
本
稿
の
目
的
は
延
慶
本
と
長
門
本
の
本
文
の
位
相
差
を
と
お
し
て
、
こ

の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
物
語
言
説
の
差
異
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ

る
。
従
来
、
文
献
学
的
研
究
か
ら
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
兄
弟
本
と
さ

れ
、
研
究
の
方
向
と
し
て
は
、
そ
の
親
本
に
あ
た
る
「
旧
延
慶
本
」
を
想

定
し
、
そ
の
両
者
の
共
通
本
文
に
『
平
家
物
語
』
の
古
態
性
本
文
を
と
ら

え
る
、
と
い
っ
た
課
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
二
つ
の
テ
キ

ス
ト
の
間
で
は
長
門
本
の
ほ
う
に
後
出
本
文
が
多
く
分
析
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
文
の
研
究
で
も
、
延
慶
本
に
研
究
の
比
重
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
長
門
本
は
延
慶
本
研
究
の
補
助
資
料
と
さ
れ
が

ち
で
、
長
門
本
を
主
対
象
と
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
、
書
誌
的
研
究
を
除

け
ば
、
長
門
本
に
独
自
な
説
話
・
合
戦
諏
を
扱
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ

(
1
)
 

た。し
か
し
近
年
に
な
っ
て
諸
本
の
個
別
研
究
が
盛
ん
に
な
る
と
と
も
に
、(

2
)
 

長
門
本
の
表
現
機
構
を
対
象
と
す
る
研
究
が
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
た
だ
長
門
本
は
膨
大
な
叙
述
量
を
も
つ
ゆ
え
に
、
ま
だ
端
緒
に
着
い

た
ば
か
り
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
物
語

は
じ
め
に

ー
、
義
仲
の
敗
走
—
木
曽
義
仲
の
呼
称
を
め
ぐ
っ
て

言
説
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
等
質
性
と
差
異
を
あ
き
ら
か
に
し
、

長
門
本
の
物
語
言
説
の
位
相
を
確
定
し
よ
う
と
思
う
。
そ
の
意
図
は
長
門

本
研
究
を
物
語
論
の
レ
ベ
ル
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
対
象
と
し
て

は
『
平
家
物
語
』
の
義
仲
物
語
の
捧
尾
を
占
め
る
「
河
原
合
戦
」
と
「
木

曽
最
期
」
（
い
ず
れ
も
覚
一
本
の
章
題
名
を
援
用
）
で
あ
る
が
、
両
者
の
テ

キ
ス
ト
は
ひ
と
ま
ず
、

ー
、
義
仲
、
六
条
殿
か
ら
敗
走
す
る
。

2
、
義
仲
の
愛
妾
鞘
絵
と
い
う
女
武
者
の
こ
と

3
、
瀬
田
口
で
の
今
井
四
郎
兼
平
と
の
再
会

4
、
粟
津
合
戦

5
、
義
仲
最
期

6
、
今
井
四
郎
兼
平
の
最
期

と
い
う
場
面
の
展
開
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
以
下
の
各
節
は
こ
の
場
面
の
順
序
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
。

義
仲
物
語
の
捧
尾
を
め
ぐ
っ
て
は
、
諸
本
の
物
語
言
説
の
間
で
際
立
っ

た
特
徴
を
み
せ
て
い
る
。
諸
本
の
う
ち
の
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ
る
と
す

延
慶
本
平
家
物
語
と
長
門
本
平
家
物
語
の
本
文

|
「
木
曽
最
期
」

の
物
語
言
説
の
位
相
差
を
と
お
し
て
|
|
＇

名

波

弘

彰
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れ
ば
、
た
と
え
ば
延
慶
本
と
長
門
本
で
の
主
人
公
に
対
す
る
呼
称
は
「
木

曽
」
、
語
り
系
諸
本
（
こ
こ
で
は
覚
一
本
を
代
表
例
と
す
る
）
で
は
「
木
曽

殿
」
、
そ
れ
に
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
「
義
仲
」
と
い
う
よ
う
に
、
呼
称
の

対
立
が
テ
キ
ス
ト
の
表
層
に
あ
ら
わ
れ
た
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
表
層
の
対
立
か
ら
み
て
も
、
延
慶
本
と
長
門
本
の
テ
キ
ス
ト
は
本

文
上
、
等
質
性
が
い
ち
じ
る
し
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
等
質
性
を
追
認
し

て
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
等
質
性
の
う
ち
に
ひ
そ
む
差
異
を
語
り
手

と
作
中
人
物
の
関
係
に
う
か
が
え
る
表
現
機
構
あ
る
い
は
語
り
の
構
造
か

ら
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
差
異
が
両
テ
キ
ス
ト
の

位
相
差
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
手
懸
か
り
を
与
え
て
く

れ
る
の
が
物
語
言
説
の
な
か
の
次
の
一
箇
所
に
み
え
る
「
義
仲
」
と
い
う

呼
称
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
木
曽
」
と
対
立
す
る
「
義
仲
」
の
呼
称

を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

・
院
ノ
御
所
（
後
白
河
法
皇
の
六
条
殿
ー
引
用
者
注
、
以
下
同
じ
）
ニ

ハ
九
郎
義
経
参
籠
テ
守
護
シ
進
セ
ケ
レ
バ
、
可
奉
取
様
モ
ナ
カ
リ
ケ

リ
。
義
仲
『
今
ハ
カ
ウ
』
卜
思
切
テ
、
（
六
条
河
原
か
ら
攻
め
込
ん
で

き
た
敵
勢
）
数
万
騎
ノ
勢
ノ
中
ヘ
ヲ
メ
イ
テ
係
入
テ
戦
ヒ
ケ
リ
。
（
延

慶
本
五
本
九
）

・
九
郎
義
経
が
郎
等
、
六
条
河
原
に
て
行
あ
ひ
て
（
木
曽
と
）
合
戦
す
、

義
仲
最
期
の
戦
ひ
と
思
ひ
切
て
戦
ひ
け
れ
ど
も
、
運
の
き
は
め
に
な

り
に
け
れ
ば
、
義
仲
さ
ん
か
＼
．
に
か
け
ち
ら
さ
れ
て
、
思
ひ
／
＼
．
に

落
に
け
り
、
義
経
が
郎
等
は
せ
付
き
て
、
是
を
追
ふ
。
（
長
門
本
巻
一

六）
「
義
仲
」
と
い
う
実
名
呼
称
は
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
会
話
言
説
中
の

自
称
（
一
人
称
）
で
あ
る
こ
と
が
通
例
で
、
も
し
も
そ
れ
が
他
称
（
二
人

称
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
主
従
．
君
臣
関
係
の
な
か
で
、
主

（
君
）
か
ら
従
（
臣
）
を
呼
ん
だ
り
、
従
（
臣
）
が
主
（
君
）
に
名
乗
る

場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
同
じ
場
面
内
に
主
従
の
待
遇
関

係
が
み
と
め
ら
れ
る
と
き
、
両
者
の
直
接
的
な
対
話
が
な
く
と
も
、
従
者

の
実
名
呼
称
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
ふ

ま
え
た
上
で
、
右
に
引
用
し
た
本
文
の
な
か
に
実
名
「
義
仲
」
が
あ
ら
わ

れ
る
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
当
該
本
文
を
前
後
の
文
脈
（
場
面
構
成
）
と
関
連
づ
け
て
み
て

み
る
と
、
ま
ず
延
慶
本
で
は
、
法
皇
の
確
保
に
遅
れ
を
と
っ
た
義
仲
が
「
院

ノ
御
所
」
に
ま
で
馳
せ
来
た
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
す
で
に
義
経
の
手

勢
が
厳
重
に
守
護
し
て
い
る
。
そ
こ
で
義
仲
は
院
を
連
れ
出
す
こ
と
を
あ

き
ら
め
、
六
条
河
原
か
ら
攻
め
込
ん
で
き
た
敵
勢
と
合
戦
に
及
ん
だ
と
い

う
場
面
に
な
る
。
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
人
物
は
あ
く
ま
で
も
義
仲
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
「
可
奉
取
様
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
」
と
い
う
義
仲
の
心
内
語
が
み

え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
し
か
し
院
・
義
仲
・
義
経
の
三

者
を
と
ら
え
る
語
り
手
の
視
点
は
、
実
は
「
院
」
を
中
心
と
す
る
待
遇
関

係
を
ふ
ま
え
て
義
仲
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の

場
面
で
は
義
仲
も
義
経
も
実
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
実

名
呼
称
は
院
と
の
待
遇
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ

る
ま
い
。

そ
れ
に
対
し
て
長
門
本
の
当
該
箇
所
を
み
て
み
る
と
、
義
仲
の
六
条
邸

に
お
い
て
越
後
中
太
家
光
と
い
う
家
人
の
諫
死
が
あ
っ
た
あ
と
の
こ
と
と

し
て
、
前
掲
引
用
の
本
文
が
み
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
あ
と
に
な
る
と
、

場
面
は
代
わ
っ
て
、
後
白
河
法
皇
の
六
条
殿
の
邸
内
に
語
り
手
の
視
点
は

移
り
、
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大
膳
大
夫
業
忠
は
、
御
所
の
東
の
築
垣
の
上
に
上
て
四
方
を
み
る
に

…
…
。
（
長
門
本
巻
一
六
）

と
い
う
よ
う
に
、
「
法
皇
」
を
中
心
と
す
る
場
面
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
場
面
構
成
を
と
る
長
門
本
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

六
条
河
原
で
の
合
戦
場
面
と
院
の
御
所
六
条
殿
の
邸
内
場
面
と
が
ま
っ
た

く
別
個
の
場
面
と
し
て
区
切
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
場
面
の
枠
取
り
の
明
確
化
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

す
る
と
、
長
門
本
で
は
次
の
場
面
を
一
場
面
と
す
る
語
り
手
は
、
前
掲

の
場
面
で
は
法
皇
の
存
在
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
、
「
義
仲
」
「
義
経
」

と
い
う
よ
う
に
実
名
呼
称
す
る
よ
う
な
待
遇
関
係
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
長
門
本
の
人
物
呼
称
に
必
然
性
が
み
と
め
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
延
慶
本
的
本
文
の
痕
跡

が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
こ
の
よ
う
に
判
定
し
て
よ

い
と
す
れ
ば
、
物
語
言
説
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
延
慶
本
と
長
門
本
の

本
文
に
は
系
統
を
ひ
と
し
く
す
る
段
階
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
長
門
本
の
場
合
、
登
場
人
物
の
待
遇
表
現
に
祖
本
の
痕
跡
を

残
し
つ
つ
も
、
場
面
構
成
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
き
ち
ん
と
枠
取
っ
て
ゆ
こ
う

と
す
る
指
向
性
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
延
慶
本
と
の
差
異
が
み
と
め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
長
門
本
の
本
文
の
後
出
性
と
い
う
こ
と
が
見
と
お
せ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
が
場
面
に
お
け
る
人
物
呼
称
を
と
お
し
て
の
延
慶
本
と
長
門
本
の

差
異
の
考
察
だ
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
先
行
形
態
性
を
も
つ
延
慶

本
の
前
掲
場
面
を
、
あ
ら
た
め
て
語
り
手
の
あ
り
よ
う
と
の
関
係
か
ら
考

え
て
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
実
名
呼
称
の

直
後
に
木
曽
義
仲
の
心
内
語
（
『
今
ハ
カ
ウ
』
）
が
み
え
る
こ
と
で
、
こ
の

場
面
の
語
り
手
が
作
中
人
物
の
義
仲
と
同
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
論
か
ら
す
る
と
、
さ
き
ほ
ど
の
よ
う
に
、

待
遇
関
係
へ
の
考
慮
が
あ
る
一
方
で
、
作
中
人
物
と
の
同
化
の
意
識
か
ら
、

語
り
手
は
も
し
か
す
る
と
、
第
三
者
的
に
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
人
物
（
「
木

曽
」
）
に
対
し
て
、
ふ
と
自
称
（
一
人
称
）
で
あ
る
「
義
仲
」
を
用
い
て
し

ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
実
名
呼
称
の
用
法
に
う

か
が
え
る
と
こ
ろ
の
語
り
手
に
よ
る
作
中
人
物
へ
の
同
化
の
意
欲
で
あ
ろ

う
。
同
化
と
は
作
中
人
物
へ
の
限
り
な
い
共
感
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

語
り
手
に
よ
る
作
中
人
物
へ
の
同
化
の
は
た
ら
き
に
こ
そ
、
時
と
し
て
、

作
中
人
物
の
心
は
わ
が
心
で
あ
る
と
い
う
一
体
意
識
を
も
っ
て
、
あ
た
か

も
物
語
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
語
り
手
像
が
と
ら
え
ら
れ

て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
前
提
に
は
、
物
語
の
内
部
に

(
3
)
 

語
り
の
構
造
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
語
り
の
構
造
か
ら
は
、
語
り
手
と
作
中
人
物
（
義
仲
）
と
の
間
の
き
わ

