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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
國
文
學

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

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

―
」

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

・
本
号
に
翻
刻
す
る
資
料
は
、
そ
の
ノ
ー
ト
番
号
28
・
29
「
後

〈
資
料
〉

折
口
信
夫
「
後
期
王
朝
文
学
史
」（
上
）（
昭
和
四
年
・
北
佐
久
教
育
会
）

伊
　
藤
　
高
　
雄  

編

期
王
朝
文
学
史
」
の
一
部
で
あ
る
。
本
資
料
は
、
長
野
県
北

佐
久
教
育
会
の
招
き
で
昭
和
四
年
八
月
二
十
二
日
（
金
）
か

ら
二
十
四
日
（
日
）
ま
で
岩
村
田
小
学
校
で
行
わ
れ
た
講
演

の
記
録
で
、
そ
の
目
次
は
「
後
期
王
朝
文
学
史
目
安
」
と
し

て
雑
誌『
民
俗
学
』第
一
巻
第
二
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る（
新

版
全
集
15
収
録
）
が
、
そ
の
内
容
が
公
に
な
る
の
は
初
め
て

で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
そ
の
目
次
を
加
え
て
報
告
す
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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表紙

一頁目
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第
一
部
　
散
文

　
　
　
第
一
章
　
宮
廷
文
学
の
発
生
と
展
開
と

一
、
女
房
生
活
の
成
立

私
の
今
日
か
ら
の
話
は
、
日
本
の
文
学
史

―
む
し
ろ
文
学
が

は
じ
ま
つ
て
か
ら
は
じ
め
て
出
て
来
た
散
文
文
学
の
時
代
、
私

の
詞
で
い
ふ
王
朝
時
代

―
天
子
御
自
身
で
政
を
と
ら
れ
た
時

代
、
普
通
の
通
り
平
安
朝
の
み
を
王
朝
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
出

来
ぬ
。
私
は
平
安
前
期
を
前
半
王
朝
と
し
て
ゐ
る
。
後
期
王
朝

時
代
は
散
文
の
時
代
で
、
日
本
文
学
で
大
切
な
時
代
。
昨
年
の

話
は
律
文
学
。日
本
に
は
今
ま
で
の
研
究
で
は
韻
文
学
は
な
い
。

そ
の
律
文
の
中
よ
り
散
文
が
分
化
す
。
そ
の
時
代
よ
り
後
期
王

朝
と
な
る
。
散
文
が
生
れ
る
ま
で
む
し
が
か
ぶ
る
長
い
陣
痛
の

時
代
を
経
て
や
つ
と
散
文
学
が
生
れ
た
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
出

来
た
か
を
話
し
な
が
ら
第
一
章
を
述
べ
る
。

そ
の
前
に
一
つ
申
す
べ
き
は
従
来
の
文
学
史
で
物
足
ら
な
い
と

折
口
信
夫
「
後
期
王
朝
文
学
史
」（
上
）

北
佐
久
教
育
会
・
岩
村
田
小
学
校
・
昭
和
四
年
八
月
二
十
二
日
～
二
十
四
日

こ
ろ
を
い
ふ
。
階
級
的
に
見
る
考
へ
が
足
ら
ぬ
。
人
物
、時
代
、

地
方
本
位
に
見
る
文
学
史
は
従
来
盛
ん
で
あ
る
が
、
階
級
を
見

る
文
学
は
ま
だ
起
ら
ぬ
。近
代
の
こ
と
に
か
ぶ
れ
た
の
で
な
い
、

階
級
の
な
い
文
学
と
、
階
級
に
よ
り
特
殊
な
文
学
が
あ
る
。
私

は
宮
廷

―
普
通
い
ふ
公
家
階
級
の
文
学
、
庶
民
の
階
級
の
文

学
、
殆
ん
ど
文
学
と
許
す
ほ
ど
の
文
学
は
な
く
、
直
に
下
つ
て

奴
隷
階
級
の
文
学
に
な
つ
て
ゐ
る
。
公
家
階
級
の
文
学
と
奴
隷

階
級
の
文
学
の
文
学
の
二
つ
が
平
安
朝
文
学
の
特
質
。
そ
れ
は

作
者
の
階
級
、
作
者
な
ら
び
に
作
者
の
周
囲
に
ゐ
て
、
そ
れ
を

大
き
く
し
て
ゆ
く
醞
醸
階
級
を
考
へ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の

他
に
醞
醸
階
級
の
中
で
作
者
に
有
力
に
働
き
か
け
る
の
が
パ
ト

ロ
ン
階
級
。
旦
那
の
階
級
で
あ
る
。
仏
教
の
方
で
、
宗
教
を
保

護
す
る
パ
ト
ロ
ン
の
こ
と
を
旦
那
と
い
ふ
。
少
な
く
と
も
こ
の

三
つ
の
階
級
を
見
な
け
れ
ば
、
こ
の
三
階
級
よ
り
成
り
立
つ
て

ゐ
る
一
方
面
を
見
ね
ば
、今
後
の
文
学
史
は
だ
め
。
作
者
階
級
、
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そ
の
ひ
ろ
が
り
、
も
つ
と
働
き
か
け
る
擁
護
者
の
階
級
。

私
等
は
す
べ
て
日
本
の
文
学
は
宮
廷
の
文
学
だ
と
考
へ
て
ゐ

る
。
や
つ
と
鎌
倉
時
代
ご
ろ
よ
り
宮
廷
を
離
れ
た
文
学
が
起
つ

た
や
う
に
書
い
て
あ
る
。
宮
廷
の
文
学
よ
り
見
て
ゆ
く
と
、
三

階
級
の
動
き
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
わ
か
る
。

宮
廷
の
文
学
は
作
者
の
階
級
も
擁
護
す
る
階
級
も
よ
く
わ
か

る
。
故
に
こ
ゝ
で
宮
廷
文
学
を
い
ふ
の
が
本
当
。

宮
廷
文
学
と
は
皇
居
の
み
で
な
く
、
宮
廷
と
同
じ
生
活
を
し
て

ゐ
る
貴
族
社
会
ま
で
含
む
。

平
安
前
期
は
宮
廷
の
小
さ
な
も
の
が
沢
山
あ
つ
た
の
を
政
治
家

が
小
さ
な
組
織
を
壊
し
て
、
大
き
な
組
織
に
し
て
こ
れ
が
日
本

の
大
問
題
で
あ
つ
て
、
大
化
改
新
な
ど
は
こ
れ
。
貴
族
は
小
規

模
乍
ら
天
子
と
同
じ
生
活
を
し
て
ゐ
た
小
宮
廷
と
い
ふ
生
活
を

持
つ
。
国
々
の
主
が
後
の
貴
族
。
そ
れ
を
天
子
が
認
め
て
、
そ

の
関
係
が
は
じ
め
は
同
格
で
は
な
い
が
、
相
手
を
認
め
て
ゐ
た

の
が
次
第
に
君
臣
の
関
係
が
緻
密
に
な
つ
た
か
ら
し
て
、
世
の

中
が
進
ん
で
来
た
。
そ
れ
が
完
全
に
君
子
と
臣
下
の
考
へ
を
起

し
た
の
は
平
安
に
入
つ
て
か
ら
。

昔
よ
り
引
き
続
き
と
し
て
貴
族
の
家
庭
生
活
は
宮
廷
と
同
じ
。

貴
族
の
高
い
位
置
の
女
官
を
女
房
、
低
い
位
置
の
を
女
官
と

い
ふ
。

貴
族
の
家
の
女
官
を
女
官
・
女
房
と
い
ふ
の
は
お
か
し
い
が
、

宮
廷
と
同
じ
生
活
を
し
て
ゐ
る
故
に
不
都
合
で
は
な
い
。
そ
れ

ほ
ど
宮
廷
の
生
活
の
小
さ
い
生
活
を
し
て
ゐ
た
。

故
に
こ
ゝ
で
い
ふ
話
は
宮
廷
を
は
じ
め
、
貴
族
の
文
学
を
引
く

る
め
て
い
ふ
と
見
て
も
ら
い
た
い
。

こ
の
時
間
の
話
は
昨
年
の
話
と
引
き
続
い
て
ゐ
る
。

女
房
は
平
安
初
期
よ
り
著
し
く
な
る
。
そ
れ
前
は
詞
な
し
。
女

房
は
後
宮
、
皇
后
は
じ
め
、
下
々
の
女
の
居
る
と
こ
ろ
を
後
宮

と
い
ふ
。
支
那
で
は
こ
れ
に
対
し
て
男
房
が
あ
る
が
、
日
本
に

は
そ
の
例
な
し
。
一
人
〳
〵
の
女
の
□
□
を
も
ち
主
を
女
房
と

す
る
解
は
い
け
な
い
。
後
宮
の
天
子
の
お
手
が
ゝ
り
を
除
い
て

他
の
女
は
女
房
と
い
ふ
。
こ
れ
は
も
と
〳
〵
後
の
女
官
と
称
す

る
も
の
ゝ
中
よ
り
出
て
ゐ
る
。
女
官
中
の
高
い
も
の
は
女
房
と

い
ふ
。

女
官
と
い
ふ
も
の
は
古
代
よ
り
全
体
宮
中
の
神
事
に
仕
へ
て
ゐ

た
。
宮
中
の
女
は
神
事
の
ほ
か
な
か
つ
た
。
天
子
を
生
き
神
と

い
ふ
の
は
、
比
喩
的
の
こ
と
ゝ
我
等
は
考
へ
る
が
、
昔
の
人
は

天
子
は
あ
る
時
期
は
神
だ
つ
た
。
不
言
不
語
の
中
に
人
間
が
あ

る
時
期
に
神
に
な
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
た
。
霊
体
の
神
は
な
か
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つ
た
。
神
の
動
作
を
し
、
言
葉
を
述
べ
る
は
物
忌
み
の
後
、
人

間
が
す
る
。
天
子
は
宮
廷
に
て
そ
の
仕
事
を
す
る
人
。
宮
廷
に

仕
へ
て
ゐ
る
女
は
神
に
仕
へ
る
女
で
同
時
に
神
と
な
ら
な
い
時

の
天
子
に
も
仕
へ
る
。
そ
の
辺
は
曖
昧
。

今
の
内
侍
所
の
女
等
も
神
と
天
子
と
の
間
か
不
正
確
。
今
だ
に

宮
中
に
神
さ
ん
本
位
に
仕
へ
て
ゐ
る
女
に
伝
つ
て
ゐ
る
。
古
く

よ
り
長
く
続
い
て
変
化
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
時
代
で
、
世
の
中
の

変
異
と
共
に
神
に
仕
へ
る
部
分
と
神
で
な
い
生
活
に
入
つ
て
ゐ

る
部
分
と
二
つ
に
な
り
、神
に
仕
へ
る
部
分
は
ご
く
低
く
な
り
、

人
間
と
し
て
の
天
子
に
仕
へ
る
方
が
職
掌
が
高
く
な
る
。
平
安

初
期
よ
り
女
房
、
女
官
と
分
れ
る
。
低
い
方
が
女
官
で
あ
る
。

こ
の
中
に
は
樋ひ
す
ま
し洗
等
い
ふ
も
の
も
あ
る
が
、
天
子
の
神
秘
な
部

分
に
ふ
れ
て
ゐ
る
故
に
女
官
。
高
い
女
は
も
つ
と
天
子
の
大
切

の
方
に
ふ
れ
て
行
く
。
人
間
と
し
て
の
天
子
に
仕
へ
る
女
官
が

二
つ
に
分
れ
る
。

小
野
の
小
町
は

―
伝
説
に
は
出
羽
の
郡
司
の
小
野
の
良
実
の

娘
と
な
つ
て
ゐ
る
。
姉
を
大
町
と
い
ふ
な
ど
あ
る
が
、
ど
こ
ま

で
信
ぜ
ら
れ
る
か
。
こ
の
郡
司
の
女
が
采
女
と
し
て
、
宮
廷
に

召
さ
れ
る
。
君
子
は
神
事
と
政
事
と
一
緒
に
し
た
。
国
造
と
古

く
い
ふ
。
そ
れ
よ
り
宗
教
上
の
権
を
取
つ
た
も
の
を
郡
司
と
い

ふ
。
こ
の
女
を
召
し
て
采
女
と
し
て
仕
へ
し
め
た
。
君
子
の
宗

教
儀
式
に
か
ぶ
れ
た
も
の
を
地
方
官
に
与
へ
て
宗
教
を
統
一
す

る
。
平
安
初
期
、
出
羽
の
郡
司
の
女
が
来
て
、
平
安
の
女
房
生

活
の
は
じ
め
を
記
念
す
る
人
に
な
つ
た
。
女
房
は
小
町
よ
り
先

輩
あ
れ
ど
小
町
が
代
表
者
。
さ
う
い
ふ
女
が
宮
中
に
ゐ
て
天
子

と
の
尊
い
生
活
に
関
与
し
て
ゐ
る
も
の
が
、
女
房
と
し
て
羽
振

り
が
よ
い
。
そ
れ
が
皇
子
女
、
王
族
の
家
、
貴
族
の
家
で
も
女

官
よ
り
女
房
階
級
が
出
て
来
る
。
こ
れ
平
安
初
期
の
事
実
。
女

房
の
し
た
仕
事
は
。
こ
の
仕
事
が
日
本
文
学
で
重
大
な
仕
事
に

な
る
。
実
は
日
本
で
散
文
の
お
こ
つ
た
の
は
本
当
は
平
安
朝
で

な
い
。
今
日
我
等
に
散
文
と
見
え
て
も
当
時
散
文
の
様
な
も
の

で
も
律
文
と
し
て
読
み
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
、
平
安
前
期

に
な
つ
た
。
こ
れ
が
奈
良
時
代
よ
り
更
に
前
よ
り
あ
る
祝
詞
、

宣
命
と
い
ふ
も
の
。
今
あ
る
祝
詞
は
一
切
、
平
安
朝
の
手
を
経

な
い
も
の
は
な
い
。
祝
詞
は
日
本
文
学
中
一
番
古
い
と
い
ふ
こ

と
を
私
は
信
ぜ
ず
。
古
く
と
も
平
安
の
呼
吸
が
ゝ
つ
て
ゐ
る
も

の
、及
び
新
作
の
も
の
が
あ
る
。
故
に
今
で
も
読
め
ば
わ
か
る
。

十
分
の
六
七
、
わ
か
ら
ん
と
こ
ろ
は
改
作
者
が
悪
い
と
こ
ろ
、

文
章
を
知
ら
な
か
つ
た
と
こ
ろ
。

祝
詞
は
ま
た
神
主
が
読
む
と
律
文
的
の
感
じ
を
起
こ
す
。宣
命
、
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今
で
は
こ
の
こ
と
ば
を
用
ゐ
ぬ
が
信
州
の
南
で
は
ま
だ
祝
詞
の

意
に
用
ゐ
る
。
土
地
の
魂
、神
に
云
ふ
こ
と
ば
を
い
ふ
ら
し
い
。

田
畑
の
荒
れ
る
神
を
鎮
め
る
等
。
宣
命
の
本
当
の
生
命
の
あ
つ

た
の
は
奈
良
朝
。
こ
の
宣
命
は
続
日
本
紀
宣
命
。
奈
良
に
出
来

た
も
の
で
な
い
が
、
奈
良
の
こ
と
を
知
る
の
に
は
続
日
本
紀
を

読
ん
で
、
頭
に
畳
み
込
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
読
め

ば
万
葉
、
風
土
記
そ
の
他
を
読
ん
で
も
生
き
か
へ
つ
て
来
る
。

桓
武
の
時
代
に
な
つ
て
も
、
奈
良
の
気
分
の
濃
い
時
代
を
扱
つ

て
ゐ
る
。
こ
の
中
に
生
き
た
宣
命
が
入
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
読
ま

