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◆ キーワード　蘇民／巨旦／曽尸茂梨／武塔神／旁

蘇
民
将
来
説
話
再
考

山 

口　

建 

治

は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
の
第
三
七
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
で
、
筆
者
は
「
武

塔
神
と
は
何
だ
っ
た
か
」
と
い
う
題
で
報
告
し
た
。
そ
れ
は
要
約
す
る
と
、

オ
ニ
の
語
源
は
「
瘟
」
の
字
音
か
ら
来
て
お
り
、「
儺
」
に
オ
ニ
ヤ
ラ
イ

（「
遣
瘟
」）
の
訓
が
あ
る
の
は
、
中
国
古
代
の
「
瘟
神
」
祭
祀
が
日
本
列

島
に
伝
わ
っ
た
か
ら
だ
と
の
自
説
に
基
づ
き
、
日
本
の
疫
神
で
あ
る
武
塔

神
や
牛
頭
天
王
の
原
形
は
、
中
国
民
間
で
信
仰
さ
れ
た
「
鬼
」
を
管
理
す

る
「
五
道
神
」
で
あ
り
、「
五
道
」
の
音ŋudɑu

が
訛
っ
て
、
ム
タ
フ
（
武

塔
）
や
ゴ
ト
ウ
（
五
頭
）・
ゴ
ズ
（
牛
頭
）
と
な
っ
た
と
主
張
す
る
内
容
で

あ
っ
た
。
そ
の
報
告
を
も
と
に
『
口
承
文
芸
研
究
』
第
37
号
に
「
武
塔
神

と
は
何
だ
っ
た
か
│
五
道
神
か
ら
武
塔
神
・
五
頭
天
王
・
牛
頭
天
王
へ
│
」

（
以
下
、
前
論
文
と
略
称
す
る
）
を
発
表
し
た
（
１
）。

と
こ
ろ
が
じ
つ
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
の
一
書
（
第
四
）
に
あ
る
、
ス

サ
ノ
オ
が
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
最
初
に
降
り
立
っ
た
の
は
新
羅
の
ソ
シ
モ

リ
（
曽
尸
茂
梨
）
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
の
記
述
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
こ

の
ソ
シ
モ
リ
こ
そ
「
牛
頭
」
の
朝
鮮
語
に
よ
る
訓
読
み
で
あ
り
、
牛
頭
天
王

は
新
羅
の
牛
頭
山
と
い
う
地
名
に
由
来
す
る
（
以
下
、
曽
尸
茂
梨
＝
牛
頭
説

と
略
称
す
る
）
と
い
う
説
が
あ
っ
た
。
西
田
長
男
に
よ
れ
ば
、
こ
の
説
は
「
明

治
の
諸
学
者
に
し
て
こ
れ
に
言
及
し
な
い
も
の
と
て
な
い
」
ほ
ど
有
力
な
も

の
で
あ
っ
た
が
、「
そ
れ
は
明
治
と
い
う
、
我
が
国
の
勢
力
が
韓
半
島
に
ま
で

及
ん
だ
時
代
の
人
心
に
歓
迎
せ
ら
れ
た
一
つ
の
観
念
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、

ど
こ
ま
で
確
実
な
根
拠
が
あ
る
の
か
、
わ
た
し
に
は
甚
だ
疑
わ
し
く
思
わ
れ

る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
２
）。

ま
た
、
岩
波
文
庫
版
坂
本
太
郎
等
校
注
の
『
日

本
書
紀
』
の
曽
尸
茂
梨
の
注
に（
３
）、

こ
の
語
は
朝
鮮
語
で
王
都
を
意
味
す
る
、

徐
耶
伐
・
徐
羅
伐
・
徐
伐
を
さ
す
と
す
る
「
近
代
の
言
語
学
者
」
の
説
が
紹

介
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
諸
家
の
説
が
念
頭
に
あ
っ
た
た
め
、
前
論
文
で

は
こ
の
曽
尸
茂
梨
＝
牛
頭
説
に
つ
い
て
は
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
。

牛
頭
天
王
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
こ

の
神
の
前
身
と
も
い
え
る
武
塔
神
が
登
場
す
る
初
期
文
献
で
あ
る
『
釈
日

本
紀
』
所
載
の
備
後
風
土
記
の
蘇
民
将
来
説
話
を
あ
ら
た
め
て
よ
く
検
討

し
直
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
説
話
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
お
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お
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
な
お
未
解
決
の
謎
も
少
な
く
な
い
し
、
曽
尸
茂

梨
＝
牛
頭
説
の
影
響
も
な
お
根
強
く
残
っ
て
い
る
。

蘇
民
将
来
説
話
は
従
来
「
大
歳
の
客
」
型
の
説
話
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き

た
よ
う
で
あ
る
。
中
国
説
話
と
比
較
し
た
伊
藤
清
司
の
研
究
も
も
っ
ぱ
ら
こ

の
話
型
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
４
）。

し
か
し
こ
の
説
話
は
兄
弟
葛
藤
譚
と

も
見
な
せ
る
し
、
こ
の
方
面
か
ら
説
話
の
謎
に
迫
れ
な
い
か
と
考
え
、
中
国

説
話
の
兄
弟
葛
藤
譚
と
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
中
国
の
兄
弟
葛
藤
譚
の
一

典
型
と
さ
れ
る
、
九
世
紀
初
頭
の
『
酉
陽
雑
俎
』
に
載
る
「
旁
遠
説
話
」
が
、

こ
の
説
話
の
形
成
に
与
っ
て
い
る
の
で
は
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
論

で
は
、
古
代
日
本
に
大
陸
の
瘟
神
信
仰
が
伝
来
し
た
と
い
う
筆
者
独
自
の
観

点
か
ら
、「
旁
遠
説
話
」
と
蘇
民
将
来
説
話
と
を
比
較
し
つ
つ
考
察
す
る
と
、

こ
れ
ま
で
謎
と
さ
れ
て
き
た
蘇
民
将
来
説
話
の
問
題
が
解
き
明
か
せ
る
だ
け

で
な
く
、
曽
尸
茂
梨
＝
牛
頭
説
が
根
強
く
残
る
理
由
も
暗
示
さ
れ
、
結
果
と

し
て
、
旁
遠
説
話
は
蘇
民
将
来
説
話
を
形
成
し
た
基
盤
的
な
説
話
（
原
話
）

で
あ
る
と
見
な
し
う
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

一　

武
塔
神
の
原
形
は
五
道
神

ま
ず
、
武
塔
神
（
牛
頭
天
王
の
前
身
）
が
中
国
の
民
間
神
「
五
道
神
」

に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
。
敦
煌
駆
儺

文S2055V

と
『
簠
簋
内
伝
』「
牛
頭
天
王
序
」
の
両
文
を
見
比
べ
る
と
、

「
鬼
」
を
捉
え
る
の
が
専
門
で
あ
る
鍾
馗
を
媒
介
に
し
て
、
中
国
の
五
道
神

が
日
本
の
牛
頭
天
王
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
出
来
る
。
な
お

