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本
年
の
建
国
祭
を
期
し
て
文
化
勲
章
と
い
う
も
の
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
人
も
知
る
如
く
日
本
で
始

め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
早
速
絵
で
は
竹
内
栖
鳳
や
横
山
大
観
が
そ
の
文
化
勲
章
を
授
与
さ
れ
、
科
学
方
面

で
も
本
多
博
士
そ
の
他
が
比
較
的
困
難
な
く
選
ば
れ
た
。
文
学
の
分
野
に
於
て
は
、
ま
だ
こ
の
勲
章
を
授

与
さ
れ
た
作
家
が
な
い
。
こ
れ
は
、
非
常
に
興
味
あ
る
点
で
あ
る
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
ど
こ
の
国
で
も

文
化
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
場
合
、
科
学
の
方
面
と
文
学
の
面
と
は
常
に
車
の
両
輪
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

来
て
い
る
し
、
知
識
人
の
日
常
生
活
の
文
化
を
内
容
づ
け
て
い
る
も
の
の
比
率
か
ら
言
っ
て
も
、
文
学
は

重
大
な
一
半
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
即
し
て
見
れ
ば
、
今
日
の
少
な
か
ら
ぬ
人
々
が
、
絵

の
展
覧
会
は
観
に
ゆ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
小
説
は
読
ん
で
い
る
と
い
う
状
態
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

現
代
の
小
説
家
に
、
果
し
て
絵
画
に
於
け
る
栖
鳳
や
大
観
と
比
肩
し
得
る
作
家
が
一
人
も
い
な
い
と
言
い

得
る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
島
崎
藤
村
、
徳
田
秋
声
等
は
、
日
本
の
資
本
主
義
が
勃
興
の
途
に
つ
い
た

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
時
代
か
ら
、
自
然
主
義
の
時
代
、
白
樺
等
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
人
道
主
義
の
時
代
、

更
に
社
会
の
推
進
に
つ
れ
て
生
じ
た
新
た
な
階
級
の
文
学
運
動
の
開
始
等
、
明
治
か
ら
昭
和
に
至
る
日
本

文
化
の
縦
走
を
そ
の
一
身
の
芸
術
の
か
げ
に
偲
ば
せ
る
現
代
の
古
典
と
し
て
評
価
す
べ
き
作
家
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
家
を
、
栖
鳳
の
貰
っ
た
文
化
勲
章
に
価
し
な
い
芸
術
家
で
あ
る
と
言
う
こ
と
の
方
が
寧
ろ
困
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難
で
あ
る
。
作
家
に
は
文
化
勲
章
が
与
え
ら
れ
ず
、
日
本
歴
史
の
研
究
そ
の
他
で
知
ら
れ
て
い
る
徳
富
蘇

峰
氏
等
の
名
が
候
補
者
と
し
て
噂
に
の
ぼ
っ
て
い
る
の
は
ど
う
言
う
訳
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
文
学
そ
の
も
の
の
、
特
に
小
説
と
い
う
も
の
の
本
質
の
問
題
が
横
よ
こ
たわ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
文
学
の
創
作
が
現
実
を
反
映
す
る
と
言
う
こ
と
、
作
家
の
人
間
的
な
全
面
が
お
の
ず
か
ら
そ
こ

に
露
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
芸
術
家
で
あ
る
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
自
身
の
制
約
の

中
に
あ
り
な
が
ら
も
比
較
的
常
に
敏
感
に
自
分
と
周
囲
と
の
人
間
生
活
を
観
察
し
て
い
る
の
で
、
小
説
は

傑
出
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
謂
わ
ば
人
間
臭
さ
が
強
い
。
栖
鳳
が
人
間
臭
い
生
活
は
そ
れ
と
し
て

や
っ
て
、
画
布
に
向
っ
た
時
は
一
種
の
芸
術
的
境
地
と
も
言
う
べ
き
雰
囲
気
の
中
に
入
っ
て
花
だ
の
蛙
だ

の
鹿
だ
の
と
い
う
も
の
を
画
い
て
ゆ
く
の
と
、
例
え
ば
藤
村
、
秋
声
の
作
品
と
は
大
い
に
違
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。
日
本
画
家
が
今
日
尚
住
ん
で
い
る
こ
と
の
出
来
る
風
韻
の
世
界
を
、
日
本
文
学
は
既
に
四
五
十

年
以
前
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
文
学
作
品
が
現
実
を
語
る
と
い
う
本
質
か
ら
、
今
日
、
日
本
の
文
化
勲
章
が
簡
単
に
作
家
に
与
え
ら
れ

な
い
と
い
う
事
情
は
、
文
学
の
側
か
ら
言
え
ば
名
誉
で
あ
ろ
う
と
も
、
不
名
誉
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な

い
の
で
あ
る
。

　
文
学
作
品
の
本
質
は
、
こ
の
文
化
勲
章
の
場
合
の
よ
う
に
文
学
と
当
代
の
文
化
政
策
と
の
関
係
の
中
に
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反
映
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
小
説
が
現
実
を
反
映
し
自
然
ま
た
現
実
へ
も
照
り
返
し
て
ゆ
く
本
質
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
自
体
の
発
展
の
問
題
の
中
に
も
、
歴
史
の
一
定
の
時
期
に
は
微
妙
な
作

用
を
も
っ
て
現
れ
て
来
る
。
今
日
文
学
は
前
代
に
な
い
動
揺
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
も
文
学
の
流

派
と
流
派
と
の
間
の
論
争
や
衝
突
は
日
本
の
文
学
に
於
て
も
激
し
い
も
の
が
な
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
時
期
に
文
学
に
従
事
し
て
い
た
人
々
は
、
い
ず
れ
も
根
本
に
於
て
は
文
学
そ
の
も
の
の
人
間
生

活
に
於
け
る
価
値
に
確
信
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
そ
の
確
信
の
上
に
立
っ
て
自
分
の
主
張
す
る
文

学
の
流
派
の
存
在
意
義
を
押
し
出
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文

学
と
の
関
係
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
流
派
で
は
な
く
、
本
質
に
於
て
ブ
ル
ジ

ョ
ア
文
学
の
批
判
的
発
展
者
と
し
て
登
場
し
て
来
た
の
で
、
こ
の
両
者
の
関
係
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
は
初

め
て
自
身
の
理
解
し
て
来
た
範
囲
で
の
文
学
と
言
う
も
の
を
先
ず
そ
の
価
値
評
価
の
基
準
か
ら
動
揺
を
受

け
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
も
、
両
者
の
或
る
点
で
の
対
立
を
含
み
つ
つ
、
文
学
全
体
と
し
て
の
文
化
の
面
に
於
け
る
存
在

