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一　

は
じ
め
に

本
書
は
著
者
の
学
位
論
文
の
公
刊
で
あ
る
。
内

容
は
こ
れ
ま
で
の
著
者
の
説
話
研
究
の
蓄
積
が
集

約
さ
れ
て
お
り
、
一
種
の
著
作
集
の
趣
を
持
つ
。

上
下
二
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
極
め
て

数
多
く
の
説
話
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
分
析
さ
れ
、

吟
味
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
視
点
は
副
題
に
あ
る
通

り
、
形
態
・
象
徴
・
文
化
に
ま
た
が
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
二
〇
世
紀
後
半
の
説
話
や
文
化
に
関
す

る
構
造
や
象
徴
分
析
の
視
点
と
方
法
と
を
縦
横
に

使
い
こ
な
し
た
研
究
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

う
し
た
点
で
本
書
は
注
目
に
値
す
る
の
だ
が
、
そ

れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
著
者
が
二
〇
一
一
年
四
月

に
逝
去
さ
れ
た
た
め
に
遺
著
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
、
と
い
う
側
面
も
持
つ
。
著
者
に
は
『
神
話
の

森
』（
一
九
八
九
年
、大
修
館
書
店
）、『
伝
承
の
宇
宙
』

（
一
九
九
二
年
、
渓
水
社
）、『
ハ
リ
マ
オ　

マ
レ
ー

の
虎
、
六
十
年
後
の
真
実
』（
二
〇
〇
二
年
、
大
修

館
書
店
）
と
い
っ
た
話
題
を
呼
ん
だ
著
作
が
あ
る

も
の
の
、
学
術
論
文
集
と
し
て
の
体
裁
を
と
っ
た

著
作
は
本
書
が
最
初
に
し
て
最
後
の
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
で
は
上
下
二
冊
の
内
容
を
そ
の
論
点
と
分

析
方
法
、
成
果
に
注
意
し
な
が
ら
要
約
紹
介
し
、

さ
ら
に
評
者
な
り
の
読
解
に
基
づ
き
、
本
書
の
達

成
と
そ
の
上
に
展
開
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
述

べ
て
み
た
い
。
な
お
、
い
さ
さ
か
煩
瑣
に
な
る
こ

と
を
お
そ
れ
な
が
ら
、
読
解
の
根
拠
と
な
る
箇
所

の
頁
数
を
な
る
べ
く
提
示
し
な
が
ら
書
評
を
進
め

て
い
き
た
い
。
評
者
の
読
み
が
多
く
の
読
者
に

よ
っ
て
相
対
化
も
し
く
は
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
も

期
待
し
て
の
措
置
で
あ
る
こ
と
を
冒
頭
で
述
べ
て

お
く
。

二　

 

取
り
上
げ
ら
れ
た
説
話
と
視
点
・
方
法
（
一
）

―
文
献
資
料
篇
の
要
約

上
巻
の
序
章
に
お
い
て
著
者
は
本
書
の
主
題
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
界
・
他
界
の
接
点

に
生
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
異
怪
の
伝
え
に
関
連
し

て
、
日
本
人
が
抱
き
来
っ
た
神
話
的
宇
宙
観
・
世

界
観
を
問
う
」（
一
一
頁
）
と
し
、
日
本
人
に
と
っ

て
の
宇
宙
は
円
環
的
重
層
的
で
あ
る
と
し
、
神
話

的
時
空
に
お
い
て
神
話
と
そ
の
構
成
要
素
は
永
遠

の
回
帰
と
再
生
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
だ
と

把
握
す
る
（
一
二
〜
三
頁
）。
そ
う
し
た
も
の
の
具

体
例
と
し
て
境
界
に
お
け
る
身
体
の
欠
損
、
モ
チ
ー

フ
の
隠
喩
や
連
鎖
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
の
象
徴
が
挙

げ
ら
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
自
然
や
文
化
の

条
件
に
よ
っ
て
同
化
す
る
。
具
体
的
に
は
水
神
や
客

人
神
な
ど
に
も
表
出
し
、
さ
ら
に
モ
チ
ー
フ
の
解
読

に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
作
り
上
げ
、
管
理
し
た
者
た
ち

を
見
通
そ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
伝
承
の「
シ
ナ
リ
オ・

モ
チ
ー
フ
・
要
素
な
ど
の
形
態
・
類
型
の
比
較
を

通
じ
て
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
神
話
的
境
界
観
念

を
抽
出
し
、
ま
た
そ
の
風
土
化
の
様
態
を
検
証
し
、

さ
ら
に
伝
承
の
生
成
・
管
理
者
の
実
態
を
推
理
し
よ
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う
と
す
る
」（
三
二
頁
）
と
い
う
の
が
本
書
を
貫
く

姿
勢
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
第
一
篇
文
献
資
料
篇
で
は
十
三
章
に
わ

た
っ
て
説
話
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。

第
一
章
「
道
命
と
和
泉
式
部
の
伝
承
─
両
者
の

交
会
と
下
品
の
神
の
出
現
を
め
ぐ
っ
て
─
」
で
は

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
古
事
談
』
な
ど
に
記
録
さ

れ
た
道
命
と
和
泉
式
部
と
の
会
合
、
法
華
経
読
誦

に
伴
う
下
品
の
神
の
出
現
を
語
る
説
話
の
分
析
が

行
わ
れ
る
。
道
命
阿
闍
梨
と
和
泉
式
部
の
両
者
の

伝
承
世
界
に
お
け
る
性
格
を
確
認
し
、「
神
祇
の

法
華
経
聴
聞
」
お
よ
び
「
僧
侶
の
女
犯
と
法
華
経
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
析
出
し
伝
承
の
構
成
を
確
認

