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こ
ム
に
所
謂
江
戸
時
代
文
學
と
は
、
江
戸
時
代
に
發
生
し
制
作
さ
れ
た
文
藝

の
謂
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
我
が
文
藝
史
上
で
最
も

豊
富
な
量
を
持
ち
、
叉
最
も
多
様

の
形
で
生
れ
て
居
る
。
そ
の
發
生
と
展
開
と
に
關
す
る
政
治
的
、
経
済
的
乃
至
そ
の
他
の
肚
會
的
事

情
も
、
亦
最
も
複
雑
錯
綜
し
て
居
る
。
與

へ
ら

れ
た
紙
數
と
時
間
と
の
制
限
で
、

そ
れ
ら
の
文

藝
並
に
文
藝
的
事
象
の

全
罷
に
亙
っ

て
、
系
統
的
な
概
説
を
試
み
る
と
い
ふ
事
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
ら
う
。
よ
っ
て
今
は
次

の

「
時
代
的
概
観
」
の
條
に
於
て
、
時
代
的

な
展
開
變
邏
の
あ
と
を
大
體
に
述
べ
、
更
に
各
時
代
若
し
く
は
全
江
戸
時
代
を
通
じ
て
見
ら
る
べ
き
文
藝

の
特
質
、
文
藝
上
の
重
要
な

問
題
等
に
つ
い
て
、
二
三
の
小
論
を
試
み
、
以
て
本
講
座
に
於
る
分
擔
の
責
を
ふ
さ
が
う
と
思
ふ
。

　
も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
小
論
は
所
謂
文
學
史
と
し
て
の
體
系
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
叉
江
戸
時
代
の
文
藝
に
基
礎
を
置
い
た
文
學
概

論

で
も
な

い
。
し
か
し
與

へ
ら
れ
た

「江
戸
時
代
文
學
概
説
」
と
い
ふ
題
目
に
謝
し
て
は
、
必
・す
し
も
名
實
相
稱
は
な
い
も
の
で
は
な

か
ら
う
と
考

へ
る
。
た
壁
紙
數
の
制
限
上
、
な
ほ
論
及
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
多
く
の
重
要
な
事
項
を
逸
し
、
又
所
論

の
根
接
と
す
べ
き
具
體

的

の
事
例
や
引
用
文
等
を
も
、
な
る
べ
く
省
略
に
從
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
不
備
は
恐
ら
く
他
の
各
説
に
於
て
補
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は
れ
る
で
あ
ら
う
σ
そ
の
點
は
こ
ム
に
讀
音
の
寛
恕
と
諒
鵤
と
を
乞
う
て
於
き
た

い
。

時

代

的

概

観

　 陽　　　㍗w}'マ晋
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江
戸
時
代
と
い
ふ
歴
史
的
直
劃
に
つ
い
て
は
、
史
家

の
間
に
も
多
少

の
異
論
が
存
す
る
。
或
は
關
ケ
原

の
戰
に
天
下
の
大
勢
を
決
し

た
慶
長
五
年
を
起
點
と
し
.
或
は
家
康
が
征
夷
大
將
軍
に
任
ぜ
ら
れ
た
慶
長
八
年
を
そ
の
第

一
年
と
す
る
。
だ
が
、

い
つ
れ
に
せ
よ
そ

れ
ら

の
區
劃
は
、
專
ら
政
治
的
の
變
動
に
基
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
を
文
藝
的
の
見
地
か
ら
匳
分
す
る
な
ら
ば
、
ま
た

自
ら
別
箇
の
標
準
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
凡
そ
江
戸
時
代
の
文
藝
が
持
つ
最
大
の
特
質
は
、
何
よ
り
も
ま
つ
常
時
の
庶
民
階
級
の
所
産
た
る
點
に
あ
る
。
即
ち
そ
こ
に
民
衆
文

化
の
最
も
明
か
な
反
映
が
見
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
か
つ
て
の
文
藝
が
支
配
階
級
た
る
貴
族
や
武
士
、
若
し
く
は
智
識
階
級
た
る
僧
侶
に

よ
っ
て
獨
占
さ
れ
て
居
た
の
を
、
江
戸
時
代
に
至
っ
て
始
め
て
庶
民
の
手
に
移
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
そ
の

時
代
に
於
け
る
庶
民
階
級

の
異
常
な
勃
興
に
よ
る
。
而
し
て
こ
の
勃
興
の
素
因
を
な
し
た
も
の
は
、
室
町
末
期
頃
か
ら
漸
く
彼
等
の
得

來

つ
た
経
済
的
實
力
℃
あ
る
。
室
町
時
代
は
南
北
朝
合

一
の
後
、
工
藝
美
術
等
の
方
面
に
特
異
な
發
達
を
見
た
が
、
又
国
民
経
済

の
上

に
も
新
し
い
進
展
が
途
げ
ら
れ
た
。
即
ち
こ
の
頃
か
ら
各
地
の
都
市
は
漸
次
商
工
業
の
中
心
地
帶
と
し
て
清
澄
な
發
逹
を
始
め
、
叉

一

面
外
囲
と
の
貿
易
も
盛
ん
に
な
っ
て
、
こ
瓦
に
所
謂
貨
幣
経
済
制
度
の
確
立
が
促
さ
れ
た
。
か
く
て
江
戸
時
代
に
入

っ
て
政
局
が
安
定

す
る
に
拌
ひ
、
錢
貨
の
流
通
牴
益

々
盛
ん
と
な
り
、
町
人
は
途
に
武
士
の
支
配
権
と
對
立
し
て
、
経
済
上
の
實
模
を
握
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
o

■



、

、
江
戸
文
藝
の
最
大
特
質
が
庶
民
的
た
る
點
に
あ
る
以
上
、
そ
の
歴
史

の
幕
は
か
う
し
て
室
町
末
期
が
ち
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
眞

に
民
衆
文
化
の
所
産
と
し
て
、
本
質
的
な
も
の
を
具

へ
た
薪
文
藝
の
出
現
は
、
も
と
よ
り
そ
れ
よ
り
も
遙
か
遲
れ
た
時
代
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
事
實
室
町
時
代
に
そ
の
萠
芽
を
も
つ
て
居
た
俳
諧
・浄
瑠
璃
・小
唄
等
で
さ

へ
、
中
世
文
化
の
覊
束
を
全
然
脆

し
て
し
ま
ふ
に
は
、
所
謂
江
戸
時
代
に
入
っ
て
な
ほ
幾
多
の
年
月
を
要
し
て
居
る
。
だ
か
ら
室
町
末
期
か
ら
の
か
う
し
た
文
藝
に
關
す

る
社
倉
的
事
情
や
、
文
藝
そ
の
も
の
ム
展
開
は
、
す
べ
て
の
方
面
の
歴
史
に
於
て
さ
う
で
あ
る
如
く
、
そ
れ
ら

の
流
の
中
に
ど
こ
と
言

っ
て
は
っ
き
り
し
た
區
劃
點
を
捉

へ
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
所
詮
時
代
的
顧
劃
と
い
ふ
も
の
が
、
あ
る
點
ま
で
便
宜
的
の
も

の
で
あ

る
な
ら
ば
、
文
藝
史
に
於
て
も
強
ひ
て
江
戸
時
代
の
起
點
を
元
霾
・天
正
の
際
な

ど
に
求
め
す
、

や
は
り
大
體
慶
長
初
年
を
そ
の
境
界

線
ど
し
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。

　
江
戸
文
藝

の
歴
史
は
、
通
常
上
方
を
中
心
と
し
た
前
半
期
と
、
江
戸
を
中
心
と
し
た
後
半
期
と

の
二
時
代
に
分
た
れ
る
。

こ
れ
は
文

藝
的
事
實
か
ら
見
て
も
、
又
作
品

の
性
質
か
ら
考

へ
て
も
、
最
も
安
富
な
區
分
で
あ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
し
か
し
こ
の
所
謂
上
方
中
心

時
代

の
文
藝
と
、
江
戸
中
心
時
代

の
文
藝
と

の
性
質

の
差
を
介
一

延
い
て
は
こ
の
二
時
代
を
劃
す
べ
き
必
然
性
を
、
上
方
と
江
戸
と

の
地
理
的
事
情
に
齢
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
重
大
な
誤
解
が
孕
ま
れ
る
で
あ
る
う
。
土
地
に
よ
る
風
土
的

・
人
情
的
相
違

が
、
文
藝
に
及
ぼ
す
影
響

の
大
き
な
事
は
い
ふ
ま
で
も
な

い
。
も
し
同
じ
時
代
に
於
け
る
上
方
と
江
戸
と

の
作
品
を
比
較
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
確

に
最
も
主
要
な
役
割
を
勤
め
る
。
だ
が
異
っ
た
時
代

の
二
者
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
な
ほ
愼
重

の
態
度
を
要
す
る
で
あ
ら

う
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象
は
そ
の
歴
史

の
流
れ

の
中
に
於
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
藝
が
、
ま
た
文
藝
的
事
實
が
、
そ
れ
ら

の
時

代
性
を
忘
れ
て
考
察
さ
れ
る
事
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
以
外

の
何
も
の
で
も
な

い
。
上
方

・
江
戸
と
い
ふ
言
葉

は
、'
そ
の
地
理
的
名
稱

の
誘
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惑
か
ら
、
上
方
中
心
時
代
と
江
戸
中
心
時
代
と
の
相
違
を
、
屡

々
そ
れ
ら

の
歴
史
性
に
於
て
理
解
す
る
事
を
忘
れ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
江

戸
文
藝
史

の
時
代
的
區
劃
上
、
最
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
。

　
上
方
中
心
の
前
半
期
は
享
保

・
元
文
年
代
を
以
て
ほ
穿
そ
の
絡
と
す
る
。
そ
の
間
約
百
四
五
十
年
間
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
前
年
期

は
噛
叉
眞
に
近
世
的
な
文
藝
を
創
出
す
る
爲

の
準
備
期
と
、
そ
の
實
現
期
と

の
二
時
代
に
分
た
れ
る
で
あ
ら
う
。
前
者
は
慶
長
か
ら
寛

文

・
延
寶
に
至
る
約
七
十
餘
年
間
、
後
者
は
そ
の
以
後
約
六
十
年
間
を
以
て
そ
れ
み
丶

の
時
代
と
す
る
。
次

に
江
戸
中
心
の
後
半
期
も

亦
時
代
的
に
二
分
さ
れ
る
。

一
は
安
永

・
天
明
を
中
心
と
し
て
江
戸
に
諸
種
の
新
し
い
文
藝
様
式

の
勃
興
を
見
た
時
代
、

一
は
そ
れ
ら

の
文
藝
が
漸
く
生
気
を
失
っ
て
頽
廢
に
赴

い
た
化
政
以
後

の
時
代
で
あ
る
。
前
者
は
寛
政

・
享
和
ま
で
約

六
十
餘
年
間
、
後
者
は
そ

の

以
後
明
治
維
新
ま
で
約
六
十
餘
年
間
を
以
て
そ
れ
ぐ

の
時
代
と
す
る
。
今

こ
れ
を
表
示
す
れ
ば
、
ほ
穿
左
の
如
き
區
劃
が
設
け
ら
れ

る

で

あ
ら

う
o

　
一
、
江
戸
時
代
前
期
　
　
上
方
中
心
時
代

　
　
　
第

一
期

慶
長
-
寛
文
・延
寶
　
　
　
　.約
七
十
餘
年

　
　
　
第
二
期

天
和
・貞
享
一
享
保
・元
文
　
　
約
六
十
年

　
呂
、
江
戸
時
代
後
期
　
　
江
戸
中
心
時
代

　
　
　
第
三
期

寛
保
・延
享
一
寛
政
・享
和
　
　
約
六
十
餘
年

　
　
　
第
四
期

文
化
・文
政
一
慶
應
　
　
　
　
約
六
十
餘
年

即
ち
江
戸
時
代
の
全
體
が
、
ほ
穿
六
七
十
年
間
を

一
期
と
し
て
四
分
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
居
る
。
今
こ
れ
ら
の
各
時
期
に
於
け
る
文
藝



尸

の
史
的
展
開

の
あ
と
を
略
述
し
、
か
つ
そ
の
時
代
的
特
性
を
考
察
し
て
見
よ
う
。

　
第

一
期
は
前
に
も
述

べ
た
如
く
、
室
町
末
期
に
猿
頭
し
か
け
て
來
た
庶
民
階
級

の
經
實
濟
的
力
が
、
彼
等

の
祗
會
的
地
位
を
漸
次
向

上
さ
せ
た
時
代
で
あ
る
。

」貴
族
文
化
乃
至
武
士
文
化
に
對
立
す
べ
き
彼
等
特
有

の
文
化
は
、
そ
の
闇
に
醸
成
さ
れ
つ
製
あ
っ
た
。
而
し

て
そ
の
新
文
化

の
酵
素
と
な
っ
て
は
た
ら

い
た
も
の
は
、
中
世
的
な
思
想
や
教
權
に
謝
す
る
反
抗
的
精
神

で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
江
戸

初
期
に
於
け
る
民
衆
の
精
神
文
化
の
程
度
は
な
ほ
甚
だ
低

い
も
の
で
あ
る
。
當
時

の
和
歌
や
物
語
の
類
が
、
殆
ど
中
世
文
藝
の
延
長
た

る
形
に
止
っ
て
居
た
ば
か
り
で
な
く
、
す
で
に
民
衆
に
よ
っ
て
鑑
賞

さ
れ
創
作
さ
れ
て
居
た
俳
諧

・
浄
瑠
璃
等
で
す
ら
、
な
ほ
中
世
的

な
文
藝
精
帥

の
支
配
か
ら
免
れ
る
事
は
出
來
な
か
っ
た
。
し
か
も

一
面
民
衆
が
自

己
の
新
興
力
に
目
覺
め
た
結
果
、
こ
れ
に
饗
す
る
反

抗
的
破
壊
的
な
精
禪
は
そ

の
中
か
ら
次
第
に
燃
え
上
っ
て
來
た
。
貞
徳

の
唱
道
し
た
俳
諧
は
、
和
歌
連
歌

に
對
し
て
全
く
従
属
的
な
も

の
と
解
釋
さ
れ
て
居
た
。
然

る
に
宗
因
は
む
し
ろ
と
れ
を
和
歌
連
歌
と
樹
立
し
で
、
貴
族
的
傳
統
的
な
文
藝

の
圏
外
に
あ
る
べ
き
も
の

だ
と
な
す
に
至
っ
た
。
た
野
彼
の
時
代
ま
で
は
、
ま
だ
こ
の
對
立
關
係
を
、
同
じ
線

の
高
さ
ま
で
持
ち
來

さ
う
と
は
考

へ
て
居
な
か
っ

た
。
古
浄
瑠
璃

の
詞
章
と
お
伽
草
子
と
は
本
質
的
に
は
殆
ど
相
違
が
認
め
ら
れ
な

い
。
し
か
し
所
謂
金
平
本
が
行
は
れ
る
頃
に
な
っ
て

は
、
た
と
ひ
幼
稚
殺
伐
な
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
近
世
的
な
色
彩
が
多
分
に
加
は
つ
た
。
更
に
井
上
播
磨

