
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学

日
本
文
化
研
究　

第
５
号　

抜
刷

令
和
三
年
二
月
二
十
八
日　

発
行

〈
資
料
〉

折
口
信
夫
「
発
生
日
本
文
学
史　

室
町
文
学
史
（
上
）」

（
昭
和
四
年
・
國
學
院
大
學
大
学
部
講
義
）

伊　

藤　

高　

雄  

編
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〔
凡
例
〕

・
本
資
料
は
、
国
文
学
者
・
民
俗
学
者
、
折
口
信
夫
（
釈
迢
空
）

が
大
正
末
年
か
ら
行
な
っ
た
講
義
・
講
演
を
、
学
生
で
門
弟

で
あ
り
、
昭
和
六
年
か
ら
八
年
ま
で
助
手
を
務
め
た
小
池
元

男
氏
が
筆
記
し
た
ノ
ー
ト
の
一
部
で
あ
る
。

・
資
料
の
解
題
は
、
先
に
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
国
文
学

会
の
『
野
州
国
文
学
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）

〈
資
料
〉

折
口
信
夫
「
発
生
日
本
文
学
史
　
室
町
文
学
史
（
上
）」

（
昭
和
四
年
・
國
學
院
大
學
大
学
部
講
義
）

伊
　
藤
　
高
　
雄  

編

の
「
小
池
元
男
ノ
ー
ト
―
折
口
信
夫
・
郷
土
研
究
会
ほ
か
講

義
ノ
ー
ト
―
」、
及
び
『
國
學
院
雑
誌
』
第
百
十
四
巻
第
十

号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
号
）
の
「
折
口
信
夫
・
國
學
院
大

學
講
義
そ
の
他
―
小
池
元
男
・
石
上
順
ノ
ー
ト
―
」
に
報
告

し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
本
号
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
そ
の
ノ
ー
ト
番
号
46
・
47
「
発

生
日
本
文
学
史　

室
町
文
学
史
」（
昭
和
四
年
・
國
學
院
大
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學
大
学
部
講
義　

写
真
資
料
１
）
の
一
部
で
あ
る
。
本
ノ
ー
ト

の
筆
記
は
青
池
竹
次
に
よ
る
も
の
と
本
文
中
に
注
記
が
あ
る
。

・
翻
刻
は
、
伊
藤
が
行
っ
た
後
、
武
蔵
野
大
学
兼
任
講
師
の
渡

部
修
氏
、
國
學
院
大
學
大
学
院
生
（
当
時
）
の
郷
田
典
子
氏

と
読
合
せ
を
し
、
最
終
的
に
伊
藤
が
整
理
し
た
。

・
表
記
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
と
し
、
古
典
的
仮
名
遣
い
と

し
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
正
字
を
用
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

判
読
で
き
な
い
箇
所
は
□
で
示
し
た
。
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序
　
説�

（
昭
和
四
年
）

昨
年
ま
で
続
け
て
来
た
私
の
講
義
は
日
本
文
学
が
、
文
献
時
代

に
這
入
つ
た
と
こ
ろ
ま
で
来
て
ゐ
た
。
三
年
前
に
私
は
鎌
倉
時

代
文
学
史
の
講
義
を
し
や
う
と
思
つ
た
が
、
そ
の
時
に
野
村
八

郎
さ
ん
の
鎌
倉
時
代
文
学
新
論
が
著
さ
れ
た
。
そ
れ
以
上
の
事

を
云
は
な
い
と
恥
し
い
の
で
止
め
た
。
今
年
は
室
町
か
ら
江
戸

に
か
け
て
話
し
て
行
く
積
り
で
あ
る
。
私
の
考
へ
で
は
室
町
と

江
戸
と
を
一
続
き
に
見
て
行
く
の
が
い
ゝ
と
思
ふ
。
平
安
朝
か

ら
室
町
ま
で
（
一
）
と
、
室
町
か
ら
後
と
（
二
）、
平
安
朝
の

前
（
三
）
と
大
き
く
分
け
る
と
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
思
ふ
。

平
安
朝
と
鎌
倉
時
代
と
の
間
は
世
間
で
は
非
常
に
違
つ
て
ゐ
る

や
う
に
見
て
ゐ
る
が
、
私
は
文
学
者
が
共
通
で
あ
る
か
ら
一
続

き
に
見
度
い
。
二
年
こ
の
方
や
つ
て
ゐ
る
文
学
史
は
、
平
安
朝

ま
で
の
話
を
し
て
ゐ
た
。
私
は
其
中
に
は
段
々
と
変
つ
て
行
く

の
で
、
貴
方
々
に
は
済
ま
な
い
が
、
私
は
変
ら
な
け
れ
ば
な
ら

発
生
日
本
文
学
史
　
室
町
時
代
文
学
史

昭
和
四
学
年
度
大
学
部
講
義
　
折
口
信
夫
教
授

な
い
し
、
そ
の
方
が
諸
君
に
も
生
き
た
話
し
が
出
来
る
訣
だ
と

思
ふ
。
こ
れ
は
去
年
ま
で
の
人
に
お
詫
び
す
る
の
で
あ
る
。

私
の
講
義
は
始
め
て
の
人
に
は
取
つ
き
が
悪
い
と
い
ふ
事
で
あ

る
が
、
そ
の
代
り
暗
示
だ
け
は
残
し
て
お
き
、
卒
業
論
文
の
暗

示
は
含
め
て
来
た
と
思
ふ
。

こ
の
学
校
で
や
つ
て
ゐ
る
文
学
史
で
山
崎
麓
さ
ん
の
文
学
史
は

江
戸
時
代
も
末
の
方
で
あ
る
し
、深
く
行
つ
て
居
ら
れ
る
の
で
、

私
が
江
戸
時
代
ま
で
や
つ
て
も
別
に
触
れ
合
ふ
事
は
な
い
と
思

ふ
。
私
の
は
ず
つ
と
一
般
に
見
て
行
く
積
り
で
あ
る
。
今
日
の

と
こ
ろ
は
大
ざ
つ
ぱ
な
前
置
き
の
と
こ
ろ
だ
け
を
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。

実
の
と
こ
ろ
江
戸
の
文
学
史
は
日
本
の
文
学
の
中
で
一
番
む
つ

か
し
い
。
そ
れ
は
材
料
が
豊
富
す
ぎ
る
為
で
あ
る
。
文
化
が
非

常
に
分
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
文
学
者
階
級
が
多
い
。
堂
上
の
人

か
ら
床
屋
の
若
い
衆
、
風
呂
焚
き
ま
で
が
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
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て
ゐ
る
。こ
ん
な
人
ま
で
文
学
を
す
る
の
か
と
思
ふ
ほ
ど
多
い
。

丁
度
今
な
ら
ば
文
学
青
年
に
な
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
も
か
く
江
戸
時
代
文
学
史
の
功
労
者
を
あ
げ
て
置
く
と
佐
々

政
一
（
醒
雪
）
博
士
が
あ
る
。
こ
の
人
が
江
戸
時
代
の
文
学
を

整
理
し
た
最
初
の
人
で
あ
つ
た
。
今
だ
に
そ
の
文
学
史
は
価
値

が
変
ら
な
い
。
江
戸
の
文
学
を
や
る
な
ら
ば
あ
の
本
を
見
て
頂

き
た
い
。
博
士
の
近
世
国
文
学
史
に
は｢

さ
う
で
げ
す｣

調
が

あ
ら
は
れ
て
ゐ
な
い
。

江
戸
時
代
の
文
学
史
を
作
る
の
は
難
し
い
が
、
私
は
そ
れ
よ
り

も
も
つ
と
難
し
い
時
代
が
あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
は
室
町
時
代
で

あ
る
。
こ
の
室
町
時
代
を
研
究
し
た
の
は
大
き
な
声
で
云
ふ
の

は
憚
る
け
れ
ど
も
本
当
を
云
へ
ば
私
で
あ
る
。
威
張
る
訣
で
は

な
い
が
私
で
す
。
威
張
る
の
だ
と
思
う
て
は
困
る
。
私
は
威
張

る
時
に
は
威
張
る
の
で
す
か
ら
。

偖
室
町
と
い
ふ
時
代
は
時
代
が
転
換
し
た
許
り
で
な
く
、
日
本

人
の
生
活
が
変
つ
た
。
つ
ま
り
、
平
凡
な
言
葉
で
云
へ
ば
町
人

階
級
が
頭
を
あ
げ
て
来
た
。
町
人
が
社
会
の
指
導
者
と
な
つ
て

来
た
時
代
で
あ
る
。
世
間
に
は
然
様
で
な
い
と
云
う
人
が
ゐ
る

が
事
実
に
於
て
然
様
で
あ
る
。
文
学
な
ん
か
町
人
の
も
の
に
な

つ
て
来
て
ゐ
る
。
芸
術
も
然
様
で
あ
る
。
一
方
考
へ
て
見
る
と
、

私
ど
も
の
文
学
史
に
対
す
る
立
場
を
世
間
で
は
変
て
こ
な
も
の

だ
と
思
う
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
ど
の
み
ち
私
等
の
や
つ
て

ゐ
る
と
こ
ろ
を
通
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

｢

文
学
史｣

の
変
遷　
　

文
学
史
も
以
前
は
書
史
的
に
、
次
に

列
伝
体
と
な
り
、
芳
賀
博
士
以
来
は
思
想
史
の
一
つ
と
考
へ
て

ゐ
た
が
、
思
想
史
の
一
部
分
扱
ひ
さ
れ
て
当
時
中
学
生
で
あ
つ

た
私
は
不
平
を
感
じ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
ず
つ
と
続
い
て
来
て
ゐ

た
が
、
二
三
年
以
来
変
化
し
て
来
た
。
文
学
を
ば
地
方
的
に
見

て
行
く
態
度
で
あ
る
。
文
学
に
地
方
性
を
認
め
る
や
り
方
で
あ

る
。
或
は
文
学
の
格
式
を
見
て
ゆ
く
と
い
ふ
や
り
方
、
こ
の
や

う
な
文
学
史
の
や
り
方
が
大
分
行
は
れ
て
来
た
。

こ
の
や
り
方
は
日
本
で
は
遅
い
。
こ
れ
は
米
国
の
も
う
る
と
ん

と
い
ふ
文
学
史
家
の
風
を
真
似
た
の
で
、
も
う
る
と
ん
は
又
ふ

ら
ん
す
の
文
学
史
家
、
又
そ
の
人
た
ち
に
影
響
し
た
民
俗
学
的

態
度
を
と
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
文
学
史
家
の
態
度
を
模

倣
し
た
の
で
、
も
う
る
と
ん
の
は
、
ほ
ん
の
出
店
で
あ
る
。
こ

の
点
で
は
、
私
は
負
け
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
民
俗
学
を
す
る
人
は
少
な
い
。
然
し
私
は
民
俗
学
を

直
接
と
取
込
ん
で
文
学
史
を
見
て
ゐ
る
。
之
を
少
し
威
張
つ
て

云
う
た
と
こ
ろ
が
あ
る
人
か
ら
ぺ
ち
や
ん
こ
に
さ
れ
た
。
ぺ
ち
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や
ん
こ
に
さ
れ
て
も
私
は
何
と
も
思
つ
て
ゐ
な
い
。
喧
嘩
す
る

の
が
嫌
だ
か
ら
黙
し
て
ゐ
た
。
も
う
る
と
ん
の
風
を
今
更
入
れ

な
く
と
も
我
々
の
や
つ
て
ゐ
る
方
が
進
ん
で
ゐ
る
。

赤
門
大
学
派
の
人
々
が
、
こ
の
も
う
る
と
ん
派
に
属
す
る
。
國

學
院
の
方
が
そ
の
点
で
は
進
ん
で
ゐ
る
と
思
ふ
。
学
校
の
誇
り

で
あ
る
。
少
し
安
心
し
て
進
歩
し
て
行
け
る
と
思
ふ
。
赤
門
の

や
つ
て
ゐ
る
態
度
で
は
も
う
い
け
な
い
。
そ
れ
は
書
物
の
解
題

で
あ
つ
た
。
文
学
史
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
私
は
荒
筋
を

や
つ
て
行
く
に
過
ぎ
な
い
が
、
肉
を
つ
け
血
を
通
は
す
や
う
に

皆
さ
ん
が
し
て
く
れ
ゝ
ば
よ
い
。
卒
業
論
文
を
見
て
ゐ
る
と

段
々
そ
の
様
子
が
見
え
る
。

文
学
史
に
於
け
る
室
町
時
代
の
位
置　
　

と
も
か
く
然
様
い
ふ

態
度
の
文
学
史
を
我
々
仲
間
で
や
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
態
度
か
ら

云
う
と
、
一
番
町
民
が
指
導
者
に
な
つ
て
来
た
室
町
文
学
が
一

番
興
味
が
あ
る
も
の
と
し
て
我
々
を
刺
戟
し
た
。
そ
れ
で
私
ど

も
が
室
町
文
学
を
や
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
分
前
の

事
だ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
世
の
中
が
自
然
に
開
か
れ
て
ゐ
な
い
室

町
時
代
に
向
つ
て
注
意
を
向
け
て
来
た
。
そ
れ
は
私
の
力
で
な

く
、
世
の
中
が
自
然
さ
う
な
つ
て
来
た
の
で
あ
つ
て
、
私
の
力

で
は
な
い
。
さ
う
い
ふ
風
で
、
室
町
に
入
り
、
少
し
自
分
に
も

変
化
が
出
来
て
来
た
。
そ
れ
を
推
し
て
今
ま
で
や
つ
て
ゐ
た
上

代
、
平
安
朝
を
も
一
度
や
り
直
し
た
。
こ
れ
が
私
の
為
に
な
つ

た
の
で
あ
る
。
之
で
文
学
史
に
対
す
る
私
の
態
度
が
本
当
に
定

つ
た
。
ま
し
て
江
戸
に
引
き
つ
ゞ
き
が
分
つ
た
の
で
、
縦
に
通

し
た
話
が
し
て
見
度
い
。

恐
れ
る
の
は
生
命
を
中
断
す
る
や
う
な
態
度
で
そ
ん
な
風
に
は

や
つ
て
行
き
た
く
な
い
。
室
町
幕
府
が
出
来
た
か
ら
今
日
か
ら

文
学
も
伴
つ
て
変
化
す
る
と
い
つ
た
よ
う
な
事
は
な
い
。
政
治

史
上
の
時
代
に
よ
つ
て
文
学
を
は
つ
き
り
分
け
る
事
は
い
け
な

い
。
た
ゞ
特
殊
な
と
こ
ろ
の
出
来
た
と
こ
ろ
を
中
心
に
し
て
、

そ
の
前
後
を
見
て
行
き
た
い
。
そ
れ
で
室
町
文
学
史
を
話
す
の

に
は
、
江
戸
を
も
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
江
戸
を
云
ふ
の

に
は
、
室
町
を
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
の
私
の
話
は
来

年
ま
で
続
く
で
あ
ら
う
。
解
決
し
て
ゐ
な
い
事
も
、
そ
の
間
に

だ
ん
だ
ん
解
決
し
て
行
き
た
い
と
思
ふ
。

も
う
一
つ
申
し
上
げ
た
い
事
は
予
科
と
学
部
と
は
非
常
に
違
つ

て
ゐ
る
。
新
入
の
人
々
は
此
処
で
う
ん
と
飛
躍
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
予
科
は
学
部
の
学
風
に
這
入
る
の
に
、
準
備
を
与
へ

る
だ
け
に
出
来
て
ゐ
な
い
。
学
部
の
学
風
に
よ
く
入
つ
て
頂
き

た
い
。
難
し
い
か
ら
と
云
ふ
て
誰
に
も
わ
か
る
や
う
な
事
を
云
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ふ
と
、
私
が
進
ま
な
く
な
る
。
私
の
学
問
が
腐
つ
て
は
、
貴
方

達
の
為
に
な
ら
な
い
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
、
文
学
の
本
質
問
題
に
入
る
。

江
戸
時
代
の
複
雑
と
、
室
町
時
代
の
混
沌　
　

古
い
文
学
史
を

見
る
と
室
町
時
代
は
文
学
の
上
の
闇
黒
時
代
だ
と
称
し
て
ゐ

る
。
こ
れ
は
説
く
者
自
身
が
何
も
知
ら
な
い
事
を
名
の
つ
て
ゐ

る
も
の
で
、
我
々
の
文
学
芸
術
に
限
ら
ず
社
会
の
凡
て
に
通
じ

て
、
い
ろ
〳
〵
な
複
雑
を
含
ん
で
ゐ
る
時
代
は
な
い
。
江
戸
時

代
の
難
し
さ
と
室
町
時
代
と
は
同
じ
位
で
、
そ
の
上
に
例
へ
て

云
ふ
と
、こ
の
時
代
は
夢
か
ら
現
実
に
入
る
時
代
で
あ
る
か
ら
、

文
献
が
俄
か
に
殖
ゑ
て
来
て
ゐ
る
。
然
様
な
る
と
同
時
に
そ
の

文
献
が
物
を
解
決
す
る
だ
け
は
揃
つ
て
ゐ
な
い
。
あ
る
様
で
も

あ
り
、
な
い
様
で
も
あ
る
。
難
し
さ
が
江
戸
と
違
ふ
。
も
一
つ

は
江
戸
に
な
る
と
夫
々
の
社
会
の
生
活
状
態
、
ひ
き
く
る
め
て

夫
々
の
階
級
の
特
色
が
人
為
的
で
は
あ
る
が
定
つ
て
了
つ
て
ゐ

る
。
そ
れ
が
室
町
で
は
定
つ
て
ゐ
な
い
。
歴
史
家
に
云
は
せ
れ

ば
決
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
が
、
そ
れ
は
逆
推
理
で
あ
る
。
道
義
科

と
国
史
科
の
人
々
の
考
へ
の
い
け
な
い
の
は
、
神
武
天
皇
の
大

昔
か
ら
日
本
人
の
考
へ
は
同
じ
で
あ
る
と
見
る
事
で
あ
る
。
今

か
ら
は
判
ら
な
い
が
、同
じ
で
は
な
か
つ
た
事
は
考
へ
ら
れ
る
。

江
戸
の
ち
や
ん
と
し
た
生
活
態
度
か
ら
は
室
町
時
代
を
見
る
事

は
出
来
な
い
。

作
者
階
級
と
醞
醸
階
級
と　
　

大
体
、
文
学
を
作
る
階
級
、
或

は
文
学
を
醞
醸
す
る
階
級
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学

を
作
ら
な
い
階
級
は
問
題
で
な
い
と
云
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
。

文
学
を
製
作
す
る
階
級
（
一
）
と
文
学
を
醞
醸
す
る
階
級
と

（
二
）、
又
別
に
文
学
に
没
交
渉
の
階
級
（
三
）
と
が
あ
る
。
生

活
と
し
て
は
皆
関
係
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
。
と
こ
ろ
が

江
戸
の
文
学
に
な
る
と
、
文
学
に
対
す
る
無
関
心
階
級
が
殆
ん

ど
な
い
。
無
関
心
で
あ
る
べ
き
者
が
、ど
ん
〳
〵
や
つ
て
ゐ
る
。

今
の
社
会
科
学
の
様
子
が
丁
度
こ
れ
に
似
て
ゐ
る
。
江
戸
で
は

文
学
に
於
て
然
様
で
あ
つ
た
。日
本
の
文
学
の
進
ま
な
い
の
は
、

そ
れ
が
あ
る
為
で
あ
る
。
江
戸
と
室
町
と
は
違
ひ
が
あ
る
。
一

番
む
つ
か
し
い
階
級
か
ら
見
て
も
、
室
町
時
代
で
は
、
階
級
に

対
す
る
見
当
の
つ
け
や
う
が
な
い
。
ど
の
階
級
が
製
作
階
級
な

の
か
、
ど
の
階
級
が
醞
醸
階
級
な
の
か
、
ど
の
階
級
が
無
関
心

階
級
な
の
か
判
ら
な
い
。

室
町
時
代
文
学
史
研
究
上
の
用
意　
　

私
の
文
学
史
の
態
度
は

作
家
の
階
級
の
移
つ
て
行
く
と
こ
ろ
、
時
代
の
推
移
の
見
当
と

し
て
ゐ
る
。
こ
の
醞
醸
階
級
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
考
へ
を
深
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く
し
て
ゆ
き
、
こ
れ
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
こ
れ
は

今
年
あ
た
り
か
ら
気
づ
い
て
ゐ
る
。
室
町
は
材
料
が
あ
る
や
う

で
も
あ
り
、
な
い
や
う
で
も
あ
る
。
一
つ
の
事
を
調
べ
る
の
に

は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
か
ら
何
時
何
が
出
て
来

る
か
分
ら
な
い
。
貴
重
な
記
録
が
一
つ
発
見
さ
れ
る
毎
に
、
学

説
が
変
る
こ
と
が
予
想
出
来
る
。
日
本
の
文
学
全
般
に
対
し
て

円
満
に
読
ん
で
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
慣
れ
て
ゐ
る

と
新
材
料
の
発
見
に
よ
つ
て
学
説
を
が
ら
つ
と
変
へ
ね
ば
な
ら

な
い
や
う
な
目
に
合
は
な
い
で
す
む
。
却
つ
て
助
け
ら
れ
る
事

の
方
が
多
い
。
私
に
は
そ
の
僥
倖
が
あ
る
。
出
来
る
だ
け
本
を

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
典
を
重
ん
じ
る
風
の
学
校
で
あ

る
か
ら
そ
の
心
で
本
を
読
ん
で
頂
き
た
い
。
で
な
け
れ
ば
職
人

と
同
じ
事
に
な
る
。

一
つ
の
記
録
が
出
た
為
に
変
る
や
う
な
学
説
は
立
て
ゝ
お
か
な

い
で
ほ
し
い
。
私
の
講
義
も
左
様
に
う
つ
か
り
し
た
仮
定
を
立

て
ゝ
置
く
と
、
豹
変
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
怖
ろ
し

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
又
文
学
史
家
の
室
町
時
代
を
恐
れ
た