す
る
。
さ
ら
に
五
条
と
い
う
舞
台
を
指
標
に
下
品

の
神
と
さ
れ
る
道
祖
神
、
疫
神
の
性
格
を
ふ
ま
え

て
、
こ
の
説
話
を
天
台
浄
土
教
系
の
聖
と
遊
女
と

の
交
渉
に
関
す
る
説
話
の
一
環
と
し
、
上
述
の
二

つ
の
モ
チ
ー
フ
の
結
合
に
五
条
道
祖
神
の
性
神
的

な
性
質
が
関
わ
る
と
す
る
（
五
七
頁
）。

第
二
章
「
源
光
の
伝
承
─
偽
仏
の
看
破
を
め

ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
今
昔
物
語
集
』、『
宇
治
拾
遺

物
語
』
に
記
録
さ
れ
た
柿
の
木
の
上
に
出
現
し
た

仏
を
源
光
が
天
狗
と
見
破
る
説
話
を
取
り
上
げ
る
。

伝
承
の
構
造
と
し
て
他
界
か
ら
出
現
す
る
魔
と
勇

者
と
の
闘
争
を
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
光
に
ま
つ
わ

る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
の
背
景
に
菅
原
道
真
と
の
確

執
が
投
影
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
そ

し
て
五
条
西
洞
院
と
い
う
伝
承
の
舞
台
が
自
他
両

界
の
接
点
で
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
る（
一
〇
〇
頁
）。

第
三
章
「
永
超
の
伝
承
─
魚
食
と
疫
神
の
出
現

と
を
め
ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
古
事
談
』、『
宇
治
拾

遺
物
語
』、『
雑
談
集
』、『
三
国
伝
記
』
に
記
さ
れ
て

い
る
魚
食
を
常
と
す
る
永
超
僧
都
に
魚
を
奉
っ
て

い
た
者
が
疫
神
か
ら
免
れ
る
と
い
う
説
話
の
分
析

が
行
わ
れ
る
。
こ
の
説
話
は
「
旅
僧
の
疫
弊
と
在
家

に
よ
る
献
貢
」
と
「
死
者
を
拉
致
す
る
者
と
三
宝
に

よ
る
退
去
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
連
鎖
の
接
合
で
あ

り
、
興
福
寺
系
の
聖
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
伝
播
し

た
の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
る
（
一
四
三
〜
四
頁
）。

第
四
章
「
智
海
の
伝
承
─
病
者
と
の
法
談
を
め

ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
古
事
談
』、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
記
さ
れ
る
高
僧
が
病
者
と
の
法
談
を
交
わ
す
と

い
う
タ
イ
プ
の
説
話
を
検
討
し
て
い
る
。
病
者
が

し
ば
し
ば
仏
菩
薩
の
化
身
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ

と
、
説
話
の
舞
台
が
橋
や
坂
と
推
定
さ
れ
、
そ
こ

は
聖
の
活
動
の
場
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
説
話
は
「
法
文
諷
誦
に
よ
る
賢
者
の

陰
徳
露
見
」
と
「
仏
菩
薩
の
病
者
・
乞
食
の
態
に

よ
る
化
現
、
高
僧
と
の
法
談
」
と
い
う
相
似
し
た

モ
チ
ー
フ
が
聖
に
よ
っ
て
布
施
や
講
会
の
場
で
語

ら
れ
た
か
、
と
論
じ
る
（
一
六
八
頁
）。

第
五
章
「
禅
珍
内
供
の
伝
承
─
異
形
の
鼻
を
め

ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
今
昔
物
語
集
』、『
宇
治
拾
遺

物
語
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
有
名
な
鼻
の
長
い
僧

を
め
ぐ
る
説
話
を
個
々
の
モ
チ
ー
フ
の
原
初
的
な

意
味
に
注
目
し
て
、分
析
し
て
い
る
（
一
七
五
頁
）。

煙
・
虫
を
出
す
鼻
は
体
内
地
獄
の
表
象
で
あ
り

（
一
八
〇
頁
）、
童
子
面
罵
は
悪
因
悪
果
を
教
宣
す

る
も
の
か
と
す
る
（
一
八
二
頁
）。
さ
ら
に
内
供
の

鼻
が
治
癒
と
病
と
を
繰
り
返
す
の
は
「
抜
苦
」
の

思
想
の
反
映
で
あ
ろ
う
と
す
る
（
一
八
四
頁
）。

ま
た
こ
の
説
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
八

に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
口
承
伝
承
と
し
て
流

布
し
て
い
た
と
い
う
片
寄
正
義
の
推
論
に
加
え

て
、
機
知
の
問
答
、
言
葉
戦
い
に
よ
る
演
劇
的
な

要
素
も
あ
る
こ
と
を
芸
能
史
の
成
果
を
援
用
し
て

指
摘
す
る
（
一
九
三
〜
四
頁
）。
結
論
と
し
て
「
口

業
に
よ
る
高
僧
の
罹
病
と
病
の
永
遠
回
帰
」「
施
療

に
よ
る
高
僧
の
受
苦
の
解
消
」
を
併
せ
た
第
一
段
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に
「
高
僧
と
童
子
と
の
問
答
と
童
子
の
勝
利
」
の

第
二
段
が
「
宗
教
的
優
位
者
の
敗
北
と
劣
位
者
の

勝
利
」
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
連
結
し
、
そ
の
底

流
に
は
「
高
僧
に
対
す
る
民
間
仏
教
者
の
優
越
」

と
い
う
思
想
が
あ
る
と
す
る
（
一
九
五
頁
）。

第
六
章
「
真
髪
成
村
の
伝
承
─
小
男
の
学
生
と

の
闘
争
を
め
ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
今
昔
物
語
集
』、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
相
撲
人
が
小
男
に
敗

れ
る
と
い
う
説
話
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

相
撲
節
に
注
目
し
、
水
神
と
の
交
渉
を
看
取
す
る

（
二
〇
九
頁
）
と
と
も
に
、
大
学
寮
と
隣
り
合
っ
て

い
た
神
泉
苑
や
朱
雀
門
が
異
界
も
し
く
は
結
界
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
二
一
三
〜
五
頁
）。

