
惟
規
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話
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1
『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
関
係
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『俊
頼
髄脳
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
書
に
共
通
す
る
説
話
の
存
在
か
ら
、
前
者
が
後
者
の
出
典
と
見
ら
れ
、
主

と
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
の
成
立
時
期
の
上
限
に
関
わ
り
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
研
究
史
の
上
で
、
二
書
の
「
直
接
関
係
を
立
証
し
た
」
（
池
　
　
　
　
一

上洵
一
編
『
日
本
文
学
研
究
大
成
今
昔
物
語
集
』
「
解
説
」
）
と
評
価
さ
れ
る
の
は
、
今
野
達
氏
「
今
昔
物
語
集
の
成
立
に
関
す
る
諸
問
題
1
　
　
　
1
5

俊
頼
髄
脳と
の
関
連
を
糸
口
に
ー
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
八
年
一
月
）
で
あ
る
。
今
野
達
氏
の
論
考
は
、
両
書
に
共
通
す
る
説
話
の
十
分
　
　
　
　
一

な
酷
似
性
、
先
行
共
通
母
胎
の
仮
設
を
許
す
条
件
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
直
接
的
引
用
関
係
あ
り
と
し
、
さ
ら
に
『
今
昔
物
語
集
』

巻
二
十
四
第
五
十
七
話
（
次
に
取
り
上
げ
る
藤
原
惟
規
の
説
話
、
な
お
後
掲
）
を
通
し
て
『
俊
頼
髄
脳
』
の
先
行
性
を
確
認
し
て
い
る
。
今
野

達
氏
の

論考
は
じ
め
先
学
の
願
尾
に
付
し
て
、
両
書
の
関
係
を
『
俊
頼
髄
脳
』
の
側
か
ら
再
検
討
し
、
直
接
関
係
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

こ
の
両
書
が
か
な
り
遠
い
位
置
に
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
試
み
に
述
べ
よ
う
と
思
う
。

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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『
俊
頼
髄脳
』
中
に
、
以
下
に
引
用
す
る
よ
う
な
説
話
が
載
る
。
い
わ
ゆ
る
定
家
本
に
よ
る
。
歌
番
号
を
付
す
。

A
　　
二
八
四
あ
さ
く
ら
や
き
の
ま
う
ど
の
に
我
を
れ
ば
な
の
り
を
し
つ
〉
ゆ
く
は
た
が
こ
ぞ



　
　
此
寄
は
む
か
し
天
智
天
皇
太
子
に
て
お
は
し
ま
し
け
る
時
ち
く
ぜ
ん
の
く
に
〉
あ
さ
く
ら
と
い
へ
る
所
に
し
の
び
て
す
み
給
け
り
。

　
　そ
の
や
を
こ
と
さ
ら
に
よ
ろ
ず
の
物
を
ま
う
に
つ
く
り
て
お
は
し
け
る
に
よ
り
き
の
ま
う
ど
の
と
は
い
ひ
そ
め
た
り
け
る
也
。
世
に

　
　
つ

〉
み
給
へ
る
事
あ
り
て
宮
こ
に
は
え
お
は
せ
で
、
さ
る
は
る
か
な
る
所
に
お
は
し
け
る
也
。
さ
て
つ
〉
み
給
へ
る
が
ゆ
へ
に
い
り

　
　く
る
人
に
か
な
ら
ず
と
は
ぬ
さ
き
に
名
の
り
を
し
て
い
で
い
れ
と
き
し
や
う
を
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
か
な
ら
ず
い
で
い
る
人
の

　
　名
の
り
を
し
た
る
と
そ
申
つ
た
へ
た
る
。
こ
の
う
た
を
本
た
い
に
し
て
き
の
ま
う
ど
の
に
名
の
り
を
し
て
よ
む
な
り
。

　B
大
さ
い
院
と
申
け
る
さ
い
院
の
御
時
に
蔵
人
の
ぶ
の
り
女
ぼ
う
に
物
申
さ
ん
と
て
し
の
び
て
、
よ
る
ま
い
り
た
り
け
る
に
、
さ
ぶ
ら

　
　
いど
も
み
つ
け
て
あ
や
し
が
り
て
、
い
か
な
る
人
ぞ
と
と
ひ
た
ず
ね
け
れ
ば
、
か
く
れ
そ
め
て
え
た
れ
と
も
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、
み

　
　
かど
を
さ
し
て
と
ぶ
め
た
り
け
る
に
、
か
た
ら
ひ
け
る
女
ぼ
う
、
院
に
か
x
る
事
な
ん
侍
と
申
け
れ
ば
、
あ
れ
は
寄
よ
む
も
の
と
こ

　
　そ

き
け
、
と
く
ゆ
る
し
や
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
ゆ
る
さ
れ
て
ま
か
り
い
つ
と
て
よ
め
る
う
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　　
二
会
か
み
が
き
は
き
の
ま
う
ど
の
に
あ
ら
ね
ど
も
な
の
り
を
せ
ぬ
は
人
と
が
め
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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　と
よ
め
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　C
さ
い
院
き
こ
し
め
し
て
あ
は
れ
が
ら
せ
給
て
、
こ
の
き
の
ま
う
ど
の
と
い
へ
る
事
は
我
こ
そ
き
〉
し
事
な
れ
と
て
お
ほ
せ
ら
れ
け
る

　
　
事を
女
房
う
け
給
て
、
こ
の
の
ぶ
の
り
に
か
た
り
け
れ
ば
、
こ
の
事
よ
み
な
が
ら
く
は
し
く
も
し
ら
ざ
り
つ
る
事
な
り
と
て
、
こ
の

　
　こ
と
の
わ
び
し
か
り
つ
れ
ば
こ
の
事
を
よ
く
う
け
給
ら
ん
と
て
あ
り
け
る
事
也
け
り
と
て
よ
ろ
こ
び
け
る
と
そ
、
も
り
ふ
さ
か
た
り

　
　し
。
そ
の
の
ぶ
の
り
が
せ
ん
ぞ
に
て
よ
く
き
x
つ
た
へ
た
る
と
そ
。

AB
C
を
付
し
便
宜
的
に
三
段
落
に
分
け
て
引
用
し
た
。
A
の
段
で
は
「
あ
さ
く
ら
や
…
」
の
古
歌
が
詠
ま
れ
た
事
情
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
「
こ
の
う
た
を
本
体
に
し
て
き
の
ま
う
ど
の
に
名
の
り
を
し
て
よ
む
な
り
」
と
い
っ
て
そ
れ
が
故
事
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
B
の
段
で
は
「
あ
さ
く
ら
や
…
」
の
歌
を
本
体
に
詠
歌
し
た
例
の
よ
う
な
形
で
、
惟
規
が
「
か
み
が
き
は
…
」
の
歌
を
詠
ん
だ
話

