
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

黒
　
　
沢

幸
　
　
三

　
「
応
神
記
」
に
は
大
山
守
命
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子
が
皇
位
を
争
う
物
語
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
物
語
が
す
で
に
「
帝
紀
」
・
「
旧
辞
」
の
段
階
に
は
で
き
て

い
た
こ
と
の
論
証
か
ら
始
め
よ
う
。
『
万
葉
集
』
巻
九
挽
歌
の
箇
所
に
、

　
　
　
宇
治
若
郎
子
の
宮
所
の
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま

　
　
妹
ら
が
り
今
木
の
嶺
に
茂
り
立
つ
嬬
松
の
木
は
古
人
見
け
む
（
一
七
九
五

番
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
人
麿
歌
集
』
の
歌
で
、
こ
れ
に
よ
る
と
人
麿
は
あ
る

時
宇
治
を
訪
れ
た
（
又
は
通
り
過
ぎ
た
）
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
人
麿
に
は

　
　
　
柿
本
朝
臣
人
麿
、
近
江
国
よ
り
上
り
来
る
時
、
宇
治
河
の
辺
に
至
り
て

　
　
　
作
る
歌
一
首

　
　
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
河
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
行
く
方
知
ら
ず
も

　
　
（
二
六
四
番
）

の
有
名
な
歌
が
あ
る
。
「
孝
昭
記
」
に
よ
る
と
人
麿
は
ワ
ニ
氏
一
族
で
あ
り
、

ま
た
宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
ワ
ニ
氏
系
の
伝
説
的
皇
子
で
あ
る
。
す
る
と
『
人
麿

歌
集
』
の
歌
は
す
べ
て
人
麿
の
作
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
一
七
九
五
番
の
歌
は
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

麿
の
も
の
と
み
う
る
公
算
が
強
い
。
お
そ
ら
く
人
魔
は
「
近
江
国
よ
り
上
り
来

る
時
」
よ
り
以
前
に
宇
治
を
訪
ず
れ
、
そ
の
際
よ
ん
だ
の
が
「
妹
ら
が
り
…
…
」

の
歌
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
頃
宇
治
に
は
和
紀
郎
子
の
宮
処
と
称
す
る

地
が
あ
っ
た
。
一
方
『
山
域
風
土
記
逸
文
』
に
よ
る
と
、

　
　
宇
治
と
謂
ふ
は
、
軽
島
の
豊
明
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
の
み
子
、
宇

　
　
治
若
郎
子
、
桐
原
の
日
桁
の
宮
を
造
り
て
、
宮
室
と
為
し
た
ま
ひ
き
云
々
・

と
あ
る
。
人
磨
の
活
躍
し
た
の
は
記
紀
の
成
立
以
前
で
あ
り
、
ま
た
『
山
域
風

土
記
逸
文
』
も
記
紀
に
な
い
所
伝
を
載
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
宇
治
に
は
か
な
り

古
く
か
ら
独
自
の
和
紀
郎
子
伝
承
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
「
旧
辞
」
に
と

り
入
れ
ら
れ
、
ふ
く
ら
ん
で
文
学
的
な
歌
物
語
と
も
な
り
、
他
方
で
は
在
地
に

根
を
お
ろ
し
て
人
麿
の
歌
を
生
み
、
ま
た
『
風
土
記
』
の
伝
承
と
も
な
っ
た
と



犬
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

思
わ
れ
る
。

　
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
は
一
七
九
五
番
の
歌
に
つ
い
て
、
応
神
天
皇
が
大

和
の
軽
島
の
豊
明
宮
に
い
た
こ
と
や
、
今
木
が
南
大
和
の
地
名
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
宇
治
」
を
大
和
の
宇
智
に
結
ぴ
っ
け
よ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
見
解
に
は
和
紀
郎
子
の
父
が
応
神
で
あ
る
と
い
う
強
い
前
提
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
た
。
し
か
し
そ
の
前
提
は
既
説
の
よ
う
に
疑
わ
し
い
。
す
る
と
こ
の
歌
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

で
に
荒
廃
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
宇
治
の
宮
処
を
目
の
あ
た
り
見
て
よ
ん
だ
も
の

と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
後
述
の
ご
と
く
ワ
ニ
氏
は
宇
治
に
一
拠
点

を
持
っ
て
い
た
。
人
麿
の
懐
旧
の
念
に
は
ひ
と
し
お
深
い
も
の
が
あ
っ
た
に
相

違
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
後
年
、
宇
治
川
の
ほ
と
り
で
詠
嘆
し
た
の
も
そ
の
心
の

ど
こ
か
に
は
、
か
っ
て
の
繁
栄
に
対
す
る
現
在
の
宇
治
の
衰
亡
と
い
う
思
い
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
こ
の
人
麿
の
二
首
は
わ
れ
わ
れ
を
は
る
か
古
代
の
宇
治

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

へ
導
く
よ
す
が
と
な
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
和
紀
郎
子
の
物
語
と
は
こ
の

宇
治
の
繁
栄
を
基
盤
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
歌
物
語
で
あ
る
。
宇
治
の
繁
栄
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
前
稿
で
も
多
少
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
古
代
の
交
通
路
と
深
い
関
係
に
あ

る
。
古
代
の
宇
治
は
畿
内
の
交
通
上
の
要
地
で
、
敦
賀
．
琵
琶
湖
方
面
か
ら
の

ル
ー
ト
、
難
波
や
大
和
か
ら
の
水
陸
の
路
線
が
こ
こ
に
集
中
し
て
い
た
。
ま
た

古
墳
と
式
内
社
の
存
在
は
こ
の
地
の
古
さ
を
証
明
し
て
い
る
（
以
上
『
宇
治
市

史
』
第
一
巻
）
。
そ
し
て
こ
の
要
衝
の
地
を
掌
握
し
て
い
た
の
が
ワ
ニ
氏
で
、

和
紀
郎
子
が
ワ
ニ
氏
系
の
皇
子
と
さ
れ
て
い
る
の
も
納
得
の
行
く
こ
と
で
あ

一
一

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
さ
ざ
き

　
「
応
神
記
」
に
は
天
皇
が
大
山
守
命
・
大
雀
命
・
和
紀
郎
子
に
対
し
、

　
　
大
山
守
命
は
山
海
の
政
を
為
よ
。
大
雀
命
は
食
国
の
政
を
執
り
て
白
し
賜

　
　
へ
。
宇
遅
能
和
紀
郎
子
は
天
津
日
継
を
知
ら
し
め
せ
。

と
の
り
給
う
語
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
神
代
記
」
に
も
天
照
大
神
．
月
読
命
．

建
速
須
佐
之
男
命
の
三
貴
子
に
分
治
を
命
じ
た
段
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
両
者
の
前
後
関
係
を
検
討
し
て
岡
田
精
司
氏
は
、
「
応
神
記
」
の

話
の
素
材
が
「
旧
辞
」
の
中
に
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

卵
。
た
し
か
に
「
神
代
記
」
の
記
事
に
基
づ
い
て
「
応
神
記
」
が
作
製
さ
れ
た

と
は
思
え
ぬ
か
ら
、
岡
田
氏
の
見
解
は
正
し
い
。
す
る
と
こ
の
話
を
伏
線
と
し

て
こ
れ
に
っ
な
が
っ
て
い
る
和
紀
郎
子
物
語
も
「
旧
辞
」
に
あ
っ
た
と
見
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
■
　
　
　
そ
な
た
こ
な
た