所
で
、
江
戸
と
難
し
さ
が
違
ふ
。

室
町
時
代
文
学
の
平
凡
性　
　

室
町
時
代
は
す
ぐ
れ
た
文
学
の

な
い
時
代
で
、
す
ぐ
れ
た
天
才
の
出
な
か
つ
た
時
代
で
あ
る
。

し
か
し
沢
山
の
風
才
が
寄
り
集
つ
て
大
き
な
も
の
を
作
つ
た
。

日
本
の
文
学
芸
術
の
中
で
無
名
作
家
が
、
こ
の
時
代
ほ
ど
大
き

な
も
の
を
作
り
出
し
た
時
代
は
な
い
。
江
戸
の
芭
蕉
・
近
松
等

は
醞
醸
の
助
け
は
あ
る
が
、
個
人
で
立
派
な
も
の
を
作
つ
て
ゐ

る
。
室
町
は
個
性
の
な
い
、
し
か
し
立
派
な
文
学
で
あ
る
。
世

界
の
文
学
に
対
し
て
日
本
の
誇
れ
る
の
は
室
町
時
代
で
、
個
性

の
な
い
立
派
な
文
学
を
誇
つ
て
よ
い
と
思
ふ
。

室
町
文
学
の
特
質�

五
月
三
日

室
町
文
学
の
特
質
を
数
へ
立
て
る
と
沢
山
あ
る
。
こ
の
前
の
話

で
漠
然
と
そ
れ
を
感
じ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
が
、
沢
山
あ
る
。
一

番
は
じ
め
に
私
は
文
学
者
階
級
を
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
ふ
。

文
学
者
と
し
て
見
た
隠
者
階
級　
　

室
町
に
な
る
と
文
学
者
階

級
が
殖
ゑ
て
来
る
。
と
い
ふ
の
は
つ
ま
り
、
文
学
の
種
類
が
殖

ゑ
て
来
た
か
ら
で
、
一
つ
事
で
律
す
る
事
が
出
来
な
く
な
つ
て

来
た
。
そ
の
中
で
一
つ
を
と
つ
て
来
る
と
、
隠
者
階
級
と
称
す

べ
き
も
の
が
あ
る
。
隠
者
階
級
は
何
時
始
ま
つ
て
ゐ
る
か
と
云

ふ
こ
と
は
云
へ
ぬ
事
で
あ
る
が
、
私
の
考
へ
で
は
平
安
朝
の
末

頃
始
ま
つ
て
、
鎌
倉
に
色
彩
が
濃
く
な
り
、
室
町
に
な
つ
て
固



折口信夫「発生日本文学史　室町文学史（上）」 102

定
し
て
全
盛
と
な
り
、
江
戸
に
入
つ
て
元
禄
前
後
に
な
く
な
つ

て
ゐ
る
。
江
戸
の
文
学
で
研
究
す
る
の
は
、
何
と
い
つ
て
も
近

松
、
西
鶴
、
芭
蕉
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
隠
者
階
級
の
人
々
で

あ
る
。
そ
の
隠
者
階
級
も
、
江
戸
の
為
政
者
に
と
つ
て
都
合
が

悪
か
つ
た
の
で
、
亡
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

日
本
の
文
壇
で
一
番
長
く
続
い
た
の
は
女
房
文
学
と
こ
の
隠
者

文
学
と
の
二
つ
で
あ
る
。
女
房
文
学
は
日
本
の
文
学
の
発
生
時

代
か
ら
ず
つ
と
文
学
が
、文
学
ら
し
く
な
つ
た
時
代
ま
で
続
き
、

本
当
の
文
学
と
し
て
の
生
命
は
短
い
。
隠
者
階
級
の
文
学
は
長

い
。
こ
の
隠
者
階
級
の
文
学
が
亡
び
て
後
も
そ
の
支
配
力
が
日

本
の
文
壇
に
来
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
明
治
に
入
つ
て
翻
訳
文
学
に

あ
つ
て
が
ら
つ
と
転
換
し
た
。
翻
訳
文
学
が
出
な
か
つ
た
な
ら

ば
、
今
だ
に
隠
者
階
級
は
続
い
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
近
年
五
年

ほ
ど
、
又
隠
者
階
級
の
文
学
生
活
を
省
み
る
事
が
起
つ
て
来
て

ゐ
る
。
文
学
の
内
容
が
段
々
変
化
し
て
多
種
多
様
に
な
つ
て
然

様
し
た
も
の
を
と
つ
て
見
よ
う
と
す
る
だ
け
の
事
で
あ
る
が
。

日
本
の
文
壇
に
於
け
る
隠
者
の
時
代
は
長
く
そ
の
中
心
で
あ
る

室
町
時
代
の
文
壇
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
室
町
時
代
の

隠
者
階
級
の
文
学
の
特
質
を
分
解
し
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
鎌
倉

か
ら
室
町
へ
（
一
）、
室
町
か
ら
江
戸
へ
の
隠
者
（
二
）、
と
、

更
に
江
戸
の
隠
者
（
三
）
と
の
三
者
の
違
ひ
が
、
同
じ
隠
者
と

い
つ
て
も
ど
う
し
て
も
出
て
来
る
と
思
ふ
。
こ
の
特
質
は
、
口

頭
文
学
か
ら
す
つ
か
り
独
立
し
て
ゐ
る
こ
と
で
、
室
町
時
代
の

文
学
の
一
つ
の
特
質
は
、
こ
の
口
頭
文
学
が
文
献
文
学
へ
移
つ

た
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
―
―
勿
論
文
献
文
学
は
昔
か
ら

あ
つ
た
―
―
つ
ま
り
文
献
を
持
た
ぬ
も
の
は
、
文
学
で
は
な
く

な
つ
た
。
そ
の
原
動
力
と
な
つ
た
も
の
が
隠
者
で
あ
る
。
隠
者

の
生
活
、
文
学
に
凡
て
が
な
ら
つ
て
来
た
。
と
い
ふ
事
は
隠
者

が
こ
の
時
代
に
一
番
勢
力
を
持
つ
て
ゐ
た
事
に
な
る
。

隠
者
階
級
の
三
変
遷　
　

隠
者
は
だ
ん
〳
〵
変
つ
て
ゐ
る
。
隠

者
の
定
義
は
古
い
と
こ
ろ
で
は
三
通
り
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思

ふ
。
一
番
隠
者
の
隠
者
た
る
と
こ
ろ
は
鴨
長
明
の
や
う
な
生
活

法
を
と
つ
た
人
達
で
、
こ
れ
が
隠
者
と
い
ふ
考
へ
の
一
番
中
心

で
あ
る
。
坊
さ
ん
で
も
な
く
、
半
俗
半
僧
の
生
活
を
し
て
、
半

分
慾
望
を
も
つ
て
生
活
し
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
隠
者
で
、
一
番

大
事
な
事
は
従
来
の
宗
教
家
は
す
べ
て
遊
戯
を
廃
す
る
と
こ
ろ

に
戒
律
を
守
る
意
義
が
あ
つ
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
隠
者
は
特
殊

な
も
の
は
僧
で
も
弄
ん
で
も
よ
い
事
と
な
つ
て
ゐ
る
。
特
に
芸

術
的
の
事
は
よ
い
事
と
し
て
許
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
は
古
く
は
僧

籍
に
あ
る
も
の
に
は
許
さ
れ
な
か
つ
た
。
仏
教
で
は
、「
狂
言
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綺
語
戒
」
と
云
う
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
平
安
朝
中
頃
以
来
、
文
学

音
楽
等
の
芸
術
は
支
那
の
六
芸
と
一
つ
に
な
つ
て
同
視
す
る
に

至
つ
た
。
そ
し
て
文
芸
を
僧
侶
の
戒
律
以
外
に
置
く
事
と
な
つ

た
。「
狂
言
綺
語
戒
」
と
は
云
ひ
乍
ら
、
傍
ら
文
学
・
音
楽
等

繁
雑
な
も
の
以
外
は
、
取
込
ん
で
い
ゝ
事
に
な
つ
た
。
そ
れ
を

先
づ
隠
者
が
芸
術
方
面
に
そ
ゝ
ぐ
事
に
な
つ
た
。
そ
の
点
、
隠

者
階
級
と
い
ふ
も
の
が
従
来
の
坊
さ
ん
と
違
ふ
と
こ
ろ
で
あ

る
。
鴨
長
明
を
見
て
も
兼
好
法
師
を
見
て
も
皆
隠
者
で
、
名
前

は
法
師
で
も
生
活
は
隠
者
生
活
を
し
た
。
こ
の
隠
者
と
い
ふ
の

は
生
活
の
方
法
か
ら
し
て
云
ふ
の
で
あ
る
。

兼
好
法
師
は
徒
然
草
で
し
き
り
に
文
学
芸
術
を
論
じ
て
ゐ
る
。

―
―
徒
然
草
の
注
釈
で
は
内
海
月
杖
さ
ん
の
も
の
が
よ
い
。
氏

の
著
述
の
中
で
、こ
の
徒
然
草
の
研
究
が
一
番
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
。

語
句
の
解
釈
で
は
未
だ
し
と
思
ふ
も
の
が
あ
る
が
、
味
は
ふ
て

ゐ
る
点
で
は
、
他
の
物
よ
り
ず
つ
と
勝
れ
て
ゐ
る
。
―
―
或
は

延
び
て
来
て
社
会
人
事
の
間
に
起
つ
て
来
る
趣
味
、
一
種
の
遊

離
し
た
芸
術
か
ら
見
た
人
生
と
い
ふ
も
の
を
無
条
件
で
取
り
入

れ
て
ゐ
る
。
―
―
芸
術
と
生
活
と
を
一
緒
に
し
よ
う
と
し
て
ゐ

る
か
ら
今
か
ら
見
れ
ば
駄
目
で
あ
る
が
…
…
前
代
の
自
然
主
義

の
文
学
で
、
一
番
云
う
て
ゐ
た
事
は
作
中
の
人
物
そ
の
も
の
ゝ

心
持
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
事
で
あ
つ
た
。
そ
の

烈
し
い
主
張
者
の
一
人
が
岩
野
泡
鳴
で
あ
つ
た
。
私
が
そ
の
時

代
時
代
の
事
を
よ
く
云
う
た
か
ら
と
て
私
が
然
様
で
あ
る
と
思

う
て
貰
つ
て
は
困
る
。
然
様
見
ら
れ
て
は
話
が
出
来
な
い
。
私

の
意
見
は
又
別
で
あ
る
。
私
は
時
代
を
出
来
る
だ
け
助
け
、
い

た
は
つ
て
話
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

兼
好
は
極
端
に
変
な
人
で
あ
る
が
、
そ
の
先
達
と
思
は
れ
る
人

は
、
鴨
長
明
で
あ
る
。
長
明
作
と
云
は
れ
て
ゐ
る
方
丈
記
は
一

時
長
明
の
作
か
ど
う
か
疑
問
と
さ
れ
た
。
山
田
孝
雄
氏
の
研
究

の
結
果
、
今
で
は
再
び
鴨
長
明
の
作
で
あ
る
と
い
ふ
事
に
な
つ

た
。
何
れ
に
し
て
も
方
丈
記
は
古
い
も
の
で
、
長
明
の
作
で
な

い
と
し
て
も
、
長
明
と
い
ふ
人
に
託
し
て
、
あ
の
様
な
生
活
を

し
た
者
が
、
隠
者
の
先
達
だ
と
見
ら
れ
る
訣
で
あ
る
。
隠
者
の

理
想
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
方
丈
記
を
見
れ
ば
よ
く
判
る
。

こ
れ
ま
で
の
僧
坊
生
活
で
は
許
さ
れ
な
い
も
の
、
た
と
へ
為
て

ゐ
た
と
し
て
も
、
こ
つ
そ
り
秘
密
に
し
て
ゐ
た
生
活
が
、
つ
ま

り
楽
器
を
弄
び
、
書
物
―
―
文
学
書
に
慰
む
事
が
許
さ
れ
て
ゐ

る
。
客
観
的
な
ら
今
ま
で
許
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
も
、
か
ま
は

な
い
と
い
ふ
考
へ
が
出
て
来
た
。
そ
ん
な
生
活
の
源
を
観
る
と

ま
だ
あ
る
。
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平
安
朝
の
末
に
な
る
と
源
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
僧
籍
を
持
ち

な
が
ら
寺
を
離
れ
て
芸
術
に
関
係
し
て
ゐ
る
も
の
。
つ
ま
り
本

当
の
僧
侶
で
は
な
い
も
の
。
他
の
一
つ
は
、
隠
居
で
あ
る
。
世

間
の
生
活
か
ら
離
れ
て
隠
居
し
乍
ら
芸
術
に
関
係
し
て
ゐ
る

人
、
時
々
召
さ
れ
た
り
、
参
つ
た
り
し
て
宮
廷
や
貴
族
の
家
に

立
ち
入
つ
て
ゐ
る
人
々
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
混
合
し
て
鎌
倉

時
代
の
隠
者
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
総
括
す
る
と
、
三

通
り
あ
る
訣
で
あ
る
。
即
ち
、
僧
侶
で
あ
つ
て
、
寺
か
ら
離
れ

て
芸
術
に
た
づ
さ
は
つ
て
ゐ
る
人
（
一
）、
公
卿
殿
上
人
で
あ

つ
た
本
職
を
捨
て
た
後
に
文
学
芸
術
に
よ
つ
て
宮
廷
貴
族
の
家

に
立
ち
交
じ
つ
て
ゐ
る
人
（
二
）、
及
び
（
一
）（
二
）
を
併
せ

て
隠
居
し
て
ゐ
る
俗
人
の
隠
者
生
活
（
三
）
の
三
者
で
あ
る
。

長
明
の
先
輩
と
云
う
べ
き
、
俊
慧
法
師
は
、
歌
道
の
師
範
家
か

ら
出
て
ゐ
る
。
師
範
家
は
平
安
朝
の
末
か
ら
成
立
し
て
ゐ
る
。

こ
の
人
は
寺
に
生
活
し
な
い
で
、
庵
を
作
り
、
静
か
に
友
人
を

集
め
て
歌
の
会
を
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
書
物
に
見
え
る
隠
者
ら

し
い
生
活
の
は
じ
め
で
あ
る
。
文
書
に
見
え
て
ゐ
る
の
が
は
じ

め
で
あ
る
か
ら
、こ
の
人
を
一
番
古
い
と
す
る
の
は
い
け
な
い
。

書
物
に
出
る
ま
で
に
は
、
記
さ
れ
な
い
、
そ
れ
以
前
の
型
が
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
書
に
表
れ
た
最
初
の
人
を
も
つ
て
は
じ

ま
つ
た
と
す
る
訣
に
は
ゆ
か
な
い
。
古
い
人
と
す
る
の
は
い
い

が
、
最
初
と
定
め
て
了
ふ
こ
と
は
い
け
な
い
。

俊
慧
法
師
に
少
し
お
く
れ
て
西
行
法
師
が
ゐ
る
。
西
行
は
寺
に

附
属
し
て
ゐ
な
い
。
寺
に
あ
ち
こ
ち
寄
宿
す
る
こ
と
の
出
来
る

身
分
で
、
諸
国
を
巡
つ
て
ゐ
た
。
西
行
は
歌
許
り
作
つ
て
ゐ
た

の
か
、
他
に
何
か
職
業
を
持
つ
て
ゐ
た
か
は
す
ぐ
に
断
定
す
る

事
は
で
き
な
い
。
西
行
が
諸
国
を
巡
つ
た
の
に
就
い
て
は
何
か

訣
が
あ
ら
う
。
普
通
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
外
に
何
か
訣
が
あ
る

と
思
ふ
。

貴
族
に
交
は
る
二
階
級　
　

西
行
法
師
は
僧
侶
だ
が
、
隠
者
の

俊
慧
系
統
の
一
人
で
あ
る
。
俊
慧
は
歌
道
の
人
で
あ
る
か
ら
き

つ
ぱ
り
判
る
が
、
西
行
で
も
歌
集
を
見
る
と
よ
く
判
る
。
西
行

は
人
に
招
か
れ
て
ゐ
る
許
り
で
な
く
自
分
の
家
に
も
人
を
集
め

た
ら
し
い
形
蹟
が
あ
る
。
又
家
で
な
く
て
も
人
と
集
つ
て
歌
を

作
つ
て
ゐ
た
事
は
判
る
。
で
は
、
何
故
に
僧
侶
が
然
様
な
事
を

す
る
の
か
。
之
は
逆
に
考
へ
る
。
即
ち
、
そ
の
や
う
な
生
活
を

す
る
の
に
は
坊
さ
ん
に
な
る
の
が
よ
い
と
云
ふ
形
が
あ
つ
て
、

坊
さ
ん
だ
か
ら
行
ふ
と
い
ふ
風
に
な
つ
て
来
た
も
の
と
思
ふ
。

世
の
中
の
階
級
は
、
越
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
昔

か
ら
階
級
を
越
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
僧
侶
と
芸
術
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家
と
で
あ
る
。
僧
侶
は
時
に
よ
つ
て
は
天
子
の
と
こ
ろ
ま
で
行

け
る
。
そ
こ
で
自
由
で
あ
る
。
時
に
は
ま
た
公
卿
達
で
も
僧
侶

の
配
下
に
な
る
事
が
あ
る
。
例
へ
ば
寺
の
奴
隷
に
童
子
―
―
髪

を
襟
の
と
こ
ろ
で
切
つ
て
ゐ
る
―
―
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
法

会
の
時
に
は
公
卿
で
も
堂
童
子
と
い
ふ
て
僧
侶
の
下
で
働
く
。

堂
と
い
ふ
文
字
を
つ
け
る
の
は
、
殿
上
、
堂
上
の
人
が
な
る
か

ら
だ
と
思
は
れ
る
。
だ
か
ら
僧
侶
は
あ
る
点
で
は
あ
る
時
に
は

階
級
感
か
ら
取
り
の
け
ら
れ
る
。

昔
の
芸
術
家
は
大
抵
奴
隷
で
あ
つ
た
。
平
安
朝
の
中
頃
か
ら
奴

隷
の
扱
つ
て
ゐ
た
芸
術
は
次
第
に
堂
上
の
公
卿
殿
上
人
等
が
自

身
で
も
す
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
次
第
に
正
式
な

も
の
か
ら
乱
れ
た
も
の
に
な
る
。
公
卿
ら
の
持
つ
て
ゐ
た
高
尚

な
芸
術
、
漢
才
―
―
此
は
主
に
学
問
と
芸
術
の
事
で
、
六
芸
の

事
を
い
ふ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
―
―
に
、
奴
隷
の
芸
術
を
取

り
込
ん
で
来
た
。
こ
れ
が
平
安
朝
中
頃
の
特
質
で
あ
る
。
そ
れ

が
平
安
朝
の
末
に
続
い
て
ゐ
る
。
芸
術
階
級
は
奴
隷
階
級
で
あ

つ
た
。
芸
術
と
云
う
た
と
こ
ろ
で
今
の
様
に
勝
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
芸
術
階
級
の
も
の
は
芸
術
を
以
て
公
卿
に
接
す
る

こ
と
が
出
来
た
。或
は
又
容
色
を
以
て
接
近
す
る
事
が
出
来
た
。

そ
こ
で
両
者
が
離
れ
ら
れ
な
い
関
係
に
な
つ
た
。
社
会
的
に
云

へ
ば
奴
隷
は
卑
し
い
が
、
芸
術
・
容
色
の
問
題
に
な
る
と
、
公

家
と
結
び
つ
く
の
に
非
常
に
自
由
で
、
恐
る
べ
き
程
接
近
し
て

ゐ
る
。
大
江
匡
房
の
新
猿
楽
記
を
見
て
も
判
る
。
殿
上
人
と
接

触
し
て
結
婚
ま
で
し
て
ゐ
る
。
歴
史
記
録
を
見
て
も
、
あ
る
事

は
事
実
で
あ
る
。
僧
で
あ
る
、
芸
術
家
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が

貴
族
に
接
す
る
に
容
易
な
の
で
あ
つ
て
、
か
く
な
る
元
は
も
つ

と
古
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
貴
族
に
近
づ
く
に
は
僧
に
な
る
の
が

よ
い
と
い
ふ
事
が
、
や
が
て
僧
侶
だ
か
ら
貴
族
に
近
づ
け
る
と

い
ふ
様
に
な
つ
た
。
身
分
の
低
い
も
の
で
貴
族
に
近
づ
け
る
も

の
は
大
抵
僧
侶
か
芸
術
家
で
あ
つ
た
。
貴
族
に
近
づ
け
る
者
に

武
士
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
反
問
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

