答
え
、

お
堂
は
大
笑
い
に
包
ま
れ
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
下
『
宇
治
拾
遺
』）
に
収

ま
る
有
名
な
「
児
の
空
寝
」
の
概
要
で
あ
る
。

す
で
に
こ
の
ま
と
め
方
の
中
に
、
あ
る
種
の
誘
導
が
潜
む
で
あ
ろ
う
が
、
こ

の
話
は
、「
か
い
も
ち
ひ
」を
め
ぐ
る
稚
児
の
さ
さ
や
か
な
羞
恥
心
と
さ
さ
や
か

な
欲
求
の
葛
藤
が
微
笑
ま
し
く
描
か
れ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
一

方
で
、
こ
の
話
は
、
僧
の
「
ひ
し
ひ
し
」
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
音
、
い
っ
せ

い
に
笑
い
出
す
僧
た
ち
の
眼
差
し
の
先
な
ど
か
ら
、
稚
児
の
心
理
的
葛
藤
の
話

と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
稚
児
の
様
子
に
気
づ
き
つ
つ
僧
た
ち
が
稚
児
の
様

子
を
面
白
お
か
し
く
見
守
る
話
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も

１
）

あ
る
。
こ

の
話
単
独
に
つ
い
て
の
第
一
印
象
で
言
え
ば
、
稚
児
が
返
事
を
す
る
「
無
期
の

後
」
と
い
う
時
間
認
識
表
現
は
、
稚
児
に
と
っ
て
気
の
遠
く
な
る
く
ら
い
に
待

た
さ
れ
る
時
間
が
長
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
し
、
そ
の
視
点
を
引
き
継
い

で
全
体
と
し
て
は
稚
児
の
話
と
し
て
し
か
受
け
止
め
に
く
い
。
け
れ
ど
も
前
者

の
よ
う
な
解
釈
・
把
握
に
も
一
理
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
多
様
な
受

け
止
め
方
だ
と
し
て
受
け
手
・
読
み
手
の
問
題
と
片
付
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

い
ま
先
だ
っ
て
、
解
釈
が
二
重
に
な
っ
て
決
し
に
く
い
例
を
挙
げ
る
な
ら
、

『
宇
治
拾
遺
』
第
一
一
一
話
「
歌
読
被
免
罪
事
」
が

２
）

あ
る
。
大
隅
守
は
、
現
地
の

郡
司
の
職
務
怠
慢
に
対
し
て
罰
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
姿
を
現
し
た
郡
司
の
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老
体
ぶ
り
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
許
そ
う
と
考
え
た
末
、
和
歌
で
も
詠
め
な

い
か
と
水
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
郡
司
は
見
事
に
和
歌
を
詠
ん
で
、

罰
を
う
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
巧
妙
な
和
歌
を

詠
む
こ
と
で
郡
司
が
利
益
す
な
わ
ち
免
罪
を
勝
ち
取
っ
た
歌
徳
説
話
と
ひ
と
ま

ず
把
握
で
き
る
。「
情
け
は
あ
る
べ
し
」、
す
な
わ
ち
、
人
は
和
歌
を
詠
め
る
よ

う
な「
情
け
」、も
の
の
情
趣
を
わ
か
る
心
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
べ
き
な
の
だ
、

と
い
う
話
末
評
語
も
そ
の
理
解
を
支
持
す
る
。
一
方
で
、
末
尾
の
「
い
み
じ
う

感
じ
て
許
し
け
り
」
も
含
め
て
、
主
体
は
す
べ
て
大
隅
守
で
描
か
れ
る
。
つ
ま

り
、
話
の
枠
組
み
と
し
て
は
歌
徳
説
話
、
す
な
わ
ち
郡
司
が
許
さ
れ
た
話
で
あ

る
も
の
の
、
こ
れ
を
支
え
る
表
現
は
結
果
と
し
て
大
隅
守
が
許
す
話
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
枠
組
み
と
表
現
の
ズ
レ
と

い
う
問
題
は
、
説
話
集
全
般
を
見
渡
し
て
必
ず
し
も
珍
し
く
は
な
い
。
と
は
い

え
、
話
末
評
語
に
戻
れ
ば
、「
人
は
い
か
に
も
情
け
は
あ
る
べ
し
」
と
い
う
「
情

け
」
は
、
大
隅
守
の
郡
司
を
許
そ
う
と
い
う
気
持
ち
に
も
対
応
し
て
く
る
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
話
を
動
か
し
た
の
は
、
大
隅
守
の「
情
け
」、
温
情
で
あ
る
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
一
見
、
意
味
決
定
の
迷
路
か
ら
抜
け
出
せ
な
く
な
り
そ
う

で
あ
る
。
和
歌
を
詠
め
る
力
を
指
示
す
る
に
は
「
情
け
」
は
迂
遠
な
表
現
で
あ

る
し
、
当
為
と
し
て
温
情
を
強
調
す
る
に
は
因
果
関
係
が
弱
い
し
、
ど
ち
ら
の

意
味
に
決
定
す
る
に
も
多
少
の
屈
折
を
経
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
歌
徳
説
話

と
い
う
第
一
の
枠
組
み
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
進
行
上
の
表
現
と
と
も
に
温
情
説
話

と
し
て
の
第
二
の
解
釈
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

本
稿
で
は
連
想
・
連
結
と

３
）

結
語
を
軸
に
し
て
こ
の
解
釈
の
枝
分
か
れ
を
『
宇

治
拾
遺
』
の
仕
組
み
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
評
語
の
二
重
性

如
上
の
問
題
点
に
照
ら
し
て
、
ま
ず
確
認
す
べ
き
点
を
本
節
で
は
押
さ
え
て

お
き
た
い
。
前
節
に
挙
げ
た
第
一
一
一
話
の
二
重
性
を
受
け
手
の
み
の
問
題
と

片
付
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
解
釈
決
定
に
際
し
て
の
い
さ
さ
か
の
曖
昧
さ
を
、

教
訓
的
な
こ
と
ば
、
一
義
的
に
伝
え
た
い
は
ず
の
部
分
に
残
す
こ
と
に
大
い
に

問
題
が
あ
り
、
な
お
か
つ
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
多
様
な
言
語
遊
戯
の

４
）

存
在

か
ら
そ
れ
を
表
現
上
の
未
熟
さ
と
し
て
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
・
誰

の
「
情
け
」
か
曖
昧
で
は
教
訓
が
伝
わ
ら
な
い
。
こ
の
二
重
性
の
発
生
が
そ
の

際
に
話
の
結
び
で
あ
る
話
末
評
語
を
起
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
た

い
。『
今
昔
物
語
集
』
や
『
古
本
説
話
集
』
と
同
文
の
こ
の
話
は
、
潜
在
的
に
二

重
性
を
抱
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
別
の
見
方
で
は
、
そ
れ
を『
宇

治
拾
遺
』は
話
末
評
語
を
一
つ
挟
む
だ
け
で
、
重
層
化
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
評
語
の
作
為
性
と
受
け
止
め
て
、
そ
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
事
例
を
挙

げ
て
お

５
）

こ
う
。

第
一
六
五
話
「
夢
買
人
事
」
を
挙
げ
る
。
夢
解
き
の
女
の
も
と
で
備
中
守
が

吉
夢
と
夢
合
わ
せ
さ
れ
た
一
部
始
終
を
「
ま
き
人
」
が
盗
み
聞
き
す
る
。
女
を

脅
し
て
、
吉
夢
を
横
取
り
し
た
「
ま
き
人
」
は
、
そ
の
後
成
功
し
て
渡
唐
後
は

帝
に
重
用
さ
れ
た
一
方
で
、
備
中
守
長
男
は
無
官
で
生
涯
を
終
え
た
と
い
う
。

左
は
こ
の
一
話
の
最
後
の
部
分
に
当
た
る
。

そ
の
後
、
文
を
習
ひ
読
み
た
れ
ば
、
た
だ
通
り
に
通
り
て
、
才
あ
る
人

に
な
り
ぬ
。
お
ほ
や
け
聞
こ
し
召
し
て
、
心
み
ら
る
る
に
、
ま
こ
と
に
才

― ―2



深
く
あ
り
け
れ
ば
、
唐
土
へ
「
物
よ
く
よ
く
習
へ
」
と
て
つ
か
は
し
て
、

久
し
く
唐
土
に
あ
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
事
ど
も
習
ひ
伝
へ
て
帰
り
た
り
け

れ
ば
、
帝
、
か
し
こ
き
物
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
次
第
に
な
し
上
げ
給
ひ
て
、

大
臣
ま
で
に
な
さ
れ
に
け
り
。

Ａ

さ
れ
ば
、
夢
取
る
こ
と
は
げ
に
か
し
こ
き
事
な
り
。

か
の
夢
取
ら
れ
た
り
し
備
中
守
の
子
は
、司
も
な
き
物
に
て
や
み
に
け
り
。

夢
を
と
ら
れ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
大
臣
ま
で
も
な
り
な
ま
し
。Ｂ

