
中
西
健
治
著
『
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
上
・
下
』
は
、
宮
下
清
計

校
注
『
新
註
国
文
学
叢
書
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
大
円
本
雄
弁
会
講
談

社
一
九
五
二
、
松
尾
聰
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
浜
松
中
納
言
物

語
』
（
岩
波
書
店
一
九
六
四
）
、
久
下
晴
康
編
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
桜

楓
社
一
九
八
八
）
、
池
田
利
夫
編
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
浜
松
中

納
言
物
語
」
（
小
学
館
二
○
○
二
に
続
く
（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
一
新
註
」

『
大
系
』
「
久
下
』
『
全
集
」
）
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
（
以
下
『
浜
松
」
）
五
冊

目
の
注
釈
害
で
あ
る
。
ま
た
、
訳
が
付
け
ら
れ
た
注
釈
書
と
し
て
は
、
「
全

集
』
に
続
く
二
冊
目
で
あ
る
。
こ
の
、
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た

「
浜
松
」
と
い
う
物
語
の
注
釈
書
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
立
て
続
け
に
二
冊
も

刊
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
と
も
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。

特
に
著
者
は
、
処
女
論
文
「
「
九
百
九
十
九
人
の
王
」
の
典
拠
に
つ
い
て
」

（
「
解
釈
」
一
九
七
○
・
三
、
「
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
』
所
収
）
で
、
そ

れ
ま
で
「
故
事
が
あ
ろ
う
が
未
詳
」
（
『
大
系
』
頭
注
）
「
中
国
の
故
事
ま
た

は
経
文
に
見
え
る
話
で
あ
ろ
う
か
。
出
典
不
詳
」
亀
大
系
』
補
注
）
な
ど
と

解
釈
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
語
句
の
出
典
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
た
人
物

〔
書
評
〕中

西
健
治
著
『
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
上
・
下
』

中
西
健
治
箸
『
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
上
・
下
一

で
も
あ
る
。
以
降
『
浜
松
中
納
言
物
語
の
研
究
」
（
大
学
堂
書
店
一
九
八

三
、
以
下
『
研
究
」
）
、
「
平
安
末
期
物
語
孜
』
（
勉
誠
社
一
九
九
七
、
以
下

『
孜
」
）
の
出
版
を
経
た
著
者
の
手
に
よ
る
「
浜
松
』
の
注
釈
害
で
あ
る
本
書

は
、
大
い
に
待
ち
望
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ｃ

本
書
出
版
か
ら
三
十
五
年
も
さ
か
の
ぼ
る
一
九
七
○
年
の
論
文
の
話
を
持

ち
出
し
た
の
は
、
著
者
の
論
文
を
紹
介
し
、
本
書
に
寄
せ
る
熱
い
思
い
を
言

い
表
す
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
『
新
註
」
『
大
系
」
と
い
う
二
冊
も
の
注
釈
書

が
刊
行
さ
れ
て
も
な
お
、
「
未
詳
」
「
不
詳
」
「
わ
か
ら
な
い
」
な
ど
と
い
う

言
葉
を
い
く
つ
も
注
釈
に
付
け
ざ
る
を
え
な
い
、
「
浜
松
』
と
い
う
物
語
の

不
幸
に
し
て
幸
い
な
注
釈
状
況
・
研
究
状
況
が
見
て
取
れ
ま
い
か
。
そ
れ
ま

で
「
未
詳
」
と
さ
れ
て
き
た
「
九
百
九
十
九
人
の
王
の
数
に
入
り
て
返
り
き

た
り
け
ん
人
の
ま
こ
と
に
よ
り
も
、
夢
の
う
ち
の
夢
よ
り
も
、
げ
に
い
か
な

る
涙
か
流
れ
出
で
ん
」
言
浜
松
」
巻
二
と
い
う
一
文
は
、
著
者
に
よ
り
そ

の
出
典
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
一
つ
の
〈
読
み
〉
が
提
示
さ
れ
た
し
か
し

『
浜
松
一
の
物
語
全
体
を
考
え
た
際
、
そ
の
偉
業
も
注
釈
の
「
未
詳
」
「
不
詳
」

の
一
つ
を
書
き
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

八
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『
浜
松
」
が
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
不
幸
な
物
語
な
の
は
、
早
い
時
期
か

ら
首
巻
の
散
逸
が
あ
り
、
加
え
て
巻
五
が
一
六
○
○
年
前
後
に
失
わ
れ
た
こ

と
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
（
巻
五
の
発
見
は
一
九
三
○
年
。

そ
れ
ま
で
首
巻
を
欠
く
、
巻
一
か
ら
巻
四
ま
で
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
）
「
浜
松
」
に
古
注
が
な
い
の
は
、
「
無
名
草
子
」
の
ヨ
寝
覚
」
『
狭