の
確
固
性
と
い
う
も
の
は
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
人
は
文
学
の
た
め
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運

動
等
と
い
う
も
の
は
「
花
園
を
荒
す
も
の
で
あ
る
」
と
思
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
に
、
文
学
の
た

め
に
こ
そ
行
く
べ
き
道
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
た
人
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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今
日
私
た
ち
の
見
る
文
学
の
貧
困
の
事
情
は
全
く
以
上
の
も
の
と
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
文

学
に
従
う
人
々
の
間
に
文
学
そ
の
も
の
の
意
義
や
価
値
を
疑
う
傾
向
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
文
学

を
文
学
以
外
の
現
勢
力
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
、
作
家
の
日
々
の
存
在
を
安
定
せ
し
め
よ
う
と
す
る
傾
向

を
も
引
き
起
し
て
来
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
現
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
社
会
的
・
文
化
的
存
在
の

自
信
の
欠
乏
と
見
通
し
の
欠
如
と
は
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
私
は
、
こ
の
文
章
の
中
で
今
日
の
文
学
の
現
実
の
姿
を
粗
描
し
、
文
学
以
外
の
専
門
に
従
事
す
る
人
々

の
た
め
に
も
今
日
の
文
学
的
討
論
や
作
品
の
健
全
な
理
解
に
役
立
ち
た
い
と
思
う
。

　
昨
今
林
房
雄
、
小
林
秀
雄
、
河
上
徹
太
郎
そ
の
他
の
作
家
・
評
論
家
に
よ
っ
て
、
今
日
の
大
衆
が
文
学

的
関
心
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
普
通
人
は
ど
う
も
小
説
　
　
純
文
学

の
作
品
に
対
し
て
興
味
を
失
っ
て
い
る
。
大
衆
小
説
は
読
ん
で
も
、
真
面
目
な
小
説
は
読
ま
な
く
な
っ
て

来
て
い
る
。
こ
の
対
策
と
し
て
、
作
家
が
文
学
青
年
を
目
あ
て
に
し
て
書
い
た
よ
う
な
過
去
の
「
私
小
説
」

を
や
め
、
大
い
に
社
会
性
の
あ
る
、
大
衆
に
と
っ
て
も
面
白
い
小
説
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
見

が
出
さ
れ
て
い
る
。
林
房
雄
氏
は
そ
の
具
体
案
と
し
て
「
大
人
の
文
学
」
を
提
案
し
、
真
面
目
な
作
家
は

現
代
の
官
吏
、
軍
人
、
実
業
家
の
中
心
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
を
文
壇
の
中
心
問
題
と
し
て
、
二
年
で
も
三
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年
で
も
根
気
よ
く
そ
れ
を
繰
り
返
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
評
論
家
谷
川
徹
三
氏
は
、
現
代
の
日
本
で
は
大
衆
の
持
っ
て
い
る
文
化
水
準
と
一
部
の
作
家
が
持
っ
て

い
る
文
化
水
準
と
は
ひ
ど
く
懸
隔
し
て
い
る
。
そ
こ
に
文
学
が
大
衆
の
生
活
と
の
繋
り
を
失
う
原
因
が
あ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
文
学
の
方
向
と
し
て
は
、
こ
の
両
者
の
距
離
を
埋
め
る
よ
う
な
均
衡
を
見
出

し
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
が
求
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。

　
作
家
武
田
麟
太
郎
氏
は
、
日
本
文
学
の
庶
民
性
を
主
張
し
つ
つ
あ
る
作
家
で
あ
る
。
日
本
の
文
学
は
庶

民
の
生
活
の
中
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
現
代
作
家
の
任
務
は
現
代
の
庶
民
の
生
活
に
と
け
込
ん

で
そ
の
朝
夕
の
い
と
な
み
と
そ
の
涙
と
笑
い
と
を
あ
る
が
ま
ま
に
描
き
徹
す
る
こ
と
に
於
て
庶
民
の
生
き

る
べ
き
方
向
と
道
と
が
自
ら
示
さ
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
『
人
民
文
庫
』
の
人
々
の
作
品
に
共
通
な

風
俗
描
写
の
根
柢
に
は
こ
う
い
う
大
衆
と
い
う
も
の
の
見
方
が
横
わ
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
徳
川
時
代

の
文
学
作
品
の
あ
る
も
の
は
、
一
種
の
町
人
文
学
と
し
て
当
時
の
官
学
流
の
硬
い
文
学
、
経
綸
文
学
に
対

立
し
、
庶
民
の
日
暮
し
の
胸
算
用
、
常
識
を
鋭
く
見
て
、
例
え
ば
西
鶴
等
は
そ
の
方
面
の
卓
抜
な
チ
ャ
ン

ピ
オ
ン
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
文
学
全
体
の
歴
史
を
通
じ
て
庶
民
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
の
は
明
ら

か
な
無
理
で
あ
る
。
王
朝
時
代
の
記
録
は
、
文
学
の
優
れ
た
作
家
の
生
涯
に
つ
い
て
さ
え
、
そ
の
人
々
が

高
貴
な
御
方
で
な
け
れ
ば
詳
述
し
て
い
な
い
。
紫
式
部
の
伝
記
を
満
足
す
る
よ
う
に
書
け
な
い
原
因
は
、
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こ
の
当
時
の
記
録
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
林
房
雄
氏
等
は
日
本
の
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
と
し
て
「
抽
象
的
な
情

熱
」
に
従
っ
て
王
朝
文
学
を
読
む
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
王
朝
の
文
学
に
当
時
の
民
衆
は
何
と
描

か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
み
や
び
や
か
な
上
流
人
に
対
し
て
「
む
く
つ
け

き
賤
山
が
つ
」
と
し
て
見
ら
れ
て
お
り
、
耳
に
喧
し
く
「
さ
え
ず
る
」
も
の
ら
と
し
て
地
に
這
う
も
の
と

し
て
の
姿
が
写
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
文
学
は
、
最
も
原
始
的
な
時
代
に
口
か
ら
口
へ
と
語
ら
れ
た
。
聞
き
手
と
し
て
当
時
に
あ
っ
て
も
一
定

の
大
衆
は
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
し
、
文
学
が
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
読
者
と
し
て
の

大
衆
は
或
る
場
合
に
は
民
族
と
国
境
と
を
越
え
て
考
え
得
る
状
態
に
な
っ
た
。
文
学
と
読
者
大
衆
と
の
関

係
は
し
か
く
密
接
な
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
に
於
て
は
漫
然
読
者
と
い
う
表
現
の
中
に

