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茂
吉
の
ニ
！
チ
ェ
受
容

｜
｜
「
古
代
芸
術
の
讃
」
を
視
座
に

iー前
田
知
津
子

は
じ
め
に

昭
和
二
一
年
一
月
号
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
古
代
芸
術
の
讃
」

（
「
童
馬
山
房
夜
話
」
二
二
二
）
は
、
著
者
自
身
そ
の
第
二
段
落
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
ニ

l
チ
ェ
の
『
偶
像
の
黄
昏
』
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ

の
中
の
ど
の
章
に
依
拠
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
一
年
七
月
に
発
表
さ

れ
た
氷
上
英
広
の
論
文
「
斎
藤
茂
吉
と
ニ

l
チ
ェ
1

1

日
本
に
お
け
る
ニ

l

チ
ェ
影
響
史
へ
の
一
寄
与
と
し
て

l
l」
（
「
比
較
文
学
研
究
」
第
一
一
号
）

（注

1
）
に
、
「
私
が
古
人
に
負
う
と
こ
ろ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

「
古
代
芸
術
の
讃
」
は
、
茂
吉
の
ニ
！
チ
ェ
受
容
を
知
る
う
え
で
注
目
す

べ
き
資
料
で
あ
り
、
ま
た
本
稿
に
お
け
る
論
点
が
ほ
ぼ
全
体
に
お
よ
ぶ
た
め
、

や
や
長
く
な
る
が
次
に
全
文
を
引
用
す
る
。
引
用
は
初
出
誌
に
よ
る
。

こ
の
夜
話
で
、
ウ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
話
を
し
、
ウ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
が

古
代
芸
術
（
主
と
し
て
希
臓
彫
刻
）
に
つ
い
て
讃
美
し
、
『
貴
き
簡
素
と

静
か
な
る
偉
大
』
を
以
て
そ
の
特
徴
と
し
た
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
っ

た
。
ウ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
こ
の
語
は
有
名
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
真
実

に
し
て
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。

然
る
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
イ
チ
エ
の
偶
像
の
黄
昏
を
読
む
と
、
希

臓
の
芸
術
の
中
か
ら
、
静
か
な
る
偉
大
（
官
官
宮
号
三

U3ω
∞
の
）
や
、

高
貴
な
簡
素
（

F
o
Z
Eえ
巴
け
）
な
ど
を
抽
出
し
て
そ
の
特
徴
と
し
讃

美
す
る
の
は
鈍
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
又
ソ
ク
ラ
テ
ス
一
派
の
哲
学
と

デ
カ
ダ
ン
ス

い
ふ
も
の
は
、
畢
寛
希
臓
的
本
能
の
類
廃
に
過
ぎ
な
い
、
さ
う
し
て
ト

ウ
キ
デ
イ
デ
ス
の
如
き
者
が
即
ち
希
麟
的
本
能
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、

厳
し
い
強
い
現
実
主
義
者
の
総
和
と
も
謂
ふ
べ
く
、
彼
は
現
実
把
握
に

勇
猛
で
あ
り
、
多
力
に
向
ふ
意
志
の
体
得
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
較
ぶ
る

時
は
プ
ラ
ト
ウ
の
如
き
は
理
想
主
義
へ
と
逃
げ
去
っ
た
、
現
実
の
回
避

者
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
。

さ
う
し
て
ニ
イ
チ
エ
は
、
あ
ふ
れ
流
る
る
希
臓
的
本
能
か
ら
、
デ
イ

オ
ニ
ゾ
ス
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
得
べ
き
驚
く
べ
き
現
象
を
見
た
。
そ
し

て
こ
の
現
象
は
力
の
過
剰
（
官
三
丘
〈
O
ロ

｝

（

5
3）
と
い
ふ
こ
と
を
以

て
は
じ
め
て
解
明
し
得
べ
き
も
の
だ
と
し
た
。
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な
ほ
ニ
イ
チ
エ
は
云
っ
た
。
デ
イ
オ
ニ
ゾ
ス
的
神
秘
、
デ
イ
オ
ニ
ゾ

ス
的
状
態
の
心
理
に
於
て
の
み
、
希
臓
的
本
能
の
根
本
事
実
が
表
白
せ

ら
れ
る
。
「
多
力
に
む
か
ふ
意
士
山
」
が
表
白
せ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
「
生