敦
煌
駆
儺
文
中
の
「
五
道
将
軍
」
は
五
道
神
と
同
じ
神
格
で
あ
る
。

敦
煌
駆
儺
文S2055

V （
５
）

…
…
五
道
将
軍
親
至
、
虎
（
歩
＝
部
）
領
十
萬
熊
羆
。
衣
（
又
）
領

銅
頭
鐵
額
，
魂
（
渾
）
身
總
着
豹
皮
。
教
使
朱
砂
染
赤
，
咸
稱
我
是

鍾
馗
。
捉
取
浮
遊
浪
鬼
，
積
郡
（
緝
拿
）
掃
出
三
峗
。（
五
道
将
軍
み

ず
か
ら
お
出
ま
し
、
十
万
の
勇
士
を
率
い
る
。
銅
頭
鉄
額
の
兵
を
率

い
、
全
身
豹
の
皮
を
着
る
。（
顔
を
）
朱
砂
で
赤
く
染
め
口
々
に
さ
け

ぶ
、
わ
れ
ら
は
鍾
馗
だ
ぞ
、
浮
浪
遊
鬼
を
捉
ま
え
逮
捕
し
て
三
危
（
敦

煌
の
旧
名
）
か
ら
は
き
出
す
ぞ
と
。）

『
簠
簋
内
伝
』「
牛
頭
天
王
序（
６
）」

「
時
に
、
北
天
竺
摩
訶
陀
国
、
霊
鷲
山
の
牛
虎
、
波
尸
城
の
西
に
、
吉

祥
天
の
源
、
王
舎
城
の
大
王
を
名
づ
け
て
、
商
貴
帝
と
号
す
。
曾
、

帝
釈
天
に
仕
へ
、
善
現
に
居
す
。
三
界
に
遊
戯
す
。
諸
星
の
探
題
を

蒙
り
、
名
づ
け
て
天
形
星
と
号
す
。
信
敬
の
志
深
き
に
依
り
て
、
今
、

娑
婆
世
界
に
下
生
し
て
、
改
め
て
牛
頭
天
王
と
号
す
。」

古
代
の
中
国
で
は
、
疫
病
は
「
鬼
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
、

「
疫
鬼
」
の
観
念
が
生
じ
そ
れ
を
祓
う
儀
礼
「
儺
」
が
行
わ
れ
た
。
五
道
神

は
ほ
ん
ら
い
「
鬼
」
を
差
配
管
理
す
る
の
が
役
目
で
あ
り
、「
鬼
王
」
で
も

あ
っ
た
の
で
、
駆
儺
文
に
見
え
る
よ
う
に
疫
神
の
鐘
馗
と
同
一
化
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

な
お
中
国
の
「
鬼
」
と
日
本
の
オ
ニ
は
、
そ
の
姿
形
が
か
な
り
違
う
。
中

国
の
「
鬼
」
は
、
人
を
一
回
り
小
さ
く
し
た
形
、
日
本
の
オ
ニ
は
人
の
姿
形

か
ら
は
遠
く
離
れ
、
人
よ
り
大
き
く
強
そ
う
な
化
け
物
で
あ
る
。「
鬼
」
と

オ
ニ
の
イ
メ
ー
ジ
が
日
中
間
で
か
な
り
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
相
互
の
民
間
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文
化
を
誤
り
な
く
理
解
す
る
た
め

に
は
、
つ
ね
に
念
頭
に
お
い
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
図
1
は
唐
・
呉

道
子
の
画
と
伝
え
ら
れ
る
「
鍾
馗

抉
目
図
」
の
鍾
馗
と
疫
鬼（
７
）、

図
2

は
『
政
事
要
略
』
の
追
儺
の
項
に

載
る
方
相
氏
と
疫
鬼
の
図
で
あ
る
（
８
）。

二　

旁
遠
説
話
の
先
行
研
究

「
旁
遠
説
話
」
の
内
容
は
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
新
羅
の
国
に
金
哥
と
い
う
貴
族

が
い
る
が
、
そ
の
遠
祖
は
旁
遠
と
い

う
名
で
あ
っ
た
。
弟
の
旁
遠
は
裕
福

だ
が
兄
の
旁
遠
は
貧
し
か
っ
た
。
兄

は
弟
か
ら
蚕
の
種
と
穀
物
の
種
を
借

り
る
が
、
意
地
悪
な
弟
は
種
を
蒸
し

て
与
え
た
。
一
匹
だ
け
孵
っ
た
蚕
は

牛
の
よ
う
な
大
き
な
蚕
に
育
っ
た
。

弟
が
羨
ん
で
そ
の
蚕
を
殺
す
と
、
お

お
く
の
蚕
が
四
方
か
ら
兄
の
家
に
飛

ん
で
き
て
、繭
が
た
く
さ
ん
と
れ
た
。

殺
さ
れ
た
蚕
は
蚕
の
王
様
「
巨
蚕
」

で
、（
弔
問
に
）
た
く
さ
ん
蚕
が
集
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

ま
た
穀
物
の
種
は
一
本
だ
け
生
え
大
き
な
穂
が
で
た
。
鳥
が
穂
を

く
わ
え
て
行
く
の
を
旁
遠
が
追
っ
て
い
く
と
、
鬼
が
錐
（
槌
か
）
で

岩
に
穴
を
あ
け
欲
し
い
も
の
を
取
り
出
し
、
飲
み
食
い
す
る
の
を
目

撃
す
る
。
兄
は
そ
の
錐
を
持
ち
帰
り
、
欲
し
い
物
を
出
し
て
大
富
豪

に
な
っ
た
。
弟
が
兄
の
ま
ね
を
し
て
、
鳥
の
跡
を
つ
い
て
行
く
と
、

鬼
が
出
て
き
て
錐
を
盗
ん
だ
兄
と
間
違
わ
れ
て
、
鼻
を
長
く
引
き
延

ば
さ
れ
て
帰
っ
て
来
る
。
弟
は
恥
じ
て
死
ん
だ
（
９
）。

中
国
側
の
先
行
研
究
か
ら
見
て
い
く
と
、
ま
ず
丁
乃
通
『
中
国
民
間
故
事

類
型
索
引
』
で
は
、
六
一
三
A
「
不
忠
な
兄
弟
（
友
）
と
何
で
も
叶
え
る
宝

物
」
の
話
型
に
分
類
し
て
、
こ
の
説
話
の
内
容
を
、Ⅰ
「
蚕
王
」、
Ⅱ
「
独
穂
」、

Ⅲ
「
有
求
必
応
的
宝
貝
」、
Ⅳ
「
悪
人
遭
難
」
の
四
要
素
で
構
成
さ
れ
る
と
し
、

八
十
例
ほ
ど
の
類
話
を
挙
げ
る
。
し
か
し
そ
の
大
多
数
は
Ⅱ
以
下
の
後
半
部

の
み
で
構
成
さ
れ
、
Ⅰ
の
「
蚕
王
」
を
含
む
の
は
十
例
に
す
ぎ
な
い）

10
（

。

顧
希
佳
の
「
中
韓
旁
遠
故
事
比
較
研
究
」
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
説
話
は
、
前
半
の
「
龍
蚕
」
型
（
丁
乃
通
の
い
う
「
蚕
王
」）
と
後
半

の
「
盗
み
聞
き
」
型
或
は
「
両
老
友
」「
両
兄
弟
」
型
、
或
は
「
長
鼻
子
」

型
で
構
成
さ
れ
る
複
合
説
話
で
あ
る
と
し
、
中
国
、
朝
鮮
と
も
に
、
現
在
に

ま
で
伝
わ
る
話
は
、
い
ず
れ
も
前
半
部
か
後
半
部
の
ど
ち
ら
か
が
独
立
し
た

話
と
し
て
伝
わ
る
。
朝
鮮
半
島
に
は
「
龍
蚕
」
型
の
話
が
伝
わ
ら
な
い
の
に

対
し
、
中
国
に
は
丁
乃
通
の
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
を
欠
い
た
「
龍
蚕
」
型
が
、
養
蚕

地
帯
に
二
〇
例
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
龍
蚕
」
型
部
分
は
正
真
正
銘

の
中
国
説
話
で
あ
っ
た
が
、
中
韓
交
流
の
な
か
で
韓
国
の
話
に
な
り
、
あ
る

図1 図 2
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と
き
後
半
部
の
「
盗
み
聞
き
」
型
と
複
合
し
、
今
日
伝
わ
る
旁
遠
説
話
に

