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六
十
歳
を
迎
へ
て

　
年
若
い
時
分
に
は
、
私
は
何
事
に
つ
け
て
も
深
く
〳
〵
と
入
つ
て
行
く
こ

と
を
心
掛
け
、
ま
た
、
そ
れ
を
歡
び
と
し
た
。
だ
ん
〳
〵
こ
の
世
の
旅
を
し

て
、
い
ろ
〳
〵
な
人
に
も
交
つ
て
見
る
う
ち
に
、
淺
く
〳
〵
と
出
て
行
く
こ

と
の
歡
び
を
知
つ
て
來
た
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
波
書
店
の
雜
誌
「
文
學
」
の
創
刊
に
寄
す
）
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古
い
言
葉
に
、
こ
の
世
に
め
づ
ら
し
く
思
は
れ
る
も
の
が
三
つ
あ
る
。
い

や
、
四
つ
あ
る
。
空
に
飛
ぶ
鷲
の
路
、
磐
の
上
に
は
ふ
蛇
の
路
、
海
に
走
る

舟
の
路
、
男
の
女
に
逢
ふ
路
が
そ
れ
で
あ
る
、
と
。
わ
た
し
た
ち
の
辿
つ
て

行
く
文
學
に
も
路
と
名
の
つ
い
た
も
の
が
な
い
。
路
と
名
の
つ
い
た
も
の
は

最
早
わ
た
し
た
ち
の
路
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
生
一
本

　
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
日
本
最
古
の
茶
園
で
製
せ
ら
る
ゝ
と
い
ふ
茶
を
分
け
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て
貰
つ
た
。
日
頃
茶
好
き
な
わ
た
し
は
う
れ
し
く
思
つ
て
、
早
速
そ
れ
を
試

み
た
と
こ
ろ
、
成
程
め
づ
ら
し
い
茶
だ
。
往
時
支
那
人
が
そ
の
實
を
こ
の
園

に
携
へ
て
來
て
製
法
ま
で
も
傳
へ
た
と
か
い
ふ
も
の
で
、
大
量
に
製
産
す
る

今
日
普
通
の
器
械
製
と
ち
が
ひ
、
こ
ま
か
い
葉
の
色
艶
か
ら
し
て
見
る
か
ら

に
好
ま
し
く
、
手
製
で
精
選
し
た
と
い
ふ
感
じ
が
す
る
。
ま
こ
と
に
正
味
の

茶
に
は
相
違
な
い
が
、
い
か
に
言
つ
て
も 

生 

一 

本 

き
い
つ
ぽ
ん

で
、
灰あ
汁く
が
強
い
。
そ

れ
に
思
つ
た
ほ
ど
の
味
が
出
な
い
。
わ
た
し
は
自
分
の
茶
の
い
れ
か
た
が
惡

い
の
か
と
氣
づ
い
た
か
ら
、
丁
度
茶
の
道
に
精
し
い
川
越
の
老
母
が
家
に
見

え
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
老
母
に
湯
加
減
を
見
て
貰
つ
た
。
香
も
高
く
、
こ
く

も
あ
る
割
合
に
は
、
ど
う
も
折
角
の
良
い
茶
に
味
が
す
く
な
い
。
自
分
の
家

の
近
く
に
は
深
山
と
い
ふ
茶
の
老
舖
し
に
せ
が
あ
つ
て
、
そ
こ
か
ら
來
る
も
の
は
日
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頃
わ
た
し
の
口
に
適
し
て
ゐ
る
の
で
、
試
み
に
買
置
き
の
深
山
を
混
ぜ
て
見

た
。
ど
う
だ
ら
う
、
實
に
良
い
風
味
が
そ
こ
か
ら
浮
ん
で
來
た
。
そ
の
時
の

老
母
の
話
に
、
茶
に
は
香
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
、
味
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
の

別
が
あ
る
。
一
體
に
暖
國
に
産
す
る
茶
は
香
氣
は
高
く
て
も
そ
の
割
合
に
味

に
劣
り
、
寒
い
地
方
に
産
す
る
茶
は
香
氣
に
は
乏
し
い
が
こ
ま
や
か
な
味
に

富
む
と
い
ふ
。
こ
の
老
母
に
言
は
せ
る
と
、
お
そ
ら
く
深
山
の
や
う
な
老
舖

で
賣
る
茶
は
多
年
の
經
驗
か
ら
、
古
葉
に
新
葉
を
と
り
ま
ぜ
、
い
ろ
〳
〵
な

地
方
で
産
す
る
も
の
を 

鹽  

梅 

あ
ん
ば
い

し
、
そ
れ
に
茶
の
中
の
茶
と
も
い
ふ
べ
き

『
お
ひ
し
た
』
（
味
素
）
を
加
味
し
て
、
そ
れ
ら
の
適
當
な
調
合
か
ら
香
も

あ
り
味
も
あ
る
自
園
の
特
色
を
造
り
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
と
の
話
も
あ

つ
た
。
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こ
の
茶
か
ら
、
わ
た
し
は
生
一
本
の
も
の
が
必
ず
し
も
自
分
等
の
口
に
適

す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
學
ん
だ
。
生
一
本
は
尊
い
。
し
か
し
さ
う
い
ふ
も

の
に
か
ぎ
つ
て
灰あ
汁く
が
強
い
。
新
葉
の
愛
は
も
と
よ
り
、
古
葉
を
お
ろ
そ
か

に
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
好
い
風
味
を
見
つ
け
る
道
で
あ
ら
う
。
鋭
い
も
の

は
挫くじ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
柔
い
も
の
は
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
淡
き
、
甘
き
、

澁
き
、
濃
き
、
一
つ
の
茶
碗
に
盛
り
き
れ
な
い
や
う
な
茶
の
味
が
そ
こ
か
ら

生
れ
て
來
る
。

　
頃
日
、
太
田
君
の
著
『
芭
蕉
連
句
の
根
本
解
説
』
を
折
り
〳
〵
あ
け
て
讀

ん
で
見
た
。
芭
蕉
は
本
來
、
生
一
本
で
起
つ
た
人
に
相
違
な
い
。
さ
も
な
く

て
『
冬
の
日
』
、
『
曠
野
』
、
『
ひ
さ
ご
』
の
境
地
か
ら
、
あ
の
『
猿
蓑
』

に
ま
で
突
き
拔
け
得
る
筈
も
な
い
。
し
か
し
蕉
門
の
諸
詩
人
が
遺
し
た
連
句
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な
る
も
の
を
味
つ
て
見
る
と
、
芭
蕉
は
じ
め
、
去
來
、
凡
兆
、
杜
國
、
史
邦
、

野
水
な
ぞ
の
俳
諧
が
、
な
か
〳
〵
た
ゞ
の
生
一
本
で
な
い
こ
と
を
知
る
。

　
　
　
　
　
大
き
な
言
葉
と
小
さ
な
言
葉

　
好
い
手
紙
を
人
か
ら
貰
つ
た
時
ほ
ど
う
れ
し
い
も
の
は
な
い
。
眞
情
の
籠

つ
た
手
紙
は
、
ほ
ん
の
無
沙
汰
の
見
舞
の
や
う
な
も
の
で
も
好
ま
し
い
。
そ

れ
が
何
度
も
讀
み
返
し
て
見
た
い
や
う
な
、
こ
ま
か
い
心
持
ま
で
よ
く
あ
ら

は
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
な
ほ
〳
〵
好
ま
し
い
。

　
わ
た
し
た
ち
が
母
の
時
代
の
人
達
は
、
今
日
の
婦
人
の
や
う
に
手
紙
を
書
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き
か
は
す
こ
と
も
、
あ
ま
り
し
な
か
つ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
わ
た
し
は
少

年
時
代
に
母
の
膝
も
と
を
離
れ
て
東
京
に
遊
學
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
郷
里

に
あ
る
母
か
ら
手
紙
を
貰
つ
た
こ
と
が
殆
ん
ど
な
か
つ
た
。
母
か
ら
の
便
り

と
言
へ
ば
、
い
つ
で
も
嫂
あ
に
よ
めが
代
筆
し
て
よ
こ
し
た
。
今
日
か
ら
考
へ
る
と
、

母
が
子
に
送
る
手
紙
を
書
い
た
こ
と
も
な
い
な
ぞ
と
は
信
じ
難
い
。
し
か
し

實
際
さ
う
い
ふ
時
代
も
あ
つ
た
。

　
昔
は
手
紙
を
書
く
こ
と
を
知
ら
な
い
婦
人
す
ら
あ
つ
た
。
手
紙
と
言
へ
ば
、

お
ほ
よ
そ
定
め
ら
れ
た
手
本
が
あ
つ
て
、
さ
う
い
ふ
文
範
の
教
へ
る
書
き
方

に
よ
ら
な
け
れ
ば
書
け
な
い
も
の
だ
と
思
つ
た
人
達
が
多
か
つ
た
ら
し
い
。

　
さ
う
い
ふ
昔
に
も
、
好
い
手
紙
を
の
こ
し
た
婦
人
達
が
な
く
も
な
い
。
わ
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た
し
は
あ
る
商
家
の
老
婦
人
が
そ
の
娘
に
宛
て
た
數
通
の
手
紙
の
殘
つ
た
の

を
讀
ん
で
感
心
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
の
老
婦
人
の
書
い
た
も
の
も
、

『
一
筆
し
め
し
あ
げ
ま
ゐ
ら
せ
候
』
か
ら
始
め
て
、
『
あ
ら
〳
〵
か
し
く
』

で
結
ん
だ
も
の
で
は
あ
つ
た
が
、
内
容
は
自
由
に
、
昔
風
な
手
紙
の
型
の
堅

さ
な
ど
は
す
こ
し
も
な
く
、
こ
ま
か
い
心
持
も
よ
く
あ
ら
は
れ
て
ゐ
て
、
子

を
思
ふ
母
親
の
心
が
お
の
づ
か
ら
そ
ん
な
好
い
手
紙
を
書
か
せ
た
の
だ
と
感

心
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
の
中
に
は
、
『
ど
う
し
て
自
分
の
生
ん
だ
娘
は

こ
ん
な
や
く
ざ
な
も
の
ば
か
り
か
』
と
な
げ
き
か
な
し
ん
だ
言
葉
の
あ
つ
た

こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。

　
今
日
の
婦
人
に
は
最
早
わ
た
し
た
ち
の
母
の
時
代
の
や
う
な
窮
屈
さ
は
な
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い
。
婦
人
の
教
育
は
さ
か
ん
に
な
り
、
一
切
の
舊
い
型
は
破
れ
、
見
る
も
の

聞
く
も
の
は
清
新
に
、
深
い
窓
に
の
み
籠
り
暮
し
た
昔
の
婦
人
に
比
べ
た
ら

實
に
廣
々
と
し
た
世
界
へ
躍
り
出
し
て
來
て
ゐ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
時
代
に
生

れ
合
せ
た
人
達
が
思
ふ
こ
と
を
自
由
に
言
ひ
あ
ら
は
せ
な
い
筈
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
は
身
の
ま
は
り
に
集
ま
つ
て
來
る
諸
方
か
ら
の
音
信

に
接
す
る
度
に
、
こ
れ
は
と
思
ふ
や
う
な
手
紙
を
書
く
婦
人
の
す
く
な
い
の

に
驚
く
こ
と
が
あ
る
。
何
も
言
ひ
𢌞
し
の
巧
み
さ
を
求
め
る
で
も
な
い
。
澤

山
な
言
葉
を
求
め
る
で
も
な
い
。
眞
情
が
直
敍
さ
れ
て
あ
つ
て
、
そ
の
人
が

よ
く
あ
ら
は
れ
て
ゐ
れ
ば
と
思
ふ
の
だ
が
、
さ
う
い
ふ
手
紙
も
す
く
な
い
も

の
だ
と
思
ふ
。
勿
論
、
書
け
ば
書
い
た
で
、
書
か
な
け
れ
ば
書
か
な
い
で
、

兎
角
物
足
り
な
さ
が
先
に
立
つ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
思
ふ
こ
と
が
な
か
〳
〵
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さ
う
盡
せ
る
筈
も
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
相
應
に
心
も
深
く
、
生
活
も
豐
當

で
、
逢
つ
て
話
し
て
見
れ
ば
感
心
す
る
や
う
な
婦
人
が
、
ど
う
し
て
こ
ん
な

手
紙
を
書
く
か
と
思
つ
て
心
に
驚
ろ
く
こ
と
も
あ
る
。
近
頃
、
わ
た
し
は
あ

る
お
孃
さ
ん
が
人
の
許
に
寄
せ
た
手
紙
の
こ
と
に
就
い
て
、
そ
の
話
を
又
聞

き
に
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
れ
を
受
け
取
つ
た
人
は
、
こ
れ
が
今
の
日
本

で
最
も
進
ん
だ
教
育
を
受
け
た
と
い
ふ
お
孃
さ
ん
の
書
い
た
手
紙
か
と
さ
う

思
つ
た
と
い
ふ
。
現
代
の
人
の
口
に
の
ぼ
る
問
題
で
お
よ
そ
知
ら
な
い
こ
と

は
な
い
と
言
ふ
ほ
ど
の
お
孃
さ
ん
に
し
て
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
感
じ
を
人
に

與
へ
る
の
か
。
教
養
と
物
書
く
こ
と
と
は
別
の
物
で
あ
る
の
か
、
手
紙
を
書

く
と
い
ふ
こ
と
も
一
つ
の
才
能
で
あ
る
の
か
、
舊
い
技
巧
や
形
式
を
捨
て
る

こ
と
が
反
つ
て
人
を
こ
だ
は
ら
せ
る
の
か
。
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そ
れ
に
つ
け
て
思
ひ
出
す
。
曾
て
外
國
の
旅
に
あ
つ
た
頃
、
言
葉
の
不
自

由
さ
に
は
自
分
で
も
苦
し
み
、
在
留
す
る
人
達
か
ら
も
よ
く
そ
の
話
を
聞
か

さ
れ
た
。
國
の
方
で
語
學
の
教
師
が
つ
と
ま
る
ほ
ど
外
國
の
言
葉
に
親
し
ん

だ
人
で
も
、
一
歩
海
の
外
へ
身
を
置
い
た
時
は
、
靴
一
足
注
文
す
る
に
も
ま

ご
つ
く
も
の
だ
と
の
話
な
ぞ
が
出
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
あ
る
人
が
以イ
太タ

利リー
に
留
學
し
た
ば
か
り
の
頃
、
そ
の
人
を
泊
め
た
宿
の
以
太
利
の
婦
人
は
不

審
を
打
つ
て
、
『
今
度
日
本
か
ら
見
え
た
客
は
不
思
議
な
方
で
、
話
を
さ
せ

て
は
す
こ
し
し
か
以
太
利
語
を
話
さ
な
い
が
、
手
紙
な
ら
實
に
す
ら
〳
〵
と

お
書
き
な
さ
る
』
と
言
つ
て
驚
い
た
と
い
ふ
話
も
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
語

學
は
多
く
眼
か
ら
入
る
語
學
で
、
耳
か
ら
入
る
語
學
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
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日
常
使
用
す
る
些
細
な
言
葉
の
語
彙
に
は
乏
し
く
て
、
書
物
の
中
に
出
て
來

る
や
う
な
む
つ
か
し
い
名
詞
、
形
容
詞
を
暗
記
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
し
ば
〳

〵
外
國
人
を
驚
か
す
。
あ
る 

倫  

敦 

ロ
ン
ド
ン

の
婦
人
は
、
日
本
か
ら
行
つ
た
留
學
生

を
前
に
置
い
て
、
『
あ
な
た
が
た
は
大
き
な
言
葉
を
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
が
、

小
さ
な
言
葉
を
御
存
じ
な
い
』
と
言
つ
て
見
せ
た
と
か
。
ど
う
し
て
こ
ん
な

こ
と
を
こ
ゝ
に
く
ど
〳
〵
し
く
書
き
つ
け
て
見
る
か
と
言
ふ
に
、
そ
の
英イ
吉ギ

利リス
の
婦
人
が
言
つ
た
と
い
ふ
大
き
な
言
葉
と
小
さ
な
言
葉
の
關
係
こ
そ
は
、

わ
た
し
た
ち
の
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
で
、
一
度
そ
の
言
葉
の
祕
訣
を
會
得

し
た
ら
、
自
由
に
思
ふ
こ
と
も
言
ひ
あ
ら
は
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
會

話
の
上
の
こ
と
に
の
み
限
ら
な
い
。
物
書
く
祕
訣
も
、
實
は
そ
ん
な
と
こ
ろ

に
潜
ん
で
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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そ
こ
で
、
わ
た
し
は
婦
人
の
書
く
手
紙
の
こ
と
に
返
つ
て
、
こ
ん
な
こ
と

を
考
へ
て
み
る
。
成
程
、
教
養
と
物
書
く
こ
と
と
は
別
の
物
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
手
紙
を
書
く
と
い
ふ
こ
と
も
一
つ
の
才
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

舊
い
技
巧
や
形
式
を
捨
て
る
こ
と
が
反
つ
て
人
を
こ
だ
は
ら
せ
る
場
合
も
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
き
な
言
葉
を
知
る
と
共
に
小
さ
な
言
葉
を

知
つ
て
、
そ
の
祕
訣
を
つ
か
ん
だ
な
ら
、
す
く
な
く
も
生
き
た
手
紙
を
書
き

得
る
で
あ
ら
う
と
。

　
現
代
の
人
の
口
に
上
る
合
言
葉
、
新
聞
雜
誌
の
中
に
見
つ
け
る
新
語
、
書

物
の
中
に
出
て
來
る
學
問
上
の
術
語
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
大
き
な
言
葉
で
あ
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る
。
わ
た
し
た
ち
が
現
に
口
に
し
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
に
氣
が
つ
か
ず
に
ゐ

る
や
う
な
、
そ
れ
ら
の
親
し
み
も
あ
れ
ば
、
陰
影
も
あ
る
日
常
の
使
用
語
の

多
く
は
小
さ
な
言
葉
で
あ
る
。
筆
執
り
物
書
く
ほ
ど
の
も
の
は
、
い
づ
れ
も

こ
の
小
さ
な
言
葉
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
。
故
福
澤
諭
吉
翁
は
あ
の
通
り
明

治
初
年
の
頃
に
文
明
論
を
書
い
た
人
で
あ
る
が
、
あ
れ
ほ
ど
の
論
文
も
大
き

な
言
葉
ば
か
り
で
は
書
か
な
か
つ
た
。

　
こ
ゝ
に
昔
の
人
の
書
い
た
好
い
手
紙
の
一
節
が
あ
る
。
大
き
な
言
葉
ば
か

り
で
わ
た
し
た
ち
の
心
が
訴
へ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
手
紙
の
一
節
を
味

つ
て
見
て
も
わ
か
る
。

『
…
…
松
茸
御
所
柿
は
心
の
ま
ゝ
に
喰
ひ
ち
ら
し
、
今
は
念おも
ひ
の
殘
る
も
の
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な
し
と
、
暮
秋
二
十
八
日
よ
り
三
十
二
日
目
に
武
江
深
川
に
至
り
候
。
盤
子

に
つ
か
は
さ
れ
候
御
返
翰
は
、
熱
田
は
人
々
取
り
込
み
候
へ
ば
、
封
の
ま
ゝ

に
て
岡
崎
ま
で
持
ち
參
り
候
て
、
窓
の
破
れ
よ
り
風
吹
き
入
り
、
戸
の
透
間

よ
り
月
泄
り
か
ゝ
れ
る
、
い
を
の
油
の
な
ま
ぐ
さ
き
よ
ご
れ
行
燈
の
前
に
て
、

御
文
ま
づ
開
く
。
泪
な
み
だ、
紙
面
に
そ
ゝ
り
候
。
』

　
手
紙
も
こ
ん
な
風
に
書
け
た
ら
、
ど
ん
な
に
樂
し
か
ら
う
。
そ
し
て
、
こ

ん
な
に
眞
情
が
直
敍
さ
れ
た
な
ら
、
物
書
く
そ
の
事
が
直
ち
に
わ
た
し
た
ち

の
心
を
滿
た
す
こ
と
で
あ
ら
う
と
も
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
昭
和
六
年
の
は
じ
め
に
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（
『
夜
明
け
前
』
第
一
部
下
卷
を
草
す
る
頃
）

　
　
　
　
　

　
新
し
い
時
代
の
歩
み
は
今
の
と
こ
ろ
激
し
く
移
り
動
い
て
底
止
す
る
と
こ

ろ
を
知
ら
な
い
。
こ
の
趨
勢
は
私
達
の
日
常
生
活
か
ら
娯
樂
や
運
動
の
上
に

及
び
、
通
信
交
通
の
機
關
を
換
へ
る
ば
か
り
で
な
く
、
印
刷
出
版
の
面
目
を

も
改
め
つ
ゝ
あ
る
。
衣
に
、
食
に
、
住
に
、
今
日
ほ
ど
新
舊
の
も
の
が
め
ま

ぐ
る
し
く
入
り
亂
れ
て
ゐ
る
時
代
も
め
づ
ら
し
い
。
急
激
に
時
世
後
れ
に
な

つ
て
行
く
古
い
習
慣
が
あ
る
。
眼
前
に
は
廢
れ
て
行
く
古
く
か
ら
の
風
俗
が

あ
る
。
誰
も
が
こ
の
光
景
を
目
撃
し
な
が
ら
、
そ
の
感
知
し
た
と
こ
ろ
の
も

の
を
容
易
に
言
ひ
あ
ら
は
せ
な
い
で
ゐ
る
。
そ
こ
で
要
領
の
い
ゝ
人
達
が
あ
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つ
て
、
あ
る
ひ
は
科
學
の
浸
潤
、
あ
る
ひ
は
器
械
の
發
達
、
あ
る
ひ
は
國
際

關
係
の
激
變
、
そ
の
他
種
々
な
言
葉
を
も
つ
て
、
そ
の
光
景
を
私
達
に
指
摘

し
て
見
せ
て
呉
れ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
私
達
は
こ
の
め
ま
ぐ
る
し
い
時
代

に
處
し
て
、
一
方
に
は
近
代
的
な
施
設
を
受
け
容
れ
、
一
方
に
は
テ
ン
ポ
の

速
さ
に
應
じ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
一
種
の
洪
水
だ
。
世
界
的
の
氾

濫
だ
。
こ
ん
な
時
に
行
き
惱
む
も
の
の
あ
る
の
は
む
し
ろ
當
然
で
、
そ
れ
を

見
て
嘲
笑
の
聲
を
浴
せ
か
け
る
の
は
、
無
情
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
無
才
無
能
に
し
て
こ
の
一
筋
に
つ
な
が
る
と
言
つ
た
昔
の
人
も
あ
る
や
う

で
す
が
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
自
分
を
責
め
る
で
も
な
く
、
寢
ご
と
を
書
い
て
暮

す
う
ち
に
、
最
早
五
十
代
を
終
ら
う
と
し
て
ゐ
ま
す
。
』
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こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
去
年
の
冬
の
『
新
潮
』
に
寄
せ
た
こ
と
も
あ
る
。

人
と
し
て
行
き
得
る
か
ぎ
り
を
行
き
盡
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
何
が
自
分
等
を

待
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
今
か
ら
そ
れ
を
言
つ
て
見

る
こ
と
も
出
來
な
い
。

　
し
か
し
同
じ
老
年
と
は
言
つ
て
も
、
人
生
の
旅
は
一
筋
道
で
は
な
さ
さ
う

だ
。
去
年
の
初
秋
、
私
は
あ
る
河
の
ほ
と
り
に
沿
う
て
山
道
を
旅
し
た
こ
と

が
あ
る
。
私
の
降
り
て
行
く
道
は
、
や
が
て
河
の
流
れ
て
行
く
道
だ
。
そ
の

時
、
私
は
さ
う
思
つ
た
。
晝
夜
を
止
め
ず
に
低
き
に
就
く
や
う
な
こ
の
水
は
、

進
み
つ
ゝ
あ
る
の
だ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
歸
り
つ
ゝ
あ
る
の
だ
ら
う
か
と
。

　
私
は
七
十
歳
に
近
い
一
人
の
老
婦
人
を
知
つ
て
ゐ
る
が
、
此
婦
人
な
ぞ
の
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す
る
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
物
を
探
し
物
を
掴
ま
う
と
す
る
日
常
刻
々
の
努
力

に
か
け
て
は
、
殆
ど
青
年
に
異
な
ら
な
い
。
た
ゞ
青
年
の
探
す
も
の
が
好
か

れ
惡
し
か
れ
新
し
い
刺
激
を
與
へ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
に
ひ
き
か
へ
、
こ

の
老
婦
人
の
探
す
も
の
は
、
若
い
時
分
に
刺
激
を
受
け
た
も
の
に
ど
う
か
し

て
も
う
一
度
め
ぐ
り
逢
は
う
と
思
ふ
の
相
違
だ
。
例
へ
ば
變
り
果
て
た
町
の

中
を
歩
く
に
し
て
も
以
前
に
あ
つ
た
古
着
屋
な
ど
を
探
し
當
て
ゝ
、
昔
流
行

つ
た
着
物
の
殘
り
を
な
つ
か
し
む
と
い
ふ
風
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
こ
の
老

婦
人
を
見
る
度
に
去
年
の
河
の
ほ
と
り
で
の
旅
を
思
ひ
出
し
て
自
分
に
言
つ

て
見
る
。
そ
の
年
に
な
つ
て
も
休
息
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
や
う
な
こ
の
老

婦
人
は
、
更
に
人
生
の
旅
路
を
進
め
つ
ゝ
あ
る
の
だ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
引
き
返
し
て
來
て
若
か
つ
た
時
分
の
方
へ
と
、
ど
ん
〳
〵
歸
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路
を
急
ぎ
つ
ゝ
あ
る
の
だ
ら
う
か
と
。

　
過
ぐ
る
多
事
な
一
年
も
さ
び
し
く
暮
れ
て
行
つ
た
。
曾
て
私
は
世
界
大
戰

の
最
中
に
佛
蘭
西
を
辭
し
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
要
塞
戰
の
始
ま
り
か
け
た
頃
に
英
吉

利
海
峽
を
後
に
見
て
、
大
西
洋
上
の
危
險
區
域
を
船
で
通
り
過
ぎ
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
時
、
船
中
の
無
線
電
信
室
を
訪
ね
る
と
、
遠
い
海
上
で
助
け
を

求
め
る
聲
が
受
信
機
に
傳
は
つ
て
來
て
ゐ
た
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
こ
ゝ

に
書
き
つ
け
て
見
る
か
と
い
ふ
に
、
餘
日
も
少
い
去
年
の
暮
あ
た
り
、
私
の

耳
の
底
に
あ
る
受
信
機
に
は
、
何
程
の
助
け
を
呼
ぶ
聲
が
傳
は
つ
て
來
た
と

も
知
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
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兎
も
角
も
私
達
は
餅
を
つ
き
、
松
の
小
枝
を
門
に
さ
し
、
輪
か
ざ
り
を
軒

に
か
け
て
、
新
し
い
正
月
を
迎
へ
る
こ
と
が
出
來
た
。
古
人
も
多
く
旅
に
死

ん
だ
と
や
ら
。
笠
を
か
ぶ
り
草
鞋
を
は
い
て
年
を
越
え
る
と
言
つ
た
昔
の
人

は
、
一
年
に
一
度
の
か
ち
栗
、
ご
ま
め
、
數
の
子
の
味
を
よ
く
噛
み
し
め
る

こ
と
を
こ
の
私
達
に
教
へ
て
呉
れ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
寢
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
八
年
の
は
じ
め
、
『
夜
明
け
前
』
第
二
部

　
　
　
　
　
上
卷
の
稿
を
繼
ぐ
頃
）
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一

　 

寒  

鯥 

か
ん
む
つ

、 
鮟  
鱇 
あ
ん
か
う

、
寒
比
目
魚

か
ん
び
ら
め

な
ぞ
を
か
つ
ぎ
な
が
ら
、
毎
日
大
森
の
方

か
ら
來
て
わ
た
し
の
家
の
前
に
荷
を
お
ろ
す
年
若
な
肴
屋
が
あ
る
。
冬
の
魚

を
賣
つ
て
行
く
。
そ
の
後
に
は
何
か
し
ら
威
勢
の
い
ゝ
、
勇
み
な
も
の
が
殘

る
。
か
う
し
た
肴
屋
の
聲
に
か
ぎ
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
物
賣
の
聲
に
は
、
機

械
を
通
じ
て
傳
は
つ
て
來
る
響
に
な
い
も
の
が
あ
る
。
町
を
呼
ん
で
通
り
過

ぎ
る
花
屋
の
聲
の
す
ゞ
し
さ
、 

寒 
紅 
賣 

か
ん
べ
に
う
り
の
や
さ
し
さ
、
竿
竹
賣
の
お
も
し

ろ
さ
。
あ
た
り
の
空
氣
を
や
は
ら
げ
た
り
引
き
立
て
た
り
す
る
も
の
は
、
ど

う
し
て
も
陰
影
の
多
い
人
の
聲
に
か
ぎ
る
や
う
だ
。

24桃の雫



　
ず
つ
と
以
前
に
は
わ
た
し
た
ち
も
よ
く
聲
を
出
し
た
も
の
だ
。
少
年
時
代

に
四
書
五
經
の
素
讀
か
ら
始
め
た
わ
た
し
な
ぞ
は
、
聲
を
出
し
て
讀
書
す
る

こ
と
を
樂
し
み
に
思
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
聽
く
こ
と
を
も
樂
し
み

に
思
つ
た
。
わ
た
し
た
ち
の
出
す
聲
は
隨
分
無
茶
で
書
生
流
儀
の
も
の
で
は

あ
つ
た
が
、
い
く
ら
叫
ん
で
も
叫
び
足
り
な
か
つ
た
や
う
に
、
わ
た
し
た
ち

の
胸
か
ら
迸
り
出
る
も
の
が
、
い
ろ
〳
〵
な
試
み
と
も
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
ど
う
も
、
こ
の
節
は
聲
を
出
す
と
い
ふ
こ
と
が
、
ど
の
方
面
に
も
少
く
な

つ
た
や
う
な
氣
が
す
る
。
ど
つ
ち
を
向
い
て
見
て
も
、
鳴
り
を
潜
め
て
、
沈

ま
り
返
つ
て
ゐ
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
物
を
い
へ
ば
口
唇
が
寒
い
の
か
。
吹
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き
狂
ふ
世
紀
の
つ
め
た
い
風
が
こ
ん
な
に
人
を
沈
默
さ
せ
る
の
か
。

　
書
物
に
對
し
て
す
ら
、
今
の
私
達
は
音
讀
の
習
慣
を
失
ふ
や
う
に
な
つ
た
。

默
讀
、
默
讀
だ
。
こ
れ
は
自
分
等
の
や
う
な
年
頃
の
も
の
ば
か
り
で
な
い
と

見
え
て
、
町
を
歩
き
𢌞
つ
て
も
め
つ
た
に
若
々
し
い
讀
書
の
聲
を
き
か
な
い
。

　
先
づ
聲
を
出
せ
。
そ
の
こ
と
に
思
ひ
つ
い
て
、
音
讀
や
朗
吟
の
氣
風
を
再

興
し
た
い
と
い
ひ
出
し
た
人
が
あ
る
。
そ
の
趣
意
を
弘
め
る
た
め
の
試
み
の

一
つ
と
し
て
、
最
近
に
短
歌
五
首
と
長
詩
一
篇
と
を
朗
吟
し
、
そ
れ
を
ポ
リ

ド
オ
ル
蓄
音
器
會
社
の
レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
ん
だ
人
が
あ
る
。
そ
れ
を
吹
き

込
ん
だ
人
が
土
岐
善
麿
君
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
私
に
は
め
づ
ら
し
く
思
は
れ
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た
。
そ
の
レ
コ
ー
ド
の
半
面
は
遠
く
は
西
行
や
實
朝
か
ら
近
く
は
啄
木
ま
で

の
五
人
の
短
歌
一
首
づ
ゝ
、
半
面
に
は
わ
た
し
の
千
曲
川
旅
情
の
歌
を
組
み

合
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
發
行
所
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
の
を
聽
い
て
見
る
と
、

自
分
ら
の
青
春
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
隱
れ
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
心
持
を
起

さ
せ
る
。
あ
の
朗
吟
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
然
で
、
す
こ
し
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
も

な
い
。
耳
ざ
は
り
も
實
に
爽
か
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
試
み
と
思
つ
た
。

　
滿
目
蕭
條
　
　
寒
い
季
節
が
や
つ
て
來
た
。
さ
う
い
ふ
中
で
、
町
へ
來
る

冬
の
雨
の
音
ほ
ど
、
こ
の
わ
た
し
の
心
を
落
ち
つ
か
せ
る
も
の
は
な
い
。
そ

の
音
を
聽
く
た
び
に
、
わ
た
し
は
い
ろ
〳
〵
な
こ
と
を
思
ひ
出
す
。
平
素
は

殆
ど
忘
れ
て
ゐ
た
や
う
な
こ
と
ま
で
思
ひ
出
す
。
そ
し
て
、
こ
の
生
を
耐
へ
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る
氣
に
な
る
。

　
　
　
　
人
々
を
し
ぐ
れ
よ
宿
は
寒
く
と
も

　
南
の
障
子
に
近
く
行
つ
て
こ
の
昔
の
人
の
句
を
口
ず
さ
ん
で
見
る
。
雪
景

色
が
好
き
で
よ
く
描
い
た
ら
し
い
王
維
の
繪
畫
に
あ
ら
は
し
て
あ
る
や
う
な
、

あ
の
寒
い
遠
さ
を
一
緒
に
胸
に
浮
か
べ
て
見
る
。
し
ぐ
れ
な
が
ら
も
人
を
訪

ふ
も
の
が
あ
り
、
雪
に
濡
れ
な
が
ら
も
道
を
行
く
も
の
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ

思
ひ
を
傳
へ
る
も
の
は
、
句
に
し
て
も
繪
畫
に
し
て
も
、
す
べ
て
親
し
い
。

そ
れ
が
冬
の
姿
で
あ
れ
風
情
で
あ
れ
、
底
に
燃
え
る
焔
を
形
に
あ
ら
は
し
て

見
せ
て
呉
れ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
猶
々
あ
り
が
た
い
。
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二

　
昨
年
度
に
お
い
て
、
私
の
心
に
引
か
れ
た
も
の
の
一
つ
は
、
ゲ
エ
テ
百
年

祭
を
機
會
に
あ
の
詩
人
を
囘
顧
す
る
聲
の
か
な
り
賑
や
か
で
あ
つ
た
こ
と
で

あ
る
。
岩
波
書
店
で
發
行
す
る
雜
誌
『
思
想
』
の
ゲ
エ
テ
研
究
號
を
初
め
、

わ
た
し
は
自
分
の
手
の
屆
く
か
ぎ
り
諸
家
の
筆
に
な
る
も
の
を
讀
む
の
を
樂

し
み
に
し
て
、
ゲ
エ
テ
の
研
究
も
こ
ゝ
ま
で
深
め
ら
れ
た
か
と
想
つ
て
見
た
。

そ
の
人
が
亡
く
な
つ
て
か
ら
百
年
も
の
後
に
な
つ
て
、
こ
ん
な
に
ゲ
エ
テ
を

探
す
聲
の
聞
え
て
來
る
の
は
、
ど
う
い
ふ
わ
け
か
と
想
つ
て
見
た
。
そ
れ
ほ

ど
わ
た
し
た
ち
の
生
活
が
急
速
な
歩
調
で
、
自
然
か
ら
遠
ざ
か
り
つ
ゝ
あ
る

た
め
で
は
な
か
ら
う
か
と
も
想
つ
て
見
た
。
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大
き
な
自
然
を
母
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
ゲ
エ
テ
は
ま
さ
し
く
十
九
世

紀
の
人
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
求
む
べ
き
も
の
は
、
ゲ
エ
テ
の
跡
を
求
め

る
こ
と
で
は
な
く
て
、
ゲ
エ
テ
の
求
め
た
も
の
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
。

　
ゲ
エ
テ
の
生
涯
に
な
つ
か
し
い
こ
と
は
、
あ
れ
ほ
ど
險
し
い
理
路
を
辿
り

な
が
ら
、
し
か
も
正
し
い
感
情
を
解
放
し
得
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど

人
間
的
な
も
の
を
愛
し
、
ま
た
一
生
を
通
し
て
そ
の
愛
を
深
め
て
行
つ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。

　
昨
年
度
は
、
市
川
團
十
郎
の
三
十
年
祭
と
い
ふ
こ
と
で
も
、
い
ろ
〳
〵
な

催
し
が
あ
り
、
諸
家
の
追
憶
談
で
賑
は
つ
た
。
ど
う
も
非
常
時
に
は
亡
く
な

つ
た
偉
人
を
喚
び
起
す
こ
と
が
流
行
し
て
、
故
人
の
や
う
な
劇
壇
の
偶
像
破
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壞
者
ま
で
を
更
に
偶
像
扱
ひ
に
す
る
こ
と
は
感
心
し
な
い
が
、
し
か
し
三
十

年
後
の
今
日
に
故
人
の
生
涯
を
見
直
さ
う
と
し
た
幾
人
か
の
人
達
の
眼
の
あ

つ
た
こ
と
は
心
強
い
。
歌
舞
伎
の
世
界
に
反
抗
の
精
神
を
持
ち
來
し
た
故
人

が
、
淫
靡
で
頽
廢
し
た
江
戸
末
期
の
舞
臺
の
上
の
空
氣
に
決
し
て
滿
足
し
な

か
つ
た
こ
と
、
故
人
の
一
面
が
そ
の
意
味
に
お
い
て
歌
舞
伎
の
破
壞
者
で
あ

つ
た
こ
と
、
し
か
し
故
人
の
や
う
な
性
格
の
俳
優
は
默
阿
彌
に
も
櫻
痴
居
士

に
も
遂
に
『
作
者
』
を
見
出
さ
な
か
つ
た
こ
と
な
ぞ
が
、
そ
れ
ら
の
人
達
の

眼
に
よ
つ
て
明
か
に
な
つ
た
。
こ
れ
を
書
き
か
け
る
と
、
ふ
と
思
ひ
が
け
な

い
人
の
詩
の
句
が
私
の
胸
に
浮
ん
で
來
た
。
『
こ
ゝ
ろ
ざ
し
と
い
ふ
も
の
は

果
し
て
幾
人
に
よ
つ
て
憐
ま
れ
る
で
あ
ら
う
か
』
と
の
意
味
の
句
で
あ
る
。

長
く
舞
臺
を
踏
ん
で
多
く
の
見
物
が
あ
こ
が
れ
の
的
で
あ
つ
た
成
田
屋
の
や
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う
な
人
で
も
、
や
は
り
無
言
な
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
懷
に
し
て
、
見
る
人
の
見
る

ま
ゝ
に
任
せ
な
が
ら
、
こ
の
世
を
過
ぎ
て
行
つ
た
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
人
間
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
好
ま
し
い
、
と
い
つ
た
ゲ
エ
テ
の
や

う
な
人
も
あ
る
。
植
物
か
ら
も
動
物
か
ら
も
そ
の
材
料
を
採
つ
て
、
紡
ぎ
、

織
り
、
染
め
、
そ
し
て
着
る
わ
た
し
た
ち
の
衣
服
こ
そ
、
ど
こ
ま
で
が
『
自

然
』
で
あ
り
ど
こ
ま
で
が
『
人
工
』
で
あ
る
と
も
い
へ
な
い
ほ
ど
調
和
し
た

も
の
の
一
つ
で
あ
ら
う
。
か
う
い
ふ
こ
と
は
、
人
間
の
世
界
以
外
に
ち
よ
つ

と
見
當
ら
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
着
る
物
に
よ
つ
て
、
實
に
種
々
さ
ま
／
″

32桃の雫



＼
な
こ
と
を
感
ず
る
。
新
舊
の
悲
喜
劇
は
着
物
か
ら
も
起
る
。
假
令
た
と
へ
食
ふ
物

を
す
こ
し
ぐ
ら
ゐ
減
ら
し
て
ま
で
も
、
着
る
方
に
浮
身
を
や
つ
す
と
い
ふ
人

さ
へ
あ
る
。
そ
れ
を
思
ふ
と
い
ぢ
ら
し
い
。

　
小
紋
と
い
ふ
染
模
樣
は
、
今
は
す
た
れ
た
が
、
わ
た
し
の
青
年
時
代
ま
で

は
年
若
な
人
た
ち
が
好
ん
で
着
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
ひ
と
り
年
若
な
人

達
ば
か
り
で
な
く
、
年
老
い
た
男
で
も
女
で
も
昔
は
よ
く
あ
れ
を
着
た
も
の

で
あ
る
と
か
。
小
紋
は
鼠
地
を
本
色
と
す
る
と
い
ふ
。
こ
ま
か
い
粉
の
や
う

な
雪
を
一
面
に
散
ら
し
た
や
う
な
意
匠
の
染
模
樣
は
、
白
と
鼠
色
と
の
好
ま

し
い
調
和
だ
。
染
色
が
化
學
工
業
の
時
代
に
移
つ
て
か
ら
、
好
い
鼠
色
を
出

す
こ
と
の
困
難
な
た
め
、
小
紋
も
次
第
に
染
色
の
世
界
か
ら
隱
れ
る
や
う
に
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な
つ
た
と
聞
く
が
、
あ
ゝ
い
ふ
お
も
し
ろ
い
意
匠
が
往
時
の
流
行
に
と
ゞ
ま

り
、
も
う
一
度
歸
つ
て
來
な
い
の
は
惜
し
い
。

　
わ
た
し
の
家
に
は
今
、
埼
玉
の
冬
を
避
け
に
出
て
來
た
川
越
明
仁
堂
の
老

母
が
ゐ
る
。
こ
の
年
と
つ
た
婦
人
が
自
分
の
父
親
か
ら
聞
い
た
話
だ
と
し
て
、

小
紋
の
染
模
樣
の
意
匠
を
遠
く
在
原
業
平
の
昔
に
ま
で
持
つ
て
行
つ
て
見
せ

た
。
老
母
の
口
吻
に
よ
る
と
、
業
平
は
よ
ほ
ど
の
洒
落
者
で
あ
つ
た
と
見
え

て
、
鼠
地
の
衣
裳
の
上
に
白
い
雪
の
降
り
か
ゝ
つ
た
の
を
お
も
し
ろ
く
思
ひ
、

そ
れ
を
模
樣
に
染
め
さ
せ
た
の
が
、
そ
も
〳
〵
の
小
紋
の
は
じ
め
で
あ
る
と
、

そ
の
道
の
人
の
間
に
い
ひ
傳
へ
ら
れ
て
來
た
と
か
。
業
平
小
紋
な
る
も
の
が

そ
れ
だ
と
も
い
ふ
。
こ
の
話
を
あ
る
人
に
し
た
と
こ
ろ
、
か
う
い
ふ
こ
と
に
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は
兎
角
附
會
の
説
が
多
い
か
ら
、
業
平
小
紋
も
お
そ
ら
く
傳
説
的
な
形
容
の

言
葉
で
あ
ら
う
と
言
つ
て
ゐ
た
。
兎
も
あ
れ
、
小
紋
を
着
る
に
最
も
ふ
さ
は

し
く
思
は
れ
る
の
は
冬
の
日
だ
。
雪
や
あ
ら
れ
と
同
じ
灰
白
な
色
調
を
着
て

徘
徊
し
た
時
代
も
あ
つ
た
と
考
へ
て
見
た
だ
け
で
も
、
そ
こ
に
い
ひ
あ
ら
は

し
が
た
い
風
情
が
浮
ん
で
來
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
近
江
と
美
濃
の
國
境
に
は
寢
物
語
の
里
の
名
が
殘
つ
て
ゐ
る
。
兩
國
の
村

里
が
相
接
し
て
、
國
と
國
と
の
寢
も
の
が
た
り
す
る
趣
の
あ
る
と
い
ふ
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
の
名
が
あ
る
。
め
づ
ら
し
く
思
つ
て
、
以
前
に
も
わ
た
し
は
さ
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う
い
ふ
村
里
の
あ
る
こ
と
を
物
の
は
し
に
書
き
つ
け
て
見
た
こ
と
も
あ
る
。

木
曾
路
名
所
圖
會
を
あ
け
て
見
る
と
、
あ
の
邊
が
東
山
道
の
街
道
筋
に
當
る

と
こ
ろ
で
、
左
右
に
見
え
る
近
江
と
美
濃
の
山
々
が
た
け
く
ら
べ
す
る
趣
の

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
別
に
た
け
く
ら
べ
の
里
の
名
も
殘
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。

名
所
圖
會
に
は
あ
の
村
里
の
圖
も
出
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
と
兩
國
の
境

は
壁
一
重
と
い
つ
て
も
い
ゝ
。
一
方
に
美
濃
の
兩
國
屋
と
い
ふ
休
茶
屋
が
あ

れ
ば
、
一
方
に
は
近
江
の
境
屋
と
い
ふ
旅
籠
屋

は
た
ご
や

が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
民
家
が

軒
を
並
べ
て
ゐ
る
。
兩
國
の
も
の
が
相
往
來
し
、
互
に
寢
物
語
り
も
出
來
さ

う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
う
い
ふ
わ
た
し
は
、
信
濃
と
美
濃
の
國
境
に
生
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
殊
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に
あ
の
寢
物
語
の
里
の
や
う
な
土
地
柄
に
は
特
別
に
興
味
を
覺
え
る
。
わ
た

し
の
郷
里
で
は
、
國
も
違
へ
ば
言
葉
の
な
ま
り
ま
で
違
ふ
も
の
が
山
一
つ
へ

だ
て
な
が
ら
隣
合
つ
て
住
ん
で
ゐ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
村
と
村
と
が
そ
れ
ほ

ど
接
近
し
た
位
置
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
で
も
、
美
濃
派
の
俳
諧
は
古
く

か
ら
わ
た
し
の
郷
里
に
流
れ
込
ん
で
來
て
ゐ
る
し
、
わ
た
し
の
村
に
生
れ
た

古
い
畫
家
の
筆
は
隣
國
に
あ
る
人
の
家
の
ふ
す
ま
や
屏
風
を
飾
つ
て
ゐ
る
。

こ
ち
ら
か
ら
嫁
に
も
行
け
ば
、
向
ふ
か
ら
養
子
に
も
く
る
。
國
の
境
も
そ
こ

ま
で
行
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
境
な
き
に
至
る
。
兩
國
の
も
の
は
一
切
の
相
違
を

忘
れ
て
、
互
に
混
り
合
ひ
も
す
れ
ば
、
許
し
合
ひ
も
し
て
ゐ
る
の
だ
。
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囘
顧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
文
學
講
座
』
に
寄
す
）

　
　
　
　
　

　
改
造
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
日
本
文
學
講
座
は
す
で
に
第
十
四
囘
の
配
本
を

終
り
、
和
歌
文
學
に
、
物
語
小
説
に
、
隨
筆
日
記
に
、
俳
諧
文
學
に
、
そ
の

他
明
治
以
來
の
新
し
い
文
學
等
に
、
一
大
文
學
史
の
觀
あ
る
こ
の
講
座
も
ま

さ
に
完
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
わ
た
し
は
筆
執
り
物
を
書
く
も
の
の
一

人
と
し
て
も
、
こ
の
講
座
編
輯
者
が
骨
折
と
苦
心
と
に
對
し
て
は
感
謝
の
意

を
寄
せ
た
い
。
こ
れ
ほ
ど
の
講
座
は
明
治
年
代
に
は
あ
ら
は
れ
な
か
つ
た
も

の
で
、
わ
た
し
た
ち
と
し
て
も
益
を
得
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。
一
方
か
ら
は
、
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明
治
年
代
以
來
の
準
備
期
を
經
て
、
諸
家
の
研
究
が
こ
ゝ
ま
で
進
ん
で
來
た

こ
と
を
語
つ
て
ゐ
る
と
も
言
ひ
得
る
と
思
ふ
。
一
つ
の
例
を
言
へ
ば
、
安
江

不
空
氏
が
在
原
業
平
の
研
究
の
ご
と
き
、
伊
勢
物
語
の
歌
を
採
つ
て
業
平
の

人
物
の
す
べ
て
を
推
斷
せ
ん
と
す
る
ご
と
き
は
至
極
の
危
險
で
あ
る
と
な
し
、

朝
臣
あ
そ
ん
が
自
歌
と
認
む
べ
き
も
の
は
ご
く
少
數
で
あ
る
と
な
し
、
そ
の
正
調
と

目
す
べ
き
數
首
の
歌
を
擧
げ
示
さ
れ
た
な
ぞ
は
、
た
し
か
に
有
益
な
文
字
で

あ
つ
た
。
さ
ら
に
ま
た
一
つ
の
例
を
言
へ
ば
、
英
文
學
に
造
詣
の
深
い
土
居

光
知
氏
が
比
較
研
究
の
立
場
か
ら
平
安
朝
の
日
記
文
學
に
つ
い
て
記
述
さ
れ

た
一
篇
の
ご
と
き
、
伊
勢
物
語
、
土
佐
日
記
、
蜻
蛉
日
記
等
の
文
體
を
探
つ

て
、
國
文
の
創
造
と
そ
の
組
織
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
つ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た

有
益
な
文
字
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
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さ
う
い
ふ
わ
た
し
は
こ
の
講
座
の
編
輯
者
に
約
束
し
て
、
自
分
の
愛
す
る

日
本
文
學
と
も
い
ふ
べ
き
題
目
の
も
と
に
、
い
さ
ゝ
か
の
感
想
を
寄
せ
た
い

と
思
つ
て
ゐ
た
が
、
長
い
創
作
の
仕
事
を
控
へ
て
ゐ
る
身
に
は
、
思
ふ
や
う

に
そ
の
約
束
も
果
せ
な
い
。
こ
ゝ
に
は
胸
に
浮
ぶ
こ
と
を
順
序
も
な
く
し
る

し
つ
け
る
に
と
ゞ
め
る
。

　
遠
い
萬
葉
時
代
の
古
は
想
像
も
及
ば
な
い
が
、
奈
良
朝
美
術
の
さ
か
ん
な

頃
で
あ
つ
た
當
時
の
社
會
の
空
氣
を
想
ひ
、
海
の
か
な
た
は
黄
河
の
流
域
に

あ
る
も
の
と
楊
子
江
の
流
域
に
あ
る
も
の
と
の
完
全
な
統
一
と
調
和
と
に
達

し
た
と
言
は
る
ゝ
唐
時
代
で
あ
る
こ
と
を
想
ひ
、
そ
の
高
潮
に
達
し
た
支
那
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文
化
が
こ
の
國
に
及
ぼ
し
た
刺
激
と
影
響
と
を
想
ひ
、
大
陸
よ
り
歸
來
す
る

遣
唐
使
又
は
渡
來
す
る
佛
僧
工
人
等
の
活
動
な
ぞ
を
想
ひ
見
た
だ
け
で
も
、

歌
人
と
し
て
の
人
麿
は
た
し
か
に
お
も
し
ろ
い
時
に
生
き
て
ゐ
た
と
考
へ
ら

れ
る
。

　
ひ
と
り
唐
土
と
の
直
接
な
交
通
に
と
ゞ
ま
ら
な
い
。
同
じ
や
う
に
内
地
の

交
通
が
ひ
ら
け
、
わ
た
し
の
郷
里
に
當
る
岐き
蘇そ
山
道
の
ひ
ら
け
た
の
も
ま
た

あ
の
萬
葉
時
代
で
あ
つ
た
と
考
へ
て
見
る
こ
と
も
樂
し
い
。
當
時
の
宮
廷
と

い
ひ
、
君
臣
の
關
係
と
い
ふ
も
の
も
、
後
の
平
安
朝
時
代
と
は
よ
ほ
ど
趣
を

異
に
し
た
も
の
で
な
か
つ
た
ら
う
か
。
天
皇
が
群
臣
を
し
た
が
へ
て
遠
い
山

野
の
狩
に
出
か
け
ら
れ
た
す
ゞ
し
い
光
景
は
、
萬
葉
集
中
の
諸
作
に
も
う
か
ゞ

ふ
こ
と
が
出
來
る
。
い
か
に
も
の
び
〳
〵
と
し
て
、
こ
だ
は
り
の
な
い
當
時

41 大きな言葉と小さな言葉



の
人
達
の
氣
象
が
思
ひ
や
ら
れ
る
。

　
　
　
　
ひ
む
が
し
の
野ぬ
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
た
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月

か
た
ぶ
き
ぬ

　
こ
の
人
麿
の
歌
が
生
れ
て
來
て
ゐ
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
。

　
奈
良
朝
の
美
術
や
宗
教
と
萬
葉
集
の
文
學
と
の
關
係
は
、
ど
う
も
ま
だ
わ

た
し
に
は
は
つ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
飛
鳥
あ
す
か
朝
時
代
の
こ
と
は
し
ば

ら
く
措
く
と
し
て
も
、
藤
原
宮
に
遷
つ
て
か
ら
五
年
目
に
成
つ
た
藥
師
寺
の

佛
教
美
術
と
、
人
麿
等
の
和
歌
と
は
ど
う
い
ふ
關
係
に
あ
る
だ
ら
う
。
古
代

の
佛
教
が
人
麿
等
の
文
學
に
影
を
さ
し
て
ゐ
る
と
は
、
ど
う
も
思
は
れ
な
い
。

そ
れ
の
や
ゝ
感
じ
ら
れ
る
の
は
萬
葉
時
代
も
憶
良
や
家
持
に
降
つ
て
行
つ
た
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頃
で
あ
る
。
萬
葉
集
の
中
に
は
、
博
通
、
通
觀
、
滿
誓
、
惠
行
、
妙
觀
、
そ

の
他
の
僧
尼
の
歌
を
も
納
め
て
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
生
き
、
愛
し
、
死
ぬ
る

存
在
に
、
ま
と
も
に
ぶ
つ
か
つ
て
行
つ
た
歌
の
や
う
で
あ
る
。
後
世
の
無
常

觀
な
ど
で
萬
葉
盛
時
の
文
學
を
律
す
る
の
は
至
極
の
危
險
で
あ
る
や
う
だ
。

　
わ
た
し
は
も
つ
と
奈
良
朝
の
美
術
や
宗
教
と
萬
葉
集
の
文
學
と
の
關
係
を

考
へ
て
見
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
は
先
づ
平
安
朝
以
後
の
時
代
の
尺

度
を
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
圓
滿
で
美
し
い 

希  

臘 

ギ
リ
シ
ヤ

美
術
に
も
比
較
さ
る
ゝ
奈

良
朝
時
代
の
そ
れ
と
の
關
係
を
考
へ
て
見
る
こ
と
は
、
や
が
て
萬
葉
集
の
文

學
の
讀
み
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
人
麿
は
唐
の
李
白
、
杜
子
美
、
及
び
王
摩
詰
な
ど
の
諸
詩
人
に
先
立
つ
て
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あ
の
和
歌
を
完
成
し
て
行
つ
た
人
の
や
う
で
あ
る
。
支
那
大
陸
の
文
學
が
李

杜
王
三
家
を
得
て
詩
の
最
高
潮
に
達
し
た
頃
は
、
こ
れ
を
萬
葉
の
諸
歌
人
に

あ
て
は
め
て
見
る
と
、
憶
良
あ
た
り
の
時
代
に
あ
た
る
か
と
思
ふ
。

　
奈
良
朝
か
ら
降
つ
て
平
安
朝
に
移
る
と
、
す
べ
て
の
も
の
が
變
つ
て
行
つ

た
や
う
に
見
え
る
。
尤
も
、
こ
れ
は
一
朝
一
夕
の
變
化
で
は
な
く
、
奈
良
朝

も
末
に
な
つ
て
あ
の
大
伴
家
持
が
こ
の
世
を
去
つ
た
延
暦
年
代
の
頃
に
は
、

す
で
に
宮
廷
の
事
情
も
變
り
、
君
臣
の
關
係
も
變
り
、
寺
院
や
僧
侶
の
位
置

も
變
り
、
農
兵
の
關
係
も
變
り
つ
ゝ
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
海
の
か
な
た

よ
り
絶
え
ず
こ
の
國
に
大
き
な
影
響
を
與
へ
た
大
陸
そ
の
も
の
す
ら
變
り
つ
ゝ

あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
中
に
あ
つ
て
、
ひ
と
り
日
本
の
文
學
ば
か
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り
が
舊
態
を
保
つ
て
ゐ
る
筈
も
な
い
。
人
の
心
が
大
陸
的
で
あ
つ
た
時
は
過

ぎ
て
、
同
じ
大
和
精
神

や
ま
と
ご
ゝ
ろ
で
も
そ
の
デ
リ
ケ
エ
ト
な
方
面
を
あ
ら
は
し
來
つ
た

時
が
そ
れ
に
替
つ
て
行
つ
た
や
う
に
見
え
る
。

　
僧
最
澄
は
唐
土
か
ら
歸
朝
し
て
天
台
宗
を
傳
へ
、
空
海
は
歸
朝
し
て
眞
言

宗
を
傳
へ
た
。
こ
れ
は
新
し
い
都
の
平
安
京
に
遷
つ
た
十
二
三
年
後
の
こ
と

で
あ
り
、
同
時
に
印
度
及
び
支
那
方
面
に
於
け
る
創
造
的
精
神
の
變
遷
を
語

る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
肉
體
を
苦
し
め
る
難
行
苦
行
と
、
肉
體
的
な
歡
び

の
崇
拜
と
、
そ
の
兩
極
端
の
不
思
議
な
結
び
つ
き
は
、
密
教
の
輸
入
以
來
の

こ
と
の
や
う
に
も
見
え
る
。
平
安
朝
時
代
の
文
學
に
、
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
多
く
の
肉
體
的
な
歡
び
と
迷
信
と
を
み
つ
け
る
こ
と
も
、
そ
の
由
來
す
る
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源
は
深
い
や
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
國
に
於
け
る
佛
教
の
信
仰
が
印
度
教

の
大
き
な
影
響
を
受
け
る
に
至
つ
た
以
後
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
貫
之
の
土
佐
日
記
な
ぞ
を
見
る
と
、
男
の
す
る
日
記
を
女
も
し
て
見
る
と

言
つ
て
あ
り
、
當
時
男
の
も
て
は
や
し
た
文
學
が
憶
良
の
『
悲
傷
亡
妻
詩
』

の
序
や
、
ま
た
は
家
持
の
大
伴
池
主
に
報
い
た
詩
の
序
の
延
長
の
や
う
な
漢

文
口
調
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
か
と
想
像
す
る
と
、
支
那
文
化
の
影
響
も
大

き
い
と
い
ふ
感
じ
が
す
る
。
貫
之
な
ぞ
は
そ
れ
に
對
し
て
大
和
言
葉
の
た
め

に
戰
つ
た
人
と
言
つ
て
い
ゝ
。

　
一
體
、
平
安
朝
時
代
は
、
前
代
の
大
陸
的
な
時
代
と
も
違
ひ
、
徐
々
に
國

民
的
な
も
の
を
打
ち
建
て
ゝ
行
つ
た
新
時
代
で
あ
る
と
も
言
は
る
ゝ
。
し
か
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し
、
こ
れ
は
壓
倒
的
な
大
陸
の
影
響
と
戰
ふ
こ
と
に
依
つ
て
の
み
成
し
就
げ

ら
れ
て
行
つ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
は
幾
多
の
大
陸
の
惡

影
響
が
蔓
は
び
こつ
て
ゐ
た
こ
と
、
又
、
唐
土
そ
の
も
の
も
す
で
に
萬
葉
時
代
に
交

通
し
た
唐
土
で
は
な
か
つ
た
こ
と
を
も
想
ひ
見
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
わ
た
し
は
山
口
隆
一
君
よ
り
贈
ら
れ
た
一
册
の
過
海
大
師
東
征
傳
を
愛
藏

し
て
ゐ
る
が
、
過
海
大
師
と
は
奈
良
招
提
寺
の
鑑
眞
和
尚
の
事
で
、
こ
の
唐

僧
が
佛
法
の
戒
律
を
傳
へ
に
來
朝
し
た
の
は
、
平
安
遷
都
よ
り
三
十
年
ほ
ど

前
に
あ
た
る
。

　
芭
蕉
の
『
笈おひ
の
小
文
こ
ぶ
み
』
を
讀
む
も
の
は
、
あ
の
中
に
鑑
眞
和
尚
の
こ
と
に

關
し
た
記
事
を
見
つ
け
る
で
あ
ら
う
。
芭
蕉
が
大
和
め
ぐ
り
の
旅
を
終
り
、
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高
野
山
か
ら
和
歌
浦
の
方
を
𢌞
つ
て
、
奈
良
ま
で
引
き
返
し
て
來
た
の
は
、