さ
れ
ば
、
夢

を
人
に
聞
か
す
ま
じ
き
な
り
と
い
ひ
伝
へ
た
り
。

波
線
部
Ａ
は
、
大
半
の
注
釈
書
で
は
「
か
し
こ
し
」
が
「
お
そ
ろ
し
い
・
そ
ら

お
そ
ろ
し
い
こ
と
だ
」
と
な
っ
て

６
）

い
る
。
改
段
を
施
し
て
ま
と
め
た
場
合
、
Ａ

以
後
が
一
段
落
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
一
群
で
は
確
か
に

夢
を
取
ら
れ
た
備
中
守
の
息
子
の
哀
れ
な
行
く
末
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
恐
ろ
し

い
」と
い
う
理
解
は
こ
の
内
容
と
呼
応
す
る
も
の
と
言
え
る
。「
他
人
が
自
分
の

あ
る
い
は
別
人
の
夢
を
取
る
こ
と
は
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
」と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

夢
を
取
ら
れ
た
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
「
夢
取
る
」
こ
と
の
恐

る
べ
き
力
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
右
の
よ
う
に
こ
の
改
段
を
ず
ら
し
て
評
語
の
覆
う
枠
取
り
を
い
さ

さ
か
変
更
さ
せ
て
み
る
と
、
こ
こ
ま
で
語
ら
れ
て
い
た
行
動
主
体
、「
ま
き
人
」

の
話
と
し
て
も
把
握
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
第
一
六
五
話
に
関
し
て
は
、
注
釈

書
な
ど
で
も
関
連
す
る
事
例
と
し
て
再
三
指
摘
の
あ
る
平
仮
名
本『
曽
我
物
語
』

巻
四
の
中
に
、
北
条
政
子
が
妹
か
ら
吉
夢
を
直
接
買
い
取
る
こ
と
に
成
功
し
、

繁
栄
を
つ
か
む
逸
話
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
妹
の
見
た
不
思
議
な
夢
を
判
断
す
る

際
に
、「
さ
て
も
こ
の
二
十
一
の
君
、
女
性
な
が
ら
、
才
覚
人
に
す
ぐ
れ
し
か
ば
、

か
や
う
の
事
を
お
も
ひ
い
だ
し
け
る
に
や
」
と
過
去
の
夢
の
前
例
に
思
い
当

た
っ
て
、
そ
の
才
覚
が
評
価
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
夢
を
取
る
側
が
う
ま
く
立
ち

回
る
と
い
う
把
握
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
単
純
な
比
較
は
難
し
い
が
、
Ａ
の
評
語

は
ま
さ
し
く
こ
の
把
握
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。「
さ
れ
ば
」と
い
う
因
果
関
係

を
導
く
接
続
詞
が
、
直
前
の
文
脈
を
う
け
る
と
考
え
れ
ば
、
帝
が
「
ま
き
人
」

を
評
し
て
「
か
し
こ
し
」
と
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
取
る
側
に
「
か

し
こ
さ
」（
巧
妙
さ
・
機
転
）
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
わ

け
で
あ
る
。

く
わ
え
て
一
点
、
末
尾
の
Ｂ
、
二
つ
目
の
話
末
評
語
を
見
て
み
る
と
、「
さ
れ

ば
人
に
夢
を
聞
か
す
ま
じ
き
な
り
」
と
い
う
言
い
伝
え
が
紹
介
さ
れ
る
。
数
あ

る
夢
合
わ
せ
の
中
で
は
、
他
人
に
対
し
て
夢
を
語
る
こ
と
の
危
険
性
を
訴
え
る

こ
と
ば
が
し
ば
し
ば
含
ま
れ
る
が
、こ
こ
も
そ
の
同
列
に
並
ぶ
も
の
と
言
え
る
。

本
文
に
対
応
さ
せ
れ
ば
、「
人
」
と
は
具
体
的
に
は
「
ま
き
人
」
を
指
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
北
条
政
子
の
逸
話
と
は
違
い
、「
ま
き
人
」が
夢
を
横

取
り
す
る
た
め
に
は
、
夢
解
き
の
女
が
欠
か
せ
な
い
。
じ
つ
は
、
夢
解
き
の
女

は
共
犯
関
係
に
な
る
存
在
と
し
て
も
浮
か
ん
で
く
る
。
女
の
判
断
の
い
き
さ
つ

は
と
も
か
く
も
、「
あ
な
か
し
こ
あ
な
か
し
こ
、
人
に
語
り
給
ふ
な
」と
備
中
守

の
息
子
に
他
言
を
は
ば
か
る
よ
う
注
意
し
た
は
ず
の
女
が
、
す
ぐ
後
で
「
ま
き

人
」
の
横
取
り
に
実
質
的
に
荷
担
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
と
Ｂ
の
評
語
を

重
ね
て
み
れ
ば
、
女
に
夢
を
聞
か
せ
て
い
た
が
、
同
時
に
「
ま
き
人
」
に
夢
を

盗
み
聞
き
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
の
話
末
評
語
は
、

夢
を
む
や
み
に
人
に
語
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
教
訓
と
し
て
も
っ
と
も
ら
し

い
枠
組
み
を
第
一
義
的
に
提
示
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
夢
を
合
わ
せ
る
場
、
あ

る
い
は
夢
合
わ
せ
そ
の
も
の
の
危
険
性
を
第
二
義
的
に
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
文

― ―3
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言
と
な
っ
て

７
）

い
る
。

夢
を
取
ら
れ
た
話
で
あ
れ
ば
定
型
的
な
他
人
に
聞
か
せ
て
は
い
け
な
い
と
い

う
枠
組
み
に
ひ
と
ま
ず
収
ま
る
が
、
夢
を
取
っ
た
話
で
あ
れ
ば
い
わ
ば
不
可
避

の
状
況
の
も
と
に
夢
を
強
奪
し
た
わ
け
だ
か
ら
夢
合
わ
せ
自
体
の
危
険
性
に
つ

な
が
る
話
と
も
な
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
の
親
和
性
は
必
然
と
は
言
え
な
い
も

の
の
、
二
通
り
に
分
か
れ
た
把
握
は
さ
ら
に
二
通
り
の
教
訓
理
解
の
中
に
広
げ

ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う
一
例
を
挙
げ
る
。
第
一
九
〇
話
「
土
佐
判
官
代
通
清
、
人
違
関

白
殿
合
奉
事
」
を
見
て
お
き
た
い
。

こ
れ
も
今
は
昔
、
土
佐
判
官
代
通
清
と
い
ふ
も
の
有
け
り
。
歌
を
よ
み
、

源
氏
、
狭
衣
な
ど
を
う
か
べ
、
花
の
下
、
月
の
前
と
す
き
あ
り
き
け
り
。

（

中

略

）そ
の
時
、
通
清
あ
わ
て
騒
ぎ
て
、
前
よ
り
ま
ろ
び
落
ち
け

る
ほ
ど
に
、
烏
帽
子
落
ち
に
け
り
。Ａ

い
と
い
と
不
便
な
り
け
り
と
か
。

Ｂ

過
ぎ
ぬ
る
者
は
、
す
こ
し
を
こ
に
も
あ
り
け
る
に
や
。

風
雅
を
愛
す
る
数
寄
者
の
通
清
は
、後
徳
大
寺
左
大
臣
か
ら
花
見
に
誘
わ
れ
て
、

喜
ん
で
ぼ
ろ
牛
車
に
乗
っ
て
出
か
け
る
。
途
中
で
後
ろ
か
ら
牛
車
が
来
る
こ
と

に
気
付
く
と
、
そ
の
車
を
左
大
臣
の
牛
車
だ
と
早
合
点
し
、
後
ろ
を
開
け
て
声

を
上
げ
て
呼
び
寄
せ
る
。
し
か
し
関
白
の
車
で
あ
っ
た
た
め
、
関
白
の
随
身
は

問
答
無
用
で
牛
車
の
後
ろ
の
簾
を
切
り
落
と
し
て
し
ま
う
。
慌
て
た
通
清
は
前

の
方
に
転
が
っ
て
烏
帽
子
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
感
想

に
あ
た
る
波
線
部
Ａ
に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
不
便
」
を
「
不
憫
・
気
の
毒
」
と

考
え
れ
ば
、
烏
帽
子
を
落
と
し
頭
頂
部
を
露
わ
に
し
て
哀
れ
な
姿
を
さ
ら
し
た

通
清
に
対
す
る
同
情
的
な
視
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
の
当
時
の

路
頭
礼
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
牛
車
か
ら
下
車
す
る
こ
と
も
ま
し
て
や
牛
車

を
停
車
さ
せ
る
こ
と
も
せ
ず
に
、
礼
節
を
度
外
視
し
て
通
清
は
後
徳
大
寺
左
大

臣
に
声
を
か
け
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
通
清
の
行
動
を
苦
々
し
く
思

