
書

評

小
峯
和
明
著

『
遣
唐
使
と
外
交
神
話

―
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
を
読
む
』

原

克

昭

本
学
名
誉
教
授
・
小
峯
和
明
氏
（
以
下
、
慣
例

に
倣
っ
て
「
小
峯
さ
ん
」
と
呼
ば
せ
て
戴
く
）
の

際
限
な
く
拡
が
り
ゆ
く
学
問
体
系
は
、
も
は
や
贅

言
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。
二
〇
一
七
年
秋
に
は
、

小
峯
さ
ん
の
古
稀
記
念
を
か
ね
た
論
文
集
『
シ
リ

ー
ズ
・
日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く
』
全
五
巻
（
笠

間
書
院
）
が
刊
行
さ
れ
た
の
も
記
憶
に
新
し
い
。

あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
小
峯
さ
ん
の
薫
陶
を

受
け
た
諸
氏
諸
学
の
論
攷
が
一
堂
に
会
し
た
シ
リ

ー
ズ
だ
が
、
そ
の
全
貌
は
ま
さ
し
く
《
小
峯
ワ
ー

ル
ド
》
の
投
影
化
・
体
現
化
と
い
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。
徹
底
し
た
文
献
解
読
を
基
調
と
し
て
、

周
縁
の
事
象
と
（
と
き
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
性
に
富
ん

で
）
リ
ン
ク
さ
せ
な
が
ら
、
新
た
な
視
界
を
提
起

す
る
。
緻
密
さ
と
柔
軟
さ
と
大
胆
さ
を
兼
ね
備
え

た
研
究
ス
タ
イ
ル
に
、
研
究
関
係
者
と
し
て
の
み

な
ら
ず
一
読
者
と
し
て
も
魅
力
を
感
じ
る
の
で
あ

ろ
う
。

そ
し
て
、
新
書
版
の
書
き
下
ろ
し
と
は
い
え
、

新
刊
『
遣
唐
使
と
外
交
神
話
―
『
吉
備
大
臣
入
唐

絵
巻
』
を
読
む
』
も
ま
た
、
け
っ
し
て
例
外
で
は

な
い
。『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
の
解
読
を
中
核

と
し
て
、
遣
唐
使
に
ま
つ
わ
る
物
語
群
・
絵
巻
類

と
リ
ン
ク
さ
せ
な
が
ら
、
ひ
ろ
く
〈
外
交
神
話
〉

の
世
界
を
描
き
だ
し
た
本
書
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
《
小
峯
ワ
ー
ル
ド
》
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
開
陳

さ
れ
て
い
る
。各
章
ご
と
の
内
容
紹
介
を
か
ね
て
、

本
書
の
魅
力
を
た
ど
り
起
こ
し
て
み
た
い
。

＊

＊

＊

＊

＊

第
一
章
「
吉
備
真
備
―
人
物
と
文
物
」
で
は
、

実
態
と
し
て
の
遣
唐
使
お
よ
び
吉
備
真
備
の
実
像

と
虚
像
か
ら
起
筆
す
る
。
本
書
の
主
眼
は
「
実
証

的
な
遣
唐
使
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
代
に
仮
構
さ

れ
、
再
創
造
さ
れ
た
遣
唐
使
の
〈
像
〉」（「
ま
え

が
き
」）
に
あ
る
と
銘
打
ち
つ
つ
も
、
井
真
成
墓

誌
に
関
す
る
調
査
報
告
を
は
じ
め
最
新
の
古
代
史

研
究
へ
の
目
配
り
も
ゆ
る
ぎ
な
い
（
そ
の
点
は
、

巻
末
「
参
考
文
献
」
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
）。

予
備
的
考
察
と
し
て
遣
唐
使
の
実
態
相
を
点
綴
す

る
こ
と
で
、
後
代
に
仮
構
さ
れ
た
遣
唐
使
〈
像
〉

お
よ
び
神
話
化
さ
れ
た
吉
備
真
備
像
が
い
っ
そ
う

際
立
つ
こ
と
を
予
感
さ
せ
て
く
れ
る
。

第
二
章
「『
江
談
抄
』
を
読
み
解
く
―
絵
巻
へ

の
道
」
で
は
、『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
成
立
以

前
に
み
る
物
語
の
展
開
を
た
ど
る
。
絵
巻
以
前
に

真
備
の
物
語
を
採
録
し
た
類
聚
本
系
『
江
談
抄
』

巻
三
冒
頭
話
の
解
読
を
中
心
と
す
る
が
、
本
章
は

梗
概
の
紹
介
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
た

『
江
談
抄
』
当
該
話
を
他
章
段
と
つ
き
あ
わ
せ
て

読
み
な
お
す
こ
と
で
、
大
江
匡
房
を
と
り
ま
く
当

時
の
談
話
の
現
場
を
復
元
し
、『
野
馬
台
詩
』
の

位
相
を
再
定
位
し
て
み
せ
る
。
そ
の
過
程
で
は
、

オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
神
話
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
〈
外
交

神
話
〉
と
し
て
の
特
性
を
あ
ぶ
り
だ
す
な
ど
大
胆

な
解
釈
も
試
み
る
一
方
で
、『
文
選
』「
囲
碁
」『
野

馬
台
詩
』
に
わ
た
る
難
題
克
服
と
真
備
の
術
を
め

ぐ
る
モ
チ
ー
フ
の
う
ち
に
〈
解
読
〉
と
い
う
隠
さ

れ
た
裏
テ
ー
マ
を
再
発
見
す
る
。「
試
し
て
い
た

の
は
真
備
の
方
で
、
中
国
側
こ
そ
試
さ
れ
て
い
た

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
の
指
摘
に
表
徴
さ
れ

る
と
お
り
、
た
え
ず
読
み
の
更
新
を
は
か
り
つ
づ

け
る
本
領
が
見
え
隠
れ
し
て
読
み
応
え
が
あ
る
。

そ
し
て
、
第
三
章
「『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』

の
形
成
と
世
界
」
に
お
い
て
、
い
よ
い
よ
本
題
に

い
ざ
な
わ
れ
て
ゆ
く
。『
伴
大
納
言
絵
巻
』『
彦
火

火
出
見
尊
絵
巻
』
と
と
も
に
、
後
白
河
院
に
よ
っ

て
制
作
さ
れ
た
三
大
絵
巻
と
し
て
著
名
な
『
吉
備

大
臣
入
唐
絵
巻
』。
と
り
わ
け
て
『
吉
備
大
臣
入
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唐
絵
巻
』
は
伝
来
や
錯
簡
な
ど
、
い
ま
な
お
謎
多

き
絵
巻
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
文
学
研
究
の
み

な
ら
ず
日
本
史
・
美
術
史
・
文
化
財
学
な
ど
諸
学

域
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
研
究
蓄
積
も
分
厚
い
。

本
章
で
は
、「
東
ア
ジ
ア
の
緊
張
克
服
も
し
く
は

あ
ら
た
な
日
宋
交
流
の
た
め
の
外
交
神
話
と
し

て
、
さ
ら
に
は
百
王
思
想
の
終
末
観
の
危
機
感
か

ら
」
制
作
さ
れ
た
絵
巻
と
位
置
づ
け
、
お
も
だ
っ

た
先
行
研
究
に
言
及
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
読
み
の

可
能
性
を
多
発
的
に
提
起
す
る
。
詞
書
は
先
行
す

る
『
江
談
抄
』『
吉
備
大
臣
物
語
』
と
の
三
者
比

較
を
通
し
て
、
絵
画
に
関
し
て
は
宮
殿
・
中
門
・

楼
閣
の
建
築
三
点
セ
ッ
ト
に
注
目
し
た
画
面
構

成
、
真
備
・
鬼
の
仲
麻
呂
・
宝
誌
・
異
国
の
帝
王

や
使
者
を
め
ぐ
る
人
物
形
象
の
観
点
か
ら
丹
念
に

再
検
証
を
は
か
る
。
絵
画
を
読
む
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
、
絵
画
と
詞
書
・
話
素
を
ど
う
重
ね
て
読

み
解
く
か
、
著
者
の
提
唱
す
る
〈
絵
画
物
語
〉
論

（『
シ
リ
ー
ズ
・
日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く
』
第

二
巻
・「
絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
の
回
廊
」
巻
頭
論
文

な
ど
参
照
）
の
入
門
的
実
践
と
し
て
大
い
に
参
考

と
な
る
。
ま
た
、
そ
の
論
調
は
必
ず
し
も
性
急
に

結
論
を
求
め
る
わ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
読
み
の

可
能
性
を
提
示
す
る
か
た
ち
で
貫
徹
さ
れ
て
い

る
。
結
論
を
欲
す
る
立
場
か
ら
み
る
と
、
い
さ
さ

か
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
場
面
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
む
し
ろ
当
該
絵
巻
の
さ
ら
な
る
魅
力
を