に
む
か
ふ
意
志
」
、
「
永
遠
の
生
」
、
「
生
の
永
遠
回
帰
」
が
保
証
せ
ら
れ

る
。
生
へ
の
勝
ち
誇
れ
る
肯
定
で
あ
る
。
生
殖
に
よ
る
、
性
欲
的
神
秘

に
よ
る
総
体
的
生
存
と
し
て
の
真
実
の
生
で
あ
る
。
即
ち
産
婦
の
陣
痛

は
生
へ
の
永
遠
意
志
の
象
徴
で
あ
る
。
悲
劇
の
誕
生
は
こ
こ
に
そ
の
根

源
を
求
め
得
べ
く
、
そ
れ
は
、
あ
ふ
れ
流
る
る
生
及
び
力
の
感
情
と
し

て
の
機
能
允
進
（

OZEω
き
ω）
と
し
て
洞
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
発
明
に
較
ぶ
れ
ば
、
ウ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
も
、
ゲ
エ
テ
も
希
麟
芸

術
の
真
の
理
会
者
で
は
な
か
っ
た
。
ウ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
等
の
考
察
し
た



も
の
は
別
個
の
も
の
で
あ
っ
て
、
デ
イ
オ
ニ
ゾ
ス
的
芸
術
の
根
源
要
素
、

即
ち
生
に
む
か
ふ
意
志
に
よ
る
機
能
充
進
と
は
両
立
せ
ざ
る
も
の
で
あ

る
。
か
う
ニ
イ
チ
エ
は
云
っ
た
。

ニ
イ
チ
エ
の
説
く
と
こ
ろ
は
右
の
ご
と
く
で
あ
る
。
自
分
の
如
き
程

度
に
あ
っ
て
希
臓
芸
文
に
接
す
る
も
の
は
、
こ
の
二
っ
と
も
受
け
納
れ

る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
う
し
て
二
っ
と
も
念
中
に
持
っ
て
古
代
希
臓
に

あ
ひ
対
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
う
し
て
ホ
ラ
ア
ツ
の
短
詩
に
あ
ひ
対

し
た
と
き
、
ま
た
、
ラ
オ
コ

l
ン
群
像
に
あ
ひ
対
し
た
と
き
、
混
乱
す

る
こ
と
な
く
、
こ
れ
等
の
先
輩
の
語
を
お
も
ひ
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

併
し
若
し
こ
の
眼
前
の
き
び
し
い
代
に
あ
っ
て
、
幸
に
生
を
保
つ
こ
と

が
出
来
る
な
ら
ば
、
或
は
二
家
の
説
以
外
に
眼
力
が
発
展
せ
ぬ
と
も
限

ら
ぬ
の
で
あ
る
。
（
昭
和
二
十
年
一
月
二
十
三
日
夜
話
）
（
注
2
）

茂
吉
は
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
ヴ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
と
ニ

l
チ
ェ
の
古
代
ギ

リ
シ
ア
芸
術
に
対
す
る
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。
全
六
段
落
か
ら
な
る
文
章

の
概
略
を
押
さ
え
て
お
く
と
、
第
一
段
落
で
は
、
ヴ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
芸
術

観
に
つ
い
て
述
べ
（
注
3
）
、
第
二
段
落
か
ら
第
五
段
落
に
お
い
て
は
、
ゲ
ー

テ
や
ヴ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
理
解
は
本
質
を
見
誤
っ
て
い
る
と

し
た
ニ
！
チ
ェ
の
見
解
を
要
約
し
て
い
る
。
最
終
段
落
で
は
そ
れ
に
対
す
る

自
説
を
述
べ
て
い
る
。

文
章
を
読
む
と
、
「
静
か
な
る
偉
大
（
河
口
E

Z

号
円
の

3ω
∞O
）
」
「
高
貴
な

簡
素
（
F

o

Z

E

ロP
H
H
）
」
「
力
の
過
剰
（
N
S
Z
H
〈

O
ロ
町
民
H
）
」
「
機
能

充
進
（
O
H
m
E
m
g
g
）
」
な
ど
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
語
の
補
入
が
あ
る
こ
と
や
「
類

廃
」
に
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
と
読
み
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
れ
ら
ド
イ
ツ
語
の
併
記
や
ル
ピ
の
使
用
は
、
茂
吉
が
原
文
を
参
照
し
た
こ

と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
茂
吉
の
文
章
と
、

も
と
に
な
っ
た
ニ
！
チ
エ

の
ド
イ
ツ
語
原
文
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
あ
き
ら
か
に
異
な
る
箇