う
な
ら
、
失
態
を
咎
め
立
て
さ
れ
て
さ
ら
に
醜
態
を
さ
ら
す
通
清
の
一
連
の
行

動
に
対
し
て
「
不
便
」
を
「
不
都
合
だ
・
困
っ
た
こ
と
だ
」
と
い
う
よ
う
に
受

け
止
め
る
こ
と
も
で

８
）

き
る
。
こ
の
よ
う
に
受
け
手
の
態
度
に
応
じ
て
変
化
す
る

よ
う
に
、
決
定
不
能
な
語
彙
が
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
末
尾
の
波
線
部
Ｂ
で
は
、
行
き
過
ぎ
た
者
を
咎
め
る
よ

９
）

う
な

終
わ
り
方
と
な
っ
て
い
る
。
通
清
の
過
剰
な
行
為
（「
過
ぎ
ぬ
る
」）
に
つ
い
て

「
を
こ
」
と
評
す
る
が
、
批
判
を
和
ら
げ
た
「
少
し
」
と
い
う
文
言
で
同
情
的
な

「
不
便
」の
意
に
対
応
す
る
。
無
礼
な
行
為
を
厳
し
く
捉
え
る
、
非
難
め
い
た「
不

便
」
は
、
こ
の
行
為
を
通
清
と
い
う
個
人
で
は
な
く
「
好
き
ぬ
る
者
」
と
読
ん

で
数
寄
者
全
般
に
敷
衍
す
る
。「
少
し
」は
個
別
的
な
異
常
性
を
全
体
に
均
す
表

現
と
し
て
据
え
ら
れ
る
こ
と
に

10
）

な
る
。
数
寄
者
が
一
風
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う

の
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
が
、
数
寄
者
全
般
を
否
定
的
に
捉
え
て
し
ま
う

の
も
、
貴
人
の
横
暴
を
痛
感
・
憤
慨
す
る
者
、
あ
る
い
は
数
寄
者
を
好
意
的
に

受
け
止
め
る
者
が
お
そ
ら
く
持
つ
で
あ
ろ
う
同
情
的
視
点
か
ら
向
か
う
と
、
い

さ
さ
か
突
き
放
し
た
言
い
方
で
あ
る
。「
不
便
」「
す
き
ぬ
る
」
の
こ
の
組
み
合

わ
せ
の
親
和
性
は
必
然
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
二
通
り
に
分
か
れ
た
把
握

に
緩
や
か
に
応
じ
る
よ
う
に
二
通
り
に
な
り
得
る
結
語
が
敷
か
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
通
り
に
と
れ
る
決
定
不
能
な
主
体
が
、
二
通
り
に
と
れ
る
決
定
不
能
な
語

彙
に
支
え
ら
れ
て
い
る
問
題
が
、一
話
の
ま
と
め
を
兼
ね
る
話
末
場
面
に
現
れ
、
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顕
在
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
主
体
の
決
定
に
曖
昧
さ
が
残
さ
れ
る
と
い

う
問
題
が
、
評
語
と
い
う
説
話
素
材
に
対
す
る
語
り
手
の
な
ま
の
こ
と
ば
、
そ

の
評
語
に
あ
た
る
部
分
に
含
ま
れ
る
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
ま
ず
は
、
枠
組
み
と
表
現
の
ズ
レ
の
両
方
を
今
こ
の
『
宇

治
拾
遺
』
の
評
語
は
露
わ
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
意
味
合
い
を
決
定
す
る
際
に
第
一
義
的
な
も
の
と
は
別
の
躊
躇
い
が

残
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
表
現
が
『
宇
治
拾
遺
』
の
評
語
に
見
受
け
ら
れ
る
と

い
う
現
象
、
な
ら
び
に
二
通
り
の
読
み
を
可
能
に
す
る
枝
分
か
れ
に
つ
い
て
確

認
し
た
。三

、
対
と
捉
え
る
発
想

情
報
・
素
材
の
受
け
渡
し
、【
語
り
手
｜

情
報
）｜
受
け
手
】
と
い
う
関
係
に

あ
っ
て
、
伝
承
と
は
、
一
次
的
な
受
け
手
が
二
次
的
に
語
り
手
に
変
化
し
て
い

く
こ
と
、
そ
の
連
続
を
意
味
す
る
。
情
報
の
追
加
・
削
除
と
い
っ
た
明
示
的
な

部
分
に
限
ら
ず
、
解
釈
に
も
必
然
的
に
そ
の
変
化
は
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

説
話
集
に
説
話
素
材
が
収
め
ら
れ
る
の
は
、
一
次
的
な
受
け
手
と
二
次
的
な
語

り
手
と
い
う
同
一
人
物
・
同
一
主
体
が
、
一
次
的
な
語
り
手
と
葛
藤
す
る
場
面

で
も
あ
る
よ
う
に
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
説
話
素
材
に
は
潜
在
的
な
複
数
の
語

り
手
、
す
な
わ
ち
多
層
の
解
釈
が
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
る
と
し
ば
し

ば
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
伝
わ
る
の
か
と
い
う
受

け
手
の
問
題
も
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
多
層
性
は
限
り
な
い
。

『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
二
重
性
の
問
題
の
端
緒
と
言
え
る
益
田
勝

11
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美
論
は
、

隣
り
合
う
話
同
士
の
連
想
を
、
目
的
的
な
利
用
や
主
題
に
直
接
に
関
わ
ら
な
い

点
に
ま
で
認
め
、
作
品
の
編
纂
・
配
列
原
理
と
し
て
そ
の
連
想
が
『
宇
治
拾
遺
』

の
成
立
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
通
し
た
。
そ
し
て
、
緊
密
な
構

成
を
あ
る
種
の
論
点
と
し
て
、
次
の
話
を
紡
い
で
い
く
方
法
と
し
て
連
想
と
い

う
も
の
が
捉
え
ら
れ
た
。
二
話
を
一
組
に
考
え
て
隣
り
合
う
一
話
一
話
に
共
通

項
が
常
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
通
り
の
把
握
に
支
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
益
田
論
は
、
一
つ
の
説
話
素
材
を
複
数
に
切
り
直
し
て
い
く『
宇
治
拾
遺
』

の
特
性
を
捉
え
て
お
り
、こ
こ
ま
で
の
稿
者
の
主
張
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

さ
ら
に
語
り
手
・
作
り
手
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
連
想

原
理
を
、
受
け
手
の
問
題
と
し
て
の
可
能
性
の
中
に
考
え
よ
う
と
す

12
）

る
論
に
も

展
開
さ
れ
た
。

話
が
並
べ
ら
れ
る
際
に
絶
え
ず
新
し
い
連
想
に
よ
っ
て
次
の
話
が
紡
が
れ
る

と
い
う
仮
定
に
基
づ

13
）

け
ば
、
配
列
・
構
成
に
関
わ
る
語
り
手
の
連
想
は
話
を
つ

な
ぐ
ご
と
に
働
く
の
だ
か
ら
、
原
理
的
に
言
え
ば
接
続
面
が
二
つ
、
前
話
と
の

つ
な
が
り
、
次
話
と
の
つ
な
が
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
二
つ
が
必
要
に
な
る
。

該
当
話
を
中
心
に
据
え
れ
ば
、
前
話
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
読
み
、
次
話
と

の
つ
な
が
り
を
考
え
る
二
層
的
な
読
み
が
あ
る
と
言
え
る
。
と
す
れ
ば
、『
宇
治

拾
遺
』
は
同
時
に
二
種
の
視
点
を
常
に
抱
え
る
か
、
あ
ら
た
め
て
別
の
視
点
で

読
む
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
言
う
な
れ
ば
、
そ
の
読
み
に
基
づ
い
て
『
宇
治

拾
遺
』
に
は
二
重
な
い
し
二
回
の
分
裂
し
た
語
り
手
が
複
数
に
い
る
と
仮
に
想

定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
そ
の
二
つ
目
が
ど
の
程
度
に
読
み
や
受
け
取

り
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
想
に
基
づ
く
捉
え
方
は
、
そ
こ
に

二
重
の
視
点
が
展
開
さ
れ
、
連
想
が
逆
戻
り
し
て
別
の
解
釈
が
生
ま
れ
る
と
き

に
、
二
重
性
が
露
わ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
受
け
手
に
と
っ
て

は
、
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
連
想
の
逆
流
が
解
釈
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
き
、
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す
な
わ
ち

14
）

連
結
す
る
と
き
、
よ
う
や
く
明
ら
か
な
形
で
そ
こ
に
二
つ
目
の
読
み

が
表
れ
、
同
時
に
分
裂
し
た
語
り
手
が
登
場
す
る
。

そ
こ
で
、
解
釈
の
二
重
性
と
い
う
『
宇
治
拾
遺
』
の
特
性
と
、
連
想
の
順
逆

二
方
向
性
の
側
面
を
、
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。
問
題
提
起
を
し
て
お
い
た

