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は
じ
め
に

　
「
天
人
女
房
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
昔
話
は
、
男
が
天
女
の
羽
衣
を
奪
っ

て
妻
に
す
る
が
、
や
が
て
天
女
は
羽
衣
を
見
つ
け
て
天
に
帰
っ
て
し
ま
う

と
い
う
話
で
あ
る
。
中
に
は
こ
の
後
に
も
、
男
が
天
女
を
追
っ
て
天
上
へ

行
く
、
天
女
の
両
親
に
難
題
を
課
さ
れ
る
、
瓜
か
ら
水
が
出
て
天
の
川
と

な
り
こ
れ
が
七
夕
の
由
来
で
あ
る
、
な
ど
の
話
が
続
い
て
い
く
場
合
も
あ

る
。
本
稿
で
は
、
天
女
と
羽
衣
の
話
と
、
瓜
と
七
夕
の
話
と
い
う
二
つ
の

話
の
結
び
つ
き
に
注
目
し
て
、
こ
の
昔
話
の
伝
承
と
変
遷
に
つ
い
て
の
考

昔
話
「
天
人
女
房
」
の
伝
承
と
変
遷

津
金
澪
乃

察
を
試
み
る
。

柳
田
國
男
の
研
究　

ま
ず
は
、「
天
人
女
房
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を

整
理
し
て
み
る
。
民
俗
学
の
立
場
か
ら
早
く
「
天
人
女
房
」
に
着
目
し
た

の
は
、
柳
田
國
男
と
折
口
信
夫
で
あ
っ
た
。
柳
田
は
「
犬
飼
七
夕
譚
」

（
一
九
三
六
年
）
の
中
で
、「
天
人
女
房
」
の
類
話
の
中
に
、
男
が
犬
の

尻
尾
に
つ
か
ま
っ
て
天
へ
行
く
と
い
う
話
や
男
が
犬
飼
と
呼
ば
れ
て
い
る

話
な
ど
が
あ
る
こ
と
と
、彦
星
を
犬
飼
星
と
呼
ぶ
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

ま
た
、
柳
田
は
日
本
各
地
の
「
天
人
女
房
」
の
事
例
を
あ
げ
て
比
較
し
て
、

古
い
家
の
血
筋
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
か
た
ち
が
古
く
、
後
に
な
っ
て

話
の
奇
抜
な
変
化
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
七
夕
の
由
来
譚
と
結
び
つ
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い
た
か
た
ち
が
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
論
じ
て
い
る
。
羽
衣
の
説
話
と
七

夕
の
由
来
の
話
と
が
結
び
つ
い
た
背
景
と
し
て
は
、
天
上
と
地
上
と
の
往

来
に
つ
い
て
、
急
激
に
成
長
す
る
瓜
や
豆
の
蔓
を
梯
子
と
し
た
話
が
早
く

か
ら
あ
り
、
一
方
で
、
野
菜
が
七
夕
の
季
節
の
初
物
で
あ
り
、
特
に
瓜
類

は
夏
の
神
と
縁
が
深
く
七
日
の
節
供
に
欠
か
せ
な
い
供
物
と
さ
れ
て
い
た

た
め
と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
柳
田
が
「
我
邦
の
羽
衣
説
話
は
、
ま
だ

そ
の
進
化
の
各
段
階
に
於
て
保
存
せ
ら
れ
て
居
る
」
と
述
べ
、
地
域
ご
と

の
差
を
伝
承
の
過
程
で
の
歴
史
的
な
変
遷
の
段
階
差
と
し
て
読
み
解
こ
う

と
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
〔
柳
田　

一
九
三
六
〕。
そ
の
後
、
柳

田
が
「
犬
飼
七
夕
譚
」
を
執
筆
し
た
当
時
か
ら
現
在
ま
で
昔
話
の
採
集
が

進
め
ら
れ
、『
日
本
昔
話
通
観
』
に
そ
れ
ら
が
集
成
さ
れ
て
お
り
、
本
稿

で
は
そ
の
情
報
を
活
用
す
る〔
稲
田
ほ
か　

一
九
七
七
〕。

折
口
信
夫
の
研
究　

折
口
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
「
み
ぬ
ま
」
や
、『
古

事
記
』「
垂
仁
記
」
の
「
み
づ
の
を
ひ
も
」、『
西
宮
記
』
の
天
皇
の
湯
具

で
あ
る
「
天
の
羽
衣
」、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
が
「
八
尋
殿
」
で
機
を
織
る
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
に
遭
遇
し
、
結
婚

し
た
と
い
う
記
述
な
ど
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
折
口
は
、
水
に
関

連
し
て
神
と
な
る
体
の
霊
結
び
に
奉
祀
す
る
巫
女
の
存
在
が
あ
っ
た
と
指

摘
し
て
、
羽
衣
は
も
と
は
天
女
が
着
る
も
の
で
は
な
く
、
神
女
が
着
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
の
七
夕
行
事
に
つ
い
て
、

中
国
古
代
の
牽
牛
・
織
女
の
話
や
乞
巧
奠
の
習
俗
が
伝
来
し
た
が
、
そ
れ

を
受
容
し
た
日
本
の
伝
承
の
基
盤
に
は
、
水
辺
の
「
た
な
」
に
「
た
な
ば

た
つ
め
」
が
住
ん
で
機
で
布
を
織
り
な
が
ら
神
の
訪
れ
を
待
つ
と
い
う
日

本
古
来
の
信
仰
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る〔
折
口　

一
九
二
七
〕〔
折
口　

一
九
三
五
〕。
し
か
し
こ
の
折
口
の
論
は
、
そ
の
後
の「
天
人
女
房
」の
研

究
を
進
め
た
研
究
者
の
間
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ず
、
十
分
に
検
討
さ
れ

て
き
た
と
は
い
え
な
い
。

関
敬
吾
の
研
究　

関
敬
吾
は
、
日
本
各
地
と
海
外
の
具
体
的
な
事
例
を
紹

介
し
な
が
ら
、「
天
人
女
房
」を
⑴
始
祖
誕
生
型
、⑵
氏
神
型
、⑶
離
別
型
、

⑷
再
会
型
、
⑸
幸
福
な
婚
姻
型
、
⑹
養
女
型
、
⑺
難
題
求
婚
型
、
⑻
笛
吹

聟
型
の
八
つ
に
分
類
し
て
い
る
〔
関　

一
九
六
六
〕。
こ
の
関
の
分
類
は
、

結
末
の
部
分
や
男
と
天
女
の
関
係
性
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後

の
「
天
人
女
房
」
の
研
究
で
も
、
結
末
に
注
目
し
た
分
類
が
な
さ
れ
て
き

て
い（
１
）る（
２
）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
分
類
で
は
、
男
が
瓜
の
蔓
を
伝
っ
て
天

上
へ
行
く
、
男
が
天
女
の
両
親
に
難
題
を
課
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
話
の
途

中
の
部
分
が
分
類
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
点
で
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
天
人
女
房
」
の
話
全
体
の
構
成
に
着
目
す
る
。

君
島
久
子
の
研
究　

民
族
学
の
分
野
で
は
、
君
島
久
子
が
中
国
の
羽
衣
説

話
に
つ
い
て
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
〔
君
島　

一
九
七
八
〕〔
君
島　

一
九
八
四
〕。
君
島
は
、
中
国
で
採
話
さ
れ
た
羽
衣
説
話
を
整
理
し
て
、
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⑴
中
国
の
全
土
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
羽
衣
説
話
の
典
型
と
も

い
え
る
「
難
題
型
」、
⑵
揚
子
江
の
北
に
多
く
、
羽
衣
説
話
と
七
夕
伝
説

と
の
結
合
と
み
ら
れ
る
「
七
夕
型
」、
⑶
南
方
に
多
く
、
昴
母
子
伝
説
に

つ
な
が
り
天
女
の
子
を
主
人
公
と
す
る
「
七
星
始
祖
型
」
の
三
つ
に
分
類

し
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
難
題
型
と
七
夕
型
が
混
じ
り
あ
っ
た
混
合
型
も
存

在
す
る
と
し
た
。
君
島
は
、
説
話
の
構
造
と
分
布
か
ら
、
難
題
型
が
基
本

的
な
型
で
、
そ
れ
が
七
夕
型
に
も
七
星
始
祖
型
に
も
な
る
と
論
じ
、
混
合

型
は
そ
の
よ
う
な
変
化
の
過
程
で
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
位
置
づ
け
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
日
本
の
「
天
人
女
房
」
を
考
え
る
上
で
は
、

次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。
一
点
目
と
し
て
、
君
島
が
中
国
の
羽
衣
説
話

の
基
本
と
し
て
整
理
し
て
い
る
難
題
型
は
、
男
が
難
題
を
解
決
し
て
男
女

が
結
ば
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
整
理
の
結
果
か

ら
言
え
ば
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
の
話
は
ご
く
わ
ず
か

で
、
基
本
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
と
し
て
、
君
島

が
七
夕
型
と
し
て
整
理
し
て
い
る
中
国
の
話
は
、
織
女
や
そ
の
母
が
か
ん

ざ
し
で
一
線
を
ひ
く
と
天
の
川
と
な
る
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る
。し
か
し
、

日
本
に
多
い
瓜
か
ら
水
が
出
て
そ
れ
が
七
夕
の
由
来
で
あ
る
と
い
う
か
た

ち
は
、
中
国
に
は
確
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
な
ど
の
海

外
か
ら
日
本
へ
の
伝
播
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
伝
播

に
つ
い
て
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
ま
ず
は
日
本
国
内
で
「
天
人
女
房
」
が