め
て
密
着
し
た
状
況
が
聞
き
手
（
読
者
）
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
点
で
、
こ
の
場
面
の
語
り
手
は
、
機
能
的
で
非
実
体
的
な
存
在
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
作
中
人
物
に
近
い
位
置
に
い
て
、
そ
れ
だ
け
作
中
内

部
に
存
在
す
る
と
思
わ
せ
る
実
体
的
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
結
像

さ
れ
て
く
る
。
た
だ
し
そ
の
実
体
的
な
人
物
が
虚
構
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ

な
い
。そ

れ
に
対
し
て
、
場
面
構
成
の
枠
組
み
を
明
確
に
と
ろ
う
と
す
る
長
門

本
の
語
り
手
の
姿
勢
に
は
、
場
面
の
内
部
か
ら
み
ず
か
ら
を
ひ
き
離
そ
う

と
す
る
意
識
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
語
り
手
の
姿
勢
の
行
き
着
く
と
こ

ろ
は
、
語
り
手
が
テ
キ
ス
ト
の
外
部
に
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
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2
、
義
仲
の
愛
妾
輌
絵
と
い
う
女
武
者
の
こ
と

る
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
語
り
（
歴
史
叙
述
）
へ
の
意
欲
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
語
り
手
は
、
過
去
の
合
戦
を
遠
く
離
れ
た
叙
述
す
る
〈
い
ま
〉
と
い
う

時
点
か
ら
見
つ
め
る
た
め
に
、
そ
の
合
戦
の
内
部
に
い
る
人
物
の
言
動
を

つ
ね
に
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
場
面
構

成
を
過
去
の
時
点
に
完
結
す
る
こ
と
で
、
叙
述
す
る
〈
い
ま
〉
と
切
り
離

す
必
要
が
あ
る
。
長
門
本
の
ご
と
き
場
面
の
明
確
な
枠
取
り
は
そ
の
指
向

性
の
操
作
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
長
門
本
が
「
今
ハ
カ
ウ
」
で

は
な
く
、
「
最
期
の
戦
ひ
」
と
す
る
の
は
場
面
の
〈
い
ま
〉
を
消
去
す
る
こ

と
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
語
り
手
は
、
作
中
場
面
の
内
部
に
入
り
込
も
う

と
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
語
り
手
像
は
機
能
的
で
非
実
体
的
な
存
在
へ

と
大
き
く
傾
く
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

延
慶
本
と
長
門
本
の
義
仲
の
最
期
の
物
語
に
共
通
本
文
を
も
つ
段
階
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
「
柄
絵
」
と
い
う
女
武
者
と
木
曽
義
仲
と
が
、
激

戦
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
直
後
、
そ
れ
ぞ
れ
騎
馬
の
ま
ま
で
対
面
す
る
場

面
の
物
語
言
説
か
ら
も
う
か
が
え
る
（
な
お
上
段
が
延
慶
本
、
下
段
が
長

門
本
で
、
①

S
④
の
番
号
を
付
し
た
本
文
は
原
文
の
ま
ま
で
省
略
は
な
い
。

便
宜
的
に
行
を
分
け
て
記
号
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
同
じ
）
。

①
七
騎
ガ
中
ノ
一
騎
ハ
柄
絵
卜
云
①
七
騎
が
中
一
騎
は
女
鞘
絵
と
い

ヘ
ル
美
女
也
。
紫
皮
ノ
ケ
チ
ャ
ウ
ふ
美
女
也
。
紫
格
子
の
ち
ゃ
う
の

ノ
ヒ
タ
、
レ
ニ
、
萌
黄
ノ
腹
巻
二
、
直
垂
に
、
萌
黄
の
腹
巻
に
、
重
藤

重
藤
ノ
弓
ニ
ウ
ス
ベ
ウ
ノ
矢
ヲ
に
弓
う
す
べ
う
の
廿
四
さ
し
た
る

負
、
白
葦
毛
ナ
ル
馬
ノ
太
ク
呈
シ
矢
負
ひ
て
、
白
葦
毛
な
る
馬
の
ふ

キ
ニ
、
小
紬
絵
ス
リ
タ
ル
貝
鞍
置
と
く
退
し
き
に
、
二
ど
も
ゑ
す
り

テ
ゾ
乗
リ
タ
リ
ケ
ル
。

②
木
曽
ハ
幼
少
ヨ
リ
同
様
ニ
ソ
ダ

チ
テ
、
ウ
デ
ヲ
シ
頸
引
ナ
ム
ド
云

力
態
係
組
テ
シ
ケ
ル
ニ
、
少
モ
劣

ラ
ザ
リ
ケ
ル
。
カ
カ
リ
シ
カ
バ
、

木
曽
身
近
ッ
カ
ハ
レ
ケ
リ
。

③
愛
二
誰
ト
ハ
不
知
、
武
者
二
人

追

力

、

ル

。

柄

絵

馬

引
ヘ
テ
待
処
二
、
左
右
ヨ
リ
ッ
ト

ヨ
ル
。
其
時
左
右
ノ
手
ヲ
差
出
シ

テ

、

二

人

ガ

鎧

ノ

ワ

タ

ガ
ミ
ヲ
取
テ
、
左
右
ノ
脇
ニ
カ
ヒ

ハ
サ
ミ
テ
一
シ
メ
／
＼
テ
捨
テ
タ

リ
ケ
レ
バ
、
二
人
ナ
ガ
ラ
頭
ヲ
モ

ジ
ケ
テ
死
ニ
ケ
リ
。
女
ナ
レ
ド
モ
、

究
党
ノ
甲
者
、
強
弓
精
兵
、
矢
ツ

ギ
早
ノ
手
キ
、
ナ
リ
。

た
る
貝
鞍
置
て
ぞ
乗
た
り
け
る
。

③
こ
A

に
は
誰
と
は
知
ら
ず
、
武

者
二
騎
追
か
け
た
り
、
と
も
ゑ
『
叶

は
じ
』
と
や
思
ひ
け
ん
、
馬
を
ひ

か
へ
て
待
処
に
、
左
右
よ
り
つ
と

よ
る
。
そ
の
時
左
右
の
手
を
さ
し

出
し
て
、
二
人
が
冑
の
わ
た
が
み

を
と
て
、
左
右
の
脇
に
か
い
は
さ

み
て
、
一
し
め
／
＼
て
す
て
た
り

け
れ
ば
、
二
人
な
が
ら
首
ひ
し
げ

て
死
に
A

け
り
。
女
な
れ
ど
も
、

究
党
の
が
う
の
者
、
強
弓
の
精
兵
、

矢
つ
ぎ
ば
や
の
荒
馬
乗
の
悪
所
お

と
し
な
り
。

④
(
）
軍
ゴ
ト
ニ
身
ヲ
不
放
具
④
木
曽
い
く
さ
ご
と
に
身
を
は
な

ラ
レ
ケ
リ
。
齢
三
十
計
也
。
童
部
さ
ず
具
し
た
り
け
り
。
よ
わ
い
三

ヲ
仕
様
二
朝
夕
仕
ケ
リ
。
十
二
に
ぞ
な
り
け
る
。
わ
ら
は
ベ

（
五
本
九
な
お
（
）
は
論
を
仕
ふ
様
に
つ
か
ひ
け
り
。
（
巻
一

述
の
便
宜
上
付
し
た
）
六
）

い
ま
か
り
に
延
慶
本
の
独
自
異
文
で
あ
る
②
を
除
い
て
両
者
を
比
較
す
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れ
ば
、
若
干
の
差
異
は
あ
っ
て
も
、
本
来
は
共
通
の
本
文
か
ら
派
生
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の

本
文
か
ら
あ
ら
た
め
て
差
異
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
②
と
④
に
着

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
②
の
独
自
異
文
の
存
在
で

あ
る
。
長
門
本
に
は
み
え
な
い
こ
の
文
脈
（
場
面
）
は
、
引
用
し
た
場
面

の
語
り
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
文
脈
の
存
在
に
よ

っ
て
、
延
慶
本
に
お
け
る
語
り
の
構
造
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
考
察
の
対
象
と
な
る
。

こ
の
場
面
全
体
に
お
い
て
前
景
化
さ
れ
て
い
る
人
物
は
い
う
ま
で
も
な

く
「
柄
絵
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
で
は
「
鞘
絵
」
の
出
で
立
ち
が
、

そ
し
て
③
で
は
そ
の
勇
猛
な
戦
い
ぶ
り
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

②
の
語
り
に
お
い
て
前
景
化
さ
れ
て
い
る
の
は
「
木
曽
」
で
あ
る
。
こ
の

語
り
の
並
存
が
二
人
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
構
造
化
し
て
い
る
か
と
い
え

ば
、
あ
く
ま
で
も
語
り
手
は
「
木
曽
」
と
同
化
し
た
視
点
か
ら
「
柄
絵
」

の
勇
姿
と
奮
戦
ぶ
り
を
と
ら
え
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
の
構
造
か

ら
す
る
と
、
「
柄
絵
」
は
客
体
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
木
曽
」
が
場

面
叙
述
の
中
心
（
こ
れ
を
作
中
人
物
の
視
線
へ
の
視
点
の
重
な
り
と
呼
ぶ
）

に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
④
の
語
り
に
お
い
て
も
、
叙
述
の
中
心
に
い
る
の
は
「
木

曽
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
照
応
し
て
「
ッ
カ
ハ
レ
ケ
リ
」
「
具
ラ
レ
ケ
リ
」
と

そ
の
行
為
に
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
場

面
内
の
待
遇
関
係
を
ふ
ま
え
て
「
柄
絵
」
に
対
す
る
「
木
曽
」
の
行
為
に

付
け
ら
れ
た
も
の
と
解
せ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
待
遇
表
現
は
語
り
手

が
場
面
内
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
表
現
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
面
の
内
部
に
お

い
て
眼
を
こ
ら
し
て
い
る
語
り
手
の
姿
が
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
前
後
の
物
語
場
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
面
に
お
い
て
前
景
化
さ
れ
る
人
物
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
の
だ
が
、

そ
の
一
人
と
し
て
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
初
め
て
登
場
し
て
く
る
「
鞘

絵
」
に
語
り
手
の
視
点
が
向
け
ら
れ
前
景
化
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
前
述
の
②
の
文
脈
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手

の
関
心
は
一
貫
し
て
「
木
曽
」
か
ら
離
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
徴
証

が
④
の
文
脈
に
も
み
と
め
ら
れ
る
。

こ
の
④
の
冒
頭
部
、
延
慶
本
は
「
軍
ゴ
ト
ニ
身
ヲ
不
放
具
ラ
レ
ケ
リ
」

と
あ
る
が
、
長
門
本
で
は
、
そ
こ
が
「
木
曽
い
く
さ
ご
と
に
身
を
は
な
さ

ず
具
し
た
り
け
り
」
と
あ
る
。
も
し
も
語
り
手
が
「
木
曽
」
と
一
定
の
距

離
を
置
い
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
長
門
本
の
よ
う
に
、
主
語
「
木
曽
」

を
明
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
延
慶
本
が
明
示
し
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
実
は
語
り
手
が
「
木
曽
」
と
同
化
（
一
体
化
）
し
て
い
る
か

ら
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
主
語
と
し
て
明
示
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
語
り
の
構
造
か
ら
し
て
も
、
語
り
手
の
視
点
は
や
は
り
一
貫
し
て
「
木

曽
」
か
ら
離
れ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
場
合
の
語
り
の
構
造
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
場
面
内

に
お
い
て
前
景
化
さ
れ
る
人
物
が
「
木
曽
」
か
ら
別
の
人
物
に
移
る
場
合
、

語
り
手
の
視
点
は
そ
の
ま
ま
そ
の
人
物
に
移
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
「
木
曽
L

の
視
線
と
重
な
っ
た
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
前
景
化
さ
れ

た
人
物
を
見
つ
め
、
か
つ
そ
の
言
動
を
と
ら
え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
語
り
手
の
視
点
の
あ
り
よ
う
は
き
わ
め
て
特
異
だ
と
い

え
る
。
た
と
え
ば
、
語
り
手
自
体
は
本
文
化
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

「
た
り
」
と
い
う
助
動
詞
の
媒
介
に
よ
っ
て
本
文
（
場
面
）
の
背
後
に
語
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延
慶
本
に
は
前
の
場
面
の
し
ば
ら
く
あ
と
に
、
次
の
よ
う
な
独
自
の
場

面
叙
述
が
み
え
て
い
る
。

⑤
（
木
曽
と
今
井
と
、
そ
れ
に
靭
絵
と
は
）
サ
テ
勢
多
ノ
方
へ
行
ク

ホ
ド
ニ
、
「
相
模
国
住
人
本
馬
ノ
五
郎
」
卜
名
乗
テ
、
追
テ
係
ル
。
（
木

曽
は
）
取
テ
返
テ
ヨ
ク
ヒ
イ
テ
兵
ド
射
タ
リ
。
（
中
略
）
本
馬
ハ
落
立

テ
太
刀
ヲ
抜
ク
。
木
曽
「
馬
ガ
ツ
マ
ヅ
イ
テ
射
損
ジ
ヌ
ル
。
ヤ
ス
カ

ラ

ズ

」

ト

ゾ

宣

ヒ

ケ

ル

。

（

延

慶

本

五

本

九

）

3
、
延
慶
本
の
義
仲
物
語
に
お
け
る
独
自
異
文

り
手
が
潜
ん
で
い
る
と
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
の

(
4
)
 