れ
る
時
は
、
律
文
的
、
そ
れ
は
証
拠
が
あ
る
。
技
術
が
あ
る
。

こ
の
事
も
私
の
考
へ
が
変
つ
て
ゐ
る
。奈
良
の
宣
命
も
擬
古
文
、

奈
良
の
本
当
の
感
情
が
入
つ
て
ゐ
な
い
。
万
葉
の
歌
も
（
万
葉

調
の
）
今
作
つ
て
も
昭
和
・
大
正
の
気
持
ち
が
出
な
い
の
で
は

な
い
が
、
擬
古
文
で
あ
る
。
宣
命
は
今
信
じ
て
ゐ
る
人
が
学
者

中
に
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
り
で
、
半
分
は
こ
の
時
代
の

語
だ
が
半
分
は
死
語
で
荘
重
感
を
出
す
為
、
為
に
文
法
中
の
誤

解
が
あ
る
。

さ
う
い
ふ
風
な
も
の
で
あ
る
が
、
祝
詞
、
宣
命
は
奈
良
よ
り
あ

つ
た
散
文
と
考
へ
て
よ
い
も
の
。
内
的
に
云
へ
ば
我
等
の
考
へ

る
ほ
ど
散
文
で
は
な
い
。
謡
曲
の
や
う
な
も
の
で
、
散
文
の
や

う
な
も
の
も
う
た
ひ
出
す
と
律
文
に
な
る
。
こ
の
過
渡
期
を
経

て
、
立
派
な
散
文
が
出
る
。

か
ゝ
る
宣
命
、
祝
詞
が
奈
良
よ
り
前
よ
り
あ
つ
た
。
そ
れ
は
天

子
の
い
ふ
詞
を
記
録
し
た
。
又
は
貴
族
の
主
の
い
ふ
こ
と
を
記

録
し
て
下
の
人
に
読
ん
で
聞
か
せ
る
。
も
と
は
口
伝
へ
で
あ
つ

た
も
の
が
。
記
録
し
た
も
の
と
前
は
定
つ
て
ゐ
る
文
句
で
、
口

づ
か
ら
授
け
な
く
て
も
下
の
人
が
繰
り
返
し
て
下
に
伝
へ
た
。

次
第
に
臨
時
に
新
作
し
て
読
ん
で
聞
か
せ
た
。
し
か
し
条
件
と

し
て
上
の
人
が
い
ふ
て
ゐ
る
の
を
筆
記
し
た
と
い
ふ
事
が
大

切
。そ
の
天
子
の
こ
と
を
記
録
す
る
も
の
に
男
女
二
通
あ
つ
た
。

今
で
い
ふ
と
女
の
生
活
が
低
く
な
り
、
こ
と
に
昭
和
の
天
子
に

な
つ
て
女
は
こ
と
に
押
し
込
め
ら
れ
て
了
つ
た
。

何
千
年
の
女
子
の
生
活
が
潰
れ
て
了
つ
た
。

天
子
の
す
ぐ
側
に
て
こ
と
ば
を
書
く
も
の
、
と
公
式
に
書
き
と

る
も
の
と
あ
り
。
非
公
式
な
が
ら
天
子
の
言
そ
の
ま
ゝ
書
く
の

が
女
。
太
政
官
の
書
記
官
が
筆
記
す
る
の
は
、
文
章
を
飾
つ
て

外
へ
出
す
。
形
の
上
は
男
の
方
が
荘
重
、
神
秘
で
力
強
い
の
は

女
の
方
よ
り
出
る
も
の
。

口
づ
か
ら
伝
へ
る
の
は
本
当
で
あ
ら
う
が
、
歴
史
で
わ
か
る
頃

よ
り
は
皆
筆
記
し
て
ゐ
る
。
宣
命
は
公
式
の
も
の
で
男
の
書
記
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官
階
級
が
古
文
法
に
似
せ
て
書
い
た
も
の
。
も
つ
と
単
的
な
効

力
の
多
い
も
の
を
天
子
の
側
で
書
く
の
が
女
。

男
の
方
は
大
体
漢
文
の
意
味
で
書
い
て
、
助
辞
・
助
動
詞
・
動

詞
・
形
容
詞
の
語
尾
等
を
小
さ
く
書
く
所
謂
宣
命
書
き
。
女
の

方
は
全
部
万
葉
仮
名
。
こ
れ
等
が
正
倉
院
文
書
等
に
残
る
。
口

語
を
そ
の
ま
ゝ
筆
記
す
る
形
で
書
い
た
も
の
。
口
の
上
の
文
を

そ
の
ま
ゝ
書
い
た
形
故
に
わ
か
ら
な
い
。
気
分
が
後
よ
り
見
れ

ば
ぬ
き
に
な
る
故
で
あ
る
。
か
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
奈
良
の
散

文
書
き
の
わ
か
ら
ん
と
こ
ろ
と
思
ふ
。
私
は
片
仮
名
は
女
よ
り

発
達
し
た
と
思
ふ
。

男
は
漢
字
で
意
味
を
と
り
、
ど
う
し
て
も
音
で
示
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
こ
ろ
を
宣
命
書
き
と
す
。

女
の
仕
事
が
認
め
ら
れ
て
来
て
万
葉
仮
名
が
用
ゐ
ら
れ
た
。
奈

良
時
代
す
で
に
し
か
り
。
平
安
に
な
る
と
女
の
仕
事
が
男
に
模

倣
さ
る
。
平
安
の
文
学
は
女
房
文
学
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
女
房

の
仮
面
を
被
つ
て
男
が
や
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
る
と

思
ふ
。

土
佐
の
は
じ
め
に
、

男
も
す
な
る
日
記（
促
音
が
出
な
い
故
に
京
の
人
は
訛
る
）

と
い
ふ
も
の
を
女
も
し
て
見
ん
と
て

日
記
は
女
の
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
が
、
つ
け
る
ん
だ
と
い
ふ

風
に
し
て
貫
之
が
女
の
皃
で
書
い
た
と
い
ふ
の
は
誤
り
。
男
の

日
記
で
な
く
男
が
女
の
文
字
で
書
か
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
男

の
漢
文
で
書
い
た
日
記
に
は
歌
を
入
れ
る
の
は
不
都
合
だ
と
感

じ
て
来
て
本
文
も
や
は
ら
か
く
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
故
に
男

日
記
を
書
く
べ
き
を
女
文
字
に
て
書
い
て
見
や
う
と
い
ふ
事
で

あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
あ
の
や
う
な
い
ひ
方
を
し
た
。
文
は
単
純

に
表
面
か
ら
の
み
取
れ
な
い
。

貫
之
と
い
ふ
人
は
名
高
い
人
だ
が
、仕
事
で
歌
に
は
感
心
せ
ん
。

仕
事
し
た
と
こ
ろ
の
み
が
偉
い
人
で
、
歌
は
だ
め
。
そ
れ
は
文

学
論
が
立
つ
て
ゐ
な
い
故
で
あ
ら
う
。

貫
之
の
偉
い
の
は
仮
名
の
文
を
書
い
た
こ
と
。
仮
名
文
の
方
が

大
き
い
。
女
の
文
を
貫
之
頃
よ
り
男
の
方
へ
移
し
て
来
た
。
貫

之
は
平
安
百
年
頃
よ
り
活
躍
し
て
ゐ
た
。
古
く
か
ら
あ
つ
た
の

か
貫
之
頃
よ
り
女
文
字
を
ば
う
つ
し
て
来
る
。
女
の
文
章
が
男

の
方
へ
流
入
し
て
一
見
女
の
ご
と
く
見
え
る
も
の
、
こ
の
後
も

多
く
、
平
安
初
期
、
奈
良
朝
末
期
に
も
女
の
文
を
男
が
真
似
、

女
と
は
い
へ
な
い
事
実
に
於
て
沢
山
あ
る
。
万
の
文
は
女
の
文

章
よ
り
出
て
ゐ
る
。女
の
用
字
を
そ
の
ま
ゝ
使
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
女
等
が
天
子
の
仰
る
こ
と
を
筆
記
す
る
。
そ
し
て
手
軽
に
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下
に
下
す
。
こ
れ
を
女
房
宣
と
い
ふ
。
少
し
重
く
な
る
と
内
侍

宣
と
い
ふ
。
皆
仮
名
で
書
い
て
あ
る
。

か
う
い
ふ
女
等
が
天
子
の
仰
る
こ
と
ば
を
書
き
留
め
た
と
い
ふ

ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
他
に
天
子
の
毎
日
の
言
行
を
記
録
し
て

お
い
た
。
こ
れ
は
非
常
に
大
切
の
こ
と
。
天
子
の
す
る
こ
と
は

皆
神
事
だ
と
い
ふ
信
仰
に
よ
る
。こ
れ
が
後
々
の
規
範
に
な
る
。

我
等
の
歴
史
で
わ
か
る
こ
と
の
み
で
は
古
代
の
こ
と
は
わ
か
ら

ん
。わ
か
ら
ん
と
こ
ろ
は
比
較
研
究
に
よ
り
調
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

江
戸
時
代
ま
で
行
は
れ
た
も
の
に
御
湯
殿
の
上
の
日
記
あ
り
。

ち
ら
ば
つ
て
了
つ
て
今
、
群
書
類
従
に
一
部
の
み
出
て
ゐ
る
。

女
の
文
才
が
極
端
に
低
く
な
つ
た
頃
の
も
の
、
皆
集
る
と
面
白

い
と
思
ふ
。

天
子
の
御
殿
生
活
は
一
番
大
切
な
の
で
、
大
嘗
祭
を
見
て
も
天

子
は
何
度
も
湯
に
入
ら
れ
る
。
わ
け
な
し
に
入
つ
て
ゐ
る
が
も

と
は
、
湯
殿
で
行
は
れ
る
神
秘
が
大
切
。
湯
殿
で
物
忌
み
の
禁

欲
生
活
の
着
物
を
脱
が
れ
る
と
開
放
さ
れ
て
神
と
な
る
。
着
物

を
取
り
去
る
女
が
出
て
来
る
事
が
一
番
大
切
。
こ
の
女
が
後
に

は
后
と
な
る
。
日
本
の
皇
后
に
は
王
族
出
と
臣
下
と
あ
り
、
臣

下
出
は
后
、
王
族
出
は
中
皇
命
と
い
ふ
。

后
は
風
呂
の
中
で
着
物
を
脱
が
せ
る
役
で
、
す
る
と
す
ぐ
に
神

婚
が
行
は
れ
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
後
世
ま
で
御
湯
殿
腹
と

い
ひ
ち
が
つ
た
資
格
を
も
つ
て
ゐ
た
。
お
湯
殿
の
上
に
日
記
が

あ
つ
て
そ
れ
を
記
録
し
て
ゐ
る
。
今
残
つ
て
ゐ
る
の
は
こ
れ
は

な
い
か
。
日
記
の
お
こ
つ
た
の
は
そ
れ
が
も
と
。

天
子
が
神
に
な
る
の
は
ど
う
し
て
も
一
度
湯
殿
に
入
つ
て
着
物

を
脱
が
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

平
安
朝
に
な
る
と
、
御
匣
殿
と
い
ふ
も
の
が
出
て
来
る
。
御
湯

殿
は
本
義
が
忘
れ
ら
れ
て
、
貴
族
の
女
が
天
子
に
近
づ
く
、
皇

后
、
女
御
、
更
衣
で
な
く
し
て
天
子
に
近
づ
く
の
は
御
匣
殿
と

い
ふ
役
に
な
る
。
天
子
の
み
ぐ
し
を
く
し
け
づ
る
役
で
あ
る
。

御
櫛
笥
殿
。

御
湯
殿
よ
り
御
匣
殿
へ
移
つ
た
の
は
平
安
時
代
。
御
湯
殿
は
大

切
で
あ
つ
た
故
に
後
ま
で
日
記
が
あ
つ
た
。
そ
こ
、
内
侍
階
級

の
者
書
い
た
。

貴
族
が
結
婚
す
る
場
合
に
唐
紙
を
隔
て
て
聞
い
て
ゐ
る
。
お
と

き
ゝ
の
役
が
あ
る
。
御
湯
殿
の
上
で
聞
い
て
ゐ
る
。
こ
の
他
に

天
子
の
言
行
に
関
す
る
日
記
が
だ
ん
〴
〵
あ
つ
て
記
録
し
て
ゐ

る
。
貴
族
に
て
も
そ
れ
が
次
第
に
混
乱
を
起
こ
し
て
来
る
。

巻
物
で
あ
つ
た
の
で
、
自
分
の
仕
へ
て
ゐ
る
人
の
言
行
の
み
で

な
く
、
私
生
活
ま
で
書
き
入
れ
る
や
う
に
な
る
。
ど
う
し
て
も
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私
生
活
を
書
く
。そ
こ
で
公
私
混
同
し
た
日
記
に
な
つ
て
来
る
。

と
こ
ろ
が
宮
中
、
貴
族
の
家
の
女
は
一
つ
の
教
育
家
で
あ
る
。

日
本
の
教
育
は
決
し
て
教
へ
る
も
の
で
な
く
、聞
か
せ
る
も
の
、

詞
を
聞
か
せ
る
と
、
精
霊
が
あ
つ
て

―
こ
と
だ
ま

―
作
用

を
あ
ら
は
し
て
語
を
聞
い
て
ゐ
る
人
の
魂
に
く
つ
ゝ
い
て
了

ふ
。
い
ゝ
文
章
を
唱
へ
か
け
ら
れ
る
と
、
い
ゝ
魂
が
入
つ
て
了

ふ
。
英
雄
の
文
章
を
聞
か
せ
る
と
聞
か
せ
ら
れ
て
ゐ
る
人
が
英

雄
の
魂
を
得
る
。
こ
れ
が
、
語
部
の
一
つ
の
職
掌
で
あ
る
。
語

部
の
物
語
の
魂
が
貴
族
、
天
子
に
入
つ
て
了
ふ
。
こ
の
語
部
に

は
男
女
種
々
あ
れ
ど
宮
廷
に
生
活
す
る
も
の
は
後
の
女
房
に
な

つ
て
行
く
人
等
で
あ
る
。

―
神
秘
な
資
格
を
も
つ
て
ゐ
る
も

の
が
語
部
に
な
る
故
に
若
い
者
も
あ
る
。

こ
の
風
が
語
部
が
な
く
な
つ
て
も
、
平
安
に
な
る
と
形
式
的
に

大
嘗
祭
の
時
に
の
み
地
方
よ
り
出
る
。
語
部
が
な
く
な
つ
て
女

房
等
が
語
部
の
仕
事
を
す
る
。
だ
か
ら
平
安
朝
の
物
語
と
女
房

と
の
関
係
は
密
接
。

万
葉
集
を
見
て
奈
良
朝

―
万
葉
集
は
奈
良
よ
り
平
安
に
ま
た

が
つ
て
出
来
た
。
材
料
は
奈
良

―
万
葉
で
は
物
語
よ
り
も
歌

の
方
が
神
聖
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
が
出
て
ゐ
る
。
物
語
そ
の
も

の
よ
り
も
エ
ツ
セ
ン
ス
た
る
歌
の
方
が
大
切
で
歌
の
み
を
唱
へ

れ
ば
物
語
を
全
部
唱
へ
る
と
同
じ
と
考
へ
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
奈
良
の
こ
と
。
そ
れ
に
は
大
き
な
社
会
上
の
事
実
が
あ

る
。
国
々
の
君
子
が
天
子
に
服
従
を
誓
ふ
場
合
は
も
と
は
国
々

に
伝
は
る
寿
詞
と
い
ふ
も
の
を
天
子
に
申
し
上
げ
る
。
後
に
は

約
し
て
歌
の
み
を
歌
ふ
。
寿
詞
を
い
ふ
と
寿
詞
に
入
つ
て
ゐ
る

魂
が
天
子
に
つ
く
。
後
に
は
歌
だ
け
歌
ふ
と
国
々
を
治
め
る
力

が
天
子
に
入
る
。
こ
の
信
仰
が
進
ん
で
国
ぶ
り
の
歌
を
唱
へ
ら

れ
た
人
は
そ
の
国
を
治
め
る
力
が
生
ず
る
と
考
へ
て
、
盛
ん
に

国
風
の
歌
を
奉
り
、
歌
つ
て
聞
か
せ
申
す
。
こ
の
歌
を
記
録
す

る
こ
と
が
盛
ん
に
な
つ
て
来
る
。
こ
れ
が
後
の
歌
物
語
の
起
り

で
あ
る
。
国
々
の
歌
を
記
録
す
る
。

女
房
の
日
記
中
に
物
語
を
せ
な
く
な
つ
て
国
々
の
国
風
を
記
録

し
て
ゐ
る
。
天
子
の
言
行
を
記
録
す
る
一
方
に
国
々
の
歌
を
記

録
し
、
又
私
に
自
分
の
歌
を
書
く
と
い
ふ
事
に
な
る
。
日
記
の

中
に
女
房
自
身
の
歌
を
国
風
の
歌
の
は
国
に
限
ら
ず
家
か
ら
も

奉
る

―
後
述

―
。

女
房
の
天
子
の
言
行
と
共
に
自
分
の
事
を
書
く
と
同
じ
く
、
国

風
の
歌
を
書
く
と
共
に
、
自
分
の
歌
を
書
く
。
一
巻
で
あ
り
な

が
ら
ご
つ
た
に
書
き
込
ん
で
あ
る
故
に
こ
れ
を
整
理
す
る
時
が

出
て
来
、
こ
の
中
に
よ
り
歌
な
ら
歌
、
天
子
の
詞
、
あ
る
女
房
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の
日
記
等
を
抄
し
た
り
、
又
そ
の
中
に
は
自
分
等
の
聞
い
た
話