だ
ろ
う
。
そ
の
表
章
の
一
つ
は
「
其
弟
皇
子
」
、
「
彼
席
此
席
」
と
い
う
珍
し
い

表
記
か
ら
も
説
明
で
き
る
。
天
皇
の
男
子
を
意
味
す
る
、
・
、
コ
に
っ
い
て
は
『
古

事
記
』
は
「
王
子
」
、
「
王
」
、
「
御
子
」
と
書
く
の
が
一
般
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

和
紀
郎
子
に
関
し
て
一
箇
所
だ
け
、
「
其
弟
皇
子
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は

注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
前
稿
で
取
扱
っ
た
「
矢
河
枝
比
売
命
」
と
同
じ
く
不
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

意
に
「
旧
辞
」
の
表
記
が
持
越
さ
れ
た
と
見
う
る
。
「
彼
席
此
席
」
に
っ
い
て

は
の
ち
に
取
上
げ
て
み
よ
う
。
以
上
、
宇
治
に
は
記
紀
と
は
別
個
に
古
く
か
ら

和
紀
郎
子
伝
承
が
色
濃
く
あ
っ
た
こ
と
、
和
紀
郎
子
物
語
の
用
字
か
ら
、
こ
の

物
語
が
「
旧
辞
」
と
し
て
早
く
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ



る
。

　
す
る
と
和
紀
郎
子
は
ワ
ニ
氏
の
ヤ
カ
ハ
エ
ヒ
メ
の
長
子
で
あ
る
。
大
山
守
と

和
紀
郎
子
が
皇
位
を
争
う
物
語
も
ワ
ニ
氏
の
伝
承
で
あ
る
公
算
は
強
い
と
云
え

よ
う
。
着
実
に
ワ
ニ
氏
の
研
究
を
推
進
し
た
岸
俊
男
氏
は
こ
の
物
語
を
ワ
ニ
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

の
伝
承
と
は
見
傲
し
て
い
な
い
が
、
特
に
以
下
述
べ
る
諸
点
は
注
意
さ
れ
よ

う
。
ま
ず
ワ
ニ
氏
の
日
子
国
夫
玖
・
建
振
熊
両
伝
承
は
と
も
に
皇
位
継
承
を
め

ぐ
る
水
上
の
合
戦
で
、
そ
の
舞
台
は
山
域
か
ら
近
江
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
本
物
語
も
同
じ
く
皇
位
を
め
ぐ
る
水
上
の
争
い
で
、
そ
の
舞
台
も
山
域

か
ら
近
江
へ
行
く
道
の
分
岐
点
で
あ
る
。
本
物
語
と
さ
き
の
両
伝
承
と
の
関
係

は
か
な
り
密
接
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
そ
れ
を
さ
ら
に
突
込
ん
で
考
察
し
て

み
た
い
。

　
「
崇
神
紀
」
の
日
子
国
夫
玖
伝
承
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
よ
ろ
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
乃
ち
甲
を
脱
き
て
逃
ぐ
。
得
免
る
ま
じ
き
こ
と
を
知
り
て
、
叩
頭
み
て
日

　
　
　
　
　
　
あ
　
ぎ

　
　
は
く
、
「
我
君
」
と
い
ふ
。
故
、
時
人
、
其
の
甲
を
脱
き
し
処
を
郭
け

　
　
　
　
か
　
わ
　
ら

　
　
て
、
伽
和
羅
と
目
ふ
。

と
あ
る
が
、
こ
の
伽
和
羅
は
現
綴
喜
郡
田
辺
町
河
原
付
近
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
和

紀
郎
子
の
物
語
に
お
い
て
も
大
山
守
が
水
中
で
没
す
る
箇
所
に
カ
ワ
ラ
の
地
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
ひ

伝
承
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
同
じ
く
「
甲
」
に
因
ん
で
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
二
っ
の
物
語
の
伝
承
者
は
同
一
系
統
の
者
と
み
ら
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
な
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な

う
。
ま
た
「
崇
神
記
」
に
よ
る
と
「
其
席
の
人
、
先
づ
忌
矢
弾
つ
べ
し
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阜
な
た
　
こ
な
た

一
方
「
応
神
記
」
に
は
「
彼
席
此
廟
、
一
時
に
興
り
て
」
と
あ
る
。
こ
の
「
廟
」

は
『
古
事
記
』
に
は
こ
の
二
箇
所
に
し
か
な
い
字
で
あ
る
が
、
小
島
憲
之
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

「
古
事
記
に
お
け
る
口
語
的
表
現
を
思
わ
せ
る
」
と
云
っ
て
注
意
し
て
い
る
。

日
子
国
夫
玖
伝
承
と
和
紀
郎
子
物
語
と
は
同
じ
伝
承
者
に
よ
る
ほ
ぼ
同
時
期
の

制
作
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
さ
だ
ち

　
つ
ざ
に
「
神
功
皇
后
紀
」
に
よ
る
と
、
忍
熊
王
は
「
菟
道
に
至
り
て
軍
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は

し
、
建
振
熊
側
も
「
菟
道
に
至
り
て
河
の
北
に
屯
む
」
と
あ
る
よ
う
に
宇
治
川

を
は
さ
ん
で
対
陣
し
、
最
後
に
は
「
田
上
過
ぎ
て
菟
道
に
捕
へ
っ
」
の
歌
謡
が

あ
る
。
建
振
熊
伝
承
の
中
心
舞
台
が
宇
治
で
あ
る
こ
と
は
以
上
の
と
お
り
で
、

し
か
も
記
紀
と
も
に
追
わ
れ
て
、
水
没
す
る
者
の
心
を
吐
露
し
た
歌
を
合
ん
で

い
る
こ
と
と
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
大
山
守
が
水
中
で
歌
を
よ
む
こ
と
と
は
類
似

し
て
い
る
。
ま
た
記
紀
に
よ
る
と
忍
熊
王
・
香
坂
王
は
う
け
ひ
狩
に
い
で
立

ち
、
香
坂
王
は
怒
れ
る
大
猪
に
く
い
殺
さ
れ
る
が
、
同
じ
く
和
紀
郎
子
の
物
語

　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
い
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
て

に
も
、
「
弦
の
山
に
急
怒
れ
る
大
猪
有
り
と
伝
に
聞
け
り
。
吾
其
の
猪
を
取
ら

　
　
お
ら

む
と
欲
ふ
。
」
と
あ
る
。
建
振
熊
伝
承
と
和
紀
郎
子
物
語
は
二
重
写
し
の
よ
う

に
重
な
っ
て
い
る
。
和
紀
郎
子
物
語
を
ワ
ニ
氏
の
伝
承
と
み
て
ま
ず
問
違
い
あ

る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
物
語
も
他
の
ワ
ニ
氏
の
伝
承
と
同
じ
く
「
旧
辞
」
の
段

階
に
て
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
二

三



　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

　
和
紀
郎
子
の
物
語
は
船
上
で
異
母
兄
弟
が
争
う
前
段
と
、
歌
を
中
心
と
し
た

情
緒
的
な
後
段
と
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
全
般
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
順
次
紹
介

