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「
物
語
」
の
表
現
方
法

　
　
―
『
竹
取
物
語
』
末
尾
の
「
矛
盾
」
を
手
が
か
り
に
―

山
田
利
博

　
　
　

一
、
問
題
の
所
在

　
『
竹
取
物
語
』
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
大
き
な
矛
盾
が
存
在
す
る

こ
と
が
古
来
知
ら
れ
て
い
る
。「
翁
の
年
齢
」
と
「
か
ぐ
や
姫
を
引
き
留

め
る
軍
を
率
い
た
の
は
『
勅
使
少
将
』
な
の
か
『
頭
中
将
』
な
の
か
」
で

あ
る
。
今
さ
ら
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
の
出
発

点
と
な
る
の
で
再
確
認
し
て
お
く
。

　
「
翁
の
年
齢
」
の
「
矛
盾
」
は
、
竹
取
の
翁
が
結
婚
す
る
よ
う
、
か
ぐ

や
姫
を
説
得
す
る
箇
所
で
は
、「
翁
年
七
十
に
あ
ま
り
ぬ
。
け
ふ
と
も
あ

す
と
も
し
ら
ず（

1
（

」（
四
二
頁
）
と
あ
る
の
に
、「
か
ぐ
や
姫
を
や
し
な
ひ
奉

事
廿
餘
年
に
な
り
ぬ
」（
五
〇
七
頁
）
と
あ
る
の
で
通
常
二
〇
年
ほ
ど
時

間
が
経
過
し
た
と
さ
れ
て
い
る
姫
が
昇
天
す
る
直
前
の
箇
所
で
は
、「
翁

今
年
は
五
十
ば
か
り
な
り
け
れ
ど
も
物
思
ひ
に
は
か
た
時
に
な
ん
老
に
成

に
け
り
と
見
ゆ
」（
四
五
八
～
四
五
九
頁
）
と
、
逆
に
若
返
っ
て
い
る
と

い
う
も
の
で
、
と
も
に
諸
本
間
の
異
同
が
な
い
た
め
、
古
来
様
々
な
解
釈

が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
上
坂
信
男
『
竹
取
物
語
全
評

釈
』
本
文
評
釈
編
（
右
文
書
院　

一
九
九
九
年
）
が
簡
便
に
ま
と
め
て
い

る
。
本
稿
の
後
の
考
察
に
も
響
い
て
く
る
た
め
、
簡
便
と
は
言
え
や
や
長

い
け
れ
ど
も
引
用
し
て
お
く
。
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�
こ
の
物
語
の
年
齢
記
述
に
つ
い
て
、錯
誤
説
や
ら
誤
字
説
や
ら
附
会
、

強
調
と
種
々
説
か
れ
て
い
る
。
岡
『
評
釈
』
を
ま
ず
引
こ
う
。「「
つ

ま
ど
ひ
」
の
段
に
「
翁
年
七
十
に
余
り
ぬ
」
と
あ
り
、
こ
の
後
、
月

か
ら
の
迎
え
の
天
人
に
答
え
る
所
に
「
か
く
や
姫
を
養
ひ
た
て
ま
つ

る
こ
と
廿
余
年
に
な
り
ぬ
」
と
あ
る
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
『
解
』

は
種
々
の
説
を
あ
げ
て
、
一
説
に
は
「
七
十
は
真
実
、
五
十
は
勅
使

の
目
に
そ
う
映
っ
た
の
だ
。」
と
い
い
、
ま
た
一
説
に
は
「
七
十
余

か
ら
廿
余
年
経
て
ば
現
在
の
翁
は
約
百
歳
、
ふ
だ
ん
は
五
十
位
に
し

か
見
え
な
か
っ
た
の
が
、
歎
き
に
よ
っ
て
百
歳
の
姿
が
出
て
し
ま
っ

た
の
だ
。」と
い
い
、鈴
木
朗
は
、「
作
者
の
ふ
と
し
た
ま
ち
が
い
だ
。」

と
い
っ
て
い
る
な
ど
注マ

マ意
し
て
い
る
が
、
最
近
吉
池
浩
氏
は
、
翁
の

年
齢
は
地
の
文
に
よ
っ
て
考
え
る
べ
く
、
翁
の
詞
に
よ
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
新
説
を
出
し
、
こ
の
段
の
「
翁
こ
と
し
は
五
十
ば
か
り

な
り
け
れ
ど
も
」
は
地
の
文
だ
か
ら
、
信
ず
べ
く
、「
つ
ま
ど
ひ
」

の
段
の
「
翁
年
七
十
に
余
り
ぬ
」
は
、
翁
が
か
ぐ
や
姫
に
結
婚
を
す

す
め
る
た
め
の
言
だ
か
ら
誇
張
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）」

『
最
新
』に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。「
五
十
・
ば
か
り
─
─
前［
一
〇
］

で
は
「
と
し
七
十
に
あ
ま
り
ぬ
」
と
翁
自
身
が
言
っ
て
い
ま
す
。

［
九
一
］で
は
「
か
ぐ
や
姫
を
や
し
な
ひ
た
て
ま
つ
る
こ
と
廿
余
年
に

な
り
ぬ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
で
は
計
算
が
逆
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
賀
茂
真
淵
は
「
九
十
」
の
誤
り
だ
ろ
う
か
と

言
っ
て
い
ま
す
が
、
九
十
な
ら
「
ひ
げ
も
白
く
腰
も
か
が
ま
り
目
も

た
だ
れ
」
た
っ
て
別
に
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
そ
の
時

の
興
に
従
っ
て
書
い
て
い
っ
た
の
で
、
作
者
も
先
の
こ
と
は
忘
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
物
語
に
は

随
所
に
そ
う
し
た
矛
盾
が
見
出
だ
さ
れ
ま
す
。
前
の
「
な
た
ね
の
大

き
さ
」
と
「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」
と
の
矛
盾
も
そ
の
一
つ
で
す
。

し
か
し
、
合
理
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
こ
の
物
語
を

き
ず
つ
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。」
即
ち
、「
場
面
毎
に

効
果
を
考
え
て
ゆ
く
と
い
う
成
立
次
元
の
異
な
り
か
ら
生
じ
た
矛

盾
」（『
鑑
賞
古
典
』）
と
み
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
表
現
意
識

の
差
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
見
方
（『
創
』）
も
あ
る
。

（
四
九
八
～
四
九
九
頁
）

　

こ
の
「
矛
盾
」
は
、
御
覧
の
よ
う
に
『
竹
取
物
語
本
文
集
成
』
に
し
て

四
〇
〇
頁
ほ
ど
の
懸
隔
が
あ
る
た
め
、
作
者
の
錯
誤
説
に
も
少
し
は
説
得

力
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
聊
か
怪
し
く
な
る
。
続

い
て
そ
れ
も
説
明
し
よ
う
。

　
「
勅
使
少
将
」
と
「
頭
中
将
」
の
問
題
は
、
翁
は
月
か
ら
の
姫
の
迎
え
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を
阻
止
す
る
た
め
に
、
帝
に
文
字
ど
お
り
「
援
軍
」
を
依
頼
す
る
の
だ
が
、