伝
え
ら
れ
る
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
探
る
こ
と
も
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
文
の
位
置
づ
け　

以
上
の
よ
う
に
、
柳
田
・
折
口
以
降
の
「
天
人
女

房
」
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、
結
末
に
注
目
し
た
研
究
や
海
外
の
類
話
に

つ
い
て
の
研
究
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
焼
畑
と
水
稲
の
要
素
に
注
目

し
た
研
究
や
、
海
外
か
ら
日
本
へ
の
伝
播
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
研
究
な

ど
が
あ
る（
３
）。
そ
れ
ら
に
対
し
て
本
稿
で
は
、
柳
田
が
提
示
し
て
い
た
地
域

ご
と
の
差
を
歴
史
的
な
変
遷
の
段
階
の
差
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
視

点
に
学
び
な
が
ら
、
近
現
代
に
日
本
国
内
で
採
録
さ
れ
た
昔
話
「
天
人
女

房
」
の
構
成
に
注
目
し
、
歴
史
文
献
に
記
録
さ
れ
た
情
報
も
活
用
し
て
、

こ
の
昔
話
が
日
本
国
内
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
る
中
で
ど
の
よ
う
に
変
遷
し

て
き
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
。

　

な
お
、
天
女
と
羽
衣
の
話
と
瓜
と
七
夕
の
話
と
が
も
と
は
別
の
伝
承
で

あ
り
、
後
に
な
っ
て
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
、
前
述
の
通

り
柳
田
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
柳
田
は
そ
の
根
拠
を
十
分

に
は
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
二
つ
の
話
が
結
び
つ
い
て
い
っ
た
詳
細
な
経

緯
に
つ
い
て
も
追
跡
し
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
柳
田
の
視
点
を

継
承
し
な
が
ら
も
、柳
田
の
研
究
以
降
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
昔
話
の
調
査
・

研
究
の
成
果
も
活
用
し
、
併
せ
て
歴
史
文
献
の
追
跡
を
行
な
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
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一
、
昔
話
「
天
人
女
房
」
の
構
成
の
比
較

１　

基
本
的
な
構
成

　
「
天
人
女
房
」
は
、
男
が
羽
衣
を
盗
ん
で
天
女
を
妻
に
す
る
が
、
や
が

て
天
女
は
羽
衣
を
見
つ
け
て
天
に
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
昔
話
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
話
と
し
て
、
た
と
え
ば
次
の
事
例
１
が
あ
る
。
な
お
、
採
録

さ
れ
た
昔
話
の
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
は
紙
幅
に
限
り
が
あ
り
難
し
い
た

め
、
以
下
で
紹
介
す
る
事
例
に
つ
い
て
は
筆
者
に
よ
る
要
約
を
掲
載
し
、

そ
の
出
典
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

【
事
例
１
】
新
潟
県
長
岡
市（
４
）

①
木
び
き
が
、
山
の
池
で
水
浴
び
を
す
る
天
女
の
羽
衣
を
隠
し
、
天

女
を
家
に
連
れ
帰
っ
て
妻
に
す
る
。
や
が
て
二
人
の
間
に
は
二
人
の

子
ど
も
が
産
ま
れ
る
が
、
天
女
は
木
び
き
の
留
守
に
羽
衣
を
見
つ
け

て
子
ど
も
を
連
れ
て
天
に
帰
る
。

　

中
に
は
こ
の
よ
う
な
話
の
後
に
、
さ
ら
に
話
が
続
い
て
い
る
事
例
も
あ

る
。
た
と
え
ば
、
次
の
事
例
２
で
あ
る
。

【
事
例
２
】
長
野
県
下
伊
那
郡
大
鹿
村（
５
）

①
男
が
、
海
辺
で
泳
い
で
い
た
天
女
の
羽
衣
を
持
っ
て
行
き
、
天
女

を
連
れ
帰
る
。男
は
羽
衣
を
箱
に
入
れ
て
土
の
中
に
埋
め
て
隠
す
が
、

や
が
て
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
、
そ
の
箱
を
鍬
で
掘
り
起

こ
す
。
天
女
は
羽
衣
を
身
に
つ
け
て
天
に
帰
る
。

②
天
女
は
夕
顔
の
種
と
手
紙
を
残
す
。
男
は
手
紙
の
通
り
夕
顔
を
三

年
育
て
て
登
り
、
天
へ
行
く
。

③
天
女
の
母
が
男
に
、
山
の
か
り
ば
た
を
こ
し
ら
え
る
、
瓜
の
種
を

播
く
、
と
い
う
仕
事
を
頼
む
。

④
男
は
、山
で
瓜
を
食
べ
る
な
と
言
わ
れ
る
が
一
つ
切
っ
て
食
べ
る
。

す
る
と
瓜
か
ら
水
が
出
て
川
と
な
り
、
男
は
流
さ
れ
る
。
天
女
が
、

月
に
一
度
、七
日
の
日
に
木
を
川
に
浮
か
べ
て
く
れ
と
言
う
。男
は
、

危
険
だ
か
ら
年
に
一
度
、七
月
七
日
に
木
を
浮
か
べ
る
と
約
束
す
る
。

男
が
乗
っ
た
の
が
ひ
こ
星
、
女
の
方
が
織
姫
と
い
っ
て
、
二
人
の
星

が
向
か
い
合
う
と
い
う
話
。

　

類
話
を
集
め
て
み
る
と
、上
記
の
事
例
２
で
示
し
た
①
か
ら
④
の
う
ち
、

①
②
④
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
③
の
部
分
が
な
い
も
の
や
、
④
の
部
分
だ

け
が
独
立
的
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。

【
事
例
３
】
鳥
取
県
東
伯
郡
東
伯
町
（
現
琴
浦
町（
６
））

①
鉄
砲
撃
ち
が
、
池
で
水
浴
び
を
し
て
い
た
天
女
の
羽
衣
を
隠
し
て

天
女
を
妻
に
す
る
。
天
女
は
羽
衣
を
見
つ
け
、
子
ど
も
を
連
れ
て
天

へ
帰
る
。
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②
鉄
砲
撃
ち
は
天
女
の
書
き
置
き
の
通
り
、
か
ず
ら
の
種
を
蒔
き
、

蚤
の
皮
一
石
一
斗
、
し
ら
み
の
皮
一
石
一
斗
を
肥
に
し
て
育
て
、
犬

を
連
れ
て
天
に
昇
る
。

④
鉄
砲
撃
ち
は
瓜
畑
の
番
を
す
る
が
、
食
う
な
と
言
わ
れ
た
瓜
に
手

を
出
す
と
、
大
水
が
出
て
流
さ
れ
る
。
天
女
は
一
年
に
一
度
会
お
う

と
言
い
、
鉄
砲
撃
ち
は
七
月
七
日
と
答
え
る
。
二
人
は
、
一
年
に
一

度
七
月
七
日
に
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。

【
事
例
４
】
東
京
都
八
丈
島
八
丈
町（
７
）

④
入
り
婿
の
七
夕
様
が
瓜
畑
へ
行
く
。
舅
に
瓜
を
食
う
な
と
言
わ
れ

る
が
、
七
夕
様
が
瓜
を
切
っ
て
食
べ
よ
う
と
す
る
と
洪
水
に
な
り
流

さ
れ
る
。
妻
が
七
夕
様
に
呼
び
か
け
る
が
、
七
日
七
日
で
は
な
く
、

七
月
七
日
と
言
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
二
人
は
七
月
七
日
で
な

け
れ
ば
会
え
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、昔
話「
天
人
女
房
」は
、次
の（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）

の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
指
摘
で
き
る
。

（
Ａ
）
男
が
水
辺
で
天
女
の
羽
衣
を
盗
ん
で
妻
に
す
る
。
や
が
て
天

女
は
羽
衣
を
見
つ
け
て
天
に
帰
る
。

（
Ｂ
）
男
が
天
女
を
追
っ
て
、
瓜
の
蔓
を
伝
い
天
上
へ
行
く
。

（
Ｃ
）
男
が
天
女
の
両
親
か
ら
難
題
を
課
さ
れ
る
。

（
Ｄ
）
男
が
食
べ
る
な
と
言
わ
れ
て
い
た
瓜
を
食
べ
る
と
、
瓜
か
ら

水
が
出
て
川
と
な
り
、
男
と
天
女
が
隔
て
ら
れ
る
。
こ
れ
が
七
夕
の

由
来
で
あ
る
。

２　

要
素
の
整
理

　

以
上
の（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）と
い
う
基
準
を
も
と
に
、
昔
話
「
天
人

女
房
」
の
類
話
を
整
理
し
た
。
事
例
の
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、『
日
本
昔

話
通
観
』
を
参
考
に
、
必
要
な
場
合
は
原
典
を
確
認
し
た
〔
稲
田
ほ
か　

一
九
七
七
〕。
な
お
、
北
海
道
と
沖
縄
の
事
例
も
重
要
と
考
え
る
が
、
近

世
ま
で
の
歴
史
の
違
い
を
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は
青
森
か
ら
鹿
児
島
の
事

例
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
沖
縄
か
ら
は
多
く
の
「
天
人
女

房
」
の
類
話
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
七
夕
で
は
な
く
北
斗
七
星
の
由
来