し
よ
う
。

　
　
応
神
天
皇
の
亡
き
あ
と
、
大
雀
命
は
天
皇
の
示
し
た
盟
約
ど
お
り
皇
位
を

　
　
弟
の
和
紀
郎
子
に
譲
つ
た
。
し
か
る
に
兄
の
大
山
守
は
な
お
自
分
が
皇
位

　
　
に
つ
こ
う
と
思
い
、
そ
の
弟
の
皇
子
を
殺
そ
う
と
し
て
兵
を
集
め
た
。
そ

　
　
の
こ
と
を
聞
き
知
っ
た
大
雀
命
は
こ
と
の
次
第
を
和
紀
郎
子
に
告
げ
る
。

こ
れ
が
発
端
で
、
し
か
も
こ
れ
は
前
の
三
皇
子
分
掌
の
話
と
こ
の
物
語
と
を
結

び
つ
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
ぬ

　
　
故
、
聞
き
驚
か
し
て
、
兵
び
と
を
河
の
辺
に
伏
せ
、
亦
其
の
山
の
上
に
絶

　
　
が
き
　
　
　
　
　
　
ひ
き
ま
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぐ
ら

　
　
垣
を
張
り
帷
幕
を
立
て
て
、
詐
り
て
舎
人
を
王
に
為
て
、
露
は
に
呉
床
に

　
　
ま
　
　
　
　
　
　
ゐ
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
さ
　
　
　
　
み
こ

　
　
坐
せ
、
百
官
恭
敬
ひ
往
き
来
す
る
状
、
既
に
王
子
の
坐
す
所
の
如
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ね
．
か
－
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
な

　
　
て
、
更
に
其
の
兄
王
の
河
を
渡
ら
む
時
の
為
に
船
椴
を
具
へ
鶴
り
、
佐
那

　
　
か
づ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
め

　
　
葛
の
根
を
春
き
、
其
の
汁
の
滑
を
取
り
て
、
其
の
船
の
中
の
賞
椅
に
塗
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
ぬ
院
か
き
　
け

　
　
て
、
鱈
み
て
什
る
べ
く
設
け
て
、
其
の
王
子
は
、
布
の
衣
揮
を
服
し
て
、

　
　
既
に
賎
し
き
人
の
形
に
為
り
て
、
織
を
執
り
て
船
に
立
ち
た
ま
ひ
き
。

こ
の
「
山
の
上
」
と
は
宇
治
山
で
、
「
河
」
と
は
宇
治
川
で
あ
る
。
し
か
も
話

の
中
心
は
渡
河
に
あ
る
が
、
．
こ
の
宇
治
川
に
正
式
に
橋
が
か
け
ら
れ
た
の
は
大

化
二
年
の
こ
と
で
あ
る
（
『
宇
拾
橋
断
碑
銘
文
』
）
。
す
る
と
大
化
前
代
に
お
い

て
こ
の
川
を
渡
る
に
は
専
ら
船
に
頼
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
物
語
は
渡
船
に

四

重
き
を
置
い
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
引
用
文
に
お
い
て
も
船
中
の
こ

と
が
詳
し
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
「
船
織
」
や
「
船
の
中
の
賛
椅
（
資
の
子
）
」

が
こ
ま
か
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
主
人
公
も
「
賎
し
き
人
の
形
に
為
り
て
、
織
を

執
り
て
船
に
立
ち
た
ま
ひ
き
。
」
と
あ
る
。
こ
の
物
語
の
伝
承
者
が
船
や
河
川

に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

　
私
は
和
紀
郎
子
と
は
宇
治
に
拠
点
を
持
っ
て
い
た
ワ
ニ
氏
が
語
り
伝
え
た
伝

説
的
皇
子
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
ワ
ニ
氏
の
娘
が
生
ん
だ
日
継
の
皇
子
で
あ

っ
た
が
・
な
ん
ら
か
の
事
由
で
皇
位
に
っ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で

継
体
天
皇
と
ハ
ェ
ヒ
メ
の
結
合
に
基
づ
い
て
応
神
天
皇
と
ヤ
カ
ハ
ェ
ヒ
メ
の
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　

語
が
作
製
さ
れ
た
と
き
、
和
紀
郎
子
は
そ
の
長
子
と
さ
れ
、
系
譜
上
の
位
置
が

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
悲
運
の
皇
子
を
美
化
し
理
想
化
し
て
で
き
た

物
語
が
当
面
の
「
応
神
記
」
と
見
ら
れ
る
。
し
か
も
ワ
ニ
氏
は
後
に
説
く
よ
う

に
こ
の
宇
治
川
の
渡
し
場
を
掌
握
し
て
い
た
。
和
紀
郎
子
が
船
頭
に
身
を
嚢
す

か
ポ
↑
い
は
こ
こ
に
あ
る
。
以
下
の
筋
の
展
開
も
宇
治
川
と
の
関
係
が
物
語
の

大
事
な
構
成
要
素
に
な
っ
て
い
る
。

　
尾
畑
喜
一
郎
氏
は
こ
の
物
語
の
「
文
学
意
識
胚
胎
の
一
機
縁
」
を
宇
治
川
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
船
祭
り
の
神
事
」
に
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
物
語
の
制
作
時
と
思
わ
れ
る

六
世
紀
に
そ
の
よ
う
な
神
事
が
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
し
、
ま
た
仮
に

あ
っ
た
と
し
て
も
、
船
祭
の
神
事
が
皇
位
継
承
の
争
い
と
絡
ん
で
語
ら
れ
る
理

由
は
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。



　
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
ワ
ニ
氏
の
伝
，
伍
に
は
皇
位
継
承
に
絡
む
水
上
で
の

合
戦
が
多
く
、
し
か
も
そ
の
水
上
の
合
戦
が
か
な
り
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
解
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
従
来
ワ
ニ
氏
の
特
色
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

て
は
祭
杷
的
氏
族
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
大
事
な

の
は
ワ
ニ
氏
と
水
系
の
結
び
っ
き
で
あ
る
。
水
系
と
は
古
代
に
お
い
て
は
重
要

な
交
通
路
で
、
琵
琶
湖
・
淀
川
・
宇
治
川
・
山
城
川
（
木
津
川
）
・
性
傑
川
な

ど
は
ワ
ニ
氏
の
管
掌
下
に
あ
っ
た
時
期
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
ワ

　
　
　
か
　
こ

二
氏
は
水
夫
・
船
頭
集
団
を
大
幅
に
組
織
し
、
こ
れ
ら
の
河
川
に
配
置
し
て
い

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
こ
の
船
頭
集
団
は
平
時
に
あ
っ
て
は
商
取
引
き
や

運
搬
に
従
事
し
、
一
朝
こ
と
あ
る
際
に
は
忽
ち
水
上
の
戦
士
に
早
変
り
で
き
た

の
で
あ
る
。
本
物
語
の
主
人
公
が
敵
を
欺
い
て
船
に
乗
せ
た
り
、
水
上
で
船
を

傾
け
た
り
す
る
の
も
、
実
は
当
時
の
ワ
ニ
氏
の
実
態
か
ら
生
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
こ
に
和
紀
郎
子
物
語
の
特
徴
は
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り