ち
や
う
ど
鹿
の
子
を
産
す
る
若
葉
の
頃
で
、
そ
の
折
に
招
提
寺
を
訪
ね
、
鑑

眞
和
尚
の
像
を
拜
ん
だ
と
あ
る
。
人
も
知
る
『
若
葉
し
て
お
ん
眼
の
雫
ぬ
ぐ

は
ば
や
』
の
芭
蕉
の
吟
は
、
こ
の
盲
目
な
唐
僧
の
像
に
對
し
て
で
あ
る
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
こ
ゝ
に
書
き
添
へ
て
見
る
の
も
、
他
で
は
な
い
。
鑑
眞
が

幾
多
の
途
中
の
困
難
と
戰
つ
た
後
で
、
漸
く
薩
摩
の
國
の
港
に
到
着
し
、
そ

れ
よ
り
筑
紫
の
太
宰
府
か
ら
難
波
を
經
て
、
東
大
寺
に
入
つ
た
時
は
、
宰
相
、

右
大
臣
、
大
納
言
已
下
の
官
人
百
餘
人
の
訪
問
を
受
け
、
吉
備
眞
備
は
正
四

位
下
朝
臣
の
格
で
勅
使
と
し
て
訪
ね
て
來
る
ほ
ど
の
も
て
な
し
を
受
け
た
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
唐
僧
が
東
征
の
志
を
果
し
て
自
己
の
周
圍
に
見
出

し
た
も
の
は
何
か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は
實
に
當
時
の
佛
教
が
早
く
も
政
治
的

48桃の雫



な
黨
爭
の
渦
中
に
卷
き
込
ま
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。

　
在
原
業
平
は
貞
觀
時
代
の
人
で
あ
る
。
そ
の
時
代
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ

れ
か
ら
朝
臣
の
歌
に
行
く
と
、
あ
の
多
感
な
歌
人
の
位
置
も
い
く
ら
か
は
つ

き
り
し
て
來
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
お
そ
ら
く
新
時
代
の
先
驅
と
な
つ
た
ほ

ど
の
人
で
そ
の
周
圍
と
戰
は
な
か
つ
た
も
の
は
あ
る
ま
い
。

　
業
平
は
わ
た
し
が
好
き
な
古
人
の
一
人
だ
。
あ
の
和
歌
の
高
い
香
氣
は
、

お
の
づ
か
ら
に
し
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
だ
。
朝
臣
は
さ
び
し
い
道
を
歩

い
た
人
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
か
は
り
後
か
ら
歩
い
て
來
る
も
の
を
喚
び

起
し
た
。
も
し
朝
臣
の
や
う
な
人
が
後
の
平
安
朝
時
代
の
諸
歌
人
の
た
め
に
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新
し
い
道
を
開
拓
し
て
置
か
な
か
つ
た
ら
、
と
考
へ
て
見
る
時
に
、
あ
の
古

人
の
足
跡
の
深
さ
が
わ
か
る
。

　
こ
ゝ
で
す
こ
し
支
那
文
學
の
影
響
と
い
ふ
こ
と
を
も
書
き
つ
け
た
い
。
平

安
朝
時
代
に
於
け
る
そ
の
影
響
は
今
更
言
つ
て
見
る
ま
で
も
な
い
が
、
し
か

し
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
清
少
納
言
の
枕
の
草
紙
な
ぞ

を
見
て
も
、
い
か
に
當
時
の
人
達
が
白
氏
文
集
を
愛
し
た
か
は
よ
く
う
か
ゞ

は
れ
る
が
、
そ
れ
が
李
杜
王
三
家
に
及
ん
で
ゐ
た
と
は
、
ど
う
も
思
は
れ
な

い
。
こ
れ
は
李
杜
王
三
家
に
見
る
ご
と
き
お
ご
そ
か
な
氣
魄
を
掴
む
と
い
ふ

こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
も
つ
と
も
の
や
は
ら
か
な
情
緒
に
就
い
た
當
時
の
人

の
心
の
傾
向
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
あ
た
か
も
古
代
佛
教
徒
の
男
性
的
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な
鍛
錬
か
ら
離
れ
て
、
も
つ
と
易
く
行
け
る
道
に
就
き
、
阿
彌
陀
の
名
を
と

な
へ
、
空
也
の
念
佛
に
餘
念
も
な
く
な
つ
た
の
と
、
そ
の
趣
を
同
じ
く
し
て

ゐ
る
と
も
言
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
北
條
氏
時
代
に
於
け
る
蒙
古
人
の
襲
來
（
元
寇
）
は
歴
史
上
最
も
注
意
す

べ
き
大
き
な
出
來
事
の
一
つ
で
あ
る
。
あ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
變
つ

て
行
つ
た
で
あ
ら
う
。
あ
れ
は
わ
が
國
に
と
つ
て
の
大
き
な
出
來
事
で
あ
つ

た
ば
か
り
で
な
く
、
支
那
全
土
に
亙
つ
て
大
き
な
破
壞
を
持
ち
來
し
た
も
の

で
あ
ら
う
と
も
思
は
れ
る
。
わ
た
し
は
、
大
痴
山
人
と
も
言
ひ
黄
鶴
山
樵
と

も
言
つ
た
王
蒙
が
蒙
古
人
の
支
配
の
下
に
忍
耐
し
て
あ
の
藝
術
上
の
仕
事
を

仕
上
げ
て
行
つ
た
こ
と
を
想
つ
て
見
る
。
再
び
漢
民
族
の
世
と
な
つ
て
頭
を
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持
ち
あ
げ
た
石
濤
に
し
て
も
八
大
山
人
に
し
て
も
皆
あ
の
王
蒙
の
仕
事
を
受

け
繼
い
だ
人
達
で
あ
つ
た
ら
う
。
一
概
に
東
洋
人
の
藝
術
を
消
極
的
、
隱
遁

的
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
底
に
光
る
涙
を
見
な
い
人
は
話
せ
な
い
や
う
な
氣

が
す
る
。

　
應
仁
元
年
に
四
十
八
歳
で
明
に
渡
つ
た
畫
僧
雪
舟
が
大
陸
に
見
出
し
た
も

の
は
、
そ
の
大
き
な
破
壞
の
過
ぎ
た
跡
で
、
そ
こ
に
は
江
南
に
發
達
し
た
宗

教
と
藝
術
が
あ
り
、
遣
唐
使
時
代
の
昔
に
思
ひ
比
べ
た
ら
、
全
く
の
別
天
地

で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
。

　
い
ろ
〳
〵
書
き
つ
け
て
見
た
い
こ
と
は
多
く
、
文
藝
上
の
近
代
の
は
じ
め

を
足
利
時
代
に
置
き
、
支
那
よ
り
禪
僧
雪
舟
な
ぞ
の
歸
來
す
る
に
及
ん
で
ロ
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マ
ン
チ
ッ
ク
な
一
新
時
代
の
開
け
て
來
た
の
が
そ
の
近
代
の
は
じ
め
で
あ
る

と
す
る
岡
倉
覺
三
の
意
見
も
紹
介
し
た
く
、
徳
川
中
期
か
ら
明
治
年
代
へ
か

け
て
明
清
あ
た
り
の
先
入
主
と
な
つ
た
大
陸
の
影
響
で
東
洋
的
な
も
の
の
す

べ
て
を
推
斷
す
る
の
は
避
け
た
い
こ
と
な
ど
も
語
り
た
い
と
思
ふ
が
、
こ
ゝ

に
は
盡
せ
な
い
。

　
　
　
　
　
第
三
の
眼

　
古
い
佛
像
に
、
眼
を
三
つ
具
へ
た 
相  
好 
さ
う
が
う

の
も
の
が
あ
る
。
ど
う
い
ふ
製

作
者
が
あ
ゝ
い
ふ
か
ほ
か
た
ち
を
考
へ
出
し
て
、
そ
れ
を
佛
像
に
刻
ん
だ
も

の
か
知
ら
な
い
が
、
一
つ
の
眼
は
眉
間
み
け
ん
の
ま
ん
中
か
ら
上
に
縱
に
つ
い
て
、
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額
の
と
こ
ろ
に
光
つ
て
ゐ
る
。
ち
よ
つ
と
考
へ
る
と
、
氣
味
の
惡
い
も
の
だ
。

何
か
怪
物
の
異
相
の
や
う
に
も
思
は
れ
る
も
の
だ
。
し
か
し
さ
う
で
な
い
。

あ
の
眼
こ
そ
、
第
三
の
眼
と
い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
形
に
あ
ら
は
し

た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
愚
か
な
も
の
で
も
、
第
三
の
眼
を
見
開
く
こ
と
が
出
來
る
。
だ
ん
〳
〵
こ

の
世
の
旅
を
し
て
、
い
ろ
〳
〵
な
人
に
も
交
つ
て
見
る
う
ち
に
は
、
い
つ
の

間
に
か
あ
の
眼
で
物
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
や
う
に
な
る
。
あ
の
眼
は
、
い

つ
た
い
何
を
見
る
眼
か
。

　
　
　
　
若
葉
し
て
御
眼
の
雫
ぬ
ぐ
は
ば
や

　
こ
れ
は
芭
蕉
が
奈
良
の
招
提
寺
を
訪
ね
た
時
の
吟
で
あ
る
。
翁
が
大
和
め
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ぐ
り
の
旅
を
終
り
、
高
野
山
か
ら
和
歌
の
浦
の
方
を
𢌞
つ
て
、
奈
良
ま
で
引

き
返
し
て
來
た
の
は
、
ち
や
う
ど
鹿
の
子
を
産
す
る
若
葉
の
頃
で
あ
つ
た
と

い
ふ
。
そ
の
招
提
寺
に
翁
は
鑑
眞
和
尚
の
像
と
い
ふ
も
の
を
拜
ん
だ
。
翁
が

『
雫
ぬ
ぐ
は
ば
や
』
と
吟
じ
た
ほ
ど
心
を
打
た
れ
た
と
い
ふ
の
も
和
尚
の
眼

で
あ
る
が
、
こ
の
眼
が
ま
た
、
た
ゞ
の
眼
と
も
思
は
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を

こ
ゝ
に
書
き
添
へ
る
。

『
笈
の
小
文
』
と
い
ふ
は
、
そ
の
折
の
芭
蕉
翁
の
紀
行
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、

『
招
提
寺
、
鑑
眞
和
尚
來
朝
の
時
、
船
中
七
十
餘
度
の
難
を
し
の
ぎ
た
ま
ひ
、

御
眼
の
う
ち
鹽
風
吹
き
入
り
て
、
終
に
御
眼
盲
め
し
ひさ
せ
給
ふ
』
と
あ
る
の
が
、

そ
れ
だ
。
鑑
眞
和
尚
の
傳
記
に
よ
る
と
、
實
際
は
日
本
へ
の
航
海
の
途
中
に

失
明
し
た
も
の
で
も
な
く
、
和
尚
が
こ
の
國
へ
向
け
て
出
發
す
る
以
前
に
、

55 第三の眼



こ
の
準
備
を
心
掛
け
る
頃
に
す
で
に
盲
目
の
人
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
ま
ぶ
た
の
ぬ
れ
な
い
時
は
な
か
つ
た
ほ
ど
、
涙
の
多

い
生
涯
を
送
つ
た
人
と
も
思
は
れ
る
が
、
一
方
に
は
そ
の
盲
目
が
反
つ
て
物

を
明
か
に
見
る
別
の
眼
を
見
開
か
せ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
交
通
の
變
革
が
持
ち
來
す
も
の

　
　
『
舟
の
上
に
生
涯
を
浮
べ
、
馬
の
口
を
と
ら
へ
て
老
を
迎
ふ
る
も
の
は
、

日
々
旅
に
し
て
、
旅
を
栖
す
み
かと
す
。
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。
』

『
奧
の
細
道
』
を
讀
ん
だ
ほ
ど
の
人
で
、
こ
の
昔
の
教
師
の
言
葉
か
ら
旅
の

意
味
を
教
へ
ら
れ
な
か
つ
た
も
の
は
あ
る
ま
い
。
背
に
雨
具
、
筆
、
墨
の
た
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ぐ
ひ
、
あ
る
ひ
は
夜
の
防
ぎ
に
も
と
紙
布
、
ゆ
か
た
の
類
ま
で
も
用
意
し
て

百
里
二
百
里
の
道
を
踏
ん
だ
と
い
ふ
頃
に
わ
た
し
た
ち
の
心
を
馳
せ
る
と
し

た
ら
、
そ
し
て
初
し
ぐ
れ
の
來
る
季
節
を
想
像
し
、
山
茶
花
な
ぞ
の
咲
く
宿

々
を
想
像
す
る
と
し
た
ら
、
旅
人
と
自
分
の
名
を
呼
ば
れ
よ
う
と
言
つ
た
昔

の
人
の
姿
が
お
の
づ
と
そ
こ
に
浮
ん
で
來
る
。

　
朝
を
思
ひ
、
又
夕
を
思
ふ
べ
し
、
と
か
。
昔
の
人
に
取
つ
て
こ
そ
、
旅
も

修
行
で
は
あ
つ
た
ら
う
。
前
途
百
里
の
思
ひ
に
胸
が
塞
が
る
と
言
ひ
、
日
々

の
道
中
に
雨
風
を
厭
ふ
と
言
ひ
、
旅
は
九
日
路
の
も
の
な
ら
十
日
か
ゝ
つ
て

行
け
と
言
ふ
ほ
ど
に
し
て
、
思
は
ず
荒
く
踏
み
立
て
る
足
ま
で
大
切
に
す
る

や
う
な
昔
の
人
の
心
づ
か
ひ
は
、
今
日
旅
す
る
も
の
の
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
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る
。
思
へ
ば
わ
た
し
た
ち
の
踏
む
道
は
變
つ
て
來
た
。
多
く
の
人
に
取
つ
て
、

旅
は
最
早
修
行
で
も
な
い
。
電
車
、
自
動
車
は
一
ト
息
に
わ
た
し
た
ち
を
終

點
地
へ
と
運
ん
で
行
く
。
今
の
わ
た
し
た
ち
に
は
、
雨
具
を
背
に
す
る
必
要

も
な
い
。
笠
を
日
に
傾
け
、
夜
の
防
ぎ
と
な
る
も
の
を
肩
に
掛
け
る
や
う
な

必
要
も
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
ひ
た
す
ら
前
進
す
る
力
の
速
さ
を
た
よ
り
と

し
て
、
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
へ
到
着
す
る
こ
と
を
の
み
考
へ
る
や
う
に
な
つ

た
。

　
今
の
わ
た
し
た
ち
の
周
圍
に
は
、
動
搖
の
う
ち
に
靜
か
に
立
つ
も
の
が
な

い
で
も
な
い
。
波
の
上
に
あ
る
舵
手
、
海
岸
に
あ
る
燈
臺
守
、
鐵
道
の
側
に

あ
る
線
路
番
人
、
町
に
あ
る
交
通
巡
査
な
ぞ
が
そ
れ
だ
。
こ
れ
ら
の
人
達
の
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信
號
や
相
圖
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
に
、
わ
た
し
た
ち
の
旅
は
急
が
し
く
、
め

ま
ぐ
る
し
く
な
つ
て
來
た
。
わ
た
し
た
ち
は
必
要
に
應
じ
て
、
實
に
瞬
間
に

物
を
見
定
め
た
り
、
判
斷
し
た
り
、
決
定
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
ん
な
に
わ
た
し
た
ち
の
生
活
は
變
り
つ
ゝ
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
現
に

こ
の
世
の
旅
か
ら
學
ぶ
も
の
は
、
こ
れ
を
過
去
の
人
達
に
比
べ
た
ら
、
何
と

い
ふ
大
き
な
相
違
だ
ら
う
。

　
金
錢
は
重
要
な
交
通
機
關
で
は
な
か
ら
う
か
。
わ
た
し
は
金
錢
の
本
質
を

さ
う
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
。
言
語
も
ま
た
重
要
な
交
通
機
關
で
は
な
か
ら

う
か
。
わ
た
し
は
言
語
の
本
質
を
も
さ
う
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
。
交
通
の
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持
ち
來
す
變
革
が
こ
ん
な
こ
と
を
わ
た
し
に
教
へ
た
。

　
　
　
　
　
町
人
蜂
谷
源
十
郎
の
覺
書

　
い
つ
ぞ
や
郷
里
の
方
へ
歸
つ
た
折
に
、
八
幡
屋
と
い
ふ
家
に
殘
つ
た
古
い

町
人
の
覺
書
を
見
つ
け
た
。
今
の
八
幡
屋
の
當
主
は
村
醫
者
で
あ
る
が
、
そ

の
先
祖
は
通
り
名
の
蜂
谷
源
十
郎
で
知
ら
れ
た
地
方
の
町
人
で
あ
つ
た
。
わ

た
し
が
見
つ
け
た
覺
書
は
、
そ
の
二
代
目
蜂
谷
源
十
郎
の
殘
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
す
こ
し
こ
ゝ
に
書
き
つ
け
て
見
る
。

　
わ
た
し
の
郷
里
の
方
の
こ
と
で
言
つ
て
見
て
も
、
純
百
姓
の
家
に
殘
つ
て
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ゐ
る
古
い
記
録
は
あ
ま
り
見
當
ら
な
い
。
彼
等
に
そ
ん
な
暇
が
な
か
つ
た
た

め
か
と
言
へ
ば
、
さ
う
ば
か
り
と
は
思
は
れ
な
い
。
農
閑
期
と
い
ふ
も
の
も

あ
る
。
彼
等
に
文
字
が
な
か
つ
た
た
め
か
と
言
へ
ば
、
こ
れ
ま
た
、
さ
う
ば

か
り
と
は
思
は
れ
な
い
。
彼
等
の
中
に
は
百
姓
總
代
な
り
組
頭
な
り
と
し
て
、

隨
分
宿
村
の
相
談
に
あ
づ
か
り
、
相
應
に
文
字
を
解
す
る
人
は
ゐ
た
筈
で
あ

る
。
こ
ん
な
に
百
姓
が
書
い
た
も
の
を
殘
さ
な
い
と
い
ふ
は
、
全
く
彼
等
の

た
づ
さ
は
る
仕
事
の
性
質
に
よ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
多
く
の
百
姓
は
僅
か
に

古
い
小
遣
帳
ぐ
ら
ゐ
を
殘
し
、
そ
の
長
い
苦
鬪
の
歴
史
を
も
、
土
に
親
し
ん

で
見
た
多
年
の
經
驗
を
も
、
或
は
老
後
の
思
ひ
出
を
も
、
あ
ま
り
筆
に
は
し

な
か
つ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。

　
そ
こ
へ
行
く
と
、
町
人
の
中
に
は
隨
分
筆
ま
め
な
人
も
あ
る
。
わ
た
し
の
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郷
里
も
今
で
は
全
く
の
農
村
で
あ
る
が
、
以
前
は
東
西
交
通
の
要
路
と
も
言

ふ
べ
き
街
道
筋
に
當
つ
て
ゐ
た
か
ら
、
そ
の
驛
路
時
代
に
三
十
歳
の
頃
か
ら

七
十
二
歳
の
晩
年
ま
で
、
四
十
年
間
殆
ん
ど
一
日
も
缺
か
さ
ず
に
と
言
つ
て

い
ゝ
く
ら
ゐ
の
日
記
を
殘
し
た
町
人
も
あ
る
。
こ
れ
は
百
姓
と
町
人
と
の
生

活
の
相
違
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
一
つ
に
は
彼
等
町
人
が
帳
場
格

子
の
前
に
坐
り
、
帳
面
を
く
り
ひ
ろ
げ
、
硯
箱
を
引
き
寄
せ
、
自
然
と
筆
に

親
し
む
機
會
も
多
か
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
來
て
ゐ
よ
う
。
今
か
ら
百
四
十
餘
年

ほ
ど
前
に
、
蜂
谷
源
十
郎
の
殘
し
た
覺
書
も
、
や
は
り
さ
う
し
た
町
人
の
手

に
成
つ
た
も
の
の
一
つ
だ
。

　
も
と
よ
り
、
こ
れ
は
一
町
人
の
覺
書
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
源
十
郎
が
そ
の

子
に
宛
て
た
も
の
で
、
他
人
に
見
せ
る
た
め
に
書
い
た
や
う
な
性
質
の
も
の
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で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
本
當
の
こ
と
も
出
て
ゐ
て
、
徳
川
時
代
に
於
け
る
町

人
が
私
生
活
の
奧
も
窺
へ
る
か
と
思
ふ
。
半
紙
二
つ
折
り
の
横
綴
の
古
帳
に
、

事
細
か
く
、
當
時
流
行
つ
た
御
家
流
の
書
體
で
達
者
に
書
き
し
る
し
て
あ
る
。

天
保
三
年
、
源
十
郎
五
十
歳
の
頃
の
覺
書
で
あ
る
。

　
源
十
郎
は
先
づ
そ
の
子
に
宛
、
先
代
の
隱
居
の
こ
と
を
語
つ
て
ゐ
る
。
八

幡
屋
の
普
請
を
は
じ
め
た
の
は
、
そ
の
年
か
ら
數
へ
て
二
十
五
年
前
、
す
な

は
ち
寶
暦
七
年
の
こ
と
で
、
當
時
隱
居
は
六
十
五
歳
、
二
代
目
源
十
郎
と
し

て
の
彼
が
二
十
五
歳
の
時
で
あ
つ
た
と
言
ひ
、
そ
れ
か
ら
土
藏
、
米
倉
、
小

屋
、
そ
の
他
の
建
物
を
造
る
た
め
に
は
五
六
年
の
間
か
ゝ
つ
た
が
、
そ
れ
ら

を
成
就
す
る
ま
で
の
隱
居
の
辛
勞
は
日
々
し
ば
ら
く
も
彼
に
は
忘
れ
ら
れ
な

い
と
語
つ
て
見
せ
て
あ
る
。
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こ
の
源
十
郎
に
言
は
せ
る
と
、
彼
は
兄
弟
四
人
の
末
子
に
生
れ
た
。
も
と

〳
〵
馬
籠
ま
ご
め
（
わ
た
し
の
郷
里
）
な
ぞ
は
至
つ
て
ひ
ど
い
と
こ
ろ
で
、
古
か
ら

困
窮
な
宿
で
あ
つ
た
か
ら
、
有
徳
者
と
言
へ
る
ほ
ど
の
者
な
ぞ
一
向
に
な
く
、

彼
が
子
供
の
時
分
に
一
分
か
二
分
の
金
を
借
り
る
に
も
隣
宿
の
妻
籠
つ
ま
ご
か
美
濃

の
中
津
川
邊
で
す
る
く
ら
ゐ
の
と
こ
ろ
で
、
中
津
川
備
前
屋
の
親
仁
お
や
ぢ
伊
左
衞

門
な
ぞ
は
師
走
し
は
す
の
月
に
で
も
な
る
と
馬
籠
下
町
の
紋
九
郎
方
に
來
て
十
日
あ

ま
り
も
滯
在
し
、
町
中
へ
小
貸
し
な
ど
し
て
、
そ
れ
で
漸
く
宿
内
の
も
の
が

年
の
暮
の
始
末
を
し
た
や
う
な
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
隱
居
の
咄
は
な
しに
は
よ
く
そ

の
こ
と
が
出
た
。
さ
う
い
ふ
土
地
柄
で
隱
居
は
四
人
も
子
供
が
あ
つ
た
か
ら
、

心
勞
も
一
通
り
で
な
く
、
そ
れ
に
馬
籠
は
街
道
筋
と
い
ひ
な
が
ら
町
並
の
家

居
も
惡
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
ど
う
か
し
て
家
を
建
て
直
し
た
ら
旅
人
の
泊
り
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客
も
多
か
ら
う
と
の
考
へ
か
ら
、
そ
の
經
營
に
取
り
か
ゝ
つ
た
が
、
さ
て
、

そ
の
建
直
し
を
成
就
し
よ
う
と
な
る
と
古
金
で
六
十
六
兩
の
借
金
が
出
來
た
。

こ
れ
は
大
借
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
そ
の
頃
は
隱
居
も
四
十
に
な
る
や
な
ら
ず

の
こ
と
で
あ
り
、
な
に
と
ぞ
し
て
精
出
し
、
神
佛
に
非
禮
な
行
ひ
も
し
な
か

つ
た
ら
、
志
の
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
考
へ
、
子
供
を
も

路
頭
に
は
立
て
ま
い
と
の
念
願
か
ら
、
更
に
隱
居
の
奮
發
と
な
つ
た
。
言
つ

て
見
れ
ば
、
山
家
で
の
朝
の
草
刈
り
も
、
青
草
を
見
か
け
る
頃
か
ら
、
九
月
、

十
月
の
霜
を
つ
か
む
ま
で
、
毎
朝
二
度
づ
ゝ
は
刈
り
、
晝
は
人
並
に
農
業
を

勤
め
、
晩
は
泊
り
客
を
第
一
に
し
た
。
そ
の
間
に
は
、
す
こ
し
づ
ゝ
米
商
ひ

も
し
て
、
殊
に
八
幡
屋
は
蜂
屋
か
ら
分
れ
た
家
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
元
を

た
ゞ
せ
ば
一
旦
打
ち
絶
え
た
宿
役
人
の
家
柄
で
で
も
あ
つ
た
と
見
え
て
、
年
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寄
役
を
も
勤
め
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
隱
居
は
出
發
し
て
、
漸
く
彼
源
十

郎
が
少
年
と
成
つ
た
頃
に
は
す
こ
し
は
勝
手
も
𢌞
り
、
ま
す
〳
〵
隱
居
の
精

出
し
た
こ
と
は
彼
も
す
こ
し
は
見
覺
え
て
ゐ
る
と
言
つ
て
あ
る
。

　
こ
ん
な
境
涯
の
中
で
、
四
人
目
の
彼
へ
の
心
當
て
な
ぞ
は
思
ひ
も
よ
ら
な

い
こ
と
で
あ
つ
た
。
彼
は
そ
れ
を
言
つ
て
見
せ
て
、
そ
れ
で
も
兄
弟
は
追
々

と
一
人
づ
ゝ
片
付
き
、
末
子
の
彼
ま
で
が
町
中
に
家
を
持
つ
迄
の
隱
居
の
辛

苦
は
、
な
か
〳
〵
言
葉
に
も
筆
に
も
盡
し
が
た
い
も
の
が
あ
つ
た
と
い
ふ
。

馬
籠
な
ぞ
で
は
、
代
々
總
領
は
親
の
仕
來
つ
た
や
う
に
、
百
姓
は
百
姓
、
駕

籠
か
き
は
駕
籠
か
き
、
そ
れ
も
長
男
と
生
れ
た
も
の
の
み
が
親
の
仕
事
を
繼

げ
る
の
で
あ
つ
て
、
次
男
か
ら
は
十
三
四
歳
の
頃
よ
り
奉
公
し
、
二
十
四
五

歳
に
も
な
つ
て
己
が
引
き
合
ふ
女
房
も
出
來
る
頃
に
は
、
自
前
で
漸
く
賃
取
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り
仕
事
に
も
あ
り
つ
く
や
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
末
に
は
我
が
生
地
に
も
居

ら
れ
な
い
で
、
後
に
雲
助
と
な
つ
た
も
の
も
こ
れ
迄
に
は
數
多
く
あ
る
。
の

み
な
ら
ず
、
親
の
心
か
ら
は
、
相
續
の
子
よ
り
も
反
つ
て
さ
う
し
た
次
男
三

男
の
方
に
一
段
の
不
便
ふ
び
ん
も
増
さ
う
。
そ
れ
を
思
へ
ば
、
一
生
親
の
胸
を
傷
め
、

か
た
／
″
＼
不
幸
な
も
の
は
そ
の
數
を
知
ら
な
い
。
た
と
へ 

實  

體 

じ
つ
て
い

に
勤
め

た
と
こ
ろ
で
、
彼
の
如
く
末
子
に
生
れ
た
も
の
は
、
成
身
し
て
も
七
里
役

（
飛
脚
）
か
、
馬
追
、
駕
籠
か
き
と
極
ま
つ
た
身
分
の
時
代
に
あ
つ
て
、
兎

に
も
か
く
に
も
彼
は
例
外
の
仕
合
せ
を
兩
親
の
側
に
見
出
し
た
。
し
ば
ら
く

も
そ
の 

冥  

加 

み
や
う
が

を
彼
が
忘
れ
た
ら
、
生
れ
得
た
ま
ゝ
の
馬
追
か
駕
籠
か
き
で

生
涯
を
終
る
か
、
そ
れ
も
恥
づ
か
し
く
な
れ
ば
遠
國
へ
で
も
走
り
、
非
人
乞

食
の
仲
間
入
り
よ
り
外
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
こ
ま
で
源
十
郎
は
覺
書
に
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書
い
て
來
て
、
更
に
『
そ
の
方
ど
も
』
と
い
ふ
昔
風
な
言
葉
で
そ
の
子
に
呼

び
か
け
、
お
前
達
は
そ
の
末
子
の
自
分
の
子
供
で
、
言
は
ゞ
末
の
末
の
も
の

で
あ
る
。
東
西
を
知
る
頃
よ
り
草
刈
奉
公
に
も
遣
は
す
べ
き
筈
の
と
こ
ろ
、

隱
居
の
御
蔭
で
、
わ
れ
ら
が
身
分
に
も
過
ぎ
た
成
し
下
さ
れ
方
と
い
ふ
も
の

で
あ
る
。
冥
加
の
ほ
ど
も
恐
ろ
し
い
。
自
分
と
し
て
は
し
ば
ら
く
も
そ
の
こ

と
を
忘
れ
な
い
が
、
元
來
お
前
達
は
得
生
も
す
く
な
し
の
く
せ
に
、
口
悧
巧

で
人
に
出
過
ぎ
、
殊
に
馬
籠
は
人
少
な
の
と
こ
ろ
ゆ
ゑ
、
わ
れ
ら
如
き
の
も

の
ま
で
が
宿
方
の
役
人
を
勤
め
る
と
こ
ろ
か
ら
　
　
尤
も
、
自
分
と
し
て
は
、

日
々
わ
が
身
の
『
俗
生
』
を
顧
み
は
す
る
も
の
ゝ
、
自
然
と
人
の
敬
ふ
に
つ

け
て
自
分
等
の
本
を
忘
れ
、
兎
角
人
目
に
あ
ま
る
こ
と
は
、
漸
く
こ
の
五
十

の
歳
に
及
ん
で
そ
れ
を
知
つ
た
と
も
言
つ
て
あ
る
。
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源
十
郎
は
又
、
す
で
に
他
へ
縁
付
い
て
ゐ
る
娘
の
こ
と
を
も
、
こ
の
覺
書

に
書
き
添
へ
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
つ
た
。

『
そ
の
方
ど
も
は
、
わ
け
て
女
子
兄
弟
と
て
は
一
人
の
こ
と
に
て
、
殊
に
母

早
世
ゆ
ゑ
、
成
身
に
隨
ひ
追
々
便
り
な
か
ら
ん
と
、
わ
れ
ら
と
て
も 

一  

入 

ひ
と
し
ほ

不
便
に
ぞ
ん
じ
申
し
候
。
縁
付
き
候
て
も
子
持
ち
の
こ
と
に
こ
れ
あ
り
、
且

は
年
頃
に
て
も
女
子
は
親
の
家
へ
遊
び
に
參
る
を
樂
み
に
い
た
し
候
よ
し
世

間
に
て
ほ
ゞ
承
は
り
候
へ
ど
も
、
母
な
き
と
こ
ろ
に
て
は
是
等
の
こ
と
一
人

の
娘
不
便
の
事
に
候
。
な
に
と
ぞ
、
兄
は
兩
親
に
成
り
替
り
、
隨
分
目
を
か

け
呉
れ
候
や
う
に
と
ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
候
。
た
と
へ
、
一
段
不
便
を
か
け

候
て
も
、
兄
は
姉
程
に
は
心
安
く
な
き
も
の
に
候
へ
ば
、
こ
れ
ら
の
と
こ
ろ

を
も
考
へ
、
た
ゞ
何
事
も
神
佛
な
ら
び
に
先
祖
の
御
蔭
に
よ
る
こ
と
を
思
ひ
、
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し
ば
ら
く
も
冥
加
を
忘
れ
ず
、
御
禮
申
し
、
家
業
第
一
に
相
勤
め
申
す
べ
く

候
。
』

　
こ
の
覺
書
の
末
に
は
、
折
ふ
し
は
兄
弟
う
ち
寄
つ
て
慰
み
に
こ
れ
を
一
覽

す
る
が
い
ゝ
と
い
ふ
や
う
な
、
優
し
い
言
葉
も
殘
し
て
あ
る
。

　
源
十
郎
が
そ
の
子
に
殘
さ
う
と
思
ひ
立
つ
た
覺
書
は
長
い
こ
と
心
掛
け
た

も
の
ら
し
く
、
明
和
九
年
、
彼
が
三
十
九
歳
の
頃
に
、
す
で
に
そ
の
下
書
を

つ
く
り
は
じ
め
、
五
十
歳
の
頃
に
な
つ
て
更
に
筆
を
加
へ
た
部
分
も
あ
る
ら

し
い
。
そ
れ
ほ
ど
彼
は
初
代
八
幡
屋
の
父
が
出
發
當
時
の
こ
と
を
忘
れ
さ
う

な
子
孫
の
末
を
案
じ
た
ら
し
く
思
は
れ
る
。

　
そ
れ
か
ら
三
年
後
、
天
明
六
年
の
六
月
十
二
日
の
日
附
で
、
彼
は
今
一
通
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の
別
な
覺
書
を
つ
く
つ
た
。
『
御
隱
居
御
存
生
の
中
の 

御  

咄 

お
は
な
し

あ
ら
ま
し
覺

書
』
と
し
て
、
や
は
り
前
の
も
の
と
同
じ
や
う
な
半
紙
二
つ
折
り
の
横
と
ぢ

の
古
帳
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、

『
右
の
日
、
子
供
は
酒
の
一
番
火
入
、
わ
れ
ら
見
世
番
に
て
隙ひま
に
候
間
、
覺

書
い
た
し
候
　
　
源
十
郎
五
十
三
歳
記
す
』

　
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
二
代
目
と
し
て
の
彼
は
父
の
隱
居
の
仕
事
を

幾
倍
か
に
ひ
ろ
げ
、
五
十
三
歳
の
頃
に
は
す
で
に
か
な
り
大
き
な
造
り
酒
屋

に
坐
つ
て
、
そ
の
子
に
酒
の
一
番
火
入
で
も
さ
せ
、
越
し
か
た
、
行
く
末
を

思
ひ
な
が
ら
、
後
の
覺
書
を
つ
く
ら
う
と
す
る
や
う
な
人
で
あ
つ
た
ら
う
と

思
は
れ
る
。
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『
八
十
年
來
の
浮
世
の
思
ひ
出
、
す
べ
て
思
ひ
出
し
〳
〵
、
あ
ら
ま
し
書
き

つ
く
。
』

　
こ
れ
は
源
十
郎
が
後
の
覺
書
の
は
じ
に
書
き
添
へ
た
言
葉
だ
。
五
十
餘
歳

に
し
て
、
八
十
年
來
の
浮
世
の
思
ひ
出
と
は
異
樣
に
も
聞
え
る
が
、
お
そ
ら

く
彼
は
八
十
歳
の
老
齡
ま
で
も
生
き
て
ゐ
た
人
で
、
後
か
ら
〳
〵
思
ひ
出
し

〳
〵
、
書
き
足
し
た
部
分
も
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
前
後
二
通
の
覺
書
は
、

彼
が
長
い
年
月
を
か
け
て
、
そ
の
子
の
た
め
に
用
意
し
て
置
い
て
行
つ
た
も

の
と
見
て
い
ゝ
。
殊
に
、
後
の
覺
書
は
前
の
も
の
の
不
足
を
補
は
う
と
し
て
、

多
少
重
複
し
た
と
こ
ろ
が
な
く
も
な
い
が
、
一
層
こ
ま
や
か
に
、
心
を
籠
め

て
書
い
て
あ
る
。

　
も
う
一
度
、
源
十
郎
の
や
う
な
町
人
を
し
て
、
彼
等
自
身
を
こ
ゝ
に
語
ら

72桃の雫



せ
た
い
。
彼
に
言
は
せ
る
と
、
自
分
等
は
代
々
の
百
姓
で
、
先
代
よ
り
困
窮

の
よ
し
に
う
け
た
ま
は
つ
て
ゐ
る
が
、
兩
親
が
追
々
の
骨
折
り
で
當
時
安
樂

に
暮
す
や
う
に
な
つ
た
。
こ
れ
は
、
ま
つ
た
く
先
祖
と
兩
親
と
の
御
蔭
で
あ

る
。
自
分
が
若
年
の
頃
か
ら
朝
晩
の
咄
に
う
け
た
ま
は
つ
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
隱
居
は
十
八
歳
で  

身    

上  

し
ん
し
や
う

を
受
け
取
り
、
蜂
谷
の  

名    

跡  

み
や
う
せ
き

を
つ
ぎ
、

馬
籠
宿
の
年
寄
役
を
勤
め
、
二
十
八
九
の
頃
に
八
幡
屋
の
普
請
を
し
た
が
、

困
窮
の
際
で
あ
つ
た
か
ら
農
業
に
も
精
出
し
て
や
つ
た
。
母
人
は
ま
た
母
人

で
、
こ
の
隱
居
を
助
け
て
、
夜
通
し
普
請
の
折
の
木
の
片
を
燈とぼ
し
、
そ
れ
を

油
火
に
替
へ
た
と
や
ら
。
そ
の
頃
、
母
が
片
手
間
の
商
賣
に
は
豆
腐
屋
を
し

て
、
夜
通
し
石
臼
を
ひ
き
、
そ
の
間
に
は
三
四
人
の
子
供
を
ひ
か
へ
て
の
辛

勞
か
ら
、
夜
一
夜
安
氣
あ
ん
き
に
眠
つ
た
こ
と
も
な
か
つ
た
と
い
ふ
。
新
宅
の
こ
と
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で
、
夜
番
の
燈
火
あ
か
り
を
表
に
あ
げ
る
時
に
は
、
毎
朝
々
々
夜
明
け
前
の 

軒 

行 

の
き
あ
ん

燈 どん
の
下
掃
除
を
し
て
置
い
て
、
そ
の
油
布
巾
で
戸
障
子
の
敷
居
な
ど
を
拭

い
た
も
の
で
あ
つ
た
と
も
い
ふ
。
若
年
の
頃
か
ら
こ
の
彼
が
耳
に
し
た
と
こ

ろ
で
は
、
當
家
八
幡
屋
、
本
家
蜂
屋
の
普
請
よ
り
三
十
七
年
目
、
す
な
は
ち

寶
暦
八
年
に
普
請
工
事
に
着
手
し
、
翌
年
落
成
し
て
家
を
移
し
た
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
隱
居
は
十
九
年
も
存
生
で
あ
つ
た
。
初
代
と
し
て

の
隱
居
が
出
發
當
時
の
こ
と
を
言
へ
ば
、
田
地
を
仕
立
て
る
に
も
、
芝
草
用

意
も
な
り
か
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
、
麥
で
す
こ
し
づ
ゝ
刈
り
作
り
、
そ
の
頃
本

家
蜂
屋
で
は
隣
村
湯
舟
澤
か
ら
來
る
人
足
の
宿
を
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
か
ら
思

ひ
付
い
て
、
そ
の
馴
染
の
人
達
か
ら
米
三
斗
づ
ゝ
内
證
で
借
り
受
け
、
そ
れ

を
食
米
に
宛
て
た
。
そ
し
て
秋
米
で
四
斗
づ
ゝ
返
す
ほ
ど
に
苦
心
し
た
。
こ
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れ
と
て
も
彼
の
祖
母
が
口
を
き
い
て
、
隣
村
の
人
足
達
に
特
に
頼
ん
だ
か
ら

出
來
た
こ
と
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。

　
初
代
夫
婦
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
出
發
し
た
。
さ
う
し
て
旅
籠
屋
な
ら
び

に
農
業
に
精
出
し
た
と
こ
ろ
、
元
來
馬
籠
は
ひ
ど
い
片
田
舍
で
、
他
に
綺
麗

な
家
も
な
か
つ
た
た
め
、
新
宅
と
言
つ
て
泊
る
人
も
多
く
、
殊
に
そ
の
心
で

挨
拶
な
ぞ
に
も
意
を
用
ゐ
た
た
め
に
、
追
々
常
得
意
の
客
も
つ
き
、
小
女
も

置
き
、
そ
の
奉
公
人
の
給
金
も
最
初
の
三
分
を
翌
年
は
一
兩
に
し
て
や
れ
る

ほ
ど
に
な
つ
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
追
々
と
勵
む
う
ち
に
、
飯
米
も
一
升

買
の
も
の
は
一
俵
に
し
、
後
に
は
隣
國
の
中
津
川
か
ら
馬
で
呼
ぶ
や
う
に
な

り
、
そ
の
う
ち
に
少
し
づ
ゝ
商
賣
な
ど
も
し
て
、
次
第
に
今
日
に
至
る
や
う

に
な
つ
た
と
は
、
彼
の
兩
親
夫
婦
が
折
々
の
咄
で
あ
つ
た
と
か
。
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源
十
郎
は
こ
の
覺
書
を
つ
く
る
に
つ
け
て
も
、
自
分
等
の
暮
し
方
、
心
の

持
ち
方
、
町
人
と
し
て
の
身
分
、
氣
分
、
そ
れ
か
ら
子
供
の
育
て
方
な
ぞ
を

何
く
れ
と
な
く
考
へ
て
見
て
、
先
代
と
今
日
と
で
は
譬
へ
も
及
ば
な
い
ほ
ど

の
相
違
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
子
に
言
つ
て
見
せ
て
ゐ
る
。
彼
に
し
て
見
る
と
、

第
一
朝
夕
の
勤
め
方
が
大
し
た
相
違
で
あ
る
。
す
べ
て
は
時
に
隨
ふ
こ
と
で

は
あ
る
が
、
よ
そ
の
附
合
な
ぞ
も
目
立
た
な
い
や
う
、
そ
の
堪
忍
も
し
て
出

來
な
い
こ
と
は
な
さ
さ
う
な
も
の
で
あ
る
に
、
當
時
は
下
着
に
郡
内
縞
、
又

は
時
花
小
紋
、
上
に
は
縮
な
ど
の
羽
織
を
重
ね
、
袴
、
帶
、
腰
の
物
ま
で
そ

れ
に
順
じ
、
さ
な
が
ら
知
行
取
り
か
乘
物
に
で
も
乘
り
さ
う
な
人
柄
に
見
え

る
の
を
好
い 

人  

體 

に
ん
て
い

と
心
得
、
そ
の
身
は
猶
更
、
親
々
ま
で
が
元
を
忘
れ
て
、

自
然
と
先
代
か
ら
の
奢
り
を
増
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
三
代
目
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か
四
代
目
に
は
登
り
詰
め
る
か
、
下
る
か
、
い
づ
れ
は
ど
う
し
や
う
も
な
い

身
分
と
な
る
に
相
違
な
い
。
こ
れ
は
元
を
忘
れ
る
と
い
ふ
も
の
。
得
生
の
百

姓
達
の
身
分
に
は
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
ん
な
風
に
、
元
を
忘
れ
、

奢
り
に
長
じ
た
ら
、
お
の
づ
か
ら
上
を
恐
れ
ず
、
人
を
侮
り
、
正
し
き
も
の

の
味
方
か
ら
背
き
去
る
族
や
か
らも
出
て
來
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
懇

々
と
説
い
て
、
自
分
の
子
に
は
折
節
は
相
集
ま
つ
て
互
に
過
分
な
風
俗
を
改

め
さ
せ
た
い
と
言
つ
て
ゐ
る
。
得
生
の
元
に
歸
れ
、
そ
の
こ
と
を
心
に
忘
れ

ず
に
、
身
分
、
氣
分
を
定
め
た
い
も
の
で
あ
る
と
教
へ
て
ゐ
る
。
亭
主
た
る

名
跡
で
よ
そ
へ
出
掛
け
る
に
も
、
常
の
式
日
に
は
綿
布
ば
か
り
と
す
る
が
い

ゝ
。
夏
は
布
羽
織
、
格
別
の
節
は
糸
縞
。
上
着
は
紬
ま
で
に
定
め
置
い
て
、

そ
れ
よ
り
上
等
の
衣
類
な
ど
は
用
意
に
及
ば
な
い
と
考
へ
よ
。
萬
事
内
輪
に
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勤
め
る
方
が
、
何
事
に
つ
け
て
も
安
氣
に
思
は
れ
る
、
と
も
そ
の
子
に
教
へ

て
ゐ
る
。

　
彼
は
後
の
覺
書
の
終
り
に
、
次
の
や
う
な
意
味
の
言
葉
を
も
書
い
た
。

『
人
々
の
得
生
、
も
と
よ
り
天
よ
り
下
さ
る
ゝ
こ
と
で
あ
れ
ば
、
親
の
自
分

が
言
ふ
や
う
に
子
に
行
へ
と
求
め
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
先
祖
よ
り
讓

ら
れ
た
家
督
、
諸
道
具
、
そ
の
他
す
べ
て
の
物
　
　
天
よ
り
の
預
り
物
と
心

得
て
、
隨
分
大
切
に
預
り
、
入
念
に
扱
へ
ば
間
違
ひ
は
な
い
。
今
、
日
の
本

の
一
つ
の
寶
な
る
金
銀
、
み
だ
り
に
そ
れ
を
我
が
物
と
心
得
、
私
用
に
費
さ

う
も
の
な
ら
、
い
つ
か
は
天
道
へ
泄
れ
聞
え
る
時
も
來
る
。
』

　
源
十
郎
の
覺
書
は
そ
の
言
葉
で
終
つ
て
ゐ
る
。

　
こ
れ
を
讀
む
と
、
源
十
郎
は
た
ゞ
親
か
ら
讓
ら
れ
た
身
代
を
よ
く
護
れ
と
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い
ふ
や
う
な
、
あ
り
ふ
れ
た
町
人
根
性
で
の
み
こ
ん
な
覺
書
を
そ
の
子
に
殘

し
た
人
と
も
思
は
れ
な
い
。
す
く
な
く
も
彼
は
『
天
』
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ

た
町
人
の
や
う
だ
。
『
得
生
の
元
に
歸
れ
』
と
は
、
彼
の
覺
書
を
貫
く
言
葉

で
あ
る
。
心
か
ら
出
た
汗
の
や
う
な
言
葉
で
あ
る
。
四
人
の
子
供
を
控
へ
た

初
代
源
十
郎
夫
婦
の
小
歴
史
は
、
馬
籠
の
や
う
な
困
窮
な
村
に
あ
つ
て
激
し

い
生
活
苦
と
鬪
つ
た
人
達
の
歴
史
と
も
言
へ
よ
う
。
彼
の
や
う
に
少
年
時
代

か
ら
そ
の
兩
親
の
苦
鬪
の
跡
を
見
て
來
て
、
だ
ん
〳
〵
こ
の
世
の
旅
を
し
、

い
ろ
〳
〵
な
人
に
も
交
つ
て
見
た
も
の
は
、
『
日
の
本
の
一
つ
の
寶
な
る
金

銀
、
み
だ
り
に
そ
れ
を
我
が
物
と
心
得
、
私
用
に
費
さ
う
も
の
な
ら
、
い
つ

か
は
天
道
へ
泄
れ
聞
え
る
時
も
來
る
』
と
言
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
へ
出
て
來
て

ゐ
る
。
金
銀
、
財
産
、
諸
道
具
、
そ
の
他
一
切
は
、
天
よ
り
の
預
り
も
の
と
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考
へ
よ
　
　
こ
の
考
へ
は
、
さ
う
め
づ
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な

い
が
、
彼
の
や
う
な
町
人
の
口
か
ら
そ
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
は
お
も
し
ろ
い
。

兎
に
も
か
く
に
も
、
彼
は
そ
の
年
に
な
つ
て
見
て
、
何
物
を
も
み
だ
り
に
私

す
べ
き
で
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
行
き
着
い
た
。
昔
の
町
人
の
中
に
は
、
か

う
い
ふ
人
も
ゐ
た
と
考
へ
て
見
る
こ
と
も
、
ま
た
お
も
し
ろ
い
。

　
　
　
　
　
笑

　
も
し
今
の
世
に
笑
を
持
ち
來
す
人
が
あ
つ
て
、
詩
歌
小
説
で
あ
れ
、
繪
畫

彫
刻
で
あ
れ
、
演
劇
で
あ
れ
、
あ
る
ひ
は
映
畫
で
あ
れ
、
何
等
か
の
形
に
よ

く
そ
れ
を
あ
ら
は
し
て
見
せ
て
呉
れ
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
わ
た
し
な
ぞ
は
そ
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れ
を
見
る
こ
と
を
樂
し
み
に
す
る
だ
ら
う
。

　
誰
で
も
人
間
の
笑
顏
を
見
た
い
と
思
は
な
い
も
の
は
な
い
。
も
し
又
、
そ

の
笑
が
冷
た
い
も
の
で
も
な
く
て
、
直
ぐ
に
も
親
し
め
る
や
う
な
も
の
で
あ

つ
て
呉
れ
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
樂
し
か
ら
う
。
そ
の
こ
と
を
す
こ
し
こ
ゝ
に

書
き
つ
け
て
見
る
。

　
笑
で
思
ひ
出
す
。
昔
か
ら
美
し
い
人
の
た
と
へ
に
も
よ
く
引
合
に
出
さ
れ

る
名
高
い
支
那
の
妃
が
、
め
つ
た
に
笑
は
な
か
つ
た
人
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
や
が
て
深
窓
に
運
命
の
激
し
さ
を
か
こ
つ
東
洋
の
婦
人
の
多
か
つ
た
こ

と
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
後
の
世
ま
で
そ
の
名
を
謳うた
は
る
ゝ
ほ
ど
、
み

め
か
た
ち
麗
し
く
生
れ
つ
い
た
人
達
が
、
さ
う
め
つ
た
に
笑
は
な
か
つ
た
と
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い
ふ
こ
と
は
面
白
い
。
さ
う
い
ふ
人
達
が
一
度
笑
つ
た
ら
、
國
を
傾
け
る
ほ

ど
美
し
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
も
面
白
い
。

　
古
い
東
洋
文
學
の
一
面
と
い
ふ
も
の
は
、
さ
う
し
た
多
情
多
恨
の
文
字
で

滿
た
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
、
香
魂
と
か
、
香
骨
と
か
の
言
葉
が
拾
つ
て

も
〳
〵
盡
き
な
い
ほ
ど
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
う
か
し
て
得
た
い
と
思
ふ
さ
う

い
ふ
笑
の
た
め
に
は
、
千
金
を
な
げ
う
つ
こ
と
も
惜
し
ま
な
か
つ
た
や
う
な

人
や
、
高
い
地
位
勢
力
を
利
用
し
た
や
う
な
人
や
、
才
智
腕
力
の
衆
に
す
ぐ

れ
た
人
や
、
又
は
情
人
な
ぞ
の
か
ず
〳
〵
の
數
奇
な
生
涯
が
語
つ
て
あ
る
。

閨ねや
、
衾
し
と
ねか
ら
、
枕
の
類
に
ま
で
事
寄
せ
、
あ
る
ひ
は
戀
と
し
、
あ
る
ひ
は
哀

傷
と
し
て
、
詩
に
も
作
ら
れ
、
歌
に
も
詠
ま
れ
、
文
章
に
も
綴
ら
れ
て
來
た

の
は
、
さ
う
い
ふ
婦
人
達
が
こ
の
世
に
持
ち
來
し
た
笑
の
美
し
さ
に
就
い
て
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で
あ
る
。

　
し
か
し
、
あ
は
れ
の
深
さ
は
、
薄
命
な
婦
人
達
の
姿
に
の
み
か
ぎ
ら
な
い
。

よ
く
見
れ
ば
、
ど
ん
な
人
の
姿
で
も
あ
は
れ
の
深
く
な
い
も
の
は
な
い
。
わ

た
し
た
ち
の
眼
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
人
で
も
、
わ
た
し
た
ち
の
直
ぐ
隣
に
ゐ

る
人
で
も
。

　
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
書
き
つ
け
て
見
る
か
と
い
ふ
に
、
昭
和
も
八
年

の
春
を
迎
へ
た
今
日
、
こ
れ
を
明
治
の
初
か
ら
數
へ
て
見
る
な
ら
、
す
で
に

六
十
六
年
目
に
も
な
る
が
、
だ
ん
〳
〵
わ
た
し
な
ぞ
は
笑
へ
な
く
な
つ
た
や

う
な
氣
が
す
る
か
ら
だ
。
周
圍
を
見
る
に
、
ど
う
や
ら
わ
た
し
ば
か
り
で
も
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な
さ
さ
う
だ
。
こ
れ
は
明
治
生
れ
の
わ
た
し
な
ぞ
が
追
々
と
年
老
い
て
行
く

た
め
ば
か
り
と
も
思
は
れ
な
い
。
こ
の
世
の
嬉
し
い
や
悲
し
い
を
一
通
り
通

り
越
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
笑
が
冷
た
く
な
つ
た
た
め
か
と
い
ふ
に
、
さ
う

ば
か
り
と
も
思
は
れ
な
い
。

　
些
細
な
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
を
慰
め
る
、
何
故
か
な
ら
些
細
な
こ
と
が
わ

た
し
た
ち
を
傷
ま
せ
る
か
ら
と
や
ら
。
さ
う
い
ふ
わ
た
し
な
ぞ
も
、
些
細
な

こ
と
に
笑
へ
た
も
の
だ
。
信
州
の
山
の
上
に
七
年
の
月
日
を
送
つ
た
頃
、
長

野
で
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
晩
に
招
か
れ
て
、
燈
火
の
泄
れ
る
教
會
堂
へ
と
案
内

さ
れ
る
途
中
に
、
年
若
な
牧
師
夫
人
が
、
二
度
も
三
度
も
雪
に
滑
つ
て
轉
ぶ

音
を
聞
い
た
時
。
ず
つ
と
以
前
に
仙
臺
へ
の
旅
を
し
て
荒
濱
の
方
で
鳴
る
海
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の
音
を
下
宿
の
窓
に
聞
き
つ
け
た
頃
、
そ
の
下
宿
の
田
舍
娘
か
ら
自
分
の
ア

ス
の
太
い
こ
と
を
仙
臺
訛
で
笑
は
れ
て
見
る
と
、
そ
れ
が
自
分
の
長
い
放
浪

の
結
果
で
あ
つ
た
と
初
め
て
氣
が
つ
い
た
時
。
ち
よ
つ
と
思
ひ
出
し
て
見
た

ば
か
り
で
も
、
實
に
些
細
な
こ
と
に
笑
ふ
こ
と
の
出
來
た
過
去
の
自
分
が
胸

に
浮
ん
で
來
る
。
そ
し
て
周
圍
に
あ
つ
た
友
人
等
と
同
じ
や
う
に
、
自
分
等

の
性
情
を
伸
ば
し
て
行
く
こ
と
が
出
來
た
や
う
な
氣
が
す
る
。

　
西
洋
の
人
に
言
は
せ
る
と
、
一
體
に
東
洋
人
は
笑
は
な
い
、
だ
か
ら
氣
心

が
知
り
に
く
い
と
い
ふ
話
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
。
併
し
わ
た
し
た
ち
の
先

祖
か
ら
し
て
、
決
し
て
笑
を
解
さ
な
い
人
達
で
は
な
い
。
頬
骨
の
高
く
鼻
の

低
い
『
お
か
め
』
の
面
の
福
々
し
い
も
の
か
ら
、
農
業
時
代
の
豐
饒
を
祝
福
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す
る
か
の
や
う
な
『
翁
』
の
面
の
氣
高
く
老
い
さ
び
た
も
の
に
ま
で
、
古
人

の
笑
が
殘
つ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
お
そ
ら
く
外
國
に
は
類
の
少
な
か
ら

う
と
思
は
れ
る
笑
を
あ
ら
は
し
た
神
像
ま
で
わ
た
し
た
ち
の
國
に
は
あ
る
。

あ
の
大
國
主
、
事
代
主
の
二
神
が
國
讓
り
の
難
局
に
處
せ
ら
れ
た
遠
い
昔
を

想
ひ
見
る
と
、
今
日
の
所
謂
非
常
時
で
、
な
か
〳
〵
笑
へ
る
場
合
で
も
な
い

の
だ
。
そ
れ
で
も
退
い
て
民
に 

稼  

穡 

か
し
よ
く

の
道
を
教
へ
、
父
は
農
業
の
祖
神
と

な
り
、
子
は
商
業
と
漁
業
と
の
祖
神
と
な
つ
た
と
言
は
れ
る
神
達
が
、
ど
ん

な
笑
を
こ
の
世
に
持
ち
來
し
た
か
は
、
夷
え
び
す大
黒
と
し
て
邊
鄙
な
片
田
舍
の
神

棚
に
も
祀
つ
て
あ
る
一
對
の
彫
刻
に
も
そ
れ
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
あ
の
神

達
の
笑
は
あ
ま
り
に
古
く
て
、
よ
く
分
ら
な
い
が
、
後
世
の
慾
の
深
い
人
間

が
譯
も
な
し
に
祭
り
上
げ
る
や
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
思
ひ
の
外
な
深
い
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笑
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
ん
な
遠
い
昔
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
も
つ
と
近
い
と
こ
ろ

は
ど
う
だ
ら
う
。
ど
う
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
先
祖
が
笑
を
解
さ
な
い
ど
こ

ろ
か
、
猿
樂
か
ら
狂
言
と
な
り
、
狂
言
か
ら
芝
居
と
な
り
、
近
代
へ
と
降
つ

て
來
れ
ば
來
る
ほ
ど
、
古
人
の
戲
れ
た
姿
は
殆
ん
ど
わ
た
し
た
ち
の
應
接
に

い
と
ま
が
な
い
く
ら
ゐ
だ
。

　
一
例
を
言
へ
ば
『
暫
』
だ
。
舞
臺
の
上
の
關
白
は
對
抗
す
る
力
の
た
め
に
、

見
事
に
そ
の 

荒  

膽 

あ
ら
ぎ
も

を
取
り
ひ
し
が
れ
る
。
そ
こ
に
は
江
戸
人
の
高
い
笑
が

あ
る
。
又
、
一
例
を
言
へ
ば
三
千
歳

み
ち
と
せ

の
芝
居
だ
。
舞
臺
の
上
の
武
士
は
そ
の

情
婦
か
ら
嫌
は
れ
、
損
な
役
𢌞
り
を
勤
め
た
上
で
、
す
ご
〳
〵
と
そ
の
場
を
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引
き
さ
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
も
作
者
の
笑
が
隱
れ
て
ゐ
る
。

　
あ
る
。
あ
る
。
徳
川
中
期
の
草
雙
紙
、
黄
表
紙
、
そ
れ
か
ら
洒
落
本
の
類

を
あ
け
て
見
た
も
の
は
、
當
時
の 

戲 

作 

者 

げ
さ
く
し
や

が
度
は
づ
れ
た
笑
に
一
驚
す
る

で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
ほ
ど
多
く
あ
る
。
故
北
村
透
谷
な
ぞ
は
あ
の
通
り
の

人
だ
か
ら
、
そ
れ
を
徳
川
時
代
の
平
民
的
虚
無
思
想
と
い
ふ
こ
と
に
結
び
つ

け
て
考
へ
た
く
ら
ゐ
だ
。
八
笑
人
と
い
ふ
や
う
な
、
ま
る
で
笑
の
團
隊
の
や

う
な
人
達
も
あ
れ
ば
、
彌
次
郎
兵
衞
、
喜
多
八
の
や
う
に
行
く
先
に
笑
を
振

り
撒
く
二
人
組
の
旅
行
者
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
最
早
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
の
東
海
道
や
木
曾
街
道
の
膝
栗
毛
な
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ぞ
を
あ
け
て
見
て
も
、
昔
の
人
の
や
う
に
は
笑
へ
な
く
な
つ
た
。
そ
の
滑
稽

が
そ
れ
ほ
ど
滑
稽
と
も
感
じ
ら
れ
な
く
な
つ
た
。
本
馬
何
文
、 

輕  

尻 

か
ら
じ
り

何
文
、

人
足
何
文
と
言
つ
た
昔
に
、
道
中
記
を
ふ
と
こ
ろ
に
し
な
が
ら
宿
場
か
ら
宿

場
へ
と
か
ゝ
つ
た
頃
の
人
と
、
今
日
の
わ
た
し
た
ち
と
は
違
ふ
か
ら
だ
。
こ

れ
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
だ
と
し
て
も
、
さ
う
い
ふ
わ
た
し
な
ぞ
が
亡
く
な