を
語
る
。
C
の
段
で
は
惟
規
詠
に
感
動
し
た
大
斎
院
が
A
の
段
に
載
る
故
事
を
伝
え
る
。
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　こ
の
説
話
に
つ
い
て
、
す
で
に
私
も
拙
稿
「
『
俊
頼
髄
脳
』
の
周
辺
」
（
『
国
語
国
文
』
第
六
四
巻
第
一
号
、
平
成
七
年
）
で
考
察
し
て
い
る

（以
下旧
稿
と
い
う
）
。
和
歌
の
出
典
な
ど
（
「
あ
さ
く
ら
や
…
」
は
新
古
今
集
、
「
か
み
が
き
は
…
」
は
金
葉
集
に
そ
れ
ぞ
れ
採
ら
れ
て
い
る
）
の
注

釈
的

事
項は
旧
稿
に
も
触
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
省
略
に
従
い
、
さ
っ
そ
く
旧
稿
で
「
本
文
上
に
も
何
ら
か
の
錯
誤
が
存
す
る
か
も
知
れ
な

い
」
と
し
て
考
察
を
保
留
し
て
お
い
た
本
文
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
（
旧
稿
の
い
た
ら
な
か
っ
た
所
を
今
回
私
な
り
に
補
い
つ
つ
検
討
し

よ
う
と
思
う
の
で
、
旧
稿
を
あ
わ
せ
て
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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　問
題
の
箇
所
は
C
の
段
で
、
顕
昭
本
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
大
斎院
聞
食
て
あ
は
れ
が
ら
せ
給
て
、
此
木
の
丸
殿
と
い
ふ
こ
と
は
し
か
く
き
x
し
事
な
り
と
て
仰
ら
れ
て
、
と
く
ゆ
る
し
や
れ

　
　と
さ
ぶ
ら
ひ
を
め
し
て
仰
ら
れ
け
れ
ば
い
で
に
け
り
。
女
房
に
あ
ひ
た
り
け
る
に
此
こ
と
は
さ
ぞ
と
仰
ら
れ
つ
る
と
か
た
り
け
る
を

　
　き

〉
て
、
此
事
よ
み
な
が
ら
と
し
比
お
ぼ
つ
か
な
か
り
つ
る
こ
と
を
き
、
あ
き
ら
め
つ
る
と
よ
ろ
こ
び
け
る
と
そ
。
此
斎
院
は
む
ら
　
　
　
　
一

　
　
か
み
の御
む
す
め
な
れ
ば
さ
だ
め
て
し
ろ
し
め
し
た
ら
ん
と
そ
、
の
ぶ
の
り
も
申
け
る
。
其
の
ぶ
の
り
は
候
し
も
り
ふ
さ
が
先
祖
な
　
　
　
1
7

　
　
れば
き
x
つ
た
へ
て
ま
う
し
x
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

後
述
す
る
よ
う
に
顕
昭
本
の
本
文
が
善
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
判
然
と
し
な
い
部
分
が
残
る
。
第
一
に
「
其
の
ぶ
の
り
は
候

し
も
り
ふ
さ
が
先
祖
な
」
り
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
も
り
ふ
さ
」
は
盛
房
で
、
そ
の
経
歴
は
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
摂
関
家
の

家
司
で
あ
り
、
俊
頼
と
も
近
い
（
今
野
氏
前
掲
論
文
は
盛
房
の
存
在
を
『
俊
頼
髄
脳
』
の
先
行
を
証
す
る
一
根
拠
に
し
て
い
る
、
な
お
旧
稿
参
照
）
。

し
た
が
っ
て
、
「
候
し
」
は
摂
関
家
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
、
ま
た
末
尾
の
「
申
し
し
」
は
俊
頼
の
直
接
経
験
を
表
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

盛
房
が
惟規
の
子
孫
で
あ
る
証
し
が
な
い
。
従
来
か
ら
不
審
と
さ
れ
て
き
た
。
な
お
、
こ
の
部
分
、
定
家
本
の
「
そ
の
の
ぶ
の
り
が
せ
ん

ぞ
に
て
」
云
々
で
は
文
脈
上
か
ら
も
具
合
が
悪
い
と
思
わ
れ
る
。

　そ
こ
で
、
大
胆
な
推
測
に
よ
っ
て
本
文
の
再
編
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
と
っ
か
か
り
は
顕
昭
本
の
一
文
「
此
斎
院
は
む
ら
か
み
の
御
む

す
め
な
れ
ば
さ
だ
め
て
し
ろ
し
め
し
た
ら
ん
」
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
「
…
よ
ろ
こ
び
け
る
と
そ
」
で
終
わ
る
そ
れ
以
前
の
惟
規
に
関
す



る
説
話
の
信
葱
性
を
確
認
す
る
発
言
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
内
容
か
ら
言
っ
て
も
発
言
者
を
惟
規
と
す
る
本
文
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
る
の

であ
る
。
と
す
れ
ば
、
下
文
か
ら
盛
房
の
先
祖
で
あ
る
人
物
が
適
当
で
あ
る
。

　
盛
房
の

「お
や
」
定
成
あ
た
り
を
想
定
す
る
案
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
定
成
は
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
九
月
従
五
位
上
右
少
弁
、
同
七

年
四
月
七
日
の
小
除
目
で
斎
院
長
官
と
な
り
、
二
十
二
日
の
賀
茂
祭
の
斎
王
渡
御
に
従
っ
て
い
る
（
『
春
記
』
）
。
当
時
、
斎
院
は
謀
子
。

　と
こ
ろ
で
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
今
昔
物
語
集
＝
付
録
「
説
話
的
世
界
の
ひ
ろ
が
り
」
は
コ
つ
の
想
定
」
と
断
っ
て
、
す
で
に

次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　

「木
の
丸
ど
の
」
の
歌
を
め
ぐ
る
大
斎
院
と
惟
規
の
話
は
、
大
斎
院
の
文
学
サ
ロ
ン
に
か
た
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
定
成

　
　
が
長官
と
な
っ
た
頃
、
大
斎
院
は
す
で
に
亡
い
、
し
か
し
定
成
が
長
官
と
な
っ
た
六
条
斎
院
謀
子
の
御
所
に
は
、
そ
れ
が
ま
た
当
時
、