所
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
茂
吉
の
ニ

l
チ
ェ
受
容
の
あ

り
方
を
知
る
た
め
の
有
益
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
古
代

芸
術
の
讃
」
を
、
ド
イ
ツ
語
原
文
及
び
生
田
長
江
訳
と
比
較
検
討
し
、
茂
吉

晩
年
に
お
け
る
ニ
ー
ー
チ
ェ
受
容
を
明
ら
か
に
す
る
。

茂
吉
文
と
ド
イ
ツ
語
原
文
及
び
生
田
長
江
訳
と
の
対
照

保
存
さ
れ
た
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」

再
度
の
引
用
に
な
る
が
、
考
察
の
便
宜
の
た
め
に
改
め
て
問
題
と
す
る
箇

所
を
枠
で
か
こ
み
掲
出
す
る
。
次
に
引
く
の
は
第
四
段
落
前
半
部
分
で
あ
る
。

な
ほ
ニ
イ
チ
エ
は
云
っ
た
。
デ
イ
オ
ニ
ゾ
ス
的
神
秘
、
デ
イ
オ
ニ
ゾ

ス
的
状
態
の
心
理
に
於
て
の
み
、
希
臓
的
本
能
の
根
本
事
実
が
表
白
せ

ら
れ
る
。
ゴ
刻
刻
叫
制
州
刻
割
剖
ユ
が
表
白
せ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
、

回

国

凶

間

川

副

岡

山

門

出

割

削

到

」

が

保

証

せ

ら
れ
る
。
生
へ
の
勝
ち
誇
れ
る
肯
定
で
あ
る
。

1 
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右
の
箇
所
に
該
当
す
る
ド
イ
ツ
語
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
本
語
訳

を
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
ニ

i
チ
ェ
全
集
（
以
下
、
ち
く
ま
版
と
略
記
）
に

よ
っ
て
付
す
。

同
り

o

－m］

一

o
E

。0

0

汁

『

の

門
戸
一
。

。H
d
H
O
O
Y

〈
①
門
田
け
戸
口
門
日

。

ロ

口
一

o
F
4
ぃ・ロ
o
ロ
ロ

O
H，
ω4U
仲
ロ
門
目
。
ロ
色
丹

O
ロ
可

ω
円
ω
の『
H
O
D
冨
判

m
H
O
H，
H
O
D－
同
一
口

門日

O
H，
司

ω
吋

O
F
O
H
o
m
H
O
門戸。

ω
門
戸

O
ロ
可
臼
円
切
の

F
O
D
N
c
m
け
ω
ロ
円
四
∞

ω
日uH，
T
U
F
A
U
ω
T
u
y



門戸。

。
可
ロ
ロ
円
山
片
y
m
w

仲
田
印
、
。
『
の

門目。
ω

『φ
日目。
D
H
ω
o
F
O
門戸
H
D
ω

汁亡凶｝内一件∞

苫耳目－
H
O
N
c
g

「。寸∞ロ
t

一・唱
mw
∞〈⑦
H
寸
口
H
，ぬけ①
ω
H
O
F
ι
o
H
e

z
o
円H
O
ロ
∞
呂
片
付
仏
円
。
ω
①ロ昌司凶付。吋一｛
O
ロサ

ω
ロ
ω
l
i
－∞⑦
H
ロ

。
当
日
開
。

円、。
σσ
ロ一
w

匹
目
。
。
d
ユ一
m
o

唱H
O
門目。吋
r
o
F
H
a

門戸。
ω
F
O
F
φ

ロω

一門戸。

N
己｝内ロロ内
4
U
H
D

門戸mwH
，

〈⑦
Hdmmw
口問。ロ
F
O
H
什〈⑦
H
，F
O
H
∞∞∞ロロロ門
H
m
o
d司
O
H
F
什一己
ω
ω
H
H
M
C
B
H
）古仙一円。ロ門戸
mw

’『

ω
N
C
B
F
O
ゲ。ロ
C
寸⑦
H
a
H
，O
円山戸口円山唱
ω

ロ門目。円
F
H
ロ∞己的一

ι
ω
ω

当

m
H
F
吋

①

「。
σ

。ロ
ω

日ω
門戸ω
∞のの
ω
m
w
B
E
H
l
明，O
H
・け目。
σ
o
ロ仏
C
H
e
o
y

仏仙の
N
O
C
悶己
D
m
w

円山口
H
，o
F

門H
H
O

昌司
ω
H
O
H
，H
O
D

門H
O
H

の。
ω
o
F
H
O
O
F
けH
T
u
F
｝内⑦片付・

（
ち
く
ま
版
訳
）
し
た
が
っ
て
ゲ
l
テ
は
ギ
リ
シ
ア
人
を
理
解
し
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
ィ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
的
密
儀
の
う
ち
で
、
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
状
態
の
心
理
の
う
ち
で
は
じ
め
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

的
本
能
の
根
本
事
実
は
ー
ー
そ
の
問
問
自
由
は
、
お
の
れ

を
つ
つ
ま
ず
語
る
か
ら
で
あ
る
。
何
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
こ
れ
ら

の
密
儀
で
も
っ
て
お
の
れ
に
保
証
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
り
同
国

阿
国
で
あ
り
、
囚
附
凶
岡
阿
国
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
約
束

