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九
　
州

と

交
　
學

春

日

政

治

　
　
　
　
　
圏

　
肥
後
の
國
愚
者
中
島
廣
足
は
、
其
の
著
「
か
し
の
下
枝
」
に
，
「
西

の
國
の
う
た
」
と
題
し
て
、
眞
淵
が
古
今
愚
輩
聴
に
、

　
　
御
國
は
西
よ
り
開
け
つ
れ
ば
、
西
の
角
鋼
の
歌
は
都
ぶ
り
に

　
　
異
な
ら
す
、
東
の
國
は
晩
く
從
服
奉
り
て
、
人
の
心
あ
ら
び

　
　
た
れ
ば
歌
の
詞
も
異
檬
な
る
を
も
て
、
萬
葉
集
に
東
歌
と
て

　
　
別
に
あ
げ
た
る
也
云
々
。

と
い
ふ
東
麿
の
読
を
か
り
て
、
眞
淵
自
身
も
さ
る
理
に
誓
え
る
と

．
言
っ
た
こ
と
を
引
き
、
萬
葉
集
に
見
え
る
豊
前
娘
子
大
宅
女
や
封

馬
娘
子
玉
槻
さ
て
は
豊
前
豊
後
白
水
郎
の
歌
を
學
げ
て
、

　
　
右
の
歌
ど
も
い
と
い
と
み
や
ぴ
に
て
言
葉
つ
か
ひ
都
人
の
に

　
　
か
は
る
平
な
し
。
東
歌
の
さ
ば
か
り
詞
だ
み
た
み
に
、
西
の

　
　
方
は
封
禅
ま
で
も
か
く
み
や
び
た
り
し
は
、
束
麿
の
論
の
如

　
　
　
　
　
九
州
と
丈
學

　
　
く
に
て
、
棘
武
天
皇
の
西
よ
り
國
は
℃
め
た
ま
び
し
故
な
る

　
　
べ
し
。
　
（
申
略
）
叉
太
宰
府
に
は
常
に
都
の
官
人
多
く
下
ら

　
　
れ
た
れ
ば
、
そ
れ
に
な
れ
て
、
自
ら
詞
遣
も
よ
か
り
し
に
や
。

　
　
今
の
京
人
西
國
を
詞
い
や
し
と
い
ふ
め
れ
ど
、
そ
は
古
へ
を

　
　
知
ら
ぬ
也
。
西
國
に
は
今
も
古
言
の
多
く
選
れ
る
、
其
古
言

　
　
や
が
て
古
の
都
人
の
な
れ
ば
、
西
國
詞
ぞ
中
々
に
い
に
し
へ

　
　
の
雅
言
に
は
近
か
る
べ
き
。

と
述
べ
て
あ
る
。
こ
の
論
の
内
に
は
、
帝
國
の
起
源
の
九
州
に
在

る
こ
と
、
從
っ
て
言
語
も
九
州
が
古
い
こ
と
、
而
し
て
郷
土
人
が

曾
て
立
派
な
丈
學
を
も
つ
た
こ
と
等
を
張
齢
し
て
あ
っ
て
、
郷
土

に
樹
す
る
一
種
の
誇
負
を
以
て
氣
骸
を
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

　
我
が
國
の
笹
葺
は
奈
良
朝
に
於
て
、
初
め
て
表
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
か
の
古
事
記
・
日
本
書
記
・
風
土
記
等
の
史
籍
・
地
誌
を
魁
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九
大
國
文
墨
　
　
第
二
號

と
し
て
、
次
い
で
純
文
學
た
る
萬
葉
藥
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
づ