・
宇
治
嘉
太
夫
時
代
に
至

っ
て
は
、
そ
の
脚
色
に
も
題
材
に
も
、
も
は
や
中
世
的
な
佛
教
思
想
な
ど
は
著
し
く
影
を
薄
め
た
。

・第

一
期
に
あ
ち
は
れ
た
小
説
は
假
名
草
子
と
呼
ば
れ
る
。
勿
論
そ
れ
ら
の
作
品
に
は
な
ほ
多
く
の
中
世
的
文
藝
の
要
素
を
含
ん
で
居

た
。
・例

へ
ば
當
時
の
戀
愛
小
説
と
し
て
名
高

い

「
恨
之
介
」
を
と
っ
て
見
て
も
、
題
材
中

に
多
少
時
代
の
色
を
見
る
外
に
は
、
表
現

の

手
法
・思
想
の
背
景
、
共

に
室
町
期
の
小
説
か
ら

一
歩
も
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
そ
の
創
作

年
代
が
慶
長
末
期
と
推
定
さ
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醐三
こ

れ
る
程
古
い
と
い
ふ
點
に
も
理
由
づ
け
ら
れ
る
だ
ら
う
が
、
降

っ
て
寛
文
頃
の
作
品
に
至
る
ま
で
、
か
う
し
た
戀
愛
小
論
や
佛
教
小
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

に
は
・
中
世
的
な
匂
が
濃
く
纏
は
り
つ
い
て
居
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
文
藝
と
し
て
の
假
名
草
子
は
、
そ
れ
よ
り
も
寧
ろ
教
訓
小
説
や

通
俗
的
な
地
理
書
・歴
史
等
の
中
に
見
出
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
假
名
草
子
は
純
粋

な
文
藝
作

品

で
は
な
い
。
啓
蒙
激
化
の
具

だ
る
事
を
目
的
と
し
て
・
た
讐
そ
の
表
現
に
文
藝
的
様
式
を
か
り
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
庶
民
階
級
の
勃
興
に
拌
ふ
瓧
會
的

要
求
に
基
づ
い
て
居
る
だ
け
、
時
代
の
反
映
は
こ
瓦
に
最
も
よ
く
顯
は
れ
て
居
た
。
民
衆
の
現
實
生
活
に
即
し
た
新
し
い
小
論
は
、
實

に
こ
れ
ら
の
假
名
草
子
の
中
か
ら
生
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
特
に
名
所
記
・案
内
記

の
類
に
は
、

近
世
文
藝
に
横
溢
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム

へ
と
導
く
べ
き
最
も
重
要
な
契
機
を
な
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
の
具
體
的
な
事
に
つ
い
て
は
、
更
に
後
章
で
述
べ
る
で
あ
ら
う
o

　

第
二
期
は
中
世
的
思
想
の
支
配
を
全
く
脱
却
し
て
、
眞
に
新
し
い
江
戸
文
藝
を
完
成
し
た
時
代
で
あ
る
。
民
衆
は
す
で
に
彼
等
特
有

の
文
化
を
形
成
し
、
精
神
曲
に
も
物
質
的
に
も
、
彼
等
自
ら
そ
の
生
活
を
正
確
に
認
識
し
指
導
す
る
事
が
出
来
た
。

こ
の
現
實
の
正
確

な
認
識
か
ら
江
戸
文
藝
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
生
れ
る
。
も
と
よ
り
假
名
草
子
時
代
に
も
、
部
分
的
に
リ
ア
リ

ス
チ
ッ
ク
な
現
賓
觀
は
屡

々

見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
純
粋
の
文
藝
作
品
と
し
て
、現
實

の
力
強
い
把
握
か
ら
出
發
し
た
も
の
は
、ま
だ
延
寶
年
代
ま
で
は
あ

ら
は
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
や
は
り
天
才
西
鶴

の
出
現
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
天
和
二
年

「
好
色

"
代

男
」
が
世
に
公
に
さ
れ
た
事
は
、
ま
さ
に
我
が
文
藝
史
上
最
も
重
大
な
劃
期
的
事
件
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
江
戸
文
藝
の
リ
ア
リ
ズ
ム

は
、
こ
丶
に
始
め
て
確
乎
た
る
根
柢
を
得
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
元
祿
の
所
謂
浮
世
草
子
は
、
只
管
に
現
實

の
入
間
と
瓧
會
と
を
描
き

進
ん
だ
。
わ
け
て
も
民
衆
の
物
質
的
生
活
の
向
上
に
拌
っ
て
、
宝
前
の
發
展
を
逾
げ
た
瓧
會
的
な
享
楽
機
關
-

即
ち
遊
廓
と
芝
居
と

は
、
最
も
多
く
浮
畿
草
子
の
題
材
と
さ
れ
た
。
叉
西
鶴
の

「
永
代
藏
」
や

「
胸
算
用
」
等
の
如
き
、
資
本
主
義
的
町
人
道
を
背
景
と
・し

螂
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嚇

允
経
済
生
活
の
實
相
を
寫
し
出
し
た
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
現
實
主
義
的
な
時
代
の
精
神
は
、
こ
ふ
に
最
も
華
々
し
い
文

藝
の
形
と
な
っ
て
近
世
史
上
に
あ
ら
は
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。

・

　

し
か
し
第
二
期
の
末
頃
に
至

っ
て
は
、
も
は
や
そ
の
反
動
が
生
じ
て
居
た
。
享
保
時
代
に
於
け
る
幕
府

の
質
素
儉
約
奬
勵
や
苛
酷
な

出
版
取
締
等
も
、
も
と
よ
り
そ
の
主
要
な
原
因
で
あ
っ
た
ら
う
。
し
か
し
西
鶴
以
後
の
作
家
た
ち
が
、
現
實
の
相
に
封
ず
る
新
し
い
理

解
と
深
い
洞
察
と
を
求
め
る
事
な
し
に
、
只
管
作
品
の
表
面
的
な
變
化
に
よ
っ
て
そ
の
展
開
を
計
ら
う
と
し
た
事
が
、
こ
の
反
動
的
停

滯
を
來
し
売
主
因
で
あ
っ
た
。、
か
の
所
謂
八
文
字
屋
本
の
作
者
た
る
其
磧
の
如
き
、
そ
の
描
寫

に
於
て
は
あ
く
ま
で
西
鶴
を
模
倣
し
た

に
も
か

ふ
は
ら
す
、
事
相
を
正
し
く
深
く
把
握
し
よ
う
と
す
る
熱
意
に
は
全
く
散
け
て
居
た
。
彼
は
現
實

に
即
し
て
人
間
を
描
く
よ
り

は
、
現
實
を
傳
奇
の
世
界
に
移
し
て
そ
こ
に
目
新
し
さ
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
其
磧
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
じ
く
西
鶴
の
追
随

者
で
あ
っ
た
西
澤

一
風
や
錦
文
流
等
も
さ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
傾
向
は
夙
く

「御
前
義
經
記
」
(洒
耀
セ
諷
蠏
刊
)
の
頃
か
ら

す

で
に
見
ら

れ
、
形
式
と
し
て
は
西
鶴
の
作
風
に
倣
ひ
な
が
ら
、
實
は
漸
く
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
離
れ
て
、
傳
奇
主
義

・
浪
漫
主
義

へ
傾
か
う

と
し
て
居
た
。
即
ち
部
分
的
に
は
い
か
に
克
明
な
寫
實
の
筆
が
用
ひ
て
あ
っ
て
も
、
全
體
的
に
は
寫
實
主
義
の
崩
壊
に
外
な
ら
な
か
っ

た
。
か
く
て
第
二
期

の
後
半
に
於
け
る
作
家
た
ち
が
・
そ
の
作
品
の
上
に
新
し
く
な
し
得
た
所
は
・
只
趣
向
の
複
雑
さ
や
題
材
の
新
奇

な
點
ぐ
ら
み
に
止
っ
た
。

　

こ
の
期
に
於
け
る
戯
曲
の
展
開
も
ま
た
ほ
讐
小
論
と
同
様

の
径
路
を
辿
っ
た
。
歌
舞
伎
の
演
出
に
寫
實
的
手
法
が
盛
ん
に
用
ぴ
ら
れ

'

た
事
は
、
明
か
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
發
露
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
叉
浄
瑠
璃
に
始
め
て
世
話
物
と
稱
す
る
作

が
現
れ
た
事
も
・
時
代
の
趨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

勢

に
拌

つ
た
現
象

で
あ

っ
た
。
俳
優
と
し
て
の
坂
田
藤
十
郎

・
中
村
七
三
郎
、
作
家
と
し
て
の
近
松
門
左
衞
門
等
は
こ
の
時
代
を
代
表
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墨
概
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三
二
四

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
享
保
以
後
に
於
け
る
戯
曲
は
小
説
と
同
じ
く
複
雑
な
筋
の
變
化
の
み
を
貴
び
、
技
巧
的
に
は
進
歩
し
た
が

本
質
的
に
は
甚
し
く
個
性
味
を
失
ふ
結
果
に
陷
つ
か
。
即
ち
戯
曲
の
演
出
に
も
構
成
に
も
、
次
第
に
類
型
的
の
傾
向
を
帶
び
る
や
う
に

な
ゆ
、
か
つ
て
の
如
き
濃
刺
た
る
精
神
が
見
ら
れ
な
く
な

っ
た
。

　
倭
諧
も
亦
第
二
期
に
入
っ
て
始
め
て
藝
術
的
に
完
成
さ
れ
た
。
談
林
時
代
に
す
で
に
和
歌
連
歌
と
對
立
關
係
に
置
か
れ
た
俳
諧
が
、

こ
の
期
に
は
更
に
和
歌
連
歌
と
同
じ
水
雫
線
に
ま
で
持
ち
来
た
さ
う
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
鬼
貫

の
「
ぴ
と
り
言
」
は
か
う
し
た
俳
人
沈

ち

の
自
覺
を
代
表
的
に
物
語
っ
て
居
る
も

の
だ
が
・
こ
れ
を
作
品
と
し
て
最
も
大
成
し
た
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
芭
蕉
で
あ
っ
た
。
・し

か
し
芭
蕉

の
俳
諧
は
決
し
て
寫
實

の
上
に
成
立
つ
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
彼

の
唱

へ
た
所
謂
匂
の
藝
術
は
、
寧
ろ
象
徴
的
な
幽
玄
美
を

理
想
と
し
て
居
た
。
そ
れ
は
恰
か
も
時
流

の
外
に
あ
っ
距
か
の
如
く
見
え
る
。
事
實
芭
蕉

の
俳
諧
に
反
映
し
た
元
祿
社
倉

の
相
は
、
極

め
て
稀
薄
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
芭
蕉
を
始
め
當
時

の
俳
人
た
ち

の
行
脚
生
活
に
は
、
逃
避
的

・
隱
遞
的
な
態
度
も
見
ら
れ
な
い
で
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カ　　も　　う

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
俳
諧

の
ま
こ
と
を
強
調
し
、
さ
び

・
し
を
り
の
境
地
に
至
る
た
め
の
努
力
は
、
や
は
り
時
代

の
要
求
に
促
さ
朮

た
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
民
衆
の
間
に
於
け
る
自
意
識
の
興
隆
は
、
俳
諧
を
和
歌
連
歌

の
貴
族
趣
味
に
樹
立
せ
し
め
た
の
み
な
ら
す
、

更
に
こ
れ
に
和
歌
連
歌
と
同

一
の
藝
術
的
意
義
を
與

へ
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
點
に
於

て
貞
享

.
元
祿

の
俳
諧
も
ま

た
時
代

の
潮
流
外
に
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
尢
讐
俳
諧
は
最
も
早
く
民
衆
文
藝
と
し
て
發
達
し
た
爲

、
そ
の
寫
實
的
傾
向
は
小
説

に
先
ん
じ
て
あ
ら
は
れ
、
談
林

の
連
句

の
如
き
は
ま
さ
に
浮
世
草
子

の
先
駆
を
な
す
觀
が
あ
っ
た
の
だ
が

、
…當
時
は
な
ほ
正
し
い
指
導

精
神
で
こ
れ
を
導
く
事
が
出
來
な
か
っ
た
。
而
し
て
鬼
貫
や
芭
蕉
は
却

っ
て
そ
の
理
想
を
和
歌

の
ま
こ
と
と
幽
玄
に
求
め
よ
う
と
し
、

℃
丶
に
俳
諧
に
於
け
る
嶌
實
主
義
は
正
し
い
發
育
を
見
す
し
て
経

つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
根
柢
に
は
あ
く
ま
で
民
衆
性
を
失
は



