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山
本
和
明

はじ
め
に

　六
樹園
こ
と
石
川
雅
望
に
よ
る
『
天
羽
衣
』
は
、
文
化
五
年
に
江
戸
佐
久
間
屋
藤
四
郎
ほ
か
二
書
隷
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
中
本
二
巻
二
　
　
　
一

冊
から
な
る
本
書
に
関
す
る
研
究
は
、
小
篇
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
な
り
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
と
に
も
か
く
に
も
、
馴
染
み
深
い
羽
衣
伝
　
　
　
3
1

承を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
関
係
あ
る
の
だ
ろ
う
。
「
文
人
の
消
閑
の
技
」
（
日
本
古
典
文
学
大
事
典
）
と
も
評
さ
れ
て
い
る
本
書
で
　
　
　
一

あ
る
が
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
小
篇
に
こ
そ
、
作
品
の
作
り
ざ
ま
な
る
も
の
が
ほ
の
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
備
忘
録
も

兼
ね
て
従
来
の
研
究
を
整
理
し
つ
つ
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
一
典
拠
の
指
摘
を
行
い
、
『
天
羽
衣
』
の
狙
い
に
ま
で
思
い
を
至
し
た
い
と
思
う
。

問
題
を
多
く
取
り
残
し
て
い
る
。
ノ
ー
ト
と
称
す
る
所
以
で
あ
る
。

梗概
・
研
究
史
概
観

　ま
ず
、
便
宜
上
、
そ
の
「
梗
概
」
を
纏
め
て
お
く
（
各
章
立
て
に
丸
数
字
で
番
号
を
付
す
）
。
二
冊
の
う
ち
上
之
巻
は
「
三
保
浦
」
「
磯
田
浜
」

「舞
竹
」
の
三
章
か
ら
、
下
之
巻
は
「
か
た
み
の
こ
が
ね
」
「
初
花
た
を
る
な
か
だ
ち
」
「
尼
法
師
の
卿
の
君
」
「
あ
ま
つ
を
と
め
」
「
ゑ
ぬ

の
こ
」
の
五
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
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〔上
之巻
〕

　
　
　①
み
ほ
の
う
ら

　
　
昔
、
駿
河
国
有
度
郡
に
三
保
の
長
者
と
磯
田
の
長
者
と
い
う
者
が
い
た
。
十
月
、
囲
碁
に
興
じ
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
に
男
子
が
誕
生
、
白
良
と
黒

　
良
と
名
付
け
ら
れ
る
。
翌
年
生
ま
れ
た
黒
良
の
妹
小
松
は
、
白
良
の
許
婚
と
な
る
。
そ
う
し
た
縁
か
ら
か
、
磯
田
が
災
難
で
窮
し
た
と
き
も
、
三

　
保
の

長者
は
援
助
を
差
し
伸
べ
る
の
だ
っ
た
。
月
日
は
な
が
れ
、
白
良
八
歳
の
時
、
疸
瘡
を
病
み
醜
男
に
な
る
が
、
「
男
子
は
顔
貌
を
え
ら
ぶ
べ

　
き
か
は
」
と
て
大
事
に
育
て
ら
れ
る
。
三
保
の
長
者
は
貧
し
き
者
達
を
救
う
慈
悲
深
き
人
で
あ
っ
た
が
、
定
業
か
ら
か
つ
い
に
空
し
く
な
る
。
七

　年
が
過
ぎ
、
白
良
十
七
歳
。
三
保
の
浦
で
天
女
か
ら
羽
衣
を
授
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
秘
め
置
け
ば
幸
い
あ
る
と
し
、
千
日
後
に
此
所
に
受
け
取
り

　
に
く
る
と
天
女
は
云
う
。
ま
た
こ
の
時
、
し
ば
し
憂
き
目
を
見
る
こ
と
も
予
言
さ
れ
る
。
帰
途
、
彼
は
黒
良
に
羽
衣
を
だ
ま
し
取
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
　
　②
い
そ
だ
の
浜

　
　
三保
の
長
者
の
死
後
、
三
保
が
家
は
零
落
し
、
忠
僕
久
が
残
る
の
み
で
あ
っ
た
。
磯
田
の
長
者
夫
婦
は
十
六
歳
に
な
っ
た
小
松
を
三
保
の
家
に

　嫁
が
せ
る
気
な
ど
さ
ら
さ
ら
無
く
、
近
国
を
尋
ね
て
婿
さ
が
し
を
す
る
。
久
は
磯
田
の
家
に
赴
き
、
か
つ
て
三
保
の
長
者
が
施
し
た
支
援
を
説
き
、
　
　
　
一

　
援
助を
請
う
が
、
逆
に
打
榔
さ
れ
て
し
ま
う
。
磯
田
の
娘
小
松
の
、
白
良
に
嫁
す
る
志
は
変
ら
ず
、
父
母
の
行
状
を
諌
め
る
の
だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
3
2

　
　
　
③
ま
ひ
た
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
志
太
の

長
者は
、
い
や
が
る
小
松
と
結
婚
し
よ
う
と
、
即
仏
と
い
う
尼
を
介
し
て
磯
田
に
申
し
出
る
。
聰
物
の
前
日
、
か
つ
て
磯
田
家
に
仕
え

　
た

雲
井
が
即
仏
の処
へ
や
っ
て
く
る
。
共
に
磯
田
の
家
へ
と
赴
く
が
、
雲
井
の
持
ち
込
ん
だ
舞
茸
に
よ
っ
て
人
々
は
酒
に
酔
う
ご
と
く
舞
い
踊

　
る
。
こ
の
騒
動
で
結
納
の
儀
式
は
中
断
さ
れ
る
。
雲
井
は
例
の
羽
衣
を
黒
良
か
ら
取
っ
て
白
良
の
も
と
へ
と
戻
さ
せ
る
。

〔下
之巻
〕

　
　
　
④
か
た
み
の
こ
が
ね

　
　

羽
衣
の戻
っ
た
三
保
の
家
で
は
、
売
り
払
っ
た
蔵
跡
に
大
き
な
穴
を
見
つ
け
る
。
掘
っ
て
み
る
と
碁
盤
の
形
の
石
が
あ
り
、
下
の
甕
か
ら
三
保

　
の

長者
の
遺
金
一
万
両
が
あ
ら
わ
れ
出
で
る
。
三
保
の
家
は
再
び
繁
栄
を
取
り
戻
す
。

　
　
　

⑤
初
花
手を
る
な
か
だ
ち

　
　
霜月
の
三
保
の
明
神
の
祭
り
で
、
黒
良
は
国
守
の
妻
の
乳
母
の
娘
を
見
初
め
る
。
娘
と
密
会
す
べ
く
、
供
侍
の
悪
藤
太
に
金
を
渡
し
て
手
引
を

　
頼
む
が
、
乳
母
の
娘
と
い
う
初
花
を
、
ま
ず
は
自
分
が
手
折
ら
ん
と
、
悪
藤
太
は
娘
の
部
屋
に
忍
び
込
ん
だ
の
だ
が
捕
わ
れ
て
し
ま
う
。
彼
に
協



　
　力
を
頼
ま
れ
た
即
仏
尼
も
、
逃
げ
出
す
途
中
溺
死
す
る
。

　
　
　
　⑥
尼
法
師
の
諏
の
君

　
　
　
磯
田

の

家
で
は

志
太と
語
ら
い
、
再
び
小
松
を
嫁
が
せ
よ
う
と
す
る
。
何
も
知
ら
ぬ
小
松
は
偽
ら
れ
て
志
太
の
も
と
に
嫁
に
や
ら
れ
る
。
大
雨

　
　
降る
な
か
、
途
中
の
森
で
婚
礼
の
輿
が
一
時
避
難
す
る
。
雷
鳴
と
ど
ろ
き
、
供
人
た
ち
が
輿
を
一
旦
捨
て
置
く
の
だ
が
、
再
び
輿
を
担
ぐ
と
き
、

　
　同
じ
森
に
避
難
し
て
い
た
即
仏
尼
の
野
辺
送
り
の
駕
籠
と
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
。
花
嫁
の
到
来
を
喜
ぶ
志
太
の
家
で
輿
を
開
け
て
み
る
と
、
そ

　
　
れ
は

花嫁
な
ら
ぬ
尼
の
死
骸
で
、
式
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
る
。

　
　
　
　⑦
あ
ま
つ
を
と
め

　
　
　森
に
残
さ
れ
た
輿
の
な
か
に
小
松
の
姿
は
み
え
な
い
。
雲
井
に
小
松
は
助
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
悪
藤
太
の
も
と
へ
遣
わ
し
た

　
　
文
のた
め
に
黒
良
の
悪
事
が
露
見
、
磯
田
夫
婦
黒
良
も
縄
に
引
か
れ
て
い
く
。
志
太
も
磯
田
と
の
縁
組
を
思
い
切
る
。

　
　
　
天
女と
の
約
束
の
日
、
白
良
は
母
と
と
も
に
三
保
の
浦
へ
と
向
か
う
。
三
保
の
浦
で
、
雲
井
と
小
松
に
出
会
い
、
白
良
と
小
松
は
夫
婦
の
縁
を

　
　結
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
天
女
の
降
臨
遅
き
こ
と
を
白
良
が
云
う
と
、
雲
井
は
襖
ぎ
を
す
べ
し
と
云
う
。
白
良
が
海
水
で
体
を
洗
う
と
、
海
水
五
色
の