史
籍
だ
る
記
紀
に
つ
い
て
我
が
九
州
を
考
へ
て
見
た
い
。
記
紀
に

於
け
る
紳
代
史
の
語
る
大
鐘
は
我
が
九
州
を
舞
甕
と
し
て
み
る
の

で
あ
っ
て
、
國
土
生
成
．
平
原
御
祓
。
天
孫
降
臨
。
笠
沙
崎
皇
居

海
幸
山
幸
・
高
千
芝
生
さ
て
は
監
理
東
征
ま
で
皆
九
州
に
曾
て
で

あ
っ
て
、
高
天
原
と
い
ふ
想
像
世
界
さ
へ
我
が
九
州
の
天
上
に
あ

る
か
の
感
が
あ
る
。
事
々
の
話
を
に
じ
め
古
代
の
歴
史
は
ロ
碑
に

よ
っ
て
傳
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
記
紀
の
成
立
は
各
地
方
に
有
す

る
醗
話
を
よ
せ
集
め
て
の
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
の
棘
話
傅
読
は
無

論
皇
室
を
中
心
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
た
。
而
し
て
其
の
主
な
る
も

の
は
九
州
系
の
尊
話
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
出
雲
系
の
読
話
が
織
込

・
ま
れ
て
る
る
と
見
る
の
が
今
日
の
多
く
の
學
者
の
見
方
で
あ
る
。

か
う
し
た
意
味
に
於
て
、
我
が
文
學
の
磯
生
は
九
州
入
の
持
っ
て

る
た
聯
話
傅
読
を
申
心
と
し
て
み
る
と
言
は
な
ぐ
て
は
な
ら
な

い
。

　
次
は
地
方
誌
た
る
風
土
記
で
あ
る
が
、
風
土
記
は
初
め
和
鋼
六

年
の
詔
に
よ
っ
て
出
來
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
の
も
の
は
無
論
其
，

の
際
出
干
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
多
く
は
散
逸
し
て
、
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

的
完
金
に
近
く
遺
っ
て
み
る
古
い
風
土
記
は
常
僅
。
出
雲
・
播
磨
・

肥
前
．
豊
後
の
五
つ
で
あ
る
。
肥
前
。
豊
後
の
爾
風
土
記
は
畢
安

朝
の
も
の
と
い
ふ
人
も
あ
る
が
、
懇
書
以
後
で
や
は
り
奈
良
朝
の

内
の
も
の
と
す
る
の
が
愛
當
で
あ
ら
う
。
と
に
か
く
こ
の
風
土

．
記
、
即
惨
旧
本
最
古
の
典
籍
が
、
比
較
的
完
全
に
九
州
に
二
つ
淺

っ
て
み
る
こ
と
は
、
九
州
と
し
て
誇
る
べ
き
ヒ
と
で
あ
っ
て
、
九

州
を
丈
蝶
貝
に
色
づ
け
て
く
れ
る
一
つ
の
瓢
で
あ
る
。

　
次
に
萬
葉
集
で
あ
る
が
、
萬
葉
集
に
は
已
遽
の
廣
足
の
読
の
や

う
に
九
州
歌
と
い
ふ
も
の
が
倣
然
或
地
歩
を
占
め
て
み
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
事
は
よ
く
言
は
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
飴
り
多
く

を
談
る
を
要
せ
ぬ
が
、
今
よ
り
．
一
千
二
百
年
（
西
麿
八
世
紀
）
前
頃

に
我
が
九
州
が
地
方
的
に
立
面
な
文
學
を
有
し
て
み
た
と
と
は
誇

と
し
て
よ
い
。
集
中
我
が
九
州
で
憲
政
た
と
思
は
れ
る
歌
が
二
百

七
八
十
首
は
あ
ら
う
。
そ
れ
は
九
州
土
人
の
作
っ
た
も
の
ば
か
り

で
は
な
い
、
大
部
分
は
都
入
士
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
其
の
内
に