な
か
っ
た
。
そ
れ
は
蕉
風

の
俳
諧
が
、
決
し
て
反
動
的
に
和
歌
連
歌

へ
逆
行
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
民
衆
性
に

つ
い
て
は
な
ほ
後
章
に
説
く
で
あ
ら
う
。

　
芭
蕉
歿
後

の
俳
壇
は
巧
緻
奇
警
を
尊
ぶ
都
會
派
と
、
平
易
通
俗
を
喜
ぶ
田
舎
派
と
に
分
れ
る
。
前
者
は
其
角

・
沾
徳

一
派

の
江
戸
座

で
代
表
さ
れ
、
後
者
は
支
考
・
乙
由
系

の
美
濃
風
・伊
勢
風
が

こ
れ
を
代
表
す
る
。
兩
者

の
趣
味
傾
向
は
此

の
如
く
相
背
馳
し
た
が
、
す

で
に
俳
諧

の
ま

こ
と
を
求
め
る
熱
奮
を
敏

い
た
事
は
、
兩
者
共
に
同

一
で
あ
っ
た
。
宗
匠

の
地
位
が
職
業
化
し
て
来
た
事
も
そ

の
主
な

原
因
で
あ
っ
た
ら
う
が
、
要
す
る
に
一
般

の
俳
諧
生
活
に
對
す
る
気
魂
が
失
は
れ
つ
丶
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
隨

っ
て
そ
こ
に
は
興
趣
本

位

の
遊
戯
気
分
が
濃
厚
に
な
っ
た
。
か
の
連
句
に
於
て

一
句
立

の
趣
向
を
競
ふ
事
が
、
都
鄙
撲
を

一
に
し
て
流
行

の
勢
を
な
し
た
如
き

も
、
畢
竟
両
者

の
根
柢
に
相
通
す

る
遊
戯
氣
分
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
一
面
前
句
附
が
次
期

の
川
柳
と
し
て
、
俳
諧
か
ら
獨

立
す
べ
き
機
運
を
開

い
た
。

　
第
三
期
は
所
謂
夕
遐
東
遷

の
時
代
で
あ
る
。
江
戸
は
こ
れ
ま
で
す
で
に
百
數
十
年
間
政
治

の
中
心
と
な

ゆ
來
つ
た
。
學
冊

・
教
化
の

主
要
機
關
も
ま
た
こ
丶
に
あ
っ
た
。
江
戸
新
文
化

の
重
要
な

一
面
を
代
表
す
る
こ
の
大
都
市
が
、
文
藝

の
方
面
に
於
て
全
く
干
興
す
る

所
が
な
い
と
い
ふ
筈
は
な
か
っ
た
。
俳
諧
も
浄
瑠
璃
も
江
戸
で
榮

え
て
居
る
。
蕉
風

の
俳
諧

の
如
き
は
決

し
て
上
方
を
そ

の
中
心
と
は

し
て
居
な
か
っ
た
。

浮
世
草
子

の
作
家
に
も
石
川
流
宣
や
立
明
不
角
等
が
居
た
。
松
會
・鱗
屋
・萬
屋
等
か
ら
出
版
さ
れ
た
假
名
草
子
・

浮
世
草
子

の
類
も
數
多
い
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
江
戸
は
新
興

の
地
で
あ
る
。
江
戸
初
期
の
時
代
に
於
て
上
方
と
政
治
以
外

の
文
化

を
競
ふ
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
加
之
江
戸
に
學
問
が
開
け
出
版

の
事
業
が
興

っ
て
も
、
民
衆

の
實
力
を
代
表
す
る
町
人
階
級

の
中
心
地

が
上
方
に
あ
る
限
・ひ
、
彼
等

の
文
藝

の
中
心
が
依
然
ご
丶
に
止
る
べ
き
は
當
然
で
あ

っ
た
。
だ
が
町
人

の
現
實
生
活

の
中
か
ら
生
れ
た
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三
二
六

小
説

・
戯
曲
が
弐
第
に
浪
漫
主
義
的
傾
向
を
帯
び
る
に
至
っ
て
は
、
も
は
や
文
藝

σ
主
潮
は
上
方
を
中
心
と
す

べ
き
必
然
性
を
失

ひ
つ

つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
に
當

っ
て
江
戸
は
徂
徠

の
古
文
辭
學
や
眞
淵

の
國
學
が
大
に
興

り
、
し
か
も
學
者
が
政
治
に
興
る
事
は

漸
ぐ
少
ぐ
な
っ
た
の
で
、
勢
ひ
學
問
は
経
世
済
民
よ
り
も
文
藝

へ
と
展
開
す

べ
き
機
運

の
下
に
置
か
れ
た
。
か
つ
市
井

の
生
活
に
於
け

る
民
衆

の
實
か

ば
決
し
て
武
士
に
劣
ら
す
、
旗
本

・
御
家
人
等

の
士
人

の
生
活
は
、
却
っ
て
町
人
化
す
る
所
が
多
か
っ
た
。
こ
丶
に
萎

廳
漸
く
振
は
な
く
な

っ
た
上
方

の
文
藝
が
、
江
戸
に
移
植
さ
る
べ
き
勢
は
十
分
に
成
っ

た
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
江
戸
を
中
心
と
し
た

黄
表
紙
・
洒
落
本
・狂
歌
・
川
柳
等
が

こ
の
第
三
期
に
生
れ
る
ま
た
榮

え
た
。

　
黄
表
紙
や
酒
落
本
は
も
と
よ
り
八
文
字
屋
本
か
ら
直
接
系
統
を
引
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
江
戸

の
瓧
會

と
文
化
と
が
生
ん
だ

特
有

の
文
藝
た
る
に
は
相
違
な
か
っ
た
。
し
か
し
享
保
以
後

の
上
方
文
藝
に
あ
ら
は
れ
て
来
た
浪
漫
主
義
的
傾
向
が
こ
丶
に
中
絶
し
て
、

再
び
溌
刺
か
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
歸
つ
た
の
で
は
な

い
。
成
程
黄
表
紙
や
洒
落
本

の
表
現
的
手
法
と
し
て
の
露
實
は
、
寧
ろ

一
層

の
精
細

を
加

へ
て
來
て
居
る
だ
ら
う
。
特
に
言
語
風
俗

の
如
き
は
、
ま
さ
に
文
字
通
り
の
如
實
さ
で
爲
さ
れ
て
居

る
。
だ
が
そ
れ
は
元
隷
文
藝

の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
す
で
に
本
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

」享
保
以
後
の
砒
會
組
織
は
表
面
的
に
益
々
整
備
し
た
。
形
式
的
な
規
定
は
愈

々
細
密
を
極
め
て
来
る
。
そ
れ
だ
け
す
べ
て
の
生
活
に

自
由
と
清
新
味
と
が
失
は
れ
、
武
士
も
町
人
も
窮
屈
な
活
動
範
圍

の
中
に
跼
蹐
し
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
有
爲
才

能

の
士
は

い
つ
れ
に
か
そ
の
は
け
ロ
を
見
出
さ
す
に
は
居
れ
な

い
。
當
初
に
於
け
る
黄
表
紙

・
洒
落
本
の
作
者
が
、
多
く
才
能
あ
る
士

人
階
級

.
智
識
階
級
の
人

々
で
あ
っ
た
事
を
思

へ
ば
、
這
般
の
淌
息
の

一
斑
は
理
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
彼
等
は
そ
の
學
識
才
藝

を
こ
鳥
に
洩
ら
し
て
、
纔
か
に
自
ら
慰
ま
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
隨
っ
て
彼
等
の
月
ざ
し
た
境
地
は
、
寧

ろ
現
實
か
ら
遠
ざ

か
つ
淺
室
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φ

想
的
な
所
に
あ
っ
た
。
浮
世
草
子
の
浪
漫
主
義
的
傾
向
は
、
か
う
し
た
非
理
責
的
な
創
作
態
度

の
中
に
入
ゆ
來
っ
て
、
こ
玉
に

一
種

の

逃
避
的

。
遊
戯
的
な
新
文
藝
と
な
っ
て
顯
は
れ
た
の
で
あ
る
o
そ
れ
が
即
ち
黄
表
紙
で
あ
り
』
川
柳
で
あ
り
、
狂
歌
で
あ
っ
た
。
そ
こ

に
は
軽
い
諷
刺
や
自
嘲
を
含
ん
だ
滑
稽
が
あ
っ
た
。
し
か
も
嚴
肅
な
る
べ
き
現
實
の
認
識
は
、
常
に
そ
の
滑
稽
の
中
に
著
し
く
弱
め
ら

れ
歪
め
ら
れ
て
居
る
o

　
洒
落
本
の
發
生
は
幾
分
こ
れ
と
趣
を
異
に
し

、
そ

の
直

接
の
系

統
さ
へ
も
延
享

・
寶
暦
の
頃
に
出
た

「
百
花
評
林
」
や

「
月
花
餘

情
」
等
に
端
を
發
し
て
居
る
と
言
は
れ
る
噸
し
か
し
そ
れ
が
花
街
を
背
景
と
し
た
文
藝
で
あ
る
以
上
、
内
容
的
に
直
接
浮
世
草
子
の
或

る
種
の
も
の
の
延
長
上
に
あ
る
べ
き
は
當
然
で
あ
る
。そ
れ
だ
け
黄
表
紙

・
狂
歌
等
よ
り
理
責
的
要
素
を
多
く
持
っ
て
居
る
わ
け
だ
が
、

そ
の
創
作
的
態
度
は
現
實
生
活
か
ら
甚
し
《
遊
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
初
期
の
酒
落
本
は
多
く
漢
學
者
な
ど
の
手
す
さ
び
に
な
っ
て

居
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
者
は
決
し
て
浮
世
草
子
の
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
手
法
を
學
ぶ
事
は
し
な
か

っ
た
。
彼
等
は
そ
の
學
問
を
利
用
し

て
、
遊
女
や
花
街
の
世
界
を
描
き
出
す
輕
妙
な
技
巧
を
喜
ん
だ
。
い
は
ば
高
雅
と
卑
俗
と
の
不
調
和
の
中
に
調
和
を
見
出
さ
う
と
す
る

遊
戯
的
態
度
か
ら
出
酸
し
て
居
た
。
全
盛
期
に
於
げ
る
酒
落
本
の
特
色
が
、
細
密
な
對
話
の
描
寫
に
よ
っ
て
人
情
の
機
微
を
穿
つ
點
に

あ
る
事
は
勿
論
認
め
ら
れ
る
。
文
京
傳
の
作
品
な
ど
に
戀
愛

の
眞
實
相
が
屡

々
寫
さ
れ
て
居
る
事
も
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
畢
竟
酒
落

本
を
貫
く
創
作
意
識
は
、
や
は
ゆ
こ
の
特
殊
の
杜
會
と
生
活
ど
に
謝
す
る
興
味
本
位

の
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
故
ら
に
所
謂
通
と
半

可
通
と
を
野
立
さ
せ

て
、
筋
を
進
め
る
事
が
常
套
的
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
や
が
て
全
體
を
脚
色
本
位

の
も
の
に
さ
へ
轉
向
さ
せ
た

の
で
あ
る
ゆ
洒
落
本
の
寫
實
は
所
詮
末
梢
的

・
技
巧
的
の
も
の
に
外
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ら
う
。

.
俳
諧
は
第
三
期
に
於
て
所
謂
天
明
の
革
新
時
代
を
現
幽
し
た
。
こ
の
革
新
に
參
興
し
た
人

ゐ
は
、
す
べ
て

「
芭
蕉
に
復
れ
」
を
彼
等
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三
二
八

の
ズ

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
か
玉
げ
た
。
こ
れ
は
末
梢
的
・遊
戯
的
に
陷
つ
た
當
時
の
U俳
壇
に
呼
び
か
け
る
爲
に
は
、

最
も
機
宜
の
叫
び
で

あ
っ
た
。
し
か
し
革
新
し
中
興
さ
れ
た
天
明
の
俳
諧
は
決
し
て
元
祿
の
俳
諧
と
同

一
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
。

漢
學
・古
墨
の

一
般
的

普
及
や
西
文
藝
全
體
の
浪
漫
的
傾
向
や
は
、
こ
瓦
に
も
明
か
な
反
映
を
示
し
た
。
太
祗
・蕪
村
・曉
臺
等
の
小
論
的
・人
事
的
・古
典
的
な

色
彩
は
、
要
す
る
に
か
う
し
た
時
代
の
特
殊
相
の
あ
ら
は
れ
で
あ
っ
た
。
か
く
て
天
明
の
俳
諧
は
蕉
風
時
代
の
そ
れ
に
比
し
て
、
極
め

て
多
面
的
な
展
開
を
途
げ
た
。
加
之
そ
の
中
特
に
人
事
趣
味
に
富
む
も
の
は
、
川
柳
と
い
ふ
薪
な
文
藝
の

一
分
野
を
さ

へ
拓
い
た
Q
し

か
し
川
柳
の
基
調
を
な
す
も
の
は
黄
表
紙
と
同
じ
ぐ
、
現
實
を
歪
ん
だ
覗
點
に
置
い
て
滑
稽
化
す
る
事
で
、
そ
こ
に
俳
諧
と
全
く
ち
が

っ
た
特
質
が
見
ら
れ
る
。
而
し
て
そ
の
穿
ち
や
諷
刺
も
、
實
際
の
生
活
味
に
は
寧
ろ
稀
薄
な
も
の
で
あ

っ
た
o

　
第
四
期
の
當
初
は
か
の
田
沼
時
代
の
放
恣
政
策
を
引
締
め
る
爲
に
、
所
謂
寛
政
の
綱
紀
振
肅
が
唱

へ
ら
れ
た
直
後
で
あ
る
。
洒
落
本

に
加

へ
ら
れ
た
彈
壓
は
、
誨
淫
的
な
文
字
に
す
ら
な
ほ
道
徳
の
假
面
を
裝
は
ね
ば
な
ら
な
ぐ
し
た
。
す
で

に
職
業
的
と
な
っ
て
居
た
作

者
た
ち
は
、
勢
ひ
こ
の
反
動
政
策
の
強
權
に
服
従
し
て
、
こ
れ
を
支
持
す

べ
き
轉
向
を
餘
俄
な
く
さ
れ
た
。
叉
職
業
的
で
な
い
素
人
作

家
た
ち
は
、
好
ん
で
政
治
家
の
忌
諱
に
觸
れ
る
愚
を
あ

へ
て
し
な
か

っ
た
。
か
う
し

て
第
四
期
の
小
論
は
漸
く
教
化
的
立
場
に
よ
る
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よみ
ほん