ま
た
境
界
に
お
け
る
身
体
の
欠
損
や
分
離
が
、

他
界
と
の
往
還
を
象
徴
す
る
こ
と
を
類
例
を
挙
げ

て
論
じ
て
い
る
点
（
二
一
五
〜
七
頁
）
は
重
要
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
説
話
に
水
神
信
仰
と
そ
の
祭

祀
の
記
憶
を
読
み
取
り
、
大
力
が
し
ば
し
ば
神
か

ら
の
賜
で
あ
り
、
そ
の
保
持
者
が
神
も
し
く
は
神

に
近
い
存
在
と
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ

の
伝
承
を
担
う
も
の
に
と
っ
て
武
勇
の
証
、
名
誉

と
も
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る（
二
一
九
〜
二
〇
頁
）。

第
七
章
「
菅
原
道
真
の
伝
承
─
魔
軍
の
空
中
飛

翔
を
め
ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
道
賢
上
人
冥
途
記
』、

『
日
蔵
夢
記
』、『
北
野
天
神
根
本
縁
起
絵
巻
』、『
扶

桑
略
記
』
等
に
あ
る
菅
原
道
真
の
説
話
に
お
い
て
、

道
真
に
率
い
ら
れ
た
一
六
万
八
〇
〇
〇
と
数
え
ら

れ
る
魔
軍
を
神
仏
習
合
の
申
し
子
と
し
（
二
三
〇

頁
）、
虚
空
を
飛
ぶ
道
真
の
怨
霊
の
内
性
を
古
代
神

話
の
雷
神
に
観
音
信
仰
の
変
化
と
し
て
の
大
自
在

天
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
す
る（
二
三
八
頁
）。

第
八
章
「
久
米
仙
の
伝
承
─
女
人
と
の
邂
逅

を
め
ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
扶
桑
略
記
』
か
ら
『
今

昔
物
語
集
』、『
本
朝
高
僧
伝
』
な
ど
を
経
て
『
大

和
名
所
図
会
』
に
至
る
久
米
仙
が
女
体
に
恋
着
し

て
通
力
を
失
う
説
話
を
検
討
し
て
、『
菩
薩
処
胎

経
』
に
基
づ
く
も
の
と
確
認
し
、
そ
れ
が
風
土
化

し
た
も
の
と
す
る
（
二
六
二
頁
）。
そ
し
て
そ
の

背
後
に
は
水
神
の
来
臨
を
待
つ
神
妻
の
イ
メ
ー
ジ

（
二
五
八
〜
九
頁
）、
伝
承
に
は
聖
の
関
与
が
あ
っ

た
と
注
意
す
る
（
二
六
三
頁
）。

第
九
章
「
鯉
と
鰐
と
の
伝
承
─
琵
琶
湖
の
覇
権

闘
争
を
め
ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻

第
三
一
の
鯉
と
鰐
と
が
竹
生
嶋
を
め
ぐ
っ
て
争
う

説
話
に
つ
い
て
『
竹
生
嶋
縁
起
』
等
の
類
話
を
参

照
し
な
が
ら
モ
チ
ー
フ
と
要
素
の
検
討
を
行
い
、

湖
中
他
界
と
海
中
他
界
と
の
闘
争
を
表
意
し
た
も

の
と
す
る
（
二
七
九
頁
）。

第
十
章
「
俵
藤
太
秀
郷
の
伝
承
─
琵
琶
湖
の
龍

宮
入
り
を
め
ぐ
っ
て
─
」
で
は
琵
琶
湖
の
龍
神
に

請
わ
れ
て
神
敵
の
百
足
を
射
殺
し
た
秀
郷
の
説
話

を
『
太
平
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
お
伽
草
子
、

謡
曲
、軍
記
、地
誌
類
に
探
る
。
特
に
龍
宮
の
神
宝
、

百
足
を
呪
矢
で
射
る
モ
チ
ー
フ
、
鋳
物
師
と
秀
郷

と
の
関
わ
り
な
ど
に
着
目
し
て
、
こ
の
伝
承
に
鍛

冶
職
鋳
物
師
の
関
与
が
あ
っ
た
と
推
察
し
て
い
る

（
二
九
二
頁
）。

第
十
一
章
「
白
井
の
君
の
伝
承
─
井
中
の
龍
宮

を
め
ぐ
っ
て
─
」
で
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
七

に
お
け
る
白
井
の
君
と
い
う
僧
侶
が
井
戸
の
中
に

金
属
器
を
失
う
説
話
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
は

こ
う
し
た
説
話
を
支
え
る
俗
信
を
類
似
の
モ
チ
ー

フ
を
持
つ
伝
説
・
説
話
を
博
捜
し
て
論
じ
、「
宝
物

の
水
界
帰
還
」
と
「
水
神
に
仕
え
る
女
」
と
い
う

二
つ
の
神
話
観
念
を
基
底
に
し
つ
つ
文
芸
化
さ
れ

た
も
の
と
す
る
（
三
一
二
頁
）。

第
十
二
章
「
三
條
東
洞
院
鬼
殿
の
伝
承
─
雷
神

に
よ
る
武
人
蹴
殺
と
怨
霊
の
生
成
と
を
め
ぐ
っ
て

─
」
で
は
『
大
鏡
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
三
條
東
洞
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院
鬼
殿
に
住
み
着
い
た
藤
原
朝
成
の
怨
霊
を
意
識