込
め
て
考
え
ら
れ
て
い
た
大
衆
と
い
う
も
の
の
存
在
が
、
昨
今
作
家
に
と
っ
て
特
別
に
見
直
さ
れ
、
し
か

も
そ
の
見
方
に
幾
つ
か
の
異
っ
た
傾
向
が
見
え
る
の
は
見
落
す
べ
か
ら
ざ
る
点
で
あ
る
と
思
う
。
林
、
小

林
、
河
上
氏
等
は
そ
の
「
大
人
の
文
学
」
の
提
案
の
半
面
で
、
大
衆
と
い
う
も
の
を
文
化
上
の
被
供
給
者
、

被
統
制
的
な
立
場
に
置
い
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
家
を
軍
人
、
官
吏
、
実
業
家
の
活
動
中
心
と
結
び

つ
い
た
も
の
と
し
て
文
化
的
に
も
上
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
か
役
人
風
な
見

方
が
こ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
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谷
川
氏
の
意
見
も
穏
当
な
態
度
で
表
現
さ
れ
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
化
の
上
で
従
来
の
作
家
と
大
衆
と

が
歩
み
寄
る
と
い
う
こ
と
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作
家
の
理
解
の
中
で
見
ら
れ
て
い
る
大
衆
の
性
質
が
元
の
ま

ま
で
あ
る
限
り
、
作
家
性
が
元
の
ま
ま
自
覚
さ
れ
て
い
る
限
り
、
作
家
の
側
か
ら
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。

「
私
小
説
」
を
否
定
し
て
客
観
小
説
を
提
唱
し
、
よ
り
広
い
社
会
性
を
作
品
に
齎
す
必
要
は
、
大
衆
に
つ

い
て
理
解
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
て
い
る
作
家
た
ち
の
間
に
も
、
共
通
な
一
つ
の
翹
望
と
し
て
今
日
彼
等
の

関
心
の
前
面
に
置
か
れ
て
い
る
。
今
日
の
紛
糾
し
た
社
会
情
勢
の
中
で
、
現
実
の
諸
事
情
を
文
学
作
品
の

中
に
客
観
的
に
描
く
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
一
作
家
が
そ
れ
に
充
分
の
芸
術
的
力
量
を

持
ち
、
素
材
も
持
ち
、
歴
史
の
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
尚
そ
の
可
能
を
疑
わ
せ
る
特
別
な
事
情
が

今
日
の
日
本
に
支
配
し
て
い
る
。
単
純
に
個
々
の
作
家
の
才
能
の
力
で
解
決
し
突
破
す
る
こ
と
の
出
来
な

い
柵
が
あ
る
。
客
観
小
説
を
提
唱
す
る
人
々
が
今
日
作
品
の
実
際
で
は
申
合
せ
た
よ
う
に
歴
史
小
説
の
分

野
に
紛
れ
込
ん
だ
り
、
通
俗
的
な
大
衆
文
学
、
通
俗
文
学
に
入
っ
て
行
っ
て
い
る
こ
と
も
、
複
雑
な
観
察

を
求
め
る
現
象
で
あ
る
。

　
多
く
の
作
家
に
よ
っ
て
今
日
大
衆
は
自
身
の
文
学
を
作
る
可
能
を
持
っ
た
者
と
し
て
そ
の
面
で
の
有
機

的
関
係
で
見
ら
れ
て
お
ら
ず
、
或
る
意
味
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
運
動
が
起
ら
な
か
っ
た
以
前
の
ま

ま
の
内
容
で
作
家
は
大
衆
を
取
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ど
う
し
て
起
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
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う
か
。
五
六
年
の
歳
月
を
過
去
に
遡
っ
て
、
簡
単
に
経
過
を
眺
め
た
い
と
思
う
。

　
一
九
三
二
年
以
来
日
本
で
は
内
外
の
事
情
に
よ
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
運
動
と
し
て
の
形
態
と
機

能
と
を
失
っ
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
左
翼
の
運
動
は
日
本
の
資
本
主
義
社
会
の
特

殊
な
人
工
培
養
性
に
従
っ
て
全
く
独
得
な
歴
史
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
消

長
も
こ
の
全
体
的
な
特
徴
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
客
観
的
情
勢
が
満
州
事
件
と
同
時
に
急
転
し
た
。
こ

の
こ
と
と
団
体
に
被
っ
た
被
害
の
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
他
の
一
面
に
は
若
い
そ
の
運
動
が
指
導
方
針
の

中
に
持
っ
て
い
た
未
熟
な
も
の
と
が
絡
み
合
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
達
の
間
に
分
裂
と
動
揺
と
を

来
し
た
。
折
か
ら
、
か
つ
て
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
主
唱
者
の
一
人
で
あ
っ
た
林
房
雄
氏
等
か
ら

旺さか
んに
文
芸
復
興
の
叫
び
が
あ
げ
ら
れ
た
。

　
こ
の
文
芸
復
興
の
叫
び
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
仕
事
に
当
時
従
っ
て
い
た
人
々
の
中
か
ら
呼
応

す
る
も
の
が
現
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
壇
の
数
年
来
沈
滞
し
て
い
た
空
気
に
も
一
味
新
鮮
な

刺
戟
を
与
え
た
よ
う
に
見
え
た
。
文
芸
復
興
は
当
時
に
あ
っ
て
は
素
朴
な
形
で
言
わ
れ
た
。
小
説
家
は
小

説
を
書
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
作
家
は
作
品
が
第
一
で
あ
る
。
何
を
恐
る
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

さ
あ
諸
君
、
今
こ
そ
諸
君
の
才
能
を
思
う
ま
ま
に
伸
し
た
が
よ
い
。
そ
う
い
う
意
味
の
強
い
て
名
づ
け
れ
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ば
芸
術
の
一
般
性
を
土
台
と
し
た
鼓
舞
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
作
家
に
課
題
と
し
て
来
た
諸
実

践
、
創
作
方
法
を
発
展
せ
し
め
る
た
め
の
努
力
、
芸
術
評
価
の
規
準
の
客
観
的
な
確
立
等
に
対
立
す
る
も

の
と
し
て
、
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
文
芸
復
興
の
呼
声
は
自
身
の
創
作
方
法
と
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
提
唱
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
時
期
こ
れ
ら
の
人
に
よ
っ
て
言
わ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
は
、
前
後
し
て
日
本
に
も

紹
介
さ
れ
始
め
た
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
解
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
た
。
こ
の
人
々
の
云
う
リ