さ
れ
清
め
ら
れ
た
未
来
で
あ
る
。
死
と
転
変
を
越
え
た
生
へ
の
勝
ち

ほ
こ
れ
る
肯
定
で
あ
る
。
生
殖
に
よ
る
、
性
の
密
儀
に
よ
る
総
体
的

永
生
と
し
て
の
真
の
生
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」
（
茂
吉
）
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
語
は
耳
目
回
目
。

N
C
H
，冨

S
Z
の
茂
吉
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
文
の
当
該
箇
所
に
こ
の
語
句

は
な
い
。
そ
の
箇
所
に
あ
る
の
は
、
三
日
目
。
N
C
S

「
S
S
で
あ
り
、
「
生
へ
の

意
志
」
（
ち
く
ま
版
訳
）
、
「
生
に
む
か
ふ
意
志
」
（
茂
吉
）
と
訳
さ
れ
る
べ
き

語
で
あ
る
。
つ
ま
り
茂
吉
は
、
原
文
に
な
い
語
を
一
訳
出
し
た
こ
と
に
な
る
。

問
題
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
つ
づ
く
文
章
を
見
ょ
う
。
原
文
に
忠
実
な

ち
く
ま
版
に
し
た
が
え
ば
、
デ
ィ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
的
密
儀
が
保
証
す
る
の
は
、

「
永
遠
の
生
」
「
生
の
永
遠
回
帰
」
で
あ
る
。
し
か
し
茂
吉
文
で
は
、
「
「
生
に

せ
い

む
か
ふ
意
志
」
、
「
永
遠
の
生
」
、
「
生
の
永
遠
回
帰
」
」
と
な
っ
て
い
る
。
原

文
と
く
ら
べ
る
と
、
「
生
に
む
か
ふ
意
志
」
の
語
が
余
計
な
の
で
あ
る
。

茂
吉
の
語
句
の
配
置
は
、
本
来
「
生
に
む
か
ふ
意
志
」
の
語
が
あ
る
べ
き

箇
所
に
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」
の
語
を
入
れ
た
た
め
に
、
「
生
に
む
か
ふ
意

志
」
が
押
し
出
さ
れ
不
適
切
な
位
置
に
押
し
込
ま
れ
た
、
と
見
え
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

「
古
代
芸
術
の
讃
」
執
筆
時
に
、
茂
吉
が
参
照
可
能
だ
っ
た
『
偶
像
の
黄

昏
』
の
日
本
語
訳
に
は
、
生
田
長
江
訳
（
大
正
一
五
年
一
一
月
、
昭
和
一

O

年
八
月
）
（
注
4
）
と
阿
部
六
郎
訳
（
昭
和
一
七
年
一
月
、
創
元
社
）
が
あ
る

（
邦
題
は
と
も
に
「
偶
像
の
薄
明
」
）
。
次
に
長
江
訳
を
引
く
。

（
長
江
訳
）
従
っ
て
ゲ
エ
テ
は
希
臓
人
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
と

云
っ
て
、
デ
イ
オ
ニ
ゾ
ス
的
神
秘
の
中
に
の
み
、
デ
ィ
オ
ニ
ゾ
ス
的
情

態
の
心
理
の
中
に
の
み
、
希
麟
的
本
能
の
根
本
事
実
が
、
そ
の
同
幽

同
開
聞
が
表
白
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
希
麟
人
は
そ
れ

ら
の
神
秘
で
以
て
何
を
自
ら
へ
保
証
し
た
か
り
口
閃
問
問
、

間
関
闘
岡
山
で
あ
る
。
過
去
の
中
に
約
束
さ
れ
、
神
聖
に
さ
れ

た
る
未
来
で
あ
る
。
死
滅
と
転
変
と
を
超
越
し
た
、
生
命
へ
の
勝
ち
誇

れ
る
肯
定
で
あ
る
。
生
殖
に
よ
り
、
性
慾
の
神
秘
に
よ
る
総
体
的
生
存
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と
し
て
の
真
実
生
命
で
あ
る
。

長
江
も
茂
吉
同
様
、
ド
イ
ツ
語
原
文
に
は
な
い

5
z
o
N己ユ－
s
E
を
「
権

力
へ
の
意
志
」
と
し
て
－
訳
出
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
つ

づ
く
文
章
の
語
句
（
「
永
久
の
生
命
」
と
「
生
命
の
永
久
回
帰
」
）
に
つ
い
て



は
、
茂
吉
文
が
ド
イ
ツ
語
原
文
と
対
応
し
て
い
な
い
の
と
は
違
っ
て
、
原
文

と
対
応
し
て
い
る
。

要
点
を
繰
り
返
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
茂
吉
文
第
四
段
落
に
対
応
す