す
る
と
帝
は
、「
勅
使
少
将
高
野
の
お
ほ
く
に
と
い
ふ
人
を
さ
し
て
六
衛

の
つ
か
さ
あ
は
せ
て
二
千
人
の
ひ
と
を
た
け
と
り
が
家
に
つ
か
は
す
」

（
四
六
八
～
四
六
九
頁
）。
し
か
し
、
後
に
も
掲
げ
る
が
、
か
ぐ
や
姫
が
い

よ
い
よ
昇
天
す
る
時
、「
よ
び
よ
せ
て
」
帝
へ
の
手
紙
に
「
つ
ぼ
の
く
す

り
そ
へ
て
」「
奉
ら
」
せ
た
の
は
「
頭
中
将
」
な
の
で
あ
る
（
五
三
四
～

五
三
五
頁
）。

　

無
論
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
い
た
の
だ
と
無
理
に
考
え
ら
れ
な

く
も
な
い
が
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
「
中
将
」
は
「
少
将
」
の
上
官
な
の

だ
か
ら
、
彼
が
い
た
と
し
た
ら
、
軍
を
率
い
て
い
た
の
は
最
初
か
ら
「
頭

中
将
」
の
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
こ
の
軍

が
宮
中
に
帰
参
す
る
時
の
描
写
は
、「
中
将
人
々
を
ひ
き
ぐ
し
て
か
へ
り

参
て
、
か
ぐ
や
姫
を
え
た
ゝ
か
ひ
と
め
ず
な
り
ぬ
る
こ
ま
〴
〵
と
奏
す
」

（
五
四
一
～
五
四
二
頁
）
と
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
箇
所
に
も
、
諸
本
間
に
お
け
る
異
同
は
な
い
の
だ
が
、
近
世

を
遡
る
写
本
の
類
が
存
在
し
な
い
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
、
異
同
の

あ
る
な
し
な
ど
端
か
ら
当
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
誰
し
も
あ
る
の

か
、
こ
の
問
題
を
中
心
に
据
え
た
小
嶋
菜
温
子
の
論（

2
（

が
詳
細
に
押
さ
え
る

よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
田
中
大
秀
も
、
こ
れ
ら
の
箇
所
が
「
誤
写
」
ま
た

は
「
作
者
の
勘
違
い
」
の
可
能
性
を
説
い
て
い
る
し
、
続
い
て
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
近
代
の
注
釈
書
に
は
「
少
将
」
を
「
中
将
」
に
改
め
る
も

の
も
多
い
。

　

こ
の
小
嶋
の
論
は
、
恐
ら
く
当
人
の
意
図
し
な
い
形
で
稿
者
に
示
唆
を

与
え
て
く
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
先
ほ
ど

も
述
べ
た
よ
う
に
、「
四
〇
〇
頁
ほ
ど
の
懸
隔
」
に
比
す
れ
ば
、
こ
れ
ら

の
箇
所
は
六
〇
頁
ほ
ど
の
懸
隔
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
作
者
の
錯
誤
説
に
は

首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。そ
し
て
そ
れ
を
上
回
る
第
三
の「
矛

盾
」
を
本
稿
は
提
出
す
る
。
そ
れ
は
こ
の
箇
所
の
後
に
記
述
さ
れ
る
「
不

死
の
薬
の
授
受
」
の
問
題
で
あ
る
。
説
明
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
最

初
に
本
文
を
掲
げ
る
。
こ
れ
も
若
干
長
い
の
だ
が
、「
長
さ
」
を
体
感
す

る
こ
と
も
必
要
な
の
で
全
文
を
引
用
す
る
。

　
　

�

天
人
の
中
に
も
た
せ
た
る
は
こ
あ
り
。
あ
ま
の
羽
衣
い
れ
り
。
又
あ

る
は
ふ
し
の
薬
入
り
。
ひ
と
り
の
天
人
い
ふ
。
つ
ぼ
な
る
御
く
す
り

奉
れ
。
き
た
な
き
所
の
物
き
こ
し
め
し
た
れ
ば
御
心
ち
あ
し
か
ら
ん

物
ぞ
と
て
も
て
よ
り
た
れ
ば
、
い
さ
ゝ
か
な
め
給
ひ
て
、
少
か
た
み

と
て
、
ぬ
ぎ
を
く
き
ぬ
に
つ
ゝ
ま
ん
と
す
れ
ば
、
あ
る
天
人
つ
ゝ
ま

せ
ず
。
御
ぞ
を
と
り
出
て
き
せ
ん
と
す
。
其
と
き
に
か
ぐ
や
姫
、
し

ば
し
ま
て
と
云
。
き
ぬ
き
せ
つ
る
人
は
心
こ
と
に
成
な
り
と
云
。
物

一
こ
と
い
ひ
を
く
べ
き
事
有
け
り
と
い
ひ
て
文
か
く
。
天
人
を
そ
し
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と
こ
こ
ろ
も
と
な
が
り
給
。
か
ぐ
や
姫
物
し
ら
ぬ
こ
と
な
の
給
ひ
そ

と
て
、
い
み
じ
く
し
づ
か
に
お
ほ
や
け
に
御
文
奉
り
給
ふ
。
あ
は
て

ぬ
さ
ま
也
。
か
く
あ
ま
た
の
人
を
給
ひ
て
と
ゞ
め
さ
せ
給
へ
ど
、
ゆ

る
さ
ぬ
む
か
へ
ま
う
で
き
て
、
と
り
い
て
ま
か
り
ぬ
れ
ば
、
口
お
し

く
か
な
し
き
事
。
宮
仕
つ
か
う
ま
つ
ら
ず
成
ぬ
る
も
、
か
く
わ
づ
ら

は
し
き
身
に
て
侍
れ
ば
。
心
え
ず
お
ぼ
し
め
さ
れ
つ
ら
め
ど
も
、
心

つ
よ
く
承
ら
ず
な
り
に
し
事
。
な
め
げ
な
る
物
に
お
ぼ
し
め
し
と
ゞ

め
ら
れ
ぬ
る
な
ん
心
に
と
ま
り
侍
ぬ
と
て
、

　
　
　
　

今
は
と
て
あ
ま
の
羽
衣
き
る
折
ぞ
君
を
哀
と
思
ひ
出
け
る

　
　

�

と
て
、
つ
ぼ
の
く
す
り
そ
へ
て
頭
中
将
よ
び
よ
せ
て
奉
ら
す
。
中
将

に
天
人
取
て
つ
た
ふ
。　　
　
　
　
　
　
　

（
五
二
一
～
五
三
五
頁
）

　

察
し
の
良
い
方
は
お
分
か
り
の
よ
う
に
、前
の
傍
線
部
で
は
天
人
は「
ふ

し
の
薬
」
を
「
つ
ゝ
ま
せ
」
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
後
の
傍
線
部
で

は
い
と
も
簡
単
に
頭
中
将
に
渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
が
ま
ず

天
人
に
渡
し
、
そ
れ
を
天
人
が
頭
中
将
に
渡
し
て
い
る
意
の
、「
中
将
に

天
人
取
て
つ
た
ふ
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
天
人
が

気
づ
か
な
か
っ
た
と
も
考
え
が
た
い
。
す
る
と
こ
れ
も
「
矛
盾
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、
一
頁
に
各
本
の
一
行
分
し
か
載
せ
な
い
『
竹
取