は
地
方
人
の
ロ
に
成
っ
た
民
謡
的
地
方
歌
、
遊
行
女
婦
の
歌
、
白

水
郎
の
歌
等
の
あ
る
と
と
は
注
意
す
べ
を
で
あ
る
。
か
く
て
正
本

最
初
の
純
文
學
た
る
一
大
歌
集
の
申
に
（
九
州
は
都
人
士
を
し
て

2晶＄



多
分
に
歌
は
せ
た
の
み
な
ら
す
、
郷
土
人
も
亦
彼
等
と
肩
を
比
べ
層

て
、
可
な
り
の
著
し
さ
を
以
て
跡
づ
け
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
丈
學
に
關
普
し
て
考
へ
た
い
こ
と
は
、
文
學
を
記
す
文
字

の
使
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。
我
が
國
の
文
字
の
書
始
め
は
無
論
漢

字
で
あ
っ
て
、
其
の
漢
字
が
何
時
頃
か
ら
用
ゐ
ら
れ
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
共
の
漢
字
の
日
本
に
残
っ
て
み
る
最
も
古
い
も
σ
を

九
州
が
持
っ
て
る
る
こ
と
は
亦
我
々
の
注
意
し
て
よ
い
，
事
忌
で
あ

る
。
そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
天
明
四
年
志
賀
島
か
ら
畿
掘
さ

れ
た
漢
委
奴
國
王
の
印
で
あ
る
。
歴
史
家
の
考
讃
に
断
れ
ば
、
、
之

は
後
漢
光
武
帝
の
中
元
二
年
（
西
紀
五
＋
七
年
）
に
彼
よ
り
逡
つ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
漢
導
燈
來
の
年
だ
と
言
は
れ
る
鷹
聯
十
六
年
・
よ