る
ド
イ
ツ
語
原
文
に
、

d
t
z
o
N
己
吋
冨
∞
o

Z

は
な
い
。
原
文
の
そ
の
箇
所
に

あ
る
の
は
、
き
己
⑦

N
己S
F

5

2

で
あ
る
。
こ
の
芦
H
H
O
N
g
F
S
S
を、

茂
吉
・
長
江
両
者
と
も
に
－
t
H
H
O
E
H
E
S
E
と
し
て
訳
し
て
い
る
。
以
上

は
共
通
点
で
あ
る
。
だ
が
、
つ
づ
く
文
章
の
問
題
の
語
句
に
つ
い
て
は
、
長

江
訳
が
原
文
に
対
応
し
て
い
る
の
に
対
し
、
茂
吉
文
は
対
応
し
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
茂
吉
の
文
章
は
、
長
江
訳
を
参
考
に
作
ら
れ
た
と
の
推
測

が
成
り
立
つ
（
注
5
）
。
無
論
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
原
文
を
読
み
誤
っ
た

（
芦
口
o
N
E
F
S
S
を
芦
戸
。

N
母

音
o
E
と
読
ん
だ
）
可
能
性
に
つ
い

て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
つ
づ
く
文
章
の
語
句
の
不
対
応
に

よ
っ
て
高
い
確
率
で
否
定
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
語
原
文
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
長
江
が
訳
出
し
な
か
っ
た
芦
己
∞
N
C
B
「

5
3
を
、
茂
吉
が
訳
し
、
そ
れ

を
原
文
と
は
異
な
る
位
置
に
入
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
茂
吉
文
に
見
ら
れ
る

「
生
に
む
か
ふ
意
志
」
の
語
の
不
適
切
な
配
置
は
、
ま
ず
、
長
江
訳
を
参
考

に
文
章
を
作
り
、
次
に
、
制
作
し
た
文
章
と
ド
イ
ツ
語
原
文
と
を
比
較
し
、

そ
れ
か
ら
定
稿
に
み
る
よ
う
な
補
正
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら

で
あ
る
。

分
か
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
に
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
箇
所
の
形
成
過
程

を
考
え
て
み
た
い
。
茂
吉
の
文
は
、
ま
ず
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仮
に
移
行
形
と
呼
ぶ
。

（
移
行
形
）
な
ほ
ニ
イ
チ
エ
は
云
っ
た
。
デ
イ
オ
ニ
ゾ
ス
的
神
秘
、
デ

イ
オ
ニ
ゾ
ス
的
状
態
の
心
理
に
於
て
の
み
、
希
臓
的
本
能
の
根
本
事
実

が
表
白
せ
ら
れ
る
。

が
保
証
せ
ら
れ

る。

茂
吉
は
、
長
江
の
訳
文
を
見
な
が
ら
い
っ
た
ん
右
の
よ
う
な
文
を
作
っ
た
。

そ
れ
か
ら
原
文
に
立
ち
返
っ
た
。
そ
の
際
に
移
行
形
（
そ
れ
は
長
江
訳
で
も

あ
る
）
の
語
句
と
原
文
の
そ
れ
と
の
不
対
応
に
気
づ
い
た
と
思
う
が
、
そ
の

語
句
を
原
文
の
形
に
戻
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」

を
残
し
た
ま
ま
、
本
来
は
そ
れ
が
あ
る
べ
き
で
は
な
い
場
所
に
「
生
に
む
か

ふ
意
志
」
を
補
筆
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
長
江
訳
を
参
照
し
た
可
能
性
を
補
強
す
る
た
め
に
、
両
者
に
共

通
す
る
訳
語
の
う
ち
特
に
目
を
引
く
も
の
を
二
点
見
て
お
く
。

c
z
z
m
g
E

と
同
O
H，
ω
N
2
5
2
0
で
あ
る
。
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〈

O
「
伺
一

mωgcω
〉

こ
こ
で
見
る
の
は
、
茂
吉
文
の
第
四
段
落
後
半
部
分
で
あ
る
。

（
茂
吉
文
）
即
ち
産
婦
の
陣
痛
は
生
へ
の
永
遠
意
志
の
象
徴
で
あ
る
。

悲
劇
の
誕
生
は
こ
こ
に
そ
の
根
源
を
求
め
得
べ
く
、
そ
れ
は
、
あ
ふ
れ

流
る
る
生
及
び
力
の
感
情
と
し
て
の
劇
制
刑
制
J
凶
引
引
引
引
コ
と

し
て
洞
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ロ円。

日
）

ω山
、

o
F
O
H
o
m
H
A
W

。
H
ロ
⑦
∞

mwHω 
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ω

C
H
a
m
T
w
m醤
C
∞
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①
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H
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U
F
O
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F
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ω
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∞
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F
H
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〉

HeHmけ
O
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ω
印］｛
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口
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｛
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（
ち
く
ま
版
訳
）
苦
痛
で
す
ら
そ
の
内
で
は
な
お
刺
戟
剤
と
し
て
作

