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一

前
稿
要
約

ま
ず
歴
史
を
倒
叙
し
て

昨
年
一
二
月
、
本
誌
一
〇
二
号
に
、
わ
た
し
は

｢
オ
コ
ヅ
ク
考
、
オ

ゴ
メ
ク
考

帚
木
巻
の
異
文
の
解
釈｣

な
る
論
稿
を
発
表
し
た
。
帚

木
巻

｢

は
な
の
わ
た
り
お
こ
つ
き
て
か
た
り
な
す｣

(

青
表
紙
本)

の
｢

お
こ
つ
き
て｣

の
校
訂
本
文
と
解
釈
、
お
よ
び
異
文

｢

を
こ
め
き
て｣

(

河
内
本)

と
の
関
係
を
考
証
し
、
今
日
の
辞
書
類
に
著
録
さ
れ
る

｢

お

(

を)

ご
め
く｣

が
架
空
の
古
語
で
あ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
た
も

の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
拙
稿
の
叙
述
は
、
国
語
史
と
国
語
学
史
を
意
識
的
に
峻
別
し

て
い
な
い
読
者
を
、
い
さ
さ
か
混
乱
に
陥
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
補
足
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
を
正
確
に
理
解
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
も
、
こ
の
説
明
は
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。

前
稿
で
は
、
源
氏
物
語
帚
木
巻

｢

は
な
の
わ
た
り
お
こ
つ
き
て
か
た

り
な
す｣

の
、
現
在
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
校
訂
本
文
と
注
釈
の

検
討
か
ら
始
め
た
。

問
題
箇
所
の
現
行
の
校
訂
本
文
は｢

を(

お)

こ
づ
き
て｣

で
あ
る
。

語
釈
は

｢

ば
か
み
た
い
に
見
せ
て｣

と

｢

ひ
く
ひ
く
動
か
し
て｣

と
二

説
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
前
者
は
こ
れ
を

｢

烏
滸｣

＋

｢

づ
く｣

と

み
た
解
釈
で
あ
る
。
だ
が
、
後
者
の｢

ひ
く
ひ
く
動
か
す｣

の
解
釈
は
、

青
表
紙
本
系
の
本
文
を
と
る
か
ぎ
り
、
じ
つ
は
き
わ
め
て
危
う
い
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
語
義
は
、『

湖
月
抄』

が
河
内
本
の

｢

を
こ
め
き
て｣

を

｢
お
ご
め
き
て｣

と
校
訂
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
を
後
続
の
古
学
者
の
多
く
が

｢

う
ご
め
く

(

蠢)｣

の
意
と

理
解
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
紛
れ
こ
ん
で
、
青
表
紙
本
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の
｢

を
(

お)

こ
づ
き
て｣

を
も

｢

ひ
く
ひ
く
動
か
す｣

と
解
釈
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
湖
月
抄』

以
前
に
オ
ゴ
メ
ク
と
い
う
語
は
実
在
し
な
か
っ

た
。
と
い
う
の
が
、
前
稿
に
お
い
て
考
証
し
た
わ
た
し
の
結
論
で
あ
る
。

オ
ゴ
メ
ク
は
架
空
の
古
典
語
で
あ
り
、
だ
か
ら
当
然
、
オ
ゴ
メ
ク
＝

｢

う
ご
め
く｣

と
い
う
等
式
も
架
空
で
あ
る
。
オ
ゴ
メ
ク
が
実
在
し
な

か
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
等
式
が
青
表
紙
本
の
オ
コ
ヅ
ク
に
紛
れ
こ
み
よ

う
は
な
い
。
紛
れ
こ
む
の
は

『
湖
月
抄』

以
後
の
源
氏
本
文
の
解
釈
で

あ
っ
て
、
源
氏
物
語
が
成
立
し
た
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
源
氏
物
語
を

解
釈
す
る
と
い
う
、
国
文
学
の
ご
く
常
識
的
な
立
場
に
た
て
ば
、｢

ひ

く
ひ
く
動
か
す｣

と
い
う
注
釈
は
消
去
さ
れ
る
。

二

お
な
じ
く
前
稿
要
約

歴
史
を
く
だ
っ
て

以
上
が
前
稿
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
ご
覧
の
よ
う
に
、
歴
史
を
倒
叙

し
た
。｢

歴
史｣

は
一
般
に
、
時
代
を
下
り
な
が
ら
叙
述
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
今
日
か
ら
遡
っ
て
観
察
し
た
過
去
を
再
構
成
し
て
い
る
場
合
が

お
お
く
、
結
局
、｢

倒
叙
○
○
史｣

と
銘
打
っ
た
歴
史
と
そ
ん
な
に
変

わ
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
歴
史
記
述
が
間
違
っ
た
方
法
だ
と
い
う
の
で

は
な
い
。
所
詮
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
方
法
で
し
か
過
去
を
評
価
で

き
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
方
法
は
お
う
お
う
に
し
て
、
事

実
の
歴
史

(

国
語
史)

と
学
説
の
歴
史

(

国
語
学
史)

と
を
混
同
す
る

と
い
う
陥
穽
に
、
わ
れ
わ
れ
を
お
と
し
い
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
い
っ
た
混
同
を
極
力
排
除
し
、
現
在
わ
か
っ
て
い

る
事
実
を
も
と
に
し
て
、
源
氏
物
語
成
立
か
ら
時
代
を
く
だ
っ
て
拙
稿

を
叙
述
し
な
お
せ
ば
、
ど
う
な
る
の
か
。

源
氏
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
姿
は
、
わ
か
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
中
世

の
源
氏
本
文
に
、｢

お
こ
つ
き
て｣

(

青
表
紙
本)

、｢

を
こ
め
き
て｣

(

河
内
本)

の
二
通
り
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
、

青
表
紙
本
は

｢

オ
コ
ヅ
ク｣

(

烏
滸
づ
く)

で
あ
り
、
河
内
本
は

｢

オ

コ
メ
ク｣

(

烏
滸
め
く)

で
あ
る
。
両
語
と
も
、
中
古
か
ら
中
世
に
か

け
て
の
文
献
で
は
、
用
例
に
事
欠
か
な
い
。
と
い
う
よ
り
、｢

づ
く｣

も

｢

め
く｣

も
、
接
尾
語
と
し
て
お
そ
ら
く
ど
ん
な
名
詞
に
も
つ
く
で

あ
ろ
う
か
ら
、
用
例
の
多
寡
に
は
あ
ま
り
関
係
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
解
釈
に
は
さ
し
た
る
相
違
を
ま
ね
か
な
い
本
文
異
同
で
あ
る
。

こ
の
本
文
と
解
釈
に
変
化
が
お
こ
る
の
は
、
江
戸
時
代
初
期
で
あ
っ

た
。『

湖
月
抄』

が
当
該
箇
所
を

｢

お
ご
め
き
て｣

と
校
訂
し
た
。
だ

が
、
オ
ゴ
メ
ク
は
、
そ
れ
ま
で
の
古
典
文
学
の
世
界
で
は
未
知
の
語
彙

で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
、
河
内
本
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
明
白

な『
湖
月
抄』

が
、
ど
う
い
う
経
路
で
そ
の
よ
う
な
校
訂
を
し
た
の
か
、

そ
こ
の
と
こ
ろ
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
う
っ
か
り
濁
点

を
う
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
、
な
ど
と
い
う
の
も
、
稚
拙
な
し
ろ
う
と
考
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え
と
一
蹴
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
濁
点
を
、
古
典
学
者
北
村
季
吟
の

