
（
一
）
は
じ
め
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
研
究
対
象
と
し
て
据
え
る
と
き
、
そ
こ
に
収
載
さ
れ

て
い
る
各
話
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
の
も
と
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
も
ま
た
他
の
説
話
集
と
同
様
に
、

ひ
と
つ
の
意
図
に
貫
か
れ
た
編
纂
物
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
よ
そ
、

「
序
」
を
も
つ
文
献
は
、
そ
の
「
序
」
に
沿
っ
て
読
む
こ
と
が
、
文
献
の
編
纂

の
意
図
に
即
し
た
妥
当
な
理
解
で
あ
る
と
い
え
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
、

い
わ
ゆ
る
「
序
」
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
従
来
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
の
「
成
立
」
と
絡
ん
で
、『
宇
治
大
納
言
物
語
』
の
存
在
の
如
何
と
と
も

に
、
多
く
論
議
の
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
学
の
研
究
が
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に
『
宇
治
大
納
言
物
語
』
の
存
在
は
現
存
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
成
立
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
序
」
が
か
り
に
、

「
序
」
を
除
く
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
本
体
と
は
別
に
、
後
人
に
よ
っ
て
付
加
さ

れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、「
序
」
を
冠
し
た
文
献
の
総
体
が
現
存
伝
本
と
し
て

の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
各
話
の
標
題
で
あ
る
目
録

も
ま
た
、
後
人
の
付
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、「
序
」
と
巻
頭
に
付
さ
れ
た
目

録
と
が
同
人
物
に
よ
る
編
纂
か
ど
う
か
は
不
明
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
も
含
め
て
総
体
と
し
て
の
編
纂
物
が
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
存
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
「
序
」

と
目
録
と
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
文
献
の
あ
り
か
た
に
即
し
た
理
解
で
あ

る
と
い
え
る
。

小
内
一
明
氏
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
伝
本
に
つ
い
て
、「『
宇
治
拾
遺
物

語
』
に
は
、
説
話
の
出
入
異
同
と
い
っ
た
こ
と
を
ふ
く
む
よ
う
な
特
別
な
異
本

も
な
」
く
、「
共
通
異
文
に
基
づ
き
、
古
本
・
流
布
本
両
系
統
の
関
係
を
み
れ

ば
、
流
布
本
系
統
の
祖
本
は
、
古
本
系
統
の
一
本
か
ら
派
生
し
た
こ
と
を
示
し

上
代
表
記
史
よ
り
見
た
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
象
鏡
銘
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て
い
る
」
と
し
て
、「
現
存
伝
本
中
で
も
っ
と
も
古
型
を
と
ど
め
て
い
る
の
は
、

伝
本
分
類
に
か
か
げ
た
『
古
本
系
統
（
一
）
上
下
二
巻
二
冊
本
』
で
あ
る
」
と

み
る
。
そ
の
分
類
に
従
っ
て
、
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る
『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
』
本
文
に
拠
っ
て
考
察
を
進
め
た
い
。
そ
の
よ
う
に
、『
宇
治
拾
遺

物
語
』
は
、
巻
の
分
割
の
異
な
る
伝
本
は
あ
る
が
、『
今
昔
物
語
集
』
や
『
古

事
談
』
の
よ
う
に
各
話
を
巻
別
に
分
類
配
列
す
る
編
纂
意
識
は
稀
薄
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
各
話
の
配
列
を
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
「
雑
纂
形

態
の
説
話
集
で
は
あ
る
が
、
通
読
し
て
い
く
と
、
多
少
の
説
話
の
類
聚
性
が
あ

る
」
と
さ
れ
た
。
後
、
益
田
勝
実
氏
は
「〈
巡
り
物
語

的
な
場
」
に
か
か
わ

る
「
連
想
」
に
よ
る
配
列
を
み
る
。
さ
ら
に
益
田
氏
の
諸
説
を
受
け
て
、
小
出

素
子
氏
、
宮
田
匡
子
氏
の
考
察
が
あ
る
。
後
に
、
西
尾
氏
は
『
今
昔
物
語
集
』

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
二
話
一
類
的
な
説
話
の
連
関
の
背
後
に
、
た
だ
連
纂
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
内
面
的
な
、『
連
纂
の
文
学
』
と
呼
ん
で
い
い
よ

う
な
、
一
種
の
文
学
的
な
つ
な
が
り
方
が
あ
る
」
と
説
か
れ
た
。
さ
ら
に
、

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
全
集
』
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
説
話
配
列
」

に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
史
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、「
説
話
連
絡
表
」「
説
話
間

の
類
縁
表
現
」
を
掲
げ
て
お
ら
れ
る
。

一
方
、
森
正
人
氏
は
、「
書
か
れ
た
物
語
は
、
物
語
の
場
を
本
文
化
し
た
と

こ
ろ
の
場
の
物
語
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、「
宇
治
大
納
言
物
語
が
『
か
た
る
に

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

一
五

し
た
が
ひ
て
』
書
か
れ
た
、
な
い
し
そ
の
こ
と
を
よ
そ
お
っ
て
編
ま
れ
て
い
る

説
話
集
で
あ
り
、
宇
治
拾
遺
物
語
も
ま
た
そ
う
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
」

と
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
「
説
話
の
意
味
を
固
定
し
た
り
し
な
い
方

法
」
を
も
つ
こ
と
を
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

宇
治
拾
遺
物
語
は
、
説
話
を
意
味
や
価
値
か
ら
こ
と
さ
ら
消
去
し
、
韜

晦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
説
話
集
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

宇
治
大
納
言
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
多
様
な
価
値
観
を
も
つ
多
様
な
人
々

に
よ
る
物
語
を
、「
か
た
る
に
し
た
が
ひ
て
」
書
く
、
と
い
う
方
法
を
選

び
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
編
纂
行
為
で
あ
っ
た
。

と
い
う
。
し
か
る
に
、「
韜
晦
」
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
み
な
ら
ず
『
土
佐

日
記
』
に
し
て
も
『
源
氏
物
語
』
に
し
て
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
表
現

と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
特
有
の
性
質
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
個
別
の
説
話
の
意
味
が
そ
れ
自
体
で
は
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
ほ
ど
に
ゆ
る
や
か
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
特
質

が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
ゆ
る
や
か
な
説
話
の
意
味
は
、
配
列
の

中
で
こ
そ
確
定
し
て
く
る
と
い
う
、
配
列
や
連
想
な
ど
を
重
視
す
る
編
纂
論
も

可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
各
話
間
の
関
連
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
別
の
説
話
そ
れ
自
体
は

ど
の
よ
う
に
読
め
る
の
か
。
現
行
伝
本
の
一
九
七
話
の
全
体
を
貫
く
根
本
的
な

原
理
を
各
話
の
個
別
の
表
現
の
中
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。



そ
れ
で
は
こ
こ
に
い
う
表
現
と
は
何
か
。
例
え
ば
、
佐
藤
晃
氏
は
「
表
現
機

構
」
を
問
わ
れ
る
。

説
話
集
の
表
現
論
的
考
察
は
、
一
個
の
自
律
的
な
表
現
体

作
品
と
し

て
、
個
々
の
説
話
集
が
、
い
か
な
る
志
向
の
も
と
に
自
ら
を
作
り
上
げ
て

い
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
作
品
内
部
の
表
現
形
成
の
論
理
を
と
ら
え
る
こ