あ
り
よ
う
か
ら
み
れ
ば
、
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

つ
ま
り
説
話
形
成
論
的
に
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
義
仲
物
語
の
語
り
手
は
、

作
中
場
面
内
に
存
在
す
る
人
物
の
視
線
、
そ
れ
も
主
人
公
義
仲
と
一
体
と

し
て
行
動
す
る
ゆ
え
に
、
そ
の
心
と
も
一
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
腹
心
の

武
将
（
あ
る
い
は
女
武
者
）
の
位
置
か
ら
す
る
視
線
を
と
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
視
点
の
重
な
り
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
が
「
木
曽
」
と
い
う
呼
称
で
あ
ろ
う
。
そ
の
呼

称
は
語
り
手
と
作
中
人
物
が
つ
ね
に
一
体
で
あ
る
こ
と
を
表
象
す
る
。
覚

一
本
の
ご
と
く
、
「
木
曽
殿
」
と
敬
語
を
添
え
れ
ば
、
敬
意
は
距
離
を
と
も

な
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
語
り
手
と
作
中
人
物
の
間
の
距
離
を
み
と

め
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
、
そ
の
距
離
と
い
う
の
が
、
語
ら
れ
る

〈
む
か
し
〉
と
、
そ
れ
を
語
る
〈
い
ま
〉
の
間
の
離
れ
を
示
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
対
立
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
距
離

を
あ
え
て
み
と
め
よ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
の
が
延
慶
本
の
「
木

曽
」
と
い
う
呼
称
で
あ
っ
た
。

他
の
諸
本
で
は
、
義
仲
最
期
の
場
面
の
「
相
模
国
の
住
人
石
田
小
次
郎

為
久
」
の
乗
馬
を
義
仲
が
弓
で
射
た
と
い
う
逸
話
が
こ
れ
と
類
似
す
る
と

み
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
延
慶
本
に
も
、
石
田
為
久
の
逸
話
は
見
え
て
は

い
る
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
、
類
型
を
同
じ
く
す
る
逸
話
を
整

理
す
る
と
い
っ
た
編
集
の
痕
跡
を
み
せ
て
い
な
い
点
が
注
意
さ
れ
る
。
そ

の
点
で
も
、
延
慶
本
本
文
の
古
態
性
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
周
知
の
ご
と
く
、
た
と
え
ば

語
り
系
の
覚
一
本
に
よ
れ
ば
、
馬
を
射
ら
れ
た
石
田
為
久
を
前
景
化
し
た

語
り
で
は
、
石
田
は
徒
歩
だ
ち
に
な
る
や
、
弓
に
矢
を
つ
が
え
て
、
深
田

に
は
ま
り
込
ん
で
身
動
き
の
で
き
な
い
義
仲
が
乳
母
子
の
今
井
四
郎
兼
平

を
気
づ
か
っ
て
ふ
り
仰
い
だ
、
そ
の
内
甲
を
射
抜
い
て
、
見
事
に
義
仲
を

討
ち
と
る
名
誉
を
得
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

『
平
家
物
語
』
の
諸
本
で
は
、
義
仲
を
討
ち
と
っ
た
東
国
の
武
将
を
一

致
し
て
石
田
為
久
（
あ
る
い
は
、
そ
の
郎
等
）
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
石
田
為
久
は
、
こ
の
「
木
曽
最
期
」
の
場
面
に
あ
っ
て
は
前
景
化
さ
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
延
慶
本
で
は
、
義
仲
に
一

騎
打
ち
を
挑
も
う
と
し
た
武
者
に
い
ま
一
人
「
本
馬
ノ
五
郎
」
が
い
て
、

そ
れ
が
義
仲
の
最
期
の
物
語
に
割
り
込
む
こ
と
で
、
石
田
為
久
の
印
象
（
武

勲
）
を
相
対
的
に
希
薄
化
さ
せ
て
い
る
点
は
い
な
め
な
い
。
覚
一
本
な
ど

で
は
お
そ
ら
く
、
義
仲
を
討
ち
取
っ
た
石
田
為
久
の
武
勲
諏
を
き
わ
立
た

せ
る
た
め
に
で
あ
ろ
う
、
こ
の
「
本
馬
ノ
五
郎
」
の
逸
話
を
削
除
す
る
こ

と
で
、
場
面
内
に
お
け
る
石
田
為
久
の
存
在
感
を
き
わ
立
た
せ
て
い
る
。

物
語
の
集
中
性
に
つ
い
て
は
以
上
の
と
お
り
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
延
慶

本
の
独
自
異
文
の
場
面
に
も
ど
ろ
う
。
こ
の
場
面
は
、
「
木
曽
」
の
乗
馬
が

何
か
に
つ
ま
づ
い
た
た
め
に
、
か
れ
を
め
が
け
て
追
い
駈
け
て
来
る
「
~
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馬
ノ
五
郎
」
を
射
損
じ
た
と
い
う
合
戦
の
場
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
ひ

と
つ
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
話
の
「
本
馬
ハ
落
立
テ
太
刀
ヲ
抜
ク
」

と
あ
る
箇
所
は
、
「
本
馬
ノ
五
郎
」
が
太
刀
を
か
ま
え
て
義
仲
を
待
と
う
と

し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
義
仲
は
か
れ
を
置
き
去
り
に
し
て
、
そ
の
場
を

離
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
わ
け
か
、

途
切
れ
て
い
る
（
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
）
。
叙
述
と
し
て
は
、

お
そ
ら
く
舌
打
ち
し
な
が
ら
で
あ
ろ
う
、
「
馬
ガ
ツ
マ
ヅ
イ
テ
射
損
ジ
ヌ
ル
。

ャ
ス
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
木
曽
の
つ
ぶ
や
き
が
続
く
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
つ
ぶ
や
き
は
、
弓
の
名
手
で
あ
る
こ
と
を
誇
っ
て
き
た
「
木
曽
」
の

思
い
が
け
ぬ
失
敗
を
言
い
訳
す
る
も
の
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
、
一
面
的
な

英
雄
像
の
描
出
と
い
う
よ
り
も
、
失
敗
に
舌
打
ち
す
る
人
間
味
を
感
じ
さ

せ
る
点
で
臨
場
感
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
か
れ
の
気
息
が
感
じ
ら

れ
る
ほ
ど
だ
。

こ
の
場
面
の
語
り
に
お
い
て
も
、
注
意
さ
れ
る
の
が
語
り
手
の
あ
り
よ

う
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
は
「
木
曽
」
と
「
本
馬
ノ
五
郎
」
と
い
っ
た
敵

同
士
の
対
決
の
場
面
な
の
で
、
原
則
的
に
は
待
遇
関
係
を
考
慮
す
る
必
要

が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
宣
ヒ
ケ
ル
」
と
敬
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
語
り
手
か
ら
す
る
「
木
曽
」
へ
の
待
遇
で
あ
っ

て
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
語
り
手
は
作
中
場
面
の
内
部
に
入
り
込
み
、
あ

た
か
も
「
木
曽
」
が
い
ま
し
も
自
分
の
ま
の
あ
た
り
に
存
在
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
何
気
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
語
り
手
が
虚

構
化
さ
れ
て
い
る
と
み
る
に
は
あ
ま
り
に
生
々
し
く
、
そ
の
と
き
「
木
曽
」

の
か
た
わ
ら
に
い
た
実
在
の
人
物
の
語
り
を
原
型
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

延
慶
本
と
長
門
本
の
義
仲
の
最
期
の
物
語
に
お
け
る
叙
述
の
差
異
を
さ

ら
に
追
究
し
て
み
よ
う
。
次
の
場
面
は
、
京
都
脱
出
に
手
間
ど
っ
た
木
曽

義
仲
の
軍
勢
が
か
ら
く
も
六
条
河
原
で
の
小
合
戦
を
突
破
し
、
瀬
田
口
を

通
っ
て
大
津
の
浜
の
あ
た
り
で
、
こ
れ
も
瀬
田
の
防
禦
ラ
イ
ン
を
破
ら
れ

て
京
都
の
方
へ
と
敗
走
し
て
き
た
今
井
四
郎
兼
平
の
軍
勢
と
落
ち
合
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑥
木
曽
、
今
井
ノ
四
郎
卜
見
テ
ケ

レ
バ
、
互
ニ
―
町
計
リ
ヨ
リ
、
ソ

レ
ト
目
ヲ
カ
ケ
テ
、
小
馬
ヲ
早
メ

テ
ヨ
リ
合
ヌ
。
轡
ヲ
並
テ
、
木
曽

ト
今
井
卜
手
ヲ
取
ク
ミ
テ
悦
ケ
リ
。

⑦
木
曽
宣
ニ
ケ
ル
ハ
、
「
（
中
略
）

都
ニ
テ
九
郎
卜
打
死
セ
ム
ト
思
ツ

ル
ガ
、
汝
ト
一
所
ニ
テ
ト
モ
カ
ウ

モ
成
ナ
ム
ト
思
テ
、
是
マ
デ
キ
ッ

ル
也
」
卜
云
バ
、
今
井
ハ
涙
ヲ
流

シ
テ
申
ケ
ル
ハ
、
「
（
中
略
）
勢
多

ニ
テ
何
ニ
モ
成
ベ
キ
ニ
テ
候
ツ
ル

ガ
、
御
行
エ
ノ
オ
ボ
ッ
カ
ナ
サ
ニ

⑥
木
曽
、
今
井
と
見
て
け
れ
ば
、

⑦
木
曽
、
「
（
中
略
）
都
に

て
打
死
す
べ
か
り
つ
れ
ど
も
、
今

一
度
汝
に
見
え
も
し
見
ん
と
思
て

来
た
る
也
」
と
い
へ
ば
、

兼
平

「
（
中
略
）
勢
多
に

て
討
死
す
べ
く
候
つ
れ
ど
も
、
御

行
衛
の
覚
束
な
さ
に
、
今
一
度
見 打

立
た
れ
ど
も
夢
の
心
地
し
て
物
も

い
は
ざ
り
け
り
。

良
久
く
有
て
、

急
ぎ
歩
ま
せ

よ
り
、
く
つ
ば
み
を
並
べ
て

4
、
合
戦
叙
述
に
み
ら
れ
る
延
慶
本
・
長
門
本
の
位
相
差
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是
マ
デ
参
テ
候
也
（
中
略
）
」
ト
テ
、

涙
ヲ
流
シ
テ
悦
ケ
リ
。

⑧
木
曽
ガ
旗
指
ハ
射
殺
サ
レ
テ
ナ

カ
リ
ケ
リ
。
木
曽
宣
ヒ
ケ
ル
ハ
、

「
汝
ガ
旗
指
上
テ
ミ
ヨ
。
若
勢
ヤ

ッ
ク
」
と
宣
ヒ
ケ
レ
バ
、
今
井
高

所
二
打
上
テ
、
今
井
ガ
幡
ヲ
指
上

タ
リ
ケ
レ
バ
、
勢
多
ヨ
リ
落
ツ
ル

者
卜
、
京
ヨ
リ
落
者
ト
モ
ナ
ク
、

五
百
余
騎
ゾ
馳
参
ル
。

⑨
木
曽
是
ヲ
ミ
テ
悦
テ
、
「
此
ノ
勢

ニ
テ
ナ
ド
カ
マ
一
度
火
出
ホ
ド
ノ

軍
セ
ザ
ル
ベ
キ
。
哀
レ
、
死
ヌ
卜

モ
吉
ラ
ム
敵
二
打
向
テ
死
バ
ヤ
」

ト
ゾ
宣
ヒ
ケ
ル
。
サ
ル
ホ
ド
ニ
、

「
妥
二
出
来
タ
ル
ハ
誰
ガ
勢
ヤ
ラ

ム
」
と
宣
ヘ
バ
、
「
ア
レ
ハ
甲
斐
ノ

一
条
殿
ノ
手
ト
コ
ソ
承
ワ
レ
」
「
勢

イ
カ
ホ
ド
有
覧
」
卜
問
給
ヘ
バ
、

「
六
千
余
騎
ト
コ
ソ
承
ワ
レ
」
ト

申
ケ
レ
バ
、
「
敵
モ
ヨ
シ
、
勢
モ
多

シ
、
イ
ザ
ヤ
係
ム
」
ト
テ
、

（
五
本
九
）

参
ら
せ
ん
と
て
参
り
て
候
」
と
ぞ

申
し
け
る
。

⑧
木
曽
が
は
た
ざ
し
は
射
殺
さ
れ

て
な
か
り
け
れ
ば
、

「
兼
平
が
旗
を
さ
せ
」
と
て

さ
A

せ
け
れ
ば
、

勢
多
よ
り
落
く
は
A

る
と
も
な
く
、

京
よ
り
追
つ
く
者
と
も
な
く
、

五
百
よ
き
馳
く
は
は
る
。

甲
斐
の
一
条
次
郎
忠

頼
六
千
余
騎
に
て
ひ
か
へ
た
る
に
、

（
巻
一
六
）

と
て
、

⑨
木
曽
是
を
見
て

か
此
勢
に
て

せ
ざ
ら
ん
」

「
な
ど

一
軍

こ
の
場
面
の
な
か
で
、
両
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
叙
述
の
差
異
が
と
ら
え