　
　有力

な
詞
花
の
淵
叢
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
前
代
の
歌
の
物
語
も
語
り
伝
え
ら
れ
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
定
成
か
ら
盛
房
へ
、
　
　
　
　
一

　
　
盛
房
から
経
信
へ
、
経
信
な
り
盛
房
な
り
か
ら
俊
頼
へ
、
そ
れ
は
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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斎
院
の

文
学
サ
ロ

ン

に

伝え
ら
れ
た
説
話
を
俊
頼
が
書
き
留
め
た
と
い
う
想
定
は
聴
く
に
値
す
る
優
れ
た
解
釈
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
先
に
　
　
　
一

述
べ
た
よ
う
に
『
俊
頼
髄
脳
』
を
顕
昭
本
の
本
文
で
読
む
と
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
の
想
定
が
説
話
全
体
に
及
ぶ
と
み
る
の
は
無
理
が
あ
ろ

う
。
な
お
、
「
…
と
そ
も
り
ふ
さ
か
た
り
し
…
」
と
あ
る
前
掲
の
定
家
本
に
従
え
ば
、
盛
房
が
説
話
全
体
の
伝
承
者
と
解
せ
る
が
、
こ
こ
で

は
前
後
の
記
述
や
内
容
を
勘
案
し
て
顕
昭
本
の
本
文
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

　
つま
り
、
私
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
末
尾
の
盛
房
が
お
や
の
定
成
か
ら
「
き
〉
つ
た
へ
て
ま
う
し
〉
」
内
容
は
「
此
斎
院
は
む
ら
か
み
の

御
む
す
め
な
れ
ば
さ
だ
め
て
し
ろ
し
め
し
た
ら
ん
」
の
発
言
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
実
名
を
出
し
て
歌
語
解
釈
の
裏
付
け
的
な
発

言
を
記
す
場
合
は
本
書
の
他
の
部
分
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
万
葉
歌
（
三
〇
〇
）
と
『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
し
て
い
る
経
信
詠
（
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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0b
）
に
つ
い
て
の
実
綱
の
コ
メ
ン
ト
（
実
綱
に
つ
い
て
も
旧
稿
参
照
）
な
ど
。
ま
た
、
永
承
四
年
内
裏
歌
合
で
の
詠
「
い
は
し
ろ
の
を
の
へ

の
か

ぜ
に
と
し
ふ
れ
ど
ま
つ
の
み
ど
り
は
か
は
ら
ざ
り
け
り
」
（
二
三
四
）
を
め
ぐ
っ
て
、
作
者
資
仲
が
述
べ
た
内
容
を
子
の
顕
実
が
聞
い



て申
し
た
と
記
し
て
い
る
箇
所
（
で
－
の
ち
に
ひ
と
の
か
た
ぶ
き
け
れ
ば
よ
う
も
し
ら
ぬ
事
い
ふ
な
り
と
そ
作
者
申
さ
れ
け
る
と
そ
の
人
の
こ
の
あ

き
ざ
ね
の
さ
い
し
ゃ
う
申
さ
れ
し
」
〈
定
家
本
〉
）
な
ど
は
、
親
の
発
言
を
伝
え
る
子
の
言
葉
と
し
て
書
き
と
め
た
例
で
あ
る
。

三

　
では
、
木
の
丸
殿
の
故
事
や
「
あ
さ
く
ら
や
…
」
の
歌
を
本
体
に
し
て
歌
を
詠
み
、
難
を
逃
れ
、
さ
ら
に
そ
の
故
事
を
聞
い
て
喜
ん
だ

惟規
の
説
話
の
伝
承
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
俊
頼
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。
本
書
に
み
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
惟
規
の
説

話
（
な
お
、
惟
規
の
歌
は
さ
ら
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
共
通
話
の
あ
る
呉
松
孝
の
説
話
を
ふ
ま
え
る
一
首
が
あ
る
）
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て

考え
て
み
た
い
。
惟
規
の
辞
世
の
歌
「
都
に
は
恋
し
き
人
の
…
」
（
『
後
拾
遺
集
』
に
「
京
に
侍
り
け
る
斎
院
の
中
将
が
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」

の

詞
書
で
入集
、
こ
の
斎
院
の
中
将
が
先
の
説
話
の
「
語
ら
ひ
け
る
女
房
」
と
い
う
）
を
め
ぐ
る
説
話
で
あ
る
。
先
の
惟
規
説
話
を
ー
と
し
、
こ
　
　
　
　
一

の話
を
惟
規
説
話
1
1
と
す
る
。
今
度
は
顕
昭
本
で
本
文
を
あ
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9

　
　為善
と
申
儒
者
の
子
に
惟
規
と
申
も
の
あ
り
き
。
お
や
の
越
中
守
に
成
て
く
だ
り
け
る
時
に
蔵
人
に
て
得
く
だ
ら
で
か
う
ぶ
り
給
て
　
　
　
一

　
　
の
ち
に
ぞ
ま
か
り
け
る
。
み
ち
よ
り
病
を
う
け
て
い
き
つ
き
け
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
る
さ
ま
に
な
り
に
け
り
。
お
や
ま
ち
つ
け
て
よ
う

　
　
つ
に
あ
つ
か
ひ
け
れ
ど
や
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
い
ま
は
後
の
よ
の
事
を
思
へ
と
て
ま
く
ら
が
み
に
僧
ゐ
て
、
後
の
世
の
事
は
地
獄
は
ひ

　
　た
ぶ
る
に
成
ぬ
、
中
有
と
い
ひ
て
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ぬ
ほ
ど
は
は
る
か
な
る
荒
野
に
と
り
け
だ
も
の
な
ど
だ
に
な
き
に
、
た
ゴ
ひ
と
り

　
　あ
る
こ
x
ろ
ぼ
そ
さ
、
こ
の
よ
の
人
の
こ
ひ
し
さ
な
ど
の
た
え
が
た
さ
を
〉
し
は
か
ら
せ
た
ま
へ
な
ど
い
ひ
け
れ
ば
、
め
を
ほ
そ
め

　
　
に
見
あ
け
て
い
き
の
し
た
に
、
そ
の
中
有
の
た
び
の
そ
ら
に
は
あ
ら
し
に
し
た
が
ふ
も
み
ち
、
か
ぜ
に
し
た
が
ふ
を
ば
な
、
こ
の
も

　
　と
に
ま
つ
む
し
す
ゴ
む
し
の
こ
ゑ
な
ど
は
き
こ
え
ぬ
に
や
と
た
め
ら
ひ
つ
〉
い
き
の
し
た
に
い
ひ
け
れ
ば
、
僧
に
く
さ
の
あ
ま
り
に