な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
の
モ
チ
ー
フ
の
連
鎖
は
非
常
に
強

い
生
命
力
が
あ
り
、
い
つ
で
も
変
異
を
生
み
出
せ
る
説
話
の
原
型
で
あ
り
、

「
龍
蚕
」
型
は
そ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
基
礎
の
上
に
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
語
り
の
か
た
ち
が
よ
り
特
殊
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
旁
遠
故
事
の
原
型
は
、
そ
の
全
タ
イ
プ
構
造
と
し
て
は
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
だ
け
で

あ
り
、
Ⅰ
の
「
龍
蚕
」
型
は
前
者
の
派
生
物
で
あ
り
、
語
り
手
に
よ
っ
て
付

加
さ
れ
て
前
半
部
に
置
か
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。

日
本
の
研
究
で
は
、
柳
田
国
男
が
つ
と
に
日
本
の
昔
話
と
の
類
似
に
注

目
し
て
い
た
。
そ
の
昔
話
と
は
、
佐
久
間
惇
一
編
『
全
国
昔
話
資
料
集
成

二
』「
北
蒲
原
昔
話
集　

新
潟
」
八
二
「
兄
弟
の
話
」
で
あ
る）

12
（

。
は
な
し
の

概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
。
な
お
、（　

）
内
は
、
二
度
目
の
調
査
に
際

し
、
話
者
が
後
か
ら
想
い
出
し
た
と
し
て
補
っ
た
部
分
で
あ
る
。「
龍
蚕
」

部
分
は
後
補
で
あ
ろ
う
と
の
顧
希
佳
の
指
摘
を
そ
の
ま
ま
地
で
行
く
よ
う

な
調
査
報
告
で
あ
る
。

　

村
に
二
人
の
兄
弟
が
い
た
。
兄
は
心
立
て
が
よ
い
が
貧
乏
、
弟
は

強
欲
で
金
持
ち
で
あ
っ
た
。（
兄
は
蚕
の
種
を
弟
に
貰
い
に
行
く
と
、

蚕
の
種
を
煮
立
て
て
与
え
る
。
そ
れ
を
知
ら
ず
に
兄
は
蚕
を
か
へ
し

た
ら
、
一
匹
だ
け
生
き
た
。
わ
ら
だ
一
枚
の
大
き
さ
に
な
っ
た
。
弟

が
見
に
行
く
と
、
小
牛
く
ら
い
の
蚕
が
い
た
の
で
、
斬
殺
し
た
。
そ

し
た
ら
、
蚕
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
来
て
、
う
ち
中
、
蚕
だ
ら
け
に
な
る

が
、
村
の
衆
が
き
て
み
ん
な
持
っ
て
行
っ
て
、
弟
に
は
何
も
な
く
な
っ

た
。）
兄
は
弟
に
種
籾
を
借
り
る
が
、
弟
は
籾
を
蒸
か
し
て
兄
に
与
え

る
。
兄
が
蒔
く
と
一
本
だ
け
生
え
て
、一
本
の
杉
の
よ
う
な
稲
に
な
っ

た
。
穂
が
出
る
と
、
鳥
が
穂
を
食
い
つ
ま
ん
で
飛
ん
で
い
っ
た
。
兄

が
山
の
中
ま
で
鳥
を
追
い
か
け
る
と
、
鳥
が
岩
の
隙
間
に
入
る
の
で

隠
れ
て
番
を
し
て
い
た
。
夜
に
な
っ
て
着
飾
っ
た
子
や
若
衆
が
出
て

き
て
踊
り
出
し
た
。
槌
を
振
っ
て
は
ご
馳
走
を
出
し
て
飲
み
食
い
し
、

い
な
く
な
る
。
兄
は
、
そ
の
槌
を
持
ち
帰
り
金
持
ち
に
な
る
。
弟
が

そ
れ
を
真
似
る
と
、
青
鬼
赤
鬼
に
槌
を
持
ち
帰
っ
た
兄
と
間
違
わ
れ
、

さ
ん
ざ
ん
い
じ
め
ら
れ
て
還
り
、
癩
病
病
み
に
な
っ
た
と
。

こ
の
昔
話
の
柳
田
注
（
二
）
に
「
コ
ノ
話
ハ
唐
代
ノ
酉
陽
雑
俎
ニ
モ
出
テ

居
ル　

珍
重
ス
ヘ
キ
モ
ノ　

日
本
ニ
ハ
コ
レ
ホ
ト
似
タ
モ
ノ
マ
タ
見
ツ
カ
ラ

ズ
。
○
コ
レ
ハ
「
酉
陽
雑
俎
」
ノ
モ
ト
ノ
形
ニ
近
イ
モ
ノ
。
珍
重
ス
ベ
シ
、

赤
谷
ニ
ア
ッ
タ
ル
ハ
オ
モ
シ
ロ
シ　

是
非
ノ
コ
シ
オ
ク　

陸
前
ノ
昔
話
、
気

仙
百
疋
塚
」
と
あ
る
。
柳
田
が
非
常
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
こ
の
昔
話
と
ほ
ぼ
同
じ
話
が
、
鈴
木
棠
三
編
『
全
国
昔
話
資
料

集
成
二
十
』「
武
蔵
川
越
昔
話
集　

埼
玉
」
十
九
、八
石
山
の
二
と
し
て
採
録

さ
れ
て
お
り）

13
（

、
結
末
部
が
少
し
異
な
り
、
弟
は
天
狗
に
鼻
を
長
く
延
ば
さ
れ

家
を
出
ら
れ
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
と
、
旁
遠
説
話
の
結
末
に
近
い
形
で
残
っ
て

い
る
。
こ
の
昔
話
集
の
あ
と
が
き
（「『
川
越
地
方
昔
話
集
』
成
立
の
背
景
」）

に
、「
川
越
地
方
の
昔
話
の
中
に
、
越
後
の
昔
話
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。

川
越
地
方
に
は
越
後
の
人
々
の
移
住
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ

の
話
が
新
潟
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

斧
原
孝
守
は
、
蒙
古
の
『
シ
デ
ィ
キ
ュ
ル
』
第
十
四
話
「
欲
深
な
弟
」

型
の
昔
話
（
兄
は
貧
乏
で
弟
は
豊
か
で
欲
張
り
で
あ
る
。
弟
に
意
地
悪
を
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さ
れ
て
兄
は
苦
況
に
陥
る
が
、
呪
宝
を
手
に
入
れ
裕
福
に
な
る
。
弟
が
そ

れ
を
真
似
て
失
敗
す
る
。）
を
「
魔
法
の
金
の
槌
」
型
と
命
名
し
、
東
ア
ジ

ア
で
の
類
話
の
分
布
状
況
を
詳
し
く
調
べ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
民
族

を
こ
え
て
、
こ
の
話
型
が
広
く
伝
播
し
、
か
な
り
好
ま
れ
た
話
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
日
本

の
類
話
で
あ
る
埼
玉
の
「
犬
頭
糸
」（
上
記
の
八
石
山
の
こ
と
か
）
と
新
潟

の
話
が
、
あ
ま
り
に
も
旁
遠
説
話
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的

最
近
に
書
物
か
ら
翻
案
さ
れ
た
も
の
か
と
述
べ
て
い
る）

14
（

。

斧
原
孝
守
、
顧
希
佳
達
ら
の
研
究
に
基
づ
く
と
、
旁
遠
説
話
は
、
東
ア

ジ
ア
に
古
く
か
ら
広
く
分
布
す
る
影
響
力
の
強
い
話
型
の
説
話
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