衣
」
ば
か
り
世
の
覚
え
は
な
か
め
れ
ど
」
で
は
じ
ま
る
『
浜
松
」
に
対
す
る

評
価
を
考
え
て
も
、
面
白
く
な
い
か
ら
と
か
『
源
氏
物
語
」
に
比
べ
て
文
章

や
構
成
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
は
な
い
。
と
に
か
く

「
不
幸
」
の
一
言
に
尽
き
よ
う
。
そ
の
た
め
、
『
浜
松
」
に
は
古
注
釈
に
よ
る

研
究
の
蓄
積
が
な
い
と
い
う
状
況
の
中
、
い
ち
か
ら
注
釈
が
つ
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
『
浜
松
」
に
積
極
的
な
注
釈
を
し
た
一
新
註
』
「
大
系
」
二
冊

の
（
し
か
な
ど
注
釈
書
で
は
、
（
あ
の
詳
細
か
つ
丁
寧
な
〈
読
み
〉
の
可

能
性
を
提
示
し
て
い
る
『
大
系
」
補
注
を
も
っ
て
し
て
も
）
「
未
詳
」
「
不
詳
」

「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
部
分
を
、
い
く
つ
も
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。
「
九
百
九
十
九
人
の
王
」
に
対
す
る
將
粁
の

画
期
的
な
く
読
み
〉
の
提
示
が
な
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

あ
っ
た
。

そ
の
後
、
ほ
ぼ
「
大
系
」
を
今
つ
の
手
が
か
り
と
し
、
莫
大
な
先
行
研
究

の
蓄
積
を
持
つ
『
源
氏
物
語
」
の
研
究
方
法
や
解
釈
の
手
段
に
学
び
な
が
ら

（
そ
の
点
、
皮
肉
に
も
『
浜
松
」
と
い
う
物
語
の
生
成
と
類
似
す
る
）
、
半
ば

手
探
り
の
よ
う
な
状
況
で
、
作
品
を
解
釈
す
る
と
い
う
〈
読
み
〉
の
提
示
は
、

数
少
な
い
論
文
や
「
新
註
』
『
大
系
』
の
後
を
追
う
注
釈
害
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
い
っ
た
。
全
注
で
は
な
い
た
め
先
ほ
ど
注
釈
書
と
し
て
数
え
な
か
っ
た

『
平
安
後
期
物
語
選
」
（
和
泉
書
院
一
九
八
三
、
以
下
「
物
語
選
』
）
の
三

角
洋
一
に
よ
る
一
部
の
注
釈
、
テ
ク
ス
ト
版
で
注
が
少
な
い
の
が
残
念
だ
が

積
極
的
に
新
た
な
解
釈
を
加
よ
う
と
す
る
「
久
下
」
。
そ
し
て
一
般
書
と
し

て
人
手
し
や
す
い
「
全
集
」
が
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
『
浜
松
」
の
本
文

は
あ
る
程
度
整
い
、
注
釈
書
と
し
て
初
め
て
の
訳
も
付
い
た
。
そ
の
上
、
論

文
目
録
も
充
実
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
全
集
」
が
注
釈
書
と
し
て
果

た
す
役
割
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
浜
松
」
の
注
釈
状
況
が
向

上
し
、
よ
う
や
く
い
く
つ
か
の
注
釈
Ⅱ
い
く
つ
か
の
〈
読
み
〉
の
提
示
を
も

と
に
、
作
舳
を
読
む
環
境
が
幣
い
つ
つ
あ
る
中
、
待
望
の
本
詳
が
刊
行
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
本
書
を
上
下
巻
に
分
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
一
三
八
七

頁
と
い
う
膨
大
な
注
釈
は
、
著
者
の
『
浜
松
』
と
い
う
物
語
に
対
す
る
熱
い

（
厚
い
）
情
熱
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
浜
松
」
が
不
幸
な
物
語
で
あ
る
が
故

の
、
〈
読
み
〉
の
提
示
の
少
な
さ
に
依
拠
し
て
も
い
よ
う
。

以
ド
、
本
書
を
よ
う
や
く
の
こ
と
で
一
読
し
た
際
に
気
が
付
い
た
特
色
を

雑
多
に
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
は
じ
め
に
【
注
釈
一
【
口
語
訳
一
一
補
説
一

一
評
一
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
。
ま
ず
【
注
釈
一
は
、
『
大
系
」
の
補
注
な
ど

を
ひ
ろ
い
あ
げ
、
難
解
な
箇
所
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
先
行

研
究
の
説
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
も
、
特
に
一
久
下
」
や
、
一
物
語
選
」
の

三
角
注
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
注
釈
の
形
は
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
新

し
い
〈
読
み
〉
を
提
示
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
害

の
整
理
、
解
釈
の
分
類
、
そ
の
中
か
ら
適
切
な
も
の
に
対
し
て
後
押
し
す
る

と
い
う
形
で
一
つ
の
〈
読
み
〉
の
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ

の
後
押
し
と
い
う
〈
読
み
〉
に
お
け
る
行
為
は
、
「
穏
当
で
あ
る
」
と
い
う

七
○



消
極
的
な
姿
勢
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
も
仕
方
の
な
い
行
為
で
は
あ
る