つ
た
友
人
の
ま
だ
達
者
で
ゐ
た
頃
の
や
う
に
す
ら
笑
へ
な
く
な
つ
た
の
に
は

驚
く
。
世
界
の
地
圖
を
變
へ
、
民
族
の
興
廢
を
變
へ
た
ば
か
り
で
な
く
、
二

十
世
紀
の
舞
臺
は
あ
れ
か
ら
ま
さ
し
く
一
轉
し
た
や
う
な
、
大
正
三
年
よ
り

數
年
に
も
亙
る
世
界
大
戰
の
影
響
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
ん
な
に
わ
た
し
た
ち

を
變
へ
た
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
節
、
朝
に
晩
に
吾
家
へ
配
達
し
て
來
る
新
聞

紙
を
開
い
て
見
て
も
、
殆
ん
ど
わ
た
し
は
そ
の
中
に
笑
と
い
ふ
も
の
を
見
出
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さ
な
い
。
た
ま
に
見
つ
け
る
も
の
は
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
刺
す
や
う
に
痛
い

時
事
の
漫
畫
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
こ
の
世
界
の
苦
の
中
に
震
へ
な
が
ら
立
ち

盡
し
て
ゐ
る
や
う
な
人
々
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ウ
ル
（
戲
畫
）
だ
。
こ
ん
な
こ
と

で
、
ど
う
し
て
わ
た
し
た
ち
は
自
分
等
を
延
ば
し
て
行
か
れ
よ
う
。

　
好
い
笑
は
、
暖
か
い
冬
の
陽
ざ
し
の
や
う
な
も
の
だ
。
誰
で
も
親
し
め
る
。

廣
い
こ
の
世
の
中
に
は
、
ど
う
し
て
見
て
も
駄
目
だ
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
を
駄
目
だ
と
し
て
し
ま
は
な
い
で
、
ど
う
か
し
て
温
め
て
見
た

い
と
思
ふ
の
が
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
願
ひ
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

　
こ
と
し
の
正
月
は
、
親
戚
の
年
寄
の
御
相
伴
で
、
市
川
團
十
郎
追
善
興
行
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の
二
度
目
の
催
し
を
舞
臺
の
上
に
眺
め
て
來
た
。
噂
の
あ
つ
た
古
い
歌
舞
伎

の
『 
鳴  

神 
な
る
か
み

』
を
も
初
め
て
見
物
し
て
來
た
。
ち
や
う
ど
幕
合
の
廊
下
で
、

石
井
柏
亭
君
や
有
島
生
馬
君
に
逢
つ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
の
『
鳴
神
』
の

面
白
さ
に
就
い
て
語
り
合
つ
た
。
あ
れ
は
謠
曲
の
『
一
角
仙
人
』
か
ら
來
た

も
の
と
聞
く
が
、
婦
人
の
名
が
雲
の
絶
間
姫
と
い
ふ
こ
と
か
ら
し
て
を
か
し

く
も
あ
る
し
、
曲
の
主
要
な
部
分
が 

假  

白 

こ
わ
い
ろ

か
ら
成
つ
て
ゐ
て
、
音
曲
は
た
ゞ

そ
れ
を
導
き
出
す
や
う
に
作
ら
れ
て
あ
る
の
も
、
歌
舞
伎
と
し
て
は
め
づ
ら

し
い
。
不
思
議
に
も
、
わ
た
し
は
樂
し
く
燃
え
る
蝋
燭
の
火
で
も
望
む
や
う

に
、
あ
の
血
の
氣
の
通
つ
た
舞
臺
を
靜
か
に
眺
め
る
こ
と
が
出
來
た
。
そ
こ

に
人
間
性
に
觸
れ
る
こ
と
の
深
い
ユ
ウ
モ
ア
の
力
が
あ
る
と
思
つ
た
。
あ
の

中
に
は
、
行
ひ
す
ま
し
た
行
者
が
美
し
い
婦
人
の
誘
惑
に
神
通
力
を
失
ひ
、
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戒
壇
の
上
か
ら
轉
が
り
落
ち
る
場
面
な
ぞ
が
あ
る
。
自
分
は
ま
だ
笑
へ
る
、

さ
う
考
へ
て
歸
つ
て
來
た
時
は
う
れ
し
か
つ
た
。

　
過
去
に
於
い
て
、
こ
の
國
に
深
い
笑
を
持
ち
來
し
た
も
の
は
、
何
と
言
つ

て
も
徳
川
時
代
の
俳
諧
の
作
者
で
あ
ら
う
。
わ
た
し
が
芭
蕉
を
愛
し
、
丈
草
、

去
來
、
凡
兆
等
の
蕉
門
の
作
者
を
思
ふ
の
は
、
古
人
等
が
淺
い
滑
稽
か
ら
出

發
し
て
そ
れ
を
好
い
ユ
ウ
モ
ア
に
ま
で
深
め
て
行
つ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
古

人
等
に
は
風
狂
の
説
が
あ
つ
て
、
こ
の
世
の
さ
び
し
さ
の
中
に
も
笑
ふ
こ
と

を
教
へ
て
呉
れ
る
。
わ
た
し
は
又
そ
の
意
味
に
於
い
て
西
鶴
の
機
智
に
感
じ
、

徳
川
の
世
も
さ
か
り
を
過
ぎ
た
頃
に
一
茶
の
や
う
な
作
者
の
生
き
て
ゐ
た
と

い
ふ
こ
と
に
も
心
を
ひ
か
れ
る
。
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ご
め
ん
下
さ
い

『
先
生
　
　
ご
め
ん
下
さ
い
、
新
年
早
々
か
ら
。
』

　
こ
と
し
の
正
月
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
あ
る
未
知
の
少
年
か
ら
、
か
う
い
ふ

書
出
し
の
葉
書
を
貰
つ
た
。
そ
れ
に
は
可
愛
ら
し
い
筆
蹟
で
次
の
や
う
な
言

葉
も
認
め
て
あ
つ
た
。

『
で
も
僕
、
氣
に
か
ゝ
つ
て
仕
方
が
な
い
の
で
す
。
と
い
ふ
の
は
、
先
生
が

い
つ
も
「
達
」
と
い
ふ
字
を
間
違
つ
て
ゐ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
ん
な
こ
と

は
、
ど
う
で
も
い
ゝ
の
で
す
が
、
ど
う
も
先
生
の
御
寫
眞
を
見
て
を
り
ま
す

と
氣
に
か
ゝ
り
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
今
年
も
よ
い
お
仕
事
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を
し
て
下
さ
い
。
』

　
と
あ
る
。

　
こ
れ
に
は
、
わ
た
し
も
赤
面
し
た
。
成
程
、
こ
の
未
知
の
少
年
が
教
へ
て

よ
こ
し
て
呉
れ
た
通
り
、
わ
た
し
は
い
つ
も
『
達
』
と
い
ふ
字
を
間
違
つ
て

書
い
て
ゐ
た
。
そ
し
て
自
分
等
の
年
若
な
時
分
に
一
度
間
違
つ
て
覺
え
込
ん

だ
こ
と
は
、
何
十
年
經
つ
て
も
容
易
に
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
は
出
來
な
い
も

の
だ
と
思
つ
た
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
餞
の
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
潮
社
發
行
大
衆
雜
誌
『
日
の
出
』
の
創
刊
に

94桃の雫



　
　
　
　
　
際
し
て
）

　
　
　
　
　

『
日
の
出
』
の
編
輯
氏
か
ら
、
そ
の
創
刊
號
の
は
じ
に
何
か
書
き
つ
け
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
た
。
月
々
の
讀
者
を
相
手
に
す
る
雜
誌
發
行
の
こ
と
は
書
物

を
出
版
す
る
と
も
違
ひ
、
言
は
ゞ
長
く
置
け
な
い
鮮
魚
を
魚
河
岸
へ
送
り
出

す
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
し
、
殊
に
そ
の
雜
誌
の
趣
意
は
今
々
河
岸
へ
着
い

た
ば
か
り
の
魚
の
や
う
な
イ
キ
の
新
し
さ
を
求
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
般

の
讀
者
に
も
わ
か
り
易
く
味
は
れ
易
い
平
談
俗
語
を
主
と
す
る
こ
と
で
あ
ら

う
と
思
は
れ
る
か
ら
、
自
分
も
ま
た
そ
ん
な
輕
い
氣
持
で
す
こ
し
ば
か
り
の

寢
言
を
書
き
つ
け
、
そ
れ
を
餞
は
な
む
けの
言
葉
に
か
へ
よ
う
。
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『
日
の
出
』
で
思
ひ
出
す
。
古
い
傳
説
に
よ
る
と
、
曾
て
太
陽
は
天
の
岩
屋

に
隱
れ
て
し
ま
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
こ
の
世
は
全
く
長
い
夜
の
連
續
で
あ

つ
た
。
そ
こ
へ
思
慮
の
深
い
『
知
識
』
の
神
が
來
た
。
『
知
識
』
の
神
は
こ

の
世
に
日
の
出
の
遠
く
な
い
こ
と
を
感
づ
い
て
、
夜
明
け
を
告
げ
る
た
め
に

澤
山
な
鷄
を
集
め
た
。
常
夜
と
こ
よ
の 

長 

鳴 

鳥 

な
が
な
き
ど
り
と
い
ふ
も
の
の
聲
が
闇
の
空
を
破

つ
て
遠
く
に
も
近
く
に
も
起
つ
た
が
、
そ
こ
い
ら
は
ま
だ
暗
か
つ
た
。
そ
こ

へ
今
度
は
逞
し
い
『
力
』
の
神
が
來
た
。
い
か
な
『
力
』
の
神
で
も
、
堅
く

閉
ぢ
た
岩
屋
の
扉
を
こ
じ
あ
け
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
岩
屋
の
前
に
は
、
鍛

冶
に
造
ら
せ
た
眞
鐵
ま
が
ね
の
鏡
を
持
つ
て
來
て
暗
黒
を
照
し
て
見
る
『
眞
ま
こ
と』
の
神

も
あ
る
。
玉
造
り
に
造
ら
せ
た
珠
を
持
つ
て
來
て
見
る
『
徳
』
の
神
も
あ
る
。

枝
葉
の
茂
つ
た
常
磐
木

と
き
は
ぎ

を
そ
こ
へ
運
ん
で
來
て
、
一
切
の
穢
汚
き
た
な
い
も
の
、
あ
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さ
ま
し
い
も
の
を
拂
ひ
き
よ
め
る
た
め
に
、
青
い
布
や
白
い
布
を
そ
の
枝
に

か
け
て
見
る
『
淨
化
』
の
神
も
あ
る
。
あ
る
ひ
は
樺
の
皮
を
用
ゐ
て 

占  

卜 

う
ら
な
ひ

に
餘
念
も
な
い
『
豫
言
』
の
神
ま
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
神
が
揃
つ
て
も
、

天
の
岩
屋
に
隱
れ
た
太
陽
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
來
な
か
つ
た
。
最
後
に
、

そ
こ
へ
面
白
い
恰
好
を
し
た
女
神
が
來
た
。
こ
の
女
神
は
日
蔭
ひ
か
げ
の
葛
か
づ
らを
襷
に

か
け
、
正
木
ま
さ
き
の
葛
か
づ
らの
鉢
卷
を
し
て
、
笹
の
葉
を
手
に
持
ち
、
足
拍
子
を
取
り

な
が
ら
扉
の
前
で
踊
り
出
す
と
い
ふ
滑
稽
さ
で
あ
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
神

が
人
間
に
乘
り
移
つ
た
時
の
や
う
な
姿
を
し
て
、
恥
か
し
い
乳
を
あ
ら
は
し

て
見
せ
、
腰
か
ら
下
に
は
裳
の
紐
を
ぶ
ら
さ
げ
た
。
そ
れ
を
見
て
笑
は
な
い

神
々
は
な
か
つ
た
と
い
ふ
。
さ
す
が
の
堅
い
岩
屋
の
扉
が
細
目
に
開
け
た
の

は
そ
の
時
で
あ
つ
た
。
『
知
識
』
で
も
、
『
力
』
で
も
、
『
眞
』
で
も
、
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『
徳
』
で
も
、
『
淨
化
』
で
も
、
『
豫
言
』
で
も
、
い
か
な
る
神
の
力
で
も

開
か
れ
な
か
つ
た
天
の
岩
戸
が
、
『
笑
』
の
女
神
の
力
に
よ
つ
て
開
か
れ
た
。

　
わ
た
し
は
戲
れ
に
こ
ん
な
古
い
傳
説
を
持
ち
出
し
た
譯
で
は
な
い
。
『
眞
』

の
鏡
も
、
太
陽
に
向
つ
て
そ
れ
を
光
ら
せ
る
時
に
の
み
役
立
つ
こ
と
を
語
り

た
い
の
で
あ
る
。
大
き
な
『
力
』
も
、
太
陽
が
岩
戸
か
ら
や
ゝ
姿
を
あ
ら
は

し
か
け
た
時
に
、
そ
の
手
を
執
つ
て
引
き
出
す
こ
と
に
の
み
役
立
つ
た
こ
と

を
語
り
た
い
の
で
あ
る
。
何
と
言
つ
て
も
、
『
笑
』
の
力
は
大
き
か
つ
た
。

そ
こ
か
ら
日
の
光
も
あ
ら
は
れ
、
大
地
も
微
笑
み
、
神
も
人
と
交
つ
た
。

　
さ
て
、
雜
誌
『
日
の
出
』
が
ど
う
い
ふ
讀
物
を
滿
載
し
て
、
多
く
の
讀
者

を
樂
し
ま
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
わ
た
し
は
、
言
つ
て
見
る

こ
と
も
出
來
な
い
。
襷
、
鉢
卷
、
足
拍
子
の
面
白
さ
は
、
當
時
流
行
の
エ
ロ
、
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グ
ロ
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
つ
て
も
構
は
な
い
。
願
は
く
は
、
そ
れ
が
わ
た
し

た
ち
の
内
に
も
外
に
も
高
く
太
陽
を
掲
げ
る
た
め
の
も
の
で
あ
つ
て
欲
し
い
。

暗
い
岩
戸
を
押
し
ひ
ら
い
て
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
、
大
衆
を
高
め
る

こ
と
の
出
來
る
や
う
な
、
好
い
滑
稽
が
溢
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
欲
し
い
。

　
　
　
　
　
東
歌

　
　
　
　
夏
麻
引

な
つ
そ
び

く 

海 

上 

潟 

う
な
か
み
が
た
の
沖
つ
渚す
に
船
は
と
ゞ
め
む
さ
夜
ふ
け
に
け

り　
後
の
代
の
も
の
が
ど
の
程
度
ま
で
遠
い
過
去
の
藝
術
に
入
つ
て
行
け
る
か

と
い
ふ
こ
と
は
、
よ
く
わ
た
し
に
起
つ
て
來
る
疑
問
で
あ
る
が
、
謠
曲
の
蝉
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丸
を
喜
多
六
平
太
氏
方
の
能
舞
臺
に
見
た
時
、
原
作
者
の
説
き
明
さ
う
と
し

た
も
の
が
時
と
共
に
失
は
れ
來
た
後
世
に
な
つ
て
も
、
そ
の
人
の
感
じ
た
も

の
だ
け
は
長
く
殘
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
氣
が
つ
い
た
。
萬
葉
の
古
歌
に
就
い
て

も
同
じ
や
う
な
こ
と
が
言
は
れ
よ
う
。
こ
の
東
歌
は
、
人
も
知
る
ご
と
く
上か

總づさ
の
國
の
歌
と
し
て
、
卷
十
四
に
載
せ
て
あ
る
雜
歌
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ

の
歌
を
感
ず
る
こ
と
は
出
來
て
も
、
十
分
に
説
き
明
す
こ
と
は
出
來
な
い
。

萬
葉
の
古
歌
が
さ
う
完
全
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
良
寛
の
や
う
な
人
の

書
き
殘
し
た
も
の
に
も
見
え
る
。
た
ゞ
そ
の
感
じ
得
ら
れ
る
部
分
が
、
こ
の

東
歌
に
は
い
か
に
も
深
い
。
何
度
繰
り
返
し
て
見
て
も
盡
き
な
い
趣
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
澤
木
梢
君
の
お
も
ひ
で
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澤
木
梢
君
が
亡
く
な
つ
た
後
、
『
三
田
文
學
』
で
は
特
に
記
念
號
を
出
し

て
、
君
を
記
念
す
る
た
め
に
多
く
の
頁
を
割
い
た
。
い
ろ
〳
〵
な
方
面
の
人

達
か
ら
の
追
悼
録
が
あ
つ
め
て
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
の
多
く
が
通
り
一
遍
の

美
し
い
言
葉
で
君
の
生
涯
を
埋
め
て
し
ま
ふ
や
う
な
も
の
で
な
い
の
に
は
感

心
し
た
。
そ
の
中
に
は
知
己
友
人
の
持
ち
寄
つ
た
澤
木
君
ら
し
い
逸
話
も
あ

り
、
曾
て
は
君
の
教
へ
子
で
あ
つ
た
と
い
ふ
人
達
の
率
直
な
印
象
も
語
つ
て

あ
る
。

　
ど
う
し
て
、
人
が
亡
く
な
つ
た
後
に
な
つ
て
、
こ
ん
な
風
に
語
ら
れ
る
と

い
ふ
場
合
が
さ
う
ざ
ら
に
あ
ら
う
と
も
思
は
れ
な
い
。
君
の
性
格
が
性
格
だ

か
ら
、
だ
ん
〳
〵
話
の
合
ふ
人
も
す
く
な
く
な
つ
て
行
つ
た
か
と
思
は
れ
る
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し
、
殊
に
病
苦
と
戰
ふ
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
ず
つ
と
引
籠
り
が
ち
に
暮
さ

れ
た
や
う
で
、
長
く
も
な
い
君
が
生
涯
の
終
り
に
は
、
か
な
り
寂
し
く
こ
の

世
を
辭
し
て
行
か
れ
た
か
と
想
像
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
君
の
亡
き
後
に
な

つ
て
、
こ
ん
な
に
舊
知
の
人
達
か
ら
本
當
の
こ
と
を
言
つ
て
貰
へ
る
と
こ
ろ

を
見
る
と
、
や
は
り
君
に
は
人
と
違
つ
た
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。

　
わ
た
し
が
澤
木
君
を
知
つ
た
の
は
佛
蘭
西
の
旅
に
あ
る
頃
で
あ
つ
た
。
君

は
わ
た
し
よ
り
も
早
く
歐
羅
巴
の
方
に
渡
つ
て
ゐ
て
、
南
獨
逸
の
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
か
ら
わ
た
し
の
ゐ
た
巴
里
の
下
宿
へ
夏
を
送
り
に
來
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、

あ
の
佛
蘭
西
の
旅
を
思
ひ
出
し
、
巴
里
の
町
を
思
ひ
出
し
、
そ
こ
に
あ
つ
た

下
宿
を
思
ひ
出
す
こ
と
が
、
わ
た
し
に
取
つ
て
は
澤
木
君
を
思
ひ
出
す
こ
と

に
な
る
。
ブ
ウ
ル
　ヷ
ア
ル
・
ポ
オ
ル
・
ロ
ワ
イ
ア
ル
、
八
十
六
番
地
。
そ
こ
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は
巴
里
の
サ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
の
古
い
ご
ち
や
〳
〵
と
し
た
町
と
、
ポ
オ
ル
・

ロ
ワ
イ
ア
ル
の
電
車
通
り
と
の
交
叉
し
た
角
に
あ
た
る
。
石
造
と
言
ひ
た
い

が
そ
の
實
は
所
謂
羅
甸
ラ
テ
ン
區
の
界
隈
に
よ
く
見
か
け
る
塗
屋
風
の
建
物
だ
。
そ

れ
で
も
七
層
の
高
さ
が
あ
つ
て
、
第
一
階
か
ら
上
に
は
二
十
家
族
を
容
れ
る

ほ
ど
の
ア
パ
ア
ト
マ
ン
が
あ
り
、
階
下
の
歩
道
に
接
し
た
と
こ
ろ
は
粗
末
な

珈
琲
店
を
兼
ね
た
煙
草
屋
、
そ
の
他
の
店
が
佛
蘭
西
風
の
暖
簾
の
れ
ん
を
並
べ
て
ゐ

た
。
そ
の
第
二
階
の
左
側
に
佛
蘭
西
中
部
地
方
出
の
シ
モ
ネ
エ
と
い
ふ
お
婆

さ
ん
が
五
間
ほ
ど
の
部
屋
を
借
り
、
下
女
を
一
人
使
つ
て
下
宿
を
や
つ
て
ゐ

た
。
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
並
木
町
の
歩
道
に
接
し
て
、
高
い
堅
牢
な
二
枚
戸
の
入

口
が
あ
る
。
壁
に
添
う
て
螺
旋
形
の
階
段
が
あ
る
。
短
い
ズ
ボ
ン
に 

空  

脛 

か
ら
ず
ね

を
あ
ら
は
し
た
子
供
、
前
垂
掛
け
で
ス
リ
ッ
パ
を
は
い
た
下
女
、
松
葉
杖
を
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手
に
し
た
背
蟲
せ
む
し
の
男
な
ぞ
が
、
そ
の
階
段
を
昇
つ
た
り
降
り
た
り
し
て
ゐ
る
。

第
二
階
の
扉
を
押
す
と
、
廊
下
が
そ
こ
に
續
い
て
ゐ
て
、
七
層
の
建
物
を
圍

む
深
い
内
庭
の
石
を
敷
き
つ
め
た
空
地
が
窓
の
外
に
あ
る
。
わ
た
し
が
初
め

て
澤
木
君
を
迎
へ
た
の
も
、
そ
の
煤
け
た
色
硝
子
の
は
ま
つ
た
薄
暗
い
窓
の

側
で
あ
つ
た
。

　
君
の
部
屋
を
思
ひ
出
し
て
見
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
壁
の
上
に
銅
板
畫
の
額
。
置
箪
笥
は
鏡
張
り
で
、
人
の
姿
が
映

　
　
　
　
　
る
。
こ
の
箪
笥
の
側
に
旅
行
用
の
鞄
、
杖
、
洋
傘
な
ど
い
ろ
〳
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〵
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窓

　
　
　
　
　
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
厚
い
窓
掛
、
別
に
レ
エ
ス
の
窓
掛
。
窓
に
向
つ

　
　
　
　
　
て
机
、
肘
掛
椅
子
、
堅
い
椅
子
、
敷
物
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洗
面
臺

　
　
　
　
　
暖
爐

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
寢
臺
（
燭
臺
置
物
、
便
器
入
れ
兼
用
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
屋

　
　
　
　
　
の
入
口
の
扉

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
こ
の
寢
臺
、
置
箪
笥
、
ゴ
ブ
ラ
ン
織
の
窓
掛
な
ぞ
は
部
屋
に
つ
い
た
造
作

と
見
て
い
ゝ
。
洗
面
臺
の
上
に
は
造
花
模
樣
の
陶
製
洗
面
器
と
、
同
じ
陶
製

107 澤木梢君のおもひで



の
水
さ
し
と
が
置
い
て
あ
つ
た
が
、
下
宿
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
遠
く
な
い
ゴ

ブ
ラ
ン
の
町
の
陶
器
店
で
手
に
入
れ
得
る
程
度
の
も
の
だ
。
石
造
の
暖
爐
の

上
は
床
の
間
の
感
じ
に
近
い
。
そ
こ
に
は
古
い
置
時
計
や
、
白
い
蝋
燭
を
さ

し
た
燭
臺
や
、
ラ
ン
プ
や
、
そ
の
他
に
ロ
コ
コ
式
の
古
め
か
し
い
置
物
な
ぞ

が
う
る
さ
い
ほ
ど
に
並
べ
て
あ
つ
た
と
覺
え
て
ゐ
る
。
入
口
の
扉
の
外
は
暗

い
廊
下
で
、
一
方
は
食
堂
に
續
き
、
一
方
は
狹
い
臺
所
と
雪
隱
と
に
も
近
い
。

お
そ
ら
く
潔
癖
な
澤
木
君
は
こ
の
部
屋
に
多
く
の
薄
ぎ
た
な
い
も
の
を
見
つ

け
た
で
あ
ら
う
。
ち
や
う
ど
君
が
わ
た
し
の
下
宿
へ
見
え
た
時
は
、
他
に
明

き
間
も
な
く
て
、
こ
の
部
屋
で
我
慢
し
て
貰
つ
た
が
、
た
ゞ
廣
い
ば
か
り
で

落
ち
つ
き
も
な
く
お
氣
の
毒
な
く
ら
ゐ
の
と
こ
ろ
だ
つ
た
。
こ
ん
な
こ
と
を

こ
ゝ
に
書
き
つ
け
て
見
る
の
も
他
で
は
な
い
。
實
は
、
そ
こ
に
あ
つ
た
寢
臺
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な
り
、
洗
面
器
な
り
、
青
々
と
し
た
葉
か
げ
の
深
い
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
並
木
の

枝
か
ら
向
ふ
の
町
の
空
に
天
文
臺
の
圓
い
塔
ま
で
見
え
た
窓
の
側
な
り
は
、

こ
の
わ
た
し
に
取
つ
て
君
の
記
憶
と
引
き
は
な
し
て
は
考
へ
ら
れ
な
い
く
ら

ゐ
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
壁
一
重
隔
て
た
隣
り
の
部
屋
は
わ
た
し
が
三
年

の
月
日
を
送
つ
た
と
こ
ろ
で
、
澤
木
君
が
顏
を
洗
ふ
音
で
も
、
窓
を
あ
け
る

音
で
も
、
部
屋
を
歩
き
𢌞
る
音
で
も
、
そ
こ
に
ゐ
て
わ
た
し
は
手
に
取
る
や

う
に
聞
く
こ
と
が
出
來
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

　
澤
木
君
は
い
か
な
る
場
合
に
も
十
分
な
支
度
を
し
て
置
い
て
、
そ
れ
か
ら

事
に
當
る
と
い
ふ
風
の
人
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
君
は
わ
た
し
の
下
宿
に
見
え

る
前
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
方
で
佛
蘭
西
美
術
を
探
ぐ
る
に
必
要
な
支
度
を
十

分
に
し
て
來
た
。
だ
か
ら
巴
里
へ
來
た
ば
か
り
の
時
に
既
に
相
應
な
佛
蘭
西
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美
術
の
知
識
を
持
ち
、
そ
の
方
面
の
消
息
に
も
通
じ
て
ゐ
て
、
ど
こ
へ
行
け

ば
何
が
あ
る
ぐ
ら
ゐ
の
見
當
は
お
ほ
よ
そ
は
じ
め
か
ら
つ
い
て
ゐ
た
。
さ
う

い
ふ
澤
木
君
の
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
後
、
伊
太
利
の
旅
に
出
掛
け
る
時
に
も

か
な
り
の
支
度
が
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。
お
そ
ら
く
君
の
足
が
ま
だ
伊
太
利

の
國
境
を
も
越
え
な
い
前
か
ら
、
君
の
内
に
あ
る
あ
の
熱
心
な
鋭
い
眼
は
ア

ッ
シ
ッ
シ
の
丘
に
あ
る
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
寺
を
見
、
羅
馬
に
あ
る

フ
ォ
ラ
ム
の
殘
礎
を
さ
ま
よ
つ
て
ゐ
た
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
君
か
ら
貰
つ

た
歐
羅
巴
で
の
旅
の
消
息
は
今
、
い
く
ら
も
わ
た
し
の
手
許
に
殘
つ
て
ゐ
な

い
。
僅
か
に
數
葉
の
繪
葉
書
し
か
殘
つ
て
ゐ
な
い
。

『
歐
羅
巴
の
秋
の
美
は
筆
紙
に
盡
し
が
た
く
候
。
大
島
氏
に
も
御
紹
介
に
よ

り
て
大
に
便
宜
を
得
、
感
謝
に
堪
へ
ず
候
。
來
月
七
日
ナ
ポ
リ
に
向
ひ
、
途
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中
古
希
臘
式
殿
堂
の
造
り
を
見
、
歸
路
に
は
ボ
ロ
ニ
ヤ
、
ミ
ラ
ン
等
を
經
、

二
十
日
過
ぎ
リ
オ
ン
に
立
ち
歸
り
、
月
末
に
は
巴
里
に
入
る
豫
定
に
候
。
シ

モ
ネ
エ
に
よ
ろ
し
く
。
羅
馬
に
て
。
』

　
　
　
　
　
十
月
二
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梢

　
こ
れ
は
千
九
百
十
三
年
の
秋
に
君
か
ら
屆
い
た
も
の
だ
。
戰
時
に
な
つ
て

君
は
英
吉
利
の
方
に
あ
の
混
亂
を
避
け
、
わ
た
し
は
巴
里
に
踏
み
と
ゞ
ま
つ

て
ゐ
た
が
、
倫
敦
か
ら
も
よ
く
君
の
便
り
を
貰
つ
た
。
そ
の
中
の
殘
つ
た
葉

書
の
一
つ
に
、

『
こ
の
頃
は
い
か
に
お
暮
し
で
す
か
。
さ
び
し
き
夜
、
火
に
あ
た
り
て
物
思

ふ
時
な
ぞ
は
、
よ
く
あ
な
た
の
事
を
思
ひ
出
し
て
し
み
じ
み
と
お
話
し
た
く

な
り
ま
す
。
を
こ
が
ま
し
い
や
う
で
す
け
れ
ど
も
、
お
慰
め
し
た
い
な
ぞ
と
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考
へ
た
り
し
ま
す
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
あ
り
し
時
の
こ
と
な
ぞ
ま
で
獨
り
で
思

ひ
出
し
て
ゐ
ま
す
。
非
常
に
親
し
く
交
つ
た
學
生
な
ぞ
も
戰
地
に
行
つ
て
ゐ

ま
す
。
生
死
も
分
り
ま
せ
ん
。
當
地
に
て
阿
部
君
と
は
よ
く
一
緒
に
な
り
ま

す
。
』

　
と
あ
る
。
今
一
つ
の
繪
葉
書
の
殘
つ
た
の
は
ス
ト
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ド
・
オ
ブ

・
エ
デ
ン
か
ら
と
し
て
あ
る
も
の
で
、

『
先
日
の
長
い
お
手
紙
は
ど
ん
な
に
か
私
を
喜
ば
せ
た
で
せ
う
。
御
返
事
も

遲
れ
て
甚
だ
す
み
ま
せ
ん
。
今
日
は
此
地
に
沙
翁
誕
生
記
念
演
劇
あ
る
を
幸

ひ
、
阿
部
君
と
詩
人
の
生
地
に
や
つ
て
來
ま
し
た
。
今
晩
は
　ヹ
ニ
ス
の
商
人

で
す
。
町
も
村
も
輕
い
緑
の
芽
を
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
風
が
底
冷
く
吹
い

て
妙
に
旅
の
愁
を
催
さ
せ
ま
す
。
明
後
日
あ
た
り
倫
敦
に
歸
り
ま
す
。
』
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と
も
あ
る
。

　
い
か
に
多
感
多
愁
の
人
が
君
の
内
部
に
隱
れ
て
ゐ
た
か
は
、
こ
れ
ら
の
葉

書
便
り
に
殘
つ
た
僅
か
の
言
葉
に
も
窺
は
れ
る
。
こ
の
多
感
多
愁
は
早
く
君

を
し
て
オ
ス
カ
ア
・
ワ
イ
ル
ド
の
や
う
な
耽
美
的
な
傾
向
を
持
た
せ
、
又
、

一
面
に
は
ハ
イ
ネ
の
激
情
を
思
ひ
出
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。

君
が
生
涯
の
ず
つ
と
終
り
に
近
く
な
つ
て
、
お
の
づ
か
ら
君
の
口
に
上
つ
て

來
た
や
う
な
短
歌
の
製
作
を
君
は
何
よ
り
の
心
や
り
と
せ
ら
れ
た
と
聞
く
が
、

こ
の
多
感
多
愁
は
脈
々
と
し
て
終
り
ま
で
君
の
内
部
に
流
れ
て
ゐ
た
も
の
で

は
な
か
つ
た
ら
う
か
と
思
ふ
。
か
う
い
ふ
澤
木
君
に
も
、
借
り
た
も
の
は
必

ず
返
し
、
貸
し
た
も
の
は
ま
た
必
ず
返
し
て
貰
ふ
と
い
ふ
や
う
に
、
貸
借
關

係
な
ぞ
に
か
け
て
は
人
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
か
は
り
に
人
か
ら
も
迷
惑
を
掛
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け
ら
れ
た
く
な
い
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
さ
う
い
ふ
點
で
君
は
ズ
ボ
ラ

な
詩
人
肌
の
人
と
は
ち
が
つ
て
ゐ
た
。
さ
う
い
ふ
散
文
的
な
一
面
が
あ
れ
ば

こ
そ
、
あ
れ
ほ
ど
キ
チ
ン
と
し
た
生
活
も
出
來
た
の
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。
君

は
わ
た
し
と
一
緒
に
下
宿
に
ゐ
る
間
、
一
度
激
し
く
吐
血
さ
れ
た
こ
と
も
あ

つ
た
が
、
さ
う
い
ふ
時
で
も
君
に
は
取
り
み
だ
し
た
や
う
な
風
は
す
こ
し
も

な
か
つ
た
。

　
今
に
な
つ
て
わ
た
し
は
君
が
歐
羅
巴
を
旅
し
た
足
跡
を
辿
つ
て
見
る
。
君

は
先
づ
獨
逸
に
行
つ
て
、
か
ず
〳
〵
の
近
代
的
な
も
の
に
觸
れ
た
。
獨
逸
、

殊
に
伯
林
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
於
い
て
近
代
的
だ
と
は
、
よ
く
君
の
口
か

ら
聞
い
た
と
こ
ろ
だ
。
佛
蘭
西
に
來
て
か
ら
の
君
が
近
代
の
繪
畫
を
見
る
眼

は
一
層
深
め
ら
れ
た
や
う
で
あ
つ
た
が
、
一
方
に
は
そ
こ
に
殘
存
す
る
中
世
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か
ら
十
八
世
紀
へ
か
け
て
の
藝
術
　
　
殊
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
建
築
美
は
君
が

探
求
の
的
の
一
つ
と
な
つ
た
ら
し
い
。
そ
れ
か
ら
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
の
遺

物
の
多
い
伊
太
利
の
旅
へ
と
進
ん
で
行
つ
た
。
君
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
な
い

ク
ラ
シ
ッ
ク
の
精
神
に
近
づ
く
や
う
に
な
つ
た
の
も
、
伊
太
利
の
旅
に
得
る

と
こ
ろ
が
多
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
お
そ
ら
く
旅
の
事
情
と
君

の
健
康
と
が
許
し
た
ら
、
君
の
足
跡
は
希
臘
に
ま
で
達
し
た
で
あ
ら
う
。
わ

た
し
と
し
て
も
あ
の
ア
テ
エ
ナ
に
君
の
や
う
な
探
求
者
を
置
い
て
考
へ
た
か

つ
た
。
世
界
の
大
戰
は
旅
行
者
の
自
由
を
奪
つ
て
し
ま
つ
た
の
だ
。

『
三
田
文
學
』
の
追
悼
録
の
中
に
は
、
安
倍
能
成
氏
が
君
を
惜
ん
だ
一
文
も

出
て
ゐ
る
。
そ
の
中
に
『
今
一
つ
考
へ
る
こ
と
は
、
澤
木
君
が
西
洋
美
術
史

を
通
じ
て
西
洋
文
化
を
根
本
的
に
究
明
し
よ
う
と
し
て
、
輕
々
し
く
東
洋
趣
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味
の
横
道
に
足
を
踏
込
ま
れ
な
か
つ
た
學
者
的
な
專
一
な
風
格
で
あ
る
』
と

あ
つ
た
の
は
う
れ
し
か
つ
た
。
そ
れ
か
ら
、
同
じ
追
懷
の
つ
ゞ
き
に
、
左
の

一
節
は
殊
に
わ
た
し
の
心
を
ひ
い
た
。

『
澤
木
君
が
東
京
帝
國
大
學
の
文
學
部
の
講
師
を
し
て
居
ら
れ
た
頃
で
な
か

つ
た
か
と
思
ふ
が
、
一
春
文
學
部
の
學
生
達
に
加
は
つ
て
澤
木
君
と
一
緒
に
、

奈
良
京
都
の
美
術
旅
行
に
い
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

唐
招
提
寺
金
堂
の
千
手
觀
音
の
前
で
あ
の
澤
山
の
觀
音
の
手
の
美
的
效
果
に

就
て
澤
木
君
が
傍
の
人
と
論
じ
て
ゐ
た
の
を
記
憶
す
る
。
そ
の
時
の
議
論
の

内
容
を
忘
れ
た
が
、
澤
木
君
の
論
調
に
は
西
洋
美
術
の
グ
ウ
を
持
し
て
容
易

に
東
洋
美
術
に
許
さ
な
い
樣
な
所
が
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
西
洋
美
術
の
本
筋

を
そ
の
レ
ア
リ
ズ
ム
に
認
め
て
居
ら
れ
た
ら
し
く
考
へ
ら
れ
た
。
』
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い
か
に
も
澤
木
君
の
面
目
が
は
つ
き
り
と
よ
く
出
て
ゐ
る
。
こ
れ
だ
、
こ

れ
が
澤
木
君
だ
、
と
わ
た
し
は
さ
う
思
つ
た
。
尤
も
、
そ
の
時
の
議
論
の
内

容
は
忘
れ
た
と
安
倍
氏
が
言
は
れ
る
く
ら
ゐ
だ
か
ら
、
わ
た
し
に
は
猶
更
よ

く
は
分
ら
な
い
が
、
澤
木
君
の
持
説
な
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
内
容
が
他
人
の
そ

れ
と
ど
う
異
な
つ
て
ゐ
た
か
、
君
は
そ
の
最
も
深
い
根
據
を
ど
こ
に
置
い
て

ゐ
ら
れ
た
の
か
、
例
へ
ば
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
内
部
の
構
造
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ

る
や
う
な
數
理
の
觀
念
と
美
と
の
結
合
が
全
く
東
洋
美
術
に
は
缺
け
た
も
の

と
せ
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
聞
い
て
見
た
か
つ
た
。

　
い
づ
れ
に
し
て
も
あ
の
元
氣
な
澤
木
君
が
こ
ん
な
に
早
く
亡
く
な
ら
う
と

は
思
ひ
が
け
な
か
つ
た
。
わ
た
し
た
ち
の
周
圍
は
今
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
で

滿
た
さ
れ
て
ゐ
る
。
十
年
以
前
と
今
日
と
で
は
歐
羅
巴
も
ず
つ
と
近
く
な
つ
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た
や
う
な
氣
が
す
る
。
君
の
や
う
に
西
洋
文
化
を
本
質
か
ら
見
て
か
ゝ
ら
う

と
す
る
人
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
意
味
が
深
い
。
君
は
飽
く
ま

で
そ
の
熱
意
を
持
ち
續
け
て
、
も
つ
と
長
く
こ
の
時
代
に
生
き
て
ゐ
て
貰
ひ

た
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
『
根
岸
の
鶯
』

『
根
岸
の
鶯
』
と
は
、
最
近
に
出
來
た
故
岡
野
知
十
君
の
俳
句
集
『
鶯
日
』

に
因ちな
み
、
ま
た
そ
の
舊
廬
『
鶯
日
居
』
に
も
因
ん
で
、
わ
た
し
が
勝
手
に
呼

ん
で
見
た
根
岸
の
作
者
の
こ
と
で
あ
る
。
不
思
議
な
縁
故
で
、
わ
た
し
は
作

者
の
古
巣
と
も
言
ふ
べ
き
『
借
紅
居
』
を
知
る
と
こ
ろ
か
ら
、
や
が
て
そ
の
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初
音
を
聞
き
つ
け
る
頃
よ
り
あ
る
親
し
み
を
覺
え
て
來
た
。
四
十
年
も
根
氣

よ
く
啼
き
つ
ゞ
け
た
と
い
ふ
こ
の
老
鶯
は
、
わ
た
し
の
耳
に
何
を
さ
ゝ
や
い

て
呉
れ
る
か
。

　
俳
句
集
『
鶯
日
』
は
作
者
の
一
周
忌
に
際
し
、
そ
の
令
息
や
弟
子
と
も
友

達
と
も
言
つ
て
い
ゝ
人
々
な
ぞ
の
骨
折
か
ら
、
故
人
が
風
興
發
句
の
殆
ん
ど

全
部
を
蒐
め
て
二
卷
に
編
ん
だ
記
念
の
出
版
で
あ
る
。
そ
の
は
じ
め
に
小
泉

三
申
氏
の
序
が
あ
つ
て
、
そ
の
言
葉
の
中
に
、

　
　
『
余
知
十
と
交
る
こ
と
四
十
年
に
な
む
〳
〵
と
せ
り
。
常
に
以
爲
お
も
へ
ら
く
、

古
人
の
俳
人
、
初
め
に
芭
蕉
あ
り
、
中
ご
ろ
に
蕪
村
あ
り
、
一
茶
あ
り
、
後

に
は
知
十
あ
り
と
。
敢
て
み
づ
か
ら
そ
の
故
を
あ
き
ら
め
む
と
は
せ
ず
、
唯

み
づ
か
ら
こ
れ
を
信
じ
て
疑
は
ざ
る
の
み
。
』
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と
あ
る
。

　
誰
が
何
と
言
は
う
と
自
分
は
さ
う
信
じ
て
疑
は
な
い
と
言
は
れ
る
や
う
な

こ
の
序
の
筆
者
の
言
葉
は
強
い
。
俳
人
と
し
て
の
知
十
君
は
言
つ
て
見
れ
ば

俳
諧
の
暖
簾
を
う
け
繼
い
だ
六
代
目
に
も
七
代
目
に
も
、
あ
る
ひ
は
も
つ
と

後
の
代
に
も
當
る
人
で
、
初
代
の
芭
蕉
も
し
く
は
そ
こ
か
ら
分
れ
て
江
戸
座

の
一
風
を
成
し
た
其
角
な
ぞ
が
出
發
當
時
の
苦
勞
は
せ
ず
に
濟
ん
だ
か
と
思

ふ
。
あ
の
蕉
門
の
諸
詩
人
が
嘗
め
た
や
う
な  

虚    

栗  

み
な
し
ぐ
り

時
代
の
に
が
い
彷
徨

は
知
十
君
に
は
な
い
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
古
い
俳
人
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
措

い
て
、
も
つ
と
自
分
等
の
時
代
に
近
い
一
茶
を
引
合
に
出
し
て
見
る
こ
と
が

お
も
し
ろ
く
な
い
か
と
思
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
た
ら
知
十
君
の
特
色
が
は
つ

き
り
わ
た
し
た
ち
の
胸
に
纏
ま
つ
て
浮
ん
で
來
は
し
な
い
か
と
思
つ
て
居
る
。
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江
戸
に
於
け
る
十
年
さ
す
ら
ひ
の
生
活
は
芭
蕉
の
や
う
な
人
に
も
都
會
人
ら

し
い
と
こ
ろ
を
與
へ
た
か
と
思
は
れ
る
ふ
し
も
あ
る
が
、
一
茶
は
あ
の
中
年

の
長
い
放
浪
生
活
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
江
戸
じ
ま
ぬ
こ
と
お
び
た
ゞ
し
い
。

無
器
用
で
、
正
直
で
、
狹
量
で
、
多
分
の
野
性
に
富
ん
で
ゐ
て
、
容
易
に
他

と
調
和
し
が
た
い
一
茶
が
田
舍
に
置
い
て
考
へ
て
見
た
い
人
な
ら
、
『
鶯
日
』

の
作
者
は
ど
こ
ま
で
も
東
京
の
水
で
洗
つ
て
洗
ひ
ぬ
い
た
や
う
な
人
で
あ
る
。

そ
こ
に
都
會
の
詩
人
ら
し
さ
が
あ
る
。

　
心
が
涼
し
け
れ
ば
、
句
も
ま
た
涼
し
い
。
そ
の
涼
し
さ
を
失
は
ず
に
持
ち

つ
ゞ
け
て
行
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
『
鶯
日
』
二
卷
に
溢
れ
て
ゐ
る
や
う
な
あ

の
活
氣
と
色
艶
と
に
富
ん
だ
詩
情
が
迸
り
出
て
來
て
ゐ
る
。
物
わ
か
り
の
よ

さ
、
情
の
あ
つ
さ
な
ぞ
は
、
二
卷
の
ど
の
頁
に
も
見
出
さ
れ
る
。
作
者
は
ま
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た
、
都
會
の
人
に
し
て
初
め
て
捉
へ
得
る
や
う
な
も
の
を
實
に
お
も
し
ろ
く

短
い
十
七
字
の
形
に
盛
つ
て
見
せ
る
感
覺
の
鋭
敏
さ
を
具
へ
て
ゐ
る
。
こ
れ

を 

天  
稟 

て
ん
ぴ
ん

と
思
は
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
ど
う
か
す
る
と
わ
た
し
は
作
者

が
贈
答
の
句
な
ぞ
に
突
き
當
つ
て
、
あ
ま
り
の
輕
さ
に
ま
ご
つ
く
こ
と
も
あ

る
。

　
　
　
　
新
年
に
一
つ
ま
ゐ
ら
う
松
の
鮨

　
い
か
に
も
知
十
君
の
句
ら
し
い
。
そ
こ
に
は
口
を
衝
い
て
出
る
や
う
な
才

華
の
煥
發
が
あ
り
、
わ
ざ
と
ら
し
く
な
い
ユ
ウ
モ
ア
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の

松
の
鮨
で
す
ら
、
最
早
淺
草
代
地
の
名
物
で
も
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
小
松
が

何
を
食
は
せ
る
店
で
、
辨
松
が
何
の
仕
出
し
す
る
家
か
も
分
ら
な
く
な
つ
て

行
く
日
が
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
都
會
の
詩
人
が
書
い
た
も
の
に
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も
か
な
り
難
解
に
思
は
れ
る
部
分
が
殘
ら
う
。
と
も
あ
れ
、
『
鶯
日
』
の
作

者
に
は
、
や
ゝ
も
す
る
と
都
會
の
人
の
陷
り
易
い
早
呑
込
み
が
な
い
。
す
べ

て
が
正
味
だ
。
作
者
は
痰
を
吐
く
如
く
に
句
を
作
る
べ
し
と
言
つ
て
ゐ
て
、

虚
心
平
氣
な
ら
ば
何
の
難
い
こ
と
が
あ
ら
う
か
と
語
つ
て
見
せ
た
と
い
ふ
こ

と
が
、
小
泉
氏
の
序
の
中
に
も
見
え
る
。
こ
の
鶯
の
好
い
聲
は
さ
う
ざ
ら
に

聞
か
れ
る
も
の
と
も
思
は
れ
な
い
。
眞
似
の
造
り
聲
で
は
も
と
よ
り
な
い
。

　
　
　
　
君
が
手
を
わ
が
ふ
と
こ
ろ
に
夜
寒
か
な

　
こ
の
句
な
ぞ
知
十
君
の
生
涯
の
中
で
い
つ
頃
に
出
來
た
も
の
か
、
そ
の
邊

は
よ
く
知
ら
な
い
が
、
い
か
に
も
眞
情
が
う
ち
出
し
て
あ
つ
て
好
ま
し
い
。

　
　
　
　
青
簾
壁
は
ま
だ
中
塗
り
の
ま
ゝ

　
　
　
　
い
つ
ま
で
も
簾
の
青
き
願
か
な
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わ
た
し
は
都
會
詩
人
と
し
て
の
知
十
君
の
特
色
を
そ
の
夏
の
句
に
見
つ
け

る
こ
と
が
多
い
と
思
ひ
、
殊
に
句
の
姿
も
涼
し
い
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
が
、

こ
ゝ
に
は
盡
し
が
た
い
。

　
　
　
　
　
秋
草

　
過
日
、
わ
た
し
は
も
の
の
は
じ
に
、
こ
と
し
の
夏
の
こ
と
を
書
き
添
へ
る

つ
も
り
で
、
思
は
ず
い
ろ
〳
〵
な
こ
と
を
書
き
、
親
戚
か
ら
送
つ
て
貰
つ
た

桃
の
葉
で
僅
か
に
汗
疹
あ
せ
も
を
凌
い
だ
こ
と
、
遲
く
ま
で
戸
も
閉
め
ら
れ
な
い
眠

り
が
た
い
夜
の
多
か
つ
た
こ
と
、
覺
え
て
置
か
う
と
思
ふ
こ
と
も
か
な
り
多

い
と
書
い
て
見
た
。
こ
の
稀
な
大
暑
を
忘
れ
な
い
た
め
、
流
し
つ
ゞ
け
た
熱
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い
汗
を
縁
側
の
前
の
秋
草
に
で
も
寄
せ
て
、
寢
言
な
り
と
書
き
つ
け
よ
う
と

思
ふ
心
持
を
も
そ
の
時
に
引
き
出
さ
れ
た
。
こ
と
し
の
や
う
な
年
も
め
づ
ら

し
い
。
わ
た
し
の
住
む
町
の
あ
た
り
で
は
秋
を
も
待
た
な
い
で
枯
れ
て
行
つ

た
草
も
多
い
。
坂
の
降
り
口
に
あ
る
乾
き
切
つ
た
石
段
の
横
手
の
芝
な
ぞ
も

そ
れ
だ
。
日
頃
懇
意
な
植
木
屋
が
呉
れ
た
根
も
淺
い
鉢
植
の
七
草
は
、
こ
れ

も
と
つ
く
に
死
ん
で
行
つ
た
仲
間
だ
。
こ
の
旱
天
を
凌
い
で
、
と
に
も
か
く

に
も
生
き
つ
ゞ
け
て
來
た
一
二
の
秋
草
の
姿
が
わ
た
し
の
眼
に
あ
る
。
多
く

の
山
家
育
ち
の
人
達
と
同
じ
や
う
に
、
わ
た
し
も
草
木
な
し
に
は
ゐ
ら
れ
な

い
方
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
〳
〵
な
も
の
を
植
ゑ
る
に
は
植
ゑ
て
見
た
が
、

日
當
り
は
わ
る
く
、
風
通
し
も
よ
く
な
く
、
お
ま
け
に
谷
の
底
の
や
う
な
こ

の
町
中
で
は
、
ど
の
草
も
思
ふ
や
う
に
生
長
し
な
い
。
さ
う
い
ふ
中
で
、
わ
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た
し
の
好
き
な
蕙
か
を
り
ぐ
さだ
け
は
殘
つ
た
。
わ
た
し
の
家
の
庭
で
見
せ
た
い
も
の
は
、

と
言
つ
た
と
こ
ろ
で
、
ほ
ん
と
に
猫
の
額
ほ
ど
し
か
な
い
や
う
な
狹
い
と
こ

ろ
に
僅
か
の
草
木
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
で
も
こ
の
支
那
の
蘭
の
花
の
さ

か
り
だ
け
は
見
せ
た
い
。
蕙
は
、
春
咲
く
蘭
に
對
し
て
、
秋
蘭
と
呼
ん
で
見

て
も
い
ゝ
も
の
で
、
か
れ
が
長
い
冬
季
の
霜
雪
に
耐
へ
て
も
蕾
を
用
意
す
る

だ
け
の
力
を
も
つ
た
北
の
も
の
な
ら
、
こ
れ
は
激
し
い
夏
の
暑
さ
を
凌
い
で

花
を
つ
け
る
南
の
も
の
だ
。
緑
も
添
ひ
、
花
も
白
く
咲
き
出
る
頃
は
、
い
か

に
も
清
い
秋
草
の
感
じ
が
深
い
。
こ
の
蕙
が
今
は
花
の
さ
か
り
で
あ
る
。
さ

う
言
へ
ば
、
長
く
都
會
に
住
ん
で
見
る
ほ
ど
の
も
の
で
、
町
中
に
來
る
夏
の

親
し
み
を
覺
え
な
い
も
の
は
な
か
ら
う
が
、
夏
は
わ
た
し
も
好
き
で
、
種
々

な
景
物
や
情
趣
が
わ
た
し
の
心
を
樂
し
ま
せ
る
上
に
、
暑
く
て
も
何
で
も
一
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年
の
う
ち
で
一
番
よ
く
働
け
る
書
入
れ
時
の
や
う
に
思
ひ
、
こ
れ
ま
で
殆
ん

ど
避
暑
の
旅
に
出
た
こ
と
も
な
い
。
こ
と
し
も
と
、
そ
れ
を
樂
し
み
に
し
て

ゐ
る
と
こ
ろ
へ
こ
の
陽
氣
だ
つ
た
。
不
思
議
に
も
、
こ
と
し
に
か
ぎ
つ
て
、

夏
ら
し
い
短
か
夜
の
感
じ
が
殆
ん
ど
わ
た
し
に
起
つ
て
來
な
い
。
好
い
風
の

來
る
夕
方
も
す
く
な
く
、
露
の
涼
し
い
朝
も
す
く
な
け
れ
ば
、
曉
か
ら
鳴
く

蝉
の
聲
、
早
朝
か
ら
は
じ
ま
る
ラ
ヂ
オ
體
操
の
掛
聲
ま
で
耳
に
つ
い
て
、
毎

日
三
十
度
以
上
の
熱
し
た
都
會
の
空
氣
の
中
で
は
夜
は
あ
つ
て
も
無
い
に
も

ひ
と
し
か
つ
た
。
わ
た
し
は
古
人
の
隱
逸
を
學
ぶ
で
も
何
で
も
な
く
、
何
と

か
し
て
こ
の
暑
苦
を
凌
が
う
が
た
め
の
わ
ざ
く
れ
か
ら
、
家
の
前
の
狹
い
露

地
に
十
四
五
本
ば
か
り
の
竹
を
立
て
、
三
間
ほ
ど
の
垣
を
結
ん
で
、
そ
こ
に

朝
顏
を
植
ゑ
た
。
と
い
ふ
は
、
隣
家
に
め
ぐ
ら
し
て
あ
る
高
い
ト
タ
ン
塀
か
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ら
來
る
反
射
が
、
ま
と
も
に
わ
た
し
の
家
の
入
口
の
格
子
を
も
露
地
に
接
し

た
窓
を
も
射
る
か
ら
で
あ
つ
た
。
わ
た
し
は
ま
だ
日
の
出
な
い
う
ち
に
朝
顏

に
水
を
そ
ゝ
ぐ
こ
と
の
發
育
を
促
す
に
好
い
方
法
で
あ
る
と
知
つ
て
、
そ
れ

を
毎
朝
の
日
課
の
や
う
に
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
そ
こ
に
も
可
憐
な
秋
草
の
成

長
を
見
た
。
花
の
さ
ま
／
″
＼
、
葉
の
さ
ま
／
″
＼
、
蔓
の
さ
ま
／
″
＼
を

見
て
も
、
朝
顏
は
か
な
り
古
い
草
か
と
思
ふ
。
蒸
暑
く
寢
苦
し
い
夜
を
送
つ

た
後
な
ぞ
、
わ
た
し
は
町
の
空
の
白
ま
な
い
う
ち
に
起
き
て
、
夜
明
け
前
の

靜
か
さ
を
樂
し
む
こ
と
も
あ
る
。
二
階
の
窓
を
あ
け
て
見
る
と
、
ま
だ
垣
も

暗
い
。
そ
の
う
ち
に
、
紅
と
藍
色
と
の
ま
じ
つ
た
も
の
を
基
調
の
色
素
に
し

て
瑠
璃
に
も
行
け
ば
柿
色
に
も
薄
む
ら
さ
き
に
も
行
き
、
そ
の
極
は
白
に
も

行
く
や
う
な
花
の
顏
が
ほ
の
か
に
見
え
て
來
る
。
物
數
寄

も
の
ず
き

な
家
族
の
も
の
の
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あ
つ
ま
り
の
こ
と
で
、
花
の
風
情
を
人
の
姿
に
見
立
て
、
あ
る
も
の
に
は
大

音
羽
屋
、
あ
る
も
の
に
は
橘
屋
、
あ
る
も
の
に
は
勉
強
家
な
ど
の
名
が
つ
い

た
と
い
ふ
の
も
、
見
る
か
ら
に
み
づ
〳
〵
し
い
生
氣
を
呼
吸
す
る
草
の
一
も

と
を
頼
ま
う
と
す
る
か
ら
の
戲
れ
で
あ
つ
た
。
時
に
は
、
大
森
の
方
か
ら
魚

を
賣
り
に
來
る
男
が
狹
い
露
地
に
荷
を
お
ろ
し
、
蕾
を
見
せ
た
草
の
根
を
踏

み
折
る
こ
と
な
ぞ
も
あ
つ
た
。
そ
よ
と
の
風
も
部
屋
に
な
い
暑
い
日
ざ
か
り

に
も
、
そ
の
垣
の
前
ば
か
り
は
坂
に
續
く
石
段
の
方
か
ら
通
つ
て
來
る
か
す

か
な
風
を
感
ず
る
。
わ
た
し
は
そ
の
前
を
往
つ
た
り
來
た
り
し
て
、
曾
て
朝

顏
狂
と
言
は
れ
た
ほ
ど
こ
の
花
に
凝
つ
た
鮫
島
理
學
士
の
こ
と
を
思
ひ
出
す
。

手
長
、
獅
子
、
牡
丹
な
ぞ
の
講
釋
を
聞
か
せ
て
呉
れ
た
あ
の
理
學
士
の
聲
は

ま
だ
わ
た
し
の
耳
に
あ
る
。
今
度
わ
た
し
は
そ
の
人
の
愛
し
た
も
の
を
自
分

129 秋草



で
も
す
こ
し
ば
か
り
植
ゑ
て
見
て
、
ど
の
草
で
も
花
咲
く
さ
か
り
の
時
を
持

た
な
い
も
の
は
な
い
こ
と
を
知
つ
た
。
お
そ
ら
く
ど
ん
な
藝
術
家
で
も
花
の

純
粹
を
譯
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
言
つ
て
見
せ
た
ロ
ダ
ン
の
や
う
な
人

も
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
に
籠
る
眞
實
も
思
ひ
當
る
。
朝
顏
を
秋
草
と
い
ふ
は
、

い
つ
の
頃
か
ら
誰
の
言
ひ
出
し
た
こ
と
か
は
知
ら
な
い
が
、
梅
雨
あ
け
か
ら

秋
風
ま
で
も
味
は
せ
て
呉
れ
る
こ
ん
な
花
も
め
づ
ら
し
い
と
思
ふ
。
わ
た
し

が
こ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
の
は
九
月
の
十
二
日
だ
。
新
涼
の
秋
氣
は
す
で
に
二

階
の
部
屋
に
も
滿
ち
て
來
た
。
こ
の
一
夏
の
間
、
わ
た
し
は
例
年
の
三
分
の

一
に
當
る
ほ
ど
も
自
分
の
仕
事
を
な
し
得
ず
、
せ
め
て
煩
は
な
か
つ
た
だ
け

で
も
あ
り
が
た
い
と
思
へ
と
人
に
言
は
れ
て
、
僅
か
に
慰
め
る
ほ
ど
の
日
を

送
つ
て
來
た
が
、
花
は
そ
の
間
に
二
日
休
ん
だ
だ
け
で
、
垣
の
ど
こ
か
に
眸
ひ
と
み
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を
見
開
か
な
い
と
い
ふ
朝
と
て
も
な
か
つ
た
。
今
朝
も
、
わ
た
し
の
家
で
は
、

十
八
九
輪
も
の
眼
の
さ
め
る
や
う
な
や
つ
が
互
の
小
さ
な
生
命
を
競
ひ
合
ふ

や
う
に
咲
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
か
ら
追
々
と
花
も
小
さ
く
な
つ
て
、
秋
深
い
空

氣
の
中
に
咲
き
殘
る
の
も
ま
た
捨
て
が
た
い
風
情
が
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
こ
の
ご
ろ
の
日
課

　
海
に
山
に
暑
さ
を
避
け
よ
う
と
す
る
人
も
多
い
中
で
、
わ
た
し
は
こ
れ
ま

で
殆
ん
ど
避
暑
と
い
ふ
こ
と
に
出
掛
け
た
こ
と
の
な
い
も
の
の
一
人
だ
。
夏

の
凌
ぎ
が
た
い
の
は
、
む
し
ろ
梅
雨
明
け
の
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
通
り
越
せ
ば

わ
た
し
た
ち
の
か
ら
だ
も
い
く
ら
か
暑
さ
に
慣
れ
て
來
る
。
そ
れ
に
夏
は
自
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分
の
好
き
な
季
節
で
も
あ
つ
て
、
暑
く
て
も
な
ん
で
も
割
合
に
仕
事
の
出
來