「
児
の
空
寝
」に
話
を
戻
そ
う
と
思
う
が
、
そ
の
た
め
に
次
の
話
に
つ
い
て
考
え

て
お
こ
う
。

第
一
三
話
「
田
舎
児
見
桜
散
泣
事
」
は
第
一
二
話
と
同
じ
比
叡
山
の
稚
児
に

関
わ
る
出
来
事
で
あ
る
。
見
事
な
桜
を
風
が
は
げ
し
く
散
ら
し
て
い
る
。
そ
れ

を
前
に
涙
を
流
す
稚
児
を
目
撃
し
た
僧
侶
が
そ
っ
と
寄
っ
て
い
っ
て
な
だ
め
る

が
、
稚
児
は
桜
で
は
な
く
田
舎
の
父
親
の
作
る
麦
の
花
が
散
る
こ
と
を
嘆
い
て

い
る
の
だ
と
泣
い
た
。
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
を
う
け
て
、「
う
た
て
し
や
な
」

と
い
う
不
快
感
を
表
す
感
想
を
付
し
て
一
話
を
閉
じ
る
。

「
う
た
て
し
や
な
」に
関
し
て
は
す
で
に
丁
寧
な
ま
と
め
が
あ
り
、
実
は
解
釈

上
の
問
題
が
あ
る
。
①
風
流
を
解
さ
な
い
稚
児
の
田
舎
じ
み
た
反
応
に
対
す
る

語
り
手
の
非
難
、
②
稚
児
と
僧
の
意
識
の
す
れ
違
い
に
対
す
る
あ
て
こ
す
り
の

表
明
、
③
真
剣
な
稚
児
の
悩
み
に
対
し
て
、
定
型
的
な
思
考
で
慰
め
る
僧
に
対

す
る
皮
肉
。
こ
れ
ら
の
整
理
を
し
た
上
で
、「
一
元
的
に
解
釈
で
き
る
根
拠
が
な

く
、『
宇
治
拾
遺
』
語
り
手
の
戦
略
と
し
て
あ
る
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
提
起

に

15
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続
く
。「
う
た
て
し
や
な
」と
い
う
感
想
が
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
わ
か

ら
な
い
、
と
同
時
に
そ
れ
は
決
定
さ
れ
な
い
よ
う
な
あ
る
種
の
企
み
な
の
だ
と

い
う
こ
と
で
、
こ
の
見
解
に
は
同
意
で
き
る
。
僧
の
思
惑
と
稚
児
の
心
情
の
ズ

レ
が
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
①
僧
の
思
惑
か
ら
外
れ
た
稚
児

に
対
す
る
も
の
、
②
僧
の
思
惑
が
外
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
③
僧
の
思
惑
の
浅

さ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
の
「
う
た
て
し
」
と
な
り
、
僧
に
同
調
す
る
よ
う
な

「
う
た
て
し
」
と
、
僧
の
失
敗
に
対
す
る
「
う
た
て
し
」
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め

直
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
二
重
性
は
僧
の
行
動
に
対
し
て
、
僧
へ
肩
入
れ
す
る
か

否
か
と
い
っ
た
視
点
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
僧
の
思

惑
と
は
何
か
と
い
う
検
討
が
欠
か
せ
な
い
。
す
で
に
本
話
に
関
し
て
も
指
摘
の

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
寺
院
に
お
け
る
稚
児
は
、
僧
と
の
間
に
男
色
関
係
を

結
ぶ
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

16
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い
る
。
こ
う
な
る
と
「
や
は
ら
」
そ
っ
と
近
づ
い
て

い
く
僧
の
行
為
は
、
あ
る
者
に
は
ス
マ
ー
ト
な
博
愛
主
義
に
見
え
る
し
、
他
の

者
に
は
あ
け
す
け
な
下
心
が
透
け
て
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
稚
児
と

僧
と
い
う
一
対
一
の
関
係
に
、
僧
の
稚
児
に
対
す
る
憧
憬
の
視
線
を
ど
こ
ま
で

持
ち
込
む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
僧
の
思
惑
自
体
に
対
す

る
好
悪
の
感
覚
も
ま
た
こ
の
一
話
の
把
握
に
関
わ
っ
て
く
る
。
た
だ
個
人
的
な

感
想
と
し
て
は
、
①
の
よ
う
に
、
田
舎
の
し
か
も
子
供
を
捕
ま
え
て
き
て
、
都

の
知
識
階
級
に
属
す
る
側
が
、
都
に
馴
染
ま
ぬ
そ
の
価
値
観
を
非
難
す
る
と
い

う
の
は
、
稚
児
に
過
度
の
幻
想
を
抱
く
よ
う
な
偏
っ
た
見
方
に
思
わ
れ
る
。
け

れ
ど
も
、
期
待
を
抱
く
僧
の
見
方
に
肩
入
れ
す
れ
ば
、
状
況
は
変
わ
る
は
ず
だ
。

さ
て
、
第
一
二
話
で
は
じ
め
に
取
り
上
げ
た
解
釈
・
把
握
の
二
重
性
は
、
読

み
の
視
点
の
中
心
を
ど
こ
に
据
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、「
無

期
の
後
」
に
着
目
す
れ
ば
、
稚
児
の
視
点
を
中
心
的
に
設
定
す
る
の
が
最
善
で

は
な
い
か
と
い
う
第
一
印
象
を
述
べ
た
。「
笑
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」と
い
う
表

現
で
は
、
い
っ
せ
い
に
爆
笑
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
笑
い
が
笑
い
を
呼
ぶ
よ
う

に
哄
笑
が
起
き
た
の
か
を
決
定
で
き
な
い
か
ら
、
僧
の
反
応
を
根
拠
に
僧
の
い

た
ず
ら
心
が
第
一
二
話
の
中
で
不
可
欠
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
僧
の
い
た
ず

ら
心
が
前
面
に
出
て
く
る
に
は
、
僧
に
密
着
し
た
視
点
、
僧
自
身
の
視
線
が
受
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け
手
の
中
に
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
稚
児
の
心
中
に

即
し
た
一
連
の
表
現
が
あ
っ
て
な
お
か
つ
そ
の
心
理
的
共
有
に
誘
惑
さ
れ
な
い

な
ら
ば
、稚
児
の
心
情
を
見
透
か
し
た
立
ち
位
置
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
言
え
第
一
三
話
の
「
う
た
て
し
や
な
」
の
①
と
つ
な
が
る
な
ら
、
僧
の
稚

児
へ
の
期
待
と
相
ま
っ
て
そ
の
視
線
は
む
げ
に
で
き
な
い
。

ま
た
定
型
的
な
対
応
を
な
じ
る
よ
う
な
③
の
痛
烈
さ
は
、
子
ど
も
を
保
護
の

対
象
と
見
な
い
限
り
出
て
こ
な
い
見
方
だ
ろ
う
。け
れ
ど
も
そ
れ
が
稚
児
な
ら
、

②
と
同
様
に
結
局
は
寺
院
の
秩
序
の
中
に
成
立
す
る
以
上
、
稚
児
へ
の
憧
憬
が

あ
り
、
稚
児
の
歓
心
を
買
お
う
と
す
る
僧
の
姿
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
う
た
て
し
や
な
」
と
い
う
感
想
は
、
僧
の
思
惑
を
斟
酌

し
て
い
く
中
で
、
稚
児
に
注
が
れ
る
熱
い
ま
な
ざ
し
を
浮
き
彫
り
に
す
る
よ
う

な
働
き
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
注
が
れ
る
ま
な
ざ

し
を
重
ね
て
、
も
し
第
一
二
話
に
戻
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
僧
視
点
の
話
と
し
て

捉
え
直
す
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
稚
児
の
視
点
、
僧
の
視
点
、
僧

を
見
る
視
点
の
上
に
読
み
が
絡
み
合
い
揺
れ
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
が

読
み
の
必
然
と
し
て
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

第
一
節
で
の
問
い
か
け
に
戻
る
な
ら
ば
、次
の
よ
う
な
説
明
の
順
序
に
な
る
。

第
一
二
話
の
理
解
は
ど
う
や
ら
第
一
三
話
の
理
解
と
も
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ

の
第
一
三
話
の
理
解
は
「
う
た
て
し
や
な
」
と
い
う
評
の
受
け
止
め
方
に
表
れ

る
。
評
語
に
お
い
て
主
体
や
視
点
に
二
重
性
を
作
り
出
す
作
為
を
認
め
る
な
ら

ば
、
解
釈
の
な
か
な
か
定
ま
ら
な
い
「
う
た
て
し
や
な
」
を
配
置
す
る
こ
と
は
、

第
一
三
話
理
解
の
多
様
性
を
語
り
手
自
身
が
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
裏