　
　色を
な
し
、
世
に
た
め
し
な
き
美
男
へ
と
転
じ
た
。
時
に
大
空
よ
り
紫
雲
た
な
び
き
、
雲
井
は
天
女
と
な
っ
て
空
高
く
上
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　　　
獄

霞
賢
ら
れ
た
黒
良
親
‡
夢
に
犬
と
な
っ
た
己
の
姿
竃
悔
い
改
2
寛
侑
の
政
を
も
っ
て
亜
心
藤
太
は
遠
国
に
追
放
真
　
↓

　
　
黒良
親
子
は
家
財
没
収
、
放
免
さ
れ
る
。
悔
い
改
め
た
黒
良
は
白
良
に
助
け
ら
れ
、
ま
た
磯
田
夫
婦
は
出
家
し
て
こ
れ
も
白
良
の
庇
護
を
受
け
た
。

　
　そ
の
の
ち
三
保
の
家
は
海
道
第
一
の
富
家
と
し
て
繁
昌
し
た
と
い
う
。

短
い

作品
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
本
書
に
関
し
て
、
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
を
加
え
て
い

る
。

作者
は
巻
頭
に
『
元
々
集
』
『
袖
中
抄
』
『
童
蒙
抄
』
を
引
い
て
、
天
女
の
天
下
っ
た
土
地
の
考
証
を
試
み
、
ま
た
東
遊
駿
河
舞
の
歌
を
抄
出
し
て
、

謡曲
「
羽
衣
」
に
世
界
を
借
り
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
白
良
の
醜
貌
と
小
松
の
貞
節
を
表
わ
す
構
成
は
、
明
の
『
醒
世
恒
言
』
の
「
陳

多
寿
生
死
夫
妻
」
か
ら
取
っ
た
。
同
書
か
ら
は
「
両
県
令
競
義
婚
孤
女
」
の
入
話
を
も
取
り
、
結
末
に
は
李
漁
『
笠
翁
十
種
曲
』
の
「
奈
何
天
伝

奇
」
を
踏
ま
え
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
ノ
ニ
十
八
「
尼
共
入
山
食
茸
舞
語
」
か
ら
舞
茸
の
趣
向
を
構
え
て
滑
稽
味
を
醸
し
出
し
、
小
松

の貞
節
、
黒
良
・
悪
藤
太
へ
の
懲
罰
に
よ
っ
て
勧
善
懲
悪
を
表
わ
し
、
天
女
の
予
言
な
ど
で
筋
の
統
一
を
図
っ
た
。
文
体
は
古
雅
な
擬
古
文
で
あ
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　り
、
文
人
の
消
閑
の
技
と
い
う
性
格
が
濃
い
。

第
③
章
「
ま
ひ
た
け
」
に
『
今
昔
物
語
集
』
の
名
を
確
認
し
う
る
こ
と
を
思
え
ば
、
『
天
羽
衣
』
に
つ
い
て
は
、
右
の
説
明
に
云
う
ご
と
く
、

そ
れ
以
外
の
章
立
て
・
作
品
へ
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
研
究
は
、
も
っ
ぱ
ら
漢
籍
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
、

従
来
追跡
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。

　山
口
剛
は
名
著
全
集
『
読
本
集
』
解
説
（
一
九
三
〇
年
）
に
お
い
て
、
中
国
白
話
小
説
『
醒
世
恒
言
』
巻
一
「
両
県
令
競
義
婚
孤
女
」
冒

頭挿
話
〔
『
今
古
奇
観
』
に
も
あ
り
〕
と
の
関
わ
り
を
初
め
て
指
摘
す
る
（
な
お
、
そ
の
梗
概
は
山
口
論
文
、
重
友
論
文
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
）
。

そ
れ
を
受
け
て
重
友
毅
は
「
六
樹
園
の
雅
文
小
説
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
第
十
三
巻
第
八
号
）
で
「
天
羽
衣
」
と
「
両
県
令
競
義
婚
孤
女
」
冒

頭挿
話
と
の
比
較
を
行
っ
た
。
そ
の
見
解
は
、
人
物
構
成
の
類
似
に
重
き
を
お
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　漸
江
衛州
府
の
王
春
．
王
奉
の
兄
弟
に
は
と
も
に
一
女
が
い
た
。
王
春
の
女
を
壇
英
、
王
奉
の
女
を
壇
真
と
い
う
。
壇
英
に
は
富
豪
播
百
万
の
　
　
　
　
一

　
　
子
播華
、
覆
真
に
は
瀟
別
駕
の
子
齋
雅
と
い
う
許
婿
が
い
た
。
壇
英
十
歳
の
時
、
父
母
は
相
継
い
で
死
去
。
彼
女
は
叔
父
王
奉
の
許
へ
引
取
ら
れ
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　る
。
あ
る
年
の
元
旦
、
潜
華
と
蒲
雅
と
が
、
期
せ
ず
し
て
王
奉
の
家
で
落
ち
合
う
。
潜
華
の
美
貌
と
齋
雅
の
醜
貌
。
薫
別
駕
が
没
し
、
瀟
家
は
こ
　
　
　
　
一

　
　
れよ
り
衰
退
す
る
。
王
奉
も
こ
こ
に
至
っ
て
つ
い
に
不
良
の
心
を
起
し
、
王
春
が
臨
終
に
、
壇
英
の
こ
と
、
わ
け
て
も
潜
華
と
の
結
婚
の
こ
と
を
、

　
　く
れ
ぐ
れ
も
頼
ん
で
置
い
た
こ
と
も
忘
れ
、
つ
い
に
お
の
が
娘
の
壇
真
を
姪
と
欺
い
て
播
家
に
嫁
入
ら
せ
、
覆
英
を
お
の
が
娘
と
し
て
粛
雅
に
要

　
　ら
せ
た
（
後
略
）
。

梗概
に
示
す
王
春
・
王
奉
の
兄
弟
と
三
保
・
磯
田
の
長
者
、
兼
雅
・
播
華
と
白
良
・
黒
良
（
一
部
志
太
の
長
者
も
）
、
壇
英
と
小
松
の
間
等
々

に関
わ
り
を
見
る
。
『
天
羽
衣
』
第
①
章
前
半
・
第
②
章
と
の
間
に
、
「
あ
る
程
度
の
関
係
」
（
重
友
毅
論
文
）
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　ま
た
重
友
毅
は
、
二
つ
の
典
拠
を
も
指
摘
す
る
。
一
つ
は
『
醒
世
恒
言
』
巻
九
「
陳
多
寿
生
死
夫
妻
」
〔
『
小
説
精
言
』
巻
四
に
も
掲
載
〕
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
『
笠
翁
十
種
曲
』
第
十
一
・
十
二
冊
「
奈
何
天
伝
奇
」
で
あ
る
。
麻
生
磯
次
『
江
戸
文
学
と
支
那
（
中
国
）
文
学
』

二

九
四六
）
も
、
そ
の
流
れ
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

『醒
世
恒言
』
巻
九
「
陳
多
寿
生
死
夫
妻
」
冒
頭
で
、
道
を
隔
て
て
住
む
陳
青
・
朱
世
遠
な
る
二
人
の
素
封
家
が
、
常
に
仲
よ
く
一
面



の象
棋
盤
を
囲
ん
で
楽
し
み
興
じ
て
い
た
こ
と
、
陳
青
の
男
児
陳
多
寿
と
朱
世
遠
の
女
児
多
福
が
許
婚
同
士
で
あ
る
こ
と
、
多
寿
が
十
五

の歳
、
図
ら
ず
も
悪
症
に
か
か
っ
て
全
身
に
毒
が
廻
り
、
醜
貌
の
身
と
な
る
と
い
う
設
定
は
『
天
羽
衣
』
第
①
章
に
通
じ
る
。
多
寿
の
病

癒え
ず
、
父
母
も
ま
た
節
を
守
ら
ざ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
密
か
に
緯
死
を
企
て
る
ほ
ど
の
多
福
の
貞
節
ぶ
り
は
、
小
松
に
通
じ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
多
福
の
真
情
に
対
し
、
ま
す
ま
す
気
の
毒
と
な
っ
た
多
寿
が
、
一
夜
砒
霜
を
仰
い
だ
が
、
図
ら
ず
も
適
薬
と
な
り
、
長
年
の
悪

疫も
こ
こ
に
よ
う
や
く
癒
え
る
と
い
う
点
で
、
『
天
羽
衣
』
第
⑦
章
に
類
似
し
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

　

『笠
翁
十
種曲
』
第
十
一
・
十
二
冊
「
奈
何
天
伝
奇
」
末
尾
に
示
さ
れ
た
、
醜
貌
の
主
人
公
閲
素
封
が
、
呉
氏
の
奨
め
に
任
せ
湯
殿
に

入
っ
て
垢
を
摺
り
落
す
う
ち
、
思
わ
ず
も
下
か
ら
美
し
い
皮
膚
が
あ
ら
わ
れ
、
顔
を
磨
く
に
従
っ
て
、
満
面
の
痘
痕
も
悉
く
取
除
か
れ
、

束
の
間
に
美
し
い
男
に
な
っ
た
点
は
、
よ
り
『
天
羽
衣
』
第
⑦
章
と
の
関
連
を
伺
わ
せ
る
も
の
だ
し
、
単
身
敵
地
に
乗
り
込
む
前
に
、
貧

し
き
家
へ
の
貸
付
証
文
を
焼
き
捨
て
、
主
人
の
後
日
の
た
め
に
陰
徳
を
施
し
た
家
来
の
閾
忠
な
ど
、
三
保
の
長
者
に
比
す
べ
き
も
の
が
あ
　
　
　
一