ワ
ニ
氏
は
船
頭
集
団
を
組
識
し
、
水
上
の
戦
い
を
得
意
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
宇
治
の
渡
り
」
と
は
実
は
ワ
ニ
氏
の
管
掌
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
並
ん
で
こ
こ
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
皇
子
な
ら
ざ
る
者
を
皇
子
に
仕

立
て
て
幕
を
張
り
め
ぐ
ら
し
た
と
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
本
物
の
皇
子
に
は
粗
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
り

な
服
を
着
せ
て
船
頭
と
し
て
登
場
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
件
は
古
伝

承
と
い
う
よ
り
は
多
分
に
演
劇
的
で
、
わ
れ
わ
れ
は
簡
単
な
シ
ョ
ウ
を
見
て
い

る
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
る
。
こ
の
物
語
が
劇
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ
■

っ
い
て
は
既
に
武
田
祐
吉
氏
や
尼
畑
喜
一
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
視
点
と
ワ
ニ
氏
が
水
上
の
戦
い
を
得
意
と
し
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る

と
、
和
紀
郎
子
物
語
作
製
の
秘
密
は
ほ
ぽ
解
け
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ぎ
へ
進
も

う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

　
　
是
に
其
の
兄
王
、
兵
士
を
隠
し
伏
せ
、
衣
の
中
に
鎧
を
服
て
、
河
の
辺
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
そ
ひ
か
ざ
　
　
　
　
　
　
　
み
さ

　
　
到
り
て
、
船
に
乗
ら
む
と
す
る
時
に
、
其
の
厳
錺
り
し
処
を
望
け
て
、
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
も
　
　
　
　
か
つ

　
　
王
其
の
床
に
坐
す
と
以
為
ひ
、
都
て
織
を
執
り
て
船
に
立
ち
ま
せ
る
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ぢ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
か

　
　
ら
ず
て
、
即
ち
其
の
執
椴
者
に
問
び
て
目
ひ
け
ら
く
、
「
葱
の
山
に
葱
怒
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ら

　
　
る
大
猪
有
り
と
伝
に
聞
け
り
。
吾
其
の
猪
を
取
ら
む
と
欲
ふ
。
若
し
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

　
　
猪
を
獲
む
や
。
」
と
い
ひ
き
。
爾
に
執
椴
者
「
能
は
じ
」
と
答
へ
て
目
ひ

　
　
　
　
　
　
な
に
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

　
　
き
。
亦
「
何
由
も
」
と
問
目
へ
ば
、
答
へ
て
目
ひ
し
く
、
　
「
時
時
往
往
に

　
　
　
　
　
　
す

　
　
取
ら
む
と
為
れ
ど
も
得
ざ
り
き
。
是
を
以
ち
て
能
は
じ
と
白
す
な
り
。
」
と

　
　
い
ひ
き
。
河
中
に
渡
り
到
り
し
時
、
其
の
船
を
傾
け
し
め
て
、
水
の
中
に

　
　
お
と

　
　
堕
し
入
れ
き
。

こ
こ
で
は
猪
を
め
ぐ
る
会
話
が
一
っ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
っ
い
て

『
古
事
記
伝
』
に
は
「
さ
て
か
く
猪
の
事
を
問
給
へ
る
は
、
此
の
猪
を
取
り
に

来
坐
る
さ
ま
に
思
は
せ
む
と
て
な
り
」
と
、
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に

問
題
を
深
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
前
段
に
っ
づ
い
て
こ
こ
で
も
注
意
さ
れ

る
の
は
演
劇
的
性
格
で
あ
り
、
そ
れ
は
語
を
か
え
て
云
え
ば
こ
の
物
語
全
体
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
そ
ひ
か
ざ
　
　
　
　
　
　
　
み
さ

虚
構
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
大
山
守
は
「
其
の
厳
能
り
し
処
を
望

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

け
」
な
が
ら
台
詞
を
云
う
が
、
い
か
に
も
敵
意
に
燃
え
て
弟
を
見
て
い
る
所
作

が
感
じ
ら
れ
る
。
「
吾
其
の
猪
を
取
ら
む
と
欲
ふ
」
は
弟
の
殺
害
を
意
味
す
る

が
、
記
紀
の
伝
承
は
一
般
に
こ
の
よ
う
な
ま
わ
り
く
ど
い
表
現
を
し
な
い
。
直

裁
な
叙
述
と
簡
潔
な
会
話
は
む
し
ろ
記
紀
の
特
色
で
あ
る
。
猪
を
め
く
る
兄
弟

の
会
話
に
も
ま
た
シ
ョ
ウ
的
な
背
景
を
感
じ
る
。
　
一
方
、
「
能
は
じ
」
と
か
さ

　
　
　
　
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

ら
に
「
時
時
往
往
に
…
…
」
と
い
う
概
と
り
の
応
答
も
巧
み
で
要
所
を
お
さ
え

て
い
る
。
そ
の
落
着
い
た
答
え
は
、
心
中
で
は
す
で
に
大
山
守
を
沈
め
る
覚
悟

の
で
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宣
長
は
彼
ら
二
人
が
こ
と
ば
を
交
し
な

が
ら
も
、
兄
弟
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
を
い
ぷ
か
し
が
っ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
し
ひ

結
局
は
「
強
て
疑
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
云
っ
て
い
る
。

　
今
さ
ら
説
く
ま
で
も
な
い
が
「
応
神
記
」
は
史
実
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な

い
。
和
紀
郎
子
に
っ
い
て
は
述
べ
た
が
、
大
山
守
も
そ
の
命
名
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
造
作
さ
れ
た
人
物
で
、
こ
の
皇
位
争
い
も
仕
組
ま
れ
た
一
挿
話
に
す
ぎ

ぬ
だ
ろ
う
。
和
紀
郎
子
物
語
と
日
子
国
夫
玖
・
武
振
熊
両
伝
承
と
の
相
互
関
係

を
説
い
て
き
た
が
、
骨
肉
が
争
う
本
物
語
は
さ
き
の
両
伝
承
と
同
じ
く
継
体
天

皇
の
擁
立
と
い
う
相
剋
を
基
盤
に
創
作
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
継

体
は
淀
川
河
畔
の
樟
葉
や
木
津
川
の
近
く
の
筒
城
を
宮
処
と
し
て
大
和
の
勢
力

と
対
時
し
た
。
故
に
あ
る
時
に
は
水
上
に
て
皇
位
を
狙
う
者
同
志
の
対
決
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
の
上
継
体
と
て
王
統
の
血
を
う
け
っ
い
だ
者
で
あ
る
。

勝
利
者
の
継
体
挑
立
の
側
に
も
悔
恨
に
満
ち
た
感
情
体
験
が
あ
っ
た
か
も
し
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

ぬ
。
そ
の
よ
う
な
感
情
体
験
が
情
緒
綿
綿
た
る
こ
の
歌
物
語
を
結
実
さ
せ
た
と

み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
物
語
の
虚
構
性

は
後
段
の
歌
二
首
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
に
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
た