惹
き
だ
し
た
段
階
で
あ
え
て
留
保
し
て
い
る
意
図

を
斟
酌
し
た
い
。
げ
ん
に
著
者
自
身
、
当
該
絵
巻

に
「
外
交
起
源
譚
」「
御
霊
絵
巻
」
と
し
て
の
性

格
に
加
え
て
、新
た
に
「
予
言
書
起
源
の
視
覚
化
」

と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
を
み
い
だ
す
な
ど
、

自
説
を
更
新
さ
せ
る
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
今

後
の
議
論
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

つ
づ
く
、
第
四
章
「
遣
唐
使
の
神
話
と
伝
説
」

で
は
、
ふ
た
た
び
遣
唐
使
へ
と
視
点
を
移
し
、
さ

ほ
ど
歴
史
学
で
は
問
題
化
さ
れ
な
い
廃
止
後
の

「
対
象
化
さ
れ
た
、
幻
想
化
さ
れ
た
遣
唐
使

〈
像
〉」
の
探
求
へ
と
仕
向
け
ら
れ
る
。『
竹
取
物

語
』
か
ら
『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
よ
ぶ
王
朝
物

語
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
み
る
中
世
説
話
、
さ

ら
に
近
世
の
仮
名
草
子
・
草
双
紙
を
ひ
と
つ
ず
つ

ひ
も
と
き
な
が
ら
、
十
世
紀
以
降
に
み
る
「
遣
唐

使
の
記
憶
」
を
丁
寧
に
掘
り
起
こ
す
。「
遣
唐
使

と
い
う
符
牒
」
で
語
ら
れ
て
い
た
物
語
か
ら
、
真

備
・
仲
麻
呂
を
焦
点
化
し
た
物
語
へ
の
展
開
相
を

た
ど
り
起
こ
す
趣
向
は
、
さ
な
が
ら
一
箇
の
〈
文

学
史
〉
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
延
長
線
上

に
近
代
の
吉
備
真
備
顕
彰
や
現
代
の
地
元
環
境
志

向
を
見
据
え
つ
つ
、
古
典
世
界
と
近
現
代
を
き
り

む
す
ぶ
。
さ
ら
に
、
本
書
の
射
程
は
と
ど
ま
る
と

こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

終
章
「
東
ア
ジ
ア
の
回
路
へ
」
の
前
半
部
で
は

真
備
の
物
語
と
新
羅
・
崔
致
遠
の
物
語
と
の
対
比

論
、
後
半
部
で
は
異
国
異
域
と
の
文
化
交
流
を
主

題
と
し
た
絵
巻
群
に
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
を

再
布
置
す
る
絵
巻
論
を
通
し
て
、
対
中
国
意
識
や

異
国
異
境
幻
想
か
ら
く
る
「
劣
等
感
と
優
越
感
が

な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
」
の
あ

り
よ
う
を
あ
ぶ
り
だ
す
。
か
ね
て
よ
り
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る〈
漢
字
漢
文
文
化
圏
〉論
（『
シ
リ
ー
ズ
・

日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く
』
第
一
巻
・「
東
ア
ジ
ア

の
文
学
圏
」巻
頭
論
文
な
ど
参
照
）を
提
唱
し
、『
新

羅
殊
異
伝
』『
釈
氏
源
流
』
を
手
懸
け
て
い
る
著
者

の
本
領
発
揮
と
い
え
よ
う
か
。
古
代
日
本
に
特
化

し
が
ち
な
遣
唐
使
研
究
へ
の
一
種
の
警
鐘
と
し
て

も
響
い
て
い
る
。

新
羅
の
文
人
で
あ
り
な
が
ら
中
国
の
科
挙
に
合

格
し
、
の
ち
帰
国
を
果
た
し
た
崔
致
遠
も
ま
た
真

備
と
同
様
、
後
代
に
伝
説
化
し
た
人
物
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
真
備
の
物
語
と
お
な
じ
く
中
国
皇

帝
か
ら
の
難
題
モ
チ
ー
フ
を
あ
わ
せ
も
つ
崔
致
遠

ゆ
か
り
の
物
語
文
献
を
博
捜
し
、
人
物
設
定
や
細

部
の
描
写
な
ど
真
備
と
の
位
相
差
を
見
極
め
つ

つ
、
小
国
の
日
本
・
朝
鮮
が
大
国
中
国
に
対
し
て
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「
一
矢
報
い
る
物
語
」
と
し
て
「
現
実
の
劣
等
感

克
服
」
に
必
要
不
可
欠
な
物
語
で
あ
っ
た
と
い
う

共
通
性
を
読
み
と
る
。
一
見
、
文
学
研
究
に
特
有

な
類
比
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の

よ
う
な
見
解
が
説
得
力
を
も
つ
の
は
、
ひ
と
え
に

著
者
の
小
峯
さ
ん
御
自
身
が
積
極
的
に
現
地
へ
赴

き
、
実
地
踏
査
に
よ
っ
て
裏
打
ち
し
て
い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
著
者
自
身
は
「
啓
示
に
近
い

機
縁
」（「
あ
と
が
き
」）
と
謙
遜
を
表
す
る
が
、

文
学
研
究
を
追
体
験
す
る
姿
勢
は
斯
学
を
志
す
後

学
に
と
っ
て
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
大
で
あ
る
（
と
は

い
え
、
だ
れ
も
が
真
似
で
き
る
営
為
で
も
な
い
か

も
し
れ
な
い
）。

さ
て
、
後
半
部
は
〈
異
文
化
交
流
〉
を
テ
ー
マ

と
す
る
絵
巻
群
か
ら
改
め
て
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵

巻
』
を
再
定
位
し
た
絵
巻
論
で
あ
る
。
鑑
真
伝
を

描
い
た
『
東
征
伝
絵
巻
』
で
は
、
鑑
真
の
行
状
か

ら
真
備
・
仲
麻
呂
と
の
接
点
を
確
認
し
た
上
で
、

絵
巻
の
中
に
描
か
れ
た
遣
唐
使
船
の
群
像
に
束
帯

姿
の
真
備
を
発
見
す
る
。
束
帯
姿
の
形
象
は
、
す

で
に
本
書
第
三
章
で
も
論
及
さ
れ
て
お
り
、
本
論

部
と
の
連
繋
が
効
い
て
い
る
。
そ
の
他
、
遣
唐
使

に
か
か
わ
る
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
ほ
か
、『
華

厳
宗
祖
師
絵
伝
』『
玄
奘
三
蔵
絵
』
を
採
り
あ
げ
、

〈
外
交
神
話
〉
か
ら
〈
異
文
化
交
流
〉
の
諸
相
を

く
り
ひ
ろ
げ
る
。
い
さ
さ
か
概
略
的
な
感
も
あ
る

が
、『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
と
の
構
図
や
人
物

形
象
の
類
似
性
の
指
摘
な
ど
、
著
者
な
ら
で
は
の

絵
巻
研
究
の
炯
眼
が
光
っ
て
み
え
る
。か
く
し
て
、

東
ア
ジ
ア
を
と
り
ま
く
遣
唐
使
の
課
題
は
、
古
代

日
本
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
、
さ
ら
に
渤
海
・
遼
・
契

丹
・
ベ
ト
ナ
ム
へ
と
奥
行
き
と
拡
が
り
を
み
せ
る

予
感
を
読
者
に
期
待
さ
せ
な
が
ら
本
書
の
む
す
び

と
な
る
。
け
っ
し
て
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
余
韻
と
予
感
を
漂
わ
せ
つ
つ
む
す
ぶ
あ
た
り

も
、《
小
峯
ワ
ー
ル
ド
》の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

＊

＊

＊

＊

＊

本
書
の
志
向
は
、
歴
史
学
的
実
証
的
な
視
座
で

捉
え
ら
れ
が
ち
な
遣
唐
使
を
、
あ
え
て
「
幻
想
」

と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
で
、
前
近
代
か
ら
近
現
代

へ
と
連
な
る
仮
構
の
遣
唐
使
〈
像
〉
を
描
き
だ
し

た
点
、
往
々
に
し
て
絵
画
分
析
に
傾
注
し
が
ち
な

『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
を
は
じ
め
と
す
る
各
種

絵
巻
群
を
言
説
と
絡
め
て
解
読
す
る
こ
と
で
、
ひ

ろ
く
東
ア
ジ
ア
を
環
流
す
る
〈
外
交
神
話
〉
ひ
い

て
は
〈
異
文
化
交
流
〉
と
し
て
再
構
築
し
た
点
に

あ
る
。
本
書
を
通
し
て
、
二
十
一
世
紀
を
生
き
る

わ
た
し
た
ち
に
「
幻
想
の
遣
唐
使
」
を
追
体
験
さ

せ
て
く
れ
る
か
の
よ
う
な
古
代
ロ
マ
ン
を
味
わ
う

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
多
彩
な
図
版
や

写
真
、
巻
末
の
参
考
文
献
リ
ス
ト
も
充
実
し
て
お

り
、
新
書
版
入
門
書
以
上
の
質
量
を
兼
ね
備
え
て

い
る
。ま
さ
に
「
ポ
ケ
ッ
ト
に
《
小
峯
ワ
ー
ル
ド
》

を
！
」
―
―
本
書
へ
の
身
勝
手
な
私
家
版
帯
コ
ピ

ー
と
し
て
添
え
て
お
き
た
い
。

ち
な
み
に
、
本
書
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、

集
英
社
新
書
シ
リ
ー
ズ
〈
本
と
日
本
史
〉
②
の
当

該
企
画
は
、
も
と
も
と
古
代
史
研
究
を
基
盤
に
広

範
な
博
識
と
俊
敏
な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
知
ら
れ
た

故
・
増
尾
伸
一
郎
さ
ん
（
東
京
成
徳
大
学
教
授
・

立
教
大
学
兼
任
講
師
）
に
依
頼
さ
れ
た
も
の
を
、

小
峯
さ
ん
が
引
き
継
い
だ
形
で
上
梓
さ
れ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
（
御
両
人
の
親
密
な
学
術
交
流
も
よ

う
は
『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
』
五
十
七
号
「
追
悼
・
増

尾
伸
一
郎
―
知
と
学
の
〈
鍋
奉
行
〉」
を
参
照
）。

二
〇
一
四
年
夏
、
は
か
ら
ず
も
俄
か
に
鬼
籍
に

入
っ
て
し
ま
っ
た
増
尾
さ
ん
と
そ
の
遺
志
を
引
き

継
い
だ
小
峯
さ
ん
―
―
そ
の
両
泰
斗
の
す
が
た

に
、
は
る
け
き
一
千
年
以
上
を
隔
て
た
阿
倍
仲
麻

呂
と
吉
備
真
備
―
―
両
者
の
幻
影
を
重
ね
あ
わ
せ

た
く
な
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
〇
一
八
年
五
月

集
英
社

二
二
二
頁

七

四
〇
円
＋
税
）

（
は
ら

か
つ
あ
き

弘
前
大
学
准
教
授
／
前
本
学
助
教
）
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新

刊

紹

介

小
峯
和
明
監
修
／
金
英
順
編

『
シ
リ
ー
ズ

日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く

第
一
巻

東
ア
ジ
ア
の
文
学
圏
』

大

竹

明

香

本
書
は
、「
シ
リ
ー
ズ

日
本
文
学
の
展
望
を

拓
く
」
の
第
一
巻
で
あ
る
。

本
シ
リ
ー
ズ
は
全
五
巻
か
ら
な
り
、東
ア
ジ
ア
、

絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
、
宗
教
、
文
学
史
、
資
料
学
と

い
う
五
つ
の
主
題
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
緒
言

に
よ
れ
ば
、
日
本
文
学
を
「
世
界
へ
、
次
世
代
へ
、

諸
学
術
領
域
へ
発
信
し
、
今
日
的
な
状
況
を
多
方

面
へ
と
繋
ぐ
道
を
切
り
拓
い
て
い
く
」
と
い
う
意

識
の
も
と
、
日
本
文
学
研
究
に
携
わ
る
、
国
際
色

豊
か
な
計
一
一
〇
名
の
論
者
た
ち
の
論
稿
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。