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5

　な
お
、
重
友
毅
の
指
摘
す
る
次
の
点
、
す
な
わ
ち
衰
将
軍
の
愛
妾
周
氏
を
嬰
ら
ん
と
て
、
素
封
の
家
よ
り
周
氏
を
迎
え
る
乗
物
が
来
た
　
　
　
　
一

時
、
衰
夫
人
は
咄
嵯
の
た
く
ら
み
か
ら
、
ま
だ
知
ら
れ
ぬ
を
幸
い
と
し
、
何
食
わ
ぬ
顔
で
呉
氏
を
身
代
わ
り
に
そ
の
乗
物
に
乗
せ
た
点
、

こ
の
身
代
わ
り
の
趣
向
と
比
さ
れ
る
第
⑥
章
に
関
し
て
は
ひ
と
ま
ず
留
保
し
て
お
こ
う
（
後
述
）
。

　ま
た
近
時
発
表
さ
れ
た
閻
小
妹
氏
の
論
考
「
石
川
雅
望
「
天
羽
衣
」
論
ー
中
国
典
拠
と
の
比
較
か
ら
ー
」
（
信
州
大
学
経
済
学
論
集
三
七
　
一

九
九
七年
）
は
、
新
た
に
『
警
世
通
言
』
巻
二
五
「
桂
員
外
途
窮
幟
悔
」
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
。
特
に
『
天
羽
衣
』
上
之
巻
第
①
章
「
三

保
の
浦
」
第
②
章
「
磯
田
の
浜
」
と
下
之
巻
第
④
章
「
か
た
み
の
こ
が
ね
」
第
⑧
章
「
ゑ
ぬ
の
こ
」
に
そ
の
利
用
を
確
認
し
、
作
品
全
体

の

構成
は
本
作
に
拠
る
と
主
張
す
る
。
没
落
時
、
援
助
を
乞
う
が
断
ら
れ
る
設
定
、
亡
父
の
埋
め
て
お
い
た
金
に
よ
る
再
興
、
犬
と
な
る

夢な
ど
、
関
連
深
い
点
が
散
見
さ
れ
、
そ
の
関
わ
り
を
伺
わ
せ
る
に
十
分
な
説
得
力
を
も
つ
。
ま
た
氏
の
言
う
如
く
、
「
両
県
令
競
義
婚
孤

女
」
の
示
し
て
い
た
人
物
関
係
が
「
桂
員
外
途
窮
繊
悔
」
に
も
認
め
ら
れ
る
以
上
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
両
県
令
競
義
婚
孤
女
」
は
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「
天
羽衣
」
の
典
拠
か
ら
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
天
羽
衣
』
は
今
日
な
お
典
拠
研
究
す
る
に
た
る
対
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　中
国
典
拠
と
の
関
わ
り
に
関
し
て
は
、
閻
小
妹
氏
の
言
う
よ
う
に
「
基
本
的
に
白
話
小
説
「
桂
員
外
」
の
構
成
に
基
づ
き
、
そ
れ
に
従

来
指
摘
さ
れ
た
白
話
小
説
「
陳
多
寿
」
、
戯
曲
「
奈
何
天
」
を
部
分
的
な
趣
向
と
し
て
取
り
入
れ
て
成
っ
た
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

　
一
方
、
作
品
に
関
す
る
日
本
種
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
謡曲
「
羽
衣
」
の
世
界
に
基
づ
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
題
名
か
ら
も
当
然
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
派
生
し
た
形
で
は
あ

る
が
、
佐
藤
深
雪
氏
「
『
飛
騨
匠
物
語
』
典
拠
私
考
」
（
日
本
文
学
　
昭
和
五
二
年
一
〇
月
）
は
、
大
江
文
披
『
成
仙
玉
一
口
玄
談
』
中
「
三
保

箒
良
得
羽
衣
之
談
」
（
徳
川
文
芸
類
聚
3
所
載
）
と
の
関
連
を
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　先
に
も
述
べ
た
が
、
作
中
「
宇
治
大
納
言
の
し
る
し
給
へ
る
今
昔
物
語
に
舞
茸
を
く
ひ
た
る
尼
ど
も
の
ぞ
ぶ
ろ
に
山
を
舞
あ
る
き
し
事
　
　
　
　
一

を
載
給
へ
り
。
是
と
同
物
な
る
べ
し
」
と
作
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
ノ
ニ
十
八
「
尼
共
入
山
食
茸
　
　
　
3
6

舞語
」
と
第
③
章
と
の
関
わ
り
も
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　そ
れ
ら
を
除
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
甚
だ
乏
し
い
。
鈴
木
敏
也
「
浪
漫
小
説
家
と
し
て
の
石
川
雅
望
」
（
『
近
代
国
文
学
素
描
』
所
収
、
一
九
三

四
）
が
、
第
⑥
章
の
趣
向
に
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
花
桜
折
る
少
将
」
終
曲
と
「
思
は
ぬ
方
に
宿
り
す
る
少
将
」
の
乗
物
違
え
と
を
つ
き

交え
て
翻
案
し
た
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
稲
田
篤
信
氏
『
江
戸
小
説
の
世
界
ー
秋
成
と
雅
望
』
（
一
九
九
一
）
は
そ
れ
を
受
け
て
次
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
注
－

見
解を
示
さ
れ
た
。

　
　　
こ
の
部
分
、
『
堤
中
納
言
物
語
』
の
「
花
桜
折
る
少
将
」
と
「
思
は
ぬ
方
に
宿
り
す
る
少
将
」
の
乗
り
物
違
い
の
場
面
を
援
用
し
て
い
る
こ
と

　
　は
、
鈴
木
敏
也
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
演
劇
の
だ
ん
ま
り
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
私
は
さ
ら
に
、

　
　こ
こ
に
『
西
山
物
語
』
の
か
へ
が
婚
家
に
死
し
て
嫁
ぐ
場
面
を
重
ね
合
わ
せ
た
い
。
美
少
女
と
老
女
、
死
の
輝
き
と
醜
悪
さ
な
ど
、
か
へ
と
尼
法

　
　師
の
対
比
は
意
図
さ
れ
た
も
の
で
、
雅
望
の
作
意
は
明
白
で
あ
る
。
（
略
）
雅
望
は
『
西
山
物
語
』
の
か
へ
の
死
後
の
花
嫁
の
場
面
を
、
得
意
の



　
　グ
ロ
テ
ス
ク
な
描
写
に
転
化
し
て
い
る
。

『笠
翁
十
種曲
』
第
十
一
・
十
二
冊
「
奈
何
天
伝
奇
」
と
第
⑥
章
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
、
先
の
重
友
毅
の
問
題
意
識
と
も
交
錯
す
る
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

所
であ
る
。
し
か
し
雅
望
が
直
接
的
に
扱
っ
た
の
は
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。

一
典
拠
紹

介

　
今
般
呈
示
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
作
品
で
は
な
く
、
よ
く
知
ら
れ
た
『
雑
談
集
』
に
収
め
ら
れ
た
小
編
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
の

本
文を
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
フ

ルキ
物
語
、
人
ゴ
ト
ニ
シ
ル
事
ナ
レ
ド
モ
、
事
ノ
次
二
書
付
ケ
侍
ル
。

　
　
　
昔
サ

ル

ベキ
人
ノ
ス
エ
ナ
ガ
ラ
、
マ
ヅ
シ
キ
姫
君
ヲ
ハ
シ
ケ
リ
。
乳
母
倶
シ
テ
鞍
馬
二
常
二
参
寵
シ
テ
祈
念
シ
ケ
リ
。
十
四
五
バ
カ
リ
ナ
ル
ガ
、

　
　ミ
メ
カ
タ
チ
勝
テ
ウ
ツ
ク
シ
カ
リ
ケ
ル
ヲ
、
房
主
ノ
老
僧
心
ヲ
カ
ケ
テ
、
如
何
シ
テ
近
付
ン
ト
案
ジ
テ
、
事
々
シ
キ
装
束
シ
、
紫
ノ
帽
子
キ
、
金
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃
週
竪
順
繕
㌶
ズ
渇
鱈
鷲
芦
詔
惣
紗
已
富
㌃
露
晶
“
㌍
鯵
ル
ア
マ
サ
カ
サ
マ
ノ
事
ナ
　
↓

　
　
　
乳

母
悦テ
、
ヤ
ガ
テ
房
ヘ
カ
エ
ル
ニ
、
老
僧
ハ
サ
キ
ニ
帰
リ
テ
待
ケ
リ
。
乳
母
房
主
二
夢
ダ
ニ
モ
メ
デ
タ
キ
コ
ト
ニ
テ
侍
ル
ニ
、
マ
ノ
ア
タ
リ

　
　
カ
・
ル
示
現
カ
フ
ム
リ
タ
ル
ヨ
シ
語
リ
ケ
レ
バ
、
「
メ
デ
タ
キ
御
事
ニ
コ
ソ
」
ト
、
エ
ミ
ア
ケ
テ
ミ
エ
ケ
リ
。
サ
テ
申
ケ
ル
ハ
、
「
カ
・
ル
心
、
イ

　
　
マ

ハア
ル
ベ
ク
モ
侍
ラ
ヌ
身
二
、
天
王
ノ
御
計
ニ
テ
姫
君
ノ
御
果
報
目
出
ア
ル
ベ
キ
御
事
ニ
ヤ
ト
思
ハ
レ
侍
ル
マ
・
二
心
二
存
ス
ル
様
申
候
。
姫