と
結
び
つ
い
て
い
る
事
例
や
、
銘
苅
子
の
伝
承
と
結
び
つ
い
て
い
る
事
例

な
ど
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
は
青
森
か
ら
鹿
児
島
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
沖
縄
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
天
人
女
房
」
は
、

青
森
か
ら
鹿
児
島
に
伝
承
さ
れ
て
い
る「
天
人
女
房
」と
影
響
し
合
い
な
が

ら
も
、
そ
れ
ら
と
は
ま
た
異
な
る
伝
承
の
過
程
を
辿
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。
青
森
か
ら
鹿
児
島
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
昔
話
と
、

北
海
道
や
沖
縄
に
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
昔
話
と
の
関
係
性
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
背
景
を
追
跡
し
た
上
で
の
そ
の
後
の
課
題
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
青
森
か
ら
鹿
児
島
の
事
例
の
中
で
も
、『
日
本
昔
話
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通
観
』
か
ら
で
は
内
容
が
十
分
に
確
認
で
き
ず
原
典
の
閲
覧
が
叶
わ
な

か
っ
た
事
例
や
、「
天
人
女
房
」
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
た
事
例
は
、

数
に
含
め
な
か
っ
た
。

　

類
話
を
整
理
し
た
と
こ
ろ
、（
Ａ
）
を
含
み
、
昔
話
「
天
人
女
房
」
と

い
え
る
話
は
一
六
二
事
例
で
あ
っ
た
。そ
の
ほ
か
に
、（
Ａ
）を
含
ま
ず（
Ｂ
）

（
Ｃ
）（
Ｄ
）の
い
ず
れ
か
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
話
が

三
十
九
事
例
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
「
天
人
女
房
」
と
は
言
い
難
い
が
、「
天

人
女
房
」
と
関
係
が
深
く
、
そ
の
伝
承
と
変
遷
を
考
え
る
上
で
は
ず
せ
な

い
も
の
と
考
え
て
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
以
上
の
計

二
〇
一
事
例
に
つ
い
て
、（
Ａ
）か
ら
（
Ｄ
）の
組
み
合
わ
せ
や
分
布
に
つ

い
て
は
後
ほ
ど
述
べ
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
（
Ａ
）か
ら
（
Ｄ
）の
そ
れ
ぞ

れ
の
話
が
ど
の
よ
う
な
要
素
を
も
つ
の
か
を
見
て
み
る
。

（
Ａ
）の
要
素　
（
Ａ
）
は
、
男
が
羽
衣
を
奪
っ
て
天
女
を
妻
に
す
る
が
、

天
女
は
羽
衣
を
見
つ
け
て
天
に
帰
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。（
Ａ
）
を
含

む
話
の
合
計
は
一
六
二
事
例
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
天
女
に
つ
い
て
見
て
み

る
と
、「
天
女
」
や
「
天
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
事
例
が
多
く
、（
Ｄ
）
も

含
む
話
で
は
、「
七
夕
さ
ま
」「
織
り
姫
」
な
ど
と
す
る
事
例
も
あ
っ
た
。

続
い
て
天
女
の
羽
衣
に
注
目
し
て
み
る
と
、
羽
衣
な
ど
の
天
女
が
飛
ぶ
た

め
の
道
具
が
登
場
す
る
話
は
、
一
五
六
事
例
で
あ
っ
た
。「
羽
衣
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
事
例
が
多
く
、
そ
の
ほ
か
に
「
飛
び
着
物
」「
飛
び
着
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
事
例
や
、
単
に
「
着
物
」「
美
し
い
着
物
」
と
さ
れ
て
い

る
事
例
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
着
物
と
は
限
ら
ず
「
編
み
笠
」「
飛
笠
」「
飛

羽
」
な
ど
と
し
て
い
る
事
例
も
あ
っ
た
。
天
女
が
川
や
海
な
ど
で
水
浴
を

し
て
い
る
と
羽
衣
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
語
ら
れ
て
い
る
話
が
多
く
、
水

浴
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
話
は
一
一
四
事
例
で
あ
っ
た
。
水
浴
に
つ

い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
話
は
四
十
八
事
例
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の

十
一
事
例
で
は
、
水
浴
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
水
辺
で
あ
る
と
語

ら
れ
て
い
た
。「
天
人
女
房
」
と
水
辺
と
の
結
び
つ
き
が
注
目
さ
れ
る
。

（
Ｂ
）の
要
素　
（
Ｂ
）
は
、
男
が
天
女
を
追
っ
て
、
瓜
の
蔓
を
伝
い
天
上

へ
行
く
と
い
う
話
で
あ
る
。（
Ｂ
）
を
含
む
話
は
一
一
一
事
例
で
あ
っ
た
。

天
へ
昇
る
の
は
男
の
み
と
語
ら
れ
て
い
る
話
が
多
く
六
十
九
事
例
で
あ
っ

た
。
男
と
子
ど
も
が
昇
る
と
い
う
話
は
三
十
二
事
例
、
子
ど
も
の
み
と
い

う
話
は
六
事
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
青
森
の
二
事
例
で
は
子
ど
も
と

そ
の
子
守
り
と
が
天
へ
昇
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
た
。
天
ま
で
伸
び
る

植
物
を
伝
っ
て
天
へ
昇
る
と
い
う
話
が
多
く
、
八
十
二
事
例
で
あ
っ
た
。

植
物
の
種
類
と
し
て
は
、
瓜
類
が
四
十
四
事
例
と
特
に
多
い
と
い
う
点
が

注
目
さ
れ
る
。
夕
顔
が
二
十
四
事
例
、
単
に
瓜
と
い
う
も
の
が
七
事
例
、

南
瓜
が
六
事
例
、
胡
瓜
が
五
事
例
の
ほ
か
、
ひ
ょ
う
た
ん
と
へ
ち
ま
と
い

う
事
例
が
あ
っ
た
。
瓜
類
以
外
で
は
、
竹
が
九
事
例
、
豆
が
八
事
例
、
朝

顔
が
四
事
例
の
ほ
か
、
え
ん
ど
う
、
か
づ
ら
、
柿
の
木
な
ど
が
あ
っ
た
。
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植
物
が
登
場
し
な
い
話
は
二
十
九
事
例
で
、
天
か
ら
綱
や
瓶
を
下
ろ
し
て

も
ら
っ
て
天
上
へ
行
く
と
い
う
事
例
な
ど
が
あ
っ
た
。

（
Ｃ
）の
要
素　
（
Ｃ
）
は
、
男
が
天
女
の
両
親
か
ら
難
題
を
課
さ
れ
る
と

い
う
話
で
あ
る
。（
Ｃ
）を
含
む
話
は
四
十
七
事
例
で
あ
っ
た
。ほ
か
の（
Ａ
）

（
Ｂ
）（
Ｄ
）に
比
べ
て
、（
Ｃ
）を
含
む
事
例
が
少
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
男
に
難
題
を
課
す
人
物
と
し
て
は
、
天
女
の
両
親
が
多
く
四
十
三
事

例
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
天
女
自
身
が
難
題
を
課
す
と
い
う
事
例
や
、

難
題
を
課
す
人
物
に
つ
い
て
詳
細
が
不
明
な
事
例
が
あ
っ
た
。
粟
や
瓜
の

種
を
播
く
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
播
い
た
粟
や
種
を
拾

え
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
農
作
物
の
収
穫
な
ど
の
農
作
業

が
あ
り
、
籠
で
水
を
汲
め
、
大
岩
を
担
げ
な
ど
の
無
理
難
題
が
あ
っ
た
。

西
日
本
に
は
、
山
の
木
を
切
っ
て
焼
き
、
畑
に
し
ろ
と
い
う
も
の
も
あ
っ

た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
瓜
の
種
を
播
け
、
瓜
を
収
穫
し
ろ
、
な

ど
と
し
て
、（
Ｃ
）
の
場
面
に
も
瓜
類
が
登
場
す
る
事
例
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。（
Ｃ
）に
瓜
類
が
登
場
し
て
い
る
話
は
二
十
四
事
例
で
、
宮
城
、
秋

田
、
福
島
、
新
潟
、
長
野
、
鳥
取
、
島
根
、
広
島
、
高
知
、
鹿
児
島
と
、

東
北
か
ら
九
州
ま
で
広
い
範
囲
に
存
在
し
て
い
る
。

（
Ｄ
）の
要
素　
（
Ｄ
）
は
、
男
が
食
べ
る
な
と
言
わ
れ
て
い
た
瓜
を
食
べ

る
と
、
瓜
か
ら
水
が
出
て
天
女
と
男
が
隔
て
ら
れ
、
こ
れ
が
七
夕
の
由
来

で
あ
る
、と
い
う
話
で
あ
る
。（
Ｄ
）を
含
む
話
は
一
一
九
事
例
で
あ
っ
た
。

瓜
な
ど
の
食
物
を
食
べ
た
り
取
っ
た
り
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
水
が
出
た
り

大
雨
に
な
っ
た
り
し
て
、
天
女
と
男
が
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
話
が
多
く
、
八
十
六
事
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
水
が
出
る
と
は
言

わ
な
い
が
食
物
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
話
が
八
事
例
、
食
物
の
こ
と
は
言

わ
な
い
が
水
に
よ
っ
て
離
れ
離
れ
に
な
る
と
い
う
話
が
四
事
例
あ
っ
た
。

そ
の
食
物
は
、
瓜
・
胡
瓜
・
西
瓜
な
ど
の
瓜
類
が
八
十
九
事
例
と
ほ
と
ん

ど
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
果
物
や
梅
干
し
な
ど
の
事
例
が
あ
っ