ら
れ
る
の
は
、
⑨
の
本
文
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
長

門
本
の
場
面
構
成
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
甲
斐
の
一
条
次

郎
忠
頼
六
千
余
騎
に
て
ひ
か
へ
た
る
に
」
と
あ
る
作
中
人
物
の
描
出
に
集

約
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
一
貫
し
て
「
木
曽
」
が
焦
点
化
さ
れ

る
場
面
構
成
か
ら
、
「
木
曽
」
の
軍
勢
を
待
ち
構
え
る
「
甲
斐
の
一
条
次
郎

忠
頼
」
に
視
点
を
移
動
さ
せ
、
か
れ
を
前
景
化
す
る
場
面
へ
と
切
り
換
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
景
化
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
合
戦
し
よ
う
と
す
る

木
曽
と
一
条
忠
頼
の
二
人
が
並
行
し
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
、
木
曽

の
率
い
る
五
百
余
騎
の
軍
勢
が
い
ま
し
も
待
ち
構
え
る
甲
斐
源
氏
一
条
忠

頼
の
率
い
る
六
千
余
騎
の
軍
勢
の
な
か
に
突
撃
し
よ
う
と
す
る
対
立
構
図

的
な
場
面
構
成
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
き
に
も
言
及
し
た
ご
と
く
、

長
門
本
は
延
慶
本
と
対
応
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
延
慶
本
が
一
場
面
と
し

て
構
成
し
て
は
い
な
い
叙
述
に
お
い
て
も
、
は
っ
き
り
と
場
面
と
し
て
枠

取
ろ
う
と
す
る
構
成
意
識
が
み
て
と
れ
た
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
延

慶
本
が
⑥

S
⑨
で
一
場
面
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
長
門
本
で
は
⑥

S
⑧
で

一
場
面
と
な
り
、
⑨
は
次
の
文
脈
（
こ
こ
に
は
引
用
し
て
い
な
い
）
と
合

わ
せ
て
、
一
条
忠
頼
軍
と
の
合
戦
場
面
を
次
の
場
面
と
し
て
枠
取
ろ
う
と

し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
延
慶
本
の
対
応
箇
所
の
叙
述
は
、
「
木
曽
」
と
旗
下
の
武

将
と
の
会
話
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
延
慶
本
は
こ
こ
で
も
や
は
り
「
木
曽
」

に
視
点
を
重
ね
て
い
て
、
そ
の
視
線
か
ら
敵
の
布
陣
を
見
つ
め
る
と
い
う

構
圏
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
木
曽
」
と
そ
の
部
下
と
の
会
話
で
も
、

「
木
曽
」
の
発
話
に
は
敬
語
を
用
い
て
明
確
化
さ
せ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
対
話
者
は
誰
と
指
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
漠
然
と
し
て
い
る
。
し
た
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が
っ
て
、
必
ず
し
も
今
井
四
郎
兼
平
と
も
限
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る

い
は
今
井
一
人
で
は
な
く
、
二
人
の
部
下
と
の
対
話
と
も
と
れ
る
。
さ
ら

に
も
っ
と
大
胆
に
い
え
ば
、
「
木
曽
」
は
実
は
、
こ
の
場
面
の
語
り
手
と
対

話
し
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
延
慶
本
の
義

仲
最
期
の
物
語
は
、
語
り
の
構
造
の
原
型
を
色
濃
く
と
ど
め
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
長
門
本
の
よ
う
に
、
二
人
の
武
将
を
対
峙
さ
せ
る
対
立
構
図
的

な
場
面
構
成
は
、
延
慶
本
的
な
語
り
を
二
次
的
に
編
集
し
た
段
階
の
叙
述

と
み
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
原
型
は
、
あ
く
ま
で
も
「
木

曽
」
一
人
に
視
点
が
重
な
っ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
語
り
に
求
め
る
べ
き
だ

ろ
う
。延

慶
本
の
場
面
の
語
り
に
つ
い
て
は
い
ま
ひ
と
つ
、
待
遇
表
現
に
特
異

な
現
象
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

た
と
え
ば
、
「
木
曽
宣
ヒ
ケ
ル
ハ
「
…
…
」
卜
云
バ
」
と
か
、
「
木
曽
宣
ヒ

ケ
ル
ハ
「
…
…
」
卜
宣
ヒ
ケ
レ
バ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
木
曽
」
と
部
下
の

武
者
（
今
井
四
郎
兼
平
）
の
対
話
に
の
み
待
遇
表
現
が
み
と
め
ら
れ
、
そ

れ
以
外
の
「
木
曽
」
の
行
動
に
は
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
長
門
本
の
本
文
に
み
え
る
今
井
四
郎
兼
平

と
の
対
話
で
の
「
木
曽
」
の
発
話
に
は
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
現
象
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
延
慶
本
に
つ

い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
語
り
手
の
あ
り
よ
う
と
深
く
か
か
わ
る
の

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
の
語
り
手
に
は
絶
え
ず
分
裂
が
つ
き
ま
と

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
に
お
い
て
、
場
面
内
の
作
中
人
物

と
語
り
の
〈
い
ま
〉
の
語
り
手
と
の
間
に
は
、
時
間
的
ま
た
心
理
的
距
離

が
す
で
に
待
遇
関
係
を
消
去
し
て
し
ま
う
ほ
ど
離
れ
て
い
て
、
そ
の
語
り

に
は
、
木
曽
の
最
期
が
も
は
や
は
る
か
な
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う

歴
史
認
識
が
揺
曳
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
木
曽
」
の
行
動
に
敬
語
を
用
い

な
い
理
由
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
〈
む
か
し
〉
の
い
く
さ
の

場
に
あ
っ
た
語
り
手
自
身
の
身
体
性
を
と
お
し
て
、
〈
む
か
し
〉
の
「
木
曽
」

と
今
井
の
対
話
を
〈
い
ま
〉
に
再
現
し
て
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
に
執
着
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
語
り
手
に
と
っ
て
は
、
〈
い
ま
〉
に
再
現

さ
れ
る
「
木
曽
」
と
「
今
井
」
と
の
会
話
言
説
に
は
、
ど
う
し
て
も
待
遇

表
現
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
分

裂
の
う
ち
に
、
〈
む
か
し
〉
の
合
戦
現
場
に
存
在
し
て
い
た
自
分
と
と
も
に
、

そ
れ
を
物
語
と
し
て
語
る
〈
い
ま
〉
に
存
在
す
る
自
分
と
い
っ
た
、
二
つ

の
場
を
生
き
る
語
り
手
の
分
裂
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
み
る
も
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
物
語
言
説
は
な
に
も
延
慶
本
に
固
有
の
語
り
で
は
な
く
、

(
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作
り
物
語
に
広
く
見
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
た
だ
作
り
物
語
が
意
図
的
な

虚
構
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
延
慶
本
の
方
法
は
歴
史
物
語
以
前
の
、
語
り

手
自
身
の
自
己
の
身
体
性
を
と
お
し
て
の
事
実
と
し
て
、
い
く
さ
の
現
場

を
〈
い
ま
〉
に
再
現
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
延
慶
本
の
物

語
言
説
の
内
部
に
語
り
の
構
造
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
だ
。
そ
れ
が

語
り
手
の
分
裂
の
背
景
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
し
て
も
、
語
り
の
原
型
は

あ
く
ま
で
も
現
場
当
事
者
の
語
り
で
あ
っ
た
。

次
に
引
用
す
る
場
面
は
、

(
1
)
に
引
用
し
た
場
面
の
あ
と
、
待
ち
構
え

る
甲
斐
源
氏
一
条
忠
頼
の
軍
勢
と
合
戦
に
及
び
、
そ
の
大
軍
の
な
か
を
駈

け
破
っ
た
「
木
曽
」
の
軍
勢
の
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
木
曽
」
の
軍

勢
は
、
そ
の
退
却
を
は
ば
も
う
と
す
る
義
経
・
範
頼
旗
下
の
軍
勢
に
次
々

と
遭
遇
し
て
は
、
小
合
戦
を
繰
り
返
し
て
ゆ
く
。
そ
の
間
軍
勢
の
消
耗
は

激
し
く
、
そ
れ
を
簡
潔
に
数
字
に
よ
っ
て
語
っ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
巧
み
な
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技
法
も
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
と
し
て
も
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。

⑩
其
（
木
曽
）
勢
三
百
よ
き
計
に

（
一
条
次
郎
忠
頼
の
軍
勢
に
）
打

な
さ
れ
て
、

⑩
勢
多
ノ
方
へ
行
ホ
ド
ニ
、
土
肥

次
郎
実
平
三
百
余
騎
ニ
テ
行
合
タ

リ
。
中
二
取
籠
ラ
レ
テ
半
時
計
夕
、

カ
ヒ
テ
、
サ
ッ
ト
破
テ
イ
デ
タ
レ

バ
、
百
余
騎
ニ
ゾ
成
ニ
ケ
ル
。
ナ

ヲ
勢
多
ノ
方
へ
行
ホ
ド
ニ
、

⑪
佐
原
十
郎
義
連
五
百
余
騎
ニ
テ

行
合
タ
リ
。
係
入
テ
散
々
二
戦
テ
、

サ
ト
破
テ
出
タ
レ
バ
、
五
十
余
騎

二
成
ニ
ケ
リ
。

⑫
其
後
、
十
騎
、
二
十
騎
、
五
十

騎
、
百
騎
、
所
々
ニ
テ
行
合
／
＼

戦
ホ
ド
ニ
、
粟
津
辺
二
成
ニ
ケ
レ

バ
、
主
従
五
騎
ニ
ゾ
成
ニ
ケ
ル
。

手
塚
別
当
、
同
甥
手
塚
太
郎
、
今

井
四
郎
兼
平
、
多
胡
次
郎
家
包
也
。

⑪
佐
原
十
郎
義
連
五
百
余
騎
に
て

ひ
か
へ
た
る
中
へ
か
け
入
て
、
し

ば
し
戦
て
、
か
け
破
り
出
け
れ
ば
、

百
騎
ば
か
り
に
討
な
さ
る
、

⑫
土
肥
次
郎
が
五
百
余
騎
が
中
へ

駈
入
て
、
し
ば
し
戦
ひ
て
か
け
や

ぶ
り
て
出
た
れ
ば
、
五
十
騎
に
討

な
さ
る
。

其
後
か
し
こ
に
百
騎
、
こ
A

に

四
五
十
騎
、
所
々
に
ゆ
き
あ
ひ
／
＼

戦
ふ
ほ
ど
に
、
粟
律
の
辺
に
て
は

主
従
五
騎
に
て
落
に
け
り
。
手
塚

（
多
胡
次
郎
家
包
は
）
今
は
か
う

と
戦
ひ
け
れ
ど
も
、
終
に
生
捕
ら

れ
て
け
り
。

⑯
 

⑬
柄
絵
ハ
落
ヤ
シ
ヌ
ラ
ム
、
被
打

シ
ヌ
ラ
ム
、
行
方
ヲ
不
知
ナ
リ
ニ

ケ
リ

⑭
猶
勢
多
へ
行
ホ
ド
ニ
、
手
塚
ノ

太
郎
ハ
落
ニ
ケ
リ
。
手
塚
ノ
別
当

ハ
被
打
ヌ
。

⑮
多
胡
次
郎
家
包
ハ
係
イ
デ
テ
、

（
中
略
）
散
々
二
係
ケ
レ
バ
、
（
中

略
）
（
多
胡
次
郎
家
包
は
）
今
ハ
カ

ウ
ト
戦
ケ
レ
ド
モ
、
終
ニ
ハ
生
取

ニ
ケ
リ
。

⑯
(
）
今
井
卜
主
従
二
騎
ニ

ゾ
成
ニ
ケ
ル
。

（
な
お
（
）
は
論
述
の
便
宜
上
付
し
た
）

こ
の
場
面
に
お
け
る
両
テ
キ
ス
ト
の
差
異
は
、
合
戦
の
順
序
が
互
い
に

違
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
延
慶
本
の
⑩
の
土

肥
実
平
と
の
合
戦
が
、
長
門
本
で
は
⑪
佐
原
義
連
と
の
合
戦
の
あ
と
に
来

て
い
る
。
そ
れ
に
ま
た
、
⑬
⑭
⑯
の
叙
述
が
長
門
本
に
は
な
く
、
⑮
も
長

門
本
の
ほ
う
が
簡
潔
に
な
っ
て
い
る
（
引
用
で
は
大
幅
に
省
略
し
た
）
。
ち

な
み
に
、
⑬
の
「
柄
絵
」
の
行
方
を
語
る
箇
所
は
、
長
門
本
で
は
第
二
節

に
引
用
し
た
「
柄
絵
」
の
奮
戦
記
事
の
直
後
（
④
の
あ
と
）
に
、
「
此
と
も

ゑ
い
か
が
思
ひ
け
ん
、
越
後
国
友
椙
と
い
ふ
所
に
落
留
り
て
、
尼
に
な
り

⑮ ⑭ 別
当
、
同
甥
手
塚
太
郎
、
今
井
四

郎
兼
平
、
多
胡
次
郎
家
包
と
云
者

つ
ゞ
き
た
り
。

⑬
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て
け
る
と
か
や
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
は
、
第
二
節
で
分
析
を
試
み
た
「
靭
絵
」
の
前
景
化
と
同
じ