　
　
君ヲ
時
々
カ
ヨ
ハ
シ
マ
イ
ラ
セ
サ
セ
給
ヒ
候
ヘ
カ
シ
。
近
付
マ
イ
ラ
セ
タ
キ
心
候
」
ト
イ
エ
バ
、
乳
母
ヲ
モ
イ
カ
ケ
ヌ
事
ト
ヲ
モ
イ
ナ
ガ
ラ
、
姫

　
　君
二
此
ノ
由
云
二
、
「
ア
ラ
心
ウ
ヤ
」
ト
テ
、
思
ヨ
ラ
ヌ
心
地
ナ
ル
ヲ
、
「
年
久
ク
参
籠
シ
、
マ
ノ
ア
タ
リ
天
王
ノ
御
ツ
ゲ
ア
ル
事
ナ
レ
バ
、
様
コ

　
　
ソ
候
ラ
メ
。
御
身
ヲ
ス
テ
サ
セ
給
ト
ヲ
ボ
シ
メ
シ
テ
、
一
夜
ニ
テ
モ
、
カ
ノ
心
ヲ
ソ
ム
カ
セ
給
フ
ベ
カ
ラ
ズ
」
ト
ナ
ク
く
ク
ド
キ
ケ
レ
バ
、
「
ナ

　
　
ニト
モ
マ
・
ガ
バ
カ
ラ
ヒ
」
ト
イ
エ
バ
、
悦
テ
日
ト
リ
ナ
ド
シ
テ
迎
ニ
ヤ
ル
ベ
キ
約
束
シ
ケ
リ
。

　
　
　
房
主

悦テ
、
輿
車
ハ
隠
便
ナ
ラ
ズ
ト
思
ヒ
、
大
ナ
ル
唐
櫃
ヲ
タ
ヅ
ネ
テ
、
京
二
仏
ノ
ヲ
ハ
シ
マ
ス
、
ム
カ
ヘ
マ
イ
ラ
ス
ル
ヨ
シ
ニ
テ
、
隣
房
ノ

　
　
法師
原
ヤ
ト
ヒ
テ
、
飯
酒
ヨ
ク
く
モ
テ
ナ
シ
テ
京
ヘ
ヤ
リ
ケ
リ
。
コ
シ
ク
ル
マ
ナ
ラ
ム
ダ
ニ
モ
ヨ
シ
ナ
ク
ヲ
ボ
ユ
ル
ニ
、
入
物
サ
へ
心
ウ
ク
ヲ

　
　
ボ

エテ
、
泣
キ
臥
給
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
乳
母
ト
カ
ク
ス
カ
シ
コ
シ
ラ
エ
テ
、
イ
ダ
シ
タ
テ
・
、
唐
櫃
二
入
テ
封
ツ
ケ
テ
、
カ
・
セ
テ
ユ
キ
ケ
ル
ガ
、
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　夏
ノ
事
ニ
テ
、
世
間
ア
ツ
カ
リ
ケ
ル
マ
・
二
、
唐
櫃
ヲ
バ
大
道
二
打
置
テ
、
賀
茂
河
ニ
テ
水
ア
ミ
ケ
ル
ポ
ド
ニ
、
時
ノ
摂
政
殿
ノ
御
子
、
二
位
ノ

　
　中
将
殿
ト
カ
ヤ
申
ケ
ル
、
済
々
ト
シ
テ
賀
茂
へ
参
ジ
テ
、
下
向
シ
給
ケ
ル
ガ
、
「
此
ノ
唐
櫃
開
テ
ミ
ヨ
」
ト
被
仰
、
開
キ
ミ
レ
バ
、
実
ニ
ウ
シ
ク

　
　
シ
キ
姫
君
ナ
リ
。
「
ア
ラ
ウ
レ
シ
。
コ
レ
ハ
賀
茂
ノ
御
利
生
ニ
コ
ソ
」
ト
テ
車
ニ
ウ
チ
ノ
セ
テ
下
向
シ
給
ケ
リ
。

　
　
　
サ
テ
、
「
ナ
ニ
・
テ
モ
入
ヨ
」
ト
被
仰
ケ
レ
バ
、
中
間
・
雑
色
ド
モ
ハ
シ
リ
マ
ハ
リ
テ
ミ
ル
ニ
、
二
歳
バ
カ
リ
ナ
ル
積
ノ
ミ
エ
ケ
ル
ヲ
、
ト
ラ

　
　
エテ
、
ヘ
シ
入
テ
封
付
ケ
テ
ケ
リ
。
法
師
原
コ
レ
ヲ
シ
ラ
ズ
、
モ
チ
ア
ゲ
テ
ミ
レ
バ
コ
ト
ノ
ホ
カ
ニ
ヲ
モ
カ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
カ
・
ル
事
ト
ハ
思
不

　
　寄
、
「
チ
カ
ラ
ガ
ナ
ク
ナ
リ
テ
、
ヲ
モ
キ
ニ
ヤ
」
ト
云
ケ
ル
。
サ
テ
鞍
馬
へ
帰
テ
、
「
御
仏
イ
ラ
セ
給
ヘ
リ
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
房
主
悦
テ
、
法
師
原
、

　
　
又
ヨ

ク
＜
モ
テ
ナ
シ
テ
、
弟
子
ド
モ
ヲ
モ
、
「
御
房
タ
チ
、
隣
房
ヘ
ユ
キ
テ
ア
ソ
ベ
。
仏
ノ
御
前
ニ
テ
心
静
二
行
ズ
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
」
ト
テ
、

　
　
ス
カ
シ
ヤ
リ
テ
、
カ
キ
ガ
ネ
カ
ケ
マ
ハ
シ
テ
唐
櫃
ヲ
開
テ
ミ
レ
バ
、
積
走
出
テ
尿
ヒ
リ
チ
ラ
シ
、
障
子
皆
フ
ミ
ヤ
ブ
リ
テ
散
々
ノ
事
ナ
リ
ケ
リ
。

　
　乳
母
・
姫
君
ハ
信
心
フ
カ
ク
シ
テ
目
出
ク
サ
イ
ハ
イ
テ
、
一
期
ト
ト
ミ
サ
カ
ヘ
ケ
ル
。

　
　
　房
主
マ
コ

ト
ニ
虚
妄
罰
、
二
世
不
得
ナ
リ
ケ
ム
。
仏
神
感
応
ハ
、
只
一
世
バ
カ
リ
ナ
ラ
ズ
、
当
来
モ
御
タ
ス
ケ
ア
リ
ケ
ン
。
信
心
ノ
轡
誰
カ

　
　イ
ル
カ
セ
ニ
思
ハ
ム
ヤ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
雑
談
集
』
（
寛
永
二
一
年
版
本
）
巻
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一

身
代
わ
り
の
趣
向
に
関
し
て
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
『
天
羽
衣
』
で
の
即
仏
尼
と
い
う
僧
形
の
設
定
、
「
唐
櫃
ヲ
開
テ
ミ
レ
バ
、
檀
走
出
テ
　
　
　
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

尿
ヒ
リ
チ
ラ
シ
、
障
子
皆
フ
ミ
ヤ
ブ
リ
テ
散
々
ノ
事
ナ
リ
ケ
リ
」
と
い
っ
た
『
雑
談
集
』
の
表
現
は
、
そ
の
ま
ま
即
仏
尼
が
血
を
流
す
シ
　
　
　
一

ー
ン
を
彷
彿
と
さ
せ
る
内
容
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
『
天
羽
衣
』
第
⑥
章
「
尼
法
師
の
撤
の
君
」
と
の
関
わ
り
が
十
分
確

認
でき
る
も
の
で
あ
る
。

　ち
な
み
に
『
三
国
因
縁
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
巻
八
第
三
話
や
、
中
世
小
説
「
さ
〉
や
き
竹
」
も
同
工
異
曲
の
内
容
を
持
つ
と
い
う
。
本

話
が広
く
流
布
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
沙
石
集
』
巻
第
二
「
地
蔵
菩
薩
種
々
利
益
事
」
に
「
鞍
馬
ノ
老
僧
モ
、
ソ
ラ
示
現
ノ
故
二
、

坊ヲ
モ
牛
二
皆
踏
破
ラ
レ
ニ
ケ
ル
事
、
思
合
セ
ラ
ル
。
常
ノ
物
語
ナ
レ
バ
、
委
ク
是
ヲ
カ
・
ズ
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
と
こ

　
　
注
m

ろ
で
あ
る
。

＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

今
般
の
一
典
拠
の
指
摘
も
含
め
て
、
様
々
な
典
拠
群
の
模
索
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
。
か
く
云
う
如
く
、
第
⑤
章
を
除
い
て
概
ね



類
似性
の
高
い
内
容
を
備
え
た
作
品
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
現
段階
で
確
認
さ
れ
た
様
々
な
先
行
作
品
を
眺
め
見
る
と
き
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
作
品
群
を
貫
き
『
天
羽
衣
』
と
し
て
形

象
化
す
る
に
至
っ
た
〈
構
想
〉
の
側
に
あ
る
。
如
何
に
、
ど
う
い
う
構
想
が
こ
れ
ら
の
作
品
群
を
結
び
つ
け
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
誕
生

せし
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
六
樹園
が
、
シ
ナ
の
小
説
・
戯
曲
か
ら
多
く
の
趣
向
を
借
り
て
来
た
こ
と
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
も
と
よ
り
偶
然
の
暗
合
と
見
る
べ