　
　あ
ら
ら
か
に
、
な
に
の
れ
う
に
た
つ
ぬ
る
ぞ
と
〉
ひ
け
れ
ば
、
さ
ら
ば
そ
れ
み
て
こ
そ
は
な
ぐ
さ
め
x
と
う
ち
や
す
み
て
い
ひ
け
れ

　
　ば
、
僧
こ
の
事
も
の
ぐ
る
お
し
と
て
に
げ
て
ま
か
り
に
け
り
。
さ
る
人
の
心
ば
え
も
あ
り
け
り
と
し
ろ
し
め
さ
ん
れ
う
に
や
く
な
け



　
　
れど
申
な
り
。
お
や
あ
り
て
め
の
は
た
ら
か
ん
か
ぎ
り
は
と
て
、
そ
ゐ
x
て
ま
ぼ
り
け
れ
ば
、
二
の
て
を
さ
〉
げ
て
あ
り
け
れ
ば
心

　
　も
え
で
見
ゐ
た
り
け
る
に
、
も
の
か
〉
ん
と
お
ぼ
し
め
す
に
や
と
人
の
こ
〉
う
え
て
申
け
れ
ば
、
う
な
づ
き
け
れ
ば
、
ふ
で
を
ぬ
ら

　
　し
て
か
み
を
ぐ
し
て
と
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、
か
き
た
る
寄

　
　
　　
四
三
五
み
や
こ
に
も
こ
ひ
し
き
人
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
な
を
こ
の
た
び
は
い
か
ん
と
そ
思
ふ

　
　は
て
の
ふ
も
じ
を
ば
得
か
〉
で
い
き
た
へ
に
け
れ
ば
、
お
や
こ
そ
さ
な
め
り
と
申
て
ふ
も
じ
を
ば
か
き
そ
へ
て
か
た
み
に
せ
ん
と
て

　
　を
き
て
、
つ
ね
に
み
て
な
き
け
れ
ば
、
な
み
だ
に
ぬ
れ
て
は
て
は
や
れ
う
せ
に
け
る
と
か
や
。

「為
善と
申
儒
者
の
子
に
」
は
、
誤
り
で
「
為
善
」
は
為
時
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
定
家
本
も
「
た
め
よ
し
」
と
あ
り
、
「
為
時
欺
非
儒
」

と
傍
書
す
る
。
「
お
や
の
越
中
守
に
成
て
く
だ
り
け
る
時
に
」
も
誤
り
。
為
時
に
は
越
中
守
に
な
っ
た
閲
歴
は
な
い
。
定
家
本
が
「
越
後
欺
」

と
傍
書
す
る
よ
、
つ
に
、
．
」
．
、
は
越
後
守
と
あ
る
べ
き
と
．
、
ろ
。
法
フ
此
臼
物
語
集
暮
三
±
「
藤
原
惟
規
趨
中
国
死
語
第
二
＋
八
」
は
、
　
一

こ
の
説
話
に
取
材
し
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
あ
り
、
『
俊
頼
髄
脳
』
の
誤
り
を
踏
襲
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　
　今昔
、
越
中
ノ
守
藤
原
ノ
為
善
ト
云
ケ
ル
博
士
ノ
子
二
、
惟
規
ト
云
フ
者
有
。
為
善
ガ
越
中
ノ
守
二
成
テ
下
ケ
ル
時
二
、
惟
規
ハ
当
　
　
　
　
一

　
　職
ノ
蔵
人
ニ
テ
有
ケ
レ
バ
、
否
具
シ
テ
モ
不
下
ズ
シ
テ
、
叙
爵
シ
テ
後
ニ
ゾ
下
ケ
ル
ニ
、
惟
規
道
ヨ
リ
重
キ
病
付
タ
リ
ケ
レ
ド
モ
、

　
　
然ト
テ
道
二
可
留
キ
ニ
非
ネ
バ
、
構
テ
下
リ
着
ニ
ケ
リ
。
国
二
行
キ
着
ケ
レ
バ
、
限
ナ
ル
様
二
成
ニ
ケ
リ
。

　さ
て
、
惟
規
は
、
寛
弘
八
年
（
一
〇
二
）
の
秋
、
越
後
で
没
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
父
為
時
は
、
寛
弘
八
年
二
月
一
日
に

越
後
守
に任
ぜ
ら
れ
、
時
に
正
五
位
下
（
『
弁
官
補
任
』
）
、
同
年
六
月
二
十
五
日
の
一
条
天
皇
御
大
葬
以
前
に
惟
規
も
越
後
に
赴
く
か
と
説
か

れる
。
そ
の
時
の
惟
規
と
都
の
人
々
と
の
通
信
が
残
っ
て
い
る
。
『
伊
勢
大
輔
集
』
に
「
惟
規
が
越
後
へ
下
り
し
に
」
の
詞
書
で
「
今
日
や

さ
は
思
ひ
立
つ
ら
む
旅
衣
身
に
馴
れ
ね
ど
も
あ
は
れ
と
そ
聞
く
」
と
あ
る
。
惟
規
の
方
か
ら
も
途
上
か
ら
便
り
を
送
る
。
『
後
拾
遺
集
』
に

「父
の
と
も
に
越
後
に
ま
か
り
け
る
に
逢
坂
の
ほ
ど
よ
り
源
為
善
朝
臣
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
の
詞
書
で
「
逢
坂
の
関
う
ち
こ
ゆ
る

ほ
ど
も
な
く
け
さ
は
都
の
人
ぞ
恋
し
き
」
と
あ
る
。
為
善
か
ら
の
返
事
は
生
前
の
惟
規
に
届
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
『
難
後
拾
遺
』
に
は
「
…



こ
れ
は
為
善
が
語
り
し
は
惟
規
が
こ
の
歌
を
よ
み
て
お
こ
せ
て
侍
り
し
か
へ
り
ご
と
を
越
後
に
つ
か
は
し
た
り
し
に
惟
規
は
失
せ
て
父
為

時
が
返
事を
い
と
あ
は
れ
に
か
き
つ
け
て
し
て
侍
り
し
、
い
ま
に
う
し
な
は
で
侍
り
し
と
こ
そ
申
し
め
り
し
か
」
と
あ
る
。
『
難
後
拾
遺
』

の

著
者
経
信は
、
親
し
い
為
善
か
ら
、
惟
規
の
父
為
時
の
手
紙
の
存
在
と
と
も
に
、
そ
の
経
緯
を
聞
い
て
い
る
。
想
像
す
る
に
、
経
信
は