よ
う
に
、
語
り
手
の
視
点
が
「
木
曽
」
か
ら
離
れ
て
、
マ
ス
と
し
て
の
木

曽
軍
団
を
前
景
化
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
勢
多
ノ
方
へ
行
ホ

ド
ニ
」
と
あ
る
主
語
は
「
木
曽
」
と
も
、
ま
た
「
木
曽
の
軍
勢
」
と
も
考

え
ら
れ
る
の
だ
が
、
た
だ
義
経
・
範
頼
の
軍
勢
と
の
合
戦
を
繰
り
返
し
て

ゆ
く
と
い
う
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
「
木
曽
の
軍
勢
」
と
み
る
ほ
う
が
穏
当
だ

ろ
う
。
そ
し
て
や
が
て
⑫
に
な
る
と
、
木
曽
の
軍
勢
は
「
主
従
五
騎
」
に

ま
で
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
の
視
点
は
主
従
と
い
う
マ
ス
に
向
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
両
テ
キ
ス
ト
と
も
に
語
り
手
の
視
点
は
マ
ス
と
し
て
の

木
曽
軍
団
を
焦
点
化
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
場
面
の
後
半

（⑬

S
⑯
)
に
入
る
と
、
語
り
手
の
視
点
と
前
景
化
に
は
っ
き
り
と
し
た

差
異
が
生
じ
て
く
る
。
ま
ず
両
テ
キ
ス
ト
で
対
応
本
文
を
も
つ
⑮
の
「
多

胡
次
郎
家
包
」
の
奮
戦
記
事
だ
が
、
延
慶
本
は
、
⑫
の
「
主
従
五
騎
」
か

ら
最
後
に
は
⑯
の
「
主
従
二
騎
」
に
な
る
ま
で
、
次
第
に
勇
猛
な
る
木
曽

源
氏
側
の
兵
士
が
欠
け
て
ゆ
く
状
況
を
⑬
⑭
⑮
で
語
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
ひ

と
つ
が
⑮
の
家
包
の
生
け
捕
り
記
事
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
語
り
手
の

焦
点
は
終
始
⑯
の
（
）
で
表
示
し
た
木
曽
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

間
に
そ
れ
ぞ
れ
焦
点
化
さ
れ
る
人
物
を
設
定
し
つ
つ
脱
落
理
由
を
語
る
と

い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
状
況
を
語
り
継
い
で
い
る
。
そ
の
構
造
は
、
あ
た

か
も
「
木
曽
」
の
視
線
に
重
ね
ら
れ
た
視
点
か
ら
そ
の
場
を
見
つ
め
て
い

る
か
の
ご
と
き
臨
場
感
を
み
せ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
長
門
本
で
は
ど
う
か
。
注
意
す
べ
き
は
、
⑯
の
家
包
の

奮
戦
記
事
が
見
え
る
だ
け
で
、
そ
れ
も
「
主
従
五
騎
」
か
ら
「
主
従
二
騎
」

へ
と
人
数
が
減
っ
て
ゆ
く
脱
落
理
由
の
説
明
記
事
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ

れ
だ
け
で
小
さ
い
な
が
ら
も
、
ま
と
ま
り
を
も
つ
独
立
し
た
場
面
を
構
成

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
枠
取
っ
た
場
面
を
構
成
し
、
そ
の
場
面

を
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
長
門
本
の
物
語
手
法
が
こ
こ
に
も
う
か
が
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
視
点
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
次
々
に
焦
点

人
物
を
代
え
、
新
た
な
場
面
を
構
成
し
て
ゆ
く
手
法
を
と
る
長
門
本
の
語

り
手
は
、
そ
れ
だ
け
場
面
と
場
面
を
む
す
び
つ
け
て
ゆ
く
主
要
人
物
、
す

な
わ
ち
「
木
曽
」
と
は
一
定
の
距
離
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

距
離
を
と
る
と
い
う
姿
勢
は
、
延
慶
本
の
特
色
で
あ
る
語
り
手
の
分
裂
の

う
ち
、
作
中
人
物
に
同
化
す
る
語
り
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
叙
述
の
整
理
に
よ
っ
て
長
門
本
は
、
義
仲
の
最

期
の
物
語
を
ひ
と
つ
の
歴
史
物
語
と
し
て
叙
述
す
る
姿
勢
を
一
元
的
に
確

立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
延
慶
本
の
語
り
の
構
造
に
注
意
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
語
り
手
の
視
点
が
「
木
曽
」
と
同
化
し
て
い
る
こ
と
は
⑯
の
語
り
で

わ
か
る
。
こ
の
一
文
、
も
し
も
語
り
手
が
「
木
曽
」
と
一
定
の
距
離
を
お

、
、
、

い
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
「
木
曽
ハ
今
井
卜
主
従
二
騎
ニ
ゾ
成
ニ
ケ
ル
」

と
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
語
り
は
、
第
二
節
に
引
用
し
た
④
に

も
「
軍
ゴ
ト
ニ
身
ヲ
不
放
具
ラ
レ
ケ
リ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
た
。

こ
の
主
語
の
省
略
は
、
語
り
手
が
「
木
曽
」
と
同
化
し
て
い
る
た
め
に
、

当
然
対
象
化
さ
れ
る
は
ず
の
「
木
曽
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
と
対
照
的
な
の
が
長
門
本
の
対
応
箇
所
「
木
曽
い
く
さ
ご
と
に
身
を

ば
は
な
さ
ず
具
し
た
り
け
り
」
で
あ
っ
た
。
あ
き
ら
か
に
「
木
曽
」
が
対

象
化
（
対
他
化
）
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
延
慶
本
と
の
位
相
差
が

み
て
と
れ
よ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
延
慶
本
の
語
り
に
お
い
て
は
、
「
柄
絵
」
が

前
景
化
さ
れ
る
⑬
が
注
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
の
焦
点
人
物
「
柄

絵
」
の
行
為
に
は
「
ラ
ム
」
と
い
う
現
在
推
量
の
助
動
詞
が
付
い
て
い
る

こ
と
で
、
語
り
手
は
、
場
面
内
部
の
〈
い
ま
〉
の
時
点
に
お
い
て
行
為
者

（
柄
絵
）
と
一
定
の
距
離
を
置
い
て
、
そ
の
行
為
を
見
て
い
る
と
い
う
構

造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
柄
絵
」
に
距
離
を
置
い
た
視
点
の
位

置
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
木
曽
」
の
眼
（
視
線
）
の
位
置
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
の
視
点
の
重
な
り
か
ら
も
、
「
行
方
ヲ
不
知
ナ
リ
ニ
ケ
リ
」
と

い
う
の
は
、
語
り
手
の
視
点
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
木
曽
」
の
視
線
か
ら
す

る
語
り
と
も
な
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

一
方
、
長
門
本
に
つ
い
て
い
え
ば
、
さ
き
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
語

り
手
は
「
木
曽
」
と
の
間
に
つ
ね
に
一
定
の
距
離
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
時
間
の
隔
た
り
の
認
識
か
ら
生
じ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
距
離
は
ま
た
、
語
り
手
の
視
点
を
自
由
に
さ
せ
る
も
の
で
も

あ
る
。
長
門
本
の
「
柄
絵
」
に
関
す
る
物
語
言
説
が
彼
女
の
合
戦
後
の
動

静
に
ふ
れ
る
の
は
、
逆
に
い
え
ば
、
自
由
に
な
っ
た
視
点
か
ら
合
戦
の
場

面
か
ら
視
点
を
逸
脱
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
延
慶
本
の
語
り
手
の
視
点

が
「
木
曽
」
の
視
線
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
終
始
「
木
曽
」
の
場
面

か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
長
門
本
の
語
り
手
の
視
点
は
場
面
の

相
対
化
（
俯
廠
化
）
と
い
っ
て
よ
く
、
さ
き
ほ
ど
の
「
木
曽
」
の
対
他
化

と
と
も
に
、
や
は
り
語
り
の
〈
い
ま
〉
と
は
異
な
る
歴
史
叙
述
の
姿
勢
に

よ
っ
て
生
ず
る
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

5
、
義
仲
最
期
の
場
面
の
物
語
言
説

こ
の
物
語
の
最
大
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
義
仲
の
最
期
の
場
面
に

年
来
日
来
何
ナ
ル
高
名
ヲ
シ
ッ

レ
ド
モ
、
最
後
時
二
不
覚
シ
ッ
レ

バ
、
長
き
代
ノ
疵
ニ
テ
候
ゾ
、
（
中

略
）
只
松
ノ
中
ヘ
ト
ク
／
＼
入
給

へ
」
卜
申
ケ
レ
バ
、
（
木
曽
は
）
理

ト
ヤ
思
給
ケ
ム
。
（
中
略
）
其
（
彼

松
ノ
下
）
ヲ
守
テ
後
合
二
馳
行
。

入
る
と
、
そ
の
物
語
言
説
は
、
た
ん
に
延
慶
本
と
長
門
本
に
限
ら
ず
、
語

(
7
)
 

り
系
諸
本
を
含
め
て
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
に
若
干
の
異
同
は

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
言
説
の
骨
格
部
分
で
は
な
く
、
い
わ
ば
修
飾
部
分
に

限
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
で
は
、
義
仲
の
死
を
語
る
言
説
の
骨

格
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
し
て
そ
の
骨
格
の
一
致
が
な
に
を
意
味

し
て
い
る
の
か
、
本
節
で
も
、
こ
の
課
題
を
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
、

延
慶
本
と
長
門
本
を
比
較
対
象
と
し
て
追
究
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

⑰
（
今
井
）
木
曽
ガ
馬
ノ
轡
二
取
⑰
今
井

付

テ

申

ケ

ル

ハ

、

「

申

け

る

は

「

武

者

は

死

て

後

こ
そ
さ
ね
は
か
た
ま
る
も
の
に
て

候
へ
、
年
比
日
比
は
い
か
な
る
高

名
を
し
て
候
へ
ど
も
、
最
後
の
時

ふ
か
く
し
つ
れ
ば
、
な
が
き
世
の

き
ず
に
て
候
也
（
中
略
）
」
と
云
け

れ
ば
、
（
木
曽
は
）
こ
と
は
り
と
や

思
は
け
れ
む
、
（
彼
松
の
本
へ
と
）

う
し
ろ
合
せ
に
馳
せ
て
お
は
し
け

り。

対
校
表
を
比
較
す
れ
ば
、
長
門
本
に
み
え
な
い
延
慶
本
の
本
文
が
実
は

場
面
の
具
体
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
（
た
と
え
ば
「
木

曽
ガ
馬
ノ
轡
二
取
付
テ
」
と
い
う
箇
所
）
。
そ
れ
に
対
し
て
長
門
本
の
ほ
う

は
、
よ
り
省
略
が
目
立
ち
、
具
体
性
を
損
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
な
め
な

い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
長
門
本
の
特
色
に
ふ
れ
れ
ば
、
そ
の
増
補

部
分
「
武
者
は
死
て
後
こ
そ
さ
ね
は
か
た
ま
る
も
の
に
候
へ
」
と
い
う
兼

平
の
口
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
あ
き
ら
か
に
義
仲
の
死
を
前
提
と
し
て
、
武
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者
の
死
の
美
学
、
死
の
倫
理
を
腹
心
の
武
将
今
井
の
口
を
と
お
し
て
あ
ら

か
じ
め
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な

差
異
を
み
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ま
で
の
延
慶
本
の
語
り
の
構
造
は
消
え
て
、

長
門
本
的
な
物
語
言
説
へ
と
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
眼
に
つ

く
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
ヤ
…
…
ケ
ム
」
と
い
う
過
去
推
量
の
表
現
、