　
　き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
事
実
彼
が
シ
ナ
文
学
に
親
し
ん
だ
こ
と
は
、
『
通
俗
醒
世
恒
言
』
（
寛
政
二
年
・
一
七
九
〇
）
『
通
俗
排
悶
録
」
（
文
政

　
　十
一
年
二
八
二
八
）
な
ど
訳
著
が
あ
る
こ
と
を
見
て
も
知
ら
れ
る
。
就
中
『
醒
世
恒
言
』
は
、
彼
の
最
も
興
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
通

　
　
俗
醒
世
恒言
』
は
、
わ
ず
か
に
そ
の
中
の
四
篇
を
訳
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
巻
末
に
見
え
る
『
後
編
通
俗
醒
世
恒
言
』
三

　
　十
六
種
近
刻
の
予
告
は
、
や
が
て
彼
が
こ
の
書
の
全
訳
を
志
し
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
嗣
刻
は
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ

誤
砂
讐
㍊
纏
㌶
甦
簿
蛙
吐
讐
⑳
雛
霧
礫
鰭
誌
竃
繁
郎
バ
弓
の
瞳
藷
賢
　
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　いる

こ
と
を
、
門
人
の
筆
を
通
じ
て
明
か
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
や
は
り
そ
の
一
通
り
に
は
目
を
通
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
さ
そ
　
　
　
　
一

　
　う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
物
語
は
、
大
体
謡
曲
「
羽
衣
」
の
結
構
に
基
づ
き
、
こ
れ
に
シ
ナ
小
説
及
び
戯
曲
の
趣
向
を
取
入
れ
、
さ
ら
に
『
今
昔
物

　
　
語集
』
の
一
話
、
「
尼
共
入
山
食
茸
舞
語
」
に
語
ら
れ
て
い
る
話
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
出
来
上
っ
た
も
の
は
、
こ
れ
ら
の

　
　
苦
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
余
り
多
く
の
価
値
を
見
出
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
重
友
毅
前
掲
論
文
）

　従
前
の
研
究
は
、
雅
望
が
『
通
俗
醒
世
恒
言
』
と
い
う
翻
訳
書
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
『
天
羽
衣
』
執
筆
を
「
偶
然
の
暗
合
と

見る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
」
く
、
そ
の
訳
書
の
存
在
と
絡
め
て
考
察
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
ま
た
近
年
「
近
隣
に
住
む
親
し
い
二

つ

の家
と
そ
の
子
弟
の
婚
儀
、
両
家
の
家
運
の
盛
衰
、
死
後
の
花
嫁
な
ど
、
物
語
構
成
を
『
西
山
物
語
』
か
ら
学
び
、
綾
足
を
強
く
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
W

し
て
い
る
」
と
の
発
言
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
二
つ
は
蛆
酷
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
一
つ
の
執
筆
動
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る

処
でも
あ
ろ
う
。
『
醒
世
恒
言
』
巻
九
「
陳
多
寿
生
死
夫
妻
」
、
『
笠
翁
十
種
曲
』
「
奈
何
天
伝
奇
」
、
『
警
世
通
言
』
巻
二
五
「
桂
員
外
途
窮

繊悔
」
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
八
ノ
ニ
十
八
「
尼
共
入
山
食
茸
舞
語
」
、
『
雑
談
集
』
等
々
を
結
ぶ
タ
テ
糸
は
、
果
た
し
て
如
何
な
る
も
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の
か
。
残
念
な
が
ら
今
、
代
わ
り
う
る
見
解
を
示
す
ほ
ど
に
一
貫
し
た
も
の
を
作
品
内
部
に
見
出
し
得
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
こ
そ

祓
文
に

云う
「
あ
が
う
し
の
筆
の
す
さ
み
」
と
し
て
、
手
元
に
存
在
し
た
様
々
な
話
を
集
め
、
羽
衣
説
話
と
い
う
〈
世
界
〉
の
中
に
、
絢

い

交
ぜら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
話
の
帰
結
を
羽
衣
伝
承
に
委
ね
、
挿
話
の
ご
と
き
も
の
を
様
々
に
か
き
集
め
て
き
た
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　出
来
上
が
っ
た
作
品
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
「
文
人
の
消
閑
の
技
と
い
う
性
格
が
強
い
」
と
い
っ
た
評
の
ほ
か
に
も
「
『
天
羽
衣
』
二
巻

は
、
そ
の
う
ち
分
量
も
少
な
く
、
ま
た
大
し
た
価
値
も
置
き
が
た
い
も
の
で
は
あ
る
」
（
重
友
毅
）
等
々
、
低
い
評
価
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

確
か
に
批
評
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
全
体
の
筋
立
て
が
す
こ
ぶ
る
常
套
的
で
あ
る
。
「
此
衣
、
し
ば
し
汝
に
預
け
つ
か
は
す
な
り
。

こ
れ
秘
め
置
き
な
ば
、
さ
い
は
ひ
こ
よ
な
か
る
べ
し
。
今
よ
り
千
日
を
過
し
な
ば
、
麦
に
来
り
て
、
其
衣
う
け
と
る
べ
し
」
「
汝
宿
業
に
よ

り
て
、
今
し
ば
し
、
憂
め
を
や
見
ま
し
」
と
い
う
第
①
章
で
の
天
女
の
言
葉
が
、
物
語
の
方
向
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
あ
る
〈
事
　
　
　
　
「

件
〉
ら
し
い
事
件
と
い
え
ば
、
第
⑤
章
で
の
悪
藤
太
の
国
司
の
も
と
へ
の
侵
入
で
あ
り
、
そ
の
悪
藤
太
も
結
末
で
は
遠
国
へ
追
放
さ
れ
る
　
　
　
4
0

ば
かり
で
あ
る
。
例
え
ば
悪
藤
太
が
か
ら
め
取
ら
れ
た
後
、
「
い
か
に
思
ひ
け
ん
、
黒
良
が
事
を
ば
、
つ
〉
み
て
い
は
ざ
り
け
り
」
と
あ
る
。
　
　
　
一

物
語と
し
て
こ
の
悪
藤
太
の
黙
秘
は
様
々
な
展
開
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
う
る
は
ず
な
の
に
、
第
⑦
章
で
黒
良
の
送
っ
た
文
が
発
見
さ
れ
、

黒良
・
磯
田
夫
婦
が
絡
め
と
ら
れ
る
と
い
う
事
を
、
説
明
的
文
章
に
よ
っ
て
導
く
だ
け
に
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
第
①
章
で
三
保

の

長者
の
善
根
を
施
す
所
か
ら
そ
の
死
を
述
べ
る
ま
で
の
場
面
も
、
物
語
る
よ
り
は
む
し
ろ
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
重
き
を
お
い
た
説
明
、

粗筋
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
た
印
象
す
ら
持
つ
。
幾
つ
か
の
点
で
な
ぜ
こ
う
し
た
場
面
を
据
え
る
の
か
に
疑
念
を
起
こ
す
と
こ
ろ
、
多
々
存

在
する
の
で
あ
る
。

　
登
場
人物
の
命
名
も
安
易
と
の
誹
り
を
受
け
よ
う
。
白
と
黒
と
い
う
命
名
（
謡
曲
「
羽
衣
」
で
は
伯
良
で
あ
っ
た
）
は
、
命
名
さ
れ
た
時
点

で
善人
・
悪
人
が
明
白
で
あ
る
。
雲
井
と
い
う
下
女
の
名
も
寓
意
的
な
も
の
と
言
え
る
。
明
瞭
な
人
物
設
定
が
、
命
名
通
り
に
し
か
進
行

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
元
々
の
原
拠
の
骨
格
の
、
如
何
に
残
存
し
た
形
で
し
か
話
が
展
開
し
て
い
な
い
か
と
い
う
点



も
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
作
り
ざ
ま
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。

　
思う
に
、
か
く
常
套
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
に
、
展
開
に
重
き
を
お
く
が
故
に
、
物
語
は
、
趣
向
の
局
部
肥
大
化
し
た
形
で
呈
示
す
る

し
か
、
読
者
の
興
味
を
持
続
し
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
第
③
章
で
舞
茸
に
よ
る
人
々
が
踊
り
狂
う
場
面
を
、
例
え
ば
第
⑥
章

に

登
場
す
る
尼
法
師
の
死
体
の
さ
ま
を
思
い
浮
か
べ
て
も
よ
い
。
作
品
中
に
死
骸
を
登
場
さ
せ
て
の
志
太
の
家
で
の
悲
劇
は
、
読
者
に
と

っ

て

の

喜
劇
でも
あ
る
。
こ
う
し
た
笑
話
的
要
素
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
従
来
云
わ
れ
る
よ
う
に
雅
望
の
特
徴
と
も
云
い
う
る
も
の

　
　
注
V

であ
ろ
う
。
第
⑥
章
に
み
る
死
骸
嗜
好
と
も
云
え
る
感
覚
は
、
同
時
代
の
京
伝
『
曙
草
紙
』
、
『
梅
花
氷
裂
』
と
い
っ
た
作
品
に
み
る
殺
裁

場
面と
は
異
な
る
、
一
種
独
特
の
笑
話
的
側
面
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　　
「
文
」
へ
の
注
視

　と
こ
ろ
で
、
様
々
な
典
拠
群
と
『
天
羽
衣
』
と
を
並
べ
置
く
と
き
、
如
何
に
各
々
の
文
章
の
原
態
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
に
文
章
を
均
　
　
　
4
1

一
化を
果
た
し
て
い
る
か
に
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
試
み
に
和
漢
の
典
拠
を
並
べ
お
き
、
そ
れ
を
如
何
な
る
文
章
に
置
き
換
え
て
い
　
　
　
一