所
為
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
か
ら
だ
。
版
本
に
な
る
ま
で
に
は
、
版
下

書
き
と
彫
師
の
手
を
経
る
の
で
あ
る
。
原
稿
の
清
書
も
季
吟
だ
と
は
限

ら
な
い
。
古
典
学
黎
明
期
の
古
典
の
出
版
物
に
、
わ
れ
わ
れ
は
近
代
文

献
学
の
発
想
を
持
ち
込
ん
で
は
い
け
な
い
。

と
に
か
く
、
本
来

｢
烏
滸
め
く｣

だ
っ
た
も
の
が

｢

お

(

を)

ご
め

く｣

と
な
っ
て
流
布
し
た
。
古
学
者
は
、
語
感
か
ら
類
推
し
て
そ
れ
を

｢

う
ご
め
く｣

と
結
び
つ
け
た
。｢
う
ご
め
く｣

で
解
釈
す
れ
ば
き
わ
め

て
自
然
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
説
の
定
着
に
拍
車
を
か
け
た
。
た
だ
、

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は

『

湖

月
抄』

の

｢

お
ご
め
き
て｣

の
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
河

内
本
の

｢

を
こ
め
き
て｣

の
解
釈
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
青
表
紙

本
の

｢

お
こ
つ
き
て｣

の
解
釈
で
も
な
い
。
古
学
者
が
解
釈
し
て
い
た

の
は
、『

湖
月
抄』

が
生
ん
だ
架
空
の
源
氏
物
語
本
文
だ
っ
た
の
だ
。

古
学
者
の
大
半
が
源
氏
物
語
を

『

湖
月
抄』

の
オ
ゴ
メ
ク
で
読
ん
で

い
る
分
に
は
、
そ
れ
を
混
乱
と
は
い
わ
な
い
。
だ
が
、
近
代
文
献
学
が

精
密
に
な
っ
て
き
て
、
そ
の
成
果
と
し
て
青
表
紙
本
の
学
問
的
評
価
が

定
ま
っ
た
。
こ
れ
が
解
釈
に
混
乱
を
ひ
き
起
こ
す
。

河
内
本
が
駆
逐
さ
れ
、
青
表
紙
本
の

｢

を

(

お)

こ
づ
き
て｣

が
確

定
的
な
本
文
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
じ
た
い
は
問
題
な
い
。
だ
が
、
河

内
本
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
架
空
の
語
オ
ゴ
メ
ク
に
よ
る
解
釈
は
、
本

文
批
判
と
切
り
離
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
こ
れ
が
問
題
な
の

だ
。
本
文
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
目
指
し
た
は
ず
な
の
に
、
解
釈
の
ほ
う
は

そ
れ
か
ら
と
り
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
朝
日
全
書
の
頭
注
、
新

潮
集
成
の
現
代
語
訳
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
注
釈
書
に
目
配
り
し
た
日
本

国
語
大
辞
典
・
小
学
館
古
語
大
辞
典
の
、
要
領
を
え
な
い
記
述
で
あ
っ

た
。

三

補
訂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
要
因

し
た
が
っ
て
、
前
稿
で
引
用
し
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
用
例
、
徒
然
草

も
、
た
だ
し
く
は｢

を
こ
め
き
て｣

で
あ
る
。
そ
れ
を｢

お
ご
め
き
て｣

と
引
用
し
た
の
は
、
ま
だ

｢

お
ご
め
く｣

が
架
空
の
古
語
だ
と
結
論
し

て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
た
の
で
、
現
在
通
行
の
徒
然
草
校
訂
本
文
を
使
っ

た
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
要
約
は
、
前
稿
執
筆
時
点
の
わ
た
し
の
知
見
と
見
解
で
あ
る
。

そ
の
後
、
補
う
べ
き
点
も
見
つ
か
り
、
ま
た
若
干
の
訂
正
も
必
要
と
な
っ

た
。補

訂
の
要
因
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
前
稿
で
源
氏
物
語
研
究
史

へ
の
目
配
り
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
の
た
め
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
前

稿
で
は
徒
然
草
の
用
例
に
つ
い
て
は
宿
題
に
し
て
お
い
た
こ
と
の
た
め

で
あ
る
。
徒
然
草
の
テ
キ
ス
ト
史
・
注
釈
史
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
前
稿
執
筆
の
と
き
に
は
見
え
な
か
っ
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

だ
が
、｢
お

(

を)

ご
め
く｣

が
架
空
の
古
語
で
あ
る
と
い
う
結
論
に

変
わ
り
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
補
訂
す
べ
く
わ
た
し
の
前
に
立
ち

あ
ら
わ
れ
た
事
実
は
ど
れ
も
、
前
稿
で
の
結
論
を
補
訂
、
い
や
補
強
す

る
た
め
の
、
じ
つ
に
心
強
い
味
方
で
あ
っ
た
。

四

用
例
の
報
告
は
ど
こ
か
ら
湧
い
て
出
た
の
か

わ
た
し
は
、
前
稿
が
活
字
に
な
っ
て
す
ぐ
、
残
し
て
お
い
た
宿
題
に

と
り
か
か
っ
た
。

蠢
く
と
い
う
意
味
の

｢

お

(

を)

ご
め
く｣
が
近
世
古
学
者
の
思
い

込
み
に
よ
る
架
空
の
古
典
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
当
然
、
河
内
本
帚

木
巻
を
ふ
ま
え
て
い
る
徒
然
草
第
七
三
段
の

｢

は
な
の
ほ
と
お
こ
め
き

て
い
ふ
は｣

も

｢

お
ご
め
き
て｣

で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
な
に
し
ろ
、

｢

オ
ゴ
メ
ク｣

な
る
古
典
語
の
用
例
は
、
こ
の
二
つ
し
か
報
告
さ
れ
て

い
な
い
の
だ
。
そ
の
う
ち
の
実
質
的
な
用
例
で
あ
る
河
内
本
帚
木
巻
が

じ
つ
は

｢

オ
ゴ
メ
ク｣

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら
、
い

つ
の
こ
ろ
か
ら
か
ら
か

｢

オ
ゴ
メ
ク｣

と
認
識
さ
れ
て
き
た
徒
然
草
の

用
例
に
つ
い
て
も
、
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
こ
の
二
例
の
報
告
は
、
ど
こ
か
ら
湧
い
て
出
た
の
だ
。

わ
た
し
は
前
稿
で
、｢

オ
ゴ
メ
ク｣

と
い
う
古
語
は
、『

湖
月
抄』

が

河
内
本
の
本
文
を
つ
か
っ
て

｢

こ｣

に
濁
点
を
付
し
た
こ
と
か
ら
生
ま

れ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
と
れ
る
書
き
方
を
し
た
。
た
だ
、
論
文
を
読
ん

で
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
は
っ
き
り
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。

は
っ
き
り
言
わ
な
か
っ
た
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
の

｢

オ
ゴ
メ
ク｣

の
用

例
で
あ
る
徒
然
草
に
つ
い
て
精
査
し
な
い
こ
と
に
は
、
そ
れ
は
ミ
ッ
シ

ン
グ
リ
ン
ク
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
残
し
て
お
い
た
宿
題

と
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
年
六
月
の
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
で
、｢