返
し
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
第
一
三
話
の
「
う
た
て
し
や
な
」
の
多
様
性
は
第

一
二
話
理
解
に
呼
応
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
け
手
に
よ
っ
て
解
釈
が
異

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
は
、
視
点
の
置
き
所
に
よ
っ
て
解
釈
が
変
わ
る
こ

と
が
既
に
想
定
さ
れ
て
い
る
語
り
手
の
問
題
と
し
て
ま
ず
は
受
け
止
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
な
答
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
う
た
て
し
や
な
」の
理

解
は
第
十
二
話
の
読
み
直
し
を
要
求
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
こ
こ
で
は
一
義
的
な
解
釈
が
決
定
し
に
く
い
中
に
あ
っ
て
、
あ
る
読
解

の
ル
ー
ト
を
仮
想
し
て
み
よ
う
。
第
一
二
話
は
稚
児
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
話
、
第

一
三
話
は
梯
子
を
下
ろ
さ
れ
る
僧
の
下
心
の
話
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
僧
の
ま

な
ざ
し
が
第
一
二
話
に
浸
潤
す
る
と
き
、
僧
の
些
細
な
か
ら
か
い
の
話
へ
と
揺

さ
ぶ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
稚
児
の
味
わ
う
「
無
期
の
後
」

を
理
解
し
な
が
ら
、
僧
が
稚
児
を
笑
う
話
と
捉
え
る
に
は
屈
折
が
あ
る
。
稚
児

の
ほ
ほ
え
ま
し
い
葛
藤
の
裏
に
、
実
は
僧
の
企
み
が
う
か
が
え
る
と
い
う
こ
と

で
、
そ
れ
は
焦
点
を
ず
ら
す
中
に
出
て
く
る
読
み
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
今
の

こ
の
順
な
ら
ば
「
無
期
の
後
」
は
期
待
す
る
僧
の
待
つ
時
間
と
も
重
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
話
の
二
重
性
と
は
、
初
め
か
ら
終
わ
り
に
単
一
に
進
ん
で
い
く
よ
う
な

連
想
的
発
想
で
は
捉
え
き
れ
ず
、
連
結
的
発
想
に
よ
っ
て
相
互
の
解
釈
を
揺
さ

ぶ
る
中
に
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。ひ
と
つ
の
話
が
隣
の
話
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、

二
重
性
が
露
わ
に
な
る
こ
と
、『
宇
治
拾
遺
』で
は
そ
こ
に
結
語
が
関
わ
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

わ
か
り
や
す
い
例
を
取
り
上
げ
た
い
。
第
一
五
五
話
「
宗
行
郎
等
射
虎
事
」

に
新
羅
の
国
に
渡
っ
た
壱
岐
国
の
武
者
が
彼
の
地
で
虎
退
治
を
や
す
や
す
と
成

し
遂
げ
、
日
本
の
兵
の
勇
名
を
馳
せ
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
そ
の
次
の
第
一
五

六
話
「
遣
唐
使
子
被
食
虎
事
」
に
は
、
遣
唐
使
で
中
国
に
渡
っ
た
人
が
、
子
ど

も
を
虎
に
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
仇
討
ち
に
そ
の
虎
を
斬
殺
し
、
兵
の
方
面
で
の
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日
本
の
評
判
が
高
ま
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
第
一
五
六
話
の
終
わ
り
に
「
め

で
け
れ
ど
、
子
死
に
け
れ
ば
、
何
に
か
は
せ
ん
」
と
兵
の
評
判
の
無
意
味
さ
を

言
う
。
似
た
よ
う
な
話
が
二
話
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
直
前
の
第
一
五

五
話
の
話
の
受
け
止
め
方
も
、
武
勇
に
お
い
て
他
国
に
比
べ
た
日
本
の
優
位
さ

を
単
純
に
褒
め
あ
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
の
方
向
の
修
正
、
条
件
付
き
の
称
賛
に
格

下
げ
さ
れ
る
な
ど
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
似
た
筋
立
て
で

あ
れ
ば
、
そ
こ
に
明
ら
か
な
導
火
線
を
た
ど
っ
て
解
釈
が
逆
流
し
て
い
く
の
だ

か
ら
、

似
て
い
る

共
通
し
て
い
る

と
い
う
枠
組
み
を
設
定
す
る
か
否
か

が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
読
み
は
、
何
を
ど
う
一
緒
に
考
え

る
の
か
、
つ
な
げ
て
考
え
る
の
か
、
ば
ら
ば
ら
に
考
え
る
の
か
の
問
題
で
、
連

想
の
問
題
と
地
続
き
に
あ
る
。
そ
こ
に
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
連
続
性
が
明

ら
か
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
お
ぼ
ろ
げ
で
あ
る
か
の
差
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
曖

昧
な
部
分
に
つ
い
て
評
語
・
結
語
が
架
橋
し
連
結
を
誘
う
の
で
あ
る
。

一
つ
一
つ
の
話
を
区
切
っ
て
理
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も
ひ
と
か
た
ま
り
の
主

題
で
捉
え
る
か
、あ
る
い
は
緩
や
か
な
ま
と
ま
り
で
と
ら
え
る
か
、そ
れ
に
よ
っ

て
内
容
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
し
て
い
る
二
重
性
で
あ
る
。『
宇
治
拾

遺
』の
場
合
で
言
え
ば
、

緩
や
か
な
ま
と
ま
り

で
把
握
す
る
視
点
に
よ
っ
て
、

解
釈
や
把
握
の
変
更
が
、
こ
れ
ま
た
緩
や
か
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
言
わ
ば
強
制
の
な
い
ス
イ
ッ
チ
が
仕
掛
け
ら
れ
て

17
）

い
る
。

そ
し
て
、
い
ま
こ
こ
で
再
三
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
説
話
素
材
の
把
握
の

仕
方
が
受
け
手
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
語
り
手
の
こ
と
ば
・
ま
と
め

を
起
点
と
し
て
把
握
に
ズ
レ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

四
、
結
語
の
越
境

こ
の
よ
う
に
話
を
対
と
し
て
連
結
し
て
捉
え
る
か
否
か
は
、
語
り
手
と
受
け

手
の
説
話
素
材
を
挟
ん
だ
綱
引
き
に
な
る
と
も
見
え
る
。
用
語
の
問
題
で
言
え

ば
、
連
想
は
想
像
に
よ
る
結
合
で
あ
り
、
連
結
は
解
釈
上
の
結
合
で
あ
る
。
語

り
の
熱
情
を
問
題
に
し
た
り
、
連
想
の
共
有
に
よ
る
漠
然
と
し
た
共
感
を
受
け

手
の
中
に
想
定
し
た
り
す
る
こ
と
自
体
は
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
。
け
れ
ど

も
、
連
想
の
中
に
つ
な
が
り
の
強
い
も
の
を
認
め
て
一
話
単
位
の
解
釈
を
揺
さ

ぶ
る
と
い
う
、
連
結
（
二
話
な
ら
対
把
握
）
の
作
為
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

も
ま
た
、『
宇
治
拾
遺
』を
捉
え
る
重
要
な
方
法
で
あ

18
）

ろ
う
。
そ
こ
で
、
起
点
と

な
る
評
語
の
位
置
が
今
度
は
前
の
話
に
あ
る
場
合
を
取
り
上
げ
て
連
結
の
問
題

を
考
え
て
み
る
。

第
一
八
三
話
「
大
将
慎
事
」
を
挙
げ
る
。
近
衛
大
将
に
厳
重
な
慎
み
が
必
要

だ
と
い
う
勘
文
を
う
け
て
、
時
の
右
大
将
実
頼
は
さ
ま
ざ
ま
な
祈
祷
を
さ
せ
て

い
た
が
、
一
方
で
日
頃
か
ら
祈
祷
を
引
き
受
け
て
い
た
法
蔵
僧
都
は
、
時
の
左

大
将
仲
平
か
ら
呼
ば
れ
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
っ
て
事
情
を
尋
ね
る
。
自
分
が

厳
重
な
慎
み
を
行
う
こ
と
は
、
若
き
才
人
で
あ
る
も
う
一
人
の
大
将
に
よ
く
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仲
平
の
答
え
に
、
そ
の
心
が
け
な
ら
ば
無
事
に
済

む
だ
ろ
う
と
僧
都
は
戻
っ
て
い
く
。
自
分
の
こ
と
よ
り
も
他
人
の
こ
と
・
朝
廷

の
こ
と
を
案
ず
る
そ
の
心
持
ち
が
称
賛
さ
れ
る
話
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ

か
ら
、
話
末
の
ま
と
め
、
評
語
に
あ
る

さ
れ
ば
、
げ
に
こ
と
な
く
て
、
大
臣
に
成
り
て
、
七
十
余
ま
で
な
ん
お
は
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し
け
る
。