想
主
義

へ
と
傾
い
て
行
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
即
ち
讀
本
で
あ
る
。
こ
曳
で
は
勧
善
懲
悪
因
果
應
報
が
眞
向
か
ら
振
翳
さ
れ
て

極
め
て
積
極
的
な
反
動
思
想
の
あ
ら
は
れ
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
讀
本
の
持
つ
本
質
的

の
も
の
は
か
う
し
た
理
想
主
義
で
は
い
。
讀
本

の
濫
觴
乏
言
は
れ
る

「
英
草
紙
」
・「
繁
々
野
話
」
等
か
ら
の
展
開
を
考
察
す
る
事
に
よ
っ
て

も
知
ら
れ
る
通
り
、

そ
れ
は
全
く
浪
漫
主

義
に
發
す
る
所
の
傅
奇
小
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
偶

々
時
代
の
流
に
迎
合
し
て
、

勧
善
懲
悪
の
理
想
を
そ
の
中
に

織
込
ん
だ
の
で
あ

る
。
馬
琴
と
い
へ
ど
も
、
彼
の
作
が
大
衆
に
迎

へ
ら
れ
る
所
以
を
、

一
に
そ
の
題
目
と
し
た
勧
善
懲
悪
の
故
だ
と
は
解
し
て
居
な
か
つ



た

ら
う
o

　
黄
表
紙
や
洒
落
本
は
か
う
し
九
環
境
の
中
に
あ
っ
て
如
何

に
轉
向
し
九
か
。
前
者
は
そ
の
軽
妙
な
滑
稽
文
藝
た
る
特
質
を
失
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ごふ
かんも
の

文
化
初
年
か
ら
仇
討
の
合
巻
物

に
代
っ
て
行

っ
た
。
合
巻
と
な
っ
て
は
、
只
そ
れ
が
挿
繪
を
主
と
す
る
と

い
ふ
點
に
、
黄
表
紙
か
ら
の

連
続
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
本
質
的

に
は
全
く
讀
本
の
附
庸
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
後
者
は
寛
政
二
年
十
月
禁
壓
の
取
締
令
が
出
て
以

来
、
京
傅
の
虚
器
が
あ
り
、
自
然

に
衰
退
を
来
し
た
が
、
そ
の
延
長
と
し
て
新

に
人
情
本
が
生
れ
弛
。
そ
れ
は
末
期
の
洒
落
本

に
見
ら

来

た
脚
色
主
義
が
、
讀
本
の
影
響
を
受
け
て
益
々
偉
奇
化
し
長
篇
化
し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
同
じ
く
好

色
的
の

も
の
で

あ
っ
た

が
、

こ
れ
は
洒
落
本
の
如
く
場
所
を
遊
里
に
限
ら
な
か
つ
牝
。
寧
ろ
普
通
の
若

い
男
女
の
戀
愛
が
多
く
取
扱
は
れ
て
居
り
、
そ
の
情
痴

の
世
界
を
寫
す
の
が
主
眼
で
あ
っ
た
。
而
し
て
作
家
の
教
養
が
概
し
て
洒
落
本
作
家
よ
り
低
か
っ
た
た
め
、
そ
の
描
寫
は
洗
煉
味
を
缺

き
、
往

々
挑
發
的
な
態
度
さ

へ
見
え
た
。
し
か
も
陽

に
は
な
ほ
主
人
公
の
爲

に
、
道
徳
的

の
遞
辭

を
構

へ
る
事
を
常

に
忘

れ
な
か
つ

弛
。

　
滑
稽
本
も
洒
落
本
か
ら
分
化
し
て
特
定
の
形
を
と
つ
九
も
の
と
さ
れ
て
居
る
。
そ
の
會
話
を
主
と
し
た
點
に
於
て
は
、
成
程
直
接
酒

落
本
と
の
連
絡
が
認
め
ら
れ
る
が
、
内
容
か
ら
い
へ
ば
寧
ろ
寶
暦
頃
の
談
義
物
か
ら
轉
じ
光
風
來
山
人

の

「
根
無
草
」
や
、
朋
誠
堂
喜

三

二
の

「
古
朽
木
」
等
に
、
そ
の
出
發
點
を
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
・
し
か
し
こ
の
期
に
於
け
る
滑
稽
本
は
、
洒
落
本
か
ら
得
九
巧
緻
細

密
な
寫
實
的
手
法
と
、
黄
表
紙
・川
柳
で
養
は
れ
牝
輕
妙
な
穿
ち
と
が
核
心
と
な
っ
て
、
特
異
な
發
達
を
途
げ

た
。
そ
の
最
も
完
成
さ

れ
喪
形
は
、

三
馬
の
作
品
に
於
て
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

「
浮
世
風
呂
」
や

「
浮
世
床
」
に
登
場
し
て
來

る
開無
智
な

市
井
の
徒
の
み

が
、
朗
ら
か
な
笑
を
持
つ
。
こ
れ
亦
結
局
當
時
の
瓧
倉
が
要
求
し
た
安
全
辨
的
文
藝
で
あ
っ
牝
。
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三
三
〇

　
俳
諧
は
前
期
の
芭
蕉
復
讎
主
義
が
そ
の
ま
、
に
承
け
穩
が
れ
、
そ
毋
求
道
的
な
精
神
は
反
動
政
策
と
牴
觸
す
る
所
は
な
か
σ
た
。
隨

っ
て
こ
丶
に
は
急
角
度
の
轉
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
肚
會
全
體
の
形
式
的
.微
温
的
な
生
活
態
度
に
拌

っ
て
、
俳
諧
も
亦

一
種
の

瓧
交
的
娯
樂
の
具
と
な
っ
た
。
か
く
て
謂
ふ
所
の
風
雅
は
マ
ン
、不
リ
ズ
ム
に
堕
し
、
途
に
か
の
天
保
の
月
並
を
生
む
に
至
っ
た
。
叉
最

初
か
ら
遊
戯
的
文
藝
と
し
て
興
つ
弛
狂
歌
や
川
柳
は
、
益

々
末
梢
的
枝
巧
に
走
っ
て
、
も
は
や
そ
a
文
藝
的
意
義
を
失
ふ
や
う
に
さ
へ

な

っ
た
。

　
第
四
期
の
文
藝
界
は
か
う
し
て
陽

に
反
動
政
策
を
支
持
す
る
か
の
如
く
見
え
て
、
陰

に
は
愈

々
遊
戯
的
・廃
頽

的
の
氣
分
を

濃
厚
に

加

へ
て
來

た
。
凡
そ
文
化
.文
政
か
ら
天
保
・弘
化
時
代
に
亙
る
頃
の
江
戸
文
化
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
瓧
會
的
機
構
が
形
式
的

に
完
成
さ

れ
て
、
ま
さ
に
爛
熟
の
域
に
達
し
た
時
で
あ
る
。
し
か
も
内
部
的

に
は
幕
政
の
停
滯
と
人
心
の
弛
廃
と
が
、
す
で
に
政
治
的
革
命
の
機
運

を
孕
み
つ
丶
あ
っ
た
。
儒
教
道
徳
の
形
式
主
義

に
勒
す
る
國
學
著
た
ち
の
反
抗
は
、や
が
て
國
粹
主
義
・勤

王
思

想
を
呼

び
起
し
、更
に

沚
會
改
革
運
動

に
轉
じ
て
行

っ
た
。
,今
や
智
識
階
級
に
位
す
る
有
能
の
士
は
、
彼
等
の
力
と
才
と
を
か
う
し
弛
思
想
方
面
乃
至
實
際
運

動
に
向
は
し
め
、
前
期
に
於
け
る
學
者
・才
人
が
洒
落
本
皇
黄
表
紙

に
纔
か
に
氣
を
吐
か
う
と
し
た
の
と
は
、
全
く
そ
の
趣
を
異
に
し
て

来
た
。
か
く
て
幕
末
の
文
藝
は
只
表
面
的
な
泰
甼
の
世
相

に
安
住
し
て
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
滑
稽

に
満
足
す
る
か
、若
し
く
歓
倦
怠
し
た
人

心
に
對
し
て
病
的
な
刺
激
を
求
め
る
外

は
な
か
っ
た
。
か
の
南
北
以
前
の
歌
舞
伎
に
残
忍
な
殺
し
場
や
猥
褻
な
濡
れ
場
が
多
く
、
合
巻

の
挿
繪
.人
情
本
の
描
寫
等
に
刺
激
的
擁
護
的
な
場
合
を
好
ん
で
選
ん
で
居
る
の
も
、
か
う

し
た
時
代
相
の
あ

ら
は
れ
で
あ
る
。
而
し

て
徳
川
幕
府
の
倒
壊
老
夫

に
政
治
上
の
江
戸
時
代
は
幕
を
閉
ぢ
た
が
、な
ほ
讀
本
・合
巻
・滑
稽
本
・人
情
本
等
の

様
式
と
内
容

と
俵
冷明

治
初
年

に
至
る
ま
で
そ
の
生
命
を
保
っ
て
居
た
。
か
く
て
眞

に
明
治
の
新
文
藝
が
樹
立
さ
れ
た
の
は
、
自
然
主
義
勃
興
以
後
の
事
と
書



は
ね
ば
な
ら
な
か
つ
弛
o

二

浮

世

草

子

の
發

生

、

　
天
和
二
年
十
丹
大
阪
の
書
肆
か
ら

「
好
色

一
代
男
」
と
題
す
る
八
卷
の
假
名
草
子
が
出
版

さ
れ
た
o
そ
れ
は
鶴
翕
の
輙

能
響
と
稱
さ

れ
弛
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
こ
の
轉
合
書
こ
そ
嚴
密
な
意
味
に
於
て
江
戸
時
代
が
生
ん
だ
最
初
の
小
説

「と
い
ふ
べ
き
も
の

で
蠢
つ

弛
。
常
時
は
こ
れ
も
啓
蒙
教
化
を
主
と
し
た
前
期
の
小
説
類
と
同
じ
く
、
假
名
草
子
と
曄
ば
れ
て
居
た
が
、
本
質
的

に
は
も
は
や
全
く

異

る
も
の
で
あ
っ
た
。
隨
っ
て
今
日
文
藝
史
家
が
、

こ
の

「
一
代
男
」
以
後
の
小
説
を
別
に
區
別
し
て
、
浮
世
草
子
と
呼
ん
で
居
る
の

は
常
総
な
事
で
あ
る
。
し
か
し
浮
世
草
子
の
名
は
勿
論
今
日
出
來
弛
も
の
で
は
な

い
。

こ
の
名
稱
を
丈
獻
…上
で
見
出
す
の
は
、
管
見
の

範
囲
で
は
寶
永
以
後
の
事
で
あ
る
が
、
そ
の
以
前
は
別
に
好
色
本
と
愚
呼
ば
れ
、
享
保
以
後
好
色
物
の
取
締

が
嚴

に
な
る
と
共

に
、
浮

世
草
子
の
名
が

一
般
的
と
な

っ
た
の
で
あ
る
・

　

も　　も　　ら

　
う
き
よ
は
元
來
憂
き
世
の
義
で
あ

っ
九
。
然
る
に
室
町
時
代
に
は
單

に
世
間
の
意
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る

に
至
ゆ
、
江
戸
時
代
に
入
っ

て
は
更
に
現
代
.今
様
等

の
意
を
表
す
事

に
な

つ
弛
。
の
み
な
ら
す
そ
の
語
義

は
益

々
特

殊
化
し
て
好

色
・戀
愛
等

と
概
念
を
同
じ
く

し
、
途
に
は
遊
女
.歌
舞
伎

に
關
す
る
事
物
に
冠
し
て
、
浮
世
町
(
遊
女
町
)・浮
世
楊
枝
(少
年
俳
優
即
ち
野
郎
の
激
を
つ
け
た
楊
枝
)等
の
如
く
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も　　う

用
ひ
ら
れ
る
や
う
に
ま
で
な
つ
弛
。
而
し
て
浮
世
草
子
も
亦
か
う
し
た
流
行
語
の

一
つ
と
し
て
生
れ
弛
言
葉
で
あ
っ
た
。
う
き
よ
の
語

義
が
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
く
特
殊
化
し
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
畢
竟
當
時
の
人

々
の
、
現
實
生
活
に
封
ず
る
意
識
の
強
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い　　う　　ら

に
由
来
し
て
居
る
。
彼
等
の
現
實
意
識
は
、
現
代
・
今
様
の
意
た
る
う
き
よ
を
、
結
局
そ
こ
ま

で
引
張
っ
て
行

か
す
に
は
居
れ
な
か
つ
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概
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三
三
二

弛
の
で
あ
る
。
か
く
て
浮
世
草
子
は
廣
義

に
は
現
代
を

寫
し
九
小
説
で
あ
砂
、
狭
義
に
は
好
色
・戀

愛
の
生
活
を
描
い

九
も
の
で
あ

り
、
更

に
局
限
さ
れ
て
は
遊
女
と
役
者
と
を
中
心
に
し
弛
小
説
と
し
て
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
事
實
浮
世
草
子
は
さ
う
し
た
小
説
で
あ

っ
弛
0

　
9　
、　
,　
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.
う
き
諏
の
語
義
變
遷
と
浮
世
草
子
の
名
義
と
に
關
す
る
考
察
は
、
や
が
て
浮
世
草
子
を
生
ん
だ
時
代

の
必
然
性
を
示
す
も
の
で
あ

っ

た
・
凡
そ
江
戸
時
代
は
封
建
制
度

の
下
に
於
け
る
階
級
制
が
最
も
厳
格
に
定
め
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
幕
府
は
所
謂
四
民
の
階
級
を
立
て

て
、
支
配
階
級
た
る
武
士
を
最
上
級
と
し
、
そ
の
下
に
農

・
工

・
商
の
三
階
級
を
設
け
た
。
し
か
し
元
来

こ
の
四
民
制
度
は
、
封
建
時

代
に
於
け
る
道
徳
的
理
論
に
基
い
九

一
種
の
理
想
的
直
別
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
支
配
權
を
も
つ
武
士
が
實
際
上
も
最
高
の
肚
會
的
地
位