徒
然
草
オ
ゴ
メ
ク
考｣

と
題
し
て
発
表
す
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
、
徒
然
草
の
テ
キ
ス
ト
史
・

注
釈
史
を
調
査
し
た
結
果
を
も
と
に
し
て
、
半
年
前
の
宿
題
を
は
た
し

た
。
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
、
前
稿
発
表
以
後
に
得
た
源
氏
研
究

史
に
関
す
る
知
見
も
、
な
に
が
し
か
あ
っ
た
。
そ
の

｢

な
に
が
し
か｣

と
は
源
氏
注
釈
史
上
の
必
読
文
献
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
、
裏
を
か
え

せ
ば
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
前
稿
は
そ
の
必
読
文
献
を
見
落
と
し
て
、

源
氏
物
語
語
彙
の
考
証
を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
源
氏
研
究
史
へ
の

目
配
り
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
さ
き
に
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
前
稿
の
結
論
を
覆

す
ど
こ
ろ
か
、｢

お

(

を)

ご
め
く｣

が
架
空
の
古
語
で
あ
る
と
い
う

わ
た
し
の
説
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
得
意
に
な
っ

て
み
ず
か
ら
の
失
態
を
そ
の
場
で
披
露
し
た
。

会
場
で
今
西
祐
一
郎
氏
か
ら
、
源
氏
物
語
の
版
本
に
関
す
る
質
問
が
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出
さ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
ま
で
そ
こ
に
目
が
向
い
て
い
な
か
っ
た
わ
た

し
の
答
え
は
、
要
領
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
質
問
に
答
え
な
が
ら
、
徒
然
草
版
本
の
テ
キ
ス
ト
史
・
注
釈
史
を

辿
っ
た
の
な
ら
ば
、
源
氏
物
語
の
そ
れ
も
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
い
や

そ
う
す
る
ほ
う
が
わ
た
し
の
説
の
た
め
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
、
と
い
う

感
触
を
得
た
。
見
落
と
し
た
必
読
文
献
の
件
も
、
ど
こ
か
で
公
表
す
る

機
会
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
し
。
と
い
う
こ
と
で
、
学

会
発
表

｢

徒
然
草
オ
ゴ
メ
ク
考｣
の
内
容
を
活
字
化
す
る
そ
の
前
に
、

源
氏
物
語
の
注
釈
史
・
テ
キ
ス
ト
史
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
、
そ

れ
が
本
稿
で
あ
る
。

前
稿
の
結
論
が
い
ま
だ
仮
説
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
目
指
す
と
こ
ろ
は

そ
の
仮
説
の
実
証
で
あ
る
。

五

見
落
と
し
て
い
た
必
読
文
献

わ
た
し
が
見
落
と
し
て
い
た
必
読
文
献
と
は
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
本

居
宣
長
の
名
著

『

源
氏
物
語
玉
の
小
櫛』

(

寛
政
一
一
年

〈

一
七
九
九〉

刊)

で
あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
と
い
う
の
も
ま
こ
と
に
烏
滸
が
ま
し
い
が
、
宣
長

・
・

は
源
氏
物
語
を

『

湖
月
抄』

で
読
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
全
本
文
を
も

つ
注
釈
つ
き
版
本
と
い
う
こ
と
で
も
っ
と
も
便
利
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、

け
っ
し
て

『

湖
月
抄』

を
善
本
と
認
め
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
か
れ
は

『

玉
の
小
櫛』

巻
四
に
お
い
て
、
古
写
本
に
よ
る
テ

キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
本
文
批
判
は
、
凡

例
と
読
み
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、｢

を
こ
づ
く｣

の
ほ
う
を
善
し
と
す
る

ご
と
く
で
あ
る
が
、
巻
六
の
源
氏
本
文
の
注
釈
で
は
、
河
内
本
本
文
の

ほ
う
を
見
出
し
に
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

は
な
の
わ
た
り
を
こ
め
き
て

俳
優
め
き
た
る
顔
を
し
て
也
、
西

宮
記
に
、｢

右
近
衛
内
蔵
の
冨
継
長
尾
の
末
継
、
散
楽
を
善
く

す
、
人
合
つ
て
大
い
に
咲
ふ
、
嗚
呼
の
者
也｣

、
注
に

｢

を
か

し
き
を
こ
ら
へ
た
る
さ
ま
也｣

と
い
へ
る
は
、
ひ
が
こ
と
也
、

こ
も
じ
を
濁
る
も
わ
ろ
し
、

西
宮
記
の
散
楽
演
者
の

｢

嗚
呼
の
者｣

か
ら

｢

俳
優

(

道
化
役
者)｣

↓｢

嗚
呼
め
く｣

に
短
絡
さ
せ
る
こ
と
の
当
否
は
別
に
し
て
、
宣
長
は
、

｢

こ
も
じ
を
濁
る
も
わ
ろ
し｣

と
言
っ
て
、
河
内
本
本
文
の

｢

を
こ
め

き
て｣

が
オ
ゴ
メ
ク
で
は
な
く
、
オ
コ
メ
ク
す
な
わ
ち｢

嗚
呼(

烏
滸)

め
く｣

で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
が
前
稿
で
論
証
し
た
結
論

と
一
致
す
る
。
宣
長
の
注
釈
は
、
わ
た
し
が
三
〇
枚
の
原
稿
を
費
や
し

て
考
証
し
た
結
論
を
、
ひ
と
こ
と
で
片
付
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
宣
長

と
い
う
先
行
研
究
を
見
落
と
し
た
こ
と
の
言
い
訳
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う

が
、
宣
長
先
生
の
言
は
、
わ
た
し
の
考
証
の
正
当
性
を
支
持
す
る
リ
ト

マ
ス
紙
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
知
っ
た
の
で
あ
る

が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
心
強
い
味
方
が
出
現
し
た
。
中
世
の
源
氏
注
釈

の
代
表

『
花
鳥
余
情』

(

一
条
兼
良
著)

に
、

は
な
の
わ
た
り
を
こ
め
き
て

を
こ
め
く
は
を
こ
つ
く
と
い
ふ
か

こ
と
し

と
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た

(
兼
良
自
筆
本
、
阪
本
龍
門
文
庫
覆
製
叢
刊
の

影
印
に
よ
る)

。
こ
れ
こ
そ
、
河
内
本
の

｢

を
こ
め
く｣

は
青
表
紙
本

の

｢

お
こ
つ
く｣

と
ほ
と
ん
ど
意
味
が
か
わ
ら
な
い
と
い
う
わ
た
し
の

見
解
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。

兼
良
の
説
は
そ
の
ま
ま

『

岷
江
入
楚』
な
ど
に
も
踏
襲
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
古
学
派
が
主
流
の
近
世
か
ら
現
代
の
源
氏
注
釈
で
は
、
ほ
と

ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
宣
長
の
斬

新
な
指
摘
さ
え
も
、
河
内
本
の
本
文
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め

か
、
青
表
紙
本
を
も
っ
て
良
質
本
文
と
す
る
戦
後
の
頭
注
形
式
の
注
釈

書
で
は
、
触
れ
ら
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
古
語
辞
典
の

類
も
、『

玉
の
小
櫛』

の
こ
の
記
述
を
無
視
し
つ
づ
け
て
き
た
。

た
だ
、
わ
た
し
に
は
、
宣
長
の
一
文
に
出
会
っ
た
と
き
、
ひ
そ
か
に

あ
る
予
感
が
あ
っ
た
。
宣
長
の
指
摘
が
近
代
の
源
氏
注
釈
で
と
り
あ
げ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
島
津
久
基
の