為
善
から
惟
規
の
臨
終
の
一
部
始
終
を
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
承
は
、
経
信
か
ら
俊
頼
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。

な
お
、
『
袋
草
紙
』
に
よ
れ
ば
俊
頼
筆
の
『
難
後
拾
遺
』
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
説
話
の
冒
頭
の
惟
規
の
父
を
為
善
と
記
し
た
誤
り
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

こ
う
し
た
伝
承
過
程
と
何
か
関
わ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
や
は
り
事
情
は
不
明
な
が
ら
伝
承
者
が
当
事
者
と
し
て
誤
っ
て
記
載
さ
れ
る
例

が他
に
も
あ
る
。
「
実
綱
が
伊
予
守
に
て
く
だ
り
け
る
に
」
で
始
ま
る
能
因
の
祈
雨
説
話
に
お
い
て
、
実
綱
の
父
資
業
が
当
事
者
で
、
当
事

者
か
のよ
う
に
記
さ
れ
る
実
綱
は
、
説
話
の
伝
承
者
で
あ
っ
た
（
な
お
旧
稿
参
照
）
。
要
す
る
に
、
経
信
か
ら
俊
頼
へ
受
け
継
が
れ
た
と
理
解

でき
論
の
場
△
口
同
様
木
の
丸
殿
を
め
ぐ
る
話
も
含
め
て
、
惟
規
説
話
は
、
経
信
を
経
て
俊
頼
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
　
一

は
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一

　
　
　
　
　
　
　

四

さ
て
、
論
を
惟
規
説
話
1
に
戻
そ
う
。
共
通
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四
「
藤
原
惟
規
読
和
歌
被
免
語
第
五
十
七
」
は
次
の
通
り
。

　今
昔
、
大
斉
院
ト
申
ス
ハ
、
邑
上
天
皇
ノ
御
子
二
御
座
ス
。
和
歌
ヲ
ナ
ム
微
妙
ク
読
セ
給
ケ
ル
。

　
其
ノ
斉
院
二
御
座
ケ
ル
時
、
藤
原
惟
規
ト
云
人
、
当
職
ノ
蔵
人
ニ
テ
有
ケ
ル
時
二
、
彼
ノ
斉
院
二
候
ケ
ル
女
房
二
忍
テ
物
云
ハ
ム
ト

　テ
、
夜
々
其
ノ
局
二
行
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
斉
院
ノ
侍
共
、
惟
規
局
二
入
ヌ
ト
見
テ
怪
ガ
リ
テ
、
「
何
ナ
ル
人
ゾ
」
ト
問
ヒ
尋
ケ
ル
ニ
、
隠

　
レ
初
ニ
ケ
レ
バ
、
否
誰
ト
モ
不
云
デ
有
ケ
ル
ヲ
、
御
門
共
ヲ
閉
テ
ケ
レ
バ
、
否
不
出
デ
有
ケ
ル
ニ
、
其
ノ
語
ピ
ケ
ル
女
房
思
ヒ
佗
テ
、

　院
二
、
「
此
ル
事
ナ
ム
候
フ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、
御
門
ヲ
開
テ
出
シ
ケ
ル
ニ
、
惟
規
出
ト
テ
、
此
ナ
ム
云
ケ
ル
、

　
　
　カ
ミ
ガ
キ
ハ
キ
ノ
マ
ロ
ド
ノ
ニ
ア
ラ
ネ
ド
モ
ナ
ノ
リ
ヲ
セ
ヌ
ハ
人
ト
ガ
メ
ケ
リ



　
　ト
。
後
二
、
斉
院
此
レ
ヲ
自
然
ラ
聞
食
シ
テ
哀
ガ
ラ
セ
給
ヒ
テ
、
「
木
ノ
丸
殿
ト
云
事
ハ
我
レ
コ
ソ
聞
シ
事
ナ
レ
」
ト
ゾ
被
仰
ケ
ル
。

　
　彼
ノ
惟
規
ガ
孫
二
盛
房
ト
云
者
ノ
伝
へ
聞
テ
語
リ
シ
也
。

　
　
彼ノ
惟
規
ハ
極
ク
和
歌
ノ
上
手
ニ
テ
ナ
ム
有
ケ
ル
、
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

前
掲
の
『
俊
頼
髄
脳
』
引
用
の
B
と
C
の
部
分
に
当
た
る
。
木
の
丸
殿
の
故
事
を
語
る
A
段
落
が
落
ち
て
い
る
と
、
「
木
ノ
丸
殿
ト
云
事
ハ

我
レ
コ
ソ
聞
シ
事
ナ
レ
」
の
内
容
が
不
明
で
、
C
段
落
の
意
味
が
わ
か
り
に
く
い
。
木
の
丸
殿
の
故
事
を
聞
い
て
喜
ぶ
惟
規
が
省
略
さ
れ

て

い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
定
家
本
の
本
文
の
不
審
箇
所
「
そ
の
の
ぶ
の
り
が
せ
ん
ぞ
に
て
よ
く
き
〉
つ
た
へ
た
る
と
そ
」
が
「
彼
ノ
惟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

規
ガ
孫
二
盛
房
ト
云
者
ノ
伝
へ
聞
テ
語
リ
シ
也
」
と
整
理
さ
れ
説
話
の
事
実
ら
し
さ
を
意
図
す
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両

書
を
比
較
す
る
と
、
冒
頭
の
「
大
斉
院
ト
申
ス
ハ
、
邑
上
天
皇
ノ
御
子
二
御
座
ス
」
が
、
顕
昭
本
の
「
の
ぶ
の
り
」
の
発
言
と
な
る
こ
と

が
気
に
な
る
が
、
C
段
落
は
省
略
整
理
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
定
家
本
の
本
文
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
「
和
歌ヲ
ナ
ム
微
妙
ク
読
セ
給
ケ
ル
」
大
斎
院
と
「
和
歌
ノ
上
手
」
惟
規
と
の
交
流
の
説
話
に
改
め
ら
れ
て
い
る
以
上
に
、
定
家
本
の
　
　
　
2
2

本
文
に

近
い

形
で
省
略
整
理さ
れ
て
い
る
こ
と
は
・
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
・
前
述
の
推
論
に
従
え
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
す
で
　
一

に

混
乱し
た
『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
文
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注
1
　
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
俊
頼
髄
脳
』
に
共
通
す
る
話
と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
説
話
集
と
歌
学
書
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
異
な
る
の
で
あ