武
士
の
中
で
貴
族
・
宮
廷
に
仕
へ
て
ゐ
る
も
の
は
大
抵
芸
を
し

て
ゐ
る
。
即
ち
六
衛
府
の
武
士
や
瀧
口
や
北
面
の
武
士
は
神
楽

を
舞
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
又
歌
を
作
る
。
そ
の
歌
を
発

表
す
る
時
だ
け
は
貴
族
の
許
へ
行
け
た
。
平
安
朝
の
末
に
な
る

と
、
世
の
中
が
一
そ
僧
侶
と
な
つ
て
了
へ
と
云
ふ
風
に
な
る
。

西
行
は
そ
の
目
に
つ
く
一
番
最
初
の
人
で
あ
つ
た
。
西
行
が
、

い
ま
だ
佐
藤
義
清
と
て
院
の
北
面
の
武
士
で
あ
つ
た
時
に
明
日

逢
ふ
事
を
約
束
し
た
人
の
許
へ
翌
日
訪
ね
て
行
く
と
既
に
死
ん

で
ゐ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
逆
に
出
家
遁
世
し
た
と
云
は
れ
て
ゐ
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る
。
そ
の
動
機
も
あ
る
い
は
事
実
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
は

鎌
倉
時
代
の
西
行
発
心
物
語
と
い
ふ
様
に
し
て
伝
つ
た
の
で
あ

る
。
西
行
が
僧
に
な
つ
た
動
機
は
貴
族
に
も
つ
と
近
づ
か
う
と

す
る
意
識
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
。
宮
廷
貴
族
に
仕
へ
て

ゐ
た
武
士
は
か
く
の
如
く
大
抵
僧
に
な
つ
て
行
つ
た
や
う
で
あ

る
。
後
の
藤
原
秀
能
―
―
平
安
朝
と
鎌
倉
と
の
つ
な
ぎ
の
時
期

の
人
―
―
が
、

と
な
つ
た
の
も
然
様
で
、
常
住
に
行
け

る
や
う
に
さ
う
な
つ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
僧
で
あ
り
、
芸
術
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
、
貴
族
に
近

づ
き
、
密
接
な
関
係
を
結
ん
で
行
け
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
隠
者
の
出
来
て
来
る
事
は
当
然
で
、
俊
慧
も
西
行
も
然

様
で
あ
る
。
長
明
亦
然
り
。
―
―
長
明
は
文
章
よ
り
も
和
歌
の

方
が
い
ゝ
。
動
機
は
賀
茂
神
社
の
社
司
を
願
つ
て
叶
へ
ら
れ
な

か
つ
た
の
で
、
隠
者
に
な
つ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
文

章
は
時
代
の
先
駆
と
し
て
文
学
史
の
上
で
は
、
一
寸
注
意
に
値

す
る
も
の
が
あ
る
。
歌
に
は
い
ゝ
の
が
あ
る
。
瞬
間
的
に
い
ゝ

の
は
長
続
き
は
し
な
い
。
芸
術
と
い
つ
て
も
要
す
る
に
人
格
の

表
れ
で
あ
る
。
短
い
時
間
で
は
劣
つ
た
人
で
も
人
間
性
を
拡
張

す
る
と
英
雄
に
も
偉
人
に
も
な
れ
る
が
、
長
続
き
は
し
な
い
。

芸
人
も
び
つ
く
り
す
る
程
の
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
事
が
あ
る
。

し
か
し
さ
う
し
た
芸
人
等
は
、
人
格
と
い
ふ
点
で
は
賤
し
い
も

の
が
多
い
。
そ
れ
故
に
勝
れ
た
作
品
を
持
つ
て
ゐ
る
か
ら
と
云

う
て
、
直
に
其
人
格
を
も
立
派
な
も
の
と
決
め
て
了
ふ
訣
に
は

ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
短
い
も
の
に
よ
い
作
物
を
出
す
人
で
も

長
い
も
の
を
書
く
と
変
つ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。

隠
者
階
級
と
し
て
の
長
明
の
生
活
が
出
て
来
た
。
そ
れ
は
社
司

に
な
れ
な
か
つ
た
腹
癒
せ
で
あ
つ
て
、
隠
者
に
な
つ
た
ら
貴
族

に
近
づ
け
る
も
の
と
思
ふ
て
ゐ
る
。（
西
行
だ
と
て
然
様
で
あ

ら
う
が
、
も
う
今
で
は
偶
像
に
な
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を

打
ち
壊
し
て
言
ふ
の
も
悪
い
か
ら
余
り
い
ぢ
め
な
い
が
、
そ
れ

は
見
る
者
の
情
け
で
あ
る
）

も
一
つ
貴
族
と
は
云
へ
ず
、
然
う
か
と
云
う
て
地
下
の
階
級
で

も
な
い
殿
上
人
と
い
ふ
様
な
階
級
の
人
は
、
や
は
り
僧
に
な
つ

て
、
自
分
の
名
誉
、
社
会
的
地
位
を
継
ぐ
も
の
が
あ
る
。
つ
ま

り
職
つ
な
ぎ
で
、
為
の
こ
し
た
仕
事
、
地
位
の
つ
な
が
り
の
為

に
僧
に
な
る
。そ
し
て
貴
族
に
召
さ
れ
た
り
参
上
し
た
り
す
る
。

定
家
の
父
俊
成
が
さ
う
で
あ
る
。

俊
成
は
平
安
朝
の
末
の
文
学
の
総
元
締
め
の
や
う
な
人
で
あ

る
。
職
を
止
め
て
了
へ
ば
、
そ
れ
き
り
で
あ
る
が
、
僧
に
な
つ

て
自
分
の
地
位
を
継
い
で
ゐ
る
。
そ
し
て
九
十
賀
を
す
る
ま
で
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貴
族
の
許
に
出
入
し
て
ゐ
た
。つ
ま
り
殿
上
人
と
い
ふ
階
級
で
、

し
か
も
貴
族
と
も
言
へ
ぬ
階
級
の
人
達
で
、
芸
術
或
は
学
問
を

や
つ
て
ゐ
る
者
が
、
職
つ
な
ぎ
に
僧
に
な
つ
て
行
く
。
其
も
隠

者
の
一
つ
の
形
で
あ
る
。

隠
者
の
導
き
に
は
以
上
の
二
つ
が
あ
る
。
そ
の
二
つ
が
本
当
の

隠
者
と
も
云
ふ
べ
き
第
三
の
隠
者
に
到
達
す
る
。
隠
者
は
略
、

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
完
成
し
て
ゐ
る
。
そ
の
隠
者
の
生
活
の
誇

張
記
録
と
い
ふ
も
の
が
、
残
つ
て
ゐ
る
と
、
そ
れ
を
読
む
人
が

ま
た
誇
張
し
て
考
へ
る
。
空
想
が
這
入
つ
て
来
る
。
我
々
が
長

明
を
見
る
に
し
て
も
、江
戸
時
代
の
考
へ
を
取
り
込
ん
で
考
へ
、

そ
れ
に
又
今
の
文
学
者
の
見
方
を
も
取
り
入
れ
て
ゐ
る
が
如
き

で
あ
る
。

わ
れ
〳
〵
の
考
へ
て
ゐ
る
隠
者
は
、
鎌
倉
の
は
じ
め
に
大
体
出

来
て
ゐ
る
。
そ
の
生
活
は
修
道
生
活
を
本
職
と
し
て
ゐ
る
の
で

は
な
く
、
修
道
は
表
で
あ
る
。
だ
か
ら
嫁
さ
ん
を
持
つ
て
ゐ
る

の
も
あ
る
。
主
と
し
て
芸
術
で
世
渡
り
し
て
ゐ
る
。
と
も
か
く

生
活
法
に
一
つ
の
制
約
が
あ
る
。
簡
素
な
生
活
を
す
る
こ
と
で

あ
る
。
慾
望
を
極
端
に
伸
ば
し
て
ゆ
く
人
で
は
な
い
と
見
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
活
を
す
る
。
そ
し
て
一
方
文
学
・
芸
術

を
つ
と
め
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、
隠
者
の
種
類
が
違
つ
て

ゐ
る
。
だ
か
ら
静
素
な
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て

ゐ
る
。
西
行
な
ど
は
必
ず
し
も
静
か
な
生
活
で
は
な
い
が
、
一

般
に
は
静
か
な
も
の
を
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の

人
等
の
扱
ふ
芸
術
に
も
違
ひ
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

擁
護
者
階
級
の
推
移　
　

其
人
達
が
保
護
者
の
階
級
を
変
へ
て

来
る
。
文
壇
を
考
へ
る
に
は
、
醞
醸
階
級
を
考
へ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
は
前
に
述
べ
た
が
、
別
に
ぱ
と
ろ
ん
の
階
級
・
擁
護

階
級
が
あ
る
。
所
謂
旦
那
と
い
ふ
も
の
を
傍
に
考
へ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
―
―
こ
の
旦
那
と
い
ふ
の
は
坪
内
氏
が
ぱ
と
ろ
ん

を
訳
出
し
た
語
で
あ
る
。
坪
内
氏
は
森
鷗
外
に
較
べ
る
と
ど
う

も
品
格
が
下
る
が
訳
語
に
は
苦
心
し
た
人
で
、
こ
の
旦
那
と
い

ふ
詞
な
ど
は
よ
い
訳
で
あ
る
。
―
―
そ
の
擁
護
階
級
が
変
つ
て

行
く
。
隠
者
は
小
判
鮫
の
様
な
文
学
者
で
あ
る
。
隠
者
は
擁
護

階
級
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
擁
護
者
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
、
た
ゞ
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
隠
者
階

級
の
目
に
つ
く
出
発
点
は
歌
で
、歌
道
の
師
範
家
と
い
ふ
の
が
、

小
判
鮫
の
立
場
で
あ
つ
た
。
隠
者
と
い
ふ
小
判
鮫
は
大
抵
ぱ
と

ろ
ん
の
財
産
に
附
着
し
て
ゐ
る
。
天
皇
が
譲
位
に
な
る
と
後
院

が
定
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
名
が
つ
く
。
之
は
兄
弟
の
関
係
ば
か

り
で
な
く
、
後
院
に
お
引
き
込
み
に
な
る
と
、
こ
の
後
院
と
関
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係
を
結
び
つ
け
て
行
く
や
う
に
な
つ
た
の
が
、
平
安
朝
末
の
歌

道
の
師
範
家
で
、
こ
れ
は
南
北
朝
に
も
あ
つ
た
。
南
北
朝
に
な

つ
た
大
覚
寺
派
、
持
明
院
派
が
然
様
で
あ
る
。
二
条
家
は
持
明

院
派
、
冷
泉
家
は
大
覚
寺
派
で
あ
つ
て
、
財
産
が
大
体
目
当
で

あ
つ
た
。
と
も
か
く
然
様
に
し
て
進
ん
で
来
て
ゐ
る
。

抑
々
隠
者
の
目
の
つ
く
初
め
は
、
歌
道
に
あ
つ
た
。
で
皇
族
の

財
産
継
承
関
係
か
ら
一
種
の
系
統
が
続
い
て
ゐ
る
。
貴
族
の
方

は
は
つ
き
り
判
つ
て
ゐ
な
い
が
、
や
は
り
然
様
で
あ
つ
た
と
思

ふ
。
そ
れ
が
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
従
来
の
貴
族
以
外
に
新
し
い

貴
族
、
即
ち
武
家
階
級
が
出
来
た
。
か
う
云
ふ
と
平
安
朝
に
あ

つ
て
も
平
家
は
武
家
で
あ
つ
た
で
は
な
い
か
と
言
ふ
か
も
知
れ

な
い
が
、
平
家
は
武
家
で
は
な
い
。
公
家
と
同
じ
で
あ
る
。
社

会
的
に
も
、
自
覚
的
に
も
公
家
で
あ
つ
た
。
平
家
の
時
代
に
あ

つ
て
平
家
の
擁
護
し
た
も
の
は
文
学
よ
り
寧
ろ
音
楽
舞
踊
つ
ま

り
演
劇
的
方
面
で
あ
つ
た
。そ
こ
に
平
家
の
力
が
あ
る
と
思
ふ
。

そ
こ
か
ら
平
家
物
語
な
ど
が
出
て
来
る
。
平
家
に
は
大
き
な
小

判
鮫
が
つ
い
て
ゐ
る
。
少
納
言
信
西
が
あ
る
。
そ
の
下
に
又
各

地
の
芸
術
家
が
つ
い
て
ゐ
る
。

武
家
を
ぱ
と
ろ
ん
と
す
る
隠
者　
　

と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
に
な
る

と
、
武
家
の
階
級
が
貴
族
に
な
り
た
が
つ
て
来
た
。
源
氏
は
実

朝
以
後
貴
族
に
な
つ
て
了
つ
た
。
貴
族
に
な
つ
て
は
い
け
な
い

と
言
ふ
こ
と
が
、
鎌
倉
に
な
る
前
か
ら
あ
り
な
が
ら
、
誘
惑
さ

れ
て
了
つ
た
の
で
あ
る
。
貴
族
に
な
る
こ
と
が
一
つ
の
誘
惑
で

あ
つ
た
。
そ
し
て
反
対
の
勢
力
が
動
い
て
、
実
朝
は
つ
ひ
殺
さ

れ
た
。
武
家
に
は
貴
族
に
な
る
の
が
痛
手
で
あ
り
、
誘
惑
で
も

あ
つ
た
。
そ
の
武
家
に
も
、
小
判
鮫
が
ゐ
る
。
定
家
な
ど
で
あ

る
。
定
家
は
実
朝
に
萬
葉
集
を
贈
る
し
、
実
朝
の
歌
を
見
て
も

ゐ
る
。
勅
撰
集
の
う
ち
、
第
九
代
目
の
新
勅
撰
集
は
宇
治
川
集

と
名
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
源
氏
や
源
氏
輩
下
の
者
の
歌
が
多

数
あ
る
。
昔
の
武
家
は
宮
廷
直
属
の
武
家
で
あ
れ
ば
優
美
な
舞

を
す
る
為
の
武
家
で
、
歌
を
よ
む
者
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
、
鎌

倉
以
後
の
武
家
は
、
田
舎
武
士
の
階
級
が
な
り
上
つ
て
来
た
の

で
、
今
ま
で
の
武
家
と
は
違
ふ
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
階
級
の
武

家
の
歌
が
勅
撰
集
に
沢
山
陳
列
せ
ら
れ
た
の
で
宇
治
川
集
と
云

は
れ
た
。
そ
れ
に
は
訣
が
あ
る
。

も
の
ゝ
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に　

い
さ
よ
ふ
波
の
行
く
へ
知
ら
ず
も

と
い
ふ
人
麿
の
歌
が
あ
る
。
勅
撰
集
に
武
士
の
歌
が
多
い
事
を

悪
口
し
た
の
で
あ
る
。後
拾
遺
集
が
出
た
時
に
も
悪
口
が
出
た
。

津
守
国
基
が
撰
者
通
俊
の
と
こ
ろ
へ
小
鯵
を
持
つ
て
行
つ
た
の
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で
、
歌
を
沢
山
入
れ
て
貰
つ
た
の
だ
と
て
、
そ
の
集
を
小
鯵
集

と
あ
だ
名
し
た
。「
江
戸
の
川
柳
作
者
よ
り
も
下
劣
な
も
の
」

つ
ま
り
宇
治
川
集
と
悪
口
さ
れ
る
ほ
ど
、
新
し
い
擁
護
者
階
級

と
し
て
、
武
家
を
見
出
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
定
家
は
隠
者

階
級
の
も
の
と
し
て
は
、
取
扱
ひ
に
く
い
が
、
定
家
は
色
合
ひ

の
は
つ
き
り
し
た
ふ
て
ぶ
て
し
い
人
で
あ
る
。
こ
の
人
は
人
格

的
に
傷
の
あ
つ
た
人
ら
し
い
。
明
月
記
を
見
て
も
、
抗
議
を
申

し
込
む
の
を
常
習
と
し
て
ゐ
る
や
う
な
人
で
あ
る
。
後
の
噂
で

あ
る
が
、
彼
の
日
記
明
月
記
に
は
こ
よ
り
で
と
じ
て
あ
つ
て
決

し
て
発
表
し
な
い
部
分
が
あ
つ
た
。
定
家
の
没
後
或
時
、
為
家

で
は
な
か
つ
た
が
、
為
氏
の
兄
弟
だ
つ
た
か
ゞ
理
由
な
く
し
て

島
流
し
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
今
ま
で
明
月
記
の
隠
し
て
ゐ
た
部

分
を
見
る
と
、
定
家
が
才
能
の
あ
つ
た
後
京
極
摂
政
良
経
を
妬

ん
で
、
邪
魔
者
と
し
て
良
経
の
家
の
天
井
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
て
殺

し
て
了
つ
た
事
を
記
し
て
あ
つ
た
。
そ
の
為
に
子
孫
が
流
罪
に

あ
つ
た
の
だ
と
い
ふ
。
歴
史
の
上
で
も
良
経
は
誰
か
に
殺
害
せ

ら
れ
た
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
一
方
に
歌
の
神
様
の
様
に
云
は
れ

乍
ら
他
方
に
そ
ん
な
噂
の
あ
る
人
で
、
人
格
的
に
見
て
よ
い
人

で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
芸
術
的
に
は
い
ゝ
歌
の
あ
る
人
で
あ

る
。
其
の
定
家
は
宮
廷
に
も
ぱ
と
ろ
ん
を
と
り
、
新
興
の
武
家

に
も
擁
護
者
を
持
つ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
公
家
に
も
持
つ
て
ゐ
た

で
あ
ら
う
。
沢
山
の
擁
護
者
を
持
つ
て
ゐ
る
事
が
こ
れ
ま
で
の

歌
道
の
師
範
家
を
圧
倒
し
て
定
家
の
下
に
し
て
了
つ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
唯
二
条
・
冷
泉
二
家
と
し
て
了
ふ
こ
と
が
出
来
た

の
で
あ
る
。

定
家
は
隠
者
の
形
を
と
ら
な
か
つ
た
が
、
隠
者
階
級
の
生
活
を

し
な
い
で
も
、
同
じ
目
的
に
向
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も

隠
者
階
級
の
生
活
法
が
鎌
倉
の
初
め
に
完
成
し
た
と
も
云
へ
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
似
て
別
の
も
の
が
出
来
て
ゐ
る
と
説
明

出
来
る
。

家
元
制
度�

五
月
十
日

前
回
の
話
を
進
め
て
ゆ
く
。
今
日
の
話
は
文
学
の
範
囲
が
広
が

つ
て
行
つ
た
と
い
ふ
話
に
な
る
。
前
回
は
定
家
卿
の
話
で
終
つ

た
。
鎌
倉
以
後
ず
つ
と
続
い
て
こ
れ
ま
で
形
式
的
に
な
か
つ
た

も
の
で
、
江
戸
に
な
つ
て
著
し
く
な
つ
た
の
は
、
家
元
制
度
で

あ
る
。
こ
れ
に
眼
を
つ
け
る
の
が
文
学
史
及
び
芸
術
史
の
視
点

で
あ
る
。
文
学
史
に
於
て
も
そ
れ
を
或
見
方
と
し
て
や
つ
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

江
戸
の
文
学
芸
術
に
於
て
そ
の
発
達
し
て
ゐ
る
方
面
の
も
の
は
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家
元
を
離
れ
て
は
殆
ど
な
い
。
定
家
卿
と
い
ふ
人
は
人
格
は
あ

ん
な
人
で
あ
つ
た
が
、
つ
ま
り
隠
者
態
度
と
家
元
制
度
を
一
つ

に
し
た
人
で
あ
つ
た
。
ま
づ
平
安
朝
の
末
か
ら
家
元
制
度
の
起

因
は
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
其
が
著
し
く
見
え
て
来
た
、
そ
の
代

表
者
を
出
し
て
置
く
の
で
あ
る
。
私
の
文
学
史
で
は
時
と
人
と

を
も
つ
て
事
の
は
じ
め
と
す
る
こ
と
は
出
来
る
だ
け
避
け
た
い

と
思
ふ
。
た
ゞ
代
表
者
を
挙
げ
て
お
く
事
は
話
を
進
め
て
い
く

の
に
都
合
が
い
い
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
安
徳
天
皇
が
海
に
沈

ま
れ
た
か
ら
と
て
、
そ
の
次
か
ら
直
ち
に
時
代
が
変
つ
た
と
す

る
様
な
事
は
到
底
で
き
な
い
。
定
家
が
文
学
に
於
て
さ
う
し
た

為
に
、
逆
に
遡
つ
て
凡
て
の
芸
術
―
―
平
安
朝
か
ら
続
い
て
ゐ

る
芸
術
が
家
元
制
度
で
組
織
せ
ら
れ
て
来
た
。
実
の
と
こ
ろ
平

安
朝
は
家
元
制
度
は
な
か
つ
た
が
、
今
か
ら
見
る
と
あ
つ
た
様

に
見
え
る
。
定
家
の
や
う
な
人
が
出
て
然
様
い
ふ
態
度
を
と
つ

た
の
で
、
凡
て
の
芸
術
が
見
慣
つ
た
。
そ
し
て
逆
に
さ
う
い
ふ

組
織
を
作
つ
て
来
た
。
其
に
は
一
つ
の
原
因
が
あ
る
。

定
家
の
順
応
性　
　

定
家
は
人
間
と
し
て
い
や
な
奴
―
―
奴
と

い
ふ
に
当
る
奴
で
あ
る
が
、
環
境
に
順
応
し
て
行
く
事
に
長
け

て
ゐ
た
。
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
順
応
し
て
行
く
丈
の

力
が
あ
つ
た
。
と
に
か
く
定
家
が
一
人
で
撰
し
た
新
勅
撰
集
が

宇
治
川
集
と
言
は
れ
た
や
う
に
、
武
士
階
級
と
言
ふ
も
の
を
認

め
て
ゐ
た
。
其
は
定
家
一
人
で
な
く
社
会
全
体
が
認
め
て
来
た

の
で
あ
る
。
其
に
此
を
無
視
し
や
う
と
す
る
連
中
が
、
京
都
の

公
家
に
あ
つ
て
、
承
久
の
乱
を
起
し
其
か
ら
ご
ち
や
〳
〵
し
て

か
ら
す
つ
か
り
形
を
変
へ
て
後
醍
醐
天
皇
と
北
条
氏
と
の
争
ひ

と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
定
家
卿
の
青
蛙
や
か
め
れ
お
ん
の
様
に