『

対
訳
源
氏

物
語
講
話』

で
あ
ろ
う
、
と
。
島
津
の
愛
弟
子
で
あ
る
今
井
源
衛
先
生

が
、
こ
の
名
著
を
称
し
て
、

｢

饒
舌
す
ぎ
て
、
脇
道
に
そ
れ
る
の
が
玉
に
瑕
だ｣

と
い
い
な
が
ら
、
そ
こ
が
な
ん
と
も
い
え
な
い
魅
力
な
ん
だ
な
ア
と
言

い
た
そ
う
に
、
恩
師
を
偲
ん
で
い
た
の
を
思
い
出
す
。
演
習
の
下
調
べ

も
忘
れ
て
、
源
氏
の
脇
道
に
誘
い
こ
ま
れ
て
名
調
子
の
講
義
に
読
み
ふ

け
っ
た
、
あ
の
こ
ろ
の
研
究
室
の
書
庫
が
懐
か
し
い
。

そ
う
い
う
予
感
が
あ
っ
た
か
ら
、
じ
つ
は
島
津
の
著
作
の
確
認
を
躊

躇
し
て
い
た
。
は
た
し
て
今
西
氏
か
ら

｢

あ
る
よ｣

と
言
わ
れ
て
、
観

念
し
て
国
会
図
書
館
に
足
を
は
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。『

対
訳
源
氏
物
語

講
話』

の
該
当
記
事
は
、
案
の
定
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
源
氏

注
釈
史
を
も
ふ
ま
え
た
、
す
な
わ
ち

『

玉
の
小
櫛』

も

『

花
鳥
余
情』

も
織
り
込
ん
だ
、
博
引
旁
証
を
絵
に
か
い
た
よ
う
な
、
七
ペ
ー
ジ
以
上

の
詳
細
な
論
文
で
あ
っ
た
。

島
津
に
し
ろ
宣
長
に
し
ろ
、
さ
ら
に
は
兼
良
に
し
ろ
、
源
氏
の
専
門

家
な
ら
ま
ず
最
初
に
あ
た
っ
て
み
る
文
献
で
あ
る
。
そ
れ
に
思
い
至
ら

な
か
っ
た
の
は
、
い
く
ら
門
外
漢
と
は
い
え
、
粗
忽
の
譏
り
は
ま
ぬ
が

れ
ま
い
。
わ
た
し
に
と
っ
て
救
い
だ
っ
た
の
は
、
三
人
と
も

｢

超｣

の

字
が
つ
く
格
上
の
学
者
だ
っ
た
こ
と
、
島
津
の
興
味
が
わ
た
し
の
結
論

の
方
向
に
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
宣
長
の
一
言
は
証
明

を
欠
い
た
定
理
の
よ
う
な
も
の
で
、
た
と
え
て
み
れ
ば
、
わ
た
し
は
、

フ
ェ
ル
マ
ー
の
最
終
定
理
を
、
そ
の
定
理
の
存
在
さ
え
知
ら
ず
に
証
明

し
た
、
な
ど
と
い
っ
た
ら
顰
蹙
を
か
う
だ
ろ
う
か
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
知
っ
た
の
が
論
文
発
表
以
後
だ
っ
た

こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ

ら
か
じ
め
先
行
研
究
を
知
っ
て
い
た
ら
、
源
氏
や
国
語
学
の
論
文
を
書

く
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
は
な
か
ら
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

六

中
世
前
期
の
源
氏
学

注
釈
以
前

ま
え
お
き
が
長
く
な
っ
た
。
で
は
、
以
上
の
こ
と
を
も
盛
り
込
ん
で
、

源
氏
物
語
帚
木
巻
の
問
題
箇
所
の
注
釈
お
よ
び
本
文
に
つ
い
て
、
こ
こ

で
も
時
代
を
く
だ
り
な
が
ら
辿
っ
て
み
た
い
。
時
代
を
く
だ
る
の
は
、

後
世
の
源
氏
読
解
で
も
っ
て
刷
込
ま
れ
る
予
断
を
排
除
す
る
た
め
で
あ

る
。
無
論
、
後
世
の
研
究
者
で
あ
る
わ
た
し
自
身
が
そ
れ
を
百
パ
ー
セ

ン
ト
実
現
で
き
る
と
は
思
わ
な
い
。
だ
が
、
歴
史
の
相
対
化
に
自
覚
的

で
あ
ろ
う
と
戒
め
て
い
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
明
言
し
て
お
き
た
い
。

周
知
の
こ
と
だ
が
、
源
氏
物
語
の
本
文
は
、
平
安
末
・
鎌
倉
初
期
の

時
点
で
、
か
な
り
混
乱
が
進
行
し
て
い
た
。
そ
こ
で
藤
原
定
家
は
家
中

の
小
女
に
手
伝
わ
せ
て
、
証
本
を
作
っ
た
。
こ
の
定
家
の
本
文
整
定
の

事
業
を
も
っ
て
、
源
氏
物
語
研
究
の
劈
頭
と
見
な
し
た
い
。
定
家
よ
り

す
こ
し
遅
れ
て
、
鎌
倉
幕
府
に
仕
え
た
源
光
行
・
親
行
父
子
も
本
文
の

校
訂
を
お
こ
な
っ
た
。
光
行
は
定
家
よ
り
一
歳
の
年
少
で
、
俊
成
の
弟

子
で
あ
る
。
親
行
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
定
家
に
学
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
二
本
が
以
後
の
源
氏
本
文
の
祖
と
な
る
。
前
者
の
伝
本
を

｢

青
表

紙
本｣

、
後
者
の
そ
れ
を

｢

河
内
本｣

と
呼
ぶ
。

源
氏
伝
本
の
詳
細
に
筆
を
割
く
ゆ
と
り
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、

ご
く
大
雑
把
に
い
う
。
青
表
紙
本
は
、
校
合
作
業
の
過
程
で
生
じ
た
不

審
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
手
を
加
え
な
い
、
す
な
わ
ち
不
審
は
不
審
の

ま
ま
に
す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
底
本
と
し
て
つ

か
っ
た
本
の
お
も
か
げ
を
残
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
底
本
が
何
で
あ
っ

た
か
、
具
体
的
に
は
不
明
な
が
ら
、
碩
学
定
家
の
お
め
が
ね
に
か
な
っ

た
良
質
の
本
文
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
ん
に
ち
、
青
表
紙
本
が

・
・
・
・

尊
重
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
河
内
本
は
積
極
的
に
不
審
を
解
消
す
る
方
針
を
と
っ

た
。
底
本
お
よ
び
校
合
本
の
、
短
を
捨
て
長
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
河
内
本
本
文
は
、
こ
ん
に
ち
、
混
成
本
文
と
み
な
さ
れ
、
こ

・
・
・
・

の

｢

混
成
本
文｣

と
い
う
言
い
方
に
は
、
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
意
味

あ
い
が
籠
め
ら
れ
る
。
こ
ん
に
ち
、
古
典
叢
書
類
の
底
本
に
採
用
さ
れ

・
・
・
・

る
こ
と
の
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し
つ
こ
く
傍
点
ま
で
付
し
て
繰
り
返
し
た
の
は
、
青
表
紙
本
・
河
内