　　
る
が
、
『
大
和
物
語
』
な
ど
と
同
様
、
非
常
に
酷
似
し
た
表
現
や
内
容
を
持
つ
話
も
あ
れ
ば
、
異
伝
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
、
人
物
や
テ
ー

　　
マ
は
同
じ
で
も
全
く
別
な
伝
承
に
基
づ
く
も
の
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
。
次
の
一
覧
表
中
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
し
た
十
四
話
が
先
学
に
よ

　　
っ
て
直
接
関
係
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
稿
者
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
は
人
物
や
テ
ー
マ
が
一
部
で
も
重
な
る
か
、

　
　
あ
る
い
は
同
じ
和
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
一
覧
に
し
て
い
な
い
が
、
芹
摘
む
説
話
の
よ
う
に
、
『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
無
名
の
庭

　
　
掃
き
の
賎
の
男
の
高
貴
な
女
性
へ
の
及
ば
ぬ
恋
の
話
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
が
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
行
基
の
前
生
謹
と
し
て
素
材
的
に



類
似
の

話

（い
わ
ゆ
る
真
福
田
丸
話
で
あ
る
が
、
た
だ
し
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
芹
摘
む
行
為
は
な
く
、
両
者
の
間
に
『
奥
義
抄
』
な
ど

に

採ら
れ
た
話
を
置
い
て
参
考
に
し
な
い
と
類
似
性
は
薄
い
）
が
語
ら
れ
る
例
も
あ
る
。

　
　

『今
昔
物
語集
』
と
『
俊
頼
髄
脳
』
の
共
通
話
一
覧

今
昔
物
語集
　
　
　
　
　
　
　
俊
頼
髄
脳
（
頁
数
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
考
（
キ
ー
ワ
ー
ド
、
歌
初
句
・
番
号
）

　
　
巻ー
　
話
　
　
　
　
　
　
　
日
本
古
典
文
学
全
集
　
　
　
日
本
歌
学
大
系

十
　
　
ー
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
　
　
　
　
　
　
一
七
一
　
　
　
　
　
秦
＝
世
　
一
毛
工
三
七
四

十　
　
ー
　
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
　
　
　
　
　
張
驚
　
一
毛
六

十

　
　ー
　
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
七
　
　
　
　
　
　
王
昭
君
　
些
茜
・
四
完

十

　
ー
七
　
　
　
　
　
　
二
四
〇
　
　
　

二
〇

八

　

　

　
楊
貴
妃

四
昌六

十

　
　ー
　
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
O
　
　
　
　
　
　
呉
招
孝
　
囚
一
一
七

十　
　
ー
　
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
七
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一
　
　
　
　
　
孔
子
　
些
天

＋
ー
二
＋
九
　
　
　
＝
ハ
一
　
　
一
三
　
　
†
和
昌
宅
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十

　ー
三
十
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
　
　
　
　
　
一
七
一
　
　
　
　
蘇
武
昌
完
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

十
一
　
－
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
　
　
聖
徳
太
子
二
・
三

十
一
　
ー
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
　
　
　
　
　
　
一
六
九
　
　
　
　
　
役
の
行
者
美
四

十
一
　
ー
　
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
〇
　
　
　
　
　
　
婆
羅
門
僧
正
　
五
八
．
五
九

二
十
四ー
　
二
十
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
六
　
　
　
　
　
　
蝉
丸
　
会

二
十
四1
　
三
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
　
　
　
　
　
　
一
九
二
　
　
　
　
　
見
る
人
も
・
三
四
九

二
十
四ー
　
四
十
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
　
　
　
　
　
人
し
れ
ず
・
一
四
五

二
十
四ー
　
五
十
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
　
　
　
一
三
二
　
　
　
　
　
我
が
宿
の
．
六
七

二十
四
ー
　
五
十
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
　
　
　
　
　
老
い
果
て
て
・
九
＝

二
十
四ー
　
五
十
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
〇
　
　
　
　
　
　
　
一
七
六
　
　
　
　
　
惟
規
・
木
の
丸
殿
　
＝
全



二
十
七ー
　
一
一
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
四
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
八
　
　
　
　
　
　
京
極
殿
の
霊

　
　
　
　

（
二
十九

）

三
十　
－
　
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
　
　
　
　
浅
香
山
・
三
七

三十
　
ー
　
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
　
　
　
　
　
　
夷
母
棄
山
　
二
空

三十
　
ー
　
十
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五
　
　
　
　
　
　
雌
燕
不
嫁
他
人
　
二
△

三
十

　ー
　
十
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
八
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
　
　
　
　
　
　
人
妻
化
成
弓
　
三
六

　　
三
十
一
ー
　
二
十
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
　
　
　
　
　
一
五
六
　
　
　
　
　
鬼
の
し
こ
草
　
二
三
三
三

　　
三
十
一
ー
　
一
一
十
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
四
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
四
　
　
　
　
　
　
惟
規
・
越
中
の
死
　
讐
三

　　
三
十
一
ー
　
三
十
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
二
　
　
　
　
　
箸
墓
・
三
輪
山
伝
説
六
四

2
　
注
1
の
表
中
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
し
た
十
四
話
の
内
で
も
、
現
状
で
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
が
『
俊
頼
髄
脳
』
以
外
の
伝
承
資
料
を
も
用
い

　　
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
小
峰
和
明
氏
『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
』
（
昭
和
六
〇
年
）
「
1
資
料
と
周
辺
」
「
第
二
章
　
震
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

賜
繍
怪
殼
ほ
．
離
鐸
麟
人
竃
㍊
聾
鷲
纏
踊
鰯
鞍
竃
鮭
舞
鯉
↓

　
　料
か
ら
こ
の
種
の
話
柄
を
ま
と
め
て
翻
訳
・
配
列
し
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
楊
貴
妃
の
話
（
七
話
）

　　
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
橘
健
二
氏
「
『
今
昔
物
語
集
』
と
『
俊
頼
髄
脳
』
と
の
関
係
」
（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
付
属
高
校
『
研
究
紀
要
』

　
　第
5
集
、
昭
和
三
七
年
一
二
月
）
は
、
「
源
道
済
の
歌
の
解
釈
の
表
現
と
し
て
の
み
導
き
出
さ
れ
認
め
ら
れ
る
べ
き
」
箇
所
が
道
済
歌
を
持

　　
た
な
い
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
不
自
然
な
末
尾
の
部
分
に
見
え
る
の
は
『
今
昔
物
語
集
』
が
『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
文
に
明
ら
か
に
依