用
す
る
と
こ
ろ
の
、
溢
れ
で
る
生
命
と
力
の
感
情
と
し
て
の
口
間

岡
閉
の
心
理
学
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
も
、
と
り
わ
け

現
代
の
ペ
シ
ミ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ
て
も
誤
解
さ
れ
て
い
る
悲
劇
的
感

情
と
い
う
概
念
を
開
く
鍵
を
私
に
あ
た
え
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
茂
吉
が

C
H
m
H
S
B
C
ω

を
「
機
能
充
進
」
と
訳
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
小
学
館
の
『
独
和
大
辞
典
』
第
二
版
（
一
九
九
八
年
一
月
）
を

見
る
と
、

C
H
E
g
s
c
ω

は
、
第
一
義
に
「
（
ギ
リ
シ
ア
の
酒
神
2
3
3
0
ω

の）

密
儀
の
酒
宴
」
と
あ
り
、
第
二
義
に
、
比
輸
的
表
現
（
転
義
）
と
し
て
「
放

縦
な
酒
宴
、
無
礼
講
、
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
」
と
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文

脈
で
は
、
普
通
、
「
酒
神
密
儀
」
（
ち
く
ま
版
）
、
「
酒
神
祭
秘
儀
」
（
阿
部
訳
）

な
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
。
そ
れ
を
茂
吉
は
「
機
能
充
進
」
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
長
江
訳
を
見
て
み
よ
う
。

（
長
江
訳
）
充
ち
溢
れ
る
生
命
及
び
力
の
感
情
と
し
て
の
、
嗣
刷
出

閉

1
4
2
5苦
痛
す
ら
も
刺
戟
と
し
て
働
く
の
で
あ
る

l
l
の
心
理
は
、
ア
リ
ス
ト
オ
テ
レ
ス
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
我
々

の
悲
観
主
義
者
等
か
ら
も
誤
解
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
、
悲
劇
的
感
情

の
概
念
に
対
す
る
合
鍵
を
私
に
与
へ
た
。

茂
吉
同
様
「
機
能
充
進
」
の
語
を
あ
て
て
い
る
（
注
6
）。

長
江
訳
『
偶
像
の
薄
明
』
が
刊
行
さ
れ
る
大
正
一
玉
年
一
一
月
以
前
の
独

和
辞
典
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
九
冊
に
限
っ
て
い
え
ば
、
。
円
四
円

g
自
己
∞
を
載
せ

て
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
確
認
で
き
た
の
は
、
①
明
治
二

O
年
二
月
発
行

の
増
訂
『
独
和
辞
葉
』
第
三
版
（
風
祭
甚
三
郎
、
後
学
堂
）
、
②
明
治
二
三
年

五
月
発
行
の
『
独
和
字
書
大
全
』
（
行
徳
永
孝
纂
訳
、
金
原
寅
作
）
、
③
明
治

三
一
年
一
月
発
行
の
『
袖
珍
独
和
新
辞
林
』
第
五
版
（
高
木
甚
平
・
保
志
虎

吉
編
、
三
省
堂
）
、
④
明
治
二
八
年
一

O
月
発
行
の
『
独
和
辞
書
』
第
五
版
（
伊

藤
誠
之
堂
）
、
⑤
明
治
三
五
年
一
二
月
発
行
の
『
新
独
和
辞
典
』
（
井
上
哲
次

郎
、
大
倉
書
店
）
、
⑥
明
治
四
一
年
三
月
発
行
の
『
二
十
世
紀
独
和
辞
書
』
七

版
（
藤
井
信
吉
編
、
金
港
堂
）
、
⑦
大
正
一

O
年
八
月
発
行
の
袖
珍
版
『
独
和

辞
典
』
第
一
五
版
（
有
朋
堂
）
、
③
大
正
二
一
年
四
月
発
行
の
『
新
式
独
和
辞

典
』
（
登
張
信
一
郎
、
大
倉
書
店
）
、
⑨
大
正
一
五
年
四
月
発
行
の
縮
冊
版
『
新

訳
独
和
辞
典
』
（
登
張
信
一
郎
、
大
倉
書
店
）
の
九
点
で
あ
る
。

。片岡山
ωωBGω

は
不
載
で
あ
る
が
、
①
②
④
⑥
は

C
H
m
守
口
、
⑦
③
⑨
は

O
Z
2
の
語
を
載
せ
て
い
る
。

C
H
E
S
は、

O
H
m
H
O
の
複
数
形
で
あ
り
、
右

の
辞
書
類
で
は
、
例
え
ば
「
酒
宴
」
「
無
礼
講
」
「
暢
飲
」
「
操
宴
」
な
ど
の
訳

語
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
長
江
の
翻
訳
書
刊
行
以
前
に
一
般
に
流
布
し
て
い
た
辞
書