り
二
百
三
十
年
も
前
の
事
に
屡
ず
る
。
之
は
無
論
支
那
か
ら
貰
っ

た
．
も
の
で
は
あ
る
が
、
か
う
し
た
事
が
自
然
早
く
九
州
地
方
に
丈

字
使
用
の
行
は
れ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

古
い
金
石
文
に
於
て
も
（
我
が
金
石
丈
は
推
古
朝
に
始
ま
る
が
）

九
州
は
相
當
古
い
も
の
を
持
っ
て
る
る
。
、
京
都
の
妙
心
寺
法
金
剛

院
の
鐘
は
、
徒
然
草
に
黄
鐘
調
で
あ
る
と
言
っ
て
出
て
み
る
も
の

で
あ
る
が
、
其
の
鐘
の
銘
は

九
朔
と
丈
學

　
　
戊
戌
年
四
月
十
三
”
壬
寅
牧
糟
屋
許
長
春
米
蓮
廣
國
鋳
鐘

と
あ
っ
て
、
戊
戌
は
丈
武
天
皇
二
年
で
あ
る
。
糟
屋
評
（
評
は
郡
の

義
）
は
我
が
筑
前
國
の
山
名
で
あ
っ
て
、
少
く
脇
我
が
九
州
人
の

手
に
か
ム
つ
て
み
る
こ
と
は
想
像
し
で
差
支
な
か
ら
う
。
更
に
古
・

丈
書
に
達
て
は
我
が
國
最
古
の
も
の
は
文
武
天
皇
大
寳
二
年
へ
妙

心
寺
の
鐘
よ
り
四
年
後
）
の
戸
籍
帳
で
あ
っ
て
、
奈
良
の
正
倉
院
に

淺
っ
て
ぬ
る
。
四
一
の
内
に
御
野
（
美
濃
）
國
の
も
の
と
共
、
冨
筑
前
．

國
島
郡
川
邊
里
の
戸
籍
と
、
豊
前
豊
後
忘
憂
の
一
部
の
も
の
，
の
存

す
る
こ
と
は
郷
土
人
の
知
っ
て
み
て
よ
い
事
で
あ
る
。
此
等
な
小

さ
い
事
の
や
う
で
は
あ
る
が
、
早
い
時
代
の
丈
半
里
帯
σ
事
に
關

係
し
て
み
る
か
ら
、
廣
く
文
學
的
に
九
州
を
色
づ
け
る
に
、
砂
か

ら
す
役
立
っ
も
の
で
あ
る
事
を
感
ず
る
。

　
　
　
　
　
二

　
以
上
は
主
と
し
て
國
文
學
に
熱
す
る
方
面
で
あ
る
が
、
轄
じ
て

漢
文
學
に
就
い
て
一
顧
を
佛
は
う
。
漢
丈
學
に
就
い
て
は
、
奈
艮

朝
に
於
け
る
太
宰
府
の
勲
業
院
の
事
、
吉
備
翼
備
の
事
や
、
平
安

朝
に
於
け
る
菅
原
道
眞
の
事
な
ど
よ
砂
も
、
す
っ
と
下
っ
た
職
國

時
代
に
於
け
る
九
州
の
朱
子
學
が
む
し
ろ
注
意
を
値
ひ
す
る
や
う
　
鵯

一
〇
三



　
　
　
　
　
九
大
國
文
學
　
　
第
二
號

に
思
ふ
。
懸
仁
の
齪
一
た
び
起
っ
て
よ
り
、
京
都
は
修
羅
の
巷
と

化
し
、
兵
事
百
年
、
世
は
滲
澹
た
る
旗
雲
に
掩
は
れ
た
け
れ
ど

も
、
重
宝
學
の
方
面
に
於
て
は
・
一
條
の
光
明
を
保
つ
た
も
の
が
あ

る
『
そ
れ
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
五
山
の
名
檎
が
依
然
と
し
て
文
事

に
携
っ
た
の
み
な
ら
す
、
地
方
の
大
名
の
闇
に
文
學
0
興
隆
に
力

め
た
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
そ
・
れ
ら

大
名
が
學
藝
を
勧
め
た
爲
に
、
そ
れ
が
や
が
て
徳
川
時
代
に
於
け

る
文
學
興
隆
の
種
子
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
就
中
關
東
に
於
け

る
上
杉
二
様
の
足
利
學
校
を
再
興
し
た
る
に
駕
し
て
、
西
方
に
於

て
は
申
國
に
大
内
氏
が
あ
り
、
義
隆
が
殊
に
文
學
を
顧
み
學
士
を

招
癒
し
て
維
欝
を
講
ぜ
し
め
、
書
籍
を
娼
版
せ
し
め
た
。
爾
土
佐

に
於
て
は
名
儒
南
村
梅
軒
が
出
て
大
い
に
儒
學
を
唱
へ
門
下
を
養

成
し
た
。
こ
の
際
九
州
に
在
っ
て
は
肥
後
の
菊
池
民
と
薩
摩
の
島

津
氏
と
が
あ
る
。
女
明
八
年
周
防
山
口
の
僧
桂
庵
（
南
幌
寺
惟
肯
に

學
び
、
長
ず
る
に
及
び
て
程
朱
の
學
に
志
し
、
慮
永
年
申
入
朋
、
居
る
こ

と
七
年
に
し
て
睡
っ
た
）
は
菊
池
氏
の
招
に
薫
じ
て
、
・
肥
後
に
在
っ

て
、
・
其
の
繹
彙
に
参
．
じ
た
が
、
當
時
論
内
の
僧
…
徒
詩
人
は
皆
参
集

し
た
。
薩
摩
の
漢
學
は
島
津
氏
十
一
世
の
忠
昌
と
こ
の
桂
庵
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