物
語
本
文
集
成
』
で
あ
る
か
ら
、
頁
数
を
見
る
と
か
な
り
離
れ
て
い
る
よ

う
な
錯
覚
を
起
こ
す
が
、
行
数
に
す
れ
ば
た
っ
た
こ
れ
だ
け
な
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
間
で
の
作
者
の
錯
誤
も
、
文
字
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
の
で

誤
写
の
可
能
性
も
、
考
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

　

実
は
こ
の
最
後
の
も
の
は
、
稿
者
自
身
も
昨
年
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
近
代
の
注
釈
書
で
こ
こ
に
注
を
付
し
た
も
の
を
、
管

見
に
し
て
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は
本
学
一
年

生
対
象
の
講
義
で
『
竹
取
物
語
』
を
講
じ
て
い
た
時
、
学
生
に
質
問
さ
れ

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
は
さ
し
て
重
要
性
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、「
天

人
も
一
応
、
地
上
の
支
配
者
と
し
て
の
帝
の
権
威
を
認
め
た
か
ら
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
旨
の
答
え
を
し
て
お
き
、
後
述
す
る
如
く
そ
の
よ
う
に
解
く

説
も
最
近
現
れ
た
か
ら
、
基
本
的
に
そ
れ
で
合
っ
て
い
る
と
今
も
思
っ
て

い
る
が
、良
く
考
え
る
と
こ
の
答
え
も
妙
で
あ
る
こ
と
に
後
で
気
づ
い
た
。

と
い
う
の
は
こ
の
直
後
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

�

其
後
、
翁
・
女
ち
の
涙
を
な
が
し
て
ま
ど
へ
ど
か
ひ
な
し
。
あ
の
か

き
を
き
し
文
を
よ
み
て
き
か
せ
け
れ
ど
、
な
に
せ
ん
に
か
命
も
惜
か

ら
ん
。
た
が
た
め
に
か
。
何
事
も
よ
う
も
な
し
と
て
、
薬
も
く
は
ず
、

や
が
て
お
き
も
あ
が
ら
で
や
み
ふ
せ
り
。　

（
五
三
八
～
五
四
一
頁
）

　

す
な
わ
ち
、
如
何
な
る
経
緯
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、「
ふ
し
の
薬
」
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は
結
局
翁
・
嫗
に
も
渡
っ
て
お
り
、
天
人
と
も
あ
ろ
う
者
が
、
こ
の
結
末

に
想
到
し
な
い
の
も
不
自
然
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
「
薬
」
は
「
ふ
し
の
薬
」
で
は
な
く
、
一
般
的
な
「
薬
」

で
あ
る
と
解
釈
す
る
可
能
性
も
一
応
は
考
え
ら
れ
る
。
現
代
語
訳
つ
き
の

注
釈
書
で
も
、
こ
こ
を
「
不
死
の
薬
」
と
す
る
も
の
が
無
い
の
は
そ
の
た

め
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
は
早
く
田
中
大
秀
が
、「
薬
も
不ク
ハ
ズ食

は
、

不
死
の
薬
不
食
な
り
」
と
注
し
て
い
る（

3
（

し
、
見
て
分
か
る
よ
う
に
、「
な

に
せ
ん
に
か
命
も
惜
か
ら
ん
。
た
が
た
め
に
か
何
事
も
よ
う
も
な
し
」
と

い
う
、
翁
・
嫗
の
科
白
が
ま
ず
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
な
薬
の
こ
と
と

解
し
て
も
一
応
は
通
じ
る
が
、「
命
」と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、

や
は
り
「
ふ
し
の
薬
」
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
薬
も
く
は
ず
、

や
が
て
お
き
も
あ
が
ら
で
や
み
ふ
せ
り
」
と
あ
る
か
ら
、「
薬
」
を
「
く
は
」

な
か
っ
た
こ
と
が
先
で
、「
や
み
ふ
せ
」
っ
た
方
が
後
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
薬
を
飲
ま
な
か
っ
た
か
ら
病
気
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
か
栄

養
剤
で
も
あ
る
ま
い
か
ら
、
こ
れ
も
一
般
的
な
薬
と
考
え
る
の
は
聊
か
妙

な
の
で
あ
る
。
大
体
、
病
気
に
な
っ
た
ら
薬
を
飲
む
と
い
う
の
も
現
代
人

の
考
え
方
で
あ
り
、
加
持
祈
祷
が
一
般
的
だ
っ
た
当
時
の
常
識
に
当
て
は

め
れ
ば
、
そ
う
い
う
「
流
れ
」
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
く
ど
く
駄
目
押
し

を
し
て
お
け
ば
、
こ
の
前
後
で
「
薬
」
と
言
え
ば
「
ふ
し
の
薬
」
の
こ
と

で
あ
る
の
に
、
こ
こ
だ
け
一
般
的
な
薬
が
出
て
く
る
と
い
う
の
も
、
文
脈

と
し
て
妙
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
田
中
大
秀
が
指
摘
す
る
如
く
、
や
は
り
こ
の
薬

は
「
不
死
の
薬
」
と
解
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
、
そ
う
な
る
と
、
こ
の
辺
り

は
、
ど
う
考
え
て
も
不
審
な
こ
と
が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
で

は
こ
こ
を
三
つ
目
の
「
矛
盾
」
と
認
定
し
、
も
し
こ
の
三
つ
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
「
物
語
」
を
「
読
む
」
新
た
な
手

が
か
り
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
本
稿
の
考
察
は
そ
こ
か

ら
出
発
す
る
。

　
　
　

二
、
一
つ
の
「
解
」
と
な
お
残
る
謎

　

前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
の
「
矛
盾
」
を
指
摘
し
た
注
釈
書
は
、

管
見
の
及
ん
だ
限
り
「
無
い
」
の
だ
が
、
そ
の
「
矛
盾
」
の
前
半
部
に
つ

い
て
は
、
最
近
よ
う
や
く
言
及
す
る
も
の
が
現
れ
た
。
そ
れ
は
「
研
究
書
」

で
は
な
く
「
一
般
書
」
の
体
裁
を
取
っ
て
い
る
が
、
中
身
は
大
変
示
唆
的

と
思
わ
れ
る
、
渡
邊
秀
夫
の
『
か
ぐ
や
姫
と
浦
島　
物
語
文
学
の
誕
生
と
神

仙
ワ
ー
ル
ド
』（
塙
書
房　

二
〇
一
八
年
）
で
あ
る
。
そ
の
第
六
章
「
か
ぐ

や
姫
の
昇
天
と
不
死
薬
─
─
仙
薬
の
諸
相
」
で
渡
辺
は
、『
太
平
広
記
』
等

の
漢
籍
を
博
捜
し
て
「
仙
薬
の
所
持
・
獲
得
に
は
資
格
要
件
が
あ
る
」

（
一
六
一
頁
）
こ
と
を
証
明
し
、「
天
皇
は
死
ぬ
こ
と
は
な
く
、
そ
の
崩
御
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と
は
、
仙
人
と
な
っ
て
天
界
へ
旅
立
つ
意
を
表
し
」（
一
六
四
頁
）、「
俗

人
に
は
仙
薬
（
不
死
薬
）
は
与
え
ら
れ
な
い
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
天