を
も
書
き
入
れ
て
来
る
や
う
に
な
る
。
簡
単
な
一
種
の
恋
物
語

を
書
き
入
れ
る
。
す
る
と
ノ
ー
ト
が
内
容
が
い
よ
い
よ
多
く
な

る
。こ
れ
を
ひ
つ
く
る
め
て
こ
の
巻
物
が
女
房
の
日
記
で
あ
る
。

巻
物
で
は
工
合
が
悪
い
。一
々
巻
か
へ
し
て
よ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
を
ば
救
ふ
方
法
が
発
明
せ
ら
れ
、
経
巻
よ
り
出
て
折
本
の

経
本
が
出
た
。
そ
れ
を
双
紙
と
い
ふ
。
こ
れ
が
本
義
を
忘
れ
て
、

草
紙
、
冊
子
、
草
子
等
い
ふ
。
こ
れ
を
更
に
背
を
綴
じ
る
。
す

る
と
袋
が
出
来
る
。
袋
冊
子
と
い
ふ
。
日
本
の
文
学
史
の
一
つ
、

変
態
は
書
物
の
体
裁
が
変
は
る
と
共
に
か
ゝ
る
内
容
の
も
の
は

か
う
い
ふ
体
裁
の
も
の
に
書
ゝ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
風
に
考
へ

て
ゐ
る
。
本
の
体
裁
と
文
学
の
種
類
と
を
見
る
の
も
一
つ
の
文

学
史
の
見
方
。
日
記
中
の
特
殊
な
日
記
は
巻
物
を
や
め
て
袋
草

紙
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。�

十
時
ま
で

二
、
日
記
の
内
容

女
房
日
記
よ
り
平
安
の
各
種
の
文
学
が
出
、
女
房
が
日
記
を
つ

け
る
。
天
子
の
言
行
を
記
録
す
。
天
子
貴
族
の
間
の
言
葉
を
書

き
取
つ
た
長
い
間
の
練
習
が
仮
名
文
を
生
む
。
自
由
に
自
分
の

考
へ
を
書
け
る
に
至
つ
た
の
は
一
朝
一
夕
で
は
な
か
つ
た
。

女
房
日
記
の
内
容
を
簡
単
に
分
け
て
話
す
。
ま
づ
第
一
に
主
人

の
言
行
。
こ
れ
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
平
安
朝
女
房
文
学
が

盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
方
の
記
録
は
目
に
つ
か
な
く
な

る
。
事
実
は
書
い
て
ゐ
た
が
抄
き
書
き
は
こ
の
部
分
は
し
な
か

つ
た
。
享
楽
的
に
な
り
面
白
い
部
分
の
み
を
取
り
出
し
た
故
。

一
体
、
日
記
は
女
房
が
つ
け
て
ゐ
る
日
記
は
あ
と
か
ら
あ
と
か

ら
借
り
ら
れ
て
書
き
写
さ
れ
た
。

物
語
の
中
に
同
じ
や
う
な
女
房
の
こ
と
が
日
記
に
出
て
不
思
議

と
さ
れ
て
ゐ
る
。
今
日
な
ら
ば
女
は
心
が
狭
い
か
ら
同
等
の
人

の
こ
と
を
自
分
の
物
語
に
書
く
こ
と
は
な
い
と
予
断
さ
れ
て
ゐ

る
。
紫
式
部
の
日
記
に
は
他
の
女
房
こ
と
に
清
少
納
言
の
こ
と

を
悪
く
書
い
て
ゐ
る
。
い
か
に
も
予
断
に
ぴ
つ
た
り
す
る
。
し

か
し
こ
の
他
の
一
面
に
於
て
は
当
時
の
人
等
は
歌
だ
け
は
少
な

く
と
も
あ
ら
ゆ
る
態
度
の
歌
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
敵

方
の
も
自
分
の
気
に
く
は
な
い
の
も
す
べ
て
も
取
り
入
れ
ぬ
は

歌
人
と
し
て
の
立
場
が
な
い
故
に
歌
の
み
は
単
な
る
憎
き
を
越

え
て
あ
ら
ゆ
る
歌
を
含
ま
う
と
し
た
。
同
輩
の
女
房
の
歌
が
日

記
や
物
語
に
出
て
来
る
の
み
の
不
思
議
は
な
い
。
後
世
よ
り
見

て
、
同
時
の
女
房
の
作
が
入
つ
て
ゐ
る
故
に
、
後
世
の
書
き
入

れ
と
す
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
。
日
記
は
借
り
出
さ
れ
、
写
さ
れ
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し
て
、
そ
れ
が
転
々
し
て
も
つ
と
自
由
に
見
ら
れ
て
ゐ
た
故
に

女
房
は
日
記
の
文
を
練
つ
た
。
日
記
中
か
ら
大
体
一
部
分
を
抜

く
。
主
に
そ
の
女
房
の
私
生
活
、
そ
れ
が
女
房
の
日
記
と
い
ふ

も
の
。
又
は
そ
の
女
房
が
作
つ
た
歌
、
又
は
そ
の
日
記
に
書
き

留
め
た
昔
の
恋
物
語
を
抄
し
た
、
一
種
の
抄
物
を
作
つ
た

―

鎌
倉
よ
り
変
意

―
あ
る
分
類
に
よ
つ
て
抄
し
て
来
る
。
今
日

残
つ
て
ゐ
る
女
房
の
歌
集
は
す
べ
て
こ
れ
。
大
抵
自
分
の
日
記

に
書
い
た
あ
る
も
の
を
他
人
が
抄
し
た
故
に
、
は
し
が
き
は
作

者
自
身
の
書
い
た
も
の
か
、
抄
し
た
人
が
つ
け
た
の
か
不
明
。

恋
物
語
。
古
あ
つ
た
恋
愛
に
関
し
た
部
分
を
抄
き
出
す
。
伊
勢

物
語
の
如
き
。宇
多
天
皇
に
愛
せ
ら
れ
た
伊
勢
と
い
ふ
女
の（
貫

之
等
よ
り
歌
が
出
来
）
著
故
、
伊
勢
物
語
の
古
い
の
は
は
じ
め

に
伊
勢
の
斎
宮
の
記
事
が
あ
つ
た
（
後
世
在
原
家
の
人
は
神
宮

に
詣
れ
ぬ
）
そ
れ
で
伊
勢
の
斎
宮
に
関
す
る
物
語
だ
か
ら
伊
勢

と
い
ふ
。
私
は
昔
の
物
語
を
国
で
類
別
し
た
形
式
が
あ
る
の
で

そ
れ
で
伊
勢
物
語
と
い
ふ
の
だ
と
思
ふ
。
そ
れ
で
伊
勢
は
時
代

に
よ
り
説
が
違
ふ
。
作
者
も
業
平
が
作
つ
た
と
昔
よ
り
云
は
れ

て
ゐ
る
。
今
な
ら
ば
変
だ
が
昔
は
あ
ん
な
事
が
あ
つ
た
。
晋
唐

小
説
の
真
似
を
し
た
の
で
あ
る
。
楚
辞
等
の
形
式
を
真
似
し
て

一
人
称
で
神
仙
の
女
に
会
ふ
た
等
い
ふ
う
ぬ
ぼ
れ
の
文
が
あ
る

故
に
業
平
自
身
が
書
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。
業
平
の
日
記
に
附
会

し
て
大
き
く
な
つ
た
も
の
と
も
い
ふ
。

私
の
今
の
考
へ
で
は
、
伊
勢
を
在
吾
（
語
少
の
日
記
）
中
将
の

日
記
と
い
ふ
か
ら
在
五
は
在
原
家
の
第
五
の
男
子
の
近
衛
中
将

だ
か
ら
業
平
の
日
記
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
あ

る
人
の
日
記
の
中
か
ら
業
平
に
つ
い
て
の
恋
物
語
だ
け
を
抄
し

て
来
た
。
そ
の
抄
に
面
白
い
故
に
書
き
加
へ
た
。
在
五
に
関
す

る
日
記
の
中
の
恋
物
語
と
い
ふ
意
。
必
ず
し
も
在
五
の
書
い
た

意
で
は
な
い
。

或
は
宮
廷
貴
族
の
中
の
家
庭
の
中
の
年
中
行
事
を
記
録
し
た
も

の
。
そ
の
外
に
も
一
つ
違
つ
た
も
の
は
日
記
が
人
に
見
ら
れ
る

事
を
目
的
と
し
て
ゐ
た
も
の
が
あ
つ
た
。
こ
れ
を
ひ
き
く
る
め

て
枕
草
子
と
い
ふ
た
。
必
ず
し
も
清
少
納
言
に
限
つ
た
事
で
は

な
い
。
清
少
納
言
が
有
名
故
に
残
つ
た
。
あ
れ
は
枕
事
の
草
子

と
い
ふ
事
。

清
少
納
言
は
中
宮
（
平
安
初
期
は
皇
后
を
立
て
ず
に
中
宮
を
立

て
た
。
後
に
は
藤
原
氏
の
勢
力
争
ひ
の
為
に
皇
后
を
お
立
て
に

な
ら
な
か
つ
た
）
定
子
に
仕
へ
て
ゐ
た
。
定
子
よ
り
枕
に
せ
よ

と
て
檀
紙
を
賜
は
つ
た
。
普
通
、
枕
元
で
書
き
入
れ
る
も
の
と

い
ふ
。
私
は
平
安
に
は
枕
ご
と
ゝ
い
ふ
こ
と
あ
り
。
固
定
し
て
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枕
詞
と
な
る
。
文
章
の
生
命
を
約
す
る
こ
と
ば
が
ま
く
ら
ご
と

と
い
ふ
。ふ
ご
と
の
ち
り
…
…
の
や
ま
ぶ
み
等
い
ふ
書
が
あ
り
、

こ
れ
を
入
れ
ね
ば
歌
に
な
ら
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
文
句
あ
り
。

そ
れ
を
枕
ご
と
ゝ
い
ふ
。
そ
の
中
平
安
朝
に
固
定
し
た
も
の
枕

詞
。
枕
ご
と
の
時
代
は
意
味
が
広
か
つ
た
。
枕
を
集
め
た
草
子

が
枕
草
子

―
こ
れ
は
手
習
用
で
あ
る
。
平
安
朝
に
な
る
と
、

男
は
漢
文
、
女
は
し
な
い
。
天
子
で
嵯
峨
・
村
上
帝
の
ご
と
き

天
皇
は
皇
女
の
た
め
に
漢
文
を
お
授
け
に
な
る
。
そ
の
他
の
天

子
に
も
か
ゝ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
村
上
帝
の
皇
女
に
は

源
順
の
和
名
類
聚
抄

―
分
類
し
た
辞
書
で
、
漢
文
体

―
こ

れ
を
手
習
ひ
さ
せ
た
。
往
来
物
等
も
字
引
で
こ
れ
を
手
習
ひ
し

て
ゐ
る
。
不
思
議
に
昔
の
真
似
を
し
て
ゐ
る
。
寺
子
屋
の
教
育

は
往
来
物
節
用
集
等
を
用
ゐ
た
の
で
あ
る
。
今
で
も
大
抵
、
名

詞
だ
け
を
習
ふ
。
一
条
帝
に
な
る
と
藤
原
の
為
憲
の
書
い
た
口

遊
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
皇
女
の
為
に
書
い
た
手
習
ひ
の
書
。

こ
の
意
味
で
清
少
納
言
の
枕
草
子
、
そ
の
他
の
枕
草
子
が
出
来

た
。
枕
草
子
で
は
定
子
の
記
事
等
は
中
心
で
な
く
、
自
分
の
私

的
生
活
も
中
心
で
は
な
い
。
山
は
、
春
は
、
文
は
等
と
あ
る
部

分
、
清
少
納
言
が
心
を
引
い
た
こ
と
を
連
想
的
に
書
い
た
の
で

は
な
く
し
て
、
手
習
ひ
し
つ
ゝ
知
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

と
を
習
は
せ
た
。
語
部
の
仕
事
を
女
房
が
や
つ
て
聞
か
せ
た
の

を
読
ま
せ
、
更
に
日
記
を
読
ま
せ
た
。
そ
れ
が
言
霊
の
信
仰
が

薄
れ
て
書
き
乍
ら
覚
え
さ
せ
た
。
手
習
ひ
の
初
め
は
歌
よ
り
出

て
ゐ
る
。

　
　

な
に
は
づ
に

　
　

あ
さ
か
や
ま

等
は
手
習
ひ
歌
の
元
祖
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
必
ず
し
も
初
め
で
は

な
い
が
、
名
高
い
国
風
歌
で
、
女
房
の
日
記
に
あ
つ
た
も
の
を

抄
し
た
。
平
安
の
歌
人
の
家
集
に
手
習
ひ
歌
が
あ
り
、
筆
の
先

よ
り
魂
を
取
り
入
れ
た
。
そ
れ
が
教
育
的
の
方
便
と
考
へ
た
。

枕
草
子
は
そ
の
一
つ
。
厳
重
に
分
類
出
来
ず
に
い
ろ
ん
な
も
の

が
沢
山
あ
る
。
女
房
の
作
つ
た
歌
、
昔
物
語
、
等
の
中
を
見
る

と
女
房
自
身
の
歌
で
な
い
歌
が
入
つ
て
ゐ
た
り
、
昔
物
語
に
女

房
の
歌
の
入
つ
た
り
し
て
ゐ
る
の
は
日
記
よ
り
抄
物
を
作
つ
た

故
、さ
う
い
ふ
も
の
が
又
一
つ
の
違
つ
た
日
記
に
な
つ
て
来
る
。

藤
原
高
光

―
親
の
代
ま
で
勢
力
あ
り
、
自
分
の
代
に
勢
力
を

失
ふ
。
こ
の
人
の
日
記
が
伝
は
る
。

―
多
武
峰
少
将
物
語
。

又
高
光
の
日
記
と
い
ふ
。
枕
草
子
が
清
少
納
言
の
日
記
と
云
は

れ
、
伊
勢
が
在
五
中
将
日
記
と
云
は
れ
る
と
同
じ
こ
と
。
日
記

中
に
物
語
が
入
つ
て
ゐ
る
。
日
記
中
よ
り
物
語
を
抄
す
る
と
物
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語
。
高
光
に
関
す
る
こ
と
の
み
抄
す
る
と
日
記
。
高
光
側
近
者

の
日
記
の
書
い
て
ゐ
た
も
の
の
抄
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
い
ふ
風

な
事
実
の
日
記
も
あ
り
。

三
、
物
語
の
分
類

日
記
は
、
平
安
朝
の
女
房
文
学
の
母
体
で
、
同
時
に
平
安
朝
の

女
房
文
学
は
そ
の
中
よ
り
取
り
出
さ
れ
て
来
た
。
一
体
物
語
と

い
ふ
こ
と
は
日
本
の
こ
と
ば
の
意
味
は
ご
く
近
代
ま
で
意
味
が

流
動
し
て
ゐ
、
こ
と
に
平
安
で
は
著
し
い
。
第
一
、
物
語
は
語

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
意
識
も
あ
り
、
記
録
せ
ら
れ
た
も
の
に