環
境
に
順
応
し
て
行
く
態
度
が
、
武
士
階
級
の
生
活
態
度
を
よ

く
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

武
士
の
方
は
平
安
朝
か
ら
既
に
然
様
で
あ
る
が
、
自
分
等
の
家

の
系
図
を
飾
る
―
―
か
う
言
ふ
家
筋
だ
と
自
分
等
の
家
の
代
々

の
人
々
を
組
織
立
て
た
も
の
を
作
ら
う
と
す
る
慾
望
に
燃
え
て

ゐ
た
。
其
一
つ
の
表
れ
は
、
武
士
の
家
の
系
図
ひ
と
つ
は
高
名

録
、
つ
ま
り
自
分
の
家
の
歴
史
を
書
き
立
て
る
、
沢
山
居
つ
た

人
に
一
種
の
組
織
を
立
て
る
こ
と
ゝ
（
一
）、
或
る
時
代
の
あ

る
人
の
非
常
な
武
勇
を
ば
、
そ
れ
を
ば
上
司
に
見
せ
る
（
二
）、

と
い
ふ
二
つ
の
形
を
と
つ
て
ゐ
る
。
其
高
名
録
が
次
第
に
文
学

を
生
ん
で
来
る
。
此
処
で
も
一
つ
申
し
添
へ
て
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
は
、
私
の
文
学
史
の
態
度
で
、
高
名
録
は
唯
一
つ

の
原
因
か
ら
起
つ
て
来
た
と
は
云
ひ
た
く
な
い
。
又
、
言
へ
な

い
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
将
来
す
る
原
因
の
本
筋
と
な
る
も
の
も
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あ
る
が
、
又
脇
筋
も
あ
る
。
高
名
録
か
ら
文
学
が
出
来
た
と
言

ふ
事
は
本
筋
で
、
外
に
脇
筋
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
保
元
、
平
治
、

平
家
物
語
、
源
平
盛
衰
記
等
と
云
ふ
も
の
の
起
る
も
と
は
、
上

司
に
奉
つ
た
高
名
録
の
変
化
し
て
他
の
芸
術
の
援
け
、
例
へ
ば

琵
琶
に
か
け
ら
れ
る
と
か
、
語
り
も
の
に
な
る
と
か
を
得
て
、

文
学
に
な
つ
て
来
た
。
然
様
し
た
も
の
に
は
す
べ
て
平
安
朝
の

武
家
の
家
に
対
す
る
一
種
の
歴
史
態
度
が
表
は
れ
て
ゐ
る
。
本

当
の
事
も
述
べ
ら
れ
て
ゐ
よ
う
が
、
大
抵
は
嘘
で
あ
ら
う
。
其

が
次
第
に
発
達
し
て
室
町
時
代
に
な
つ
て
系
図
を
や
か
ま
し
く

言
ふ
や
う
に
な
つ
た
。
系
図
を
や
か
ま
し
く
言
ふ
事
は
も
つ
と

昔
か
ら
で
あ
つ
た
。
酢
と
薑
売
り
が
争
ひ
に
系
図
を
述
べ
る
。

炮
烙
屋
が
喧
嘩
を
す
る
と
言
ふ
た
様
に
室
町
時
代
の
狂
言
の
中

に
は
、
系
図
争
ひ
を
主
題
と
し
て
ゐ
る
も
の
が
沢
山
あ
る
。
其

も
一
つ
の
分
化
で
あ
る
。
江
戸
の
文
学
で
も
や
は
り
同
じ
で
、

系
図
の
言
ひ
立
て
を
す
る
。
歌
舞
妓
に
な
る
と
言
ひ
立
て
が
あ

る
。
其
も
皆
系
図
で
あ
る
。
其
の
間
に
色
々
な
も
の
が
這
入
つ

て
来
る
。「
助
六
」で
も
外
郎
売
り
が
系
図
の
云
ひ
立
て
を
す
る
。

早
口
文
句
が
面
白
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
之
は
歌
舞
妓
十
八
番

に
あ
る
。
歌
舞
妓
は
何
で
も
か
ん
で
も
す
る
。
今
は
大
抵
、
早

口
を
い
ふ
も
の
が
無
く
な
つ
た
の
で
、
一
寸
言
ふ
て
後
は
踊
り

で
ご
ま
か
し
て
ゐ
る
。
又
云
ひ
立
て
の
芸
術
的
に
な
つ
た
も
の

を
つ
ら
ね
と
い
ふ
。
つ
ら
ね
せ
り
ふ
と
言
ふ
の
で
歌
舞
妓
十
八

番
中
の
「
し
ば
ら
く
」
が
然
様
で
、
花
道
七
三
の
と
こ
ろ
で
言

ふ
。
系
図
で
は
な
い
が
、
同
じ
系
統
の
も
の
で
あ
る
。

然
様
な
風
に
日
本
の
芸
術
に
は
殊
に
系
図
を
重
ん
ず
る
傾
向

が
、
平
安
朝
末
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
出
て
来
て
鎌
倉
に
発
達
し
て
室

町
で
完
成
し
、
江
戸
で
転
化
し
て
来
て
ゐ
る
。

定
家
卿
と
い
ふ
人
は
武
家
の
其
の
態
度
を
よ
く
の
み
込
ん
で
、

其
の
生
活
態
度
を
自
分
の
も
の
に
し
た
。
だ
か
ら
定
家
が
、
芸

術
に
於
け
る
家
元
の
は
じ
ま
り
と
言
ふ
べ
き
人
で
あ
る
。
武
家

は
既
に
行
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
流
れ
は
然
様
に
な
つ
て
ゐ

る
。

家
元
制
度
の
発
達　
　

定
家
が
然
様
な
事
を
案
出
し
た
為
に
歌

道
の
師
範
家
が
鎌
倉
か
ら
確
立
し
て
来
た
。
実
の
と
こ
ろ
平
安

の
末
で
あ
る
と
申
し
て
来
た
。
其
形
を
遡
つ
て
琵
琶
は
謡
か
ら

は
じ
ま
つ
た
。
笙
の
笛
は
謡
か
ら
は
じ
ま
つ
た
。
箏
は
謡
に
は

じ
ま
つ
て
謡
が
完
成
し
た
等
と
云
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
。
此
は

鎌
倉
か
ら
遡
つ
て
ゐ
る
。
鎌
倉
に
は
音
楽
書
が
沢
山
あ
る
。
家

元
制
度
の
発
明
者
は
定
家
で
あ
り
、
其
の
一
番
最
初
の
も
の
は

歌
で
あ
る
。
此
の
定
家
の
発
明
し
た
家
元
制
度
は
次
第
に
連
歌
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の
家
元
、
俳
諧
の
家
元
、
江
戸
に
な
る
と
川
柳
の
家
元
、
広
義

で
は
川
柳
を
も
含
め
た
雑
俳
の
家
元
に
発
達
し
て
行
く
。
然
様

な
訣
で
あ
る
か
ら
平
安
朝
の
末
に
既
に
師
範
家
は
有
り
乍
ら
鎌

倉
か
ら
は
じ
ま
つ
た
と
考
へ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
。
其
中
特
殊

な
文
学
が
又
出
て
来
た
。
長
い
歴
史
を
申
す
と
日
本
文
学
の
発

生
か
ら
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
平
安
朝
の
文
献
に
現
れ
て
ゐ

る
も
の
で
も
奈
良
朝
に
あ
り
著
し
く
見
え
て
ゐ
る
の
が
、
平
安

朝
も
百
年
経
た
頃
で
、
連
歌
誹
諧
が
あ
つ
た
。（
誹
俳
両
方
と

も
用
ゐ
て
ゐ
る
。
江
戸
の
一
番
最
後
に
出
て
い
ゝ
と
こ
ろ
を
採

つ
て
単
純
に
し
て
来
た
も
の
に
歌
沢
が
あ
る
。
こ
の
歌
沢
に
も

歌
と
哥
と
二
通
り
の
用
法
が
あ
つ
て
、
系
図
を
云
ひ
立
て
ゝ
誹

俳
同
様
に
争
ふ
て
ゐ
る
）

斯
う
し
た
も
の
が
、
平
安
朝
も
百
年
頃
に
な
る
と
段
々
発
達
し

て
来
た
。
形
式
も
表
現
法
も
変
化
し
て
ゐ
る
が
、
と
も
か
く
長

い
歴
史
を
も
つ
て
来
た
。
連
歌
と
い
ふ
も
の
は
坊
主
の
芸
で
あ

る
。
此
に
は
長
い
原
因
が
あ
る
。
本
当
は
坊
主
の
芸
で
、
連
歌

誹
諧
の
は
じ
め
は
僧
に
あ
る
と
思
ふ
。
坊
さ
ん
等
の
連
歌
誹
諧

の
態
度
が
進
ん
で
来
て
隠
者
に
な
つ
た
。
隠
者
を
三
分
し
て
前

述
し
た
が
、
三
つ
と
も
歌
と
共
に
連
歌
・
誹
諧
を
も
つ
て
ゐ
る
。

此
処
で
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
私
が
、
民
族
や
民
俗

芸
術
に
属
て
書
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
本
の
文
学
芸
術
は

真
面
目
な
芸
が
あ
る
と
其
を
翻
訳
す
る
芸
が
有
る
。
本
当
の
真

面
目
な
芸
は
難
し
く
て
解
ら
な
い
。
其
は
神
の
も
の
で
あ
る
か

ら
で
、
今
様
に
翻
訳
し
て
見
せ
る
。
其
が
時
代
と
生
活
の
分
れ

る
根
本
の
事
で
あ
る
。
時
代
の
も
の
を
分
け
て
王
代
も
の
、
家

も
の
と
分
け
て
来
た
。
と
に
か
く
神
の
も
の
で
分
ら
ぬ
も
の
を

今
の
言
葉
、
表
出
で
示
す
為
の
芸
が
起
つ
て
来
る
。
即
ち
副
演

出
と
い
ふ
事
が
行
は
れ
る
。
象
徴
的
な
も
の
を
く
だ
い
て
分
る

や
う
に
今
様
に
す
る
。
其
の
副
演
出
が
非
常
に
殖
ゑ
て
来
る
。

殊
に
芸
能
演
劇
的
の
方
面
に
多
い
。
連
歌
誹
諧
と
い
ふ
も
の
も

実
の
と
こ
ろ
元
の
出
発
点
は
短
歌
に
対
し
て
発
達
し
て
来
た
。

或
は
短
歌
よ
り
古
い
と
思
う
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
短
歌
を
本

流
の
芸
術
と
見
た
為
に
短
歌
の
翻
訳
芸
術
と
言
ふ
形
で
使
う
て

ゐ
た
。

副
演
出
が
も
つ
滑
稽
味　
　

日
本
の
副
演
出
は
条
件
的
に
滑
稽

と
い
ふ
事
が
伴
つ
て
ゐ
る
。
滑
稽
或
は
皮
肉
の
方
面
が
条
件
的

に
く
つ
ゝ
い
て
来
る
。
此
も
理
由
は
あ
る
が
、
こ
ゝ
で
は
述
べ

な
い
。

連
歌
、
俳
諧
の
出
発
は
あ
る
古
い
時
代
か
ら
和
歌
と
一
緒
に
や

つ
て
来
た
。
和
歌
が
本
筋
の
も
の
で
、其
に
は
階
段
が
あ
つ
た
。
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一
、
和
歌　
（
短
歌
）

　
　

二
、
誹
諧

　
　
　
　

連
歌　

順
序
か
ら
云
へ
ば
誹
諧
の
方
が
先
で
あ
る
が
、
後
の
文
学
に
世

間
が
価
値
を
つ
け
た
の
は
連
歌
。
だ
か
ら
此
処
は
一
緒
に
し
て

お
く
。

斯
う
言
ふ
風
に
な
つ
て
来
る
。
誹
諧
は
滑
稽
・
皮
肉
に
ゆ
き
、

連
歌
の
方
は
和
歌
の
間
の
延
び
た
様
な
芸
術
に
な
つ
て
ゐ
る
。

其
を
ば
寺
で
扱
つ
て
ゐ
る
。
殊
に
連
歌
の
方
は
主
と
し
て
寺
の

芸
で
あ
つ
た
。
寺
計
り
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
其
が
三
種
類
の

隠
者
の
中
に
這
入
つ
て
来
た
。
何
故
か
と
言
ふ
と
、
文
学
を
観

賞
し
、
味
は
ふ
階
級
が
変
つ
て
来
た
。
其
ま
で
は
公
家
で
あ
つ

た
の
が
、
鎌
倉
に
な
る
と
武
家
が
観
賞
階
級
と
な
つ
た
。
同
時

に
醞
醸
階
級
と
も
な
り
、
正
式
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
作
者
の

階
級
に
も
な
つ
た
。
だ
か
ら
自
然
嗜
み
ら
し
い
と
こ
ろ
が
出
て

来
て
、
和
歌
は
公
家
の
も
の
だ
、
武
家
の
も
の
は
連
歌
誹
諧
を

事
と
す
る
と
い
ふ
風
に
な
つ
て
来
る
。
分
か
り
易
く
手
取
り
早

く
言
ふ
と
此
ま
で
の
隠
者
階
級
の
も
の
が
、
公
家
に
は
歌
を
、

武
家
に
は
連
歌
誹
諧
を
師
範
す
る
事
と
な
つ
た
。
こ
れ
は
比
較

的
に
言
ふ
た
の
で
勿
論
公
家
に
連
歌
誹
諧
を
、
武
家
に
歌
を
師

範
す
る
事
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

平
安
朝
の
末
か
ら
鎌
倉
の
初
期
に
か
け
て
変
て
こ
な
時
代
で
、

わ
れ
〳
〵
の
国
の
歴
史
の
上
で
、
室
町
時
代
と
平
安
朝
の
末
と

が
、
一
番
興
味
の
あ
る
時
代
で
、
若
い
学
者
の
本
当
に
働
け
る

時
代
で
あ
る
。
平
安
朝
の
末
は
公
家
が
地
下
の
生
活
を
学
ん
で

ゐ
る
時
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
白
河
院
が
丹
後
局
を
め
と
ら
れ
た

時
初
夜
わ
ざ
〳
〵
局
の
と
こ
ろ
へ
行
つ
た
。
男
が
女
の
と
こ
ろ

へ
行
く
の
は
民
間
に
あ
つ
た
風
で
地
下
で
は
婿
入
り
を
す
る
。

民
間
の
演
劇
・
舞
踊
に
対
し
て
貴
族
・
皇
族
が
近
づ
い
て
来
て

其
と
同
じ
様
な
生
活
を
す
る
。
好
意
の
も
て
る
時
代
で
あ
る
。

然
様
し
た
平
安
朝
末
の
状
態
に
引
き
続
い
た
鎌
倉
時
代
で
、（
自

然
の
過
渡
期
を
考
へ
の
中
に
入
れ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。）

其
の
頃
丁
度
よ
く
後
鳥
羽
院
が
出
た
。
芸
術
に
勝
れ
て
ゐ
て
、

其
の
前
後
の
天
子
に
は
こ
の
御
方
程
す
ぐ
れ
た
方
は
ゐ
な
か
つ

た
。
其
の
代
り
後
鳥
羽
院
は
非
常
に
自
由
過
ぎ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
其
様
な
方
で
あ
る
か
ら
民
間
の
芸
術
を
う
ん
と
取
込
ん
で

ゐ
る
。新
古
今
集
を
見
て
も
分
る
事
で
あ
る
。民
謡
の
味
が
堂
々

た
る
勅
撰
集
に
出
て
ゐ
る
。
其
以
外
に
も
民
間
の
芸
術
を
取
り

入
れ
ら
れ
て
そ
れ
〴
〵
に
達
し
て
居
ら
れ
る
。
う
か
れ
め
に
皇

子
を
生
ま
せ
て
ゐ
ら
れ
る
。
さ
う
い
ふ
乱
雑
な
成
金
的
な
無
茶
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苦
茶
な
時
代
に
文
学
芸
術
は
飛
躍
す
る
。
さ
う
し
た
時
代
に
は

根
本
に
飛
躍
す
る
力
を
も
つ
て
ゐ
る
。
後
鳥
羽
院
が
其
典
型
的

な
方
で
あ
つ
た
。
時
代
に
も
又
其
の
風
が
あ
つ
た
。

連
歌
の
学
問
化　
　

連
歌
誹
諧
が
武
家
の
階
級
は
勿
論
、
公
家

の
階
級
に
も
発
達
し
て
来
た
。
和
歌
と
学
問
は
同
じ
価
値
を
持

つ
て
来
て
ゐ
た
。
歌
は
当
時
学
問
と
見
ら
れ
て
ゐ
た
。
其
中
連

歌
誹
諧
が
芸
術
的
に
扱
は
れ
て
武
家
は
連
歌
を
主
と
し
て
其
く

だ
け
た
芸
と
し
て
誹
諧
を
す
る
。
故
に
和
歌
の
副
演
出
が
、
連

歌
と
な
り
、
連
歌
の
副
演
出
が
、
誹
諧
と
な
る
。
其
を
公
家
も

す
る
様
に
な
つ
た
。

連
歌
は
鎌
倉
の
は
じ
め
に
既
に
文
学
と
し
て
の
扱
ひ
を
受
け
て

ゐ
る
。
が
、
歴
史
が
あ
る
か
ら
文
学
だ
と
云
は
な
か
つ
た
。
少

く
と
も
文
学
で
あ
る
為
に
は
、
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
。
連
歌
に
は
学
問
の
基
礎
が
無
か
つ
た
。
だ
か
ら
文
学
と
な

ら
な
か
つ
た
の
が
、
次
第
に
時
を
経
て
、
連
歌
が
学
問
の
基
礎

を
も
つ
て
来
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
の
が
、室
町
時
代
で
あ
る
。

其
は
所
謂
室
町
よ
り
少
し
早
く
南
北
朝
時
代
で
あ
る
。
和
歌
を

作
る
人
の
他
に
連
歌
を
専
門
と
す
る
人
が
出
て
来
る
。
矢
張
り

隠
者
で
あ
る
。連
歌
が
文
学
と
な
つ
た
の
は
菟
玖
波
集
に
よ
る
。

こ
の
本
が
連
歌
が
世
に
文
学
と
し
て
認
め
ら
れ
た
最
初
で
、
認

め
さ
せ
る
努
力
が
成
功
し
て
準
勅
撰
集
と
な
つ
た
。

新
興
文
学�

五
月
十
七
日

江
戸
か
ら
今
ま
で
残
つ
て
ゐ
る
家
元
制
度
の
起
元
と
も
云
ふ
話

を
し
て
其
が
歌
道
の
師
範
家
か
ら
出
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
、
更

に
連
歌
誹
諧
の
話
を
し
て
置
い
た
。

今
日
の
話
は
細
論
に
入
る
順
路
と
し
て
口
頭
の
文
学
と
書
物
の

文
学
と
の
交
錯
し
て
ひ
と
つ
の
自
由
な
文
学
を
作
り
出
し
た
こ

と
、
其
中
心
が
室
町
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
為
事
が
本
当
に
完
成

し
た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る
と
い
ふ
事
の
概
略
を
述
べ
る
。

普
通
の
文
学
史
に
よ
つ
て
も
鎌
倉
時
代
は
新
し
い
文
章
が
起
つ

て
来
た
時
代
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
階
級
的
に
言
ふ
と
、
武
家

の
文
学
が
興
つ
て
来
た
時
代
だ
と
い
ふ
。
武
家
の
文
学
と
云
ふ

べ
き
も
の
即
ち
軍
記
物
が
熾
ん
に
興
つ
た
時
代
だ
と
言
は
れ
て

ゐ
る
。
こ
れ
は
も
つ
と
内
面
的
に
這
入
つ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
普
通
云
ふ
和
漢
混
淆
文
が
出
来
た
と
云
ふ
方
が
、
も
つ

と
適
切
で
あ
る
。
そ
の
和
漢
混
淆
文
の
出
来
た
の
は
必
ず
し
も

武
家
に
は
じ
ま
つ
た
事
で
は
な
い
。
其
が
武
家
の
高
名
録
か
ら

出
て
ゐ
る
の
は
本
当
で
、其
を
育
て
ゝ
来
た
の
は
隠
者
階
級
で
、

之
が
働
い
て
一
方
で
は
隠
者
階
級
特
有
の
文
学
を
生
み
出
し
て
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ゐ
る
。
戦
記
文
学
以
外
に
隠
者
文
学
は
豊
富
に
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
等
を
通
じ
て
見
る
事
は
、
女
流
発
想
法
か
ら
開
放
さ
れ
た

自
由
な
文
学
、
女
流
の
発
想
法
の
物
語
文
の
中
に
、
男
の
自
由

な
表
現
と
新
し
い
外
国
文
の
発
想
法
を
入
れ
て
来
た
事
が
す
べ

て
の
隠
者
階
級
の
文
学
に
現
れ
て
ゐ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ

れ
は
日
本
固
有
の
発
想
法
を

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

鎌
倉
室
町
の
文
学
に
条
件
を
つ
け
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
は
、
過
去
に
そ
ん
な
事
が
あ
つ
た
か
と
云
ふ
事
で
、
然
様
な