人
は
、
か
ぐ
や
姫
が
翁
夫
妻
に
不
死
薬
を
渡
す
こ
と
を
拒
む
が
、
天
皇
に

不
死
薬
を
贈
る
こ
と
は
あ
え
て
禁
じ
な
い
。
こ
こ
に
は
厳
然
と
し
た
差
別

が
あ
る
」（
一
六
二
～
三
頁
）
と
結
論
づ
け
る
。

　

正
直
稿
者
は
こ
こ
ま
で
博
捜
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
前
節
で
述
べ

た
よ
う
に
、
同
様
の
結
論
に
達
し
て
い
た
の
で
、
基
本
的
に
は
こ
れ
は
正

し
い
と
判
断
す
る
が
、
こ
れ
も
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
渡
辺
も
ま
た
、

「
薬
も
く
は
ず
、
や
が
て
お
き
も
あ
が
ら
で
や
み
ふ
せ
り
」
を
見
落
と
し

て
い
る
か
、
一
般
的
な
薬
と
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
言
わ

ん
と
す
る
こ
と
は
分
か
る
と
思
う
が
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
は
結
局

不
死
薬
は
「
俗
人
」
で
あ
る
翁
・
嫗
に
も
渡
っ
て
お
り
、
こ
の
説
明
で
も

や
は
り
、
す
っ
き
り
と
は
解
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
翁
・
嫗
と
帝
の
身
分
差
を
考
え
る
と
、「
ふ
し
の
薬
」
を

帝
が
こ
の
二
人
に
与
え
た
と
考
え
る
の
も
、
や
は
り
現
代
人
の
陥
る
「
陥

穽
」
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
や
は
り
田
中

大
秀
が
、
先
ほ
ど
の
引
用
文
の
「
あ
る
天
人
つ
ゝ
ま
せ
ず
」
の
箇
所
に
、

「
つ
ゝ
ま
せ
ず
と
あ
れ
ど
、
下
に
翁
媼
不
死
薬
も
不
喰
と
あ
れ
ば
、
少
し

は
遺ノ
コ

せ
る
な
る
べ
し
」
と
注
し
て
い
る（

4
（

し
、
或
い
は
そ
れ
を
読
ん
だ
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
落
合
直
文
が
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
注
を
付
し
て
い
る
。

　
　

�「
少
し
嘗
め
給
ひ
て
云
云
」
姫
、
そ
の
薬
を
少
し
嘗
め
て
、
い
さ
ゝ

か
形
見
に
と
て
、
ぬ
ぎ
お
く
衣
裳
の
中
に
、
そ
の
霊
薬
を
包
ま
む
と

す
れ
ば
、
或
る
一
人
の
天
人
制
し
て
、
つ
ゝ
ま
せ
ざ
る
な
り
。
さ
れ

ど
後
に
「
翁
嫗
薬
も
く
は
ず
」
と
云
ふ
句
あ
れ
ば
、
少
し
包
み
て
遺

せ
る
な
り（

5
（

。

　

平
安
時
代
の
常
識
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
方
が
ま
だ
合
理
的
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
も
無
理
筋
だ
と
は
、
誰
し
も
思
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
こ
の
謎
を
解
く
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
他
の
二
つ
の
「
矛
盾
」

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
し
か
な
い
と
思
う
。

　

こ
れ
も
前
節
で
紹
介
し
た
小
嶋
菜
温
子
の
論
は
、
そ
の
副
題
か
ら
窺
え

る
よ
う
に
、
物
語
に
一
度
し
か
登
場
し
な
い
「
勅
使
少
将
」
を
「
頭
中
将
」

の
誤
写
と
考
え
、
近
代
に
至
っ
て
は
勝
手
に
本
文
を
改
め
る
も
の
ま
で
現

れ
た
そ
れ
ま
で
の
説（

6
（

に
対
し
て
疑
義
を
唱
え
、
こ
の
二
人
を
別
人
と
捉
え

0

0

0

0

0

よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
小
嶋
は
ま
ず
「
勅
使
少
将
」
と
「
頭
中

将
」
の
歴
史
的
役
割
を
詳
細
に
検
討
し
、
前
者
を
軍
の
指
揮
官
、
後
者
を

帝
の
側
近
と
位
置
づ
け
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

　
　

�「
勅
使
少
将
」
と
「
頭
中
将
」
の
問
題
も
こ
の
よ
う
な
物
語
の
把
握
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か
ら
す
れ
ば
、
か
ん
た
ん
に
解
決
で
き
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
物
語
は

と
に
か
く
帝
の
た
め
に
出
動
す
る
軍
の
指
揮
官
を
必
要
と
し
た
。
だ

か
ら
、こ
の
勅
使
は
、将
監
で
も
少
将
で
も
、ま
た
大
将
で
も
よ
か
っ

た
。
が
、「
頭0

中
将
」
で
あ
る
必
要
も
ま
た
と
く
に
な
い
の
で
あ
る
。

帝
の
側
近
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
諸
本
に
「
少
将
」

と
あ
る
の
を
否
定
す
る
ま
で
の
根
拠
も
み
あ
た
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

「
頭
中
将
」
と
同
じ
人
物
と
し
て
し
ま
う
よ
り
、「
少
将
」
の
ま
ま
で

よ
む
方
が
妥
当
で
あ
る
。
歴
史
の
現
実
あ
る
い
は
正
史
の
〈
現
実
〉

か
ら
う
か
び
あ
が
る
「
勅
使
少
将
」
に
は
歴
史
的
に
複
雑
な
意
味
が

あ
っ
た
が
、
こ
の
物
語
で
は
律
令
制
を
体
現
す
る
一
面
に
お
い
て
だ

け
「
勅
使
少
将
」
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
あ
と
の
「
頭
中
将
」
も
や

は
り
そ
れ
な
り
の
必
然
で
あ
ら
わ
れ
る
の
は
前
述
し
た
。
二
人
を
な

に
も
同
じ
人
物
と
し
な
く
て
も
よ
い
の
だ
。
と
い
う
よ
り
別
の
人
格

と
し
て
よ
ん
で
お
く
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
が
誤
り
か
と
い

え
ば
、
大
秀
の
し
た
よ
う
に
あ
と
で
で
て
く
る
「
頭
中
将
」
を
誤
り

と
す
る
し
か
な
い
が
、
大
秀
の
示
唆
に
も
あ
る
ご
と
く
、
正
誤
を
め

ぐ
る
論
議
は
、
そ
の
よ
う
な
論
議
を
誘
発
す
る
べ
く
あ
る
文
脈
の
あ

り
方
に
こ
そ
、
む
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る（

7
（

。

　

小
嶋
の
意
見
は
ま
ず
妥
当
で
、
後
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
「
文
脈
」
に
お
い
て
「
勅
使
少
将
」
あ
る
い
は
「
頭
中
将
」
で
あ
る

必
然
性
は
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
箇
所
に
も
「
二
人
を
な
に
も
同
じ
人
物
と

し
な
く
て
も
よ
い
の
だ
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
嶋
は
最
後

ま
で
こ
の
二
人
を
「
別
人
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

そ
の
言
い
換
え
で
あ
る
前
の
傍
線
部
に
「
人
格
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
何
も
「
別
人
」
と
捉
え
る
必
要
は
な
く
、「
別