類
は
、
関
連
語
の
♀
m
H
O
を
－
記
載
す
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
そ
れ
以
降
に
刊

行
さ
れ
た
数
点
（
注
7
）
に
も
、
。
円
m
U
ω
ヨロ
ω
は
不
載
で
あ
る
。
専
門
性
の
高

い
用
語
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

O
H
m
E
ω
自
己
∞
の
立
項
が
確
認
で
き
る
の
は
、
茂
吉
の
「
古
代
芸
術
の
讃
」

発
表
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
昭
和
三
三
年
六
月
に
発
行
さ
れ
た
相
良
守
峯
編

s
s
b己同
h
a
s－
K
返そ
L1hqhb485吋
hhqqh
（
博
友
社
）
が
、
早
い
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
同
書
は
、
そ
の
第
一
義
に
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
里
。
ミ
ωoω

祭
礼
に
お
け
る
暴
飲
乱
舞
」
と
載
せ
て
い
る
（
注
8
）。

上
述
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
た
め
、
茂
吉
が
独
自
に
「
機
能
充
進
」
の
語

を
あ
て
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
。
長
江
が
こ
の
語
を
「
機

と
訳
し
た
経
緯
は
措
く
と
し
て
、
茂
吉
に
関
し
て
言
え
ば
、
長
江

-17-

能
充
進
」



に
倣
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

〈

Z
。
「
釦
N

一ω
2
0
0
a
o〉

茂
吉
は

z
o
g
N
2
Z
2
0
を
「
ホ
ラ
ア
ツ
の
短
詩
」
と
一
訳
し
て
い
る
。
現

在
で
は
、
「
ホ
ラ
チ
ウ
ス
の
一
一
頒
歌
」
（
阿
部
訳
）
、
「
ホ
ラ
テ
イ
ウ
ス
の

煩
歌
」
（
ち
く
ま
版
訳
）
が
平
均
的
な
表
記
で
あ
り
訳
語
で
あ
る
だ
ろ
う
。

長
江
訳
を
見
る
と
、
「
ホ
ラ
ア
ツ
の
一
の
短
詩
」
と
あ
り
、
茂
吉
と
の
類
似

が
見
て
取
れ
る
。
「
ホ
ラ
ア
ツ
」
は
ド
イ
ツ
語
の
音
を
片
仮
名
に
写
し
た
表

記
で
あ
る
た
め
、
こ
の
表
記
の
一
致
を
根
拠
に
、
茂
吉
が
長
江
訳
を
参
照
し

た
と
主
張
す
る
の
は
説
得
力
に
欠
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
通
常
、
頒
歌

と
一
訳
さ
れ
る
O
号
を
「
短
詩
」
と
訳
し
て
い
る
点
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

以
上
、
こ
こ
で
確
認
し
た

C
H
E
g
s
c
ω

と
Z
O
H
a
∞
N
t
z
g。
の
訳
語
の
一

致
は
、
茂
吉
が
長
江
訳
を
参
照
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

長
江
訳
を
参
照
し
文
章
を
書
い
た
こ
と
で
、
茂
吉
の
文
章
は
原
文
と
の
間

に
甑
師
酬
を
生
じ
た
。
原
文
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
と
、
原
文
に
は
な

い
が
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」
の
語
は
保
存
し
た
い
と
の
思
い
が
、
茂
吉
に

定
稿
に
み
る
よ
う
な
文
章
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
多
力
に
む
か
ふ
意

士
山
」
に
対
す
る
茂
吉
の
思
い
入
れ
が
は
か
ら
ず
も
顕
在
化
し
て
し
ま
っ
た
形

で
あ
る
。

長
江
訳
に
示
唆
を
得
る
こ
と
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

に
関
し
て
は
長
江
訳
に
倣
っ
て
い
な
い
こ
と
も
ま
た
、
茂
吉
に
お
け
る

の
重
要
性
を
教
え
て
い
る
。

こ
の
訳
語「多

カ
に
む
か
ふ
意
志
」

茂
吉
の
き
二
＠
N
C
「

Z
2
5
の
独
自
性

茂
吉
が
、
長
江
を
参
照
し
つ
つ
そ
れ
に
準
じ
な
か
っ
た
語
句
の
う
ち
、
最

2 

も
重
要
な
の
は
、
芦
戸
O
N
C
円
冨
忠
吉
の
訳
語
で
あ
る
。
こ
れ
を
茂
吉
が
「
多

力
に
む
か
ふ
意
志
」
、
長
江
が
「
権
力
へ
の
意
志
」
と
す
る
こ
と
は
見
て
き
た

と
お
り
で
あ
る
。

茂
吉
に
と
っ
て
ヨ
Z

O

N

R

ま
の
『
け
は
、
「
多
カ
に
む
か
ふ
意
志
」

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
、
ぜ
そ
う
な
の
か
を
述
べ
る
た
め
に
は
、
茂
吉
の
ニ