る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
町
中
を
離
れ
る
氣
に
な
ら
な
い
。
こ
ゝ
ろ
み
に
、
こ

の
ご
ろ
の
日
課
を
書
き
つ
け
て
見
る
。

　
怠
け
も
の
の
體
操
。
こ
れ
は
一
名
エ
キ
サ
ア
サ
イ
ズ
・
オ
ン
・
ゼ
・
ベ
ッ

ド
で
、
半
身
づ
ゝ
の
極
靜
か
な
運
動
で
あ
る
。
枕
の
上
で
寢
な
が
ら
出
來
る

と
こ
ろ
か
ら
、
な
ま
け
も
の
の
體
操
の
名
が
あ
る
。
鷄
の
鳴
聲
を
聞
き
つ
け

る
こ
ろ
に
眼
を
さ
ま
し
て
そ
の
ま
ま
枕
の
上
で
運
動
に
と
り
か
ゝ
る
。
末
梢

よ
り
中
樞
に
及
ぼ
し
、
あ
る
ひ
は
中
樞
よ
り
末
梢
に
及
ぼ
す
。
約
三
十
分
ば

か
り
。

　
朝
早
く
火
鉢
の
火
を
つ
ぎ
鐵
瓶
の
湯
の
沸
く
や
う
に
し
て
置
い
て
、
そ
れ
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か
ら
朝
顏
の
根
に
水
を
そ
ゝ
ぎ
に
行
く
。
去
年
か
ら
わ
た
し
は
こ
ん
な
朝
顏

の
培
養
を
は
じ
め
た
が
、
こ
れ
は
風
雅
で
も
洒
落
で
も
な
く
、
隣
家
の
高
い

ト
タ
ン
塀
か
ら
來
る
烈
し
い
日
光
の
反
射
を
防
が
う
が
た
め
の
必
要
か
ら
思

ひ
つ
い
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
で
も
、
早
曉
の
草
の
手
入
れ
は
、
そ
の
こ
と
が

す
で
に
爽
か
で
涼
し
い
。
地
を
割
つ
て
頭
を
持
ち
上
げ
る
貝
割
葉
の
こ
ろ
か

ら
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
も
な
い
や
う
な
朝
顏
の
中
に
は
、
最
早
三
尺
あ
ま

り
も
自
然
な
蔓
の
姿
を
見
せ
て
、
七
月
は
じ
め
の
生
氣
を
呼
吸
し
て
ゐ
る
の

も
あ
る
。

　
朝
茶
。
小
一
時
間
ば
か
り
の
朝
茶
の
時
が
わ
た
し
に
は
一
日
の
中
の
樂
し

い
靜
坐
の
時
で
あ
る
。
外
國
の
作
者
の
書
い
た
も
の
を
見
る
と
、
朝
早
く
屋
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外
を
一
𢌞
り
し
て
一
時
間
ば
か
り
を
散
歩
の
時
に
あ
て
、
そ
れ
か
ら
歸
つ
て

來
て
自
分
で
コ
ー
ヒ
イ
を
沸
か
し
、
い
は
ゆ
る
プ
ッ
チ
・
デ
ヂ
ュ
ネ
と
い
ふ

や
つ
を
と
る
や
う
な
習
慣
の
人
も
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
仕
事

を
控
へ
て
の
早
朝
の
散
歩
も
ど
ん
な
も
の
か
。

　
ず
つ
と
以
前
淺
草
新
片
町
の
方
に
住
ん
だ
こ
ろ
、
わ
た
し
も
よ
く
夏
の
朝

の
散
歩
に
出
て
隅
田
川
の
岸
な
ど
を
歩
き
𢌞
つ
た
も
の
だ
が
、
あ
の
こ
ろ
は

午
前
の
十
一
時
ご
ろ
か
ら
仕
事
に
と
り
か
ゝ
つ
て
、
お
も
に
午
後
に
働
い
た
。

家
の
も
の
の
寢
し
ず
ま
る
深
夜
の
こ
ろ
ま
で
机
に
む
か
つ
て
ゐ
て
、
ど
う
か

す
る
と
一
番
鷄
の
聲
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ご
ろ
は
お

も
に
午
前
中
を
仕
事
に
あ
て
た
い
と
思
ふ
も
の
だ
か
ら
、
朝
早
く
そ
こ
い
ら

を
歩
き
𢌞
る
と
な
る
と
、
い
ろ
〳
〵
見
つ
け
る
物
象
も
多
い
か
は
り
に
、
ど
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う
も
氣
が
散
つ
て
困
る
。
や
は
り
今
の
わ
た
し
に
は
靜
か
に
し
て
ゐ
る
方
が

い
ゝ
。
た
ま
に
は
家
の
も
の
を
連
れ
、
月
島
の
魚
河
岸
の
方
ま
で
出
掛
け
て

行
つ
て
、
そ
こ
で
探
し
た
鮮
魚
な
ぞ
を
提
げ
な
が
ら
、
朝
飯
前
に
歸
つ
て
來

る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
づ
例
外
だ
。

　
朝
食
。
毎
朝
簡
單
に
茶
粥
で
濟
ま
せ
る
。
一
こ
ろ
は
オ
ー
ト
・
ミ
イ
ル
を

試
み
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、
ど
う
し
た
も
の
か
町
で
賣
る
品
も
粗
惡
な
も
の

ば
か
り
に
な
つ
て
、
だ
ん
〳
〵
自
分
の
口
に
は
適
し
な
く
な
つ
た
。
茶
粥
二

椀
、
牛
乳
一
合
、
そ
の
用
ゐ
方
は
殆
ん
ど
オ
ー
ト
・
ミ
イ
ル
の
場
合
と
同
じ

だ
。
こ
れ
が
ま
た
わ
た
し
の
好
物
の
一
つ
だ
。
奈
良
の
方
の
寺
で
は
茶
粥
に

里
芋
を
ま
ぜ
る
と
い
ふ
話
を
あ
る
人
か
ら
聞
い
て
、
そ
れ
も
試
み
た
こ
と
が
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あ
る
が
、
す
こ
し
味
が
重
く
な
る
か
と
思
ふ
。
野
菜
の
ス
ー
プ
に
燒
昆
布
を

入
れ
て
造
る
こ
と
は
わ
た
し
の
思
ひ
付
き
だ
が
、
そ
ん
な
も
の
で
も
あ
れ
ば

朝
の
食
事
は
一
層
樂
し
い
。

　
今
の
わ
た
し
に
夏
が
好
い
と
い
ふ
こ
と
の
一
つ
は
、
日
の
長
い
と
い
ふ
こ

と
で
も
あ
る
。
な
る
べ
く
わ
た
し
は
午
前
中
に
自
分
の
仕
事
を
濟
ま
す
や
う

に
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
小
半
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
戸
川
秋
骨
君
に
誘
は
れ
て
喜
多
氏
方
例
會
の
席

　
　
　
　
　
に
小
半
日
を
送
る
）
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曾
て
山
陰
の
旅
に
出
掛
け
て
、
石
見
い
は
み
の
國
益
田
に
あ
る
古
い
寺
院
の
奧
に
、

雪
舟
の
遺
し
た
庭
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
古
大
家
の
意
匠
を
前
に
し
て
、

わ
た
し
は
し
ば
ら
く
旅
の
時
を
送
つ
て
來
た
。
近
代
の
曙
は
ま
だ
そ
ん
な
と

こ
ろ
に
殘
つ
て
、
私
の 
眼  

前 
め
の
ま
へ

に
息
づ
い
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
た
。
し
か
も

そ
こ
に
あ
る
草
木
は
み
な
新
葉
を
着
け
て
ゐ
て
、
そ
の
古
い
庭
の
意
匠
と
生

々
と
し
た
草
木
の
新
し
さ
と
の
混
じ
合
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
た
し
は
言
ふ

に
言
は
れ
ぬ
深
い
感
じ
に
打
た
れ
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
喜
多
氏
方
の
例

會
に
來
て
、
そ
の
見
物
席
に
身
を
置
い
た
時
の
わ
た
し
の
感
じ
が
そ
れ
だ
。

そ
の
舞
臺
で
演
ぜ
ら
る
ゝ
こ
と
は
近
代
の
極
早
い
頃
か
ら
流
れ
傳
は
つ
た
古
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人
の
意
匠
を
受
け
繼
ぎ
受
け
繼
ぎ
し
て
來
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
し
か
も
舞

臺
の
上
の
人
は
み
な
新
し
い
。

　
能
の
舞
臺
に
は
一
曲
ご
と
に
變
化
す
る
背
景
も
な
い
。
幕
と
い
ふ
も
の
も

な
い
。
た
ゞ
松
の
緑
の
構
圖
を
以
て
し
た
簡
素
な
板
戸
が
あ
る
の
み
だ
。
そ

こ
に
は
一
切
の
陰
影
と
な
る
べ
き
も
の
を
悉
く
追
ひ
出
し
て
あ
る
や
う
に
見

え
る
。
こ
の
單
調
を
破
つ
て
、
平
地
に
波
瀾
を
引
き
起
す
こ
と
は
容
易
で
な

い
。
先
づ
基
調
を
起
し
て
來
る
笛
、
引
き
續
い
て
起
る
大
鼓
小
鼓
の
音
、
そ

の
間
に
ま
じ
る
驚
く
ば
か
り
激
し
い
掛
け
聲
、
そ
れ
ら
の 

甲  

高 

か
ん
だ
か

く
強
い
音

と
、
や
さ
し
く
柔
い
音
と
の
調
節
に
は
じ
ま
つ
て
、
や
が
て
肉
聲
の
合
唱
が

續
く
。
わ
た
し
た
ち
の
ま
ご
〳
〵
し
て
ゐ
る
心
は
い
つ
の
間
に
か
劇
中
の
世
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界
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
る
。
能
の
演
技
に
あ
つ
て
は
こ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
な

り
、
コ
オ
ラ
ス
な
り
の
働
き
が
一
通
り
で
な
い
こ
と
を
知
る
。

　
能
の
舞
臺
の
位
置
は
、
所
謂
ア
ン
フ
ィ
シ
ヤ
タ
ア
風
の
演
技
場
に
比
べ
て
、

ず
つ
と
高
い
。
仰
ぎ
見
る
ほ
ど
の
位
置
に
は
あ
つ
て
も
、
見
お
ろ
す
や
う
な

位
置
に
は
造
ら
れ
て
な
い
。
こ
の
位
置
の
高
さ
は
、
舞
臺
の
正
面
の
前
に
、

あ
る
ひ
は
そ
の
周
圍
に
、
あ
る
空
虚
な
深
さ
を
つ
く
る
。
舞
臺
に
立
つ
能
役

者
が
正
面
の
柱
の
側
ま
で
進
み
出
で
ゝ
來
る
時
に
、
殊
に
そ
の
效
果
を
感
じ

過
ぎ
る
く
ら
ゐ
だ
。

　
古
い
散
樂
と
言
つ
た
時
代
か
ら
能
樂
に
移
る
頃
の
舞
臺
の
構
造
は
ど
ん
な
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も
の
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
あ
の
舞
臺
の
上
部
に
原
形
を
殘
し
た
や
う
な
屋
根

の
形
と
い
ひ
、
三
方
よ
り
見
ら
れ
る
や
う
に
露
出
し
た
舞
臺
面
の
意
匠
と
い

ひ
、
日
光
の
導
き
方
か
ら
、
あ
る
意
味
で
の
光
線
の
無
視
と
い
ひ
、
正
面
の

背
景
、
隱
れ
た
樂
屋
の
位
置
、
す
べ
て
が
屋
外
の
裝
置
で
な
い
も
の
は
な
い

や
う
な
氣
が
す
る
。
言
つ
て
見
る
な
ら
、
今
見
る
能
の
舞
臺
と
い
ふ
も
の
は

も
つ
と
日
光
の
滿
ち
た
屋
外
へ
こ
の
ま
ゝ
持
ち
出
す
こ
と
も
出
來
よ
う
と
い

ふ
氣
さ
へ
し
て
來
る
。
能
の
演
技
か
ら
わ
た
し
た
ち
の
受
け
る
印
象
は
、
繪

畫
的
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
彫
刻
的
で
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
印
象
の
起
つ

て
來
る
と
い
ふ
の
も
、
一
つ
は
そ
の
舞
臺
の
構
造
、
裝
置
、
あ
る
ひ
は
そ
の

高
さ
な
ぞ
の
約
束
に
も
と
づ
く
こ
と
を
思
ふ
。
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能
に
は
、
殘
存
し
た
中
世
そ
の
ま
ゝ
の
や
う
な
稚
拙
が
あ
る
。

　
近
代
の
曙
ら
し
い
憂
鬱
も
感
じ
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
充
實
し
た
感
じ
は
ど
う
だ
、
舞
臺
は
さ
な
が
ら
嚴

肅
な
道
場
の
や
う
に
さ
へ
見
え
る
時
が
あ
る
。

　
こ
ん
な
に
美
し
い
も
の
が
殘
つ
て
ゐ
る
の
に
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
ゐ
た
の

か
と
思
ふ
ほ
ど
わ
た
し
を
驚
か
し
た
の
は
、
喜
多
六
平
太
氏
が
受
持
つ
た
役

の
蝉
丸
の
面
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
生
き
て
ゐ
る
人
の
動
い
た
顏
に
行
く
よ
り

も
、
反
つ
て
あ
の
一
見
靜
物
の
や
う
な
面
に
よ
り
多
く
の
表
情
と
、
感
動
と
、
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性
格
と
を
見
出
す
。
六
平
太
氏
が
あ
の
蝉
丸
の
面
を
つ
け
て
、
長
い
こ
と
動

か
ず
に
わ
た
し
た
ち
の
前
に
立
つ
て
ゐ
た
時
は
、
無
量
の
思
ひ
の
籠
る
彫
刻

を
見
る
感
じ
が
し
た
。
す
ぐ
れ
た
能
役
者
の
あ
ら
は
し
て
見
せ
る
も
の
は
、

そ
の
姿
勢
の
一
つ
〳
〵
が
彫
刻
そ
の
ま
ゝ
で
あ
る
か
と
も
思
ふ
。

　
蝉
丸
は
王
子
で
あ
る
。
何
故
に
あ
の
盲
目
な
王
子
が
父
の
帝
に
よ
り
て
捨

て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
、
そ
の
作
者
の
意
圖
は
は
つ
き
り
と
わ
た
し

た
ち
の
胸
に
來
な
い
。
わ
た
し
の
想
像
に
よ
る
と
、
蝉
丸
は
中
世
風
な
苦
行

者
の
首
途
か
ど
で
に
置
か
れ
た
王
子
で
あ
つ
て
、
父
な
る
帝
は
そ
の
子
に
解
脱
へ
の

道
を
教
へ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
が
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
想
像
で
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
お
そ
ら
く
中
世
の
昔
の
人
達
は
あ
の
作
者
の
意
圖
を
今
日
の
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わ
た
し
た
ち
よ
り
遙
か
に
よ
く
汲
み
取
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
ひ
き
か
へ

て
、
不
幸
な
王
子
の
姿
は
あ
り
〳
〵
と
わ
た
し
た
ち
の
眼
に
浮
ぶ
。
作
者
の

説
き
明
さ
う
と
す
る
も
の
が
時
と
共
に
失
は
れ
て
來
た
後
世
に
な
つ
て
も
、

そ
の
人
の
感
じ
た
も
の
だ
け
は
こ
ん
な
に
長
く
殘
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
思
は
れ

る
。

　
わ
た
し
は
こ
の
年
に
な
る
ま
で
、
僅
か
に
三
度
し
か
能
樂
堂
に
足
を
踏
み

入
れ
た
こ
と
が
な
い
。
一
度
は
寶
生
の
舞
臺
に
俊
寛
を
見
た
時
。
一
度
は
同

じ
舞
臺
に
安
宅
を
見
た
時
。
今
一
度
が
こ
の
喜
多
氏
方
だ
。
戸
川
君
が
わ
た

し
の
た
め
に
六
平
太
氏
の
蝉
丸
を
選
ん
で
誘
つ
て
呉
れ
た
の
は
あ
り
が
た
か

つ
た
。
わ
た
し
は
ま
だ
高
砂
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
六
平
太
氏
の
や
う
な
す
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ぐ
れ
た
能
役
者
に
よ
り
て
演
ぜ
ら
る
ゝ
高
砂
は
、
わ
た
し
の
見
た
い
と
思
ふ

も
の
の
一
つ
だ
。

　
謠
曲
が
純
粹
な
佛
教
時
代
の
文
學
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
わ
た
し
に
は

疑
問
で
あ
る
。
本
地
垂
跡
の
教
と
、
そ
の
後
に
來
る
兩
部
神
道
と
の
發
達
し

た
中
間
の
時
代
へ
持
つ
て
行
つ
て
、
謠
曲
の
文
學
を
考
へ
て
見
た
い
氣
が
す

る
。

　
能
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
の
う
ち
、
戸
川
君
が
そ
の
隨
筆
集
に
載
せ
た

一
文
は
よ
く
わ
た
し
の
胸
に
浮
ぶ
。
あ
れ
は
好
い
隨
筆
だ
つ
た
。
能
の
持
つ

特
色
に
つ
い
て
い
ろ
〳
〵
な
こ
と
を
わ
た
し
に
教
へ
て
呉
れ
た
の
も
あ
の
隨
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筆
だ
。
た
し
か
魚
の
活
き
返
る
お
も
し
ろ
い
物
語
、
地
獄
に
墮
ち
て
苦
し
む

男
の
物
語
な
ぞ
が
い
か
に
能
舞
臺
の
上
で
表
現
さ
れ
る
か
も
、
あ
の
中
に
書

か
れ
て
あ
つ
た
と
覺
え
て
ゐ
る
。
野
口
米
次
郎
君
も
能
に
つ
い
て
數
篇
の
詩

文
を
書
か
れ
た
こ
と
を
想
ひ
起
す
。
舞
臺
の
上
に
動
く
能
役
者
の
足
ど
り
と

そ
の
白
い
足
袋
の
感
じ
が
、
水
中
に
動
く
魚
に
譬
へ
て
あ
つ
た
や
う
だ
が
、

あ
の
美
し
い
形
容
も
忘
れ
が
た
い
。

　
こ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
と
、
わ
た
し
の
側
に
人
が
あ
つ
て
、
能
を
見
る
に
は

相
應
な
支
度
の
い
る
こ
と
を
わ
た
し
に
言
つ
て
見
せ
た
。
し
か
し
わ
た
し
の

や
う
に
何
の
支
度
も
な
し
に
、
い
き
な
り
出
掛
け
て
行
つ
た
も
の
で
も
、
そ

れ
を
樂
し
む
こ
と
が
出
來
て
う
れ
し
か
つ
た
。
終
に
、
中
古
以
來
の
人
の
日
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常
生
活
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
能
な
ぞ
の
舞
臺
面
を
も
彩
る
も
の
の
一
つ

は
、
扇
の
活
用
で
あ
る
こ
と
を
こ
ゝ
に
書
き
添
へ
よ
う
。
こ
の
國
の
扇
は
手

や
足
ほ
ど
に
物
を
言
ふ
。
あ
れ
は
外
國
の
オ
ペ
ラ
な
ぞ
に
ち
よ
つ
と
な
い
も

の
だ
。
古
風
な
舞
な
ぞ
か
ら
あ
の
扇
の
働
き
を
引
き
離
し
て
は
考
へ
ら
れ
な

い
く
ら
ゐ
だ
。
喜
多
氏
方
で
も
あ
の
扇
が
實
に
よ
く
眼
に
つ
い
た
。

　
猶
、
能
の
や
う
な
藝
術
に
子
供
の
世
界
の
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、

ど
う
い
ふ
理
由
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
も
わ
た
し
の
知
り
た
い
と
思
ふ
こ
と
の

一
つ
で
あ
る
。
涙
の
奧
に
あ
る
深
い
悲
哀
、
笑
の
奧
に
あ
る
深
い
微
笑
、
そ

こ
ま
で
辿
つ
て
行
く
と
、
能
の
藝
術
に
隱
れ
て
ゐ
る
幽
玄
と
い
ふ
こ
と
に
突

き
當
る
心
地
も
す
る
。
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伊
香
保
土
産

　
に
は
か
に
思
ひ
立
つ
て
伊
香
保
ま
で
出
掛
け
た
。
日
頃
わ
た
し
は
避
暑
の

旅
に
出
た
こ
と
も
な
く
、
夏
は
殆
ん
ど
東
京
の
町
中
に
暮
し
て
ゐ
る
が
、
そ

の
か
は
り
春
蠶
、
秋
蠶
の
後
の
骨
休
め
を
心
掛
け
る
農
家
の
人
達
の
や
う
に
、

自
分
の
仕
事
の
合
間
を
見
て
は
ち
よ
い
ち
よ
い
小
さ
な
旅
に
出
掛
け
る
。
わ

た
し
の
足
は
よ
く
湘
南
地
方
へ
向
く
。
湯
河
原
あ
た
り
へ
は
よ
く
二
三
日
の

保
養
に
出
掛
け
て
、
あ
の
温
泉
地
で
長
い
仕
事
の
疲
れ
を
忘
れ
て
來
る
。
こ

れ
は
僅
か
の
時
間
で
氣
輕
に
行
き
得
る
た
め
で
も
あ
る
。
こ
と
し
の
六
月
、

入
梅
の
頃
は
、
す
こ
し
山
の
方
へ
向
き
を
變
へ
た
。
そ
れ
に
わ
た
し
に
取
つ
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て
は
伊
香
保
は
初
め
て
で
も
あ
つ
た
。

　
野
外
は
麥
の
熟
す
る
頃
で
、
と
こ
ろ
／
″
＼
に
濃
く
青
く
密
集
し
て
生
長

し
た
苗
代
の
あ
ざ
や
か
な
の
も
眼
に
つ
い
た
が
、
上
野
驛
か
ら
高
崎
ま
で
二

時
間
半
ば
か
り
の
平
野
の
汽
車
旅
は
か
な
り
單
調
な
感
じ
が
す
る
。
そ
の
單

調
か
ら
救
は
れ
る
の
は
、
次
第
に
近
く
山
容
を
あ
ら
は
し
て
來
る
榛
名
、
妙

義
、
赤
城
な
ぞ
の
山
々
の
眺
め
で
あ
る
。
い
つ
汽
車
で
通
つ
て
も
、
あ
の
利

根
川
の
流
域
か
ら
上
州
の
山
々
を
望
み
見
る
感
じ
は
新
鮮
で
、
そ
し
て
深
い
。

あ
れ
は
東
海
道
邊
か
ら
足
柄
連
山
を
望
む
と
も
ち
が
つ
て
、
ま
た
別
の
趣
が

あ
る
。
曾
て
七
年
の
月
日
を
小
諸
の
山
の
上
に
送
つ
た
こ
と
の
あ
る
わ
た
し

が
、
東
京
へ
の
往
き
還
り
に
、
あ
の
上
州
の
山
々
を
汽
車
の
窓
か
ら
望
ん
だ
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こ
と
も
忘
れ
が
た
い
。

　
伊
香
保
は
思
つ
た
ほ
ど
の
山
の
上
で
も
な
く
、
む
し
ろ
山
の
中
腹
の
位
置

に
あ
つ
て
、
直
ぐ
に
も
親
し
め
る
や
う
な
北
向
の 

谷  

間 

た
に
あ
ひ

で
あ
る
の
も
う
れ

し
か
つ
た
。
七
月
八
月
は
ど
の
旅
館
も
殆
ん
ど
客
で
一
ぱ
い
と
聞
く
に
、
わ

た
し
が
僅
か
の
暇
を
見
つ
け
て
か
ら
だ
を
養
ひ
に
行
つ
た
の
は
そ
ん
な
入
梅

の
季
節
だ
か
ら
、
湯
の
客
も
す
く
な
い
時
で
あ
つ
た
。
で
も
、
あ
ゝ
し
た
湯

治
場
の
さ
び
し
く
ひ
つ
そ
り
と
し
た
時
に
行
き
合
は
せ
た
の
も
わ
る
く
な
い
。

こ
の
伊
香
保
行
に
は
わ
た
し
は
か
ね
て
籾
山
梓
月
君
か
ら
贈
ら
れ
た
伊
香
保

日
記
を
旅
の
鞄
の
中
に
入
れ
て
行
つ
た
。
そ
れ
は
同
君
が
鎌
倉
で
の
日
記
と

一
緒
に
合
卷
と
し
て
あ
る
も
の
で
、
か
ね
て
非
賣
品
と
し
て
知
人
の
間
に
分

149 伊香保土産



け
ら
れ
た
ほ
ど
の
心
づ
く
し
の
册
子
で
あ
る
が
、
自
分
に
も
贈
つ
て
貰
つ
た

時
か
ら
最
早
五
年
の
月
日
が
た
ち
、
長
い
こ
と
讀
み
返
し
て
見
る
折
も
な
く

本
箱
の
中
に
し
ま
つ
て
置
い
て
あ
つ
た
も
の
だ
。
さ
す
が
に
朝
夕
を
お
ろ
そ

か
に
し
な
い
人
の
心
を
籠
め
て
書
い
た
も
の
は
、
何
年
た
つ
て
開
い
て
見
て

も
好
い
。
土
を
踏
ま
な
い
こ
と
五
十
日
、
と
そ
の
日
記
の
最
初
に
出
て
ゐ
る

病
後
ら
し
い
消
息
の
記
事
が
先
づ
身
に
し
み
た
。
家
を
出
る
に
も
そ
ゞ
ろ
に

足
が
行
き
な
や
ん
で
、
た
ち
ま
ち
眼
も
く
る
め
く
と
あ
る
。

　
　
　
　
年
寄
に
留
守
を
あ
づ
け
て
秋
の
旅

　
　
　
　 

唐  

黍 

た
う
き
び

は
採
り
て
た
う
べ
よ
留
守
の
ほ
ど

　
　
　
　
朝
顏
の
垣
根
に
寄
る
や
暇
乞

　
こ
れ
ら
は
そ
の
日
記
の
中
に
見
え
る
首
途
か
ど
で
の
吟
で
、
人
を
い
た
は
り
、
又
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み
づ
か
ら
を
い
た
は
る
病
後
の
思
ひ
が
に
じ
む
ば
か
り
に
出
て
ゐ
る
。
殊
に
、

年
寄
に
留
守
を
あ
づ
け
て
と
何
氣
な
く
う
ち
出
し
て
あ
る
述
懷
に
は
心
を
ひ

か
れ
た
。
さ
う
い
ふ
わ
た
し
は
自
分
一
人
ぎ
り
の
旅
で
も
な
い
。
川
越
か
ら

上
京
し
た
老
母
に
留
守
を
頼
み
、
妻
同
伴
で
こ
の
保
養
に
出
掛
け
て
來
た
。

　
そ
の
日
記
の
中
に
、
『
あ
ん
こ
別
れ
』
と
い
ふ
伊
香
保
言
葉
が
出
て
ゐ
る
。

こ
の
温
泉
地
へ
通
ふ
電
車
や
自
動
車
の
便
も
ま
だ
な
か
つ
た
昔
は
、
毎
年
の

夏
、
山
駕
籠
を
か
つ
ぐ
男
が
湯
の
客
の
送
り
迎
へ
に
、
麓
の
村
々
か
ら
集
ま

つ
て
來
る
も
の
も
多
か
つ
た
と
か
。
そ
ろ
〳
〵
山
も
寒
く
、
湯
の
客
も
散
ず

る
季
節
を
迎
へ
る
と
、
九
月
十
五
日
と
い
ふ
日
の
晩
を
期
し
て
、
仲
間
の
も

の
一
同
が
互
に
慰
勞
の
酒
を
酌
み
か
は
す
。
伊
香
保
に
と
ゞ
ま
つ
て
山
か
せ

ぎ
す
る
も
の
も
、
山
を
降
り
て
思
ひ
〳
〵
の
家
路
に
就
か
う
と
す
る
も
の
も
、
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こ
ぞ
り
、
つ
ど
つ
て
、
そ
の
一
夜
を
飮
み
あ
か
す
こ
と
を
駕
籠
か
き
ど
も
の

『
あ
ん
こ
別
れ
』
と
い
ふ
よ
し
で
あ
る
。

　
こ
の
『
あ
ん
こ
別
れ
』
の
一
語
に
は
伊
香
保
の
昔
が
殘
つ
て
ゐ
て
、
今
で

も
そ
れ
を
感
じ
ら
れ
る
や
う
に
思
は
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
言
葉
の
意
味
は

最
早
土
地
の
も
の
に
も
は
つ
き
り
し
な
い
。
伊
香
保
日
記
の
筆
者
も
そ
の
こ

と
を
言
つ
て
、
あ
ん
こ
は
あ
の
子
で
あ
ら
う
か
、
そ
ん
な
ら
、
あ
ん
こ
別
れ

は
あ
の
子
別
れ
で
あ
る
、
馴
染
の
女
に
別
れ
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
で
あ
ら
う
と

書
い
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
土
地
の
も
の
に
尋
ね
て
見
て
も
は
つ
き
り
し
な

い
と
言
つ
て
ゐ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
あ
ん
こ
別
れ
の
昔
を
感
ず
る
こ
と
は
出

來
て
も
、
そ
れ
を
説
き
明
す
と
い
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。
し
か
し
、
『
あ
ん
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こ
』
と
い
ふ
こ
と
は
、
わ
た
し
の
郷
里
の
方
で
も
言
ふ
。
木
曾
で
は
女
馬
を

あ
ん
こ
馬
と
も
言
ふ
。
あ
ん
こ
別
れ
は
し
ば
ら
く
馴
染
に
な
つ
た
土
地
の
女

子
に
別
れ
る
の
意
味
で
あ
ら
う
。

　
わ
た
し
た
ち
が
澁
川
か
ら
伊
香
保
に
着
い
た
の
は
、
晴
れ
た
り
曇
つ
た
り

す
る
や
う
な
日
の
午
後
で
、
時
に
薄
い
泄
れ
日
が
谷
の
窪
地
に
射
し
て
來
た

り
、
時
に
雷
雨
が
や
つ
て
來
た
り
し
た
。
輕
井
澤
あ
た
り
の
や
う
な
空
氣
の

乾
く
高
原
地
へ
行
つ
た
と
も
ち
が
ひ
、
わ
た
し
た
ち
は
山
の
中
腹
の
位
置
に

身
を
置
い
て
、
思
ふ
さ
ま
、
う
ち
濕
つ
た
山
氣
を
呼
吸
す
る
こ
と
が
出
來
た
。

一
方
に
空
が
ひ
ら
け
て
、
旅
館
に
ゐ
な
が
ら
で
も
、
遠
い
山
々
を
望
む
こ
と

の
出
來
る
や
う
な
と
こ
ろ
だ
。
秋
は
さ
ぞ
か
し
と
思
は
れ
る
。
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こ
ゝ
へ
來
て
聽
き
つ
け
る
小
鳥
の
聲
も
、
わ
た
し
に
は
自
分
の
郷
里
を
思

ひ
出
さ
せ
る
。
あ
の
木
曾
山
に
多
い
、
杉
、
檜
、
そ
れ
か
ら
栗
の
林
な
ぞ
は
、

こ
の
伊
香
保
の
里
に
も
あ
る
。
こ
ゝ
は
自
分
の
郷
里
ほ
ど
深
い
谷
間
で
も
な

く
、
又
、
あ
れ
ほ
ど
大
き
な
森
林
地
帶
で
も
な
い
が
、
そ
の
か
は
り
自
分
の

郷
里
に
は
な
い
も
の
が
あ
る
。
熱
す
ぎ
る
く
ら
ゐ
で
あ
る
が
、
し
か
し
豐
富

な
山
の
湯
が
あ
る
。

　
伊
香
保
の
里
が
水
に
乏
し
い
こ
と
も
、
ま
た
自
分
の
郷
里
を
思
ひ
出
さ
せ

る
。
ケ
エ
ブ
ル
・
カ
ア
で
登
つ
て
行
つ
て
見
れ
ば
、
山
上
に
は
榛
名
湖
の
や

う
な
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
鯉
、
鮒
、
さ
て
は
わ
か
さ
ぎ
な
ぞ
の
養
へ
る
ほ
ど

な
水
を
湛
へ
な
が
ら
、
田
畠
を
開
拓
し
よ
う
に
も
灌
漑
の
方
法
も
な
く
、
熱
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い
温
泉
を
う
め
る
水
も
な
い
と
は
、
不
思
議
な
く
ら
ゐ
の
と
こ
ろ
だ
。
先
年

の
伊
香
保
の
大
火
も
ま
た
そ
の
た
め
と
聞
く
。
同
じ
古
い
温
泉
地
で
も
熱
海

の
や
う
に
無
制
限
な
發
展
の
出
來
な
い
の
は
、
か
う
し
た
自
然
の
制
約
が
あ

る
か
ら
で
、
そ
こ
に
土
地
の
人
達
の
惱
み
も
あ
ら
う
と
察
せ
ら
る
ゝ
。
そ
の

か
は
り
、
こ
ゝ
の
山
間
に
は
好
い
清
水
が
湧
く
。
そ
の
清
さ
、
た
ま
や
か
さ

は
海
岸
の
地
方
に
な
い
も
の
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
の
言
葉
に
、
溪

水
を
飮
む
地
方
の
人
は
心
ま
で
も
潔きよ
い
と
や
ら
。
日
頃
飮
む
水
の
輕
さ
、
重

さ
、
荒
さ
、
や
は
ら
か
さ
が
、
自
然
と
わ
た
し
た
ち
の
體
質
や
氣
質
に
ま
で

影
響
す
る
こ
と
は
あ
り
さ
う
に
思
は
れ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
言
つ
て
、
伊
香

保
が
ど
こ
と
な
く
田
舍
め
き
、
他
の
温
泉
地
に
見
る
や
う
な
華
美
が
す
く
な

く
、
土
地
の
も
の
は
む
し
ろ
昔
な
が
ら
の
質
朴
を
誇
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
も
、
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偶
然
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
山
の
湯
た
り
と
も
人
の
發
掘
し
た
も
の
に
は
相
違
な
い
。
昔
の
人
は
こ
ゝ

に
神
佛
禮
拜
の
靈
場
を
結
び
つ
け
、
今
の
人
は
ス
キ
イ
場
な
ぞ
の
娯
樂
と
運

動
の
機
關
を
結
び
つ
け
る
。
さ
う
い
ふ
舊
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
が
こ
ゝ

に
は
同
棲
し
て
ゐ
る
。
二
百
年
も
以
前
か
ら
代
々
こ
の
地
に
あ
つ
て
湯
宿
を

營
む
こ
と
を
誇
り
と
し
今
だ
に
本
家
分
家
の
區
別
を
や
か
ま
し
く
言
ふ
や
う

な
古
め
か
し
さ
は
、
お
そ
ら
く
近
代
的
な
ケ
エ
ブ
ル
・
カ
ア
の
設
備
や
そ
の

大
仕
掛
な
電
氣
事
業
と
よ
く
調
和
し
な
い
や
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

こ
の
温
泉
地
に
あ
つ
て
は
左
程
の
不
調
和
で
な
い
の
も
不
思
議
だ
。
ま
つ
た

く
、
ど
こ
の
温
泉
地
に
も
見
つ
け
る
や
う
な
卑
俗
な
も
の
か
ら
、
一
切
を
洗
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ひ
き
よ
め
る
や
う
な
自
然
な
も
の
ま
で
が
一
緒
に
な
つ
て
、
し
か
も
そ
の
不

調
和
を
忘
れ
さ
せ
る
と
い
ふ
の
も
、
温
泉
の
徳
で
あ
ら
う
。

　
旅
に
來
て
は
口
に
合
ふ
食
物
も
す
く
な
い
。
わ
た
し
た
ち
の
や
う
に
往
復

三
日
ぐ
ら
ゐ
の
豫
定
で
來
て
、
山
の
見
え
る
旅
館
の
二
階
に
で
も
寢
轉
ん
で

行
け
ば
そ
れ
で
滿
足
す
る
ほ
ど
の
も
の
は
、
知
ら
な
い
土
地
へ
來
て
何
も
そ

ん
な
に
多
く
を
求
め
る
で
は
な
い
。
で
も
、
何
程
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
短
い

保
養
を
樂
し
み
に
し
て
や
つ
て
來
た
か
知
れ
な
い
。
せ
め
て
自
分
等
の
口
に

合
ふ
山
家
料
理
に
な
り
と
有
り
つ
く
こ
と
が
出
來
た
ら
ば
と
思
ふ
。
い
そ
が

し
く
物
を
煮
て
出
さ
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
か
う
し
た
湯
宿
な
ぞ
で
、
種
々
な

好
み
も
違
へ
ば
、
年
齡
も
違
ふ
男
女
の
客
を
相
手
に
、
誰
を
も
滿
足
さ
せ
る
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や
う
な
包
丁
の
使
ひ
分
け
や
、
鹽
加
減
と
い
ふ
も
の
は
あ
り
得
な
い
か
も
知

れ
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
山
の
蕨
わ
ら
びが
膳
に
上
る
季
節
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ

を 

甘  
辛 

あ
ま
か
ら

に
煮
つ
け
て
し
ま
つ
た
で
は
、
折
角
の
新
鮮
な
山
の
物
の
風
味
に

乏
し
い
。
惜
し
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
わ
た
し
た
ち
ば
か
り
で
も
な
い
と
見
え

て
、
伊
香
保
へ
入
湯
に
出
掛
け
た
親
戚
の
も
の
な
ぞ
は
皆
そ
れ
を
言
ふ
。
と

も
あ
れ
、
こ
れ
ほ
ど
樂
し
み
に
し
て
や
つ
て
來
て
、
快
い
温
泉
に
身
を
浸
す

こ
と
が
出
來
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
わ
た
し
た
ち
に
は
澤
山
だ
つ
た
。
わ
た

し
た
ち
は
ま
た
、
こ
の
温
泉
地
に
縁
故
の
深
い
故
徳
富
蘆
花
君
の
噂
な
ぞ
を

土
地
の
も
の
か
ら
聞
く
だ
け
に
も
滿
足
し
て
、
歸
り
の
土
産
に
は
伊
香
保
名

物
の
粽
ち
ま
き、
饅
頭
、
そ
れ
か
ら
東
京
の
留
守
宅
の
方
に
わ
た
し
た
ち
を
待
ち
受

け
て
ゐ
て
呉
れ
る
年
寄
の
た
め
に
木
細
工
の
刻
煙
草
入
な
ぞ
を
求
め
た
。
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山
を
降
り
る
時
の
わ
た
し
た
ち
の
自
動
車
に
は
、
一
人
の
宿
の
女
中
を
も

乘
せ
た
。
そ
の
女
中
は
齒
の
療
治
に
行
き
た
い
が
、
澁
川
ま
で
一
緒
に
乘
せ

て
行
つ
て
は
呉
れ
ま
い
か
と
言
ふ
。
こ
れ
も
東
海
道
の
旅
に
は
な
い
圖
で
あ

つ
た
。

　
　
　
　
　
京
都
日
記

六
月
八
日
。

　
川
越
の
老
母
、
昨
日
上
京
。
わ
た
し
た
ち
の
京
都
行
が
川
越
へ
も
知
ら
せ

て
あ
つ
た
の
で
、
留
守
居
か
た
／
″
＼
出
て
來
て
呉
れ
た
。
家
内
の
實
母
は

根
が
東
京
の
人
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
た
し
の
仕
事
の
あ
ひ
ま
を
見
て
は
、
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一
年
に
四
度
づ
ゝ
は
か
な
ら
ず
上
京
し
、
吾
家
に
滯
在
す
る
こ
と
を
樂
し
み

に
し
て
ゐ
る
。

九
日
。

　
き
の
ふ
は
一
日
手
紙
を
書
い
て
暮
し
た
。
あ
れ
も
、
こ
れ
も
、
と
心
に
か
ゝ

る
こ
と
は
あ
り
な
が
ら
、
最
早
何
と
な
く
小
旅
行
の
氣
分
が
浮
ん
で
來
た
。

旅
す
る
豫
定
の
日
數
も
短
か
い
か
ら
、
出
掛
け
る
前
日
を
も
旅
の
う
ち
に
數

へ
て
、
け
ふ
は
細
見
京
繪
圖
大
全
と
し
て
あ
る
文
久
版
の
古
い
京
都
の
地
圖

な
ぞ
を
取
り
出
し
て
見
た
。

十
日
。

　
京
都
蛸
藥
師
通
り
富
小
路
西
入
る
、
千
切
屋
に
投
宿
。

十
一
日
。
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朝
早
く
中
京
の
町
を
歩
い
て
見
た
。
こ
の
小
さ
な
旅
に
は
家
内
を
連
れ
て

　
來
て
、
若
王
寺
に
あ
る
和
辻
君
の
家
族
を
訪
ね
る
と
い
ふ
た
の
し
み
が
あ

　
つ
た
。
さ
す
が
に
清
げ
に
住
み
な
し
て
あ
つ
た
。
六
疊
の
客
間
に
は
座
蒲

　
團
が
五
つ
に
、
煙
草
盆
が
三
つ
も
出
た
。
晝
す
こ
し
前
に
、
和
辻
君
に
案

　
内
さ
れ
て
君
の
書
齋
を
見
、
眺
望
の
あ
る
二
階
の
部
屋
へ
も
上
つ
て
見
た
。

　
夏
は
そ
の
二
階
も
暑
い
と
聞
く
が
、
で
も
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
寢
こ
ろ
ん
で
、

　
青
い
楓
の
映
る
天
井
を
眺
め
な
が
ら
、
裏
山
の
小
鳥
の
聲
で
も
聽
い
て
見

　
た
ら
ば
と
思
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
だ
。
軒
先
に
は
枝
ぶ
り
お
も
し
ろ
い
梨
の

　
木
も
あ
つ
て
、
そ
の
風
情
の
あ
る
青
い
葉
が
客
間
か
ら
も
食
堂
か
ら
も
見

　
ら
れ
た
。
そ
れ
が
花
か
ら
實
に
變
る
頃
に
は
澁
く
て
食
は
れ
な
い
『
か
り

　
ん
』
の
實
に
似
た
も
の
が
成
る
と
の
細
君
の
話
も
出
た
。
果
樹
と
し
て
無
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能
無
用
に
近
い
こ
ん
な
梨
の
木
で
は
あ
る
が
、
風
に
も
日
の
光
に
も
敏
感

　
で
、
君
が
家
族
の
す
べ
て
の
人
達
に
愛
さ
れ
て
ゐ
た
。

　
午
後
、
和
辻
君
は
紫
野
の
大
徳
寺
へ
案
内
し
よ
う
と
言
つ
て
呉
れ
た
。
一

　
臺
の
自
動
車
は
君
等
を
載
せ
、
お
孃
さ
ん
を
載
せ
、
元
氣
な
夏
彦
君
を
載

　
せ
、
家
内
と
は
舊
い
馴
染
の
信
子
さ
ん
を
載
せ
、
そ
こ
へ
わ
た
し
た
ち
ま

　
で
割
り
込
ん
だ
時
は
車
の
上
は
二
家
族
の
も
の
で
こ
ぼ
れ
る
ば
か
り
。
乘

　
つ
て
行
つ
た
先
は
洛
北
の
地
で
、
あ
の
額
田
女
王
の
古
歌
に
あ
る
紫
野
の

　
あ
と
と
は
こ
ゝ
か
と
も
想
像
し
て
見
た
が
、
そ
の
こ
と
は
よ
く
分
ら
な
い
。

　
西
陣
の
工
藝
地
を
通
り
過
ぎ
て
行
つ
た
と
こ
ろ
に
大
徳
寺
の
古
め
か
し
い

　
境
内
が
あ
つ
た
。
一
休
禪
師
の
木
像
の
安
置
し
て
あ
る
眞
珠
庵
を
訪
ね
て
、

　
そ
の
一
隅
に
遺
つ
た
利
休
の
茶
室
を
見
る
。
庵
主
の
僧
も
不
在
の
時
で
、
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茶
室
の
窓
々
は
し
め
き
つ
て
あ
つ
た
か
ら
、
そ
こ
い
ら
は
薄
暗
い
。
僅
か

　
に
案
内
の
少
年
が
あ
け
て
呉
れ
た
一
方
の
窓
か
ら
古
い
床
の
間
の
壁
に
射

　
し
入
る
光
線
が
あ
る
ば
か
り
。
わ
た
し
た
ち
は
昔
の
人
の
意
匠
を
前
に
し

　
て
、
心
靜
か
に
時
を
送
る
こ
と
も
か
な
は
な
か
つ
た
。
と
い
ふ
の
は
餘
り

　
に
深
く
蒸
し
た
庭
の
苔
は
胸
に
迫
つ
て
來
て
、
わ
た
し
た
ち
の
凝
視
を
妨

　
げ
も
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
人
間
の
親
和
力
を
茶
の
道
に
結
び
つ
け
た
昔

　
の
人
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
深
く
物
を
考
へ
た
も
の
か
な
ど
と
、
と
り
と
め

　
も
な
い
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
、
そ
の
庵
を
辭
し
た
。
歸
路
に
は
往
き
と

　
同
じ
道
を
と
つ
て
、
新
開
地
ら
し
い
町
の
出
來
た
と
こ
ろ
を
車
の
上
か
ら

　
見
て
通
り
過
ぎ
た
。
洛
北
の
郊
外
も
今
は
激
し
く
移
り
變
り
つ
ゝ
あ
る
。

十
二
日
。
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ゆ
う
べ
家
内
を
連
れ
て
三
條
の
大
橋
近
く
ま
で
歩
い
て
見
た
。

　
京
都
に
見
る
べ
き
も
の
と
言
へ
ば
、 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

も
先
づ
こ
の
都
會
に
多
い
寺

　
院
に
指
を
屈
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
長
い
年
月
の
間
に
改
築
さ
れ
た

　
も
の
で
あ
り
、
原
形
の
ま
ゝ
な
記
念
の
建
築
物
の
殘
存
す
る
も
の
は
少
數

　
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
聞
く
。
現
に
わ
た
し
た
ち
が
見
て
來
た
大
徳
寺
の
眞

　
珠
庵
も
改
築
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
京
都
が
幾
度
か
兵

　
亂
の
巷
と
な
つ
て
、
そ
の
度
に
、
町
も
建
物
も
改
ま
つ
た
こ
と
を
語
る
も

　
の
で
あ
ら
う
。
物
語
に
見
る
朱
雀
大
路
の
あ
と
な
ぞ
も
今
は
尋
ぬ
べ
く
も

　
な
い
。
自
分
一
個
と
し
て
は
、
こ
の
都
會
に
多
い
寺
院
よ
り
も
、
む
し
ろ

　
民
家
や
商
家
の
方
に
心
を
ひ
か
れ
る
。
そ
の
民
家
、
商
家
に
見
つ
け
る
も

　
の
の
感
じ
は
、
概
し
て
簡
素
で
、
重
厚
だ
。
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今
度
京
都
に
來
て
見
て
意
外
に
め
づ
ら
し
く
思
つ
た
こ
と
は
い
ろ
〳
〵
あ

　
る
が
、
衣
、
食
、
住
、
共
に
禪
家
の
意
匠
か
ら
發
し
た
も
の
の
多
く
殘
つ

　
て
ゐ
る
こ
と
も
、
そ
の
一
つ
だ
。
遠
い
昔
の
遣
唐
使
が
支
那
か
ら
持
ち
來

　
し
た
も
の
の
深
い
影
響
を
奈
良
に
與
へ
た
こ
と
を
思
へ
ば
、
多
く
の
有
爲

　
な
僧
侶
が
宋
時
代
あ
た
り
の
支
那
か
ら
こ
の
京
都
に
持
ち
來
し
た
も
の
の

　
多
い
と
い
ふ
こ
と
も
、
不
思
議
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
す
こ
し
風
邪
の
氣
味
で
、
け
ふ
は
一
日
千
切
屋
に
暮
し
た
。
青
年
時
代
の

　
昔
に
、
江
州
の
方
か
ら
旅
し
て
來
て
、
京
都
魚
の
棚
、
油
の
小
路
と
い
ふ

　
と
こ
ろ
に
泊
つ
て
見
た
日
の
こ
と
が
胸
に
浮
ん
で
來
る
。
佛
蘭
西
か
ら
旅

　
の
歸
り
に
激
し
く
疲
れ
た
か
ら
だ
を
休
め
て
行
つ
た
の
も
、
鴨
川
の
河
原

　
か
ら
來
る
照
り
か
へ
し
の
暑
い
日
で
あ
つ
た
こ
と
な
ぞ
も
浮
ん
で
來
る
。
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家
内
は
晝
過
ぎ
か
ら
和
辻
君
の
家
へ
行
つ
て
、
夕
景
に
戻
つ
て
來
た
。
細

　
君
や
信
子
さ
ん
も
若
王
寺
か
ら
話
し
に
來
た
。

十
三
日
。

　
和
辻
君
の
周
旋
で
、
午
前
に
二
條
城
の
あ
と
を
見
る
こ
と
が
出
來
た
。
君

等
と
わ
た
し
た
ち
兩
人
は
、
思
ひ
が
け
な
い
人
に
案
内
さ
れ
て
、
今
は
離
宮

と
な
つ
て
ゐ
る
あ
の
歴
史
的
な
建
築
物
の
内
の
深
さ
に
入
つ
て
見
た
。
午
後

に
、
和
辻
君
等
に
別
れ
を
告
げ
た
。
三
日
の
滯
在
は
短
か
つ
た
が
、
わ
た
し

た
ち
は
君
の
家
族
を
こ
の
地
に
見
る
だ
け
に
も
滿
足
し
た
。
南
の
一
方
に
開

け
て
、
東
と
北
と
西
と
に
山
を
負
ふ
盆
地
の
地
勢
を
な
し
た
京
都
の
市
街
の

一
部
を
君
等
が
住
居
の
二
階
か
ら
、
又
、
樂
し
い
樹
蔭
の
多
い
若
王
寺
の
裏

山
の
位
置
か
ら
望
み
見
る
だ
け
に
も
滿
足
し
た
。
せ
め
て
こ
の
都
會
に
北
西
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の
山
の
間
が
開
け
て
ゐ
た
ら
、
と
は
今
度
來
て
見
て
、
胸
に
浮
べ
た
こ
と
だ
。

こ
の
夏
季
の
熱
と
光
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
京
都
人
は
二
階
を
低
く
し
、
窓
を

狹
く
し
、
格
子
を
深
く
し
、
壁
を
厚
く
し
、
部
屋
を
暗
く
し
て
住
む
と
も
聞

く
。
こ
れ
を
知
つ
て
見
る
と
、
わ
た
し
は
今
ま
で
漠
然
と
し
か
抱
い
て
ゐ
な

か
つ
た
吾
國
の
古
典
に
あ
る
季
節
の
感
じ
を
改
め
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

や
う
な
氣
も
す
る
。
も
う
一
度
清
少
納
言
な
ぞ
の
書
き
の
こ
し
た
も
の
を
あ

け
て
見
た
ら
、
京
都
の
夏
が
い
ろ
〳
〵
と
あ
の
草
紙
の
中
に
見
つ
け
ら
れ
て
、

例
へ
ば 

結  

縁 

け
ち
え
ん

の
説
教
を
聽
き
に
行
つ
た
日
の
暑
さ
の
描
寫
な
ぞ
も
、
今
ま

で
よ
り
は
つ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
兎
に
角
、
わ
た
し
た

ち
は
關
東
の
氣
分
で
京
都
に
あ
る
一
切
の
も
の
を
呑
み
込
み
易
い
。
や
さ
し

い
京
都
言
葉
で
す
ら
、
そ
の
實
弱
々
し
い
も
の
で
は
な
い
。
よ
く
聽
い
て
見
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れ
ば
、
一
語
々
々
張
り
の
あ
る
抑
揚
の
響
き
を
も
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の

ア
ク
セ
ン
ト
も
東
京
言
葉
に
は
な
い
も
の
の
や
う
だ
。
午
後
の
四
時
頃
、
わ

た
し
た
ち
は
彦
根
泊
り
で
京
都
を
立
つ
た
。
大
津
、
石
山
、
草
津
、
安
土
　

　
わ
た
し
に
取
つ
て
は
四
十
年
前
の
旅
の
記
憶
の
忘
れ
ら
れ
ず
に
あ
る
驛
々

を
汽
車
の
窓
か
ら
見
て
通
り
過
ぎ
た
。

十
四
日
。

　
彦
根
滯
在
。

　
曾
て
青
年
時
代
の
馬
場
君
が
こ
の
地
の
中
學
に
教
鞭
を
執
つ
た
こ
と
が
あ

　
り
、
關
ヶ
原
を
通
り
過
ぎ
て
上
京
す
る
度
に
、
そ
の
旅
の
話
の
よ
く
出
た

　
こ
と
な
ぞ
が
思
ひ
出
さ
れ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
泊
つ
た
樂
々
園
と
い
ふ
は
、

　
も
と
井
伊
氏
の
下
屋
敷
と
か
。
古
城
の
あ
と
の
一
區
域
に
そ
の
下
屋
敷
が
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あ
つ
て
、
庭
も
廣
く
、
つ
ゝ
じ
咲
き
殘
り
、
黄
ば
ん
だ
六
月
の
花
は
眼
に

　
あ
る
若
草
を
一
面
に
明
る
く
見
せ
て
ゐ
た
。
城
と
し
て
好
い
と
こ
ろ
は
、

　
城
址
と
し
て
も
好
い
と
い
ふ
あ
る
人
の
言
葉
も
わ
た
し
た
ち
を
欺
か
な
い
。

　
ち
や
う
ど
旅
客
も
す
く
な
い
時
に
泊
り
合
せ
て
、
多
く
の
部
屋
を
見
て
𢌞

　
る
と
、
西
に
湖
水
の
眺
望
が
ひ
ら
け
て
、
青
い
蘆
を
渡
つ
て
來
る
風
の
涼

　
し
い
座
敷
も
あ
る
。
ま
る
ま
げ
に
髮
を
結
つ
た
女
中
が
來
て
の
話
に
、
神

　
戸
邊
の
あ
る
年
老
い
た
商
人
を
一
夜
の
客
と
し
て
泊
め
て
見
た
と
こ
ろ
、

　
そ
の
人
は
東
京
へ
の
汽
車
の
往
き
還
り
に
い
つ
か
こ
の
彦
根
に
泊
つ
て
見

　
た
い
と
心
掛
け
な
が
ら
、
漸
く
六
十
年
の
間
に
一
度
の
思
ひ
を
果
す
こ
と

　
が
出
來
た
と
語
つ
た
と
か
。
さ
う
言
へ
ば
、
自
分
と
て
も
や
は
り
そ
の
一

　
人
だ
。
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二
條
城
の
あ
と
を
見
た
眼
で
、
こ
の
彦
根
の
城
址
を
見
る
と
、
往
時
三
十

　
五
萬
石
の
雄
藩
と
し
て
京
都
に
對
し
て
ゐ
た
井
伊
氏
の
歴
史
上
の
位
置
を

　
想
ひ
や
る
こ
と
が
出
來
る
。
と
も
あ
れ
、
あ
の
杜
子
美
の
詩
に
あ
る
『
國

　
破
山
河
在
、
城
春
草
木
深
』
と
は
文
字
通
り
こ
ゝ
に
當
て
は
ま
る
や
う
な

　
と
こ
ろ
だ
。
尾
張
、
美
濃
の
や
う
に
今
は
工
業
の
發
達
し
た
地
方
に
比
べ

　
る
と
、
こ
ゝ
は
依
然
た
る
農
業
國
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
い
ゝ
。
こ
ゝ

　
で
味
ふ
彦
根
の
米
も
う
ま
い
。
の
み
な
ら
ず
、
青
年
時
代
の
旅
の
記
憶
に

　
つ
な
が
れ
て
ゐ
る
た
め
か
し
て
、
わ
た
し
は
近
江
の
自
然
に
特
別
の
親
し

　
み
を
覺
え
る
。
こ
の
湖
畔
に
旅
の
日
を
送
つ
て
、
蛙
の
聲
を
聽
く
や
う
な

　
機
會
が
も
う
一
度
自
分
に
あ
る
か
な
ぞ
と
、
そ
ん
な
こ
と
が
し
き
り
に
思

　
は
れ
た
。
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十
五
日
。

　
歸
京
。

十
六
日
。

　
幸
ひ
と
旅
の
間
は
一
日
も
降
ら
れ
な
か
つ
た
。
け
ふ
は
雨
に
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
力
餅

　
力
餅
と
い
ふ
も
の
は
大
福
に
製
し
て
賣
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
多
く
は
餡

こ
ろ
に
造
つ
て
、
旅
す
る
人
の
助
け
と
す
る
。
先
頃
信
州
南
佐
久
の
臼
田
ま

で
行
か
う
と
思
ひ
立
つ
こ
と
が
あ
つ
て
、
家
族
の
も
の
を
引
き
連
れ
東
京
を

出
よ
う
と
し
た
が
、
折
柄
利
根
川
増
水
の
噂
で
信
越
線
も
に
は
か
に
不
通
の
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時
で
あ
つ
た
。
餘
儀
な
く
中
央
線
で
下
諏
訪
の
方
へ
遠
𢌞
り
し
、
途
中
汽
車

の
窓
か
ら
音
に
聞
え
た
甲
州
の
荒
川
を
眺
め
、
連
日
降
雨
の
後
と
て
川
添
の

稻
田
の
中
に
は
濁
流
の
た
め
に
洗
は
れ
た
跡
な
ど
の
眼
に
う
つ
る
の
も
心
許

な
く
思
ひ
な
が
ら
、
同
夜
下
諏
訪
の
龜
屋
方
に
一
泊
、
翌
朝
は
自
動
車
で
和

田
峠
を
越
え
た
。
あ
の
峠
の
上
ま
で
行
く
と
、
西
餅
屋
と
い
ふ
が
一
軒
殘
つ

て
、
そ
こ
で
力
餅
を
賣
つ
て
ゐ
た
。
か
く
い
ふ
自
分
は
少
年
期
か
ら
青
年
期

へ
移
り
か
け
る
年
頃
に
徒
歩
で
あ
の
峠
を
越
し
、
遠
く
山
と
山
と
の
間
に
ひ

ら
け
た
空
に
淺
間
の
け
ぶ
り
の
な
び
く
の
を
望
ん
だ
記
憶
も
あ
る
。
多
く
の

旅
人
が
道
中
記
を
ふ
と
こ
ろ
に
し
て
木
曾
街
道
を
踏
ん
だ
昔
は
、
い
づ
れ
も

あ
の
峠
の
上
の
休
茶
屋
に
足
を
休
め
て
行
つ
た
跡
だ
。
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お
の
れ
ら
一
生
の
旅
の
間
に
は
い
く
つ
か
の
峠
も
待
つ
て
ゐ
る
。
空
腹
で

險
路
の
攀
ぢ
が
た
い
の
は
、
滿
腹
で
そ
れ
の
出
來
な
い
の
に
ひ
と
し
か
ら
う
。

い
さ
ゝ
か
の
力
餅
が
、
さ
う
い
ふ
時
の
お
の
れ
ら
を
力
づ
け
て
呉
れ
る
。
こ

ん
な
力
餅
の
こ
と
を
こ
ゝ
に
持
ち
出
し
て
見
る
と
い
ふ
の
も
、
他
で
は
な
い
。

多
く
の
立
志
傳
中
の
人
物
が
、
發
憤
の
逸
話
な
ぞ
を
引
き
合
ひ
に
出
す
ま
で

も
な
く
、
こ
の
世
の
旅
の
途
中
に
、
何
等
か
の
形
で
力
餅
を
味
は
な
い
も
の

は
、
お
そ
ら
く
、
な
か
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
力
は
こ
の
世
に
開
放
さ
れ
た
祕
密
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
單
な
る

肉
體
的
な
も
の
か
ら
、
深
い
精
神
に
充
ち
た
も
の
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

姿
に
於
い
て
力
は
人
を
ひ
き
つ
け
る
。
た
ゞ
め
づ
ら
し
い
力
持
が
あ
る
と
い
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ふ
だ
け
で
も
、
人
は
眼
を
み
は
る
。
遊
戲
と
し
て
力
を
た
ゝ
か
は
せ
る
も
の

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
人
の
眼
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
。

　
金
剛
力
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
人
間
の
大
き
い
體
躯
に
の
み
宿
る
と
は
限
ら

な
い
や
う
だ
。
む
し
ろ
さ
う
い
ふ
す
ぐ
れ
た
力
の
持
主
と
い
ふ
も
の
は
、
背

と
て
も
あ
ま
り
高
く
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
へ
ば
小
柄
な
人
の
方
に
あ
る
と