に
あ
っ
た
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
他
の
三
者
の
實
際
的
地
位
は
必
ず
し
も
こ
の
理
想
通
り
の
順
で
は
な
か
っ
た
。
前
に
も
述
べ
た

如
く
、
江
戸
時
代
に
於
け
る
民
衆
階
級
の
勃
興
は
、
全
く
そ
の
經
濟
的
實
力
を
根
柢
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
而
し
て
こ
の
経
済
的
實

ガ
を
そ
の
手
中
に
収
め
た
階
級
ぼ
、
も
と
よ
り
、
農
民
で
も
工
人
で
も
な
く
、
町
人
で
あ
っ
九
。
隨
っ
て
商
は
名
に
於
て
こ
そ
最
下
位

に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、實
に
於
て
は
遙
か
に
農

・
エ
の
上
に
出
る
に
及
ん
だ
。

の
み
な
ら
す
武
士
は
政
治
上

の

一
切
の
權
力
を
獨
占
し
、

學
問
教
育
等
の
指
導
的
地
位
に
も
立
っ
て
居
た
が
、
そ
の
經
濟
生
活
に
至

っ
て
は
、
却
っ
て
町
人
に
左
右

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
や
う
に

な

っ
た
。
か
く
て
武
士
の
支
配
權
と
町
人
の
経
済
權
と
は
、
江
戸
時
代
の
肚
會
に
於
け
る
二
大
樹
立
を
な
す
に
至
り
、
江
戸
の
文
化
は

實
に
こ
の
両
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

　
町
人
階
級

の
肚
會
的
地
位
の
向
上
は
、
か
う
し
て
江
戸
時
代
の
文
化
を
民
衆
的
に
特
色
づ
け
た
。
而
し
て
彼
等
の
富
の
力
が
、
ま
つ

物
質
的
文
化
の
方
面
に
於
て
重
要
な
役
割
を
つ
と
め
た
事
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
o
衣
食
住
に
關
す
る
日
常
生
活
の
程
度
が
高
ま
り
、
か



嚀

の
服
裝

に
寛
濶
華
美
を
競

っ
た
如
き
も
そ
の

削
の
あ
ら
は
れ
で
あ
っ
た
。
が
何
よ
け
も
重
大
な
肚
會
的
意
義
を
も
つ
現
象
は
、
民
衆
の
・

享
樂
生
活
に
對
す

る
機
關
が
異
常
な
發
展
を
遂
げ
た
事
で
あ
っ
た
。

就
中
遊
廓
と
芝
居
と

は
全
く
室
蘭
と
い
ふ
べ

き
繁
盛
を
見
た
。

京

.
江
戸

.
大
阪
の
所
謂
三
ヶ
津
は
勿
論
、
商
業
交
易
の
中
心
を
な
す
地
方
都
市

に
も
そ
れ
ん
＼

遊
廓
や
劇
場
の
設
備
が
あ
り
、
遊
女
日

と
役
者
は
表
面
蔑
視
さ
れ
た
に
も
か
ム
は
ら
す
、
噂肚
會
は
こ
れ
に
最
も
大
き
な
興
味
と
開
心
と
を
持
っ
て
居
た
。
蓋
し
治
者
と
被
治
者

の
階
級
的
差
別
が
厳
然
た
る
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
、
い
か
に
豪
商
富
賈
と
い
へ
ど
も
、
町
人
た
尉
身
分
に
於
て
許
さ
れ
る
私
生
活
の

贅
澤
さ
に
は
限
度
が
あ

っ
た
。
然
る
に
遊
廓
は
こ
の
階
級
制
の
桎
梏
か
ら
全
く
解
放
さ
れ
た
や
う
な
別
世
界
で
あ
り
、
叉
歌
舞
伎
芝
居

も
そ
の
發
逹

の
徑
路
か
ら
理
解
さ
れ
る
通
り
、
同
順
く
遊
廓
に
準
ぜ
ら
る
べ
き
場
所
で
あ

っ
た
。
民
衆
は
こ
ム
に
始
め
て
彼
等
の
享
楽

生
活
を
滿
足
せ
し
む
べ
き
自
由
奔
放
な
天
地
を
見
出
す
事
が
出
来
た
。
か
う
し
て
途
に
遊
廓
と
芝
居
と
は
、
江
戸
時
代
の
瓧
會

に
於
け

る
二
大
存
在
と
し
て
、
特
異
な
成
長
を
途
げ
た
の
で
あ
る
。

　
自
己
の
實
力
に
目
覺
め
、
現
實

の
相
に
直
面
し
た
民
衆
は
、
か
う
し
た
物
質
生
活
の
向
上
と
、
享
楽
生
活
の
自
由
を
追
ふ
人
心
を
、

何
よ
ゆ
も
深
く
感
じ
強
く
認
め
た
。
現
實
に
對
す
る
意
識
が
、
や
が
て
物
質
的
享
樂
生
活

へ
の
希
求
と
な

り
、
同
時
に
遊
廓
芝
居
の
世

界

へ
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
・蓋
し
當
然
の
事
で
あ
っ
た
ら
う
。
隨
っ
て
民
衆
の
現
實
生
活
に
根
ざ
す
新
文
藝
が
、
か
う
し
た
意
識
の

反
映
と
し
て
生
れ
る
事
も
ま
た
必
然
的
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が

「浮
世
草
子
」
め
名
で
呼
ば
れ
る
事
は
、

引
起
お
の
語
義
の
特
殊
化
か

ら
考

へ
て
、
最
も
ふ
さ
は
し
い
事
で
も
あ
っ
た
。

　
遊
廓
と
芝
居
と
が
最
も
顯
著
な
杜
會
的
存
在
と
し
て
、
f

即
ち
最
も
強
く
意
識
さ
れ
る
現
實
生
活
と
し
て
、
我
が
近
世
文
藝
の
重

嬰
な
題
材
と
な
り
來

つ
た

の
は
、
し
か
し
必
ず
し
畜
浮
世
草
子
に
始
ま
る
事
で
は
な
い
。
す
で
に
候
名
草

子
時
代
か
ら
そ
れ
は
屡
々
描
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三
三
四

か
れ
た
所
で
あ

っ
た
。
特
に

「
東
海
道
名
所
記
」
・「
京
童
」
等
の
如
き
地
理
や
名
所
の
案
内
記
類
に
は
、
堺
町
.
四
條
河
原
の
芝
居
の
光

景
や
.朱
雀
・
三
谷

の
有
様
な
ど
を
か
な
り
詳
し
く
記
し
尢
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し

こ
れ
ら
は
多
少
粉

飾
し
た
文
字
を
用
ひ
た
り
し

て
居
る
に
も
せ
よ
、
も
と
よ
り
啓
蒙
的
態
度
で
傳

へ
た
智
識

に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
こ
れ
と
些
か
趣
を
異

に
し
、
專
ら
享
樂
的
機
關
と

し
て
遊
廓
や
芝
居
の
さ
ま
を
知
ら
せ
よ
う
と
す
る

一
種

の
假
名
草
子
が
あ

っ
た
。

そ
れ
は
所
謂
細
見
・評
判
記
の
類
で
、
夙
く
徳
永
種

久
の

「
あ
づ
ま
物
語
」
(寛
永
+
九
年
刊
)
の
如
き
が
あ
り
、
爾
来
こ
の
種
の
遊
女
評
判

記
は
數
多
く
出

版

さ
れ
た
。

か

の
藤
木
箕
山
の

「
色
道
大
鏡
」
の
引
用
書
目
に
あ
げ
た
も
の
だ
け
で
も
、

三
十
餘
種

に
及
ん
で
居
る
。

叉
役
者

の
評
判
記
も
明
暦
・萬
治
頃
か
ら
行
は

れ
、
寛
文
・延
寶

に
至
っ
て
は
益
々
盛
ん
に
な

っ
た
。

而
し
て
こ
れ
ら
は
俳
優
の
技
藝
よ
り
も
寧
ろ
容
色
の
品
評
を
主
と
し
、
實
質
的

に
も
遊
女
評
判
記
と
殆
ど
同
様

の
も
の
で
あ
っ
た
。
此
の
如
く
評
判
記
が
頻
出
し
た
と
い
ふ
事
は
、
も
と
よ
り
遊
廓
と
芝
居
と
に
對
す

る
肚
會
の
開
心
が
甚
し
か

っ
た
の
に
よ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
こ
れ
ら
の
評
判
記
に
は
、
浮
世
草
子
的
の
要
素
が
最
も
多
く
含
ま
れ
て
居

た

の
で
あ
る
o
實
際
そ
の
中
に
は

「
た
き

つ
け
草
・も
え
く
ひ
・け
し
す

み
」
の
如
き
、
全
體
と
し
て
小
説
的
構
想
を
と
っ
た
も
の
も
あ

り
、
叉
部
分
的

に
は
主
観
的
批
評
を
離
れ
て
、
遊
女
や
野
郎
を
背
景
と
し
た
生
活
の
描
寫
も
あ

っ
た
。
特
に
遊
女
評
判
記
中
、遊
女
と
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ナ
ニタド
ラ

と
の
應
待
一

即
ち
手
練
手
管
を
と
い
た

「
寢
物
語
」
・
「
浪
花
鉦
」
等
の
類
は
、
專
ら
人
と
人
と
の
關
係

が
語
ら
れ
て
み
る
だ
け
」
小

説
と
し
て
展
開
す
べ
き
素
材
を
多
く
含
ん
で
居
た
。
も
し
こ
れ
ら

の
素
材
が
、
好
色
生
活
の
現
實
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
取
扱

は
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
直
ち

に
西
鶴
の
小
説
と
な
り
了

つ
た
で
あ
ら
う
。
事
實

「
二
代
男
」
や

「
男
色
大
鑑
」
の

一
部
は
、
全
く
評

判
記
の
變
形
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
叉
西
鶴
自
身
も
小
説
に
手
を
着
け
る
以
前
、
「
難
波
の
貌
は
伊
勢
の
白
粉
」
の
如
き
野
郎

評
判
記
を
も
の
し
て
居
る
く
ら
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
評
判
記
と
浮
世
草
子
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
な

ほ
幾
多
の
具
體
的
實
例
を
示

窺



＼
ノ

す
事
も
出
來
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
浮
世
草
子
の
先
行
文
…藝
と
し
て
、
評
判
記
が
最
も
深
い
交
渉
を
有
す
る
事
は
明
に
さ

れ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
も
、
そ
こ
か
ら
眞
に
新
し
い
小
説
を
生
み
出
す
爲
に
は
、
や
は
り
天
才
西
鶴
の
力
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か

つ
死

の
で
あ
る
。

.浮
世
草
子
の
發
生
に
つ
い
て
、
な
ほ
重
要
な
關
係
を
も

つ
も
の
に
談
林
の
俳
諧
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
西
鶴
が
談
林
俳
諧
の
第

一
線
に

立

っ
て
進
ん
だ
過
去
を
持

っ
て
居
た
ば
か
り
で
な
く
、
浮
世
草
子
作
家
の
多
く
が
俳
諧
師
で
あ

っ
た
事
を
見
て
も
、
思
孚
ぱ

に
過
ぎ
る

で
あ
ら
う
Q
元
来
江
戸
時
代
の
文
藝
中
、
最
も
早
く
民
衆
化
さ
れ
た
も
の
は
俳
諧
で
あ

っ
た
。
俳
諧
の
發
生
が
連
歌
の
貴
族
趣
味
に
對

す
る
反
抗
に
基
づ

い
て
居
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
當
然
の
事
で
あ
る
が
、
し
か
も
貞
徳
は
再
び
連
歌
の
傳
統
的
形
式
と
こ
れ
を
結
び

つ

け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
更
に
深
く
民
衆
性
を
帶
び
た
の
は
談
林
時
代

に
な

っ
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。
言
語
の
理
智
的
な
技
巧
を
用
ぴ

る
事
は
、

や
は
9
貞
門
の
古
風
と
同

一
で
は
あ

っ
た
が
、

新
に
警
抜
清
新
な
譬
喩
的
手
法
が
始
め
む
れ
、

又
所
謂
俳
言
が
よ
り

臼

田

に
.
よ
り
内
容
的
な
意
味
を
以
て
駆
使
さ
れ
る
や
う
に
な

っ
た
。
・特

に
連
句

に
於
て
は
、
俳
言
の
自
由
さ
か
ら
當
世
の
事
相
が
好
ん
で

題
材
と
さ
れ
、
か
つ
附
方
が
物
附
か
ら
漸
く
心
附

へ
と
進
ん
で
来
た
爲
、
附
合
の
推
移
は
屡

々
現
實

の
世
相
人
心
の
描
寫
と
な

っ
て
現

れ
た
。
例

へ
ば
宗
国
獨
吟
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ワ

　
　
　

ロ
ま

め

に
背

中

へ
ま

は

り

前

へ
よ
り

　
　
　
　
四

十

八

手
を

つ
く

す

千

話

事
』

　
　
　
し

か

た
ば

か

り

押

肌

ぬ

い
て

十

文

字

　

　

　

　

　

　

　・

　
　
　
　
か

し

こ

う

や

っ
て

す

ま

す

借

銭

　
　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代
文
學
概
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
五



丶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
三
六

　
等
の
如
き
、
殆
ど
西
鶴
の
好
色
物
や
町
人
物
に
封
ず
る
や
う
な
思
ぴ
す
ら
す
る
で
あ
ら
う
。
西
鶴
自
身

の
作
品
に
つ
い
て
こ
れ
を
検

す
れ
ば
、
そ
の
俳
諧

の
中
に
實
は
彼
の
小
説
の
す
べ
て
の
要
素
が
、
孕
ま
れ
て
居
た
と
言
っ
て
も
宣
い
く

ら
み
で
あ
る
。
か
う
し
た
談

林
の
俳
諧
は
、

隨

っ
て
ま
た
遊
廓
・歌
舞
伎
に
關
す
る
關
心
を
多
く
持

っ
て
居
た
。

例

へ
ば
道
頓
堀

の
初
芝
居
と
顔
見
世
と
に
關
す
る

連
句
・
發
句
だ
け
を
集
め
た

「花
み
ち
」
と

い
ふ
俳

書
が
撰
ば
れ
た
り
、

歌
仙
の
形
式
で
遊
女
の
評
判
を
し
た
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る

事
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
歌
は
十
分
窺
は
れ
る
。

　

近
世
の
新
文
藝
た
る
浮
世
草
子
は
、
要
す
る
に
民
衆
の
現
實
生
活
に
封
ず
る
強
い
自
意
識
を
根
柢
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
而
し
て

こ
れ
を
文
藝
の
形
で
生
み
出
す
爲
に
、
直
接
そ
の
母
胎
と
な

つ
夜
も
の
は
、
即
ち
評
制
記
と
俳
諧
で
あ
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
・

三
　
寫
實
主
義
と
浪
漫
主
義

　
江
戸
時
代

の
文
藝
は
多
趣
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後

に
動
い
て
居
る
精
神
は
、
ほ
野
寫
實
主
義
と
浪
漫
主
義
と
の
二
つ
に
大
別
さ

れ
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
一
一
つ
の
相
反
す
る
創
作
的
態
度
は
、
も
と
よ
ゆ
作
家
の
個
的
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
近
世
文
藝

に
於
て
は
、
寧
ろ
時
代
的
に
相
樹
立
す

べ
き
文
藝
上
の
二
大
潮
流
で
あ

っ
た
。
即
ち
大
體

に
於
て
浮
世
草
子
時
代
の
作
家
は
す

べ
て
寫

實
主
義

に
立
脚
し
、
そ
の
後
半
期
か
ら
漸
く
浪
漫
的
傾
向
を
帯
び
て
来
る
や
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
浮
世
草
子
の
發
生
が
、
民
衆
の
現

實
生
活
に
封
ず
る
確
實
な
認
識
に
基
い
て
居
る
の
か
か
ら
、
寫
實
的
描
寫
が
そ
の
基
調
を
な
す

に
至
る
は
當
然
の
事
で
あ
る
。
而
し
て

こ
の
寫
實
主
義
を
代
表
す
る
作
家
が
、
西
鶴
で
あ
る
事
は
言
ふ
迄
も
な

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

。.