ア
リ
ズ
ム
と
は
、
大
体
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
若
し
そ
の
作
家
が
忠
実
に
現
実
を
描
写
す
る
な
ら

ば
、
現
実
そ
の
も
の
が
含
ん
で
い
る
矛
盾
は
必
ず
芸
術
作
品
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
作
家
は

作
家
で
あ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
特
別
な
現
実
を
観
る
眼
、
世
界
観
等
と
い
う
も
の
は
不
用
で
あ
る
、

作
品
は
作
品
で
あ
る
限
り
進
歩
的
な
役
割
を
自
ら
果
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
風
な
論
が
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ

い
て
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
連
関
し
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
王
党
派
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
の
歴
史
的
意
味
を
正
し
く
作
品
の
中
に
反
映
し
て
い
た
、
そ
れ
は
彼
が
傑
れ
た
芸
術
家
で
あ
っ
た
か

ら
だ
と
い
う
風
に
、
簡
単
な
反
映
論
や
無
意
識
論
が
擡
頭
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
自
然
主
義
が
日
本
に
移

植
さ
れ
て
か
ら
、
そ
の
社
会
的
事
情
に
従
っ
て
次
第
に
低
俗
な
写
実
主
義
に
陥
っ
て
来
て
い
る
文
学
の
伝

統
と
計
ら
ず
も
微
妙
な
結
合
を
遂
げ
、
今
日
一
部
の
作
家
に
見
ら
れ
る
些
末
的
な
、
或
は
批
判
な
き
風
俗
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小
説
を
生
む
に
至
っ
て
い
る
。
散
文
精
神
と
い
う
言
葉
は
こ
れ
ら
の
作
家
達
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
、
又
は
常
套
的
な
詩
的
精
神
に
対
す
る
現
実
の
強
調
、
勇
気

あ
る
散
文
の
精
神
を
対
置
し
て
い
る
意
味
は
何
人
に
も
明
か
で
あ
る
と
し
て
、
現
実
と
作
家
と
の
関
係
を

方
向
づ
け
て
い
る
上
述
の
よ
う
な
理
解
は
出
来
上
っ
た
作
品
を
よ
む
読
者
の
胸
に
或
る
逸
脱
の
危
険
を
感

ぜ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
一
方
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
も
当
時
の
日
本
の
事
情
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
順
調
に
理
解
さ
れ
た

と
は
言
え
な
か
っ
た
。
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
と
同
時
に
、
そ
の
基
本
的
な

点
で
極
め
て
特
徴
的
な
転
調
を
さ
れ
た
。
あ
る
一
部
の
紹
介
者
は
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
、

芸
術
に
於
け
る
世
界
観
の
抹
殺
と
小
市
民
性
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
性
の
あ
る
が
ま
ま
の
形
で
の
認
容

で
あ
る
と
誤
っ
て
理
解
し
た
。
こ
れ
は
全
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
解
は
、
そ
の
半
面
に
、
さ

っ
き
も
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
た
些
末
的
写
実
主
義
の
潮
流
と
よ
り
添
っ
て
流
れ
た
た
め
に
、
当
時
作
家
達

が
所
謂
自
由
に
な
っ
て
の
び
の
び
と
書
き
始
め
た
諸
作
品
は
、
要
す
る
に
低
調
な
日
常
茶
飯
的
身
辺
小
説
、

主
観
的
な
私
小
説
の
域
を
遠
く
出
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
続
い
て
作
家
と
教
養
の
問
題
が
起
っ
た
。
こ
れ
は
、
華
や
か
な
る
べ
き
文
芸
復
興
の
芸
術
的
内
容
の
貧

寒
さ
か
ら
そ
の
打
開
策
と
し
て
言
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
頃
古
典
の
摂
取
と
い
う
こ
と
が
文
壇
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で
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
等
が
読
み
直
さ
れ
始

め
た
。
だ
が
こ
の
古
典
の
摂
取
も
作
家
の
豊
富
さ
を
増
す
た
め
に
は
あ
ま
り
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
家
達
は
既
に
文
芸
復
興
の
声
を
挙
げ
た
と
同
時
に
、
厳
密
な
意
味
で

の
評
価
の
規
準
を
我
に
も
人
に
も
否
定
し
去
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
古
典
を
読
む
に
当
っ
て
も
当

然
の
結
果
と
し
て
読
む
人
々
の
作
家
的
主
観
の
傾
向
に
準
じ
て
、
謂
わ
ば
鑑
賞
す
る
態
度
に
止
ま
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
般
文
学
の
創
作
力
の
豊
饒
化
と
い
う
、
客
観
的
な
影
響
に
ま
で
そ
の
研

究
を
高
め
る
こ
と
に
は
、
そ
も
そ
も
読
む
腰
の
据
え
か
た
に
普
遍
性
を
欠
い
た
の
も
必
然
な
の
で
あ
っ
た
。

　
今
日
特
に
私
た
ち
の
注
意
を
引
く
こ
と
は
既
に
当
時
日
本
文
学
の
古
典
に
対
す
る
教
養
の
こ
と
が
云
々

さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
に
あ
っ
て
は
単
に
文
学
の
教
養
と
し
て
の
範
囲
に
於
て

言
わ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
、
永
井
荷
風
、
佐
藤
春
夫
等
の
作
家

は
彼
等
の
古
典
文
学
の
教
養
を
土
台
と
し
て
例
え
ば
「
盲
目
物
語
」
「
春
琴
抄
」
「
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
」

等
の
作
品
を
示
し
、
文
芸
復
興
は
さ
な
が
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
老
大
家
の
復
興
で
あ
る
か
の
如
き
外
観
を
呈
し

た
。
当
時
に
あ
っ
て
は
、
佐
藤
春
夫
は
芸
術
の
技
法
の
面
か
ら
日
本
文
脈
の
研
究
に
つ
い
て
一
つ
の
見
解

を
示
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
今
日
の
佐
藤
春
夫
が
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
を
云
々
す
る
内
容
、
傾
向
と
は
そ

の
社
会
的
性
質
に
於
て
遙
か
に
淡
白
な
作
家
気
質
に
よ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
横
光
利
一
氏
が
本
年
一
月