と
に
そ
の
主
眼
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

佐
藤
氏
の
関
心
は
「
作
品
内
部
の
表
現
形
成
の
論
理
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

本
考
に
お
い
て
、
表
現
と
い
う
と
き
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
そ

れ
自
身
、
あ
る
い
は
表
現
さ
れ
た
言
説
を
い
う
も
の
と
見
た
い
。
そ
れ
を
問
う

と
い
う
こ
と
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
個
体
性
、
個
別
性
に
か
か
わ
る
表
現

の
特
質
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
貫
く
表
現
の
特

質
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
出
典
」「
同
話
」
と
さ
れ

る
文
献
と
の
比
較
に
基
く
表
現
の
異
同
を
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な
い
。

（
二
）
同
話
と
類
話
の
概
念

稲
垣
泰
一
氏
は
、「
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
」
と
題
す
る
論
文
で
、『
宇
治
拾

遺
物
語
』
の
「
一
九
七
話
の
う
ち
、
八
三
話
ま
で
が
十
二
世
紀
前
半
頃
に
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
わ
が
国
最
大
の
説
話
集
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
と
同

文
的
同
話
ま
た
は
同
類
話
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、「
共
通
母
胎
的
な
作
品
」
を

予
想
す
る
と
と
も
に
、

『
今
昔
物
語
集
』
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
の
共
通
話
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
表
現
方
法
の
位
相
、
視
点
の
相
違
な
ど
を
表
現
論

的
に
考
え
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
方
法
の
特
質
の
一
端
を
探
っ
て

ゆ
こ
う
と
す
る
。

こ
と
を
め
ざ
さ
れ
る
。
こ
こ
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
に
対
す
る
分
析
の

基
本
的
な
方
法
は
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
説
話
集
間
の
表
現
の
類
似
や
一
致
は
何
を
意
味
す
る
か
。
西
尾

光
一
氏
は
「『
宇
治
拾
遺
』
に
し
て
も
『
今
昔
』
に
し
て
も
、
先
行
の
口
承
も

し
く
は
書
承
の
同
じ
原
話
を
同
文
的
に
伝
承
し
た
結
果
、
両
書
が
ほ
と
ん
ど
同

文
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
」
こ
と
が
果
た
し
て
「
文
学
」
で
あ

る
の
か
ど
う
か
を
問
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
同
じ
説
話
が
同
文
的
に
伝
承
さ
れ

る
こ
と
」
に
つ
い
て
「
付
加
さ
れ
て
い
る
説
話
編
集
者
、
言
い
か
え
れ
ば
説
話

伝
承
者
の
解
説
・
批
評
・
感
想
な
ど
が
同
じ
内
容
で
、
ま
た
時
に
は
同
文
で
さ

え
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
」
こ
と
の
意
味
を
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
「『
説
話
評
論
』
の
文
学
と
し
て
の
あ
り
方
や
日
本
文
学
史
の
上
で

の
位
置
付
け
な
ど
に
か
か
わ
る
問
題
点
」
と
し
て
、
四
点
を
挙
げ
る
が
、
そ
の

第
二
に
「
そ
の
よ
う
な
部
分
が
付
加
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

説
話
の
伝
承
そ
れ
自
体
に
あ
る
種
の
批
評
性
・
評
論
性
が
介
在
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
」
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、「
説
話
を
伝
承
す
る
営
み
そ
れ
自
体
が
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

一
六



『
説
話
で
も
の
を
言
っ
て
い
る
』、『
説
話
で
評
論
し
て
い
る
』
こ
と
な
の
で
あ

る
」
と
さ
れ
る
。

説
話
集
に
お
い
て
、
先
行
す
る
文
献
と
共
有
す
る
同
一
の
表
現
は
、
そ
れ
が

異
な
る
文
献
に
お
い
て
も
な
お
引
き
継
が
れ
て
い
く
性
質
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
い
う
な
ら
ば
文
献
間
の
「
同
話
」
の
存
在
は
、
内
容
に
対
す
る
肯
定

を
意
味
す
る
。
説
話
集
の
編
者
が
感
銘
と
賛
意
を
も
っ
て
表
現
を
受
容
し
た
こ

と
の
結
果
で
あ
る
。
説
話
集
の
編
纂
に
お
い
て
、
時
代
の
相
違
や
共
有
す
る
知

識
の
差
な
ど
基
盤
の
相
違
か
ら
、
改
め
て
説
明
を
要
す
る
が
ゆ
え
に
異
同
の
付

加
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
と
と
も
に
、
あ
る
意
図
を
も
っ
て
強
調
を
加
え

た
り
、
修
正
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
異
同
の
生
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
同
話
」
に
お
け
る
表
現
間
の
異
同
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
、
説
話
集
の

編
者
は
改
め
る
必
要
の
な
い
ほ
ど
に
完
成
し
た
表
現
と
し
て
受
け
止
め
、
伝
え

よ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
研
究
に
お
い
て
、
各
話
の
文
献
相
互
の
関
係
を
束
ね

る
の
に
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
異
な
る
説
話
集
間
に
表
現
の

異
同
を
伴
い
な
が
ら
、
共
有
し
て
み
と
め
ら
れ
る
説
話
を
、
橘
健
二
氏
は
「
共

通
説
話
」
と
い
う
。
益
田
勝
実
氏
は
「
共
通
記
事
」
と
い
う
。
国
東
文
麿
氏
は

「
類
似
説
話
」
と
い
う
。
永
積
安
明
氏
は
「
同
類
の
説
話
」
と
い
う
。
西
尾
光

一
氏
は
「
共
通
説
話
」
と
い
う
。
小
峯
和
明
氏
、
池
上
洵
一
氏
は
「
共
通
話
」

と
い
う
。
そ
れ
は
、
主
に
「
共
通
説
話
」
あ
る
い
は
「
共
通
話
」
な
ど
と
呼
ば

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

一
七

れ
て
い
る
。『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
、「
共
通
説
話
」
と
い
う
概
念
を
用

い
る
と
と
も
に
、
更
に
そ
れ
を
「
同
話
・
類
話
」
に
下
位
分
類
し
て
い
る
。

「
共
通
説
話
」
が
質
的
な
意
味
を
問
わ
れ
る
と
き
に
、「
同
話
」「
類
話
」
と
い

う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
「
同
話
」
と
は
何
か
。
あ
る
い

は
、「
同
文
」
と
は
何
か
。
何
を
も
っ
て
「
同
話
」「
同
文
」
と
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。

最
初
に
「
同
話
」
に
関
し
て
触
れ
た
の
は
芳
賀
矢
一
氏
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

『
今
昔
物
語
集
』
研
究
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
芳
賀
氏
は
『
攷
證
今
昔
物
語

集
』
の
凡
例
に
お
い
て
、

攷
證
文
の
中
、
書
名
に
〇
印
を
付
け
た
の
は
本
文
の
出
典
と
見
做
す
べ

き
も
の
で
、
◎
印
を
付
け
た
の
は
類
話
、

印
を
付
け
た
の
は
同
一
説
話

で
他
書
に
散
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
尚
同
一
説
話
の
諸
書
に
転
載
せ
ら
れ