た
。
食
べ
物
や
水
が
登
場
し
な
い
話
で
は
、
た
と
え
ば
［
Ａ
─
Ｄ
］
と
い

う
組
み
合
わ
せ
の
事
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
天
女
が
天
へ
帰
る
時
に
一
年

に
一
度
、
七
月
七
日
に
会
う
こ
と
を
約
束
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
の

ほ
か
に
、
牛
飼
い
が
天
地
の
境
の
天
の
川
を
渡
ろ
う
と
す
る
と
、
怒
っ
た

天
帝
が
銀
の
か
ん
ざ
し
で
天
の
川
に
一
線
を
書
き
、
川
が
水
量
を
増
す
と

い
う
話
な
ど
が
あ
っ
た（
８
）。

ま
た
、
七
月
七
日
、
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
、
天

の
川
、
牽
牛
、
織
女
な
ど
、
七
夕
に
関
連
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
話

は
多
く
、
一
〇
二
事
例
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、（
Ａ
）で
は
「
天
女
」「
羽
衣
」「
水
」
と
い
う
要
素
が
、（
Ｂ
）
と

（
Ｃ
）で
は
「
瓜
」
と
い
う
要
素
が
、（
Ｄ
）で
は
「
瓜
」「
水
」「
七
夕
」
と

い
う
要
素
が
、
多
く
の
事
例
に
共
通
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。
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３　

伝
承
と
変
遷

　

次
に
、（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
昔
話
「
天
人

女
房
」
の
伝
承
と
変
遷
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み

合
わ
せ
を
東
北
か
ら
九
州
ま
で
の
都
府
県
ご
と
に
集
計
し
て
み
る
と
、
表

１
の
通
り
と
な
っ
た
。

（
Ａ
）を
含
む
事
例　

ま
ず
、（
Ａ
）の
天
女
と
羽
衣
の
話
を
含
む
事
例
を
見

て
み
る
。
①
［
Ａ
］
は
、
最
も
事
例
数
が
多
く
、
東
北
か
ら
九
州
の
鹿
児

島
ま
で
全
国
的
に
事
例
が
あ
っ
た
。
②
［
Ａ
─
Ｂ
］
は
、
東
海
・
近
畿
に

は
採
録
が
な
い
が
、
青
森
か
ら
鹿
児
島
ま
で
事
例
が
あ
る
。
③
［
Ａ
─
Ｂ

─
Ｃ
］
は
、
わ
ず
か
に
山
口
に
二
例
の
み
で
あ
っ
た（
９
）。

④
［
Ａ
─
Ｄ
］
は
、

東
北
か
ら
東
海
ま
で
事
例
が
な
く
、
兵
庫
か
ら
鹿
児
島
ま
で
少
数
が
点
在

し
て
い
る
か
た
ち
で
あ
る
。
⑤
［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｄ
］
は
、
関
東
・
東
海
・
近

畿
に
少
な
い
が
、
秋
田
・
岩
手
か
ら
鹿
児
島
ま
で
事
例
が
あ
る
。
⑥
［
Ａ

─
Ｂ
│
Ｃ
─
Ｄ
］
は
、
関
東
・
東
海
・
近
畿
に
少
な
い
が
、
秋
田
か
ら
鹿

児
島
ま
で
事
例
が
あ
る
。
な
お
、［
Ａ
─
Ｃ
］、［
Ａ
─
Ｃ
─
Ｄ
］
と
い
う

組
み
合
わ
せ
の
話
は
、
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
Ａ
）を
含
ま
な
い
事
例 　

次
に
、（
Ａ
）の
天
女
と
羽
衣
の
話
を
含
ま
ず
、

（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）の
い
ず
れ
か
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
事
例
を
見
て
み

る
。
⑦
［
Ｄ
］
は
、
山
形
・
東
京
・
鳥
取
・
岡
山
・
広
島
・
香
川
・
愛
媛
・

高
知
・
鹿
児
島
に
事
例
が
あ
る
。
⑧
［
Ｂ
─
Ｄ
］
は
、
茨
城
・
埼
玉
の
二

事
例
の
み
で
あ
る
。
⑨
［
Ｃ
─
Ｄ
］
は
、
山
陰
や
瀬
戸
内
な
ど
に
少
数
の

事
例
が
あ
る
。
⑩
［
Ｂ
─
Ｃ
─
Ｄ
］
は
、
徳
島
の
一
事
例
の
み
で
あ
る
。

な
お
、［
Ｂ
］、［
Ｃ
］、［
Ｂ
─
Ｃ
］
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
話
は
、
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

伝
承
と
変
遷　

以
上
の
整
理
か
ら
注
目
さ
れ
る
点
は
、①［
Ａ
］と
⑦［
Ｄ
］

と
が
そ
れ
ぞ
れ
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
こ
か
ら
、（
Ａ
）

の
天
女
と
羽
衣
の
話
と
（
Ｄ
）の
瓜
と
七
夕
の
話
と
は
、
も
と
も
と
は
別

の
伝
承
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、（
Ａ
）と
（
Ｄ
）と
の
結
び

つ
き
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、（
Ｂ
）の
瓜
の
蔓
を
伝
い
天
上

へ
行
く
話
と
（
Ｃ
）の
難
題
の
話
で
あ
る
。
ま
ず
（
Ｂ
）に
つ
い
て
見
て

み
る
と
、
②
［
Ａ
─
Ｂ
］、
⑤
［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｄ
］
は
東
北
か
ら
九
州
ま
で
広

く
存
在
し
て
い
る
。
次
に
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、［
Ａ
─
Ｃ
］［
Ａ

─
Ｃ
─
Ｄ
］
と
い
う
事
例
は
確
認
で
き
ず
、
③
［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｃ
］
も
わ
ず

か
二
事
例
の
み
で
あ
る
。（
Ｃ
）を
含
む
話
は
全
体
で
四
十
七
事
例
で
あ
り
、

（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｄ
）を
含
む
話
と
比
べ
る
と
少
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

（
Ａ
）の
天
女
と
羽
衣
の
話
と
（
Ｄ
）の
瓜
と
七
夕
の
話
と
の
結
び
つ
き

の
上
で
、（
Ｂ
）の
瓜
の
蔓
を
伝
い
天
上
へ
行
く
話
が
そ
の
媒
介
の
役
を

果
た
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、（
Ｃ
）の
難
題
の
話
は
、

あ
と
か
ら
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
を
、
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表
１　

各
組
み
合
わ
せ
の
事
例
数
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こ
の
昔
話
の
伝
承
の
上
で
の
前
後
関
係
と
し
て
図
式
化
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

①
［
Ａ
］／
⑦
［
Ｄ
］　

→　

⑤［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｄ
］　

→　

⑥［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｃ

─
Ｄ
］

二
、
文
献
の
追
跡

　

以
上
は
、
昔
話
と
し
て
近
現
代
に
採
録
さ
れ
た
話
の
分
析
か
ら
、
そ
の

歴
史
的
な
伝
承
と
変
遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
過

去
か
ら
現
在
へ
と
口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
民
俗
伝
承
の
中
に
は
、

こ
れ
ま
で
に
ど
の
部
分
が
変
化
し
に
く
く
、
ど
の
部
分
が
変
わ
っ
て
き
て

い
る
の
か
、
そ
の
歴
史
的
な
伝
承
と
変
遷
の
過
程
を
示
す
情
報
が
含
ま
れ

て
い
る
。
民
俗
伝
承
を
広
く
集
め
て
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
歴

史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

歴
史
文
献
に
記
さ
れ
た
情
報
は
、そ
の
年
代
が
特
定
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、

伝
承
と
変
遷
の
歴
史
を
追
跡
す
る
上
で
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

民
俗
伝
承
の
情
報
と
、
歴
史
文
献
の
情
報
と
を
、
併
せ
て
活
用
し
て
い
く

こ
と
が
、
話
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
必
要
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ

で
、
文
献
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
天
人
女
房
」
の
類
話
に
つ
い
て
、
先
行

研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
追
跡
し
て
み
る
こ
と
と
す
る）

（1
（

。

　

な
お
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
口
承
文
芸
研
究
の
端
緒
を
拓
い
た
柳
田
國

男
は
、
昔
話
を
次
の
三
つ
の
形
式
を
具
え
た
ハ
ナ
シ
と
定
義
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
①
ハ
ナ
シ
の
う
ち
で
「
昔
々
あ
る
所
に
」
と
い
う
類
の
文
句
で

始
ま
る
、
②
区
切
り
ご
と
に
ト
サ
・
ゲ
ナ
な
ど
の
語
を
付
し
又
聞
き
で
あ

る
こ
と
を
示
す
、
③
最
後
に
「
ド
ン
ト
ハ
ラ
ヒ
」「
ム
カ
シ
コ
ッ
キ
リ
」

な
ど
一
定
の
言
葉
を
も
っ
て
話
の
終
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
う
三

つ
で
あ
る
〔
柳
田　

一
九
三
五
〕。
そ
の
定
義
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

歴
史
文
献
に
記
録
さ
れ
た「
天
人
女
房
」の
類
話
は
昔
話
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
現
代
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
昔
話
と
、
歴
史
文
献
に
記
さ

れ
て
い
る
話
と
が
、
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
に
は
歴
史
的
な
つ