聞
く
の
も
お
も
し
ろ
い
。
不
思
議
な
縁
故
か
ら
、
わ
た
し
は
、
川
越
の
隱
居

を
通
し
て
眞
庭
流
の
劍
客
、
故
樋
口
十
郎
左
衞
門
と
い
ふ
人
の
平
生
を
す
こ

し
ば
か
り
知
る
機
會
を
持
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
劍
道
の
達
人
は
好
き
な

蕎
麥
な
ど
人
並
は
づ
れ
て
食
ひ
、
臺
所
に
置
く
昔
風
な
銅
壺
附
き
の
二
つ
竈

ぐ
ら
ゐ
は
樂
々
と
持
ち
運
び
、
夜
中
の
半
鐘
に
眼
を
さ
ま
し
て
、
そ
れ
火
事
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だ
と
聞
き
つ
け
る
時
は
、
明
治
初
年
の
頃
ま
で
東
京
の
町
々
の
角
に
あ
つ
た

木
戸
を
飛
び
越
え
る
く
ら
ゐ
の
早
業
を
平
氣
で
し
て
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な

力
の
持
主
で
あ
つ
た
。
し
か
も
平
素
そ
れ
を
人
に
誇
る
氣
色
も
な
か
つ
た
と

い
ふ
こ
と
で
、
人
も
ま
た
こ
の
一
藝
に
達
し
た
劍
客
が
お
よ
そ
何
程
の
力
を

貯
へ
て
ゐ
る
も
の
や
ら
測
り
か
ね
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
日
、
ふ
と
し
た
こ

と
か
ら
夫
婦
で
爭
つ
た
際
に
、
さ
す
が
曲
者
の
正
體
を
あ
ら
は
し
た
。

　
十
郎
左
衞
門
は
寡
默
の
人
で
あ
つ
た
か
ら
、
口
に
出
し
て
さ
う
爭
は
う
と

は
し
な
か
つ
た
が
、
そ
の
か
は
り
對
ひ
合
つ
て
坐
つ
て
ゐ
る
細
君
の
膝
の
下

へ
兩
手
を
さ
し
入
れ
た
か
と
思
ふ
と
、
い
つ
の
ま
に
か
細
君
の
か
ら
だ
は
庭

の
眞
中
へ
飛
ん
で
ゐ
た
と
い
ふ
。
し
か
も
す
こ
し
も
細
君
を
傷
つ
け
る
こ
と

な
し
に
。
さ
う
い
ふ
十
郎
左
衞
門
そ
の
人
が
ま
た
、
至
つ
て
小
柄
、
小
造
の
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男
で
あ
つ
た
と
も
傳
へ
ら
れ
る
。

　
あ
る
人
が
來
て
、
力
も
術
に
ま
で
鍛
へ
ら
れ
る
に
は
種
々
な
修
業
時
代
を

通
り
過
ぎ
る
と
の
話
が
出
た
。
騎
馬
の
術
に
し
て
も
、
普
通
の
騎
士
の
場
合

は
別
に
し
て
、
動
き
の
あ
る
馬
上
で
槍
で
も
使
は
う
と
す
る
ほ
ど
の
武
道
者

に
取
つ
て
は
、
先
づ
三
年
は
木
馬
に
跨
る
修
業
を
要
す
る
と
い
ふ
。
あ
た
か

も
こ
れ
は
、
あ
る
地
方
に
住
む
蕃
人
等
が
細
く
鋭
い
漁
具
の
鎗
を
用
意
し
て
、

流
水
の
中
に
動
く
魚
を
突
き
さ
す
前
に
、
先
づ
西
瓜
の
類
を
坂
に
こ
ろ
が
し
、

そ
れ
を
突
き
さ
す
修
業
を
積
む
の
類
で
あ
ら
う
か
。

　
同
じ
人
が
來
て
、
あ
る
病
弱
者
が
山
に
入
り
捨
身
に
な
つ
て
病
と
戰
つ
た

揚
句
に
不
思
議
な
力
を
獲
得
し
て
還
つ
た
と
い
ふ
話
を
わ
た
し
の
許
に
置
い
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て
行
つ
た
。
弱
い
人
間
も
そ
こ
ま
で
行
け
ば
、
果
實
ぐ
ら
ゐ
の
食
に
露
命
を

つ
な
ぎ
と
め
て
、
人
並
以
上
の
力
を
囘
復
す
る
こ
と
も
出
來
る
も
の
か
。
病

め
る
身
が
追
々
と
丈
夫
に
な
り
、
高
い
木
の
枝
ぐ
ら
ゐ
に
は
飛
び
つ
け
る
や

う
に
な
り
、
し
ま
ひ
に
は
重
い
岩
石
を
も
動
か
す
ほ
ど
の
力
の
持
主
と
な
り

得
た
と
い
ふ
こ
と
だ
。

　
世
に
は
天
性
肉
體
の
力
に
す
ぐ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
さ
う
い
ふ
力
の
持
主

は
ど
こ
の
國
で
も
人
に
騷
が
れ
る
と
見
え
る
。
佛
蘭
西
あ
た
り
の
少
年
の
讀

本
の
中
に
も
す
ぐ
れ
た
力
持
の
こ
と
が
面
白
く
語
つ
て
あ
つ
た
や
う
に
覺
え

て
ゐ
る
。
ど
こ
そ
こ
の
家
に
は
代
々
力
持
が
出
る
と
い
ふ
や
う
な
話
の
あ
る

の
を
見
て
も
、
肉
體
の
力
は
遺
傳
す
る
も
の
ら
し
い
。
そ
の
力
が
婦
人
に
傳
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は
る
と
、
そ
の
人
一
代
か
ぎ
り
で
絶
え
る
と
も
聞
く
。
川
越
の
隱
居
が
實
母

に
當
る
人
は
わ
た
し
も
逢
つ
た
こ
と
の
な
い
お
ば
あ
さ
ん
で
あ
る
が
、
め
づ

ら
し
い
力
を
持
つ
た
娘
の
こ
と
が
そ
の
お
ば
あ
さ
ん
の
生
前
の
咄
し
の
中
に

よ
く
出
た
と
か
。
飛
ん
だ
器
量
好
し
で
、
ま
こ
と
に
愛
く
る
し
く
見
え
る
と

こ
ろ
か
ら
、
ど
こ
か
の
商
家
に
そ
の
娘
が
奉
公
し
て
ゐ
た
頃
、
う
る
さ
く
か

ら
か
ひ
に
來
る
店
の
若
者
も
す
く
な
く
な
か
つ
た
と
い
ふ
。
あ
る
日
の
こ
と
、

そ
の
娘
は
臺
所
を
掃
除
し
よ
う
と
し
て
、
そ
こ
に
有
り
合
ふ
大
き
な
重
い
酒

樽
を
片
手
に
持
ち
あ
げ
、
い
か
に
も
無
造
作
に
そ
の
下
を
掃
い
て
ゐ
た
。
そ

の
力
に
恐
れ
を
な
し
て
か
、
そ
れ
ぎ
り
娘
の
と
こ
ろ
へ
か
ら
か
ひ
に
來
る
若

者
も
な
く
な
つ
た
と
も
い
ふ
。
こ
ん
な
愛
く
る
し
い
娘
の
小
さ
な
肉
體
に
宿

つ
た
め
づ
ら
し
い
力
は
、
お
そ
ら
く
親
讓
り
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
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す
で
に
肉
體
の
力
が
遺
傳
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
精
神
力
と
い
ふ
べ
き
も

の
も
祖
先
か
ら
傳
は
り
も
し
よ
う
し
、
子
孫
に
遺
り
も
し
よ
う
。
そ
れ
の
絶

え
る
こ
と
も
あ
ら
う
。
ま
た
、
そ
れ
の
再
び
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
ら
う
。

　
思
は
ず
わ
た
し
は
こ
ん
な
こ
と
を
書
き
つ
け
て
見
た
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、

又
聞
き
に
し
た
あ
る
僧
の
話
を
思
ひ
出
す
。
そ
の
人
が
十
歳
ば
か
り
の
少
年

の
身
を
あ
る
寺
の
和
尚
の
許
に
寄
せ
て
ゐ
た
頃
、
思
ひ
が
け
な
い
問
を
出
さ

れ
て
面
喰
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
と
い
ふ
。
和
尚
尋
ね
て
曰
く
、
『
お
前
は
ど

う
し
た
ら
俺
の
や
う
な
和
尚
に
な
れ
る
と
考
へ
る
か
』
と
。
そ
こ
で
少
年
が

答
へ
た
。
『
飯まゝ
食
つ
て
寢
て
、
飯
食
つ
て
寢
て
、
大
き
く
な
れ
ば
和
尚
さ
ま
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の
や
う
に
な
れ
ま
す
』
と
。
そ
の
答
へ
を
き
く
と
、
和
尚
は
い
き
な
り
鞭
を

持
つ
て
來
て
少
年
の
頭
を
な
ぐ
り
つ
け
た
と
の
話
で
あ
る
。
こ
の
少
年
は
十

歳
ば
か
り
の
年
頃
に
一
生
忘
れ
が
た
い
や
う
な
力
餅
を
味
は
つ
た
の
で
あ
ら

う
。
そ
し
て
、
和
尚
か
ら
貰
つ
た
力
で
も
、
長
い
生
涯
の
間
に
は
そ
れ
を
自

分
の
も
の
に
變
へ
る
こ
と
も
出
來
た
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
思
ふ
と
、
力
は
不

思
議
な
も
の
だ
。

　
　
　
　
　
三
義
鳩
の
記

　
平
和
の
使
者
と
も
い
ふ
べ
き
姿
を
も
つ
て
戰
亂
の
空
に
迷
ひ
、
兵
火
と
砲

彈
と
の
た
め
に
廢
墟
の
や
う
に
な
つ
た
市
街
の
建
造
物
の
間
に
見
出
さ
れ
た
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と
い
ふ
一
羽
の
鳩
の
風
情
は
、
か
の
佛
蘭
西
近
代
の
畫
家
シ
ャ
　ヷ
ン
ヌ
が
好

ん
で
描
い
た
壁
畫
の
中
に
で
も
持
つ
て
行
つ
て
見
た
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

ま
し
て
そ
れ
の
見
出
さ
れ
た
の
は
、
黄
浦
口
に
臨
む  

上    

海  

シ
ャ
ン
ハ
イ

で
、
東
洋
の

マ
ル
セ
エ
ユ
に
も
譬
へ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
の
畫
家
の
製
作
を
思
ひ
出

さ
せ
る
や
う
な
活
き
た
歴
史
の
か
ず
〳
〵
を
語
る
國
際
的
の
港
だ
か
ら
で
あ

る
。

　
こ
の
鳩
を
見
出
し
た
西
村
眞
琴
君
は
昨
年
一
月
よ
り
三
月
に
亙
る
上
海
市

街
戰
の
空
氣
の
中
で
、
大
阪
毎
日
及
び
東
京
日
日
新
聞
社
を
代
表
し
陣
中
慰

問
使
と
し
て
か
の
地
に
赴
い
た
人
で
あ
る
と
聞
く
。
君
が
そ
ん
な
小
さ
な
も

の
を
見
つ
け
た
深
い
印
象
は
忘
れ
が
た
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
つ
た
と
見
え
、

ど
う
か
し
て
養
ひ
た
い
と
の
念
か
ら
、
困
難
な
旅
の
中
に
も
そ
の
事
に
心
を
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碎
き
、
國
に
ま
で
伴
な
ひ
歸
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
當
時
に
於
け
る
上

海
の
風
物
の
薄
暗
い
空
氣
に
包
ま
れ
た
中
で
、
何
等
か
の
安
ら
か
さ
を
君
等

に
さ
ゝ
や
き
、
陣
中
愛
撫
の
的
と
な
つ
た
の
も
、
こ
の
一
羽
の
鳩
で
あ
つ
た

ら
う
。

　
過
ぐ
る
日
、
西
村
君
は
わ
た
し
の
も
と
に
手
紙
を
寄
せ
ら
れ
、
旅
の
揷
話

を
わ
た
し
に
分
ち
、
こ
の
鳩
に
つ
い
て
何
か
わ
た
し
に
も
書
き
つ
け
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
手
紙
に
は
い
ろ
〳
〵
な
こ
と
が
語
つ
て
あ
る
。
當
時

の
上
海
は
十
圓
の
金
を
投
げ
出
し
て
も
豆
一
粒
も
手
に
入
ら
な
い
ほ
ど
の
死

の
街
で
あ
つ
た
か
ら
、
君
は
食
パ
ン
を
豆
の
大
き
さ
に
ま
る
め
、
僅
か
に
命

を
つ
な
が
せ
た
と
あ
り
、 

青  

島 

チ
ン
タ
オ

ま
で
伴
な
ひ
歸
つ
て
漸
く
豆
を
與
へ
、
大

連
ま
で
來
て  

高    

粱  

カ
ウ
リ
ヤ
ン

を
與
へ
る
こ
と
が
出
來
た
と
あ
る
。
君
が
國
に
歸
つ
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た
時
、
こ
の
鳩
を
大
毎
の
傳
書
鳩
舍
に
同
棲
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
何
さ
ま
遠
方

の
客
で
あ
り
、
そ
れ
に
頭
上
に
す
こ
し
毛
立
ち
が
し
て
ゐ
て
、
異
邦
人
扱
ひ

を
受
け
る
ら
し
い
の
に
氣
づ
い
た
が
、
そ
の
中
に
一
羽
友
達
が
出
來
た
か
ら
、

早
速
こ
の
二
羽
を
別
居
さ
せ
る
ほ
ど
の
心
づ
か
ひ
を
し
た
と
あ
る
。
當
時
事

變
講
演
會
の
催
し
が
あ
つ
て
君
も
し
ば
〳
〵
引
き
出
さ
れ
る
毎
に
、
君
は
こ

の
鳩
を
伴
な
つ
て
行
つ
て
、
鳩
同
志
の
親
善
を
大
衆
に
説
い
た
と
あ
る
。
惜

し
い
こ
と
に
、
こ
の
鳩
が
死
ん
で
、
君
が
家
内
中
で
藤
の
根
に
近
く
そ
の
死

體
を
葬
つ
た
の
は
、
昨
年
三
月
二
十
六
日
の
君
の
誕
生
日
を
迎
へ
た
頃
で
あ

つ
た
と
も
あ
る
。

　
三
義
と
は
、
こ
の
鳩
の
名
で
あ
る
。
上
海
の
三
義
里
街
に
因ちな
む
と
こ
ろ
か

ら
、
そ
の
名
が
あ
る
。
陸
戰
隊
長
植
松
少
將
の
命
名
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
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と
か
。
こ
と
し
の
三
月
二
十
六
日
に
は
、
ま
た
西
村
君
の
誕
生
日
が
め
ぐ
つ

て
來
た
。
ち
や
う
ど
亡
き
鳩
を
葬
つ
た
日
の
一
周
年
に
あ
た
り
、
村
の
人
が

集
ま
つ
て
そ
の
塚
に
小
さ
い
碑
を
立
て
た
。
上
海
に
は
縁
故
の
深
い
重
光
公

使
の
筆
に
よ
つ
て
、
そ
の
碑
に
、
『
三
義
之
塚
』
の
文
字
が
記
さ
れ
た
。
す

べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
君
か
ら
の
消
息
に
く
は
し
い
。

　
時
を
感
じ
て
は
花
に
涙
を
そ
ゝ
ぎ
、
別
れ
を
惜
し
ん
で
は
鳥
に
も
心
を
驚

か
す
と
や
ら
。
あ
の
多
感
な
詩
人
の
言
葉
は
君
を
も
う
な
づ
か
し
め
る
で
あ

ら
う
と
信
ず
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
鳩
塚
に
近
い
藤
の
根
に
も
、
ま
た
こ
と

し
の
春
が
め
ぐ
つ
て
來
よ
う
。
緑
は
そ
ひ
、
生
命
は
活
き
か
へ
つ
て
、
そ
の

碑
の
上
に
再
び
他
日
の
蔭
を
落
す
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
小
さ
な
も
の
の

名
殘
、
短
か
く
は
あ
る
が
お
の
づ
か
ら
な
親
善
と
愛
と
の
形
見
で
あ
る
。
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煙
草

　
私
の
煙
草
好
き
も
久
し
い
も
の
だ
が
、
客
で
も
あ
つ
て
、
こ
の
私
に
向
つ

て
、
君
は
そ
の
敷
嶋
を
一
日
に
幾
袋
あ
け
る
か
と
聞
か
れ
る
時
は
つ
ら
い
。

雇
ひ
入
れ
た
下
女
な
ぞ
が
思
ひ
の
外
な
始
末
の
い
ゝ
人
で
、
私
の
紙
卷
煙
草

の
吸
殼
を
ひ
そ
か
に
貯
へ
て
置
い
て
、
藪
入
り
の
日
に
で
も
そ
れ
を
里
へ
持

ち
歸
ら
う
と
す
る
時
は
、
猶
更
つ
ら
い
。
好
き
な
も
の
は
兎
角
隱
し
た
い
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
破
屋
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散
文
に
て
譯
し
試
み
た
る
楊
岐
の
詩

　
　
　
　
　

　
わ
れ
住
め
ば
、
い
つ
し
か
壁
も
ま
ば
ら
に
、
滿
床
こ
と
／
″
＼
く
め
づ
ら

し
き
雪
の
珠
を
散
ら
し
ぬ
。
時
に
は
頸
を
縮
め
て
暗
き
涙
も
飮
み
た
れ
ど
、

古
人
が
樹
下
の
す
み
か
を
憶
ひ
て
は
心
を
ひ
る
が
へ
し
た
り
。

　
　
　
　
　
文
章
を
學
ぶ
も
の
の
た
め
に

　
年
若
く
し
て
文
章
の
道
に
出
發
す
る
ほ
ど
の
も
の
は
、
先
づ
自
分
の
持
つ

も
の
を
粗
末
に
し
な
い
こ
と
こ
そ
願
は
し
い
。
言
葉
の
感
覺
に
は
敏さと
く
あ
り
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た
い
。
そ
の
感
覺
に
鈍
く
て
は
文
章
の
道
に
は
到
り
得
な
い
。
失
敗
を
恐
れ

て
、
試
み
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
や
う
な
も
の
も
、
ま
た
こ
の
道
を
行
き
盡
せ

な
い
。
わ
れ
ら
幼
少
の
頃
に
は
、
食
物
な
ぞ
に
も
好
き
嫌
ひ
が
多
か
つ
た
が
、

追
々
成
人
す
る
に
し
た
が
つ
て
何
で
も
食
へ
る
や
う
に
な
り
、
血
氣
さ
か
ん

に
食
慾
も
進
む
年
頃
に
達
し
て
は
何
を
食
つ
て
見
て
も
う
ま
く
、
お
ほ
よ
そ

の
食
物
を
選
り
好
み
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
な
か
つ
た
。
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
を

通
り
越
し
て
か
ら
は
、
む
し
ろ
食
を
減
ず
る
や
う
に
な
つ
た
が
、
そ
の
か
は

り
食
物
の
味
は
増
し
て
來
た
。
さ
か
ん
に
多
く
食
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
、
精
し

く
味
は
つ
て
食
ふ
こ
と
の
方
に
變
つ
て
來
た
。
文
章
と
て
も
そ
の
通
り
、
さ

う
若
い
う
ち
か
ら
、
噛
み
し
め
る
や
う
な
味
を
出
さ
う
と
つ
と
め
な
く
と
も
、

多
く
讀
み
、
多
く
書
き
、
そ
し
て
多
く
忘
れ
た
後
に
は
、
そ
の
人
〳
〵
に
そ
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な
は
る
味
は
お
の
づ
か
ら
出
て
來
る
と
思
ふ
。
文
思
、
湧
く
が
ご
と
し
。
青

春
の
時
は
先
づ
さ
う
あ
り
た
い
。

　
　
　
　
　
夜
咄

　
市
川
團
十
郎
の
三
十
年
忌
が
來
た
。
妙
な
縁
故
で
、
わ
た
し
は
芝
居
道
に

關
係
の
深
い
人
の
家
に
自
分
の
少
年
期
か
ら
青
年
期
を
送
つ
た
か
ら
、
あ
の

名
高
い
役
者
が
貧
し
く
骨
の
折
れ
た
時
代
を
知
つ
て
ゐ
る
し
、
後
に
は
馬
車

で
樂
屋
入
り
を
し
た
時
代
を
も
知
つ
て
ゐ
る
し
、
ま
た
あ
の
人
の
藝
を
舞
臺

の
上
に
見
る
機
會
も
多
か
つ
た
。
あ
の
人
の
生
前
に
、
あ
る
日
、
議
會
の
傍

聽
に
出
掛
け
て
、
歸
つ
て
か
ら
傍
の
も
の
に
話
し
た
と
い
ふ
言
葉
は
、
又
聞

188桃の雫



き
で
は
あ
る
が
今
だ
に
わ
た
し
の
記
憶
に
殘
つ
て
ゐ
る
。
議
員
諸
氏
は
平
常

の
事
を
議
す
る
に
も
、
あ
ん
な
大
き
な
聲
を
出
し
て
ゐ
る
が
、
も
し
非
常
時

に
出
逢
つ
た
ら
、
ど
ん
な
大
き
な
聲
を
出
す
つ
も
り
だ
ら
う
、
と
團
十
郎
は

言
つ
た
と
か
。
さ
す
が
に
舞
臺
の
人
だ
。
そ
の
人
の
平
常
の
心
掛
け
も
し
の

ば
れ
て
、
一
見
識
あ
る
言
葉
と
思
つ
た
。

　
世
阿
彌
も
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
つ
た
。
こ
の
人
は
能
樂
の
太
夫
で
あ
り
、

作
者
で
あ
り
、
七
十
二
歳
の
老
翁
に
な
つ
て
佐
渡
ヶ
島
へ
流
さ
れ
た
と
い
ふ

閲
歴
を
も
ち
、
觀
世
流
の
源
を
な
し
た
ほ
ど
の
昔
の
人
で
は
あ
る
が
、
こ
の

世
阿
彌
の
口
傳
書
の
中
に
、
諸
道
の
藝
の
祕
密
も
、
そ
れ
を
あ
ら
は
し
て
し

ま
へ
ば
、
そ
ん
な
に
大
し
た
こ
と
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
を
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大
し
た
こ
と
で
も
な
い
と
言
つ
て
し
ま
ふ
人
は
、
ま
だ
藝
の
祕
密
を
知
ら
な

い
か
ら
だ
、
と
教
へ
て
あ
る
。
こ
の
人
の
書
き
の
こ
し
た
も
の
を
見
て
も
、

さ
う
大
き
な
聲
で
物
が
言
つ
て
な
い
。
能
の
舞
臺
で
す
る
こ
と
に
文
字
の
風

情
に
あ
た
る
こ
と
は
何
か
と
人
に
尋
ね
ら
れ
た
時
、
そ
れ
は
こ
ま
や
か
な
稽

古
で
あ
る
と
答
へ
、
そ
の
風
情
こ
そ
い
ろ
〳
〵
な
働
き
と
な
る
初
め
で
あ
る

と
答
へ
、
舞
臺
の
上
の
身
づ
か
ひ
と
い
ふ
の
も
そ
の
風
情
で
あ
る
と
答
へ
、

さ
ら
に
そ
れ
を
花
の
風
情
に
譬
へ
て
、
濕
つ
て
し
ま
つ
て
は
お
も
し
ろ
く
な

い
、
花
の
萎
れ
た
と
こ
ろ
が
面
白
い
の
だ
、
と
さ
う
教
へ
て
あ
る
。
世
阿
彌

と
い
ふ
人
が
眼
の
つ
け
方
も
、
心
の
持
ち
方
も
、
す
べ
て
こ
の
類
だ
。

　
諸
藝
に
達
し
た
人
々
は
、
こ
ん
な
に
小
さ
な
こ
と
を
粗
末
に
し
な
い
。
大
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き
な
聲
を
出
す
こ
と
を
知
つ
て
、
小
さ
な
聲
を
出
す
こ
と
を
知
ら
な
い
者
は

疲
れ
る
。
大
き
く
働
く
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
て
も
、
小
さ
く
働
く
こ
と
を
知
ら

な
い
者
は
退
屈
す
る
。
大
き
な
言
葉
ば
か
り
を
知
り
な
が
ら
、
小
さ
な
言
葉

の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
は
悶
え
る
。

　
故
福
澤
翁
に
、
小
出
し
の
説
が
あ
る
。
人
に
物
を
贈
ら
う
と
す
る
の
に
、

一
時
に
多
く
贈
ら
う
と
思
ふ
こ
と
は
反
つ
て
よ
く
な
い
、
假
令
た
と
へ
少
し
づ
ゝ
で

も
そ
の
折
に
ふ
れ
て
何
度
に
も
贈
れ
と
い
ふ
こ
と
が
、
翁
の
書
い
た
も
の
に

見
え
る
。
物
は
小
出
し
に
せ
よ
と
教
へ
て
あ
る
の
だ
。
小
事
を
お
ろ
そ
か
に

し
な
い
人
で
な
け
れ
ば
、
か
う
い
ふ
こ
と
は
言
へ
な
い
。
ま
た
、
か
う
い
ふ

と
こ
ろ
へ
氣
も
つ
く
ま
い
。
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う
す
暗
い
行
燈
や
蝋
燭
を
つ
け
て
夜
を
送
つ
た
昔
に
は
、
そ
れ
に
よ
く
映

る
衣
裳
の
色
が
あ
つ
た
。
そ
の
行
燈
や
蝋
燭
に
替
は
る
明
る
い
ラ
ン
プ
の
時

代
が
來
る
と
、
曾
て
う
す
暗
い
と
こ
ろ
で
美
し
く
見
え
た
も
の
が
、
最
早
見

ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
衣
裳
の
色
が
變
り
、
風
俗
の
好
み
も
移
る
。
今
度
は
ラ

ン
プ
よ
り
も
つ
と
明
る
い
電
燈
の
時
代
を
迎
へ
る
と
、
ま
た
〳
〵
流
行
の
衣

裳
の
色
が
變
つ
て
來
た
。
近
頃
の
婦
人
が
夜
の
席
に
着
る
薄
色
の
晴
着
な
ぞ

は
、
電
燈
時
代
を
語
つ
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
い
。

　
わ
た
し
の
側
へ
來
て
、
こ
の
話
を
し
て
見
せ
た
人
が
あ
る
。
世
の
中
の
流

行
が
變
る
前
に
、
す
で
に
燈
火
が
變
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
わ
た
し
た
ち
が
日
頃

經
驗
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
似
た
も
の
が
多
い
。
早
く
そ
の
照
光
に
氣
の
つ

い
た
者
は
、
あ
る
ひ
は
流
行
の
外
に
立
つ
と
い
ふ
こ
と
も
出
來
よ
う
。
い
つ
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ま
で
も
ラ
ン
プ
時
代
と
同
じ
つ
も
り
で
ゐ
る
者
は
、
流
行
の
輕
薄
を
嘲
る
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
後
を
追
ひ
か
け
る
の
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
老
子

　
ト
ル
ス
ト
イ
が
そ
の
晩
年
に
、
老
子
の
教
を
探
し
求
め
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ

と
は
床
し
い
。
思
想
と
は
完
成
す
る
に
つ
れ
て
殼
を
脱
ぐ
や
う
な
も
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
盡
し
、
あ
ら
ゆ
る
試
錬
に
耐
へ
、
そ
の

志
を
弱
く
し
、
そ
の
骨
を
強
く
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
つ
て
、
萬
苦
を
經
て
後

に
思
想
無
き
に
到
つ
た
や
う
な
人
が
老
子
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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パ
ス
カ
ル

　
わ
た
し
は
パ
ス
カ
ル
の
や
う
な
思
想
家
で
宗
教
的
な
生
涯
を
送
つ
た
人
が

數
學
の
天
才
で
早
い
青
年
期
に
既
に
高
遠
な
數
理
を
考
へ
た
人
で
あ
つ
た
と

い
ふ
こ
と
に
日
頃
深
い
興
味
を
覺
え
る
。
大
地
に
堅
く
足
を
つ
け
て
か
ゝ
つ

た
歐
羅
巴
人
が
近
代
に
根
を
張
つ
た
こ
と
の
決
し
て
偶
然
で
な
い
こ
と
を
想

ひ
見
る
。
先
づ
生
活
力
の
基
礎
と
な
る
べ
き
數
理
を
會
得
す
る
こ
と
だ
。
眼

前
の
事
物
に
ば
か
り
囚
は
れ
な
い
こ
と
だ
。
想
像
力
を
豐
か
に
し
て
、
數
の

美
を
感
知
す
る
こ
と
だ
。
形
、
面
、
積
、
量
、
質
、
長
さ
、
高
さ
、
廣
さ
、

深
さ
、
厚
さ
、
距
離
、
位
置
、
度
數
、
速
力
、
配
合
、
組
立
等
の
持
つ
美
を

感
知
す
る
こ
と
だ
。
こ
の
數
理
の
觀
念
と
美
の
結
合
は
、
私
達
の
生
活
を
簡
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素
に
す
る
こ
と
に
役
立
ち
、
や
が
て
新
し
い
創
造
に
向
は
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
建
築
や
工
藝
ば
か
り
で
な
く
、
文
藝
上
の
制
作
に
も
重
要
な
働

き
を
す
る
と
思
ふ
。
（
印
度
經
典
の
文
學
が
い
か
に
無
限
大
、
無
限
小
の
想

像
に
富
む
か
を
見
よ
。
古
人
の
設
計
に
な
る
茶
室
の
簡
素
が
い
か
に
數
量
の

美
に
基
く
か
を
見
よ
。
）
私
の
周
圍
に
は
、
す
で
に
こ
の
こ
と
を
言
ひ
出
し

た
人
も
あ
る
。
か
う
し
た
時
代
に
順
應
し
て
、
出
來
る
だ
け
私
達
の
生
活
を

單
純
に
す
る
た
め
に
は
、
數
理
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
杜
子
美

　
　
　
　
玉
露
凋
傷
楓
樹
林
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巫
山
巫
峽
氣
蕭
森

　
　
　
　
江
間
波
浪
兼
天
涌

　
　
　
　
塞
上
風
雲
接
地
陰

　
　
　
　
叢
菊
兩
開
他
日
涙

　
　
　
　
孤
舟
一
繋
故
園
心

　
　
　
　
寒
衣
處
々
催
刀
尺

　
　
　
　
白
帝
城
高
急
暮
砧

　
こ
の
詩
、
五
句
目
に
あ
る
兩
開
と
は
、
兩
年
の
秋
に
開
く
の
意
で
あ
り
、

他
日
の
涙
と
は
過
ぎ
し
日
の
涙
の
意
で
あ
る
。
昨
年
の
秋
に
開
い
た
菊
が
今

年
の
秋
に
も
開
い
て
、
過
ぎ
し
日
の
涙
を
催
さ
せ
た
と
の
意
で
あ
る
。
六
句

目
の
故
園
を
思
ふ
心
に
か
け
て
孤
舟
と
い
ふ
こ
と
を
言
ひ
出
し
て
來
て
あ
る
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の
は
、
作
者
が
山
峽
の
間
に
ゐ
て
江
流
の
涌
き
立
つ
さ
ま
を
眺
め
な
が
ら
、

一
日
も
早
く
舟
に
乘
つ
て
そ
の
山
峽
を
出
た
い
と
思
ひ
立
つ
時
で
あ
つ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
秋
興
八
首
』
と
し
て
あ
る
詩
の
一
つ
で
、
作
者
は
杜

子
美
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
ま
だ
信
濃
の
山
の
上
の
方
に
ゐ
て
、
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ぞ

を
つ
く
つ
て
ゐ
た
頃
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
當
時
小
諸
義
塾
の
塾
主
で
あ
つ
た

木
村
熊
二
翁
が
こ
の
詩
を
わ
た
し
に
示
し
、
特
に
そ
の
中
の
『
叢
菊
兩
開
他

日
涙
、
孤
舟
一
繋
故
園
心
』
の
二
句
を
指
摘
し
て
、
い
か
に
こ
の
詩
の
作
者

が
心
の
深
い
人
で
あ
る
か
を
わ
た
し
に
言
つ
て
見
せ
た
。
そ
れ
が
日
頃
自
分

の
愛
讀
す
る
杜
詩
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
も
わ
た
し
は
心
を
ひ
か
れ
、
こ

れ
を
示
し
た
木
村
翁
が
自
分
と
は
ず
つ
と
年
齡
も
違
へ
ば
學
問
の
仕
方
も
ま
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る
き
り
違
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
も
心
を
ひ
か
れ
た
。
わ
た
し
は
自
分
と
同
じ
杜

詩
の
愛
を
思
ひ
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
見
つ
け
た
や
う
な
氣
が
し
て
、
そ
れ
か

ら
は
『
秋
興
八
首
』
を
讀
み
返
し
て
見
る
度
に
よ
く
翁
の
生
涯
を
思
ひ
出
す
。

　
青
年
時
代
に
は
そ
れ
ほ
ど
は
つ
き
り
と
し
な
か
つ
た
杜
詩
の
大
き
な
背
景
、

そ
れ
ら
の
も
の
が
こ
の
節
し
き
り
と
わ
た
し
の
想
像
に
上
つ
て
來
る
。
言
つ

て
見
れ
ば
、
詩
人
と
し
て
の
杜
子
美
は
大
き
な
現
實
主
義
者
で
あ
る
。
性
格

的
に
さ
う
言
へ
る
と
思
ふ
。
五
十
九
歳
で
唐
の
來
陽
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
病
死

し
た
と
い
ふ
そ
の
涙
に
滿
ち
た
生
涯
が
何
よ
り
の
證
據
だ
。
さ
う
い
ふ
點
で
、

多
分
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
要
素
を
そ
な
へ
て
ゐ
た
あ
の
李
太
白
の
質
と
は
い

ち
じ
る
し
い
對
照
を
見
せ
る
。
杜
詩
の
痛
切
な
現
實
性
は
、
一
字
一
句
の
末

に
も
あ
ら
は
れ
て
ゐ
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
こ
れ
ら
の
詩
の
全
體
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が
語
る
も
の
に
こ
そ
、
ま
こ
と
の
詩
人
ら
し
さ
が
窺
は
れ
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
芭
蕉

　
芭
蕉
は
六
人
あ
る
兄
妹
の
中
の
次
男
に
生
ま
れ
た
。
長
兄
と
の
間
に
姉
が

一
人
あ
り
、
妹
が
三
人
あ
つ
た
と
い
ふ
。
さ
う
い
ふ
家
族
の
中
に
成
長
し
た

こ
と
も
、
少
年
期
か
ら
青
年
期
へ
か
け
て
の
芭
蕉
に
は
大
切
な
こ
と
で
あ
つ

た
ら
う
。
幼
名
金
作
、
後
に
甚
七
郎
、
元
服
し
て
の
名
を
忠
右
衞
門
と
言
つ

た
芭
蕉
が
伊
賀
の
山
の
中
で
送
つ
た
少
年
時
代
の
記
憶
は
、
そ
れ
が
い
ろ
〳

〵
な
形
と
な
つ
て
後
年
の
句
作
の
中
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う

か
と
思
ふ
。
芭
蕉
の
句
に
は
深
い
山
の
中
の
空
氣
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ

199 芭蕉



る
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
作
者
が
少
年
時
代
や
青
年
時
代
の
記
憶
と
ひ
き
離

し
て
は
考
へ
ら
れ
な
い
や
う
な
氣
も
す
る
。

　
父
松
尾
與
左
衞
門
と
は
、
ど
ん
な
人
で
あ
つ
た
ら
う
。
主
家
藤
堂
氏
と
て

も
、
伊
賀
上
野
の
代
官
と
し
て
五
千
石
を
領
し
た
と
い
ふ
く
ら
ゐ
だ
か
ら
、

當
時
に
あ
つ
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
知
行
取
り
で
は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
宗
房

時
代
の
芭
蕉
が
若
君
の
從
士
と
し
て
、
藤
堂
家
に
仕
へ
、
そ
こ
に
藤
堂
良
忠

の
や
う
な
人
を
見
出
し
た
こ
と
は
奇
縁
と
言
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
月
の
鏡
小
春
に
見
る
や
目
正
月

　
　
　
　
あ
ち
こ
ち
や
面
々
さ
ば
き
柳
髮

　
　
　
　
う
か
れ
け
り
人
や
初
瀬
の
山
ざ
く
ら
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糸
櫻
こ
や
か
へ
る
さ
の
足
も
つ
れ

　
芭
蕉
二
十
一
歳
か
ら
二
十
四
歳
頃
へ
か
け
て
の
青
年
期
の
句
で
あ
る
。

　
若
主
人
藤
堂
良
忠
は
貞
徳
の
流
れ
を
酌
み
、
貞
室
と
季
吟
と
に
師
事
し
、

談
林
派
の
宗
因
と
も
交
り
、
自
ら
蝉
吟
と
號
し
た
と
い
ふ
ほ
ど
の
人
で
あ
る
。

こ
の
人
の
伊
賀
上
野
の
家
中
に
與
へ
た
感
化
は
大
き
い
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。

當
時
の
人
の
句
を
編
ん
だ
も
の
に
は
、
伊
賀
の
作
者
三
十
六
人
を
數
へ
る
と

い
ふ
。
芭
蕉
は
二
十
三
歳
の
頃
に
、
こ
の
好
い
若
主
人
を
失
つ
て
ゐ
る
。
こ

の
人
の
死
が
年
若
な
芭
蕉
に
取
つ
て
深
い
打
撃
で
あ
つ
た
こ
と
は
爭
は
れ
ま

い
　
　
假
令
、
そ
の
遺
骨
を
高
野
山
に
納
め
た
な
ど
の
説
は
よ
く
分
ら
な
い

ま
で
も
。
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降
る
音
や
耳
も
す
う
な
る
梅
の
雨

　
　
　
　
夕
顏
に
み
と
る
ゝ
や
身
も
う
か
り
ひ
よ
ん

　
　
　
　
荻
の
聲
こ
や
秋
風
の
口
う
つ
し

　
　
　
　
女
夫
鹿

め
を
し
か

や
毛
に
毛
が
そ
ろ
ふ
て
毛
む
つ
か
し

　
　
　
　
雲
と
へ
だ
つ
友
か
や
雁かり
の
生
わ
か
れ

　
芭
蕉
二
十
四
歳
よ
り
二
十
九
歳
頃
へ
か
け
て
の
句
で
あ
る
。

　
實
に
、
句
の
姿
は
い
ろ
〳
〵
に
動
い
て
、
若
い
作
者
が
精
神
の
動
搖
の
は

げ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
あ
る
ひ
は
貞
室
に
行
き
、
季
吟
に
行
き
、
あ
る
ひ

は
宗
因
に
行
き
し
て
、
暗
い
と
こ
ろ
に
物
を
探
り
求
め
て
ゐ
た
や
う
な
芭
蕉

の
こ
と
が
わ
た
し
の
想
像
に
上
つ
て
來
る
。
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波
の
花
と
雪
も
や
水
の
か
へ
り
花

　
　
　
　
こ
の
梅
に
牛
も
初
音
と
鳴
き
つ
べ
し

　
　
　
　
富
士
の
風
や
扇
に
の
せ
て
江
戸
土
産

　
　
　
　
近
江
蚊
屋
汗
や
さ
ゞ
波
夜
の
床

　
　
　
　 

庭  
訓 

て
い
き
ん

の
往
來
誰
が
文
庫
よ
り
今
朝
の
春

　
　
　
　
雨
の
日
や
世
間
の
秋
を
堺
町

　
こ
れ
は
芭
蕉
が
三
十
一
歳
よ
り
三
十
六
歳
の
頃
へ
か
け
て
の
句
で
あ
る
。

　
芭
蕉
が
ど
う
し
て
江
戸
へ
出
る
や
う
に
な
つ
た
か
は
明
か
で
な
い
が
、
こ

れ
は
伊
賀
上
野
の
藤
堂
家
を
辭
し
、
江
戸
に
生
活
を
送
つ
た
頃
の
作
で
あ
る
。

俳
諧
作
者
と
し
て
漸
く
一
家
を
成
さ
う
と
す
る
芭
蕉
が
、
い
ろ
〳
〵
の
意
味

で
修
業
を
重
ね
た
の
も
、
こ
の
頃
で
あ
る
ら
し
い
。

203 芭蕉



　
芭
蕉
と
て
も
伊
賀
時
代
か
ら
、
い
き
な
り
野
ざ
ら
し
の
境
地
に
飛
び
込
ん

だ
で
は
な
い
。
い
ろ
〳
〵
な
人
の
世
話
に
な
り
、
い
ろ
〳
〵
な
仕
事
に
も
關

係
し
て
、
江
戸
の
市
中
に
流
寓
し
て
ゐ
た
ら
し
い
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。

伊
賀
に
歸
省
し
、
京
都
に
赴
き
、
歌
道
の
奧
儀
に
つ
い
て
季
吟
か
ら
教
へ
ら

る
ゝ
と
こ
ろ
の
多
か
つ
た
と
い
ふ
も
ま
た
こ
の
時
代
で
あ
る
。

　
　
　
　
夜
ル
竊
ひ
そ
かニ
蟲
は
月
下
の
栗
を
穿
つ

　
　
　
　
い
づ
く
霽
し
ぐ
れ傘
を
手
に
さ
げ
て
歸
る
僧

　
　
　
　
盛
り
じ
や
花
に
坐
そ
ゞ
ろ浮
法
師
ぬ
め
り
妻

　
　
　
　
夕
顏
の
白
ク
夜
ル
の
後
架
に
紙
燭
と
り
て

　
　
　
　
櫓
の
聲
波
ヲ
打
て
腸
氷
る
夜
や
な
み
だ
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髭
風
を
吹
て
暮
秋
歎
ズ
ル
ハ
誰
ガ
子
ゾ

　
こ
れ
は
三
十
七
歳
よ
り
三
十
九
歳
の
頃
に
か
け
て
の
句
で
あ
る
。
俳
諧
革

新
の
意
氣
は
、
先
づ
こ
の
『  

虚    

栗  

み
な
し
ぐ
り

』
の
破
調
と
な
つ
て
あ
ら
は
れ
て
來

て
ゐ
る
。
其
角
そ
の
他
の
氣
鋭
な
詩
人
の
中
心
と
し
て
、
當
時
の
芭
蕉
を
想

像
し
て
見
る
こ
と
も
お
も
し
ろ
い
と
言
へ
ば
お
も
し
ろ
い
が
、
實
は
こ
れ
ら

の
句
、
隨
分
危
く
、
讀
み
返
し
て
見
る
と
ひ
や
〳
〵
す
る
。
芭
蕉
に
も
こ
ん

な
試
錬
の
時
代
が
あ
つ
た
か
と
思
ひ
や
ら
れ
る
。

　
し
か
し
芭
蕉
に
は
、
す
で
に
伊
賀
を
出
る
頃
か
ら
『
雲
と
へ
だ
つ
友
か
や

雁
の
生
わ
か
れ
』
の
や
う
に
、
一
句
の
姿
を
聳
え
立
つ
や
う
に
仕
立
て
る
傾

向
が
な
く
も
な
い
。
こ
の
傾
向
は
『
虚
栗
』
の
時
代
に
は
げ
し
い
は
け
口
を

見
つ
け
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
か
う
い
ふ
傾
向
が
作
風
の
單
調
を
破
つ
て
、
あ
た
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か
も
山
脈
の
骨
の
や
う
に
、
ず
つ
と
後
年
の
圓
熟
し
た
作
の
中
に
ま
じ
つ
て

出
て
來
て
ゐ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　
よ
く
見
れ
ば
芭
蕉
に
は
、
こ
の
時
代
に
す
で
に
次
の
や
う
な
句
も
あ
る
。

　
　
　
　
雪
の
朝
獨
り
干
鮭
ほ
し
か
を
噛
み
得
た
り

　
　
　
　
芭
蕉
野
分
し
て
盥
に
雨
を
聞
夜
哉

　
　
　
　
枯
枝
に
烏
の
と
ま
り
た
る
や
秋
の
暮

　
更
に
ま
た
次
の
や
う
な
句
も
あ
る
。

　
　
　
　
は
せ
を
植
て
ま
づ
に
く
む
荻
の
二
葉
哉

　
　
　
　
あ
さ
が
ほ
に
我
は
食めし
く
ふ
を
と
こ
哉

　
　
　
　
世
に
ふ
る
は
さ
ら
に
宗
祇
の
や
ど
り
哉
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こ
ん
な
風
に
芭
蕉
は
ま
こ
と
の
詩
人
ら
し
い
眼
を
開
い
て
行
つ
た
。
新
し

く
興
つ
た
元
祿
の
俳
諧
と
、
す
で
に
先
蹤
の
あ
つ
た
天
明
の
俳
諧
と
の
相
違

も
、
そ
こ
に
あ
る
と
思
ふ
。
わ
た
し
は
芭
蕉
の
青
年
期
を
振
り
返
つ
て
見
て
、

こ
の
人
に
も
こ
ん
な
彷
徨
の
時
代
が
あ
つ
た
か
と
考
へ
る
。
そ
れ
ほ
ど
周
圍

は
暗
か
つ
た
の
だ
。
談
林
風
の
輕
い
滑
稽
は
あ
つ
て
も
、
生
氣
の
充
實
し
た

好
い
ユ
ウ
モ
ア
に
達
し
得
た
も
の
は
な
か
つ
た
の
だ
。
さ
う
い
ふ
中
で
、
芭

蕉
が
い
ろ
〳
〵
な
も
の
を
振
ひ
捨
て
ゝ
、
『
猿
蓑
』
の
深
さ
に
ま
で
詩
の
境

地
を
進
め
て
行
つ
た
あ
の
不
斷
の
努
力
と
精
進
と
を
想
ひ
見
る
と
、
あ
れ
ほ

ど
動
搖
の
多
か
つ
た
そ
の
青
年
時
代
も
ま
た
な
つ
か
し
い
。
お
そ
ら
く
年
若

い
頃
の
芭
蕉
が
才
氣
に
ま
か
せ
て
歩
い
た
路
は
わ
た
し
た
ち
の
想
像
以
上
で

は
な
か
つ
た
ら
う
か
。
何
程
の
精
神
の
革
新
が
そ
こ
に
持
ち
來
さ
れ
た
こ
と
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だ
ら
う
。
さ
う
想
つ
て
見
る
と
、
あ
の
『
一
つ
ぬ
い
で
う
し
ろ
に
負
ひ
ぬ
』

の
更
衣
の
吟
も
、
た
ゞ
の
旅
路
の
口
ず
さ
み
と
は
思
は
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
本
居
宣
長

　
明
治
維
新
に
對
す
る
本
居
宣
長
の
位
置
は
、
あ
た
か
も
佛
蘭
西
革
命
に
對

す
る
ル
ウ
ソ
オ
の
位
置
に
似
て
ゐ
る
。
彼
に
『
ヌ
ウ
　ヹ
ル
・
エ
ロ
イ
ズ
』
が

あ
れ
ば
、
是
に
物
の
あ
は
れ
の
説
が
あ
り
、
戀
愛
の
説
が
あ
る
の
も
似
て
ゐ

る
。
わ
た
し
は
儒
教
風
な
男
女
關
係
の
教
に
對
し
て
大
膽
に
戀
愛
を
肯
定
し

て
見
せ
た
最
初
の
人
は
明
治
年
代
の
北
村
透
谷
だ
と
ば
か
り
思
つ
て
ゐ
た
が
、

本
居
宣
長
の
戀
愛
觀
に
接
し
た
時
に
、
こ
の
自
分
の
考
へ
方
を
改
め
な
け
れ
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ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
の
人
の
戀
愛
生
活
を
探
つ
て
行
つ
て
見
た
ら
、
ど
ん

な
思
ひ
が
け
な
い
も
の
が
、
出
て
來
ま
い
も
の
で
も
あ
る
ま
い
と
い
ふ
氣
も

す
る
。
兎
も
あ
れ
、
あ
の
ル
ウ
ソ
オ
と
殆
ん
ど
時
代
を
同
じ
く
し
て
、
東
西

符
節
を
合
せ
た
や
う
に
『
自
然
に
歸
れ
』
と
教
へ
た
人
が
吾
國
に
も
生
れ
た

と
い
ふ
こ
と
は
、
不
思
議
な
く
ら
ゐ
に
思
は
れ
る
。
假
令
、
そ
の
『
自
然
』

の
内
容
に
關
し
て
は
、
東
西
お
の
づ
か
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
さ
う
概

括
的
に
は
言
つ
て
し
ま
へ
な
い
ま
で
も
。

　
本
居
宣
長
は
新
し
い
時
代
を
感
知
し
そ
れ
に
呼
び
か
け
、
又
そ
の
道
を
あ

け
た
と
い
ふ
べ
き
人
で
、
徳
川
時
代
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
近
代
人
の
父
と
も

呼
ば
る
べ
き
は
お
そ
ら
く
こ
の
人
か
と
私
は
心
ひ
そ
か
に
さ
う
思
つ
て
來
た
。
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ト
ル
ス
ト
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
久
一
郎
君
よ
り
そ
の
譯
書
『
ト
ル
ス
ト
イ
の

　
　
　
　
　
聖
書
』
の
た
め
に
、
何
か
書
き
つ
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
。
）

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
こ
れ
を
書
い
た
頃
の
ト
ル
ス
ト
イ
が
部
屋
の
外
に
は
、
す
で
に
薄
暮
が
迫

つ
て
ゐ
た
や
う
な
氣
が
す
る
。
彼
は
部
屋
を
明
る
く
し
よ
う
と
し
て
燈
火
を

つ
け
た
。
そ
れ
が
こ
の
基
督
傳
だ
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
長
い
生
涯
の
中
で
も
、

『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
』
製
作
後
は
別
人
の
觀
が
あ
る
が
、
今
度
わ
た
し
は

こ
の
書
を
手
に
し
て
見
て
、
そ
れ
ほ
ど
彼
を
變
へ
た
も
の
は
彼
の
内
部
よ
り
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も
、
む
し
ろ
外
部
に
あ
つ
た
ら
う
と
い
ふ
こ
と
を
感
知
し
た
。
さ
す
が
に
、

こ
れ
が
簡
淨
な
筆
で
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
は
譯
文
に
よ
つ
て
も
よ
く
窺
は
れ

て
、
か
の
釋
迦
の
言
行
を
録
し
た
阿
含
の
精
神
に
も
近
い
か
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
チ
エ
ホ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
白
葉
君
が
チ
エ
ホ
フ
の
全
著
作
を
邦
語
に

　
　
　
　
　
移
す
と
き
ゝ
て
）

　
　
　
　
　

　
人
生
の
冷
た
さ
、
温
か
さ
を
簡
潔
な
筆
に
盡
し
て
、
姿
あ
は
れ
に
情
深
き

211 本居宣長



は
チ
エ
ホ
フ
の
作
品
で
あ
る
。
傳
ふ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
曾
て
ア
ン
ド
レ

エ
フ
は
チ
エ
ホ
フ
の
『
三
人
姉
妹
』
を
舞
臺
の
上
に
見
、
こ
れ
こ
そ
ほ
ん
た

う
の
人
生
だ
と
言
つ
て
、
涙
の
流
れ
る
の
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
と
い
ふ
。
こ

の
こ
と
は
移
し
て
チ
エ
ホ
フ
の
全
作
品
に
あ
て
は
ま
る
。
す
ぐ
れ
た
外
國
作

者
も
數
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
で
わ
た
し
の
最
も
好
き
な
作
者
の
一
人
は
チ

エ
ホ
フ
だ
。
彼
こ
そ
ま
こ
と
の
『
笑
』
を
こ
の
世
に
持
ち
來
し
た
稀
な
文
學

者
だ
。

　
頃
日
、
中
村
白
葉
君
は
チ
エ
ホ
フ
の
全
著
作
を
邦
語
に
移
す
べ
く
思
ひ
立

ち
、
す
で
に
そ
の
初
期
作
品
の
飜
譯
を
一
卷
に
纏
め
た
と
言
つ
て
、
わ
た
し

の
も
と
へ
も
新
裁
の
譯
本
一
册
を
分
け
て
贈
つ
て
よ
こ
し
て
呉
れ
た
。
わ
た

し
は
よ
ろ
こ
び
の
あ
ま
り
、
早
速
君
へ
手
紙
を
出
し
て
、
君
は
好
い
仕
事
を

212桃の雫



は
じ
め
て
呉
れ
た
と
書
き
送
つ
た
。
白
葉
君
は
『
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
』
と
し

て
チ
エ
ホ
フ
全
著
作
集
の
邦
譯
に
着
手
せ
ら
れ
た
と
聞
く
。
こ
れ
ほ
ど
熱
心

で
責
任
感
の
強
い
譯
者
が
原
作
者
の
愛
を
わ
た
し
た
ち
に
ま
で
分
け
ら
れ
る

と
は
、
何
と
言
つ
て
も
う
れ
し
い
。
お
そ
ら
く
、
ど
ん
な
氣
質
を
異
に
し
た

も
の
で
も
、
こ
の
譯
本
を
手
に
し
て
、
原
作
者
が
天
才
の
誠
實
に
打
た
れ
な

い
も
の
は
な
か
ら
う
。
ま
た
そ
の
表
現
の
的
確
で
、
豐
富
な
の
に
驚
か
な
い

も
の
は
な
か
ら
う
。
文
字
の
純
粹
性
の
何
で
あ
る
か
を
さ
ゝ
や
い
て
わ
た
し

た
ち
を
勵
ま
し
て
呉
れ
る
の
も
か
う
し
た
著
作
だ
。
わ
た
し
は
こ
の
十
六
卷

の
邦
譯
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
希
望
す
る
。
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バ
ル
ザ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
バ
ル
ザ
ッ
ク
全
集
の
刊
行
を
よ
ろ
こ
び
て
）

　
　
　
　
　

　
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
就
い
て
は
今
更
多
言
を
費
す
ま
で
も
な
い
。
問
題
は
今
日

に
於
い
て
い
か
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
讀
む
べ
き
か
に
あ
ら
う
と
思
ふ
。
バ
ル
ザ

ッ
ク
に
歸
れ
と
は
世
界
大
戰
以
前
の
當
時
に
本
國
の
佛
蘭
西
に
起
つ
た
一
つ

の
聲
で
も
あ
つ
た
。
從
來
、
吾
國
に
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
知
ら
う
と
す
る
も
の

は
あ
つ
て
も
、
そ
の
著
作
の
英
譯
せ
ら
れ
た
も
の
は
す
く
な
く
、
比
較
的
早

く
彼
の
作
品
に
接
し
た
人
達
の
中
で
も
數
種
の
英
譯
を
手
に
し
得
た
に
過
ぎ

な
か
つ
た
。
他
の
佛
蘭
西
近
代
の
作
家
に
く
ら
べ
て
、
彼
の
著
作
が
吾
國
に
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傳
へ
ら
る
ゝ
こ
と
の
す
く
な
か
つ
た
理
由
の
一
つ
は
斯
う
し
た
事
情
に
よ
る

の
で
あ
り
、
今
一
つ
は
彼
の
大
き
さ
と
深
さ
と
に
入
る
た
め
に
は
相
應
の
年

月
を
要
す
る
か
ら
で
あ
つ
た
。
今
囘
、
佛
蘭
西
文
學
に
精
進
す
る
諸
君
の
手

に
よ
つ
て
バ
ル
ザ
ッ
ク
全
集
邦
譯
の
ご
と
き
困
難
な
仕
事
が
企
て
ら
れ
、
そ

の
著
作
の
全
貌
を
窺
ひ
知
る
機
會
の
與
へ
ら
る
ゝ
こ
と
は
、
何
と
言
つ
て
も

よ
ろ
こ
ば
し
い
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
讀
む
準
備
は
わ
れ
ひ
と
の
間
に
、
す
で
に

十
分
出
來
て
ゐ
る
と
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ゾ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ル
ゴ
ン
・
マ
カ
ア
ル
叢
書
の
編
輯
者
よ
り
言
葉
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を
求
め
ら
れ
て
）

　
　
　
　
　

『
一
日
と
し
て
事
な
き
日
な
し
』
と
い
ふ
こ
と
を
座
右
の
銘
と
し
た
ゾ
ラ
を

今
日
に
生
か
し
て
見
た
い
。
彼
は
本
國
の
方
で
も
廣
く
讀
ま
れ
、
そ
の
著
作

に
は
多
數
に
呼
び
か
け
る
要
素
を
多
分
に
持
つ
た
作
家
で
あ
る
か
ら
、
彼
が

今
日
の
日
本
に
出
現
し
た
と
し
た
ら
持
前
の
健
筆
で
忽
ち
日
本
の
大
衆
を
ひ

き
つ
け
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
彼
は
現
實
を
掴
み
出
し
て
紙
の
上
に
ひ
ろ
げ
て

見
せ
る
逞
ま
し
い
力
に
富
ん
だ
作
家
で
あ
る
か
ら
、
現
代
日
本
を
觀
察
し
て

何
を
捉
へ
何
を
赤
裸
々
に
描
寫
す
る
か
、
興
味
あ
る
問
題
と
な
つ
た
で
あ
ら

う
。
彼
は
實
驗
的
な
方
法
を
文
學
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
作
家
で
あ
る
か
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ら
、
か
な
り
簡
潔
で
、
且
つ
明
快
な
日
本
文
を
書
い
た
で
あ
ら
う
。
彼
は
人

間
の
獸
性
を
突
き
つ
め
て
行
く
作
家
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
社
會
を
背
景
に

取
り
入
れ
た
日
本
的
ナ
ナ
の
物
語
が
多
く
の
讀
者
を
戰
慄
せ
し
め
た
で
あ
ら

う
。
然
し
彼
は
大
衆
に
悦
ば
れ
る
や
う
な
も
の
を
書
い
て
も
淺
く
な
く
、
現

實
を
曝
露
し
て
も
冷
く
な
く
、
實
驗
的
で
あ
つ
て
も
濕
ひ
が
あ
り
、
好
色
の

男
女
を
描
い
て
も
生
氣
と
健
康
と
を
失
は
な
い
。
彼
が
現
代
日
本
の
社
會
に

そ
ゝ
ぎ
入
れ
る
も
の
は
、
何
よ
り
先
づ
こ
の
生
氣
と
健
康
と
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
彼
の
死
後
本
國
の
方
に
擡
頭
し
た
多
く
の
文
學
者
は
い
づ
れ
も
彼
の

缺
點
を
感
知
し
て
起
つ
て
來
た
。
彼
と
て
も
全
く
人
間
を
書
き
得
た
と
は
言

へ
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
は
上
に
述
べ
た
や
う
な
意
味
で
、

ゾ
ラ
の
叢
書
の
飜
譯
を
歡
迎
す
る
。
あ
の
ド
レ
フ
ュ
ウ
ス
事
件
で
は
人
道
の
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た
め
に
惡
戰
苦
鬪
し
た
彼
が
先
輩
ル
ウ
ソ
オ
と
枕
を
並
べ
て
巴
里
の
パ
ン
テ

オ
ン
に
葬
ら
る
ゝ
人
と
な
つ
た
こ
と
さ
へ
不
思
議
で
あ
る
の
に
、
今
ま
た
そ

の
遺
著
が
現
代
の
日
本
に
要
求
さ
れ
、
諸
家
の
筆
に
譯
さ
る
ゝ
日
を
迎
へ
た

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
生
前
の
彼
が
夢
想
だ
も
し
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
と

思
ふ
。

　
　
　
　
　
岡
倉
覺
三

　
再
吟
味
と
い
へ
ば
、
當
然
そ
れ
を
さ
れ
て
い
ゝ
人
で
、
未
だ
に
等
閑
に
さ

れ
て
ゐ
る
明
治
年
代
の
す
ぐ
れ
た
人
も
あ
る
。
岡
倉
覺
三
の
生
涯
な
ぞ
は
そ

の
第
一
に
數
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
自
分
の
好
み
に
お
も
ね
る
で
は
な
い
が
、
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東
洋
と
西
洋
と
の
文
化
を
ほ
ん
た
う
に
よ
く
噛
み
碎
い
た
彼
の
著
作
こ
そ
は
、

明
治
年
代
が
わ
た
し
た
ち
に
遺
し
て
呉
れ
た
最
も
い
ゝ
遺
産
の
一
つ
と
言
つ

て
い
ゝ
。
い
つ
ぞ
や
わ
た
し
は
織
田
正
信
君
の
厚
意
で
、
か
ね
て
長
い
こ
と

心
掛
け
て
ゐ
た
彼
が
東
洋
美
術
に
關
す
る
諸
論
文
を
讀
む
機
會
を
得
た
。
彼

が
そ
の
創
見
に
滿
ち
た
『
東
方
の
諸
理
想
』
の
中
で
教
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