あ
る
い
は
「
申
」
と
「
給
」
と
い
っ
た
待
遇
表
現
が
長
門
本
と
一
致
し
て

い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
延
慶
本
に
お
け
る
語
り
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
語
り
の
変
改
を
分
析
し
て
、
義
仲
の
死
を
め
ぐ

る
叙
述
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

「
ヤ
…
…
ケ
ム
」
と
い
う
疑
問
の
係
助
詞
「
ヤ
」
と
、
そ
れ
に
過
去
推

量
の
助
動
詞
「
ケ
ム
」
の
呼
応
か
ら
、
そ
の
叙
述
は
、
語
り
の
〈
い
ま
〉

の
位
置
か
ら
〈
む
か
し
〉
の
悲
劇
の
英
雄
「
木
曽
」
の
心
中
を
一
定
の
距

離
を
も
っ
て
付
度
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
語
り

手
が
場
面
の
「
木
曽
」
か
ら
離
れ
て
、
過
去
の
悲
劇
を
語
る
と
い
う
よ
う

に
み
ず
か
ら
の
位
置
を
据
え
直
し
て
い
る
と
と
も
に
、
場
面
内
に
も
は
や

語
り
手
が
不
在
だ
と
い
う
こ
と
を
も
う
か
が
わ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
場
面
の
二
人
の
武
将
の
会
話
に
「
申
」
と
「
給
」
の
敬
語
の
対
応
が
み

ら
れ
る
の
は
、
場
面
内
の
「
木
曽
」
と
「
今
井
」
と
の
待
遇
関
係
を
叙
述

の
〈
い
ま
〉
の
時
点
か
ら
い
ま
一
度
確
認
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。
そ
の

こ
と
か
ら
は
、
英
雄
た
る
木
曽
義
仲
の
死
を
歴
史
の
事
実
と
し
て
〈
い
ま
〉

の
時
点
か
ら
ふ
り
返
っ
て
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
、
あ
ら
た
ま
っ
た
意
識

が
み
て
と
れ
る
。

し
か
し
延
慶
本
が
そ
の
よ
う
な
叙
述
を
と
る
の
は
冒
頭
部
だ
け
で
、
叙

述
が
す
す
む
と
と
も
に
、
ま
た
「
木
曽
」
と
い
う
主
語
が
省
略
さ
れ
る
傾

向
を
み
せ
て
く
る
。
こ
の
冒
頭
部
の
語
り
出
し
は
お
そ
ら
く
、
木
曽
の
最

働
か
ず
、

馬
も
よ
わ
り
て

期
を
語
ろ
う
と
す
る
語
り
手
が
こ
の
場
面
の
冒
頭
部
に
あ
っ
て
は
、
前
掲

し
た
「
今
井
」
の
自
刃
の
う
な
が
し
の
言
葉
を
も
っ
て
、
木
曽
最
期
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
壮
重
に
語
り
始
め
よ
う
と
意
識
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
英
雄
の
死
の
語
り
出
し
と
い
う
厳

粛
で
壮
重
な
意
識
が
冒
頭
の
語
り
の
構
造
を
機
制
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
現
場
不
在
の
語
り
手
は
、
こ
れ
ま
で
の
語
り
と
同
じ
よ
う
に
、

い
ま
は
亡
き
主
君
の
悲
劇
を
ま
の
あ
た
り
の
こ
と
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る

た
め
に
、
歴
史
語
り
に
み
ら
れ
る
客
観
的
で
冷
静
な
口
調
は
崩
れ
て
し
ま

い
、
や
は
り
い
つ
の
ま
に
か
「
木
曽
」
に
同
化
す
る
は
た
ら
き
を
み
せ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
終
始
一
貫
し
て
語
り
の
〈
い
ま
〉
か
ら

す
る
歴
史
の
悲
劇
を
語
る
と
い
う
純
然
た
る
歴
史
語
り
と
は
な
り
切
れ
な

か
っ
た
。
そ
こ
に
は
物
語
の
伝
統
が
語
り
手
に
は
た
ら
き
か
け
た
と
み
て

よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
と
お
し
て
延
慶
本
の
語
り
は
、
あ
く
ま
で
も
英
雄

の
死
の
壮
絶
さ
を
〈
い
ま
〉
に
再
現
し
て
語
る
行
為
が
英
雄
の
鎮
魂
に
つ

(
8
)
 

ら
な
る
と
信
ず
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
次
の
語
り
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。

⑱

木

曽

ハ

カ

ウ

ト

思

テ

馳

行

、

⑱

⑲
比
ハ
正
月
廿
一
日
ノ
事
ナ
レ
バ
、
⑲
頃
は
元
暦
元
年
正
月
廿
日
の
事

粟
津
ノ
下
ノ
横
ナ
ワ
テ
ノ
、
馬
ノ
な
れ
ば
、
粟
津
の
下
の
ひ
ろ
な
は

頭
モ
ウ
ゾ
モ
ル
、
ホ
ド
ノ
深
田
二
て
の
、
馬
の
頭
も
う
づ
も
れ
る
程

薄
氷
ノ
ハ
リ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
馳
渡
リ
の
深
田
に
、
氷
の
は
り
た
り
け
る

ケ
レ
バ
、
ナ
ジ
カ
ワ
タ
マ
ル
ベ
キ
、
を
、
は
せ
渡
ら
ん
と
打
入
た
り
け

馬
ノ
ム
ナ
ガ
ヒ
ヅ
ク
シ
、
フ
ト
バ
れ
ば
、

ラ
マ
デ
馳
入
タ
リ
、
馬
モ
ヨ
ハ
リ

テ
ハ
タ
ラ
カ
ズ
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⑳
主
モ
ッ
カ
レ
テ
身
モ
と
カ
ズ
、
⑳
ぬ
し
も
疲
れ
て
身
も
ひ
か
ず
、

サ
リ
ト
モ
今
井
ハ
ツ
ヅ
ク
ラ
ム
ト
さ
り
と
も
今
井
は
つ
ゞ
く
ら
ん
と

思
テ
、
後
ヲ
見
返
リ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
思
ひ
て
、
う
し
ろ
を
見
か
へ
り
け

（

五

本

九

）

る

を

、

（

巻

一

六

）

場
面
は
「
木
曽
」
が
今
井
四
郎
兼
平
と
離
れ
て
、
た
だ
一
人
自
害
す
る

に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
求
め
て
松
原
に
馬
を
馳
せ
て
ゆ
く
場
面
。
対
校
表

を
み
て
も
、
長
門
本
に
は
細
か
な
具
体
的
描
写
が
省
略
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
同
文
関
係
に
あ
る
。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
長
門

本
の
ほ
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
長
門
本
の
叙
述
の
特

徴
で
あ
っ
た
主
語
の
明
示
と
敬
語
の
使
用
が
な
く
な
り
、
「
木
曽
」
と
の
距

離
が
は
な
は
だ
し
く
縮
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
象
的
に
は
、
延
慶
本
的

な
語
り
へ
の
傾
斜
と
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
と
ら
え
る

よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
共
通
し
て
い
た
祖
型
と
し
て
の
語
り

が
露
出
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
語
り
の
痕

跡
は
、
長
門
本
の
祖
本
段
階
の
テ
キ
ス
ト
が
や
は
り
延
慶
本
の
テ
キ
ス
ト

に
近
い
語
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
箇
所
で
も
あ
る
。

場
面
は
木
曽
義
仲
が
た
だ
一
人
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
待
遇
関
係
は

考
慮
す
る
必
要
が
な
く
、
「
木
曽
」
に
対
す
る
敬
語
は
み
ら
れ
な
い
。
と
い

う
こ
と
は
、
語
り
手
と
「
木
曽
」
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
両
者
の
間
に

は
距
離
が
置
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
語
り
手
は
「
木
曽
」
の
心
中

に
入
り
込
ん
で
、
そ
の
心
中
を
語
る
（
「
カ
ウ
ト
思
テ
」
、
「
サ
リ
ト
モ
今
井

ハ
ッ
ヅ
ク
ラ
ム
ト
思
テ
」
）
と
い
う
語
り
が
こ
こ
で
も
と
ら
れ
て
い
る
。
語

り
手
は
、
そ
の
最
期
の
一
瞬
ま
で
「
木
曽
」
と
同
化
し
て
い
る
。
こ
の
「
木

曽
」
へ
の
同
化
の
意
欲
は
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の

一
端
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
語
り
手
の

あ
り
よ
う
と
し
て
、
つ
ね
に
「
木
曽
」
の
か
た
わ
ら
に
い
る
と
い
う
位
置

を
保
ち
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
そ
の
姿
勢
か
ら
し
れ
も
、
語
り

手
の
概
念
的
な
原
像
は
、
そ
の
悲
劇
の
死
に
至
る
ま
で
も
「
木
曽
」
と
一

体
と
な
っ
て
行
動
し
た
い
と
願
い
、
ま
た
か
れ
の
心
を
あ
た
か
も
わ
が
心

と
し
て
語
り
た
い
と
願
う
と
こ
ろ
の
忠
誠
心
に
あ
ふ
れ
た
従
者
像
で
あ
る

と
す
る
の
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
前
提
が
み
と
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
同
化
の
意
欲
に
は
い
ま

ひ
と
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
の
原
像
が
「
木
曽
」

の
腹
心
の
武
将
だ
か
ら
こ
そ
、
実
は
時
代
の
英
雄
の
一
瞬
の
隙
を
つ
か
れ

た
死
に
ざ
ま
、
あ
る
意
味
で
は
、
不
名
誉
な
死
に
ざ
ま
を
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
英
雄
の
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い
恥
辱
を
、
現
場
の
目
撃
者
の
位
置

に
立
っ
て
救
い
と
ろ
う
と
す
る
語
り
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
木
曽
の
最
期
の
き
わ
め
て
奇
妙
な
語

り
に
み
え
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
⑳
を
引
用
す
る
と
、

⑳
主
モ
ッ
カ
レ
テ
身
モ
ヒ
カ
ズ
、
⑳
ぬ
し
も
疲
れ
て
身
も
ひ
か
ず
、

サ
リ
ト
モ
今
井
ハ
ッ
ゞ
ク
ラ
ム
ト
さ
り
と
も
今
井
は
つ
ゞ
く
ら
ん
と

思
テ
、
後
ヲ
見
返
リ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
思
ひ
て
、
う
し
ろ
を
見
か
へ
り
け

相

模

国

住

人

石

田

小

太

郎

為

る

を

、

為

久

久
、
ヨ
ク
ヒ
イ
テ
兵
ド
イ
タ
リ
ケ
よ
ひ
い
て
射
た
り
け
れ
ば
、
木
曽

レ
バ
、
木
曽
ガ
内
甲
ヲ
矢
サ
キ
ミ
が
内
甲
に

ヘ
テ
ゾ
射
出
シ
タ
リ
ケ
ル
。
シ
バ
射
つ
け
た
り
。
甲
の
ま
か

シ
モ
タ
マ
ラ
ズ
、
マ
カ
ウ
ヲ
馬
ノ
う
を
馬
の
頭
に
あ
て
て
、
う
つ
ぶ

頭
ニ
ア
テ
テ
ウ
ツ
ブ
シ
ニ
臥
タ
リ
し
に
伏
た
り
、
（
巻
一
六
）

ケ

ル

ヲ

（

五

本

九

）

こ
の
語
り
が
奇
妙
な
の
は
、
最
期
の
一
瞬
ま
で
語
り
手
は
「
木
曽
」
に
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同
化
し
て
い
て
、
ふ
り
仰
い
だ
瞬
間
、
内
甲
を
石
田
為
久
の
矢
が
射
抜
い

た
。
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
語
り
手
は
「
木
曽
」
を
三

人
称
化
す
る
。
い
わ
ば
死
の
瞬
間
に
語
り
手
は
作
中
人
物
か
ら
身
を
ひ
き

離
し
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
奇
妙
な
語
り
は
他
に
も
見
え
て
い

る
。
文
覚
発
心
説
話
で
、
文
覚
の
刃
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
る
「
女
房
」
の