な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
両
方
を
分
析
の
対
象
と

す
る
。

１　
「
羽
衣
」
と
「
た
な
ば
た
」

『
古
事
記
』
と
『
万
葉
集
』
の
「
た
な
ば
た
」　

ま
ず
は
、「
羽
衣
」
と
「
た
な

ば
た
」と
い
う
語
に
つ
い
て
、
文
献
上
の
早
い
例
を
見
て
み
る
。「
た
な
ば

た
」
と
い
う
語
の
早
い
例
は
、『
古
事
記
』と『
古
語
拾
遺
』に
確
認
で
き
る
。

『
古
事
記
』（
七
一
二
年
）の
上
巻
に
は
、
天
若
日
子
の
弔
い
の
場
面
の
高

比
売
命
の
歌
に
「
天
な
る
や　

弟
棚
機（
お
と
た
な
ば
た
）の　

項
が
せ
る　

玉
の
御
統　

御
統
に　

足
玉
は
や　

み
谷　

二
渡
ら
す　

阿
治
志
貴
高
日
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子
根
の　

神
そ
」
と
あ
る）

（（
（

。
ま
た
、『
古
語
拾
遺
』（
八
〇
七
年
）に
は
、
天

棚
機
姫
神
（
あ
ま
の
た
な
ば
た
ひ
め
の
か
み
）
が
神
衣
を
織
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の『
古
事
記
』と『
古
語
拾
遺
』に
は
、
牽
牛
と
織
女
が
年
に

一
度
七
月
七
日
に
天
の
川
を
渡
っ
て
会
う
と
い
う
中
国
の
伝
承
は
見
ら
れ

ず
、
天
の
女
で
あ
る
「
た
な
ば
た
」
が
神
の
衣
を
織
る
と
い
う
信
仰
が
確

認
で
き
、
折
口
信
夫
は
そ
れ
が
日
本
古
来
の
「
た
な
ば
た
」
の
伝
承
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
〔
折
口　

一
九
二
七
〕。

　

次
に
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
歌
集
で
あ
る
『
万
葉
集
』
を
見
る
と
、
七

夕
に
つ
い
て
の
和
歌
が
約
一
三
〇
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
彦

星
と
織
女
（
た
な
ば
た
つ
め
）
と
今
夜
逢
は
む
天
の
川
門
に
波
立
つ
な
ゆ

め
」（
二
〇
四
〇
番
歌
）
と
い
う
歌
が
あ
る）

（1
（

。
こ
こ
に
は
、
日
本
古
来
の

伝
承
に
加
え
て
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
牽
牛
と
織
女
の
伝
承
の
影
響
も
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
『
古
事
記
』、『
古
語
拾
遺
』、『
万
葉

集
』
に
は
「
た
な
ば
た
」
の
語
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、（
Ｄ
）
の
瓜
か
ら

水
が
出
る
と
い
う
話
や
、
羽
衣
と
の
結
び
つ
き
は
見
ら
れ
な
い
。

『
竹
取
物
語
』の「
羽
衣
」　

一
方
、「
羽
衣
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
早
い

例
と
し
て
は
、九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
初
頭
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る『
竹

取
物
語
』
が
あ
る）

（1
（

。
か
ぐ
や
姫
が
天
に
帰
る
場
面
で
「
天
の
羽
衣
」
が
登

場
し
て
お
り
、「
衣
着
せ
つ
る
人
は
、心
異
に
な
る
な
り
」と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
羽
衣
は
天
人
が
着
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
か
ぐ
や
姫
が
月

に
帰
る
の
は
八
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。『
竹
取
物
語
』
に
は
「
羽
衣
」

と
い
う
語
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、（
Ａ
）
の
男
が
羽
衣
を
奪
っ
て
天
女
を

妻
に
す
る
と
い
う
話
や
、
七
夕
と
の
結
び
つ
き
は
見
ら
れ
な
い
。

『
論
春
秋
歌
合
』の「
羽
衣
」と
七
夕　

羽
衣
と
七
夕
の
結
び
つ
き
を
考
え

る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
延
喜
末
年
（
九
二
二
）
以
前
成
立
と
さ
れ
る

『
論
春
秋
歌
合
』
の
、
豊
主
に
よ
る
「
倭
文
機（
し
づ
は
た
）に
天
の
羽

衣
織
り
か
け
て
彦
星
を
待
つ
秋
は
ま
さ
れ
り
」（
六
番
歌
）と
い
う
歌
で
あ

る）
（1
（

。織
女
が
羽
衣
を
織
っ
て
彦
星
を
待
つ
と
い
う
内
容
で
、一
首
の
中
に
、

「
羽
衣
」
と
い
う
語
と
、「
彦
星
」「
秋
」
と
い
う
七
夕
の
要
素
と
が
詠
み

こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
ま
だ
、（
Ａ
）
の
天
女
と
羽
衣
の

話
や
（
Ｄ
）
の
瓜
と
七
夕
の
話
の
よ
う
な
具
体
的
な
話
は
見
ら
れ
な
い
。

２　
『
風
土
記
』
逸
文

『
近
江
国
風
土
記
』逸
文　
『
風
土
記
』の
逸
文
の
中
に
、男
が
羽
衣
を
奪
っ

て
天
女
を
妻
に
す
る
と
い
う
、
昔
話
の
「
天
人
女
房
」
の
（
Ａ
）
と
よ
く

似
た
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

ひ
と
つ
は
、『
近
江
国
風
土
記
』
逸
文
の「
伊
香
小
江
」で
あ
る
。
こ
れ

は
『
帝
王
編
年
記
』（
一
三
六
四
か
ら
一
三
八
〇
年
ご
ろ
成
立
）
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
奈
良
時
代
の
八
世
紀
の
『
風
土
記
』
に
記
さ
れ
て
い
た
も

の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い）

（1
（

。
そ
の
あ
ら
す
じ
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は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

近
江
の
国
伊
香
の
郡
の
與
胡
の
郷
、
伊
香
の
小
江
に
、
天
の
八
乙
女
が

白
鳥
と
な
っ
て
天
か
ら
降
り
、
水
浴
び
を
し
て
い
る
と
、
伊
香
刀
美
が
白

い
犬
に
天
の
羽
衣
を
盗
ま
せ
る
。
最
も
年
少
の
天
女
は
天
へ
帰
れ
な
く
な

り
、
伊
香
刀
美
と
夫
婦
に
な
る
。
天
女
は
男
二
人
、
女
二
人
の
子
ど
も
を

産
む
。
こ
れ
が
伊
香
連
の
先
祖
で
あ
る
。
後
に
天
女
は
天
の
羽
衣
を
探
し

出
し
、
そ
れ
を
着
て
天
へ
昇
る
。

　

こ
の
『
近
江
国
風
土
記
』
逸
文
の
話
は
、
天
の
女
が
水
浴
び
を
し
て
い

る
と
羽
衣
を
奪
わ
れ
て
男
の
妻
に
な
る
が
、
や
が
て
天
へ
帰
る
と
い
う
あ

ら
す
じ
で
、
昔
話
「
天
人
女
房
」の（
Ａ
）の
天
女
と
羽
衣
の
話
と
類
似
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）の
話
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。

『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文　
『
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
類
話
の
も
う
ひ
と
つ

は
、『
丹
後
国
風
土
記
』逸
文
の「
奈
具
社
」で
あ
る
。
こ
れ
は『
古
事
記
裏

書
』と『
元
元
集
』
巻
第
七
に
よ
る
も
の
で
、『
古
事
記
裏
書
』
は
、
著
者

を
鎌
倉
中
期
の
平
野
神
社
の
神
官
で
あ
る
卜
部
兼
文
と
す
る
説
と
、
兼
文

の
註
で
あ
る
末
尾
の
二
項
以
外
は
、
北
畠
親
房
（
一
二
九
三
─
一
三
五
四

年
）の
述
作
と
す
る
説
と
が
あ
る
。『
元
元
集
』は
、
北
畠
親
房
の
著
で
、

建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
の
成
立
と
さ
れ
る）

（1
（

。
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

　

丹
後
国
丹
波
郡
、
比
治
里
の
比
治
山
の
頂
の
麻
奈
井
に
、
天
女
八
人
が

降
り
て
き
て
水
浴
び
を
す
る
。
和
奈
佐
老
夫
婦
が
、
一
人
の
天
女
の
衣
裳

を
隠
す
。
天
女
は
天
に
の
ぼ
れ
ず
、
老
夫
婦
の
子
ど
も
に
な
る
。
天
女
が

飲
め
ば
病
が
癒
え
る
酒
を
醸
し
て
、
夫
婦
の
家
は
豊
か
に
な
る
。
夫
婦
は

お
前
は
我
が
子
で
は
な
い
と
言
っ
て
天
女
を
追
い
出
す
。
天
女
は
、
奈
具

の
社
の
豊
宇
賀
能
売
命
と
な
っ
た
。

　

こ
の
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
話
は
、
天
女
が
男
の
妻
に
な
る
の
で

は
な
く
老
夫
婦
の
子
に
な
る
点
、
病
が
癒
え
る
酒
を
醸
し
て
家
を
富
ま
せ

る
点
な
ど
で
、
昔
話
の
「
天
人
女
房
」
の
類
話
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い

特
徴
を
持
つ
も
の
の
、
天
女
が
水
辺
で
衣
を
奪
わ
れ
る
点
や
、
や
が
て
家

を
去
る
と
い
う
点
で
、
昔
話「
天
人
女
房
」の
（
Ａ
）の
天
女
と
羽
衣
の
話

と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）の
話
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。

　