人
格
」
と
捉
え
て
し
ま
え
ば
事
足
り
る
の
で
あ
る
。

　

稿
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、「
機
能
的
人
物
論
」と
い
う
発
想
で
、

学
位
請
求
論
文
を
出
し
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
う
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
物

語
中
の
人
物
は
、
所
詮
実
在
人
物
で
は
な
い
の
だ
か
ら
実
体
的
な
人
間
と

し
て
捉
え
る
必
要
は
な
く
、
物
語
に
寄
与
す
る
存
在
で
あ
れ
ば
良
い
の
で

あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
稿
者
は

そ
れ
を
「
機
能
」
と
呼
ん
だ
の
だ
が
、
別
に
「
人
格
」
と
い
う
言
葉
で
も

良
く
、
つ
ま
り
こ
れ
は
、
物
語
に
お
い
て
最
優
先
さ
れ
る
の
は
「
文
脈
」

で
あ
り
、
作
中
人
物
は
そ
の
場
そ
の
場
で
そ
の
「
文
脈
」
を
支
え
る
存
在

と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
と
言
い
換
え
れ
ば
、
小
嶋
の
言
っ
て
い
る
こ
と

と
、
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
物
語
に
お
い
て
は
こ
の

二
人
が
別
人
か
同
一
人
物
か
を
問
う
こ
と
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な

く
、
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
と
め
れ
ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

こ
の
部
分
の
正
解
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
考
え
れ
ば
、
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残
り
二
つ
の
「
矛
盾
」
も
全
く
同
様
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
「
翁
の
年
齢
矛
盾
」
は
、「
地
の
文
」
や
ら
「
会
話
文
」
や
ら
の
用
語
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
結
局
「
文
脈
優
先
」
と
い
う
こ
と
は
変

わ
ら
な
い
し
、「
不
死
の
薬
の
授
受
」
の
問
題
も
、「
た
だ
の
人
間
」
で
あ

る
翁
と
嫗
に
渡
す
こ
と
は
許
可
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
帝
に

渡
す
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
「
文
脈
優
先
」
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
で
は
、
帝
と
同
様
、
愛
す
る
者
の
い
な
い
こ
の
世

に
生
き
続
け
る
こ
と
を
、
翁
と
嫗
も
肯
ん
じ
な
か
っ
た
と
言
う
た
め
に
、

翁
と
嫗
に
も
、「
ふ
し
の
薬
」
は
渡
っ
た
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ

も
ま
た
「
文
脈
優
先
」
の
な
せ
る
技
な
の
で
あ
る
。

　
「
翁
の
年
齢
矛
盾
」
の
と
こ
ろ
で
引
用
し
た
『
竹
取
物
語
全
評
釈
』
本

文
評
釈
編
の
引
用
文
末
尾
に
あ
る
「「
場
面
毎
に
効
果
を
考
え
て
ゆ
く
と

い
う
成
立
次
元
の
異
な
り
か
ら
生
じ
た
矛
盾
」（『
鑑
賞
古
典
』）
と
み
る

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
表
現
意
識
の
差
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
見
方
（『
創
』）
も
あ
る
」
も
、
恐
ら
く
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
こ
単
体
で
は
何
か
釈
然
と
し
な
い
こ
の
文
言
も
、
こ
の
よ

う
に
辿
っ
て
く
れ
ば
、
全
て
の
箇
所
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
と
な
り
、
そ

れ
が
正
解
と
し
か
思
え
な
い
。す
な
わ
ち
そ
れ
が
、標
題
と
し
た「「
物
語
」

の
表
現
方
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
引
用

文
を
用
い
て
言
え
ば
、「
合
理
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
こ

の
物
語
を
き
ず
つ
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」。
何
故
な
ら
「
こ
の
物
語
」

に
限
ら
ず
、「
物
語
」
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
ま
と
め
と
こ
の
先
の
課
題

　

さ
て
、
本
稿
は
「『
竹
取
物
語
』
末
尾
の
「
矛
盾
」
を
手
が
か
り
に
」

と
副
題
に
謳
っ
た
の
で
、
論
証
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
と
言
う
か
、
本
当

に
言
い
た
い
こ
と
は
こ
の
先
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
相
当
長
大
な
も
の

と
な
る
た
め
、一
つ
の
論
と
し
て
ま
と
め
る
方
法
を
考
え
つ
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
前
節
末
尾
に
思
わ
せ
ぶ
り
に
書
い
た
「「
こ
の
物
語
」
に
限
ら
ず
、

「
物
語
」
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
る
」
で
あ
る
。

　

実
は
「
翁
の
年
齢
矛
盾
」
の
箇
所
に
『
竹
取
翁
物
語
解
』
は
、
鈴
木
朗

の
説
と
し
て
、
そ
の
箇
所
を
読
ん
で
稿
者
が
思
っ
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
さ
し
も
心
し
て
造
成
せ
る
源
氏
ノ
物
語

す
ら
前
坊
の
御
息
所
の
年
紀
の
不
都
合
な
ど
後
に
も
あ
る
事
な
り（

8
（

」
で
あ

る
。
こ
れ
も
今
さ
ら
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
前
坊

の
御
息
所
の
年
紀
の
不
都
合
」
と
は
、
賢
木
巻
で
六
条
御
息
所
が
、
娘
の

斎
宮
に
付
き
従
っ
て
伊
勢
へ
と
下
る
際
の
別
れ
の
儀
式
描
写
中
に
あ
る
、
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�

宮
す
ん
所
、
御
輿
に
乗
り
給
へ
る
に
つ
け
て
も
、
父
お
と
ゞ
の
限
り

な
き
筋
に
お
ぼ
し
心
ざ
し
て
、
い
つ
き
た
て
ま
つ
り
給
し
あ
り
さ
ま

変
は
り
て
、
末
の
世
に
内
を
見
給
に
も
、
も
の
ゝ
み
尽
き
せ
ず
あ
は

れ
に
お
ぼ
さ
る
。
十
六
に
て
故
宮
に
ま
い
り
給
て
、
廿
に
て
を
く
れ

た
て
ま
つ
り
給
。
卅
に
て
ぞ
け
ふ
ま
た
九
重
を
見
給
け
る
。

（
一
―
三
四
九
頁（

9
（

）

の
こ
と
で
、
通
説
に
よ
れ
ば
こ
の
時
源
氏
は
二
十
三
歳
で
あ
る
か
ら
、
十

年
前
は
当
然
十
三
歳
。
と
こ
ろ
が
源
氏
の
兄
・
朱
雀
が
春
宮
に
な
っ
た
の

は
源
氏
四
歳
の
時
の
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
前
の
春
宮
で
あ
る
「
故
宮
」

が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
前
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
、
こ
こ

に
十
年
ほ
ど
の
喰
違
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
鈴
木
は
こ
れ
を
、「
作
者

の
取ト
リ
ハ
ヅ
シ弭

の
過
ア
ヤ
マ
チ」の

例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
と
、文
脈
上
取
れ
る
の
だ
が
、

確
か
に
『
源
氏
物
語
』
も
良
く
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の

問
題
も
存
在
す
る
し
、
若
菜
下
巻
の
紫
上
の
年
齢
問
題
も
あ
る（
（1
（

。
と
言
う

よ
り
、
現
在
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
「
年
立
」
も
、
一
条
兼
良
の
「
旧
」