が
、
先
行
研
究
を
重
ん
じ
、
用
例
調
査
に
よ
る
一
説
の
後
押
し
は
、
む
し
ろ

積
極
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
口
語
訳
］
に
お
け
る
〈
読
み
〉
に
関
し
て
。
【
注
釈
】
か
ら
窺
え
る
著
者

の
誠
実
な
姿
勢
は
、
一
口
語
訳
一
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
、
【
注
釈
］
と

の
ズ
レ
が
少
な
か
ら
ず
生
じ
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
口
語
訳
｝
が
こ
れ
ま
で
通
り
の
説
を
と
り
、
無
難
に
〈
読
み
〉
が
提
示
さ

れ
つ
つ
も
、
【
注
釈
｝
に
は
慎
ま
し
や
か
に
新
し
い
〈
読
み
〉
の
提
示
が
な

さ
れ
る
。
も
し
く
は
【
注
釈
｝
で
は
そ
の
訳
に
首
を
傾
げ
、
疑
問
点
を
書
き

連
ね
て
い
る
と
い
う
状
況
が
多
々
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
【
注
釈
〕
に
従
っ

て
訳
を
つ
け
た
ら
ど
う
な
の
か
と
、
そ
れ
を
考
え
さ
せ
る
仕
組
ま
れ
た
行
為

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
の
〈
読
み
〉
に
一
義
的
な
く
答
え
〉
は
な
い
と
。

本
書
を
手
に
取
る
者
の
、
自
身
の
〈
読
み
〉
を
煽
る
か
の
よ
う
な
、
著
者
の

飽
く
な
き
探
求
心
が
感
じ
ら
れ
る
。

【
補
説
一
に
お
け
る
〈
読
み
〉
に
関
し
て
。
個
人
的
に
は
、
本
書
の
補
説

一
覧
を
作
り
つ
つ
韮
砿
し
た
が
、
補
説
索
引
完
三
岡
而
・
一
三
四
六
頁
）

を
見
れ
ば
、
全
体
の
半
分
以
上
が
「
「
…
…
」
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
が
付

け
ら
れ
た
、
語
句
の
解
釈
に
対
す
る
補
説
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
｛
注
釈
一

同
様
、
「
浜
松
」
の
用
例
の
調
査
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
後
期
物
語
に

お
け
る
使
用
状
況
な
ど
を
綿
密
に
調
査
し
た
結
果
、
補
わ
れ
た
く
読
み
〉
で

あ
る
（
例
え
ば
一
工
△
頁
、
一
二
五
○
頁
の
補
説
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で

あ
る
）
・
中
に
は
『
浜
松
」
の
演
習
の
中
か
ら
生
じ
た
学
部
生
や
院
生
の

〈
読
み
〉
を
上
げ
て
い
る
部
分
も
あ
る
・
個
々
の
〈
読
み
〉
を
大
切
に
し
よ

中
内
健
沽
筈
「
浜
松
中
納
一
両
物
語
余
注
釈
上
・
ド
」

う
と
す
る
著
者
の
人
と
な
り
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
「
中
納
言
と
吉
野
姫
君

と
の
贈
蓉
歌
に
つ
い
て
」
（
九
八
○
頁
）
の
よ
う
に
、
間
違
い
を
あ
る
一
定

方
向
へ
と
導
い
て
い
こ
う
と
す
る
、
著
書
の
優
し
く
も
厳
し
い
研
究
に
対
す

る
姿
勢
を
窺
え
る
も
の
も
あ
る
。
具
体
的
に
あ
げ
る
と
、
．
衛
門
の
督
の
御

文
」
に
つ
い
て
」
（
六
九
六
頁
）
で
は
、
そ
の
文
の
書
き
手
を
誰
と
と
る
か

に
よ
っ
て
、
物
語
の
〈
読
み
〉
が
大
き
く
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
「
「
伽
の
中
の
Ⅱ
」
に
つ
い
て
」
（
九
○

六
頁
）
で
「
尼
芯
の
死
後
、
遺
体
は
…
（
略
）
…
峰
の
上
の
然
る
べ
き
場
所

に
埋
葬
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
」
と
示
さ
れ
た
部
分
は
、
大
方
の
注
釈
書
が

「
煙
」
と
い
う
言
葉
の
形
成
す
る
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
（
Ⅱ
遺
体
を
焼
く
火
↓