本
書
『
東
ア
ジ
ア
の
文
化
圏
』
は
、
論
文
二
一

編
、
コ
ラ
ム
六
編
か
ら
な
る
。
本
書
の
言
う
「
東

ア
ジ
ア
」
と
は
、
漢
文
文
化
を
軸
に
緊
密
に
関
わ

り
、
相
互
に
影
響
す
る
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日

本
、
琉
球
、
ベ
ト
ナ
ム
の
、
文
化
・
文
学
に
主
眼

を
置
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
の
論
稿

の
内
容
、
問
題
意
識
な
ど
も
、
国
際
色
豊
か
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
大
ま

か
に
紹
介
し
た
い
。

金
英
順
氏
の
総
論
で
は
、
漢
文
文
化
を
主
軸
に

ま
と
め
ら
れ
た
文
化
圏
に
つ
い
て
、
一
対
一
の
関

係
性
で
は
な
く
、
複
合
的
な
視
点
や
方
法
論
を

も
っ
て
考
え
る
こ
と
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
「
東
ア
ジ
ア
の
交
流
と
文
化
圏
」
に

は
、
四
編
の
論
稿
と
三
編
の
コ
ラ
ム
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
小
峯
和
明
氏
は
、「
訓
読
」
が
「〈
漢
字

漢
文
文
化
圏
〉」
の
ひ
ろ
ま
り
に
重
要
な
意
味
を

持
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
瀟
湘
八
景
を
と
お
し
て
、

琉
球
、
朝
鮮
半
島
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
八
景
」

に
つ
い
て
言
及
す
る
。
丁
莉
氏
は
、『
竹
取
物
語
』

に
描
か
れ
る
求
婚
難
題
譚
か
ら
、
渡
航
や
陸
・
海

の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
な
ど
、
背
景
に
人
と
物
の
交
流

の
様
子
の
あ
る
こ
と
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
。
金

鍾
徳
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
に
用
い
ら
れ
る
「
高

麗
」
と
の
描
写
に
つ
い
て
、
作
者
が
生
き
た
時
代

に
お
け
る
人
と
物
の
交
流
か
ら
、
日
本
と
朝
鮮
半

島
と
の
関
係
性
を
再
検
証
す
る
。
何
衛
紅
氏
は
、

仏
教
に
東
ア
ジ
ア
の
交
流
の
視
座
を
置
き
、『
万

葉
集
』
に
見
え
る
「
方
便
海
」
の
解
釈
に
つ
い

て
、『
万
葉
集
』
が
成
立
し
た
上
代
び
と
の
視
座

か
ら
考
え
る
必
要
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
張
龍

妹
氏
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』
な
ど
の

軍
記
物
語
に
描
か
れ
る
「
文
事
」
に
つ
い
て
、
そ

の
描
出
に
見
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

於
国
英
氏
は
、
佐
藤
春
夫
の
『
車
塵
集
』
に
お
け

る
漢
詩
翻
訳
の
特
徴
に
つ
い
て
、
訳
出
に
お
け
る

和
語
と
漢
詩
語
の
関
係
に
着
目
す
る
。
趙
力
偉
氏

は
、
中
国
の
「
山
陰
」（
会
稽
山
）
の
語
が
、
日

本
に
お
け
る
歌
語
と
し
て
成
立
し
た
背
景
と
、「
山

陰
」
の
歌
語
の
流
行
す
る
様
相
を
浮
か
び
あ
が
ら

せ
る
。

第
二
部
「
東
ア
ジ
ア
の
文
芸
の
表
現
空
間
」
に

は
、
六
編
の
論
稿
と
一
編
の
コ
ラ
ム
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
井
上
亘
氏
は
、『
楚
辞
』
離
騒
編
か
ら

楚
人
文
化
に
着
目
し
、日
本
の
亀
卜
書
の
記
述
が
、

『
楚
辞
』
離
騒
編
に
見
え
る
卜
筮
に
通
ず
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
馬
俊
氏
は
、『
日
本
書
紀
』
に
の

み
見
ら
れ
る
逸
文
「
百
済
三
書
」
の
一
部
の
文
体

表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
言
及
す
る
。
龍
野

沙
代
氏
は
、
韓
国
の
金
剛
山
に
あ
る
普
徳
窟
に
ま

つ
わ
る
縁
起
に
つ
い
て
、
特
に
観
音
菩
薩
の
聖
地

と
し
て
、
そ
の
伝
承
の
変
容
の
様
相
を
た
ど
る
。

な
お
本
書
で
は
、
保
郁
「
普
徳
窟
事
蹟
拾
遺
録
」

の
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
蒋
雲
斗
氏
は
、『
剪

灯
叢
話
』
が
ア
ジ
ア
諸
国
に
広
く
享
受
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
着
目
し
、
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
一
二
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巻
本
『
剪
灯
叢
話
』
が
浅
井
了
意
の
『
伽
碑
子
』

の
典
拠
と
な
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
染

谷
智
幸
氏
は
、
こ
れ
ま
で
作
品
の
印
象
や
評
価
に

乖
離
の
あ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
、
朝
鮮
の
古

典
小
説
『
九
雲
夢
』
の
評
価
に
つ
い
て
、
仏
教
の

曼
荼
羅
的
観
相
の
視
点
か
ら
作
品
を
捉
え
直
す
こ

と
を
提
起
す
る
。
河
野
貴
美
子
氏
は
、
日
本
と
中

国
の
文
学
や
小
説
に
ま
つ
わ
る
状
況
か
ら
、『
遊

仙
窟
』
を
例
に
、
古
典
籍
を
と
り
ま
く
二
重
の
図

書
分
類
の
併
存
す
る
学
術
状
況
に
つ
い
て
検
証
す

る
。
金
文
京
氏
は
、
高
麗
末
期
に
貢
女
と
し
て
送

ら
れ
、
や
が
て
順
帝
の
皇
后
と
な
っ
た
奇
皇
后
が

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
さ
れ
る
過
程
で
、『
釈
迦
如
来

十
地
修
行
行
記
』
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可

能
性
を
指
摘
す
る
。

第
三
部
「
東
ア
ジ
ア
の
信
仰
圏
」
に
は
、
五
編

の
論
稿
と
一
編
の
コ
ラ
ム
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

金
英
順
氏
は
、『
百
喩
経
』
の
譬
喩
の
中
国
、
日

本
、
韓
国
に
お
け
る
伝
来
や
、
異
な
る
受
容
の
様

相
に
つ
い
て
考
究
す
る
。
千
本
英
史
氏
は
、『
今

昔
物
語
集
』
の
編
纂
資
料
と
し
て
の
『
弘
賛
法
華

伝
』
に
つ
い
て
、両
者
の
距
離
を
見
定
め
な
が
ら
、

東
大
寺
本
『
弘
賛
法
華
伝
』
の
書
写
者
に
つ
い
て

言
及
す
る
。
松
本
真
輔
氏
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
け

る
仏
教
信
仰
に
つ
い
て
、
特
に
留
学
僧
慈
蔵
の
伝

記
に
お
け
る
、
天
竺
の
有
す
る
意
味
に
つ
い
て
指

摘
す
る
。
佐
野
愛
子
氏
は
、
大
超
の
『
禅
苑
集
英
』

に
記
さ
れ
た
僧
侶
に
焦
点
を
当
て
、
彼
ら
を
語
る

伝
の
記
述
か
ら
、
大
越
に
お
け
る
仏
教
史
の
特
徴

に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
鈴
木
彰
氏
は
延
命
寺
蔵
涅

槃
図
に
つ
い
て
、
仏
伝
図
や
図
像
モ
チ
ー
フ
に
着

目
し
、
作
品
の
成
立
し
た
背
景
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
。
金
賢
旭
氏
は
、
能
「
加
茂
」
に
つ
い
て
、

作
者
金
春
禅
竹
の
中
に
あ
る
秦
氏
の
末
裔
と
し
て

の
意
識
の
表
出
と
い
う
点
に
着
目
す
る
。

第
四
部
「
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
叙
述
の
深
層
」
に

は
、
六
編
の
論
稿
と
、
一
編
の
コ
ラ
ム
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
高
兵
兵
氏
は
、
長
安
へ
の
古
代
日
本

の
憧
憬
の
様
相
に
つ
い
て
、
主
に
漢
詩
文
を
対
象

と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
木
村
淳
也
氏
は
、

『
古
事
集
』
の
漢
字
表
記
部
や
記
載
順
な
ど
が
、

蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』「
琉
球
輿
地
名
號
會
記
」

の
記
述
と
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
島
村
幸

一
氏
は
、
琉
球
王
府
の
史
書
『
球
陽
』
と
「
順
治

康
熙
王
命
書
文
」
と
の
関
係
を
比
較
し
、『
球
陽
』

の
性
質
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
フ
ァ
ム
・
レ
・
フ

イ
氏
は
ベ
ト
ナ
ム
に
現
存
す
る
古
説
話
「
神
鐘
」

が
越
境
し
て
広
が
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、「
神
鐘
」

説
話
の
ル
ー
ツ
や
背
景
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
ま

た
、
本
書
で
は
、
フ
ァ
ム
・
レ
・
フ
イ
氏
、
チ
ャ

ン
・
ク
ァ
ン
・
ド
ッ
ク
氏
に
よ
る
「
思
琅
州
崇
慶

寺
鐘
銘
并
序
」
の
資
料
を
掲
載
す
る
。
樋
口
大
祐

氏
は
、
日
清
戦
争
に
関
す
る
小
説
や
演
劇
を
と
お

し
て
、
言
葉
の
二
重
構
造
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

冉
毅
氏
は
中
国
に
お
け
る
「
瀟
湘
八
景
」
の
ル
ー

ツ
や
、
元
時
代
に
興
っ
た
、「
八
景
」
を
そ
の
土

地
の
文
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
い
く
動
き
に
つ
い

て
指
摘
す
る
。
エ
リ
ン
・
Ｌ
・
ブ
ラ
イ
ト
ウ
ェ
ル

氏
の
論
稿
は
英
文
で
書
か
れ
て
い
る
。
総
論
に
よ

る
と
、「『
唐
鏡
』
に
描
か
れ
て
い
る
「
唐
」
の
様

相
に
つ
い
て
」
指
摘
し
た
論
文
と
い
う
。

以
上
、本
書
の
内
容
を
大
ま
か
に
述
べ
て
き
た
。

小
峯
和
明
氏
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
本
書
を
含

め
た
シ
リ
ー
ズ
五
つ
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
他
の
巻
と
も
「
有
機
的
に
つ
ら
な
り
合
っ