ひ
と
り
東
洋
の
美
術
に
の
み
止
ら
な
い
で
、
文
學
に
も
宗
教
に
も
哲
學
に
も

亙
つ
て
ゐ
る
。
明
治
時
代
に
岡
倉
覺
三
の
や
う
な
東
洋
の
諸
美
術
と
文
學
宗

教
と
の
關
係
に
對
す
る
廣
い
知
識
と
洞
察
力
と
を
も
つ
て
ゐ
た
人
が
あ
つ
た

と
い
ふ
こ
と
す
ら
不
思
議
な
く
ら
ゐ
だ
。
彼
天
心
居
士
が
日
本
、
南
北
の
支

那
、
及
び
印
度
地
方
の
美
術
に
關
す
る
熱
心
な
探
求
は
、
あ
た
か
も
か
の
ウ

　

 

ヰ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
希
臘
美
術
の
探
求
に
比
べ
て
見
た
い
も
の
で
、
お
そ
ら
く
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そ
の
研
究
の
困
難
は
獨
逸
人
の
そ
れ
に
も
過
ぎ
た
も
の
が
あ
つ
た
ら
う
と
思

は
れ
る
。
お
そ
ら
く
近
代
に
『
東
洋
』
を
發
見
し
た
も
の
で
、
彼
の
所
説
に

負
ふ
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
は
少
な
か
ら
う
。
岡
倉
覺
三
こ
そ
は
、
ま
こ
と
に

わ
た
し
た
ち
が
好
い
教
師
の
一
人
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
鴎
外
漁
史

　
先
年
、
私
は
山
陰
の
方
へ
旅
を
し
て
、
鴎
外
先
生
の
郷
里
の
方
ま
で
行
つ

て
見
た
こ
と
が
あ
る
。
石
見
い
は
み
の
國
の
高
津
川
に
沿
う
て
行
つ
た
が
、
長
州
の

國
境
に
近
い
山
間
の
小
都
會
に
津
和
野
と
云
ふ
町
が
あ
つ
て
、
そ
こ
が
先
生

の
郷
里
で
あ
つ
た
。
そ
こ
迄
行
く
と
、
長
州
的
な
色
彩
も
濃
く
な
つ
て
、
石
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見
か
ら
す
る
も
の
と
、
長
州
か
ら
す
る
も
の
が
落
ち
合
つ
た
や
う
な
感
じ
を

受
け
る
。
ち
や
う
ど
、
眞
水
と
鹽
水
の
落
ち
合
つ
た
感
じ
の
す
る
町
で
あ
つ

た
。
私
は
自
分
の
郷
里
が
、
信
濃
の
國
境
に
あ
つ
て
美
濃
に
接
近
し
て
ゐ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
さ
う
し
た
津
和
野
の
や
う
な
と
こ
ろ
に
は
特
別
の
興
味
を
覺

え
た
。

　
そ
こ
に
養
老
館
が
あ
る
。
津
和
野
の
藩
校
の
跡
が
殘
つ
て
ゐ
る
。
少
年
時

代
の
先
生
は
、
そ
こ
で
學
ば
れ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
の
構
内
に
は
郷
土
館
が

あ
り
、
圖
書
館
が
あ
り
、
集
産
館
の
設
け
も
あ
つ
て
、
小
規
模
な
が
ら
に
、

津
和
野
の
ミ
ュ
ウ
ゼ
ア
ム
と
云
へ
る
の
も
珍
ら
し
く
思
つ
た
が
、
そ
の
養
老

館
の
跡
に
學
則
風
の
も
の
を
書
い
た
古
い
額
が
殘
つ
て
ゐ
た
。
國
學
、
漢
學
、

蘭
學
、
醫
學
、
數
學
、
武
術
と
し
て
あ
つ
て
、
鴎
外
先
生
の
學
問
は
こ
れ
だ
、
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と
思
つ
て
見
て
來
た
。
後
年
に
軍
醫
で
も
あ
れ
ば
、
國
學
と
漢
學
と
洋
學
と

に
精
通
し
た
學
者
で
も
あ
り
、
ま
た
、
た
く
さ
ん
な
創
作
や
飜
譯
を
殘
さ
れ

た
作
者
で
も
あ
つ
た
先
生
の
や
う
な
人
が
生
れ
て
來
た
こ
と
は
、
偶
然
で
は

な
い
こ
と
を
知
つ
た
。
先
生
は
文
學
の
上
で
言
葉
の
世
界
を
豐
富
に
し
た
ば

か
り
で
な
し
に
、
今
日
陸
軍
で
行
は
れ
て
ゐ
る
軍
事
上
の
術
語
な
ぞ
も
多
く

先
生
の
考
案
に
よ
る
と
云
ふ
こ
と
を
聞
く
。
行
く
と
こ
ろ
と
し
て
可
な
ら
ざ

る
は
な
い
や
う
な
そ
の
才
能
は
驚
か
れ
る
程
で
、
博
物
館
の
館
長
も
勤
ま
れ

ば
、
國
語
調
査
會
の
會
長
も
勤
ま
る
と
云
ふ
人
だ
つ
た
。
若
い
者
の
仕
事
な

ど
を
喜
ん
で
助
け
る
と
云
ふ
や
う
な
さ
う
云
ふ
麗
は
し
い
性
質
を
多
分
に
持

つ
て
ゐ
た
人
で
、
小
山
内
君
が
自
由
劇
場
を
始
め
る
時
に
、
先
生
は
イ
ブ
セ

ン
の
『
ジ
ョ
ン
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ボ
ル
ク
マ
ン
』
を
口
譯
し
、
そ
れ
を
鈴
木
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春
浦
君
に
筆
記
さ
せ
て
與
へ
た
こ
と
も
あ
る
。
小
山
内
君
の
新
劇
運
動
に
も
、

そ
の
蔭
に
は
先
生
の
や
う
な
人
の
助
力
が
あ
つ
た
。

　
い
つ
ぞ
や
正
宗
君
、
里
見
君
と
同
席
で
、
先
生
の
噂
な
ど
が
出
た
折
に
、

一
體
先
生
は
東
西
の
文
學
者
の
中
で
誰
に
私
淑
し
た
ら
う
か
と
云
ふ
問
が
出

た
。
そ
の
時
私
は
、
先
生
が
日
頃
の
言
説
か
ら
押
し
て
、
そ
れ
は
ゲ
エ
テ
で

あ
ら
う
か
と
答
へ
て
見
た
。
そ
こ
で
、
ひ
と
し
き
り
私
達
の
話
は
ゲ
エ
テ
の

生
涯
と
先
生
の
生
涯
の
比
較
に
な
つ
た
。
私
は
あ
の
席
で
、
二
君
に
も
話
し

た
こ
と
だ
が
、
ゲ
エ
テ
の
生
涯
に
は
何
事
に
つ
け
て
も
、
身
を
以
て
當
る
と

云
ふ
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
と
思
ふ
。
そ
こ
か
ら
、
『
若
き
ヱ
ル
テ
ル
の
わ
づ
ら

ひ
』
の
や
う
な
青
春
の
書
も
生
ま
れ
て
來
た
し
、
生
の
肯
定
の
苦
し
み
を
描
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い
た
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
や
う
な
劇
的
な
主
題
を
取
り
扱
つ
た
も
の
も
生
ま

れ
て
來
た
し
、
ま
た
あ
の
ゲ
エ
テ
の
晩
年
に
見
る
や
う
な
深
い
自
然
觀
に
も

到
達
し
た
か
と
思
ふ
。
そ
こ
へ
行
く
と
鴎
外
漁
史
は
違
ふ
。
先
生
は
あ
の
通

り
な
明
徹
の
人
で
あ
つ
た
か
ら
、
何
事
に
も
ゲ
エ
テ
の
や
う
に
深
入
り
し
な

か
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
れ
に
ゲ
エ
テ
は
先
生
の
行
き
方
と
も
ち
が

ひ
、
む
し
ろ
感
性
に
重
き
を
置
き
、
感
情
こ
そ
一
切
だ
と
言
ふ
や
う
な
人
で

あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
生
涯
を
先
生
に
比
較
す
る
こ
と
が
す
で
に
無
理
か
も
知

れ
な
い
。

　
鴎
外
先
生
の
長
い
文
學
生
涯
か
ら
言
つ
て
も
、
澤
山
な
創
作
を
殘
さ
れ
た

の
は
先
生
の
文
體
が
一
變
し
て
か
ら
後
の
こ
と
の
や
う
で
あ
る
。
『
ス
バ
ル
』
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に
『
三
田
文
學
』
に
、
先
生
の
書
か
れ
る
も
の
は
一
頃
よ
り
は
却
つ
て
若
々

し
く
さ
へ
見
え
た
。
あ
の
『
舞
姫
』
か
ら
出
發
せ
ら
れ
た
頃
に
思
ひ
比
べ
る

と
、
表
現
の
方
法
か
ら
し
て
別
人
の
や
う
に
な
つ
た
。
先
生
の
や
う
に
長
く

精
力
の
續
い
た
人
も
め
づ
ら
し
い
。
幸
田
氏
な
ぞ
が
あ
の
創
作
の
筆
を
收
め

て
、
默
し
勝
ち
に
暮
さ
る
ゝ
や
う
に
な
つ
て
も
、
ま
だ
先
生
は
長
い
歴
史
物

を
書
い
て
倦
ま
な
い
人
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
先
生
の
内

に
は
他
の
先
輩
と
ち
が
つ
た
『
青
年
』
が
あ
つ
て
、
あ
た
か
も
古
葉
の
た
め

に
も
煩
は
さ
れ
ず
に
、
絶
え
ず
若
葉
す
る
老
樹
の
や
う
な
力
を
持
ち
、
晩
年

に
な
つ
て
も
ま
だ
そ
の
力
が
衰
へ
ず
に
あ
つ
た
か
と
思
は
れ
る
。
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シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坪
内
逍
遙
博
士
が
修
訂
完
譯
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

　
　
　
　
　
ア
全
集
成
る
）

　
　
　
　
　

　
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
讀
み
直
し
て
見
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
に
於
い
て
西

洋
文
學
を
讀
み
直
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
り
東
洋
人
ば
か
り

で
な
く
、
西
洋
人
に
と
つ
て
も
ま
た
大
切
な
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
幾
度
か
そ

の
讀
み
直
し
が
行
は
れ
、
そ
こ
か
ら
獨
逸
流
の
新
解
釋
も
生
れ
、
佛
蘭
西
風

の
見
方
も
起
り
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
や
う
な
人
の
異
説
と
も
な
つ
た
。
わ
れ
ら

と
て
も
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
如
き
西
洋
文
學
の
代
表
的
な
作
者
を
よ
く
知
ら
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ね
ば
な
ら
な
い
。
今
日
國
文
學
の
研
究
熱
が
さ
か
ん
に
興
つ
て
來
て
ゐ
る
時

に
當
つ
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
全
集
讀
み
直
し
の
機
會
が
與
へ
ら
れ
た
こ
と

は
、
偶
然
な
こ
と
と
も
思
は
れ
な
い
。
過
去
の
經
驗
に
よ
れ
ば
、
國
文
學
の

復
興
は
た
ゞ
單
獨
に
は
や
つ
て
來
な
い
。
そ
れ
に
は
必
ず
外
國
文
學
に
對
す

る
新
し
い
情
熱
を
伴
ふ
。
そ
の
意
味
か
ら
言
つ
て
も
、
今
囘
中
央
公
論
社
の

發
起
に
よ
つ
て
、
坪
内
博
士
の
新
修
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
全
集
が
發
行
さ
れ
る

日
の
來
た
こ
と
を
わ
た
し
は
多
く
の
讀
者
諸
君
と
共
に
悦
び
た
い
。

　
わ
た
し
が
こ
れ
を
書
い
て
ゐ
る
日
は
、
讀
者
諸
君
は
す
で
に
清
楚
な
新
裝

の
成
つ
た
譯
本
の
一
部
を
手
に
せ
ら
る
ゝ
頃
か
と
思
ふ
。
試
み
に
あ
の
『
ハ

ム
レ
ッ
ト
』
や
『
以
尺
報
尺
』
の
中
に
書
い
て
あ
る
博
士
の
緒
言
と
附
記
と

を
熟
讀
し
た
ま
へ
。
お
そ
ら
く
諸
君
は
西
洋
文
學
探
求
の
決
し
て
ゆ
る
が
せ
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に
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
感
知
せ
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
。
あ
り
の
ま
ゝ
に
言
へ

ば
、
わ
た
し
は
博
士
の
譯
筆
に
接
し
て
、
ど
う
か
す
る
と
あ
ま
り
の
輕
さ
に

ま
ご
つ
く
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
文
學
の
や
う
な
古
典

を
、
殊
に
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
や
う
な
戲
曲
を
、
ど
う
い
ふ
言
葉
で
こ
の
國

に
移
し
得
る
か
を
も
考
へ
て
見
る
。
こ
れ
は
、
か
の
ウ
イ
ル
ア
ム
・
ア
ー
チ

ャ
ア
が
イ
ブ
セ
ン
の
散
文
戲
曲
の
英
譯
を
企
て
た
に
も
勝
る
と
も
劣
る
こ
と

の
な
い
困
難
な
仕
事
だ
。
何
よ
り
も
先
づ
こ
の
骨
折
と
、
熱
心
と
は
尊
い
。

　
讀
者
諸
君
の
た
め
に
言
へ
ば
、
わ
た
し
は
こ
の
國
の
貞
享
元
祿
の
作
者
達

が
、
あ
る
ひ
は
『
五
人
女
』
を
完
成
し
あ
る
ひ
は
『
曠
野
集
』
八
卷
を
編
む

よ
り
八
十
餘
年
も
前
の
方
に
、
先
づ
諸
君
の
想
像
を
誘
ひ
た
い
。
こ
の
國
の

徳
川
家
康
が
晩
年
に
も
當
る
頃
に
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
が
初
演
せ
ら
れ
、
出
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版
せ
ら
れ
た
こ
と
を
想
ひ
見
て
も
ら
ひ
た
い
。
そ
の
風
俗
も
、
そ
の
言
葉
も
、

ま
た
そ
の
感
情
も
、
お
の
づ
か
ら
後
の
代
と
は
異
な
ら
う
で
は
な
い
か
。
言

つ
て
見
れ
ば
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
の
初
へ
か
け
て
の
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ア
の
時
代
は
、
ま
だ
〳
〵
歐
羅
巴
の
中
世
的
な
も
の
が
多
分
に
殘
存
し
た

時
で
あ
ら
う
。
新
舊
時
代
の
も
の
の
入
れ
ま
じ
つ
た
時
で
あ
ら
う
。
そ
の
こ

と
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
そ
の
人
の
複
雜
な
性
格
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

彼
は
わ
れ
ら
の
時
代
の
人
に
近
い
近
代
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に

遠
い
昔
の
人
の
や
う
な
中
世
騎
士
の
面
影
を
具
へ
て
ゐ
る
。
あ
た
か
も
、
わ

が
國
元
祿
時
代
の
近
松
、
西
鶴
、
芭
蕉
等
の
文
學
に
新
興
の
氣
象
の
溢
れ
て

ゐ
る
や
う
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
戲
曲
の
面
白
味
も
ま
た
さ
う
い
ふ
新
舊
の

色
彩
の
錯
綜
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
作
品
に
は
縱
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横
自
在
に
筆
が
振
つ
て
あ
る
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
何
と
な
く
古
雅
で
、
十
九

世
紀
初
期
の
諸
詩
人
の
作
風
の
涼
し
さ
新
し
さ
と
お
も
し
ろ
い
對
照
を
見
せ

て
ゐ
る
の
は
、
い
は
れ
の
な
い
こ
と
で
も
な
い
。

　
今
か
ら
四
十
餘
年
前
に
、
西
歐
の
文
學
を
探
ら
う
と
志
し
た
明
治
青
年
の

多
く
は
、
佛
蘭
西
の
モ
リ
エ
ー
ル
や
コ
ル
ネ
エ
ユ
に
行
か
な
い
で
、
先
づ
英

吉
利
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
行
つ
た
。
こ
れ
は
外
國
交
通
の
便
宜
と
言
語
の

習
得
等
の
事
情
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
大
體
の
選
擇
に
於
い
て
わ

れ
ら
の
先
輩
も
か
な
り
要
領
の
い
ゝ
人
達
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
と
い
ふ
は
、

ダ
ン
テ
の
高
さ
を
望
み
見
る
に
し
て
も
、
ゲ
エ
テ
の
深
さ
に
思
ひ
を
潜
め
る

に
し
て
も
、
先
づ
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
か
ら
入
る
と
い
ふ
こ
と
が
踏
み
迷
は
な

い
好
い
道
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
四
十
餘
年
後
の
今
日
に
も
あ
て
は
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ま
る
。
諸
君
は
安
心
し
て
西
洋
文
學
の
定
石
を
こ
ゝ
に
見
出
す
こ
と
が
出
來

る
。
こ
れ
を
後
の
近
代
文
學
に
比
較
し
て
見
よ
う
と
、
ど
う
そ
の
發
展
の
跡

を
辿
ら
う
と
、
諸
君
の
勝
手
で
あ
る
。
こ
の
集
の
中
に
は
西
歐
の
傳
説
を
骨

に
し
た
幾
多
の
戲
曲
も
あ
つ
て
、
讀
物
と
し
て
も
多
く
の
興
味
を
諸
君
に
與

へ
る
で
あ
ら
う
と
信
ず
る
。
わ
た
し
は
こ
の
好
い
機
會
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

ア
の
讀
み
直
し
を
諸
君
に
薦
め
、
今
日
誰
も
が
無
關
心
で
ゐ
ら
れ
る
筈
も
な

い
西
洋
文
學
の
長
所
短
所
を
一
層
は
つ
き
り
と
感
知
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
切
望

す
る
。

　
　
　
　
　
應
援
の
辭
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教
育
の
こ
と
は
そ
の
源
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
少
年
期

に
於
け
る
情
操
の
養
成
を
ゆ
る
が
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
人
の
一
生
が
殆

ん
ど
そ
の
發
芽
の
時
代
に
決
す
る
と
言
つ
て
も
い
ゝ
こ
と
は
、
誰
し
も
こ
の

世
に
經
驗
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
源
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
、
ど
う
し
て

ま
こ
と
の
智
を
尚
た
つ
とび
、
ま
こ
と
の
徳
に
從
ひ
、
ま
こ
と
の
美
を
愛
す
る
と
い

ふ
こ
と
が
出
來
よ
う
。
濱
田
廣
介
君
は
こ
ゝ
に
見
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
か
、

郷
土
と
民
族
と
に
根
ざ
す
こ
と
の
深
い
ま
こ
と
の
童
話
を
教
育
に
結
び
つ
け

る
こ
と
を
思
ひ
立
た
れ
た
。
こ
れ
は
ト
ル
ス
ト
イ
が
晩
年
に
到
達
し
た
教
育

事
業
の
精
神
に
も
近
い
。
そ
の
意
味
か
ら
、
わ
た
し
は
君
が
新
し
き
出
發
を

祝
し
、
志
操
の
堅
き
こ
と
十
年
一
日
の
如
き
君
の
た
め
に
こ
の
應
援
の
言
葉

を
送
る
も
の
で
あ
る
。
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世
界
文
藝
大
辭
典

　
畏
敬
す
る
吉
江
喬
松
君
が
世
界
文
藝
大
辭
典
編
輯
の
大
き
な
事
業
も
着
々

そ
の
工
作
を
進
め
、
今
や
そ
の
第
一
卷
を
刊
行
し
、
第
二
卷
刊
行
の
日
も
ま

た
近
き
に
あ
る
で
あ
ら
う
と
聞
く
。
こ
れ
は
東
洋
方
面
の
文
化
の
覺
醒
を
期

待
し
て
、
世
界
の
そ
れ
に
合
流
せ
し
む
る
こ
と
の
眼
に
見
え
な
い
一
つ
の
港

を
造
ら
う
と
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
吉
江
君
は
そ
の
起
工
の
始
め
に

當
り
、
多
く
の
希
望
を
抱
い
て
出
發
せ
ら
れ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
編
輯

者
と
し
て
の
君
が
所
謂
『
現
實
に
徹
し
て
理
想
に
向
ひ
、
國
民
意
識
に
徹
し

て
世
界
意
識
に
伸
展
す
る
力
』
と
は
則
ち
こ
れ
を
造
ら
う
と
す
る
君
の
意
圖

233 世界文藝大辭典



を
語
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
君
の
用
意
さ
れ
た
比
較
研
究
と
歸
納
實
證
の

方
法
は
、
あ
た
か
も
海
波
を
せ
き
と
め
る
た
め
に
築
き
あ
げ
た
港
の
堤
防
に

譬
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
も
し
こ
れ
が
無
事
に
竣
工
さ
れ
た
あ
か
つ
き

に
は
、
凡
ゆ
る
種
類
の
文
藝
思
想
藝
術
を
載
せ
た
何
百
の
船
が
こ
の
港
に
碇

泊
す
る
と
言
ひ
盡
す
こ
と
も
出
來
ま
い
。
雄
大
な
氣
象
は
お
の
づ
か
ら
そ
こ

に
感
ぜ
ら
る
ゝ
で
あ
ら
う
。
吉
江
君
は
こ
の
世
界
文
藝
大
辭
典
の
は
じ
め
に

序
し
て
、
『
我
邦
の
文
藝
は
今
や
世
界
文
化
の
表
面
に
第
二
の
大
き
な
ル
ネ

エ
サ
ン
ス
を
呼
び
來
す
べ
き
重
要
な
使
命
を
持
つ
て
進
展
し
つ
つ
あ
る
の
で

あ
る
』
と
言
ひ
、
『
そ
の
時
機
は
徐
々
に
近
づ
き
つ
ゝ
あ
る
と
感
ず
る
』
と

も
言
つ
て
、
曾
て
東
洋
の
宗
教
哲
學
思
想
藝
術
を
集
大
成
し
た
我
日
本
は
更

に
第
二
の
重
要
な
綜
合
時
期
に
邂
逅
し
つ
ゝ
あ
る
こ
と
を
警
告
し
、
最
も
公
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平
無
私
に
世
界
文
藝
の
現
象
を
追
究
し
得
る
立
場
に
置
か
れ
て
ゐ
る
も
の
は

現
在
わ
れ
ら
日
本
人
を
措
い
て
他
に
な
い
と
な
し
、
そ
の
當
然
の
責
務
を
遂

行
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
文
藝
意
識
の
高
揚
を
計
る
こ
そ
、
目
下
の
急
務
で
あ

る
と
語
つ
て
ゐ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
を
造
る
た
め
に
今
日
ま
で
費
さ
れ
た
努

力
、
ま
た
こ
れ
を
完
成
す
る
ま
で
の
努
力
は
莫
大
な
も
の
で
あ
ら
う
。
わ
た

し
は
君
が
志
を
さ
か
ん
な
り
と
し
、
多
く
の
讀
者
諸
君
も
ま
た
こ
の
良
い
企

て
に
協
力
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
勸
め
た
い
。
こ
れ
は
尋
常
一
樣
の
辭
典
で
は
な

い
。

　
　
　
　
　
愛
兒
讀
本
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最
近
に
、
わ
た
し
は
昔
の
人
の
筆
に
な
つ
た
『
童
蒙
入
學
問
』
と
い
ふ
本

を
開
い
て
見
て
、
す
く
な
か
ら
ず
心
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
と
い
ふ
は
、

昔
の
人
が
子
供
の
讀
本
に
と
書
い
て
與
へ
た
の
は
こ
ん
な
む
つ
か
し
い
言
葉

で
あ
つ
た
か
と
思
ふ
か
ら
で
あ
つ
た
。
わ
た
し
は
又
、
そ
れ
ら
の
教
へ
草
が

あ
ま
り
に
嚴
格
で
、
教
訓
的
な
の
に
驚
き
も
し
た
。
さ
う
い
ふ
わ
た
し
は
木

曾
の
山
村
に
生
れ
、
あ
の
深
い
森
林
地
帶
に
自
分
の
少
年
時
代
を
送
つ
た
も

の
で
あ
る
が
、
父
は
熱
心
な
子
弟
の
教
育
者
で
あ
つ
た
か
ら
、
わ
た
し
も
父

か
ら
與
へ
ら
る
ゝ
ま
ゝ
に
、
よ
く
聲
を
あ
げ
て
そ
れ
ら
の
昔
の
教
へ
草
を
暗

誦
し
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
わ
た
し
は
子
供
心
に
も
そ
れ
ら
の
著
者
を
尊

敬
す
る
こ
と
は
知
つ
て
ゐ
て
も
、
ど
う
し
て
も
そ
の
内
に
入
つ
て
行
く
こ
と

は
出
來
な
か
つ
た
。
反
つ
て
家
の
圍
爐
裏
ば
た
に
ゐ
る
爺
さ
ん
な
ぞ
の
話
し
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か
け
て
呉
れ
る
言
葉
の
方
に
耳
を
傾
け
、
子
供
に
も
わ
か
り
易
い
昔
話
、
解

き
易
い
謎
、
さ
て
は
田
圃
や
畠
の
間
に
こ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
や
う
な
お
伽
話
に
、

言
ひ
知
れ
ぬ
親
し
み
を
覺
え
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
わ
た
し
た
ち
の
幼
少

な
時
分
に
思
ひ
比
べ
た
ら
、
今
日
の
兒
童
は
遙
か
に
幸
福
で
あ
る
と
言
へ
よ

う
。
何
と
言
つ
て
も
、
新
し
い
兒
童
の
文
學
が
こ
の
國
に
開
拓
さ
れ
た
の
は
、

明
治
以
來
の
文
學
者
が
そ
れ
ま
で
在
り
來
つ
た
堅
く
狹
苦
し
い
制
約
を
破
つ

て
、
言
葉
と
文
章
と
の
一
致
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

こ
の
愛
兒
讀
本
の
著
者
、
小
野
君
も
や
は
り
そ
の
歴
史
を
見
て
來
た
人
の
一

人
で
、
お
そ
ら
く
言
葉
と
文
章
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
歡
び
に
か
け
て
は
、

わ
た
し
た
ち
と
感
を
同
じ
く
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
さ
て
こ
そ
、
こ

の
讀
本
に
見
る
や
う
な
、
や
さ
し
い
言
葉
も
生
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
ま
つ
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た
く
、
幼
い
も
の
に
話
し
か
け
る
こ
と
の
樂
し
さ
。
も
し
そ
の
言
葉
が
子
供

の
耳
に
も
入
り
易
く
て
、
直
ぐ
に
も
彼
等
に
親
し
ま
れ
る
と
し
た
ら
、
ど
ん

な
に
う
れ
し
か
ら
う
。
も
し
又
、
そ
の
言
葉
が
子
供
に
と
つ
て
面
白
い
ば
か

り
で
な
く
、
彼
等
幼
い
も
の
の
お
の
づ
か
ら
な
性
情
を
養
ひ
、
そ
の
胸
を
開

か
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
か
ら
う
と
、
君
が
新

著
の
は
じ
に
書
き
つ
け
て
お
く
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
文
壇
出
世
作
全
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
央
公
論
社
創
立
五
十
周
年
の
記
念
に
）
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こ
れ
ま
で
文
筆
に
從
事
す
る
も
の
が
各
自
の
作
品
を
持
ち
寄
つ
て
一
つ
の

集
を
つ
く
り
、
友
と
す
る
人
、
あ
る
ひ
は
師
と
す
る
人
に
贈
つ
た
と
い
ふ
こ

と
は
あ
る
が
、
こ
ゝ
に
わ
た
し
た
ち
が
作
品
を
持
ち
寄
つ
た
や
う
に
雜
誌
經

營
者
の
多
年
の
骨
折
に
報
ゆ
る
た
め
一
つ
の
集
を
つ
く
る
こ
と
は
、
お
そ
ら

く
こ
れ
を
初
め
と
す
る
。

　
今
更
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
い
か
に
筆
執
り
物
を
書
く
英
才
が
雲
の
や
う

に
起
る
時
代
で
も
、
適
當
な
發
表
の
機
關
な
し
に
は
叶
は
ぬ
こ
と
。
明
治
以

來
の
新
し
い
文
學
が
と
に
も
か
く
に
も
民
間
の
事
業
と
し
て
今
日
ま
で
の
發

達
を
見
た
こ
と
は
、
い
さ
ゝ
か
わ
た
し
た
ち
が
自
ら
の
慰
め
と
し
勵
ま
し
と

も
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
わ
た
し
た
ち
に
幾
多
の
舞
臺
を
提
供
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し
て
呉
れ
た
人
々
の
力
に
待
つ
こ
と
も
多
か
つ
た
こ
と
を
想
ひ
起
さ
ず
に
は

ゐ
ら
れ
な
い
。

　
明
治
年
代
以
來
、
わ
が
國
に
於
け
る
雜
誌
の
發
達
に
も
驚
か
れ
る
も
の
が

あ
る
。
成
程
、
明
治
以
前
に
は
澤
山
な
書
籍
は
あ
つ
た
。
し
か
し
、
雜
誌
の

あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
聞
か
な
い
。
芭
蕉
、
近
松
、
西
鶴
時
代
の
人
は
も
と

よ
り
、
秋
成
時
代
か
ら
降
つ
て
京
傳
、
馬
琴
、
種
彦
、
三
馬
時
代
の
人
に
な

つ
て
も
雜
誌
に
物
を
書
い
た
と
い
ふ
こ
と
は
聞
か
な
い
。
ま
つ
た
く
雜
誌
の

經
營
は
わ
た
し
た
ち
の
時
代
に
起
つ
た
一
つ
の
新
し
い
あ
ら
は
れ
で
、
も
し

そ
の
發
達
の
あ
と
を
さ
か
の
ぼ
つ
て
見
る
な
ら
、
そ
こ
に
も
こ
ゝ
に
も
活
き

た
歴
史
の
光
景
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
自
分
の
狹
い
視
野

の
範
圍
か
ら
言
つ
て
も
、
こ
れ
ま
で
雜
誌
の
い
と
な
み
は
つ
ね
に
書
籍
刊
行
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の
事
業
に
先
ん
じ
て
來
た
や
う
で
あ
る
。
民
友
社
、
政
教
社
、
乃
至
女
學
雜

誌
社
と
數
へ
る
ま
で
も
な
く
、
明
治
年
代
に
看
板
を
か
ゝ
げ
は
じ
め
た
博
文

館
の
や
う
な
大
規
模
の
出
版
會
社
ま
で
も
書
籍
を
後
に
し
て
雜
誌
を
先
に
し

た
。
こ
れ
は
編
輯
、
印
刷
、
發
賣
の
便
に
も
よ
り
、
資
金
の
囘
收
と
市
場
の

關
係
等
の
種
々
な
事
情
か
ら
誘
致
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
そ
れ

の
み
と
は
決
し
て
言
ひ
が
た
い
。
そ
れ
に
は
か
う
し
た
氣
運
を
導
い
た
人
々

の
あ
つ
た
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
何
と
い
つ
て
も
書
籍
の
刊
行
に
は
明
治
以

前
か
ら
の
長
い
傳
統
も
あ
り
、
そ
れ
に
携
は
る
人
々
は
仕
事
の
性
質
か
ら
も

兎
角
舊
套
に
な
づ
み
易
か
つ
た
の
に
引
き
か
へ
、
雜
誌
の
經
營
は
多
く
活
溌

な
新
人
の
仕
事
で
、
そ
の
足
ど
り
も
輕
く
、
時
を
見
る
眼
の
さ
と
さ
に
も
す

ぐ
れ
て
ゐ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
は
故
人
と
な
つ
た
瀧
田
君
な
ぞ
は
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た
し
か
に
そ
の
一
人
に
數
へ
ら
れ
る
べ
き
人
で
あ
ら
う
。

　
瀧
田
君
が
雜
誌
の
仕
事
に
心
身
を
投
じ
は
じ
め
た
頃
の
中
央
公
論
社
は
ま

だ
新
世
帶
で
あ
つ
て
、
同
君
は
社
主
の
麻
田
君
を
相
手
に
臺
所
の
相
談
に
も

預
か
れ
ば
、
編
輯
も
切
り
盛
り
し
、
廣
告
文
に
ま
で
自
ら
筆
を
執
る
と
い
ふ

風
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
わ
た
し
が
瀧
田
君
を
知
る
や
う
に
な
つ
た
の
も
明
治

三
十
九
年
以
後
の
こ
と
で
、
同
君
の
新
し
い
出
發
は
や
は
り
わ
た
し
た
ち
と

同
じ
や
う
に
日
露
戰
爭
以
後
の
一
大
轉
換
期
に
際
會
し
た
頃
で
あ
つ
た
。
反

省
雜
誌
以
來
の
中
央
公
論
が
面
目
を
あ
ら
た
め
、
文
學
の
創
作
欄
に
も
大
に

力
を
入
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
そ
の
頃
か
ら
で
あ
つ
た
と
記
憶
す
る
。

わ
た
し
は
西
大
久
保
の
方
に
あ
つ
た
舊
居
で
も
、
淺
草
新
片
町
の
方
に
あ
つ

た
書
齋
で
も
、
よ
く
瀧
田
君
の
訪
問
を
受
け
た
が
、
一
面
に
は
同
君
は
文
學
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の
愛
好
者
で
、
わ
た
し
た
ち
が
寄
稿
す
る
も
の
を
と
こ
ろ
／
″
＼
暗
誦
し
、

時
に
は
同
君
一
流
の
批
評
を
試
み
る
ほ
ど
の
熱
心
さ
で
あ
つ
た
。
あ
の
瀧
田

君
が
血
の
氣
の
多
い
頬
、
つ
ぶ
ら
な
眼
、
特
色
の
あ
る
縮
れ
髮
、
そ
れ
か
ら

堅
肥
り
の
し
た
精
力
的
な
體
躯
な
ぞ
は
、
今
だ
に
わ
た
し
の
眼
に
あ
る
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
こ
ゝ
に
書
き
つ
け
て
見
る
の
も
他
で
は
な
い
。
あ
の
瀧
田

君
の
記
憶
と
中
央
公
論
と
は
わ
た
し
に
は
引
き
は
な
し
て
考
へ
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
り
、
今
日
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
集
の
た
め
に
作
品
を
持
ち
寄
る
に
つ

け
て
も
、
一
片
懷
舊
の
情
禁
じ
が
た
く
、
同
時
に
瀧
田
君
が
後
繼
者
と
し
て

そ
の
仕
事
を
幾
倍
か
に
擴
げ
た
嶋
中
君
に
望
む
こ
と
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
ゝ
ろ
み
に
日
露
戰
爭
以
後
の
文
學
に
縁
故
の
深
か
つ
た
雜
誌
で
わ
た
し
の

胸
に
浮
ぶ
も
の
を
數
へ
て
見
て
も
、
太
陽
、
新
小
説
、
文
藝
界
、
文
章
世
界
、
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そ
れ
か
ら
舊
早
稻
田
文
學
、
藝
苑
、
新
古
文
林
、
帝
國
文
學
な
ぞ
、
い
づ
れ

も
今
は
過
去
の
も
の
と
な
つ
た
。
そ
の
中
に
あ
つ
て
中
央
公
論
が
創
立
以
來

五
十
周
年
を
今
日
に
迎
へ
る
と
聞
く
こ
と
は
異
數
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

長
い
骨
折
は
わ
た
し
た
ち
と
し
て
も
感
謝
し
て
い
ゝ
。

　
わ
た
し
は
今
、
他
の
諸
君
と
共
に
、
こ
ゝ
ろ
ざ
し
ば
か
り
の
も
の
を
こ
ゝ

に
持
ち
寄
つ
た
。
又
、
こ
れ
を
機
と
し
て
、
め
づ
ら
し
い
作
品
集
の
出
來
た

こ
と
を
一
つ
の
よ
ろ
こ
び
と
も
し
、
こ
の
集
の
内
容
に
は
か
ゝ
は
り
の
な
い

や
う
な
こ
ん
な
寢
言
を
し
る
し
つ
け
て
、
序
の
言
葉
に
か
へ
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
木
の
實
、
草
の
實
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龍
の
髭
の
紫
、
千
兩
、
萬
兩
、 

藪 

柑 

子 

や
ぶ
か
う
じ

、
さ
て
は
南
天
の
白
と
紅
。
隱

れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
庭
の
隅
な
ぞ
に
、
そ
れ
等
の
草
木
の
實
を
見
つ
け
る
の

は
う
れ
し
い
。
寄
贈
を
受
け
る
諸
雜
誌
の
讀
物
の
中
か
ら
、
木
の
實
や
草
の

實
に
も
譬
へ
た
い
や
う
な
二
三
の
言
葉
を
拾
つ
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

『
河
』
と
い
ふ
同
人
雜
誌
に
は
、
以
前
毎
號
の
卷
頭
に
ゲ
エ
テ
の
言
葉
を
譯

載
し
た
。
あ
れ
は
拾
つ
て
も
〳
〵
盡
せ
な
い
美
し
い
珠
の
や
う
な
も
の
ば
か

り
だ
つ
た
。
そ
の
中
に
『
自
然
に
は
進
化
は
な
い
、
變
化
が
あ
る
ば
か
り
だ
』

と
い
ふ
意
味
の
言
葉
な
ぞ
は
い
か
に
も
ゲ
エ
テ
の
や
う
な
人
が
到
達
し
た
境

地
ら
し
く
思
つ
た
。

『
三
田
文
學
』
新
年
號
を
讀
む
。
譯
載
し
て
あ
つ
た
論
文
の
中
に
、
ヘ
エ
ゲ

ル
の
表
現
に
よ
れ
ば
と
し
て
、
『
矛
盾
な
る
も
の
は
す
べ
て
の
領
域
　
　
從
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つ
て
藝
術
的
上
層
建
築
の
領
域
に
於
い
て
も
亦
　
　
に
於
け
る
歴
史
的
過
程

の
指
導
原
理
で
あ
る
』
と
の
一
句
に
は
心
を
ひ
か
れ
た
。

　
佐
藤
春
夫
君
が
編
輯
す
る
『
古
東
多
滿
』
を
讀
む
。
そ
の
中
に
、
ロ
ダ
ン

の
彫
刻
の
特
質
を
一
つ
の
氾
濫
と
言
つ
て
あ
る
高
田
博
厚
氏
の
文
章
に
も
心

を
ひ
か
れ
た
。
彼
ロ
ダ
ン
の
價
値
は
こ
の
多
樣
の
氾
濫
か
ら
一
つ
の
要
素
を

要
約
し
た
こ
と
に
あ
る
と
云
ひ
、
併
し
こ
の
失
敗
の
多
か
つ
た
氾
濫
は
彼
の

性
癖
や
好
み
か
ら
直
接
來
た
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
彼
の
飽
く
こ
と
の

な
い
『
自
然
探
求
の
努
力
の
成
果
で
あ
る
、
ロ
ダ
ン
ほ
ど
彫
刻
を
自
然
の
要

素
に
於
て
見
た
者
は
な
い
』
と
云
つ
て
あ
る
。
『
あ
く
ど
い
ま
で
に 

貪  

婪 

ど
ん
ら
ん

な
ロ
ダ
ン
は
そ
れ
だ
け
の
犧
牲
を
拂
つ
た
。
彼
の
歩
む
道
は
簡
單
で
は
な
か

つ
た
の
だ
。
複
雜
を
極
め
、
ま
た
困
難
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
寧
ろ
彼
は
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「
理
想
」
や
「
原
則
」
を
主
張
せ
ず
、
手
放
し
で
彷
徨
し
た
の
だ
』
と
あ
る
。

こ
の
言
葉
も
忘
れ
が
た
い
。
理
想
や
原
則
に
嚴
し
く
自
己
を
縛
り
つ
け
て
し

ま
は
な
い
で
、
む
し
ろ
失
敗
の
多
か
つ
た
氾
濫
に
身
を
任
せ
た
ロ
ダ
ン
の
や

う
な
彫
刻
家
も
あ
つ
た
の
だ
。

『
思
想
』
新
年
號
を
讀
む
。
高
坂
正
顯
氏
が
論
文
の
中
に
『
我
々
は
歴
史
を

理
性
に
於
い
て
見
る
か
は
り
に
理
性
を
歴
史
に
於
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
』
と
い
ふ
言
葉
に
も
心
を
引
か
れ
て
、
氏
の
言
ふ
時
に
關
す
る
四
つ
の
見

方
の
前
に
連
れ
て
行
か
れ
た
。
『
一
つ
は
過
去
か
ら
現
在
を
經
て
未
來
に
向

ふ
時
で
あ
つ
た
。
二
つ
は
未
來
か
ら
現
在
を
經
て
過
去
に
向
ふ
時
で
あ
つ
た
。

三
つ
は
現
在
か
ら
過
去
と
未
來
と
へ
行
く
時
で
あ
つ
た
。
四
つ
は
永
遠
か
ら

過
去
、
現
在
、
未
來
へ
降
り
て
く
る
時
で
あ
つ
た
』
と
あ
る
。
氏
は
こ
の
見
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方
か
ら
、
單
な
る
過
去
は
歴
史
で
は
な
く
て
現
在
に
於
い
て
生
命
を
有
す
る

も
の
の
み
が
歴
史
で
あ
る
と
言
ひ
な
が
ら
も
、
猶
、
發
展
す
る
歴
史
が
歴
史

の
全
部
で
な
く
、
歴
史
の
全
部
が
連
續
的
な
の
で
は
な
く
、
歴
史
は
現
在
の

内
に
盛
り
盡
し
得
ざ
る
深
き
意
味
を
過
去
に
止
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
見
せ

て
ゐ
る
。

　
雜
誌
で
は
な
い
が
齋
藤
勇
君
が
編
輯
す
る
『
文
學
論
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
』
の

中
に
、
ヰ
ル
バ
ア
・
エ
ル
・
ク
ロ
ス
と
い
ふ
人
の
『
近
代
英
米
小
説
』
が
出

て
ゐ
る
。
織
田
正
信
君
の
譯
だ
。
そ
の
中
に
『
文
藝
の
革
新
に
は
常
に
幻
想

を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
』
と
の
言
葉
を
見
つ
け
た
。
幻
想
を
伴
ふ
も
の
必
ず
し

も
文
藝
の
革
新
に
の
み
限
ら
な
い
や
う
な
氣
が
し
て
、
あ
の
言
葉
も
忘
れ
が

た
い
。
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著
作
者
と
し
て
の
自
分
の
出
發

『
著
作
生
活
を
始
め
よ
う
と
す
る
時
に
私
の
書
生
流
儀
に
考
へ
た
こ
と
は
、

兎
に
も
角
に
も
出
版
業
者
が
そ
れ
／
″
＼
の
店
を
構
へ
店
員
を
使
用
し
て
相

應
な
生
計
を
營
ん
で
行
く
の
に
、
そ
の
原
料
を
提
供
す
る
著
作
者
が
食
ふ
や

食
は
ず
に
居
る
法
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
私
の
考

へ
た
こ
と
は
、
從
來
著
作
者
と
出
版
業
者
と
の
間
に
わ
だ
か
ま
る
幾
多
の
情

實
に
拘
泥
し
て
居
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
等
は
進
ん
で
新
し
い
讀
者
を
開

拓
し
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
　
　
私
が
柄
に
も
な
い
自
費
出
版
な
ぞ
を
思
ひ
立
つ
た
の
は
、
實
に
當
時
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の
著
作
者
と
出
版
業
者
と
の
關
係
に
安
ん
じ
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
つ
た
か
ら

だ
。
何
と
か
し
て
著
作
者
の
位
置
も
高
め
た
い
、
そ
の
私
の
要
求
は
か
な
り

強
い
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
心
か
ら
私
は
書
籍
も
自
分
で
造
り
、
印
刷
所
や

製
本
屋
へ
も
自
分
で
通
ひ
、
自
分
の
作
品
を
直
接
に
市
場
に
送
り
出
さ
う
と

し
た
。
私
は
そ
の
資
金
を
得
る
に
苦
し
ん
で
、
北
海
道
の
方
に
あ
る
親
戚
を

訪
ふ
た
め
に
日
露
戰
爭
當
時
の
空
氣
の
中
を
小
諸
か
ら
遠
く
旅
し
た
こ
と
も

あ
る
。
私
の
最
初
の
長
篇
は
前
半
は
小
諸
で
書
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
教
員

生
活
か
ら
離
れ
て
あ
の
作
を
完
成
し
得
る
あ
て
も
な
か
つ
た
。
私
は
書
き
か

け
の
長
篇
の
草
稿
を
抱
い
て
山
を
降
り
る
前
に
、
親
し
い
友
人
の
助
力
を
期

待
し
て
小
諸
か
ら
志
賀
の
山
村
ま
で
深
い
雪
の
道
を
踏
ん
で
行
つ
た
こ
と
も

あ
る
。
私
の
「
緑
蔭
叢
書
」
が
世
に
出
る
や
う
に
な
つ
た
の
も
、
あ
の
友
人

250桃の雫



の
勵
ま
し
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
多
か
つ
た
。

　
　
　
自
費
出
版
で
思
ひ
出
す
。
「
緑
蔭
叢
書
」
は
數
寄
屋
橋
の
方
に
あ
つ

た
秀
英
舍
の
工
場
で
印
刷
し
た
。
一
體
、
私
は
木
曾
の
や
う
な
田
舍
に
生
れ

て
、
少
年
時
代
に
自
分
の
着
る
物
で
も
食
べ
る
も
の
で
も
多
く
は
家
で
手
造

り
に
し
た
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
ん
な
幼
少
の
頃
か
ら
の
な
ら
は

し
が
自
然
と
私
の
内
に
浸
み
込
ん
で
居
て
、
自
分
で
自
分
の
本
を
出
す
と
い

ふ
場
合
に
も
物
を
手
造
り
に
す
る
や
う
な
悦
び
を
覺
え
た
。
そ
れ
に
私
は
書

齋
の
中
に
引
込
ん
で
ば
か
り
居
る
よ
り
も
、
時
に
は
工
場
を
訪
ひ
製
本
屋
を

訪
ひ
し
て
、
い
ろ
〳
〵
な
職
業
の
違
つ
た
人
達
の
間
に
交
る
こ
と
を
も
樂
し

み
に
思
つ
た
。
あ
の
叢
書
の
最
初
の
製
本
が
出
來
た
日
、
私
は
本
を
積
ん
だ

荷
車
の
後
に
つ
い
て
、
數
寄
屋
橋
か
ら
神
田
の
裏
神
保
町
ま
で
歩
い
た
こ
と
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が
あ
つ
た
。
丁
度
雨
降
り
揚
句
の
蒸
し
〳
〵
と
暑
い
日
で
あ
つ
た
。
高
い
足

駄
ば
き
で
あ
の
神
田
河
岸
の
乾
い
た
道
を
踏
ん
で
行
つ
た
時
の
こ
と
は
忘
れ

ら
れ
な
い
。
』

　
こ
れ
は
『
著
作
と
出
版
』
と
云
ふ
題
下
に
最
初
讀
賣
新
聞
へ
寄
せ
た
感
想

の
一
節
で
、
そ
の
後
、
自
分
の
感
想
集
『
市
井
に
あ
り
て
』
の
中
に
も
入
れ

て
あ
る
か
ら
、
讀
者
諸
君
の
中
に
は
既
に
そ
れ
を
讀
ん
だ
人
も
あ
ら
う
か
と

思
ふ
。

　
今
に
な
つ
て
、
私
は
、
こ
の
『
緑
蔭
叢
書
』
の
自
費
出
版
が
自
分
等
の
道

を
切
り
開
く
こ
と
に
於
て
深
い
關
係
の
あ
つ
た
の
に
思
ひ
當
る
。
私
は
、
ど

う
し
た
ら
、
從
來
、
著
作
者
と
出
版
業
者
と
の
間
に
蟠
わ
だ
か
まる
情
實
な
ど
に
拘
泥

せ
ず
、
も
と
つ
廣
々
と
し
た
自
由
な
天
地
へ
踏
み
出
し
て
行
か
れ
る
か
と
考

252桃の雫



へ
、
一
方
に
は
江
戸
時
代
か
ら
引
き
續
い
て
來
た
作
者
氣
質
を
脱
し
て
、
も

つ
と
著
作
者
の
位
置
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
て
、
そ
の
結
果
、
こ

の
自
費
出
版
の
方
法
を
思
ひ
付
い
た
の
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
明
治
年
代
の
文
學
を
振
り
返
つ
て
見
る
人
た
ち
に
と
つ
て
、

あ
ま
り
、
顧
み
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
さ
う
云
ふ
人
た
ち
は
、
私
が
最
初
の

長
篇
小
説
の
試
み
で
あ
つ
た
『
破
戒
』
が
、
新
し
い
文
學
の
進
出
に
一
轉
期

を
劃
し
た
も
の
と
云
ふ
風
に
の
み
考
へ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
が
、
自
分
と

し
て
は
、
ど
う
も
、
さ
う
ば
か
り
と
は
思
は
れ
な
い
。
勿
論
『
破
戒
』
の
や

う
な
作
が
多
少
の
刺
戟
を
文
壇
に
與
へ
は
し
た
で
あ
ら
う
が
、
あ
の
小
説
が

自
分
の
微
力
を
こ
め
た
單
行
本
で
な
し
に
、
も
つ
と
他
の
違
つ
た
形
で
世
に

送
り
出
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
、
あ
れ
ほ
ど
は
つ
き
り
と
は
自
分
等
の
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進
み
得
る
道
を
開
拓
し
得
な
か
つ
た
ら
う
と
思
ふ
。

　
そ
こ
で
、
私
の
長
い
著
作
生
活
を
通
じ
て
、
こ
の
『
緑
蔭
叢
書
』
の
出
版

は
、
最
も
深
い
思
ひ
出
の
一
つ
と
な
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
今
日
の
や
う
に
印
刷
術
も
進
歩
し
、
素
人
が
書
籍
を
出
版
す
る
こ
と
も
困

難
で
な
い
時
代
に
、
私
の
執
つ
た
方
法
な
ぞ
も
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
か

も
知
れ
ぬ
が
、
私
の
『
破
戒
』
を
出
し
た
頃
は
出
版
界
も
狹
苦
し
く
、
印
刷

術
な
ど
も
ま
だ
割
合
に
幼
稚
で
、
五
六
百
頁
か
ら
の
長
篇
を
獨
力
で
世
に
送

り
出
す
と
云
ふ
こ
と
も
、
な
か
〳
〵
容
易
な
業
で
は
な
か
つ
た
。
當
時
は
活

字
に
對
す
る
知
識
な
ど
も
幼
稚
で
、
本
の
組
方
な
ど
も
極
め
て
粗
雜
に
考
へ

ら
れ
て
ゐ
た
。
一
頁
の
天
地
左
右
の
開
き
な
ぞ
も
、
殆
ん
ど
定
ま
つ
た
意
匠

の
下
に
な
つ
た
や
う
な
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
無
雜
作
に
組
み
入
れ
ら
れ
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る
と
云
ふ
状
態
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
た
こ
と
に
注
意
す
る
人
も
少
く
、
又
、

考
へ
る
人
も
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。

　
や
む
を
得
ず
私
は
ハ
イ
ネ
マ
ン
社
の
出
版
に
な
る
小
説
本
の
組
方
を
參
考

に
天
地
左
右
の
開
き
を
定
め
た
こ
と
も
あ
る
。
私
は
又
、
な
る
べ
く
、
無
駄

を
省
い
て
本
を
造
り
た
い
と
思
ひ
、
奧
附
が
必
ず
し
も
本
の
最
後
に
、
と
云

ふ
風
に
考
へ
な
く
も
、
そ
れ
を
扉
と
一
緒
に
し
よ
う
か
と
ま
で
思
つ
た
こ
と

も
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
極
端
だ
と
云
ふ
、
當
時
上
田
書
店
に
居
た

小
酒
井
五
一
郎
君
の
話
で
思
ひ
止
ま
つ
た
こ
と
も
あ
つ
た
。

　
こ
れ
ら
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
私
も
年
若
く
あ
つ
た
か
ら
、
あ
の
本
を

世
に
送
り
出
す
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
心
を
碎
い
た
。

『
緑
蔭
叢
書
』
の
出
版
は
小
さ
な
試
み
に
は
相
違
な
か
つ
た
が
、
進
ん
で
新
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し
い
讀
者
を
開
拓
す
る
こ
と
、
自
分
等
の
著
作
生
活
を
築
く
こ
と
、
其
の
他

い
ろ
〳
〵
の
こ
と
を
私
に
教
へ
た
の
も
、
あ
の
自
費
出
版
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
二
つ
の
像

　
　
老
年
は
私
が
達
し
た
い
と
思
ふ
理
想
郷
だ
。
今
更
私
は
若
く
な
り
た
い

　
　
な
ぞ
と
望
ま
な
い
。
ほ
ん
た
う
に
年
を
と
り
た
い
も
の
だ
と
思
ふ
。
十

　
　
人
の
九
人
ま
で
は
、
年
を
と
ら
な
い
で
萎
れ
て
し
ま
ふ
。
そ
の
中
の
一

　
　
人
だ
け
が
僅
か
に
眞
の
老
年
に
達
し
得
る
か
と
思
ふ
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
物
の
は
し
に
書
き
つ
け
て
見
た
の
は
、
今
か
ら
十
四
五
年

の
前
に
あ
た
る
。
そ
の
頃
の
私
は
孫
の
可
愛
さ
と
い
ふ
も
の
を
經
驗
し
た
こ
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と
も
な
か
つ
た
か
ら
、
自
分
の
子
供
の
そ
の
ま
た
子
供
か
ら
初
め
て
『
お
ぢ

い
さ
ん
』
と
呼
ば
れ
た
時
の
氣
持
は
、
果
し
て
ど
ん
な
深
刻
な
も
の
だ
ら
う

と
考
へ
て
、
ま
こ
と
の
老
年
は
孫
の
愛
か
ら
始
ま
る
と
い
ふ
風
に
想
つ
て
見

た
こ
と
も
あ
つ
た
。
さ
う
い
ふ
自
分
に
は
最
早
孫
が
二
人
も
出
來
た
。
し
か

し
ま
だ
〳
〵
私
は
ほ
ん
た
う
の
老
年
の
世
界
を
覗
い
て
見
る
と
い
ふ
と
こ
ろ

へ
す
ら
も
達
し
て
ゐ
な
い
や
う
な
氣
が
す
る
。

　
こ
ゝ
に
『
高
砂
』
の
翁
お
き
なと
嫗
お
う
なの
や
う
な
、
古
人
の
想
像
か
ら
生
れ
て
來
た

二
つ
の
像
が
あ
る
。
共
白
髮
の
末
の
末
ま
で
と
は
、
下げ
世せ
話わ
に
も
よ
く
言
ふ

こ
と
で
あ
る
が
、
一
切
を
さ
ゝ
げ
て
惜
ま
な
い
ほ
ど
の
人
間
の
情
熱
に
す
ら
、

そ
れ
を
根
か
ら
覆
さ
ず
に
は
置
か
な
い
や
う
な
破
壞
と
、
矛
盾
と
、
悲
哀
と
、

不
安
と
の
伴
つ
て
來
る
こ
と
を
、
誰
か
結
婚
の
初
め
に
豫
期
し
よ
う
。
さ
て
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こ
そ
、
『
高
砂
』
の
翁
と
嫗
の
や
う
な
二
つ
の
像
が
古
人
の
想
像
に
上
つ
た

の
も
謂
れ
の
あ
る
こ
と
だ
。
男
女
の
道
も
絶
え
果
て
、
か
り
そ
め
の
契
り
も

寢
物
語
に
な
つ
た
か
と
思
は
る
ゝ
年
頃
に
達
し
な
が
ら
、
ま
だ
あ
の
老
夫
婦

は
二
人
し
て
こ
の
世
の
旅
を
遠
く
續
け
て
ゐ
る
。
さ
う
思
ふ
と
、
あ
の
老
年

は
深
い
。

　
　
　
　
　
婦
人
の
笑
顏

　
古
人
の
言
葉
に
、

『
お
ふ
く
は
、
鼻
の
低
い
か
は
り
に
、
瞼
が
高
う
て
、
好
い
を
な
ご
じ
や
の
、

な
ん
の
か
の
と
て
、
い
つ
か
い
お
世
話
で
ご
ざ
ん
す
。
』
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こ
れ
は
、
名
高
い
昔
の
禪
僧
が
殘
し
た
言
葉
で
、
お
ふ
く
が
文
を
持
つ
立

姿
の
圖
に
、
そ
の
畫
賛
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
假
令
た
と
へ
鼻
が

低
い
と
言
は
れ
よ
う
が
、
瞼
が
高
い
と
調
戲
か
ら
か
は
れ
よ
う
が
、
女
の
身
な
が
ら

に
眼
を
見
開
く
な
ら
、
こ
の
世
に
隱
れ
て
ゐ
る
寶
と
生
命
と
幸
福
と
が
得
ら

れ
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
も
ち
を
、
い
か
に
も
輕
く
取
り
扱
つ
て
あ
る
ら
し
い
。

　
こ
の
お
ふ
く
の
こ
と
で
想
ひ
起
す
の
は
、
彼
女
の
姉
妹
と
も
言
ひ
た
い
お

か
め
の
俤
お
も
か
げで
あ
る
。
共
に
婦
人
の
笑
顏
を
あ
ら
は
し
て
、
遠
い
昔
か
ら
い
ろ

〳
〵
な
繪
や
、
彫
刻
や
、
演
劇
舞
踊
の
中
に
ま
で
見
え
つ
隱
れ
つ
し
て
ゐ
る

の
が
、
わ
た
し
の
心
を
ひ
く
。
中
世
以
來
、
續
き
に
續
い
た
婦
人
の
世
界
の

暗
さ
を
思
へ
ば
、
『
笑
』
を
失
つ
た
も
の
が
多
か
ら
う
と
思
は
れ
る
中
で
、

あ
れ
は
光
つ
た
笑
顏
に
相
違
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ゝ
に
縁
起
を
か
つ
ぐ
や
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う
な
こ
と
ば
か
り
を
知
つ
て
、
あ
の
お
か
め
の
面
の
奧
を
覗
い
て
見
た
こ
と

も
な
い
や
う
な
人
達
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
人
達
が
寄
つ
て
た
か
つ
て
、
太  

だ
い
か

神 

樂 

ぐ
ら

の
道
化
役
に
も
使
ひ
、
酉とり
の
市いち
の
熊
手
の
か
ざ
り
に
ま
で
引
張
り
出

す
。
折
角
を
か
し
み
の
あ
る
女
の
風
情
も
、
長
い
間
に
磨
り
減
ら
さ
れ
、
踏

み
に
じ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。
お
か
め
の
『
笑
』
と
言
へ
ば
、
今
は
た
ゞ
淺
い

滑
稽
の
表
象
で
し
か
な
い
。
人
は
い
か
な
る
も
の
を
も
弄
ぶ
や
う
に
な
る
も

の
だ
。
す
く
な
く
も
こ
の
世
に
幸
福
を
持
ち
來
し
さ
う
な
あ
の
福
々
し
い
女

の
ほ
ゝ
ゑ
み
も
、
あ
れ
は
そ
の
實
、
笑
つ
て
ゐ
る
の
か
泣
い
て
ゐ
る
の
か
分

ら
な
い
や
う
な
氣
が
す
る
。

　
　
　
　
　TER

R
E
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こ
れ
は
詩
人
川
路
柳
虹
君
の
紹
介
に
よ
り
、
佛
國
巴
里
の
佛
日
協

會
に
て
發
行
す
る
『
フ
ラ
ン
ス
・
ジ
ャ
ポ
ン
』
誌
に
寄
書
し
た
も
の
。
も
と

よ
り
原
稿
は
國
の
言
葉
で
書
き
送
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
佛
文
に
て
譯
載
さ

れ
た
の
も
め
づ
ら
し
く
思
ふ
ま
ゝ
。

　
〔Le ve'ritable cultivateur, dit-on, ne s'am

use pas avec la terre. C
eux 

qui ne sont pas agriculteurs peuvent s'im
aginer qu'ils travaillent la terre, 

m
ais, en re'alite', touchant inutilem

ent le sol, ce ne sont pas des cultivate

urs. Le vrai paysan e'vite de toucher la terre, car on s'abi^m
e la m

ain, on

 ne peut supporter des travaux de longue haleine. C
eux qui ne sont pas c
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ultivateurs se pre'cipitent pour toucher la terre de leurs m
ains de`s qu'ils 

la voient. Les vrais cultivateurs soignent leurs m
ains et se servent de la 

be^che et de la houe. Eux seuls connaissent la vraie terreur de la terre.