て
居
る
の
は
、
各
段
の
末
に
何
々
参
閲
と
の
み
注
記
し
た
の
も
多
い
。

と
さ
れ
て
、「
出
典
」「
類
話
」「
同
一
説
話
」
を
区
分
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
現
在
用
い
ら
れ
る
「
同
話
」
の
概
念
は
、「
同
一
説
話
」
か
ら
導

か
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。

次
に
、
片
寄
正
義
氏
は
、『
今
昔
物
語
集
の
研
究
』
に
お
い
て
「
付
録
」
と

し
て
「
今
昔
物
語
集
出
典
類
話
等
攷
證
補
遺
」
を
掲
げ
、

こ
の
付
録
に
は
、
芳
賀
博
士
の
攷
證
今
昔
物
語
集
に
漏
れ
た
る
本
集
の
出



典
、
或
は
類
話
・
参
考
話
に
つ
い
て
記
し
、
読
者
の
参
考
に
資
す
る
こ
と

と
し
た
。

と
述
べ
、因

に
〇
◎

な
ど
の
符
号
は
、
芳
賀
博
士
の
攷
證
本
に
做
つ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
出
典
・
類
話
・
同
一
説
話
の
他
書
に
散
見
せ
る
も
の
を
示
し
、
参
考

話
は
其
旨
註
記
し
た
。

と
記
し
て
い
る
。
片
寄
氏
は
基
本
的
に
芳
賀
氏
の
分
類
を
踏
襲
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
『
今
昔
物
語
集
』
の
研
究
史
を
踏
ま
え
て
、
野
村
八

良
氏
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
つ
い
て
、「
こ
の
物
語
が
現
在
見
る
や
う
な
形

態
に
仕
上
げ
ら
れ
た
に
就
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
筋
道
が
あ
る
。
そ

れ
は
原
典
に
基
づ
い
て
書
直
し
た
部
分
と
、
大
体
筆
者
の
創
意
か
ら
拵
え
ら
れ

た
部
分
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
「
今
昔
物
語
集
と
の
親
子
関

係
」
を
述
べ
て
「
最
も
親
密
な
関
係
の
原
文
」
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て

「
共
通
の
話
題
の
物
」
は
八
四
条
あ
る
と
み
る
。
一
方
、「『
古
事
談
』
と
の
交

渉
」
に
お
い
て
「
関
係
の
親
密
な
物
」
は
二
四
条
あ
る
と
み
る
。

そ
れ
で
は
「
同
話
」
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
の
か
。
国
東
文
麿
氏
は
、

『
宇
治
拾
遺
』
と
『
今
昔
』
の
「
類
似
説
話
に
お
け
る
類
似
相
」
に
つ
い
て
、

「
類
似
性
が
特
に
強
く
共
通
す
る
数
も
最
も
多
い
（
六
〇
話
以
上
）
ケ
ー
ス
の

類
似
性
」
と
、
そ
の
「
ケ
ー
ス
の
説
話
に
は
、〈
主
題
・
人
物
・
事
件
・
プ
ロ

ッ
ト
な
ど
が
一
致
す
る
の
み
で
な
く
、
表
現
に
お
い
て
も
語
句
の
細
部
に
ま
で

相
当
強
い
類
似
が
指
摘
で
き
る

と
い
う
類
似
性
を
根
本
的
に
も
っ
て
い
る
」

こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
高
橋
俊
夫
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
旧
大
系
『
日
本
古

典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集
』（
岩
波
書
店
）
の
「
出
典
研
究
」
に
つ
い
て
、

片
寄
正
義
氏
、
芳
賀
矢
一
氏
に
よ
る
「
一
大
再
検
討
・
再
探
求
」
に
次
い
で
、

「
第
二
の
再
検
討
・
再
探
求
」
と
い
う
べ
き
近
時
の
動
向
に
触
れ
、「
今
昔
像
の

再
建
と
い
う
目
標
」
の
も
と
に
「
天
竺
部
出
典
の
再
検
討
」
を
試
み
ら
れ
た
。

そ
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
、『
経
律
異
相
』
を
「
直
接
出

典
の
座
か
ら
は
追
放
す
べ
き
だ
と
の
結
論
」
を
述
べ
よ
う
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

対
象
と
な
る
二
四
話
を
「
異
相
と
の
相
似
度
と
い
う
観
点
」
か
ら
、「
便
宜
的

に
三
グ
ル
ー
プ
に
類
別
」
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
橋
氏
に
よ
れ

ば
、

プ
ロ
ッ
ト
・
表
現
と
も
に
一
致
を
み
る
こ
と
が
少
な
い
も
の

一
種
の
類
話
（
十
二
話
）

プ
ロ
ッ
ト
の
点
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
、
表
現
の
上
で
一
致
を
見
る
こ
と

が
少
な
い
も
の

同
話
（
六
話
）

プ
ロ
ッ
ト
は
も
と
よ
り
、
表
現
の
細
部
に
至
る
ま
で
か
な
り
高
い
相
似

度
を
み
せ
て
い
る
も
の

同
文
的
同
話
（
六
話
）

の
三
者
で
あ
る
。
国
東
氏
に
し
て
も
高
橋
氏
に
し
て
も
、
基
準
と
し
て
共
通
す

る
点
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
次
元
と
、
語
句
の
表
現
の
次
元
と
に
、
類
話
・
同
話
の

差
異
を
見
よ
う
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
特
に
高
橋
氏
が
明
確
に
提
示
さ
れ

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

一
八



た
「
同
話
」
認
定
の
基
準
は
、『
今
昔
物
語
集
』
の
み
な
ら
ず
、
広
く
「
説

話
」
研
究
の
方
法
と
し
て
、
傾
聴
す
べ
き
貴
重
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
研
究
史
に
立
ち
つ
つ
、
西
尾
光
一
氏
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
』「
説
話
目
録
」
に
お
い
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
伝
承
関

係
を
表
示
」
す
る
に
あ
た
り
明
確
に
、

同
文
的
な
同
話

同
話
・
類
話

を
区
分
す
る
。
そ
し
て
「
同
文
的
な
同
話
」
を
さ
ら
に
、

◎

同
文
の
度
合
の
最
も
濃
い
も
の

○

そ
れ
に
次
ぐ
も
の

一
部
の
み
が
同
文
で
あ
る
も
の

の
三
者
に
下
位
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
同
文
的
な

同
話
」
は
八
〇
話
（
◎
・
な
し
、
○
・
六
〇
話
、

・
一
四
話
、
記
号
な
し
・

六
話
）、「
同
話
・
類
話
」
は
八
話
あ
る
と
さ
れ
る
。『
古
事
談
』
の
「
同
文
的

な
同
話
」
は
二
〇
話
（
◎
・
一
四
話
、
○
・
五
話
、

・
な
し
、
記
号
な
し
・

一
話
）、「
同
話
・
類
話
」
は
七
話
あ
る
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
中
島
悦
次
氏
は
、「
同
・
類
話
の
あ
る
他
書
と
の
関
係
」
を
表
と

し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
同
話
を
一
々
の
説
話
に
つ
い
て
比
較
し

て
見
る
時
は
、
そ
の
修
辞
上
、
語
句
上
、
扱
い
上
、
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
」

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
修
辞
」
や
「
語
句
」
と
い

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

一
九

う
表
現
に
お
け
る
一
致
を
も
っ
て
「
同
話
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
三
木
紀
人
氏
・
浅
見
和
彦
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇

治
拾
遺
物
語
』
巻
末
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
類
話
一
覧
」
は
、『
日
本
古
典
文
学

大
系

宇
治
拾
遺
物
語
』「
説
話
目
録
」
を
継
承
し
つ
つ
、「
本
書
の
各
説
話
に

関
連
あ
る
と
思
わ
れ
る
文
献
」
を
、

同
話
（
１
）

同
話
（
２
）

類
話
・
関
連
話
（
記
事
）

に
区
分
す
る
。「
同
話
（
１
）」
は
「
同
文
性
の
強
く
見
ら
れ
る
文
献
」
を
、

「
同
話
（
２
）」
は
「
同
文
性
は
見
ら
れ
な
い
が
、
同
話
的
傾
向
の
濃
い
文
献
」

を
い
う
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
と
、「
内
容
・
題
材
に
お
け
る
関

連
話
（
記
事
）」
を
区
分
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
、

「
関
係
説
話
表
」
を
掲
げ
る
。
そ
れ
は
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
各
説
話
に
関
連

あ
る
文
献
の
所
在
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
同
文
話
の

欄
に
は
、
同
文
的
な
い
し
相
当
に
類
似
度
の
高
い
説
話
を
、
類
話
・
関
連
話
等

の
欄
に
は
、
説
話
の
一
部
や
題
材
の
う
え
で
関
連
あ
る
話
や
記
事
を
掲
げ
た
」

と
い
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
表
現
の
問
題
か
ら
み
た
と
き
に
、『
宇
治
拾
遺

物
語
』
に
お
い
て
、「
同
文
」
も
し
く
は
「
同
話
」
と
、「
類
話
」
と
の
相
違
は
、

表
現
の
一
致
の
有
無
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
同
文
」
も
し



く
は
「
同
話
」
は
、
類
似
す
る
文
献
が
表
現
の
一
致
を
も
つ
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
い
え
る
。
特
に
、「
同
文
的
同
話
」
は
表
現
の
細
部
に
ま
で
至
る
一
致
を

も
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
類
話
」
は
、
表
現
の
一
致
よ
り
も

モ
テ
ィ
フ
の
一
致
や
部
分
的
な
共
有
、
構
成
の
類
似
な
ど
、
い
わ
ば
内
容
の
一

致
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
捉
え
な
お
せ
よ
う
。

（
三
）
異
文
と
し
て
の
同
話

こ
こ
に
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
拠
っ
て
、「
同
話
（
１
）」「
同
話

（
２
）」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
両
者
を
併
せ
て
数
え
る
と
、
主
な
同
話
関

係
は
、
多
数
を
占
め
る
も
の
か
ら
順
に
、

１
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
今
昔
物
語
集
』
同
話

八
四
話

２
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
事
談
』
同
話

二
四
話

３
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
本
説
話
集
』
同
話

二
三
話

４
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
十
訓
抄
』
同
話

一
四
話

５
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
真
言
伝
』
同
話

一
〇
話

６
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
本
朝
高
僧
伝
』
同
話

九
話

７
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
元
亨
釈
書
』
同
話

九
話

８
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
打
聞
集
』
同
話

六
話

９
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
事
談
抜
書
』
同
話

六
話

以
下
を
略
す
。

な
ど
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
こ
れ
ら
の
よ
う
に

多
数
を
占
め
る
、『
今
昔
物
語
集
』『
古
事
談
』『
古
本
説
話
集
』
そ
れ
ぞ
れ
か

ら
、
直
接
的
に
で
あ
れ
間
接
的
に
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
原
理
的
に
継

承
、
あ
る
い
は
共
有
し
統
合
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
実
態
的
な

書
写
の
継
承
関
係
と
は
別
で
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
の
特
質
は
、

そ
れ
ら
の
中
か
ら
集
中
し
て
抽
出
さ
れ
る
、
特
に
『
今
昔
物
語
集
』『
古
事
談
』

『
古
本
説
話
集
』
な
ど
と
の
相
互
の
表
現
の
比
較
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
な
っ

て
こ
よ
う
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
『
古
事
談
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
益
田
勝
実
氏

が
「
直
接
関
係
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
峯

和
明
氏
は
益
田
氏
の
説
を
検
討
さ
れ
て
、「『
宇
治
拾
遺
』
が
『
古
事
談
』
を
み

な
が
ら
書
き
か
え
た
と
す
る
に
は
、
い
さ
さ
か
両
者
の
距
離
は
遠
い
」
と
さ
れ
、

「
こ
う
し
た
表
現
の
ず
れ
や
語
り
口
の
差
異
は
、
や
は
り
も
う
一
段
階
前
の
原

根
拠
自
体
の
違
い
に
も
と
づ
く
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
い
わ
れ

る
。
そ
し
て
「
文
体
の
差
異
に
象
徴
さ
れ
る
両
者
の
作
品
と
し
て
の
本
質
的
相

違
」
は
「『
宇
治
大
納
言
物
語
』
系
と
お
ぼ
し
き
『
今
昔
』『
古
本
説
話
集
』
等

と
の
共
通
話
（『
宇
治
拾
遺
』
の
半
数
以
上
を
占
め
る
）
と
、『
古
事
談
』
共
通

話
と
の
決
定
的
な
位
相
の
落
差
に
か
か
わ
っ
て
く
る
」
可
能
性
に
も
触
れ
て
お

ら
れ
る
。

一
方
、
高
橋
貢
氏
は
『
打
聞
集
』『
今
昔
物
語
』『
古
本
説
話
集
』『
宇
治
拾

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

二
〇



遺
物
語
』
に
つ
い
て
、「
打
聞
集
、
今
昔
物
語
の
表
現
は
古
本
、
宇
治
拾
遺
よ

り
も
近
く
、
古
本
説
話
集
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
は
今
昔
物
語
よ
り
も
近
い

事
が
判
明
し
た
」
が
、「
打
聞
集
、
今
昔
物
語
の
こ
れ
ら
の
説
話
（
真
言
伝
の

右
の
二
話
も
含
ま
れ
て
い
る
）
と
、
古
本
説
話
集
、
宇
治
拾
遺
物
語
の
こ
れ
ら

の
説
話
と
は
、
表
現
の
異
る
別
々
の
系
列
に
属
し
て
い
た
」
と
み
る
。
ま
た
、

高
橋
氏
は
、

同
話
に
つ
い
て
、
現
在
の
研
究
で
は
『
古
本
』
と
『
宇
治
拾
遺
』『
今

昔
』
と
は
直
接
の
引
用
関
係
に
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、『
古
本
』
と

『
宇
治
拾
遺
』『
今
昔
』
と
は
伝
承
関
係
上
ど
れ
ほ
ど
近
く
て
も
、
右
の

『
世
継
』
と
の
場
合
と
同
じ
く
、
散
佚
文
献
を
介
し
て
の
関
係
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
現
在
の
研
究
段
階
で
は
『
古
本
』
の
本
文
は
『
宇
治
拾
遺
』

『
今
昔
』
に
比
べ
て
比
較
的
（
ま
っ
た
く
で
は
な
い
）
散
佚
文
献
に
近
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、『
古
本
』
は
『
宇
治
拾
遺
』『
今