本
に
た
い
す
る
右
の
評
価
が
、
ま
さ
に

｢

こ
ん
に
ち｣

的
文
献
学
の
思

想
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
文
校
訂
の
王
道
が
、
本

文
系
統
の
純
粋
性
を
守
る
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
不
審
は
の
こ
さ
な

い
合
理
的
な
本
文
を
確
定
す
る
も
の
な
の
か
。
近
代
の
文
献
学
が
前
者
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だ
か
ら
と
い
っ
て
、
中
世
の
文
献
学
も
そ
う
だ
っ
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

ま
し
て
や
、
そ
う
で
あ
る
べ
き
だ
な
ど
と
は
言
え
な
い
。
定
家
は
本
文

の
混
乱
ぶ
り
に
つ
い
て

｢

尋
求
所
々
、
雖
見
合
諸
本
、
猶
狼
藉
未
散
不

審｣
(

明
月
記)
と
嘆
い
た
の
だ
が
、
こ
の
嘆
き
を
額
面
ど
お
り
に
受

け
取
る
と
す
る
な
ら
、
不
審
に
手
を
つ
け
な
か
っ
た
の
は
、
学
問
的
慎

重
さ
と
い
う
よ
り
、
判
断
を
留
保
し
た
だ
け
、
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
だ
け
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

中
世
の
文
献
学
の
思
想
は
、
近
代
の
そ
れ
と
は
違
う
だ
ろ
う
、
そ
う

考
え
る
の
が
歴
史
を
学
ん
だ
も
の
の
理
性
で
あ
る
。
近
代
に
な
さ
れ
る

優
劣
の
判
断
も
、
中
世
に
お
け
る
優
劣
の
規
準
と
一
致
す
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。
た
と
え
ば
定
家
の
源
氏
学
を
相
伝
し
た
三
条
西
家
の
証
本
の

一
本(

書
陵
部
蔵
本)

が
た
し
か
に｢

お
こ
つ
き
て｣
で
あ
り
な
が
ら
、

お
な
じ
三
条
西
家
証
本
を
称
す
る
別
の
本

(

日
本
大
学
蔵
本)

は

｢

お

こ
め
き
て｣

で
あ
る
。
そ
し
て
、｢

め｣

の
か
た
わ
ら
に

｢
つ
本｣

と

あ
る
注
記
が
、｢

つ｣

を

｢

め｣

に
改
訂
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
な

ら
ば
、
こ
の
改
訂
者
の
文
献
学
は
、
青
表
紙
本
と
河
内
本
の
本
文
の
交

流
を
考
え
な
い
池
田
亀
鑑
式
近
代
文
献
学
で
は
説
明
で
き
な
い
。
そ
れ

に
不
満
を
言
い
募
る
の
は
、
本
稿
第
二
節
に
い
っ
た
よ
う
な
、
事
実
の

歴
史
と
学
説
の
歴
史
を
混
同
す
る
と
い
う
陥
穽
に
嵌
ま
り
込
ん
で
い
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、『

湖
月
抄』

は
青
表
紙
本
系
と
河
内
本
系
ど
っ
ち
が

優
勢
？
、
と
い
っ
た
議
論
も
そ
れ
ほ
ど
有
意
義
だ
と
は
思
え
な
い
。

『

湖
月
抄』

の
本
文
が
ど
ち
ら
系
か
見
極
め
ら
れ
な
い
、
こ
れ
ま
た
混

成
本
文
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が

『

湖
月
抄』

の
瑕
に
な
る
も
の
で

も
な
い
。

わ
た
し
の
議
論
に
と
っ
て
肝
腎
な
の
は
、
問
題
箇
所
に
二
通
り
の
本

文
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
つ
の
オ
コ
は
と

も
に

｢

烏
滸

(

嗚
呼)｣

で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
本
文
で
あ
っ
て
も
か

け
離
れ
た
解
釈
を
誘
引
し
な
い
。
な
ら
ば
、
中
世
の
学
者
は
こ
れ
を
本

文
系
統
の
相
違
と
結
び
つ
け
よ
う
と
も
意
識
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
ま
け
に
、
こ
の
二
つ
の
語
は
、
中
世
初
期
に
お
い
て
は
現
代
語
で
あ
っ

た
、
と
い
う
の
が
言
い
過
ぎ
な
ら
、
か
れ
ら
に
古
語
と
い
う
ほ
ど
の
古

め
か
し
さ
を
ま
だ
感
じ
さ
せ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
自
明
の
こ
と
ば
で

あ
っ
て
、
と
り
た
て
て
語
義
注
釈
す
べ
き
対
象
で
は
な
か
っ
た
。

混
乱
の
環
境
は
、
そ
れ
を
注
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
作
ら

れ
る
。

七

室
町
時
代
の
注
釈

オ
ゴ
メ
ク
は
実
在
し
た
か

南
朝
の
長
慶
天
皇
の
著
作

『

仙
源
抄』

(

弘
和
元
年

〈

一
三
八
一〉

成
立)
は
、
最
初
の
源
氏
物
語
語
彙
辞
典
で
あ
る
が
、
そ
の
専
順
筆
写

本

(

新
校
群
書
類
従
所
収)

に
、
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を
こ
め
い
た
る

嗚
呼
也

と
い
う
項
目
と
そ
の
注
記
が
あ
る
。
源
氏
物
語
の
語
彙
に
限
っ
た
場
合

の
オ
コ
メ
ク
に
関
す
る
記
述
の
ご
く
初
期
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ

の
記
述
は
具
体
的
に
は
初
音
巻
に
あ
る

｢

オ
コ
メ
ク｣

に
つ
い
て
言
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
の
身
近
に
あ
っ
た
帚
木
巻
が

｢

お
こ
つ

き
て｣

｢

を
こ
め
き
て｣
の
ど
っ
ち
だ
っ
た
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
想

像
す
る
し
か
な
い
が
、
帚
木
巻
の
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、｢

お
こ

つ
き
て｣

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。｢

を
こ
め
き
て｣

の
ほ
う
で

あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
天
皇
の
著
作
に
は
、
最
初
の
出
現
例
で
あ
る
帚

木
巻
の
例
が
登
録
さ
れ
た
可
能
性
を
捨
て
き
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
、

そ
の
さ
い
、
帚
木
巻
の

｢

オ
コ
メ
ク｣

だ
け
を
初
音
・
常
夏
・
総
角
な

ど
の
オ
コ
メ
ク
と
切
り
離
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
の
注
記
も
、
当
然
、｢

嗚
呼
也｣

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

帚
木
巻
の
当
該
箇
所
が
注
釈
史
の
う
え
に
登
場
す
る
の
は
、
ど
う
や

ら
室
町
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
正
徹
の『

源
氏
一
滴
抄』

(

永
享
一
二
年

〈

一
四
四
〇〉)

は
本
文
を
抜
き
出
し
た
だ
け
の
も
の
で

あ
る
が
、｢

お
こ
つ
き
て｣

の
下
に
小
書
き
で

｢

嗚
呼｣

と
注
記
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
源
光
行
・
親
行
父
子
の
校
訂
本
文

｢

を
こ
め
き
て｣

が
注
釈
さ
れ
る
初
め
は
、
さ
き
に
も
言
っ
た

『

花
鳥
余
情』

(

文
明
四

年

〈

一
四
七
二〉)