そ
こ
か
ら
出
る
煙
↓
火
葬
）
か
ら
こ
の
歌
を
解
釈
し
た
が
、
そ
れ
は
明
ら
か

な
誤
読
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
「
淵
に
」
身
を
投
げ

る
物
語
に
つ
い
て
」
（
八
八
五
頁
）
に
お
け
る
、
散
逸
「
い
な
ぶ
ち
物
語
」

と
の
関
わ
り
と
い
う
指
摘
が
目
新
し
い
。
お
そ
ら
く
「
浜
松
』
に
お
け
る

「
い
な
ぶ
ち
物
語
」
引
用
の
指
摘
は
初
め
て
で
は
な
い
か
。
他
に
も
、
「
「
天

の
岩
屋
」
に
つ
い
て
」
（
．
Ｑ
一
三
、
一
○
壱
三
頁
）
で
は
、
『
大
系
」
説
を

支
持
し
つ
つ
も
「
不
利
な
点
も
あ
る
」
と
述
べ
、
「
い
ま
は
一
応
は
．
．
．
（
略
）

…
と
考
え
て
お
き
た
い
」
と
考
察
を
加
え
て
い
る
。
な
ぜ
、
そ
の
〈
読
み
〉

は
指
示
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
点
を
、
他
の
注
釈
書
に
よ
る
〈
読
み
〉
と
比

較
し
、
追
求
す
る
著
者
の
姿
が
強
く
表
わ
れ
て
い
よ
う
。
個
人
的
に
「
「
恩

ひ
あ
は
す
」
に
つ
い
て
」
（
一
二
○
頁
）
並
び
に
「
「
夢
を
恩
ひ
あ
は
す
」
こ

と
に
つ
い
て
」
（
一
二
八
一
、
一
二
八
二
頁
）
、
「
仏
教
語
に
つ
い
て
」
（
六
二

六
頁
）
は
、
必
要
不
可
欠
な
項
目
だ
と
考
え
る
◎
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最
後
に
【
評
】
に
関
し
て
。
補
説
同
様
に
評
一
覧
を
作
成
し
読
み
進
め
た

所
、
一
区
分
ご
と
に
【
評
一
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
ま
ば
ら

な
感
を
受
け
る
も
の
の
、
内
容
は
補
説
同
様
に
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
作
者
の
巧
み
な
意
図
」
（
四
九
九
頁
）
を
探
る
と
い
う
、
物
語
構
想
や
物
語

構
成
に
目
を
向
け
つ
つ
、
物
語
場
面
の
〈
読
み
〉
を
豊
か
に
し
て
い
く
よ
う

な
も
の
で
も
あ
る
。
巻
二
［
八
］
の
補
説
（
三
五
○
頁
）
に
「
中
納
言
の
悔

恨
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
｛
評
｝
が
一
補
説
一
Ｍ
様

に
力
が
入
れ
ら
れ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
か
。
ち
な
み
に
、

こ
の
一
評
一
は
著
者
の
「
孜
」
の
第
一
章
一
の
「
浜
松
中
納
言
物
語
巻
一
の

冒
頭
文
」
で
示
さ
れ
た
論
旨
が
生
き
た
も
の
で
あ
る
。

続
け
て
、
言
い
切
れ
な
か
っ
た
三
点
。
ま
ず
一
点
と
し
て
、
用
例
の
上
げ

方
で
あ
る
。
『
浜
松
」
で
そ
の
語
句
が
ど
れ
だ
け
使
わ
れ
て
い
る
の
か
用
例

数
を
上
げ
、
時
に
よ
っ
て
は
使
用
さ
れ
て
い
る
対
象
な
ど
を
上
げ
る
。
『
源

氏
』
の
用
例
数
も
当
然
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
問
題
に
さ
れ
て
い
る
語

句
の
使
用
状
況
が
、
特
に
『
狭
衣
」
『
寝
覚
」
と
い
っ
た
後
期
物
語
に
お
け

る
用
例
数
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
目
新
し
い
（
本
書
上
巻
で
は
、
後

期
物
語
の
用
例
が
先
、
「
源
氏
」
の
用
例
が
後
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
箇
所
も

あ
る
）
。
『
源
氏
」
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
後
期
物
語
が
あ
る
と
い
う
図
式
は
否

め
な
い
な
が
ら
も
、
敢
え
て
言
お
う
。
『
源
氏
」
と
の
比
較
だ
け
で
『
浜
松
」

を
読
む
の
は
、
あ
ま
り
に
も
『
源
氏
」
と
い
う
偉
大
な
物
語
に
と
ら
わ
れ
す

ぎ
て
は
い
な
い
か
、
と
。
ぼ
や
き
と
も
と
れ
る
、
後
期
物
語
研
究
者
・
愛
好

者
が
一
度
は
感
じ
る
（
で
あ
ろ
う
、
感
じ
て
ほ
し
い
）
考
え
を
抱
か
せ
な
い

注
釈
（
む
ろ
ん
、
意
図
的
に
『
源
氏
」
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
注
釈
書
も

便
利
）
で
あ
る
。
用
例
で
は
な
く
「
用
例
数
」
の
列
挙
は
一
見
不
親
切
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
よ
う
は
あ
と
は
自
分
で
こ
の
用
例
に
あ
た
り
な
さ
い
と
、