〕

　
〔Il en est de la socie'te' hum
aine com

m
e du sol. En O

rient com
m

e e

n O
ccident, le m

onde entier est dans une grande e'poque de transition. A

utour de m
oi, je vois de nom

breuses personnes qui sont pre^tes a` touch

er la terre de`s qu'elles la voient. C
om

m
e ces cultivateurs qui travaillent 

m
algre' le vent et la pluie, nous ne devons pas oublier d'utiliser la houe e

t la be^che. Je crois que les H
indours et les H

elle`nes anciens savaient c

om
m

ent se servir de ces instrurm
ents, et qu'ils avaient le coe&

ur a` la ta

^che.

〕
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覺
書

　
芝
三
縁
亭
の
會
は
近
頃
こ
ゝ
ろ
も
ち
の
い
ゝ
集
り
で
あ
つ
た
と
言
つ
て
よ

こ
し
て
呉
れ
る
人
が
あ
り
、
徳
田
秋
聲
君
は
じ
め
諸
氏
よ
り
の
招
き
を
受
け

た
こ
と
は
あ
り
が
た
か
つ
た
。
果
し
て
自
分
は
作
の
目
的
を
達
し
た
の
か
、

そ
れ
と
も
失
敗
し
た
の
か
、
そ
れ
す
ら
分
ら
な
い
や
う
な
仕
事
に
、
過
ぎ
た

祝
意
を
寄
せ
ら
れ
て
恐
縮
す
る
外
は
な
か
つ
た
が
、
兎
に
も
角
に
も
身
は
無

事
で
『
夜
明
け
前
』
二
部
を
書
き
終
る
こ
と
の
出
來
た
の
は
う
れ
し
い
。
わ

た
し
の
周
圍
に
は
こ
の
仕
事
の
濟
む
の
を
待
ち
受
け
て
横
濱
の
方
に
新
し
い

家
庭
を
つ
く
ら
う
と
し
て
ゐ
た
も
の
が
あ
り
、
二
卷
の
書
を
活
字
に
組
ま
せ
、
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校
正
し
、
印
刷
に
附
し
、
製
本
さ
せ
て
世
に
送
り
出
す
ま
で
の
心
づ
か
ひ
も

容
易
で
な
か
つ
た
上
に
、
に
は
か
に
訪
ね
て
來
る
客
は
多
く
、
頼
ま
れ
る
用

事
も
多
く
、
こ
の
二
月
ば
か
り
た
ゞ
〳
〵
あ
わ
た
ゞ
し
い
日
を
送
つ
た
。
こ
ゝ

に
は
過
ぐ
る
七
八
年
の
思
ひ
出
な
ど
す
こ
し
書
き
つ
け
て
見
る
。

　
著
作
す
る
も
の
の
勞
苦
は
説
く
も
せ
ん
な
き
こ
と
で
あ
る
が
、
田
山
花
袋

君
は
あ
の
通
り
精
力
も
衆
に
す
ぐ
れ
た
人
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
折
々

は
私
に
む
か
つ
て
勞
作
の
苦
を
訴
へ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
年
老
い
て
か
ら

筆
が
持
て
な
か
つ
た
と
い
ふ
古
人
の
話
を
よ
く
持
ち
だ
し
た
の
も
同
君
で
、

そ
の
古
人
は
手
に
筆
を
し
ば
り
つ
け
な
が
ら
で
も
書
い
た
と
私
に
い
つ
て
見

せ
、
筆
執
り
物
書
く
か
ら
に
は
そ
こ
ま
で
行
き
た
い
と
い
ふ
話
な
ぞ
の
出
た

こ
と
も
あ
つ
た
と
思
ふ
。
私
は
又
、
ト
ル
ス
ト
イ
ほ
ど
の
た
く
ま
し
い
精
力
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の
人
で
も
、
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
』
を
書
き
終
つ
た
時
に
は
非
常
に
疲
れ

て
、
細
君
が
ロ
シ
ア
風
な
酢
乳
を
造
つ
て
そ
の
夫
に
飮
ま
せ
た
と
い
ふ
話
を

思
ひ
だ
し
、
そ
れ
を
同
君
の
前
に
持
ち
だ
し
た
こ
と
な
ど
を
覺
え
て
ゐ
る
。

私
が
長
い
仕
事
に
取
り
か
ゝ
る
頃
は
花
袋
君
は
ま
だ
達
者
で
ゐ
た
が
、
さ
す

が
に
著
作
の
經
驗
の
多
い
同
君
は
年
四
囘
發
表
と
い
ふ
や
う
な
私
の
や
り
か

た
を
危
ぶ
ま
れ
、
今
度
の
飯
倉
の
仕
事
は
お
そ
ら
く
一
年
と
は
續
け
ら
れ
ま

い
か
と
人
に
向
つ
て
語
ら
れ
た
こ
と
も
あ
つ
た
と
か
。
そ
の
私
が
ど
う
や
ら

仕
事
を
續
け
て
ゐ
る
う
ち
に
、
心
配
し
て
く
れ
た
同
君
の
方
が
思
ひ
が
け
な

い
病
氣
に
か
ゝ
つ
た
。
作
の
出
來
不
出
來
は
別
と
し
て
も
、
二
卷
に
ま
と
ま

つ
た
本
を
あ
の
友
達
の
手
に
取
つ
て
見
て
も
ら
へ
な
い
こ
と
は
ま
こ
と
に
殘

念
に
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
私
は
年
若
な
頃
と
も
違
つ
て
今
で
は
少
量
の
食
し
か
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と
ら
な
い
し
、
あ
の
友
達
な
ぞ
に
比
べ
る
と
三
分
の
一
の
仕
事
も
覺
束
な
い
。

人
一
倍
強
壯
な
體
格
の
持
主
で
あ
つ
た
花
袋
君
が
先
に
亡
く
な
つ
て
、
自
分

の
や
う
な
も
の
が
生
き
殘
つ
た
こ
と
さ
へ
不
思
議
な
く
ら
ゐ
だ
。

　
こ
の
仕
事
を
は
じ
め
か
け
た
頃
、
次
男
と
三
男
は
相
前
後
し
て
歐
洲
へ
の

畫
學
修
業
に
遠
く
旅
立
ち
、
長
兄
の 

連  

合 

つ
れ
あ
ひ

に
あ
た
る
嫂
が
青
山
の
親
戚
の

家
の
方
で
亡
く
な
つ
た
。
昭
和
四
年
の
六
月
の
は
じ
め
、
ま
だ
梅
雨
の
季
節

の
や
つ
て
來
な
い
う
ち
に
自
分
が
こ
の
作
第
一
部
の
第
二
章
を
書
き
終
つ
た

の
は
、
病
床
に
あ
つ
た
花
袋
君
の
一
時
快
癒
を
聞
く
頃
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

中
央
公
論
誌
上
で
わ
た
し
の
發
表
し
は
じ
め
た
序
の
章
は
い
く
ら
か
で
も
同

君
の
無
聊
を
慰
め
た
か
し
て
、
例
の
鉛
筆
で
次
の
一
詩
を
葉
書
に
か
い
て
寄

せ
ら
れ
た
こ
と
も
忘
れ
が
た
い
。

266桃の雫



　
　
　
　
　
讀
『
黎
明
前
』
序
章
賦
呈

　
　
　
　
想
起
曾
縢
馬
籠
驛

　
　
　
　
萬
山
雲
湧
卷
還
舒

　
　
　
　
大
溪
幽
壑
藍
青
淀

　
　
　
　
仄
屋
斜
簷
深
奧
岨

　
　
　
　
盛
列
諸
侯
騎
前
蹕

　
　
　
　
亂
槍
敗
將
釜
中
魚

　
　
　
　
※
朧
日
出
襯
今
代

　
　
　
　
君
作
一
篇
足
起
予

　
こ
の
詩
、
花
袋
君
が
形
見
と
し
て
わ
た
し
の
手
許
に
殘
つ
た
。
第
一
部
の

第
二
章
ま
で
を
あ
の
友
達
に
讀
ん
で
見
て
貰
へ
た
こ
と
も
今
は
思
ひ
出
の
種
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と
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
ま
だ
わ
た
し
は
長
い
仕
事
の
跡
片
付
も
す
つ
か
り
濟
ま
し
て
ゐ
な
い
。

『
夜
明
け
前
』
を
書
く
た
め
に
は
、
作
の
性
質
か
ら
言
つ
て
も
參
考
と
な
る

べ
き
種
々
な
舊
い
記
録
を
讀
ま
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
、
そ
の
都
度
各
方

面
か
ら
借
り
受
け
た
古
帳
日
記
の
類
は
追
々
と
返
し
て
來
た
も
の
ゝ
、
ま
だ

そ
れ
で
も
自
分
の
手
許
に
は
い
ろ
〳
〵
な
も
の
が
そ
の
ま
ゝ
殘
し
て
あ
る
。

あ
れ
も
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
も
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
心
に
は
掛
り

な
が
ら
、
た
ゞ
〳
〵
休
息
し
た
い
と
思
ふ
こ
ゝ
ろ
も
ち
で
一
ぱ
い
な
の
が
昨

今
の
わ
た
し
だ
。
木
曾
王
瀧
村
松
原
氏
の
庄
屋
古
帳
、
中
仙
道
追
分
宿
土
屋

氏
の
名
主
古
帳
、
信
州
埴
科
郡
新
地
村
山
崎
氏
の
名
主
古
帳
、
木
曾
福
島
宿
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公
用
記
録
、
妻
籠
本
陣
の
御
年
貢
皆
濟
目
録
及
び
本
陣
日
記
、
馬
籠
宿
役
人

蜂
谷
源
十
郎
の
つ
け
た
八
幡
屋
覺
帳
の
類
は
、
街
道
筋
そ
の
他
の
こ
と
を
知

る
上
に
そ
れ
／
″
＼
好
い
參
考
に
な
つ
た
。
古
い
記
録
と
い
ふ
も
の
も
讀
み

が
た
い
も
の
が
多
く
、
反
古
裏

ほ
ご
う
ら

に
書
込
み
な
ど
し
た
の
も
あ
り
、
お
家
流
の

書
體
で
し
か
も
走
り
書
の
文
字
を
辿
つ
て
ゐ
る
と
き
な
ぞ
は
、
ま
つ
た
く
茫

然
と
し
て
し
ま
ふ
こ
と
も
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
記
録
を
殘
し
て
置

い
て
呉
れ
た
人
達
が
あ
つ
て
、
明
治
維
新
前
後
の
民
間
の
事
情
も
ど
う
や
ら

今
日
に
辿
ら
れ
る
や
う
な
も
の
だ
。
そ
の
あ
る
も
の
を
讀
む
と
、
木
曾
谷
を

領
し
て
ゐ
た
尾
州
徳
川
家
で
は
寛
政
年
代
の
昔
に
名
古
屋
藩
と
し
て
の
觸
書

を
出
し
て
、
谷
中
の
も
の
が
所
持
す
る
源
敬
公
時
代
以
來
の
古
記
録
を
徴
集

し
た
事
蹟
の
あ
る
こ
と
な
ぞ
を
知
る
。
わ
た
し
は
こ
の
作
を
す
る
に
つ
け
て
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今
の
尾
州
徳
川
家
の
蓬
左
文
庫
に
負
ふ
こ
と
も
多
い
。

　
大
黒
屋
日
記
（
年
内
諸
事
日
記
帳
）
の
一
節
に
曰
く
、

　
　
『
中
の
か
や
（
馬
籠
宿
一
部
落
の
小
名
）
五
兵
衞
參
り
、
土
産
に
玉
子

　
　
十
一
惠
み
下
さ
れ
、
就
い
て
は
伜
貞
助
當
年
拙
者
方
へ
預
け
、
手
習
、

　
　
算
術
な
ど
教
へ
、
手
す
き
の
節
は
酒
つ
ぎ
な
り
と
致
さ
せ
（
大
黒
屋
は

　
　
造
り
酒
屋
な
れ
ば
）
、
厄
介
な
が
ら
頼
み
た
き
よ
し
申
し
候
に
つ
き
、

　
　
至
て
兩
爲
メ
と
相
成
り
候
や
と
存
じ
、
引
き
請
け
申
し
候
。
尤
も
、
日

　
　
柄
見
合
せ
、
遣
は
さ
る
べ
き
や
う
申
し
遣
は
し
候
。
（
文
久
三
年
一
月

　
　
十
八
日
）

　
　
右
に
つ
き
、
二
十
四
日
に
、
五
兵
衞
伜
同
道
に
て
參
り
、
兩
三
年
も
世
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話
を
頼
む
と
あ
り
。
赤
飯
、
さ
か
な
、
柿
な
ど
土
産
あ
り
。
』

　
こ
れ
を
見
る
と
、
大
黒
屋
日
記
の
筆
者
は
手
習
ひ
子
な
ぞ
を
も
教
へ
た
と

見
え
る
。
當
時
の
お
家
流
を
よ
く
書
き
、
狂
歌
狂
句
の
一
通
り
は
心
得
て
ゐ

た
町
人
と
見
え
て
、
物
の
捉
へ
方
や
記
述
す
る
筆
づ
か
ひ
に
も
な
か
〳
〵
性

格
が
面
白
く
出
て
ゐ
る
。

　
こ
の
日
記
の
筆
者
は
大
脇
信
興
と
い
ひ
、
通
稱
を
兵
右
衞
門
と
い
ふ
。
わ

た
し
の
郷
里
の
人
で
、
今
の
大
黒
屋
の
當
主
大
脇
文
平
君
の
曾
祖
父
に
當
る
。

こ
の
隱
居
は
以
前
の
わ
た
し
の
家
の
上
隣
り
に
住
み
、
郷
里
馬
籠
の
宿
場
時

代
に
は
宿
役
人
の
年
寄
役
及
び
問
屋
後
見
と
し
て
、
わ
た
し
の
祖
父
と
は
日

夕
相
往
來
し
た
間
柄
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
隱
居
の
一
番
日
記
は
文
政
九

年
、
同
じ
く
十
年
、
十
一
年
の
三
ヶ
年
間
の
日
記
帳
よ
り
成
る
も
の
で
、
そ
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れ
を
つ
け
は
じ
め
た
の
は
三
十
歳
の
頃
か
と
思
は
れ
る
。
さ
う
い
ふ
日
記
帳

が
二
十
七
番
ま
で
も
文
平
君
の
家
に
仕
舞
つ
て
あ
つ
た
。
最
初
の
う
ち
は
わ

た
し
も
あ
の
隱
居
が
二
十
七
番
の
日
記
を
殘
し
た
こ
と
と
の
み
思
つ
て
ゐ
た

が
、
そ
の
う
ち
に
文
平
君
か
ら
ま
だ
四
册
殘
つ
て
ゐ
た
と
言
つ
て
送
つ
て
よ

こ
し
て
呉
れ
た
の
を
見
る
と
、
實
際
は
三
十
一
番
ま
で
あ
つ
て
、
隱
居
三
十

歳
の
頃
か
ら
七
十
餘
歳
ま
で
、
年
代
か
ら
云
へ
ば
文
政
九
年
か
ら
明
治
三
年

ま
で
お
よ
そ
四
十
餘
年
間
に
亙
る
街
道
生
活
の
日
記
帳
で
あ
る
。
そ
れ
を
見

る
と
、
御
傳
馬
御
改
め
の
こ
と
か
ら
、
飛
脚
、
問
屋
場
附
米
及
び
附
荷
、
御

救
ひ
米
の
賣
出
し
、
水
損
じ
の
見
分
け
、
木
曾
街
道
の
御
用
出
勤
、
御
繼
立

の
こ
と
が
出
て
ゐ
て
、
宗
門
改
め
や
罪
人
追
放
の
こ
と
も
書
い
て
あ
り
、
疱

瘡
に
罹
つ
て
途
中
に
病
死
し
た
旅
人
の
こ
と
も
書
い
て
あ
り
、
通
行
の
記
事
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と
し
て
は
、
諸
大
名
、
御
鷹
方
、
大
阪
御
番
衆
、
例
幣
使
、
尾
州
御
材
木
方
、

寺
社
奉
行
を
は
じ
め
、
公
儀
御
普
請
役
、
御
奉
行
道
中
取
締
役
、
各
宿
日
〆

帳
簿
御
改
め
役
等
の
諸
公
役
か
ら
、
伊
勢
や
善
光
寺
へ
の
參
詣
者
、
江
戸
藝

者
、
義
太
夫
語
り
、
長
唄
の
師
匠
、
太
神
樂
な
ぞ
の
諸
藝
人
、
稀
に
は
畫
師

や
算
術
の
先
生
ま
で
が
あ
の
宿
場
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
も
書
い
て
あ
つ
て
、

お
よ
そ
街
道
に
關
す
る
こ
と
は
わ
た
し
の
や
う
に
宿
場
全
盛
の
時
代
を
知
ら

な
い
も
の
に
も
手
に
取
る
や
う
に
分
る
。
昭
和
二
年
の
は
じ
め
に
は
、
わ
た

し
は
す
で
に
『
夜
明
け
前
』
の
腹
案
を
立
て
て
は
ゐ
た
が
、
ま
だ
街
道
と
い

ふ
も
の
を
通
し
て
父
の
時
代
に
突
き
入
る
十
分
な
勇
氣
が
持
て
な
か
つ
た
。

と
い
ふ
の
は
、
わ
た
し
の
祖
父
や
父
が
長
い
街
道
生
活
の
間
に
書
き
殘
し
た

も
の
も
い
ろ
〳
〵
あ
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
日
清
戰
爭
前
の
村
の
大
火
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に
父
の
藏
書
は
燒
け
て
、
參
考
と
な
る
舊
い
記
録
と
て
も
吾
家
に
は
さ
う
多

く
殘
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
つ
た
。
こ
れ
な
ら
安
心
し
て
筆
が
執
れ
る
と
い

ふ
氣
を
わ
た
し
に
起
さ
せ
た
の
も
大
黒
屋
日
記
で
あ
つ
た
。
そ
の
年
に
わ
た

し
は
一
夏
か
ゝ
つ
て
大
脇
の
隱
居
が
殘
し
た
日
記
の
摘
要
を
つ
く
り
、
そ
れ

か
ら
長
い
仕
事
の
支
度
に
取
り
か
ゝ
つ
た
。

　
好
か
れ
惡
し
か
れ
、
わ
た
し
た
ち
は
父
の
時
代
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
す
る
に
は
、
わ
た
し
は
や
は
り
『
言
葉
』
か
ら
入
つ
て
行
つ
た
。

『
言
葉
』
か
ら
歴
史
に
入
る
こ
と
は
、
わ
た
し
な
ぞ
の
取
り
得
る
眞
實
に
近

い
方
法
だ
。
そ
れ
を
思
ふ
と
、
お
の
づ
か
ら
讀
み
出
で
た
歌
や
、
根
氣
に
つ

け
た
日
記
や
、
そ
の
他
種
々
な
記
録
を
殘
し
て
置
い
て
呉
れ
た
過
去
の
人
達
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に
は
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
過
去
を
さ
ぐ
れ
ば
さ
ぐ
る
ほ
ど
、
平
素
の
わ
た
し
た
ち
が
歴
史
上
の
知
識

と
呼
ん
で
來
た
も
の
も
、
そ
の
實
は
き
は
め
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と

を
知
る
。
と
い
ふ
の
は
、
兎
角
わ
た
し
た
ち
は
先
入
主
と
な
つ
た
事
物
の
見

方
に
支
配
さ
れ
易
い
か
ら
で
あ
る
。
『
夜
明
け
前
』
に
は
嘉
永
六
年
以
來
の

木
曾
街
道
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
ら
、
あ
の
中
に
は
參
覲
交
代
の
諸
大
名

や
公
用
を
帶
び
た
御
番
衆
方
な
ど
の
通
行
の
記
事
が
よ
く
出
て
來
る
が
、
や

れ
何
百
人
か
ら
の
人
足
を
木
曾
谷
中
か
ら
寄
せ
た
だ
け
で
は
ま
だ
そ
れ
で
も

手
が
足
り
な
か
つ
た
の
何
の
と
、
大
袈
裟
な
こ
と
ば
か
り
。
と
こ
ろ
が
、
あ

の
地
方
に
殘
つ
た
古
帳
な
ぞ
を
し
ら
べ
て
見
る
と
、
今
日
わ
た
し
た
ち
の
考
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へ
で
は
信
じ
難
い
や
う
な
事
實
が
あ
り
〳
〵 

と
隱
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
驚

か
れ
る
。

　
過
去
が
無
造
作
に
掘
り
起
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
今
度
わ
た
し
も

『
夜
明
け
前
』
を
書
い
て
見
て
、
つ
く
／
″
＼
そ
れ
を
思
ひ
知
つ
た
。
昔
は

一
藩
の
家
老
が
地
方
を
巡
見
し
た
と
い
ふ
だ
け
で
も
、
ち
よ
つ
と
今
日
の
尺も

   

度 

の
さ
し
に
は
あ
て
は
め
ら
れ
な
い
。
ど
ん
な
遠
近
法
を
わ
た
し
た
ち
が
見
つ
け

る
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
『
言
葉
』
の
現
實
性
を
目
安
に
す
る
外
は
な

い
と
思
ふ
。
信
州
埴
科
新
地
村
の
山
崎
氏
方
に
は
天
保
九
年
度
の
『
御
巡
見

樣
御
馳
走
、
御
役
人
樣
御
宿
、
御
書
上
帳
』
な
る
も
の
が
殘
つ
て
ゐ
る
。
そ

れ
は
松
代
藩
の
家
老
一
行
が
あ
の
地
方
を
巡
見
し
た
折
の
こ
と
ら
し
い
が
、
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そ
の
書
上
帳
に
よ
る
と
、
家
老
上
下
三
十
人
（
御
馬
一
疋
）
、
使
者
上
下
九

人
（
馬
一
疋
）
、
奉
行
は
道
橋
奉
行
の
組
を
合
せ
て
上
下
十
九
人
（
馬
二
疋

）
、
火
消
三
人
、
足
輕
衆
十
人
、
代
官
上
下
五
人
、
醫
師
上
下
十
二
人
、
祐

筆
四
人
、
附
添
勘
定
上
下
八
人
、
徒
目
附
上
下
三
人
、
大
工
頭
八
人
、
小
頭

二
人
、
道
橋
元
締
二
人
、
賄
方
手
代
二
人
、
同
じ
く
目
付
三
人
、
先
拂
と
注

進
〆
て
六
人
、
飛
脚
二
人
、
手
𢌞
り
二
十
四
人
、
掃
除
方
八
人
、
仲
間
十
四

人
、
張
番
組
十
二
人
、
駕
籠
十
八
人
と
し
て
あ
つ
て
、
そ
れ
に
宿
方
の
物
貸

宿
、
人
馬
割
場
、
圍
宿
、
近
村
の
役
人
宿
、
馬
宿
、
名
主
か
ら
、
御
宿
詰
御

勘
定
亭
主
役
、
手
代
、
料
理
人
ま
で
が
書
き
出
し
て
あ
る
。
一
藩
の
家
老
が

地
方
巡
見
の
際
に
す
ら
、
そ
の
蔭
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
人
の
動
き
が
あ
る
。
過

去
に
隱
れ
て
ゐ
る
も
の
は
こ
の
類
だ
。
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同
じ
中
仙
道
筋
で
も
、
追
分
宿
に
は
問
屋
場
の
他
に
街
道
を
通
過
す
る
荷

物
の
貫
目
御
改
所
な
る
も
の
が
設
け
て
あ
り
、
そ
こ
に
は
陣
屋
役
人
の
詰
所

も
あ
つ
た
や
う
で
、
そ
の
構
造
は
備
後
表
の 

縁  

付 

へ
り
つ
き

の
疊
を
敷
い
た
瓦
葺
の

建
家
と
、
葺
お
ろ
し
の
下
家
と
の
二
軒
よ
り
成
り
、
そ
の
坪
數
も
三
十
三
坪

餘
は
あ
つ
た
と
い
ふ
。
こ
れ
な
ぞ
は
特
別
の
構
造
と
見
て
よ
く
、
普
通
中
仙

道
筋
の
問
屋
場
は
二
間
幅
ほ
ど
の
表
入
口
に
三
尺
の
板
庇
を
つ
け
、
入
口
は

障
子
、
敷
居
下
は
羽
目
板
に
し
て
蹴
込
み
を
取
り
つ
け
、
宿
役
人
の
詰
所
の

方
も
二
間
四
方
ば
か
り
あ
つ
て
、
板
縁
の
押
入
れ
が
取
り
つ
け
て
あ
つ
た
も

の
ら
し
い
。
馬
籠
宿
本
陣
附
屬
の
問
屋
場
の
構
造
も
先
づ
そ
ん
な
と
こ
ろ
で

あ
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
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街
道
筋
の
宿
役
人
が
お
よ
そ
ど
ん
な
風
に
地
方
の
世
話
を
し
て
ゐ
た
か
は
、

追
分
宿
の
年
寄
役
を
つ
と
め
て
ゐ
た
土
屋
氏
の
古
帳
な
ぞ
に
そ
の
邊
の
消
息

が
窺
は
れ
る
。
文
政
六
年
三
月
附
で
、
地
方
諸
書
類
の
控
と
し
て
書
か
れ
た

の
は
、
左
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
覺

　
一
　
御
水
帳
　
　
　
　
　
　
　
　
四
册

　
一
　
御
割
附
　
　
　
　
　
　
　
十
三
通

　
一
　
御
年
貢
皆
濟
目
録
　
　
　
十
三
通

　
一
　
御
林
御
繪
圖
面
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
御
年
貢
取
立
帳
　
　
　
　
十
三
册
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一
　
宗
門
人
別
帳
　
　
　
　
　
　
三
册

　
一
　
五
人
組
帳
　
　
　
　
　
　
　
一
册

　
一
　
村
差
出
明
細
帳
　
　
　
　
　
一
册

　
一
　
御
用
留
控
　
　
　
　
　
　
　
一
册

　
一
　
諸
運
上
取
立
帳
　
　
　
　
　
五
册

　
一
　
鐵
砲
水
車
運
上
取
立
帳
　
　
三
册

　
一
　
御
林
下
草
永
小
前
割
賦
帳
　
一
册

　
一
　
口
訴
状
寫
　
　
　
　
　
　
　
一
通

　
一
　
博
奕
御
觸
流
町
内
受
書
　
　
五
通

　
一
　
田
畑
裏
印
控
　
　
　
　
　
　
一
册

　
一
　
小
前
よ
り
取
置
き
候
書
付
　
二
袋
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一
　
御
役
所
御
𢌞
状
留
書
　
　
　
五
册

　
右
の
外
、
文
化
九
年
度
の
分
に
は
、
田
畑
取
調
帳
、
田
畑
反
別
帳
、
貯
穀

小
前
帳
、
御
檢
見
内
見
帳
、
貧
民
一
件
、
そ
の
他
が
あ
る
。
何
と
言
つ
て
も

水
帳
は
こ
れ
ら
の
諸
書
類
の
筆
頭
に
あ
る
く
ら
ゐ
だ
が
、
徳
川
時
代
の
末
に

は
さ
う
い
ふ
水
帳
と
い
ふ
も
の
も
宿
役
人
の
手
に
は
渡
さ
れ
ず
、
田
畑
字
附

高
名
寄
帳
な
る
も
の
を
そ
の
代
り
に
渡
さ
れ
、
そ
れ
を
水
帳
と
心
得
て
收
納

の
事
を
勤
め
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
筆
の
つ
い
で
に
、
當
時
の
宿
役
人
が
藩

の
諸
奉
行
な
ぞ
を
案
内
す
る
折
の
こ
と
を
言
つ
て
見
る
な
ら
、
普
通
の
場
合

は
羽
織
に
無
刀
、
扇
子
を
差
し
、
村
の
境
目
ま
で
出
て
、
そ
こ
に
控
へ
、
案

内
す
べ
き
人
の
駕
籠
の
兩
側
へ
二
人
づ
ゝ
附
き
添
ふ
心
得
で
、
い
ろ
〳
〵
指

圖
を
受
け
る
や
う
に
し
て
は
勤
め
た
も
の
ら
し
い
。
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こ
ん
な
こ
と
を
こ
ゝ
に
書
き
つ
け
て
見
た
と
こ
ろ
で
多
く
の
讀
者
に
は
興

味
も
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
『
夜
明
け
前
』
序
の
章
の
第
一
節
に
あ
る

『
水
役
』
と
い
ふ
言
葉
一
つ
の
意
味
を
さ
ぐ
る
だ
け
に
も
、
ず
ゐ
ぶ
ん
わ
た

し
は
無
駄
な
骨
を
折
つ
た
。
わ
た
し
の
祖
父
や
父
が
あ
の
街
道
筋
に
働
い
た

頃
の
馬
籠
宿
に
は
、
二
十
五
軒
の
御
傳
馬
役
と
、
三
十
二
軒
の
水
役
と
の
あ

つ
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
の
こ
と
は
馬
籠
の
脇
本
陣
で
あ
り
代
々
年
寄
役
で

も
あ
つ
た
八
幡
屋
の
覺
帳
に
も
明
記
し
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
誰
も
あ
の
水
役

の
性
質
を
は
つ
き
り
知
る
も
の
が
な
い
。
徳
川
林
政
史
研
究
室
の
所
三
男
君

は
例
の
研
究
癖
か
ら
、
こ
の
水
役
を
問
題
に
し
て
諸
方
へ
問
ひ
質
し
な
ど
さ

れ
た
こ
と
が
あ
り
、
わ
た
し
は
ま
た
冬
の
季
節
に
當
つ
て
木
曾
山
か
ら
數
多
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の
材
木
を
伐
り
出
す
尾
州
藩
時
代
の
作
業
の
こ
と
に
思
ひ
合
せ
、
そ
れ
を
小

谷
狩
と
か
大
谷
狩
と
か
言
ひ
な
ら
は
し
て
來
た
こ
と
に
も
思
ひ
合
せ
て
、
あ

の
御
嶽
山
よ
り
流
れ
出
る
王
瀧
川
そ
の
他
に
出
て
働
く
人
達
の
役
を
、
あ
る

ひ
は
そ
の
役
を
勤
め
る
代
り
に
金
錢
米
穀
等
を
納
め
さ
せ
ら
れ
る
家
々
の
こ

と
を
水
役
と
言
つ
た
か
と
い
ふ
風
に
想
像
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
七
年
も
か
ゝ

つ
て
さ
が
し
て
見
た
末
に
、
そ
れ
が
傳
馬
役
以
外
の
雜
役
と
解
し
た
ら
一
番

妥
當
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
の
解
釋
は
木
曾
出
身
の
工
學
士

遠
藤
於
莵
君
を
通
し
て
奈
良
井
徳
利
屋
の
主
人
が
わ
た
し
に
答
へ
て
呉
れ
た

の
で
あ
つ
た
。
過
去
を
探
ら
う
と
す
る
と
、
一
寸
し
た
一
例
が
こ
ん
な
場
合

に
突
き
當
る
。
尤
も
、
分
ら
な
い
こ
と
は
分
ら
な
い
な
り
に
、
讀
者
諸
君
に

は
讀
み
過
し
て
貰
つ
て
、
そ
れ
で
い
ゝ
。
わ
た
し
は
そ
の
流
儀
だ
。
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そ
れ
に
し
て
も
、
『
夜
明
け
前
』
の
中
に
は
わ
た
し
の
説
明
不
充
分
で
、

書
い
て
あ
る
こ
と
の
意
味
が
讀
者
諸
君
に
通
じ
か
ね
る
や
う
な
箇
處
も
す
く

な
く
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
第
一
部
第
六
章
の
一
節
に
、
『
馬
は
四
分
よ
り

一
疋
出
す
、
人
足
は
五
分
よ
り
一
人
出
す
』
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
あ

れ
な
ぞ
も
一
ヶ
年
の
石
高
百
石
を
標
準
に
す
る
こ
と
を
斷
る
べ
き
で
あ
つ
た

か
も
知
れ
な
い
。
伊
那
の
谷
の
方
か
ら
木
曾
下
四
宿
へ
繼
立
て
を
應
援
し
人

馬
を
補
充
す
る
た
め
に
出
た
助
郷
と
い
ふ
も
の
も
、
正
徳
二
年
の
昔
ま
で
は

十
六
ヶ
村
で
あ
つ
た
が
、
翌
三
年
に
は
二
十
八
ヶ
村
に
増
し
た
。
と
い
ふ
の

は
、
正
徳
三
年
に
尾
州
公
が
徳
川
直
屬
の
代
官
に
代
つ
て
木
曾
福
島
の
關
所

を
預
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
つ
て
街
道
筋
の
繼
立
て
も
に
は
か
に
頻
繁
に
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な
つ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
も
當
時
の
伊
那
助
郷
は
、
百
石
に
つ
き
人

足
は
四
人
半
、
馬
は
一
疋
半
の
程
度
で
あ
つ
た
。
天
保
年
度
と
な
る
と
、
人

足
だ
け
で
も
百
石
に
つ
き
十
七
人
二
分
餘
の
激
増
を
示
し
て
ゐ
る
。
わ
た
し

は
伊
那
村
民
と
宿
驛
と
の
關
係
に
か
け
て
、
こ
の
助
郷
の
こ
と
を
重
く
見
て

書
い
た
。
そ
し
て
、
地
方
の
百
姓
で
も
、
町
人
で
も
、
結
局
繋
が
る
と
こ
ろ

は
交
通
と
深
い
關
係
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。

　
中
央
公
論
誌
上
に
年
四
囘
づ
ゝ
自
作
の
續
稿
を
發
表
し
た
折
、
そ
の
都
度

わ
た
し
は
他
郷
の
人
に
は
耳
遠
い
地
方
語
や
、
過
去
に
流
行
し
て
も
今
日
で

は
用
ゐ
方
の
異
な
つ
て
來
た
言
葉
や
、
あ
る
ひ
は
す
で
に
死
ん
だ
言
葉
や
、

そ
の
他
特
殊
な
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
も
多
か
つ
た
が
、
そ
れ
を
取
り
い
れ
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て
草
稿
を
作
る
場
合
に
も
一
々
自
註
を
附
け
て
は
置
か
な
か
つ
た
。
讀
ん
で

見
て
呉
れ
る
方
で
も
、
そ
の
煩
は
し
さ
に
は
堪
へ
な
か
ら
う
と
思
つ
た
か
ら

で
あ
る
。
第
一
部
第
三
章
の
二
節
目
の
中
に
あ
る
小
谷
狩
、
大
谷
狩
、
そ
れ

か
ら
木
鼻
、
木
尻
の
作
業
な
ぞ
の
言
葉
も
註
な
し
に
は
ど
う
で
あ
ら
う
。

　
木
曾
山
の
背
伐
り
と
い
ふ
言
葉
は
、
序
の
章
に
出
て
來
る
し
、
そ
の
他
の

場
處
に
も
書
い
て
あ
る
の
で
、
あ
る
人
か
ら
背
伐
り
の
嚴
禁
を
犯
す
と
は
ど

う
い
ふ
意
味
か
と
、
そ
の
解
釋
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
伐
採
を
禁

じ
ら
れ
て
あ
つ
た
檜
木
な
ぞ
の
一
部
を
、
立
木
の
ま
ゝ
削
ぎ
取
り
、
樹
木
の

皮
だ
け
を
そ
つ
く
り
あ
て
が
つ
て
置
い
て
、
山
中
見
𢌞
り
の
折
の
役
人
の
眼

を
か
す
め
る
の
を
い
ふ
。
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街
道
筋
の
人
が
よ
く
使
用
す
る
店
座
敷
と
い
ふ
言
葉
の
こ
と
は
、
草
稿
の

附
記
の
中
に
も
書
い
て
置
い
た
と
覺
え
て
ゐ
る
。
店
座
敷
と
は
表
座
敷
の
意
。

店
と
い
ふ
言
葉
は
商
家
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
單
に
表
と
い
ふ

意
味
で
、
一
般
の
家
庭
に
も
用
ゐ
ら
れ
た
時
代
が
あ
つ
た
と
考
へ
て
い
ゝ
や

う
だ
。
あ
の
多
く
の
旅
客
を
相
手
に
し
て
朝
夕
を
送
つ
た
人
達
が
街
道
に
接

し
た
表
座
敷
を
店
座
敷
と
呼
び
、
問
屋
場
に
つ
ゞ
く
會
所
の
内
の
宿
役
人
の

詰
所
に
も
、
本
陣
の
屋
根
の
下
に
も
、
そ
の
名
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
い
か
に

も
往
時
の
宿
場
に
ふ
さ
は
し
い
氣
が
す
る
。

　
日
本
評
論
社
の
主
催
で
わ
た
し
の
『
夜
明
け
前
』
に
つ
い
て
の
座
談
會
が
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あ
つ
た
晩
、
わ
た
し
は
古
い
記
録
な
ぞ
を
し
ら
べ
て
ゐ
る
中
に
ふ
と
見
つ
け

た
言
葉
の
こ
と
を
言
ひ
出
し
、
當
時
の
流
行
語
と
し
て
昔
の
人
が
特
に
使
つ

た
と
思
は
れ
る
や
う
な
言
葉
の
あ
る
こ
と
を
言
ひ
、
ち
よ
つ
と
今
日
使
は
な

い
や
う
な
場
合
に
も
さ
う
い
ふ
言
葉
を
使
つ
た
ら
う
と
思
ふ
と
言
つ
た
。
そ

の
一
例
と
し
て
、
第
一
部
第
二
章
の
牛
方
事
件
の
中
に
は
年
寄
役
金
兵
衞
の

言
葉
と
し
て
、
『
隨
分
一
札
を
入
れ
さ
せ
』
と
あ
る
の
を
そ
こ
へ
持
ち
出
し

た
。
あ
ゝ
い
ふ
時
の
隨
分
な
ど
と
い
ふ
言
葉
は
、
あ
れ
は
當
時
流
行
の
言
葉

で
は
な
か
つ
た
か
と
わ
た
し
が
言
つ
て
見
た
。
す
る
と
座
に
は
宇
野
浩
二
君

や
室
生
犀
星
君
な
ど
が
あ
つ
て
、
隨
分
と
い
ふ
こ
と
は
今
で
も
隨
分
言
つ
て

を
る
と
い
ふ
話
が
出
た
。
し
か
し
わ
た
し
の
言
は
う
と
し
た
意
味
は
兩
君
の

隨
分
と
は
す
こ
し
違
ふ
。
そ
の
時
、
金
兵
衞
の
隨
分
と
は
屹
度
き
つ
と
の
意
味
だ
と
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言
ひ
出
し
た
の
は
山
崎
斌
君
で
あ
り
、
出
來
る
だ
け
の
意
味
に
用
ゐ
た
の
だ

と
言
ひ
出
し
た
の
が
幸
田
成
友
君
で
あ
つ
た
。
『
隨
分
一
札
を
入
れ
さ
せ
』

な
ぞ
と
は
、
い
か
に
も
面
白
く
昔
の
人
が
使
つ
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
、
言

葉
に
籠
る
陰
影
に
は
言
ひ
盡
せ
な
い
も
の
が
顯
れ
て
ゐ
る
。

　
後
日
の
思
ひ
出
に
、
蘭
醫
ケ
ン
ペ
ル
の
こ
と
を
も
こ
ゝ
に
す
こ
し
書
き
つ

け
て
置
き
た
い
。
ケ
ン
ペ
ル
に
關
し
た
こ
と
は
、
わ
た
し
の
稿
で
は
第
二
部

の
は
じ
め
の
方
に
出
し
て
あ
る
が
、
元
祿
年
代
に
渡
來
し
た
あ
の
蘭
醫
こ
そ
、

長
崎
出
島
の
和
蘭
屋
敷
内
に
歐
羅
巴
風
の
植
物
園
を
開
い
た
最
初
の
人
で
あ

る
と
い
ふ
。
お
そ
ら
く
萬
里
の
波
濤
を
越
え
て
持
ち
來
し
た
和
蘭
藥
草
の
種

子
が
初
め
て
こ
の
國
の
土
に
蒔
か
れ
も
し
又
根
づ
き
も
し
た
の
も
、
ケ
ン
ペ
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ル
の
開
拓
し
た
植
物
園
で
あ
つ
た
ら
う
。
往
時
の
長
崎
奉
行
と
も
言
ひ
た
い

風
俗
の
士
が
從
者
と
共
に
異
人
の
間
に
ま
じ
つ
て
そ
の
靜
か
な
園
内
を
逍
遙

す
る
さ
ま
を
描
い
た
も
の
は
、
銅
版
畫
と
し
て
も
殘
つ
て
ゐ
る
。
蘭
醫
の
大

家
と
し
て
名
高
い
シ
イ
ボ
ル
ト
が
ず
つ
と
後
に
な
つ
て
長
崎
に
渡
來
し
、
こ

の
先
着
の
同
國
人
が
殘
し
た
植
物
園
を
見
た
時
は
餘
程
の
感
慨
を
覺
え
た
も

の
ら
し
い
。
シ
イ
ボ
ル
ト
が
ケ
ン
ペ
ル
を
記
念
す
る
た
め
に
園
内
に
建
て
た

碑
は
今
は
長
崎
の
公
園
の
方
に
移
さ
れ
て
あ
る
と
い
ふ
。
わ
た
し
は
そ
の
碑

文
の
譯
を
見
た
こ
と
も
あ
る
が
、
今
だ
に
あ
れ
は
忘
れ
が
た
い
言
葉
と
し
て

わ
た
し
の
胸
に
殘
つ
て
ゐ
る
。
ど
う
い
ふ
人
の
筆
に
な
つ
た
も
の
か
知
ら
な

い
が
、
そ
の
譯
も
好
い
。

　
　
『
緑
そ
ひ
、
咲
き
い
で
、
そ
が
植
ゑ
た
る
主
を
し
の
び
て
は
、
め
で
た
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き
花
の
鬘
か
つ
らを
な
し
つ
ゝ
あ
る
を
。
』

　
今
度
の
仕
事
が
第
二
部
第
二
章
ま
で
を
中
央
公
論
誌
上
に
發
表
し
た
頃
、

匿
名
の
人
よ
り
わ
た
し
は
葉
書
を
貰
つ
た
。
そ
れ
に
は
、
『
貴
作
「
夜
明
け

前
」
を
雜
誌
の
上
で
缺
か
さ
ず
愛
讀
し
て
ゐ
る
も
の
で
す
。
「
中
央
公
論
」

七
月
號
の
も
拜
讀
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
三
十
五
頁
の
十
三
行
目
に
、

「
大
阪
平
野
の
景
色
」
云
々
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
河
内
平
野
で
は
な
い
か
と
思

ひ
ま
す
。
或
ひ
は
河
内
平
野
の
方
が
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
あ
の
邊
の
淀
川

は
河
内
（
現
在
北
河
内
郡
）
を
流
れ
て
居
り
ま
す
か
ら
。
大
變
失
禮
で
す
が
、

一
寸
氣
が
つ
き
ま
し
た
の
で
御
參
考
に
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
』
と
し
て

あ
つ
た
。
こ
の
注
意
は
あ
り
が
た
い
と
思
つ
て
、
次
囘
を
發
表
す
る
時
に
訂
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正
を
附
記
し
、
併
せ
て
そ
の
厚
意
を
も
謝
し
て
置
い
た
が
、
匿
名
の
人
の
誰

で
あ
る
か
は
分
ら
な
か
つ
た
。
過
ぐ
る
日
、
芝
三
縁
亭
の
會
で
宇
野
浩
二
君

と
一
緒
に
な
つ
て
見
る
と
、
あ
の
葉
書
を
呉
れ
た
愛
讀
者
と
は
君
で
あ
つ
た

と
か
。
あ
ん
な
に
思
ひ
が
け
な
く
、
ま
た
う
れ
し
く
思
つ
た
こ
と
も
な
い
。

　
餘
事
な
が
ら
、
第
一
部
を
通
讀
し
た
し
る
し
に
と
言
つ
て
、
織
田
正
信
君

を
介
し
て
そ
の
愛
藏
す
る
『
慊
堂
遺
文
』
二
卷
を
贈
ら
れ
、
自
分
を
勵
ま
し

て
呉
れ
た
Ｙ
博
士
の
や
う
な
人
も
あ
つ
た
。
過
ぐ
る
七
年
の
間
、
わ
た
し
は

自
作
草
稿
の
第
一
部
を
作
る
た
め
に
三
年
を
費
し
、
第
二
部
の
た
め
に
は
四

年
を
費
し
た
が
、
こ
ん
な
に
月
日
を
か
け
た
こ
と
が
決
し
て
自
慢
に
な
ら
な

い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
一
切
を
忘
れ
た
い
。
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め
づ
ら
し
き
友
と
あ
ひ
見
て
語
ら
へ
ば
く
や
し
く
も
我
は
耳
し
ひ

　
　
　
　
て
あ
り

　
　
　
　
耳
し
ひ
て
あ
れ
ど
も
何
か
く
や
む
べ
き
あ
ひ
見
る
だ
に
も
難
し
と

　
　
　
　
思
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
明

　
郷
を
去
つ
て
飄
然
西
の
方
へ
下
つ
て
行
つ
た
武
林
無
想
庵
君
が
途
中
か
ら

の
葉
書
便
り
を
受
け
取
つ
て
見
る
と
、
同
君
は
靜
岡
に
蒲
原
さ
ん
を
訪
ね
た

と
書
い
て
よ
こ
し
て
、
同
じ
葉
書
に
有
明
君
の
筆
で
こ
の
歌
二
首
か
き
つ
け

て
あ
る
。
『
め
づ
ら
し
き
友
』
と
は
武
林
君
の
こ
と
。
あ
の
『
草
わ
か
ば
』
、

『
春
鳥
集
』
、
『
有
明
集
』
の
作
者
に
、
今
日
の
不
自
由
さ
が
待
つ
て
ゐ
よ
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う
と
は
誰
し
も
思
ひ
が
け
な
い
こ
と
で
、
耳
聾し
ひ
た
詩
人
か
ら
の
便
り
を
机

の
上
に
置
き
、
し
ぐ
れ
が
ち
な
初
冬
の
夜
の
空
氣
も
身
に
し
み
る
電
燈
の
か

げ
に
、
二
首
の
歌
を
繰
り
返
し
讀
ん
で
見
た
時
は
思
は
ず
胸
が
迫
つ
た
。

　
歐
羅
巴
人
の
見
地
よ
り
す
る
古
代
印
度
の
研
究
者
と
し
て
名
高
く
、
吾
國

か
ら
巴
里
に
遊
ん
だ
學
者
達
を
は
じ
め
多
く
の
日
本
の
留
學
生
を
愛
し
た
佛

蘭
西
大
學
の
シ
ル
　ヷ
ン
・
レ
ヰ
イ
老
教
授
の
こ
と
は
知
る
人
は
知
る
。
あ
の

佛
蘭
西
の
學
者
も
近
く
故
人
と
な
つ
た
と
聞
く
。

　
レ
ヰ
イ
教
授
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ぞ
と
同
じ
や
う
に
猶
太
ユ
ダ
ヤ
系
統
の

人
で
あ
つ
た
。
あ
の
教
授
の
家
庭
で
は
他
の
佛
蘭
西
人
の
そ
れ
と
變
つ
た
こ

と
も
な
い
が
、
た
ゞ
一
年
に
一
度
、
家
族
の
人
達
と
共
に
黒
パ
ン
を
食
ふ
日
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が
定
め
て
あ
つ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
猶
太
民
族
が 

埃  

及 

エ
ジ
プ
ト

を
出
た

遠
い
昔
を
記
念
す
る
た
め
の
年
中
行
事
の
一
つ
と
し
て
、
教
授
の
家
庭
に
行

は
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
と
か
。
今
は
東
京
の
天
文
臺
に
在
勤
す
る
福
見
尚

文
君
は
長
い
こ
と
巴
里
に
遊
學
時
代
を
送
つ
た
篤
學
の
人
で
、
レ
ヰ
イ
教
授

の
家
族
と
も
親
し
か
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
た
し
は
同
君
を
通
し
て
そ
の
話

を
聞
い
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
こ
と
し
の
冬
、
教
授
の
訃ふ
を
耳
に
す
る
に

つ
け
て
も
、
曾
て
わ
た
し
は
巴
里
の
植
物
園
の
近
く
に
住
む
家
族
の
人
達
か

ら
茶
の
會
や
食
事
な
ぞ
に
招
か
れ
た
こ
と
を
思
ひ
出
し
、
わ
た
し
が
國
か
ら

遠
い
旅
の
記
念
に
も
と
用
意
し
て
行
つ
た
茶
、
椿
、
銀
杏
、
沈
丁
花
な
ぞ
の

日
本
産
植
物
の
種
子
を
贈
つ
た
の
も
教
授
の
許
で
あ
つ
た
こ
と
を
思
ひ
出
し

た
。
一
年
に
一
度
の
黒
パ
ン
は
何
で
も
な
い
こ
と
の
や
う
だ
が
、
民
族
の
長
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い
歴
史
に
か
け
て
そ
れ
を
記
念
す
る
と
こ
ろ
に
教
授
が
心
の
奧
も
し
の
ば
れ

て
、
あ
の
話
は
忘
れ
が
た
い
。

　
異
國
の
教
授
の
上
ば
か
り
で
な
く
、
過
ぐ
る
七
年
の
月
日
の
間
に
亡
く
な

つ
た
老
幼
の
舊
知
を
數
へ
て
見
て
も
驚
か
れ
る
ば
か
り
。
小
山
内
薫
君
、
岡

野
知
十
君
、
い
づ
れ
も
今
は
故
人
だ
。
根
岸
の
岡
崎
幸
之
助
君
は
舊
姓
池
田

と
言
つ
て
、
高
橋
の
河
岸
の
角
に
薪
炭
問
屋
を
營
ん
で
ゐ
た
岡
崎
家
を
相
續

し
た
人
で
、
京
橋
數
寄
屋
河
岸
の
泰
明
小
學
校
へ
通
つ
て
來
ら
れ
た
頃
は
わ

た
し
も
共
に
机
を
並
べ
た
少
年
時
代
か
ら
の
友
達
で
あ
る
が
、
そ
の
人
な
つ

こ
い
性
質
は
年
を
取
つ
て
も
變
り
が
な
く
、
時
に
は
こ
れ
は
昔
の
岡
崎
と
思

へ
と
言
つ
て
記
念
の
置
時
計
を
持
つ
て
來
て
呉
れ
た
り
、
時
に
は
互
に
い
そ
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が
し
い
か
ら
だ
で
も
一
つ
ど
う
か
い
ふ
日
を
見
つ
け
て
湯
河
原
あ
た
り
へ
骨

休
め
に
同
行
し
た
い
も
の
だ
と
言
ひ
出
し
た
り
し
て
、
こ
と
し
の
蜜
柑
の
黄

色
く
な
る
頃
こ
そ
は
と
、
そ
の
約
束
ま
で
し
て
あ
つ
た
の
に
、
こ
の
舊
い
馴

染
も
最
早
こ
の
世
に
は
ゐ
な
い
人
だ
。
不
思
議
な
縁
故
か
ら
つ
な
が
れ
る
や

う
に
な
つ
た
浦
島
堅
吉
老
人
、
幼
い
加
藤
二
郎
さ
ん
、
川
越
の
老
母
、
こ
の

人
達
も
ま
た
亡
き
數
に
入
つ
て
し
ま
つ
た
。
殊
に
、
川
越
の
老
母
は
東
京
生

れ
の
人
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
の
長
い
仕
事
が
一
ト
切
り
に
な
る
頃

を
見
計
ら
つ
て
は
、
一
年
に
四
度
づ
ゝ
は
必
ず
東
京
の
町
中
の
空
氣
を
吸
ひ

に
、
上
京
す
る
こ
と
を
樂
し
み
に
し
、
『
は
い
、
今
日
は
』
と
で
も
言
ふ
べ

き
と
こ
ろ
を
、
『
は
い
、
只
今
』
な
ど
と
言
ふ
ほ
ど
に
し
て
わ
れ
ら
が
家
の

格
子
戸
を
く
ゞ
り
、
昨
年
、
一
昨
年
、
一
昨
々
年
の
冬
も
わ
れ
ら
と
一
緒
に
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年
を
越
し
て
、
短
く
て
も
二
十
日
、
ど
う
か
す
る
と
三
十
日
も
四
十
日
も
長

く
家
に
逗
留
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
老
母
ま
こ
と
に
話
は
お
も
し
ろ
く
、

茶
と
音
曲
と
料
理
の
道
に
も
明
る
く
、
か
ず
〳
〵
の
美
し
い
性
質
を
具
へ
て

ゐ
た
こ
と
は
稀
に
見
る
ほ
ど
の
老
婦
人
で
、
自
分
が
長
い
仕
事
を
終
る
ま
で

は
是
非
達
者
で
ゐ
る
と
言
ひ
〳
〵
し
て
、
こ
と
し
の
六
月
の
上
京
を
も
心
待

ち
に
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
の
に
實
に
惜
し
い
こ
と
を
し
た
。

　
屋いへ
は
舊
く
、
身
も
ま
た
舊
い
。
こ
れ
は
岡
野
知
十
君
が
遺
稿
の
中
に
見
つ

け
た
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
ま
ゝ
今
日
の
自
分
の
上
に
も
あ
て
は
ま
る
。
二

疊
の
玄
關
は
茶
の
間
へ
の
廊
下
續
き
に
當
る
と
こ
ろ
で
、
路
地
か
ら
の
風
も

吹
き
入
り
夏
は
涼
し
い
。
こ
と
し
の
暑
中
に
も
午
後
か
ら
は
そ
こ
を
讀
書
の
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場
處
に
し
て
、
日
除
ひ
よ
け
が
は
り
に
路
地
の
片
隅
へ
造
り
つ
け
た
朝
顏
棚
の
方
へ

行
く
こ
と
を
慰
み
の
一
つ
に
し
て
來
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
枯
れ
／
″
＼
な

蔓
の
み
が
疎
ら
な
竹
の
垣
に
殘
る
や
う
に
な
つ
た
。
夏
は
深
い
日
除
に
な
り
、

秋
は
黄
葉
の
落
ち
る
ま
で
を
味
は
せ
、
冬
は
ま
た
物
干
場
の
か
は
り
に
な
る

の
も
吾
家
の
庭
の
片
隅
に
あ
る
青
桐
だ
。
し
か
し
、
ど
う
や
ら
七
年
の
重
荷

を
お
ろ
す
こ
と
の
出
來
た
自
分
に
は
こ
の
舊
い
屋
根
の
下
も
な
つ
か
し
い
。

今
は
身
も
心
も
僅
か
に
輕
く
な
つ
た
や
う
な
氣
が
す
る
。

　
　
過
去
を
探
る
こ
と
の
容
易
で
な
い
一
例
と
し
て
、
こ
の
覺
書
の
中
に
も

　
　
書
い
て
あ
る
木
曾
路
の
『
水
役
』
に
つ
き
、
自
分
の
知
り
得
た
こ
と
を

　
　
す
こ
し
記
し
つ
け
て
見
る
。
木
曾
奈
良
井
に
住
む
徳
利
屋
主
人
よ
り
遠
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藤
工
學
士
宛
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
奈
良
井
邊
で
い
ふ
水
役
と
は
檜
職
人

　
　
の
役
で
、
勞
役
は
せ
ず
、
金
錢
に
て
納
め
來
つ
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ

　
　
と
。
同
地
水
役
の
家
は
檜
物
手
形
を
一
戸
分
一
兩
一
ヶ
年
に
納
金
す
る

　
　
株
で
、
配
役
の
一
人
分
は
三
朱
づ
ゝ
。
さ
れ
ば
一
兩
の
株
の
外
に
當
役

　
　
の
時
は
四
朱
を
負
擔
せ
し
も
の
で
あ
る
と
も
い
ふ
。
こ
の
こ
と
は
同
地

　
　
に
あ
る
九
十
一
歳
の
老
人
に
よ
つ
て
判
明
し
た
と
徳
利
屋
主
人
の
手
紙

　
　
の
中
に
書
い
て
あ
つ
た
。

　
　
水
役
が
傳
馬
役
以
外
の
雜
役
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
、
福
井
縣

　
　
下
味
見
の
高
島
正
氏
と
い
ふ
人
か
ら
貰
つ
た
便
り
で
一
層
判
明
す
る
や

　
　
う
に
な
つ
た
。
同
氏
は
自
ら
六
十
六
翁
と
書
い
て
、
次
の
や
う
に
説
明

　
　
し
て
よ
こ
し
て
呉
れ
た
。
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『
水
役
は
、
老
生
の
居
村
　
　
農
山
村
に
て
は
、
人
別
帳
後
に
一
村

　
　
　
を
合
計
し
て
、
高
持
何
軒
、
水
役
何
軒
と
記
し
あ
り
て
、
高
持
に
對

　
　
　
す
る
無
高
を
意
味
し
、
誰
々
水
役
よ
り
高
持
に
な
る
と
記
録
に
特
記

　
　
　
し
て
身
分
の
向
上
を
慶
び
た
り
。
現
今
の
如
き
戸
別
割
の
賦
課
な
く
、

　
　
　
藩
主
へ
の
税
納
を
高
に
割
賦
せ
し
時
代
の
無
高
は
村
に
て
も
蔑
視
さ

　
　
　
れ
、
高
持
と
は
同
座
し
得
ず
。
最
賤
な
る
水
酌
役
、
即
ち
雜
役
に
使

　
　
　
は
れ
來
り
し
語
な
る
が
如
し
。
水
役
は
一
に
雜
家
ざ
ふ
け
　
　
（
雜
役
家
の

　
　
　
略
か
）
と
言
ひ
慣
は
し
候
。
猶
、
序
に
申
上
げ
候
、
慶
長
年
代
以
來

　
　
　
の
所
謂
水
帳
と
は
撿
地
帳
、
則
ち
高
附
帳
の
意
な
ら
ん
と
存
じ
候
。

　
　
　
老
生
藏
す
る
慶
長
撿
地
帳
に
よ
る
も
、
水
帳
と
は
建
築
の
際
に
水
平

　
　
　
を
撿
し
て
最
初
に
張
る
繩
を
水
繩
と
稱
す
る
よ
り
來
り
し
も
の
の
如
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し
。
右
は
水
役
の
水
と
は
同
語
な
れ
ど
も
、
意
は
大
に
異
な
り
申
し

　
　
　
候
。
』

　
　
　
未
知
の
讀
者
の
厚
意
か
ら
わ
た
し
の
疑
問
が
解
け
た
の
は
あ
り
が
た

　
　
　
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ん
な
風
に
過
去
を
探
つ
て
行
く
と
な
る
と
、

　
　
　
一
つ
の
言
葉
の
意
味
を
知
る
だ
け
で
も
容
易
で
な
い
。
眞
に
考
證
の

　
　
　
正
確
を
期
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
手
の
屆
か
な
い
と
こ
ろ
に

　
　
　
あ
る
。
知
ら
な
い
こ
と
は
知
ら
な
い
な
り
に
と
ゞ
め
て
、
わ
た
し
た

　
　
　
ち
の
領
分
は
別
に
あ
る
と
考
へ
て
い
ゝ
か
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
晝
寢
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苦
さ
、
甘
さ
、
寂
し
さ
、
侘
し
さ
、
あ
る
ひ
は
ま
た
樂
し
さ
　
　
晝
寢
の

味
も
い
ろ
〳
〵
で
あ
る
。  

花    

蓆  

は
な
む
し
ろ

の
一
枚
に
、
汗
を
は
じ
く
枕
で
も
あ
れ

ば
、
そ
れ
で
こ
と
が
足
り
て
、
涼
し
い
風
の
吹
き
入
る
と
こ
ろ
に
身
を
横
に

す
る
こ
と
も
出
來
る
夏
の
晝
寢
も
無
雑
作
で
い
ゝ
が
、
冬
の
日
に
は
さ
う
も

い
か
な
い
。
わ
れ
ら
年
若
い
こ
ろ
に
は
、
日
の
長
い
暑
中
で
も
め
つ
た
に
晝

寢
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
か
つ
た
が
、
年
を
と
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
味
を

覺
え
、
こ
の
節
は
ご
く
日
の
短
い
さ
か
り
で
も
、
と
き
／
″
＼
寢
た
り
な
ぞ

す
る
。
追
々
箍たが
の
ゆ
る
む
の
を
忘
れ
て
横
着
に
構
へ
る
と
い
ふ
わ
け
で
も
な

い
が
、
先
づ
一
仕
事
濟
ん
だ
と
い
つ
て
は
横
に
な
り
、
こ
ん
な
に
し
て
は
ゐ

ら
れ
な
い
と
い
つ
て
は
横
に
な
る
。
ど
う
か
す
る
と
、
枕
も
と
に
古
い
煙
草

盆
を
引
き
よ
せ
、
好
き
な
煙
草
を
一
服
や
つ
て
、
さ
て
眠
ら
れ
て
も
眠
ら
れ
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な
く
て
も
、
靜
か
に
横
に
な
る
の
を
樂
し
む
こ
と
も
あ
る
。