し
つ
つ
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
七
に
お
け
る
雷

に
蹴
殺
さ
れ
た
男
の
死
と
怨
霊
の
誕
生
に
ま
つ
わ

る
説
話
を
取
り
上
げ
、
そ
の
始
原
的
意
味
の
解
読

を
試
み
る
。
雷
神
に
よ
る
蹴
殺
、
馬
を
つ
な
ぐ
松
、

落
馬
の
モ
チ
ー
フ
を
抽
出
し
、
乗
馬
で
結
界
を
越

え
る
者
が
心
身
の
欠
損
・
毀
損
を
受
け
、
馬
と
も

ど
も
地
縛
霊
と
化
す
る
神
話
観
念
を
読
み
取
り
、

説
話
形
成
の
過
程
で
、
水
神
が
馬
を
好
む
と
い
う

俗
信
を
指
摘
す
る
（
三
三
三
〜
四
頁
）。

第
十
三
章
「
道
公
の
伝
承
─
沙
門
に
よ
る
道
祖

神
の
救
済
を
め
ぐ
っ
て
─
」
は
『
大
日
本
法
華
験

記
』、『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
三
に
お
け
る
道
公
に

よ
る
道
祖
神
の
救
済
と
補
陀
落
渡
海
を
め
ぐ
る
説

話
に
法
華
経
に
よ
る
救
済
と
舟
送
り
に
よ
る
救
済

と
の
二
重
構
造
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
う

し
た
合
成
が
な
ぜ
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
考

察
に
取
り
組
む
。
伝
承
の
モ
チ
ー
フ
を
い
く
つ
か

の
説
話
や
民
俗
事
例
と
比
較
検
討
し
、
舟
送
り
に

よ
る
補
陀
落
渡
海
は
付
加
的
な
も
の
で
現
実
の
補

陀
落
渡
海
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
（
三
五
七
頁
）。

さ
ら
に
こ
の
説
話
は
四
天
王
寺
の
説
教
聖
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
、
管
理
さ
れ
て
き
た
蓋

然
性
が
極
め
て
高
い
と
す
る
（
三
五
八
頁
）。

以
上
、
上
巻
の
文
献
資
料
篇
で
は
説
話
文
学
資

料
を
博
捜
し
、
さ
ら
に
民
俗
事
例
や
そ
の
分
析
成

果
も
参
照
し
て
、
文
学
テ
キ
ス
ト
の
解
析
に
と
ど

ま
ら
な
い
文
化
の
レ
ベ
ル
の
検
討
が
目
指
さ
れ
て

い
る
。
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
的
知
識
の
系

譜
に
も
周
到
な
目
配
り
が
な
さ
れ
、
説
話
が
包
含

し
て
い
る
世
界
の
豊
か
さ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

三　

 

取
り
上
げ
ら
れ
た
説
話
と
視
点
・
方
法
（
二
）

―
口
承
資
料
篇
の
要
約

本
書
の
下
巻
、
第
二
篇
は
口
承
資
料
篇
と
な
っ

て
い
る
。
文
献
と
口
承
の
両
方
に
広
く
対
象
と
な

る
資
料
を
求
め
、
分
析
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
本

書
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
が
、
そ
の
視
点
や
方
法

は
対
象
に
即
し
た
着
実
な
も
の
で
あ
る
。
以
下
、

十
章
に
わ
た
っ
て
そ
れ
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

第
一
章
「「
狐
の
お
産
」
の
伝
承
─
愛
知
県
西

尾
市
の
事
例
を
中
心
に
─
」
は
全
国
的
に
分
布

し
、
昔
話
と
し
て
の
話
型
登
録
も
さ
れ
て
い
る
難

産
で
苦
し
む
狐
が
人
間
の
医
者
や
産
婆
に
助
け
を

求
め
、
無
事
出
産
の
後
、
返
礼
を
す
る
と
い
う
伝

承
の
分
析
で
あ
る
。

ま
ず
、
全
国
の
伝
承
例
一
六
四
を
集
成
し
、
モ

チ
ー
フ
の
特
徴
を
整
理
し
た
後
、
副
題
に
あ
る
よ

う
に
愛
知
県
西
尾
市
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
聴
取

調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
実
在
し
た
浅

井
醫
医
師
と
結
び
つ
く
こ
と
を
見
い
だ
し
、
そ
の

事
績
を
た
ど
っ
て
い
る
。さ
ら
ア
ン
ケ
ー
ト（
紙
上
）

調
査
も
実
施
し
て
伝
承
の
変
遷
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
こ
の
伝
承
が
西
尾
市
と
そ
の
周
辺
で
世
間

話
と
し
て
の
活
力
、
伝
播
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た

経
緯
が
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ
る
（
七
三
頁
）。

第
二
章
「「
消
え
た
新
妻
」
の
伝
承
─
パ
リ
の
事

例
を
中
心
に
─
」
は
外
国
な
ど
の
見
知
ら
ぬ
環
境
の

店
舗
な
ど
で
、
若
い
日
本
人
女
性
が
人
目
に
つ
か
ぬ

コ
ー
ナ
ー
に
入
っ
た
後
、
消
え
て
し
ま
い
、
人
身
売

買
の
罠
に
か
か
っ
て
し
ま
う
、
も
し
く
は
危
う
い
と

こ
ろ
を
助
か
る
、
と
い
う
噂
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
パ
リ
に
お
け
る
対
面
調
査
と
日
本
に

お
け
る
高
校
生
、
大
学
生
を
対
象
と
し
た
紙
上
調

査
に
基
づ
く
デ
ー
タ
を
俎
上
に
載
せ
て
い
る
。
そ

し
て
消
え
る
場
所
─
例
え
ば
、
パ
リ
─
が
現
代

都
市
の
典
型
で
あ
る
こ
と
、
発
見
さ
れ
る
場
所
が

曖
昧
な
辺
境
で
他
界
の
象
徴
と
解
さ
れ
る
と
す
る
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（
八
三
頁
）。
重
要
な
先
行
研
究
と
し
て
、
Ｅ
・
モ

