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そ
の
国
の
一
時
代
の
文
学
が
、
外
国
文
学
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
於
て
、
明
治
以
後
の
日
本
文
学
ぐ

ら
ゐ
著
し
い
例
は
あ
る
ま
い
。

　
処
で
、
そ
の
影
響
が
、
単
に
思
想
的
内
容
や
、
表
現
の
形
式
に
止
ま
ら
ず
、
文
学
の
本
質
的
審
美
観
念

に
ま
で
浸
潤
し
て
、
殆
ど
模
倣
よ
り
脱
却
し
、
日
本
現
代
文
学
の
一
様
式
と
し
て
存
在
の
価
値
を
認
め
得

る
も
の
に
短
篇
小
説
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
文
学
の
他
の
部
門
、
殊
に
戯
曲
に
至
つ
て
は
（
詩
の
方
面
は
暫
く
問
題
外
と
す
る
）

外
国
劇
の
影
響
か
ら
殆
ど
本
質
的
な
何
物
を
も
摂
取
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
日
本
現
代
の
戯
曲
は
、

誇
張
な
く
、
文
学
的
表
現
の
原
始
時
代
に
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
本
誌
（
演
劇
新
潮
）
の
問
に
も
答
へ
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
舞
台
の
言
葉
と
し
て

の
戯
曲
の
文
体
、
劇
的
本
質
と
し
て
の
「
生
命
の
韻
律
」
は
、
少
数
の
先
天
的
劇
作
家
を
除
い
て
、
多
く

の
日
本
現
代
作
家
が
こ
れ
を
理
解
し
て
ゐ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
而
も
今
日
、
戯
曲
を
書
か
う

と
す
る
も
の
で
、
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
、
泰
西
作
家
の
作
品
に
そ
の
範
を
取
ら
な
い
も
の
が
一
人

で
も
あ
ら
う
か
。

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
は
早
く
我
が
国
に
伝
へ
ら
れ
た
。
イ
プ
セ
ン
や
マ
ア
テ
ル
ラ
ン
ク
も
と
く
に
読
ま
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れ
て
ゐ
る
。
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
熱
、
チ
ェ
ホ
フ
熱
も
盛
ん
で
あ
つ
た
。
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、
ブ
リ
ュ
ウ
、

シ
ュ
ニ
ッ
ツ
レ
ル
、
ゴ
オ
ル
キ
イ
も
紹
介
さ
れ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
劇
も
多
く
の
共
鳴
者
を
も
つ
た
。
最

近
ま
た
独
逸
表
現
派
劇
や
、
ピ
ラ
ン
デ
ル
ロ
等
の
異
色
あ
る
作
品
も
若
い
作
家
の
胸
を
躍
ら
せ
た
。

　
こ
れ
ら
目
ま
ぐ
る
し
い
外
国
劇
侵
入
時
代
に
、
わ
が
劇
作
家
は
何
を
し
て
ゐ
た
か
。
な
る
ほ
ど
、
一
時

は
イ
プ
セ
ン
張
り
、
マ
ア
テ
ル
ラ
ン
ク
張
り
、
チ
ェ
ホ
フ
張
り
の
作
品
も
目
に
つ
い
た
や
う
で
あ
る
。
が
、

流
行
が
変
る
と
い
つ
の
間
に
か
影
を
ひ
そ
め
て
了
ふ
。
結
局
、
各
作
家
は
、
外
国
作
家
一
人
一
人
の
、
ど

う
に
も
な
ら
な
い
「
物
の
観
方
」
を
取
つ
て
以
て
、
自
分
の
作
品
を
捏
ね
上
げ
よ
う
と
し
た
。
イ
プ
セ
ン

色
の
も
の
を
書
い
た
後
、
チ
ェ
ホ
フ
色
の
も
の
を
書
か
う
と
す
る
と
、
初
め
か
ら
出
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
初
め
書
い
た
も
の
が
後
の
も
の
を
書
く
時
に
役
立
た
な
い
。
い
つ
ま
で
経
つ
て
も
「
自
分
の
も
の
」

が
で
き
な
い
。
上
手
に
な
ら
な
い
。
「
ほ
ん
も
の
」
に
な
ら
な
い
。

　
外
国
劇
を
勉
強
す
る
の
も
い
い
が
、
そ
こ
か
ら
、
何
か
か
う
特
別
な
「
作
劇
術
」
と
か
、
思
想
的
背
景

と
か
い
ふ
や
う
な
も
の
ば
か
り
を
探
し
出
さ
う
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
戯
曲
が
、
「
戯
曲
と
し
て
傑
れ
て
ゐ