よ
つ
て
起
つ
た
。
忠
昌
が
桂
庵
の
碩
徳
博
學
な
る
を
聞
き
、
人
を
　
脚

肥
後
に
遣
し
禮
を
厚
く
し
て
之
を
憂
し
、
大
い
に
之
を
優
遇
し

た
。
文
明
十
三
年
に
は
途
に
大
難
章
句
を
刊
行
し
た
が
、
之
を
文

明
板
大
學
又
に
伊
地
知
本
大
器
（
國
老
伊
地
知
重
貞
が
桂
庵
に
謀

っ
て
刊
行
し
た
の
で
）
と
い
っ
て
、
本
邦
で
朱
子
漸
註
刊
行
の
礪
矢

で
あ
る
。
感
量
桂
庵
に
師
事
し
た
も
の
絃
忠
昌
を
始
め
島
津
削
族

及
び
國
老
が
あ
り
、
薩
都
新
興
洋
紅
学
道
、
．
移
策
動
之
風
と
腎
は

れ
た
薩
摩
の
交
學
の
隆
盛
は
臓
ふ
べ
き
で
あ
る
．
次
い
で
薩
摩
の

族
藩
日
向
飲
肥
に
寺
を
建
て
て
桂
庵
を
居
ら
し
め
た
か
ち
、
こ
こ

に
も
儒
學
は
起
っ
て
來
た
。
か
く
て
桂
庵
は
永
正
二
年
に
寂
し
た

が
、
其
の
學
は
伺
國
牛
山
の
人
露
量
、
同
じ
く
大
迫
の
人
声
翁
を

経
て
、
日
向
南
外
浦
の
人
文
之
が
相
傳
へ
て
、
日
薩
の
儒
學
は
差

し
戦
馬
時
代
に
良
き
を
な
し
た
。

　
徳
川
時
代
に
入
っ
て
儒
學
が
勃
興
し
、
殊
に
朱
子
學
の
唱
道
が

藤
原
重
藤
に
起
り
、
林
道
春
に
傳
へ
て
隆
盛
を
見
た
こ
と
は
…
世
の

周
知
す
る
所
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
怪
獣
の
學
は
何
虚
か
ら
五
つ

た
の
か
と
い
ふ
と
、
我
が
九
州
よ
り
齎
ら
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
前
述
め
交
之
が
坊
ノ
津
の
正
龍
寺
に
居
た
頃
、
恨
窩
は
世
「



に
良
師
な
ぎ
を
患
へ
、
文
墨
二
年
奮
然
海
を
渡
っ
て
皮
那
忽
赴
か

う
と
し
た
が
、
暴
風
に
あ
っ
て
鬼
界
ケ
島
に
漂
着
し
、
次
い
で
坊

ノ
津
に
寄
港
し
た
庭
、
そ
こ
に
文
之
の
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
正
下

寺
を
訪
ひ
桂
庵
の
「
家
法
引
回
」
及
び
文
之
の
「
四
書
新
註
和
訓
」

を
霧
し
、
象
ね
て
鹿
児
島
で
は
島
津
日
薪
齋
の
選
書
を
得
て
京
都

．
に
…
還
っ
た
。
時
事
も
文
之
は
他
に
在
っ
て
相
見
る
こ
と
を
得
な
か

っ
た
が
、
全
く
桂
庵
を
祀
と
せ
る
日
薩
の
儒
…
學
を
其
の
儘
京
都
へ

輸
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
世
に
は
怪
窩
を
知
っ
て
臼
薩
の
儒

學
を
知
む
な
い
も
の
が
多
い
が
、
煙
霧
末
の
九
州
の
儒
學
が
、
徳

川
時
代
に
京
都
に
入
っ
て
榮
え
た
と
見
る
こ
と
が
幽
々
る
。
か
く

我
が
九
州
は
H
本
に
於
げ
る
朱
子
學
の
起
源
に
於
て
甚
だ
重
要
な

る
も
の
を
な
レ
て
る
る
ど
言
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
丸
井
の
隆
盛
に
果
し
て
注
意
し
た
い
こ
と
は
印
刷
術
の
事
で
つ

て
、
」
巳
述
の
如
く
我
が
九
州
に
は
所
謂
丈
明
の
薩
摩
板
を
有
し
て

み
て
、
朱
子
新
註
刊
行
の
創
始
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
薩
摩
の