　
　
爾
に
乃
ち
浮
か
び
出
で
て
、
水
の
随
に
流
れ
下
り
き
。
即
ち
流
れ
て
歌
目

　
　
ひ
け
ら
く
、

　
　
　
ち
は
や
ぷ
る
　
宇
治
の
渡
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
こ

　
　
　
樟
取
り
に
　
速
け
む
人
し
　
我
が
仲
間
に
来
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
さ
　
　
　
　
そ
な
た
　
こ
な
た
　
　
も
ろ
と
も

　
　
と
う
た
ひ
き
。
是
に
河
の
辺
に
伏
せ
隠
せ
し
兵
び
と
彼
席
此
席
、
一
時
共

　
　
に
興
り
て
、
矢
刺
し
て
流
し
き
。
故
、
詞
和
羅
の
前
に
到
り
て
沈
み
入
り

　
　
　
　
　
　
か
，
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ろ
ひ

　
　
き
。
故
、
鉤
を
以
ち
て
其
の
沈
み
し
処
を
探
れ
ば
、
其
の
衣
の
中
の
甲
に

　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
・
り
の
さ
き

　
　
繋
か
り
て
、
詞
和
羅
と
鳴
り
き
。
故
、
其
地
を
号
け
て
詞
和
羅
前
と
謂

　
　
ふ
。

　
歌
の
解
釈
か
ら
始
め
よ
う
。
「
ち
は
や
ぶ
る
」
は
威
力
の
は
げ
し
い
意
で
、

多
く
は
「
神
」
の
枕
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
宇
治
」
を
ウ
チ
（
霊
威
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

意
に
と
っ
て
同
義
的
枕
詞
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
「
宇
治
の
渡
り
」
と
は
宇

治
の
渡
し
場
の
こ
と
で
、
こ
こ
が
古
道
の
結
節
点
で
、
し
か
も
急
流
で
あ
っ
た

こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
サ
ヲ
ト
リ
ニ
（
佐
衰
斗
理
韻
）
は
相
磯
貞
三
氏
（
『
記
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
を

歌
謡
全
注
解
』
）
が
「
小
魚
捕
り
に
」
と
し
て
い
る
が
そ
れ
は
無
理
で
、
諸
注



の
よ
う
に
「
樟
取
り
に
」
が
よ
い
。
「
速
け
む
人
し
」
の
「
速
け
」
は
「
全
け

む
」
（
聾
三
番
）
と
同
じ
く
形
容
詞
の
未
然
形
に
推
量
の
「
む
」
の
っ
い
た

も
の
で
「
船
の
樟
を
取
る
の
に
敏
捷
な
人
」
の
意
で
あ
る
。
モ
コ
（
毛
古
）
は

難
解
で
契
沖
．
宣
長
・
守
部
な
ど
み
な
納
得
の
行
く
説
を
出
し
て
い
な
い
が
、

有
坂
秀
世
氏
（
『
上
代
音
韻
考
』
）
は
『
新
撰
字
鏡
』
に
「
葺
毛
古
」
と
あ
る
の

に
立
脚
し
て
「
一
緒
と
い
ふ
程
の
意
か
と
も
思
ふ
」
と
し
て
い
る
。
武
田
祐
吉
氏

（
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
）
も
ほ
ぼ
同
じ
見
解
で
「
ム
コ
は
夫
と
し
て
迎
え
る
男

子
の
義
で
、
モ
コ
は
、
そ
の
古
語
と
見
ら
れ
る
。
本
来
は
仲
間
の
義
で
、
自
分

を
救
い
に
来
る
人
の
意
に
使
用
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
説
い
て
い
る
。
「
来
む
」

は
「
き
て
く
れ
」
の
意
で
あ
る
。
す
る
と
一
首
全
体
は
「
こ
の
宇
治
の
渡
し
場

で
、
樟
を
と
り
船
を
す
ば
や
く
操
れ
る
人
よ
、
我
が
仲
間
と
し
て
助
け
に
き
て

く
れ
」
で
、
助
け
を
求
め
て
い
る
歌
と
な
る
。
無
論
溺
れ
て
い
る
者
が
歌
を
よ

む
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
述
作
者
の
作
っ
た
物
語
歌
で
、
こ
の
点
に

も
こ
の
物
語
の
造
作
性
は
露
出
し
て
い
る
。
相
磯
氏
は
こ
の
歌
を
「
大
雨
の
後

等
の
宇
遅
川
の
漁
携
の
歌
」
と
し
て
い
る
が
、
漁
携
と
「
宇
治
の
渡
り
」
と
は

そ
れ
ほ
ど
必
然
的
な
結
び
っ
き
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
は
独
立
歌
謡
で
は
な
い
。

こ
の
歌
は
「
宇
治
の
渡
り
」
を
掌
握
し
て
い
た
者
が
、
そ
の
「
渡
り
」
を
強
調

し
な
が
ら
物
語
に
合
わ
せ
て
作
っ
た
呼
び
か
け
の
歌
で
、
呼
び
か
け
の
物
語
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ぎ

と
し
て
は
、
ワ
ニ
氏
の
伝
承
と
し
て
考
察
し
た
「
い
ざ
吾
君
振
熊
が
…
…
」
の

歌
と
同
じ
手
法
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

　
っ
ぎ
は
詞
和
羅
の
前
を
め
ぐ
る
地
名
伝
承
を
考
察
し
よ
う
。
こ
の
詞
和
羅
が

現
田
辺
町
河
原
で
あ
る
こ
と
、
「
崇
神
紀
」
に
も
類
似
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
地
は
宇
治
川
の
下
流
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
木
津
川

（
山
城
川
）
べ
り
の
地
名
で
あ
る
。
す
る
と
物
語
と
事
実
と
の
間
に
は
か
な
り

の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
述
作
者
は
何
故
こ
う
ま
で
し
て
事
実
に
合

わ
ぬ
地
名
起
源
説
話
を
こ
の
物
語
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
詞
和
羅
は

木
津
川
沿
い
に
あ
る
か
ら
木
津
川
の
戦
い
を
中
心
と
し
た
日
子
国
夫
玖
の
物
語

に
あ
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
。
事
実
、
「
崇
神
紀
」
は
こ
の
地
名
伝
承
を
記
載
し
て

い
る
。
す
る
と
『
古
事
記
』
は
本
来
日
子
国
夫
玖
の
箇
所
に
あ
っ
た
詞
和
羅
の

伝
承
を
取
り
除
き
、
意
図
的
に
「
応
神
記
」
に
持
ち
込
ん
だ
と
み
ら
れ
よ
う
。

そ
の
意
図
の
背
景
を
追
求
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
ま
ず
詞
和
羅
の
位
置
が
問
題
と
な
る
。
前
稿
で
と
り
あ
げ
た
普
賢
寺
川
は
筒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

城
の
宮
の
前
を
流
れ
て
木
津
川
に
そ
そ
い
で
い
る
が
、
そ
の
河
口
が
詞
和
羅
で

あ
る
。
詞
和
羅
と
筒
城
の
宮
と
の
距
離
は
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
詞
和
羅
は