優
し
く
諭
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
実
際
、
誘
惑
さ
れ
用
例
に
当
た
っ
た
）
。

ま
さ
に
、
自
ら
の
〈
読
み
〉
を
促
す
注
釈
書
と
な
っ
て
い
よ
う
。

二
つ
目
と
し
て
、
中
村
真
一
郎
の
口
語
訳
に
触
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
と

い
う
点
。
こ
の
姿
勢
は
『
孜
」
の
第
二
章
に
お
け
る
、
中
村
真
一
郎
、
円
地

文
子
、
津
島
祐
子
の
小
説
構
成
と
「
夜
の
寝
覚
」
と
を
比
較
検
討
し
た
姿
勢

か
ら
窺
え
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
本
書
、
巻
一
［
四
］
の
【
評
｝

で
は
中
村
真
一
郎
の
戯
曲
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
〈
読
み
〉
を
手

助
け
し
よ
う
と
筆
を
さ
い
て
い
る
（
一
三
頁
）
。
巻
一
［
三
二
の
【
補
説
｝

「
共
通
の
欠
字
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
こ
う
い
う
場
合
、
中
村
真
一
郎
氏
の
作

家
と
し
て
の
口
語
訳
二
王
朝
物
語
集
Ⅱ
」
一
九
六
頁
）
は
参
考
に
な
る
」

と
す
る
部
分
二
八
五
頁
）
。
そ
し
て
、
｛
注
釈
｝
で
は
、
巻
二
［
二
二
］

「
中
村
真
一
郎
氏
の
口
語
訳
に
は
「
う
ら
め
し
さ
」
と
「
い
ふ
か
ひ
な
き
御

名
」
と
を
並
列
と
見
て
…
（
略
）
…
と
あ
る
」
（
四
三
三
頁
）
、
巻
三
［
二
八
］

「
中
村
真
一
郎
は
「
中
国
女
性
の
積
極
性
は
。
：
（
略
）
…
」
二
王
朝
小
説
」

新
潮
文
庫
・
二
二
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
」
（
七
四
五
・
七
四
六
頁
）
と
い

う
よ
う
に
、
【
注
釈
一
一
評
一
一
補
説
］
の
全
項
月
に
わ
た
っ
て
取
り
入
れ
て

い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
訳
も
注
釈
と
い
う
〈
読
み
〉
の
提
示
で
あ
る
と
考

え
、
先
行
す
る
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
一
つ
の
〈
読
み
〉
に
対
し
、
謙
虚

な
お
か
つ
誠
実
な
著
者
の
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。

三
つ
目
と
し
て
、
図
式
・
箇
条
書
き
に
よ
る
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
点
。

後
期
物
語
の
特
色
で
あ
る
、
長
い
独
白
・
独
白
め
い
た
会
話
文
・
膨
大
な
お
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か
つ
複
雑
な
心
中
思
惟
が
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
書
に
は
な
い
図
式
や
箇
条
書

き
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
図
式
は
【
注
釈
一
だ
け
で
は
な
く

【
補
注
一
一
評
一
に
も
使
わ
れ
、
登
場
人
物
の
心
情
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
物
語
展
開
に
わ
か
り
や
す
い
解
釈
を
加
え
て
い
る
。

で
は
次
に
、
具
体
的
に
問
題
点
や
疑
問
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
「
浜
松
」

が
不
幸
に
し
て
幸
い
な
注
釈
・
研
究
状
況
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
本
書
の
系
図
（
一
三
六
二
頁
）
に
関
し
て
触
れ
る
こ
と
か
ら
始
め

よ
う
。
当
然
、
系
図
も
〈
読
み
〉
の
提
示
の
一
つ
で
あ
る
“
本
書
の
系
図
は
、

著
者
の
『
研
究
」
の
系
図
を
引
き
継
ぎ
、
い
わ
ゆ
る
端
役
と
言
わ
れ
て
し
ま

う
よ
う
な
、
吉
野
尼
君
の
乳
母
一
族
や
唐
帝
の
二
人
の
后
・
女
御
た
ち
、
古

宮
な
ど
、
物
語
内
人
物
を
あ
る
程
度
ま
で
取
り
入
れ
た
詳
し
い
系
図
で
あ
る
。

『
研
究
」
に
お
け
る
系
図
と
の
違
い
は
、
左
大
将
家
の
男
君
、
中
納
言
母
の

母
（
中
納
言
祖
母
）
に
あ
た
る
大
上
が
系
図
に
書
き
加
え
ら
れ
、
式
部
卿
宮

の
母
が
「
女
」
と
い
う
表
記
か
ら
「
中
宮
」
へ
と
か
え
ら
れ
た
こ
と
か
。
左

大
将
家
の
男
君
は
、
巻
二
［
二
○
］
「
中
納
言
、
帰
宅
す
る
。
大
将
の
心
中

を
思
い
や
り
、
中
納
言
は
複
雑
な
心
境
に
な
る
」
（
四
一
四
頁
～
）
に
「
御

を
ぢ
た
ち
、
大
将
殿
、
御
子
ど
も
」
と
書
か
れ
る
と
い
う
点
か
ら
本
文
中
、

明
ら
か
に
そ
の
存
在
が
窺
え
る
。
一
方
、
「
大
上
」
の
存
在
は
、
『
新
註
」

「
大
系
』
「
物
語
選
」
『
久
下
』
「
新
全
』
の
系
図
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
著