も
、
物
語
の
名
が
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
物
語
を
大
ざ
つ
ぱ
に
分

け
る
と
六
つ
の
区
別
が
あ
る
。
日
本
人
は
昔
、
歴
史
と
い
ふ
こ

と
と
小
説
と
い
ふ
事
は
区
別
が
な
く
、
小
説
と
い
ふ
事
は
知
ら

な
か
つ
た
。
近
代
ま
で
物
語
は
事
実
だ
と
思
つ
た
。
似
た
物
語

の
異
つ
た
部
分
よ
り
物
語
は
疑
は
れ
る
。
し
か
し
長
い
間
物
語

は
事
実
だ
、
歴
史
だ
と
考
へ
ら
れ
、
実
際
に
は
歴
史
は
信
仰
的

に
考
へ
ら
れ
た
こ
と
で
、
空
想
の
加
は
つ
た
も
の
、
空
想
ば
か

り
の
も
の
も
あ
り
、
歴
史
と
又
作
り
物
語

―
小
説
と
か
対
立

す
る
。
し
か
し
、
作
り
物
語
も
古
く
よ
り
の
習
慣
で
あ
る
点
ま

で
は
真
実
だ
と
い
ふ
信
仰
が
あ
つ
て
、
全
々
の
偽
物
だ
と
は
読

者
は
思
は
な
か
つ
た
。
歴
史
と
小
説
と
逸
話
集

―
小
説
よ
り

も
つ
と
短
い
も
の
。

物
語
は
大
体
こ
の
三
種
の
別
が
あ
る
。日
記
の
内
容
と
は
違
ひ
、

物
語
の
方
は
極
限
す
る
。
日
記
の
段
階
を
経
て
物
語
は
段
階
的

に
な
る
。
第
二
次
の
物
語
は
こ
の
二
種
の
別
あ
り
。
歴
史
は
長

篇
、
小
説
は
中
篇
、
逸
話
は
短
篇
の
寄
り
集
ま
り
で
あ
る
。

こ
ゝ
で
は
作
り
物
語
は
第
二
章
に
譲
つ
て
簡
単
に
し
て
と
も
か

く
こ
の
三
条
を
説
明
す
る
。

我
等
の
国
で
は
歴
史
に
関
す
る
物
語
は
割
に
遅
い
。
本
当
の
事

実
だ
と
我
等
に
思
は
れ
る
も
の
は
平
安
末
、
こ
の
頃
よ
り
歴
史

的
批
判
が
出
来
て
空
想
は
排
除
し
て
歴
史
は
正
確
に
な
る
。
古

く
は
本
当
の
歴
史
と
許
せ
る
も
の
は
な
い
が
、
平
安
前
を
見
る

と
、
記
紀
の
種
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
に
は
さ
う
い
ふ
も
の
が
沢

山
あ
つ
た
。
さ
う
い
ふ
歴
史
と
信
ぜ
ら
れ
る
も
の
が
、
た
ゞ
事

実
の
検
査
が
行
き
届
か
ぬ
故
に
伝
説
神
話
と
さ
れ
る
も
の
が
多

い
。

平
安
末
に
歴
史
が
始
ま
る
と
時
代
が
変
つ
て
来
る
。
今
ま
で
の

生
活
が
変
化
す
。
社
会
の
中
心
生
活
が
変
化
し
同
時
に
作
者
階

級
も
変
化
す
。
平
安
末
に
な
る
と
公
家
階
級
よ
り
、武
家
階
級
、

文
学
者
も
女
よ
り
隠
者
の
文
学
に
移
る
。
武
家
階
級
、
隠
者
の
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階
級
は
、
従
来
の
も
の
に
対
し
て
、
批
判
的
で
あ
つ
て
、
時
代

が
変
化
す
る
暗
示
が
平
安
朝
末
の
百
七
年
間
に
次
第
に
盛
ん
に

な
つ
て
、
時
代
が
変
は
る
。
い
よ
い
よ
武
家
階
級
の
時
代
に
な

り
、
文
学
者
も
隠
者
が
中
心
に
な
る
時
代
に
な
る
と
、
歴
史
が

正
確
に
な
る
。

そ
の
平
安
朝
の
末
の
歴
史
の
現
存
し
て
ゐ
る
も
の
を
云
へ
ば
大

鏡
、
栄
花
物
語
等
い
ふ
も
の
が
、
平
安
末
の
歴
史
の
代
表
的
の

も
の
。
厳
重
に
云
へ
ば
大
鏡
は
鎌
倉
の
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。
文

法
よ
り
見
る
と
鎌
倉
。
伝
説
で
は
平
安
朝
の
末
で
、
栄
花
物
語

と
後
先
が
わ
か
ら
ん
。
二
者
共
に
よ
つ
ぎ
（
世
継
）
と
い
ふ
て

ゐ
る
。
伝
説
的
に
は
種
々
あ
れ
ど
作
者
不
明
。
私
は
文
章
よ
り

云
つ
て
大
鏡
は
鎌
倉
に
な
つ
て
か
ら
と
思
ふ
。

世
継
と
は
枕
草
子
と
同
じ
く
広
い
。
奈
良
、
平
安
で
は
系
図
と

い
ふ
こ
と
、
系
図
を
も
と
ゝ
し
て
書
い
た
も
の
が
世
継
。

日
本
の
物
語
は
不
思
議
な
も
の
で
、
大
鏡
で
は
世
継
と
い
ふ
こ

と
が
意
味
が
重
な
つ
て
ゐ
る
。
三
人
の
老
人
の
話
を
嵯
峨
の
雲

林
院
で
青
侍
が
筆
記
す
る
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。

お
ほ
や
け
の
世
継

世
継
が
語
つ
た
故
に
世
継
と
い
ふ
。
し
か
し
か
ゝ
る
体
の
歴
史

を
世
継
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

一
体
日
本
の
歴
史
の
書
き
方
に
は
形
が
あ
る
。
人
に
信
じ
さ
せ

る
や
う
に
す
る
の
に
は
、
神
の
告
げ
だ
と
い
ふ
立
場
を
据
え
ね

ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
大
昔
か
ら
の
こ
と
。
み
な
神
の
託
宣
で
あ

る
。
古
い
と
こ
ろ
は
巫
女
の
夢
物
語
。
何
十
年
信
じ
た
こ
と
の

方
が
一
回
あ
つ
た
こ
と
よ
り
根
底
が
深
い
。

こ
の
時
代
は
時
代
的
に
不
安
な
時
代
で
あ
る
。
武
家
が
公
家
に

代
る
予
感
は
平
安
中
期
末
頃
よ
り
あ
つ
た
。
清
少
納
言
、
紫
式

部
の
頃
よ
り
そ
ん
な
予
感
が
あ
る
。

　
　

八
幡
太
郎
は
恐
ろ
し
や

沢
山
皇
族
の
流
れ
よ
り
出
て
、
武
士
と
な
つ
た
も
の
ゝ
中
で
、

八
幡
一
派
は
恐
ろ
し
い
と
い
ふ
こ
と
。
こ
ん
な
歌
が
あ
る
。
そ

れ
ば
か
り
で
な
く
、
病
的
な
社
会
で
は
神
仏
の
信
仰
が
盛
ん
で

あ
る
。
そ
れ
は
熊
野
の
信
仰
が
盛
ん
に
な
つ
た
た
め
で
あ
ち
こ

ち
で
神
の
告
げ
、
仏
の
託
宣
が
行
は
れ
た
故
に
昔
よ
り
さ
う
で

あ
つ
た
と
こ
ろ
へ
新
時
代
の
憂
鬱
な
色
合
い
を
含
ん
で
、
そ
れ

が
ひ
ど
く
な
つ
て
神
仏
の
託
宣
で
な
く
て
は
信
じ
ら
れ
な
か
つ

た
。
故
に
四
鏡
皆
、
神
秘
な
神
の
お
告
げ
の
や
う
な
気
持
ち
で

書
い
て
ゐ
る
。
し
か
も
今
ま
で
の
も
の
に
比
し
て
割
合
に
事
実

は
正
確
に
な
つ
た
。歴
史
上
の
事
実
の
批
評
が
冷
静
に
な
つ
た
。

明
治
時
代
ま
で
歴
史
は
冷
静
な
批
評
と
高
き
観
察
が
重
ん
ぜ
ら
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れ
た
。

四
、
逸
話
集

逸
話
集
は
、
歌
物
語
と
関
係
が
深
い
。
そ
の
一
部
分
は
後
述
。

平
安
末
よ
り
盛
ん
に
な
り
、
鎌
倉
に
な
る
と
非
常
に
盛
ん
に
な

る
。
僧
隠
者
の
抄
物
類
に
そ
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
西
行
が

書
い
た
と
い
ふ
撰
集
抄
（
後
人
の
書
き
継
ぎ
）。
平
安
の
康
頼

の
宝
物
集
。
時
代
が
下
が
る
が
無
住
法
師
の
沙
石
集
等
い
ふ
種

類
の
も
の
。
こ
れ
ら
は
仏
典
の
上
の
断
片
的
の
話
や
こ
の
世
に

実
際
あ
つ
た
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
物
語
を
集
め
て
宗
教
教
育
の

材
と
し
た
。
室
町
に
入
つ
て
、
十
訓
抄
。
か
ゝ
る
類
は
江
戸
の

仮
名
草
子
ま
で
連
絡
が
つ
い
て
ゐ
る
。
宗
教
的
な
逸
話
集
は
後

期
王
朝
に
於
て
は
、
そ
こ
に
ま
た
違
つ
た
様
子
が
見
え
る
。
一

体
、
逸
話
集
は
早
く
よ
り
宗
教
的
色
彩
が
出
て
了
つ
た
。
仏
教

に
早
く
よ
り
利
用
せ
ら
れ
た
。

都
が
平
安
に
遷
つ
た
許
り
の
平
城
帝
の
時
に
奈
良
の
僧
景
戒
の

書
い
た
日
本
霊
異
記
。
立
ど
こ
ろ
に
仏
の
応
報
の
現
は
れ
た
不

思
議
な
話
。
断
片
的
な
話
を
集
む
。
来
世
で
な
く
現
世
に
応
報

の
来
た
こ
と
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
不
思
議
な
事
に
こ
の
霊
異
記
に

は
所
々
歌
が
入
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
そ
の
前
に
他
の
も
の
が
あ

つ
た

―
事
で
古
よ
り
あ
つ
た
歌
物
語
を
仏
教
の
方
へ
取
込
ん

で
例
話
集
と
し
た
ん
だ
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
古
典

全
集
の
も
の
が
よ
い
。
こ
の
霊
異
記
系
統
の
も
の
が
平
安
に
明

ら
か
に
二
つ
あ
り
、藤
原
為
憲
の
作
つ
た
三
宝
絵
詞
縁
起
等
で
、

こ
れ
が
仏
教
に
関
す
る
例
話
集
。
霊
異
記
よ
り
二
百
年
後
の
も

の
。
更
に
平
安
朝
の
末
に
な
る
と
、
今
昔
物
語
と
い
ふ
の
が
あ

る
。
源
隆
国
の
書
い
た
も
の
だ
と
い
ふ
。
こ
れ
は
割
に
信
用
が

出
来
る
。
何
か
、
隆
国
に
関
係
の
あ
る
こ
と
は
事
実
。
三
国
に

つ
い
て
仏
教
的
の
こ
と
を
書
い
て
ゐ
る
。
天
竺
、
震
旦
、
日
本

の
三
国
の
仏
教
的
の
話
で
、
仏
教
の
応
報
と
関
係
の
な
い
性
慾

的
な
三
面
記
事
的
の
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
日
本
の
古
書
に
は

皆
あ
る
こ
と
で
昔
の
宗
教
家
は
大
し
て
悪
い
と
は
思
は
な
か
つ

た
。
四
分
律
な
ど
を
見
て
も
邪
淫
を
と
ゞ
め
て
ゐ
る
の
か
、
教

へ
て
ゐ
る
の
か
、
わ
か
ら
ん
も
の
で
あ
る
。
僧
は
平
気
で
あ
つ

た
。
信
者
は
こ
れ
を
聞
い
て
笑
つ
て
ゐ
る
。
日
本
は
性
慾
の
上

の
こ
と
は
平
気
で
あ
つ
て
、
神
人
と
も
に
喜
ん
だ
。
そ
れ
が
入

つ
て
ゐ
る
。
仏
教
の
意
味
を
離
れ
て
も
こ
れ
が
入
つ
て
ゐ
る
。

十
訓
抄
は
社
会
道
徳
を
教
へ
る
本
で
あ
る
が
、
平
気
で
書
い
て

ゐ
る
。
霊
異
記
以
来
邪
淫
を
書
い
て
、
読
者
を
喜
ば
し
た
。
今

昔
は
ご
く
卑
し
い
事
を
書
い
て
ゐ
る
。
し
か
し
大
体
に
於
て
仏
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教
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
。

こ
の
三
つ
を
通
す
と
仏
教
的
の
も
の
で
、推
移
の
跡
が
知
れ
る
。

絵
詞
は
今
は
絵
が
な
い
が
、
絵
は
あ
つ
た
。
霊
異
記
も
今
昔
も

絵
が
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
奈
良
の
因
果
経
絵
巻
に
は
上
部
に

絵
が
入
つ
て
ゐ
る

―
今
で
は
こ
れ
ま
で
絵
巻
の
歴
史
は
登
れ

ぬ

―
そ
れ
が
次
第
に
区
別
を
立
て
ゝ
、
文
と
絵
と
を
交
互
に

書
く
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
れ
が
絵
巻
の
本
体
と
な
る
。

絵
詞
は
絵
を
主
と
し
て
物
語
る
も
の
。
物
語
絵
と
は
違
ふ
。
絵

詞
は
宗
教
的
の
も
の
で
絵
解
き
で
あ
る
。

私
は
霊
異
記
の
性
質
上
、
も
と
絵
が
あ
つ
た
も
の
が
亡
び
て
了

つ
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
て
ゐ
る
。
今
昔
に
は
絵
詞
は
残
つ
て

ゐ
な
い
が
、
宇
治
拾
遺

―
今
昔
の
変
体
の
も
の

―
源
の
隆

国
が
宇
治
で
国
々
の
話
を
さ
せ
て
そ
れ
を
隆
国
が
筆
記
し
た
と

い
ふ
。
こ
れ
は
平
安
末
の
書
物
の
形
で
、
他
の
書
よ
り
引
用
し

て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
。
宇
治
拾
遺
は
今
昔
物
語
に
落
ち
た
も
の

を
、
拾
つ
た
事
で
は
な
い
。
拾
遺
は
大
納
言
の
唐
名
で
あ
る
。

宇
治
拾
遺
に
は
今
昔
を
面
白
い
と
こ
ろ
の
み
書
き
や
は
ら
げ
た

も
の
。
こ
れ
は
絵
が
本
体
で
現
に
残
つ
て
ゐ
る
。
し
て
見
る
と

今
昔
と
宇
治
と
の
緊
密
さ
よ
り
見
て
、
今
昔
に
も
絵
が
あ
つ
た

と
思
ふ
。
話
が
断
片
的
故
に
、絵
の
入
り
や
す
い
理
由
が
あ
る
。

逸
話
集
で
大
切
な
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
歌
物
語
と
の
関

係
、
一
つ
は
日
本
の
小
説
の
発
達
に
逸
話
集
が
交
渉
し
て
ゐ

る
点
。

平
安
の
物
語
は
物
語
絵
と
し
て
発
達
し
、平
安
末
ほ
ど
ひ
ど
い
。

物
語
絵
が
逸
話
集
を
模
倣
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
の
昔
は

仏
教
の
方
便
と
し
て
絵
解
き
を
し
て
ゐ
る
。
江
戸
時
代
に
も
熊

野
比
丘
尼
が
や
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
絵
解
き
の
方
法
が
江
戸
前
で