で
あ
っ
た
。
も
う
い
ち
ど
引
用
す
れ
ば
、

は
な
の
わ
た
り
を
こ
め
き
て

を
こ
め
く
は
を
こ
つ
く
と
い
ふ
か

こ
と
し

で
あ
る
。『

花
鳥
余
情』

執
筆
に
さ
い
し
て
著
者
兼
良
の
か
た
わ
ら
に

あ
っ
た
本
文
が

｢

を
こ
め
き
て｣

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
兼
良
の
念

頭
に
異
文
の
存
在
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
さ
し
た
る
意
味
の
ち

が
い
は
な
い
と
い
う
注
釈
で
あ
る
。
も
し
異
文
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
の
な
ら
、
同
義
の
こ
と
ば
に
置
き
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
こ
の

｢

を
こ
め
く｣

は
オ
コ
メ
ク
す
な
わ
ち

｢

嗚
滸
め
く｣

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
言
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、『

花
鳥
余
情』

の
こ
の
記
事
は
、
本
稿
に
と
っ
て
は
、
源

氏
注
釈
史
に
お
い
て
の
意
味
よ
り
も
、
国
語
史
上
の
意
味
が
重
要
と
な
っ

て
く
る
。
す
な
わ
ち
兼
良
と
そ
の
同
時
代
人
は
こ
れ
を
オ
コ
メ
ク
と
発

音
し
て
い
た
は
ず
で
、
と
い
う
こ
と
は
、｢

オ
ゴ
メ
ク｣

な
ど
と
い
う

こ
と
ば
は
、
室
町
時
代
語
に
も
な
か
っ
た
、
中
古
・
中
世
に
そ
の
よ
う

な
語
は
実
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
、
わ
た
し
の
説
を
裏
付
け
る
な
に
も

の
で
も
な
い
。
一
五
世
紀
後
半
で
も
ま
だ
、｢

オ
ゴ
メ
ク｣

(

蠢
く)

と

い
う
こ
と
ば
は
、
文
献
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
か
ら
約
二
〇
年
後
の

『

一
葉
抄』

(

藤
原
正
存
著
、
明
応
四
年

〈
一
四
九
五〉)

に
は
、

は
な
の
わ
た
り
を
こ
つ
き
て

お
か
し
き
を
ね
ん
し
た
る
さ
ま
也

一
本
を
こ
め
き
て
と
あ
り

(
源
氏
物
語
古
注
集
成
九
、
底
本
狩
谷
図
書
館
蔵
写
本)
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と
あ
る
。
こ
の
注
釈
書
の
底
本
本
文
は
オ
コ
ヅ
ク
。
異
文
の
存
在
に
も

触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
オ
コ
メ
ク
と
い
う
認
識
だ
っ
た
と
考
え
る
ほ

う
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
注
釈
文
の

｢

ね
ん
し
た
る｣

は

｢

念
じ
た
る｣
、
お
か
し
い
の
を
我
慢
し
て
い
る
様
子
だ
と
い
う
解
釈
で

・
・
・

あ
る
が
、
こ
れ
は
オ
コ
ヅ
ク
の
語
義
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
、
ぜ
ひ
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
注
釈
文
に
は
、
さ
ら

に
も
う
ひ
と
つ
、
注
目
し
記
憶
し
て
お
く
べ
き
点
が
あ
る
。
次
稿
で
あ

ら
た
め
て
再
説
す
る
つ
も
り
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
一
文
が
、
江
戸
時

代
に
お
い
て
は
源
氏
物
語
よ
り
も
む
し
ろ
、
徒
然
草
の

｢

鼻
の
ほ
ど
お

ご
め
き
て｣

の
注
釈
と
し
て
機
能
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

オ
コ
ヅ
ク
の
語
義
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
、
一
六
世
紀

中
葉
成
立
の

『

万
水
一
露』

(

永
閑
著)

の
つ
ぎ
の
記
述
も
同
様
で
あ

ろ
う
。は

な
の
あ
た
り
を
こ
つ
き
て
か
た
り
な
す

鼻
の
う
こ
く
心
也

(

寛
文
三
年
刊
版
本
に
よ
る)

オ
コ
ヅ
ク
行
為
が｢

鼻
の
う
こ
く｣

動
作
に
な
る
と
い
う
解
読
で
あ
る
。

そ
し
て
、
中
世
も
最
後
に
さ
し
か
か
っ
た
文
禄
三
年

(

一
五
九
四)

、

そ
れ
を
締
め
括
る
か
の
よ
う
に
、『

花
屋
抄』

(

花
屋
玉
栄
著)

に
つ
ぎ

の
よ
う
に
あ
る
。

こ
ゝ
ろ
は
え
な
か
ら
は
な
の
あ
た
り
お
こ
め
き
て

心
は
え
な
か

ら
と
は
心
に
申
へ
き
や
う
は
う
か
め
な
か
ら
し
よ
て
い
を
し
て

は
な
を
お
こ
�

と
し
て
か
た
る
也

う
そ
か
ま
し
き
か
ほ
つ

き
の
事
也

お
こ
つ
き
て
と
有
本
も
あ
り

何
も
同
し
事
也

未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
所
収
の
活
字
本
は
す
こ
し
く
頼
り
な
い
の
で
、

引
用
に
は
身
近
な
写
本
の
内
閣
文
庫
本
を
つ
か
っ
た
。
こ
れ
に
漢
字
を

あ
て
て
校
訂
す
れ
ば
、｢

心
は
得
な
が
ら
と
は
、
心
に
申
す
べ
き
様
は

浮
か
め
な
が
ら
所
体
を
し
て
、
鼻
を
オ
コ
オ
コ
と
し
て
語
る
也
。
嘘
が

ま
し
き
顔
付
き
の
事
也｣

と
な
る
。｢

オ
コ
オ
コ
と
し
て｣

は

｢

烏
滸

烏
滸
と
し
て｣

で
あ
っ
て
、｢

お
こ
つ
き
て
と
有
本
も
あ
り

何
も
同

し
事
也｣

は
、『

花
鳥
余
情』

の
説
明
を
か
な
り
わ
か
り
や
す
く
し
、

こ
の
注
釈
者
の
つ
か
っ
た
源
氏
底
本
も

｢

オ
コ
メ
ク｣

で
あ
っ
た
こ
と

を
証
明
す
る
。

八

江
戸
初
期
の
テ
キ
ス
ト
と
注
釈

帚
木
巻

｢

オ
ゴ
メ
ク｣

の
出
現

王
朝
文
学
作
品
の
テ
キ
ス
ト
は
、
中
世
期
に
書
写
さ
れ
た
も
の
に
濁

点
は
付
さ
れ
て
い
な
い
の
が
一
般
で
あ
る
。
江
戸
期
に
な
っ
て
書
写
さ

れ
た
り
梓
に
上
せ
ら
れ
た
り
し
た
も
の
も
、
し
ば
ら
く
そ
れ
を
継
承
す

る
が
、
や
が
て
、
い
わ
ゆ
る
読
み
癖
を
意
識
し
た
も
の
が
現
れ
は
じ
め
、

濁
点
を
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
源
氏
物
語
版

本
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
古
活
字
版
の
時
代
は
、
写
本
時
代
に
な
ら
っ
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て
濁
点
を
つ
か
わ
な
い
の
で
、
問
題
箇
所
が
青
表
紙
本
系
で
あ
っ
て
も