ラ
ン
の
「
オ
ル
レ
ア
ン
の
噂
」
の
分
析
結
果
と
も

比
較
し
つ
つ
、「
消
え
た
新
妻
」
の
噂
話
は
「
都
市

の
現
代
化
」
と
「
日
本
人
の
行
動
範
囲
の
拡
張
に

伴
う
異
界
と
の
境
界
線
の
曖
昧
化
」
と
い
う
状
況

の
中
で
「
女
性
の
他
界
と
の
接
触
。
実
態
不
明
の

者
に
よ
る
拉
致
。心
身
の
変
質
。死
あ
る
い
は
不
帰
」

と
い
う
神
話
の
原
型
が
活
性
化
と
増
殖
の
場
所
を

見
い
だ
し
た
結
果
だ
と
す
る
（
一
〇
二
頁
）。

さ
ら
に
近
年
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
、
こ
の

噂
は
性
差
や
年
齢
等
に
よ
る
狭
い
集
団
社
会
を
超

え
、
無
制
限
に
拡
散
す
る
傾
向
に
あ
る
と
し
、
テ

レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
瞬
時
に
世
界
に
拡

散
す
る
情
報
媒
体
に
伝
播
の
一
班
を
依
拠
し
て
い

る
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
一
〇
三
〜
四
頁
）。

第
三
章
〜
第
五
章
は
「「
石
像
の
血
」
の
伝
承
」

と
題
し
て
、
神
仏
像
の
顔
に
朱
や
丹
等
を
塗
っ
た

こ
と
が
も
と
で
島
が
沈
ん
だ
り
、
海
嘯
が
起
き
た

り
す
る
と
い
う
口
碑
を
取
り
上
げ
る
。
第
三
章
は

「
九
州
各
地
の
事
例
を
中
心
に
」
と
い
う
副
題
の
も

と
、長
崎
県
五
島
列
島
西
方
と
さ
れ
る
高
麗
島
（
ま

た
は
蓬
莱
島
）、
鹿
児
島
県
薩
摩
郡
下
甑
村
、
川
辺

郡
笠
沙
町
の
彼
方
と
さ
れ
る
万
里
が
島
の
事
例
を

取
り
上
げ
る
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
の
モ
チ
ー
フ
は
古
く
漢
土
に
あ

る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
都
城
の
陥
没
を
語
る
の
に

対
し
て
わ
が
国
の
も
の
は
島
嶼
や
港
湾
の
陥
没
伝

説
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
と
い
う
陶
器
の
伝
来
が
伝
承
を
補
強
す
る
点
を

実
地
調
査
の
成
果
を
提
示
し
な
が
ら
確
認
し
、
一

元
的
な
解
釈
は
難
し
い
と
し
な
が
ら
も
「
兄
妹
始

祖
」「
椀
貸
淵
」
と
い
っ
た
神
話
観
念
と
の
類
似
を

指
摘
し
て
い
る
（
一
二
七
〜
八
頁
）。

次
い
で
第
四
章
で
は
「
静
岡
県
浜
名
郡
新
居
町

今
切
の
事
例
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
副
題
の
も
と
、

同
地
の
山
中
か
ら
出
現
し
た
法
螺
貝
が
海
中
に
回

帰
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
が
陥
没
し
た
と
い
う

伝
承
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
「
石
像
の
血
」
型
の
亜
型

の
伝
承
も
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

て
史
資
料
に
基
づ
き
、
こ
の
伝
承
の
定
着
に
は
自
然

災
害
に
よ
る
一
帯
の
水
没
と
い
う
歴
史
的
事
実
の

記
憶
が
原
因
と
推
測
し
て
い
る
（
一
五
二
頁
）。

さ
ら
に
第
五
章
で
は
「
青
森
県
東
津
軽
郡
今
別

町
の
事
例
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
副
題
で
、
同
町

大
川
平
に
お
け
る
伝
承
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ

の
事
例
の
最
初
の
紹
介
者
で
あ
る
佐
々
木
達
司
氏

の
導
き
に
よ
り
、
現
地
調
査
を
行
っ
た
結
果
と
し

て
、
世
間
話
が
定
着
す
る
過
程
の
所
産
と
し
て
認

識
す
べ
き
か
、と
し
て
い
る
（
一
六
一
頁
）。
な
お
、

比
較
的
多
数
の
伝
承
事
例
を
扱
っ
て
き
た
こ
れ
ま

で
の
論
述
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
孤
例
を
扱
う
姿

勢
は
い
さ
さ
か
特
異
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
州
北
辺
に
ま
で
及
ん
だ
海
嘯
伝
承
の
検
討

は
、
一
転
し
て
南
島
に
向
か
う
。
第
六
章
「
人
魚

と
海
嘯
の
伝
承
─
沖
縄
県
宮
古
島
の
事
例
を
め

ぐ
っ
て
─
」
は
、
沖
縄
宮
古
島
一
帯
に
伝
承
さ
れ

て
き
た
ヨ
ナ
タ
マ
と
い
う
物
言
う
魚
を
捕
獲
し
た

こ
と
で
起
き
た
海
嘯
の
伝
説
、
す
な
わ
ち
「
海
霊

受
難
」
型
に
つ
い
て
著
者
自
身
の
調
査
成
果
も
加

え
て
検
討
す
る
。

宮
古
さ
ら
に
八
重
山
の
類
似
の
伝
承
を
例
示
し

た
後
、
本
土
に
も
か
つ
て
よ
く
似
た
伝
承
が
存
在

し
た
可
能
性
を
指
摘
し
（
一
七
二
〜
五
頁
）、
さ
ら

に
人
語
を
話
す
水
霊
、
片
身
の
魚
の
蘇
生
、
海
嘯

の
予
言
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
ご
と
に
類
似
の
伝
承

を
挙
げ
る
（
一
七
五
〜
九
頁
）。
そ
し
て
第
五
章
ま

で
に
検
討
し
た
「
石
像
の
血
」
と
の
関
連
は
基
底

に
あ
る
神
話
観
念
「
境
界
に
お
け
る
水
霊
へ
の
冒

瀆
の
罪
」
で
あ
り
、
古
層
に
お
い
て
共
通
性
が
あ
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る
と
す
る
（
一
八
〇
頁
）。