は
巻
物
を
路
に
拡
げ
て
絵
と
文
句
と
交
互
に
あ
り
、
文
句
を
読

み
つ
ゝ
、絵
を
示
し
て
ゐ
る
。
平
安
朝
は
ど
う
か
わ
か
ら
ん
が
、

絵
解
き
の
古
い
形
は
鎌
倉
ま
で
上
れ
る
。
平
安
朝
に
は
絵
だ
け

の
も
の
は
沢
山
あ
る
。
こ
の
時
に
絵
解
き
の
詞
が
あ
つ
た
と
思

ふ
が
、
そ
れ
は
わ
か
ら
ん
。

鎌
倉
よ
り
絵
解
き
の
起
こ
る
理
由
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仏
教

の
逸
話
集
の
形
と
平
行
し
て
物
語
絵
の
絵
巻
が
扱
は
れ
た
。
物

語
絵
と
絵
詞
を
比
す
る
と
、
ど
ち
ら
か
ゞ
影
響
あ
り
。
私
は
逸

話
集
の
影
響
だ
と
思
ふ
。

上
欄
に
絵
を
下
に
経
文
を
、
今
度
は
全
体
に
絵
を
色
紙
に
経
を

入
れ
た
。
そ
の
形
を
う
つ
し
て
物
語
絵
を
作
つ
た
。
そ
れ
に
歩

み
寄
る
路
は
知
れ
る
。逸
話
集
に
も
つ
と
砕
け
た
も
の
が
あ
る
。

だ
か
ら
物
語
と
近
づ
い
て
行
け
る
。
私
は
物
語
絵
は
逸
話
集
よ
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り
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

日
本
の
小
説
は
物
語
絵
の
助
け
で
発
達
す
。
物
語
絵
、こ
れ
が
、

平
安
朝
に
な
る
と
変
化
し
て
、
平
安
末
に
な
る
と
一
家
一
門
の

歴
史
を
書
い
た
絵
物
語
が
出
て
来
る
。

―
正
確
に
平
安
朝
の

も
の
と
は
い
へ
ぬ
が
、
保
元
・
平
治
物
語
等
あ
り
。
戦
争
の
こ

と
を
書
い
た
も
の
で
、
世
の
中
の
は
か
な
い
事
を
具
体
的
に
感

ぜ
さ
せ
る
方
法
と
し
て
説
話
の
絵
巻
を
利
用
す
る
方
法
が
行
は

れ
た
。
平
安
中
期
の
も
の
に
も
か
ゝ
る
意
味
が
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
。
世
の
中
に
欠
陥
を
感
ぜ
ね
ば
宗
教
に
入
ら
せ
ら
れ
な
い
。

感
じ
て
は
じ
め
て
宗
教
心
が
起
こ
る
。
平
安
末
に
は
な
に
か
し

ら
宗
教
に
入
ら
せ
や
う
と
し
て
ゐ
る
。
円
満
な
恋
愛
を
書
い
て

も
そ
の
欠
陥
を
感
じ
さ
せ
る
や
う
に
し
て
ゐ
る
。
平
安
朝
末
に

起
つ
て
来
た
軍
記
と
同
じ
方
法
を
平
安
に
す
で
に
恋
物
語
で
行

ふ
て
ゐ
た
と
見
て
よ
い
と
思
ふ
。
絵
巻
物
が
物
語
に
入
る
本
当

の
経
路
は
女
が
漢
文
経
巻
を
写
し
、
説
話
集
を
写
し
た
為
で
あ

る
。
字
だ
け
写
す
だ
け
で
な
く
し
て
、
絵
も
写
す
。
厳
島
神
社

の
扇
面
写
経
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
絵
巻
物
、
形
を
二
つ

一
緒
に
行
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
女
が
字
の
み
を
手
習
ふ
の

で
な
く
し
て
、
経
、
逸
話
と
共
に
絵
を
習
つ
た
。
そ
こ
に
混
乱

が
起
つ
て
来
て
、
物
語
に
絵
が
入
る
事
情
が
備
は
つ
て
来
る
。

か
く
し
て
物
語
と
い
ふ
も
の
は
平
安
朝
女
房
日
記
以
前
に
あ
つ

て
、
日
記
に
書
き
込
ま
れ
て
日
記
が
飛
躍
し
て
、
三
通
り
の
意

味
を
含
む
。
そ
の
中
歴
史
と
逸
話
集
と
を
話
し
て
、
こ
の
次
は

歌
物
語
と
日
記
と
の
関
係
を
。

第
一
日
正
午
前

　
　
　
第
二
章
　
散
文
学
の
分
化

一
、
文
学
意
識
の
生
じ
た
時
代

平
安
朝
の
物
語
の
概
念
を
云
ひ
た
い
。
極
く
簡
単
に
云
ふ
。
藤

岡
氏
の
平
安
朝
篇
、
日
記
に
関
し
て
は
池
田
亀
鑑
氏
の
宮
廷
女

流
日
記
の
研
究
。

こ
ゝ
で
は
物
語
の
話
を
す
れ
ば
よ
い
。

偶
然
物
語
の
時
代
と
物
語
の
形
と
が
一
致
し
て
ゐ
る
の
で
、
短

い
も
の
よ
り
長
篇
へ
行
つ
て
行
く
や
う
に
見
え
る
が
、
事
実
は

さ
う
整
然
と
は
行
か
な
い
。
短
篇
、
平
安
初
期
の
特
徴
と
し
て

は
短
篇
が
栄
え
た
ら
し
い
。
そ
れ
に
接
し
て
中
篇
が
、
最
後
に

な
つ
て
長
篇
か
。
今
偶
然
さ
う
し
た
材
料
が
残
つ
て
ゐ
る
と
い

ふ
こ
と
で
、
あ
ま
り
単
純
に
見
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

物
語
の
話
は
勢
ひ
、
奈
良
朝
よ
り
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
奈
良
以

前
よ
り
文
学
意
識
を
も
つ
て
書
か
れ
た
文
学
が
起
つ
て
ゐ
る
。
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従
来
あ
つ
た
地
方
地
方
の
語
部
の
物
語
を
文
章
に
引
き
直
し

た
。
地
の
文
を
漢
文
で
、
歌
の
は
万
葉
仮
名
、
そ
れ
か
ら
又
変

化
し
て
従
来
伝
つ
て
ゐ
た
物
語
を
自
分
の
主
観
を
通
し
て
作
り

直
し
た
も
の
。
多
く
は
長
歌
の
形
を
と
つ
て
行
は
れ
る
。
万
葉

の
浦
島
の
子
の
歌
。
竹
取
翁
の
歌
の
類
は
昔
か
ら
あ
つ
た
も
の

を
自
分
を
通
し
て
作
り
直
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
長
歌
の
反
歌
と

し
て
つ
い
て
ゐ
る
短
歌
も
み
な
も
と
の
物
語
に
あ
つ
た
歌
で
な

い
。
奈
良
、
又
は
奈
良
以
前
に
文
学
意
識
を
も
つ
て
従
来
の
文

学
を
書
き
取
つ
た
も
の
は
こ
の
二
つ
。
こ
の
二
つ
な
が
ら
奈
良

以
前
の
学
者
、
主
と
し
て
漢
文
学
者
の
作
つ
た
も
の
。
日
本
の

奈
良
、
奈
良
以
前
の
日
本
の
文
学
、
日
本
の
詞
で
も
つ
て
作
つ

た
文
章
中
、
ま
で
が
、
漢
文
学
者
の
手
に
よ
つ
て
作
ら
れ
て
ゐ

る
。
漢
文
、
宣
命
、
短
歌
と
両
刀
遣
い
を
や
つ
て
ゐ
た
。
万
葉

に
さ
う
い
ふ
物
語
を
翻
訳
し
た
長
歌
を
残
し
て
ゐ
る
の
は
す
べ

て
漢
学
者
、
又
は
漢
学
の
素
養
の
あ
る
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
し
て
万
葉
以
外
の
浦
島
子
伝
、
続
浦
島
子
伝
、
柘
つ
み
の

枝え

伝

―
吉
野
の
仙
女
が

―
こ
れ
は
残
つ
て
ゐ
な
い
。
そ
の
外
、

現
実
の
人
間
の
事
に
空
想
を
加
へ
た
上
宮
伝

―
聖
徳
太
子
の

事
を
上
宮
法
皇
と
い
ふ
。
法
皇
と
い
ふ
こ
と
は
一
種
特
別
な
こ

と
。
上
宮
法
皇
帝
説
等
も
あ
る
。
半
分
、
空
想
の
入
つ
て
ゐ
る

も
の
又
は
全
然
昔
の
物
語
を
漢
文
で
書
い
た
も
の
。
こ
れ
等
は

い
は
ゞ
中
篇
で
あ
る
。
こ
れ
は
藤
原
の
都
ま
で
も
遡
れ
る
と
思

ふ
。
あ
る
人
の
あ
る
時
期
の
物
語
を
書
い
て
ゐ
る
故
に
時
間
は

か
な
り
長
く
な
る
。
性
質
よ
り
云
ふ
と
中
篇
、
大
抵
恋
物
語
。

そ
の
系
統
か
ら
更
に
真
実
の
人
の
伝
記
を
書
く
。歴
史
と
伝
説
、

物
語
の
区
別
の
な
い
時
代
。

そ
の
後
に
著
し
く
頭
を
あ
げ
た
の
は
、
短
歌
中
心
の
も
の
。
物

語
が
勢
力
を
失
ひ
、
物
語
の
中
の
歌
が
重
ん
ぜ
ら
る
。
藤
原
よ

り
奈
良
に
持
ち
こ
し
、
そ
し
て
平
安
に
ま
で
行
く
。
藤
原
の
都

が
短
歌
の
興
隆
時
代
。
そ
れ
以
前
は
短
歌
よ
り
長
い
歌
が
あ

つ
た
。

短
歌
の
勢
力
を
得
た
時
代
を
考
へ
る
と
短
歌
中
心
の
時
代
が
わ

か
る
。

中
篇
が
行
は
れ
る
と
同
時
に
短
歌
中
心
の
文
が
行
は
れ
、
地
の

文
は
口
の
上
で
話
し
た
。
そ
れ
が
そ
の
説
話
の
部
分
を
文
章
に

借
り
て
来
る
。
私
は
、短
歌
の
も
の
が
あ
ら
は
れ
る
の
は
中
篇
、

そ
れ
が
歌
中
心
の
物
が
出
来
る
。
は
じ
め
は
長
歌
が
中
心
で
あ

つ
て
、
後
に
短
歌
と
な
る
。
記
紀
の
中
に
長
歌
中
心
の
物
語
が

あ
る
。
そ
の
中
に
は
歌
が
あ
つ
て
口
で
地
の
文
を
説
明
し
て
ゐ

た
も
の
が
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
が
中
篇
の
勢
時
、
そ
の
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下
を
通
つ
て
行
は
れ
、
や
が
て
記
録
さ
れ
る
。
こ
れ
も
奈
良
に

す
で
に
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
国
振
り
の
歌
を
唱
へ
る
と
、
国
の

魂
が
唱
へ
ら
れ
た
人
に
つ
く
。
歌
に
そ
の
土
地
の
大
切
な
魂
が

込
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
、
ど
う
し
て
か
歌
を
書
き
留
め
た
。
故
に

ず
つ
と
後
世
ま
で
歌
を
大
切
に
し
、
歌
が
生
命
を
に
ぎ
つ
て
ゐ

る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
も
と
は
前
述
の
信
仰
。

こ
の
歌
物
語
は
平
安
朝
か
ら
云
ふ
と
一
つ
は
短
歌
中
心
、
一
つ

は
諺
を
中
心
と
し
た
も
の
と
い
ふ
事
実
が
あ
る
。
諺
は
神
の
言

葉
。
古
い
祝
詞
時
代
よ
り
発
達
し
た
大
抵
二
句
の
も
の
。
こ
れ

を
唱
へ
る
と
全
体
の
祝
詞
を
唱
へ
る
と
同
じ
効
果
を
持
つ
。
命

令
訓
戒
的
の
も
の
。
何
か
あ
り
さ
う
だ
け
れ
ど
も
意
味
が
わ
か

ら
ん
。
仁
徳
と
若
郎
子
と
の
位
譲
り
の
時
、
宇
治
、
難
波
の
路

を
海
人
が
持
ち
歩
い
て
、
野
島
の
海
人
、

　
　

海
人
な
れ
や
お
の
が
も
の
か
ら
ね
な
く

な
れ
や
は
、
な
れ
ば
や
、
で
あ
ら
う
か
。
な
ら
め
や
、
で
あ
ら

う
か
。
な
い
、
と
二
用
の
用
法
あ
り
。

あ
ま
な
れ
や
は
一
種
の
修
飾
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
諺
は
位
譲

り
の
時
の
諺
と
い
ふ
が
、
何
の
関
係
の
な
い
こ
と
。
何
か
に
よ

つ
て
ゐ
る
故
に
さ
う
い
ふ
風
に
連
想
す
る
の
で
あ
る
。
垂
仁
帝

の
佐
保
姫
の
后
が
稲
の
砦
の
中
に
入
つ
て
焼
死
な
う
と
し
た
時

の
話
。

　
　

と
こ
ろ
得
ぬ
た
ま
つ
く
り

と
い
ふ
諺
が
出
て
ゐ
る
。
玉
造
り
は
洒
落
で
、
職
人
は
土
地
が

な
い
と
い
ふ
事
を
い
ふ
て
ゐ
る
の
か
、
職
人
は
土
地
に
当
時
根

拠
を
持
た
ず
、
そ
の
洒
落
で
、
俺
は
自
分
の
思
ふ
や
う
に
な
ら

ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
云
ふ
た
の
だ
と
思
ふ
。

現
在
あ
る
こ
と
は
神
聖
故
に
、
昔
の
故
事
が
あ
る
と
思
ふ
て
ゐ

る
間
に
故
事
と
結
び
つ
く
。
諺
の
説
明
を
口
頭
で
す
る
。
だ
か

ら
諺
の
意
と
異
な
る
こ
と
も
あ
る
。
歌
も
し
か
り
。
物
語
よ
り

取
り
出
し
た
歌
の
物
語
が
忘
れ
ら
れ
て
後
に
あ
の
場
合
の
歌
で

あ
ら
う
と
連
想
さ
れ
る
。
母
体
よ
り
歌
諺
が
遊
離
し
て
ゐ
る
と

歌
諺
を
中
心
と
し
て
説
話
が
出
来
る
。
短
く
事
情
を
書
い
て
ゐ

る
。か
ゝ
る
も
の
が
、次
第
に
発
達
す
る
。記
紀
に
ま
で
上
れ
る
。

平
安
に
入
る
と
、少
し
事
情
が
違
ふ
。
歌
物
語
で
あ
る
。
竹
取
、

伊
勢
、
大
和
物
語
等
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
皆
平
安
百
年
過

ぎ
て
、
す
ぐ
出
来
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
、
こ
れ
ま
で

の
伝
説
で
は
伊
勢
が
一
番
古
い
。
初
め
百
年
の
中
に
く
ひ
行
つ

て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
伊
勢
の
系
統
の
大
和
物
語
。
こ
れ
は
再
び

起
こ
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
中
篇
の
形
に
近
い
。
一
方
に
竹
取
あ

り
。
源
順
作
と
い
ふ
伝
説
あ
れ
ど
、
疑
は
し
い
。
平
安
前
期
の
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源
順
、
後
期
の
大
江
匡
房
と
皆
結
び
つ
け
て
行
く
故
に
信
ぜ
ら

れ
な
い
。
た
ゞ
、
源
順
と
い
ふ
の
は
作
者
を
代
表
さ
せ
た
だ
け

で
あ
る
。

こ
の
三
つ
を
中
心
と
し
て
歌
物
語
の
話
を
し
た
い
。

　
イ
、
短
篇
（
歌
物
語
）
―
前
期

こ
れ
の
起
つ
た
時
は
次
の
時
代
の
過
渡
の
姿
を
持
つ
て
来
て
ゐ

る
。
と
同
時
に
も
少
し
早
く
、
逸
話
集
が
あ
る
。
宗
教
的
歌
物

語
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
こ
ゝ
に
は
じ
め
て
、
霊
異
記
に
歌
が