13



『
改
造
』
に
発
表
し
た
「
厨
房
日
記
」
は
日
本
的
な
る
も
の
と
し
て
又
人
間
の
知
性
の
完
全
無
欠
な
形
と

し
て
、
封
建
時
代
の
義
理
人
情
を
随
喜
渇
仰
す
る
小
説
で
あ
っ
て
、
常
識
あ
る
者
を
驚
か
し
た
が
、
当
時

に
あ
っ
て
は
、
彼
の
復
古
主
義
も
情
勢
の
在
り
よ
う
に
従
っ
て
「
紋
章
」
の
中
に
茶
道
礼
讚
と
し
て
萌
芽

を
表
し
て
い
る
に
止
っ
た
。

　
か
く
て
、
作
家
は
教
養
を
求
め
ん
と
し
て
机
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
古
典
作
品
の
鑑

賞
に
於
て
は
或
る
意
味
で
の
ペ
ダ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
跳
梁
す
る
ば
か
り
で
あ
る
し
、
作
品
の
現
実
は
そ
の

関
心
の
中
心
が
益
々
技
巧
専
一
の
職
人
的
傾
向
に
陥
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
是
非
の
論
は
結
局

文
壇
の
机
上
論
に
終
始
す
る
傾
き
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
あ
き
た
ら
ず
、
作
家
に
生
活
的
・
文
学
的
能
動
の

精
神
を
要
求
し
て
起
っ
た
一
団
の
作
家
達
が
あ
っ
た
。
舟
橋
聖
一
、
小
松
清
、
豊
田
三
郎
の
諸
氏
で
、
こ

れ
ら
の
人
々
は
雑
誌
『
行
動
』
に
よ
っ
て
行
動
の
文
学
を
創
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
彼
等
は
作
家
の
よ
り
広
汎
な
社
会
生
活
と
生
活
に
対
す
る
積
極
性
と
若
き
時
代
の
モ
ラ
ル
と
を
自
身
に

求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
第
一
こ
れ
ら
の
人
々
が
社
会
と
文
学
と
に
階
級
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
今
日
の
現
実
に
反
し
て
、
能
動
精
神
と
い
う
も
の
を
抽
象
化
し
て
こ
れ
も
漠
然
た
る
一
般
社
会
性
の
上

に
強
調
し
た
こ
と
は
、
折
角
若
き
時
代
の
モ
ラ
ル
を
創
ら
ん
と
し
つ
つ
、
パ
ン
種
の
入
っ
て
い
な
い
パ
ン

を
ふ
く
ら
が
そ
う
と
焦
慮
す
る
に
等
し
い
本
来
的
な
無
理
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
作
品
の
実
際
に
当
っ
て
は
、
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最
も
手
近
な
か
つ
日
常
的
な
恋
愛
の
推
移
の
過
程
を
、
些
か
は
感
傷
ぬ
き
に
雄
々
し
く
描
こ
う
と
す
る
努

力
、
又
は
俗
世
間
の
利
害
の
焦
点
の
推
移
に
よ
っ
て
権
力
も
推
移
す
る
浮
世
の
姿
を
描
く
と
い
う
試
み
の

限
度
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
能
動
精
神
の
主
観
的
理
解
に
は
、
例
え
ば
肉
体
の
慾
望
と
精
神
の

能
動
性
と
が
現
実
の
中
で
対
立
す
る
も
の
の
よ
う
な
、
精
神
が
能
動
を
欲
す
る
こ
と
か
ら
、
肉
体
の
慾
望

に
も
従
う
と
い
う
よ
う
な
観
念
的
な
観
方
も
作
品
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
Ｄ

・
Ｈ
・
ロ
ー
レ
ン
ス
の
作
品
の
紹
介
等
も
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
情
、
キ
リ

ス
ト
教
の
伝
統
、
及
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
争
と
い
う
諸
条
件
の
後
に
炭
坑
夫
の
息
子
ロ
ー
レ
ン
ス
を
生
ん
だ
の

で
あ
っ
て
、
日
本
の
自
由
主
義
と
民
主
主
義
と
を
知
ら
ず
、
又
一
方
に
於
て
キ
リ
ス
ト
教
の
女
性
崇
拝
の

伝
統
を
も
持
た
な
い
社
会
の
現
実
の
中
で
は
、
生
活
的
に
も
文
学
的
に
も
生
新
な
も
の
を
生
む
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。

　
一
九
三
五
年
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
的
事
情
の
変
遷
、
人
民
戦
線
の
拡
大
等
は
、
文
化
の
上
に
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
提
唱
を
も
た
ら
し
た
。
小
松
清
氏
等
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
提
唱
は
日
本
に
も
移

さ
れ
た
。
日
本
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
紹
介
は
、
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が
か
つ
て
そ
の
よ
う

に
扱
わ
れ
た
と
同
じ
に
紹
介
の 

抑  

々 

そ
も
そ
も

か
ら
紹
介
者
の
意
志
の
方
向
を
加
え
て
説
明
さ
れ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
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ニ
ズ
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
る
も
の
を
抑
圧
す
る
強
権
に
抗
す
る
こ
と
を
、
そ
し
て
人
間
性
の
新
た

な
る
主
張
を
支
持
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
賛
成
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
理
解
さ
れ
て
い
た
意
味
で
の

マ
ル
ク
ス
主
義
の
傾
向
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
は
な
い
、
も
っ
と
広
い
も
の

で
あ
る
。
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
私
た
ち
は
誠
に
興
味
深
い
現
象
に
遭
遇
し
た
。
能
動
的
精
神
と
い
い
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い

い
、
そ
れ
ぞ
れ
熱
心
に
討
論
さ
れ
た
の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
社
会
全
般
の
中
で
見
れ
ば
や
は
り
文
壇
を

め
ぐ
っ
て
の
抽
象
的
な
専
門
家
間
の
論
議
に
終
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
二
年
来
、
日
本
の
大
衆

の
日
常
生
活
と
生
活
感
情
と
は
、
少
な
か
ら
ず
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。
経
済
的

に
、
軍
需
工
業
関
係
者
以
外
の
一
般
人
は
、
物
価
騰
貴
の
た
め
急
速
に
貧
困
化
し
て
い
る
。
文
化
的
の
面

に
も
そ
の
貧
困
は
響
い
て
来
て
い
る
と
同
時
に
、
大
衆
の
文
化
的
内
容
そ
の
も
の
の
質
が
、
「
依
ら
し
む

べ
し
。
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
的
事
情
の
下
に
貧
困
化
し
低
下
し
つ
つ
あ
る
。
大
衆
の
多
く
を
語
ら
ぬ
口

と
、
広
く
、
深
く
視
る
便
宜
を
益
々
縮
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
眼
と
は
、
十
分
に
そ
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
を

も
究
明
し
か
ね
る
日
常
生
活
の
悪
条
件
に
囚
わ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
政
治
と
民
衆
と
は
決
し
て
近
い
隣
り
に