て
大
き
な
潮
流
と
な
っ
て
い
く
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
本
書
第
三
部
「
東
ア
ジ
ア
の

信
仰
圏
」
に
収
め
ら
れ
た
論
稿
や
コ
ラ
ム
は
、
総

論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
リ
ー
ズ
第
三

巻
『
宗
教
文
芸
の
言
説
と
環
境
』
と
の
深
い
関
連

が
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木
氏
の
論
稿
は
第
二
巻
『
絵

画
・
イ
メ
ー
ジ
の
回
廊
』
と
、
木
村
氏
、
島
村
氏

の
論
稿
は
第
五
巻
『
資
料
学
の
現
在
』
と
、
そ
れ

ぞ
れ
に
繋
が
る
重
層
的
な
テ
ー
マ
を
有
し
て
い

る
。
本
書
は
「
東
ア
ジ
ア
の
文
学
圏
」
を
テ
ー
マ
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に
編
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
漢
字
」「
漢

文
」
か
ら
な
る
「
文
化
」
を
共
有
す
る
意
識
が
あ

り
、
こ
れ
は
、
第
二
巻
、
第
三
巻
、
第
四
巻
、
第

五
巻
へ
と
続
い
て
い
く
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
ろ

う
。「

東
ア
ジ
ア
の
文
化
圏
」
に
つ
い
て
の
多
彩
な

論
考
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
本
書
を
、
ぜ
ひ
多

く
の
方
に
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
〇
日

笠
間
書
院

Ａ

５
判

四
九
六
頁

本
体
九
、〇
〇
〇
円〈
税
別
〉）

（
お
お
た
け

あ
か
り

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

小
峯
和
明
監
修

出
口
久
徳
編

『
シ
リ
ー
ズ

日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く

第
二
巻

絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
の
回
廊
』

河

合

恵

本
書
は
、
絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
研
究
の

現
在
と
、
未
来
へ
の
展
望
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

十
五
名
の
論
文
と
、
八
名
に
よ
る
コ
ラ
ム
か
ら
な

る
か
ら
な
る
本
書
を
手
に
し
た
読
者
は
、
そ
の
書

名
の
通
り
に
絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
多
様
な

世
界
を
巡
る
こ
と
が
で
き
る
。

絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
研
究
の
大
略
は
、

第
一
部
の
冒
頭
に
あ
る
小
峯
和
明
氏
の
「
絵
巻
・

〈
絵
画
物
語
〉
論
」
か
ら
理
解
で
き
る
。
小
峯
氏

は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
経
緯
を
示
し
た
上
で
、

物
語
本
文
だ
け
で
な
く
絵
画
を
読
む
こ
と
の
重
要

さ
を
強
調
し
、
物
語
本
文
と
絵
画
の
相
関
を
捉
え

る
も
の
と
し
て
画
中
詞
を
あ
げ
る
。
ま
た
、
絵
巻

を
巻
く
と
い
う
身
体
的
動
作
や
「
写
す
」
行
為
に

も
着
目
し
、
模
写
本
の
価
値
に
言
及
す
る
。
最
後

に
は
東
ア
ジ
ア
に
も
目
を
向
け
、
中
国
の
図
巻
な

ど
を
含
め
た
広
い
視
野
で
研
究
を
進
め
る
必
要
性

を
説
い
て
い
る
。

本
書
は
、
四
部
か
ら
な
っ
て
お
り
、「
第
１
部

物
語
を
つ
む
ぎ
だ
す
絵
画
」「
第
２
部

社
会
を

う
つ
し
だ
す
絵
画
」「
第
３
部

〈
武
〉
の
神
話

と
物
語
」「
第
４
部

絵
画
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
」

と
そ
れ
ぞ
れ
題
さ
れ
て
い
る
。第
一
部
は
、絵
画
・

イ
メ
ー
ジ
か
ら
物
語
を
読
む
こ
と
が
テ
ー
マ
で
あ

る
。
第
一
部
を
読
む
こ
と
で
、
こ
れ
を
専
門
に
研

究
し
て
い
な
い
人
も
、
絵
画
を
読
む
た
め
の
多
様

な
方
法
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
の
小

峯
氏
の
論
文
の
後
、
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ヒ
ラ
サ
ワ

氏
は
「
光
明
真
言
功
徳
絵
詞
（
絵
巻
）」
に
描
か

れ
た
光
を
、
光
明
真
言
の
功
徳
を
実
感
さ
せ
る
も

の
と
指
摘
し
て
い
る
。
塩
川
和
広
氏
は
「
百
鬼
夜

行
絵
巻
」
の
魚
介
の
妖
怪
か
ら
、
食
へ
の
意
識
と

殺
生
の
罪
悪
感
、
食
べ
物
へ
の
供
養
を
読
む
。
吉

橋
さ
や
か
氏
は
『
福
富
草
紙
』
の
脱
糞
譚
を
、『
今

昔
物
語
集
』
巻
二
八
な
ど
の
ヲ
コ
者
の
説
話
群
の

中
に
位
置
づ
け
た
。
西
山
美
香
氏
は
コ
ラ
ム
で

『
徒
然
草
』
第
三
二
段
の
「
跡
ま
で
見
る
人
」
の

描
か
れ
方
の
変
化
に
、
読
者
層
の
拡
大
を
指
摘
す

る
。第

二
部
は
、
絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
か
ら
物
語
内
容

だ
け
で
な
く
当
時
の
社
会
を
読
む
こ
と
を
テ
ー
マ

と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
本
書
の
読
者
は
、
絵
画

を
読
む
こ
と
の
重
要
性
と
可
能
性
に
気
づ
く
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
山
本
聡
美
氏
は
「
病
草
紙
」
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の
二
形
（
両
性
具
有
）
か
ら
、
二
形
や
男
巫
を
疎

外
し
嘲
笑
す
る
社
会
を
見
る
と
と
も
に
、
性
の
越

境
者
と
し
て
の
変
成
男
子
と
の
接
続
も
示
し
た
。

阿
部
龍
一
氏
は
、「
神
泉
祈
雨
」
の
善
女
龍
王
の

善
女
と
は
小
龍
で
あ
り
、真
言
の
力
で
あ
る
「
明
」

の
象
徴
だ
と
し
て
、
空
海
の
真
言
宗
の
影
響
力
を

読
む
。
吉
原
浩
人
氏
は
、
飢
人
が
被
差
別
者
と
し

て
描
か
れ
る
背
景
に
、
卑
賎
の
貧
者
が
文
殊
菩
薩

の
化
身
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
文
殊
信
仰
を
指
摘

す
る
。
高
岸
輝
氏
は
、『
看
聞
日
記
』
の
唐
絵
や

唐
物
の
記
述
か
ら
、
そ
れ
ら
が
足
利
義
教
の
権
力

の
下
で
流
行
し
た
様
を
読
み
解
く
。
ヴ
ェ
ロ
ニ
ッ

ク
・
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
氏
の
コ
ラ
ム
で
は
、
フ
ラ
ン
ス

国
立
博
物
館
に
お
け
る
日
本
の
絵
巻
類
収
集
の
経

緯
が
紹
介
さ
れ
る
。

第
三
部
は
、
近
世
の
〈
武
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
絵

画
・
イ
メ
ー
ジ
か
ら
読
む
こ
と
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。

本
書
の
読
者
は
、
絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
の
享
受
者
が

自
身
の
知
識
で
そ
れ
ら
と
対
話
す
る
姿
勢
を
知

り
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
近
世
の
〈
武
〉
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
山
口
眞
琴
氏
は
島
津
家