　
西
鶴
の
寫
實
の
素
地
が
談
林
の
俳
諧
で
養
は
れ
遊
事
は
、
前
章
に
於
て
些
か
言
及
し
た
。
し
か
し
か
の
透
徹
し
た
人
生
観
照
の
態
度
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蓼

●

は
.
も
と
よ
り
そ
の
天
才
的
な
藝
術
的
素
質

に
基
く
も
の
で
あ

っ
た
。
假
名
草
子
時
代
の
作
家
が
、
部
分
的

に
は
現
實
の
椙
を
正
し
く

見
な
が
ら
も
、
な
ほ
全
體
的
の
態
度
に
於
て
、
こ
れ
を
美
化
し
、
古
典
化
し
、
理
想
化
し
よ
う
と
す
る
傾
き
を
捨
て
得
な
か
っ
た
の
に
、

西
鶴
な
全
然
さ
う
し
た
執
着
に
煩
は
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
こ
に
西
鶴
の
強
い
筒
性
が
あ
る
。彼
は
屡

々
無
學
だ
と
評
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
ぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ノ

決
し
て
我
が
國
の
古
典
文
藝
に
爾
く
無
智
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
ら
の
古
典
か
ら
投
げ
ら
れ
た
浪
漫
的
な
陰
影
は
、
い
く
ら
も
彼

の
作

品
中
に
發
見
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。「
一
代
男
」
が
五
十
四
年
間
の
好
色
記
録
と
し
て
結
構
さ
れ
て
居
る
の
も
、
勿
論
源
氏
物
語
の
卷
數
に

倣
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
單
に
機
械
的
の
事
で
は
あ
る
が
、
そ
の
爲
に
と
に
か
く
世
之
介
は
七
歳
か
ら
戀
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

手
日
記
に
知
る

つ
戯
れ
し
女
三
千
七
百
四
十
二
入
」
な
ど
と
言
ふ
の
も
、
業
平
が
三
千
人
の
異
性

に
交

っ
た
と
い
ふ
俗
説
と
関
係
が
あ

る
。
し
か
し
さ
う
し
た
源
氏
や
伊
勢
の
匂
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
世
之
介
を
古
典
的
に
美
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
古
典

の
時
代
を
現
代
ま
で
引
下
し
て
、
現
實
の
中
に
す
っ
か
り
溶
け
こ
ま
せ
て
居
る
。
だ
が
こ
れ
は
西
鶴
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
。
當
時
の

他
の
小
説
作
家
・浄
瑠
璃
作
家

等
も
す
べ
て
さ
う
で
あ
っ
た
。

所
謂
時
代
物
と
い
へ
ど
も
そ
れ
は
た
璽
時
代
を
過
去
に
置
く
と
い
ふ
だ

け
で
、
登
場
す
る
義
經
や
曾
我
兄
弟
は
決
し
て
過
去
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
事
件
の
解
釋
や
入
物
の
考

へ
方

に
、
そ
の
時
代
の
イ
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナク
ロ
ニ
ズ
ム

オ
ロ
ギ
ー
が
加
は
る
の
は
當
然
な
事
で
あ
る
が
、
近
松
・
海
晋
等
の
淨
瑠
璃
等
で
は
極
端
な
時
代
錯
誤
が
平
然
と
し
て
行
は
れ
た
。

索

書
鳴
奪
時
代
に
腰
元
・は
し
た

が
居
た
り
、

大
磯
の
廓
が
島
原
の
揚
屋
と
攣
る
所
が
な
か

っ
た
り
し
て
も
、

そ
れ
は
當
然
の
如
く
考

へ

ら
れ
て
居
た
。
そ
れ
だ
け
當
時
の
民
衆
の
現
實
主
義
は
徹
底

し
て
居
夜
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
民
衆
の
無
智

に
の
み
理
由
づ
け
る
の
は
、

決
し
て
正
し

い
見
方
で
は
な
い
。

"
過
去
の
事
件
や
人
物
や
を
悉
く
現
代
化
し
ょ
う
と
す
る
の
は
、
確
に
近
世
文
藝
に
於
け
る
寫
實
主
義
の

一
傾
向
を
表
は
す
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代
文
學
漑
諂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
七
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≡
一一(

つ
た
通

レ
か
し
す
で
に
題
材
を
過
去
に
と
っ
た
場
合
、
そ
こ
に
傳
奇
的

・
浪
漫
的
な
要
素
を
含
む
べ
き
餘
地
を
多
分
に
存
す
る
。
否
淨

瑠
璃
や
歌
舞
伎

に
於
て
は
、
寧
ろ
全
體
と
し
て
は
傅
奇
的
作
品
と
稱
す
べ
き
も
の
が
大
多
數
で
、
そ

の
寫
實
は
義
理
人
情
の
解
釋
、
言

語

・
風
俗
の
描
寫
等
の
範
囲
に
止
っ
て
居
た
。
こ
れ
は
戯
曲
の
性
質
上
止
む
を
得
な

い
事
で
も
あ
っ
た
が
馬と
も
憐
れ
、
こ
ム
に
は
な
庶

魍曙
鞍

懸

羅

欝
渥
鳳類

縫

嫉
翻戀
蝶
興縞
机麗

.サ
シ
等
の
如
き
馬
所
謂
自
然
主
義
の
作
品
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
西
鶴
は
か
の
町
人
物

の
.如
き
に
歴
て
は
勿
論
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の　　　も　　　う　　　も　　　も　　　し　　　も　　　り

の
他
の
作
品
中
で
も
屡
々
常
識
的
な
教
訓
の
言
葉
を
洩
ら
し
て
居
る
。
即
ち
そ
こ
に
は
か
く
あ
る
べ
き
も
の
と
い
ふ
理
想
が
腐
せ
ら
れ

て
居
る
か
に
見
え
る
。
の
み
な
ら
す

「
一
代
男
」

の
世
之
介
は
最
後
に
女
護
島
に
渡

っ
九
9
、
「
二
代
男
」
の
世
傳
に
美
面
鳥
が
色
道
秘

-傳
の
卷
物
を
傳

へ
た
り
す
る
。
叉
そ
の
表
現
に
誇
張
が
多
い
事
も
直
に
氣
つ
か
れ
る
事
で
あ
る
。
彼
の
寫

實
的
態
度
は
か
う
し
た
點
で

幾
分
純
粋
さ
を
失
っ
て
居
る
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
彼
の
現
實
把
握

の
強
さ
と
.確
さ
と
を
少
し
で
も
鈍
ら
す
も
の
で
は
な
か
つ

・旗
。
彼
の
作
中
の
教
訓
や
奇
蹟
は
、結
局
彼
に
と
っ
て
は
決
し
て
單
な
る
理
想
や
塞
想
で
は
な
く
、實
は
や
は
り
實
際
生
活
に
根
ざ
す
も

の
で
あ

っ
た
。
例

へ
ば

「
日
本
永
代
藏
」
の
長
者
丸

の
方
組
の
如
き
、'
そ
れ
は
西
鶴
に
よ
つ
て
読
か
れ
た
成
功
致
富
の
道
と
い
ふ
よ
り

、は
、
當
時
の
最
も

一
般
的
な
町
人
の
處
世
訓
が
、
こ
ム
に
そ
の
ま
蕊
描
か
れ
た
も
の
だ
と
い
ふ
べ
き
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り

「永
代
藏
」

の
教
訓
な
、
か
の

「
長
者
教
」
の
内
容
で
示
さ
れ
る
や
う
な
、
當
時

の
資
本
主
義
乃
至
町
人
道
の
あ
ら
は
れ
で
あ
っ
光
。
叉

剛
見
空
想

的
な
誇
張
と
い
へ
ど
も
、
西
鶴
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
架
空
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
も

ど
よ
ゆ
こ
の
場
合
彼
の
態
度
は
純
然
た
る
寓

一實
主
義
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
ら
う
が
、彼
の
現
實
を
見
る
眼
の
深
さ
が
、自
ら
彼
を
し
て
單
な
る
理
想
や
空
想
の
世
界
に
遊
ば
せ
な
か



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し　　し　　も　　し　　ら　　も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　

つ
た
。
所
詮
西
鶴
は
人
心
の
微
を
抜
き
世
態
の
眞
を
穿

っ
て
、
「人
生
は
此
の
如
し
」
と
言
は
す
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

元
碌
小
論
の
寫
實
主
義
を
説
く
の
に
あ
ま
り
に
、西
鶴
の
作
品
に
つ
き
す
ぎ
て
述

べ
た
嫌
が
あ
る
。七
か
七
と
に
か
く
近
世
文
藝
に
於

　

け
る
嘉
賓
主
義
は
、
彼
に
よ
っ
て
最
も
正
し
く
代
表
さ
れ
て
居
る
の
だ
か
ら
そ
れ
は
止
む
を
得
な
い
。
而
し
て
か
う
し
た
寫
實
の
態
度

　

は
、
西
鶴
の
如
き
透
徹
し
た
観
察
眼
を
持
た
な
い
作
家
に
あ

っ
て
は
、
や
が
て
平
板
な
表
面
描
寫
に
陷
ら
し
め
る
で
あ
ち
う
。
叉
西
鶴
㌦

　

自
身
は

「
人
生
は
此
の
如
し
」
と
達
観
し
て
、
そ
こ
に
安
住
の
地
を
求
め
得
た
が
、
彼
の
追
随
者
や

一
般

の
讀
者
は
、
現
實
を
現
實
の

　

ま

瓦
に
見
る
だ
け
で
は
満
足
出
来
な
か

っ
た
。
す

べ
て
の
寫
實
主
義
の
行
詰
り
は
實
忙
こ
の
二
點
に
原
因
す
る
。
西
鶴
以
後
適
當
な
後

　

繼
者
を
得
な
か

つ
鞄
浮
世
草
子
は
、
早
く
も
こ
の
行
詰
に
逢
著
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
こ
玉
に
局
面
打
開
の
方
策
と
し
て
容
易
に

　

擡
頭
し
て
来
る
の
は
、
傳
奇
主
義
・浪
漫
主
義
的
傾
向
で
あ
る
。
し
か
も
西
澤

一
風
・江
島
其
磧
等
の
作
者

は
、
只
管
讀
者
の
興
味
を
迎

　
　
へ
よ
う
と
し
て
、
構
想
の
奇
警
や
筋
の
變
化
の
み
を
求
め
た
。　
一
風
の

「御
前
義
經
記
」
や
其
磧
の

「
傾
城
禁
短
氣
」
等
の
如
き
、
そ

　
　
の
性
質
か
ら
い

へ
ば
西
鶴
の
好
色
物
と
同

一
で
あ
る
が
、
前
者
は
主
人
公
今
義
の
色
道
修
行
を

「
義
經
記
」
に
擬
し
て
脚
色
し
た
の
が

　
　
主
眼
で
あ
り
、
後
者
は
遊
女
の
生
活
難
を
談
義
の
形
式
に
よ
っ
て
述
べ
た
所
に
作
者
の
苦
心
が
存
し
た
。
も
と
よ
り
そ
こ
に
は
好
色
生

活
の
饕

相
繍

聖

て
は
居
る
の
だ
が
、
作
者
は
そ
の
現
籍

孫

實
に
浮
び
上
ら
せ
る
事
よ
り
警

れ
に
浪
漫
的
な
色
彩
を
附

　
　
け
る
脚
色
の
方
曝

力
を
注
い
だ
。
即
ち
警

主
義
の
精
神
は
す
で
に
内
面
的
忙
失
は
れ
?

あ
っ
た
の
で
、
享
保
以
後
に
至
っ
て

　
　
は
殆
ど
浄
瑠
璃

.
歌
舞
伎
と
同
様
な

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
作
品
ば
か
り
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
間
に
所

謂
気
質
物
の
み
は
些
か
寫
實

　
　
主
義
本
來
の
面
目
を
保
っ
て
来
た
。
そ
れ
も
其
磧
の
氣
質
物
が
、
故
ら
に
變
態
的
な
人
物
を
描

い
た
風
を
受
け
つ
い
で
、
寧
ろ
實
生
活

　
　
か
ち
遊
離
し
た
興
味
本
位
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
か
う
し
た
態
度
が
や
が
て
江
戸
中
心
の
文
藝
に
移
入
さ
れ
て
、
黄
表
紙
や
洒
落
本
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代
文
農
概
誰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
三
九

心

・.