は
「
だ
か
ら
、
本
当
に
何
事
も
な
く
て
、
大
臣
に
な
っ
て
、
七
十
過
ぎ
ま
で
生

き
た
」
と
、
こ
う
し
た
他
者
へ
の
思
い
や
り
と
自
己
犠
牲
の
真
心
が
か
え
っ
て

幸
運
を
呼
ぶ
と
い
う
ま
と
め
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
話
の
第
一
八
四
話
「
御
堂
関
白
御
犬
、
晴
明
等
奇
特
事
」
は
、
陰
陽
師
の

呪
詛
を
道
長
の
愛
犬
が
察
知
し
、
陰
陽
師
の
晴
明
に
探
ら
せ
る
と
、
犯
人
の
道

摩
法
師
を
突
き
止
め
た
が
、
そ
の
黒
幕
は
堀
河
左
大
臣
藤
原
顕
光
で
あ
っ
た
と

い
う
話
で
、
末
尾
に
は
そ
の
悪
霊
左
府
の
話
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。

こ
の
両
話
に
つ
い
て
、
無
欲
で
平
安
な
仲
平
と
貪
欲
で
怨
霊
化
ま
で
し
た
顕

光
が
一
つ
の
対
照
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
の

19
）

見
解
に
は
耳
を
傾
け
る
べ
き
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
に
明
記
は
さ
れ
な
い
が
、
顕
光
が
七
十
を
越
え
る
高
齢

ま
で
命
を
保
っ
た
こ
と
は
『
大
鏡
』
に
も
言
及
の
あ
る
程
度
の
基
本
的
な
知
識

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
老
齢
が
透
け
て
見
え
る
こ
の
二
人
の
対
照
を
前
提
と
し
て
、
第
一
八

三
話
の
評
語
を
軸
に
こ
の
両
話
合
わ
せ
て
眺
め
て
み
る
と
ど
う
か
。
道
長
以
外

の
登
場
人
物
は
み
な
七
十
過
ぎ
ま
で
生
き
、
そ
し
て
大
臣
経
験
者
が
そ
ろ
う
。

第
一
八
四
話
で
は
二
十
以
上
年
の
離
れ
た
才
人
を
呪
い
殺
そ
う
と
し
、
怨
霊
化

す
る
ほ
ど
の
人
物
と
し
て
顕
光
の
名
が
明
か
さ
れ
る
が
、
こ
の
顕
光
も
大
臣
で

あ
っ
て
し
か
も
七
十
過
ぎ
ま
で
生
き
て
い
る
こ
と
に
思
い
当
た
る
。
こ
う
し
て

評
語
を
軸
に
し
て
対
照
し
た
際
に
生
じ
る
違
和
感
は
、第
一
八
三
話
評
語
の【
無

欲
・
畏
愛
↓
出
世
・
長
命
】
と
い
う
条
件
式
を
、
第
一
八
四
話
の
【
貪
欲
・
殺

意
…

出
世
・
長
命
）】
の
逸
話
の
中
で
崩
し
て
し
ま
う
。「
さ
れ
ば
」
以
降
が
導

く
あ
る
種
の
教
訓
的
方
向
性
は
形
無
し
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

第
一
八
三
話
の
様
相
は
少
な
か
ら
ず
変
わ
ら
ざ
る
を
得

20
）

な
い
。
評
語
そ
れ
自
身

は
定
型
的
で
真
っ
当
な
文
言
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
横
並
び
に
さ
れ
た
話
を

ひ
と
た
び
つ
な
げ
て
し
ま
う
と
違
和
感
が
噴
出
す
る
仕
掛
け
が
あ
る
。
混
沌
と

し
た
横
並
び
を
創
出
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
こ
の
評
語
の
い
わ
ば
反
作
用
に
よ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
一
文
を
素
直
に
読
む
と
、
今
回
の
仲
平
の
「
心
」
に
よ
っ
て
、
凶
兆
に

際
し
無
事
に
済
ん
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
大
臣
へ
の
栄
進
と
長

命
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
因
果
関
係
を
導
く
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
。
け

れ
ど
も
、
話
中
の
仲
平
・
実
頼
が
左
大
将
・
右
大
将
と
さ
れ
る
時
期
に
実
際
に

は
仲
平
は
す
で
に
左
大
臣
で
あ
っ
た
し
、
仲
平
た
ち
が
生
き
た
時
代
前
後
か
ら

二
百
年
あ
ま
り
、
欠
員
が
出
る
前
に
早
世
し
た
朝
光
、
済
時
く
ら
い
を
除
け
ば
、

左
大
将
を
経
験
し
て
い
れ
ば
大
臣
任
官
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
ん
な
心
の
持
ち
主
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
回
も
無
事
だ
し
、
大
臣
に

も
な
っ
た
し
、七
十
以
上
に
生
き
た
の
だ
と
い
う
結
果
論
で
理
解
も
で
き
る
が
、

第
一
八
三
話
の
評
語
自
身
に
い
さ
さ
か
の
𨻶
が
あ
り
、
そ
れ
が
逆
に
今
二
話
を

つ
な
ぐ
結
び
目
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

説
話
集
内
に
矛
盾
す
る
価
値
観
を
有
す
る
話
が
収
ま
る
こ
と
は
特
別
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
矛
盾
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
別
の
論
理
に
組

み
込
む
中
に
、
統
一
性
が
見
通
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、『
宇
治
拾
遺
』

で
は
違
和
感
の
表
面
化
す
る
肯

が
評
語
・
結
語
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
び

重
視
し
た
い
。
例
え
ば
、
第
一
七
四
話
「
優
婆

多
弟
子
事
」
と
第
一
七
五
話

「
海
雲
比
丘
弟
子
事
」
と
は
僧
と
色
欲
の
話
で
ひ
と
ま
と
ま
り
に
捉
え
ら
れ
る

が
、
第
一
七
五
話
に
据
え
ら
れ
る
「
さ
れ
ば
世
の
人
戒
を
ば
破
る
べ
か
ら
ず
」

は
、
訴
え
か
け
る
対
象
を
広
げ
て
、
破
っ
て
は
い
け
な
い
戒
の
種
類
、
そ
し
て
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表
現
上
浮
か
び
上
が
る
女
性
の
救
助
・
救
済
と
の
天
秤
の
問
題
を
露
わ
に
し
、

ひ
と
ま
と
ま
り
で
捉
え
る
姿
勢
を
破
綻
に
向
か
わ

21
）

せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
話
を
対
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
生

ま
れ
る
連
結
的
発
想
、
す
わ
な
ち
共
通
項
を
見
出
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
発
想

が
、
段
階
的
な
か
た
ち
で
解
釈
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
こ
の
発
想
は
こ
れ
ま
で
に
検
討
を
加
え
た
二
通
り
の
枝
分
か
れ
を
前
提
す

れ
ば
、
受
け
手
・
読
み
手
よ
り
も
ま
ず
語
り
手
側
に
用
意
さ
れ
た
も
の
と
あ
る

程
度
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
一
話
の
結
語
が
境
を
越
え
て
、
他
の
話
に
も

か
か
わ
る
の
は
、前
話
を
も
総
括
し
次
話
に
も
展
開
し
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、

次
話
か
ら
返
っ
て
く
る
と
い
う
局
面
に
も
な
る
の
で
あ
っ
た
。

五
、
お
わ
り
に

説
話
素
材
を
目
的
的
に
利
用
す
る
と
い
う
点
で
、
最
も
端
的
で
あ
る
は
ず
の

評
語
・
結
語
に
し
ば
し
ば
ズ
レ
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
が
、
表
現

自
身
の
持
つ
決
定
不
能
性
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
決
定
不
能
性
を
意

識
し
た
語
り
手
側
に
属
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
う
し
た
駆
け
引
き
の
間
に
、
二

重
性
の
問
題
を
考
え
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
言
語
遊
戯
と
も
深
く

22
）

関
連
す
る
。

隣
り
合
っ
た
二
話
の
影
響
関
係
を
言
語
遊
戯
と
い
う
側
面
か
ら
眺
め
て
み
れ

ば
、

下
の
聖
、
我
ば
か
り
尊
き
も
の
は
あ
ら
じ
と
、
驕
慢
の
心
あ
り
け
れ
ば
、

仏
の
憎
み
て
、
ま
さ
る
聖
を
ま
う
け
て
、
あ
は
せ
ら
れ
け
る
な
り
と
ぞ
語

り
伝
ふ
る
。

（
第
一
七
三
話
）

続
く
第
一
七
四
話
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
優
婆

多
と
い
う
聖
人

が
、
一
人
の
優
秀
な
弟
子
に
女
性
に
近
づ
く
な
と
い
う
こ
と
を
口
を
酸
っ
ぱ
く

し
て
誡
め
て
い
た
。外
出
し
た
際
に
川
で
お
ぼ
れ
る
女
性
に
出
逢
っ
た
弟
子
は
、

逡
巡
の
末
、
哀
れ
さ
の
あ
ま
り
女
性
を
助
け
る
。
弟
子
は
、
お
礼
を
申
し
出
る

女
性
を
草
む
ら
の
中
に
引
き
寄
せ
て
押
し
倒
し
、
事
を
起
こ
そ
う
と
す
る
が
、

女
性
を
今
一
度
見
下
ろ
す
と
そ
こ
に
は
優
婆

多
の
姿
が
あ
っ
た
。
優
婆

多

は
十
分
な
懺
悔
を
さ
せ
て
弟
子
を
真
の
道
に
導
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
し