入
る
理
由
が
わ
か
る
。
歌
が
入
る
と
物
語
が
神
聖
と
思
ふ
。

竹
取
は
私
は
新
し
い
と
思
ふ
。
あ
ま
り
歴
史
上
の
事
実
に
近
す

ぎ
る
。
伝
説
化
さ
す
に
事
実
を
事
実
と
し
て
扱
ひ
過
ぎ
る
。
竹

取
の
人
物
は
皆
奈
良
の
実
在
の
人
で
あ
る
。
諸
平
の
竹
取
物
語

考
、
も
少
し
時
代
が
遅
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
た
ゞ
困
る
こ
と
は

伝
説
的
に
時
代
が
つ
い
て
ゐ
る
の
で
、時
代
を
下
げ
に
く
い
が
、

源
順
よ
り
も
つ
と
下
つ
た
時
代
。
源
順
は
平
安
百
五
六
十
年
よ

り
後
の
人
。
そ
れ
よ
り
遅
れ
る
。

竹
取
は
諺
の
起
原
を
説
く
形
を
と
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
に
歌
物

語
の
形
式
を
取
り
入
れ
て
ゐ
る
。
段
落
段
落
が
す
べ
て
諺
で
説

か
れ
て
ゐ
る
。
五
人
が
競
争
す
る
時
分
に
皆
落
ち
が
つ
い
て

ゐ
る
。

　
　

お
も
な
き
こ
と
を
は
ち
を
す
つ
と
い
ふ
な
り

と
あ
る
。
落
し
咄
の
や
う
だ
が
、
諺
の
解
説
で
あ
る
。
日
本
の

落
し
咄
の
出
発
点
は
こ
ゝ
に
あ
る
。

　
　

か
ひ
な
し
と
い
ふ

等
、
皆
落
ち
が
つ
い
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
諺
の
解
説
、
そ
れ
が
歌

物
語
と
一
緒
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
新
し
い
形
、
そ
れ
よ
り

見
る
と
伊
勢
の
方
が
古
い
。
た
ゞ
竹
取
は
種
が
古
い
。
竹
取
が

神
聖
な
乙
女
と
出
会
つ
た
話
は
、
沢
山
あ
る
。
今
残
つ
て
ゐ
る

竹
取
は
大
部
新
し
い
。

伊
勢
、
大
和
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
事
実
は
、
伊
勢
の
国
風
の
物

語
、
大
和
の
国
風
の
物
語
と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
の
名
前
の
も
と

と
思
ふ
。

　
　

い
は
は
し
の
近
江
県
の
物
語
せ
ん

等
万
葉
に
見
え
て
ゐ
る
。
ど
こ
そ
こ
の
国
の
歌
物
語
と
い
ふ
も

の
が
あ
つ
た
。つ
ま
り
あ
る
国
に
沢
山
あ
る
歌
が
本
義
を
忘
れ
、

た
ゞ
大
切
で
あ
る
、
ど
う
い
ふ
時
代
に
こ
の
歌
は
作
つ
た
と
い

ふ
云
は
れ
つ
き
で
残
つ
て
ゐ
る
。
伊
勢
、
大
和
は
伊
勢
、
大
和

の
国
風
の
物
語
と
い
ふ
こ
と
。
日
本
の
物
語
は
は
じ
め
の
形
が

残
ら
ず
、
平
安
中
に
書
き
易
へ
て
行
き
、
書
き
足
し
て
行
く
。
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作
者
と
同
格
の
人
が
書
く
故
に
原
作
者
の
権
威
は
今
考
へ
る
や

う
な
も
の
で
は
な
い
。

日
本
の
物
語
に
は
も
と
の
形
の
ま
ゝ
の
も
の
な
し
。
竹
取
、
伊

勢
等
も
皆
か
く
し
て
書
き
か
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

少
な
く
と
も
書
き
足
し
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
伊
勢
、
大
和
を

原
本
の
ま
ゝ
の
も
の
と
考
へ
て
は
い
け
な
い
。
伊
勢
に
拾
遺
集

の
歌
が
入
つ
て
ゐ
る
か
ら
と
て
、
拾
遺
集
以
後
の
も
の
と
全
体

を
定
め
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
定
家
あ
た
り
の
書
き
入
れ
が
あ
る

故
に
ど
ん
〳
〵
変
化
し
て
行
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
、
ど
こ
が
原

本
の
文
章
か
と
い
ふ
こ
と
は
云
へ
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
名

高
い
い
ゝ
文
章
が
原
本
だ
位
の
粗
雑
な
こ
と
で
安
心
す
る
ほ
か

な
い
。
大
和
等
こ
と
に
著
し
い
。
在
原
滋
春
作
と
花
山
法
皇
と

二
人
の
作
者
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
天
子
と
し
て
は
愚
か
な
天

子
ら
し
い
が
、
文
学
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
。
拾
遺
集
も
花
山

院
に
関
係
が
あ
る
。
何
か
花
山
院
に
関
係
が
平
安
朝
の
文
学
に

特
別
な
関
係
の
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
。

で
、
大
和
は
出
来
た
の
は
伊
勢
よ
り
新
し
く
文
学
的
の
価
値
も

劣
る
が
、
材
の
扱
ひ
方
は
伊
勢
よ
り
古
い
。
伊
勢
は
文
学
意
識

が
充
分
動
い
て
ゐ
る
。
伊
勢
に
は
理
想
が
あ
る
が
、
大
和
に
は

そ
れ
が
な
い
。
大
和
は
出
来
た
の
は
新
し
い
が
態
度
と
し
て
は

古
い
。
大
和
に
実
在
の
人
の
事
を
書
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
私

は
伝
説
的
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
ゝ
方
が
古
い
と
思
ふ
。
大
和

に
関
し
た
物
語
歌
が
あ
る
故
に
大
和
と
い
ふ
と
云
は
れ
て
ゐ
る

が
、
あ
ま
り
に
少
な
い
。
も
と
は
さ
う
で
あ
つ
た
の
が
、
次
第

に
変
化
し
て
あ
ん
な
も
の
に
な
つ
た
と
思
は
る
。
短
篇
は
以
上

三
者
が
中
心
で
、
諺
歌
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
。
現
在
の
は
歌
物

語
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
変
化
し
た
も
の
、
こ
れ
を
通
し
て

古
い
形
も
知
れ
る
。

　
ロ
、
中
篇
（
恋
物
語
）
―
中
期

中
篇
の
物
語
は
古
く
か
ら
あ
る
。
大
抵
恋
中
心
で
あ
る
。
で
な

い
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
人
の
あ
る
期
間
の
生
活
を
書
く
と
い
ふ

こ
と
。
古
人
の
理
想
的
の
生
活
は
男
女
関
係
を
如
何
に
処
理
し

た
か
に
よ
る
。
平
安
に
な
る
と
こ
の
考
へ
が
更
に
強
く
な
る
。

偉
い
人
は
沢
山
の
女
を
持
つ
て
ゐ
て
そ
れ
を
う
ま
く
捌
き
、
女

等
に
妬
ま
れ
て
ゐ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
平
安
朝
に
な
る

と
色
好
み
と
い
ふ
理
想
が
出
て
く
る
。
第
二
義
の
い
や
し
い
性

慾
的
の
も
の
は
す
き
も
の
と
い
ふ
。
い
ろ
ご
の
み
の
理
想
的
の

も
の
は
源
氏
。
あ
る
人
の
あ
る
期
間
の
生
活
を
書
く
と
、
神
秘

な
事
件
を
か
ゝ
ね
ば
そ
れ
が
次
第
に
色
好
み
の
生
活
を
書
く
。
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と
こ
ろ
が
、平
安
の
も
の
は
不
思
議
に
原
書
が
残
つ
て
ゐ
な
い
。

書
き
直
し
、
只
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
も
の
は
名
の

み
残
つ
て
ゐ
て
、
原
文
の
残
つ
て
ゐ
な
い
も
の
ら
し
い
。
源
氏

以
外
に
中
篇
だ
と
思
は
れ
る
名
前
の
も
の
が
う
ん
と
あ
る
。
大

抵
人
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
。
交
野
少
将
、
大
津
皇
子
正ジ
ヤ
ウ
三
位

（
従シ
ヨ
ウ）、
桂
中
納
言
物
語
、
芹
川
の
大
将
、
藐
姑
射
刀
自
、
等
を

見
る
と
大
体
人
を
中
心
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
他
の
人
の
あ
る
場

合
を
書
い
た
。
殿
う
つ
り
、
道
心
す
ゝ
む
る
松
枝
、
か
ば
ね
も

と
む
る
宮
等
い
ふ
も
の
も
あ
る
。
か
は
ほ
り
、
か
く
れ
み
の
、

こ
ま
の
等
名
は
伝
へ
て
ゐ
て
殆
ん
ど
本
は
な
い
。
そ
の
中
、
中

篇
の
中
で
幾
分
長
め
の
も
の
ゝ
中
伝
つ
た
名
前
と
同
じ
名
の
も

の
が
残
つ
て
ゐ
る
。
住
吉
、
と
り
か
へ
ば
や
、
堤
中
納
言
、
落

窪
、
こ
れ
等
の
も
の
は
本
が
残
つ
て
ゐ
る
。
私
は
平
安
の
も
の

で
あ
る
事
は
信
じ
な
い
。
住
吉
は
源
氏
中
に
あ
る
。
住
吉
の
粗

筋
と
合
ふ
が
、
文
章
は
室
町
に
下
る
。
こ
れ
は
書
き
直
し
で
あ

る
為
に
さ
う
し
た
変
化
が
起
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
住
吉
は
本

当
の
偽
物
で
は
な
い
が
、
非
常
に
改
竄
せ
ら
れ
た
も
の
。
と
り

か
へ
ば
や
も
文
法
上
、
話
の
組
織
等
よ
り
見
る
と
平
安
の
も
の

で
な
い
。
伝
説
の
特
色
に
入
ら
な
い
。
平
安
に
は
と
り
か
へ
ば

や
の
伝
説
は
入
ら
な
い
。
擬
古
文
で
あ
る
。
う
つ
か
り
す
る
と

間
違
へ
る
が
、
文
法
上
の
こ
と
は
ご
ま
か
せ
な
い
。
平
安
の
中

篇

―
長
篇
に
近
づ
い
て
ゐ
る
も
の
。
落
窪
物
語
は
継
母
子
の

物
語
で
室
町
に
近
づ
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
も
文
法
的
に
い
く
ら
も

指
摘
出
来
る
。
表
面
は
擬
古
文
で
、
平
安
朝
ら
し
く
し
て
ゐ
る

が
、文
法
が
違
ふ
。
隠
者
は
平
安
の
も
の
を
読
ん
で
ゐ
た
故
に
、

よ
く
書
け
た
。
筋
は
源
氏
中
の
落
窪
と
似
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
も

改
作
で
あ
る
。

堤
中
納
言
物
語

―
藤
原
兼
輔
の
作
だ
と
い
ふ

―
が
こ
れ
は

隠
者
の
栄
へ
た
時
分
に
隠
者
が
書
い
た
も
の
。
三
河
の
狩
谷
よ

り
出
た
い
ゝ
本
を
久
松
氏
が
出
し
て
わ
か
る
や
う
に
な
つ
た

が
、
そ
れ
で
も
わ
か
ら
ん
と
こ
ろ
が
あ
る
。
堤
中
納
言
は
気
が

き
い
て
ゐ
て
弄
ば
れ
て
ゐ
る
が
、
コ
ン
ト
等
に
ぴ
つ
た
り
は
ま

る
短
篇
が
集
ま
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
趣
味
の
洗
練
の
せ
ら
れ
方
は

鎌
倉
の
俳
諧
の
趣
味
で
あ
る
。俳
諧
的
に
洗
練
せ
ら
れ
た
も
の
。

私
は
例
へ
ば
兼
好
な
ど
の
居
つ
た
時
代
に
人
が
作
つ
た
も
の
だ

と
考
へ
て
ゐ
る
。

か
く
し
て
大
抵
書
き
直
し
か
偽
物
で
あ
る
。
名
の
み
残
つ
て
現

物
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
平
安
の
物
語
は
非
常
に
寂
し
い
も
の

に
な
る
。
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ハ
、
長
篇
（
家
物
語
）
―
後
期

長
篇
物
語
は
平
安
の
末
に
な
つ
て
か
ら
の
も
の
。長
篇
物
語
は
、

一
つ
は
世
人
が
あ
る
時
期
の
事
を
書
く
の
み
で
、
物
足
ら
な
い

で
一
生
を
或
は
世
継
の
形
を
う
つ
し
て
そ
の
人
の
親
の
時
代
、

子
の
時
代
、
家
庭
の
様
子
を
書
く
。
即
ち
中
篇
と
歴
史
物
語
と

の
合
体
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
云
ふ
べ
き
は
源
氏
物
語
と
宇
津
保
物

語
の
話
で
あ
る
。
も
う
一
面
、
長
篇
の
出
来
る
べ
き
理
由
は
、

中
篇
を
書
き
直
し
て
ゐ
る
中
に
次
第
に
育
つ
て
書
き
足
す
部
分

が
増
し
、
他
の
小
説
と
結
び
つ
く
事
が
あ
る
。
宇
津
保
等
は
巻

の
順
序
す
ら
今
だ
に
決
定
し
な
い
。
そ
れ
は
宇
津
保
の
本
体
の

他
に
関
係
の
な
い
の
が
、
入
り
込
ん
で
そ
れ
に
関
係
づ
け
た
為

で
あ
る
。

だ
か
ら
所
直
し
も
勿
論
書
き
足
し
が
増
し
て
来
た
。
又
合
理
的

に
一
緒
に
せ
ら
れ
て
来
る
。さ
う
す
る
と
大
き
な
も
の
に
な
る
。

藤
岡
博
士
は
日
本
の
歴
史
は
西
洋
の
文
学
歴
史
と
同
じ
経
路
を

経
て
ゐ
る
。中
世
ロ
ー
マ
帝
国
に
欧
州
の
諸
国
が
つ
い
て
、ロ
ー

マ
方
言
で
書
い
た
小
説
が
ロ
マ
ン
ス
と
い
ふ
。
ナ
イ
ト
の
物
語

が
入
つ
て
ゐ
る
。
支
那
の
伝
説
小
説
の
時
代
そ
れ
か
ら
の
べ
る

の
時
代
が
来
る
。支
那
で
は
人
情
小
説
の
時
代
は
来
な
か
つ
た
。

日
本
の
も
の
を
見
る
と
、
藤
岡
氏
は
竹
取
、
宇
津
保
、
源
氏
と

伝
説
的
に
並
べ
た
。

宇
津
保
の
俊
蔭
の
巻
は
、
源
氏
に
出
て
ゐ
る
筋
と
同
じ
筋
と
見

て
い
ゝ
。
す
る
と
竹
取
、
宇
津
保
、
源
氏
と
な
ら
べ
る
こ
と
が

出
来
る
。

竹
取

―
（
筋
）
一
種
の
神
秘
な
小
説
。
宇
津
保
の
俊
蔭
の
巻

は
波
斯
国
に
流
さ
れ
て
行
く
話
よ
り
十
二
弦
の
琴
を
求
め
る

話
、

―
（
筋
）
俊
蔭
の
巻
を
離
れ
る
と
、
写
実
小
説
、
人
情

小
説
に
う
つ
る
階
級
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
源
氏
へ
行
く
と
い
ふ
の
は
、
う
ま
い
考
へ
方
で
あ
る

が
、宇
津
保
の
人
物
は
鎌
倉
時
代
に
実
在
の
人
物
の
名
で
あ
る
。

平
安
に
□
惑
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
鎌
倉
の
所
作
と
新
作
と
の

間
の
合
理
化
が
あ
る
こ
と
ゝ
思
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
鎌
倉

の
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
を
今
だ
に
平
安
の
も
の
と
信
じ

て
ゐ
る
人
が
ゐ
る
。

宇
津
保
で
変
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
絵
詞
と
物
語
本
文
と
一
緒
に

な
つ
て
ゐ
る
。
絵
の
と
こ
ろ
へ
来
る
と
ご
く
簡
単
な
絵
詞
に
し

て
ゐ
る
。
非
常
に
う
ま
い
も
の
。

源
氏
物
語
に
つ
い
て
疑
へ
ば
、
日
本
の
小
説
は
な
く
な
る
。
は

じ
め
か
ら
源
氏
は
あ
ん
な
大
き
な
も
の
で
な
く
、
作
者
も
女
の

み
で
な
い
。
紫
式
部
が
一
部
を
作
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
全
部
を
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作
つ
た
の
で
は
な
い
。
平
安
の
女
と
今
の
女
と
は
違
ふ
。
文
筆