第
七
章
〜
第
八
章
で
は
「
月
の
中
の
一
本
足
の

人
」
と
題
し
て
鬼
に
追
わ
れ
た
姉
妹
が
樹
上
に
逃

れ
、
月
や
太
陽
に
向
か
っ
て
綱
の
降
下
を
願
い
、

そ
れ
に
よ
っ
て
天
空
の
世
界
へ
逃
走
す
る
と
い
う

説
話
、
す
な
わ
ち
日
本
の
昔
話
で
は
「
天
道
さ
ん

金
の
綱
」
に
あ
た
る
説
話
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。

第
七
章
で
は
「
他
民
族
伝
承
と
の
関
連
そ
の
他
」

と
い
う
副
題
で
鹿
児
島
県
沖
永
良
部
島
に
お
け
る

著
者
自
身
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
を
も
と

に
ま
ず
ア
ジ
ア
に
お
け
る
類
話
の
検
討
、
さ
ら
に

ア
フ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
に
比

較
の
目
を
広
げ
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
片
足
立
ち

に
着
目
し
、
こ
の
神
話
が
「
越
境
時
に
お
け
る
片

足
の
欠
損
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
な
が
る
こ
と

を
指
摘
す
る
（
二
〇
九
頁
）。
そ
の
上
で
再
び
沖
永

良
部
島
の
事
例
に
戻
り
、
月
の
満
ち
と
女
と
を
不

死
の
象
徴
と
す
る
観
念
が
東
南
ア
ジ
ア
の
農
耕
社

会
に
存
在
す
る
こ
と
、
越
境
す
る
存
在
の
不
具
は

境
界
へ
の
関
与
の
聖
痕
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て

い
く
（
二
一
四
頁
）。
ま
た
こ
の
タ
イ
プ
の
説
話
が

特
に
サ
ト
イ
モ
、
ヤ
マ
イ
モ
な
ど
の
根
菜
文
化
と

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
促
し
て
い
る
。

第
八
章
で
は
同
じ
タ
イ
ト
ル
に
「
鹿
児
島
県
沖

永
良
部
島
の
伝
承
を
中
心
に
」
と
副
題
さ
れ
、
農

耕
文
化
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
す

る
。
特
に
イ
ン
ド
洋
の
カ
ー
＝
ニ
コ
バ
ル
諸
島
の

伝
承
と
の
比
較
を
通
し
て
イ
モ
文
化
と
の
深
い
関

連
が
確
認
さ
れ
（
二
六
六
〜
七
頁
）、
沖
縄
島
嶼
の

ア
カ
ナ
ー
と
ウ
ナ
ー
（
鬼
）
と
の
対
決
の
伝
承
を

取
り
あ
げ
、
そ
こ
に
永
遠
の
生
命
を
象
徴
す
る
水

を
汲
む
モ
チ
ー
フ
を
確
認
し
、
北
米
大
陸
、
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
北
辺
に
分
布
す
る
伝
承
と
の
類
似
を

指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
天
道
さ
ん
金
の
綱
」

に
見
い
だ
せ
る
片
足
欠
損
の
モ
チ
ー
フ
と
生
命
の

水
の
モ
チ
ー
フ
と
が
沖
縄
で
邂
逅
、
交
錯
、
混
交

し
た
と
推
論
し
て
い
る
（
二
八
〇
頁
）。

第
九
章
「
月
へ
上
る
猟
人
と
犬
─
他
民
族
伝
承

と
の
関
連
そ
の
他
─
」
で
は
天
人
で
あ
る
女
房
を

追
っ
て
夫
で
あ
る
猟
人
が
犬
を
伴
っ
て
天
に
登
る

と
い
う
説
話
を
取
り
あ
げ
る
。
こ
れ
を
世
界
各
地

の
事
例
と
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
参
照
し
な
が
ら
分
析

し
、
日
本
に
は
月
へ
の
女
性
の
逃
亡
の
伝
承
と
月

の
斑
紋
を
鬼
の
母
か
ら
逃
れ
た
娘
た
ち
の
姿
と
す

る
伝
承
と
い
う
異
な
る
伝
承
が
流
れ
込
ん
で
い
る

と
す
る
（
三
一
一
頁
）。

第
十
章
も
天
人
女
房
譚
の
類
話
の
分
析
で
「
天

空
の
井
戸
、
天
空
の
柿
─
高
知
県
宿
毛
市
沖
ノ
島

の
事
例
を
中
心
に
─
」
と
題
し
て
、
こ
の
説
話
に

お
け
る
井
戸
と
柿
が
い
ず
れ
も
境
界
標
と
し
て
の

象
徴
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
南
方
起
源

を
示
唆
す
る
（
三
二
九
頁
）。
第
九
章
、
第
十
章
は

と
も
に
第
七
章
で
扱
わ
れ
た
月
の
世
界
と
の
交
渉

を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
説
話
の
分
析
を
進
め
た
も
の

で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
類
話
を
日
本
以
外
の
世
界

各
地
に
探
求
し
、
諸
民
族
の
伝
承
と
の
比
較
の
上

に
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

以
上
、
下
巻
の
口
承
資
料
篇
で
は
「
狐
の
お
産
」

「
消
え
た
新
妻
」「
石
像
の
血
」「
天
道
さ
ん
金
の

綱
」
と
い
っ
た
四
つ
の
伝
承
の
位
相
が
異
な
る
説

話
を
軸
と
し
て
比
較
検
討
を
進
め
る
こ
と
で
そ
の

特
徴
を
抽
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
基
盤
と
な
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
け
る
資
料
の
収
集
と
吟