者
も
関
わ
り
を
持
っ
た
『
平
安
末
期
物
語
人
物
事
典
」
（
和
泉
書
店
一
九

八
四
）
に
は
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
説
明
は
付
け
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
も
そ
も
こ
の
「
大
上
」
の
存
在
は
、
石
川
徹
の
「
浜
松
中
納
言
物
語

精
考
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
八
三
年
一
二
月
号
、
『
王
朝
小
説
論
」
再

中
西
健
治
著
「
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
上
・
下
」

録
）
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
説
を
取
り
入
れ
、
翌
年
に
刊
行
さ

れ
た
の
が
『
平
安
末
期
物
語
人
物
事
典
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
に

出
版
さ
れ
た
注
釈
書
の
類
は
、
こ
の
人
物
を
系
図
並
び
に
本
文
に
取
り
入
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
書
の
該
当
部
分
、
巻
五
［
五
］
「
中
納
言
、
こ
っ

そ
り
大
弐
女
に
会
い
、
言
集
を
尽
く
し
て
慰
め
る
」
二
一
二
六
頁
～
）
の

一
行
Ⅱ
、
「
中
納
言
大
将
の
大
い
殿
と
ま
り
給
ひ
」
の
本
文
は
、
「
大
上
の
大

将
殿
」
が
校
訂
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
。
ど
の
注
釈
評
も
こ
の
部
分
は
校
訂
す

る
こ
と
で
本
文
を
立
て
、
中
納
言
が
「
大
将
の
大
い
殿
」
（
中
納
言
の
け
方

の
祖
父
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
の
邸
に
泊
り
、
そ
の
邸
に
住
ま
う
大

弐
女
に
こ
っ
そ
り
と
対
面
す
る
場
面
と
読
み
取
っ
て
い
る
。
著
者
は
登
場
す

る
の
は
こ
の
場
面
だ
け
で
あ
っ
た
「
大
上
」
を
、
校
訂
と
い
う
〈
読
み
〉
を

行
う
こ
と
で
、
物
語
内
に
登
場
し
な
い
人
物
と
し
て
処
理
し
た
の
で
あ
る
。

校
訂
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
文
を
整
え
、
そ
の
よ
う
な
〈
読
み
〉
を
提

示
す
る
本
書
が
、
そ
れ
と
連
動
す
る
は
ず
の
系
図
に
「
大
上
」
と
い
う
人
物

を
記
す
の
は
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
を
重
ん
じ
た
結
果
、
生

じ
た
ゆ
え
の
記
載
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
と
関
わ
っ
て
、
系
図
で
そ
の
「
大
上
」
の
夫
に
あ
た
り
、
中
納
言
母

の
父
で
あ
る
「
大
将
の
大
い
殿
」
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
く
。
本
書
の
巻
三

［
一
六
］
「
中
納
言
、
大
弐
女
の
許
に
忍
び
込
む
」
（
六
五
六
頁
～
）
で
は
、

本
文
一
四
行
目
「
大
上
の
大
殿
、
風
お
こ
り
給
（
ひ
）
て
悩
み
た
ま
へ
ぱ
、

大
将
、
殿
の
上
、
み
な
わ
た
り
給
へ
る
に
」
と
い
う
本
文
が
立
て
ら
れ
て
い

る
。
注
釈
で
「
大
上
の
大
殿
」
は
「
大
将
の
大
殿
」
の
こ
と
で
あ
る
と
断
り

つ
つ
、
著
書
は
「
「
新
註
」
な
ど
諸
本
「
大
将
殿
の
上
（
う
へ
こ
と
す
る
。

七



『
久
下
」
は
「
大
将
・
殿
の
上
」
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。
い
ま
は
こ
の

説
を
採
る
。
「
大
将
」
「
殿
の
上
」
と
は
、
左
大
将
と
中
納
言
の
母
を
さ
し
、

中
納
言
の
母
に
と
っ
て
「
大
将
の
お
ほ
い
と
の
」
は
父
、
大
将
に
と
っ
て
は

義
父
に
あ
た
る
」
と
「
大
将
、
殿
の
上
」
の
注
を
付
け
る
。
こ
の
「
大
将
殿

の
上
」
と
い
う
本
文
に
読
点
を
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
で
、
中
納
言
の
母
一