こ
の
宮
の
外
港
的
位
置
に
あ
る
。
し
か
も
前
稿
で
は
普
賢
寺
川
上
流
の
朱
智
神

杜
の
祭
神
が
「
古
事
記
』
の
系
譜
や
物
語
に
出
て
く
る
こ
と
を
綾
説
し
た
。
同

じ
く
詞
和
羅
が
当
面
の
物
語
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
ひ
と
え
に
筒
城
の
宮
が

関
係
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
今
ま
で
触
れ
て
き
た
こ
の
物
語
の
虚
構
性
や
劇

的
性
格
も
筒
城
の
宮
に
お
け
る
ハ
ェ
ヒ
メ
の
後
宮
を
考
慮
に
入
れ
る
と
う
ま
く

説
明
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ハ
ェ
ヒ
メ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
創
作
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

た
ヤ
カ
ハ
ェ
ヒ
メ
の
物
語
は
ハ
ェ
ヒ
メ
の
後
宮
に
て
公
表
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
続
く
和
紀
郎
子
物
語
の
公
表
の
場
も
、
同
じ
所
を
考
え
る
の
が
順
当
で

あ
る
。
舞
台
と
な
る
宇
治
の
渡
し
場
も
こ
こ
か
ら
は
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
。
後

宮
に
仕
え
て
い
た
ワ
ニ
氏
の
語
部
は
実
は
水
上
の
戦
士
で
も
あ
り
、
手
近
な
所

に
伝
え
ら
れ
て
い
た
伝
説
を
も
と
に
和
紀
郎
子
の
物
語
を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ

う
。　

日
子
国
夫
玖
・
建
振
熊
の
両
伝
承
に
お
い
て
は
口
承
性
が
一
つ
の
基
調
と
な

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ヤ
カ
ハ
ェ
ヒ
メ
や
和
紀
郎
子
の
物
語
に
お
い
て
は
、
聞

き
手
だ
け
で
な
く
、
物
語
の
展
開
を
見
て
い
る
者
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
箇
所
は
そ
の
都
度
旨
摘
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
物
語
の
筋
を
述

べ
立
て
る
と
い
う
意
図
だ
け
か
ら
出
た
も
の
で
な
く
、
聞
き
手
や
見
物
者
に
物

語
を
面
白
く
、
ま
た
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
し
て
披
露
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら

出
て
い
る
。
さ
ら
に
骨
肉
の
争
い
に
、
多
少
場
違
い
の
歌
謡
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
の
も
、
や
は
り
芸
術
的
な
趣
向
に
よ
る
と
云
え
よ
う
。
後
宮
の
場
は
女
性
が

中
心
で
あ
る
し
、
公
表
さ
れ
る
も
の
は
あ
で
や
か
で
且
っ
優
美
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
ワ
ニ
氏
の
伝
承
は
こ
の
よ
う
に
記
紀
に
か
な
り
見
出
さ
れ
る
が
そ
れ
ら

に
す
べ
て
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中

に
あ
っ
て
っ
ぎ
に
と
り
あ
げ
る
「
ち
は
や
人
宇
治
の
渡
り
に
…
…
」
の
歌
は
、

迷
え
る
心
と
も
云
う
べ
き
複
雑
な
心
理
を
歌
い
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文

学
的
深
ま
り
も
後
宮
と
い
う
背
景
の
中
で
こ
そ
始
め
て
醸
成
さ
れ
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
八

か
ろ
う
か
。
す
ぐ
れ
た
文
学
と
は
来
る
べ
き
時
代
の
動
向
を
先
取
り
し
て
い

る
。
和
紀
郎
子
の
口
ず
さ
む
歌
に
人
麿
の
挽
歌
に
通
じ
る
哀
音
を
聞
く
の
は
私

だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
た

　
　
爾
に
其
の
骨
を
掛
き
出
し
し
時
、
弟
王
歌
目
ひ
た
ま
ひ
し
く
、

　
　
　
ち
は
や
人
　
宇
治
の
渡
り
に
、

　
　
　
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
ゆ
み

　
　
　
渡
り
瀬
に
　
立
て
る
　
梓
弓
檀

　
　
　
　
讐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
　
い
伐
ら
む
と
　
心
は
思
へ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
　
い
取
ら
む
と
　
心
は
思
へ
ど

　
　
　
本
辺
は
　
君
を
思
ひ
出

　
　
　
末
辺
は
　
妹
を
思
ひ
出

　
　
　
い
ら

　
　
　
苛
な
け
く
　
そ
こ
に
思
ひ
出

　
　
　
悲
し
け
く
　
こ
こ
に
思
ひ
出

　
　
　
　
舎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｔ
ゆ
み

　
　
　
い
伐
ら
ず
ぞ
来
る
　
梓
弓
檀

　
　
と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。
故
、
其
の
大
山
守
命
の
骨
は
、
那
良
山
に
葬
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
形
君
、
幣
岐
君
、

　
　
き
。
是
の
大
山
守
命
は
榛
原
君
等
の
樗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
ま
ず
こ
の
歌
の
実
体
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。
結
句
の
「
い
伐
ら
ず
ぞ
来
る

梓
弓
檀
」
と
は
「
切
ら
な
い
で
き
た
そ
の
（
梓
弓
）
檀
よ
」
の
意
で
、
こ
れ
を
物

語
と
結
び
っ
け
て
解
釈
す
る
と
、
大
山
守
を
攻
め
亡
ぼ
し
に
行
っ
た
が
結
局
は



殺
さ
な
い
で
一
矢
っ
て
き
た
よ
と
い
う
意
昧
に
な
る
。
す
る
と
こ
の
歌
詞
は
物
語

と
は
合
致
し
な
い
。
っ
ま
り
こ
の
歌
は
武
田
祐
吉
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

本
来
は
「
別
種
の
物
語
の
歌
」
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
歌

が
そ
の
よ
う
な
来
歴
を
持
つ
と
す
る
と
、
当
然
こ
の
歌
に
は
二
つ
の
解
釈
が
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
っ
に
は
本
来
の
物
語
を
想
定
し
、
そ
の
物
語
に
合
わ
せ

た
解
釈
を
す
る
こ
と
、
二
つ
に
は
こ
の
物
語
歌
を
熟
知
し
て
い
て
和
紀
郎
子
物

語
に
結
び
つ
け
た
述
作
者
の
心
を
汲
ん
で
解
釈
す
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
解
釈

が
綜
合
さ
れ
る
と
、
こ
の
歌
を
め
ぐ
る
諸
問
題
も
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
ち
は
や
人
」
（
霊
威
の
強
い
人
）
は
宇
治
を
「
氏
」
と
解
釈
し
て
冠
し
た
枕

　
　
　
　
せ

詞
、
「
渡
り
瀬
に
」
は
前
の
「
渡
り
に
」
を
繰
り
返
し
た
語
で
、
歩
い
て
渡
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
　
　
　
　
　
　
　
や

と
の
で
き
る
浅
瀬
を
さ
す
。
と
こ
ろ
が
宇
治
橋
の
断
碑
に
「
疾
き
こ
と
箭
の
如

し
」
と
あ
る
宇
治
川
に
そ
の
よ
う
な
「
渡
り
瀬
」
が
あ
っ
た
と
は
思
え
ぬ
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で

れ
は
山
路
平
四
郎
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
仁
徳
即
位
前
紀
」
の
「
渡
り
手
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
音
詑
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
で
」
は
位
置
や
場
所
を
表
わ
す
語
で
あ