　
　
拠し
て
い
る
証
拠
と
論
じ
た
が
、
同
話
中
、
楊
貴
妃
が
殺
害
さ
れ
る
く
だ
り
に
注
目
す
れ
ば
、
現
存
の
『
俊
頼
髄
脳
』
に
見
え
な
い
殺
害

　
　
者
陳
玄
礼
の

登
場な
ど
、
直
接
関
係
が
否
定
さ
れ
る
面
も
あ
る
。
池
上
洵
一
氏
訳
注
東
洋
文
庫
『
今
昔
物
語
集
』
も
、
最
後
の
評
語
の
部

　
　
分
で

「安
禄山
が
殺
し
た
の
も
世
を
正
す
た
め
で
あ
っ
た
か
ら
…
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
注
し
て
「
本
話
は
全
体
的
に
は
『
俊
頼
髄
脳
』
に

　　
よ
り
な
が
ら
、
楊
貴
妃
殺
害
の
場
面
に
は
別
の
伝
承
を
利
用
し
て
い
る
。
安
禄
山
が
殺
し
た
と
い
う
こ
の
結
語
は
、
あ
た
か
も
殺
害
場
面

　　
の
改
変
を
忘
れ
、
『
俊
頼
髄
脳
』
の
記
事
に
よ
っ
て
の
み
導
き
出
さ
れ
た
観
が
あ
る
」
と
説
く
。
他
の
震
旦
部
の
共
通
話
に
つ
い
て
は
、
宮

　
　
田尚
氏
『
今
昔
物
語
集
震
旦
部
考
』
（
平
成
四
年
六
月
）
「
五
章
資
料
へ
の
再
評
価
」
「
3
俊
頼
髄
脳
の
活
用
」
、
池
田
富
蔵
氏
『
源
俊
頼
の



　
　
研究
』
第
四
編
第
一
章
「
俊
頼
と
今
昔
物
語
集
」
な
ど
が
あ
る
が
、
宮
田
尚
氏
著
の
コ
章
序
説
」
「
1
震
旦
部
研
究
略
史
」
中
に
『
今
昔

　
　
物
語集
』
震
旦
部
と
『
俊
頼
髄
脳
』
の
関
係
に
ふ
れ
る
従
来
の
研
究
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

3
　
定
家
本
は
、
俊
頼
髄
脳
研
究
会
編
『
国
会
図
書
館
蔵
俊
頼
髄
脳
』
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
、
和
泉
書
院
影
印
叢
刊
9
2
）
に
よ
る
が
、
適
宜
に

　
　句
読
点
、
濁
点
を
付
し
傍
書
な
ど
を
略
す
な
ど
一
部
表
記
を
改
め
た
。
引
用
は
以
下
同
様
。
な
お
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
B
段
一
行
目

　
　

「
蔵
人
の

ぶ
のり
」
は
「
蔵
人
の
ぶ
な
り
」
と
あ
り
、
同
最
終
行
「
と
よ
め
る
」
は
「
と
め
め
る
」
と
あ
る
の
を
改
め
た
。

4
　
な
お
、
福
島
尚
氏
「
朝
倉
の
伝
承
と
詠
歌
ー
『
十
訓
抄
』
一
ノ
ニ
か
ら
三
へ
の
話
題
展
開
の
文
学
的
背
景
ー
」
『
高
知
大
国
文
』
第
二
九
号

　
　

（
一
九
九
九年
三
月
）
は
、
「
あ
さ
く
ら
や
…
」
を
ふ
ま
え
た
詠
作
例
を
『
十
訓
抄
』
の
時
代
に
至
る
ま
で
丹
念
に
た
ど
っ
て
、
そ
の
様
相

　
　を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

5
　
顕
昭
本
は
、
俊
頼
髄
脳
研
究
会
編
『
顕
昭
本
俊
頼
髄
脳
』
（
平
成
八
年
三
月
、
私
家
版
、
底
本
は
京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本
）
に
よ
る
。

　
　な
お
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
一
行
目
「
事
な
り
と
て
仰
ら
れ
て
」
は
「
事
な
り
と
く
仰
ら
れ
て
」
と
あ
る
の
を
改
め
た
。

6
　
「
神
風
や
伊
勢
の
は
ま
を
ぎ
を
り
ふ
せ
て
た
び
ね
や
す
ら
ん
あ
ら
き
は
ま
べ
に
」
（
三
〇
〇
）
と
「
君
が
世
は
つ
き
じ
と
そ
み
る
神
風
や
み

　
　
も
す
そ
河
の
す
ま
ん
か
ぎ
り
は
」
（
三
〇
〇
b
）
の
二
首
を
め
ぐ
・
て
・
先
人
の
言
に
よ
り
「
神
風
三
神
の
御
め
ぐ
み
の
意
味
で
あ
る
旨
　
↑

　
　

を
説
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
実
綱
は
「
は
ま
を
ぎ
と
よ
め
る
は
、
を
ぎ
に
は
あ
ら
ず
。
あ
し
を
か
の
國
に
は
は
ま
を
ぎ
と
い
ひ
な
ら
　
↓

　
　は
し
た
る
な
り
。
み
も
す
そ
が
は
と
は
か
の
大
神
宮
の
御
前
に
な
が
れ
た
る
河
也
。
い
か
で
こ
の
河
は
い
ま
x
で
よ
み
の
こ
し
て
を
き
た

　
　り
け
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
み
も
す
そ
が
は
」
を
詠
み
込
む
詠
作
例
が
「
君
が
世
は
…
」
以
前
に
も
見
い
だ
せ
る
が
（
用
例
に
つ
い
て
は

　
　
安井
重
雄
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）
、
こ
こ
は
、
「
神
風
や
み
も
す
そ
河
の
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
お
い
て
の
発
言
と
思
わ
れ
る
。

7
　
『
今
昔
物
語
集
』
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
所
収
本
に
よ
る
。
傍
訓
は
略
し
た
。
巻
二
十
四
は
実
践
女
子
大
学
蔵
二

　
　十
六
冊
本
、
巻
三
十
一
は
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
十
五
冊
本
が
底
本
。

8
　
な
お
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
な
い
『
今
昔
物
語
集
』
の
末
尾
は
、
次
の
通
り
。

　
　
　父
京
二
返
リ
上
テ
語
ケ
レ
バ
、
其
ノ
比
此
ヲ
聞
ク
人
極
ク
哀
ガ
リ
ケ
リ
。

　
　
　
此
ヲ
思
フ
ニ
、
何
カ
ニ
罪
深
カ
リ
ケ
ム
。
三
宝
ノ
事
ヲ
心
二
懸
テ
死
ヌ
ル
人
尚
シ
悪
道
ヲ
遁
ル
・
事
ハ
難
カ
ナ
ル
ニ
、
此
レ
ハ
偏
二
其