河
内
本
系
で
あ
っ
て
も
、
版
面
か
ら
の
清
濁
の
判
断
は
で
き
な
い
。
ま

た
、
写
本
の
ば
あ
い
、
濁
点
が
付
さ
れ
て
あ
っ
て
も
、
そ
の
付
さ
れ
た

年
代
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
が
大
半
で
あ
る
。
本
文
は
古
く
て
も
、

音
読
用
に
付
さ
れ
る
濁
点
は
新
し
い
と
い
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
、
そ
の

見
極
め
は
慎
重
を
要
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
へ
た
に
見
極
め
よ
う
と

す
る
の
は
、
危
険
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
さ
き
の

『

花
屋
抄』
か
ら
関
ヶ
原
を
へ
だ
て
て
四
五
年
後

の
寛
永
一
六
年

(

一
六
三
九)

、
源
氏
物
語
語
彙
辞
典
の
ひ
と
つ
、『

続

源
語
類
字
抄』

(

猪
苗
代
兼
也
著)

が
あ
る
。
こ
れ
に
、
帚
木
巻
の

｢

鼻
の
あ
た
り
を
こ
つ
き
て｣

を
説
明
し
て
、

お
か
し
き
時
は
鼻
を
こ
め
く
事
也

(

源
氏
物
語
古
注
集
成
二
一
、
底
本
内
閣
文
庫
本)

と
あ
る
。
一
見
す
る
と

『

花
鳥
余
情』

と
変
わ
ら
な
い
よ
う
だ
が
、
わ

た
し
に
は
い
さ
さ
か
の
違
和
感
が
あ
る
。
こ
れ
を

『

花
鳥
余
情』
や

『

花
屋
抄』

と
同
質
の
注
解
と
見
ら
れ
な
い
そ
の
わ
け
は
、『

花
鳥
余
情』

『

花
屋
抄』

が
オ
コ
メ
ク

(

烏
滸
め
く)

を
説
明
す
る
の
に
オ
コ
ヅ
ク

(

烏
滸
づ
く)

を
も
っ
て
し
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
近
世
初
頭
の
連

歌
師
は｢

を
こ
つ
く｣

を｢

を
こ
め
く｣

で
説
明
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

注
釈
さ
れ
る
語
と
注
釈
用
の
語
と
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。

『

続
源
語
類
字
抄』

の

｢

を
こ
め
く｣

は
す
で
に
、
オ
コ
メ
ク

(

烏

滸
め
く)

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の
注
釈
文
は
、

お
な
じ
連
歌
の
家
の
古
典
学
者
の
手
に
な
る

『

紹
巴
抄』

(

永
禄
六
年

〈

一
五
六
三〉

ご
ろ)

の

｢

を
こ
つ
き
て

を
こ
め
く
事
な
り｣

を
踏

襲
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
わ
た
し
の
違
和
感
は
、
あ
る
い

は
勇
み
足
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
後
続
の
版
本
テ
キ
ス
ト
類

か
ら
推
し
測
っ
て
み
る
と
、
ま
ん
ざ
ら
当
た
っ
て
い
な
く
も
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

慶
安
三
年

(

一
六
五
〇)

刊
行
の

『

絵
入
源
氏
物
語』

(

山
本
春
正

編)

は
、
お
そ
ら
く
最
初
の
濁
点
付
き
源
氏
テ
キ
ス
ト
と
思
わ
れ
る
が
、

問
題
箇
所
の
本
文
は
、

は
な
の
わ
た
り
お
こ
め
き
て
か
た
り
な
す

と
河
内
本
系
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
部
分
、
濁
点
は
み
ら
れ
な
い
。
こ

の
版
本
の
濁
点
は
厳
密
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
濁
点
の
有
無
で

も
っ
て
、
清
濁
の
判
定
は
で
き
な
い
。
だ
が
、｢

め｣

の
仮
名
の
右
側

に

｢

つ
イ｣

と
異
文
の
校
異
を
記
す
。

そ
し
て
、
寛
文
三
年

(

一
六
六
三)

、
前
掲
の
注
釈
書

『

万
水
一
露』

が
刊
行
さ
れ
た

(

濁
点
表
記
な
し)

。
も
う
い
ち
ど
引
用
す
る
と
、

は
な
の
あ
た
り
を
こ
つ
き
て
か
た
り
な
す

鼻
の
う
こ
く
心
也

そ
れ
か
ら
一
〇
年
後
の
寛
文
一
三
年
、『

首
書
源
氏
物
語』

(

一
竿
斎

著)

が
出
版
さ
れ
た
。
首
書

(

頭
注)

に

『

万
水
一
露』

を
引
く
こ
と

の
お
お
い
注
釈
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
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は
な
の
わ
た
り
お
ご
づ
き
て
か
た
り
な
す

と
あ
る
。
そ
し
て
、
頭
注
し
て
、

或
抄

我
も
お
か
し
く
て
鼻
お
こ
め
く
也

と
す
る
。
こ
の
版
本
の
濁
点
も
、
お
世
辞
に
も
厳
密
と
は
い
え
な
い
。

本
文
の

｢

お
ご
づ
き
て｣

も
、
こ
れ
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
頭
注
の

｢

鼻
お
こ
め
く
也｣

は
、
そ
こ
に

『

万
水
一
露』

の
影
響
を
考
え
る
な

ら
、｢

う
ご
く｣

の
意
味
だ
と
と
れ
る
し
、
そ
の
ほ
う
が
注
の
文
章
と

し
て
も
自
然
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
頭
注
の

｢

お
こ
め
く｣

は
、
語
感

か
ら
い
っ
て
も
オ
ゴ
メ
ク
に
結
び
付
き
や
す
い
。
い
や
、
帚
木
巻
の

｢

を
こ
め
く｣

を
当
時
た
し
か
に
オ
ゴ
メ
ク
と
発
音
し
て
い
た
事
実
を

し
め
す
資
料
が
、
す
で
に
存
在
す
る
。

そ
れ
は
、『

源
氏
清
濁』

と
い
う
読
み
癖
資
料

(
京
都
大
学
国
語
国

文
学
資
料
叢
書
所
収)

で
、
後
水
尾
院
サ
ロ
ン
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た

中
院
通
村
の
手
に
な
る
。
書
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の

語
彙
の
清
濁
を
記
し
た
も
の
で
、
後
水
尾
院
周
辺
の
源
氏
講
釈
の
実
態

が
し
ら
れ
る
恰
好
の
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
帚
木
巻
の
こ
の

語
の
見
出
し
は
、

お
こ
め
き
て

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
は
二
種
類
の
声
点
が
左
右
に
あ
る
の
だ
が
、

二
つ
と
も

｢

こ｣

に
濁
音
符
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、｢

を
こ
め

く
は
を
こ
つ
く
と
い
ふ
か
こ
と
し｣

と
言
っ
た
一
条
兼
良
説
を
否
定
す

る
も
の
で
あ
る
。
通
村
の
没
年
は
承
応
二
年

(

一
六
五
三)

で
あ
り
、

『

源
氏
清
濁』

も
当
然
そ
れ
以
前
で
あ
る
の
だ
か
ら
、『

首
書
源
氏
物
語』

の
頭
注

｢

鼻
お
こ
め
く｣

が

｢

鼻
お
ご
め
く｣

で
あ
る
環
境
は
、
じ
ゅ

う
ぶ
ん
整
っ
て
い
る
。｢

鼻
お
ご
め
く｣

で
あ
る
な
ら
、
首
書

(

頭
注)