る
所
以
の
も
の
」
を
嗅
ぎ
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
は
、
慥
か
に
日
本
の
現
代
劇
を
本
質
的
に
発

達
さ
せ
な
か
つ
た
唯
一
の
理
由
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
成
る
程
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
な
り
、
イ
プ
セ
ン
な
り
は
、
学
問
的
に
は
相
当
に
研
究
も
さ
れ
、
理
解
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も
さ
れ
た
ら
う
が
、
劇
作
家
と
し
て
、
殊
に
そ
れ
ら
の
戯
曲
が
も
つ
「
劇
的
美
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

一
度
で
も
解
剖
的
に
、
主
題
と
結
構
と
文
体
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
機
的
関
係
か
ら
分
離
し
て
、
論
断
し

た
者
が
あ
る
か
。
ま
た
、
わ
が
国
の
劇
作
家
が
、
個
人
と
し
て
さ
う
い
ふ
点
ま
で
熟
読
味
到
し
た
か
。
こ

れ
は
疑
は
し
い
。
な
ぜ
疑
は
し
い
か
と
云
へ
ば
、
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
古
来
の
才
能
あ
る
戯
曲
家

が
、
共
通
に
具
備
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
「
呼
吸
」
に
触
れ
、
そ
の
「
呼
吸
」
が
、
日
本
現
代
劇
を
通

じ
て
、
多
少
と
も
現
は
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
結
局
、
な
ん
と
云
つ
て
も
才
能
の
問
題
で
あ
つ
て
、
現
代
日
本
の
劇
作
家
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
大
部
分

は
才
能
な
き
劇
作
家
で
あ
る
と
い
ふ
結
論
に
な
る
訳
で
あ
る
が
、
ど
う
も
こ
れ
は
弁
護
の
余
地
が
な
さ
さ

う
で
あ
る
。
強
ひ
て
遁
辞
を
設
け
れ
ば
、
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
外
国
劇
か
ら
形
ば
か
り
の
影
響
を
し
か

受
け
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
つ
ま
り
、
劇
作
家
が
、
自
分
の
仕
事
の
た
め
に
外
国
劇
を
研
究
す
る
以
上
、
も
つ
と
、
本
気
に

な
つ
て
、
つ
ま
ら
な
い
愛
国
心
や
、
大
和
魂
な
ど
振
り
廻
さ
ず
に
、
し
つ
か
り
外
国
語
で
も
勉
強
し
、

「
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
が
戯
曲
の
戯
曲
た
る
所
以
だ
な
」
と
思
ひ
あ
た
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
外
国

の
傑
れ
た
作
品
の
中
か
ら
発
見
し
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
自
分
の
作
品
に
盛
ら
う
と
努
め
な
け
れ
ば
う
そ
で

あ
る
。
そ
れ
か
ら
後
は
、
実
際
才
能
の
問
題
で
、
ど
う
に
も
し
や
う
が
な
い
。
つ
ま
ら
な
い
戯
曲
を
い
つ
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ま
で
も
書
い
て
ゐ
れ
ば
、
人
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
る
だ
け
の
話
で
あ
る
。
　
　
今
だ
か
ら
こ
そ
大
き
な
顔
を

し
て
ゐ
ら
れ
る
が
。

　
そ
こ
で
、
僕
が
か
う
い
ふ
こ
と
を
云
ひ
出
し
た
の
は
、
決
し
て
現
代
多
数
の
劇
作
家
を
激
励
鞭
撻
し
て
、

将
来
の
不
幸
を
未
然
に
防
い
で
や
ら
う
な
ど
と
思
ふ
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
　
　
こ
こ
に
書
く
目

的
が
、
第
一
さ
う
で
な
い
が
　
　
こ
れ
か
ら
戯
曲
を
書
か
う
と
す
る
青
年
（
令
嬢
で
も
可
な
り
）
が
、

「
な
あ
に
、
戯
曲
な
ん
て
い
ふ
も
の
は
、
い
い
加
減
な
も
の
で
、
喋
舌
る
通
り
書
け
ば
い
い
ん
ぢ
や
な
い

か
」
な
ど
と
、
大
胆
に
も
、
「
人
物
」
「
時
代
」
な
ど
と
、
通つう
を
き
め
込
ま
な
い
や
う
に
、
そ
れ
か
ら
ま

た
、
生
来
芝
居
に
反
感
を
抱
い
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
現
代
劇
」
だ
け
は
御
免
だ
、
金
を
呉
れ
て