と
本
居
宣
長
の
「
新
」
と
が
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
を
採
用
し
て
も
、
物
語

中
の
「
矛
盾
」
を
完
全
に
は
払
拭
で
き
な
い
こ
と
も
夙
に
知
ら
れ
て
い

る（
（（
（

。
単
に
年
齢
問
題
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
宇
治
十
帖
で
の
、
大
君
、
中

君
姉
妹
の
楽
器
の
取
り
違
え
と
か
、
こ
の
姉
妹
は
似
て
い
る
の
か
い
な
い

の
か（

（1
（

と
か
、
俗
聖
で
あ
っ
た
は
ず
の
八
宮
に
三
人
目
の
娘
が
い
る
の
は
何

故
か
と
か
、
数
え
上
げ
て
い
っ
た
ら
き
り
が
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
と
比
べ
れ
ば
「
失
敗
作
」
と
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、『
う

つ
ほ
物
語
』
で
も
こ
の
よ
う
な
事
情
は
変
わ
ら
な
い
と
言
う
か
、
も
っ
と

大
き
い（
（1
（

。
異
文
が
烈
し
す
ぎ
て
、
単
純
に
「
本
文
が
ど
う
こ
う
」
と
は
言

い
づ
ら
い
『
狭
衣
物
語
』
は
除
外
す
る
に
し
て
も
、
他
の
物
語
で
も
、
大

な
り
小
な
り
こ
の
よ
う
な
問
題
は
あ
る
は
ず
で
あ
る（
（1
（

。

　

こ
れ
ま
で
は
鈴
木
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
「
作
者
の
勘
違
い
」
的
な
こ

と
で
理
解
さ
れ
て
き
た
と
思
う
が
、
本
稿
が
『
竹
取
物
語
』
で
行
っ
て
き

た
よ
う
な
考
察
が
も
し
他
の
物
語
に
も
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

本
当
に
「
作
者
の
勘
違
い
」
な
の
だ
ろ
う
か
、「
文
脈
を
最
優
先
す
る
」

と
い
う
の
が
、「
物
語
の
本
来
的
な
方
法
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い

う
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
題
目
を
『
竹
取

物
語
』
に
限
定
せ
ず
、「「
物
語
」
の
表
現
方
法
」
と
し
た
理
由
で
あ
る
。

　
「
文
脈
を
最
優
先
す
る
」
と
い
う
の
は
一
見
い
い
加
減
で
、
論
理
性
を

重
ん
じ
る
現
代
人
に
は
耐
え
が
た
い
と
い
う
思
い
は
、
稿
者
自
身
も
現
代

人
の
端
く
れ
で
あ
る
か
ら
当
然
す
る
。
し
か
し
作
品
を
「
研
究
」
す
る
以

上
、
現
代
的
視
点
か
ら
の
分
析
も
も
ち
ろ
ん
有
効
な
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
そ
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
場
合
に
は
、
現
代
の
常
識
を
当
て

は
め
る
の
で
は
な
く
、当
時
の
そ
れ
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
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当
然
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
本
稿
最
初
の
引
用

文
末
尾
近
く
に
あ
っ
た
よ
う
に
、「
合
理
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
必

ず
し
も
（
こ
の
）
物
語
を
き
ず
つ
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」（（　

）
を

付
し
た
の
は
稿
者
。
話
が
『
竹
取
物
語
』
に
限
定
さ
れ
な
い
と
考
え
る
た

め
）
と
い
う
こ
と
で
、
本
稿
で
言
い
た
い
の
は
、
む
し
ろ
「「
物
語
」
の

表
現
方
法
」
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
て
、
改
め
て
「
物
語
」
を
読
み
直

し
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
な
の
で
あ
る
。

　

無
論
こ
う
し
た
こ
と
は
、『
竹
取
物
語
』の
み
に
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

他
の
物
語
に
ま
で
は
及
ば
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
他
の
物
語
の
「
矛
盾
」
は
、
そ
の
長
さ
の
故
も
あ
っ
て
か
な
り

離
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、「
そ
れ
は
作
者
の

勘
違
い
で
は
な
く
、
物
語
の
方
法
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
論
理
的
に
導

く
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
本
稿
が
縷
々
考
察
し
て
き
た

よ
う
に
、『
竹
取
物
語
』
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
れ
は
言
え
そ
う
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
他
の
物
語
ま
で
及
ぼ
し
て
み
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。

　

そ
れ
に
、
こ
う
し
た
こ
と
が
言
わ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
本
稿
最
初
の

引
用
文
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
も
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
聊
か
証
拠
が
弱
か
っ
た
の
か
、
大
し
た
議
論
は
行
わ
れ
ず

今
に
至
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
を
き
っ
か
け
に
、
そ
う
し
た

議
論
が
始
ま
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
稿
者
の
願
い
で
あ
る
。

注（
1
）�『
竹
取
物
語
』
の
本
文
は
、
王
朝
物
語
史
研
究
会
編
『
竹
取
物
語
本
文
集
成
』（
勉

誠
出
版　

二
〇
〇
八
年
）
に
よ
り
、
そ
れ
が
底
本
と
定
め
た
古
活
字
十
行
本
の
箇

所
を
掲
げ
る
。
原
本
で
は
対
校
の
た
め
他
本
に
な
い
箇
所
に
×
が
表
示
さ
れ
て
い

る
が
、
読
み
に
く
い
の
で
本
稿
で
は
省
略
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
読
み
や
す
さ
の

た
め
、
句
読
点
・
濁
点
を
加
え
る
等
、
表
記
を
若
干
変
え
た
箇
所
も
あ
る
。
ま
た

傍
線
等
も
、
全
て
稿
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
）�

小
嶋
菜
温
子
「
竹
取
物
語
に
み
る
衛
府
と
天
皇
─
─
「
勅
使
少
将
」
と
「
頭
中
将
」

同
一
説
へ
の
疑
義
か
ら
─
─
」（『
国
語
と
国
文
学
』　

一
九
八
五
年
九
月
）。以
下
、

小
嶋
の
論
と
は
こ
れ
を
言
う
。

（
3
）�

田
中
大
秀
『
竹
取
翁
物
語
解
』（
一
八
三
一
年
）
の
本
文
は
、
中
田
武
司
編
『
田

中
大
秀
』
第
一
巻　

物
語
（
一
）（
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
一
年
）
所
収
の
「
竹
取

翁
物
語
解
（
版
本
）」
に
よ
る
。
但
し
句
点
等
を
適
宜
補
っ
た
。
五
九
四
頁
。

（
4
）�

注
（
3
）
と
同
書
五
九
〇
頁
。

（
5
）�

落
合
直
文
『
竹
取
物
語
読
本
』（
一
八
九
六
年
）
の
本
文
は
、
上
坂
信
男
『
竹
取

物
語
全
評
釈
』
古
注
釈
編
（
右
文
書
院　

一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。
五
二
九
頁
。

（
6
）�

小
嶋
は
日
本
古
典
全
集
本
、
完
訳
日
本
の
古
典
、
日
本
古
典
集
成
、
全
対
訳
古
典

新
書
等
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
後
も
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、
他
作
品
も
同
様

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
旧
を
あ
ま
り
変
え
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い