事
は
奈
良
朝
に
あ
つ
た
。
漢
学
者
が
従
来
の
口
頭
の
文
章
の
文

脈
に
す
が
り
乍
ら
そ
の
文
章
に
新
し
い
表
現
法
を
加
へ
た
。（
こ

の
表
現
法
は
主
に
形
式
の
方
面
で
、
発
想
法
は
形
式
内
容
分
れ

ぬ
も
の
を
い
ふ
）
其
が
よ
ほ
ど
下
手
に
現
は
れ
た
の
は
、
変
な

も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
後
世
に
な
る
と
、
其
が
一
寸
わ
か
ら

ぬ
。
と
も
か
く
表
現
法
発
想
法
に
大
分
妥
協
が
あ
る
。

室
町
鎌
倉
に
現
は
れ
た
文
学
の
発
想
法
は
自
分
等
の
自
由
な
発

想
法
を
出
す
為
に
従
来
の
女
流
の
も
の
で
は
満
足
し
き
れ
な
か

つ
た
。第
一
に
生
活
が
違
う
て
ゐ
る
。其
で
変
つ
た
外
国
文（
人
）

の
翻
訳
く
さ
い
も
の
を
加
へ
て
来
た
。
其
を
普
通
世
間
で
は
和

漢
混
淆
文
だ
と
言
ふ
て
ゐ
る
が
、
単
純
に
律
す
る
事
の
出
来
な

い
も
の
で
あ
る
。

此
新
し
い
日
本
の
自
由
文
に
は
段
階
が
あ
る
。
男
性
的
で
あ
つ

て
、
書
い
て
あ
る
人
物
、
語
彙
が
、
武
家
の
生
活
に
近
い
も
の

が
あ
る
。
此
が
軍
記
物
・
戦
記
物
で
あ
る
。

其
の
外
な
ほ
純
粋
の
隠
者
が
隠
者
と
し
て
筆
を
と
つ
た
も
の
で

（
其
と
言
ふ
の
は
軍
記
物
・
戦
記
物
は
隠
者
が
頼
ま
れ
て
書
い

た
も
の
で
妥
協
し
て
書
い
て
ゐ
る
）。
隠
者
が
自
由
な
気
持
ち

を
出
し
て
ゐ
る
文
学
が
あ
る
。
抄
物
の
種
類
の
文
学
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
文
学
の
一
流
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
又
物
語
派
の
も

の
と
漢
文
脈
の
多
い
も
の
と
二
つ
に
な
つ
て
ゐ
る
。
新
し
い
言

葉
の
刺
戟
を
受
け
た
東
語
等
で
あ
る
。
東
語
彙
・
発
想
法
を
取

り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
も
の
を
排
斥
す
る
事
な
し
に

何
で
も
取
り
込
ん
だ
の
は
、
平
安
朝
の
終
り
か
ら
鎌
倉
に
か
け

て
の
事
で
、
公
家
か
ら
武
家
に
移
つ
た
根
本
の
訣
で
あ
る
。
だ

か
ら
東
人
の
語
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
が
、
外
国
文
章
の
影
響

も
受
け
て
ゐ
る
。
此
は
同
じ
事
で
あ
る
。
帰
化
僧
・
留
学
の
僧

の
使
ふ
詞
が
、
又
新
し
い
刺
戟
を
与
へ
る
。
世
の
中
は
詞
の
刺

戟
に
飢
え
て
ゐ
る
。
殊
に
武
家
の
時
代
の
始
め
の
特
色
と
し
て

方
言
或
は
外
国
語
の
語
感
（
言
語
情
調
）
を
好
ん
で
受
け
入
れ

た
。
為
に
世
の
中
の
言
葉
が
変
つ
て
来
た
。
言
葉
の
変
化
す
る

に
つ
れ
て
世
の
中
の
情
調
が
、
次
第
に
変
化
し
て
行
く
。
其
処
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に
時
代
の
旋
回
し
た
事
が
文
学
を
通
し
て
現
れ
て
来
る
。
世
の

中
は
ま
づ
詞
か
ら
変
へ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
。

抄
物　
　

抄
物
に
は
物
語
系
統
を
引
い
た
も
の
と
漢
文（
内
典
・

外
典
）
的
発
想
法
を
用
ゐ
た
も
の
と
二
通
り
あ
る
。
其
の
外
に

も
一
つ
あ
る
。
即
ち
日
記
体
の
文
学
で
あ
る
。

日
記
体
の
文
学
は
別
に
一
項
設
け
て
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
物
語
風
の
日
記
も
あ
る
。
本
当
の
書
記
官
の
書
い
た
日
記

も
あ
る
。
平
安
朝
の
日
記
と
言
は
れ
る
も
の
は
、
物
語
と
同
じ

で
、武
家
に
な
つ
て
か
ら
の
日
記
は
書
記
官
の
書
い
た
日
録
で
、

鎌
倉
の
は
じ
め
の
頃
の
も
の
で
見
る
と
、
抄
物
文
学
と
殆
ん
ど

同
じ
形
の
も
の
で
あ
る
。

　
　

物
語
系
統

　
　

内
外
典
系
統

　
　

日
録
系
統

こ
の
三
者
が
抄
物
系
統
に
這
入
つ
て
来
る
。
隠
者
に
す
べ
て
あ

る
日
録
系
の
文
学
と
言
ふ
も
の
は
、
鎌
倉
時
代
の
文
学
の
根
幹

と
考
へ
て
ゐ
る
。
東
鑑
風
の
和
漢
混
淆
体
で
何
年
何
月
何
日
に

何
が
あ
つ
た
と
言
ふ
風
に
叙
述
し
て
行
く
も
の
で
、
一
見
漢
文

ら
し
い
が
本
当
は
漢
文
の
顛
倒
の
規
約
に
す
が
り
乍
ら
書
い
た

日
本
文
で
あ
る
。
か
ゝ
る
物
が
出
て
来
る
と
又
変
つ
た
筆
記
物

が
、
出
て
来
る
。
此
が
一
番
大
切
な
文
学
で
あ
る
。
が
併
し
此

は
極
く
一
部
分
だ
と
思
ふ
。

抄
物
と
い
ふ
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
言
ふ
と
、
其
の
意
味
は
時

代
に
よ
つ
て
変
つ
て
ゐ
て
一
口
に
は
言
へ
な
い
。
抄
と
は
抄
き

書
き
で
、
読
書
の
際
必
要
と
思
ふ
と
こ
ろ
を
書
き
抜
い
て
お

く
。
そ
し
て
其
を
貼
附
し
て
置
く
。
其
が
纏
め
ら
れ
て
抄
物
と

な
る
。
近
世
―
―
室
町
時
代
以
後
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
抄
物

の
特
質
は
主
と
し
て
注
釈
も
の
と
言
ふ
感
じ
に
な
つ
て
ゐ
る
。

仏
教
の
方
で
も
、
漢
文
の
方
で
も
、
日
本
文
の
側
で
も
注
釈
物

の
意
味
に
見
て
ゐ
る
。（
本
来
の
意
は
抄
き
書
き
を
巻
物
へ
貼

り
付
け
て
行
く
の
で
あ
つ
た
）。
こ
れ
が
抄
物
の
本
体
だ
と
思

ふ
。
抄
物
の
上
に
は
或
書
物
、
本
の
上
に
づ
た
〳
〵
つ
け
て
行

く
系
統
が
延
び
て
行
く
と
、
其
事
に
つ
い
て
出
て
来
る
外
の
事

実
を
参
考
に
貼
り
付
け
て
お
く
。
其
が
注
釈
書
と
い
ふ
形
に
な

る
。
源
氏
物
語
湖
月
抄
、
枕
草
子
春
曙
抄
等
と
云
ふ
風
に
注
釈

書
を
抄
と
云
ふ
訣
で
、
其
は
寺
家
の
方
に
多
く
見
ら
れ
る
や
う

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
以
前
は
文
学
と
文
学
で
無
い
も
の
と
芸
術

と
色
々
の
話
が
混
じ
る
。
然
様
な
の
は
、
書
物
に
貼
り
付
け
て

行
く
方
で
あ
る
が
、
巻
物
に
貼
り
付
け
て
行
く
系
統
は
、
貼
り

付
け
て
行
く
と
い
ふ
事
が
段
々
昔
か
ら
あ
る
。
絵
巻
物
と
一
緒
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に
な
つ
て
絵
と
交
互
に
書
き
混
じ
へ
て
行
く
様
に
な
つ
た
。
鎌

倉
時
代
の
は
じ
め
か
ら
室
町
時
代
の
は
じ
め
へ
か
け
て
の
抄
物

の
特
質
は
、
絵
巻
物
系
統
の
も
の
だ
と
考
へ
る
。
少
く
と
も
絵

巻
物
の
形
と
妥
協
し
た
形
で
あ
る
。
古
い
も
の
を
見
る
と
事
件

と
絵
と
が
並
行
し
て
ゐ
る
。
後
に
は
文
句
と
絵
と
が
交
互
に
書

か
れ
る
や
う
に
な
つ
て
行
く
。
と
こ
ろ
が
絵
巻
物
の
中
の
一
流

を
な
す
寺
家
系
統
の
絵
巻
物
で
は
不
思
議
な
も
の
が
あ
る
。
例

へ
ば
、
因
果
経
絵
巻
と
言
ふ
も
の
が
、
奈
良
朝
に
あ
る
。
上
に

絵
が
あ
り
、
下
に
経
文
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
平
安
朝
で
は
判
ら

な
い
が
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
同
じ
絵
巻
で
絵
巻
の
中
に
色

紙
を
加
へ
て
行
く
、
其
に
経
文
を
書
い
て
行
く
。
其
貼
附
し
た

紙
が
所
謂
色
紙
の
も
と
だ
と
思
は
れ
る
。
私
は
因
果
経
絵
巻
の

流
れ
が
か
く
変
化
し
て
来
た
の
だ
と
思
う
て
ゐ
た
が
、
其
考
へ

は
変
へ
ね
ば
な
ら
な
い
時
に
逢
着
し
た
。
私
は
絵
巻
物
の
上
に

抄
物
が
、
這
入
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
見
る
。
中
に
は
絵
が
無
く
な

つ
て
文
句
許
り
の
も
の
も
あ
る
。
併
乍
ら
現
存
す
る
書
物
か
ら

類
推
し
て
逆
に
昔
は
か
う
だ
つ
た
と
決
定
す
る
事
は
絶
対
に
い

け
な
い
。
源
氏
物
語
も
然
様
で
、
後
に
な
る
と
、
と
う
て
い
絵

が
画
け
な
い
の
で
、
文
句
許
り
書
く
。
宇
津
保
物
語
で
も
文
句

は
別
で
、
其
終
り
に
其
を
か
い
つ
ま
ん
だ
様
な
文
句
が
載
つ
て

ゐ
る
。
其
は
絵
の
説
明
で
あ
つ
た
の
が
絵
の
み
脱
落
し
て
、
文

句
が
残
つ
た
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
宇
津
保
物
語
は

鎌
倉
時
代
の
も
の
）。

隠
者
階
級
は
芸
術
階
級
で
あ
る
か
ら
昔
の
物
語
を
写
す
に
も
、

絵
を
書
い
た
で
あ
ら
う
が
、
段
々
絵
を
習
ふ
事
が
家
庭
教
育
か

ら
遠
ざ
か
つ
て
字
許
り
書
く
や
う
に
な
る
。
今
存
つ
て
ゐ
る
も

の
に
絵
が
無
い
か
ら
と
言
ふ
て
昔
も
絵
が
無
か
つ
た
の
だ
と
は

言
へ
ぬ
。
其
絵
に
つ
い
て
ゐ
る
紙
は
抄
物
の
発
達
し
た
も
の
と

思
は
れ
る
。
宇
津
保
物
語
に
な
る
と
、
抄
物
が
二
つ
重
な
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
抄
物
の
中
の
物
語
系
統
の
も
の
は
事
実
を
主

と
し
た
教
訓
的
の
も
の
ゝ
類
話
を
集
め
て
ゐ
る
。
事
実
だ
と
信

じ
た
類
話
を
書
い
て
絵
を
画
い
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
絵
と
話
が
交

錯
し
て
続
く
の
で
あ
る
。
絵
と
物
語
と
が
、
断
片
的
に
な
ら
な

い
と
調
和
出
来
な
い
。
之
が
後
に
絵
が
先
に
あ
つ
て
其
に
説
明

を
つ
け
、
又
其
後
に
絵
を
画
き
、
説
明
を
つ
け
る
と
云
ふ
傾
向

と
な
つ
て
来
た
の
だ
と
思
ふ
。
併
乍
ら
之
は
、
話
が
断
片
的
で

あ
つ
た
。
其
が
絵
の
手
数
を
省
い
て
、
物
語
だ
け
書
く
事
に
な

る
。
之
は
あ
ま
り
遡
ら
な
い
で
お
い
て
も
、
鎌
倉
時
代
や
室
町

時
代
に
は
じ
ま
つ
た
事
で
は
な
い
。
然
様
な
教
訓
的
類
話
集
は

元
は
、
物
語
が
絵
詞
と
し
て
発
達
し
た
の
で
、
絵
詞
風
の
現
は
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し
方
を
と
つ
て
来
る
。
抄
物
と
し
て
は
、
一
番
物
語
風
に
や
は

ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
新
し
い
語
彙
が
這
入
り
、
新

発
想
法
が
加
は
つ
て
ゐ
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
作
者
の
境
遇
が

或
点
ま
で
見
え
る
。作
者
は
大
抵
批
評
的
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。

遊
ん
で
ゐ
る
階
級
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
語
系
の
抄
物
に
も

批
評
的
な
態
度
が
出
て
ゐ
る
。
物
語
絵
の
系
統
の
も
の
を
客
意

に
於
て
話
す
も
の
が
便
利
で
、
第
一
位
に
置
く
べ
き
も
の
が
、

一
種
の
教
訓
集
と
言
ふ
様
な
も
の
に
な
つ
て
来
る
。

例
へ
ば
江
戸
の
文
学
の
源
に
な
つ
て
来
る
も
の
故
に
大
事
な
も

の
で
あ
る
が
、
西
行
法
師
撰
集
抄
、
平
康
頼
法
師
の
宝
物
集
、

も
少
し
時
代
が
下
つ
て
、
無
住
国
師
の
沙
石
集
、
又
室
町
幕
府

の
は
じ
め
頃
、
或
隠
者
の
作
つ
た
十
訓
抄
等
と
言
ふ
も
の
は
、

僧
侶
の
手
に
な
つ
た
も
の
で
、
皆
国
文
的
に
過
ぎ
る
程
国
文
脈

な
も
の
で
あ
る
（
沙
石
集
は
別
）。

此
等
は
名
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
作
者
が
作
つ
た
と
は
思
は
れ
な

い
。
鎌
倉
時
代
の
も
の
に
つ
い
て
は
大
抵
言
へ
る
事
で
あ
る
。

後
に
次
第
に
書
き
加
へ
て
行
つ
た
も
の
と
見
て
ゐ
る
。
分
量
が

次
第
に
増
し
、
前
の
本
の
形
が
気
に
入
ら
ぬ
か
ら
等
い
ふ
て
書

き
易
へ
て
お
い
て
名
前
は
前
者
の
を
そ
の
ま
ゝ
に
し
て
ゐ
る
。

ま
だ
〳
〵
か
ゝ
る
書
物
は
出
て
来
る
。

こ
の
事
は
普
通
に
話
す
と
平
安
朝
に
あ
つ
た
。
今
昔
物
語
、
或

は
そ
の
一
つ
先
の
三
宝
絵
詞
等
と
い
ふ
も
の
ゝ
流
れ
だ
と
直
ぐ

に
考
へ
ら
れ
る
が
、
事
実
は
単
に
其
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
類

話
集
が
撰
集
抄
以
下
の
元
に
な
る
と
理
想
が
は
つ
き
り
し
て
ゐ

る
。
同
時
に
歌
ふ
も
の
と
言
ふ
要
素
が
、
這
入
つ
て
ゐ
る
様
に

思
は
れ
る
。
文
章
が
違
つ
て
ゐ
る
。
目
指
し
て
ゐ
る
理
想
的
の

生
活
が
違
ふ
の
で
あ
る
。
ま
だ
は
つ
き
り
す
る
言
葉
が
見
当
た

ら
ぬ
が
、
著
し
く
教
訓
が
、
深
く
な
つ
て
来
る
。
其
教
訓
が
次

第
に
近
世
風
の
因
果
応
報
と
言
ふ
考
へ
に
陥
込
ん
で
行
く
傾
向

を
見
せ
て
ゐ
る
。

室
町
の
末
か
ら
徳
川
に
か
け
て
の
近
世
文
学
か
ら
因
果
物
語
、

因
果
応
報
を
抜
い
て
了
へ
ば
、
何
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、

其
の
匂
ひ
が
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
深
く
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。

抄
物
に
於
け
る
逸
話
集　
　

か
う
し
た
風
の
抄
物
は
、
語
ら
れ

た
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。形
か
ら
考
へ
る
と
一
種
の
逸
話
集
で
、

然
様
い
ふ
意
味
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
か
ゝ
る
抄
物
の
外
に
か
た
い
抄
物
が
あ
る
。
こ
の

類
の
抄
物
は
本
当
は
絵
は
な
い
の
で
あ
ら
う
が
、
話
は
や
は
り

断
片
的
な
逸
話
で
あ
る
。
仏
語
を
漢
訳
し
た
や
う
な
も
の
で
、

古
事
談
、
続
古
事
談
、
愚
管
抄
等
で
、
仏
教
式
抄
物
の
形
を
具
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へ
た
逸
話
集
で
、
皮
肉
な
批
評
を
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
割
合
に

仏
教
の
事
を
説
い
て
ゐ
な
い
。
本
当
の
抄
物
は
物
語
と
違
ふ
。

物
語
は
人
を
ひ
き
つ
れ
て
行
く
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
が
抄
物
は
も

と
〳
〵
抄
き
書
き
で
、
貼
り
付
け
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
別
で

あ
る
。
そ
し
て
僧
侶
が
書
き
乍
ら
、
寺
家
風
の
教
訓
は
割
合
に

少
な
い
。

抄
物
の
中
に
は
前
述
の
ご
と
く
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
訣
で
あ

る
。
固
い
方
は
学
者
階
級
の
方
に
読
ま
れ
、
仮
名
の
方
は
、
歌

は
れ
て
絵
解
き
の
材
料
に
使
は
れ
た
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
が
抄
物
の
中
に
特
殊
な
も
の
が
出
て
来
て
ゐ
る
。
こ
れ

は
寺
家
の
文
学（
鎌
倉
室
町
を
通
じ
て
漢
文
学
が
栄
え
て
ゐ
る
。

江
戸
に
な
つ
て
か
ら
儒
学
と
文
学
が
妥
協
し
て
栄
え
て
ゐ
る
。

文
学
の
方
は
軟
文
学
に
な
つ
た
。
つ
ま
り
本
当
に
熾
ん
で
あ
つ

た
の
は
、
五
山
文
学
で
帰
化
僧
又
は
其
の
弟
子
等
の
伝
へ
て
ゐ

た
文
学
で
あ
つ
た
。
日
本
の
文
学
は
奈
良
朝
に
栄
え
て
、
そ
れ

が
、
ち
よ
び
〳
〵
続
い
て
ゐ
た
が
、
鎌
倉
室
町
に
栄
え
た
）
で
、

其
の
僧
の
間
に
経
典
の
注
釈
の
外
に
詩
文
の
抄
き
書
き
が
出
て

来
る
（
一
）。
こ
れ
は
室
町
か
ら
徳
川
に
続
い
て
江
戸
に
な
る

と
句
帳
と
い
ふ
や
う
な
形
に
変
つ
て
来
て
ゐ
る
。
其
の
形
を
坊

さ
ん
等
が
と
つ
た
。又
こ
れ
に
対
抗
し
た
陰
陽
道
の
咒
禁
師
が
、

俄
か
に
神
代
か
ら
伝
つ
て
ゐ
る
秘
法
を
や
か
ま
し
く
云
ひ
出
し

た
。
そ
こ
に
寺
方
の
方
の
新
医
療
法
が
日
本
に
入
つ
て
来
、
そ

の
書
物
の
形
が
、
句
帳
と
同
じ
形
を
と
つ
て
来
る
（
二
）。
何

の
病
に
は
何
薬
が
よ
い
と
言
ふ
事
を
あ
ち
こ
ち
か
ら
抄
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
句
帳
の
形
を
と
つ
た
二
つ
の
も
の
は
共
に
寺

か
ら
出
た
事
で
あ
つ
て
、
江
戸
の
芝
居
評
判
記
の
形
の
源
流
、

菎
蒻
本
（
洒
落
本
）
の
源
流
で
あ
る
。（
洒
落
本
は
横
本
仕
立

て
の
も
の
を
、
縦
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
文
学
―
―
江

戸
頃
の
―
―
は
本
の
装
幀
と
文
学
の
内
容
と
が
一
致
し
て
ゐ

る
。）

芝
居
評
判
記
の
も
と
は
少
く
と
も
室
町
時
代
の
僧
の
詩
文
の
抄

き
書
き
な
る
句
帳
、
医
者
の
覚
え
書
な
る
医
方
か
ら
で
、
抄
物

の
一
つ
系
統
で
あ
つ
た
。
句
帳
医
方
は
少
し
も
文
学
的
で
な
い

が
、
江
戸
の
評
判
記
に
な
つ
て
飛
躍
し
て
ゐ
る
。

句
帳
の
形
は
同
じ
抄
物
と
は
言
ひ
乍
ら
、
巻
物
を
使
は
な
か
つ

た
。鎌
倉
時
代
か
ら
は
巻
物
の
勢
力
は
袋
草
紙
に
移
つ
て
ゐ
る
。

で
帳
□
に
貼
り
付
け
る
事
と
な
り
、
或
は
帳
面
に
抄
き
書
き
す

る
や
う
に
な
る
。
前
述
の
絵
詞
の
系
統
と
思
は
れ
る
抄
物
、
宝

物
集
、
撰
集
抄
等
は
、
語
ら
れ
た
ら
う
と
言
ふ
た
が
、
同
類
の

も
の
で
語
ら
れ
た
も
の
は
、
沢
山
あ
つ
た
。
絵
の
側
に
文
句
が
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つ
い
て
ゐ
る
の
を
読
み
上
げ
る
。
文
字
が
つ
い
て
ゐ
な
い
と
有