以
上
の『
近
江
国
風
土
記
』
逸
文
と
『
丹
後
国
風
土
記
』逸
文
の
記
事
は
、

（
Ａ
）
の
天
女
と
羽
衣
の
話
を
含
む
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い

ず
れ
も
（
Ａ
）の
話
の
部
分
だ
け
で
、（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）の
話
は
見
ら
れ

ず
、七
夕
や
瓜
と
い
う
要
素
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。な
お
、

こ
の
よ
う
な
（
Ａ
）
の
み
の
か
た
ち
の
話
は
そ
の
後
の
文
献
に
も
記
さ
れ

て
お
り
、
た
と
え
ば
、
室
町
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
謡
曲
「
羽
衣
」
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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３　
『
袖
中
抄
』

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
か
ら
三
年

（
一
一
八
七
）
頃
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
袖
中
抄
』
巻
十
六
の
記

述
で
あ
る
。
著
者
の
顕
昭
は
、
平
安
中
期
の
『
好
忠
集
』の「
よ
ご
の
う
み

に
き
つ
ゝ
な
れ
け
む
を
と
め
ご
が
天
の
羽
衣
ほ
し
つ
ら
む
や
ぞ
」（
一
九
四

番
歌
）
と
い
う
和
歌
の
解
説
と
し
て
、
昔
話
「
天
人
女
房
」
と
類
似
し
た

話
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で
あ
る）

（1
（

。

　

近
江
国
よ
ご
の
海
に
織
女
が
下
り
て
水
浴
を
す
る
。
男
が
脱
ぎ
置
か
れ

て
い
た
天
衣
（
ア
マ
ノ
ハ
ゴ
ロ
モ
）
を
取
っ
た
の
で
、
織
女
は
帰
る
こ
と

が
で
き
ず
男
の
妻
に
な
る
。
織
女
は
子
ど
も
を
生
む
が
、
天
上
へ
帰
り
た

く
て
泣
き
暮
ら
す
。
男
が
留
守
の
間
に
子
ど
も
が
天
の
羽
衣
を
取
り
出
す

と
、
織
女
は
そ
れ
を
着
て
天
へ
昇
る
。
織
女
は
天
に
上
が
る
時
に
、
七
月

七
日
ご
と
に
下
り
て
海
の
水
を
浴
び
る
と
約
束
を
し
た
。
そ
の
子
孫
は
今

で
も
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
話
で
は
、「
天
衣
」
と
い
う
要
素
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

昔
話
と
し
て
整
理
し
た（
Ａ
）の
天
女
と
羽
衣
の
話
が
具
体
的
に
語
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、「
天
女
」が
「
織
女
」と
さ
れ
て
お
り
、
織
女
が
去
り

際
に
七
月
七
日
に
降
り
て
く
る
と
約
束
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、「
七

夕
」の
要
素
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、（
Ａ
）の
具
体
的
な
話
と
、「
七
夕
」

の
要
素
と
が
、
結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
ま
だ
こ
こ
に
は
、

（
Ｄ
）の
瓜
か
ら
水
が
出
て
男
女
が
隔
て
ら
れ
る
と
い
う
具
体
的
な
話
は

確
認
で
き
な
い
。

４　

御
伽
草
子
『
天
稚
彦
草
子
』

あ
ら
す
じ　
『
天
稚
彦
草
子
』
は
、
詞
書
を
後
花
園
天
皇
、
絵
を
土
佐
広

周
と
伝
え
る
十
五
世
紀
の
絵
巻
で
あ
る）

11
（

。
そ
の
あ
ら
す
じ
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

　

⑴
大
蛇
が
娘
を
嫁
に
く
れ
な
け
れ
ば
食
う
と
長
者
を
脅
す
。
末
娘
が
嫁

に
行
き
、
蛇
の
頭
を
爪
切
り
で
切
る
と
蛇
は
美
し
い
男
の
姿
に
な
り
天
稚

彦
と
名
乗
る
。
あ
る
日
、
天
稚
彦
は
用
事
が
あ
っ
て
空
へ
昇
る
。
⑵
約
束

の
日
が
過
ぎ
て
も
天
稚
彦
が
戻
ら
な
い
の
で
、
娘
は
一
夜
ひ
さ
ご
に
乗
っ

て
天
へ
昇
り
天
稚
彦
と
再
会
す
る
。
⑶
天
稚
彦
の
父
で
あ
る
鬼
が
娘
に
、

①
数
千
の
牛
を
昼
は
野
へ
出
し
、
夜
は
牛
屋
に
入
れ
よ
、
②
倉
の
米
千
穀

を
一
粒
も
落
と
さ
ず
別
の
倉
に
運
べ
、
③
百
足
の
蔵
で
七
日
過
ご
せ
、
④

蛇
の
城
で
七
日
過
ご
せ
、
と
次
々
に
難
問
を
課
す
。
娘
は
そ
れ
を
、
天
稚

彦
か
ら
譲
り
受
け
た
袖
を「
天
稚
彦
の
袖
」と
言
い
な
が
ら
振
っ
て
や
り
遂

げ
る
。
⑷
鬼
は
「
月
に
一
度
だ
け
な
ら
会
っ
て
も
よ
い
」
と
言
う
が
、
娘

は
「
年
に
一
度
」
と
聞
き
間
違
え
る
。
鬼
が
苽
を
地
面
に
打
ち
つ
け
る
と

天
の
川
と
な
り
、
娘
と
天
稚
彦
は
七
夕
と
彦
星
と
な
っ
て
、
年
に
一
度
七

月
七
日
の
晩
に
だ
け
逢
う
こ
と
に
な
っ
た
。
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注
目
さ
れ
る
点　

こ
の
話
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
昔
話
と
し
て
伝
承

さ
れ
て
き
て
い
る「
天
人
女
房
」と
は
男
女
が
逆
転
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

冒
頭
で
は
、
蛇
が
家
に
や
っ
て
来
て
娘
を
嫁
に
く
れ
と
言
っ
て
い
る
が
、

昔
話
「
天
人
女
房
」
の
中
に
は
そ
の
よ
う
な
事
例
は
確
認
で
き
ず
、
男
女

が
逆
転
し
て
い
る
も
の
も
一
事
例
の
み
で
あ
っ
た）

1（
（

。

　

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
娘
が「
一
夜
ひ
さ
ご
」に
乗
っ
て
天
へ
行
っ

た
と
い
う
点
で
あ
る
。「
ひ
さ
ご
」は
夕
顔
・
瓢
箪
な
ど
の
総
称
と
さ
れ

て
い
る
。
昔
話
「
天
人
女
房
」の（
Ｂ
）で
は
、
多
く
の
場
合
、
男
が
夕
顔

や
南
瓜
、
胡
瓜
な
ど
の
瓜
類
の
蔓
を
伝
っ
て
天
上
へ
行
く
と
語
ら
れ
て
い

る
。『
天
稚
彦
草
子
』
で
の
記
述
は
「
一
夜
ひ
さ
ご
に
乗
り
て
、
空
へ
昇

ら
ん
と
思
ふ
」
と
あ
る
の
み
で
、
具
体
的
に
植
物
を
育
て
た
り
蔓
を
昇
っ

た
り
す
る
様
子
は
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
瓜
類
と
い
う
要
素
に
注
目

す
る
な
ら
ば
、
昔
話
と
し
て
の
伝
承
と
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
難
題
の
内
容
に
つ
い
て
注
意
し
て
み
る
。『
天
稚
彦
草
子
』
の

四
つ
の
難
題
は
、
い
ず
れ
も
昔
話
「
天
人
女
房
」
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

内
容
で
あ
る
。
た
だ
し
、
娘
が
天
稚
彦
の
袖
を
振
っ
て
難
題
を
や
り
と
げ

る
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
昔
話
の
中
に
も
類
似
し
た
事
例
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
新
潟
県
佐
渡
郡
畑
野
町
（
現
佐
渡
市
）
や
徳
島
県
三
好
郡
西

祖
谷
山
村
（
現
三
好
市
）
の
事
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
妻
に
教
え
ら
れ
た
通

り
に
扇
や
扇
子
を
あ
お
ぐ
こ
と
で
、
男
が
難
題
を
や
り
と
げ
て
い
る）

11
（

。

　

話
の
最
後
の
部
分
で
は
、
父
の
鬼
が
苽
を
地
面
に
打
ち
つ
け
る
と
天
の

川
が
で
き
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
苽
」
は
、
字
と
し
て
は
「
菰
」

と
同
じ
で
マ
コ
モ
ま
た
は
そ
の
実
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
新
潮
日

本
古
典
集
成
34
』（
一
九
七
六
年
、
新
潮
社
）の
註
で
は
、「
瓜
」の
誤
字
で

あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
昔
話
と
し
て
近
現
代
に
採
録
さ
れ
た

話
の
中
に
、
コ
モ
か
ら
水
が
出
る
と
す
る
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
か

ら
も
、「
瓜
」
の
誤
字
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

構
成
の
整
理　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
伽
草
子
『
天
稚
彦
草
子
』
の

話
は
、
昔
話
「
天
人
女
房
」
の
整
理
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
次
の
よ
う

に
整
理
で
き
る
。

（
Ａ
）
女
が
天
か
ら
来
た
男
の
妻
に
な
る
。
や
が
て
男
は
天
に
帰
る
。

（
Ｂ
）
女
は
男
を
追
っ
て
一
夜
ひ
さ
ご
に
乗
っ
て
天
へ
行
く
。

（
Ｃ
）
女
は
男
の
父
か
ら
難
題
を
課
さ
れ
る
。

（
Ｄ
）
男
の
父
が
苽
を
地
面
に
打
ち
つ
け
る
と
天
の
川
と
な
り
、
男

女
は
年
に
一
度
七
月
七
日
に
会
う
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、こ
の
話
は（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）の
す
べ
て
を
具
え
て
お
り
、