「
朝
鮮
虎
狩
図
」
が
島
津
家
の
武
功
を
示
す
性
格

を
持
つ
と
読
み
、
座
し
て
虎
狩
を
眺
望
す
る
図
像

は
脱
軍
事
合
戦
的
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
鈴
木
彰

氏
は
根
津
美
術
館
蔵
「
平
家
物
語
画
帖
」
に
つ
い

て
、
白
梅
の
枝
と
梶
原
景
季
・
景
時
と
の
連
想
が
、

享
受
者
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
絵
や
詞
書

と
対
話
す
る
享
受
者
像
を
指
摘
す
る
。
出
口
久
徳

氏
は
小
峯
氏
蔵
『
平
家
物
語
貼
交
屏
風
』
の
絵
の

特
定
を
通
し
て
、
他
の
物
語
や
芸
能
等
か
ら
蓄
積

さ
れ
た
『
平
家
物
語
』
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
む
。
ま

た
、
金
英
珠
氏
の
コ
ラ
ム
は
『
武
家
繁
昌
』
か
ら

下
剋
上
へ
の
警
戒
感
を
読
み
、
ケ
ラ
ー
・
キ
ン
ブ

ロ
ー
氏
は
『
鼠
乃
大
江
山
絵
巻
』
が
酒
呑
童
子
を

猫
、
頼
光
ら
を
鼠
と
し
た
面
白
さ
と
、
頼
光
と
縁

の
あ
る
徳
川
家
へ
の
皮
肉
を
読
ん
だ
。

第
四
部
は
、
絵
画
が
建
築
物
や
動
画
等
の
多
様

な
メ
デ
ィ
ア
に
展
開
す
る
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、

絵
画
研
究
の
幅
広
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
伊

藤
信
博
氏
は
「
掲
鉢
図
」
や
「
水
陸
斎
図
」
が
、

日
本
の
室
町
時
代
の
異
形
の
描
き
方
に
影
響
を
与

え
た
と
し
た
。
宇
野
瑞
木
氏
は
社
寺
建
築
空
間
に

お
け
る
二
十
四
孝
図
に
つ
い
て
、
空
間
を
恒
久
的

に
演
出
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
側
面
を
指
摘
す
る
。
軍

司
直
子
氏
は
赤
間
神
宮
の
平
家
一
門
肖
像
が
、
安

徳
天
皇
の
木
像
を
囲
み
、
生
前
ど
お
り
に
仕
え
る

よ
う
に
配
置
さ
れ
た
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

楊
暁
捷
氏
は
「
デ
ジ
タ
ル
絵
解
き
」
や
ま
ん
が
訳

等
の
新
し
い
提
案
を
し
、
教
育
分
野
で
の
可
能
性

を
述
べ
る
。
コ
ラ
ム
と
し
て
は
、
安
原
眞
琴
氏
の

が
「
扇
の
草
子
」
翻
訳
本
を
紹
介
し
、
琴
榮
辰
氏

は
鬼
の
角
や
人
魚
の
尾
鰭
の
「
形
」
を
切
り
口
に

地
域
や
時
代
を
超
え
て
論
じ
る
。ま
た
、グ
ェ
ン
・

テ
ィ
・
ラ
ン
・
ア
イ
ン
氏
は
肥
前
陶
磁
器
の
絵
柄

を
読
み
、
川
鶴
進
一
氏
は
教
材
と
し
て
の
『
北
野

天
神
縁
起
』
を
論
じ
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
を
巡
る
本
書
は
絵
画
・
イ
メ
ー

ジ
の
研
究
の
展
望
を
知
る
と
と
も
に
、
絵
画
・
イ

メ
ー
ジ
に
接
す
る
幅
広
い
分
野
の
研
究
の
内
容
と

手
法
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
一
冊
で
あ
る
。
多

く
の
方
に
読
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
日

笠
間
書
院

Ａ
５

判

三
四
四
頁

本
体
九
、
〇
〇
〇
円
）

（
か
わ
い

め
ぐ
み

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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小
峯
和
明
監
修
・
原
克
昭
編

『
シ
リ
ー
ズ

日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く

第
三
巻

宗
教
文
芸
の
言
説
と
環
境
』

小

柳

佳

朗

本
書
は
全
五
巻
か
ら
な
る
「
日
本
文
学
の
展
望

を
拓
く
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
第
三
巻
目
に
あ
た

る
。
今
日
、
日
本
文
学
の
研
究
は
国
内
外
で
取
り

組
ま
れ
、
文
学
の
周
辺
に
あ
る
学
術
領
域
を
広
く

取
り
込
ん
で
、
よ
り
立
体
的
な
視
座
を
獲
得
し
つ

つ
あ
る
。
多
様
な
価
値
が
混
在
す
る
現
代
に
お
い

て
、
人
文
学
と
し
て
の
文
学
は
社
会
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
役
割
を
担
う
の
だ
ろ
う
か
。
本
シ
リ
ー

ズ
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、「
東
ア
ジ

ア
」「
絵
画
・
イ
メ
ー
ジ
」「
宗
教
」「
文
学
史
」「
資
料

学
」
と
い
う
五
つ
の
視
座
を
提
示
し
て
お
り
、
第

三
巻
目
の
本
書
で
は
宗
教
に
光
を
当
て
て
い
る
。

宗
教
と
人
間
と
の
関
わ
り
は
、
当
然
、
一
朝
一

夕
に
育
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
人
文
学
と
し
て

の
日
本
文
学
の
諸
領
域
で
は
、
い
わ
ゆ
る
古
典
文

学
を
も
宗
教
言
説
や
信
仰
空
間
を
育
ん
で
き
た
一

つ
の
窓
で
あ
る
と
捉
え
、
か
ね
て
か
ら
、
宗
教
的

な
思
想
や
信
仰
が
い
か
に
私
た
ち
の
生
活
や
思
想

に
影
響
を
与
え
て
き
た
の
か
を
研
究
対
象
と
し
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
仏
教
」
や
「
神
道
」

と
い
っ
た
枠
組
み
が
依
然
と
し
て
根
強
く
、
さ
ら

に
は
近
代
的
な
宗
教
観
の
影
響
を
も
受
け
て
し
ま

う
こ
と
か
ら
、そ
の
実
体
を
掴
み
あ
ぐ
ね
て
き
た
。

宗
教
と
信
仰
に
は
必
ず
人
間
の
営
み
を
伴
う
と

い
う
当
た
り
前
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
忘

れ
が
ち
で
あ
る
。
宗
教
か
ら
縁
遠
く
な
り
つ
つ
あ

る
現
代
人
は
、
宗
教
と
聞
く
と
、
つ
い
難
し
い
教

理
教
学
や
、
宗
門
教
派
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
先

に
想
起
し
て
し
ま
い
、ど
こ
か
身
構
え
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
大
切
な
こ
と
は
現
代
に
お
い
て
宗
教

が
た
し
か
に
私
た
ち
の
生
活
と
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
当
然
、

こ
れ
ま
で
も
宗
教
と
人
々
の
生
活
は
切
り
離
す
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。し

た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
の
人
文
学
と
し
て
の
日

本
文
学
研
究
は
、
時
代
や
枠
組
み
と
い
っ
た
も
の

に
囚
わ
れ
ず
に
、
宗
教
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
言

説
や
環
境
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
人
が
宗
教
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き

た
の
か
を
、
従
来
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
多
角

的
な
視
点
か
ら
見
つ
め
返
す
必
要
が
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。

本
書
は
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
抱
き
な
が

ら
、
国
や
文
化
、
学
術
領
域
の
異
な
る
論
者
た
ち

に
よ
っ
て
様
々
な
角
度
か
ら
解
き
明
か
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
営
み
か
ら
な
る
信
仰
世
界

を
よ
り
立
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も

の
で
あ
る
。

以
下
構
成
に
つ
い
て
簡
略
に
示
す
。

本
書
は
時
代
設
定
や
、
学
問
領
域
、
宗
教
系
統

な
ど
に
と
ら
わ
れ
ず
に
宗
教
文
芸
を
捉
え
る
た

め
、
全
四
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
１
部
「
宗
教
文
芸
の
射
程
」
で
は
、
全
五
編

の
論
文
を
収
録
し
て
い
る
。
宗
教
文
芸
の
位
相
に

注
目
し
、
い
わ
ゆ
る
「
仏
教
文
学
」
と
し
て
ひ
と

ま
と
ま
り
に
さ
れ
が
ち
な
宗
教
文
芸
に
対
し
て
、

多
角
的
な
視
座
と
今
後
の
研
究
の
可
能
性
を
提
示

し
て
く
れ
る
。

第
２
部
「
信
仰
空
間
の
表
現
史
」
に
収
め
ら
れ

る
全
六
編
の
論
文
は
、
各
時
代
の
特
定
の
宗
教
文

芸
テ
キ
ス
ト
解
析
を
基
盤
に
展
開
す
る
。
宗
教
や

信
仰
が
ど
の
よ
う
な
論
理
や
表
現
で
語
ら
れ
て
い

く
の
か
に
注
目
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
従
来
見

え
て
こ
な
か
っ
た
新
た
な
視
座
の
獲
得
を
目
指
す

も
の
で
あ
る
。

第
３
部
「
多
元
的
実
践
の
叡
知
」
で
は
、
平
安

か
ら
近
世
へ
の
時
代
の
変
化
に
伴
う
宗
教
思
想
上

の
激
動
を
、
各
時
代
の
人
々
の
、
参
詣
、
書
写
、
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注
釈
な
ど
と
い
っ
た
多
岐
に
わ
た
る
営
み
か
ら
読

み
解
く
こ
と
で
、
生
活
や
日
々
の
営
み
が
い
か
に

宗
教
と
密
接
に
か
か
わ
り
な
が
ら
信
仰
空
間
を
醸

成
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
全
五
編
の
論
文

と
コ
ラ
ム
一
編
を
収
め
て
い
る
。

第
４
部
「
聖
地
霊
場
の
磁
場
」
で
は
、
宗
教
文

芸
の
実
践
や
学
術
交
流
が
行
わ
れ
た
場
と
し
て
の

宗
教
環
境
に
焦
点
を
当
て
、
聖
地
霊
場
の
も
つ
信

仰
の
力
を
解
き
明
か
し
て
い
く
論
文
三
編
と
コ
ラ

ム
二
編
を
収
め
て
い
る
。聖
地
霊
場
は
、単
に
メ
ッ

カ
と
し
て
信
仰
さ
れ
、崇
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

時
に
そ
う
し
た
場
が
新
た
な
文
学
作
品
を
生
み
出

し
た
り
、
時
を
隔
て
て
後
世
の
信
仰
や
思
想
へ
と

影
響
を
与
え
て
い
く
新
た
な
力
を
も
内
包
し
て
い

る
。本

書
は
初
学
者
に
と
っ
て
も
手
に
取
り
や
す

く
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
も
網
羅
的
に
文
学
研
究
の

諸
課
題
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
読
者
は
、
近
年
日

本
文
学
が
豊
か
な
国
際
性
と
学
際
性
の
中
で
多
角

的
な
視
点
か
ら
ま
な
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
改
め

て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
日
本
文
学
の
魅
力
を
改

め
て
体
感
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
日

笠
間
書
院

Ａ
５

版

全
三
八
六
頁

本
体
九
、
〇
〇
〇
円
）

（
こ
や
な
ぎ

よ
し
あ
き

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）

小
峯
和
明
監
修

宮
腰
直
人
編

『
シ
リ
ー
ズ

日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く

第
四
巻

文
学
史
の
時
空
』

齊

藤

探

花

今
、
文
学
史
が
変
化
の
時
を
迎
え
て
い
る
。
時

代
の
流
れ
と
共
に
作
者
や
作
品
名
を
挙
げ
て
い
く

よ
う
な
編
年
式
の
文
学
史
を
乗
り
越
え
、
多
種
多

様
な
観
点
か
ら
見
つ
め
直
さ
れ
て
き
た
文
学
史

が
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
の
時
代
へ
と
動
き
出
し
つ

つ
あ
る
。
そ
の
中
で
、『
日
本
文
学
の
展
望
を
拓

く
』
シ
リ
ー
ズ
の
第
四
巻
目
に
あ
た
る
本
書
は
、

「
文
学
史
」
を
テ
ー
マ
に
据
え
、
二
十
二
本
の
論

文
と
七
つ
の
コ
ラ
ム
を
収
め
て
い
る
。
作
品
が
享

受
さ
れ
経
て
き
た
時
間
。
そ
し
て
、
作
品
の
成
立

圏
や
作
中
の
表
現
空
間
と
い
っ
た
、
作
品
内
外
に

広
が
る
空
間
。
本
書
は
、
こ
の
時
間
と
空
間
が
交

差
す
る
「
時
空
」
を
鍵
と
し
て
新
た
な
文
学
史
構

築
へ
の
様
々
な
道
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
部
「
文
学
史
の
領
域
」
で
は
、
日
本