る
。

（
7
）�

三
〇
～
三
一
頁
。
傍
線
引
用
者
。
な
お
、
小
嶋
が
こ
こ
で
言
う
「
大
秀
の
示
唆
」

と
は
、

　
　
　
　

�
頭
中
将
は
何イ
カ

な
る
人
か
姫
を
留ト
ヾ
ム

る
勅
使
は
少
将
高
野
ノ
大
国
と
云
人
な
り
。
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勅
使
を
閣
サ
シ
オ
キ

て
、殊
更
に
朝ミ
カ
ド廷
に
使
を
発タ
テ

て
頭
中
将
を
喚ヨ
ビ

寄ヨ
セ

た
る
に
は
非ア
ラ

じ
、

然
れ
ば
上
（
十
九
丁
左
）
に
少
将
と
あ
る
は
、
頭
字
を
脱
し
、
中
ノ
字
を
少
に

写
誤
た
る
か
又
は
翁
の
年
の
違
へ
る
如
く
ふ
と
此
に
て
少
将
を
忘
て
頭
中
将

と
語
れ
り
し
か
。（
注
（
3
）
と
同
書
五
九
三
頁
）

　
　
　

及
び
そ
れ
に
先
立
つ
翁
の
年
齢
矛
盾
に
関
す
る
注
、

　
　
　
　

�（
大
秀
が
色
々
な
人
に
意
見
を
聞
い
た
と
あ
る
部
分
は
省
略
：
稿
者
注
）
按

に
上
に
は
翁
七
十
に
余
ぬ
今ケ
フ

明ア

日ス

と
も
不
知
な
ど
姫
の
男
す
べ
き
を
勧
む
る

に
は
年
老
た
ら
で
は
付
な
く
此
は
物
思
に
依
て
急
に
老
た
り
と
云
む
に
は
実

は
老
人
に
て
は
叶
は
ね
ば
其ソ
レ

を
云
む
と
て
語
勢
に
任マ
カ

せ
て
取
弭
し
て
始
末
た

が
へ
て
語
れ
る
な
る
べ
し
（
猶
下
勅
使
少
将
の
事
又
文
壺
を
渡
せ
し
頭
中
将
の
事
も
誤

か
下
四
十
九
丁
可
考
）
物
思
に
依
て
急
に
年
老
た
る
例
は
、（
以
下
略
）（
注

（
3
）
と
同
書
五
六
六
頁
）

　
　

�

の
こ
と
で
あ
り
、
読
め
ば
分
か
る
ご
と
く
、
小
嶋
の
指
摘
と
は
違
っ
て
、
大
秀
は

「
少
将
」「
中
将
」ど
ち
ら
が
誤
り
で
あ
る
か
明
言
し
て
い
な
い
よ
う
に
読
め
る
が
、

そ
う
い
う
些
細
な
事
は
ど
う
で
も
良
い
と
し
て
、こ
の
注
を
引
用
す
る
箇
所（
二
三

頁
）
に
お
い
て
も
、「
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
の
矛
盾
を
文
脈
か
ら
ひ
き
お
こ
さ
れ

た
作
者
の
誤
り
で
あ
る
と
（
大
秀
は
：
稿
者
補
）
み
よ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
」、「
と
す
れ
ば
、
二
人
は
同
じ
人
物
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
作
者
の
誤
り
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
場
面
の
要
請
で
登
場
さ
せ

ら
れ
た
全
く
別
の
人
格
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
と
、
こ
こ
で
も
、「
文

脈
」、「
人
格
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

（
8
）�

注
（
3
）
と
同
書
五
六
六
頁
。

（
9
）�『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
大
島
本
の
優
位
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
よ
り
、
ど
の
写

本
に
依
拠
す
べ
き
か
容
易
に
定
め
が
た
い
。
稿
者
も
大
島
本
が
良
い
と
思
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
い
う
状
況
で
は
、
加
藤
昌
嘉
が
『『
源
氏
物
語
』
前

後
左
右
』（
勉
誠
出
版　

二
〇
一
四
年
）
で
言
っ
て
い
る
（
二
六
五
頁
）
よ
う
に
、

取
り
敢
え
ず
ど
れ
か
一
つ
の
写
本
に
依
拠
し
て
読
ん
で
い
く
し
か
な
い
と
思
っ
て

い
る
。
た
だ
、
現
時
点
で
は
大
島
本
よ
り
優
れ
た
写
本
が
ど
れ
な
の
か
容
易
に
判

断
で
き
な
い
の
で
、
当
面
は
や
は
り
大
島
本
に
よ
り
、
そ
れ
を
忠
実
に
翻
刻
し
た

と
さ
れ
る
岩
波
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
巻
数
・
頁
数
を
目
安
と
し
て
掲
げ
る
。

但
し
稿
者
の
判
断
で
、
一
部
表
記
を
直
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

（
10
）�

念
の
た
め
言
っ
て
お
け
ば
、
若
菜
下
巻
の
紫
上
の
年
齢
問
題
と
は
、
そ
の
巻
で
紫

上
が
発
病
す
る
時
、
ど
の
写
本
に
も
「
こ
と
し
は
三
十
七
に
ぞ
な
り
給
」（
三
―

三
四
九
頁
）
と
あ
り
、
こ
の
時
源
氏
は
四
十
七
歳
で
あ
る
か
ら
、
二
人
の
年
齢
差

は
十
歳
と
な
る
。と
こ
ろ
が
紫
上
が
物
語
に
初
登
場
す
る
若
紫
巻
で
は
、「
十
二
歳
」

と
い
う
異
文
も
あ
る
が
、
大
抵
の
写
本
は
「
十
ば
か
り
」（
一
―
一
五
七
頁
）。
こ

の
時
源
氏
は
十
八
歳
の
は
ず
だ
か
ら
、
二
人
の
年
齢
差
は
八
歳
（
十
二
歳
と
い
う

異
文
を
取
れ
ば
も
っ
と
接
近
す
る
）
で
、
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
者

は
発
病
の
た
め
女
の
厄
年
三
十
七
歳
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
後
者
は
幼
さ
を
強
調

す
る
た
め
と
普
通
見
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
も
「
文
脈
」
に
よ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
11
）�

林
田
孝
和
他
編
集
『
源
氏
物
語
事
典
』（
大
和
書
房　

二
〇
〇
二
年
）
の
「
年
立
」

の
項
（
平
井
仁
子
執
筆　

二
九
五
頁
）
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
新
旧
年
立
て

の
相
違
点
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、「
少
女
」
と
「
玉
鬘
」
が
重
な
る
か
否
か
で
光

源
氏
の
年
齢
が
「
帚
木
」
ま
で
一
年
ず
つ
ず
れ
る
こ
と
な
ど
、
総
じ
て
新
年
立
の

方
が
合
理
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
完
璧
な
も
の
で
は
な
い
」
と
、
実
に
簡
明
に