味
、
言
語
の
差
を
乗
り
越
え
て
基
層
に
あ
る
文
化

の
系
統
や
伝
承
さ
れ
る
社
会
へ
の
視
点
な
ど
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
説
話
の
様
相
に
即
し
た
具
体
的
な

作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
比
較
説
話

の
立
場
か
ら
の
模
範
的
な
研
究
の
精
華
が
提
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四　

本
書
の
達
成
点

少
な
か
ら
ぬ
紙
数
を
費
や
し
て
本
書
の
内
容
を

紹
介
し
、
そ
の
論
点
を
確
認
し
て
き
た
。
と
は
い

え
、
浩
瀚
な
本
書
が
指
し
示
す
内
容
を
十
全
に
摘

出
で
き
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
心
許
な
い
。
是
非
と

も
、
口
承
文
芸
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
説
話
文
学

お
よ
び
比
較
説
話
研
究
に
興
味
を
持
た
れ
る
方
々

が
直
接
、
本
書
に
当
た
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

こ
こ
で
は
前
節
ま
で
の
読
解
の
上
に
立
っ
て
本
書

の
方
法
、
内
容
両
面
に
わ
た
る
達
成
点
に
つ
い
て

さ
ら
に
述
べ
て
書
評
の
責
を
塞
ぎ
た
い
。

ま
ず
、
確
認
す
べ
き
な
の
は
、
本
書
が
副
題
に

あ
る
よ
う
な
形
態
や
象
徴
そ
し
て
比
較
文
化
論
的

な
視
点
に
貫
か
れ
て
い
る
一
方
で
、
極
め
て
着
実
な

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
資
料
を
用
い
て
論

が
進
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
特
に
第
二
篇
に
お

け
る
口
承
資
料
の
分
析
に
お
い
て
は
、
日
本
の
青
森

県
を
は
じ
め
と
す
る
東
北
地
方
か
ら
先
島
、
奄
美
な

ど
の
南
島
地
方
に
お
け
る
著
者
の
実
地
調
査
に
よ

る
資
料
の
提
示
と
伝
承
経
路
の
確
認
と
が
行
わ
れ
、

周
到
な
民
俗
調
査
の
上
に
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

抽
象
度
の
高
い
象
徴
分
析
や
比
較
文
化
的
な
考

察
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
個
々
の
資
料
を
丁
寧

に
取
り
扱
い
、
可
能
な
限
り
伝
承
地
に
赴
き
、
ま

た
伝
承
者
や
伝
承
が
保
持
さ
れ
て
き
た
地
域
社
会

と
向
き
合
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
対
象
と
す
る
説
話
の
解
析
が
深
ま
り
、
伝
承

の
過
程
で
生
じ
る
風
土
と
の
融
合
を
確
認
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
著
者
は
方
法
と
し
て

声
高
に
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
本
書
に
お
け
る
研

究
の
基
本
的
な
姿
勢
と
し
て
貫
い
て
い
る
。
民
俗

的
な
説
話
研
究
に
お
け
る
方
法
以
前
の
態
度
と
し

て
著
者
が
生
涯
を
か
け
て
維
持
し
、
継
続
し
た
も

の
と
し
て
、
称
揚
し
て
お
き
た
い
。

し
か
も
そ
の
調
査
の
姿
勢
は
日
本
の
各
地
域
地

方
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
消
え
た
新
妻
」
の
分
析
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
海
外
に
及
び
、
ま
た
そ
の
方
法
と
し

て
も
「
狐
の
お
産
」
の
検
討
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
も
駆
使
す
る
柔
軟
な
も

の
で
あ
る
こ
と
に
気
を
つ
け
て
お
き
た
い
。
著
者
に

と
っ
て
の
口
承
資
料
の
調
査
は
画
一
的
な
も
の
で

は
な
く
、
可
塑
性
に
も
富
み
、
多
様
な
方
法
を
積
極

的
に
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
口
承

文
芸
の
研
究
を
志
す
後
進
に
対
す
る
大
き
な
叱
咤

で
あ
り
、
激
励
で
あ
る
と
受
け
止
め
た
い
。

方
法
と
し
て
口
承
文
芸
研
究
に
訴
え
る
の
は
著

者
の
こ
う
し
た
姿
勢
で
あ
り
態
度
で
あ
る
が
、
研

究
の
成
果
・
内
容
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
従
来

の
民
俗
研
究
の
成
果
と
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る

視
点
を
咀
嚼
・
活
用
す
る
と
い
う
点
で
も
本
書
は

優
れ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
特
に
こ
の
点
は

第
一
篇
の
文
献
資
料
篇
、
す
な
わ
ち
説
話
記
録
を

扱
う
際
に
そ
の
分
析
を
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。

「
真
髪
成
村
の
伝
承
」
の
二
〇
七
頁
や
「
菅
原
道
真

の
伝
承
」
の
二
三
一
頁
に
お
け
る
雷
と
蛇
と
の
関

連
や
「
道
公
の
伝
承
」
の
三
四
二
頁
に
お
け
る
道

祖
神
と
疫
神
と
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
に
民
俗
学

が
蓄
積
し
て
き
た
視
点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
説
話

世
界
に
援
用
し
、
さ
ら
に
例
証
を
求
め
る
こ
と
で
、

形
態
お
よ
び
象
徴
分
析
の
レ
ベ
ル
や
精
度
を
向
上

さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

な
お
、「
永
超
の
伝
承
」
で
は
説
話
記
録
の
相
互

比
較
か
ら
伝
承
の
構
造
を
導
き
出
し
、
さ
ら
に
伝
承

の
舞
台
を
古
代
中
世
史
の
成
果
を
も
参
照
し
て
そ

の
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
著
者
の
目
配
り
が
説
話
文
学
研
究
と
民
俗