人
を
さ
す
か
、
大
将
と
中
納
言
の
母
の
二
人
を
指
す
か
と
い
う
〈
読
み
〉
の

変
化
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
た
い
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
で
あ

り
な
が
ら
、
大
き
な
〈
読
み
〉
の
変
化
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
読
点
を
一
つ

本
文
に
打
つ
の
も
、
そ
れ
は
一
つ
の
〈
読
み
〉
の
提
示
で
あ
る
。
私
達
は
注

釈
書
の
本
文
で
す
ら
、
既
に
注
釈
が
施
さ
れ
た
上
で
成
っ
て
い
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
中
納
言
の
母
一
人
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
の
部
分
は
、
そ

れ
な
り
に
大
き
な
「
浜
松
」
理
解
を
生
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
「
大
将
の
大
殿
」

と
い
う
人
物
と
中
納
言
の
母
と
の
つ
な
が
り
に
関
わ
る
〈
読
み
〉
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
お
そ
ら
く
高
齢
で
あ
ろ
う
「
大
将
の
大
殿
」
が
病
に
臥
し
た
た
め

「
大
将
殿
の
ｔ
」
が
見
舞
い
に
参
ｔ
し
、
「
衛
門
の
督
」
は
そ
の
邸
に
宿
直
す

る
と
い
う
場
曲
で
あ
る
。
「
衛
門
の
将
」
は
巻
三
［
一
八
］
に
「
大
将
の
大

殿
の
衛
門
の
将
」
（
大
川
（
）
と
あ
る
一
文
か
ら
「
大
将
の
大
殿
」
の
子
供

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
術
祓
を
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
大
将

の
人
殿
」
の
見
舞
い
に
中
納
言
の
母
が
参
上
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ

う
な
〈
読
み
〉
を
生
じ
さ
せ
た
の
か
。
そ
れ
は
中
納
言
母
が
「
大
将
の
大
殿
」

の
子
供
で
あ
る
と
い
う
〈
読
み
〉
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
〈
読
み
〉
に
よ
っ

て
「
大
将
の
大
殿
」
一
族
の
系
図
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の

部
分
を
大
将
と
中
納
言
の
母
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
「
大
将
の
大
殿
」
家

の
系
図
に
対
し
て
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
『
大
系
」
が
補
注
で

指
摘
し
、
「
久
下
』
が
見
解
を
示
し
な
が
ら
も
読
点
を
本
文
に
打
た
な
か
っ

た
の
は
、
本
書
が
注
で
前
提
と
し
て
述
べ
る
「
中
納
言
の
母
に
と
っ
て
「
大

将
の
お
ほ
い
と
の
」
は
父
」
と
い
う
解
釈
自
体
に
揺
れ
が
生
じ
て
し
ま
う
か

ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
れ
ら
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
問
題
は
、
「
浜
松
」
の
系
図
が
ま
だ
ま

だ
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
冊
を
背
け
て
い
た
）
事
実
に
改
め
て
直

面
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
「
浜
松
」
と
い
う
物
語
の
不

幸
に
し
て
幸
い
な
注
釈
・
研
究
状
況
を
表
し
て
い
る
一
つ
の
例
で
あ
ろ
う
。

「
不
幸
」
な
の
は
、
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
わ
か
ら
な
ど
部
分
が
た

く
さ
ん
あ
る
か
ら
。
「
幸
い
」
な
の
は
、
「
不
幸
」
な
状
態
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、

こ
れ
か
ら
多
く
の
〈
読
み
〉
が
提
示
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
物
語
だ
か
ら

で
あ
る
。

最
後
に
も
う
一
つ
。
巻
三
三
五
］
の
「
帥
の
宮
」
の
注
（
六
五
一
頁
）
・

本
書
は
「
吉
野
尼
君
の
在
俗
中
に
通
っ
て
き
た
帥
の
嵩
と
は
別
人
」
と
す
る
。

そ
の
即
由
と
し
て
、
掛
井
は
「
こ
ち
ら
の
「
帥
の
宙
」
と
作
野
尼
芯
の
と

（
「
と
の
」
力
）
問
に
で
き
た
仔
野
姫
紺
が
卜
川
歳
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
Ｉ
八
年
以
上
も
前
の
有
職
を
人
名
と
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
」

と
注
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
狩
野
姫
君
の
異
父
妹
と
さ
れ
て
き
た
、
衛

門
の
督
の
北
の
方
へ
の
あ
ら
た
な
〈
読
み
〉
で
あ
る
。
確
か
に
「
十
五
年
以

ｔ
も
前
の
官
職
を
人
名
と
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
著
肴
の
説
に
は

一
理
あ
る
。
こ
れ
が
蒋
通
の
論
理
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
［
帥
の
宮
別