文
学
史
の
豊
か
な
可
能
性
を
示
す
論
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
小
峯
和
明
氏
の
論
は
「
環
境
文
学
」
を

提
唱
す
る
こ
と
で
、
石
牟
礼
道
子
や
志
村
ふ
く
み

を
始
め
と
し
た
近
現
代
文
学
へ
も
関
心
を
拡
げ
る

と
同
時
に
、
自
然
科
学
や
生
命
科
学
な
ど
の
多
様

な
領
域
か
ら
文
学
を
捉
え
て
い
く
、
広
く
豊
か
な

研
究
方
法
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
野

中
哲
照
氏
に
よ
る
源
氏
物
語
の
歴
史
と
の
関
連
と

い
う
観
点
か
ら
の
見
つ
め
直
し
や
、
杉
山
和
也
氏

に
よ
る
日
本
文
学
史
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
文
学

の
位
置
づ
け
な
ど
、
様
々
な
日
本
文
学
史
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
明
治
期
に
着
目

し
た
王
成
氏
や
谷
山
俊
英
氏
ら
の
論
で
は
近
代
へ

と
繋
が
る
古
典
と
い
っ
た
、
時
代
を
跨
ぐ
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。

第
二
部
「
和
漢
の
才
知
と
文
学
の
交
響
」
は
、

第
一
部
に
続
き
、
日
本
文
学
の
理
解
を
深
め
つ
つ

も
、
和
歌
と
の
関
連
に
注
目
し
、
改
め
て
日
本
文

学
の
中
に
あ
る
精
神
を
見
つ
め
直
す
論
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
加
藤
睦
氏
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』

に
お
け
る
中
納
言
の
、
愛
し
た
女
性
を
忘
れ
な
い

こ
と
、
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
を
「
美
質
」
と
感

じ
て
い
た
精
神
が
同
時
代
の
歌
人
の
中
で
共
有
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、陳
燕
氏
は
、

嫉
妬
を
軸
に
据
え
て
時
代
を
跨
ぎ
な
が
ら
論
を
展

開
し
、
作
者
で
あ
る
道
綱
母
が
日
記
と
い
う
形
態

を
選
ん
だ
理
由
に
考
え
を
巡
ら
せ
た
。

第
三
部
「
都
市
と
地
域
の
文
化
的
時
空
」
で

は
、
都
市
や
地
域
と
い
っ
た
享
受
環
境
の
変
化
と
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連
動
し
、
姿
を
変
え
て
い
く
古
典
文
学
の
一
面
に

光
を
当
て
た
論
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
深
沢
徹
氏

の
提
起
し
た
「
都
市
表
象
史
」
の
論
か
ら
始
ま

り
、
宮
腰
直
人
氏
は
東
北
の
語
り
物
文
芸
で
あ
る

奥
浄
瑠
璃
と
古
浄
瑠
璃
の
享
受
を
南
奥
羽
地
域
の

環
境
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
す
こ
と

で
、
鈴
木
彰
氏
は
、
平
将
門
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化

を
成
田
山
新
勝
寺
の
動
き
を
追
っ
て
い
く
こ
と

で
、
そ
の
変
化
を
示
し
た
。
そ
し
て
作
品
の
変
化

を
考
え
る
上
で
は
、
作
品
を
取
り
巻
く
環
境
、
そ

し
て
享
受
者
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

第
四
部
「
文
化
学
と
し
て
の
日
本
文
学
」
で

は
、
世
界
の
文
学
へ
と
羽
ば
た
く
。
他
国
の
文
学

作
品
と
の
比
較
が
、
新
た
な
視
点
か
ら
自
国
の
作

品
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
伝
え

る
と
同
時
に
、
文
化
学
と
の
接
点
を
見
つ
め
る
論

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。ク
レ
ー
ル＝

碧
子
・
ブ
リ
ッ

セ
氏
は
、『
平
家
物
語
』
の
語
り
に
つ
い
て
、『
イ

リ
ア
ス
』『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
な
ど
の
他
国
の

作
品
と
比
較
し
、
こ
れ
ま
で
多
く
研
究
さ
れ
て
き

た
語
り
が
ま
だ
持
つ
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
ニ

コ
ラ
エ
・
ラ
ル
カ
氏
は
、『
浦
島
太
郎
』
を
ル
ー

マ
ニ
ア
の
不
老
不
死
説
話
と
比
較
し
、
さ
ら
に
志

村
真
幸
氏
は
、
南
方
熊
楠
論
文
を
イ
ギ
リ
ス
と
比

較
す
る
。
南
方
熊
楠
論
と
し
て
は
、
松
井
竜
五
氏

の
論
や
田
村
義
也
氏
の
コ
ラ
ム
に
お
い
て
も
新
た

な
可
能
性
を
切
り
拓
い
て
い
る
。そ
し
て
最
後
に
、

ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
氏
の
コ
ラ
ム
で
は
、
文

学
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
、そ
し
て
「
日
本
文
学
」

な
る
も
の
の
内
実
が
再
度
問
い
直
さ
れ
、
こ
れ
か

ら
の
文
学
史
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
。狙

う
べ
き
な
の
は
、
理
想
の
『
日
本
文
学
史
』

で
は
な
く
、
二
十
一
世
紀
の
初
め
の
「
今
」
に
相

応
し
い
『
日
本
文
学
史
』
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
今
」
だ
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
、「
今
」
だ

か
ら
言
え
る
こ
と
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
ま
と
め
た
『
日
本
文
学
史
』。

本
書
を
貫
く
も
の
は
、
自
国
だ
け
に
留
ま
ら
ず

に
、
作
品
を
通
し
て
過
去
と
対
話
す
る
こ
と
で

「
今
」
へ
と
繋
が
っ
て
行
く
文
学
研
究
へ
の
志
向

で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
自
分
の
見
知
ら
ぬ
時
間
や

空
間
の
作
品
と
向
き
合
う
こ
と
で
、
実
は
今
生
き

て
い
る
我
々
も
、
そ
し
て
未
来
の
人
々
も
、
そ
の

作
品
が
つ
む
ぎ
だ
す
歴
史
の
一
部
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
一
冊
で
あ
る
。

（
二
〇
一
七
年
十
一
月

笠
間
書
院

四
六
〇
頁

本
体
九
、
〇
〇
〇
円
）

（
さ
い
と
う

た
か

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）

小
峯
和
明
監
修
・
目
黒
将
史
編

『
シ
リ
ー
ズ

日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く

第
五
巻

資
料
学
の
現
在
』

本

山

八
重
子

本
巻
は
、「
日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く
」
シ
リ

ー
ズ
の
第
五
巻
で
、
気
鋭
の
研
究
者
一
六
人
の
論

文
を
収
録
し
、
全
三
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
文
字

通
り
最
先
端
の
「
資
料
学
の
現
在
」
を
知
る
上
で

必
読
の
書
で
あ
る
。
第
１
部
か
ら
第
３
部
ま
で
、

各
論
文
の
簡
潔
な
紹
介
を
試
み
た
い
。

第
１
部
「
資
料
学
を
〈
拓
く
〉」
は
五
本
の
論

文
で
構
成
さ
れ
る
。
小
峯
和
明
論
文
で
は
、「
説

話
」
学
の
第
一
の
極
を
昔
話
や
伝
説
、
世
間
話
な

ど
の
口
承
文
芸
の
総
称
と
し
、
第
二
の
極
を
文
字

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
説
話
集
形
態
と
し
、
速
記
本

や
口
述
筆
記
本
を
新
た
に
〈
説
話
本
〉
と
呼
ぶ
こ

と
を
提
起
し
、
和
芸
を
含
め
て
第
三
の
極
と
位
置

付
け
る
。〈
説
話
本
〉
の
概
念
を
具
体
化
す
る
資

料
と
し
て
、
明
治
一
六
（
一
八
八
二
）
年
に
浄
土

真
宗
の
僧
侶
・
北
畠
道
龍
の
最
初
期
の
イ
ン
ド
行

仏
蹟
巡
礼
の
講
演
筆
錄
『
印
度
紀
行
釈
尊
墓
況

説
話
筆
記
』
を
翻
刻
、
紹
介
し
、
さ
ら
な
る
追
跡

を
期
待
さ
せ
る
。
鈴
木
彰
論
文
で
は
、
鹿
児
島
県
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歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
寄
託
・
個
人
蔵
『﹇
武

家
物
語
絵
巻
﹈』
を
お
伽
草
子
『
土
蜘
蛛
』
の
一

伝
本
で
あ
る
と
認
定
し
、
名
称
を
『
土
蜘
蛛
』
と

す
る
よ
う
提
言
す
る
。
詞
書
を
翻
刻
し
、
挿
絵
も

含
め
て
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
『
土
く
も
』
と
の
異

同
を
詳
細
に
分
析
し
、
同
系
統
の
諸
本
が
伝
播
し

て
い
た
状
況
及
び
絵
巻
作
成
が
広
範
囲
の
時
空
間

で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
資
料
伝
来

の
構
図
の
解
明
を
試
み
る
。
そ
の
た
め
に
は
資
料

を
所
蔵
す
る
文
庫
の
全
体
像
を
捉
え
る
必
要
が
あ

る
と
説
く
。

汐
里
論
文
で
は
、
新
出
の
国
文
学

研
究
資
料
館
蔵
『
大
橋
の
中
将
』
を
翻
刻
・
解
題

し
て
い
る
。『
大
橋
の
中
将
』
は
、
早
い
段
階
で

出
版
さ
れ
た
古
浄
瑠
璃
の
正
本
、
絵
入
り
写
本
、

扇
面
絵
が
残
さ
れ
て
は
い
る
が
、
お
伽
草
子
の
伝

本
が
端
本
ば
か
り
で
あ
っ
た
た
め
、
作
品
の
成
立

背
景
、
お
伽
草
子
と
古
浄
瑠
璃
の
本
文
関
係
な
ど

基
礎
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
。
新
出
の
国
文
研
本
は
欠
け
て
い
る
箇
所
は
あ