難
く
な
い
の
で
、
字
つ
き
の
棒
を
持
つ
て
来
る
。
昔
は
口
で
語

つ
た
に
違
ひ
な
い
が
、
口
頭
の
文
章
の
時
代
は
決
し
て
絶
え
た

の
で
は
な
い
。
口
頭
の
文
学
は
卑
し
い
と
考
へ
ら
れ
た
時
代
が

其
の
傍
ら
に
あ
つ
た
。
其
が
鎌
倉
・
室
町
の
時
代
に
強
く
な
り
、

江
戸
に
這
入
つ
て
ゆ
く
。

絵
解
き
は
お
経
と
同
様
に
巻
物
を
広
げ
、
字
つ
き
の
棒
で
字
を

さ
し
て
読
み
上
げ
る
。
そ
れ
を
商
売
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

路
傍
で
行
ふ
た
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
其
が
懸
物
に
な
り
、
其

の
説
明
の
文
句
は
、暗
誦
せ
ら
れ
て
本
当
の
口
頭
文
学
と
な
り
、

卑
し
い
文
学
と
な
つ
た
。
そ
の
文
学
に
対
す
る
待
遇
が
低
く
な

つ
て
来
た
の
で
あ
る
。

然
様
に
し
て
口
頭
の
文
学
と
文
字
の
文
学
が
交
錯
し
て
行
く
。

そ
の
考
へ
を
一
方
日
録
体
の
抄
物
の
方
に
移
し
て
行
く
。
先
づ

第
一
に
問
題
に
な
る
の
が
東
鑑
で
、
之
は
都
鏡
と
対
立
し
た
書

名
で
、
権
力
階
級
の
人
に
対
す
る
一
種
の
処
世
訓
と
な
る
先
蹤

集
で
あ
つ
た
。
そ
れ
を
か
ゞ
み
と
云
ふ
。
京
の
都
の
時
代
の
末

か
ら
鎌
倉
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
盛
ん
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
東
で
も
や
ら
う
と
誇
つ
て
や
つ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
本
当
の
鎌
倉
幕
府
の
日
記
で
な
く
、
抄
物

と
い
ふ
事
に
這
入
る
と
こ
ろ
を
集
め
て
来
た
も
の
で
、
東
鑑
は

そ
の
編
纂
物
で
あ
る
事
は
八
代
さ
ん
が
既
に
言
ふ
て
ゐ
る
。
見

る
と
、
大
分
後
に
諸
家
の
材
料
を
集
め
て
作
つ
た
歴
史
的
抄
物

に
違
ひ
な
い
。
日
記
が
そ
の
土
台
で
あ
ら
う
が
。
先
蹤
集
的
の

歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
で
本
当
の
日
記
で
は
な
い
。
従
つ
て
嘘
が

あ
る
。
伝
説
の
領
分
に
な
る
と
、
東
鑑
は
も
ろ
い
の
で
あ
る
。

曽
我
兄
弟
の
事
等
は
、
後
に
な
つ
て
出
来
た
事
で
あ
る
。
伝
説

を
作
る
力
は
誰
も
無
い
が
、
昔
か
ら
類
型
の
も
の
が
興
る
と
、

そ
の
類
型
の
伝
説
に
な
つ
て
ず
つ
と
変
つ
て
行
く
。
虎
御
前
の

事
等
は
全
く
嘘
で
あ
る
と
思
ふ
。
伝
説
の
学
問
の
上
か
ら
信
じ

ら
れ
な
い
。
東
鑑
が
抄
物
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
そ
ん
な
事

か
ら
も
段
々
言
へ
る
。

現
実
の
歴
史
だ
と
思
ふ
て
ゐ
る
に
関
は
ら
ず
、
歴
史
と
物
語
と

が
平
安
朝
の
頃
に
既
に
あ
や
ふ
く
な
つ
て
ゐ
る
。
東
鑑
が
歴
史

だ
か
ら
と
言
ふ
た
と
こ
ろ
で
、
作
物
風
の
物
語
で
あ
る
事
を
免

れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
と
伝
説
の
区
別
が
立
た
な
か
つ

た
。
幕
府
の
日
録
だ
と
思
ふ
て
ゐ
る
も
の
で
も
、抄
物
は
あ
る
。

探
つ
て
見
る
と
、こ
の
系
統
の
書
物
が
大
分
出
て
来
る
と
思
ふ
。

こ
の
系
統
の
も
の
が
又
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
漢
文
で
書
い
た
も
の

で
あ
る
が
、
不
思
議
な
事
実
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
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口
頭
文
学
の
再
現

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
武
家
の
文
学
の
特
質
、

口
頭
文
学
に
つ
い
て
の
話
を
す
る
。

日
本
の
文
学
が
口
頭
を
離
れ
た
の
は
、
平
安
朝
に
這
入
つ
て
か

ら
の
事
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
言
ひ
方
か
ら
す
れ
ば
、
記
録
せ
ら

れ
た
文
学
は
古
く
か
ら
あ
る
。
然
し
平
安
朝
の
特
質
は
、
口
頭

の
も
の
は
文
学
で
は
な
い
と
見
て
ゐ
る
。
あ
る
貴
族
階
級
の
保

護
を
受
け
て
ゐ
た
女
房
た
ち
の
文
学
で
あ
り
、
或
は
一
転
し
て

隠
者
の
文
学
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
武
家
時
代
に
な
る
と
、
口
頭

の
文
学
が
現
は
れ
て
文
字
の
文
学
と
関
係
を
複
雑
に
し
て
行
つ

た
。
私
は
そ
れ
等
を
文
学
と
芸
能
と
に
分
け
る
。
そ
れ
ま
で
低

い
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
も
の
で
、
平
安
朝
に
高
い
と
こ
ろ
に
登
つ

た
の
が
、
武
家
の
時
代
に
な
る
と
地
位
が
顛
倒
し
て
低
い
も
の

が
、
高
く
な
つ
て
来
た
。
つ
ま
り
作
者
が
乏
し
く
な
つ
て
来
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
隠
者
の
身
分
は
低
い
。
そ
れ
で
高
い
階
級
の

文
学
に
似
せ
て
文
学
を
作
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
低
い

と
こ
ろ
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
。
隠
者
階
級
は
殿
上
人
、
地
下
人
、

或
は
武
士
・
僧
侶
の
階
級
を
含
ん
で
ゐ
る
が
、
も
一
つ
口
頭
の

文
学
を
平
安
朝
の
末
か
ら
盛
ん
に
導
い
て
来
た
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
寺
の
配
下
の
奴
隷
で
あ
る
。
奴
隷
の
有
し
て
ゐ
る
芸
能

が
純
粋
の
文
学
と
言
ふ
も
の
と
同
一
の
水
平
線
に
達
す
る
程
に

な
つ
て
来
た
。我
々
は
平
安
朝
は
穏
や
か
だ
と
言
ふ
て
ゐ
る
が
、

七
十
年
は
廃
退
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
頃
が
廃
退
味
の
盛
ん

な
時
で
あ
る
。

従
来
の
宮
廷
の
文
学
芸
術
で
は
満
足
出
来
な
い
で
、
低
い
階
級

の
芸
能
に
興
味
を
も
ち
、
自
分
等
の
文
学
芸
術
の
中
に
取
り
込

ん
で
来
た
。
低
い
階
級
の
為
に
舞
の
手
を
つ
け
て
や
る
と
言
ふ

た
様
な
人
が
出
て
来
る
。
信
西
（
通
憲
）
等
は
そ
の
代
表
的
な

人
で
、
白
拍
子
を
保
護
し
た
人
で
あ
る
。
白
拍
子
は
こ
の
人
が

は
じ
め
た
の
だ
と
も
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

平
家
物
語
は
信
濃
の
前
司
が
作
り
そ
れ
を
生
仏
と
言
ふ
盲
人
に

語
ら
せ
た
と
言
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
行
長
が
何
処
ま
で

作
つ
た
か
問
題
で
あ
る
。
信
西
の
娘
が
物
語
の
中
に
数
人
参
加

し
て
ゐ
る
。か
様
に
低
い
文
学
に
同
情
し
て
ゐ
る
許
り
で
な
く
、

こ
れ
を
助
け
て
ゆ
く
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
そ
れ
で
こ
の
関
係

は
密
接
で
あ
る
。

貴
族
の
文
学
芸
術
・
平
民
の
文
学
芸
術
と
言
ふ
て
ゐ
る
が
、
閑

吟
集
と
い
ふ
様
な
も
の
を
見
る
と
高
い
も
の
も
低
い
も
の
も
一

緒
で
あ
る
。
芸
能
を
扱
ふ
低
い
階
級
は
無
論
、
高
い
階
級
の
も

の
も
さ
う
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
隠
者
階
級
の
人
が
書
き
留
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め
て
お
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
武
家
、
こ
れ
は
貴
族

と
目
安
が
立
た
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。奴
隷
階
級
の
文
学
芸
術（
口

頭
の
文
学
）
が
盛
ん
に
な
つ
て
、
そ
れ
が
平
安
朝
の
末
か
ら
さ

か
ん
に
な
つ
て
来
た
。
こ
れ
は
世
の
中
の
宗
教
現
実
で
あ
る
。

手
と
り
早
く
言
へ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
平
安
な
社
会
生
活
が
、
壊

れ
や
う
と
す
る
世
の
中
の
有
様
で
、
武
家
の
階
級
に
実
権
が
移

る
橋
渡
し
と
し
て
平
安
に
移
つ
て
行
き
、
世
の
中
に
不
安
な
空

気
が
動
い
て
ゐ
る
。
さ
う
い
う
訣
で
、
宗
教
的
な
運
動
が
、
ひ

ん
ぴ
ん
と
し
て
起
つ
て
来
る
。
簡
単
に
言
へ
ば
、
奴
隷
階
級
が

開
放
さ
れ
て
来
た
、
又
は
宗
教
方
面
に
逃
げ
て
行
つ
た
と
言
へ

よ
う
。
然
し
こ
れ
は
上
流
階
級
が
、
世
の
有
様
か
ら
陰
鬱
な
も

の
を
感
じ
怖
れ
を
抱
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
下
流
階
級
で
も
あ

る
階
級
の
解
放
を
慾
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
或
る
種
の
雰
囲
気

を
醸
成
し
、
そ
こ
か
ら
宗
教
運
動
が
起
つ
て
来
た
。

奴
隷
が
も
少
し
自
由
に
動
き
、
も
の
を
言
は
う
と
す
る
に
は
、

宗
教
に
這
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
従
来
、
社
会
の
下

を
通
つ
て
ゐ
た
と
見
え
る
（
本
当
は
も
つ
と
記
録
が
あ
り
さ
へ

す
れ
ば
結
論
も
変
る
で
あ
ら
う
が
、）
も
の
が
世
間
の
心
に
ぴ

つ
た
り
合
つ
て
宗
教
運
動
を
起
し
た
。
故
に
、
宗
教
的
自
覚
を

も
つ
て
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

念
仏
宗
（
時
宗
）
融
通
念
仏
宗
な
ど
は
、
本
当
の
宗
教
で
は
な

く
し
て
一
種
の
芸
能
で
あ
つ
た
。
そ
れ
を
宗
教
化
し
た
も
の
で

あ
つ
た
。
平
安
朝
末
の
宗
教
は
、
ま
だ
宗
教
の
衣
を
つ
け
て
ゐ

な
か
つ
た
。
そ
れ
が
次
第
に
宗
教
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う

見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

奴
隷
階
級
の
解
放　
　

一
方
見
る
と
平
安
貴
族
の
末
か
ら
武
家

の
は
じ
め
は
奴
隷
開
放
の
時
代
で
あ
つ
た
。
そ
こ
へ
新
し
い
武

家
が
出
来
て
来
た
。
そ
れ
は
京
都
の
公
卿
と
違
つ
て
地
方
に
流

れ
て
行
つ
て
、貴
族
の
様
な
生
活
を
し
て
行
つ
た
も
の
で
あ
る
。

社
会
の
階
級
は
沢
山
な
い
か
ら
、
そ
の
社
会
で
は
主
人
と
家
来

の
関
係
が
密
接
で
あ
る
。
家
の
子
郎
党
に
同
じ
で
あ
る
。
家
の

子
は
一
族
、
郎
党
は
家
来
で
あ
る
。
し
か
も
家
の
子
は
一
族
で

も
郎
党
に
等
し
い
も
の
で
、
主
人
に
対
し
て
は
二
つ
の
階
級
が

な
い
。
次
第
に
部
下
の
地
位
を
認
め
て
高
め
て
来
る
。
従
つ
て

部
下
の
者
は
成
り
上
が
る
。
し
か
し
も
と
は
貴
族
と
奴
隷
の
関

係
に
あ
つ
た
。
然
し
都
の
武
士
（
六
衛
府
、
北
面
、
瀧
口
）
は

皆
武
官
の
名
は
あ
る
が
、
新
興
の
武
士
と
は
別
で
あ
る
。
こ
れ

は
日
本
の
国
家
が
、
宗
教
で
国
家
を
作
つ
て
ゐ
た
時
代
か
ら
の

も
の
で
、
一
種
の
公
家
で
あ
る
。
そ
れ
が
平
安
朝
の
末
頃
か
ら

東
あ
た
り
か
ら
、
公
家
出
で
あ
る
と
自
称
し
て
出
て
来
る
。
こ
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の
者
の
為
に
お
び
や
か
さ
れ
て
ゐ
た
。

実
の
と
こ
ろ
、
貴
族
を
上
に
戴
い
て
ゐ
る
が
、
そ
の
下
に
は
奴

隷
と
し
て
仕
へ
て
ゐ
た
も
の
が
地
方
に
並
ん
で
ゐ
た
。
奴
隷
階

級
が
武
家
時
代
の
は
じ
ま
り
に
於
て
既
に
解
放
の
日
を
見
て
ゐ

る
。
そ
の
時
残
つ
た
も
の
が
、
今
日
ま
で
名
を
か
へ
、
形
を
変

へ
て
残
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。

然
様
に
陰
鬱
な
宗
教
時
代
で
あ
る
が
、
奴
隷
開
放
の
時
代
で
あ

る
か
ら
、
さ
う
し
た
時
代
に
芸
術
が
盛
ん
に
な
る
の
は
、
当
前

で
あ
る
。
低
い
階
級
が
、
面
目
を
新
た
に
す
る
時
代
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
奴
隷
階
級
の
文
学
が
、
す
べ
て
宗
教
的
の
色

合
ひ
を
持
つ
て
ゐ
る
。

我
々
の
国
で
は
平
安
朝
の
長
い
間
文
学
を
維
持
す
る
階
級
と
言

ふ
も
の
が
、
二
通
り
あ
つ
た
。
文
学
を
維
持
す
る
階
級
に
つ
い

て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
あ
ま
り
変
化
さ
せ
ず
に
じ
つ
と
こ
た

へ
て
行
く
階
級
が
あ
る
。
平
安
朝
で
は
貴
族
階
級
は
貴
族
文
学

を
も
つ
て
ゐ
る
が
、
低
い
奴
隷
の
芸
能
は
寺
に
あ
つ
た
の
で
あ

つ
た
。
保
護
者
は
別
と
し
て
寺
が
維
持
し
て
ゐ
た
。
形
を
変
へ

な
い
で
ず
つ
と
維
持
す
る
不
思
議
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
平

安
朝
の
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
日
の
目
を
見
て
表
に
出
て

来
た
。

浄
瑠
璃
系
統
の
文
学　
　

こ
の
寺
の
文
学
の
中
で
一
番
先
に
わ

れ
〳
〵
が
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
浄
瑠
璃
系
統
の
文
学

で
あ
る
。
つ
ま
り
浄
瑠
璃
と
言
ふ
も
の
が
、
江
戸
ま
で
続
い
て

ゐ
る
が
、
浄
瑠
璃
の
内
容
も
変
化
し
て
ゐ
る
。
こ
の
系
図
を
申

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
は
新
し
い
文
章
の
出
発
に
つ
い
て
話
す
必
要
が
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
文
学
の
特
質
は
、
文
章
が
変
つ
て
、
従
来
の
や
う

な
女
性
の
国
文
脉
で
も
な
く
、
と
言
ふ
て
男
性
の
文
章
が
出
来

て
ゐ
る
訣
で
も
な
い
。
中
に
は
漢
文
脈
の
も
の
も
あ
る
。
漢
文

で
書
い
て
返
り
点
で
日
本
語
を
表
は
す
も
の
も
あ
る
が
、
文
学

の
畑
に
這
入
つ
て
来
る
。
そ
の
時
、
女
房
文
学
と
其
の
文
脈
に

新
し
い
語
を
織
り
込
ん
だ
も
の
と
言
へ
る
。
そ
し
て
其
処
に
新

し
い
発
想
が
生
れ
て
来
た
。
女
房
風
の
表
現
で
は
言
へ
な
い
生

活
が
あ
つ
た
。
文
脈
は
女
房
文
学
風
で
あ
る
が
、
詞
が
変
る
。

従
つ
て
調
和
が
欠
け
る
。
そ
こ
に
新
し
い
姿
が
見
え
る
。
こ
の

変
つ
た
風
の
も
の
を
今
ま
で
軍
記
物
と
い
ふ
。
と
こ
ろ
が
も
一

つ
の
抄
物
と
二
つ
の
然
様
な
風
に
し
て
新
発
想
法
の
文
学
が
出

来
た
訣
で
あ
る
。
し
か
も
、
其
の
詞
に
抄
物
と
言
ふ
も
の
は
、

次
第
に
高
い
位
置
に
な
つ
て
来
る
傾
向
が
出
来
て
、
高
い
位
置

の
も
の
に
読
ま
れ
て
軍
記
物
は
低
い
地
位
の
も
の
に
歌
は
れ
弾
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か
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
れ
で
抄
物
の
方
が
い
く
ら
か
学
問

的
で
あ
つ
た
が
、
も
と
は
同
じ
事
で
あ
る
。
さ
う
進
ん
で
来
た

抄
物
の
事
は
前
述
し
た
。

台
本　
　

日
本
の
新
し
い
武
家
の
時
代
に
起
つ
て
来
た
浄
瑠
璃

系
統
の
口
頭
の
文
学
は
大
抵
軍
記
物
と
い
ふ
土
台
を
も
つ
て
ゐ

る
。
も
一
つ
つ
け
加
へ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
事
は
、
台
本
は

出
来
て
も
口
で
語
ら
れ
る
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
台
本
は
語
る
人

の
為
で
あ
つ
て
、
ま
づ
読
む
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
が
次

第
に
読
む
も
の
で
あ
る
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
即
ち
平
安
朝
の

物
語
と
同
じ
経
路
に
戻
つ
て
来
た
。

口
頭
の
文
学
が
宗
教
味
を
帯
び
て
来
た
。
そ
れ
が
浄
瑠
璃
で
あ

る
。
軍
記
的
な
色
合
ひ
を
持
つ
て
ゐ
る
事
は
不
思
議
な
事
で
あ

る
。
此
処
で
平
家
物
語
を
基
礎
に
し
て
話
を
進
め
て
行
か
う
。

或
る
家
庭
の
興
り
か
ら
亡
び
る
ま
で
、
又
は
一
族
の
歴
史
を
書

い
て
ゐ
る
。
其
処
に
陰
鬱
な
空
気
を
人
に
感
じ
さ
せ
や
う
と
す

る
。
華
や
か
さ
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
勿
論
出
て
来
る
経
路
は
分

る
。
一
方
武
家
の
間
で
は
、
前
か
ら
自
分
の
家
の
高
名
録
を
書

い
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
が
一
族
物
語
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
口
頭
に
語
る
も
の
と
し
て
は
、
今
あ
る
家
よ
り
な

く
な
つ
た
家
の
も
の
を
語
る
即
ち
歴
史
に
な
つ
た
も
の
を
語
る

方
が
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
宗
教
的
の
解
釈
が
加
は
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
宗
教
的
の
あ
る
理
想
を
現
は
す
為
に
書
い
た
の

で
は
な
く
し
て
、
事
実
に
つ
い
て
宗
教
的
の
解
釈
を
不
知
の
間

に
加
へ
て
行
く
の
で
あ
る
。
で
始
終
、
無
常
を
説
か
う
と
し
て

ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
生
者
必
滅
の
理
を
言
は
う
と
言
ふ
の
で

も
な
い
。
例
へ
ば
日
本
の
文
学
は
大
抵
室
町
辺
の
も
の
は
、
お

そ
ろ
し
く
陰
鬱
で
あ
る
。
平
家
物
語
等
は
ま
だ
華
や
か
で
あ

る
。
義
経
記
・
曽
我
物
語
等
は
、
浮
ぶ
瀬
が
な
い
。
苦
心
し
て

よ
い
事
を
し
て
ゐ
乍
ら
哀
れ
な
最
期
で
あ
る
。
自
然
な
様
に
な

る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
生
活
を
書
か
ね
ば
浄
瑠
璃
ら
し
く
な