も
行
き
た
く
な
い
な
ど
と
頑
張
る
「
吾
党
の
士
」
に
、
「
い
や
、
今
の
日
本
現
代
劇
が
ま
だ
ほ
ん
と
の
現

代
劇
に
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
詰
り
西
洋
で
古
典
劇
と
区
別
さ
れ
る
近
代
劇
、
そ
の
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ

だ
け
を
、
日
本
在
来
の
芝
居
に
取
つ
て
附
け
た
や
う
な
も
の
で
、
西
洋
で
は
古
典
劇
か
ら
近
代
劇
を
通
じ

て
、
あ
る
一
貫
し
た
伝
統
　
　
劇
的
伝
統
が
あ
る
。
そ
の
伝
統
を
わ
れ
わ
れ
は
残
し
て
来
て
ゐ
る
か
ら
、

い
つ
ま
で
も
日
本
芝
居
の
伝
統
か
ら
離
れ
た
新
し
い
芝
居
が
生
れ
な
い
の
だ
。
ま
あ
見
て
ゐ
給
へ
、
そ
の

う
ち
に
は
西
洋
劇
が
そ
の
ま
ま
、
完
全
な
姿
で
、
日
本
の
現
代
劇
に
な
る
よ
。
勿
論
、
そ
れ
と
同
時
に
、

日
本
劇
の
伝
統
か
ら
、
新
し
い
現
代
劇
が
生
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ほ
ま
た
、
日
本
劇
の
伝
統
と
西
洋
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劇
の
伝
統
と
、
二
つ
の
伝
統
が
う
ま
く
融
合
統
一
さ
れ
て
、
第
三
の
日
本
劇
が
出
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
う
な
つ
た
ら
、
見
も
の
だ
ぜ
。
ど
う
だ
い
」
と
、
い
ふ
や
う
な
つ
も
り
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
云
ひ
出
し

た
の
で
あ
る
。

　
ど
う
も
、
同
じ
こ
と
を
方
々
に
書
く
恐
れ
が
あ
る
が
、
従
つ
て
外
の
こ
と
は
何
に
も
問
題
に
し
な
い
や

う
に
思
は
れ
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
今
の
う
ち
は
、
そ
ん
な
こ
と
ぐ
ら
ゐ
我
慢
す
る
。

　
要
す
る
に
、
外
国
劇
の
研
究
を
も
う
一
度
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
も
う
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
、
文
学
史
的
考
察
や
、
思
想
的
傾
向
の
吟
味
や
、
所
謂
、
独
逸
流
演
劇
学
者
の
作
劇

術
よ
り
見
た
る
戯
曲
構
成
の
論
議
や
、
そ
ん
な
風
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
。
ほ
ん
と
に
、
も
う
ど
う
で

も
い
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
芸
術
家
並
び
に
芸
術
愛
好
者
に
と
つ
て
は
。
そ
れ
よ
り
も
、
一
人
の
作
家

の
一
つ
の
作
品
を
、
頭
の
い
い
も
の
な
ら
十
度
、
頭
の
悪
い
も
の
な
ら
十
五
度
（
そ
の
差
大
な
ら
ず
）
ば

か
り
読
み
返
す
ん
で
す
。
勿
論
原
書
で
さ
。
翻
訳
な
ど
は
当
て
に
な
ら
な
い
。
た
だ
読
ま
な
い
よ
り
は
ま

し
く
ら
ゐ
な
と
こ
ろ
だ
。
そ
こ
で
、
原
書
を
読
む
。
人
物
の
心
理
に
細
心
の
注
意
を
払
ひ
な
が
ら
、
そ
の

心
理
的
波
動
の
韻
律
に
耳
を
澄
ま
し
な
が
ら
、
そ
し
て
、
そ
の
舞
台
の
雰
囲
気
に
敏
感
な
神
経
を
働
か
せ

な
が
ら
、
自
ら
そ
の
人
物
に
扮
し
た
気
持
で
台
詞
を
云
つ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
諸
君
は
気
が
つ

く
で
あ
ら
う
。
た
だ
一
つ
の
、
例
へ
ば
「
い
い
え
」
と
い
ふ
言
葉
が
、
如
何
に
「
言
は
る
」
べ
き
か
、
如
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何
に
「
言
ふ
」
べ
く
書
か
れ
て
あ
る
か
、
如
何
に
云
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
人
物
の
心
理
が
最
も
鮮
や