ま
と
め
て
い
る
。

（
12
）�

前
者
は
、
橋
姫
巻
初
発
で
八
の
宮
が
習
わ
せ
た
の
は
、「
姫
君
に
び
わ
、
若
君
に

箏
の
御
琴
」（
四
―
三
〇
三
）で
あ
っ
た
は
ず
が
、薫
が
二
人
を
垣
間
見
た
時
に
は
、

「
い
み
じ
く
ら
う
た
げ
に
に
ほ
いマ
マ

や
か
」
な
人
が
「
琵
琶
」、「
い
ま
す
こ
し
重
り

か
に
よ
し
づ
き
た
」
る
人
が
「
琴
」
で
あ
っ
た
（
四
―
三
一
四
頁
）
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
二
人
と
も
名
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
の
性
格
付
け
か

ら
判
断
す
る
と
、「
琵
琶
」
が
「
中
君
」、「
琴
」
が
「
大
君
」
で
、
こ
の
時
は
た

ま
た
ま
取
り
替
え
て
演
奏
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
の
が
現
代
で
は
一
般
的
だ
が
、
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新
大
系
の
当
該
箇
所
の
注
に
も
あ
る
よ
う
に
、
古
く
は
逆
に
取
る
説
も
あ
っ
た
。

　
　

�　

ま
た
後
者
は
、
既
に
拙
著
『
源
氏
物
語
解
析
』（
明
治
書
院　

二
〇
一
〇
年
）

で
も
指
摘
し
た
（
一
八
二
頁
）
が
、
こ
の
二
人
は
、
橋
姫
巻
で
は
前
段
落
に
掲
げ

た
よ
う
に
、「
似
て
い
な
い
」
と
い
う
描
写
な
の
だ
が
、
早
蕨
巻
で
は
「
い
と
盛

り
に
に
ほ
ひ
多
く
お
は
す
る
人
の
、
さ
ま
〴
〵
の
御
物
思
ひ
に
、
す
こ
し
う
ち
面

痩
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
あ
て
に
な
ま
め
か
し
き
気
色
ま
さ
り
て
、
昔
人
に
も
お
ぼ

え
た
ま
へ
り
」（
五
―
五
頁
）
と
「
似
て
い
る
」
よ
う
に
描
か
れ
る
の
に
、
東
屋

巻
で
は
「
故
姫
君
は
宮
の
御
方
ざ
ま
に
、
我
は
母
上
に
似
た
て
ま
つ
り
た
る
と
こ

そ
は
、
古
人
ど
も
言
ふ
な
り
し
か
」（
五
―
一
六
四
頁
）
と
、
再
び
「
似
て
い
な
い
」

と
語
ら
れ
る
こ
と
を
指
す
。

　
　

�　

も
ち
ろ
ん
前
者
は
、
今
普
通
に
説
か
れ
る
よ
う
に
「
た
ま
た
ま
」、
後
者
は
比

較
対
象
で
あ
る
大
君
が
死
に
、
大
君
と
似
て
い
る
と
さ
れ
る
浮
舟
が
登
場
す
る
前

は
、
写
真
も
な
い
当
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
「
似
て
い
る
」
と
感
じ
ら
れ
た
の
だ

と
説
明
す
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
前
者
は
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
「
扇

な
ら
で
」「
月
は
招
き
つ
べ
か
」
り
け
る
「
撥
」
と
い
う
冗
談
を
、「
重
り
か
に
よ

し
づ
き
た
」
る
大
君
が
言
う
の
は
何
と
し
て
も
不
自
然
、
後
者
は
、
当
初
中
君
が

辿
る
は
ず
だ
っ
た
運
命
が
浮
舟
に
振
り
替
え
ら
れ
た
た
め
（
先
ほ
ど
の
拙
著

一
六
九
～
一
八
七
頁
）
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
こ
れ
も
「
文

脈
」
に
よ
る
変
更
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
13
）�

中
野
幸
一
は
校
注
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
う
つ
ほ
物
語
』
③
（
小
学
館�

二
〇
〇
二
年
）
の
解
説
に
お
い
て
、「
例
え
ば
「
楼
の
上
」
下
巻
の�

嵯
峨
の
院
の

述
懐
に
よ
れ
ば
、
ま
だ
親
王
で
あ
っ
た
と
き
、
叔
母
宮
の
住
ん
で
い
た
三
条
京
極

邸
に
し
ば
し
ば
行
っ
た
よ
う
な
口く
ち

吻ぶ
り

で
あ
る
が
、
こ
の
三
条
京
極
邸
は
、
じ
つ
は

俊
蔭
が
帰
朝
後
官
を
辞
し
て
、
娘
に
琴
を
教
え
よ
う
と
風
流
を
尽
し
て
造
営
し
た

邸
宅
で
あ
る
か
ら
、
嵯
峨
の
院
が
皇
子
時
代
に
行
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た

俊
蔭
の
母
は
嵯
峨
の
院
の
異
母
妹
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、
こ
の
俊
蔭
の
母
は
俊

蔭
が
帰
朝
す
る
五
年
前
に
相
当
な
高
齢
で
没
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
五
十
年
も
後

の
「
楼
の
上
」
巻
で
、
そ
の
異
母
兄
の
嵯
峨
の
院
が
七
十
二
歳
で
か
く
し
ゃ
く
と

し
て
い
る
の
は
、
は
な
は
だ
し
い
矛
盾
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い

る
（
六
四
五
～
六
四
六
頁
）
が
、
こ
れ
は
「
俊
蔭
」
巻
と
「
楼
の
上
」
巻
と
が
基

本
的
に
照
応
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
と
い
う
文
脈
で
あ
り
、『
う
つ
ほ
物

語
』
の
「
矛
盾
」
は
こ
の
他
に
も
当
然
数
多
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
物
語
こ

そ
が
、「
文
脈
を
最
優
先
」
し
て
い
る
「
好
例
」
に
見
え
る
。

　
　

�　

な
お
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
矛
盾
」
に
つ
い
て
は
近
年
、「
南
風
」
が
「
細
緒

風
」
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
本
宮
洋
幸
『
う
つ
ほ
物
語
の
長
編

力
』（
新
典
社　

二
〇
一
九
年
）「
第
一
章　

俊
蔭
の
遺
言
と
琴
」で
い
く
つ
か「
答

え
」
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
本
稿
の
結
論
と
類
似
す
る
、「
す
で
に
語

ら
れ
た
内
容
を
後
の
語
り
が
据
え
直
し
て
い
く
と
い
う
特
徴
は
、
物
語
が
本
質
的

に
つ
属
性
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
い
う
文
言
も
見
ら
れ
る
（
一
九
頁
）。

（
14
）�

こ
の
論
で
挙
げ
た
『
竹
取
』、『
う
つ
ほ
』、『
源
氏
』
以
外
で
「
矛
盾
」
が
目
立
つ

物
語
と
言
え
ば
、
真
っ
先
に
『
伊
勢
物
語
』（
六
段
、
六
十
五
段
他
）
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
が
、
歌
物
語
が
作
り
物
語
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
か
は
、
も
ち
ろ
ん
検
討

の
余
地
が
あ
る
。
た
だ
『
伊
勢
物
語
』
は
歌
物
語
の
中
で
も
作
り
物
語
的
色
彩
が

濃
い
作
品
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
解
説
に
も
あ

る
よ
う
に
、『
浜
松
』
の
「
唐
土
描
写
」（
四
六
九
～
四
七
一
頁
）
も
「
矛
盾
」
の

例
と
し
て
数
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
池
田
利
夫
に
よ
る
そ
の
解
説
も
、「
文

脈
優
先
」
に
近
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。