書
物
開
版
は
已
に
そ
れ
以
前
に
在
り
と
言
は
れ
る
ほ
ど
、
此
の
國

の
印
刷
事
業
は
早
く
開
か
れ
て
み
た
。
さ
て
伊
地
知
本
が
大
い
に

世
に
行
は
れ
た
か
ら
、
其
の
風
が
隣
國
の
日
向
．
大
隅
等
に
も
及

　
　
　
　
　
九
州
　
と
　
丈
　
學

方
で
南
九
州
に
は
綾
々
漢
籍
刊
行
の
學
が
あ
っ
た
。
が
く
て
薩
摩

板
は
其
の
頃
の
地
方
版
と
し
で
、
山
口
の
大
内
版
と
共
に
我
が
印

刷
史
上
、
古
く
か
つ
重
い
位
置
を
占
め
て
み
る
こ
と
を
知
る
べ
き

で
あ
る
。
荷
九
州
の
印
刷
に
つ
い
て
は
、
世
に
博
多
版
と
い
ふ
名

稻
が
あ
っ
て
、
元
人
艮
町
甫
が
慮
安
の
頃
日
本
に
來
で
刊
行
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

漢
籍
を
そ
れ
だ
と
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
之
に
就
い
て
は
確
か
な
記

録
も
な
け
れ
ば
、
亦
博
多
で
刊
行
し
た
こ
と
を
明
示
す
る
，
書
物
も

淺
っ
て
み
す
、
甚
だ
不
明
の
こ
と
に
属
し
て
み
る
が
、
漢
學
輸
入

の
爲
、
我
が
九
州
が
重
婁
な
位
置
に
在
っ
た
ご
と
の
天
下
に
認
め

ら
れ
て
み
た
哺
つ
の
表
れ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
三

　
次
に
西
洋
文
學
の
輸
入
に
於
て
、
我
が
九
州
の
地
が
魁
を
し
た

こ
と
陰
勿
論
で
あ
る
。
西
洋
部
費
の
輸
入
は
所
謂
南
螢
文
學
キ
リ

シ
タ
ン
丈
學
で
あ
っ
て
、
基
督
教
と
共
に
這
入
っ
て
來
た
。
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
、
サ
ビ
エ
r
ル
が
天
文
十
八
年
に
薩
摩
に
來
て
布
敏
し

始
め
て
が
ら
、
我
が
九
州
の
大
名
で
之
に
齢
冠
す
る
も
の
が
多

く
、
中
央
で
は
信
長
も
之
を
許
可
し
て
保
護
を
加
へ
た
ぼ
ど
で
、
．

九
州
の
大
友
・
有
馬
・
大
村
の
諸
侯
の
如
き
ぼ
、
途
に
天
正
’
十
年

一
〇
五
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九
大
國
丈
學
　
　
第
二
號

に
使
を
羅
馬
法
王
に
邊
る
に
至
り
た
。
之
が
例
の
十
二
歳
の
少
年

伸
々
萬
千
代
を
中
心
と
し
た
使
節
一
行
で
あ
つ
で
、
抑
々
我
が
画

人
の
欧
洲
に
往
つ
た
礪
矢
で
あ
る
。
か
う
し
た
威
に
も
我
が
九
州

人
が
先
づ
其
の
魁
を
な
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
彼
等
布
教
端
た
ち
は
、
教
學
書
は
勿
論
、
日
本
語
和
習
の

爲
の
語
重
書
叉
は
文
學
書
の
出
版
を
な
し
た
。
即
ち
當
時
の
長
崎

。
天
草
・
加
津
佐
等
に
裁
て
、
盛
に
羅
典
・
葡
語
の
如
き
外
虚
語
若

し
く
は
日
本
語
を
以
て
、
ロ
ー
マ
字
即
し
く
は
周
本
文
宇
に
由
つ
．

て
、
そ
れ
む
幾
多
の
書
物
を
刊
行
し
た
。
登
時
の
も
の
で
今
旦
に

遣
存
す
る
も
の
で
も
二
十
数
種
に
飴
る
底
ど
で
あ
る
。
其
の
内
こ

玉
に
殊
に
注
意
ザ
べ
き
は
文
學
關
係
の
書
類
で
あ
る
が
、
丈
線
の

平
家
物
語
及
び
伊
曾
保
物
語
、
慶
長
の
太
常
器
抜
書
等
で
あ
る
。

其
の
内
殊
に
伊
曾
保
物
語
が
観
謬
文
學
の
先
駆
を
な
し
て
み
る
ご

と
は
注
意
す
べ
を
こ
と
で
あ
る
。
実
家
物
語
も
濫
漫
の
ロ
語
に
駕

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
從
塗
壁
だ
嘗
て
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
軌