死
の
一
瞬
に
至
る
ま
で
の
語
り
が
そ
れ
で
あ
る
。

サ
テ
刑
部
ガ
鳥
帽
子
、
大
刀
、
刀
ヲ
、
妻
戸
ノ
ロ
ニ
取
渡
シ
テ
、
東

枕
ニ
フ
シ
ニ
ケ
リ
。
今
ヲ
カ
ギ
リ
ト
思
フ
ニ
モ
、
忍
ノ
涙
セ
キ
ア
へ

ズ
。
（
中
略
）
卜
思
ホ
ド
ニ
、
向
ノ
屋
ノ
中
門
ノ
程
、
ギ
イ
リ
ト
ナ
リ

ケ
ル
ガ
、
見
レ
バ
、
腹
巻
二
大
刀
脇
ニ
ハ
サ
ミ
タ
ル
大
童
一
人
、
広

橿
ヘ
ッ
ト
ノ
ボ
リ
、
我
ウ
ヘ
ヲ
飛
越
テ
、
奥
ノ
ッ
ポ
ヘ
ゾ
通
リ
ケ
ル
。

『
ア
ナ
心
憂
ヤ
、
イ
カ
ニ
ナ
リ
ヌ
ル
事
ヤ
ラ
ム
。
已
ニ
ア
ヤ
マ
タ
レ

ヌ
ル
ャ
ラ
ム
。
ヲ
キ
テ
モ
取
ッ
カ
バ
ヤ
』
ト
ハ
思
ヘ
ド
モ
、
暫
ク
有

様
ヲ
見
ル
ニ
、
女
ト
ヤ
ミ
ナ
シ
テ
ケ
ム
、
立
返
ウ
ツ
ブ
ク
カ
ト
思
ホ

ド
ニ
、
女
ノ
頸
ハ
前
ノ
橿
ヘ
ゾ
落
ニ
ケ
ル
。
盛
遠
、
打
オ
ホ
セ
ヌ
卜

悦
テ
、
暇
申
テ
返
リ
参
ム
ト
テ
、
念
ギ
頸
取
、
三
条
ヘ
カ
ヘ
ル
。
（
ニ

末
二
）

こ
の
場
面
に
お
い
て
も
前
述
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
場
面
の
語

り
手
の
視
点
は
、
「
女
房
」
が
殺
さ
れ
る
、
そ
の
最
期
の
一
瞬
ま
で
「
女
房
」

と
同
化
し
、
彼
女
の
視
線
を
と
お
し
て
物
語
の
場
面
ー
夫
と
臥
し
て
い
る

女
房
の
寝
所
に
盛
遠
が
忍
び
込
ん
で
来
て
か
ら
の
行
動
ー
を
叙
述
し
て

い
て
、
そ
の
見
つ
め
て
い
る
相
手
か
ら
殺
さ
れ
る
瞬
間
、
語
り
手
の
視
点

は
「
女
房
」
か
ら
離
れ
る
。

そ
の
視
点
の
移
動
に
つ
い
て
説
明
す
れ
ば
、
ま
ず
こ
の
場
面
は
、
「
我
ウ

ヘ
ヲ
飛
越
テ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
我
」
の
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
「
見
レ
バ
」
と
あ
る
の
は
、
女
房
の
視
線
か
ら
殺
害
者
盛
遠
の
動

静
を
息
を
殺
し
て
見
つ
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
構

造
か
ら
、
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
殺
害
者
の
行
為
に
は
「
女
ト
ヤ
ミ
ナ
シ
テ

ケ
ム
」
と
あ
る
よ
う
に
、
女
房
の
「
我
」
の
視
線
と
重
な
る
視
点
か
ら
距

離
を
置
い
て
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
盛
遠
が
「
立

返
ウ
ッ
プ
ク
カ
ト
思
ホ
ド
ニ
、
女
ノ
頸
ハ
前
ノ
梃
ヘ
ゾ
落
ニ
ケ
ル
」
と
も

あ
る
よ
う
に
、
「
女
房
」
の
死
の
一
瞬
に
、
物
語
は
三
人
称
の
言
説
に
す
り

変
わ
り
（
た
だ
し
そ
の
な
か
に
み
え
る
「
思
」
も
女
房
の
思
い
）
、
そ
の
あ

と
は
た
だ
ち
に
「
盛
遠
、
打
オ
ホ
セ
ヌ
ト
悦
テ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
盛
遠

の
心
中
へ
の
内
面
視
点
へ
と
移
っ
て
、
盛
遠
に
同
化
し
て
ゆ
く
姿
勢
を
と

る
よ
う
に
な
る
。

本
稿
が
課
題
と
し
て
い
る
木
曽
最
期
の
語
り
と
同
じ
く
、
こ
の
女
房
殺

し
の
場
面
で
も
、
ど
う
し
て
殺
さ
れ
る
者
の
視
線
か
ら
見
る
と
い
う
奇
妙

な
語
り
が
と
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
前
提
と
し
て
、
こ
の
物
語
の
内
部
に
も
、
主
人
公
（
焦
点
化
さ
れ
る

人
物
）
に
視
点
を
寄
り
添
わ
せ
る
（
同
化
す
る
）
と
い
う
語
り
の
構
造
が

組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
前

提
に
立
っ
て
い
え
ば
、
場
面
の
内
部
に
は
殺
す
者
と
殺
さ
れ
る
者
の
二
人

し
か
存
在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
こ
の
場
面
に
至
る
ま
で
の
焦
点
人
物
は
、

殺
さ
れ
る
者
、
す
な
わ
ち
「
女
房
」
の
側
に
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の

条
件
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
に
お
い
て
物
語
言
説
は
「
女
房
」

の
視
点
に
よ
る
語
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
語
り
で

は
、
視
点
を
重
ね
ら
れ
た
人
物
が
殺
さ
れ
る
最
期
の
一
瞬
に
お
い
て
し
か
、

視
点
が
転
換
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
奇
妙
な
方
法
が
と
ら
れ
ざ
る
を
え
な

い
。
ち
な
み
に
こ
の
方
法
が
極
端
に
あ
ら
わ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
謡
曲
「
忠
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度
」
に
も
み
ら
れ
る
。
後
場
の
詞
章
「
〈
シ
テ
〉
わ
れ
も
舟
に
乗
ら
ん
と
て
、

（
中
略
）
か
の
六
弥
太
を
取
っ
て
抑
え
、
す
で
に
刀
に
手
を
掛
け
し
た
」

と
い
う
の
は
シ
テ
忠
度
の
科
白
だ
が
、
そ
の
文
脈
を
ひ
き
継
い
で
地
謡
が

「
六
弥
太
が
郎
等
、
お
ん
う
し
ろ
よ
り
立
ち
回
り
、
（
中
略
）
終
に
御
首
打

ち
落
と
す
」
と
謡
っ
た
あ
と
、
シ
テ
の
科
白
は
「
六
弥
太
心
に
思
ふ
や
う
」

と
あ
っ
て
、
シ
テ
が
殺
さ
れ
る
者
か
ら
殺
す
者
に
移
動
し
て
い
る
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
演
劇
に
あ
っ
て
は
、
視
点
の
移
動
は
シ
テ
の
転
換
と
い
う
奇

妙
な
作
劇
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

謡
曲
の
例
は
と
も
か
く
も
、
そ
の
こ
と
が
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
こ
の
文
覚
発
心
説
話
が
唱
導
の
話
材
で
あ

っ
た
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。
唱
導
に
あ
っ
て
は
、
貞
節
を
破
ろ
う
と
し
た

女
人
の
悲
劇
的
な
死
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
逆
即
是
順
の
仏
教
論
理
に
の

っ
と
っ
て
の
往
生
に
よ
る
済
度
を
訴
え
る
と
こ
ろ
に
主
題
が
あ
っ
た
と
み

て
よ
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
残
酷
な
死
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
女
人
の
心
理
は
克
明
に
た
ど
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
心
理
の

う
ち
に
往
生
に
値
す
る
も
の
、
た
と
え
ば
、
夫
へ
の
貞
操
観
、
あ
る
い
は

夫
の
生
命
に
代
わ
ろ
う
と
す
る
代
受
苦
的
な
心
根
と
い
っ
た
も
の
を
と
ら

え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
殺
さ
れ
る
最
期

の
一
瞬
ま
で
「
女
人
」
の
内
面
視
点
に
よ
る
語
り
が
要
請
さ
れ
た
と
み
て

よ
か
ろ
う
。

こ
の
女
人
の
心
理
の
動
き
が
説
話
（
唱
導
）
の
内
部
の
主
題
に
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
本
稿
の
木
曽
最
期
の
場
面
の
語
り
に
お
い
て
も
示
唆
的
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
想
定
を
逆
に
考
え
れ
ば
、
当
該
場
面
の
語
り
に
お

い
て
も
、
「
木
曽
」
の
内
面
に
入
り
込
む
語
り
手
の
視
点
が
こ
の
物
語
の
意

図
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
語
り
手
の
内

面
視
点
を
み
る
と
、

サ
リ
ト
モ
今
井
ハ
ツ
ゞ
ク
ラ
ム
ト
思
テ
、
後
ヲ
見
返
リ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、

（
中
略
）
（
為
久
が
射
た
矢
は
）
木
曽
ガ
内
甲
ヲ
矢
サ
キ
ミ
ヘ
テ
ゾ
射

出
シ
タ
リ
ケ
ル
。
（
五
本
九
）

と
あ
る
。
こ
の
木
曽
義
仲
の
最
期
の
語
り
に
み
ら
れ
る
内
面
視
点
（
傍
線

部
）
は
、
す
ぐ
あ
と
に
あ
る
「
後
ヲ
見
返
リ
タ
リ
ケ
ル
ヲ
」
の
理
由
と
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
内
面
視
点
に
よ
れ
ば
、
義
仲
が
自
害
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
求
め
な
が
ら
、
ど
う
し
て
不
用
意
に
後
ろ
を
ふ
り
か

え
っ
た
の
か
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
説
明
に
よ
っ
て
、
本
来
で
あ

(11) 

れ
ば
、
「
ア
キ
マ
ヲ
射
セ
ネ
バ
手
モ
ヲ
ワ
ズ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
つ
ね
に
甲

の
錢
を
傾
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
錢
を
あ
げ
て
ふ
り
仰
い
だ
、

そ
の
一
瞬
の
隙
を
突
か
れ
て
、
為
久
の
矢
に
内
甲
を
射
ら
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
内
面
視
点
に
よ
る
語
り
は
、
ど
う
し
て
木
曽
義
仲
の

ご
と
き
合
戦
（
戦
闘
）
の
巧
者
が
そ
の
最
中
に
隙
を
み
せ
て
し
ま
っ
た
の

か
、
そ
の
原
因
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
み

て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
語
り
手
は
、
そ
の
と
き
の
「
木
曽
」
の
内

面
の
動
き
を
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
語
り
手
の

無
念
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
英
雄
「
木
曽
」
の
名
誉
を

守
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
語
り
手
が
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、

か
れ
の
死
は
決
し
て
ぶ
ざ
ま
な
死
で
は
な
く
、
家
臣
で
あ
り
、
か
つ
乳
兄

弟
で
あ
る
兼
平
の
行
方
を
案
ず
る
思
い
や
り
が
そ
う
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

木
曽
義
仲
は
源
平
合
戦
の
英
雄
と
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
そ
の
最
期
に
は
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
る
汚
点
が
あ
っ
て
は
な
ら
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以
上
、
延
慶
本
と
長
門
本
の
物
語
言
説
の
位
相
差
を
検
討
し
て
き
た
。

そ
の
考
察
の
結
論
と
し
て
み
ち
び
き
出
せ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
ま
と
め

る
と
、
延
慶
本
の
木
曽
最
期
の
物
語
の
語
り
手
の
あ
り
よ
う
が
き
わ
め
て

特
異
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
語
り
手
が
作
中
人

物
と
同
化
す
る
は
た
ら
き
を
と
お
し
て
、
終
始
作
中
場
面
の
内
部
に
い
る

こ
と
。
第
二
に
は
、
そ
の
視
点
が
絶
え
ず
「
木
曽
」
と
一
体
化
し
て
い
て
、

そ
の
視
点
の
重
な
り
か
ら
次
々
に
前
景
化
さ
れ
る
武
者
た
ち
を
見
つ
め
る

と
い
う
語
り
の
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、

こ
の
物
語
の
語
り
の
構
造
の
原
型
が
透
か
し
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
水
原
一
が
試
み
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手

の
機
能
的
側
面
を
遡
及
さ
せ
て
ゆ
く
と
、
語
り
手
の
原
像
は
、
「
木
曽
」
と

ま
と
め

な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
英
雄
の
鎮
魂
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
木
曽
最
期
の

語
り
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
意
図
の
も
と
に
機
制
さ
れ
て
い
た
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
が
本
節
で
み
て
き
た
語
り
の
主
題
で
あ
っ
た
。
そ

う
み
て
く
る
と
、
そ
の
冒
頭
部
に
お
い
て
垣
間
見
せ
た
壮
重
な
語
り
出
し

が
一
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
叙

述
の
要
請
は
、
英
雄
と
し
て
の
木
曽
義
仲
の
勇
姿
を
、
も
は
や
批
判
の
入

り
込
む
余
地
の
な
い
歴
史
の
彼
方
に
封
じ
込
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
換
言

す
れ
ば
、
英
雄
の
死
を
歴
史
に
刻
み
つ
け
る
こ
と
が
こ
の
物
語
を
語
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
延
慶
本
と
長
門
本
、
そ
れ

に
語
り
系
諸
本
の
本
文
に
お
い
て
こ
の
箇
所
だ
け
は
ほ
と
ん
ど
変
容
が
み

と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
意
図
の
実
現
に
向
か
う
も
の
で
あ

っ
た
。

同
じ
場
面
の
内
部
に
実
在
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
か
つ
「
木
曽
」
と
終

始
同
化
（
一
体
化
）
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
「
木
曽
」
の
腹
心