　
小
泉
八
雲
と
い
ふ
先
生
は
、
こ
の
人
も
寢
る
こ
と
に
か
け
て
は
わ
れ
ら
の

友
達
仲
間
で
あ
つ
た
と
見
え
、
い
つ
ぞ
や
山
陰
地
方
へ
旅
し
先
生
の
遺
跡
を

訪
ね
た
折
に
、
そ
の
故
家
に
先
生
遺
愛
の
古
い
枕
を
見
出
し
た
。
黒
い
漆
を

塗
つ
た
小
さ
な
木
枕
で
あ
つ
た
。
そ
の
と
こ
ろ
／
″
＼
漆
の
剥
げ
る
ま
で
生

前
愛
用
さ
れ
た
ら
し
い
も
の
で
、
晝
寢
の
夢
の
あ
と
は
あ
り
〳
〵
と
殘
つ
て

ゐ
た
。
異
邦
人
な
が
ら
に
先
生
が
見
つ
け
た
こ
の
國
の
愛
は
そ
ん
な
古
風
な

枕
の
類
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
た
か
と
め
づ
ら
し
く
思
ひ
、
ど
ん
な
寢
心
地
の
も

の
か
自
分
も
一
つ
試
み
る
つ
も
り
で
、
松
江
を
去
る
時
に
そ
の
出
雲
土
産
を

買
ひ
求
め
て
來
た
。
歸
京
後
に
そ
れ
を
取
り
出
し
て
、
と
き
ど
き
試
用
し
て
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見
た
が
、
い
か
に
い
つ
て
も
枕
と
し
て
は
低
く
、
木
の
質
も
堅
く
、
新
し
い

手
拭
な
ど
折
り
疊
ん
で
そ
の
上
に
あ
て
が
ひ
横
に
な
つ
て
見
て
も
、
ど
う
も

自
分
に
は
適
し
な
か
つ
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
そ
の
後
、
支
那
出
來
の
枕

を
一
つ
手
に
入
れ
た
。
そ
れ
は
ま
た
支
那
人
の
部
屋
に
あ
つ
て
こ
そ
よ
く
調

和
す
る
や
う
な
赤
と
黄
の
色
に
塗
つ
た
も
の
で
、
自
分
の
部
屋
な
ど
に
は
不

似
合
な
調
度
で
は
あ
つ
た
が
、
支
那
風
な
好
み
の
形
に
も
雅
致
が
あ
り
、
寢

心
地
も
惡
く
な
い
。
あ
る
年
の
夏
、
戸
棚
か
ら
取
出
し
て
見
る
と
、
枕
の
隅

々
を
鼠
に
か
じ
ら
れ
あ
ま
り
好
い  
心    

地  
こ
ゝ
ろ
も
ち

は
し
な
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
を

涼
し
さ
う
な
和
紙
に
貼
り
か
へ
た
こ
と
も
あ
る
。
去
年
の
夏
も
そ
れ
を
取
り

出
し
て
、
汚
れ
た
紙
の
上
に
更
に
あ
る
人
か
ら
貰
ひ
受
け
た
木
版
刷
の
模
樣

の
つ
い
た
紙
を
貼
り
つ
け
て
見
た
。
そ
れ
は
光
悦
が
意
匠
を
寫
し
た
も
の
と
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か
で
、
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
ゝ
る
と
は
の
古
歌
の
意
が
あ
ら
は
し
て
あ
り
、

流
れ
に
浮
く
も
み
ぢ
の
模
樣
な
ぞ
は
す
こ
し
な
ま
め
か
し
い
く
ら
ゐ
の
も
の

が
出
來
上
つ
た
。
晝
寢
の
友
と
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
も
の
で
も
笑
つ
て
濟
ま
せ

る
。

　
な
に
か
と
心
せ
は
し
く
暮
し
て
ゐ
る
間
に
も
、
半
日
の
閑
を
見
つ
け
、
な

す
べ
き
仕
事
か
ら
も
離
れ
て
、
疲
れ
た
身
を
休
め
る
晝
寢
は
樂
し
い
。
何
氣

な
く
人
の
い
ひ
捨
て
た
言
葉
、
あ
る
ひ
は
人
の
書
き
つ
け
た
も
の
に
ふ
と
見

つ
け
た
こ
と
な
ぞ
を
枕
の
上
に
思
ひ
出
す
の
も
、
さ
う
い
ふ
時
だ
。
料
理
の

こ
と
に
明
る
い
人
の
思
ひ
出
と
し
て
、
あ
る
雜
誌
の
中
で
讀
ん
だ
若
狹
わ
か
さ
の
魚

商
人
の
話
な
ぞ
も
そ
の
一
つ
だ
。
京
都
も
今
と
は
違
つ
て
、
昔
は
魚
に
不
自
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由
し
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
さ
う
だ
が
、
若
狹
の
方
か
ら
商
人
の
か
つ
い
で
來

る
魚
に
か
ぎ
つ
て
、
活
き
〳
〵
と
し
た
味
を
失
は
な
い
の
は
ど
う
い
ふ
譯
か

と
、
料
理
人
仲
間
の
噂
に
上
つ
た
と
の
こ
と
。
だ
ん
〳
〵
樣
子
を
き
い
て
見

る
と
、
若
狹
の
商
人
が
北
陸
の
海
邊
か
ら
山
越
し
に
京
都
ま
で
運
ん
で
來
る

魚
荷
の
中
に
は
、
か
な
ら
ず
笹
の
葉
が
入
れ
て
あ
つ
て
、
そ
の
た
め
に
魚
の

味
の
落
ち
な
い
こ
と
が
判
つ
た
と
い
ふ
。
さ
す
が
に
一
つ
の
道
に
精
し
い
人

達
は
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
へ
眼
を
つ
け
る
も
の
だ
と
思
つ
て
、
あ
の
笹
の
葉

の
話
は
妙
に
忘
れ
が
た
い
。

　
深
く
眠
る
ま
で
も
な
い
晝
寢
に
は
、
手
近
に
あ
る
古
い
字
書
な
ぞ
を
引
き

よ
せ
て
枕
の
か
は
り
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
事
は
足
り
る
や
う
な
も
の
だ
。
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し
か
し
横
に
な
る
時
の
姿
勢
だ
け
は
、
な
る
べ
く
安
ら
か
に
あ
り
た
い
。
古

代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
は
片
足
を
長
く
延
ば
し
、
片
足
を
す
こ
し
折
り
ま
げ
た
寢

像
の
彫
刻
を
造
つ
て
、
そ
れ
で
眠
り
を
表
現
し
た
。
よ
く
生
き
る
こ
と
を
知

つ
て
ゐ
た
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
よ
く
眠
る
こ
と
を
も
心
得
た
ゐ
た
と
見

え
る
。

　
か
つ
て
フ
ラ
ン
ス
の
旅
に
あ
つ
た
こ
ろ
、
パ
リ
の
郊
外
に
ペ
エ
ル
・
ラ
セ

エ
ズ
の
墓
地
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
は
フ
ラ
ン
ス
に
名
の
あ
る
歴
史

的
な
人
物
や
パ
リ
で
客
死
し
た
と
い
ふ
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
オ
ス
カ
ア
・
ワ
イ

ル
ド
の
墓
な
ど
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
墓
地
と
し
て
も
か
な
り
廣
い
。
岡
の
地

勢
に
添
う
た
樹
木
の
多
い
區
域
が
行
く
先
に
展
け
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
だ
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つ
た
。
深
く
分
け
入
る
う
ち
に
古
め
か
し
く
物
錆
び
た
一
宇
の
堂
の
前
へ
出

た
。
男
と
女
の
寢
像
が
そ
の
堂
の
う
ち
に
靜
か
に
置
い
て
あ
つ
た
。
ア
ベ
ラ

ア
ル
と
エ
ロ
イ
ズ
の
墓
だ
。
男
は
中
世
紀
の
哲
學
者
で
あ
り
神
學
者
で
あ
り

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
先
生
で
あ
つ
た
と
い
は
れ
る
し
、
女
は
學
問
の
あ
る
尼
僧
で

あ
つ
た
と
い
は
れ
る
。
古
く
黒
ず
ん
だ
堂
の
横
手
に
は
、
こ
の
人
達
は
終
生

變
る
こ
と
の
な
い
精
神
的
な
愛
情
を
か
は
し
た
と
い
ふ
こ
と
な
ぞ
が
立
派
に

書
き
掲
げ
て
あ
り
、
堂
を
取
り
ま
く
鐵
柵
の
中
に
は
何
の
花
と
も
知
ら
な
い

草
花
が
あ
は
れ
げ
に
咲
き
亂
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
あ
れ
も
晝
寢

の
仲
間
か
と
思
ひ
出
し
て
見
る
と
、
あ
ん
な
に
天
地
に
俯
仰
し
て
恥
ぢ
な
い

や
う
な
堂
々
と
し
た
寢
像
と
し
て
あ
ら
は
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
、
ど
ん
な
も
の

か
と
思
ふ
。
『
戀
ゆ
ゑ
に
そ
ん
な
悲
哀
と
苦
惱
と
を
得
た
』
と
フ
ラ
ン
ス
の
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詩
人
フ
ラ
ン
ソ
ア
・
　ヸ
ロ
ン
に
は
歌
は
れ
、
死
後
に
は
翼
を
比なら
べ
た
形
を
彫

刻
に
ま
で
造
ら
れ
て
、
そ
れ
を
戀
と
も
哀
傷
と
も
さ
れ
、
た
ゞ
〳
〵
二
人
に

あ
や
か
り
た
い
や
う
な
男
や
女
の
語
り
草
と
な
る
。
ま
こ
と
の
人
間
の
姿
は

尋
ね
る
よ
し
も
な
い
。
い
ぢ
ら
し
い
人
達
だ
。

　
年
若
い
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
わ
た
し
は
あ
る
娘
を
知
つ
て
ゐ
た
。
こ

の
娘
ま
こ
と
に
健
康
な
人
で
、
夏
の
晩
な
ぞ
よ
く
大
の
字
な
り
に
熟
睡
し
て

は
便
所
の
方
へ
行
く
わ
た
し
の
通
り
路
を
塞
い
で
ゐ
た
。
仕
方
な
し
に
娘
の

上
を
ま
た
い
で
通
り
過
ぎ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
人
は
何
も
知
ら
な
か
つ
た
こ

と
を
覺
え
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
こ
と
は
さ
う
咎
め
る
に
當
ら
な
い
。
娘
の
こ
ろ

に
枕
を
は
づ
し
て
眠
る
ぐ
ら
ゐ
は
有
り
勝
ち
な
こ
と
で
、
そ
れ
が
反
つ
て
好
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い
健
康
の
證
據
と
も
な
る
。
だ
ん
〳
〵
年
を
と
る
や
う
に
な
れ
ば
、
誰
し
も

若
い
う
ち
の
や
う
な
こ
と
は
な
く
な
つ
て
來
る
。
さ
う
い
ふ
中
で
も
、
寢
姿

の
好
い
人
こ
そ
、
女
の
中
の
女
と
考
へ
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　
戸
も
出
ず
に
籠
り
暮
し
て
ゐ
て
し
と
〳
〵
降
る
雨
の
音
な
ぞ
を
き
く
時
の

晝
寢
は
侘
し
く
、
語
る
に
も
友
も
な
い
時
の
晝
寢
は
寂
し
く
、
わ
れ
と
わ
が

身
を
い
た
は
る
時
の
晝
寢
は
甘
い
。
寢
る
よ
り
ほ
か
に
分
別
の
な
い
や
う
な

こ
と
も
あ
つ
て
、
さ
う
い
ふ
時
の
晝
寢
ほ
ど
ま
た
苦
い
も
の
も
な
い
。

　
　
　
　
酒
飮
め
ば
い
と
ゞ
寢
ら
れ
ぬ
夜
の
雪

　
こ
ん
な
句
を
殘
し
た
古
人
も
あ
る
が
、
さ
う
い
ふ
眠
り
が
た
い
夜
に
か
ぎ
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つ
て
自
分
は
呼
び
茶
を
す
る
。
す
る
と
ま
す
〳
〵
寢
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の

わ
た
し
が
樂
し
み
の
一
つ
は
、
さ
う
い
ふ
翌
日
に
な
つ
て
家
に
あ
る
風
呂
の

下
な
ぞ
を
焚
き
つ
け
、
そ
こ
に
一
切
を
忘
れ
る
こ
と
だ
。
心
の
落
ち
つ
か
な

い
日
に
は
、
わ
た
し
は
自
分
で
く
べ
た
薪
の
ぱ
ち
〳
〵
燃
え
る
音
を
き
ゝ
な

が
ら
、
狹
い
風
呂
場
の
か
ま
ど
の
前
に
時
を
送
る
こ
と
も
す
く
な
く
な
い
。

　
　
　
　
　
あ
る
人
へ

　
あ
る
人
へ
の
返
事
に
。

『
御
手
紙
拜
見
し
ま
し
た
。
力
は
ど
う
し
た
ら
得
ら
れ
る
か
と
の
御
尋
ね
の

や
う
で
す
が
、
あ
の
ゲ
エ
テ
や
ト
ル
ス
ト
イ
の
や
う
な
人
達
で
も
先
づ
自
分

312桃の雫



の
持
つ
も
の
を
粗
末
に
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
發
し
た
や
う
で
す
。
そ
し
て

長
い
生
涯
の
間
に
は
他
と
交
換
し
た
も
の
で
も
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
す
る

こ
と
が
出
來
て
行
つ
た
や
う
で
す
。
君
は
明
治
以
來
の
こ
の
國
の
青
年
の
弱

味
が
歴
史
精
神
に
缺
け
て
ゐ
た
こ
と
だ
と
お
考
へ
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
。
故

岡
倉
覺
三
の
ご
と
き
は
そ
れ
を
持
つ
て
ゐ
た
稀
な
人
で
せ
う
。
只
今
白
木
屋

に
開
催
中
の
古
書
展
覽
會
へ
行
け
ば
「
天
心
全
集
」
三
卷
は
手
に
も
入
り
ま

せ
う
か
ら
、
あ
ゝ
い
ふ
も
の
を
探
さ
れ
て
、
熟
讀
三
思
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を
君

に
お
勸
め
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
』

　
　
　
　
　
雪
の
障
子
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こ
の
節
す
こ
し
讀
書
す
る
暇
が
あ
つ
て
、
い
ろ
〳
〵
な
好
い
書
物
か
ら
毎

日
の
や
う
に
新
し
い
こ
と
を
學
ぶ
。
町
々
は
ま
だ
春
先
の
殘
雪
の
た
め
に
埋

め
ら
れ
、
と
き
／
″
＼
恐
ろ
し
げ
な
地
響
き
を
立
て
ゝ
屋
根
か
ら
崩
れ
落
ち

る
雪
の
音
も
す
る
が
、
こ
の
雪
に
濡
れ
て
反
つ
て
光
を
増
す
槲
か
し
はの
葉
な
ど
の

輝
く
さ
ま
は
眼
も
さ
め
る
ば
か
り
。
明
る
い
障
子
に
近
く
ゐ
て
心
靜
か
に
讀

ん
で
見
る
書
物
か
ら
受
け
る
さ
ま
／
″
＼
な
感
銘
の
中
に
は
、
讀
者
諸
君
に

分
け
た
い
と
思
ふ
や
う
な
こ
と
も
す
く
な
く
な
い
。
そ
の
一
つ
を
こ
ゝ
に
取

り
出
し
て
見
る
。

　
か
ね
て
わ
た
し
は
茅
野
蕭
々
氏
の
著
し
た
ゲ
エ
テ
研
究
を
讀
み
た
い
と
思

ひ
な
が
ら
、
そ
の
折
も
な
く
て
ゐ
た
が
、
先
頃
町
の
本
屋
で
黄
色
い
表
紙
の

裝
幀
も
好
ま
し
い
學
生
版
を
買
ひ
求
め
、
同
時
に
栗
原
佑
氏
の
譯
に
か
ゝ
る
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ブ
ラ
ン
デ
ス
が
ゲ
エ
テ
研
究
を
も
求
め
て
來
て
、
こ
の
二
つ
を
讀
み
比
べ
て

見
る
こ
と
か
ら
ゲ
エ
テ
の
や
う
な
人
の
生
涯
を
も
つ
と
よ
く
考
へ
た
い
と
思

ひ
、
先
ず
茅
野
氏
の
著
書
か
ら
讀
み
は
じ
め
た
。
同
氏
の
筆
は
ゲ
エ
テ
が
そ

の
　ヷ
イ
マ
ア
生
活
の
初
期
の
頃
に
好
い
影
響
を
受
け
た
幾
多
の
先
輩
ば
か
り

で
な
く
、
彼
を
啓
發
し
た
幾
多
の
婦
人
の
方
へ
も
讀
む
者
の
心
を
連
れ
て
行

く
。
そ
し
て
同
時
代
に
、
性
格
の
あ
る
種
々
な
す
ぐ
れ
た
婦
人
を
知
る
こ
と

の
出
來
た
人
の
幸
福
に
就
い
て
語
つ
て
あ
る
。
そ
の
中
に
、
ジ
ャ
ネ
ッ
テ
・

ル
イ
ゼ
・
フ
ォ
ン
・
　ヹ
ル
テ
レ
ン
夫
人
の
や
う
な
人
に
關
す
る
記
事
も
あ
る
。

こ
の
美
し
い
、
垢
拔
け
の
し
た
、
精
神
の
籠
つ
た
、
『
極
め
て
愛
す
べ
き
』

婦
人
か
ら
、
ゲ
エ
テ
は
世
間
智
を
學
ん
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
る
と
あ
る
。
『
あ

ら
ゆ
る
藝
術
に
天
才
が
あ
る
な
ら
ば
、
生
活
の
藝
術
に
於
け
る
天
才
と
も
い
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ふ
べ
き
は
彼
女
で
あ
る
』
と
言
は
れ
て
ゐ
る
と
も
あ
る
。

　
た
ゞ
こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、
こ
の
　ヹ
ル
テ
レ
ン
夫
人
が
ゲ
エ
テ
作
品
中

に
も
重
き
を
成
す
『
　ヸ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
テ
ル
』
の
中
の
伯
爵
夫
人
の
モ

デ
ル
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
承
知
す
る
ぐ
ら
ゐ
に
と
ゞ
め
て
、
わ
た
し
も
讀

み
過
し
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
後
の
方
で
わ
た
し
は
彼
女
に
關
す
る
次
の
や
う

な
記
事
に
ぶ
つ
か
つ
た
。
そ
れ
は
千
七
百
八
十
二
年
の
三
月
頃
に
ゲ
エ
テ
が

親
し
い
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
夫
人
宛
に
書
き
送
つ
た
も
の
の
中
に
、
こ
の

　ヹ
ル
テ
レ
ン
夫
人
に
就
い
て
言
つ
た
言
葉
と
し
て
、

『
こ
の
小
さ
い
人
間
は
私
を
啓
發
し
た
。
』

と
言
ひ
、
彼
女
は
『
世
間
を
取
扱
ふ
』
こ
と
を
心
得
て
ゐ
る
と
言
ひ
、
瞬
間

の
う
ち
に
數
千
粒
に
分
れ
し
か
も
ま
た
集
ま
つ
て
一
丸
と
な
る
水
銀
の
や
う

316桃の雫



だ
と
も
言
つ
て
ゐ
る
。

　
こ
の
水
銀
の
譬
は
い
か
に
も
美
し
く
形
容
し
て
あ
る
と
思
ふ
。
そ
し
て
あ

ら
ゆ
る
同
時
代
の
先
輩
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
婦
人
の
友
達
か
ら
も
學

ば
う
と
し
た
こ
と
に
か
け
て
は
、
あ
た
か
も
花
の
蕊しべ
か
ら
蕊
へ
と
深
く
分
け

入
つ
て
蜜
を
探
し
た
蜂
の
や
う
な
、
あ
の
ゲ
エ
テ
の
心
が
求
め
た
も
の
は
、

實
に
こ
の
『
水
銀
』
で
あ
つ
た
ら
う
か
と
想
像
さ
れ
る
。
言
つ
て
見
れ
ば
、

そ
れ
は
さ
か
ん
な
綜
合
力
だ
。
ひ
と
り
　ヹ
ル
テ
レ
ン
夫
人
が
心
得
て
ゐ
た
や

う
な
生
活
の
藝
術
に
か
ぎ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
創
造
的
な
人
間
か
ら
生
れ
て
來

る
も
の
は
、
そ
の
『
水
銀
』
の
力
を
ヌ
キ
に
し
て
は
考
へ
ら
れ
な
い
　
　
小

は
個
人
の
營
み
か
ら
、
大
は
同
胞
全
體
の
上
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
至
る
ま

で
。
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紫
の
一
も
と

　
舊
南
部
領
に
紫
根
染
の
殘
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
傳
へ
聞
き
、
そ
れ
を
心
あ
て

に
染
色
の
古
法
を
た
づ
ね
る
た
め
、
今
一
つ
に
は
紫
の
一
も
と
な
り
と
も
採

集
し
た
い
と
の
願
ひ
か
ら
、
遠
く
南
部
の
地
を
踏
み
、
花
輪
の
山
奧
な
る
湯

瀬
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
旅
し
て
歸
つ
て
來
た
人
は
、
赤
坂
田
町
に
住
む
草
木

屋
の
主
人
で
あ
る
。

　
同
君
の
土
産
話
に
よ
れ
ば
、
わ
が
國
固
有
の
染
料
た
り
し
紫
草
の
根
も
、

外
國
よ
り
輸
入
す
る
化
學
染
料
の
流
行
に
壓
せ
ら
れ
て
、
今
は
顧
る
も
の
も

な
き
状
態
に
あ
る
と
い
ふ
。
そ
の
栽
培
も
、
今
日
で
は
全
く
そ
れ
を
行
ふ
も
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の
を
聞
か
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
僅
か
に
本
邦
各
地
に
殘
存
す
る
野
生
の

も
の
を
採
集
し
得
る
に
と
ゞ
ま
る
と
の
こ
と
で
も
あ
る
。
紫
の
一
も
と
た
り

と
も
そ
れ
を
育
て
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
荒
蕪
に
歸
る
。
わ
た
し
た
ち
と
自

然
と
の
微
妙
な
關
係
は
常
に
か
う
し
た
も
の
か
と
思
ふ
。

　
多
く
の
場
合
に
、
わ
た
し
た
ち
は
自
然
か
ら
與
へ
ら
る
ゝ
こ
と
ば
か
り
を

知
つ
て
、
自
然
に
與
へ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
母
な
る
大
き
な
自
然
を
養
は

う
と
す
る
こ
と
が
、
や
が
て
わ
た
し
た
ち
の
生
活
を
ま
こ
と
に
豐
富
に
す
る

所
以
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
人
工
の
翼
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け
ふ
も
町
の
空
に
發
動
機
の
爆
音
を
聽
い
た
。

　
二
三
の
航
空
機
が
乾
い
た
寒
空
を
衝
い
て
飯
倉
の
町
の
上
を
横
ぎ
つ
て
行

つ
た
。
い
つ
ぞ
や
遠
く
獨
逸
の
方
か
ら
訪
れ
て
來
た
一
臺
の
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン

が
、
こ
の
町
の
空
に
あ
ら
は
れ
た
時
は
、
銀
色
の
機
體
に
黒
く
記
さ
れ
た
文

字
が
あ
ざ
や
か
に
讀
ま
れ
た
ほ
ど
で
、
や
が
て
光
の
海
を
渡
る
船
の
や
う
に

遠
ざ
か
つ
て
行
つ
た
が
、
あ
の
鋭
く
美
し
い
も
の
の
姿
は
ま
だ
わ
た
し
た
ち

の
記
憶
に
新
し
い
。
今
は
グ
ラ
イ
ダ
ア
の
や
う
な
も
の
ま
で
出
來
て
、
あ
の

滑
翔
機
の
曳
航
飛
行
が
各
地
に
行
は
れ
る
だ
ら
う
と
い
ふ
噂
な
ぞ
も
、
さ
う

め
づ
ら
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
つ
た
。
過
去
數
世
紀
の
間
、
そ
の
往
來
に
數

週
間
も
し
く
は
數
ヶ
月
を
費
し
た
太
平
洋
上
の
交
通
で
す
ら
、
僅
か
に
數
日

間
で
相
接
觸
す
る
こ
と
の
出
來
る
定
期
航
空
路
の
開
設
を
見
る
の
も
最
早
そ
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ん
な
に
遠
い
こ
と
で
は
な
か
ら
う
と
言
は
れ
、
や
が
て
は
旅
客
、
商
品
、
お

よ
び
郵
便
物
が
あ
た
か
も
田
舍
か
ら
田
舍
へ
行
く
や
う
に
何
の
造
作
も
な
く

太
平
洋
上
を
行
き
交
ふ
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
と
も
言
は
れ
る
。

　
大
空
を
飛
ぶ
人
工
の
翼
こ
そ
は
、
ま
こ
と
に
現
代
を
象
徴
す
る
も
の
の
一

つ
で
あ
ら
う
。
佛
蘭
西
近
代
の
畫
家
と
し
て
知
ら
れ
た
シ
ャ
　ヷ
ン
ヌ
は
普
佛

戰
爭
當
時
の
記
念
と
し
て
巴
里
籠
城
の
圖
を
作
り
、
遠
景
の
空
に
浮
び
上
る

輕
氣
球
を
描
き
、
そ
の
前
景
に
は
一
羽
の
鳩
を
持
つ
婦
人
を
描
い
て
佛
蘭
西

人
が
平
和
を
待
つ
心
を
あ
ら
は
し
た
。
シ
ャ
　ヷ
ン
ヌ
の
筆
に
よ
つ
て
描
き
出

さ
れ
た
清
げ
に
美
し
い
婦
人
の
眸
ひ
と
みは
、
さ
な
が
ら
救
ひ
を
望
む
も
の
の
や
う

に
遠
い
輕
氣
球
の
方
角
に
そ
ゝ
が
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
今
日
の
こ
と
に
し
て

見
た
ら
、
あ
の
輕
氣
球
も
新
鋭
な
航
空
機
に
置
き
替
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
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ま
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
現
代
に
生
き
る
も
の
に
取
つ
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
や
う
な

好
い
教
訓
を
與
へ
た
人
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
年
、
太
平
洋
横
斷
の
冒
險
に
成

功
し
た
亞
米
利
加
の
飛
行
家
だ
。
飛
行
家
ほ
ど
自
然
の
征
服
者
の
や
う
に
見

え
る
も
の
も
な
い
が
、
そ
の
實
、
高
く
飛
ぶ
こ
と
に
よ
つ
て
、
よ
り
大
き
な

自
然
の 

懷  

裡 

ふ
と
こ
ろ

に
飛
び
込
む
こ
と
を
身
を
も
つ
て
證
據
立
て
た
の
も
、
あ
の

亞
米
利
加
人
で
あ
つ
た
。
高
く
飛
ぶ
こ
と
を
知
る
も
の
は
、
風
の
力
に
身
を

任
せ
る
こ
と
を
も
知
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
あ
の
飛
行
家
が
他
の
飛
行
を
試
み
る

も
の
に
殘
し
た
と
い
ふ
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
技
藝
の
祕
訣
も
そ
こ

に
あ
ら
ら
う
と
思
は
れ
る
も
の
で
、
わ
た
し
は
新
聞
紙
上
に
そ
の
消
息
の
傳

へ
て
あ
つ
た
の
を
讀
み
、
今
だ
に
忘
れ
が
た
く
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
言
葉
、
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『
な
る
べ
く
高
く
飛
べ
。
そ
し
て
又
、
な
る
べ
く
眞
ツ
直
ぐ
に
飛
べ
。
』

　
　
　
　
　
歴
史
と
傳
説
と
實
相

　
歴
史
と
傳
説
と
は
曾
て
ご
く
雜
然
と
わ
た
し
の
内
に
同
棲
し
て
ゐ
た
や
う

な
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
二
つ
の
區
別
に
氣
づ
く
と
氣
づ
か
な
い
と
で
は
、

い
ろ
〳
〵
な
過
去
の
物
語
を
讀
ん
で
見
る
上
に
も
、
文
學
制
作
の
方
法
の
上

に
も
、
あ
る
ひ
は
文
學
以
外
の
藝
術
を
識
別
す
る
上
に
も
、
格
段
な
差
が
あ

る
の
に
、
長
い
こ
と
わ
た
し
は
そ
ん
な
區
別
を
考
へ
て
見
よ
う
と
も
し
な
か

つ
た
。

　
し
か
し
、
一
度
そ
こ
へ
氣
づ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
ま
で
遠
山
の
花
で
も
望
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む
や
う
に
ご
く
漠
然
と
し
か
看
て
ゐ
な
か
つ
た
あ
の
『
雨
月
物
語
』
や
『
春

雨
物
語
』
の
作
者
が
日
本
の
文
學
史
上
に
あ
る
位
置
な
ぞ
も
は
つ
き
り
し
て

來
た
し
、
『
白
峯
』
、
『
淺
茅
が
宿
』
、
『
蛇
性
の
婬
』
、
乃
至
『
目
一
つ

の
神
』
な
ぞ
に
見
る
や
う
な
特
殊
な
文
體
の
生
れ
た
こ
と
も
わ
か
つ
て
來
た

し
、
傳
説
を
傳
説
と
し
て
取
り
扱
つ
た
上
田
秋
成
に
は
元
祿
の
作
者
に
も
な

い
別
の
高
さ
の
あ
る
こ
と
も
は
つ
き
り
し
て
來
た
。
前
に
新
井
白
石
の
や
う

な
人
が
あ
り
、
同
時
代
に
は
本
居
宣
長
の
や
う
な
人
の
あ
る
徳
川
天
明
期
に
、

あ
ゝ
い
ふ
特
色
の
あ
る
物
語
の
作
ら
れ
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
こ
と
を
も
知

つ
て
來
た
。

　
こ
れ
を
舊
い
歌
舞
伎
の
世
界
に
思
ひ
く
ら
べ
て
も
、
謠
曲
か
ら
來
た
も
の

が
多
く
傳
説
を
取
り
扱
ひ
、
淨
瑠
璃
か
ら
來
た
も
の
の
一
面
が
歴
史
を
取
り
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扱
つ
て
あ
る
と
い
ふ
風
に
考
へ
て
見
る
こ
と
は
、
や
が
て
歌
舞
伎
の
中
幕
物

と
一
番
目
物
と
の
本
質
を
知
る
上
に
解
を
得
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
中
幕

物
と
一
番
目
物
と
は
種
々
の
技
法
を
異
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
助

く
る
音
曲
ま
で
を
異
に
し
、
前
者
が
舞
臺
の
上
で
用
ゐ
ら
る
ゝ
の
は
常
磐
津

と
き
は
づ

、

清
元
、
長
唄
の
曲
で
あ
る
の
に
引
き
か
へ
、
後
者
で
は
義
太
夫
の
曲
で
あ
る

や
う
な
、
さ
う
い
ふ
相
違
の
あ
る
こ
と
も
は
つ
き
り
し
て
來
る
。
傳
説
を
傳

説
と
し
て
好
く
取
り
扱
つ
た
も
の
は
、
歌
舞
伎
の
世
界
に
し
て
見
て
も
動
か

せ
な
い
や
う
な
氣
が
す
る
。
『
羽
衣
』
、
『
茨
木
』
の
類
は
、
今
見
て
も
そ

れ
／
″
＼
お
も
し
ろ
い
ば
か
り
で
な
く
、
お
そ
ら
く
後
世
の
人
の
眼
を
も
よ

ろ
こ
ば
す
で
あ
ら
う
。
『
鳴
神
』
、
『
鏡
獅
子
』
、
そ
れ
か
ら
『
道
成
寺
』

な
ぞ
も
さ
う
だ
。
『
勸
進
帳
』
を
直
ち
に
傳
説
と
は
言
へ
な
い
ま
で
も
、
す
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く
な
く
も
そ
こ
に
あ
ら
は
れ
て
來
る
の
は
多
分
に
傳
説
化
さ
れ
た
人
物
で
あ

る
。
『
暫
』
と
な
る
と
や
ゝ
趣
を
異
に
し
て
、
そ
の
勢
力
は
當
時
の
京
都
を

凌
が
う
と
す
る
江
戸
人
の
笑
を
あ
ら
は
し
た
漫
畫
に
近
い
や
う
な
氣
も
す
る

が
、
あ
れ
と
て
も
舞
臺
の
上
の
表
現
は
多
分
に
傳
説
的
だ
。
と
も
か
く
も
、

そ
れ
ら
に
共
通
な
誇
張
や
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
隈
取
り
や
、
濃
厚
な
色
彩
な
ぞ

は
、
傳
説
を
取
り
扱
ふ
上
に
の
み
許
さ
れ
て
い
ゝ
や
う
な
も
の
で
、
そ
こ
に

歌
舞
伎
の
一
面
の
味
が
あ
る
。
歴
史
を
取
り
扱
つ
た
も
の
は
、
さ
う
は
行
か

な
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
誇
張
と
濃
い
色
彩
と
は
歴
史
に
は
許
さ
れ
な
い
。
と
こ

ろ
が
傳
説
と
歴
史
と
は
兎
角
混
同
さ
れ
易
い
た
め
に
、
ど
つ
ち
つ
か
ず
の
や

う
な
時
代
物
も
あ
る
譯
で
、
時
を
經
る
に
し
た
が
つ
て
色
も
褪
せ
、
種
々
な

物
足
ら
な
さ
も
起
つ
て
來
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
歴
史
に
は
歴
史
の
取
り
扱
ひ
方
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が
あ
つ
て
い
ゝ
筈
だ
。
今
に
な
つ
て
想
像
す
る
と
、
故
人
九
代
目
團
十
郎
は

そ
こ
に
氣
が
つ
い
た
人
で
あ
つ
た
か
し
て
、
所
謂
活
歴
な
る
も
の
を
創
始
し

よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
趣
意
は
活
き
た
歴
史
を
舞
臺
の
上
に
取
り
扱
は
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
作
者
に
そ
の
人
を
得
な
か
つ
た
た
め
か
、

折
角
の
お
も
し
ろ
い
試
み
も
目
的
を
達
し
な
い
で
世
人
の
嘲
笑
の
裡
に
葬
ら

れ
た
や
う
で
あ
る
。
い
か
に
故
實
を
よ
く
し
ら
べ
、
考
證
の
行
屆
い
た
や
り

方
で
も
、
た
ゞ
そ
れ
だ
け
で
は
歴
史
は
活
き
返
つ
て
來
な
か
つ
た
と
も
言
は

れ
よ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
失
敗
を
恐
れ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
あ
の
故
人
の
面

目
は
躍
如
と
し
て
ゐ
た
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
こ
ゝ
に
書
き
つ
け
て
見
る
の
も
他
で
は
な
い
。
わ
た
し
は

『
夜
明
け
前
』
の
や
う
な
も
の
を
書
い
て
見
て
ゐ
る
間
に
、
だ
ん
〳
〵
作
の
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意
圖
を
深
め
て
行
く
に
つ
れ
て
、
歴
史
と
傳
説
と
實
相
と
は
ど
う
し
て
も
そ

の
取
扱
ひ
の
方
法
を
異
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
感
じ
て
來
た
か
ら

で
あ
つ
た
。

　
こ
と
し
の
正
月
、
わ
た
し
は
長
い
仕
事
を
す
ま
し
た
後
の
輕
々
と
し
た
心

地
で
、
久
し
ぶ
り
に
改
造
社
版
フ
ロ
オ
ベ
ル
全
集
の
譯
本
を
あ
け
て
見
た
。

フ
ロ
オ
ベ
ル
晩
年
の
『
三
つ
の
小
さ
な
物
語
』
が
そ
こ
に
あ
る
。
『
ジ
ュ
リ

ア
ン
聖
人
傳
』
は
鈴
木
信
太
郎
氏
の
譯
、
『
エ
ロ
デ
ィ
ヤ
ス
』
は
辰
野
隆
氏

の
譯
、
『
純
な
心
』
は
ま
た
吉
江
喬
松
君
の
譯
で
あ
る
。
第
一
の
物
語
は
傳

説
、
第
二
の
物
語
は
歴
史
、
第
三
の
物
語
は
實
相
で
、
こ
の
三
つ
の
區
別
を

フ
ロ
オ
ベ
ル
は
三
通
り
の
樣
式
に
書
き
分
け
て
ゐ
る
。
『
ボ
　ヷ
リ
イ
夫
人
』

の
や
う
な
作
品
を
書
き
、
更
に
『
サ
ラ
ン
ボ
オ
』
の
や
う
な
作
品
で
過
去
を
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掘
り
起
し
て
見
た
作
者
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
境
地
に
も
到
り
得
た
か
と
考
へ

ら
れ
る
。
殊
に
傳
説
を
取
り
扱
つ
た
も
の
は
、
そ
の
一
節
一
句
が
殆
ん
ど
寶

石
の
光
を
放
つ
と
も
言
ひ
た
い
も
の
で
、
よ
く
讀
ん
で
見
れ
ば
そ
れ
は
隨
分

思
ひ
切
つ
た
誇
張
や
濃
い
色
彩
が
精
し
い
觀
察
に
結
び
つ
い
て
來
て
ゐ
る
こ

と
も
分
る
。
さ
す
が
に
歴
史
を
取
り
扱
つ
た
も
の
の
方
に
は
そ
ん
な
筆
づ
か

ひ
は
し
て
な
い
が
、
さ
う
か
と
言
つ
て
實
相
を
書
い
た
も
の
の
や
う
に
こ
ま

か
く
は
入
つ
て
ゐ
な
い
し
、
會
話
も
す
く
な
い
。
日
頃
自
分
の
考
へ
て
ゐ
た

こ
と
を
明
か
に
三
種
の
文
體
に
書
き
分
け
て
見
せ
て
呉
れ
た
フ
ロ
オ
ベ
ル
の

や
う
な
先
人
も
あ
つ
た
と
想
ひ
見
た
時
は
う
れ
し
か
つ
た
。
尤
も
こ
れ
は
物

語
の
技
法
と
文
章
文
體
の
上
の
話
で
、
そ
れ
を
充
た
し
て
行
く
作
者
の
内
の

生
命
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
ん
な
ら
、
歴
史
と
傳
説
と
は
ど
う
し
た
ら
活
き
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返
つ
て
來
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
別
問
題
だ
。
單
な
る

過
去
は
歴
史
で
も
傳
説
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
牧
野
信
一
君
の
『
文
學
的
自
敍
傳
』

　
牧
野
信
一
君
の
『
文
學
的
自
敍
傳
』
は
お
も
に
少
年
時
代
を
敍
し
た
も
の

で
、
こ
れ
か
ら
大
人
の
世
界
に
入
つ
て
見
た
こ
と
を
書
き
は
じ
め
よ
う
と
い

ふ
と
こ
ろ
で
筆
が
止
め
て
あ
る
。
止
め
て
あ
る
と
い
ふ
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ

こ
で
筆
が
進
ま
な
く
な
つ
て
、
自
然
に
止
ま
つ
て
し
ま
つ
た
と
い
ふ
趣
の
も

の
だ
。
文
學
的
な
自
敍
傳
と
し
て
は
そ
ん
な
端
緒
に
過
ぎ
な
い
や
う
な
も
の

で
あ
る
が
、
自
然
と
文
學
へ
赴
く
よ
り
他
に
結
局
道
も
な
か
つ
た
か
の
感
を
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抱
か
せ
、
一
作
家
の
生
ひ
立
を
思
は
せ
る
に
は
十
分
な
ほ
ど
に
出
來
る
だ
け

の
壓
縮
も
そ
の
筆
に
加
へ
て
あ
つ
て
、
少
年
時
代
の
ど
の
一
片
を
と
り
あ
げ

て
も
、
い
づ
れ
も
意
味
深
く
語
つ
て
あ
る
。
そ
の
中
に
、
君
は
小
學
で
も
中

學
で
も
凡
ゆ
る
學
科
の
う
ち
で
綴
り
方
と
作
文
が
何
よ
り
不
得
手
で
、
幾
度

も
零
點
を
取
り
、
旅
先
な
ど
か
ら
母
親
に
宛
て
る
手
紙
も
書
き
に
く
か
つ
た

と
い
ふ
一
節
が
あ
る
。
君
は
そ
れ
に
續
け
て
次
の
や
う
に
書
い
て
ゐ
る
。

　
『
母
は
私
の
ハ
ガ
キ
で
も
、
私
が
戻
る
と
そ
れ
を
目
の
前
に
突
き
つ
け
て
、

　
凡
ゆ
る
誤
字
文
法
を
指
摘
し
た
。
第
一
文
章
が
恰まる
で
成
つ
て
居
ら
ず
、
加
お
ま

　
け
に
無
禮
な
調
子
で
あ
る
と
訂
正
さ
れ
る
う
ち
に
、
作
文
で
も
手
紙
で
も

　
私
は
、
眞
に
考
へ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
、
そ
の
ま
ゝ
書
く
べ
き
も
の

　
で
は
な
く
、
さ
う
い
ふ
こ
と
を
餘
程
六
ヶ
敷

む
づ
か
し

い
言
葉
を
用
ひ
て
書
く
べ
き
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だ
、
さ
う
い
ふ
窮
屈
を
忍
ん
で
、
決
り
き
つ
た
や
う
な
眞
面
目
さ
う
な
、

　
嚴
い
か
めし
さ
う
な
、
そ
し
て
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
大
袈
裟
な
美
し
さ
う
な
言
葉
を
連

　
ね
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
と
考
へ
る
と
、
文
字
が
亦
、
こ
れ
が
ま
た
言
語

　
道
斷
と
い
ふ
程
拙
劣
で
あ
つ
て
私
は
途
方
に
暮
れ
た
。
親
戚
な
ど
に
父
の

　
代
理
と
し
て
時
候
見
舞
な
ど
を
書
か
さ
れ
る
場
合
に
、
母
が
傍
で
視
張
つ

　
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
何
う
し
て
も
、
末
筆
な
が
ら
御
一
同
樣
へ

　
も
何
卒
宜
し
く
御
鳳
聲
の
程
を
　
　
な
ど
と
は
書
け
ぬ
の
で
あ
つ
た
。
』

　
と
あ
る
。

　
眞
に
考
へ
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
は
、
ど
う
し
て
そ
の
ま
ゝ
書
く
べ
き
も

の
で
は
な
い
か
の
疑
問
が
、
早
く
も
牧
野
少
年
の
胸
に
宿
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

君
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
君
は
結
婚
以
前
に
三
度
も
の
戀
愛
を
經
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驗
し
た
が
、
手
紙
は
ま
る
で
駄
目
で
、
ど
ん
な
類
ひ
の
手
紙
を
相
手
の
娘
か

ら
貰
つ
て
も
容
易
に
そ
れ
に
匹
敵
す
る
や
う
な
こ
と
が
書
け
ず
、
そ
れ
で
も

夢
中
に
な
つ
て
書
く
に
は
書
い
た
が
讀
み
返
す
と
、
い
つ
も
全
身
が
砥
石
に

か
ゝ
つ
た
や
う
な
堪
ら
ぬ
冷
汗
に
す
り
減
つ
た
と
い
ふ
。
さ
う
い
ふ
情
人
を

見
る
時
の
君
は
ま
た
、
つ
い
默
り
勝
ち
で
、
思
は
ず
欠
伸
あ
く
び
を
す
る
や
う
な
こ

と
に
な
つ
た
り
、
眞
面
目
な
こ
と
を
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
も
、

つ
い 

空  

呆 

そ
ら
と
ぼ

け
て
横
を
向
い
た
り
す
る
や
う
な
始
末
で
あ
つ
て
、
そ
の
た
め

に
君
の
求
め
る
も
の
は
酬
い
ら
れ
ず
、
皆
失
戀
に
終
つ
た
と
も
語
つ
て
あ
る
。

　
『
ど
ん
な
に
熱
烈
に
思
つ
て
ゐ
て
も
、
四
角
張
つ
た
特
に
拙
い
漢
字
で
、

戀
し
き
君
よ
…
…
な
ど
と
は
書
け
ず
、
ま
た
徹
底
的
に
眞
面
目
さ
う
な
表
情

で
、
屹
度
結
婚
し
よ
う
ネ
　
　
な
ど
と
さ
ゝ
や
い
て
、
手
な
ど
は
握
れ
な
か
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つ
た
。
私
は
、
あ
の
ア
メ
リ
カ
の
娘
（
中
學
を
終
る
頃
に
さ
か
ん
に
手
紙
の

や
り
と
り
を
し
た
ア
メ
リ
カ
人
の
娘
）
に
示
し
た
態
度
や
言
葉
の
十
分
の
一

で
も
、
こ
の
敬
ふ
べ
き
郷
土
の
言
葉
を
も
つ
て
驅
使
成
し
得
る
な
ら
ば
、
と

悲
嘆
に
暮
れ
た
。
思
へ
ば
思
ふ
ほ
ど
、
わ
れ
〳
〵
の
言
葉
や
文
字
は
、
尊
嚴

に
過
ぎ
て
、
到
底
犯
し
得
ぬ
貴
重
な
も
の
に
變
つ
た
。
』

　
新
時
代
の
作
家
と
し
て
牧
野
君
が
出
發
は
こ
ゝ
に
萌きざ
し
て
ゐ
る
。
君
は
そ

の
言
葉
や
文
字
の
『
尊
嚴
』
や
、
到
底
犯
し
得
ぬ
『
貴
重
』
や
を
打
ち
碎
く

だ
け
の
才
能
と
勇
氣
と
を
め
ぐ
ま
れ
た
。
あ
れ
ほ
ど
少
年
時
代
に
、
あ
ら
ゆ

る
學
科
の
う
ち
で
綴
り
方
と
作
文
が
何
よ
り
不
得
手
で
、
母
親
に
宛
て
る
手

紙
す
ら
思
ふ
や
う
に
は
書
け
な
か
つ
た
と
言
ふ
君
が
、
そ
の
意
味
を
悟
る
時

を
迎
へ
る
の
だ
と
思
は
れ
る
。
さ
て
こ
そ
、
君
が
藝
術
に
は
感
情
の
解
放
と
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も
い
ふ
べ
き
も
の
が
強
く
働
い
て
ゐ
て
、
そ
の
特
色
が
君
の
作
の
字
々
句
々

の
上
に
あ
ら
は
れ
、
わ
た
し
た
ち
の
心
を
ひ
か
れ
る
の
も
主
と
し
て
そ
の
點

に
あ
る
。
あ
の
雜
誌
『
十
三
人
』
に
載
つ
た
短
篇
『
爪
』
な
ど
は
君
の
學
生

時
代
の
作
だ
さ
う
だ
が
、
君
は
戸
外
に
飛
び
出
し
、
君
が
手
と
足
と
を
持
つ

て
ゐ
る
こ
と
を
、
初
め
て
感
じ
た
と
言
つ
て
も
い
ゝ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
つ
た
。

　
不
思
議
な
縁
故
か
ら
、
わ
た
し
は
牧
野
君
を
引
き
出
す
役
割
を
つ
と
め
た

や
う
な
も
の
ゝ
、
あ
の
『
十
三
人
』
時
代
の
君
は
早
晩
頭
角
を
あ
ら
は
す
べ

き
人
で
、
わ
た
し
は
た
ゞ
割
合
に
早
く
君
を
見
つ
け
た
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
。

君
の
自
敍
傳
に
よ
る
と
、
君
は
自
身
を
裸
島
へ
泳
ぎ
つ
い
た
漂
流
者
に
譬
へ

て
ゐ
る
。
こ
の
漂
流
者
は
日
々
の
營
み
を
怠
ら
ず
あ
ち
こ
ち
と
移
り
住
ん
だ

が
、
わ
づ
か
な
風
に
さ
へ
そ
の
打
ち
建
て
た
小
屋
は
忽
ち
吹
き
飛
ん
で
未
だ
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に
家
を
成
さ
な
い
と
も
言
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
君
は
運
命
的
で
あ
る
と
考
へ

る
や
う
に
な
つ
て
行
つ
た
人
の
や
う
で
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
ん
な
昨
日
の
自

己
を
絶
對
の
姿
と
は
考
へ
た
く
な
い
と
言
ふ
人
で
で
も
あ
つ
た
。
君
は
い
つ

も
自
身
の
文
章
を
讀
み
返
す
と
、
凡
て
の
過
去
そ
の
も
の
の
如
く
、
い
つ
そ

自じ
烈れ
つ
た
い
と
い
ふ
氣
を
起
し
た
。
君
は
一
切
の
過
去
を
棄
却
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
。
容
易
な
ら
ぬ
人
間
の
脱
皮
だ
。
そ
れ
に
は
身
を
も
つ
て

當
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
君
は
そ
の
邊
の
深
い
消
息
を
僅
か
に
『
文
學
的
自
敍

傳
』
の
終
の
方
に
泄
ら
し
て
置
い
て
、
そ
れ
ぎ
り
歸
つ
て
來
な
い
人
の
や
う

に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
何
と
し
て
も
君
の
最
後
は
傷
ま
し
い
。
筆
執
り
物
書
く
も
の
に
取
つ
て
は

ひ
と
ご
と
と
も
思
は
れ
な
い
。
わ
た
し
の
や
う
に
し
て
君
の
出
發
を
迎
へ
た
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も
の
が
、
今
ま
た
君
を
惜
し
む
諸
君
の
仲
間
入
り
を
し
て
、
こ
ん
な
記
念
を

こ
ゝ
に
書
き
つ
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
も
何
か
の
縁
か
と
思
ふ
。
生
前

の
君
が
泳
ぎ
つ
い
た
そ
の
裸
島
に
ゐ
て
、
絶
望
と
陶
醉
と
の
底
か
ら
身
を
も

心
を
も
起
さ
う
と
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
ん
な
新
し
い
文
學
を
豫
感
し
て

の
結
果
で
あ
つ
た
か
、
そ
れ
は
推
し
は
か
れ
る
か
ぎ
り
で
も
な
い
が
、
君
が

殘
し
た
か
ず
〳
〵
の
新
鮮
な
作
品
と
、
こ
の
世
に
盡
し
得
な
か
つ
た
抱
懷
と

は
、
わ
た
し
な
ぞ
の
や
う
に
長
く
文
筆
に
從
事
す
る
も
の
の
垢
を
洗
つ
て
呉

れ
る
で
あ
ら
う
。
短
篇
集
『
酒
盜
人
』
、
『
鬼
涙
村
』
の
二
卷
は
、
折
を
得

て
更
に
よ
く
讀
み
か
へ
し
て
見
た
い
。
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好
き
距
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
崎
義
惠
君
が
新
著
『
日
本
文
藝
學
』
の
出
版

　
　
　
　
　
を
よ
ろ
こ
び
て
）

　
　
　
　
　

　
蜘
蛛
と
い
ふ
も
の
は
、
み
づ
か
ら
の
細
い
糸
に
身
を
托
し
、
風
の
來
る
の

を
待
つ
て
、
物
と
物
と
の
間
を
つ
な
ぐ
好
き
距
離
を
見
つ
け
る
。
學
者
が
古

典
探
求
の
態
度
は
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
日
本
の
文
藝

も
最
近
に
は
學
と
し
て
そ
の
方
法
と
體
系
と
を
探
し
求
め
よ
う
と
す
る
岡
崎

義
惠
君
の
や
う
な
熱
心
な
學
者
が
ま
と
ま
つ
た
研
究
を
發
表
す
る
と
こ
ろ
ま

で
進
ん
で
來
た
。
同
君
が
長
い
年
月
を
か
け
て
見
究
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
物
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の
あ
は
れ
、
そ
れ
か
ら
有
心
と
幽
玄
の
考
察
な
ぞ
は
、
中
世
時
代
の
文
藝
か

ら
近
代
の
そ
れ
へ
か
け
て
の
間
を
つ
な
ぐ
好
き
距
離
と
も
言
つ
て
見
た
い
も

の
で
、
近
頃
有
益
な
文
字
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
日
本
海
と
太
平
洋

　
過
去
の
日
本
人
が
日
本
海
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
現
代
の
日
本
人
は
太
平

洋
で
あ
る
と
言
つ
て
も
よ
か
ら
う
か
。
太
平
洋
に
就
い
て
想
ひ
當
る
の
は
、

最
近
讀
ん
だ
も
の
の
中
に
見
つ
け
た
ブ
ラ
ン
デ
ス
の
言
葉
だ
。
ブ
ラ
ン
デ
ス

は
太
平
洋
が
地
球
の
諸
海
洋
に
伍
し
占
め
て
ゐ
る
地
位
に
比たぐ
へ
て
、
實
に
心

に
く
い
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
。
『
太
平
洋
、
則
ち
靜
か
な
る
大
洋
は
、
最
大
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に
し
て
同
時
に
最
深
の
海
洋
で
あ
る
。
併
し
實
際
に
靜
か
な
の
は
、
唯
そ
の

帶
状
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
太
平
洋
の
北
部
と
南
部
は
、
樣
々
の
氣
流
や

貿
易
風
の
た
め
に
、
絶
間
な
く
波
濤
を
擧
げ
て
ゐ
る
。
幾
多
の
海
潮
、
そ
れ

の
逆
潮
、
暖
流
、
寒
流
が
流
れ
巡
つ
て
ゐ
る
。
太
平
洋
に
は
、
ま
た
他
の
海

洋
に
は
無
い
地
震
の
波
動
が
あ
る
』
と
こ
ん
な
こ
と
が
言
つ
て
あ
る
の
だ
。

わ
れ
ら
は
東
西
の
文
化
を
包
容
し
得
る
最
も
惠
ま
れ
た
位
置
に
あ
つ
て
、
過

去
に
蓄
積
し
た
も
の
だ
け
で
も
既
に
か
な
り
の
深
さ
に
達
し
て
ゐ
る
か
ら
と

言
つ
て
、
現
代
の
創
造
的
諸
精
神
が
皆
わ
れ
ら
の
中
に
流
れ
込
ん
で
來
る
と

考
へ
る
ほ
ど 

己  

惚 

う
ぬ
ぼ
れ

の
強
い
も
の
で
は
な
い
が
、
す
く
な
く
も
平
和
を
愛
し
、

ま
た
靜
か
さ
を
愛
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
他
の
い
か
な
る
國
民
に
も
劣
る
も

の
で
な
い
と
信
ず
る
。
こ
れ
、
わ
れ
ら
の
太
平
洋
で
あ
り
、
靜
か
な
る
大
洋
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で
あ
る
所
以
だ
。
し
か
し
、
わ
れ
ら
が
現
に
營
み
つ
ゝ
あ
る
歴
史
と
活
動
の

中
に
は
、
廣
い
和
や
か
な
一
帶
が
あ
る
外
に
、
強
い
嵐
が
あ
り
、
暖
流
と
寒

流
と
が
あ
り
、
幾
多
の
海
潮
と
そ
の
逆
潮
と
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
地
震
の
波

動
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
太
平
洋
に
似
て
ゐ
る
。
あ
の
ブ
ラ
ン
デ
ス
の
言
葉
の

中
に
多
く
の
反
省
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
感
ず
る
の
は
、
お
そ
ら
く
わ
た
し

一
人
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

　
曾
て
山
陰
地
方
へ
の
旅
を
し
て
、 

城  

崎 
き
の
さ
き

に
近
い
瀬
戸
の
日
和
山
か
ら
も
、

香
住
の
岡
見
公
園
か
ら
も
、
浦
富
、
出
雲
浦
等
の
海
岸
か
ら
も
、
あ
る
ひ
は

石
見
い
は
み
の 

高 

角 

山 

た
か
つ
の
や
ま
か
ら
も
日
本
海
を
望
み
見
た
。
あ
の
海
岸
に
連
な
り
續
く

高
い
岩
壁
は
、
大
陸
に
面
し
て
立
つ
一
大
城
廓
に
似
て
ゐ
た
。
五
ヶ
月
も
の

341 日本海と太平洋



長
さ
に
亙
る
と
い
ふ
冬
季
の
日
本
海
の
活
動
か
ら
、
そ
の
深
い
風
雪
と
荒
れ

狂
ふ
怒
濤
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
島
國
を
守
る
や
う
な
位
置
に
あ
る
の
も
、

あ
の
海
岸
の
岩
壁
で
あ
つ
た
。
そ
こ
に
は
到
る
と
こ
ろ
に
湧
き
出
づ
る
温
泉

が
あ
り
、
金
、
銀
、
鐵
、
石
炭
、
そ
の
他
の
鑛
物
を
産
す
る
無
盡
藏
の
寶
庫

が
あ
つ
た
。
か
の
ラ
フ
カ
ヂ
オ
・
ハ
ア
ン
を
し
て
『
こ
れ
よ
り
麗
し
い
洞
窟

は
世
界
中
殆
ん
ど
想
像
し
得
な
い
』
と
言
は
し
め
た
ほ
ど
、
空
氣
の
如
く
明

澄
な
海
水
を
内
に
湛
へ
、
ま
た
幾
多
の
古
い
傳
説
が
生
れ
て
來
て
ゐ
る
數
限

り
も
な
い
や
う
な
洞
窟
に
よ
つ
て
飾
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
あ
の
海
岸
で
あ
つ
た
。

こ
の
腰
骨
の
強
さ
こ
そ
、
大
陸
的
な
も
の
を
よ
く
受
け
と
め
る
こ
と
の
出
來

た
わ
れ
ら
の
祖
先
が
姿
で
あ
つ
た
ら
う
。
し
か
し
過
去
の
日
本
人
が
日
本
海

で
あ
る
と
言
つ
て
見
た
い
の
は
、
た
ゞ
そ
の
海
岸
の
特
色
の
み
に
は
限
ら
な
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い
。
翠
色
の
滴
る
や
う
な
日
本
の
島
影
を
後
方
に
す
る
位
置
に
ま
で
出
て
行

く
な
ら
、
そ
こ
に
は
濃
い
藍
色
の
黒
潮
も
流
れ
て
來
て
ゐ
る
。
朝
鮮
、
支
那
、

印
度
は
も
と
よ
り
、
ど
う
か
す
る
と
ペ
ル
シ
ャ
か
ら
印
度
を
通
し
て
來
た
希ギ

   

臘 

リ
シ
ヤ
的
な
も
の
ま
で
が
こ
の
島
國
に
着
い
た
時
代
も
あ
つ
た
ら
う
か
と
想
像

さ
れ
る
の
も
そ
の
海
だ
。
遠
い
古
代
の
遣
唐
使
船
が
航
路
と
て
も
い
づ
れ
は

そ
の
海
の
上
で
あ
り
、
雪
舟
の
や
う
な
畫
僧
が
中
世
の
終
に
生
れ
て
南
方
支

那
の
宗
教
と
藝
術
と
を
探
り
求
め
る
た
め
に
風
波
の
困
難
を
凌
ぎ
進
ん
だ
の

も
ま
た
そ
の
海
の
上
で
あ
つ
た
ら
う
。
お
そ
ら
く
揚
子
江
の
河
口
か
ら
押
し

來
る
滔
々
た
る
濁
流
を
見
た
眼
で
、
大
陸
を
離
る
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
青
さ
を

増
す
日
本
海
の
色
を
見
た
ほ
ど
の
も
の
は
、
過
去
の
日
本
人
の
特
色
が
お
よ

そ
ど
の
邊
に
あ
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
看
て
取
る
こ
と
も
出
來
よ
う
と
思
は
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れ
る
。
わ
た
し
は
太
平
洋
を
日
本
海
に
置
き
か
へ
て
見
る
と
こ
ろ
に
萬
葉
集

を
も
感
じ
る
し
、
ま
た
近
代
の
曙
光
を
望
み
見
る
や
う
な
雪
舟
の
藝
術
を
も

感
じ
る
。

　
兎
も
あ
れ
、
わ
れ
ら
の
眼
に
映
る
大
洋
は
、
最
早
涯はて
も
無
く
續
い
て
ゐ
る

大
海
原
で
は
な
く
て
、
彼
岸
へ
渡
る
こ
と
の
出
來
る
大
洋
で
あ
る
。
東
は
東
、

西
は
西
で
、
永
遠
に
逢
ふ
こ
と
も
な
か
ら
う
と
言
ふ
人
も
あ
つ
た
二
つ
の
も

の
が
、
日
本
に
於
い
て
相
會
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
桃
の
雫
」
　
　
終
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