い
様
に
取
材
が
定
つ
て
陰
鬱
に
な
る
。
そ
れ
が
宗
教
味
を
加
へ

て
愈
々
陰
鬱
に
な
る
。
浄
瑠
璃
の
は
じ
め
は
説
経
で
あ
る
。

説
経
は
寺
で
琵
琶
を
伴
奏
楽
器
と
し
て
、
う
た
は
れ
た
経
で
、

遂
に
一
種
の
声
楽
に
な
つ
て
了
つ
た
。

説
経
・
浄
瑠
璃
、
男
の
芸
・
女
の
芸　
　

平
家
物
語
も
は
じ
め

は
扇
拍
子
で
語
つ
た
と
言
ふ
伝
説
が
あ
る
。私
は
疑
ふ
て
ゐ
る
。

日
本
の
説
経
は
寺
に
あ
つ
て
さ
へ
琵
琶
が
あ
る
。
平
家
物
語
を

は
じ
め
扇
拍
子
で
語
り
、
後
に
琵
琶
に
し
た
と
は
考
へ
ら
れ
な

い
。
初
め
か
ら
琵
琶
を
用
ゐ
た
と
思
ふ
。
そ
の
説
経
が
進
む
間

に
浄
瑠
璃
が
出
来
て
来
る
。
浄
瑠
璃
の
方
が
都
合
が
い
ゝ
か
ら
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説
経
よ
り
浄
瑠
璃
と
言
ふ
こ
と
に
す
る
。

文
学
史
的
、
音
楽
史
的
に
言
ふ
と
説
経
の
柔
ら
い
だ
も
の
が
、

浄
瑠
璃
で
あ
る
。
日
本
の
芸
術
は
都
合
の
よ
い
事
に
男
の
芸
と

女
の
芸
と
は
違
つ
て
ゐ
る
。
説
経
は
男
の
芸
、
浄
瑠
璃
は
女
の

芸
で
あ
る
。
盲
僧
が
説
経
を
や
り
、
瞽
女
が
浄
瑠
璃
を
行
ふ
。

同
じ
夫
婦
で
も
、
す
る
も
の
が
違
ふ
。
果
し
て
、
説
経
浄
瑠
璃

が
盲
人
の
間
許
り
に
行
は
れ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る

が
、
数
の
上
か
ら
言
ふ
て
、
盲
人
が
多
い
か
ら
盲
人
の
芸
だ
と

言
う
て
よ
い
位
に
な
つ
て
ゐ
る
。

平
家
物
語
の
様
な
軍
記
物
を
説
経
だ
と
言
ふ
と
変
な
様
で
あ
る

が
、
そ
の
語
る
方
法
は
、
や
は
り
説
経
で
あ
る
。
つ
ま
り
説
経

の
中
に
一
分
化
と
し
て
あ
の
様
な
盛
ん
な
芸
術
が
生
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
琵
琶
の
伴
奏
に
よ
ら
ぬ
説
経
が
出
て
来

る
。
説
経
と
は
言
へ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
扇
拍
子
で
語

る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
声
楽
の
要
素
が
減
つ
て
来
る
。
盛
衰

記
の
違
ふ
点
は
そ
こ
に
あ
る
。

平
家
物
語
と
盛
衰
記
と
は
少
し
の
違
ひ
を
除
け
ば
、
同
じ
も
の

で
あ
る
。
違
つ
た
名
前
で
、
同
じ
も
の
が
あ
る
。
太
平
記
の
名

に
な
る
ま
で
、
三
度
ま
で
変
つ
た
。
私
の
考
へ
は
今
で
は
、
平

家
と
盛
衰
記
と
は
そ
ん
な
に
違
ふ
も
の
で
は
な
い
と
言
は
れ
て

ゐ
る
が
、
然
し
盛
衰
記
は
、
扇
拍
子
位
で
口
で
語
つ
た
も
の
と

思
ふ
。
平
家
は
琵
琶
で
あ
る
。
さ
う
私
は
考
へ
て
ゐ
る
。

口
で
語
る
と
こ
ろ
の
説
経
か
ら
出
た
軍
記
が
又
だ
ん
〳
〵
栄
え

て
本
当
の
軍
記
戦
記
と
称
す
べ
き
も
の
が
、
其
処
か
ら
出
て
来

る
。
然
し
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
曽
我
物
語
、
義
経
記
は
や
は
り

軍
記
で
一
族
の
歴
史
で
は
な
い
が
、
一
族
の
中
の
傑
出
し
た
人

又
は
飛
び
離
れ
た
事
件
の
主
人
公
を
書
い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

説
経
・
浄
瑠
璃
は
、
出
発
は
軍
記
に
あ
る
か
ら
軍
記
脈
で
書
い

て
ゐ
る
。
曽
我
物
語
や
義
経
記
を
見
る
と
之
は
女
の
語
る
も
の

で
あ
る
。
こ
と
に
曽
我
物
語
は
瞽
女
の
語
つ
た
文
学
で
あ
る
。

義
経
記
は
中
ぶ
ら
り
で
、
女
も
語
つ
た
が
、
男
も
語
る
と
云
つ

た
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
で
、
義
経
記
に
も
も
一
つ
軟
ら
か
い

女
語
り
の
も
の
が
出
て
来
る
。
十
二
段
草
子
で
あ
る
。
か
う
し

て
説
経
と
浄
瑠
璃
と
が
男
性
と
女
性
と
の
専
門
に
分
れ
た
口
頭

の
文
学
と
し
て
発
生
し
て
行
つ
て
、江
戸
の
古
浄
瑠
璃
に
続
き
、

近
松
が
出
た
辺
に
非
常
な
飛
躍
を
し
た
。

こ
の
説
経
浄
瑠
璃
と
言
は
れ
る
（
武
家
時
代
を
通
じ
て
言
ふ
こ

と
の
出
来
る
）
一
番
大
き
い
口
頭
の
文
学
は
、
一
家
族
の
高
名

録
を
奴
隷
階
級
に
伝
つ
て
ゐ
る
音
楽
で
語
つ
た
も
の
、
と
云
ふ

風
に
見
て
行
け
ば
、
ま
づ
輪
郭
だ
け
は
現
は
す
事
が
出
来
る
と
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思
ふ
。

口
頭
文
学
の
特
殊
相　
　

日
本
の
口
頭
の
文
学
か
ら
出
た
も

の
ゝ
特
殊
な
姿
に
つ
い
て
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
平

家
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
平
家
は
寄
せ
集
め
で
、
語
つ
て
ゐ
る
中

に
、書
き
増
さ
れ
て
来
た
。義
経
記
、曽
我
物
語
も
然
様
で
あ
る
。

か
う
し
て
書
き
加
へ
て
行
く
も
の
ゝ
他
方
に
書
き
変
へ
て
行
く

も
の
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
一
つ
に
な
つ
て
了
つ
て
次
第
に
大

き
く
な
つ
て
来
る
。
か
ゝ
る
事
は
平
安
朝
の
物
語
に
も
度
々
あ

る
。
例
へ
ば
源
氏
物
語
は
然
様
に
し
て
発
達
し
て
来
た
。
一
方

に
枝
が
出
る
と
同
時
に
書
き
変
へ
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
筆
の

上
の
文
学
で
も
、
口
頭
の
文
学
に
於
て
も
、
こ
の
点
何
時
も
同

じ
で
、
そ
の
習
慣
が
記
録
の
文
学
の
上
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
。

語
り
の
数
を
増
し
、
語
り
か
へ
て
行
く
事
に
よ
つ
て
源
氏
等
も

出
来
て
来
た
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
が
口
頭
の
文
学
が
栄
え
て

来
た
武
家
の
時
代
に
な
る
と
、
大
ぴ
ら
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。
平

家
物
語
、
盛
衰
記
は
幾
度
も
〳
〵
書
き
継
が
れ
て
来
た
。
こ
れ

等
二
書
の
異
本
を
見
る
と
、
す
つ
か
り
違
ふ
の
が
あ
る
。
こ
れ

は
書
き
か
へ
を
し
た
為
で
あ
る
。
曽
我
物
語
、
義
経
記
で
も
然

様
で
あ
る
。
口
の
上
で
や
つ
て
ゐ
る
時
は
変
化
が
少
な
い
。
口

の
上
で
は
古
い
の
が
保
存
さ
れ
る
事
な
く
、
新
曲
が
出
て
来
る

の
が
、
口
の
上
の
習
慣
で
あ
る
。
そ
れ
が
記
録
に
な
る
と
大
き

く
な
つ
て
来
る
。
そ
れ
は
語
つ
て
ゐ
る
間
に
記
録
せ
ら
れ
、
そ

の
記
録
が
次
第
に
殖
ゑ
て
来
る
。そ
の
間
に
は
廃
曲
も
あ
る
が
、

と
に
か
く
口
頭
で
語
る
許
り
で
は
亡
び
る
が
、
語
り
乍
ら
記
録

し
て
行
く
の
で
あ
る
。
最
初
の
中
は
語
つ
た
も
の
に
後
か
ら
記

録
を
加
へ
て
行
つ
た
の
が
、
大
き
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
が
、

後
に
は
語
る
為
の
台
本
と
し
て
記
録
す
る
。
か
う
し
た
原
因
結

果
が
交
錯
し
て
来
て
ゐ
る
。
そ
の
原
因
は
よ
く
判
ら
ぬ
が
、
書

き
直
す
理
由
は
分
る
。
即
ち
、
語
つ
て
ゐ
る
中
に
こ
れ
で
は
こ

の
地
方
の
人
に
分
ら
な
い
。
こ
の
階
級
の
人
に
分
ら
な
い
と
思

ふ
と
、
語
り
乍
ら
改
作
し
て
行
く
。
そ
れ
が
度
重
な
る
と
す
つ

か
り
変
つ
た
も
の
に
な
つ
て
了
ふ
。
我
々
が
考
へ
る
と
不
思
議

に
思
は
れ
る
が
、
盲
人
は
感
が
強
い
が
一
度
語
り
か
へ
る
と
又

語
り
か
へ
乍
ら
語
る
の
で
、
変
化
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の

事
は
近
世
ま
で
あ
る
。「
鉢
の
木
」
の
文
句
を
謡
ひ
か
へ
て
褒

美
を
貰
つ
た
と
言
ふ
話
も
あ
る
。
即
興
が
働
く
と
言
ふ
事
が
、

浄
瑠
璃
の
文
句
の
変
つ
て
行
く
原
動
力
で
あ
る
。
階
級
の
理
解

に
訴
へ
て
変
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
改
め
て
台
本
に
取
る
人
が

あ
れ
ば
非
常
に
変
つ
て
来
る
訣
で
あ
る
。

口
頭
文
章
の
融
通
性　
　

日
本
の
口
頭
の
文
学
は
、
何
も
律
文
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に
し
な
く
つ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
何
で
も
語
る
事
が
あ
る
。

浪
花
節
は
講
談
で
も
新
聞
で
も
語
る
。
本
当
に
節
が
定
つ
て
ゐ

な
い
。
歌
ふ
台
本
に
出
て
来
る
文
章
が
、
律
文
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
言
ふ
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
語
る
物
で
あ
る
か
ら

自
然
律
文
的
に
な
る
が
、
曽
我
物
語
、
義
経
記
、
幸
若
の
舞
の

本
な
ど
を
見
て
も
こ
ん
な
も
の
が
語
ら
れ
た
の
か
と
思
は
れ

る
。
御
伽
草
紙
を
見
て
も
驚
く
。
そ
ん
な
も
の
で
も
声
楽
的
の

台
本
に
出
来
た
。
そ
れ
で
台
本
に
混
乱
が
起
つ
て
来
る
。

我
々
の
間
で
始
終
問
題
と
な
る
の
は
、
幸
若
舞
と
御
伽
草
紙
と

の
関
係
で
、
御
伽
草
紙
の
文
句
で
あ
つ
た
も
の
が
、
幸
若
に
這

入
つ
て
居
り
、
幸
若
の
も
の
が
能
に
入
つ
て
居
り
、
田
楽
猿
楽

の
文
句
に
お
そ
ら
く
ひ
と
つ
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
の
が

あ
る
。
そ
れ
は
他
の
派
の
も
の
を
歌
ひ
語
る
こ
と
は
自
由
で
あ

つ
た
の
で
、
律
文
で
な
く
て
も
、
何
で
も
い
ゝ
の
で
あ
つ
た
。

で
口
頭
文
章
と
し
て
語
り
歌
は
れ
た
も
の
と
信
じ
ら
れ
ぬ
も
の

で
、
語
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
又
こ
の
流
れ
の
も
の
が
存
外
よ

そ
か
ら
の
借
り
物
で
あ
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
か
う
見
て
来
る
と

我
々
の
国
の
文
学
は
何
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
然
し
室
町
は

前
期
の
武
家
と
後
期
の
武
家
と
の
橋
渡
し
の
時
分
に
な
つ
て
ゐ

る
。
で
こ
の
間
の
文
学
は
、
す
べ
て
次
の
時
代
の
文
学
の
肥
料

み
た
い
な
文
学
で
あ
る
。
文
学
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
文
学
の

種
で
も
な
い
。
肥
料
で
あ
る
。
や
か
ま
し
く
言
へ
ば
文
学
で
は

な
い
が
、
次
の
時
代
に
発
達
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
大
事
な
も

の
で
あ
る
。
謡
曲
の
文
章
な
ん
か
何
で
も
な
い
。
佐
々
先
生
は
、

錦
の
切
の
継
ぎ
接
ぎ
だ
と
云
は
れ
た
。
そ
ん
な
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
文
学
と
し
て
の
価
値
は
な
い
。
謡
を
見
て
よ
い
の
は
他
の

価
値
で
あ
る
。即
ち
文
学
史
的
の
価
値
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

困
つ
た
事
に
日
本
人
は
、
無
意
識
の
中
に
物
を
大
き
く
す
る
点

は
よ
い
が
、
意
識
的
に
大
き
く
す
る
事
は
殆
ん
ど
な
い
。
こ
れ

は
文
学
の
上
で
は
確
か
で
あ
る
。
予
感
で
新
し
い
時
代
に
導
い

た
人
は
一
人
も
な
い
。
む
ち
や
く
ち
や
に
打
つ
か
つ
て
次
の
時

代
の
文
学
が
出
来
て
来
た
の
で
あ
る
。
意
識
し
て
文
学
運
動
を

な
し
得
た
人
は
な
い
。
長
い
時
代
の
力
で
そ
れ
が
な
さ
れ
て
来

て
ゐ
る
。

室
町
時
代
に
播
か
れ
た
種
が
、
江
戸
に
な
つ
て
大
い
に
延
び
ね

ば
な
ら
ぬ
の
に
文
学
と
し
て
許
せ
る
も
の
は
元
禄
で
止
ま
つ
て

ゐ
る
。
う
ぢ
み
た
い
な
文
学
は
沢
山
出
て
来
て
ゐ
る
。
そ
の
点

文
学
史
的
に
見
れ
ば
面
白
い
。
だ
か
ら
江
戸
に
於
て
前
期
武
家

時
代
（
鎌
倉
―
―
室
町
）
に
発
生
し
た
種
が
、
完
全
に
発
育
し

た
と
は
申
さ
れ
な
い
。
が
小
さ
い
乍
ら
分
裂
し
て
一
寸
見
た
と
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こ
ろ
、
違
つ
た
風
の
も
の
が
、
次
の
時
代
に
湧
き
出
て
ゐ
る
。

と
も
か
く
室
町
か
ら
江
戸
へ
通
じ
て
の
文
学
は
見
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
我
々
の
国
の
文
学
の
発
達
し
き
ら
ぬ

色
々
の
姿
が
見
え
て
ゐ
る
。
面
白
い
が
、
純
文
学
と
し
て
は
失

望
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

口
頭
文
学
の
話
は
こ
れ
で
了
つ
て
お
く
が
、
前
述
し
た
も
の
ゝ

書
き
か
へ
と
言
ふ
こ
と
は
、
浄
瑠
璃
が
ど
こ
ま
で
盛
ん
に
な
つ

て
も
行
は
れ
て
ゐ
る
。
近
松
の
あ
た
り
で
も
然
様
で
、
以
後
は

む
ろ
ん
さ
う
で
あ
つ
た
。
一
寸
趣
向
を
易
へ
て
行
く
の
は
易
い

の
で
あ
る
。
粉
本
を
易
へ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
ら
ゆ

る
江
戸
文
学
に
あ
る
。
読
本
に
し
て
も
、
そ
の
前
の
浮
世
草
子

に
し
て
も
、
後
の
合
巻
に
し
て
も
、
み
ん
な
新
し
い
種
は
な
く

し
て
古
い
種
を
か
き
か
へ
て
ゐ
る
。
ど
ん
な
に
上
手
に
書
き
か

へ
が
行
は
れ
た
か
と
言
ふ
事
が
江
戸
の
作
者
等
の
自
慢
で
あ
つ

た
。
文
学
者
と
し
て
は
恥
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
昔
か
ら
伝

つ
て
ゐ
る
日
本
の
文
学
の
型
、
記
述
法
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
そ
れ
が
段
々
お
し
て
長
く
続
い
た
が
、
明
治
に
な
つ

て
、
文
学
の
素
質
が
代
つ
た
。
西
洋
文
学
に
感
謝
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

歴
史
的
に
見
る
も
の
は
、
何
で
も
か
ん
で
も
面
白
い
と
言
ふ
風

で
あ
る
。
同
情
が
薄
く
て
は
文
学
史
の
研
究
は
出
来
な
い
。
で

出
来
る
だ
け
沢
山
読
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
読
ん
で
お
く
事

は
同
情
の
薄
い
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

文
学
史
を
す
る
以
上
、
自
然
し
び
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
文
学
的
観
賞
を
施
せ
る
だ
け
の
余
裕
は
常
に
保
つ
て
行
か
ね

ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
し
て
行
か
な
け
れ
ば
、
日
本
の
文
学
史
は
大

き
く
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

興
行
団
体�

六
月
廿
一
日

口
頭
文
学
の
概
念
は
話
し
た
つ
も
り
だ
。
そ
れ
と
関
係
し
た
興

行
団
体
の
動
き
に
就
い
て
考
へ
て
み
た
い
。

広
い
意
味
の
芸
術
を
興
行
し
て
行
く
団
体
は
、
我
々
が
想
像
も

出
来
な
い
昔
か
ら
廻
つ
て
歩
い
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。
し
か
も

そ
れ
が
割
合
に
変
ら
な
い
形
式
で
、
幾
度
も
〳
〵
同
形
式
を
か

へ
ず
に
内
容
も
同
じ
で
あ
つ
た
。
た
ゞ
人
々
が
違
う
て
ゐ
た
。

興
行
団
体
が
日
本
の
国
土
を
歩
い
て
ゐ
た
事
が
見
ら
れ
る
。

く
ゞ
つ
と
ほ
か
ひ
ゞ
と
　ゝ
　

私
の
考
へ
で
は
海
を
中
心
と
し

た
種
族（
一
）と
山
を
中
心
と
し
た
種
族（
二
）と
二
つ
あ
つ
て
、

神
を
持
つ
て
歩
き
、
そ
の
神
の
信
仰
を
宣
伝
し
て
歩
い
た
。
そ

れ
が
同
時
に
生
計
を
営
む
道
に
な
つ
た
。

の
も
の
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が
一
ケ
処
に
定
住
す
る
事
が
な
か
つ
た
が
、近
世
に
な
つ
て
は
、

あ
る
地
に
定
住
し
て
ゐ
て
、
そ
こ
か
ら
出
か
け
て
行
く
や
う
に

な
つ
た
。
異
神
を
も
つ
て
布
教
し
て
歩
く
。
そ
の
時
に
芸
能
が

伴
つ
て
行
く
の
で
あ
る
。
布
教
し
て
歩
く
と
自
然
そ
こ
に
芸
能

が
行
は
れ
て
行
く
。
芸
能
と
い
ふ
も
の
が
宗
教
的
作
法
で
あ
つ

て
、
そ
れ
が
自
然
芸
能
の
中
に
這
入
つ
て
行
く
。
海
を
主
と
す

る
団
体
は
普
通
所
謂
傀
儡
師
と
云
ふ
名
に
こ
め
て
ゐ
る
。
山
を

主
と
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
乞ホ
カ
イ
ビ
ト

食
者
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
二
通
り

の
区
別
の
あ
つ
た
事
は
疑
へ
な
い
が
、
属
す
べ
き
と
こ
ろ
が
混

同
し
て
ゐ
る
も
の
は
あ
る
。
或
時
は
ほ
か
ひ
び
と
も
く
ゞ
つ
と

言
は
れ
て
ゐ
た
時
も
あ
り
、
事
実
一
緒
に
な
つ
て
ゐ
る
事
も
あ

る
。
団
体
の
人
自
身
に
は
、
変
化
は
な
く
て
も
、
見
る
人
は
同

じ
で
あ
る
。
海
岸
か
ら
街
道
筋
に
上
つ
て
行
く
。
す
る
と
こ
の

く
ゞ
つ
は
、そ
れ
ま
で
の
ほ
か
ひ
人
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
。

さ
う
す
る
と
ほ
か
ひ
と
称
せ
ら
れ
な
く
な
つ
た
後
も
同
じ
様
に

称
せ
ら
れ
た
。

巡
遊
職
人
の
も
つ
神　
　

く
ゞ
つ
、
ほ
か
ひ
人
は
作
法
を
同
じ

く
し
て
ゐ
た
。
自
分
等
が
持
つ
て
ゐ
る
神
と
、
地
方
〳
〵
を
守

つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
大
き
な
霊
物
と
、
そ
の
地
方
の
精
霊
と
三