は
い
な
い
。
経
済
の
枢
軸
の
廻
転
は
民
衆
に
と
っ
て
は
増
税
と
し
て
の
み
最
も
は
っ
き
り
感
得
さ
れ
る
と

い
う
状
態
で
あ
る
。
小
説
は
、
果
し
て
こ
の
急
激
な
底
潮
を
感
じ
さ
せ
る
時
代
の
空
気
と
動
向
と
を
芸
術
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化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
文
学
の
仕
事
に
従
事
す
る
の
は
何
時
の
時
代
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
の
知
識
的
な
分
子
で
あ
る
。
ブ
ル

ジ
ョ
ア
文
学
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
来
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

は
、
日
本
の
事
情
の
下
で
は
そ
の
出
生
の
階
級
を
揚
棄
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
勤
労
階

級
の
中
か
ら
の
少
数
の
知
識
分
子
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
左
翼
運
動
の
退
潮

は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
を
或
る
意
味
で
全
面
的
に
動
揺
さ
せ
帰
趨
を
失
わ
し
め
た
。
文
学
の
仕
事
に
従

う
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
に
も
こ
の
こ
と
は
強
烈
に
作
用
し
て
い
る
。
し
か
も
日
本
に
は
日
本
文
学
の
伝

統
と
し
て
、
近
代
文
学
の
確
立
と
同
時
に
文
学
者
は
一
般
官
吏
、
実
業
家
、
軍
人
等
の
社
会
活
動
と
全
く

切
り
離
さ
れ
た
別
個
の
道
或
は
並
行
の
道
或
は
対
蹠
を
な
す
道
を
歩
か
ざ
る
を
得
な
い
事
情
に
置
か
れ
て

来
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

　
周
知
の
如
く
近
代
国
家
と
し
て
の
日
本
は
独
特
な
発
展
の
過
程
を
と
り 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

開
化
期
の
文
化
の
自
由

民
権
的
傾
向
と
い
う
も
の
は
明
治
二
十
三
年
国
会
が
開
か
れ
る
と
同
時
に
一
種
の
反
動
期
に
入
り
、
今
日

と
は
そ
の
質
を
異
に
す
る
が
、
官
僚
「
官
員
さ
ん
」
の
横
行
時
代
を
現
出
し
た
。
日
清
、
日
露
の
両
戦
争

の
後
に
は
漱
石
が
そ
れ
等
に
対
し
て
猛
烈
な
反
撥
を
示
し
た
成
金
が
現
れ
、
実
業
家
も
権
力
に
加
っ
た
。

日
本
で
文
学
の
仕
事
に
従
っ
た
人
が
同
時
に
時
の
権
力
の
精
神
的
、
文
化
的
指
導
者
で
あ
っ
た
の
は
、
極
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め
て
短
い
開
化
期
の
文
化
建
設
の
時
期
に
於
て
の
み
で
あ
っ
て
、
明
治
文
学
が
口
語
文
の
様
式
を
堅
め
た

頃
は
、
既
に
文
学
者
の
生
活
は
直
接
な
政
治
経
済
の
網
目
の
中
か
ら
は
外
へ
押
し
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
。
つ
ま
り
「
経
国
美
談
」
や
「
雪
中
梅
」
の
翻
訳
文
学
が
一
方
に
あ
り
、
福
沢
諭
吉
の
新
興
ブ
ル
ジ
ョ

ア
ジ
ー
の
啓
蒙
者
と
し
て
の
活
動
が
重
大
な
指
針
と
な
っ
た
時
代
が
去
っ
た
後
は
、
徳
川
末
期
の
戯
作
者

の
気
風
、
現
実
に
対
す
る
無
批
判
な
妥
協
的
態
度
が
、
西
欧
の
文
学
的
潮
流
の
移
植
の
側
か
た
わら
に
あ
っ
て
、

常
に
日
本
の
近
代
性
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
非
近
代
的
な
も
の
の
姿
を
我
々
に
示
し
て
来
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
日
本
的
な
も
の
の
中
の
知
的
な
ら
ざ
る
影
は
、
今
日
の
よ
う
な
作
家
の
受
動

的
気
分
の
時
期
に
案
外
に
も
ゆ
る
が
せ
に
出
来
な
い
退
嬰
性
、
無
批
判
性
と
な
っ
て
甦
っ
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
近
代
日
本
が
、
政
治
経
済
に
於
て
官
製
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
文
化
も
官
製
の
性
質
を

持
っ
て
お
り
、
明
治
中
葉
以
後
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
に
依
っ
て
作
ら
れ
た
文
学
は
、
主
と
し
て
官
製

な
る
も
の
に
、
或
は
過
去
の
儒
的
な
も
の
に
対
し
て
、
自
覚
さ
れ
た
人
間
性
の
自
由
と
自
我
の
尊
厳
と
を

主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
よ
り
以
前
文
学
者
の
生
活
は
社
会
の
政
治
経
済

面
で
の
活
動
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
人
間
性
の
主
張
、
自
我
の
自
覚
の
社
会

的
土
台
と
い
う
も
の
は
全
く
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
の
書
斎
の
生
活
に
置
か
れ
、
或
は
家
庭
内
、

身
辺
の
客
観
的
に
は
小
範
囲
の
人
的
交
渉
の
間
に
置
か
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
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こ
の
こ
と
は
、
夏
目
漱
石
の
作
品
の
題
材
の
範
囲
の
狭
さ
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
間
関
係
、
社

会
の
現
実
を
経
済
政
治
の
関
係
の
中
で
横
に
眺
め
得
ず
、
狭
い
身
辺
の
間
口
か
ら
心
理
の
奥
行
深
く
眺
め

渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
森
鴎
外
は
傑
出
し
た
智
能
を
持
っ
た
人
で
あ
り
、
科
学
と
文
学
と
の
美
を
当
時
の
水
準
で
は
最
高
に
身

に
具
え
た
人
で
あ
っ
た
。
軍
隊
の
衛
生
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
戦
争
論
を
訳
し
た
筆
は
即
興
詩
人
を
訳

し
、
「
舞
姫
」
「
埋
木
」
「
雁
」
等
を
書
い
た
。
鴎
外
が
晩
年
伝
記
を
主
と
し
て
執
筆
し
た
こ
と
は
、
彼

の
現
実
の
装
飾
な
き
美
を
愛
し
た
心
か
ら
だ
け
選
ば
れ
た
道
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
彼
の
帝
国
博
物
館
総
長

図
書
頭
と
い
う
官
職
は
果
し
て
彼
の
文
学
的
達
成
に
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
伝
記
を