に
携
は
り
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
出
来
る
位
置
に
ゐ
た
。
源
氏
は

さ
う
簡
単
に
今
の
ま
ゝ
が
古
い
も
と
の
形
と
信
ず
る
こ
と
は
出

来
ぬ
。
源
氏
に
は
縦
横
の
並
び
が
あ
る
。
年
代
を
負
う
て
ま
つ

す
ぐ
に
書
く
と
こ
ろ
が
縦
、
年
代
を
中
断
し
て
書
く
と
こ
ろ
が

横
の
並
び
。

つ
ま
り
普
通
の
小
説
な
ら
ば
縦
の
並
び
に
行
く
の
に
源
氏
で
見

る
と
、
さ
う
で
は
な
い
。
源
氏
が
帚
木
の
巻
で
後
半
空
蝉
と
い

ふ
女
に
逢
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
低
い
人
物
に
は
名
が
あ
る
が
、

源
氏
で
は
高
い
身
分
の
人
は
名
が
な
い
。
学
者
が
符
を
つ
け
て

あ
る
だ
け
。
空
蝉
は
源
氏
が
伊
予
の
介
の
長
男
紀
伊
守
の
家
へ

や
つ
て
来
る
。
方
違
へ
と
て
、
源
氏
が
こ
の
夜
空
蝉
の
所
へ
入

つ
て
行
つ
て
無
理
な
こ
と
を
す
る
。
そ
の
後
は
空
蝉
は
い
つ
も

避
け
る
。
そ
の
空
蝉
か
ら
つ
ゞ
け
て
空
蝉
の
巻
が
出
る
。
更
に

そ
れ
だ
け
で
な
く
し
て
、
源
氏
が
須
磨
へ
流
さ
れ
る
。
平
安
の

時
代
の
物
語
で
は
身
分
の
高
い
人
の
こ
と
を
か
れ
こ
れ
云
へ
な

か
つ
た
。

そ
の
後
に
朱
雀
院
が
病
ん
だ
の
は
罪
の
な
い
源
氏
を
流
し
た
故

と
帝
は
考
へ
ら
れ
て
源
氏
を
戻
す
。
石
山
に
源
氏
が
参
る
。
空

蝉
が
石
山
へ
源
氏
が
参
る
日
に
常
陸
よ
り
戻
つ
て
来
る
。
逢
坂

の
関
屋
で
行
き
違
ふ
。
そ
こ
で
源
氏
が
歌
を
送
る
。
そ
れ
を
関

屋
と
い
ふ
巻
。
紀
伊
守
が
空
蝉
を
我
が
物
に
し
や
う
と
し
て
空

蝉
尼
と
な
る
。

源
氏
が
後
に
も
つ
と
栄
へ
る
と
空
蝉
が
ま
た
出
て
来
る
。
六
条

院
へ
女
を
皆
迎
へ
る
。
平
安
の
理
想
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
二
度
ほ
ど
出
て
来
る
。
室
町
時
代
頃
の
注
釈
者
は
空
蝉
が

六
条
院
へ
迎
へ
ら
れ
た
の
を
残
念
が
つ
て
ゐ
る
。

関
屋
は
帚
木
の
巻
の
並
び
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
ゝ
の
に
ま
だ
後

に
ち
よ
い
ち
よ
い
書
く
。
胡
蝶
の
巻
、
若
菜
等
に
出
て
来
る
。

そ
れ
は
書
き
継
ぎ
に
よ
つ
て
結
果
を
つ
け
ん
と
し
た
故
で
あ

る
。
空
蝉
の
出
て
来
る
こ
と
が
源
氏
で
疑
問
が
あ
る
。
作
者
自

身
が
は
じ
め
か
ら
出
す
つ
も
り
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
。
花
散
里

の
巻

―
源
氏
で
は
対
象
的
に
書
い
て
ゐ
る
。
日
本
の
小
説
戯

曲
に
通
じ
た
癖

―
花
散
里
を
と
ふ
前
に
わ
け
の
わ
か
ら
ん
女

を
中
川
の
宿
り
に
て
と
ふ
て
ゐ
る
。
京
の
町
の
中
央
北
の
所
。

空
蝉
の
居
つ
た
紀
伊
の
守
の
別
荘
も
中
川
。
花
散
里
の
中
川
の

く
だ
り
が
も
と
で
そ
の
半
分
で
帚
木
の
巻
を
書
い
た
。
そ
し
て

今
度
は
関
屋
が
出
来
た
も
の
だ
と
思
ふ
。
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ニ
、
個
性
文
学
の
時
代

　
　
イ
、
紫
式
部
…
…
物
語
作
家
の
代
表
者

今
日
は
第
二
章
第
二
項
の
イ
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
源
氏
の
話
を

す
る
。

源
氏
に
縦
横
の
並
び
を
学
者
が
云
ひ
、
事
実
も
あ
り
、
そ
の
中
、

横
の
並
び
は
源
氏
の
あ
る
部
分
の
話
か
ら
枝
を
咲
か
せ
た
も
の

だ
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
。
話
の
結
着
を
つ
け
る
為
に
、
書
き

継
ぎ
、
書
き
足
り
な
い
か
ら
と
て
書
き
足
し
、
又
文
飾
を
加
へ

る
点
も
あ
る
。

現
存
源
氏
に
異
本
多
く
、
非
常
な
分
量
と
思
ふ
。
帝
大
で
池
田

氏
も
は
じ
め
て
ゐ
る
。
大
仕
事
で
、
そ
の
仕
事
は
か
つ
て
地
震

時
か
ら
後
に
校
本
万
葉
集
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
仕
事
も
非

常
に
意
味
が
あ
る
。
が
、
万
葉
集
は
如
何
に
せ
ん
、
信
用
で
き

る
も
の
は
平
安
の
末
以
後
第
一
の
材
料
は
な
い
。

源
氏
は
源
氏
が
出
て
か
ら
近
い
期
間
に
源
氏
が
研
究
せ
ら
れ
、

近
い
時
代
の
異
本
も
残
つ
て
ゐ
る
の
で
、
校
本
万
葉
よ
り
も
意

味
が
あ
る
仕
事
が
出
来
る
と
思
ふ
。
い
ゝ
学
者
で
あ
る
。

源
氏
に
は
大
体
二
通
り
あ
り
。
湖
月
抄
が
代
表
し
て
ゐ
る
青
表

紙
本
系
統
、
藤
原
定
家
の
本
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

河
内
本
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
河
内
守
源
親
光
の
系
統
の
書

物
。
こ
の
系
統
の
本
だ
か
ら
河
内
本
と
い
ふ
。
こ
の
二
つ
が
並

び
行
は
れ
て
ゐ
る
。
近
世
は
前
者
専
ら
行
は
れ
、後
者
は
珍
本
。

定
本
源
氏
物
語
、
金
子
氏
は
書
物
を
よ
く
読
む
点
で
す
ぐ
れ
て

ゐ
る
。
今
の
学
者
は
珍
し
い
本
ば
か
り
探
し
て
書
物
は
読
め
な

い
。
地
方
に
ゐ
る
人
は
こ
と
に
普
通
の
本
を
よ
く
読
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
。
流
布
本
を
よ
く
読
ん
で
鍛
へ
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
金
子

は
読
め
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
気
持
か
ら
湖
月
抄
で
わ
か
ら
ん
点
を

河
内
本
に
て
補
つ
た
。

だ
け
ど
も
河
内
本
の
ど
こ
に
あ
る
と
も
書
い
て
な
い
。
そ
の
点

残
念
で
あ
る
。諸
君
が
読
む
の
に
は
金
子
氏
の
は
上
巻
が
よ
い
。

中
巻
は
よ
く
な
い
。
と
も
か
く
上
巻
は
参
考
に
持
つ
た
ほ
う
が

よ
い
。
湖
月
抄
は
い
ゝ
が
、
昔
の
本
を
読
む
に
は
注
釈
が
短
い

か
ら
湖
月
抄
を
読
む
の
に
は
金
子
氏
の
本
を
読
む
と
よ
い
。
よ

く
書
い
て
あ
る
。
そ
の
中
に
三
矢
氏
の
文
法
的
の
い
ゝ
と
こ
ろ

も
説
い
て
ゐ
る
。
そ
の
点
で
も
信
用
で
き
る
。

河
内
本
の
方
が
い
ゝ
と
い
ふ
人
も
あ
る
。
私
は
こ
れ
は
青
表
紙

系
よ
り
も
い
く
ら
か
ま
は
り
く
ど
い
。
源
氏
の
わ
か
ら
ん
と
こ

ろ
を
わ
か
り
や
す
く
書
い
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
だ

け
ま
は
り
く
ど
い
。
あ
る
点
は
青
表
紙
本
に
対
し
て
一
種
の
注

釈
の
形
を
な
す
点
あ
り
。
二
つ
が
流
れ
て
来
て
栄
古
が
あ
つ
た
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の
か
、
定
家
が
栄
へ
て
定
家
流
の
青
表
紙
本
が
栄
へ
た
の
で

あ
る
。

こ
ゝ
で
形
づ
け
た
い
の
は
、
日
本
の
書
物
を
対
象
と
す
る
学
は

多
い
が
、
源
氏
を
目
的
と
し
た
学
問
が
一
番
幸
福
。
万
葉
集
に

し
て
見
て
も
万
葉
集
が
出
来
て
か
ら
百
三
四
十
年
後
は
じ
め
て

村
上
帝
の
時
に
研
究
せ
ら
れ
た
。
普
通
の
万
葉
の
解
釈
で
は
二

百
年
近
い
年
月
が
経
て
研
究
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間

に
読
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
部
分
が
出
て
来
た
。
明
治
の
初
め
に

近
松
、西
鶴
を
研
究
し
た
の
と
同
じ
位
の
時
代
の
開
き
が
あ
る
。

故
に
わ
か
ら
ん
と
こ
ろ
が
あ
る
。
源
氏
は
源
氏
が
書
か
れ
て
ゐ

る
あ
と
か
ら
研
究
さ
れ
た
。
源
氏
が
研
究
さ
れ
た
明
ら
か
の
事

実
は
藤
原
俊
成
が
ま
づ
初
め
て
歌
を
作
る
素
養
と
し
て
源
氏
を

研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
称
へ
た
。
そ
れ
前
に
そ
れ
を
言
ひ
、
実

行
し
た
人
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
で
私
等
の
考
へ
で
は
、

ま
だ
俊
成
が
生
れ
る
か
、
生
れ
て
後
も
ま
だ
源
氏
の
一
部
分
が

書
か
れ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
推
定
だ
が
書
い
て
ゐ
た
人
が

な
い
と
も
限
ら
ん
。
な
い
と
し
て
も
紫
式
部
を
去
る
こ
と
そ
ん

な
に
遠
く
な
い
。

俊
成
が
歌
を
作
る
の
に
は
源
氏
を
取
り
込
ん
で
源
氏
を
よ
く
読

ま
ね
ば
だ
め
だ
。今
ま
で
は
伊
勢
、等
を
読
み
、わ
か
ら
ん
乍
ら
、

万
葉
の
形
骸
ど
こ
ろ
か
詞
の
み
を
学
ん
で
ゐ
た
。
書
物
に
あ
ら

は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
俊
成
に
は
じ
め
て
源
氏
を
読
ま
ね
ば

と
云
つ
た
。そ
の
効
果
と
し
て
俊
成
の
仲
間
の
歌
が
変
化
し
た
。

千
載
集
、
俊
成
の
息
の
掛
か
つ
た
人
の
歌
集
が
新
古
今
。
こ
の

人
々
の
歌
が
一
種
小
説
的
の
生
活
で
も
経
験
で
も
な
い
空
想
を

作
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
源
氏
等
、
こ
と
に
源
氏
の
影
響

で
あ
つ
た
。
こ
ゝ
へ
行
く
路
を
俊
成
は
見
出
し
た
。
俊
成
に
出

て
、
河
内
親
行
、
定
家
、
親
行
へ
俊
成
の
書
が
行
き
、
そ
れ
に

校
合
し
た
の
が
、
河
内
本
。
そ
の
後
定
家
の
校
合
し
た
の
は
定

家
本
。
俊
成
が
な
か
つ
た
ら
ば
源
氏
の
書
は
残
ら
ん
。
も
う
俊

成
前
よ
り
源
氏
は
多
少
、
読
ま
れ
、
研
究
せ
ら
れ
て
、
わ
か
ら

ん
と
こ
ろ
を
解
い
た
故
に
、
源
氏
は
わ
か
る
の
で
あ
る
。
卒
然

と
し
て
源
氏
が
出
た
ら
ば
わ
か
ら
な
い
。

我
々
に
す
る
と
痛
切
に
感
ず
る
。
注
釈
に
あ
る
の
が
胸
に
ぴ
ん

と
く
る
。
け
れ
ど
も
我
等
の
時
代
が
不
用
意
に
読
め
ば
わ
か
ら

ん
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
わ
か
る
の
は
こ
れ
は
源
氏
の
学
統

に
頭
を
さ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
う
い
ふ
幸
福
は
日
本
の
書
で
多

く
は
な
い
。
源
氏
は
注
釈
を
読
め
ば
よ
く
わ
か
る
。
万
葉
集
は

契
沖
の
出
る
ま
で
は
殆
ん
ど
と
ん
で
も
な
い
解
釈
で
あ
る
。
と

て
も
源
氏
と
万
葉
集
の
学
問
の
研
究
に
は
雲
泥
の
差
あ
り
。
だ
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か
ら
源
氏
を
読
む
に
は
注
釈
書
を
読
む
必
要
が
あ
る
。
湖
月
抄

の
上
の
よ
く
読
む
と
平
安
の
も
の
を
読
み
こ
な
す
力
が
つ
く
。

と
も
か
く
大
変
重
ん
ぜ
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
系
統
の
書
物
が
次
第
に
進
む
間
に
二
書
が
一
方
を

重
ん
じ
て
来
た
が
、
こ
れ
を
し
て
来
た
の
は
連
歌
師
俳
諧
師
。

そ
の
系
統
を
た
ゝ
な
か
つ
た
。
万
葉
集
は
そ
の
人
等
に
お
へ
な

か
つ
た
。
契
沖
等
が
出
て
連
歌
師
の
系
統
を
受
け
ぬ
新
し
い
系

統
の
人
が
研
究
し
た
。
源
氏
で
は
連
歌
師
の
系
統
の
学
者
を
否

定
出
来
ぬ
。

源
氏
で
は
湖
月
抄
を
苦
労
す
る
の
が
本
当
で
あ
る
。
湖
月
抄
の

外
に
も
少
し
い
ゝ
か
と
思
ふ
の
は
、
岷
江
入
楚
と
い
ふ
書
物
が

出
て
（
日
文
注
釈
）
だ
け
ど
こ
の
二
つ
を
照
ら
し
合
は
せ
て
や

れ
ば
よ
い
。
湖
月
抄
は
大
抵
こ
の
引
き
写
し
。
書
物
の
歴
史
の

み
云
つ
て
も
大
変
な
部
が
あ
る
が
切
り
上
げ
る
。

源
氏
が
書
け
て
後
、
平
安
末
頃
よ
り
作
者
に
対
し
て
二
つ
の
批

評
が
行
は
れ
た
。
式
部
が
仏
典
を
賛
美
す
る
為
に
、
仏
の
、
□

□
語
の
戒
を
犯
し
て
は
い
け
ぬ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
源
氏
は

犯
し
て
ゐ
る
故
に
文
学
は
い
け
な
い
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
逃
げ
口
上
と
し
て
、
讃
仏
乗
（
仏
典
を
と
き
や
は
ら