る
か
を
み
る
が
い
い
。
単
調
な
典
拠
と
の
対
応
ぶ
り
、
構
成
の
単
調
さ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
典
拠
の
組
み
合
わ
せ
よ
り
は
、
む
し
ろ
如
何

に

整え
る
の
か
に
力
点
が
あ
る
と
し
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
雅
望
が
奈
辺
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
か
を
窺
う
こ
と

にも
な
ろ
う
。

　こ
こ
で
私
は
、
『
天
羽
衣
』
祓
文
に
「
例
の
み
や
び
た
る
さ
ま
は
と
り
置
き
て
、
ひ
た
す
ら
さ
と
び
言
を
も
て
、
か
い
つ
づ
り
た
ま
へ
れ

ど
」
と
あ
る
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
「
例
の
み
や
び
た
る
さ
ま
」
と
云
わ
れ
る
程
に
雅
望
の
〈
み
や
び
〉
へ
の
興
味
は
尽
き
な
い
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
W

ば

雅
望
が

『雅言
集
覧
』
を
編
し
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
『
雅
言
集
覧
』
凡
例
に
は
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。

傍
線部
に
注
目
い
た
だ
き
た
い
。

　　
一
、
　
此
書
に
出
し
つ
る
雅
言
と
も
は
、
延
喜
よ
り
こ
の
か
た
歌
に
も
文
に
も
用
ゐ
な
れ
た
る
詞
と
も
な
り
、
ち
か
き
世
と
な
り
て
、
あ
や
し
く
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　耳
な
れ
た
る
詞
と
も
を
と
り
ま
し
へ
て
、
文
な
と
つ
〉
る
人
あ
れ
と
さ
る
は
い
み
し
き
ひ
か
こ
と
な
れ
は
、
こ
〉
に
は
さ
や
う
の
た
く
ひ
は
う
ち

　
　
は

ふき
て
用
ふ
へ
き
か
き
り
の
詞
を
の
み
と
り
出
て
し
る
し
つ
け
つ

　　
一
、
　
雅
言
は
よ
く
あ
ち
は
ひ
て
我
も
の
と
せ
さ
れ
は
用
ゐ
さ
ま
た
か
ひ
て
、
大
に
あ
や
ま
る
こ
と
あ
り

雅
望は
、
あ
や
し
く
耳
な
れ
た
る
詞
を
交
え
て
文
綴
る
こ
と
を
積
極
的
に
否
定
す
る
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
。
で
は
云
う
と
こ
ろ
の
「
雅

言
」
と
は
何
か
。
同
じ
く
本
居
大
平
は
、
そ
の
序
文
中
で
も
っ
ぱ
ら
対
象
と
し
て
い
る
書
の
存
在
を
端
的
に
示
し
、
本
書
の
性
格
を
明
ら

か
に
し
て
く
れ
て
い
る
。

　
　
石川
雅
望
と
い
ふ
人
の
こ
の
み
や
ひ
言
あ
つ
め
し
め
さ
れ
た
る
巻
の
は
し
め
を
見
れ
は
古
事
記
日
本
紀
の
御
典
を
は
し
め
万
え
ふ
古
今
六
て
ふ

　
　
夫
木
の代
々
の
歌
巻
う
つ
ほ
竹
と
り
く
ゑ
ん
し
栄
花
と
く
さ
く
の
物
語
ふ
み
と
も
大
か
た
雅
言
の
あ
か
し
と
す
へ
き
か
き
り
つ
み
い
て
え
り

　
　
い
て
〉
（
後
略
）

蹟
文
に従
え
ば
、
『
天
羽
衣
』
は
、
そ
う
し
た
「
雅
言
」
で
は
な
く
「
さ
と
び
言
」
に
て
記
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
再
び
『
天
羽
衣
』
駿
　
　
　
　
一

文
を
ひ
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
2

　
　例
の

み
や

び
た
る
さ
ま
は
と
り
置
て
・
ひ
た
す
ら
さ
と
び
言
を
も
て
・
か
い
つ
ゴ
り
た
ま
へ
れ
ど
・
さ
す
が
に
き
は
く
し
う
を
か
し
さ
は
・
た
　
一

　
　ぐ
ひ
あ
る
べ
う
も
あ
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
天
羽
衣
』
牛
多
楼
恒
成
祓
）

雅
望と
「
さ
と
び
言
」
と
の
関
わ
り
は
、
何
も
『
天
羽
衣
』
に
の
み
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
か
〉
る
ふ
み
つ
く
り
出
ん
は
、
お
と
な
げ
な
く
ほ
い
な
き
人
ま
ね
に
こ
そ
と
て
、
た
び
く
人
の
ぞ
x
の
か
し
つ
れ
ど
、
う
け
ひ
か
で
や
み
に
し

を
…
…
す
べ
て
あ
や
し
う
よ
こ
な
ま
れ
る
さ
と
び
ご
と
を
も
て
、
し
る
し
つ
け
つ
れ
ば
、
き
〉
に
く
き
こ
と
こ
そ
お
ほ
か
ら
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『飛
騨匠
物
語
』
六
樹
園
序
）

　
　
さ
れ
ど
、
う
し
の
常
の
筆
つ
か
ひ
に
も
似
ず
、
も
は
ら
さ
と
び
た
る
こ
と
の
は
も
て
つ
，
け
ら
れ
し
は
、
を
さ
な
き
人
の
よ
み
見
ん
と
き
、
こ
〉

　
　
う
え
や
す
か
ら
ん
た
め
と
に
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
近
江
県
物
語
』
夙
興
亭
高
行
駿
）

一
体

「さ
と
び
言
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
い
ま
試
み
に
谷
川
士
清
『
僅
言
集
覧
』
凡
例
か
ら
幾
つ
か
ひ
く
な
ら
ば
、

　　
一
、
　
僅
言
郷
語
自
つ
か
ら
善
謡
あ
り
。
此
方
古
人
の
口
よ
り
出
て
移
徒
流
転
す
る
あ
り
。
亦
西
土
載
籍
に
原
い
て
里
巷
の
常
言
と
な
る
あ
り
。



　
　今
聞
ま
x
に
偏
輯
す
る
故
に
取
次
こ
れ
を
載
す
。
一
々
出
処
を
拠
援
せ
ず
。

　　
一
、
　
此
集
鄙
俗
を
先
と
し
て
雅
馴
を
後
と
し
娩
今
を
主
と
し
て
上
古
を
賓
と
せ
り
。
鄙
俗
は
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
娩
今
は
耳
目
の
及
ふ
所
な
れ

　
　
は
な
り
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ど
う
も
こ
れ
だ
け
で
は
雅
望
の
「
さ
と
び
言
」
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
雅
言
集
覧
』
の

例
に
み
る
如
く
、
雅
望
に
と
っ
て
の
「
さ
と
び
言
」
は
、
決
し
て
「
と
り
ま
じ
へ
た
」
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

『飛
騨
匠

物語
』
は
、
全
て
「
あ
や
し
う
よ
こ
な
ま
れ
る
さ
と
び
ご
と
」
に
て
記
し
、
『
近
江
県
物
語
』
は
「
も
は
ら
さ
と
び
た
る
こ
と
の

は
も
て
つ
s
け
ら
れ
」
、
『
天
羽
衣
』
は
「
ひ
た
す
ら
さ
と
び
言
を
も
て
、
か
い
つ
s
」
っ
た
と
言
う
。
「
と
り
ま
じ
へ
」
る
こ
と
の
な
い
純

粋
な
る
「
さ
と
び
言
」
と
は
、
果
た
し
て
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　と
も
か
く
も
、
雅
望
周
辺
に
里
言
・
雅
言
に
対
す
る
発
言
の
多
き
こ
と
を
思
う
と
き
、
少
な
く
と
も
雅
望
に
と
っ
て
、
作
品
構
想
云
々

よ
り
も
文
章
へ
の
興
味
の
存
在
を
推
し
量
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
雅
望
『
し
み
の
す
み
か
物
語
』
は
里
言
に
よ
る
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
3

笑話
、
雅
言
に
よ
る
笑
話
集
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
他
の
作
品
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
此書
は
石
川
雅
望
そ
の
手
ぶ
り
を
一
つ
二
つ
書
い
つ
け
た
る
が
、
斯
く
は
な
れ
る
な
り
。
其
書
け
る
事
は
さ
と
び
事
な
が
ら
、
詞
は
み
や
び
言
に

　
　と
り
な
せ
り
。
そ
も
く
古
と
今
と
手
ぶ
り
の
う
つ
り
も
て
行
く
如
く
、
こ
と
ば
も
は
た
変
り
行
く
も
の
な
れ
ば
、
今
の
事
を
古
ぶ
り
に
書
か
ん

　
　
は

い
と
難
き
事
に
て
、
石
上
ふ
り
に
し
書
ら
よ
く
見
わ
た
し
て
我
が
も
の
と
せ
ざ
れ
ば
斯
く
は
な
し
が
た
き
わ
ざ
ぞ
か
し
。
た
は
ぶ
れ
ご
と
書
け

　
　る
は
思
ふ
心
あ
り
て
な
る
べ
し
。
見
ん
人
心
あ
ら
な
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
都
の
手
ぶ
り
』
橘
千
蔭
序
）

江
戸市
井
の
風
俗
を
描
い
た
雅
望
『
都
の
手
ぶ
り
』
は
、
さ
と
び
た
る
対
象
を
「
み
や
び
言
」
に
て
書
き
記
し
た
も
の
で
、
あ
る
意
味
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
W