三　

蘇
民
将
来
説
話
の
謎
の
解
明　

以
下
、
引
用
す
る
蘇
民
将
来
説
話
の
テ
キ
ス
ト
は
岩
波
古
典
文
学
大
系

二
の
『
風
土
記
』
に
拠
る
こ
と
に
す
る）

15
（

。

こ
れ
ま
で
こ
の
説
話
の
謎
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
列
記
す
る
と
、
蘇
民

将
来
と
か
巨
旦
将
来
と
い
う
人
名
は
何
を
意
味
す
る
か
、
将
来
と
は
人
名

の
一
部
か
そ
れ
と
も
未
来
と
い
う
意
味
の
普
通
名
詞
か
、「
汝
子
孫
其
家
爾

在
哉
」「
己
女
子
與
斯
婦
侍
」（
と
く
に
傍
線
部
）
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
、

そ
れ
と
関
係
し
て
武
塔
神
に
殺
さ
れ
る
の
は
誰
か
、
武
塔
神
が
「
吾
者
速

須
佐
雄
能
神
」
と
名
乗
る
の
は
何
故
か
（
曽
尸
茂
梨
は
「
牛
頭
」
の
朝
鮮

語
訓
み
で
あ
り
、
武
塔
神
・
牛
頭
天
王
が
牛
頭
山
の
信
仰
に
由
来
す
る
か

ら
か
）
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
ソ
ミ
ン
と
か
コ
タ
ン
な
ど
の
説
話
の
登
場

人
物
名
の
意
味
を
問
題
に
す
る
こ
と
自
体
、
無
意
味
で
は
な
い
か
と
い
う

考
え
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
八
世
紀
末
か
ら
蘇
民
将
来
符
は
連
綿
と
製
作

さ
れ
て
き
て
お
り）

16
（

、
こ
の
説
話
が
早
く
か
ら
疫
病
除
け
の
信
仰
に
結
び
つ

い
て
い
た
の
は
明
白
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
名
に
特
別
の
意
味
合
い
が
こ
め

ら
れ
る
伝
説
的
な
要
素
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
永
年
に
わ
た
る
信

仰
を
保
持
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
ま
た
「
将
来
」
が
何
を
意
味

す
る
か
は
不
明
で
あ
り
後
考
に
待
ち
た
い
。

（
１
）
蘇
民
と
は
何
か

こ
れ
は
す
で
に
金
沢
庄
三
郎
が
解
決
済
み
で
あ
り
、
そ
の
著
『
日
鮮
同

祖
論
』
で
指
摘
し
て
い
た
問
題
だ
っ
た）

17
（

。
先
述
し
た
、
岩
波
文
庫
版
『
日

本
書
紀
』
の
曽
尸
茂
梨
に
つ
い
て
の
注
の
「
近
代
の
言
語
学
者
」
の
な
か

に
、
お
そ
ら
く
金
沢
庄
三
郎
が
含
ま
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
金
沢

の
研
究
業
績
は
、
戦
後
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
蘇
民
の
意

味
が
今
日
な
お
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
金

沢
の
い
う
と
こ
ろ
の
要
点
を
列
記
す
る
。

「
蘇
之
保
留
の
之
は
助
辞
で
、
こ
れ
を
除
い
た
蘇
保
留
は
朝
鮮
史
に
所
謂

徐
伐
で
、
新
羅
国
又
は
新
羅
国
都
の
こ
と
で
あ
る
（
六
九
頁
）。

「
園ソ
ノ

韓
神
は
曽ソ
ノ

韓
神
で
あ
っ
て
、
こ
の
ソ
が
熊
襲
の
ソ
か
新
羅
の
シ
で
あ
る

か
は
更
に
研
究
を
要
す
る
別
個
の
問
題
で
あ
る
が
、
園
が
地
名
ソ
と
助
辞
ノ
と

の
連
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ぬ
所
で
あ
る
。」（
一
八
三
頁
）。

「
苑
県
・
苑
臣
・
苑
人
な
ど
が
あ
る
。
…
…
こ
れ
等
の
苑ソ
ノ

は
こ
れ
を
園

の
義
に
採
ら
ず
、
地
名
又
種
族
名
の
ソ
に
助
辞
ノ
の
加
わ
っ
た
も
の

と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
…
…
。」（
一
八
五
頁
）
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「
新
羅
の
金
氏
も
こ
れ
を
ソ
と
訓
読
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る

が
、
漢
書
王
莽
伝
に
高
句
麗
侯
騶
（
す
）
と
見
え
、
…
…
百
済
国
の

大
姓
八
族
…
…
沙
（
さ
）
氏
の
あ
る
を
以
て
考
へ
る
と
、
新
羅
・
百

済
・
高
麗
い
づ
れ
も
ソ
ま
た
は
其
類
音
を
姓
と
す
る
種
族
で
あ
っ
た
」

（
一
九
九
頁
）

「
姓
氏
録
、
韓
矢
田
部
造
の
条
に
、
…
…
率
二
韓か
ら
そ
ノ
お
み
ら
ヲ

蘇
使
主
等
一
参
来
…
…

と
あ
る
蘇
も
亦
彼
の
姓
氏
な
る
べ
し
」（
一
九
九
頁
）。

「
曽
尸
茂
梨
が
新
羅
の
首
都
即
ち
今
日
の
慶
尚
道
慶
州
の
地
で
あ
る
こ

と
は
、
前
章
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
、
曽
尸
茂
梨
の
尸
は
助
辞
、
茂
梨

は
村
の
義
で
あ
る
か
ら
曽
尸
茂
梨
は
曽
村
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
」。「
曽

尸
茂
梨
の
尸
を
除
け
る
ソ
モ
リ
は
、
徐
伐
即
ソ
ホ
リ
と
音
韻
上
一
致
す

る
も
の
で
、
モ
と
ホ
即
ち
ｍ
ｐ
音
の
音
通
で
あ
る
。
…
…
こ
の
ソ
ホ
リ

と
い
う
国
号
は
実
は
新
羅
の
み
で
は
な
く
、
任
那
・
百
済
・
高
麗
・
扶

余
の
諸
国
に
通
じ
て
用
ひ
ら
れ
た
大
名
で
あ
る
」（
二
一
一
頁
）

ま
た
曽
尸
茂
梨
＝
牛
頭
説
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、「
一
説
に
は
、
牛

頭
天
王
の
名
は
曽
尸
茂
梨
の
訳
語
牛
頭
か
ら
出
て
、
も
と
楽
浪
地
方
の
山

名
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
星
野
博
士
は
…
…
こ
れ
は
新
羅
の
牛
頭
方
即
ち

今
の
江
原
春
川
府
で
あ
ら
う
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
以
上
の

諸
説
い
づ
れ
も
謬
り
で
あ
っ
て
、
曽
尸
茂
梨
は
新
羅
の
都
即
今
の
慶
尚
道

慶
州
の
地
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
」（
六
六
頁
）
と
、
金
沢
は
明
言
し

て
い
る
。
曽
尸
茂
梨
の
シ
（
尸
）
は
ノ
に
相
当
す
る
助
辞
で
こ
れ
を
除
い

た
、
ソ
モ
リ
、
ソ
ホ
リ
は
、
ソ
村
の
意
で
あ
り
、
ソ
（
蘇
）
は
朝
鮮
の
種

族
名
で
あ
る
こ
と
は
、
八
十
年
以
上
も
前
に
金
沢
庄
三
郎
が
す
で
に
指
摘

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
く
は
川
村
湊
も
金
沢
の
こ
の
説
を
引
用
し
、「『
曽

（
蘇
）
の
村
』
に
住
む
人
々
が
『
曽
（
蘇
）
の
民
』
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
必