か
に
、
前
後
の
関
係
に
於
て
、
最
も
美
し
く
、
諸
君
の
耳
に
、
心
に
、
生
命
全
体
に
響
い
て
来
る
か
と
い

ふ
こ
と
が
。
試
み
に
今
こ
の
「
い
い
え
」
と
い
ふ
言
葉
の
「
言
ひ
方
」
が
幾
通
り
あ
る
か
思
ひ
つ
く
ま
ま

を
挙
げ
て
み
よ
う
。
調
子
を
表
は
す
符
号
は
な
い
か
ら
、
そ
の
調
子
を
出
す
た
め
に
他
の
言
葉
を
つ
け
加

へ
て
み
よ
う
。

　
　
い
い
え
、
違
ひ
ま
す
。
（
さ
う
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
）

　
　
い
い
え
、
わ
た
し
は
知
り
ま
せ
ん
よ
。
な
に
か
の
お
間
違
ひ
で
せ
う
。

　
　
い
い
え
、
な
か
な
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
ぢ
や
な
い
ん
で
す
。

　
　
い
い
え
、
さ
う
ぢ
や
な
い
ん
で
す
つ
た
ら
。

　
　
い
い
え
、
さ
う
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
い
い
え
、
ど
う
致
し
ま
し
て
。
さ
う
仰
し
や
ら
れ
る
と
却
つ
て
恐
縮
で
す
。

　
　
い
い
え
、
何
ん
で
も
な
い
ん
で
す
。

　
　
い
い
え
、
断
じ
て
さ
う
い
ふ
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

　
一
寸
思
ひ
つ
い
た
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
。
ト
書
や
説
明
が
な
く
つ
て
も
、
こ
れ
く
ら
ゐ
の
区
別
は
で
き

る
。
あ
と
へ
か
う
い
ふ
言
葉
を
附
け
加
へ
る
場
合
も
あ
る
。
附
け
加
へ
な
い
方
が
、
簡
潔
で
、
暗
示
的
で
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一
層
韻
律
的
な
効
果
を
副
へ
る
場
合
が
多
い
。
戯
曲
を
読
む
時
に
は
、
こ
の
効
果
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
が

第
一
。
次
に
、
こ
の
効
果
を
次
の
白
に
伝
へ
て
、
次
の
白
を
更
に
効
果
的
に
す
る
想
像
力
が
必
要
で
あ
る
。

　
真
の
劇
作
家
は
、
か
う
い
ふ
ニ
ュ
ア
ン
ス
か
ら
無
意
識
的
に
微
妙
な
心
理
的
韻
律
を
造
り
出
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
似
而
非
劇
作
家
は
、
こ
れ
を
意
識
的
に
や
つ
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
結
果
を
生
み
得
な
い
。
従

つ
て
「
死
ん
だ
会
話
」
に
な
る
。

　
こ
れ
は
、
一
篇
の
戯
曲
を
論
じ
る
場
合
に
、
甚
だ
些
末
な
問
題
と
し
て
取
扱
は
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
、
些
未
の
如
く
に
し
て
実
際
は
、
戯
曲
の
戯
曲
た
る
「
生
命
」
を
決
定
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

戯
曲
を
書
く
以
上
は
、
も
う
こ
ん
な
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
さ
う
あ
つ
て
欲
し
い
。
然
し
、

戯
曲
が
書
け
る
か
書
け
な
い
か
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
堂
々
一
篇
の
戯
曲
と
銘
打
つ
て
公
表
さ
れ
た
作
品

に
対
し
て
、
こ
の
問
題
に
触
れ
た
批
評
を
す
る
こ
と
は
、
作
家
に
対
し
て
聊
か
非
礼
で
あ
る
と
さ
へ
云
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
、
問
題
に
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ま
り
本
質
的
な
、

根
本
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
日
本
現
代
劇
は
、
悲
し
い
か
な
、
こ
の
問
題
に
な
ら
な
い
問
題
、
西
洋
で

は
も
う
誰
も
問
題
に
し
な
い
問
題
を
、
更
め
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
な
の
で
あ
る
。

　
い
ろ
い
ろ
や
か
ま
し
い
説
明
を
す
れ
ば
説
明
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ
の
「
演
劇
の
本
質
」
と
い

ふ
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
引
張
つ
て
行
く
。
度
々
引
合
ひ
に
出
し
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
日
本
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現
代
劇
作
家
の
大
部
、
そ
の
中
に
は
人
生
の
奥
義
を
究
め
た
思
想
家
も
あ
り
、
稀
代
の
文
学
的
才
能
を
具