　
　　
ノ
方
ヲ
バ
離
レ
ケ
レ
バ
悲
キ
事
也
。
此
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

　
　
小
峰
氏前
掲
書
（
一
四
六
頁
以
下
）
が
す
で
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
全
編
に
親
の
愛
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
結
末
部
に
も
父
が

　
　
京
に戻
っ
て
こ
の
話
を
語
り
聞
く
人
の
涙
を
さ
そ
っ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
俊
頼
髄
脳
』
の
主
題
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
見
え
な
い
「
さ



　
　る
人
の
心
ば
え
も
あ
り
け
り
と
し
ろ
し
め
さ
ん
れ
う
に
や
く
な
け
れ
ど
申
な
り
」
の
一
文
が
示
す
よ
う
に
、
惟
規
の
（
臨
終
の
際
に
も
和

　
　
歌的
美
を
希
求
す
る
）
「
心
ば
へ
」
へ
の
理
解
を
教
え
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
は
対
極
的
に
、
右
の
評
語
は
、
惟
規
の
心
を
罪
深

　　
い
と
す
る
。
小
峰
氏
は
「
今
昔
物
語
集
の
本
質
が
露
呈
し
た
好
例
」
と
説
か
れ
る
が
、
確
か
に
両
者
の
違
い
は
大
き
い
。

9
　
惟
規
説
話
I
H
を
め
ぐ
る
関
係
事
項
を
略
年
表
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　　
天
延
三
年
（
九
七
五
）
　
　
　
　
　
　
　
選
子
内
親
王
、
こ
の
年
か
ら
斎
院
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
ま
で
奉
仕
。

　
　寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
正
月
　
　
　
　
　
惟
規
、
任
蔵
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
「
大
斎
院
と
申
し
け
る
斎
院
の
御
時
に
蔵
人
惟
規
女
房
に
物
申
さ
む
と
て
」
〈
俊
頼
髄
脳
〉

　
　寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
二
月
一
日
　
　
　
為
時
、
任
越
後
守
。
時
に
正
五
位
下
。
〈
弁
官
補
任
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
六
月
二
十
五
日
　
一
条
天
皇
御
大
葬
。
こ
れ
以
前
に
惟
規
、
越
後
に
赴
く
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
惟
規
、
越
後
で
没
か
。

　
　
長和
三
年
（
一
〇
一
四
）
六
月
十
七
日
　
　
為
時
、
越
後
守
を
辞
す
。
〈
小
右
記
〉

　
　長
和
五年
（
一
〇
一
六
）
四
月
二
十
九
日
　
前
越
後
守
為
時
、
出
家
。
〈
小
右
記
、
五
月
一
日
条
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　長

久

三
年
二
〇
四
三
＋
月
百
　
為
萱
没
〈
国
筆
従
兄
弟
に
道
済
姉
妹
に
経
毎
が
お
り
、
能
因
な
ど
と
の
交
友
　
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

があ
っ
た
〉

　
　
永

承
七
年

（
一
〇
五
二
）
四
月
　
　
　
　
　
定
成
（
盛
房
父
）
、
斎
院
（
謀
子
）
長
官
を
兼
任
。

　　
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
　
　
　
　
　
　
　
盛
房
、
斎
院
次
官
か
。
〈
異
本
「
三
十
六
人
歌
仙
伝
」
奥
書
〉

　
　
応徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
十
月
中
旬
　
　
　
「
後
拾
遺
集
」
、
奏
覧
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
こ
の
前
後
に
奏
覧
本
定
稿
に
よ
っ
て
経
信
、
「
難
後
拾
遺
」
を
著
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
「
袋
草
紙
」
に
よ
れ
ば
俊
頼
筆
の
「
難
後
拾
遺
」
が
あ
っ
た
と
い
う
〉

　
　
永長
二
年
（
一
〇
九
七
）
閏
正
月
六
日
　
　
経
信
、
没
。
（
長
和
五
年
く
一
〇
一
六
V
生
）

　
　
康和
五
年
（
一
一
〇
三
）
　
　
　
　
　
　
　
「
殿
暦
」
の
七
月
二
日
条
が
盛
房
の
現
わ
れ
る
記
事
の
最
後
。

　
　
永
久

二年
（
二
一
四
）
　
　
　
　
　
　
「
俊
頼
髄
脳
」
成
立
の
下
限
（
上
限
は
天
永
二
年
〈
二
＝
〉
初
め
か
）

　　
天
治
元
年
（
＝
二
四
）
　
　
　
　
　
　
　
「
金
葉
集
」
（
初
度
本
）
成
立
。

　
　
大治
四
年
（
＝
二
九
）
　
　
　
　
　
　
俊
頼
、
没
。
（
天
喜
三
年
く
一
〇
五
五
∨
生
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
「
今
昔
物
語
集
」
の
成
立
（
「
概
ね
西
暦
一
＝
二
〇
～
四
〇
年
代
の
成
立
か
」
池
上
洵
一
氏
「
鈴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鹿本
を
見
つ
め
る
」
註
4
の
所
説
く
『
鈴
鹿
本
今
昔
物
語
集
1
影
印
と
考
証
ー
』
所
収
、
平
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九年
五
月
∨
）

1
0　
錦
仁氏
『
中
世
和
歌
の
研
究
』
（
平
成
三
年
一
〇
月
）
「
第
二
章
源
俊
頼
の
表
現
」
「
『
俊
頼
髄
脳
』
の
歌
論
」
に
も
「
頼
通
や
公
任
か
ら
父
・

　
　
経信
へ
、
そ
し
て
父
・
経
信
か
ら
子
息
の
自
分
へ
と
歌
学
知
識
や
詠
歌
の
精
神
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
（
中
略
）
と
い
う
自
負
と
自
信
に
満

　　
ち
た
自
己
認
識
」
が
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
、
具
体
例
を
指
摘
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
。
私
見
で
は
こ
の
惟
規
説
話
の
場
合
も
そ

　　
の
一
例
に
数
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

1
1　

『俊
頼
髄脳
』
の
伝
本
中
に
も
「
守
房
は
延
則
子
孫
に
て
聞
つ
た
へ
た
る
也
」
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
「
俊
頼
口
伝
集
」
）
の
よ
う
に
、
『
今
昔
物

　
　
語集
』
と
同
一
方
向
の
改
変
と
思
わ
れ
る
本
文
が
み
ら
れ
る
。

一
2
7一