読
む
と
彼
は
そ
の
官
職
に
就
い
て
辞
令
を
う
け
た
日
、
従
来
一
個
の
文
学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
そ
の
学

芸
欄
に
関
係
を
持
っ
て
い
た
諸
新
聞
と
、
改
め
て
関
係
を
断
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
些
細
な
こ
と
に
現

れ
る
不
自
由
は
、
作
家
と
し
て
の
彼
に
闊
達
な
振
舞
を
内
面
的
に
も
外
部
的
に
も
拘
束
し
が
ち
で
あ
っ
た

ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
ゲ
ー
テ
が
宰
相
で
あ
れ
程
の
文
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
例
は
、
事
情
の
違
う

日
本
で
は
現
在
ま
で
の
歴
史
の
性
質
に
於
て
は
有
り
得
な
い
の
が
自
然
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
歴
史
を
持
っ
て
日
本
の
純
文
学
が
私
小
説
の
伝
統
の
中
に
生
き
、
今
日
に
至
る
間
に
、

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
の
作
家
が
政
治
経
済
の
活
動
へ
の
参
加
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
同
時
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に
被
動
的
な
社
会
的
立
場
に
置
か
れ
て
来
た
大
衆
の
日
常
と
も
そ
の
知
性
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
、
次
第

に
芸
術
の
内
容
を
非
社
会
的
な
、
主
観
と
理
念
と
弱
小
な
自
我
の
輾
転
反
側
の
中
に
萎
縮
さ
せ
て
来
た
こ

と
は
、
見
易
い
現
実
の
推
移
で
あ
っ
た
。

　
今
日
、
林
、
小
林
そ
の
他
一
部
の
作
家
に
よ
っ
て
或
る
意
味
で
は
愕
然
と
し
た
よ
う
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
作

家
の
大
衆
か
ら
の
游
離
が
注
目
せ
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
対
策
と
し
て
、
現
在
勢
力
あ
る
官
吏
、
軍
人
、
実

業
家
の
中
心
課
題
を
文
学
の
課
題
と
し
て
、
「
大
人
の
文
学
」
を
作
ら
ん
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述

べ
て
来
た
日
本
の
文
学
の
特
質
か
ら
見
て
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
権
力
と
い
う
も
の
に

対
す
る
事
大
主
義
的
な
追
随
や
、
機
械
的
な
政
治
の
文
学
に
対
す
る
優
位
の
承
認
を
結
果
す
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
危
険
は
、
誰
の
目
に
も
明
か
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
、
方
針
に
於
て
或
る
時
期
機
械
的

な
政
治
の
優
位
を
認
め
た
と
云
っ
て
、
文
学
を
死
滅
さ
す
も
の
だ
と
非
難
し
た
人
を
顧
れ
ば
そ
の
筆
頭
は

林
房
雄
氏
で
あ
っ
た
。
同
じ
人
が
僅
か
四
五
年
の
後
に
進
ん
で
現
行
勢
力
の
下
位
に
文
学
を
置
こ
う
と
す

る
こ
と
は
理
解
に
困
難
で
あ
る
。

　
室
生
犀
星
氏
が
近
衛
公
や
一
部
の
顕
官
に
逢
い
、
一
夕
文
学
談
を
交
し
た
こ
と
で
、
軍
人
、
官
吏
も
文

学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
誠
意
を
持
っ
て
い
る
と
感
激
し
、
庶
民
出
生
の
長
い
艱
難
多
か
っ
た
自
身
の
閲

歴
を
も
忘
却
し
て
、 

忻  

然 

き
ん
ぜ
ん

と
し
て
「
行
動
の
文
学
」
を
提
唱
し
、
勇
躍
し
て
満
州
へ
行
く
悲
喜
劇
的
な
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姿
も
、
結
局
は
こ
れ
ま
で
そ
れ
程
に
作
家
の
生
活
に
は
世
間
人
並
の
つ
き
あ
い
が
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
程
政
治
家
等
の
文
学
に
就
い
て
の
関
心
が
欠
け
て
い
た
こ
と
を
語
る
に
過
ぎ
な
い
。
日
本

に
於
け
る
作
家
の
社
会
的
立
場
の
特
異
性
、
貧
弱
さ
は
、
こ
の
こ
と
に
も
充
分
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
岸
田
国
士
氏
等
に
よ
っ
て
も
、
文
学
及
び
作
家
の
真
の
発
展
の
た
め
に
文
壇
が
今
は
妨
げ
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
狭
い
職
業
組
合
的
な
文
壇
が
、
個
々
の
作
家
に
与
え
る
も
の
を

多
く
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
誰
し
も
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
壇
の
外
に
出
る
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
抽
象
的
な
文
壇
は
そ
の
人
々
の
経
済
生
活
を
支
え
る
た
め
の
出

版
活
動
を
し
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
か
ら
、
執
筆
は
従
来
も
営
利
的
な
出
版
物
の
上
に
さ
れ
て
い
た

訳
で
あ
る
。
作
品
の
市
場
と
し
て
の
今
日
の
新
聞
雑
誌
、
単
行
本
出
版
の
こ
と
は
、
そ
の
中
へ
文
壇
を
出

た
作
家
と
い
う
も
の
を
吸
収
す
る
ど
の
よ
う
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
文
壇
を
出
る
と
い
う

言
葉
は
成
行
と
し
て
、
出
て
か
ら
何
処
へ
か
行
く
と
い
う
感
じ
を
私
た
ち
に
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
が
、
政

府
は
作
家
の
役
人
を
ど
の
位
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
・
一
五
以
来
、
世
間
の
耳
目
は
少
壮

云
々
の
形
容
詞
で
何
と
な
く
男
の
血
気
を
刺
戟
し
て
来
て
い
る
。
今
日
「
大
人
の
文
学
」
を
唱
え
、
文
壇

を
出
た
い
と
い
う
心
持
を
何
処
に
か
持
っ
て
い
る
作
家
達
は
、
年
配
か
ら
言
っ
て
も
所
謂
少
壮
の
幹
部
ど
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こ
ろ
の
年
齢
で
あ
り
、
文
学
者
の
従
来
の
生
活
に
は
少
な
か
っ
た
政
治
家
、
軍
人
等
と
の
接
触
の
物
珍
ら