又
語
學
書
。
教
引
書
の
申
に
も
、
彼
の
國
の
羅
列
・
羅
典
の
古
典

書
か
ら
の
断
片
が
載
っ
て
み
る
。
即
ち
希
…
膿
で
は
ホ
ー
マ
ー
・
プ

ラ
ト
ー
・
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
・
ヘ
ロ
ド
タ
ス
・
ゼ
ノ
フ
オ
ン
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
穴

羅
典
で
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ル
の
語
句
、
シ
セ
ロ
・
セ
ネ
カ
・
ボ
レ
ー
ス
等

で
あ
っ
て
、
シ
セ
ロ
の
其
の
直
読
集
の
如
き
は
、
出
典
原
文
の
も

の
が
野
立
に
於
て
刊
行
さ
れ
た
筈
の
が
、
本
は
亡
び
て
淺
ら
な
か

っ
た
と
い
ふ
話
で
あ
る
。
以
て
當
時
西
洋
文
學
の
輸
入
さ
れ
た
削

斑
を
窺
ふ
こ
と
が
出
盛
よ
う
。
足
利
時
代
末
の
小
読
「
天
狗
の
内

裏
」
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ル
の
イ
二
二
ー
ト
か
ら
出
て
ゐ
、
百
合
若
大
臣

の
滋
藤
が
ホ
ー
マ
ー
の
ユ
リ
シ
ー
ズ
よ
わ
翻
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
事
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
是
等
も
た
し
か
に
九
州
か
ら
這
入

っ
た
吉
利
支
丹
文
學
に
起
源
し
て
み
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
こ
の
外
に
語
學
書
ロ
ド
リ
グ
ー
ス
の
日
本
文
典
に
引
用
さ
れ
た

文
例
に
、
當
時
旧
識
に
王
寺
た
物
語
類
の
断
片
が
あ
っ
て
、
共
の

書
名
な
ど
の
知
ら
れ
た
も
の
も
十
二
三
種
に
上
っ
て
み
る
。
こ
れ

ら
は
皆
宗
教
關
係
の
も
の
で
あ
っ
て
、
純
丈
學
の
も
の
と
は
嘗
は

れ
な
い
だ
ら
う
が
、
内
の
黒
船
物
語
・
豊
後
・
物
語
・
加
津
佐
物
語

な
ど
い
ふ
も
の
は
、
其
の
題
名
か
ら
推
し
て
恐
ら
く
我
が
九
州
で
，

出
來
た
も
の
だ
ら
う
と
、
強
く
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
安
土

桃
山
時
代
は
我
が
文
學
右
上
に
於
て
最
も
寂
蓼
を
感
ず
る
時
で
あ

吻



る
が
、
こ
の
際
に
當
っ
て
我
が
西
睡
に
於
て
、
か
貼
る
外
國
の
丈
，

學
若
し
く
は
外
雀
影
響
の
文
學
の
花
嘆
い
た
こ
と
は
、
已
に
異
観

で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
と
も
か
く
外
耳
思
想
外
國
文
學
輸
入
の
先

騙
と
し
て
、
九
州
人
は
誇
と
し
て
よ
い
と
思
ふ
。
況
や
其
の
或
物

は
永
く
我
が
文
學
に
外
國
種
の
影
響
と
し
て
獲
っ
て
み
る
に
於
て

を
や
で
あ
る
。

　
舷
に
注
意
す
べ
き
は
、
外
國
丈
量
輸
入
と
共
に
新
印
刷
術
の
傳

來
で
あ
る
。
之
は
古
代
丈
學
と
文
字
、
近
古
漢
丈
學
と
開
板
と
い

ふ
事
と
共
に
、
是
非
吾
人
の
一
顧
す
べ
き
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら

．
な
い
。
月
本
に
活
宇
版
の
術
の
あ
る
の
は
、
高
麗
か
ら
輸
入
さ
れ

だ
の
に
起
源
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
文
腺
二
年
に
始
め
ら
れ

た
ら
し
い
。
然
る
に
西
洋
式
活
字
印
刷
術
の
傅
來
は
彼
の
耶
蘇
教

徒
に
よ
つ
て
、
そ
れ
よ
り
三
年
前
に
あ
り
、
天
正
十
九
年
に
は
肥

前
の
加
津
佐
で
吉
利
支
丹
版
の
最
古
の
書
た
る
「
サ
ン
ト
ス
の
御

作
業
」
が
刷
ら
れ
て
ゐ
ゐ
。
之
は
其
の
前
年
ワ
リ
エ
ヤ
ー
昌
が
。
コ

・
ア
か
ら
、
前
遠
の
九
州
三
大
名
の
羅
馬
使
節
の
蹄
朝
を
逡
っ
て
再

來
し
た
時
、
こ
の
活
掌
機
械
一
豪
と
職
工
若
干
名
を
載
せ
て
來
た

の
で
あ
っ
た
。
か
う
し
た
こ
と
は
九
州
が
必
ず
し
も
私
す
べ
憲
も

の
で
も
な
か
ら
う
が
、
と
に
か
く
西
肥
に
於
て
西
洋
薪
式
の
・
印
刷

　
　
　
　
　
九
殉
　
と
　
丈
　
學

機
械
で
を
つ
て
、
西
洋
丈
學
分
書
、
田
本
文
臣
の
書
が
刊
行
さ
れ
飴

め
、
か
つ
可
な
り
長
く
績
到
さ
れ
た
事
は
、
臼
薩
の
漢
書
開
板
と
共

・
に
、
我
等
九
州
人
の
快
味
を
蝿
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
四

　
以
上
述
べ
満
つ
た
こ
と
は
、
要
す
る
に
我
が
九
州
は
日
本
に
転

け
る
自
國
丈
學
に
於
て
も
、
漢
文
學
に
於
て
も
旭
は
た
西
洋
文
學

に
於
て
も
讃
嘆
意
味
に
於
て
の
起
源
を
な
し
先
騒
を
な
し
て
み
る

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　
幅
旧
藩
の
儒
者
輻
井
南
冥
は
都
督
府
即
ち
太
宰
府
の
遺
堤
の
碑

に
次
の
や
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
る
。

　
　
昔
郡
縣
一
一
、
本
選
太
宰
府
與
奥
鎭
守
府
、
封
峙
東
西
、
布

　
　
政
牧
民
、
且
望
外
憲
、
制
甚
黎
露
、
薫
蒸
太
宰
府
象
統
百
濟

　
　
唐
山
渤
海
等
跨
、
文
武
具
官
、
冊
命
親
王
主
帥
之
、
非
如
奥

　
　
專
用
武
、
即
以
構
帥
大
戴
來
益
、
若
黄
備
大
江
二
公
、
其
最

　
　
志
州
夷
、
若
乃
菅
公
以
右
大
臣
左
纒
樫
帥
、
蓋
異
数
…
．
．
ダ
．

即
ち
武
と
共
に
文
の
國
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
誇
っ
て
み
る
。

正
に
國
墨
者
申
島
廣
足
と
嬉
～
饗
で
あ
る
と
言
ふ
ぺ
を
で
あ
る
．

　
　
（
以
上
ぱ
去
九
月
二
十
田
開
催
の
九
大
國
丈
學
會
講
演
會
で

　
　
試
み
た
小
話
の
梗
概
で
あ
る
Q
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲
〇
七