昔
』
と
同
話
を
持
つ
散
佚
文
献
か
ら
こ
と
ば
の
入
れ
か
え
や
省
略
、
補
入

は
ほ
と
ん
ど
せ
ず
に
、
比
較
的
散
佚
文
献
の
本
文
に
近
い
形
で
引
用
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
先
行
作
品
か
ら
引
用
し
た
『
古
本
』『
世

継
』
の
同
話
を
先
行
作
品
と
対
比
す
る
と
、『
古
本
』
は
『
宇
治
拾
遺
』

『
今
昔
』
同
話
の
場
合
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
大
幅
な
抄
出
、
改
変
を

行
な
う
。

と
説
か
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
高
橋
氏
は
、「
一
度
散
佚
文
献
の
撰
者

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

二
一

が
引
用
、
抄
出
し
た
の
を
、『
古
本
』
撰
者
が
ほ
と
ん
ど
本
文
を
変
え
ず
に
引

用
し
た
と
み
た
い
」
と
説
か
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
、『
宇
治
拾
遺
物

語
』
周
辺
の
文
献
の
関
係
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
、『
今
昔
物
語
集
』『
古
本
説
話
集
』
や
『
古
事

談
』
が
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
直
接
的
継
承
か
否
か
で
は
な
く
、

『
今
昔
物
語
集
』『
古
事
談
』『
古
本
説
話
集
』
の
同
話
と
の
表
現
の
比
較
は
可

能
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、『
宇
治

拾
遺
物
語
』
に
は
、
中
国
文
献
も
し
く
は
『
法
苑
珠
林
』
な
ど
を
媒
体
と
し
て

翻
訳
、
改
変
し
て
和
文
化
す
る
こ
と
で
編
纂
す
る
道
筋
や
、
先
行
す
る
日
本
の

『
本
朝
法
華
験
記
』『
古
事
談
』
な
ど
か
ら
素
材
を
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
漢
文

体
や
訓
読
文
体
を
改
変
し
和
文
化
す
る
こ
と
で
編
纂
す
る
道
筋
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
れ
が
直
接
的
な
関
係
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
表
現
が
、
漢
文
体
や
訓
読
文
体
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
和
文
体
の
表
現
を
獲

得
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、「
同
話
」
と
は
、
共
通
説
話
間
の
表
現
の
一
致
を
も
っ
て
い
う

だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
池
上
洵
一
氏
は
「『
今
昔
』『
宇
治
拾
遺
』『
古
本

説
話
集
』『
世
継
物
語
』
な
ど
、
こ
の
時
代
の
説
話
集
相
互
間
に
見
ら
れ
る
共

通
話
の
多
く
は
、
単
に
同
一
主
題
・
同
一
構
成
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
一
言
一

句
、
て
に
を
は
に
い
た
る
ま
で
酷
似
し
て
い
る
。」
と
さ
れ
る
。
池
上
氏
は

「
藁
し
べ
長
者
の
話
」
を
例
と
し
て
示
す
。
そ
し
て
「
こ
れ
ら
酷
似
す
る
共
通



話
は
、（
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
本
の
段
階
で
の
引
用
の
産
物
、
つ
ま
り
は
祖
を

同
じ
く
す
る
書
承
説
話
」
で
あ
る
と
み
る
。
す
な
わ
ち
『
古
本
』『
宇
治
』
間

に
「
誤
写
し
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
例
を
挙
げ
て
、「
こ
の
話
は

『
古
本
説
話
集
』
の
成
立
す
る
以
前
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、『
古

本
説
話
集
』
と
『
宇
治
拾
遺
』
の
藁
し
べ
長
者
は
祖
を
同
じ
く
す
る
書
承
説

話
」
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
『
古
本
』
の
「
絹
布
」
を
、『
宇
治
』
が
「
絹

や
銭
」
と
す
る
の
は
「
あ
く
ま
で
も
書
承
を
軸
と
し
て
、
そ
の
書
承
過
程
に
お

い
て
時
代
の
意
識
が
反
映
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
説
く
。

そ
し
て
『
宇
治
拾
遺
』
と
『
今
昔
』
と
の
比
較
に
お
い
て
、『
宇
治
拾
遺
』
が

「
藁
す
ぢ
一
す
ぢ
が
、
布
三
む
ら
に
な
り
ぬ
る
事
」
が
『
今
昔
』
で
は
こ
れ
に

つ
い
て
「
此
レ
観
音
ノ
御
助
也
ケ
リ
」
と
あ
り
、「
全
般
的
に
見
て
『
今
昔
』

の
青
侍
の
ほ
う
が
観
音
に
対
し
て
敬
虔
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
」
と
み
る
。
そ

し
て
「
こ
の
態
度
は
、『
今
昔
』
編
者
個
人
の
姿
勢
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て

も
、
原
拠
と
な
っ
た
話
が
『
宇
治
拾
遺
』
の
祖
本
と
質
的
に
相
違
し
て
い
た
こ

と
ま
で
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
い
、『
打
聞
集
』
の
検
討
を
経
た
結

果
、
こ
れ
ら
の
「
共
通
話
と
な
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
説
話
集
」
と
し
て
「
散

佚
『
宇
治
大
納
言
物
語
』」
の
存
在
の
可
能
性
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
「
共
通
話
」
か
ら
求
め
ら
れ
る
共
通
の
祖
と
し
て
の
「
散
佚
文

献
」
が
、『
宇
治
大
納
言
物
語
』
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
は
な
お
不
明
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
異
な
る
系
統
の
文
献
が
、
共
通
の

祖
で
あ
る
「
散
佚
文
献
」
に
基
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、「
同
話
」

は
、
想
定
さ
れ
る
祖
の
文
献
と
し
て
の
本
文
に
対
す
る
異
文

と
み
な

せ
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
、
同
話
と
の
比
較
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る

表
現
の
異
同
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
各
話
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
四
）
同
話
間
の
比
較
分
析

同
話
・
類
話
と
の
差
異
の
問
題
の
具
体
的
な
考
察
の
基
礎
と
し
て
ま
ず
第
一

に
据
え
る
べ
き
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
高
橋
貢
氏
が
説
話
に
「
基
本
的
に

は
『
だ
れ
が
（
何
が
）
何
を
し
た
（
ど
う
な
っ
た
）』
と
い
う
型
」
を
指
摘
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
高
橋
貢
氏
の
論
じ
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
従
来
か
ら
指

摘
さ
れ
て
き
た
、
説
話
の
要
素
で
あ
る
「
時
・
所
・
人
」
と
を
組
み
合
わ
せ
る

な
ら
ば
、
表
現
と
し
て
の
説
話
を
読
み
解
い
て
い
く
方
法
的
な
手
が
か
り
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
説
話
の
表
現
の
個
別
性
・
個
体
性
を
決
め
る

表
現
は
、
ニ
ュ
ー
ス
文
に
い
う
六
要
素
｜
い
わ
ゆ
る
５

１

に
な
ら
っ
て
、

い
つ

（
時
）

ど
こ
で

（
所
）

だ
れ
が

（
人
）

な
に
を

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

二
二



ど
の
よ
う
に

な
ぜ

と
い
う
諸
点
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
純
化
す
れ
ば
、「
い
つ
、

ど
こ
で
、
だ
れ
が
」
は
主
と
し
て
固
有
名
詞
に
代
表
さ
れ
る
設
定
の
問
題
で
あ

る
。「
な
に
を
」
は
主
題
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、「
ど
の
よ
う
に
」
は
話
型