『
天
羽衣
』
の
逆
を
標
榜
す
る
。
雅
言
と
さ
と
び
言
、
い
ず
れ
に
せ
よ
雅
望
は
、
一
貫
し
て
書
き
記
し
続
け
て
い
た
。

　
「そ
も
く
古
と
今
と
手
ぶ
り
の
う
つ
り
も
て
行
く
如
く
、
こ
と
ば
も
は
た
変
り
行
く
も
の
な
れ
ば
」
と
は
橘
千
蔭
の
発
言
で
あ
る
が
、

では
雅
望
の
対
象
と
す
る
「
さ
と
び
言
」
は
、
果
た
し
て
い
つ
の
世
の
「
さ
と
び
言
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
時
代
と
場
所
を

規定
し
た
と
き
、
「
と
り
交
へ
る
」
こ
と
な
き
立
場
に
立
脚
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
登
場
人
物
の
話
す
言
葉
も
定
ま
る
。
「
ふ
り
に
し
昔
の
代
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雅
望
『
天
羽
衣
』
ノ
ー
ト
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語
」
、
「
駿
河
国
う
ど
浜
に
す
め
る
翁
の
、
む
か
し
よ
り
の
つ
た
へ
ご
と
と
て
、
語
り
出
た
る
を
、
さ
な
が
ら
筆
に
う
つ
せ
る
な
り
」
（
六
樹

園
序
）
と
仮
構
し
た
『
天
羽
衣
』
に
あ
っ
て
、
遠
き
昔
の
民
の
こ
と
ば
は
、
我
々
の
云
う
と
こ
ろ
の
、
或
い
は
江
戸
期
に
お
け
る
雅
語
な
の

か
そ
れ
と
も
俗
語
な
の
か
、
あ
る
い
は
全
く
異
な
る
言
葉
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
「
と
り
ま
じ
へ
」
る
こ
と
の
な
い
純
粋
な
「
さ
と

び言
」
で
書
き
記
す
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
率
直
に

云
っ
て
、
今
日
文
献
上
に
残
さ
れ
た
「
な
か
つ
世
」
の
文
献
上
の
言
葉
が
、
貴
族
た
ち
に
よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
た
な
に
が
し
か

〈

雅
〉
のも
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
「
な
か
つ
世
」
の
庶
民
の
〈
鄙
〉
の
言
葉
を
、
如
何
に
す
れ
ば
再
構
築
す
る
こ
と
が

可能
と
な
る
の
か
、
検
討
が
つ
か
な
い
。
か
な
り
の
困
難
の
つ
き
ま
と
う
事
柄
な
の
は
明
白
だ
ろ
う
。
残
さ
れ
た
資
料
は
限
り
が
あ
る
。

残さ
れ
た
文
献
中
か
ら
掬
い
取
る
事
以
外
に
は
、
今
日
残
さ
れ
た
言
葉
に
探
る
こ
と
し
か
手
だ
て
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ

の
こ
と
は
常
に
俗
に
失
す
る
危
険
を
孕
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
〈
鄙
〉
の
世
界
が
描
か
れ
る
以
上
、
用
い
る
題
材
に
「
今
昔
」
　
　
　
「

や

「雑
談集
」
の
説
話
の
世
界
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
も
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
勿
論
、
誰
に
と
っ
て
の
く
雅
V
〈
鄙
V
で
あ
　
　
　
4
4

る
の
か
も
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
「
と
り
交
へ
る
」
こ
と
を
拒
絶
し
、
雅
望
の
云
う
「
さ
と
ひ
言
」
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
　
　
　
　
一

す
る
な
ら
ば
、
元
々
の
作
品
の
も
つ
位
相
を
も
消
去
し
、
本
来
存
在
す
る
は
ず
の
な
い
言
葉
に
彩
ら
れ
た
、
一
種
違
和
感
を
も
っ
た
作
品

と
な
る
可
能
性
は
高
い
。
そ
の
意
味
で
雅
望
の
試
み
は
、
甚
だ
あ
や
う
さ
を
孕
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

「
行
文
の

流
麗
暢達
が
、
や
〉
も
す
れ
ば
浮
調
子
を
誘
起
し
て
誠
実
味
の
熱
を
欠
き
、
た
め
に
そ
の
内
容
と
調
和
せ
ず
、
全
体
に
亘
つ

て
さ
ら
く
と
し
た
感
触
だ
け
を
残
す
」
と
は
、
鈴
木
敏
也
の
『
天
羽
衣
』
批
判
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
印
象
を
与
え
る
の
も
偏
に
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
珊

交え
な
い
「
さ
と
び
言
」
に
よ
っ
て
一
貫
し
た
「
文
」
の
力
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
＊

　
　言
葉
を
い
に
し
へ
に
な
ら
ひ
て
、
事
は
今
の
有
さ
ま
に
も
の
せ
し
く
だ
り
も
多
か
れ
ば
、
い
か
に
そ
や
と
思
ふ
ふ
し
く
す
く
な
か
ら
ず
。
ま
い

　
　
て

や

から
く
に
に
な
る
稗
史
を
父
母
と
し
て
、
か
x
る
物
語
を
作
ら
ん
に
、
雅
言
も
て
も
の
せ
ん
と
し
つ
る
こ
と
、
か
へ
す
く
も
あ
や
ま
り
な



　
　り
。
そ
を
い
か
に
ぞ
と
い
ふ
に
、
稗
史
野
乗
の
人
情
を
写
す
に
は
、
す
べ
て
俗
語
に
葱
ら
ざ
れ
ば
、
得
な
し
が
た
き
も
の
な
れ
ば
こ
そ
、
唐
土
に

　
　
て

は

水
濡伝
・
西
遊
記
を
初
と
し
て
宋
末
元
明
の
作
者
ど
も
皆
俗
語
も
て
綴
り
た
れ
。

馬
琴
『
本
朝
水
濫
を
読
む
井
批
評
』
の
一
節
で
あ
る
。
綾
足
の
雅
文
小
説
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
が
、
こ
の
批
評
に
次
の
一
文
を
対
時
す

る
と
き
、
ま
こ
う
こ
と
な
く
当
代
の
作
品
批
評
と
し
て
の
価
値
を
も
た
げ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
い

で
やあ
や
し
き
は
、
こ
の
ご
ろ
世
に
と
り
は
や
す
物
語
文
よ
。
さ
る
は
、
お
の
れ
だ
に
知
ら
ぬ
み
や
び
事
を
さ
へ
と
り
ま
じ
へ
、
ほ
〉
ゆ
が

　
　
め
て
、
あ
な
が
ち
に
口
さ
き
ら
と
ぎ
て
の
〉
し
る
か
ら
、
か
の
鳴
く
声
鶴
に
似
か
よ
ひ
て
、
あ
ら
ぬ
獣
の
化
け
そ
こ
な
ひ
た
ら
ん
や
う
に
、
う
た

　
　
て
こ
ち
な
き
書
き
ざ
ま
を
も
す
め
り
。

　
　
　ま
し
て
忠
孝
の
う
へ
を
し
も
一
際
あ
は
れ
に
取
り
な
さ
ん
の
こ
〉
ろ
む
け
よ
り
、
い
ま
は
し
く
む
つ
か
し
き
筋
を
さ
へ
む
ね
と
取
出
で
x
も

　
　
の
す

れば
、
な
か
く
見
る
に
け
う
と
く
、
読
む
に
堪
へ
ざ
る
と
こ
ろ
く
そ
多
か
る
。

　
　
　
こ
れ
（
山
本
註
ー
飛
騨
匠
物
語
）
は
さ
る
類
と
は
事
た
が
ひ
て
、
目
や
す
く
や
す
ら
か
な
る
筆
つ
か
ひ
も
て
、
現
世
の
栄
に
仙
境
の
な
が
く
久

　
　し
き
楽
し
さ
を
さ
へ
と
り
加
へ
て
、
こ
よ
な
う
め
で
た
く
作
り
な
し
給
へ
れ
ば
、
げ
に
く
の
ど
け
き
時
代
に
は
、
つ
き
く
し
う
事
あ
ひ
た
る
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

　
　
心地
ぞ
す
る
。
も
と
よ
り
彼
の
に
の
ま
ひ
め
く
し
わ
ざ
な
る
を
、
痴
が
ま
し
と
て
、
こ
x
う
と
も
の
し
給
へ
ら
ざ
り
し
を
、
あ
な
が
ち
な
る
某
が
　
　
　
　
4

　
　し
ひ
言
に
ま
け
て
、
し
ぶ
く
に
も
の
し
給
ひ
ぬ
る
と
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
任
意
に
改
行
・
漢
字
を
宛
て
た
　
　
　
　
　
一

『飛
騨匠
物
語
』
の
、
尋
幽
亭
載
名
な
る
人
物
の
手
に
な
る
践
文
で
あ
る
。
今
、
注
目
す
べ
き
は
「
と
り
ま
じ
へ
」
た
る
物
語
文
へ
の
批

判
意識
で
あ
る
。
雅
望
の
試
み
は
、
序
祓
を
記
し
た
周
辺
の
人
た
ち
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
と
り
ま
じ
へ
」
ざ
る
こ
と
に
固
執
し
た