は
河
内
本
本
文
の
語
義
を
言
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
さ
き
の

『

紹

巴
抄』

に
や
は
り
声
点
の
付
さ
れ
た
江
戸
初
期
写
本
が
伝
存
し
て
い
る

が

(

稲
賀
敬
二
蔵)

、
そ
れ
に
も

｢

こ｣

に
濁
音
符
が
つ
く

(

翻
刻
平

安
文
学
資
料
稿
に
よ
る)

。

『

源
氏
清
濁』

で
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
総
角
巻
の
と

こ
ろ
に

｢

お
こ
め
き｣

も
掲
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
の
見
出

し
の

｢

こ｣

に
は
清
音
符
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す

る
の
か
と
い
え
ば
、
中
世
期
に
は
初
音
・
常
夏
・
総
角
な
ど
の
オ
コ
メ

ク

(

前
稿
参
照)

と
お
な
じ
語
と
考
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
帚
木
巻

の
オ
コ
メ
ク
が
、
近
世
初
期
に
は
そ
れ
ら
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
、
異
な

る
語

｢

お

(

を)

ご
め
く｣

と
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
帚
木
巻
の
み
こ
れ
を
オ
ゴ
メ
ク
と
発
音
し
た
か
ら
で

あ
っ
た
。

か
く
し
て
こ
こ
に
、｢

お

(

を)

ご
め
く｣

と
い
う
あ
た
ら
し
い
語

形
が
で
き
、
そ
れ
に

｢

蠢
く｣

と
い
う
語
義
が
当
て
は
め
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

『

湖
月
抄』
の
成
立
と
さ
れ
る
延
宝
元
年
は
、
す
な
わ
ち

『

首
書
源
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氏
物
語』

刊
行
の
寛
文
一
三
年
で
あ
る
。『

湖
月
抄』

に

『

首
書
源
氏

物
語』
の
影
響
が
あ
る
の
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
し
、

『

首
書
源
氏
物
語』

が

『

万
水
一
露』

の
こ
れ
ま
た
影
響
下
に
あ
る
の

は
、
頭
注
に
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
明
白
で
あ
る
。『

湖
月

抄』

で
は
、
問
題
箇
所
の
本
文
は
、

は
な
の
わ
た
り
お
ご
め
き
て
か
た
り
な
す

で
あ
る
。
こ
の

｢

お
ご
め
く｣
が
近
世
初
期
に
あ
ら
わ
れ
た
、
新
し
い

・
・
・

古
典
語
で
あ
る
こ
と
は
、
贅
言
を
要
す
ま
い
。
以
後
、｢

お

(

を)

ご

・
・
・

め
く｣

は
、
源
氏
注
釈
の
世
界
で
は
、
河
内
本
本
文
に
言
及
し
た
と
き

の
み｢

蠢
く｣

と
い
う
自
明
の
語
義
を
も
っ
て
ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
。

・
・
・
・
・

宣
長
の
否
定
説
は
一
部
の
古
学
者

(

石
川
雅
望
・
橘
守
部)

に
支
持
さ

れ
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
前
掲
島
津
以
外
に
顧
み
ら
れ
た
こ
と
は
な
い

と
い
っ
て
い
い
。
古
語
辞
典
の
世
界
で
は
、
仮
名
遣
に
問
題
を
の
こ
し

な
が
ら
も

(『

疑
問
仮
名
遣』

参
照)

、
図
版
に
見
る
よ
う
に
、
お
隣
さ

ん
同
士
に
引
き
裂
か
れ
た
ま
ま
登
録
さ
れ
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

九

次
稿
予
告

ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
求
め
て

か
つ
て
オ
コ
メ
ク
と
読
ま
れ
て
い
た
源
氏
帚
木
巻
の

｢

を
こ
め
く｣

が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
そ
れ
ま
で
古
典
語
彙

に
な
か
っ
た
語
形
オ
ゴ
メ
ク
と
認
識
さ
れ
て
い
た

(『

源
氏
清
濁』

な

ど)

。
そ
れ
ら
し
い
語
義
も
付
与
さ
れ
て
、
宣
長
が
指
摘
す
る
ま
で
、

い
や
そ
の
後
も
、
源
氏
学
者
の
あ
い
だ
で
定
着
し
て
い
た
。
オ
ゴ
メ
ク

と
発
音
し
た
か
ら
蠢
く
と
解
釈
し
た
の
か
、
蠢
く
と
い
う
意
味
が
先
に

立
っ
た
か
ら
オ
ゴ
メ
ク
と
読
ん
だ
の
か
。
こ
れ
は
、
だ
が
、
源
氏
物
語

を
眺
め
て
い
た
だ
け
で
は
埒
が
あ
か
な
い
。

前
稿

｢

オ
コ
ヅ
ク
考
、
オ
ゴ
メ
ク
考｣

の
と
り
あ
え
ず
訂
正
す
べ
き

と
こ
ろ
は
、
オ
ゴ
メ
ク
が

『

湖
月
抄』

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う

と
い
う
推
定
で
あ
る
。
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、『

湖
月
抄』

以
前

に
種
が
蒔
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
が
、
ど
う
い
う

蒔
か
れ
方
を
し
た
の
か
。
も
う
ひ
と
つ
の
用
例
、
徒
然
草
の

｢

オ
ゴ
メ

ク｣
の
森
に
入
っ
て
行
か
な
い
こ
と
に
は
、
失
わ
れ
た
輪

(

ミ
ッ
シ
ン

グ
リ
ン
ク)
は
見
つ
か
ら
な
い
。

そ
し
て
、
結
論
の
ひ
と
つ
を
先
に
言
っ
て
し
ま
う
が
、｢

オ
ゴ
メ
ク｣
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が
近
世
初
頭
の
あ
た
ら
し
い
古
語
で
あ
っ
た
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、

『

湖
月
抄』

の
そ
の
傍
注
、

お
か
し
き
を
念
し
た
る
さ
ま
也

も
、
中
世
の
源
氏
注
釈
書

『

一
葉
抄』

の
説
を
引
き
継
い
だ
と
い
う
よ

り
も
、
そ
の
こ
ろ
常
套
句
化
し
て
い
た
徒
然
草
注
釈
の
一
文
で
あ
っ
た

こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
、
宿
題
の
解
答
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
。

注

青
表
紙
本

｢

お
こ

(

烏
滸)｣

、
河
内
本

｢
を
こ

(

烏
滸)｣

は
い
ず
れ
も
定

家
仮
名
遣
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
の
に
な
ぜ
表
記
が
相
違
す
る
の
か
と

い
え
ば
、
前
稿
で
も
ふ
れ
た
が
、｢

オ
コ

(
烏
滸)｣

は
、｢

お｣
｢

を｣

両

方
に
登
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(

行
阿

『
仮
名
文
字
遣』)

。
あ
る
い

は
、
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
の
ゆ
え
と
も
考
え
ら
れ
る
。

[

付
記]

本
稿
は
口
頭
発
表
の
さ
い
の
今
西
祐
一
郎
氏
の
質
問
に
触
発
さ
れ
て

草
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
後
も
今
西
氏
か
ら
有
益
な
教
示
を
得
た
こ

と
を
記
し
て
、
感
謝
の
意
に
か
え
た
い
。

(

し
ら
い
し

よ
し
お
・
文
部
科
学
省
主
任
教
科
書
調
査
官)
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