然
で
あ
り
、『
蘇
民
』
と
は
ま
さ
に
、
ス
サ
ノ
オ
が
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
『
曽
（
蘇
）
の
村
』
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

18
（

。

金
沢
の
研
究
に
基
づ
け
ば
、
蘇
民
が
新
羅
な
ど
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
っ
て

き
た
民
の
意
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
、
も
は
や
何
も
付
け
加
え

る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
岩
波
文
庫
『
日
本
書
紀
』
曽
尸
茂
梨
の
注
に

も
、
先
に
引
用
し
た
部
分
の
あ
と
に
続
け
て
「
こ
の
解
釈
に
従
え
ば
、
曽

尸
茂
梨
は
語
源
的
に
は
新
羅
と
同
語
と
な
る
」
と
明
言
し
て
い
る
。
た
だ
、

蘇
民
将
来
説
話
の
研
究
に
は
な
ぜ
か
金
沢
の
こ
う
し
た
研
究
成
果
は
生
か

さ
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。

（
２
）
コ
タ
ン
と
は
何
か

備
後
風
土
記
の
蘇
民
将
来
説
話
に
は
、
蘇
民
将
来
の
弟
の
名
は
出
な
い

が
、
ほ
か
の
縁
起
類
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
弟
の
名
は
す
べ
て
コ
タ
ン

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
表
記
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
コ
を
表
す
の
に
巨
と
い

う
字
を
用
い
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
お
お
い
。
コ
音
を
表
す
だ
け
な
ら
字
は

い
く
ら
も
あ
る
。
な
ぜ
あ
え
て
巨
を
用
い
る
の
か
。
以
下
に
種
々
の
テ
キ

ス
ト
の
用
字
を
示
す
。

巨
旦
（
将
来
） 

『
二
十
二
社
註
式
）
19
（

』

巨
端
／
巨
丹
（
将
来
） 『
神
道
集
』「
祗
園
大
明
神
事
）
20
（

」

巨
旦
（
大
王
） 

『
簠
簋
内
伝
）
21
（

』

巨
単
（
将
来
） 

『
灌
頂
祭
文
』（
宮
地
直
一
氏
蔵
）
22
（

）

巨
旦
／
巨
単
（
将
来
） 『
牛
頭
天
王
之
祭
文
』（
神
宮
文
庫
蔵
）
23
（

）
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巨
丹
／
巨
達 

『
牛
頭
天
王
縁
起
』（
神
宮
文
庫
蔵
）
24
（

）

古
端
（
長
者
） 

『
牛
頭
天
王
縁
起
』（
吉
田
家
旧
蔵
）
25
（

）

古
単
（
長
者
） 

『
牛
頭
天
王
縁
起
』（
西
田
長
男
氏
蔵
）
26
（

）

古
端
（
将
来
） 

『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』（
東
北
大
狩
野
文
庫
蔵
）
27
（

）

小
旦
（
長
者
） 

信
濃
国
分
寺
『
牛
頭
天
王
之
祭
文
）
28
（

』

旁
遠
説
話
は
少
な
く
と
も
九
世
紀
に
は
す
で
に
新
羅
で
流
布
し
て
い
た

話
で
あ
る
。
こ
の
話
と
そ
っ
く
り
な
昔
話
が
日
本
に
残
っ
て
い
る
か
ら
、

朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
へ
渡
っ
て
き
た
人
々
に
と
も
な
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
蘇
民
将
来
説
話
の
コ
タ
ン
が

何
を
意
味
す
る
か
は
、
旁
遠
説
話
を
下
敷
き
に
し
て
考
え
れ
ば
、
以
下
の

よ
う
に
推
測
で
き
る
。

旁
遠
説
話
で
、
貧
し
い
兄
が
金
持
ち
の
弟
か
ら
蒸
し
た
蚕
種
を
も
ら
っ

て
孵
す
と
、
一
つ
だ
け
巨
大
な
蚕
に
育
っ
た
。
そ
れ
を
原
文
で
は
「
巨
蚕
」

と
い
っ
て
い
る
が
、
丁
乃
通
が
「
蚕
王
」
と
言
い
換
え
、
顧
希
佳
が
「
龍

蚕
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
中
国
人
の
二
人
が
わ
ざ
わ
ざ
言
い
換
え
る
く

ら
い
だ
か
ら
、「
巨
蚕
」
は
他
の
漢
籍
に
も
あ
ま
り
用
例
が
な
い
、
朝
鮮
特

有
の
語
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
新
羅
に
旁
遠
説
話
が
流
布
し
、
半
島

か
ら
の
移
民
の
流
入
に
と
も
な
っ
て
こ
の
話
が
日
本
列
島
に
も
伝
わ
っ
た

と
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
で
蘇
民
将
来
説
話
が
形
成
さ
れ
た

と
考
え
る
と
、
富
裕
な
弟
の
名
コ
タ
ン
の
由
来
は
こ
の
「
巨
蚕
」
の
字
音

か
ら
出
た
こ
と
ば
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
国
語
の
「
巨
蚕
」
の
現
代
音
はʨy ts‘an

で
あ
る
が
、
中
古
音
で
は

giodzɒm

と
な
り
、「
巨
蚕
」
の
日
本
語
の
漢
字
音
で
は
漢
音
で
「
キ
ョ

サ
ン
」、
呉
音
で
は
「
ゴ
ザ
ン
」
で
あ
る）

29
（

。
中
国
語
の
「
巨
蚕
」
の
中
古
音

のgiodz ɒm

と
日
本
の
呉
音
読
み
「
ゴ
ザ
ン
」
は
非
常
に
近
似
し
た
音
に

な
る
。
そ
の
「
ゴ
ザ
ン
」
が
、
昔
の
人
に
は
コ
タ
ン
と
も
聞
こ
え
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
般
の
国
語
辞
典
で
も
、
サ
音
は
古
く
はtsa

で
あ
っ

た
と
い
う
か
ら
、
た
し
か
に
今
よ
り
よ
ほ
ど
タ
に
近
い
音
で
あ
っ
た
。

蘇
民
将
来
説
話
の
コ
タ
ン
の
コ
に
「
巨
」
字
が
頻
用
さ
れ
る
こ
と
、「
巨

蚕
」
漢
字
音
を
日
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
古
代
音
で
発
音
す
る
と
近
似
し
た
音

に
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
蚕
の
正
字
で
あ
る
「
蠶
」
が
画
数
の
お
お
い
書

き
難
い
む
ず
か
し
い
字
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
総
合
し
て
考
え
合
わ
せ

る
と
、「
巨
蚕
」
が
コ
タ
ン
の
原
形
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
タ
ン
と
は
「
巨
蚕
」
で
あ
り
、
養
蚕
で
財
を
な
し
た

「
蚕
王
」
の
意
味
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
推
測
が
あ
な
が
ち
見
当
外
れ
で
は
な
い
こ
と
は
、
上
田
市
信

濃
国
分
寺
の
檀
信
徒
が
製
作
す
る
蘇
民
将
来
符
に
は
、「
蠶
大
當
」
と
墨
書

さ
れ
る
も
の
が
あ
り
（
図
3
））

30
（

、
そ
の
傍
証
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
養
蚕

業
と
蘇
民
将
来
信
仰
の
関
連
の
深
さ

を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

（
３
）
殺
さ
れ
た
の
は
誰
か

南
海
か
ら
の
帰
路
、
武
塔
神
が
報

復
の
た
め
に
殺
し
た
の
は
誰
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
が
あ
る
。
代
表
的
な
例
を
示
す
と