て
、
第
一
七
三
話
の
結
語
を
見
て
み
る
と
、
上
下
は
違
え
ど
、
僧
が
僧
を
犯
そ

う
と
す
る
場
面
、
上
の
聖
と
下
の
聖
が
「
合
は
せ
ら
れ
」
る
、
第
一
七
四
話
の

話
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
重
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
主
題
以
外
の
レ
ベ
ル

で
、
結
語
が
次
話
と
の
境
を
越
え
て
い
く
。

第
五
三
話
「
狐
人
ニ
付
テ
シ
ト
ギ
食
事
」
の
結
語
「
失
せ
に
け
る
こ
そ
、
不

思
議
な
れ
」
と
は
、
第
五
四
話
「
佐
渡
国
ニ
有
金
事
」
で
末
尾
に
繰
り
返
さ
れ

る
、
鉄
取
り
の
男
が
消
え
失
せ
た
不
審
に
つ
な
が
る
。
あ
る
い
は
第
七
話
「
竜

門
聖
鹿
ニ
欲
替
事
」
の
「
聖
、
失
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
か
は
り
て
、
又
、
そ
こ
に

ぞ
お
こ
な
ひ
て
ゐ
た
り
け
る
と
な
ん
」
と
い
う
結
語
は
、
第
八
話
「
易
ノ
占
シ

テ
金
取
出
事
」
で
聖
で
は
な
く
易
者
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
代
わ
り
に
ま
た

同
じ
と
こ
ろ
で
別
の
者
が
易
占
を
す
る
話
と
し
て
つ
な
が
る
。
前
者
は
佐
渡
に

金
鉱
が
あ
る
と
の
話
、
後
者
は
易
占
が
未
来
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
話

で
あ
る
か
ら
、
主
題
と
し
て
つ
な
が
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
語
を
連
想

契
機
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
む
し
ろ
次
話
を
見
据
え
て
予
見
的
に

配
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
話
の
結
語
に
戻
る
こ
と

で
、
別
の
切
り
口
が
顔
を
出
し
て
く
る
。
こ
こ
に
語
り
手
の
連
想
契
機
が
あ
る

な
ら
、
そ
れ
は
読
み
の
二
重
の
理
解
に
隣
り
合
わ
せ
と
な
る
。
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二
重
性
を
潜
在
的
に
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
語
り
手
の
把
握
を
前
提
し
、
連

想
に
着
目
し
て
双
方
向
性
と
解
釈
の
変
更
可
能
性
を
論
じ
た
。
連
想
と
は
語
り

手
側
の
編
纂
方
法
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
受
け
手
の
理
解
の
方
法
で
も
あ
る
。

語
り
手
側
が
複
数
の
話
に
連
想
に
基
づ
く
接
続
面
を
用
意
す
る
こ
と
で
何
が
生

ま
れ
る
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
接
続
面
を
ど
の
程
度
に
受
け
手
側
に
共
有
さ
せ
る

の
か
、
そ
れ
を
受
け
手
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
解

釈
の
多
様
性
が
生
じ
る
。
連
想
に
は
接
続
面
・
非
接
続
面
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

対
立
・
同
一
と
い
っ
た
比
較
か
ら
、
漠
然
と
し
た
連
絡
と
転
換
、
同
化
や
異
化

ま
で
多
様
な
受
け
止
め
方
に
つ
な
が
る
。
連
想
と
は
共
通
項
を
意
識
し
て
展
開

し
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、
共
通
項
を
探
る
連
結
行
為
で
も
あ
る
と
い
う
観
点

か
ら
、
そ
の
二
重
性
を
考
え
た
。『
宇
治
拾
遺
』の
中
で
は
、
評
語
や
結
語
が
二

重
性
の
ス
イ
ッ
チ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
提

示
し
、
さ
ら
に
対
把
握
の
き
っ
か
け
を
評
語
・
結
語
が
与
え
て
い
る
こ
と
を
検

討
し
た
。
こ
れ
は
多
様
性
の
問
題
を
ど
こ
ま
で
語
り
手
側
に
回
収
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
の
試
行
で
も
あ
る
。
解
釈
決
定
不
能
と
い
う
表
現
レ
ベ
ル
の
問
題
と

多
様
性
の
承
認
と
い
う
把
握
レ
ベ
ル
の
問
題
が
、
語
り
手
に
近
い
次
元
で
回
収

で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
作
ら
れ
た
駆
け
引
き
の
あ
わ
い
に
こ
そ
、
回
収

で
き
な
い
、
あ
る
い
は
回
収
し
に
く
い
多
様
性
が
広
が
っ
て
い
く
別
の
起
点
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。

第
一
の
読
み
を
揺
さ
ぶ
る
第
二
の
読
み
の
登
場
、
こ
れ
が
方
法
的
に
『
宇
治

拾
遺
』
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
た
と
え
ば
、
結
語
を
き
っ
か
け
に
共
通
項
を
探

知
す
る
連
結
的
な
仕
組
み
は
、
他
の
き
っ
か
け
か
ら
共
通
項
を
探
る
問
題
に
展

開
し
て
い
き
、
さ
ら
に
そ
の
共
通
項
の
探
索
が
新
し
い
解
釈
を
見
つ
け
て
い
く

よ
う
な
永
久
機
関
と
し
て
動
き
始
め
る
と
き
、
受
け
手
・
読
み
手
の
参
与
と
い

う
も
の
が
新
し
い
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で

23
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あ
る
。

改
行
以
外
に
区
切
り
の
な
い
ほ
ん
ら
い
の
形
態
を
鑑
み
て
、
結
語
が
截
然
と

特
定
の
一
話
に
の
み
寄
与
す
る
の
み
な
ら
ず
、
前
話
、
次
話
を
別
の
切
り
口
か

ら
捉
え
る
見
出
し
と
し
て
も
機
能
し
う
る
こ
と
を
考
え
た
。
読
ん
だ
も
の
を
語

り
に
変
え
て
記
し
留
め
る
際
の
ズ
レ
が
見
え
て
い
る
か
ら
仕
掛
け
が
で
き
る
、

と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
同
義
反
復
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
収
束
す
る
こ
と
ば
が

二
重
性
を
拓
い
て
い
く
『
宇
治
拾
遺
』
の
中
に
、

意
味
づ
け

に
極
め
て
鋭
敏

で
あ
る
姿
を
認
め
て
稿
を
結
び
た
い
。

本
文
引
用
の
資
料
出
典
は
以
下
に
依
っ
た
。
な
お
、
私
意
に
よ
り
一
部
、

句
読
点
、
表
記
、
送
り
仮
名
な
ど
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
物

語
』…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、『
十
訓
抄
』…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、

『
曽
我
物
語
』…
日
本
古
典
文
学
大
系
。

注

１
）

田
口
和
夫
「
宇
治
拾
遺
物
語
新
解
零
拾
｜
第
四
・
七
・
一
二
・
三
八
・

九
五
話
」（『
国
語
と
国
文
学
』84
｜
９
、
二
〇
〇
七
年
九
月
）。
菅
原
利

晃
「「
僧
た
ち
」
は
「
児
」
の
「
そ
ら
寝
」
に
気
づ
い
て
い
た
か：

「
想

像
力
」
を
育
む
古
文
（『
宇
治
拾
遺
物
語
』）
の
学
習
指
導
」（『
札
幌
国

語
研
究
』
15
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）
の
整
理
は
問
題
点
を
つ
か
み
や
す