げ
る
）
と
い
ふ
こ
と
を
云
ふ
て
ゐ
る
。
式
部
は
讃
仏
乗
の
理
想

よ
り
源
氏
を
書
く
。
又
、
紫
式
部
は
あ
ゝ
い
ふ
空
言
を
書
い
た

為
に
地
獄
に
苦
し
む
と
い
ふ
こ
と
が
行
は
れ
て
ゐ
た
。
紫
式
部

の
あ
の
世
の
苦
患
を
救
ふ
為
に
度
々
源
氏
供
養
を
行
つ
た
。
謡

曲
以
外
に
も
沢
山
こ
れ
を
扱
つ
た
小
説
あ
り
。
石
山
寺
で
行
は

れ
た
ら
し
い
。
ど
う
も
私
は
石
山
で
源
氏
供
養
が
行
は
れ
た
為

に
、石
山
で
書
い
た
と
い
ふ
話
が
出
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

そ
れ
は
な
ぜ
石
山
で
源
氏
供
養
が
行
は
れ
た
か
は
不
明
。
さ
う

い
ふ
二
通
の
信
仰
を
持
つ
。
今
は
源
氏
そ
の
人
か
ら
源
氏
は
仏

教
の
、
人
を
し
て
菩
提
心
を
起
こ
さ
せ
る
為
に
書
い
た
説
が
あ

る
。
後
に
は
も
の
ゝ
あ
は
れ
を
示
す
為
に
書
い
た
の
だ
と
も
い

ふ
。
宣
長
が
こ
の
結
着
を
し
た
。
宣
長
は
日
本
の
文
学
論
に
時

期
を
画
し
た
。
そ
こ
は
宣
長
の
仏
を
嫌
つ
た
為
。

源
氏
を
見
る
と
、
私
等
の
考
へ
て
ゐ
る
説
教
と
違
ふ
。
平
安
式

の
仏
の
説
教
が
見
え
て
ゐ
る
。
円
満
に
充
ち
た
空
気
よ
り
菩
提

心
を
起
こ
さ
せ
る
や
う
に
書
い
て
あ
る
。
露
骨
に
仏
の
理
想
と

す
る
の
は
当
時
悪
か
つ
た
。
物
語
で
は
よ
く
な
か
つ
た
。
近
代

の
小
説
で
哲
学
的
の
概
念
の
出
る
の
が
よ
く
な
い
の
と
同
じ
。

議
論
や
概
念
が
消
化
な
い
た
め
、
何
と
な
く
そ
の
気
持
ち
に
い

ざ
な
ふ
事
が
大
切
で
あ
つ
た
。
源
氏
が
円
満
な
生
活
を
し
な
が

ら
ひ
よ
つ
と
空
虚
を
感
ぜ
し
め
る
。
そ
れ
を
読
者
が
読
ん
で
さ
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び
し
く
思
ふ
。
作
者
が
露
骨
に
仏
教
感
を
出
さ
ぬ
か
ら
と
て
仏

教
的
で
な
い
と
は
い
へ
ぬ
。
又
部
分
的
に
仏
教
的
の
と
こ
ろ
が

見
え
る
。
私
は
源
氏
と
仏
教
と
は
今
ま
で
の
考
へ
と
変
へ
て
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
源
氏
は
仏
教
を
広
め
る
為
で
な
く
、
低
い
階

級
の
文
学
の
影
響
、
宗
教
的
の
低
い
階
級
の
文
学
が
、
神
と
仏

と
交
代
し
て
来
る
。
そ
の
影
響
が
高
尚
な
文
学
に
及
ぶ
。
高
尚

な
文
学
は
古
い
文
学
の
書
き
直
し
故
に
宗
教
的
な
味
を
立
派
な

文
学
が
持
つ
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
は
そ
の
点
か
ら
仏
教
を
源

氏
に
持
つ
て
来
る
。

源
氏
は
一
人
の
作
者
で
な
く
、
平
安
末
に
つ
れ
て
男
の
作
者
が

ま
し
、
男
が
女
の
皃
を
し
て
書
く
習
慣
が
い
つ
ま
で
も
続
き
、

隠
者
が
女
房
に
と
つ
て
代
は
る
時
代
に
な
つ
て
も
隠
者
は
女
房

が
書
い
て
ゐ
る
や
う
な
皃
で
書
い
て
ゐ
る
。
隠
者
は
半
僧
半
俗

故
に
宗
教
味
が
ど
う
し
て
も
入
る
。
ど
う
し
て
も
そ
の
人
々
の

手
に
入
つ
た
も
の
は
宗
教
的
に
な
る
。
た
ゞ
物
語
式
に
書
く
故

に
露
骨
に
出
な
い
。
そ
れ
は
若
菜
上
下
二
つ
と
も
源
氏
の
ど
の

巻
よ
り
大
き
い
。
こ
の
二
つ
は
仏
教
の
色
彩
が
殊
に
濃
厚
で
あ

る
。
若
菜
以
外
に
も
仏
教
の
色
彩
の
も
の
多
い
。
私
は
あ
る
仏

教
の
色
彩
の
出
て
ゐ
る
結
極
も
の
ゝ
あ
は
れ
を
知
ら
せ
る
と
こ

ろ
に
落
ち
着
く
か
。
単
に
趣
味
、
心
が
結
び
つ
く
と
こ
の
み
で

な
く
、
宗
教
的
に
結
び
つ
く
。
人
生
の
欠
陥
を
い
や
す
の
は
こ

れ
が
普
遍
的
の
道
理
だ
と
感
じ
て
慰
め
ら
れ
る
。
芝
居
を
見
て

涙
く
の
も
、
普
遍
的
の
こ
と
だ
と
安
心
す
る
。
そ
の
普
遍
を
知

つ
た
時
に
宗
教
的
な
明
り
が
見
え
て
来
る
。
昔
の
人
は
そ
ん
な

や
か
ま
し
い
議
論
も
な
い
し
、
考
へ
て
ゐ
な
い
が
そ
こ
に
落
ち

込
ん
で
ゐ
る
。
従
来
の
色
好
み
の
生
活
を
押
し
す
ゝ
め
一
変
化

し
て
来
た
と
こ
ろ
□
□
に
欠
け
る
と
こ
ろ
を
読
者
が
見
て
穴
が

出
来
る
。
そ
こ
が
狙
ひ
ど
こ
ろ
だ
と
思
ふ
。

源
氏
は
書
き
方
が
定
つ
て
ゐ
る
。
源
氏
物
語
の
一
番
最
初
は
桐

壺
の
巻
と
い
ふ
。
更
衣
の
死
を
帝
が
悲
し
ま
れ
る
。
壺
前
栽
に

向
つ
て
、こ
の
抒
情
的
な
気
持
ち
を
く
ど
〳
〵
と
書
い
て
ゐ
る
。

昔
の
人
は
そ
れ
が
好
き
で
あ
つ
た
。
今
だ
つ
て
好
き
な
人
が
あ

ら
う
。
桐
壺
の
巻
を
壺
前
栽
の
巻
と
も
い
ふ
。

こ
の
形
が
単
に
桐
壺
だ
け
で
な
く
、
源
氏
の
終
り
に
も
あ
る
。

源
氏
物
語
は
源
氏
が
人
臣
の
位
を
極
め
て
紫
の
上
を
失
つ
て
、

幻
の
巻
が
出
て
来
る
。
そ
こ
は
庭
に
源
氏
が
対
し
て
四
季
の
景

色
の
移
り
変
り
と
源
氏
の
悲
し
み
を
か
ら
み
つ
け
て
書
い
て
ゐ

る
。
そ
れ
か
ら
あ
と
は
源
氏
の
子
供
の
時
代
に
な
る
。
そ
れ
か

ら
あ
と
は
源
氏
の
次
男
の
薫
の
事
を
書
い
て
ゐ
る
。
一
番
最
後
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に
十
帖
を
宇
治
と
い
ふ
所
に
薫
が
交
ふ
と
こ
ろ
が
書
い
て
あ

る
。
そ
の
以
前
、
幻
ま
で
は
薫
の
こ
と
だ
と
思
ふ
。

そ
の
以
前
に
雲
隠
れ
の
巻
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
考
へ
て
見
る
と

何
も
な
い
。
巻
も
な
い
筈
で
あ
る
。
源
氏
の
死
ん
だ
と
こ
ろ
は

何
に
も
な
い
。
こ
の
巻
に
対
し
て
議
論
が
あ
る
。
古
人
は
何
に

も
な
く
神
秘
感
を
与
へ
る
の
だ
と
い
ふ
て
ゐ
る
が
、
信
ぜ
ら
れ

な
い
。
そ
こ
に
小
説
が
あ
つ
て
失
は
れ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

私
は
そ
こ
へ
書
く
つ
も
り
で
、
書
か
ず
に
了
つ
た
も
の
だ
と
思

ふ
。
源
氏
だ
け
で
あ
る
。
か
ゝ
る
こ
と
の
あ
る
の
は
。

と
も
か
く
も
桐
壺
の
帝
の
こ
と
を
壺
前
栽
で
、
源
氏
の
悲
し
み

又
八
の
宮
が
悲
し
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
が
昔
の
人
の
物
語
を
書
く

定
形
で
あ
つ
た
。
浄
瑠
璃
で
さ
は
り
が
な
い
と
物
足
ら
ぬ
と
い

ふ
や
う
な
も
の
。
源
氏
は
ど
こ
か
ら
書
い
た
か
わ
か
ら
な
い
。

壺
前
栽
は
は
じ
め
あ
つ
た
の
か
、
あ
と
か
ら
つ
い
た
の
か
、
不

明
。
そ
れ
は
帚
木
を
見
る
と
こ
の
書
き
出
し
方
が
源
氏
一
代
の

総
論
を
書
い
て
ゐ
る
。

あ
ま
り
辛
抱
し
て
堪
へ
き
れ
な
く
な
つ
て
、
後
の
世
に
変
な
評

を
残
し
た
。
そ
れ
か
ら
品
定
め
を
書
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
源

氏
全
体
の
話
が
始
ま
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
帚
木
が
あ
つ

て
、
桐
壺
を
書
い
た
と
見
え
る
。

更
に
源
氏
を
見
る
と
、
紫
日
記
を
見
る
と
源
氏
は
若
紫
の
巻
よ

り
書
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
公
任
が
紫
式
部
は
上
東
門
院
と
い

ふ
方
に
つ
い
て
ゐ
た
。
上
東
門
院
に
公
任
が
来
て
、

　
　

さ
へ
も
ん
の
か
み
あ
な
か
し
こ
〳
　〵

源
氏

源
氏
と
い
ふ
と
ま
づ
若
紫
の
巻
を
思
ひ
出
し
、
ま
づ
そ
の
主
人

公
を
思
ひ
出
す
ら
し
い
。
今
で
は
光
の
一
代
記
が
主
と
見
え
る

が
、
実
は
紫
の
上
と
源
氏
の
二
人
の
物
語
が
合
体
し
た
や
う
に

見
え
る
。さ
う
見
る
の
が
本
当
ら
し
い
。私
は
こ
の
文
章
を
た
ゞ

公
任
が
云
ふ
た
の
だ
と
思
は
ぬ
。若
紫
の
巻
が
一
番
印
象
深
く
、

こ
の
辺
が
源
氏
の
古
本
の
発
端
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
紫
式
部

の
居
る
頃
よ
り
源
氏
は
や
か
ま
し
か
つ
た
と
思
ふ
。
昔
の
人
も

紫
式
部
が
一
度
に
書
い
た
と
は
云
は
ぬ
。

物
語
は
ま
る
〳
〵
そ
ら
ご
と
を
つ
く
ら
ん
で
、
昔
の
こ
と
を
書

い
た
ん
だ
と
思
は
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
誰
と
わ
か
ら
せ
る
こ
と

は
い
け
な
い
。
故
に
モ
デ
ル
を
い
ろ
〳
〵
継
ぎ
合
は
せ
る
故
に

自
然
わ
か
ら
ん
。

道
長
の
生
活
が
入
つ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
平
塚
の
ぼ
る
氏
は

伊
周
を
源
氏
の
若
い
時
に
入
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。
私
は
中
心
は

道
長
と
見
て
ゐ
る
。
後
年
を
道
長
、
計
画
的
に
モ
デ
ル
に
す
る
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の
で
な
し
に
、
重
つ
て
来
る
。
読
者
は
事
実
だ
と
思
ふ
の
で
い

ろ
〳
〵
人
を
疑
ふ
の
で
あ
る
。

有
名
な
「
う
ち
の
上
の
源
氏
物
語
、
人
に
読
ま
せ
つ
ゝ
き
こ
し

め
し
け
る
に
こ
の
人
は
日
本
紀
こ
そ
読
み
た
ま
へ
け
れ
、
ま
こ

と
に
才
あ
る
こ
と
…
…
」、
日
本
紀
は
国
史
と
い
ふ
事
。
朝
廷

で
選
ん
だ
も
の
で
な
く
て
も
、
又
は
正
式
に
選
ん
だ
歴
史
と
い

ふ
こ
と
。
固
有
名
詞
な
ら
ず
。
そ
れ
を
想
像
つ
け
て
考
へ
て
漢

学
が
出
来
る
と
殿
上
人
が
い
ふ
て
、日
本
紀
の
局
と
云
は
れ
た
。

と
も
か
く
も
平
安
朝
が
始
ま
つ
て
か
ら
の
事
実
を
よ
く
知
つ
て

ゐ
る
人
だ
と
思
は
れ
た
。
湖
月
抄
、
岷
江
入
楚
等
こ
れ
は
誰
の

こ
と
だ
と
定
め
て
ゐ
る
。
書
く
つ
も
り
で
な
く
て
も
知
つ
て
ゐ

る
事
実
が
集
ま
つ
て
事
実
が
書
か
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
道
長

の
こ
と
を
書
か
う
と
し
て
モ
デ
ル
が
色
々
出
た
の
で
あ
る
。
栄

花
物
語
、
道
長
の
こ
と
を
作
り
物
語
風
に
書
い
た
の
で
あ
る
。

源
氏
と
は
皇
族
よ
り
臣
下
に
な
つ
た
人
の
物
語
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。
道
長
の
こ
と
だ
が
事
実
を
か
へ
る
為
に
源
氏
と
し
た
。

作
り
物
語
と
し
て
の
道
長
が
源
氏
に
出
て
来
る
と
思
ふ
。

書
い
て
ゐ
る
中
に
次
第
次
第
に
枝
が
出
た
。
複
雑
に
な
り
大
き

く
な
つ
て
来
た
。
式
部
が
は
じ
め
書
い
て
、
後
に
次
第
に
書
き

加
へ
た
。
女
の
み
で
な
く
男
が
書
く
。
男
で
な
い
と
書
け
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。源
氏
の
様
子
を
二
通
り
に
書
い
て
ゐ
る
。一
ヶ

処
は
自
分
が
女
に
な
つ
て
あ
ん
な
男
に
逢
ひ
た
い
と
い
ふ
感
、

又
一
つ
に
美
し
く
て
た
ま
ら
ん
よ
い
女
に
し
て
自
分
が
男
で
逢

ひ
た
い
。

こ
れ
は
ど
ち
ら
も
男
の
筆
で
あ
る
。
両
者
男
の
考
へ
で
あ
る
。

源
氏
の
一
番
さ
き
の
妻
、
葵
の
上
（
本
名
に
あ
ら
ず
）
お
腹
の

大
き
く
な
つ
て
寝
て
ゐ
る
様
子
を
見
て
、
死
な
せ
ら
れ
な
い
や

う
に
書
い
て
ゐ
る
。
女
の
人
が
書
く
か
し
ら
。
や
は
り
男
で
あ

る
。
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
が
沢
山
出
て
来
る
。
筆
に
も
女
ら
し
い

筆
と
か
た
い
男
の
筆
が
あ
る
。
源
氏
に
は
か
き
入
れ
の
部
分
と

変
る
部
分
と
が
細
か
く
書
い
て
あ
つ
て
わ
か
ら
ん
が
、
詳
密
に

研
究
す
れ
ば
わ
か
る
と
思
ふ
。

源
氏
は
紫
式
部
一
人
で
な
く
、
男
も
書
き
、
沢
山
の
人
が
書
い

て
ゐ
る
。
男
は
見
当
が
つ
く
。
平
安
に
起
つ
て
鎌
倉
の
作
者
階

級
の
中
心
と
な
る
隠
者
階
級
の
種
類
の
人
が
多
く
男
で
は
手
を

入
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。

光
と
紫
の
上
の
物
語
の
交
錯
。
源
氏
の
元
の
形
が
あ
つ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
ふ
。