左
記
の
よ
う
に
な
る
。

図3
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『
国
史
大
辞
典
』 

巨
旦
（
弟
の
将
来
）
一
族
）
31
（

水
野
祐 

蘇
民
将
来
一
家
の
者
以
外
（
弟
の
将
来
一
家
な
ど
）
32
（

）

関
和
彦 

蘇
民
将
来
と
そ
の
妻）

33
（

影
山
尚
之 

 

関
説
と
同
じ
（
蘇
民
将
来
ま
た
そ
の
婦
は
み
な
疫
死

し
た
）
34
（

）

瀧
音
能
之 

 
蘇
民
将
来
の
娘
一
人
を
除
く
す
べ
て
の
子
孫
た
ち

（
巨
旦
も
殺
さ
れ
て
い
な
い
）
35
（

）

殺
さ
れ
た
の
は
誰
か
の
見
解
の
分
岐
が
生
ず
る
の
は
、「
我
、
将
来
に
報

答
爲
む
。
汝
が
子
孫
其
の
家
に
あ
り
や
」
と
「
己
が
女
子
と
斯
婦
と
侍
ふ
」

の
読
み
か
た
に
か
か
わ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
武
塔
神
の
前
身

で
あ
る
五
道
神
が
ど
う
い
う
神
で
あ
っ
た
か
を
想
い
出
し
て
お
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
中
国
の
五
道
神
は
、
亡
者
の
「
鬼
」
を
管
理
す
る
冥
界
の

王
で
あ
り
、
こ
の
世
に
現
れ
出
て
巡
遊
審
判
す
る
と
い
う
性
格
を
備
え
て

い
た
。『
太
平
廣
記
』
巻
一
〇
三
の
李
丘
一
の
話
に
、
そ
の
片
鱗
が
う
か
が

わ
れ
る
。
旅
先
で
突
然
死
し
た
李
丘
一
は
冥
界
に
行
き
、
槐
樹
の
下
に
飼

い
葉
桶
が
あ
る
の
を
見
て
、
道
中
知
り
合
っ
た
男
に
、「
五
道
大
神
が
世
間

の
罪
福
を
巡
察
す
る
た
び
、
こ
こ
で
馬
を
休
め
る
の
だ
」
と
告
げ
ら
れ
、

は
じ
め
て
自
分
が
死
ん
で
い
た
の
に
気
づ
く
と
あ
る）

36
（

。

武
塔
神
が
五
道
神
の
性
格
を
引
き
継
ぎ
、
現
世
の
人
の
罪
福
を
巡
察
す

る
と
い
う
、
ま
る
で
裁
判
官
の
よ
う
な
任
務
を
お
び
て
い
た
と
考
え
る
と
、

「
将
来
に
報む
く
ひ答

爲
む
」
と
い
う
の
は
弟
の
コ
タ
ン
「
将
来
に
報
復
し
よ
う
」

と
の
意
味
で
あ
り
、「
汝
が
子
孫
其
の
家
に
あ
り
や
」
と
い
う
の
は
、
コ
タ

ン
将
来
の
家
に
お
前
の
子
孫
は
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
な
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
た
い
し
て
蘇
民
将
来
は
、「
己
が
女
子
は
斯こ

の
婦
（
つ
ま
り
コ
タ
ン

将
来
の
妻
）
と
と
も
に
（
コ
タ
ン
将
来
に
）
侍
う
」
と
答
え
た
の
だ
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
世
の
祭
文
や
縁
起
類
で
も
、
コ
タ
ン
に
嫁
い
だ

蘇
民
将
来
の
娘
を
除
き
コ
タ
ン
一
族
は
皆
殺
し
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
物

語
の
あ
ら
す
じ
に
は
根
本
的
な
変
化
は
起
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
信
濃
国
分
寺
牛
頭
天
王
之
祭
文
で
は
、「
小
旦
長
者
ガ
娵
ハ
自
ガ
ム

ス
メ
ニ
テ
候
、
小
旦
長
者
ヲ
バ
罰
シ
給
ウ
共
我
等
ガ
ム
ス
メ
ヲ
バ
御
除
給
エ

ト
申
し
奉
レ
バ
…
…
」
と
あ
り）

37
（

、『
神
道
集
』「
祗
園
大
明
神
事
」
で
は
、「
蘇

民
将
来
大
嘆
、
自
一
人
娘
彼
家
婦
成
、
名
端
厳
女
、
…
…
、
蘇
民
将
来
之
子

孫
云
文
字
書
付
、
汝
娘
肩
付
、
其
験
不
滅
亡
、
…
…
一
日
一
夜
間
、
一
百
餘

人
滅
亡
畢
、
其
中
蘇
民
将
来
娘
一
人
、
其
難
遁
父
宿
所
返
。」
と
あ
る）

38
（

。
蘇
民

将
来
の
娘
は
た
し
か
に
叔
父
の
コ
タ
ン
将
来
に
嫁
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
観
念
か
ら
す
る
と
そ
れ
は
異
様
な
婚
姻
だ
が
、
新
羅
の
骨
品
制

と
い
う
身
分
制
度
で
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
今
村
与
志
雄

は
、『
酉
陽
雑
俎
』
原
文
の
「
第
一
貴
族
」
に
注
し
て
、「
こ
の
表
現
は
、

新
羅
に
お
け
る
身
分
制
、
骨
品
制
を
反
映
し
て
い
る
ら
し
い
。『
新
書
』

二
二
〇
に
よ
る
と
、『
新
羅
…
…
そ
の
族
は
、
第
一
骨
、
第
二
骨
と
名
づ
け

て
自
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
兄
弟
の
女
、
姑
、
姨
、
從
姊
妹
み
な
，
聘
し

て
妻
に
す
る
。
王
族
が
第
一
骨
で
あ
る
。
妻
も
そ
の
族
で
あ
る
。
生
れ
た

子
は
み
な
第
一
骨
に
な
る
。
第
二
骨
の
女
を
娶
ら
な
い
。
娶
っ
た
と
し
て

も
つ
ね
に
妾
媵
で
あ
る
』」
と
指
摘
し
て
い
る）

39
（

。
蘇
民
将
来
の
娘
が
叔
父
と

結
婚
す
る
の
は
、
新
羅
の
特
殊
な
身
分
制
度
の
反
映
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
と
も
あ
れ
善
業
に
は
善
報
、
悪
業
に
悪
報
と
い
う
の
が
、
こ
う
し
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た
民
間
説
話
の
き
ま
り
ご
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
と
民
間
伝
承

と
し
て
の
生
命
力
は
大
き
く
損
な
わ
れ
よ
う
。

（
４
）
ス
サ
ノ
オ
登
場
の
理
由

武
塔
神
・
牛
頭
天
王
の
原
形
が
五
道
神
で
あ
る
と
い
う
自
説
に
基
づ
け
ば
、

武
塔
神
・
牛
頭
天
王
す
な
わ
ち
五
道
神
と
ス
サ
ノ
オ
の
最
大
の
共
通
点
は
、

い
ず
れ
も
冥
界
王
あ
る
い
は
根
の
国
の
王
で
あ
り
、
の
ち
に
疫
鬼
を
祓
う
疫

神
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
疫
神
は
中
国
南
部
で
は
瘟
神
と
も
い
う
が
、

非
業
死
し
た
武
将
の
霊
が
し
ば
し
ば
そ
の
役
を
担
わ
さ
れ
、
五
瘟
神
と
も
五

帝
と
も
称
さ
れ
た）

40
（

。
日
本
に
も
そ
う
し
た
瘟
神
祭
祀
が
伝
わ
っ
て
、
高
天
原

か
ら
追
放
さ
れ
根
の
国
に
い
っ
た
ス
サ
ノ
オ
が
、
非
業
死
し
た
英
雄
と
し
て

人
々
の
記
憶
か
ら
呼
び
も
ど
さ
れ
、
疫
神
（
瘟
神
）
の
列
に
加
え
ら
れ
、
早

く
か
ら
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

蘇
民
将
来
説
話
に
ス
サ
ノ
オ
が
登
場
す
る
の
は
、
裕
福
な
コ
タ
ン
将
来

に
冷
遇
さ
れ
る
武
塔
神
（
牛
頭
天
王
）
の
姿
に
、
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ

根
の
国
に
い
っ
た
ス
サ
ノ
オ
の
姿
を
重
ね
て
、
そ
の
境
遇
に
同
情
を
寄
せ

る
新
羅
系
渡
来
人
に
よ
っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た

か
。
後
に
な
る
と
そ
の
こ
と
を
公
言
す
る
の
が
憚
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

ス
サ
ノ
オ
の
名
を
隠
す
よ
う
に
な
っ
た
。
信
濃
国
分
寺
の
『
牛
頭
天
王
之

祭
文
』
に
「
昔
シ
武
荅
天
神
之
本
誓
ヲ
伝
え
請
い
給
わ
ル
ニ
、
是
レ
自
リ

二
十
万
恒
河
沙
ヲ
去
リ
テ
、
須
弥
山
ヨ
リ
北
ニ
、
ケ
イ
ロ
界
ト
云
う
処
有

り
、
並
ニ
白
キ
ノ
御
門
ト
申
す
。
其
御
子
、
今
之
牛
頭
天
王
未
だ
キ
サ
キ

ノ
宮
定
リ
給
ハ
ズ
。
…
…
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
推
測
で

き
る）

41
（

。
こ
の
祭
文
で
い
う
「
白
キ
ノ
御
門
」
が
ス
サ
ノ
オ
を
指
す
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
牛
頭
天
王
は
「
白
キ
ノ
御
門
」

の
子
供
に
な
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
民
間
で
は
早
く
か
ら
牛
頭
天
王
と

ス
サ
ノ
オ
は
同
一
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

養
蚕
と
秦
氏
の
関
係
は
深
く
、
養
蚕
業
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
の
は
渡
来

氏
族
の
秦
氏
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

42
（

。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
皇
極

三
（
六
四
四
）
年
、
蚕
に
似
た
虫
を
拝
む
常
世
神
信
仰
を
秦
河
勝
が
取
り
締

ま
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
新
し
い
優
良
品
種
の
蚕
種
が
外
部
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
渡
来
氏
族
同
士
の
間
で
起
き
た
紛
争
と
考
え
ら
れ

る
）
43
（

。
養
蚕
を
め
ぐ
っ
て
人
々
の
間
で
引
き
お
こ
さ
れ
る
葛
藤
と
い
う
点
で
、

こ
の
事
件
は
『
酉
陽
雑
俎
』
の
旁
遠
説
話
の
「
蚕
王
」
の
話
に
通
ず
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
こ
う
い
う
現
実
的
な
基
盤
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
白
キ
ノ
御

門
」
で
あ
る
ス
サ
ノ
オ
が
蘇
民
将
来
説
話
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
│
曽
尸
茂
梨
＝
「
牛
頭
」
で
は
な
い
│

最
後
に
、
も
う
一
度
金
沢
庄
三
郎
『
日
鮮
同
祖
論
』
か
ら
引
用
し
て
お

こ
う
。

　

た
だ
私
の
甚
だ
不
思
議
に
思
ふ
こ
と
は
、
従
来
の
学
者
が
こ
の
素

盞
嗚
尊
新
羅
曽
尸
茂
梨
に
天
降
の
事
を
直
接
高
天
原
か
ら
で
は
な
く
、

一
先
ず
こ
の
大
八
洲
国
に
お
降
り
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
新
羅
に
お

渡
り
に
な
っ
た
も
の
だ
と
、極
力
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
六
九
頁
）

先
述
し
た
よ
う
に
西
田
長
男
は
、
曽
尸
茂
梨
＝
牛
頭
説
に
つ
い
て
甚
だ

疑
わ
し
い
と
し
な
が
ら
、
明
確
に
こ
の
説
を
否
定
し
て
い
る
金
沢
庄
三
郎

に
つ
い
て
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
ス
サ
ノ
オ
は
新
羅
か
ら
渡
っ
て
来
た
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神
だ
と
す
る
考
え
は
や
は
り
肯
ん
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

金
沢
庄
三
郎
は
今
に
至
る
も
、「
日
鮮
同
祖
」
論
を
主
唱
し
朝
鮮
の
植
民
地

化
を
正
当
化
し
た
御
用
学
者
と
目
さ
れ
い
る
。
石
川
遼
子
は
そ
の
著
『
金

沢
庄
三
郎
』
で
、
戦
後
の
学
界
で
の
金
沢
評
価
は
、「
金
沢
の
著
作
か
ら
で

は
な
く
、
む
し
ろ
新
聞
・
雑
誌
に
現
れ
た
時
局
的
用
語
と
し
て
の
『
日
鮮

同
祖
』
か
ら
敷
衍
さ
れ
た
同
祖
論
批
判
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
学
問
的
な

吟
味
を
欠
い
た
政
治
的
な
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

44
（

。

小
論
の
結
論
を
ま
と
め
る
。
蘇
民
将
来
説
話
を
旁
遠
説
話
と
比
較
参
照

し
て
検
討
す
る
と
、
蘇
民
将
来
の
蘇
民
は
新
羅
な
ど
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
民

で
あ
り
、
巨
旦
・
古
端
な
ど
の
コ
タ
ン
は
本
来
「
巨
蚕
」
と
表
記
す
べ
き

養
蚕
で
財
を
な
し
た
「
蚕
王
」
の
意
だ
っ
た
。
武
塔
神
が
殺
し
た
の
は
、

コ
タ
ン
将
来
に
嫁
い
だ
蘇
民
将
来
の
娘
一
人
を
除
い
た
、
コ
タ
ン
一
家
の

す
べ
て
の
人
で
あ
る
。
蘇
民
将
来
の
娘
が
叔
父
に
嫁
ぐ
の
は
新
羅
の
骨
品

制
と
い
う
特
異
な
身
分
制
度
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
話
で
疫
神
武

塔
神
（「
五
道
神
」
の
列
島
版
）
が
自
ら
ス
サ
ノ
オ
を
名
乗
る
の
は
、
非
業

死
し
た
敗
軍
死
将
を
祭
神
と
し
て
祀
る
中
国
の
瘟
神
祭
祀
が
日
本
に
伝
わ

り
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
、
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
て
根
の
国
（
冥
界
）

に
い
っ
た
ス
サ
ノ
オ
が
、
渡
来
系
の
人
々
の
記
憶
か
ら
呼
び
も
ど
さ
れ
、

疫
鬼
を
祓
う
「
瘟
神
」
と
見
な
さ
れ
（「
瘟
神
」
に
な
る
よ
う
期
待
さ
れ
）

た
か
ら
で
あ
る
。
曽
尸
茂
梨
＝
「
牛
頭
」
だ
か
ら
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
古
代
日
本
に
瘟
神
信
仰
が
伝
来
し
た
と
い
う
独
自
の

観
点
に
立
っ
て
、
旁
遠
説
話
を
下
敷
き
に
し
て
蘇
民
将
来
説
話
を
再
検
討

す
る
と
、
こ
れ
ま
で
謎
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
説
話
の
い
く
つ
か
の
問
題
点

を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
た
。
よ
っ
て
新
羅
の
兄
弟
葛
藤
譚
で
あ
る
旁

遠
説
話
は
蘇
民
将
来
説
話
形
成
に
与
っ
た
原
話
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