る
が
、
上
・
下
巻
の
揃
い
で
、
挿
絵
も
多
く
細
部

が
正
確
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
大
橋
の
中

将
』
の
作
品
研
究
、
絵
画
的
受
容
の
解
明
の
足
が

か
り
に
な
る
と
し
て
い
る
。大
貫
真
実
論
文
で
は
、

立
教
大
学
図
書
館
蔵
『﹇
安
珍
清
姫
絵
巻
﹈』
を
翻

刻
・
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
立
教
本
は
、
道
成
寺

本
と
、
そ
の
道
成
寺
本
の
構
成
に
沿
っ
た
『
道
成

寺
縁
起
絵
と
き
手
文
』
に
類
し
た
本
文
を
組
み
合

わ
せ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、
各
本
文
を
詳
細

に
比
較
し
て
、
立
教
本
の
独
自
表
現
を
明
ら
か
に

し
、
絵
解
き
台
本
が
他
に
も
存
在
し
て
い
た
可
能

性
を
示
す
。
ま
た
、
立
教
本
に
は
予
め
設
け
ら
れ

た
空
欄
に
別
筆
の
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
に
着
目

し
、
そ
の
理
由
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
蔡
穂
玲

論
文
で
は
、
中
国
で
著
さ
れ
た
仏
教
典
籍
で
あ
る

『
如
来
在
金
棺
囑
累
清
浄
莊
嚴
敬
福
經
』
の
新
出

本
文
を
紹
介
す
る
。
同
本
文
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
人
文
科
学
研
究
院
の
中
国
仏
教
石
経
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
よ
る
陜
西
省
麟
游
縣
慈
善
寺
石
刻
本
の
調

査
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
新
た
な
三
つ
の
見
識

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

第
２
部
「
資
料
生
成
の
〈
場
〉
と
〈
伝
播
〉
を

め
ぐ
っ
て
」
は
六
本
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
中

根
千
絵
論
文
は
、名
古
屋
大
学
蔵
本
『
百
因
縁
集
』

を
翻
刻
・
紹
介
す
る
。
同
本
の
成
り
立
ち
を
解
明

す
る
た
め
、
そ
の
序
文
、
跋
文
を
分
析
し
、
ま
た
、

『
今
昔
物
語
集
』
と
共
通
す
る
話
を
比
較
・
検
討

し
、
禅
宗
圏
で
成
立
し
た
『
百
因
縁
集
』
が
宗
派

を
超
え
て
日
蓮
宗
の
談
義
所
で
も
用
い
ら
れ
て
い

た
可
能
性
を
展
望
し
て
い
る
。高
橋
悠
介
論
文
は
、

金
沢
文
庫
発
祥
の
寺
で
あ
る
称
名
寺
に
伝
来
す
る

二
系
統
の
神
祇
書
『
諸
社
口
決
』
を
整
理
す
る
過

程
で
、
新
出
の
断
簡
を
発
見
し
、
翻
刻
・
検
討
し

た
結
果
、
社
参
作
法
が
伊
勢
潅
頂
の
作
法
と
概
念

に
共
通
す
る
要
素
が
多
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ

の
た
め
、
僧
侶
社
参
の
作
法
と
観
念
の
成
立
・
展

開
を
明
ら
か
す
る
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
ま
た
、

中
世
日
本
紀
や
中
世
の
神
仏
説
話
の
生
成
背
景
を

解
明
す
る
資
料
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
渡
辺

匡
一
論
文
は
、
福
島
県
い
わ
き
市
遠
野
町
に
あ
る

真
言
宗
智
山
派
の
古
刹
、
圓
通
寺
所
藏
の
『
血
脈

鈔
』
の
翻
刻
・
紹
介
で
あ
る
。
圓
通
寺
本
の
目
的

は
、
醍
醐
三
宝
流
（
小
野
流
）
の
正
嫡
が
地
蔵
院

流
と
と
も
に
、
松
橋
流
が
正
当
な
後
継
者
で
あ
る

と
宣
言
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
、
室
町
時
代
中

期
に
お
け
る
醍
醐
寺
諸
流
派
の
活
動
や
松
橋
流
の

東
国
伝
播
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
典
籍

と
位
置
付
け
て
い
る
。
柴
佳
世
乃
論
文
は
、
唱
導

で
名
高
い
安
居
院
澄
憲
の
『
如
意
輪
講
式
』
を
翻

刻
・
訓
読
し
て
、
ど
の
よ
う
に
聴
か
せ
る
か
十
分

計
算
し
尽
く
さ
れ
た
対
句
か
ら
成
る
美
文
で
構
成

さ
れ
た
特
徴
を
捉
え
、
講
式
を
文
字
資
料
と
し
て

味
わ
う
の
で
は
な
く
、
音
声
言
語
と
し
て
詠
唱
す

る
こ
と
に
よ
り
、
聴
聞
者
の
感
動
を
誘
う
意
義
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
和
田
琢
磨
論
文
は
、
室
町

時
代
に
お
け
る
『
太
平
記
』
享
受
の
一
例
と
し
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て
、
守
護
大
名
今
川
氏
親
の
『
太
平
記
』
観
を
、

岳
父
で
あ
る
中
御
門
宣
胤
の
日
記
『
宣
胤
卿
記
』

の
記
述
を
通
し
て
解
明
す
る
。
従
来
の
研
究
史
で

は
、
氏
親
は
、『
太
平
記
』
に
今
川
氏
の
活
躍
場

面
が
少
な
す
ぎ
る
と
し
て
足
利
幕
府
に
よ
る
改
訂

を
望
ん
で
い
た
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

著
者
は
、
宣
胤
が
氏
親
に
送
っ
た
「
太
平
記
抜
書

一
書
」
及
び
氏
親
の
礼
状
（
日
記
に
所
載
）
の
内

容
を
予
見
な
く
読
み
解
い
て
、
全
く
新
た
な
結
論

を
鮮
や
か
に
導
き
出
す
。
同
時
に
、
先
学
の
第
一

人
者
で
も
落
ち
入
る
、
推
論
を
導
き
出
す
際
の
資

料
を
扱
う
盲
点
も
提
示
し
て
い
る
。
目
黒
将
史
論

文
は
、
江
戸
中
期
以
降
誕
生
し
、
多
種
多
様
に
流

布
・
享
受
さ
れ
て
い
る
異
国
合
戦
軍
記
を
、「
体

験
記
か
ら
覚
え
書
き
を
経
て
成
立
し
た
物
語
群
」

と
定
義
す
る
。
そ
の
中
で
、
一
系
統
の
軍
記
で
あ

る
〈
薩
琉
軍
記
〉
の
成
立
年
次
を
比
定
し
、『
平

家
物
語
』
や
『
太
平
記
』
の
よ
う
に
史
書
と
し
て

享
受
・
流
布
さ
れ
た
様
相
を
繙
く
。
そ
の
下
支
え

と
な
っ
た
基
盤
は
、
徳
川
幕
府
の
領
土
確
定
政
策

の
浸
透
し
た
社
会
構
造
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

近
松
浄
瑠
璃
と
異
国
合
戦
軍
記
の
展
開
の
様
相
が

重
複
す
る
構
図
を
明
ら
か
に
し
、
総
合
的
な
江
戸

文
芸
作
品
の
比
較
分
析
の
必
要
性
を
説
い
て
い

る
。

第
３
部
「
資
料
を
受
け
継
ぐ
〈
担
い
手
〉
た

ち
」
は
、
五
本
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
小
此
木

敏
明
論
文
は
、
琉
球
最
初
の
史
書
で
あ
る
『
中
山

世
鑑
』
の
伝
本
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
、
明

治
政
府
の
外
交
政
策
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
詳

細
に
検
討
・
整
理
し
、
不
明
確
で
あ
っ
た
底
本
・

参
照
本
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
す
る
。
同
時
に
、

明
治
政
府
に
よ
る
琉
球
の
資
料
の
収
集
・
利
用
の

実
態
を
検
討
す
る
必
要
性
を
説
く
。
伊
藤
慎
吾
論

文
で
は
、
国
文
学
者
で
あ
り
出
版
人
で
も
あ
る
横

山
重
が
、
民
俗
学
者
で
あ
る
南
方
熊
楠
に
与
え
た

学
問
的
影
響
を
、
横
山
が
熊
楠
に
宛
て
た
書
簡
を

通
し
て
考
察
す
る
。『
室
町
時
代
物
語
集
』
の
編

纂
・
刊
行
に
あ
た
り
、
横
山
は
お
伽
草
子
に
関
す

る
最
先
端
の
資
料
・
情
報
を
集
め
、
熊
楠
に
提
供

し
、
お
伽
草
子
が
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
説
話
文

学
に
匹
敵
す
る
話
材
の
豊
富
さ
を
持
つ
こ
と
を
熊

楠
に
認
識
さ
せ
る
。
今
日
の
お
伽
草
子
研
究
の
資

料
的
基
礎
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
横
山
の
功

績
で
あ
る
と
す
る
。
山
田
洋
嗣
論
文
は
南
部
家
旧

蔵
群
書
類
従
本
『
散
木
奇
歌
集
』
に
付
さ
れ
た
頭

書
を
翻
刻
し
、
今
は
所
在
不
明
に
な
っ
て
い
る

「
小
山
田
与
清
手
沢
群
書
類
従
本
」
の
頭
書
の
作

業
過
程
が
同
本
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す

る
。
こ
れ
は
、
近
世
後
期
の
江
戸
に
お
け
る
『
散

木
奇
歌
集
』
の
読
解
そ
の
も
の
と
読
解
に
お
け
る

興
味
の
あ
り
方
や
方
法
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の

読
解
の
助
け
に
も
な
る
と
す
る
。
渡
辺
麻
里
子
論

文
は
、
弘
前
藩
主
や
弘
前
藩
の
藩
校
「
稽
古
館
」

の
旧
蔵
書
に
着
目
し
、
弘
前
の
知
の
体
系
を
検
討

す
る
。現
在
の
所
蔵
は
東
奥
義
塾
高
校
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
藩
主
の
所
持
本
と
み
な
さ
れ
る
「
奥
文