　
　
　
　
　
　
で

る
か
ら
「
渡
り
手
」
と
は
渡
し
場
で
、
ま
た
そ
こ
に
檀
の
木
が
は
え
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ひ
た
ち

も
納
得
が
行
く
。
「
立
て
る
」
は
「
生
立
あ
る
」
（
「
古
事
記
伝
』
）
意
で
、
「
梓
弓

檀
」
は
、
上
の
「
梓
弓
」
は
枕
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
語
に
す
ぎ
な
く
全

体
は
檀
の
木
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。

　
「
ち
は
や
人
」
か
ら
こ
こ
ま
で
は
第
一
段
で
、
景
物
と
し
て
の
檀
の
木
を
提

示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
檀
に
は
契
沖
（
『
厚
顔
抄
』
）
の
云
う
よ
う
に
伏
兵
の
意

　
　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

味
は
な
い
。
以
下
の
「
い
伐
ら
コ
と
…
…
…
」
か
ら
終
り
ま
で
は
第
二
段
の
陳

思
部
で
、
第
一
段
に
出
さ
れ
た
主
題
（
檀
）
に
っ
い
て
述
べ
な
が
ら
戸
惑
う
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

理
を
歌
う
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
故
に
「
い
伐
ら
む
」
、
「
い
取
ら
む
」

は
も
と
の
物
語
に
あ
っ
て
は
登
場
の
敵
対
者
、
本
物
語
に
お
い
て
は
大
山
守
を

殺
害
せ
ん
と
す
る
意
で
あ
る
。
「
本
辺
は
」
、
「
末
辺
は
」
は
「
一
方
で
は
」
、

「
他
方
で
は
」
の
意
味
で
、
本
来
「
君
」
、
「
妹
」
が
誰
を
さ
す
か
は
さ
だ
か
で

な
い
が
、
檀
の
木
に
寄
せ
ら
れ
た
陳
思
は
こ
の
二
行
に
美
し
く
凝
結
し
て
い

る
。
本
物
語
の
制
作
者
も
こ
の
や
さ
し
い
こ
と
ば
の
響
き
に
着
目
し
て
、
和
紀

郎
子
の
歌
と
し
て
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
い
ら

　
「
苛
な
け
く
」
は
む
ず
か
し
い
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
「
い
ら
な
し
」
か
ら
説

明
す
る
と
わ
か
る
。
「
い
ら
な
し
」
は
ク
活
用
の
形
容
詞
で
、
「
い
ら
」
は
草
や

　
　
と
げ

木
の
刺
で
、
ま
た
心
が
痛
む
こ
と
辛
い
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
「
な
し
」
は
甚
だ

し
い
と
い
う
意
で
、
形
容
詞
的
接
尾
語
で
あ
る
。
こ
の
「
い
ら
な
し
」
の
未
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ら

形
が
「
い
ら
な
け
」
で
、
そ
れ
に
体
言
的
接
尾
語
「
く
」
が
つ
い
た
の
が
「
苛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ら

な
け
く
」
で
、
意
味
は
「
苦
痛
な
こ
と
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
苛
な
け
く
そ
こ

に
思
ひ
出
　
悲
し
け
く
こ
こ
に
思
ひ
出
」
は
、
「
檀
の
木
を
切
っ
た
ら
（
相
手
を

殺
し
た
ら
）
、
君
や
妹
が
ど
ん
な
に
心
痛
し
、
悲
嘆
に
く
れ
る
か
と
思
い
お
こ

し
て
…
…
」
の
意
味
で
あ
る
。

　
以
上
、
こ
の
歌
本
来
の
姿
は
諸
注
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
木
に
関
す
る
歌

で
は
な
く
、
骨
肉
の
争
い
を
背
景
と
し
た
物
語
歌
で
、
お
そ
ら
く
は
皇
位
継
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

の
物
語
に
因
む
情
愛
の
歌
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
情
愛

の
歌
で
あ
る
こ
と
と
、
歌
詞
に
「
宇
治
の
渡
り
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
契

機
に
な
っ
て
和
紀
郎
子
の
物
語
に
結
ぴ
っ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
一
方
、
本
文
の
方
に
も
歌
と
の
関
連
を
示
す
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
矢
刺

し
て
流
し
き
」
で
あ
る
。
物
語
の
筋
か
ら
云
え
ば
味
方
の
伏
兵
が
河
辺
に
あ

　
　
　
　
　
　
そ
な
た
こ
な
た
　
も
ろ
と
も

り
、
し
か
も
「
彼
席
此
施
、
一
時
共
に
興
」
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
矢
は

放
た
れ
て
も
よ
い
。
そ
れ
な
の
に
弓
に
矢
を
っ
が
え
る
だ
け
で
大
山
守
を
追
い

流
し
た
の
は
、
制
作
者
が
歌
と
の
か
み
あ
わ
せ
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
ま
か
な
操
作
は
そ
の
ま
ま
制
作
者
の
や
さ
し
い
心
情
を
表
現
し
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
こ
ま
で
説
明
す
る
と
大
分
は
っ
き
り
し
て
き
た
よ
う
に
、
大
山

守
を
水
上
で
だ
ま
し
討
ち
に
す
る
物
語
が
さ
き
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
今
の
長
い

歌
が
結
び
っ
き
、
且
っ
そ
の
歌
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
大
山
守
が
溺
れ
な
が

ら
歌
う
歌
が
創
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
考
え
る
こ
と

に
よ
り
兄
弟
の
争
い
を
告
げ
る
前
段
と
歌
を
中
心
と
し
た
情
緒
的
な
後
段
と
の

や
や
乖
離
し
た
関
係
も
う
ま
く
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
木
に
竹
を
つ
ぐ
と
い

う
こ
と
ば
も
あ
る
が
、
前
段
と
後
段
と
は
多
少
成
立
の
時
期
を
異
に
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
ら

　
さ
て
、
か
く
て
戦
い
や
ぷ
れ
た
大
山
守
は
那
良
山
（
奈
良
市
法
蓮
町
字
境
目

谷
）
に
葬
ら
れ
た
。
こ
の
那
良
山
の
墓
は
現
在
奈
良
市
北
部
の
住
宅
地
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
く

保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
あ
た
り
一
帯
は
ワ
ニ
氏
の
陵
墓
圏
と
目
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

る
。
ま
た
そ
の
陵
墓
圏
に
は
次
稿
で
触
れ
る
石
之
日
売
皇
后
の
墓
も
あ
る
。
大

山
守
敗
退
の
物
語
と
ワ
ニ
氏
と
の
関
係
は
強
い
。
と
こ
ろ
が
墓
の
記
述
に
っ
づ

い
て
大
山
守
が
土
形
君
ほ
か
二
氏
の
始
祖
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
で
武
田
祐
吉
氏
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
、

　
　
土
形
君
　
姓
氏
録
に
見
え
な
い
姓
で
あ
る
。
古
事
記
伝
に
、
榛
原
は
遠
江

　
　
の
国
の
地
名
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
同
国
か
と
し
て
い
る
。
埴
土
で
作
っ