と
そ
れ
に
付
帯
す
る
説
明
的
な
表
現
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
な
ぜ
」
は
表
現
の
全
体
を
貫
く
思
想
の
問
題
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
編
者
の
意
図
や
物
語
の
基
盤
と
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
説
話
を
対
象
と
す
る
場
合
、
従
来
か
ら
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
話
と
同
話
・
類
話
の
存
在
が
み
と
め
ら
れ
る
場
合
と
、

そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
前
話
の
場
合
は
、
ま
ず
、
説
話
の
特
質
の
解
明

に
あ
た
っ
て
、
同
話
・
類
話
と
の
比
較
を
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
い
は
淵
源
を
辿
る
と
き
に
見
出
さ
れ
る
文
献
と
の
比
較
が
必
要
と
な
る
場

合
も
あ
る
。
そ
の
と
き
に
、
説
話
と
比
較
の
対
象
と
す
る
文
献
と
、
両
者
の
間

に
見
出
さ
れ
る
表
現
の
差
異
が
、
説
話
個
別
の
特
質
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な

ろ
う
。

し
か
る
に
、
そ
の
よ
う
な
手
が
か
り
を
も
た
な
い
後
者
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
な
方
法
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
中
で
今
取
り
上
げ
る
よ
う
な
、

「
昔
話
」
と
の
か
か
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
話
群
は
、
方
法
と
し
て
ど
の
よ

う
に
分
析
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
、
比
較
の
上
で
対
照
さ
せ
う
る
資

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

二
三

料
は
、
採
録
さ
れ
資
料
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
献
化
さ
れ
た
昔
話
や
伝
説

で
あ
る
。
説
話
と
同
話
・
類
話
の
文
献
と
の
重
な
り
に
お
い
て
共
有
す
る
表
現

の
枠
組
み
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
現
の
枠
組
み
は
、
昔
話
の
採
録
資

料
と
の
重
な
り
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に
話
型
の
存
在
が
指
摘
で
き
よ
う
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
中
の
「
昔
話
」
関
連
話
群
の
中
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
隣

爺
型
」
の
話
型
は
、
古
代
の
文
献
に
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
古

い
話
型
で
あ
り
、「
藁
し
べ
長
者
」
型
や
「
博
徒
聟
入
」
型
な
ど
は
、
古
代
の

文
献
に
は
み
と
め
ら
れ
な
い
ゆ
え
に
、
比
較
的
新
し
い
話
型
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
え
る
。

第
二
点
、
説
話
に
は
、
時
・
所
・
人
な
ど
、
説
話
の
設
定
を
形
作
っ
て
い
る

固
有
名
詞
が
多
く
の
場
合
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
不
可
欠
の
要
件
で

は
な
い
が
、
固
有
名
詞
と
い
う
問
題
に
集
約
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
説
話
に
お
け
る
「
固
有
名
詞
」
と
は
何
か
。
阪
倉
篤
義
氏
は
、

こ
こ
に
、
固
有
名
詞
な
る
も
の
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点
は
、
そ
れ
が
、

同
一
部
類
に
属
す
る
個
々
の
特
定
の
事
物
を
、
互
い
に
他
と
区
別
せ
ん
が

た
め
に
与
へ
ら
れ
た
記
号
で
あ
る
、
と
い
ふ
事
実
で
あ
る
。（
略
）
す
な

は
ち
、
そ
の
命
名
の
意
図
こ
そ
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
た
と
へ
ば
、

同
姓
同
名
の
場
合
の
ご
と
く
、
あ
ひ
こ
と
な
る
二
つ
以
上
の
事
物
に
対
す

る
個
個
の
命
名
の
結
果
が
一
致
し
、
一
つ
の
名
が
二
つ
以
上
の
事
物
に
共

有
さ
れ
る
事
態
に
な
つ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
偶
然
の
結
果
と
見
る
べ



き
で
あ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
固
有
名
詞
と
認
め
る
こ
と
に
問
題
が
な
い

こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

固
有
名
詞
は
、
事
物
を
個
別
的
に
、
乃
至
は
差
別
的
に
視
る
立
場
に
立

つ
て
の
命
名
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
普
通
名
詞
は
、
事
物
を
範
疇
的

に
、
乃
至
は
共
通
的
に
観
る
立
場
に
立
つ
て
の
命
名
で
あ
つ
て
、
そ
の
方

向
が
逆
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
わ
れ
る
。

固
有
名
詞
は
、
と
り
わ
け
表
現
が
帯
び
る
歴
史
性
に
関
与
す
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
こ
と
は
固
有
名
詞
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
普
通
名
詞
と
呼

ば
れ
る
語
も
、
同
じ
語
で
あ
り
な
が
ら
、
内
包
し
指
示
す
る
事
柄
が
時
代
差
を

有
す
る
こ
と
は
経
験
的
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
も
、

文
字
を
も
っ
て
説
話
集
を
編
纂
し
た
編
者
が
鎌
倉
初
期
の
都
人
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
現
そ
れ
じ
た
い
が
歴
史

性
を
帯
び
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
普
通
名
詞
で
あ
っ
て
も
、
歴
史
性
や
限
定
性

を
帯
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
話
の
個
別
性
・
個
体
性
を
決
め
る
キ
イ
・
ワ
ー

ド
た
り
う
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

原
則
と
し
て
み
た
場
合
、
表
現
の
一
致
は
話
型
を
見
る
手
が
か
り
と
な
る
が
、

表
現
は
同
一
で
も
基
盤
の
違
い
に
よ
っ
て
、
意
味
す
る
こ
と
が
異
な
る
こ
と
も

あ
り
う
る
。
そ
れ
は
注
釈
の
問
題
と
な
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
今
、
研
究
の
対
象
と
し
て
据
え
よ
う
と
す
る
の
は
、「
編

者
」
に
よ
っ
て
統
一
性
を
も
つ
ひ
と
つ
の
編
纂
物
と
し
て
成
立
し
た
、
し
か
も

書
写
に
よ
っ
て
一
回
的
に
成
立
し
た
伝
本
と
し
て
の
「
説
話
集
」
｜
物
語
集
で

あ
り
、
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
、
完
結
性
を
備
え
た
表
現
と
し
て
の
「
説

話
」
｜
物
語
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
の
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
方
向
は
、
二
通
り
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、『
宇
治

拾
遺
物
語
』
の
説
話
｜
物
語
が
、
同
話
・
類
話
を
も
つ
場
合
、『
宇
治
拾
遺
物

語
』
と
同
話
で
あ
る
と
さ
れ
る
文
献
と
の
比
較
に
よ
る
考
察
が
可
能
で
あ
り
、

類
話
を
淵
源
か
ら
序
列
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
較
す
る
考
察
が
可
能
と
な

る
。
一
方
、
同
話
を
も
た
な
い
孤
立
的
な
説
話
｜
物
語
に
つ
い
て
は
、
類
話
と

し
て
昔
話
と
の
比
較
が
ひ
と
つ
の
考
察
の
方
法
と
な
ろ
う
。
そ
の
際
、
文
献
相

互
間
に
共
有
さ
れ
る
話
型
と
、
歴
史
性
を
帯
び
る
表
現
と
の
複
合
し
た
形
で

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
｜
物
語
の
表
現
は
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