の
武
将
（
女
武
者
）
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
想
定
が
み
ち

(12) 

び
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
は
、
延
慶
本
に
つ
い
て
の

語
り
の
構
造
の
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
と
ど
め
、
そ
の
実
体
の
想
定
に
ふ

み
込
む
つ
も
り
は
な
い
。

こ
こ
で
の
課
題
は
読
み
本
系
に
お
け
る
物
語
言
説
の
位
相
差
に
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
延
慶
本
が
も
っ
て
い
た
以
上
の
よ
う
な
語
り
の
構
造
が
お
そ

ら
く
時
の
経
過
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
風
化
（
稀
薄
化
）
す
る
に
と
も
な

っ
て
、
語
り
手
が
場
面
の
外
部
に
逸
脱
す
る
よ
う
に
な
り
、
歴
史
化
さ
れ

た
英
雄
叙
事
詩
と
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
物
語
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
も
と
も
と
木
曽
義
仲
に
近
か
っ
た
人
物
の
語
り
と
い
う
語
り
手
像

そ
の
も
の
が
ぼ
や
け
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
場
面
の
外
部
に
、

と
い
う
こ
と
は
叙
述
の
〈
い
ま
〉
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
語
り
手
の
姿
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
変
容
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
物
語
言
説
の
位
相
が
長
門
本
の
本
文
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
両
テ
キ
ス
ト
の
物
語
言
説
の
位
相
の
差
異
を
み
て
き
た
の

だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
延
慶
本
に
お
い
て
は
、
語
り
手
と
場
面
の
密
着
性

ー
語
り
手
は
つ
ね
に
場
面
内
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
構
造
ー
が
濃
厚
で

あ
り
、
語
り
手
と
作
中
人
物
と
の
同
時
性
が
み
て
と
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
長
門
本
で
は
、
語
り
手
と
場
面
の
密
着
性
は
希
薄
で
あ
っ
て
、
場
面
か

ら
逸
脱
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
語
り
手
は
読
者
に
対
し
て
、

作
中
人
物
と
の
距
離
を
意
識
さ
せ
、
作
中
人
物
と
異
時
の
時
点
に
い
る
こ

と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
を
換
言
し
て
い
え
ば
、
長
門
本
の
語
り
手

は
物
語
を
語
る
〈
い
ま
〉
の
時
点
を
明
確
化
し
、
物
語
を
〈
む
か
し
〉
の
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一
九
九
一
年
五

こ
と
と
し
て
遠
ざ
け
る
こ
と
で
、
物
語
を
歴
史
語
り
と
し
て
叙
述
す
る
と

い
う
姿
勢
が
み
て
と
れ
よ
う
。

注
(
1
)
長
門
本
全
体
の
本
文
の
表
現
機
構
に
注
目
す
る
以
前
の
研
究
と
し
て
は
、
個
別
的

に
成
経
説
話
、
盛
久
観
音
利
生
説
話
、
厳
島
縁
起
、
義
仲
北
国
合
戦
諏
に
ほ
と
ん
ど

集
中
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
も
説
話
の
担
い
手
の
特
定
に
主
た
る
関
心
が

あ
っ
た
。
以
下
に
主
な
著
書
お
よ
び
論
文
を
挙
げ
る
。
砂
川
博
『
平
家
物
語
新
考
』

（
東
京
美
術
、
昭
和
五
七
年
）
、
松
尾
葦
江
『
平
家
物
語
論
究
』
（
明
治
書
院
、
昭
和

六
0
年
、
と
く
に
第
三
章
所
収
の
諸
論
考
）
、
金
井
清
光
・
砂
川
博
「
長
門
本
平
家
物

語
の
一
考
察
」
（
『
鳥
取
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
〈
人
文
・
社
会
科
学
〉
』
ニ
―
•
一

一
九
七

0
年
六
月
）
、
金
井
清
光
「
長
門
本
平
家
物
語
の
厳
島
縁
起
」

(
r
時
衆
研
究
』

四
四
、
昭
和
四
五
年
一

0
月
）
、
白
石
一
美
「
長
門
本
平
家
物
語
の
加
筆
期
に
つ
い
て

ー
ー
大
隅
正
八
幡
宮
の
調
査
か
ら
ー
ー
＇
」
（
『
中
世
文
芸
』
四
九
、
昭
和
四
六
年
三
月
）
、

「
長
門
本
平
家
物
語
伯
零
局
説
話
の
形
成
と
そ
の
享
受
」
（
『
中
世
文
芸
』
五

0
、
昭

和
四
七
年
一

0
月
）
、
「
盛
衰
記
・
長
門
本
の
厳
島
縁
起
」
（
『
時
衆
研
究
』
五
五
昭

和
四
八
年
六
月
）
、
川
鶴
進
一
「
長
門
本
『
平
家
物
語
』
の
盛
久
観
音
利
生
諏
を
め
ぐ

っ
て
」
（
『
〈
梶
原
正
昭
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
〉
軍
記
文
学
の
系
譜
と
展
開
』
汲
古
書

院
、
一
九
九
三
年
）

(2)
川
鶴
進
一
「
長
門
本
『
平
家
物
語
』
の
本
文
形
成
|
ー
語
り
本
記
事
挿
入
箇
所
の

検
討
ー
ー
＇
」
（
『
国
文
学
研
究
』
―
二

0
、
平
成
八
年
一

0
月
）
、
「
長
門
本
『
平
家
物

語
』
の
屋
嶋
合
戦
諏
~
成
面
か
ら
の
検
討
ー
ー
＇
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
紀
要
』
四
ニ
・
一
九
九
七
年
二
月
）

(
3
)
「
物
語
文
学
は
口
承
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
を
表
現
の
し
く
み
と
し
て
内
在
さ
せ
、
物
語

す
る
よ
う
に
書
く
こ
と
で
、
〈
物
語
〉
た
り
え
て
い
る
」
（
高
橋
享
「
〈
物
語
〉
と
し
て

の
平
家
物
語
」
『
日
本
文
学
』
一
九
八
三
年
四
月
）
。
な
お
表
現
機
構
の
問
題
は
、
志

立
正
知
「
語
り
の
方
法
と
テ
キ
ス
ト
」
（
水
原
一
編
『
平
家
物
語
・
説
話
と
物
語
〈
あ

な
た
が
読
む
平
家
物
語
2
〉
』
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
）
、
名
波
弘
彰
「
『
平
家
物
語
』

憫
悽
尼
説
話
考
L

(

『
文
芸
言
語
研
究
・
文
芸
編
』
二
八
、
一
九
九
五
年
九
月
）
に
も

言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
森
正
人
「
〈
物
語
の
場
〉
と
〈
場
の
物
語
〉
L

(

『
説
話
論
集
』
一
、

月
）
。
な
お
語
り
手
が
本
文
の
内
部
に
顕
在
化
す
る
と
き
に
は
草
子
地
の
か
た
ち
を
と

る
と
す
る
。
た
だ
し
『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
の
視
点
に
も
同
化
・
異
化
の
は
た
ら

き
が
み
と
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
杉
山
康
彦
が
『
平
家
物
語
』
の
語
り
手
が
「
作
中

人
物
の
外
側
に
立
と
う
と
す
る
」
の
に
対
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
そ
れ
は
「
そ
の
内

側
に
入
り
込
む
」
存
在
と
い
っ
て
い
る
（
「
平
家
物
語
の
語
り
主
体
」
『
散
文
表
現
の

機
構
』
三
一
書
房
、
一
九
七
四
年
一

0
月
）
の
も
、
本
稿
の
筆
者
か
ら
す
る
と
、
同

化
・
異
化
の
差
異
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
作
品
を
区
別
す
る
概
念
で
は
な
く
、
語
り

の
機
能
と
し
て
物
語
文
学
に
遍
在
す
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
杉
山
論
文
は

語
り
系
を
対
象
と
す
る
の
で
、
本
稿
と
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
た
と
え

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
延
慶
本
の
雑
纂
性
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
極
端
に
言
え

ば
、
単
位
説
話
ご
と
に
本
文
の
位
相
が
異
な
る
と
み
ら
れ
、
本
稿
が
と
り
上
げ
た
説

話
で
は
、
語
り
手
は
「
そ
の
内
側
に
入
り
込
む
」
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
志

立
正
知
が
忠
度
都
落
の
語
り
手
を
「
俯
廠
す
る
」
「
非
実
体
的
目
撃
者
の
視
点
」
と
分

析
し
た
（
「
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
場
面
描
写
の
方
法
」
、
『
軍
記
と
語
り
物
』
三

0
、

一
九
九
四
年
三
月
）
が
、
分
析
手
法
に
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
れ
も
雑

纂
的
性
格
に
よ
る
と
み
て
お
き
た
い
。

(
5
)
高
橋
亨
「
物
語
の
〈
語
り
〉
と
〈
書
く
〉
こ
と
」
（
『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
五
月
）
。
語
り
手
に
と
っ
て
、
視
点
の
同
化
の
問
題
は
つ

ね
に
こ
の
分
裂
を
卒
ん
で
い
る
と
も
い
え
る
。
実
在
的
な
琵
琶
法
師
の
語
り
に
つ
い

て
だ
が
、
兵
藤
裕
已
「
軍
記
物
語
の
流
動
と
”
語
り
“
ー
平
家
物
語
論
の
た
め
に

|
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
九
年
一
月
）
が
参
考
と
な
る
。

(
6
)
栃
木
孝
惟
が
柳
田
国
男
・
水
原
一
の
説
話
生
成
論
の
仮
説
を
批
判
し
て
、
テ
キ
ス

ト
内
部
の
〈
語
り
〉
を
場
面
の
目
撃
報
道
だ
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
「
文
学

の
方
法
と
し
て
の
「
語
り
」
ー
—
保
元
物
語
を
対
象
と
し
て
ー
」
『
常
葉
国
文
』
七
、

一
九
八
二
年
五
月
）
と
い
い
、
ま
た
刑
部
久
も
「
テ
キ
ス
ト
（
以
降
）
の
物
語
」
と

「
テ
キ
ス
ト
以
前
の
口
語
り
L

の
混
同
を
い
ま
し
め
て
い
る
（
「
『
平
家
物
語
』
の
人

物
生
成
過
程
に
於
け
る
創
造
力
の
問
題
」
国
東
文
磨
編
『
中
世
説
話
と
そ
の
周
辺
』

明
治
書
院
一
九
八
七
年
）
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
確
か
に
二
氏
の
指
摘
は
説
話

生
成
論
の
ア
ポ
リ
ア
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
本
稿
は
説
話
生
成
論
の
レ
ベ
ル
で
は
な

く
、
語
り
の
構
造
の
レ
ベ
ル
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
。

(
7
)
山
下
宏
明
r
軍
家
物
語
と
語
り
物
文
芸
』
（
塙
書
房
、
昭
和
六
一
年
）
「
平
家
物
語
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に
お
け
る
義
仲
像
」
（
二
七
一
頁
）

(
8
)
山
下
宏
明
は
四
部
本
の
文
体
が
語
り
系
に
接
近
し
て
い
る
と
い
う
現
象
を
と
ら
え

て
、
「
本
曽
最
期
」
の
叙
述
の
間
の
差
異
が
縮
小
し
て
い
る
の
を
、
「
こ
の
最
期
の
場

面
に
及
ん
で
（
相
対
的
な
編
著
者
の
位
置
を
）
保
ち
得
ず
、
さ
ら
に
一
歩
語
り
に
ま

き
こ
ま
れ
る
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
前
注
7
引
用
書
二
七
一
頁
）
と

指
摘
し
て
い
る
。

(
9
)
名
波
弘
彰
「
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
文
覚
発
心
説
話
|
|
＇
地
下
官
人
社
会
に

お
け
る
母
娘
の
悲
劇
ー
」
（
『
文
芸
言
語
研
究
〈
文
芸
篇
〉
』
三
一
、
一
九
九
七
年
三

月
）
注
4
に
も
言
及
し
て
い
る
。

(10)
新
潮
日
本
古
典
集
成
r
謡
曲
集
（
中
）
』
（
新
潮
社
、
昭
和
六
一
年
）
所
収
「
忠
度
」

三
0
五
頁

(11)
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
〈
本
文
篇
下
〉
』
（
勉
誠
社
、
平
成

二
年
）
「
義
仲
都
落
ル
事
付
義
仲
被
討
事
」
（
五
本
九
・
ニ
三

0
頁）

(12)
水
原
一
『
平
家
物
語
の
形
成
』
（
加
藤
中
道
館
昭
和
五
六
年
）
第
一
部
「
義
仲
説

話
の
形
成
」

追
記
本
論
文
は
平
成
一

0
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
（
基
盤
研
究
C
）
の
助
成
に

よ
る
「
長
門
本
平
家
物
語
の
本
文
と
語
彙
索
引
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
研
究
」
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
な
な
み
ひ
ろ
あ
き
•
本
学
文
芸
・
言
語
学
系
教
授
）
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