　
　
た
人
形
の
類
を
、
ハ
ニ
モ
ノ
・
ハ
ニ
ワ
と
い
う
に
準
ず
れ
ば
、
ヒ
ヂ
カ
タ

　
　
は
土
の
人
形
で
人
形
つ
か
い
の
部
族
か
。
そ
れ
が
大
山
守
の
命
の
物
語
を

　
　
人
形
に
舞
わ
せ
た
の
が
伝
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
説
い
て
い
る
。
「
土
形
」
と
い
う
表
記
だ
け
に
基
づ
い
て
当
氏
を
人
形
つ
か

い
の
部
族
と
す
る
の
は
危
険
で
あ
り
、
ま
た
大
山
守
と
い
う
伝
承
上
の
人
物
と

土
形
君
と
の
間
に
特
別
の
関
係
が
あ
っ
た
か
否
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
上
、

大
山
守
は
勝
利
者
で
な
く
敗
者
、
正
で
な
く
邪
の
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と

も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
や
は
り
こ
の
物
語
の
伝
承
者
は
和
紀
郎
子
の
方
の
関
連

か
ら
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
ち
は
や
ぶ
る
宇
治
」
に
は
古
来
橋
姫
の
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
は
『
古
今
集
』

や
『
源
氏
物
語
』
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
あ
の
宇
治
川
の
河
畔
に
立
っ
者

は
古
今
を
問
わ
ず
激
流
の
中
に
人
の
世
の
悲
し
み
を
み
る
。
和
紀
郎
子
の
物
語

も
宇
治
と
は
無
縁
の
土
形
君
や
幣
岐
君
の
間
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

皇
位
継
承
戦
と
い
う
骨
肉
の
争
い
を
目
の
あ
た
り
見
た
も
の
が
、
そ
し
て
あ
の



た
ぎ
っ
流
れ
に
人
生
の
あ
は
れ
を
感
じ
と
っ
た
者
が
創
作
し
た
歌
物
語
で
あ
ろ

う
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
す
で
に
他
の
物
語
の
中
に
あ
っ
た

歌
を
と
り
出
し
、
そ
の
歌
の
中
に
和
紀
郎
子
の
心
を
発
見
し
た
こ
と
で
あ
る
。

あ
の
対
句
的
表
現
に
富
ん
だ
歌
を
見
っ
け
出
し
、
こ
の
物
語
に
結
ぴ
っ
け
よ

う
と
し
た
直
勧
の
力
こ
そ
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
別
個
の
物
語
に
合
ま

れ
て
い
た
歌
と
、
こ
の
物
語
と
の
結
合
に
よ
り
、
本
物
語
は
多
少
の
矛
盾
を
含

み
な
が
ら
も
す
ぐ
れ
た
言
語
芸
術
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
心
理

の
葛
藤
と
い
う
文
学
に
と
っ
て
の
中
心
的
課
題
が
、
美
し
い
リ
ズ
ム
と
簡
潔
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
よ
う
び
よ
う

描
写
で
表
現
さ
れ
、
余
韻
は
繧
砂
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
胸
を
打
つ
。
短
い
物

語
で
あ
る
が
そ
の
感
情
の
高
ま
り
に
お
い
て
は
軽
太
子
と
衣
通
王
の
情
死
物
語

に
通
ず
る
よ
う
な
奥
行
き
が
あ
る
。

　
歌
と
の
結
び
っ
き
に
よ
り
和
紀
郎
子
に
は
悩
み
わ
ず
ら
う
人
間
と
し
て
の
一

性
格
が
賦
与
さ
れ
た
。
記
紀
や
「
旧
辞
」
の
人
問
像
と
は
、
例
え
ば
建
振
熊
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
こ
ろ
で
論
じ
た
よ
う
に
単
純
に
し
て
透
明
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
す
ぐ
人
を

殺
し
た
が
る
雄
略
天
皇
も
こ
の
部
類
に
入
る
。
と
こ
ろ
が
本
物
語
の
後
半
で

は
煩
悶
す
る
心
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
の
物
語
の
持
っ
独
自
性
が

あ
る
。
後
年
各
種
の
拝
情
詩
を
残
し
た
大
伴
家
持
は
『
万
葉
集
』
巻
十
七
の
長

歌
（
三
九
六
九
番
）
に
「
苛
な
け
く
そ
こ
に
思
ひ
出
悲
し
け
く
こ
こ
に
思
ひ

出
」
の
章
句
を
踏
襲
し
て
い
る
。
和
紀
郎
子
の
物
語
が
仔
情
詩
人
の
心
を
と
ら

え
た
事
情
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
木
物
語
は
『
古
事
記
』
の
｝
で
は

　
　
　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

新
傾
向
を
示
す
一
節
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
継
体
朝

の
出
現
と
い
う
新
風
潮
の
力
で
あ
ろ
う
。

注
　
○
　
同
じ
く
『
人
麿
歌
集
』
に
は
「
宇
治
川
に
し
て
作
る
歌
二
首
」
　
（
一
六

　
　
九
九
・
一
七
〇
〇
番
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
一
七
九
五
番
と
一
連
の
も
の

　
　
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
◎
　
拙
稿
「
応
神
天
皇
と
矢
河
枝
比
売
」
　
（
愛
知
教
育
大
学
『
国
語
国
文
学

　
　
報
』
第
二
十
八
集
所
収
）
。

　
＠
　
注
　
に
同
じ
。

　
＠
　
岡
田
精
司
氏
「
大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗
」
　
（
同
氏
著
『
古
代
王

　
　
権
の
祭
祀
と
神
話
』
所
収
）
。

　
　
　
注
◎
に
同
じ
。

　
＠
　
岸
　
俊
男
氏
「
ワ
ニ
氏
の
基
礎
的
考
察
」
　
（
同
氏
著
『
日
本
古
代
政
治

　
　
史
研
究
』
所
収
）
。

　
　
　
小
島
憲
之
氏
「
古
事
記
の
文
章
」
（
『
古
事
記
大
成
』
言
語
文
学
篇
所

　
　
収
）
。

　
ゆ
　
注
◎
に
同
じ
。

　
　
尾
畑
喜
一
郎
氏
「
古
代
的
思
惟
の
一
面
」
（
同
氏
著
『
古
代
文
学
序

　
　
説
』
所
収
）
。

　
＠
　
例
え
ば
山
路
平
四
郎
氏
著
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
、
岸
俊
男
氏
前
掲
論
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



＠＠＠＠＠＠＠ 　
　
　
　
大
山
守
と
宇
遅
能
和
紀
郎
子

　
武
田
祐
吉
氏
著
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
、
同
氏
著
『
古
事
記
説
話
群
の
研

究
』
。
尾
畑
喜
一
郎
氏
前
掲
論
文
。

　
土
橋
　
寛
氏
著
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
古
事
記
篇
。

　
注
ゆ
に
同
じ
。

　
武
田
祐
吉
氏
著
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
。

　
山
路
平
四
郎
氏
前
掲
書
。

　
武
田
祐
吉
氏
著
『
記
紀
歌
謡
集
全
講
』
。

　
拙
稿
「
ワ
ニ
氏
の
祖
建
振
熊
の
伝
承
」
（
『
日
本
文
学
』
昭
和
五
十
年
八

月
号
）
。

二
一
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