へ
た
人
も
あ
り
、
豊
富
な
詩
心
を
恵
ま
れ
た
人
も
あ
り
、
古
今
東
西
の
学
に
秀
で
た
識
者
も
あ
り
、
革
命

家
的
気
魄
に
満
ち
た
志
士
も
あ
り
は
す
る
が
、
た
だ
、
そ
れ
ら
の
人
の
書
く
戯
曲
は
、
戯
曲
の
本
質
と
い

ふ
一
点
で
、
た
だ
そ
の
一
点
で
、
西
洋
の
凡
庸
な
劇
作
家
の
作
品
に
さ
へ
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
考
へ
て

見
る
と
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
日
本
の
読
者
に
も
お
馴
染
の
ゾ
ラ
　
　
自
然
主
義
の
巨
頭
、
例
の
『
ナ
ナ
』
の
作
者
ゾ
ラ
が
、
大
い
に

自
然
主
義
演
劇
を
唱
道
し
て
、
自
分
で
も
劇
作
に
手
を
染
め
た
。
勿
論
、
劃
時
代
的
作
品
を
書
い
た
つ
も

り
で
あ
つ
た
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
時
の
鑑
識
あ
る
劇
評
家
か
ら
頭
ご
な
し
に
や
つ
つ
け
ら
れ
た
。
や
つ
つ

け
ら
れ
る
な
ら
ま
だ
い
い
が
、
「
ふ
ん
」
と
云
つ
て
横
を
向
か
れ
て
し
ま
つ
た
。

　
な
ぜ
か
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
「
戯
曲
に
な
つ
て
ゐ
な
い
」
か
ら
だ
。
ゾ
ラ
の
戯
曲
を
評
し
て
異
口
同
音

に
使
は
れ
る
言
葉
は
、
曰
く
、
「
彼
は
対
話
さ
せ
る
術
を
知
ら
な
い
」
。

　
こ
れ
を
別
の
言
葉
で
云
へ
ば
、
即
ち
コ
ポ
オ
が
エ
ル
ヴ
ィ
ユ
ウ
の
戯
曲
を
評
し
て
、
「
作
者
が
人
物
の

対
話
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
な
い
」
と
云
つ
た
そ
れ
で
あ
る
。
ゾ
ラ
は
兎
も
角
、
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
の
文
章
は
実

に
名
文
で
も
あ
り
、
そ
の
小
説
の
会
話
の
部
分
を
見
て
も
、
寸
分
の
隙
は
な
い
や
う
に
み
え
る
が
、
彼
に

し
て
な
ほ
、
戯
曲
を
書
け
ば
、
「
対
話
さ
せ
る
術
」
一
科
目
で
落
第
す
る
の
で
あ
る
。

10対話させる術



　
ど
う
も
こ
れ
が
先
天
的
に
劇
作
家
で
あ
る
か
ど
う
か
が
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
見
え
て
、
モ
オ
パ
ッ

サ
ン
の
小
説
、
殊
に
、
短
篇
な
ど
と
来
て
は
、
そ
の
ま
ま
好
個
の
一
幕
物
に
な
り
さ
う
な
も
の
ば
か
り
で

あ
る
の
に
、
そ
れ
が
小
説
で
あ
る
時
に
さ
う
な
の
で
、
戯
曲
を
書
く
と
誠
に
だ
ら
し
が
な
く
な
る
。
変
に

ぎ
ご
ち
な
く
な
つ
て
彼
独
特
の
魅
力
が
、
ど
こ
へ
や
ら
行
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
頗
る
似
た
例

が
現
代
日
本
の
作
家
中
に
も
あ
る
や
う
で
あ
る
。

「
対
話
さ
せ
る
術
」
　
　
な
ん
で
も
な
い
術
の
や
う
で
あ
る
が
、
そ
し
て
、
外
に
何
等
の
才
能
を
持
ち
合

せ
て
ゐ
な
い
も
の
が
、
こ
れ
だ
け
で
劇
作
家
の
仲
間
入
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
の
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
こ

れ
が
つ
ま
り
、
「
戯
曲
が
書
け
る
か
書
け
な
い
か
」
の
免
許
状
み
た
い
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
あ
る
ら
し

い
。

「
佳
い
戯
曲
が
書
け
る
か
書
け
な
い
か
」
と
い
ふ
第
二
の
免
許
状
は
、
ま
た
別
で
あ
る
。
そ
こ
を
く
れ
ぐ

れ
も
弁
へ
て
ゐ
て
ほ
し
い
。

　
ひ
ね
く
れ
た
物
言
ひ
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
現
代
の
日
本
に
求
む
べ
き
も
の
は
、
「
佳
い
戯