・。
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黄
表
紙
や
洒
落
本
は
、
當
蒔

の
江
戸
市
民

の
生
活
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
隨

っ
て
そ
こ
に
再
び
寫
實
的
傾
向
が
あ
ら
は
れ
て

來
る
の
は
當
然

の
事
で
あ
る
。
實
際
洒
落
本
に
描
か
れ
た
嫖
客
と
遊
女
と
の
對
話
、
妓
樓

の
光
景
等
の
如

き
は
、
最
も
克
明
で
精
密
な

爲
實
に
ち
が
ひ
な

い
。
し
か
し
そ
れ
は
元
祿

の
浮
世
草
子
作
家

に
於
て
見
ら
れ
た
爲
實
的
態
度
と
、
決
し
て
本
質
的
に
同

一
な
も
の
だ

と
は
言

へ
な
か
っ
た
。
黄
表
紙
や
洒
落
本

の
作
者
は
、
現
實
を
そ
の
本
來

の
相
に
於
て
正
し
く
把
握
し
よ
う
と
は
せ
す
、
特
殊

の
視
角

に
立
っ
て
こ
れ
を
眺
め
て
ば
か
ゆ
居
た
。
そ
れ
は
寶
暦

・
明
和
頃

の
八
文
字
屋
本
に
見
ら
れ
た
傾
向
を
受

け
つ
い
だ
も

の
で
、
し
か
も

こ
の
傾
向
が
江
戸
市
民

の
逃
避
的
な
生
活
態
度
に
よ
っ
て
益

々
助
長
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
同
じ
く
寫
實
主
義
と
言

っ
て
も
、
生

活

の
全
貌
を
そ
の
あ
る
が
ま
」
の
姿
に
於
て
描
い
た
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
特
殊
な
、
あ
る
局
部
を
生
活
か
ら
切
離
し
て
、
こ
れ
を
廓
大

鏡

の
も
と
に
さ
ら
し
出
し
た
や
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。
細
部
の
描
寓
が
い
か
に
綿
密
を
極
め
て
居

て
も
、
全
體
と
し
て
そ
こ
に
現
實

の

眞
相
を
捉

へ
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
か
う
し
た
宣
　實
主
義
は
つ
い
で
滑
稽
本

へ
流
れ
て
行
っ
た
。
三
馬
が
身
振
聲
色
ま
で
も
文
字

の

上
に
顯
は
さ
う
と
し
た
窮
實

の
精
密
さ
は
、
到
底
西
鶴
な
ど

の
及
ば
な
い
所
で
あ
る
が
、
畢
竟
そ
れ
は
表

現
上
の
技
巧
に
過
ぎ
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
江
戸
後
年
期

の
文
藝
に
於
け
る
主
潮
を
な
し
た
も

の
は
　

や
は
ゆ
浪
漫
主
義
で
あ
っ
た
。
享
保
以
後
の
八
文
字
屋
本
が
從
來

の
浄
瑠
璃

・
歌
舞
伎
と
同
じ
く
、專
ら
題
材
を
過
去

の
事
件

に
と
っ
て
、
そ
の
浪
漫
的
な
脚
色
に
趣
向
を
凝
ら
す
や
う
に
な

っ
た
事
は
す

で
に
述

べ
た
。
そ
れ
が
江
戸
中
心

の
文
藝
時
代
に
入
っ
て
は
、
讀
本

・
合
巻
と
な
っ
て
純
然
た
る
傳
奇
小
説
を
生
む
に
至

っ
た
。
讀
本

は
元
来

「
英
草
紙
」
や

「
雨
月
物
語
」
等
の
や
う
な
怪
奇
小
説
を
そ
φ
直
接

の
母
胎
と
し
て
生
れ
て
居
る
。
隨
っ
て
超
自
然
的
乃
至
非



現
實
的
な
要
素
を
多
分
に
持

っ
て
居
る
事
は
言
ふ
ま
で
も
な

い
が
、
そ
れ
ら

の
要
素
は
單
に
夢
幻
的
な
空
想
小
説
や
、
獵
奇
的
な
怪
談

物

へ
と
向
つ
た
の
で
な
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
あ

の
時
代
に
、大
衆
小
説

と
し
て
榮

え
る
事
は
出
來
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

そ
れ
が
封
建
杜
會

の
道
徳
的
理
想
と
結
合
す
る
事
に
よ
っ
て
、
始
め
て
新
し
い
展
開
が
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
か
う
し
た
理
想
主
義

に
彩
ら
れ
た
傳
奇
小
説
を
大
成
し
た
の
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
馬
琴
で
あ

っ
た
。
彼

の
所
謂
勧
善
懲
悪
主
義

は
従
来
の
傳
奇
小
説
に
道

義
的
な
解
釋
を
與

へ
て
㌻
こ
丶
に

一
種

の
理
想
主
義
的
な
文
藝
を
作
ゆ
出
し
た
。
そ
こ
で
は
種

々
な
超
自
然
的
な
奇
蹟
や
非
現
實
的
な

偶
然
も
、
す
べ
て
こ
の
道
義
觀
と
因
果
應
報

の
理
法

の
下
に
攝
取
さ
れ
て
、
完
全
な
解
決

に
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
作
家

の
箇

性
に
よ
る
所
も
多
い
が
、
寧
ろ
當
時

の
反
動
的
支
配
を
積
極
的
に
支
持
す

べ
き
祗
會
的
要
求
が
、
浪
漫
主
義

を
か
う
し
た
方
向
に
向
は

せ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
馬
琴
だ
け
で
は
な
い
、
京
傅
も

一
九
も
種
彦
も
等
し
く
勸
善
懲
悪
を
標
榜
す
る
事
は
し
た
。
だ
が
畢
竟
作

品

の
眼
目
と
す
る
所
は
、
西
鶴
以
後

の
浮
世
草
子
に
加
は
つ
て
來
た
浪
漫
的
脚
色
で
あ
っ
て
、
波
瀾
重
疊

の
曲
節
を
設
け
て
、
こ
れ
を

巧
に
大
国
圓

へ
と
牧
扮
す
る
の
が
作
者

の
苦
心
で
あ

っ
た
。
た
Ψ
そ
の
聞
に
理
想
主
義
が
織
込
ま
れ
た
點
に
、
時
代
的
瓧
會
的
意
義
を

見
出
す

の
で
あ
る
。
し
か
も
本
質
的
に
は
や
は
ゆ
末
期
八
文
字
厘
木
と
多
く
異
る
所
は
な
か
っ
た
。
加
之

こ
の
理
想
主
義
に
よ
っ
て
奇

蹟
と
偶
然
と
を
道
義
觀
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
事
は
、
却
っ
て
浪
漫
主
義
と
し
て
の
藝
術
的
純
粋
さ
を
傷

け
、
叉
合
巻
や
人
情
本

へ

移
入
し
て
行

っ
た
浪
漫
主
義
も
、
低
級
な
讀
者
を
相
手
と
す
る
爲
に
、
幼
稚
な
程
度
に
止
っ
て
経

つ
た
。

　
か
う
し
て
寫
實
主
義
と
浪
漫
主
義
と
は
、
江
戸
時
代
の
文
藝
に
於
る
二
大
主
潮
と
な
っ
て
流
れ
て
來
た

。
而
し
て
寫
實
主
義
の
あ
ら

は
れ
が
、
民
衆
の
新
興
意
識
に
基
く
進
歩
的
な
文
藝
活
動
で
あ

っ
た
の
に
饗
し
て
、
浪
漫
主
義
は
常

に
逃
避
的
な
若
し
く
は
反
動
的
な

立
場
か
ら
展
開
さ
れ
て
居
る
コ
而
し
て
明
治
の
自
然
主
義
の
勃
興
と
、
そ
れ
か
ら
大
正
時
代
の
文
藝

へ
轉
向
し
て
行
っ
た
徑
路
と
を
見
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概
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三
四
二

る
時
、
そ
こ
に
も
ま
だ
低
穿
同
様

の
時
代
的
吐
會
的
の
嵩鑾
や
が
働
い
で
居
る
事
が
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
少
く
と
も
今
日
の
文

藝
が
あ
る
行
詰
り
を
感
じ
て
居
る
事
が
事
實
と
す
れ
ば
、
か
う
し
た
過
去
の
歴
史
は
未
来

の
動
向
に
つ
か
て
最
も
有
力
な
暗
示
を
與

へ

る
も
の
で
あ
ら
う
。
即
ち
將
來
昭
和
の
新
興
文
藝
と
し
て
現
は
る
べ
き
も
の
は
、
必
ず
や
嘉
賓
主
義
を
そ

の
根
松
と
も
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
そ
れ
は
黄
表
紙
や
洒
落
本
の
末
梢
的
・感
覺
的
な
寫
實
で
は
な
い
。
か
つ
て
西
鶴
の
小
説
に
見
ら
れ
た
現
實

の
全

貌
的
な
確
實
な
把
握
、
自
然
主
義
の
作
家
た
ち
が
抱

い
て
居
た
人
生
解
剖
の
熱
意
、
き
う
し
た
文
藝
精
神

の
延
長
上
に
立
っ
て
、
新
も

い
形
で
生
み
出
さ
る
べ
き
寫
實
主
義
で
あ
る
。

四

俳

諧

の

民

衆

性

＼

、
江
戸
時
代
の
文
藝
中
景
も
早
く
民
衆
化
し
、
魅か
つ
最
も
汎
く
民
間
に
行
は
れ
た
も
の
は
俳
諧
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
元
來
俳
諧
が
薄
遒

歌
の
繁
瑣
な
形
式
的
拘
束
を
脱
し
て
一
自
由
に
解
放
さ
れ
た
い
と
い
ふ
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
極
め
て
當
然
の
事
と
言

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
俳
諧
が
文
藝
と
し
て
の
獨
立
性
を
得
る
爲

に
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
再
び
連
歌

の
式
目
の
支
配
を
受
け
孤

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
俳
書
撰
集
の
嚆
矢
と
さ
れ
る

「
犬
筑
波
集
]
に
は
、
故
ら
に
鄙
野
猥
雑
を
喜
ぶ
傾
向
さ

へ
見
え
、
明
か
に
和
歌

・

連
歌
の
傅
統
的
貴
族
趣
味
に
謝
抗
し
よ
う
と
す
る
所
が
あ

っ
た
が
、
貞

徳
に
至
っ
て
は
す

べ
て
連
歌
の
式
目
に
準
據
し
て
俳
諧
の
式
法

を
定
め
た
の
み
な
ら
す

「犬
筑
波
集
」
の

　
　
　

、
霞

の

衣

裾

は

濡

れ
.け

ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
と

　
　
　
佐

保

姫

の
春

立

ち

な

が

ら

尿

を

し
で
　

冖　

　

　

　

　

」　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・



の
附
句
を
、
辱　

　
　
　

　
　

　

'

　
　
　
天

人

や
天

く

だ
る

ら

し

春

の
海

と
改
め
た
く
ら
み
で
あ
っ
た
。

一
體
俳
諧
を
以
て
和
歌
連
歌
に
入
る
階
梯
と
し
、
本
質
的
に
連
歌
と
俳
諧
と
の
區
別
を
認
め
な
か
っ
た

貞
徳
と
し
て
「
こ
れ
は
當
然
な
事
で
あ
っ
た
。
彼

に
從

へ
ば
俳
諧
と
は

一
句
毎

に
俳
言
を
賦
し
た
連
歌
で
あ
る
円
い
ふ
。
即
ち
彼
な
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ん
に
ん

歌
と
俳
諧
と
の
匝
別
點
を
、
單
に
形
式
的
な
用
語
の
上
に
置

い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ゆ
前
掲
の
附
句

の
如
き
も
、
纔
か
に

「
天
人
」
と

い
ふ
漢
語
が
俳
言
で
あ
る
以
外
、
内
容
的
に
は
殆
ど
和
歌
連
歌

の
趣
味
と
異
る
所
は
な
い
。
そ
れ
は
新
興

の
民
衆
的
文
藝
と
し
て
、
あ

ま
ゆ
に
も
清
新
さ
、
溌
刺
さ
を
缺
く
憾
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
貞
徳
時
代
の
文
藝
精
神
は
、
な
ほ
甚
だ
傅
統
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
俳
諧
が
全
く
連
歌
の
餘
興
た
る
言
捨
に
甘
ん
ず
べ
き
で
あ
っ
た
の
な
ら
と
に
か
く
、
す
で
に

一
の
獨
立
し
た
文
藝
と
し
て
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

O

れ
る
爲
に
は
、
や
は
り
傅
統
性
に
基
く
指
導
精
神
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
う
し
鞄
貞
徳

の
態
度
な
、
實
は
そ
の
侍

代
に
最
も
適
應
し
た
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
貞
門
俳
諧
の
特
質
に
つ
い
て
は
な
ほ
述
ぶ
べ
き
事
が
多
い
が
、
特
に
そ
の
民
衆
性
を
こ
丶
に
求
め
る
な

ら
ば
、
結
局
貞
徳
が
連
歌
と

の
唯

}
の
區
別
點
と
↓
た
俳
言
に
存
す
る
事
を
知
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
用
語
の
自
由
さ
が
和
歌
や
連
歌
に
見
ら
れ
な
い
新
し
い
題
材
を

提
供
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
日
常
使
用
し
て
居
る
言
葉
は
も
乏
よ
砂
、
民
間
に
行
は
れ
る
俗

謡
・俚
諺
等
の
類
を
も
利
用
し
、
南
蠻

紅
毛
の
事
物
さ

へ
と
ゆ
入
れ
た
。
そ
れ
ら
が
多
く
言
語
の
智
的
遊
戯
の
材
料
に
供
せ
ら
れ
た
巴
は
い
へ
沸
こ
嘱
に
民
衆
に
最
も
親
し
ま

る
べ
き
要
素
が
存
し
、
刄
新
興
文
藝
と
し
て
清
新
な
魅
力
が
含
ま
れ
た
。
而
し
て
こ
の
特
色
は
次
の
談
林
時
代
に
至
っ
て
釜
々
發
揮
さ