庫
」
と
い
う
蔵
書
印
が
押
さ
れ
た
本
が
大
量
に
混

在
し
て
お
り
、明
版
を
含
む
大
量
の
漢
籍
の
中
で
、

入
手
困
難
な
『
文
献
通
考
』
に
注
目
し
て
蔵
書
の

意
義
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
奥
文
庫
本
に
は
『
御

歌
書
』
と
装
丁
さ
れ
た
二
十
二
冊
の
和
歌
関
係
書

も
含
ま
れ
る
。
著
者
は
『
土
佐
日
記
』
及
び
、「
宝

積
経
要
品
」
の
紙
背
文
書
で
あ
る
『
金
剛
三
昧
院

奉
納
和
歌
』
の
写
し
が
歌
書
と
し
て
分
類
・
蔵
書

さ
れ
て
い
る
理
由
の
解
明
の
必
要
性
な
ど
今
後
の

研
究
課
題
を
指
摘
す
る
。
グ
エ
ン
・
テ
ィ
・
オ
ワ

イ
ン
論
文
は
、
表
記
文
字
と
し
て
長
年
漢
字
を
使

用
し
て
き
た
ベ
ト
ナ
ム
が
保
有
す
る
大
量
の
世
界

的
価
値
を
有
す
る
漢
字
・
字
喃
の
古
典
籍
を
扱
う

上
で
の
問
題
点
を
喚
起
す
る
。
植
民
地
時
代
に
混

乱
を
来
た
し
た
資
料
を
選
別
す
る
、
信
頼
で
き
る

底
本
の
選
定
と
書
誌
学
・
資
料
学
の
確
立
が
今
後

の
課
題
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。

知
と
学
の
体
系
を
検
証
す
る
「
資
料
学
」
抜
き
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に
、
文
学
研
究
の
未
来
は
な
い
と
、
読
者
に
認
識

さ
せ
る
必
読
の
一
冊
で
あ
る
。

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
〇
日

笠
間
書
院

Ａ

５
判

四
〇
二
頁

本
体
九
、
〇
〇
〇
円
）

（
も
と
や
ま

や
え
こ

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

ボ
ド
メ
ー
ル
美
術
館
所
蔵

小
峯
和
明
・
金
英
順
・
目
黒
将
史
編

『
奈
良
絵
本

釈
迦
の
本
地

原
色
影
印
・
翻
刻
・
注
解
』

大

竹

明

香

本
書
は
、
仏
伝
を
物
語
化
し
、
極
彩
色
の
挿
絵

と
と
も
に
描
い
た
、
ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
ボ

ド
メ
ー
ル
美
術
館
蔵
・
奈
良
絵
本
『
釈
迦
の
本
地
』

を
、
翻
刻
、
注
解
と
と
も
に
紹
介
す
る
も
の
で
あ

る
。仏

伝
と
は
、
仏
教
を
創
始
し
た
釈
迦
の
一
代
記

の
こ
と
で
あ
る
。
仏
伝
は
、『
過
去
現
在
因
果
経
』

『
仏
本
行
集
経
』
な
ど
の
漢
訳
さ
れ
た
経
典
と
し

て
ひ
ろ
ま
っ
た
。
こ
の
仏
伝
は
、
東
ア
ジ
ア
を
は

じ
め
広
く
流
布
し
、
継
承
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地

域
や
時
代
に
合
わ
せ
て
編
み
直
さ
れ
、
変
容
し
て

い
く
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
伝

が
変
容
し
て
い
く
な
か
で
作
品
が
制
作
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
中
世
期
に
制
作
さ

れ
た
『
釈
迦
の
本
地
』
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
特
徴

を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

『
釈
迦
の
本
地
』
の
特
色
は
、
ひ
と
つ
に
は
、

釈
迦
の
一
代
記
が
仏
典
か
ら
離
れ
、
和
文
脈
の
中

で
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
中
世
期
に
お

い
て
、
仏
伝
が
物
語
化
さ
れ
る
と
い
う
変
容
を
遂

げ
た
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
も
う
ひ
と
つ
の
特
色

は
、
絵
巻
や
絵
入
り
本
が
多
く
制
作
さ
れ
る
と
い

う
、
絵
画
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
釈
迦
の
本
地
』
は
絵
巻
や
絵

入
り
本
が
数
多
く
作
ら
れ
、
後
世
に
も
享
受
さ
れ

た
。
小
峯
和
明
氏
の
解
説
に
よ
る
と
、
諸
本
と
比

較
し
て
も
、
ボ
ド
メ
ー
ル
美
術
館
所
蔵
『
釈
迦
の

本
地
』（
以
下
、
ボ
ド
メ
ー
ル
本
）
は
、「
本
文
、

挿
絵
と
も
に
他
に
類
の
な
い
特
異
な
伝
本
と
し
て

注
目
さ
れ
」
る
と
い
う
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を

大
ま
か
に
紹
介
し
た
い
。

影
印
・
翻
刻
で
は
、
ボ
ド
メ
ー
ル
本
の
書
誌
を

示
し
、
続
い
て
、
詞
書
部
分
、
絵
画
部
分
上
巻
、

下
巻
の
原
色
影
印
と
翻
刻
の
全
文
を
載
せ
る
。
見

開
き
ペ
ー
ジ
上
段
に
影
印
、
下
段
に
詞
書
の
翻
刻

を
載
せ
て
お
り
、
影
印
と
翻
刻
を
対
照
さ
せ
な
が

ら
作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
絵
画
部

分
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
場
面
解
説
が
附
さ
れ
て
い

る
。
各
一
ペ
ー
ジ
を
使
用
し
掲
載
さ
れ
て
い
る
絵

画
部
分
は
、
ボ
ド
メ
ー
ル
本
の
極
彩
色
で
描
か
れ

て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

目
黒
将
史
氏
と
金
英
順
氏
に
よ
る
釈
文
・
語
注

で
は
、
ボ
ド
メ
ー
ル
本
上
巻
、
下
巻
の
釈
文
と
、

詳
細
な
語
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。
語
注
で
は
、
ボ
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ド
メ
ー
ル
本
と
寛
永
二
十
年
刊
本
（『
室
町
時
代

物
語
大
成
』
所
収
。
赤
木
文
庫
本
）
と
の
校
合
を

行
い
、
そ
の
他
諸
本
も
参
考
す
る
。
た
と
え
ば
、

ボ
ド
メ
ー
ル
本
下
巻
一
一
、「
降
魔
成
道
」
で
、

釈
迦
が
草
刈
り
人
に
変
化
し
た
帝
釈
天
に
名
を
尋

ね
る
く
だ
り
に
、「
き
ん
し
や
う
草
」
と
あ
る
。

語
注
で
は
、
こ
の
「
き
ん
し
や
う
草
」
は
「
吉
祥

草
の
こ
と
か
」
と
し
、
寛
永
二
十
年
刊
本
や
『
通

俗
釈
尊
伝
記
』『
釈
迦
出
世
本
懐
伝
記
』
な
ど
の

該
当
箇
所
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
語
注
を
と
お
し

て
、
ボ
ド
メ
ー
ル
本
の
詞
書
本
文
の
特
徴
を
理
解

し
な
が
ら
、
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ボ
ド
メ
ー
ル
本
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
小
峯

和
明
氏
の
解
説
に
詳
し
い
。
こ
の
解
説
で
は
、
ボ

ド
メ
ー
ル
本
に
は
い
く
つ
か
の
独
自
文
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
提
婆
達

多
ら
と
の
技
芸
比
べ
」（
解
説
中
に
示
さ
れ
た
物

語
展
開
の
箇
条
書
き
部
に
よ
る
）
の
場
面
で
は
、

ボ
ド
メ
ー
ル
本
と
ス
ペ
ン
サ
ー
本
の
み
に
、
提
婆

達
多
の
登
場
と
紹
介
の
錯
簡
が
見
ら
れ
、
ま
た
ボ

ド
メ
ー
ル
本
で
は
当
該
場
面
は
、
提
婆
達
多
が
象

に
向
か
っ
て
拳
を
あ
げ
て
い
る
様
が
絵
画
化
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
絵
は
ボ
ド
メ
ー
ル
本
と
、

時
代
が
下
っ
た
葛
飾
北
斎
の
作
品
の
み
に
見
ら
れ

る
も
の
で
、
さ
ら
に
は
、
ボ
ド
メ
ー
ル
本
で
は
提

婆
達
多
が
、
南
蛮
屏
風
に
描
か
れ
る
西
洋
人
風
の

装
束
を
身
に
纏
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
制
作
当
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
と
仏
教

と
の
か
か
わ
り
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
出
来
る

と
、
小
峯
和
明
氏
は
指
摘
す
る
。

以
上
、本
書
の
内
容
を
大
ま
か
に
述
べ
て
き
た
。

小
峯
氏
は
ボ
ド
メ
ー
ル
本
に
つ
い
て
、「
天
台
法

華
系
の
一
般
的
な
伝
本
か
ら
す
れ
ば
、
浄
土
教
系

の
教
学
に
立
脚
す
る
本
文
改
編
を
施
し
た
異
本
に

位
置
づ
け
て
も
よ
い
だ
ろ
う
」
と
、
そ
の
特
異
性

に
つ
い
て
言
及
す
る
。
詞
書
、
絵
画
部
分
、
そ
れ

ぞ
れ
に
特
異
性
を
持
つ
ボ
ド
メ
ー
ル
本
を
、
本
書

で
は
詳
細
に
紹
介
、
解
説
す
る
。
ぜ
ひ
多
く
の
方

に
本
書
に
触
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
二
〇
一
八
年
五
月
一
五
日

勉
誠
出
版

Ａ
４

判

一
六
八
頁

本
体
一
六
、〇
〇
〇
円〈
税
別
〉）

（
お
お
た
け

あ
か
り

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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