曲
」
と
ま
で
は
行
か
な
い
、
「
戯
曲
に
な
つ
て
ゐ
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

　
そ
ん
な
ら
、
こ
れ
は
ど
う
だ
、
あ
れ
は
ど
う
だ
と
一
々
突
き
つ
け
ら
れ
て
は
事
面
倒
に
な
る
が
、
あ
る

標
準
以
下
の
も
の
は
問
題
外
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
あ
る
標
準
か
ら
見
て
、
た
と
へ
、
「
戯
曲
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に
な
つ
て
ゐ
て
」
も
、
多
少
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
文
学
的
好
奇
心
を
刺
激
し
、
美
的
快
感
を
喚
起
し
な
い

や
う
な
も
の
、
芸
術
的
作
品
と
し
て
数
多
き
古
今
の
名
篇
佳
作
と
、
同
列
は
愚
か
、
そ
の
末
席
を
汚
す
こ

と
さ
へ
ゆ
る
さ
れ
な
い
や
う
な
も
の
は
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

　
で
、
前
に
述
べ
た
如
く
、
日
本
に
は
作
劇
第
一
免
許
状
を
持
つ
て
ゐ
な
い
自
称
劇
作
家
が
多
い
。
多
す

ぎ
る
。
こ
れ
は
無
免
許
運
転
手
と
同
様
、
危
険
千
万
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
読
者
や
見
物
の
方
が
、
油
断
な

く
よ
け
て
歩
か
な
い
と
、
と
ん
だ
憂
き
目
に
遇
ふ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
所
謂
新
劇
俳
優
に
も
通
用
す
る
。
此
の
方
は
免
許
状
が
実
際
に
要
る
さ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
警
察
の
方
で
知
つ
た
こ
と
で
、
こ
つ
ち
の
知
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
俳
優
の
第
一
免
許
状
と
云
へ

ば
、
「
台
詞
が
言
へ
る
か
言
へ
な
い
か
」
と
い
ふ
免
許
状
で
あ
る
。
「
対
話
さ
せ
る
術
」
に
対
し
て
、
こ

れ
を
「
対
話
す
る
術
」
と
名
づ
け
よ
う
。
対
話
の
で
き
な
い
人
間
と
い
ふ
も
の
は
嘗
て
聞
か
な
い
が
、
そ

の
術
を
心
得
て
ゐ
る
人
間
は
、
こ
れ
ま
た
日
本
に
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
い
の
は
い
い
が
、
そ
れ
を

心
得
ず
し
て
俳
優
を
志
す
こ
と
は
無
謀
も
甚
だ
し
い
。

「
対
話
す
る
術
」
と
は
何
か
と
云
へ
ば
、
「
言
ふ
こ
と
」
の
た
だ
一
つ
の
「
言
ひ
方
」
を
捉
へ
る
こ
と
で

あ
る
。
「
語
ら
れ
る
言
葉
」
の
心
理
的
効
果
に
敏
速
な
判
断
を
加
へ
、
一
方
、
そ
の
効
果
の
表
示
に
適
切

な
機
会
を
与
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
少
々
固
苦
し
い
言
ひ
草
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
詳
論
す
る
暇
は
な
い
。
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さ
き
に
、
戯
曲
の
読
み
方
の
と
こ
ろ
で
も
云
つ
た
こ
と
は
、
俳
優
の
場
合
に
最
も
必
要
で
、
一
々
の
言

葉
、
一
々
の
文
句
、
一
々
の
台
詞
に
決
定
的
な
表
現
を
与
へ
る
基
礎
的
素
質
、
つ
ま
り
「
語
ら
れ
る
言
葉
」

に
対
す
る
感
性
だ
け
は
、
ど
ん
な
俳
優
で
も
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
俳
優
の
素
質
に
つ
い
て
は
、
後
日
詳
論
す
る
機
会
が
あ
る
と
思
ふ
。

　
こ
れ
で
ま
づ
、
「
我
等
の
劇
場
」
が
要
求
す
る
演
劇
の
根
本
条
件
に
つ
い
て
、
戯
曲
の
本
質
、
舞
台
の

言
葉
な
る
意
義
並
び
に
そ
の
研
究
法
に
つ
い
て
、
概
略
の
説
明
を
終
つ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
（
一
九
二
五

・
四
）
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