拙
論
「
武
塔
神
と
は
何
だ
っ
た
か
」『
口
承
文
芸
研
究
』
三
七
号
（
勁

草
書
房
『
オ
ニ
考
│
コ
ト
バ
で
た
ど
る
民
間
信
仰
│
』
所
収
）。

（
2
） 

西
田
長
男
「
祗
園
牛
頭
天
王
縁
起
の
成
立
」『
神
社
の
歴
史
的
研
究
』

塙
書
房
。

（
3
） 

坂
本
太
郎
等
校
注
『
日
本
書
紀
』（
一
）
岩
波
文
庫
。

（
4
） 

伊
藤
清
司
『
昔
話
伝
説
の
系
譜
』
第
一
書
房
。

（
5
） 

黄
徴
・
呉
偉
編
校
『
敦
煌
願
文
集
』
岳
麓
書
社
。

（
6
） 

深
澤
徹
編
『
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
（
抄
）』
現
代
思
潮
社
。

（
7
） 

唐
・
呉
道
子
（
伝
）「
鍾
馗
抉
目
図
」『
中
国
歴
代
名
画
点
読　

百
馗

図
説
』
上
海
画
報
出
版
社
。

（
8
） 『
政
事
要
略
』
巻
二
八
「
年
中
行
事
十
二
月
下
」、
吉
川
弘
文
館
『
新

訂
増
補
国
史
大
系
二
八
』
所
収
。

（
9
） 

段
成
式
撰
、
許
逸
民
校
箋
『
酉
陽
雑
俎
校
箋
』
続
集
巻
一
「
支
諾
皐

上
」
中
華
書
局
。

（
10
） 

丁
乃
通
『
中
国
民
間
故
事
類
型
索
引
』
中
国
民
間
文
芸
出
版
社
。

（
11
） 

顧
希
佳
「
中
韓
旁
遠
故
事
比
較
研
究
」『
杭
州
師
範
学
院
学
報
』

二
〇
〇
四
年
第
四
期
。

（
12
） 
佐
久
間
惇
一
編
『
全
国
昔
話
資
料
集
成
二
』「
北
蒲
原
昔
話
集　

新

潟
」
八
二
「
兄
弟
の
話
」。

（
13
） 

鈴
木
棠
三
編
『
全
国
昔
話
資
料
集
成
二
〇
』「
武
蔵
川
越
昔
話
集　
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埼
玉
」
十
九　

八
石
山
の
二
。

（
14
） 

斧
原
孝
守
「
魔
法
の
金
の
槌
」『
比
較
民
俗
学
会
報
』
三
十
四
号
〜

三
十
九
号
。

（
15
） 
日
本
古
典
文
学
大
系
2
『
風
土
記　

逸
文
』「
備
後
国　

蘇
民
将
来
」

岩
波
書
店
。

（
16
） 

川
向
富
貴
子
「
蘇
民
将
来
符
に
関
す
る
基
礎
資
料
Ⅰ
」『
都
市
民
俗

研
究
』
第
八
号
、
同
Ⅱ
『
伝
承
文
化
研
究
』
第
二
号
。

（
17
） 

金
澤
庄
三
郎
『
日
鮮
同
祖
論
』
汎
東
洋
社
。

（
18
） 

川
村
湊
『
牛
頭
天
王
と
蘇
民
将
来
』
作
品
社
。

（
19
） 『
二
十
二
社
註
式
』「
祇
園
社
」、
経
済
雑
誌
社
『
群
書
類
従
』
巻
第

22
所
収
。

（
20
） 『
神
道
集
』
東
洋
文
庫
本
、
講
談
社
。

（
21
） 

注
（
2
）
西
田
論
文
所
引
『
簠
簋
内
伝
』。

（
22
） 

注
（
2
）
西
田
論
文
所
引
『
灌
頂
祭
文
』。

（
23
） 

注
（
2
）
西
田
論
文
所
引
神
宮
文
庫
本
『
牛
頭
天
王
之
祭
文
』。

（
24
） 

注
（
2
）
西
田
論
文
所
引
神
宮
文
庫
本
『
牛
頭
天
王
縁
起
』。

（
25
） 

注
（
2
）
西
田
論
文
所
引
吉
田
家
旧
蔵
『
牛
頭
天
王
縁
起
』。

（
26
） 

注
（
2
）
西
田
論
文
所
引
架
蔵
『
牛
頭
天
王
縁
起
』。

（
27
） 

東
北
大
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』、松
本
隆
信
『
中

世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
』
所
引
。

（
28
） 

上
田
市
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、
文
明
十
二
年

書
写
「
牛
頭
天
王
之
祭
文
」、http://m

useum
.um

ic.jp/som
in/

som
inshou/s_som

inshou 02.htm
l

（
29
） 

漢
字
の
中
古
音
表
記
は
郭
錫
良
著
『
漢
字
古
音
手
冊
』
北
京
大
学
出

版
社
に
よ
る
。

（
30
） 

注
（
28
）
の
上
田
市
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、

「
蘇
民
将
来
符
」。

（
31
） 

三
橋
健
「
蘇
民
将
来
」『
国
史
大
辞
典
・
八
』
吉
川
弘
文
館
。

（
32
） 

水
野
祐
『
入
門
・
古
風
土
記
（
下
）』
雄
山
閣
。

（
33
） 

関
和
彦
「『
風
土
記
』
社
会
の
諸
様
相
│
そ
の
5
│
蘇
民
将
来
考

│
」『
風
土
記
研
究
』
十
巻
。

（
34
） 

影
山
尚
之
「
59
蘓
民
将
来
」
上
代
文
献
を
読
む
会
編
『
風
土
記
逸
文

注
釈
』
翰
林
書
房
。

（
35
） 

瀧
音
能
之
「
蘇
民
将
来
伝
承
の
再
検
討
」『
古
代
文
化
研
究
』
二
巻
。

（
36
） 『
太
平
廣
記
』
巻
一
〇
三
報
応
二
の
李
丘
一

 

唐
李
丘
一
、
好
鷹
狗
畋
猟
、
万
歳
通
天
元
年
、
任
揚
州
高
郵
丞
、
忽

一
旦
暴
死
，
見
両
人
来
追
，
一
人
自
云
姓
段
。
時
同
被
追
者
百
余
人
、

男
皆
著
枷
、
女
即
反
縛
。
丘
一
被
鎖
前
駆
、
行
可
十
余
里
、
見
大
槐

樹
数
十
、
下
有
馬
槽
、
段
云
「
五
道
大
神
每
巡
察
人
間
罪
福
、
于
此

歇
馬
。」
丘
一
方
知
身
死
。

（
37
） 

注
（
28
）
の
上
田
市
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、
文

明
十
二
年
書
写
「
牛
頭
天
王
之
祭
文
」。

（
38
） 

注
（
20
）『
神
道
集
』「
祗
園
大
明
神
事
」。

（
39
） 

今
村
与
志
雄
訳
注
『
酉
陽
雑
俎
』、
平
凡
社
東
洋
文
庫
四
十
。

（
40
） 

拙
著
『
オ
ニ
考
』
勁
草
書
房
発
売
・
辺
境
社
発
行
。

（
41
） 

注
（
28
）
の
サ
イ
ト
の
文
明
十
二
年
書
写
「
牛
頭
天
王
之
祭
文
」
に

よ
る
。

（
42
） 

布
目
順
郎
『
養
蚕
の
起
源
と
古
代
絹
』
雄
山
閣
。

（
43
） 
直
木
孝
次
郎
『
日
本
の
歴
史
二
│
古
代
国
家
の
成
立
│
』
中
央
公

論
社
。

（
44
） 

石
川
遼
子
『
金
沢
庄
三
郎
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

 

（
や
ま
ぐ
ち
・
け
ん
じ
／
神
奈
川
大
学
）