い
。

２
）

野
本
「
宇
治
拾
遺
物
語
と
評
語
」（『
国
語
と
国
文
学
』
85
｜
７
、
二
〇

〇
八
年
七
月
）
で
扱
っ
た
。
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３
）

評
語
は
意
味
づ
け
の
色
彩
の
強
い
説
示
的
な
こ
と
ば
を
指
し
、
結
語
は

話
末
評
語
を
包
摂
す
る
末
尾
の
結
び
の
こ
と
ば
を
表
す
も
の
と
し
て
用

い
た
。

４
）

森
正
人
『
場
の
物
語
論
』「
宇
治
拾
遺
物
語
の
言
語
遊
戯
」（
二
〇
一
二

年
九
月
、
若
草
書
房
）
な
ど
。

５
）

野
本
前
掲
２
論
文
で
部
分
的
に
触
れ
た
。

６
）

新
潮
日
本
古
典
集
成
は
「
た
い
し
た
」
と
い
う
訳
注
を
つ
け
る
。

７
）

蔦
尾
和
宏『
院
政
期
説
話
文
学
研
究
』「『
宇
治
拾
遺
物
語
』と
パ
ロ
デ
ィ
」

（
二
〇
一
五
年
九
月
、
若
草
書
房
）に
も
重
な
る
指
摘
が
あ
る
。
左
表
は

「
人
」
と
「
か
し
こ
し
」
の
二
通
り
の
解
釈
に
従
っ
た
内
容
。

【「
人
に
聞
か
す
ま
じ
き
」
の
内
容
関
係
】

か
し
こ
し

女
の
存
在

賢
い

…
主
体
が
ま
き
人

恐
ろ
し
い

…
主
体
が
国
司
の
子

濃
い

人
…
夢
解
を
含
む
）

夢
解
を
利
用
さ
れ
る

夢
解
の
危
険
性

薄
い

人
…
他
人
）

夢
は
盗
み
聞
き
さ
れ
る

夢
は
他
言
無
用

８
）

松
尾
聰
『
中
古
語
「
ふ
び
ん
な
り
」
の
語
意
』（
松
尾
聰
遺
稿
集
１
、
二

〇
〇
一
年
三
月
、
笠
間
書
院
）
で
も
こ
の
語
の
解
釈
を
な
か
な
か
決
着

で
き
な
い
と
考
え
る
。

９
）

似
た
よ
う
な
言
い
回
し
と
し
て
、「
男
は
、
上
戸
一
つ
の
興
の
こ
と
に
す

れ
ど
、
過
ぎ
ぬ
る
は
い
と
不
便
な
る
折
は
べ
り
や
」（『
大
鏡
』「
道
隆
」）

が
あ
る
。
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

10
）

現
行
の
注
釈
書
で
は
す
べ
て
「
す
き
ぬ
る
」
で
あ
る
が
、
解
釈
上
問
題

を
生
じ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
掲
出
本
文
を
「
過
ぎ
ぬ
る
」

と
し
た
。
な
お
同
話
の
『
十
訓
抄
』
は
「
す
き
ぬ
る
者
は
か
く
を
こ
の

気
の
す
す
む
に
や
」
と
結
ぶ
が
、
泉
基
博
『
校
本
十
訓
抄
』（
一
九
九
六

年
三
月
、
右
文
書
院
）
に
よ
れ
ば
、
諸
本
は
「
い
た
う
す
き
ぬ
る
」
と

あ
っ
て
、
行
き
過
ぎ
た
数
寄
者
と
い
う
理
解
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

11
）

益
田
勝
実
『
益
田
勝
美
の
仕
事
１
』「
中
世
諷
刺
家
の
お
も
か
げ
」（
二

〇
〇
六
年
五
月
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
初
出
一
九
六
六
年
十
二
月
）。

12
）

荒
木
浩
『
説
話
集
の
構
想
と
意
匠
』「

次
第
不
同

の
物
語
」（
二
〇
一

二
年
五
月
、
勉
誠
出
版
）。

13
）

前
者
に
つ
い
て
益
田
勝
実
11
論
文
は
「
複
眼
的
視
線
」
と
言
い
、
後
者

に
つ
い
て
森
正
人『
場
の
物
語
論
』「
宇
治
拾
遺
物
語
の
本
文
と
読
書
行

為
」（
前
掲
４
著
書
）は
再
読
と
い
う
語
を
用
い
て
読
み
の
重
層
性
に
つ

い
て
言
及
す
る
。
再
読
及
び
再
解
釈
は
そ
も
そ
も
の
伝
承
と
変
転
に
秘

め
ら
れ
た
、
説
話
の
性
格
と
も
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を『
宇

治
拾
遺
』
に
限
っ
て
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
再
読
を
可
能
に
す
る
仕
組
み

を
さ
ら
に
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
竹
村
信
治
「
宇
治
拾

遺
物
語
の
表
現
」（
稲
賀
敬
二
・
増
田
欣
編
『
中
古
文
学
の
形
成
と
展
開

中
古
か
ら
中
世
へ
』
所
収
、
一
九
九
五
年
六
月
、
和
泉
書
院
）
は
作
ら

れ
た
差
異
の
認
識
が
再
読
を
促
す
と
指
摘
す
る
。

14
）

連
想
と
い
う
語
の
用
途
の
広
さ
と
そ
の
行
為
主
体
の
曖
昧
さ
を
鑑
み

て
、
本
稿
で
は
連
想
を
背
景
に
有
意
に
話
を
つ
な
げ
る
こ
と
を
、
以
降

「
連
結
」
と
称
し
た
。

15
）

小
島
孝
之「
説
話
を
読
み
解
く
｜
｜
宇
治
拾
遺
物
語
の
戦
略
」（『
成
城

國
文
學
論
集
』
36
、
二
〇
一
四
年
三
月
）。

16
）

竹
村
信
治
『
言
述
論
｜
｜fo

r

説
話
集
』「
説
話
の
言
述
｜
｜
説
話
語

り
の
言
語
過
程
」（
二
〇
〇
三
年
五
月
、
笠
間
書
院
）に
第
一
三
話
と
絡
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め
た
説
明
が
あ
る
。

17
）

説
話
集
で
話
を
対
に
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
例
は
多
く
、
そ
の

対
の
捉
え
方
自
身
も
問
題
に
な
る
。
例
え
ば
、
落
合
博
志
「『
古
事
談
』

私
注
数
則
」（
浅
見
和
彦
編
『『
古
事
談
』
を
読
み
解
く
』
所
収
、
二
〇

〇
八
年
七
月
、
笠
間
書
院
）
な
ど
、
従
来
の
解
釈
の
変
更
を
迫
る
も
の

と
な
る
。

18
）

荒
木
浩
『
説
話
集
の
構
想
と
意
匠
』「
宇
治
拾
遺
物
語
の
時
間
」（
前
掲

12
著
書
）
で
こ
う
し
た
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
一
つ
の
物
語
世
界
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
連
想
的
発
想
は
複
線
的
に
効
果
を
有
す
る

こ
と
に
な
る
。

19
）

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
「
無
欲
な
仲
平
の
恵
ま
れ
た
平
安
な
老
後

と
権
力
闘
争
の
確
執
に
敗
れ
て
怨
霊
化
し
た
顕
光
の
老
後
の
対
照
」、新

日
本
古
典
文
学
大
系
に
「
前
話
、
篤
実
な
仲
平
は
七
十
余
ま
で
つ
つ
が

な
く
生
き
延
び
た
が
、
同
じ
七
十
余
歳
な
が
ら
顕
光
は
悲
運
、
老

の

七
十
余
年
で
あ
っ
た
」
と
い
う
ま
と
め
が
あ
る
。

20
）

兄
弟
に
比
べ
て
官
途
に
め
ぐ
ま
れ
ず
老
境
に
掛
か
っ
て
よ
う
や
く
大
臣

就
任
の
念
願
を
果
た
し
た
、
と
い
う
『
大
鏡
』
の
よ
う
な
理
解
を
透
か

し
て
見
て
も
第
一
八
三
話
の
結
語
は
面
白
い
と
は
い
え
、
顕
光
の
官
歴

や
境
遇
も
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。
池
上
洵
一
「
あ
る
顕
光
説
話
の
足
跡

｜
｜
『
江
談
抄
』
に
お
け
る
説
話
の
「
場
」
の
問
題
｜
｜
」（『
説
話
論

集
』
１
所
収
、
一
九
九
一
年
五
月
、
清
文
堂
）
に
指
摘
の
あ
る
無
才
の

顕
光
と
、
第
一
八
三
話
の
才
人
実
頼
を
重
ね
ら
れ
る
な
ら
、
注
19
で
の

理
解
と
は
別
に
、
大
臣
仲
平
の
無
才
が
浮
き
上
が
る
恐
れ
も
あ
る
。

21
）

野
本
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
改
編
と
指
向
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第

十
八
集
、
二
〇
〇
六
年
十
月
）。

22
）

評
語
・
結
語
の
機
能
不
全
及
び
そ
の
胚
胎
は
、
第
二
節
に
見
た
よ
う
な

主
体
と
語
彙
の
決
定
不
可
能
な
二
重
性
と
は
別
に
、
前
掲
森
正
人
４
論

文
で
特
に
第
九
三
話
な
ど
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

23
）

こ
の
発
想
に
従
え
ば
、
離
れ
た
話
同
士
を
一
定
の
枠
組
み
に
し
た
が
っ

て
結
び
つ
け
て
再
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
、
離
れ
た
話
が
つ

な
が
り
、
つ
な
が
っ
た
話
が
崩
れ
て
い
く
と
い
っ
た
流
動
性
を
考
え
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
の
も
と

と
う
せ
い
・
北
海
道
大
学
大
学
院
准
教
授
）
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