各
話
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
枠
組
み
を
根
拠
付
け
る
「
源
泉
」
を
想
定
し
、
源

泉
に
対
し
て
「
並
立
」
関
係
に
立
つ
文
献
を
、「
同
話
」「
類
話
」
と
考
え
る
。

源
泉
と
い
う
も
の
を
、
例
え
ば
「
河
川
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
な
ら
ば
、

源
泉
は
多
岐
に
亘
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、『
宇
治
拾

遺
物
語
』
の
場
合
、
源
泉
は
単
一
の
水
源
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

二
四



『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
合
流
と
分
岐
と
い
う
複
雑
な
交
渉
に
よ
っ
て
生
成
し

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
源
泉
は
、
時
系
列
に
立
っ

て
い
る
が
、
表
現
と
し
て
の
本
文
を
枠
組
み
に
お
い
て
根
拠
付
け
る
も
の
で
あ

る
。
同
話
は
共
時
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
同
話
は
源
泉
に
対
し
て
、
異
伝

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
献
相
互
間
に
あ
っ
て
共
有

す
る
部
分
と
、
相
違
す
る
部
分
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
相
違
す
る
部
分
が
、

そ
の
文
献
の
特
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
直
接
的
な
出

典
関
係
の
有
無
や
、
伝
播
の
妥
当
性
の
如
何
と
は
関
係
な
く
、
共
時
的
に
文
献

を
重
ね
る
と
、
枠
組
み
と
し
て
芯
や
核
に
な
る
部
分
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ

が
話
型
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
「
構
造
」
の
取
り
出
し
方
と
重
な
る
。
共
有
さ

れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
は
次
元
の
相
違
が
あ
っ
て
、
枠
組
み
の
次
元
で
共

有
さ
れ
る
話
型
と
、
表
現
の
次
元
で
文
献
相
互
に
共
有
さ
れ
る
も
の
が
認
め
ら

れ
る
。
後
者
は
、
例
え
ば
、
和
歌
、
諺
、
経
典
の
法
文
な
ど
か
ら
、
比
喩
表
現
、

慣
用
句
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
五
）
ま
と
め
に
か
え
て

説
話
分
析
に
お
い
て
、
同
話
・
類
話
と
話
型
と
は
方
法
上
の
操
作
概
念
と
し

て
あ
る
。
そ
の
上
で
、
個
別
「
説
話
」
の
特
質
は
、
同
話
・
類
話
と
淵
源
に
か

か
わ
る
文
献
と
の
比
較
に
お
い
て
、
出
来
事
の
叙
述
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

二
五

て
、
共
有
さ
れ
る
基
本
的
な
表
現
の
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を

明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
時
・
所
・
人
な
ど
歴
史
性
や
個
別
性
を
担
う
語
が
、
表

現
の
差
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
説
話
」
に
お
け

る
出
来
事
と
話
末
評
語
を
貫
く
思
想
が
、「
説
話
」
の
個
別
性
と
、「
説
話
集
」

全
体
の
編
纂
の
意
図
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

注

「
序
」
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
は
多
い
が
、
私
見
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論
じ
た
い
。

小
内
一
明
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
伝
本
の
系
統
分
類
」
説
話
と
文
学
研
究
会
編

『
説
話
文
学
の
世
界
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
、
五
五
頁
。

同
書
、
七
三
頁
。

渡
邊
綱
也
・
西
尾
光
一
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波
書

店
、
一
九
六
〇
年
、
一
五
頁
。

益
田
勝
実
「
中
世
的
風
刺
家
の
お
も
か
げ
｜
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
作
者
｜
」

『
文
学
』
一
九
六
六
年
一
二
月
。

小
出
素
子
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
配
列
に
つ
い
て
｜
全
巻
に
わ
た
る
連
関

表
示
の
試
み
｜
」『
平
安
文
学
研
究
』
第
六
七
輯
、
一
九
八
二
年
六
月
。

宮
田
匡
子
「
宇
治
拾
遺
物
語
｜
構
成
と
そ
の
世
界
｜
」『
国
語
国
文
』
一
九
七
四

年
二
月
。

西
尾
光
一
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
連
纂
の
文
学
」『
清
泉
女
子
大
学
紀

要
』
第
三
一
号
、
一
九
八
三
年
一
二
月
。

小
林
保
治
・
増
子
和
子
編
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
全
集
』「
解
説
」、
小
学
館
、

一
九
九
六
年
。

森
正
人
「
場
の
物
語
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』」『
日
本
文
学
』
一
九
八
七
年



二
月
。

森
正
人
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
本
文
と
読
書
行
為
」『
日
本
の
文
学

第
５
集
』
有

精
堂
、
一
九
八
九
年
。

佐
藤
晃
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
機
構
」『
中
世
文
学
』
第
三
二
号
、
一
九
八

二
年
。

本
考
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
す
る
表
現
は
、
伝
達
に
よ
っ
て
役
割
が
完
了
す
る

よ
う
な
実
用
的
な
言
葉
や
、
標
識
の
よ
う
な
記
号
は
含
ま
れ
な
い
。
そ
れ
自
身
が
統

一
性
を
も
ち
、
伝
え
ら
れ
る
べ
き
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
時
代
に
共
有
さ
れ
る

表
現
を
い
う
。
説
話
｜
物
語
と
い
う
言
説
は
、
出
来
事
を
伝
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
和
歌
や
諺
な
ど
も
伝
え
ら
れ
る
べ
き
価
値
を
持
ち
、
同
時
代
に
記
憶
を

共
有
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
表
現
す
る
行
為
の
側
面
を
含
ま
な
い
。
音
声
言

語
か
文
字
言
語
か
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
言
説
の

総
体
を
い
う
も
の
と
考
え
た
い
。

稲
垣
泰
一
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
」『
表
現
学
大
系

各
論
篇
第
六
巻

軍
記

と
説
話
の
表
現
』
冬
至
書
房
、
一
九
八
八
年
、
一
二
三
頁
。
稲
垣
氏
は
同
書
に
お
い

て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
表
現
」
を
「
冒
頭
部
分
と
話
末
評
語
」「〈
語
り
手

の
視
点
と
離
れ
」「
表
現
方
法
の
位
相
」
と
い
う
問
題
点
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、「
独
自
の
説
話
」
の
考
察
に
つ
い
て
「
笑
い
話
の
表
現
方
法
」「
興
言
利
口
と

言
語
遊
戯
」「
性
や
生
理
的
現
象
に
ま
つ
わ
る
話
」
と
い
う
問
題
点
を
挙
げ
て
お
ら

れ
る
。

拙
考
と
小
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
考
に
お
け
る
「
表
現
」
と
は
、
考
察
の
対
象

と
す
る
表
現
そ
の
も
の
で
あ
り
、
考
察
の
目
的
は
、
表
現
を
支
え
る
枠
組
み
と
し
て

の
話
型
に
、
歴
史
性
の
付
与
さ
れ
た
表
現
の
複
合
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。西

尾
光
一
「
伝
承
的
・
重
層
的
評
論
」『
説
話
文
学
小
考
』
教
育
出
版
、
一
九
八

五
年
、
三
〇
五
頁
。
初
出
、
一
九
七
五
年
一
二
月
。

同
書
、
三
〇
六
、
三
〇
九
頁
。

同
書
、
三
〇
九
頁
。

橘
健
二
「
古
本
説
話
集
」『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
四
八
年
一
〇