昔
話
「
天
人
女
房
」
の
［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｃ
─
Ｄ
］
の
か
た
ち
に
近
い
話
で
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
男
女
が
逆
転
し
て
い
る
点
や
、
蛇
が
娘
を
嫁
に

ほ
し
い
と
長
者
を
脅
す
点
な
ど
は
、
昔
話
の
事
例
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
、
文
字
に
記
さ
れ
た
『
天
稚
彦
草
子
』
の
話
が
後
に
昔
話
と
し
て
伝
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承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
む
し
ろ
当
時
す
で
に
口
頭
で

語
ら
れ
伝
え
ら
れ
て
い
た
話
を
題
材
に
、
脚
色
が
加
え
ら
れ
て
『
天
稚
彦

草
子
』
の
話
が
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

５　
（
Ａ
）天
女
と
羽
衣
の
話
と
（
Ｄ
）瓜
と
七
夕
の
話
と
の
結
び
つ
き

　

昔
話
の
伝
承
と
変
遷
を
考
え
る
上
で
、
文
献
で
の
記
述
と
そ
れ
が
記
さ

れ
た
年
代
は
あ
く
ま
で
参
考
の
情
報
で
は
あ
る
も
の
の
、
以
上
の
整
理
で

は
、
十
世
紀
の
『
論
春
秋
歌
合
』に
ま
ず
「
羽
衣
」と
「
七
夕
」の
要
素
の

結
び
つ
き
が
確
認
で
き
、
そ
の
後
の
十
二
世
紀
の
『
袖
中
抄
』に（
Ａ
）

の
具
体
的
な
話
と
「
七
夕
」の
要
素
と
の
結
び
つ
き
が
、
さ
ら
に
そ
の
後

の
十
五
世
紀
の
『
天
稚
彦
草
子
』
に
［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｃ
─
Ｄ
］
と
い
う
か
た

ち
の
話
が
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
文
献
記
録
の
上
で
は
、
先
に
（
Ａ
）
の
み
の
か
た
ち
が
確
認

で
き
、
後
に
な
っ
て
（
Ａ
）（
Ｂ
）（
Ｃ
）（
Ｄ
）
が
結
び
つ
い
た
か
た
ち
が

確
認
で
き
る
。
伝
承
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
は
、
先
に
記
さ
れ
た
文
献
の

内
容
が
、
後
に
記
さ
れ
た
文
献
の
内
容
よ
り
も
古
い
と
は
限
ら
な
い
も
の

の
、
こ
れ
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
近
現
代
に
採
録
さ
れ
た
日
本
各
地
の
昔

話
の
比
較
か
ら
導
き
出
し
た
、［
Ａ
］か
ら
［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｃ
─
Ｄ
］へ
と
い

う
推
定
に
沿
う
結
果
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
以
上
の
整
理
か
ら
は
、（
Ａ
）の
天
女
と
羽
衣
の
話
と
（
Ｄ
）の

瓜
と
七
夕
の
話
と
い
う
具
体
的
な
二
つ
の
話
の
結
び
つ
き
に
先
行
し
て
、

そ
の
前
の
段
階
で（
Ａ
）の
話
と
七
夕
の
要
素
と
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
可

能
性
が
指
摘
で
き
る）

11
（

。

三
、
本
稿
で
論
じ
た
要
点

　

最
後
に
、
本
稿
で
論
じ
た
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
柳
田
國
男
が
す
で
に
、
天
女
と
羽
衣
の
話
と
七
夕
の
由
来
の
話
と
は
も

と
は
別
の
話
で
あ
り
、
後
に
な
っ
て
結
び
つ
い
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘

し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
詳
細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
追
跡
し
て
い
な
か
っ

た
。
そ
の
柳
田
の
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
本
稿
で
は
新
た
に
、
昔
話
「
天

人
女
房
」は
、（
Ａ
）天
女
と
羽
衣
の
話
、（
Ｂ
）瓜
の
蔓
の
話
、（
Ｃ
）難
題

の
話
、（
Ｄ
）瓜
と
七
夕
の
話
、
と
い
う
四
つ
の
話
の
組
み
合
わ
せ
で
構

成
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
構
成
の
背
景
に
つ

い
て
、
以
下
の
⑵
と
⑶
を
指
摘
し
た
。

⑵（
Ａ
）の
み
の
伝
承
と
（
Ｄ
）の
み
の
伝
承
と
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、（
Ａ
）と（
Ｄ
）と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。

⑶
［
Ａ
─
Ｂ
］
と
［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｄ
］
と
い
う
結
び
つ
き
の
事
例
は
東
北
か

ら
九
州
ま
で
広
い
範
囲
に
事
例
が
存
在
す
る
。し
か
し
、［
Ａ
─
Ｃ
］と［
Ａ
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─
Ｃ
─
Ｄ
］と
い
う
事
例
は
確
認
で
き
ず
、［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｃ
］と
い
う
事
例

も
山
口
県
に
わ
ず
か
二
事
例
の
み
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、（
Ａ
）と

（
Ｄ
）と
の
結
び
つ
き
に
は
、（
Ｂ
）の
媒
介
が
あ
る
可
能
性
と
、
そ
の
後

か
ら（
Ｃ
）が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
可
能
性
と
が
、
推
定
さ
れ
る
。

⑷
そ
れ
に
対
し
て
文
献
上
の
記
録
で
は
、
十
世
紀
の『
論
春
秋
歌
合
』の
和

歌
に「
羽
衣
」と「
七
夕
」と
い
う
要
素
の
結
び
つ
き
が
確
認
で
き
る
。

十
二
世
紀
の『
袖
中
抄
』に
は
、（
Ａ
）の
天
女
と
羽
衣
の
話
と
七
夕
の
要

素
と
の
結
び
つ
き
が
確
認
で
き
る
。
十
四
世
紀
の
文
献
に
引
用
さ
れ
て
い

る
『
近
江
国
風
土
記
』逸
文
と『
丹
後
国
風
土
記
』逸
文
に
は
、（
Ａ
）の
み

の
か
た
ち
の
話
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
十
五
世
紀
の『
天
稚
彦
草
子
』

に
は
、［
Ａ
─
Ｂ
─
Ｃ
─
Ｄ
］に
近
い
か
た
ち
の
話
が
確
認
で
き
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
先
に（
Ａ
）と
七
夕
の
要
素
と
の
結
び
つ
き
が
あ
り
、

そ
の
後
、
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、（
Ａ
）と（
Ｄ
）

が
結
合
し
た
か
た
ち
の
話
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

以
上
が
、
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
昔
話
「
天
人
女
房
」
が
さ

ま
ざ
ま
な
構
成
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
読
み
解
き
の
一
つ
の
結

論
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
天
人
女
房
」
に
つ
い
て
、
日
本
国
内
の
類
話

の
構
成
全
体
に
注
目
し
た
分
析
を
試
み
、
文
献
記
録
の
情
報
も
活
用
し
な

が
ら
、
そ
の
伝
承
と
変
遷
の
歴
史
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た
。
昔
話
に

つ
い
て
は
、
関
敬
吾
以
降
、
国
際
比
較
と
話
型
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
い

き
、
そ
の
後
は
、
昔
話
の
伝
承
者
に
関
す
る
研
究
や
、
現
代
の
昔
話
の
伝

承
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
研
究
が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

中
で
、
柳
田
國
男
が
提
示
し
て
い
た
、
日
本
国
内
の
昔
話
を
は
じ
め
と
す

る
口
承
文
芸
が
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
き
た
の
か
と
い
う
研
究
視
点
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の
状
況
の
中
で
、
日
本
全
国
の
昔
話
の
採
録

の
成
果
を
集
成
し
た
『
日
本
昔
話
通
観
』
な
ど
の
貴
重
な
情
報
も
、
十
分

に
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

現
在
ま
で
民
俗
学
が
積
み
重
ね
て
き
た
昔
話
の
採
録
の
成
果
を
活
用
し

て
、柳
田
の
視
点
を
再
検
討
し
、改
良
し
て
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、

昔
話
が
含
む
歴
史
的
な
情
報
の
蓄
積
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
実
践
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
昔
話
を
長
く
伝
承
し
て
き
た
歴
史
か

ら
つ
な
が
る
現
在
の
文
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
化
さ
せ
、
現

代
社
会
に
お
け
る
口
承
文
芸
研
究
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
て
い
る
。

註（１
） 
大
島
建
彦
は
「
日
本
昔
話
の
類
話
」（『
言
語
生
活
』N

o.349

、
一
九
八
一
年
）
で
、
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⑴
結
婚
型
、
⑵
離
別
型
、
⑶
再
会
型
、
⑷
破
局
型
と
い
う
分
類
を
用
い
て
い
る
。

（
２
） 

稲
田
浩
二
ほ
か
『
日
本
昔
話
通
観
』（
一
九
七
七
年
、
同
朋
舎
出
版
）
で
は
、
巻

に
も
よ
る
が
「
昇
天
型
」「
あ
と
追
い
型
」「
七
夕
伝
説
型
」
な
ど
の
分
類
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

（
３
） 

郷
田
洋
文
「
天
人
女
房
譚
に
於
け
る
農
耕
儀
礼
的
背
景
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第