し
さ
は
、
一
部
の
作
家
が
過
去
に
於
て
は
国
際
的
な
政
治
経
済
知
識
を
著
し
く
欠
い
て
い
た
と
い
う
一
面

の
無
識
か
ら
受
け
る
驚
き
と
相
俟
っ
て
、
意
外
に
安
易
な
卑
近
な
傾
倒
の
感
情
を
引
き
起
し
て
い
る
こ
と

も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
作
家
は
同
時
に
文
学
の
進
展
を
害
す
る
も
の
と
し
て
文
学
青
年
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
文
学
の
現
状
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
大
き
い
実
際
の
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
三
四
年
来
、
芥
川

賞
、
直
木
賞
、
文
芸
懇
話
会
賞
等
々
夥
お
び
た
だし
い
賞
が
懸
け
ら
れ
新
人
を
招
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
今
日
ま
で

こ
れ
ら
の
賞
を
受
け
た
人
々
は
果
し
て
本
質
的
な
新
人
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
賞
を
与
え
る
側
が
そ
の
新
人

で
な
い
こ
と
に
就
い
て
消
極
的
な
言
葉
を
添
え
る
有
様
で
あ
っ
た
。
或
る
賞
の
た
め
に
努
力
し
た
若
い
作

家
は
、
多
く
の
場
合
そ
の
賞
の
審
査
員
で
あ
る
諸
作
家
の
影
響
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
全
く
自
立
的
な

感
情
を
持
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
私
な
ど
は
そ
の
こ
と
で
自
身
の
芸
術
の
素
直
な
発
展
を
阻
害
さ
れ

て
い
る
何
人
か
の
人
を
知
っ
て
い
る
。

　
今
日
の
国
家
経
済
の
方
針
に
依
っ
て
、
文
化
の
大
衆
化
に
重
大
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
紙
と
印
刷
費
用

と
は
高
騰
す
る
一
方
で
あ
る
か
ら
、
一
時
の
よ
う
に
同
人
雑
誌
の
刊
行
も
困
難
に
な
り
、
他
面
発
表
機
関

も
困
難
に
な
る
こ
と
か
ら
、
雑
誌
を
持
っ
て
い
て
そ
の
誌
上
を
割
き
与
え
る
こ
と
の
出
来
る
作
家
の
周
囲
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に
は
今
後
も
益
々
文
学
志
望
者
が
そ
の
習
作
と
共
に 

蝟  

集 

い
し
ゅ
う

す
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
ら
の
文
学
愛

好
者
達
は
、
発
表
の
機
会
を
考
え
て
そ
こ
に
集
り
、
だ
が
必
ず
し
も
そ
の
統
率
者
に
対
し
て
人
間
及
作
家

と
し
て
の
尊
敬
を
全
幅
的
に
捧
げ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
或
る
場
合
に
は
自
分
の
本
性
と
反
撥
す
る
も

の
を
も
感
じ
つ
つ
尚
悲
し
き
利
害
か
ら
毅
然
た
る
態
度
も
示
し
か
ね
る
自
分
に
自
嘲
を
感
じ
る
こ
と
も
あ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
生
き
る
感
情
の
状
態
か
ら
、
新
た
な
文
学
が
生
れ
得
る
と
考
え
れ
ば
、
あ
ま
り
作
家

と
作
品
と
の
生
活
面
に
於
け
る
統
一
の
重
大
性
を
無
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
夏
目
漱
石
は
周
囲
に
多
く
の

後
輩
の
出
入
が
あ
っ
た
。
勿
論
作
品
の
発
表
の
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
時
代
の
こ
と
と

今
日
の
右
の
事
情
と
は
、
二
十
年
の
歳
月
が
日
本
と
私
た
ち
と
を
変
え
て
い
る
よ
う
に
、
質
を
変
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
曲
折
の
間
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
ど
の
よ
う
な
存
在
を
続
け
て
来
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

文
学
運
動
と
し
て
の
形
を
失
い
つ
つ
、
作
品
は
書
き
続
け
ら
れ
、
読
者
を
持
ち
続
け
て
今
日
に
及
ん
で
い

る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
一
部
が
社
会
的
動
揺
に
よ
っ
て
文
学
の
独
自
性
を
も
危
く
し
か
け
て
い
る
時
期

に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
人
間
の
心
に
潜
ん
で
い
る
合
則
的
な
も
の
、
合
理
的
な
も
の
を
愛
す
る
心
、

或
は
現
代
の
生
活
に
種
々
の
疑
い
を
抱
く
も
の
の
心
に
触
れ
る
そ
の
本
質
に
依
っ
て
存
在
を
価
値
づ
け
ら

れ
て
来
て
い
る
。
青
野
氏
は
最
近
の
論
文
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
存
在
の
根
強
さ
の
上
に
安
ん
じ
、
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刻
下
の
社
会
事
情
の
中
に
あ
っ
て
闊
達
自
在
の
活
動
を
し
得
る
自
信
こ
そ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
持
つ
べ

き
生
活
力
の
強
さ
と
い
う
風
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
闊
達
自
由
と
い
う
こ
と
に
就
い
て
は

そ
の
響
き
が
今
日
の
万
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
た
め
に
、
一
層
周
密
に
そ
の
方
向
や
内
容
が

調
べ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
青
野
氏
が
自
身
の
解
釈
に
従
っ
て
自
身
進
退
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
も

と
よ
り
氏
の
主
観
的
な
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
客
観
的
な
望
ま
し
き
内
容
に
於
け
る

闊
達
自
在
の
活
動
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
就
い
て
は
自
ら
異
る
見
解
も
あ
ろ
う
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
文
学
に
於
け
る
任
務
は
、
そ
の
芸
術
の
中
で
、
今
日
や
か
ま
し
い
大
衆
の
問
題

を
正
当
に
理
解
し
表
現
し
て
行
く
こ
と
、
芸
術
に
於
け
る
民
族
的
な
特
徴
を
広
い
偏
見
の
な
い
目
で
現
実

の
中
に
見
極
め
て
形
象
化
し
て
ゆ
く
こ
と
、
及
び
芸
術
作
品
に
描
か
れ
る
人
間
性
と
い
う
も
の
に
就
い
て

の
統
一
的
な
掘
り
下
げ
等
を
通
じ
て
、
新
し
き
時
代
に
役
立
つ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
芸
思
潮
の
内
容
づ

け
を
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
今
日
過
去
の
私
小
説
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
的
な
客

観
小
説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
学
に
従
来
の
近
代
的
扮
装
に
身
を
か
く
し
た
戯
作
者
風
な
無
批

判
な
行
動
の
追
跡
に
代
る
真
に
大
衆
的
と
言
わ
れ
る
べ
き
内
容
を
与
え
て
行
く
こ
と
一
つ
で
も
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
作
品
が
求
め
ら
れ
て
い
る
責
任
は
軽
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
四
月
〕
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