月
。益

田
勝
実
「
古
事
談
と
宇
治
拾
遺
物
語
｜
徹
底
的
究
明
の
為
に
｜
」『
日
本
文
学

史
研
究
』
一
九
五
〇
年
七
月
。

国
東
文
麿
「
宇
治
拾
遺
物
語
と
先
行
説
話
集
」『
中
世
文
芸
』
一
九
五
八
年
五
月
。

永
積
安
明
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
世
界
」『
文
学
』
一
九
六
四
年
一
月
。

に
同
じ
、
三
〇
五
頁
。

小
峯
和
明
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
成
立
と
宇
治
大
納
言
物
語
」『
国
文
学
研
究
』
第

五
五
集
、
一
九
七
五
年
二
月
。
池
上
洵
一
「
説
話
集
と
口
承
説
話
」『
鑑
賞

日
本

古
典
文
学

宇
治
拾
遺
物
語
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
。

芳
賀
矢
一
『
攷
證
今
昔
物
語
集

天
竺
震
旦
部
』
富
山
房
、
一
九
七
六
年
、
二
頁
、

複
刻
再
版
。
初
出
、
一
九
一
三
年
。

片
寄
正
義
「
今
昔
物
語
集
題
号
攷
」『
今
昔
物
語
集
の
研
究

上
』
芸
林
舎
、
一

九
七
四
年
、「
付
録
」
一
頁
。

同
書
、「
付
録
」
一
頁
。

野
村
八
良
校
註
『
日
本
古
典
全
書

宇
治
拾
遺
物
語

上
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九

四
九
年
、
二
三
頁
。

同
書
、
二
〇
頁
。

同
書
、
二
三
頁
。

に
同
じ
。

高
橋
俊
夫
「
今
昔
物
語
集
天
竺
部
出
典
の
再
検
討
｜
そ
の
一
、
経
律
異
相
｜
」

『
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
四
輯
、
一
九
七
三
年
三
月
。

に
同
じ
、
三
八
頁
。

同
書
、
三
八
頁
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

二
六



中
島
悦
次
「
宇
治
拾
遺
物
語
解
題
」『
宇
治
拾
遺
物
語
・
打
聞
集
全
註
解
』
有
精

堂
、
一
九
七
〇
年
、
一
六

二
三
頁
、
二
六
頁
。

三
木
紀
人
・
浅
見
和
彦
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波

書
店
、
一
九
九
〇
年
、
五
一
九
頁
。

同
書
、
五
一
九
頁
。

小
林
保
治
・
増
古
和
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

宇
治
拾
遺
物

語
』「
関
係
説
話
表
」
小
学
館
、
一
九
九
六
年
、
五
三
八

四
五
頁
。

同
書
、
五
三
八
頁
。

同
書
、
五
三
八
頁
。

に
同
じ
、「
類
話
一
覧
」
五
一
九

三
四
頁
。

益
田
勝
実
「
古
事
談
と
宇
治
拾
遺
物
語
の
関
係
｜
徹
底
的
究
明
の
為
に
｜
」『
日

本
文
学
史
研
究
』
一
九
五
〇
年
七
月
。

小
峯
和
明
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
伝
承
と
文
体
（
２
）
｜
古
事
談
と
の
交
渉
へ
の
疑

問
｜
」『
文
芸
と
批
評
』
一
九
七
五
年
八
月
。

高
橋
貢
「
説
話
の
二
系
列
に
つ
い
て
｜
打
聞
集
、
今
昔
物
語
、
古
本
説
話
集
、
宇

治
拾
遺
物
語
の
関
係
｜
」『
国
文
学
研
究
』
第
二
一
輯
、
一
九
六
〇
年
二
月
。

高
橋
貢
「『
古
本
説
話
集
』
論
」『
中
古
説
話
文
学
研
究
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八

年
、
一
八
〇
頁
。

同
書
、
一
八
〇
頁
。

池
上
洵
一
「
説
話
集
と
口
承
説
話
」『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

今
昔
物
語
集
・
宇

治
拾
遺
物
語
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
年
、
三
八
〇
頁
。

同
書
、
三
八
一

八
八
頁
。

「
ニ
ュ
ー
ス
文
の
構
造
」
と
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
放

送
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
通
常
始
め
に
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ン
（

）
と
呼
ば
れ
る
主

な
項
目
の
予
告
が
お
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
新
聞
の
見
出
し
に
相
当
す
る
、
次
い
で
ニ

ュ
ー
ス
の
項
目
ご
と
に
、
冒
頭
で
こ
れ
か
ら
伝
え
る
内
容
と
結
論
を
手
短
に
要
約
し

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
同
話
と
類
話

二
七

て
知
ら
せ
る
」、
そ
し
て
「
リ
ー
ド
文
（

）
で
、
視
聴
者
に
ま
ず
ニ
ュ
ー
ス
の

結
論
の
部
分
を
先
に
予
告
し
て
お
い
た
う
え
で
」、「
詳
細
な
情
報
の
部
分
に
入
っ
て

い
く
の
が
放
送
の
基
本
構
造
で
あ
る
」
と
さ
れ
、「
以
下
、
い
つ
・
ど
こ
で
・
何
が

（
だ
れ
が
）・
ど
う
し
た
・
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
、
な
ぜ
、
と
い
う
５

１

の
要
素

を
配
列
し
て
い
く
本
文
（

）
が
続
く
」
と
い
わ
れ
る
（「
放
送
と
こ
と
ば
」
金

田
一
春
彦
他
編
集
代
表
『
日
本
語
百
科
大
事
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八
年
、
八

三
八
頁
）。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
昔
話
関
連
話
群
の
中
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、『
山
城
国
風
土

記
』
逸
文
「
伊
香
刀
美
」
の
伝
説
に
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
来
訪
と
帰
還
の
枠
組

み
を
も
つ
「
天
人
女
房
」
型
の
話
型
は
古
代
以
来
の
古
い
話
型
で
あ
る
。

阪
倉
篤
義
「
固
有
名
詞
」『
国
語
学
』
一
九
六
八
年
三
月
。

同
論
文
。
固
有
名
詞
に
関
す
る
研
究
論
文
に
つ
い
て
、
駒
木
敏
氏
、
藤
井
俊
博
氏

に
資
料
の
示
唆
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
次
第
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
説
話
に
お
け
る
出
来
事
は
、
固
有
名
詞
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
特
定
の
場
所
に
、
一
回
的
な
こ
と
と
し
て
生
起
し
た
こ
と
で
あ
る
こ
と

を
伝
え
る
。
同
一
の
説
話
集
の
中
に
内
容
的
に
極
め
て
類
似
し
た
説
話
が
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
同
様
の
出
来
事
が
、
異
な
る
状
況
｜
時
・
所
・
人
な
ど
が
限
定
す
る

｜
に
お
い
て
繰
り
返
し
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
示
す
働
き
を
も
つ
と

い
え
る
。

〔
注
記
〕本

稿
は
、
拙
論
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
編
纂
と
物
語
の
表
現
」（
同
志
社
大
学
人

文
学
会
編
『
同
志
社
大
学

人
文
学
』
第
一
七
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
の
続

稿
で
あ
る
。
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