つ
あ
る
。
自
分
等
の
持
つ
神
は
土
地
の
神
又
は
そ
の
土
地
に
も

と
居
つ
た
も
の
或
は
精
霊
の
集
つ
て
ゐ
る
頭
だ
と
言
ふ
訣
で
、

こ
と
ほ
ぎ
を
し
て
歩
い
た
。
そ
れ
は
く
ゞ
つ
も
ほ
か
ひ
の
仕
事

も
同
じ
で
あ
る
。

く
ゞ
つ
に
似
た
も
の
に
例
を
と
つ
て
み
る
と
、
八
幡
神
の
信
仰

は
、
海
部
の
民
に
よ
つ
て
布
教
せ
ら
れ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
海
人
部
の
民
が
、
布
教
し
て
歩
い
た
も
の
は
、
自
分
等
の
神

と
し
て
以
前
よ
り
持
つ
て
ゐ
た
巨
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
通
武

内
宿
祢
と
言
ふ
て
ゐ
る
神
で
、
久
留
米
の
東
方
に
あ
る
高
良
明

神
で
あ
る
と
言
ふ
。
平
安
朝
の
中
頃
に
、
そ
れ
は
は
つ
き
り
出

て
ゐ
る
が
、
武
内
宿
祢
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く

巨
人
で
あ
る
。
こ
の
神
に
我
々
の
神
も
圧
迫
せ
ら
れ
た
の
だ
か

ら
お
前
達
（
精
霊
に
）
も
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
ふ

や
う
に
な
つ
た
。
そ
れ
が
伝
説
化
し
て
了
つ
て
巨オ
ホ

人ビ
ト

の
話
―
―

関
東
で
は
大
太
郎
法
師
、
平
家
物
語
の
姥
ヶ
岳
の
話
で
は
大
太

童
―
―
と
な
つ
て
ゐ
る
。

大
多
良
男
命
・
大
多
良
女
命
の
名
が
大
太
童
で
あ
る
。
こ
の
神

が
海
人
部
の
仕
へ
て
ゐ
た
神
で
あ
る
。
つ
ま
り
海
人
部
は
八
幡

神
の
信
仰
と
共
に
こ
ん
な
も
の
を
持
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
奴

隷
は
か
く
征
服
者
の
神
と
自
分
等
が
祖
先
か
ら
持
つ
て
ゐ
た
神

と
二
つ
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
神
社
の
神
を
宣
伝
す
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る
と
同
時
に
あ
る
時
は
自
分
自
身
の
信
仰
を
宣
伝
す
る
。
く
ゞ

つ
の
や
う
な
も
の
が
、
か
う
し
て
街
道
を
歩
い
て
ゐ
た
。
ほ
か

ひ
人
も
同
様
に
山
の
信
仰
を
も
つ
て
歩
い
た
。
平
安
朝
で
は
京

都
附
近
の
社
、
宮
廷
に
は
や
ま
び
と
が
来
て
事
が
あ
れ
ば
、
こ

と
ほ
ぎ
を
な
し
、
祓
へ
を
し
て
行
つ
た
。

く
ゞ
つ
、
ほ
か
ひ
人
が
水
辺
と
陸
地
を
歩
い
て
ゐ
る
と
言
ふ
事

に
な
る
。

そ
の
中
、
ほ
か
ひ
び
と
の
名
が
聞
え
な
く
な
つ
た
。
く
ゞ
つ
と

言
ふ
詞
の
方
が
人
気
が
よ
か
つ
た
。
平
安
朝
末
か
ら
鎌
倉
に
か

け
て
傀
儡
記
な
ど
の
書
か
れ
た
の
を
見
て
も
、
興
味
を
引
か
れ

て
ゐ
た
事
が
わ
か
る
。
傀
儡
師
は
必
ず
し
も
水
辺
に
限
ら
ず
山

に
も
あ
つ
た
。
我
々
が
今
ま
で
考
へ
て
ゐ
た
の
は
大
抵
く
ゞ
つ

と
言
ふ
団
体
で
あ
つ
た
。

く
ゞ
つ
の
は
じ
め
は
水
辺
の
港
か
、
川
口
に
根
拠
を
占
め
て
ゐ

た
。
そ
れ
か
ら
街
道
に
出
て
、
開
墾
さ
れ
て
ゐ
な
い
地
に
自
分

等
の
場
所
を
定
め
る
。
今
ま
で
あ
つ
た
宿
場
（
駅
）
の
と
こ
ろ

に
は
ゐ
な
い
が
、
又
別
に
新
し
い
宿
を
作
つ
た
。
そ
れ
が
次
第

に
栄
え
て
来
て
、
町
が
繁
盛
す
る
。
そ
の
宿
の
頭
を
長
者
又
は

長
と
言
ふ
た
。
後
に
、
長
、
長
者
の
意
味
が
変
つ
て
ゐ
る
が
、

昔
の
言
語
で
言
ふ
と
刀
祢
と
言
ふ
も
の
で
あ
る
。
刀
祢
の
女
性

は
刀
自
で
あ
る
。
宗
教
的
に
言
ふ
と
長
老
と
言
ふ
事
で
あ
る
。

山
の
刀
祢
は
山
伏
で
あ
る
。
刀
祢
、
刀
自
の
翻
訳
で
あ
る
。
本

当
は
山
賊
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

く
ゞ
つ
・
ほ
か
ひ
び
と
の
団
体
組
織
は
女
が
頭
で
あ
つ
た
。
神

に
仕
へ
る
の
が
女
で
あ
つ
た
。
神
に
仕
へ
る
事
と
し
て
人
形
を

持
つ
て
舞
は
し
て
歌
を
歌
ふ
。
そ
し
て
次
第
に
く
ゞ
つ
の
中
に

芸
能
が
発
達
し
て
来
た
。

く
ゞ
つ
に
も
ほ
か
ひ
び
と
に
も
這
入
ら
ぬ
都
辺
の
古
く
か
ら
ゐ

る
寺
宮
の
奴
隷
は
、
宮
寺
の
ぱ
と
ろ
ん
に
愛
せ
ら
れ
て
行
く
。

そ
し
て
そ
の
人
等
の
好
む
芸
能
を
す
る
。
平
安
朝
の
芸
能
は
さ

う
い
ふ
所
に
出
来
た
と
す
る
の
が
、
本
筋
で
あ
る
。
さ
う
し
て

流
民
の
間
に
そ
の
芸
術
が
流
れ
て
行
く
。
そ
れ
に
よ
つ
て
く
ゞ

つ
の
芸
能
が
、
多
種
多
様
に
な
つ
た
。
く
ゞ
つ
が
今
様
を
歌
う

た
り
し
た
の
は
宮
寺
で
の
芸
が
、
く
ゞ
つ
に
移
つ
て
来
て
か
ら

の
事
で
、
や
が
て
、
そ
れ
が
く
ゞ
つ
の
本
芸
の
様
に
な
つ
た
。

さ
う
い
ふ
い
ろ
ん
な
団
体
、
奴
隷
、
く
ゞ
つ
、
ほ
か
ひ
等
の
事

を
、
平
安
朝
の
末
か
ら
鎌
倉
の
は
じ
め
に
考
へ
る
と
奴
隷
は
村

を
も
つ
て
ゐ
る
が
、
ほ
か
ひ
び
と
、
く
ゞ
つ
は
生
活
力
が
殆
ん

ど
似
て
来
て
、
或
る
も
の
は
定
住
し
て
宿
を
ひ
ら
き
、
又
船
着

場
所
に
町
を
作
つ
た
り
す
る
が
、
或
者
は
本
当
に
漂
流
し
て
行
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く
。
さ
う
し
て
定
住
の
形
を
と
つ
て
来
る
が
、
し
ま
ひ
ま
で
定

住
せ
ぬ
も
の
も
あ
つ
た
。
そ
の
末
は
判
ら
な
い
が
、
今
の
と
こ

ろ
山
窩
が
さ
う
で
あ
る
と
言
ふ
。
柳
田
先
生
の
話
で
は
辻
君
の

事
は
も
と
惣
嫁
と
い
う
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
で
あ
ら
う
と
仰
つ

た
が
そ
れ
は
分
ら
な
い
。
そ
れ
は
分
ら
な
い
事
で
あ
る
が
、
さ

う
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
は
、
何
か
変
な
神
を
持
つ
て
ゐ
る
と
だ

け
は
言
へ
る
。
山
窩
は
こ
の
点
も
分
ら
な
い
。
こ
の
群
に
這
入

つ
た
ら
出
ら
れ
な
い
と
言
ふ
事
で
あ
る
。

今
で
も
人
形
を
持
つ
て
ゐ
る
村
は
あ
ち
こ
ち
に
沢
山
あ
る
。
街

道
筋
の
あ
る
村
の
は
普
通
の
人
間
に
な
つ
て
行
つ
て
ゐ
て
分
ら

な
い
が
、
海
岸
等
に
少
し
残
つ
て
ゐ
る
の
は
、
え
び
す
か
き
と

云
ふ
や
う
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
。
末
は
然
様
な
風
に
な
つ
た

と
思
は
れ
る
。

今
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
く
ゞ
つ
、
ほ
か
ひ
ゞ
と
及

び
宮
寺
の
奴
隷
の
三
種
の
芸
能
の
団
体
が
鎌
倉
・
室
町
に
か
け

て
ど
う
い
ふ
風
に
動
い
て
行
つ
た
か
の
概
略
に
就
い
て
で
あ

る
。

祝
言
職
人
の
種
々
相　
　

例
へ
ば
田
楽
で
も
猿
楽
で
も
（
鎌
倉

に
栄
へ
て
室
町
に
一
時
衰
へ
、
足
利
義
政
時
代
に
至
つ
て
又
興

隆
し
て
来
た
）
ま
づ
疑
ひ
な
く
奴
隷
の
村
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

が
定
住
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
も
関
ら
ず
時
が
来
る
と
、
初
春
田

植
ゑ
等
に
は
諸
国
を
廻
つ
て
歩
く
。
観
阿
弥
・
世
阿
弥
は
諸
国

を
廻
つ
て
歩
い
て
ゐ
る
。
さ
う
か
と
思
ふ
と
一
つ
の
宮
寺
だ
け

で
な
く
、
ぱ
と
ろ
ん
や
得
意
先
が
殖
ゑ
て
来
る
。
そ
れ
か
ら
遠

い
と
こ
ろ
ま
で
や
つ
て
行
く
。
そ
れ
は
自
分
等
の
も
つ
て
ゐ
る

宮
寺
の
信
仰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
高
野
聖
は
高
野
山
の
信
仰

を
も
つ
て
ゐ
る
と
同
時
に
、
自
分
等
の
念
仏
を
持
つ
て
歩
く
の

で
あ
る
。
か
う
し
て
祝
福
し
て
歩
い
て
、
村
に
帰
つ
て
来
る
団

体
が
あ
る
。
或
は
祝
福
し
て
歩
く
が
、
同
時
に
商
売
を
し
て
歩

く
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
に
は
歴
史
が
あ
る
が
、
自
分
等
の
村
の

も
の
を
持
つ
て
行
つ
て
交
換
し
て
歩
く
。
高
野
聖
な
ど
が
旅
行

商
人
の
初
め
位
で
あ
ら
う
。

高
野
聖
　
す
り
、
す
つ
ぱ　
　

高
野
聖
は
怖
ろ
し
い
も
の
で
あ

つ
た
。
後
の
も
の
で
真
偽
の
程
は
分
ら
ぬ
が
、
ご
ま
の
は
へ
と

称
す
る
も
の
は
高
野
聖
の
生
活
法
を
真
似
た
と
言
ふ
。
旅
行
す

る
の
に
一
番
便
利
な
の
は
、
宗
教
を
持
つ
事
で
あ
つ
た
。
故
に

宗
教
に
関
係
の
な
い
も
の
で
も
、
そ
の
法
を
ま
ね
て
行
く
。
新

し
い
土
地
を
見
つ
け
て
歩
く
。
或
は
道
々
の
小
豪
族
を
抑
へ
て

行
く
。
高
野
聖
は
、
泥
棒
と
ま
る
で
同
じ
で
あ
る
。
日
の
暮
れ

方
に
な
る
と
宿
か
ら
う
〳
〵
と
言
ふ
て
来
た
の
が
怖
れ
ら
れ
、
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そ
の
印
象
が
残
つ
て
後
に
は
化
物
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ

た
。

　
　

高
野
聖
に
宿
か
す
な

　
　

娘
と
ら
れ
て
腹
立
つ
な

高
野
聖
の
如
何
な
る
も
の
か
を
語
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
等
の
も
の

が
団
体
を
な
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

高
野
聖
の
中
に
、本
当
の
高
野
聖（
一
）と
に
せ
の
も
の
と（
二
）

本
当
の
高
野
聖
で
あ
り
乍
ら
に
せ
も
の
ゝ
生
活
態
度
を
真
似
て

行
く
も
の
（
三
）
と
三
種
あ
る
。
そ
れ
等
の
運
動
の
具
体
的
に

な
つ
て
行
つ
た
の
が
、室
町
頃
の
す
り
、ら
つ
ぱ
等
い
ふ
も
の
ゝ

類
で
あ
る
。す
り
と
云
ふ
の
は
本
来
は
旅
行
の
道
具
で
あ
つ
た
。

団
体
を
組
ん
で
行
く
事
も
あ
つ
た
が
、
又
単
独
行
動
を
と
つ
て

ゐ
る
も
の
も
あ
つ
た
。

大
体
室
町
時
代
に
出
来
た
狂
言
を
見
る
と
す
り
、
す
つ
ぱ
、
ら

つ
ぱ
が
出
て
来
る
。
大
抵
独
立
し
て
歩
い
て
ゐ
る
。
都
に
居
つ

て
常
習
的
に
し
て
ゐ
る
の
で
。地
方
で
は
団
体
の
風
で
あ
つ
た
。

人
を
だ
ま
し
、
お
ど
し
し
て
奪
つ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
ん
な

輩
が
組
織
立
つ
て
来
る
と
、
旅
行
し
て
歩
い
て
地
方
を
お
び
や

か
し
て
行
く
。
そ
れ
が
戦
国
時
代
の
傭
兵
と
な
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
蜂
須
賀
小
六
の
話
も
あ
る
訳
で
、
も
と
は
皆
同
様
な
も

の
で
あ
つ
た
ら
う
。そ
れ
が
な
り
上
つ
て
行
く
と
素
性
を
隠
し
、

塗
り
消
し
て
了
ふ
。
秀
吉
に
も
、
こ
の
事
は
言
へ
る
。
徳
川
氏

に
し
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
上
州
の
念
仏
聖
の
親
子
が
二
人
、
三

河
の
山
奥
に
這
入
り
、
子
が
山
向
ふ
の
本
田
の
養
子
と
な
り
、

更
に
松
平
家
に
養
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
国
時
代
に
名

を
挙
げ
て
来
た
も
の
は
皆
こ
ん
な
も
の
で
独
り
蜂
須
賀
に
限
つ

た
事
で
は
な
か
つ
た
。
そ
の
や
う
な
生
活
を
し
て
ゐ
て
も
芸
術

は
失
は
ず
に
持
つ
て
ゐ
た
。

す
り
、
す
つ
ぱ
、
ら
つ
ぱ
、
し
よ
ろ
り
等
と
言
ふ
の
は
皆
同
じ

種
類
の
名
で
あ
つ
た
。
昔
の
泥
棒
は
大
び
ら
で
あ
つ
た
。
そ
の

手
に
負
へ
な
い
奴
と
い
ふ
意
味
で
の
泥
棒
が
芸
能
を
も
つ
て
ゐ

る
。
そ
れ
が
次
第
に
歌
舞
伎
芝
居
を
生
ん
で
来
た
。
ひ
つ
く
る

め
て
歌
舞
妓
者
と
い
へ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
室
町
の
末
か
ら
次

第
に
盛
ん
に
な
つ
て
江
戸
で
抑
へ
ら
れ
て
な
く
な
つ
た
旗
本
奴

は
、
ご
ろ
つ
き
で
あ
り
乍
ら
芸
能
を
し
な
い
方
の
も
の
で
、
町

奴
は
町
に
定
住
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ひ
と
つ
の
流
れ
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
更
に
時
を
定
め
て
出
て
来
る
連
中
と
不
定
で
出
て
来

る
連
中
と
が
あ
る
。
昔
の
言
葉
で
言
ふ
と
、
空
閑ゲ
ン

の
土
地
を
求

め
て
、
根
拠
を
据
ゑ
る
の
で
あ
る
。
虚
無
僧
等
と
言
ふ
も
の
は
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乞
食
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
も
芸
能
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

歌
舞
妓
者
の
一
流
で
あ
る
。
ぼ
う
と
云
ふ
て
ゐ
る
。

歌
舞
妓
者
に
も
い
ろ
ん
な
流
派
が
あ
る
。定
期
の
も
の
が
あ
る
。

田
楽
猿
楽
の
連
中
で
、
初
春
・
田
植
ゑ
の
頃
あ
つ
た
。
人
形
を

持
つ
て
ゐ
る
も
の
は
大
抵
定
期
の
も
の
で
あ
る
。

え
び
す
神
は
よ
く
分
ら
ぬ
が
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
来
る
神
に
違
ひ

な
い
。
普
通
の
神
で
は
な
い
。
蕃
神
で
い
ゝ
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
時
期
を
定
め
る
の
で
義マ

意マ

が
あ
る
。
時
期
を
定
め
て
来
る
の

で
旦
那
場
の
定
つ
た
と
こ
ろ
に
出
か
け
て
行
く
。
み
な
芸
人
で

下
つ
て
ゐ
る
。
あ
げ
て
ゆ
く
と
き
り
が
な
い
。
だ
が
定
期
と
臨

時
に
国
を
廻
る
事
だ
け
は
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
外
に

定
住
し
て
ゐ
る
か
否
か
も
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
定
住
し

て
ゐ
な
い
連
中
の
方
が
早
く
出
来
、次
第
に
発
達
し
て
行
つ
た
。

そ
の
最
後
の
打
ち
止
め
が
歌
舞
伎
芝
居
で
あ
る
。

歌
舞
妓
の
変
遷
と
そ
の
本
芸
と　
　

歌
舞
妓
芝
居
は
女
が
歌
舞

妓
者
の
ま
ね
を
し
た
と
こ
ろ
に
始
ま
り
、
男
の
事
を
問
題
に
し

て
な
い
。
当
た
り
前
に
男
の
歌
舞
伎
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
女
が

し
だ
し
、
女
歌
舞
妓
が
禁
ぜ
ら
れ
る
に
及
ん
で
若
衆
が
や
つ
た

が
再
び
禁
に
あ
つ
て
、前
髪
を
落
し
て
野
郎
歌
舞
伎
と
な
つ
た
。

歌
舞
伎
者
の
芸
と
言
ふ
の
は
、
人
中
を
練
つ
て
行
く
の
と
早
歌

―
―
後
に
唱セ
ウ
ガ歌
を
歌
ふ
事
で
あ
つ
た
。

こ
の
歌
舞
伎
風
の
一
番
持
ち
こ
た
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
、
幸
若

で
幸
若
舞
の
中
に
あ
つ
た
。
歌
舞
伎
が
幸
若
舞
を
必
ず
し
て
や

つ
た
と
は
言
へ
ぬ
が
、
代
表
的
の
も
の
で
あ
つ
た
。
幸
若
の
役

者
は
田
楽
や
猿
楽
や
能
と
違
つ
て

で
あ
る
。

そ
の
幸
若
が
浮
浪
し
て
ゐ
る
間
に
若
い
も
の
が
も
て
は
や
さ
れ

る
。
そ
こ
に
若
衆
の
は
じ
め
が
あ
る
。

こ
ん
な
者
の
生
活
と
芸
術
は
同
じ
で
あ
る
。
生
活
を
舞
台
で
実

演
し
て
ゐ
る
。
歌
舞
伎
は
そ
の
生
活
を
芸
術
と
し
て
や
つ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
幸
若
の
演
芸
の
中
心
は
、
祭
り
の
行
事
か
ら
出

て
来
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
幸
若
の
芸
の
基
礎
に
な
つ
て
来

て
ゐ
る
。
そ
れ
で
諸
国
を
押
し
て
歩
い
た
。
一
つ
は
祇
園
の
信

仰
か
ら
で
あ
つ
た
。

祇
園
の
信
仰　
　

祇
園
の
信
仰
は
新
し
く
盛
ん
に
な
つ
た
。
其

は
平
安
朝
に
御
霊
を
抑
へ
る
為
に
、
祇
園
が
栄
え
、
そ
れ
か
ら

夏
の
神
楽
が
栄
え
て
（
京
の
祇
園
、
尾
張
の
津
島
祭
）
室
町
に

な
つ
て
は
そ
の
囃
な
ど
が
人
気
を
得
て
諸
国
を
巡
つ
て
歩
い

た
。
戦
国
時
代
の
風
流
、
異
風
行
列
は
、
祇
園
の
祭
り
の
風
を

真
似
た
の
で
あ
る
。

祇
園
の
祭
り
は
、
田
楽
猿
楽
等
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
室
町
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か
ら
徳
川
に
か
け
て
は
、
幸
若
風
に
な
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。

幸
若
も
そ
こ
か
ら
出
て
来
た
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
幸

若
の
系
図
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
が
、
あ
れ
は
後
に
な
つ
て
よ
く

し
た
も
の
で
、
は
じ
め
は
い
ゝ
加
減
な
も
の
で
あ
つ
た
。（
以

上
一
学
年
分
は
青
池
君
の
う
と
に
よ
る
）