そ
の
姿
勢
は
、
常
に
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

遣
遙

『小
説
神髄
」
下
巻
（
第
5
冊
）
7
ウ
に
云
う
、

　
俗言
の
ま
〉
に
文
を
な
す
と
き
は
、
あ
る
ひ
は
音
調
の
條
偶
に
失
し
、
あ
る
ひ
は
其
気
韻
の
野
な
る
に
失
し
て
い
と
雅
び
た
る
趣
向
さ
へ
に
為
に

　
ひ
な
び
た
る
も
の
と
な
り
て
僅
狼
の
識
を
得
る
こ
と
多
か
り

石川
雅
望
『
天
羽
衣
』
ノ
ー
ト
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こ
こ
に
云
う
「
但
狼
の
識
」
が
ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
文
学
を
「
学
」
と
し
て
高
め
よ
う
と
い
う
遣
遙
の

態度
か
ら
は
「
俗
語
の
ま
ま
に
文
を
あ
や
な
す
こ
と
」
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
江
戸
期
に
お
い
て
は
曲
亭
馬
琴
に
よ

っ

て
、
ま
た
近
代
に
お
い
て
は
坪
内
遣
遙
に
よ
っ
て
、
「
俗
言
の
ま
ま
に
文
を
あ
や
な
す
」
こ
と
に
対
し
、
き
び
し
い
評
価
を
く
だ
さ
れ
、

つ
い
に
は
命
脈
を
絶
っ
た
小
説
群
と
し
て
こ
れ
ま
で
雅
文
小
説
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
必

要
は
あ
り
や
し
な
い
か
。
と
り
交
え
る
こ
と
を
否
定
し
、
さ
と
び
言
の
ま
ま
に
一
貫
し
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
試
行
は
評
価
の
網

に

すく
い
上
げ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
久
保
田啓
一
氏
の
指
摘
す
る
ご
と
く
（
「
文
体
と
は
何
か
」
所
載
論
文
）
、
文
化
年
間
に
本
格
化
す
る
馬
琴
主
導
の
読
本
の
作
風
に
南
畝
が
批

判め
い
た
言
葉
を
残
し
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
市
川
寛
斎
・
大
沼
竹
渓
・
頼
杏
坪
の
詩
の
怪
異
趣
味
を
馬
琴
・
京
伝
の
読
本
流
行

と
か
ら
め
て
論
じ
た
（
一
話
一
言
巻
二
四
、
文
化
四
年
一
月
一
六
日
）
の
も
、
文
化
二
年
二
月
四
日
付
定
吉
宛
書
簡
に
、
去
年
か
ら
の
絵
草
子
　
　
　
　
一

高
騰
を
嘆
じ
た
あ
と
で
「
大
方
敵
討
之
世
界
殺
伐
之
風
、
損
春
色
候
事
に
候
」
と
絵
草
子
の
殺
伐
た
る
作
風
へ
の
嫌
悪
を
表
明
し
た
事
実
　
　
　
4
6

を
重
ね
合
わ
せ
て
見
れ
ば
怪
異
趣
味
へ
の
批
判
と
な
り
う
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
南
畝
が
、
文
化
五
年
一
二
月
二
四
日
、
『
近
　
　
　
「

江県
物
語
』
を
読
み
、
「
俗
流
に
あ
ら
ざ
る
事
を
し
れ
り
」
（
『
玉
川
砂
利
』
）
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
南
畝
の

視点
へ
の
回
帰
こ
そ
が
、
今
一
度
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
馬
琴
の
批
判
と
南
畝
の
評
価
、
殿
誉
褒
販
相
混
じ
る
な
か
、
雅
望

の
一
作
『
天
羽
衣
』
が
、
今
日
か
ら
み
て
も
他
の
読
本
作
品
に
な
い
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
の
だ
か
ら
。

〈

注

V

注1
ー
他
に
も
稲
田
氏
は
雅
望
の
読
本
に
は
、
喜
劇
的
作
風
が
顕
著
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
は
「
笠
翁
十
種
曲
」
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
い
る
。

注
n
ー
三
弥
井
書
店
　
山
田
昭
全
・
三
木
紀
人
校
注
一
五
六
頁

注

mー
永
井
義
恵
「
講
経
談
義
と
説
話
」
（
大
妻
国
文
4
）
に
「
鷲
林
拾
葉
抄
」
所
載
の
さ
さ
や
き
竹
説
話
を
紹
介
し
つ
つ
、
雑
談
集
の
さ
さ
や
き



　
　
　竹
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

注

Wl『
時
代
別
日
本
文
学
史
辞
典
近
世
編
』
江
戸
読
本
H
（
稲
田
篤
信
氏
執
筆
）
。
な
お
閻
小
妹
氏
は
先
の
典
拠
指
摘
を
受
け
て
く
雅
望
は
仏
教

　
　
　
色
の強
い
作
品
「
桂
員
外
」
と
、
儒
教
色
の
濃
い
「
陳
多
寿
」
、
道
教
的
な
「
奈
何
天
」
を
「
天
羽
衣
」
と
い
う
一
つ
の
物
語
に
取
り
入
れ
、

　
　
　
翻
案し
た
∨
と
の
見
解
を
示
さ
れ
た
が
、
日
本
種
の
典
拠
と
の
関
わ
り
も
踏
ま
え
て
更
な
る
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

注V
ー
作
品
に
あ
る
そ
の
笑
い
の
要
素
を
考
え
る
に
つ
け
、
そ
の
卑
俗
な
〈
滑
稽
〉
こ
そ
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
昔
の
〈
鄙
V

　
　
　
の

世界
の
再
現
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

注

Wl源
典
詩
は
「
近
き
頃
江
戸
な
る
石
川
の
翁
の
か
〉
れ
し
文
を
見
し
に
な
か
つ
世
の
ふ
み
こ
と
は
を
よ
く
ま
な
ひ
う
つ
し
て
今
の
よ
に
は
い

　
　
　と
め
つ
ら
し
う
を
か
し
き
す
ち
と
お
ほ
え
し
か
は
（
略
）
翁
は
わ
か
き
ひ
と
よ
り
か
ら
の
や
ま
と
の
文
と
も
あ
ま
た
よ
み
て
と
し
も
い
ま

　
　
　は
む
そ
ち
に
も
や
〉
あ
ま
り
た
れ
と
江
戸
は
さ
ら
な
り
都
な
に
は
わ
た
り
に
も
和
学
す
と
い
へ
る
き
は
に
は
た
ち
な
ら
ふ
人
は
を
さ
く

　
　
　な
か
め
れ
と
常
に
た
は
れ
を
に
た
ち
ま
し
と
て
（
略
）
こ
の
翁
の
な
か
つ
世
の
文
詞
な
と
か
た
つ
め
お
き
け
ん
も
の
〉
あ
ら
は
か
り
え
て

　
　
　
み
ま
し
さ
て
こ
そ
し
た
し
く
あ
ひ
み
る
こ
〉
ち
も
せ
め
と
つ
ね
に
お
も
ひ
わ
た
り
た
り
し
を
さ
い
つ
頃
こ
の
雅
言
集
覧
の
こ
と
つ
け
お
こ

　
　
　され
し
に
こ
そ
と
し
頃
の
本
意
か
な
ひ
ぬ
る
こ
〉
ち
せ
ら
れ
し
か
こ
た
ひ
ま
た
板
に
ゑ
り
ぬ
へ
し
と
て
」
と
記
し
て
い
る
。
刊
行
以
前
よ
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
皿
－
鶉
㌶
蒜
難
鷲
野
違
い
を
認
め
ら
れ
な
い
゜
そ
こ
が
問
題
な
の
で
2
ち
な
み
に
重
友
馨
そ
の
論
文
の
　
ゴ

　
　
　中
で
雅
言
と
の
差
は
あ
ま
り
な
い
と
す
る
。

　
　
　
　

「み
や
びご
と
」
と
い
い
、
「
さ
と
び
ご
と
」
と
い
う
も
、
結
局
は
程
度
の
相
違
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
て
綴
ら

　
　
　
　
れた
も
の
は
、
な
る
ほ
ど
幾
分
の
平
明
さ
は
加
え
た
に
し
て
も
、
な
ん
ら
読
者
の
心
に
訴
え
る
も
の
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ

　
　
　
　
れ
は
一
通
り
な
だ
ら
か
に
事
件
を
伝
え
る
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
調
子
も
、
時
に
間
の
抜
け
た
感
じ
を
与
え
は
し
て
も
、
決
し
て

　
　
　
　
快
感を
与
え
る
種
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
冗
漫
に
し
て
無
表
情
な
筆
触
は
、
ま
だ
し
も
彼
が
他
の
作
品
に
試
み
た
擬
古
文
体

　
　
　
　
の勝
っ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
な
い
で
は
お
か
な
か
っ
た
。
そ
の
な
ま
じ
い
な
る
妥
協
は
、
結
果
に
お
い
て
、
元
来
が
生
々
躍
動
の
気

　
　
　
　
に

乏し
い
擬
古
文
体
を
、
い
っ
そ
う
生
彩
の
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
珊ー
こ
う
し
た
試
み
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
文
」
見
知
る
こ
と
が
作
品
評
価
を
決
め
る
重
要
な
物
差
し
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ

　
　
　ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
拙
稿
「
京
伝
と
和
学
」
（
江
戸
文
学
一
九
号
掲
載
）
で
引
用
し
た
、
黒
沢
翁
満
『
黒
沢
翁
随
筆
』
・
天
保
三
年
四
月
二

　
　
　
十
八日
付
殿
村
篠
斎
宛
馬
琴
書
簡
を
参
照
の
こ
と
。

石川
雅
望
『
天
羽
衣
』
ノ
ー
ト