六
十
一
巻
第
五
号
、
一
九
六
〇
年
）
や
中
村
と
も
子
「
昔
話
「
天
人
女
房
」
に
関

す
る
い
く
つ
か
の
考
察
」（『
昔
話
伝
説
研
究
』第
三
十
七
号
、二
〇
一
八
年
）な
ど
。

（
４
） 

水
沢
謙
一
『
赤
い
聞
耳
ず
き
ん
─
下
条
登
美
（
64
才
）
の
語
る
二
百
五
十
一
話
─
』

（
一
九
六
九
年
、
野
島
出
版
）
一
八
四
頁
。

（
５
） 

大
鹿
村
教
育
委
員
会
『
大
河
原
の
民
俗
』（
一
九
七
四
年
）
一
三
三
頁
。

（
６
） 

稲
田
浩
二
ほ
か
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
４　

大
山
北
麓
の
昔
話
』（
一
九
七
〇
年
、

三
弥
井
書
店
）
二
三
二
頁
。

（
７
） 

東
京
都
教
育
庁
社
会
教
育
部
文
化
課
『
文
化
財
の
保
護
』
第
六
号
（
一
九
七
四
年
）

一
一
九
頁
。

（
８
） 

武
田
正
『
佐
藤
家
の
昔
話
』（
一
九
八
二
年
、
桜
楓
社
）
一
五
四
頁
。

（
９
） 

二
事
例
と
も
に
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
で
採
話
さ
れ
て
い
る
。宮
本
常
一『
周

防
大
島
昔
話
集
』（
一
九
五
六
年
、
大
島
文
化
研
究
連
盟
）（『
宮
本
常
一
著
作
集

52
』
二
〇
二
一
年
、
未
来
社
所
収
、
二
五
四
頁
、
二
五
六
頁
）。

（
10
） 

昔
話
「
天
人
女
房
」
の
類
話
に
つ
い
て
文
献
を
追
跡
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、

関
敬
吾
『
昔
話
の
歴
史
』（
一
九
六
六
年
、
至
文
堂
）
な
ど
が
あ
る
。「
羽
衣
」
と

「
七
夕
」
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
文
献
を
追
跡
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、
山
岡

敬
和
「
天
の
羽
衣
考

─
天
皇
は
な
ぜ
天
の
羽
衣
を
着
る
の
か

─
」（『
國
學
院

雑
誌
』
第
一
二
〇
巻
第
十
一
号
、
二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。

（
11
） 

本
稿
で
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１　

古
事
記
』（
一
九
九
七
年
、
小
学
館
）

を
参
照
し
た
。

（
12
） 

本
稿
で
は
文
部
省
教
育
局
編
『
古
語
拾
遺
』（
一
九
三
一
年
、
社
会
教
育
会
）
を

参
照
し
た
。

（
13
） 

本
稿
で
は『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
８　

萬
葉
集
③
』（
一
九
九
五
年
、小
学
館
）

を
参
照
し
た
。

（
14
） 

本
稿
で
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』（
一
九
九
四
年
、
小
学
館
）
を
参
照
し
た
。

（
15
） 

本
稿
で
は
、
本
文
に
つ
い
て
は
『
和
歌
文
学
大
系
48　

王
朝
歌
合
集
』（
二
〇
一
八

年
、明
治
書
院
）を
、成
立
年
代
に
つ
い
て
は『
新
編
国
歌
大
観
』巻
五（
一
九
八
七

年
、
角
川
書
店
）
を
参
照
し
た
。

（
16
） 

本
稿
で
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５　

風
土
記
』（
一
九
九
七
年
、
小
学
館
）

と
『
日
本
古
典
文
学
大
系
２　

風
土
記
』（
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
を
参
照

し
た
。

（
17
） 『
帝
王
編
年
記
』
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
『
国
史
大
辞
典
』（
一
九
七
九
年
か
ら
、

吉
川
弘
文
館
）
の
宮
崎
康
充
執
筆
の
「
帝
王
編
年
記
」
の
項
目
を
参
照
し
た
。
参

考
文
献
と
し
て
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
典
籍
解
題
』
歴
史
篇
（
一
九
五
〇
年
、

養
徳
社
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
） 

本
稿
で
は
『
国
史
大
辞
典
』（
一
九
七
九
年
か
ら
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
し
た
。

久
保
田
収
執
筆
の
項
目
「
古
事
記
裏
書
」
で
は
、
参
考
文
献
と
し
て
田
中
卓
「
校

訂
・
古
事
記
裏
書
」（『
日
本
古
典
の
研
究
』
一
九
七
三
年
、
皇
学
館
大
学
出
版
部

所
収
）
な
ど
が
、
平
田
俊
春
執
筆
の
項
目
「
元
元
集
」
で
は
、
参
考
文
献
と
し
て

平
田
俊
春
『
日
本
古
典
の
成
立
の
研
究
』（
一
九
五
九
年
、
日
本
書
院
）
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
19
） 

本
稿
で
は
『
日
本
歌
学
集
成
』
第
四
巻
、
第
五
巻
（
二
〇
〇
〇
年
、
三
弥
井
書
店
）

を
参
照
し
た
。

（
20
） 
本
稿
で
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
34　

御
伽
草
子
集
』（
一
九
七
六
年
、
新
潮
社
）

を
参
照
し
た
。

（
21
） 
群
馬
県
利
根
郡
新
治
村
（
現
み
な
か
み
町
）
の
事
例
。
持
谷
靖
子
『
と
ら
み
ば
あ

の
む
か
し
ば
な
し
』（
一
九
八
〇
年
）
六
十
八
頁
。

（
22
） 

丸
山
久
子
『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
３　

佐
渡
国
仲
の
昔
話
』（
一
九
七
一
年
、
三
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弥
井
書
店
）
五
十
二
頁
、
柳
田
國
男
『
全
国
昔
話
記
録　

阿
波
祖
谷
山
昔
話
集
』

（
一
九
四
三
年
、
三
省
堂
）
一
〇
〇
頁
。

（
23
） （
Ａ
）
の
天
女
と
羽
衣
の
話
と
、
七
夕
の
要
素
と
が
結
び
つ
い
て
い
っ
た
背
景
に

つ
い
て
は
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
も
紹
介
し
た
折
口
信
夫
の
七
夕
論
な
ど
が

参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、文
化
庁『
日
本
民
俗
地
図
』（
一
九
六
九
年
、

国
土
地
理
協
会
）
や
民
俗
調
査
報
告
書
な
ど
で
日
本
各
地
の
七
夕
行
事
に
つ
い
て

み
て
み
る
と
、
水
浴
を
す
る
、
井
戸
浚
え
を
す
る
、
着
物
を
飾
る
な
ど
、「
水
」

と
「
着
物
」
に
関
す
る
伝
承
が
広
い
範
囲
に
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
（
Ａ
）
と
し

て
整
理
し
た
天
女
と
羽
衣
の
話
は
、
男
が
「
水
辺
」
で
天
女
の
「
羽
衣
」
を
奪
う

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
七
夕
行
事
と
要
素
が
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
資
料
を
集
め
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

参
考
文
献

稲
田
浩
二
ほ
か　

一
九
七
七
─
一
九
九
八　
『
日
本
昔
話
通
観
』
本
篇
二
十
九
巻
、
研
究

篇
二
巻　

同
朋
舎
出
版

折
口
信
夫　

一
九
二
七
、一
九
二
八　
「
水
の
女
」『
民
族
』
第
二
巻
第
六
号
、
第
三
巻
第

二
号
（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
、
一
九
六
五
年
、
中
央
公
論
社
所
収
）

折
口
信
夫　

一
九
三
五　
「
た
な
ば
た
供
養
」『
俳
句
研
究
』
第
二
巻
第
七
号
、
談
話
筆

記
（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
五
巻
、
一
九
六
七
年
、
中
央
公
論
社
所
収
）

君
島
久
子　

一
九
七
八　
「
東
洋
の
天
女
た
ち
─
羽
衣
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
」『
民
話
と
伝

承
・
世
界
の
民
族
』　

朝
日
新
聞
社

君
島
久
子　

一
九
八
四　
「
中
国
の
羽
衣
説
話
─
そ
の
分
布
と
系
譜
─
」『
日
本
昔
話
研

究
集
成
２　

昔
話
の
発
生
と
伝
播
』　

名
著
出
版

関
敬
吾　

一
九
六
六　
『
昔
話
の
歴
史
』　

至
文
堂（『
関
敬
吾
著
作
集
２　

昔
話
の
歴
史
』

一
九
八
二
年
、
同
朋
舎
出
版
所
収
）

柳
田
國
男　

一
九
三
五
（
一
九
三
五
か
ら
一
九
三
六
）　
「
昔
話
覚
書
」『
昔
話
研
究
』
一

号
か
ら
十
二
号（「
昔
話
と
伝
説
と
神
話
」と
改
題
、『
口
承
文
芸
史
考
』一
九
四
七
年
、

中
央
公
論
社
所
収
）（『
定
本
柳
田
國
男
集
』第
六
巻
、一
九
六
八
年
、筑
摩
書
房
所
収
）

柳
田
國
男　

一
九
三
六　
「
犬
飼
七
夕
譚
」『
俳
句
研
究
』
三
巻
八
号
（『
年
中
行
事
覚
書
』

一
九
五
五
年
、
修
道
社
所
収
）（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
十
三
巻
、
一
九
六
九
年
、

筑
摩
書
房
所
収
）