訛
る
に
至
っ
た
o
　
　
　
　

犠
'

　
　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代
文
學
疑
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　§
鱒
巳



　 　 　 　 　 　 　 　 　 7:、㌣
　 　 　 　 　 　 　 　 %岬　 　 　 　 　 　 鞭酎'
　 　 　 　　 胛:
　 　 Ψ　乳　广ザrゾ 冒野∵ 沖

　 　 ザ下
、A聖、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四
四

　
談
林
の
俳
諧
も
そ
の
本
質
に
於
て
は
、
貞
門
の
古
風
と
多
く
相
距
る
所
は
な
か

っ
た
。
即
ち
な
ほ
こ
れ
を
智
的
遊
戯
覗
す

る
態
度
を

捨
て
る
事
が
出
来
す
、
專
ら
表
現
上
の
技
巧
に
興
味
を
求

め
て
居
た
。
も
か
↓
俳
諧
の
文
藝
的
意
義
に
つ
い
て
は
頗
る
異
っ
た
見
解
を

と
る
に
至

っ
た
。
今
や
談
林
の
俳
人
た
ち
は
彼
等
の
俳
諧
を
以
て
、
和
歌
連
歌
に
入
る
階
梯
だ
と
考

へ
る
事
な
く
、
寧
ろ
和
歌
連
歌
と

野
立
す
べ
き
も
の
だ
と
解
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
俳
諧
を
學
ぶ
事

に
よ
っ
て
和
歌
や
連
歌
に
入
ら
う
と
す
る
事
は
、
も
は
や
彼
等
の
敢

へ
て
欲
す
る
所
で
は
な
い
。
和
歌
連
歌
の
傅
統
か
ら
放
た
れ
た
自
由
な
天
地
こ
そ
俳
諧
の
世
界
と
す
べ
き
で
あ
る
。
隨
っ
て
和
歌
連
歌

を
支
配
す
る
す
べ
て
の
傅
統
的
教
權
は
、
彼
等
に
と
っ
て
殆
ど
溲
爽
渉
な
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
連
句
に
於
け
る
差
合
去
嫌
の
如

き
法
則
は
存
し
て
居
た
け
れ
翌
も
、
そ
れ
は
單
爬
俳
諧
と
い
ふ
文
藝
様
式
を
完
成
す
る
爲
の

一
條
件
た
る

に
す
ぎ
す
、
そ
こ
に
連
歌
か

ら
の
支
配
的
精
神
を
感
ず
ち
事
は
な
か
っ
た
。
且
つ
そ
の
根
柢
に
於
て
こ
そ
な
ほ
遊
戯
的
態
度
を
離
れ
な
か

っ
た
と
は
い
へ
、
單
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　た
て

言
語
の
技
巧
に
終
始
し
て
居
た
の
で
は
な
い
。
發
句

に
最
も
多
く
用
ぴ
ら
れ
た

一
種
の
見
立
と
逼
ふ
べ
き
譬
喩
的
手
法
は
、
内
容
的
に

も
親
し
い
展
瀾
を
見
せ
た
。
'叉
連
句
で
は
心
附
の
傾
向
が
多
ぐ
な
っ
た
爲
、
こ
玉
に
も
内
容
的
忙
民
衆
の
現
實
生
活
と
觸
れ
る
所
が
多

・へ
な
つ
尢
。
か
う
七
て
俳
諧
の
民
衆
文
藝
た
る
本
質
は
、
談
林
時
代
に
至
っ
て
十
分
に
備
つ
た
と
言
っ
て
宣
い
o
そ
こ
に
西
鶴
の
浮
世

草
子
を
生
む
べ
き
重
要
な
契
機
を
形
つ
た
の
も
尤
も
な
事
で
あ

っ
た
。
而
し
て
こ
れ
は
畢
竟
庶
民
階
級

の
進
展
に
拌
ふ
必
然
的
の
結
果

と
い
ふ
べ
ぐ
」
俳
諧
が
少
く
と
も
和
歌
連
歌
の
貴
族
趣
味
に
謝
し
て
起
つ
た
も
の
た
る
關
係
上
、
先
づ
こ
』
に
最
も
著
し
《
民
衆
文
藝

の
特
質
が
顯
は
さ
れ
た
の
も
當
然
と
い
ふ
べ
き
で
あ
っ
た
。
'た
穿
談
林
時
代
ま
、で
は
な
抵
こ
れ
ガ
正
し
蚋
藝
術
的
精
神
に
よ
っ
て
指
導

さ
れ
る
事
な
く
し
て
終

っ
た
。

ド
談
林
の
人
々
は
俳
諧
を
和
歌
連
歌
の
從
屬
的
地
位
か
ら
對
立
關
係
に
ま
で
も
っ
て
来
た
。
し
か
し
な
ほ
和
歌
連
歌
よ
り
も

一
段
低

い



●

文
藝
と
し
て
甘
ん
じ
て
居
た
。
然
る
に
延
寶
末
年
の
頃
か
ら
進
ん
で
俳
諧
に
和
歌
連
歌
と
同
様
な
藝
術
的
地
位
を
與

へ
ね
ば
満
足
さ
れ

な

い
要
望
が
起

っ
て
来
た
。
そ
れ
は
談
林
末
流
の
放
縦
な
弊
に
堪

へ
な
い
で
、
自
分
た
ち
の
俳
諧
に
眞
の
藝
術
的
意
義
を
見
出
さ
う
と

す
る
眞
摯
な
俳
人
た
ち
の
反
省
に
基
づ
い
て
居
る
。
而
し
て
こ
の
要
望
は
途
に
大
き
な
時
代
的
の
力
と
な

っ
て
、
俳
壇
全
體
を
推
し
動

か
し
夜
。
鬼
貫
の
誠
の
詮
や
芭
蕉
の
風
雅
觀
は
、
實
に
か
う
し
た
反
省
と
要
望
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

　
芭
蕉
は
か
の

「笈
の
小
文
」
の
擾
頭
の

】
節
に
、「
西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、
宗
祗
の
連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟
の
繪
…に
お
け
る
、
利
林

の
茶
に
お
け
る
、
そ
の
貫
道
す
る
も
の
は

一
な
り
」
と
喝
破
し
た
通
り
、
彼
の
所
謂
風
雅
の
外
ひ
と
は
、
和
歌
連
歌
を
貫
く
精
神
と
同

一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
。
隨
っ
て
芭
蕉
は
和
歌
連
歌
の
理
想
と
す
る
所
を
、
ま
た
俳
諧
に
於
て
理
想
と
し
た
。
か
の
さ
び
・

し
　
　
も
　
　ヵ　
　
　
も
　
　
も

し
を
り
.細
み
な
ど
と
い
ふ
の
も
、
畢
竟
和
歌
連
歌
の
理
想
と
し
た
幽
玄
美
を
、
俳
諧
の
中
に
顯
現
し
た
も

の
に
外
な
ら
ぬ
。
又
連

句

の
方
で
蕉
風
俳
諧
の
最
も
特
色
と
す
る
句
附
も
、
宗
祗
時
代
の
連
歌
の
附
け
方
と
趣
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
即
ち
こ
瓦
に
俳

諧
と
和
歌
連
歌
と
は
、
本
質
的
に
全
く
同

一
の
も
の
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
芭
蕉
の
俳
諧
は
要
す
る
に
連
歌

へ
の

復
歸
な
の
で
あ
る
か
。
も
し
さ
う
だ
と
し
た
ら
、
俳
諧
が
民
衆
文
藝
た
る
べ
き
特
質
は
、
何
處
に
こ
れ
を
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
だ
が

芭
蕉
の
俳
諧
は
決
し
て
宗
祗
の
連
歌
と
同
じ
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

　
土
芳

の

「
白
さ
う
し
」
に
よ
れ
ば
、芭
蕉
は

「
春
雨

の
柳
は
全
體
連
歌
な
り
、
田
螺
取
る
烏
は
全
く
俳
諧
な
ゆ
」
と
教

へ
た
と
い
ふ
。

芭
蕉
が
俳
諧
の
民
衆
文
藝
た
る
特
性
を
、
い
か
に
確
實
に
認
識
し
て
居
た
か
は
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
明

か
に
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
・

彼
は
俳
諧
を
指
導
す
べ
き
藝
術
精
神
を
、
和
歌
連
歌
と
同

一
の
所
に
求
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
向
ふ
所
は
和
歌
連
歌
と
同

一
の
境
地
で

は
な
か
っ
た
。
宗
鑑
.守
武

の
頃
か
ら
、
貞
徳
・宗
因

の
時
代
を
経
て
來
た
俳
諧
が
、
そ
の
展
開

の
聞
に
根

を
下
し
た
特
殊
性
が
何
で
あ

　
　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代
交
趨
概
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
田
誠



＼

σ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四
六

る
か
を
芭
蕉
は
十
分
に
知

つ
、て
居
た
。
す
で
に
風
雅
の
誠
に
立
脚
し
た
彼
が
.
遊
戯
的
な
滑
稽
諧
謔
を
俳

諧
の
特
質
と
見
な
か
っ
た
事

な
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
内
貞
徳
が
俳
諧
と
連
歌
と
を
區
別
す

べ
き
要
黜
と
し
沈
俳
言
は
、
芭
蕉
に
よ

っ
て
も
亦
重
硯
さ
れ
た
⑩
た
穿
芭

蕉
は
輩
に
こ
れ
を
形
式
的

の
も

の
悲
し
な
い
で
《
内
面
的

の
意
義
に
ま
で
深
め
て
行

っ
た
。
だ
か
ち
た
と

ひ
句

の
表
に
俳
言
が
な
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り　　　も

も
酒
勾
中

の
情
趣
に
俳
言
が
あ
れ
ば
よ
い
。
即
ち
彼
に
と
っ
て
俳
言
は
俳
味
と
言
換

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
ρ
た
。
春
雨

に

烟
る
青
柳

の
美
し
さ
は
優
雅
な
連
歌
趣
味

の
も

の
で
あ
る
。
田
螺
を
啄
む
烏

の
姿
に
は
、
さ
う
し
た
優
雅
な
美
し
さ
は
味
は
へ
な
い
が
、

そ

こ
に
即
ち
俳
味
が
あ
る
コ
そ
れ
を
句
に
し
た
場
合
、
田
螺
と
い
ふ
俳
言

の
有
無
に
拘
は
ら
す
、
こ
の
境
地
を
捉
べ
た
所
に
俳
諧

の
俳

諧
た
る
特
殊
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
が
も

こ
の
田
螺
取
る
烏

の
俳
味
は
、
春
雨

の
柳
に
味
は
は
れ
る
詩
美
と
決
し
て
そ
の
本
質
を

異
に
す
る
も
の
で
な
い
。
例

へ
ば
中
世
文
藝

の
理
想
と
し
た
物
の
あ
は
れ
は
、
連
歌
に
よ
ん
だ
春
雨

の
柳

に
も
、
俳
諧
に
し
た
田
螺
取

る
烏
に
も
、
同
じ
く
感
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
芭
蕉
は
必
ず
し
も
か
う
し
た
言
葉
で
説
明

し
て
居
る
の
で
は
な
い
が
、
要
す
る

に
芭
蕉

の
俳
諧
は
こ
Σ
に
謂
ふ
所

の
俳
味
を
捉

へ
て
、
そ
の
中

に
和
歌
連
歌
と
同

一
の
詩
趣
を
見
出
さ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
而
し

て
こ
の
俳
味

こ
そ
・
貞
門
時
代
以
來

の
俳
言
に
代

っ
て
、
新
に
俳
諧

の
民
衆
性
を
固
く
保
持
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
が
藝
術
家

と
し
て
の
偉
大
さ
は
、
實
に
こ
の
俳
諧

の
民
衆
性
に
即
し
つ
丶
、
之
を
和
歌
連
歌
と
同

一
水
準
線

の
文
藝
と
し
て
大
成
せ
し
め
た
點
に

あ
る
℃
」

　

芭
蕉
の
歿
後
俳
風
は
幾
度
か
變
轉
し
て
居
る
。
天
明

の
中
興
時
代
忙
於
け
る
蕪
村
や
曉
臺
等

の
俳
諧
は
、
頗
る
典
雅
優
麗
な
趣
味
を

籍
び
」
殆
芝
和
歌
連
歌
と
異
る
所
が
な
い
や
う
に
盛

へ
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
始
め
か
ら
和
歌
連
歌

の
傅
統
を
追
ひ
、
和
歌
連
歌
と

し
て
作
ら
れ
た
も
め
と
は
決
し
て
同

一
で
な
い
。
-芭
蕉
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
俳
味
拡
、個
人
的
な
環
境

や
時
代
的
な
事
情
に
隨

っ
て
、



著
干
づ

丶
形
を
變

へ
た
で
あ
ら
う
が
、
結
局
そ
の
根
柢
と
す
る
民
衆
性
は
失
は
れ
る
事
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
蕪
村
や
曉
臺

の
俳
諧

も
、
畢
竟
そ
の
程
度
に
ま
で
洗
練
さ
れ
て
来
た
俳
味
で
あ
っ
た
。

む
　
　

附
記
、
筆
者
は
な
ほ
こ
の
次
に

【あ

そ
び
の
文
藝

」
の

】
章
を
設
け
て
、
安

永

・
天
明
以
後

の
文
藝

に
關
す

る
概
觀
的
な
論
を
試
み
る
豫
定
で
あ
っ
た

が
、
す
で
に
豫
約
さ
れ

た
紙
數

の
制

限
を
超
え

て
居

る
。
か

っ
約
束

し
た
締
切

の
期
日
に
も
甚
し
く
遲
れ

て
居

る
の
で
、

こ
の
上
書
直
し
な
ど
の
爲
出

版
者

や
讀

者
に
多
く

の
迷
惑
を
か
け
る
に
も
し

の
び
ず
、
や
む
な
く
こ
Σ
に
筆

を
止
め
る
事

に
し
た
。
叉
最
後

の

「
俳
諧

の
民
衆
性
」
も
後
半
を
幾
分

省
略
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
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