七
四



人
説
］
を
一
つ
の
〈
読
み
〉
と
し
た
際
、
巻
五
［
六
］
の
「
中
納
言
、
大
弐

女
の
所
か
ら
の
帰
途
、
衛
門
の
督
の
元
の
北
の
方
邸
を
覗
き
見
て
同
情
す
る
」

（
一
二
三
頁
～
）
を
、
『
伊
勢
物
語
」
四
一
段
を
重
ね
て
〈
読
む
〉
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
の
場
面
で
は
苦
粁
も
注
釈
の
こ
こ
か
し
こ
に
「
彼
女
は
帥
の

宮
の
御
娘
で
あ
る
の
で
」
「
古
野
姫
と
同
じ
帥
の
宮
の
娘
」
「
二
人
は
異
雌
姉

妹
」
と
〈
読
み
〉
を
加
え
て
お
り
、
巻
三
百
八
］
の
「
帥
の
桝
」
の
注
と

の
整
合
性
が
と
れ
な
い
。
杵
迪
の
諭
珊
を
当
然
の
ご
と
く
物
語
内
諭
即
と
し

て
当
て
は
め
て
考
え
る
の
は
、
慎
頑
に
慎
市
を
期
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
ま
だ
い
く
つ
か
の
意
見
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
以
上
の
妄
言
は
慎
ま

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
れ
だ
け
く
ど
く
ど
と
述
べ
た
上
で
今
更
だ
が
、
私
に
は
優
れ
た
注
釈
書

と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
注
釈
書
と
い
う

も
の
は
、
そ
の
物
語
の
解
釈
を
決
定
さ
せ
、
〈
読
み
〉
に
決
着
を
付
け
る
も

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
義
的
な
く
答
え
〉
を
提
示
す
る
注
釈
書
か
ら
雄

ま
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
卿
ら
の
内
に
、
ふ
つ
ふ
つ
と
わ
き
起
こ
る
〈
読

み
〉
を
生
じ
せ
し
め
る
よ
う
な
も
の
が
優
れ
た
注
釈
書
だ
と
す
る
と
、
本
書

は
ま
さ
に
そ
の
体
を
な
し
て
い
る
。
誠
実
に
先
行
研
究
を
検
討
し
、
い
く
つ

か
の
説
を
整
理
し
、
用
例
を
綿
密
に
調
査
し
て
一
つ
の
説
を
後
押
し
す
る
。

時
に
は
控
え
め
に
新
説
を
述
べ
な
が
ら
も
、
こ
れ
は
一
つ
の
〈
読
み
〉
の
提

示
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
し
、
先
行
研
究
を
侮
ら
ず
忘
れ
ず
に
、
新
た
な
く
読

み
〉
の
発
生
を
期
待
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
注
釈
の
付
け
方
は
、
こ
の
注
釈

書
を
手
に
取
る
者
を
あ
る
一
定
方
向
に
導
き
つ
つ
も
、
〈
読
む
〉
と
い
う
行

為
を
促
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
と
共
に
、
自
分
自
身
で
数
多
く
の

中
西
健
治
箸
「
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈
上
・
下
」

用
例
に
当
た
り
な
さ
い
、
実
直
に
ひ
た
む
き
に
物
語
と
向
き
合
い
な
さ
い
、

先
行
研
究
を
侮
る
事
な
か
れ
、
と
優
し
く
諭
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
そ

れ
は
お
叱
り
を
受
け
る
よ
り
も
胸
に
響
き
、
た
だ
た
だ
怠
怖
な
己
が
恥
ず
か

し
く
い
た
た
ま
れ
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
る
の
が
本
書
で
あ
る
（
す

く
な
く
と
も
私
は
そ
う
で
あ
る
）
・

普
荷
の
ま
つ
す
ぐ
に
物
語
と
向
き
合
う
姿
勢
は
、
將
荷
の
論
文
と
全
く
変

わ
る
と
こ
ろ
な
く
、
本
件
を
ｆ
に
と
っ
た
私
へ
と
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く

る
。
一
度
も
お
会
い
し
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
「
舎
評
」
と
称
し
て
私
怖
を

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
上
、
著
者
の
人
と
な
り
を
〈
読
む
〉
と
い
う
行
為

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
（
そ
れ
は
当
然
、
〈
答
え
〉
・
動
く
こ
と
の
な
い
事

実
で
は
な
い
）
。
お
会
い
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
本
書
か
ら
著

者
の
研
究
に
対
す
る
情
熱
、
誠
実
か
つ
実
直
な
研
究
姿
勢
を
よ
り
強
く
感
じ

さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
つ
つ
、
『
浜
松
』
愛
読
者
で
あ
る
（
で
し
か

な
い
）
私
個
人
の
妄
言
と
思
え
る
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
こ
の

無
礼
を
深
く
お
詫
び
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
和
泉
書
院
二
○
○
五
年
二
月
二
八
Ⅱ
一
三
八
七
頁

本
体
価
格
二
八
、
○
○
○
円
）

（
や
し
ま
・
ゆ
か
駒
澤
大
学
非
常
勤
講
師
）

七
五