研
究
だ
け
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
を
よ
く
示
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し
て
い
る
。
こ
う
し
た
著
者
の
複
数
の
学
問
領
域
を

果
敢
に
横
断
し
、
統
合
し
て
い
く
姿
勢
は
、
説
話
分

析
を
さ
ら
に
大
き
な
文
化
研
究
へ
と
押
し
上
げ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
本
書
が
照
ら
し
出
す

研
究
の
方
向
性
と
し
て
高
く
評
価
し
た
い
。

ま
た
著
者
が
序
論
の
一
三
〜
一
八
頁
で
掲
げ
て

い
る
境
界
を
越
境
す
る
こ
と
で
生
じ
る
身
体
の
欠

損
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
第
一
篇
だ
け

で
も
、三
二
九
、三
三
三
、三
四
六
、三
五
八
頁
等
々

で
具
体
的
か
つ
説
得
的
に
確
認
さ
れ
、
検
証
が
加

え
ら
れ
、
さ
ら
に
個
々
の
変
容
、
表
出
の
姿
に
つ

い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
全
体
を
貫

く
視
点
の
確
か
さ
、
し
な
や
か
さ
も
本
書
の
大
き

な
魅
力
で
あ
る
。

若
干
の
不
満
を
述
べ
る
な
ら
ば
、第
一
篇
の
「
道

命
と
和
泉
式
部
の
伝
承
」「
永
超
の
伝
承
」、
第
二

篇
の
「「
狐
の
お
産
」
の
伝
承
」「「
消
え
た
新
妻
」

の
伝
承
」
と
い
っ
た
多
彩
な
方
法
と
果
敢
な
越
境

に
基
づ
く
重
層
的
な
議
論
の
進
め
方
に
対
し
て
、

他
の
論
考
は
一
つ
の
主
題
に
ま
と
め
得
る
分
析
が

章
を
分
け
て
進
め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
問
題
の

所
在
や
対
象
と
す
る
説
話
や
伝
承
の
意
義
を
見
失

い
か
ね
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で

き
よ
う
。
評
者
は
第
一
篇
の
第
四
章
か
ら
第
六
章

は
説
話
に
お
け
る
身
体
論
と
し
て
、
同
じ
く
第
七
、

第
八
章
は
説
話
に
お
け
る
飛
行
の
モ
チ
ー
フ
の
分

析
と
し
て
、
第
九
章
か
ら
第
十
一
章
は
龍
宮
と
の

交
渉
の
説
話
研
究
と
し
て
、
第
十
二
章
、
第
十
三

章
は
樹
木
を
め
ぐ
る
説
話
の
要
素
を
扱
う
も
の
と

し
て
読
み
取
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
個
々
の
説
話
記

録
を
尊
重
す
る
著
者
の
姿
勢
と
は
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
で
展
開
さ
れ

て
い
る
象
徴
分
析
を
進
め
る
な
ら
ば
こ
う
し
た
読

解
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

ま
た
第
二
篇
の
口
承
資
料
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
第
一
章
、
第
二
章
は
世
間
話

論
で
あ
り
、
第
三
章
か
ら
第
六
章
は
津
波
を
予
言

す
る
タ
イ
プ
の
伝
承
の
分
析
と
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
第
七
章
か
ら
第
十
章
で
の
議
論
は

天
体
を
め
ぐ
る
説
話
の
比
較
文
化
論
的
な
考
察
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
著
者
が

存
命
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
資
料
の
拡
充
と
分
析
の

深
化
と
を
経
て
単
独
の
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
か

も
し
れ
な
い
。
著
者
の
逝
去
に
よ
っ
て
こ
う
し
た

課
題
は
、
我
々
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
た
。

五　

お
わ
り
に

本
書
は
説
話
が
包
含
す
る
文
化
的
な
宇
宙
の
豊

か
な
広
が
り
を
二
十
三
編
の
論
考
を
通
し
て
具
体

的
に
提
示
し
た
業
績
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
知
的
な

越
境
は
、
総
じ
て
形
態
論
的
な
分
析
か
ら
比
較
民

俗
的
な
視
点
へ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
繰
り
広
げ
ら

れ
る
。
と
大
ま
か
に
い
っ
て
も
、
本
評
で
確
認
し

て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
学
術
的
に
堅
牢
な
も
の

で
あ
り
、
実
地
調
査
や
検
証
は
精
細
で
あ
る
。

つ
ま
り
換
言
す
る
な
ら
ば
、
口
承
文
芸
を
基
軸

と
す
る
こ
と
で
、
説
話
が
持
つ
可
能
性
を
見
事
に

抽
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
著
作
と
い
え
よ
う
。

そ
の
点
が
わ
れ
わ
れ
口
承
文
芸
に
関
心
を
持
ち
、

思
索
を
積
み
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て

の
大
き
な
励
ま
し
と
な
り
、
目
標
と
も
な
っ
て
い

る
。
著
者
と
会
話
を
交
わ
す
こ
と
は
永
遠
に
叶
わ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
の
中
に
著
者
が

追
究
し
続
け
た
研
究
上
の
姿
勢
や
方
法
、
課
題
は

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
を
は
じ
め
と
す
る

著
者
の
残
し
た
研
究
の
数
々
は
、
口
承
文
芸
研
究

に
と
っ
て
も
大
き
な
導
き
の
灯
で
あ
り
続
け
る
こ

と
だ
ろ
う
。

（
上
巻　

文
献
資
料
篇
、
下
巻　

口
承
資
料
篇
）、

二
〇
一
一
年
四
月　

岩
田
書
院
刊　

八
九
〇
〇
円
＋

税　

Ａ
五
判　

上
巻
三
六
二
頁
、
下
巻
三
四
五
頁

 （
こ
い
け・じ
ゅ
ん
い
ち
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）