で
な
け

ー
チ
エ
へ
の
関
心
が
高
ま
る
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
期
ま
で
遡
る
必
要
が
あ

る
。
茂
吉
が
は
じ
め
て
こ
の
訳
語
を
公
に
使
っ
た
の
は
、
大
正
二
年
三
月
号

の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
誌
上
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

短
歌
の
形
式
を
い
と
ほ
し
む
心
は
カ
に
憤
る
る
心
で
あ
る
。
短
小
な
る

短
歌
の
形
式
に
紅
血
を
流
通
せ
し
め
ん
と
す
る
努
力
は
ま
さ
に
障
擬
に

ウ

イ

ル

レ

ツ

ー

ル

マ

ハ

ト

向
ふ
多
力
者
の
意
力
で
あ
る
。
『
多
カ
に
向
ふ
意
志
』
で
あ
る
。

「
多
カ
に
向
ふ
意
志
」
を
「
ウ
イ
ル
レ
ツ
！
ル
マ
ハ
ト
」
と
読
ま
せ
て
い
る

こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
受
容
の
は
じ
め
か
ら
茂
吉
は
ニ

l
チ
ェ
の

ま
o
F
け
を
「
多
力
」
で
受
け
て
い
る
。
そ
こ
に
、
幸
田
露
伴
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
「
茂
吉
に
お
け
る
「
カ
」

i
i「
多
力
者
」
に
つ
い
て
の
考
察

i
l
h
q
s
Eミ
ミ
0
・

rγ
－PN
o
g
－ロ）。

に

ん

に

く

た

り

き

い
ま
は
、
露
伴
の
「
需
護
精
舎
雑
筆
」
其
二
十
六
に
、
「
忍
辱
は
多
力
な
り
」

と
い
う
一
節
が
見
え
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
く
。

茂
吉
の
「
多
力
」
（
茂
吉
も
こ
れ
を
タ
リ
キ
と
読
む
）
は
、
「
忍
辱
」
を

視
野
に
入
れ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
、
つ
ま
り
「
忍

辱
」
を
前
提
と
す
る
「
多
力
」
に
よ
っ
て
ニ

l
チ
ェ
の
力
の
思
想
を
捉
え
た

点
に
、
茂
吉
の
ニ

l
チ
ェ
受
容
の
特
色
は
あ
る
。
こ
の
受
容
期
の
茂
吉
は
、

伊
藤
左
千
夫
と
の
確
執
、
茂
吉
の
編
集
方
針
に
対
す
る
反
発
（
明
治
四
四
年

の
う
ち
に
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
編
集
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
）
、
生
母
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の
病
、
養
家
で
の
立
場
の
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
も
の
問
題
を
抱
え
て
、
み
ず

か
ら
「
多
力
者
」
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
、
茂
吉
を
文
壇

に
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
『
赤
光
』
（
第
一
歌
集
、
大
正
二
年
一

O
月）

は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。

ニ
l
a
－
－
チ
ェ
は
、
こ
の
よ
う
な
茂
吉
の
個
人
的
事
情
に
絡
み
取
ら
れ
る
よ
う

に
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
注
9
）
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」

の
語
は
、
い
か
な
る
語
と
も
取
り
替
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
長
江
訳
に
し
た

が
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。

書
名
に
お
い
て
も
、
茂
吉
は
長
江
と
異
な
る
語
を
使
っ
て
い
る
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
長
江
は
「
偶
像
の
薄
明
」
で
あ
り
、
茂
吉
は
「
偶
像
の
黄
昏
」

で
あ
る
。
「
偶
像
の
黄
昏
」
の
語
は
、
す
で
に
大
正
二
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ

た
安
倍
能
成
訳
『
こ
の
人
を
見
よ
』
（
南
北
社
）
な
ど
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ

て
い
た
。
「
偶
像
の
」
と
の
連
結
を
考
え
た
と
き
、
茂
吉
は
「
薄
明
」
よ
り
「
黄

昏
」
の
方
を
よ
し
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
、
こ
こ
で
確
認
し
た
長
江
と
の
訳
語
の
相
違
は
、
用
語
の
選
択
や
使

用
に
際
し
、
茂
吉
な
り
の
理
論
に
基
づ
く
判
断
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

「
偶
像
の
黄
昏
」
に
つ
い
て
は
、
『
と
も
し
び
』
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ

る
こ
と
を
付
言
し
て
お
ぐ
。

く

わ

う

こ

ん

こ

と

偶
像
の
黄
昏
な
ど
と
い
ふ
語
も
今
ぞ
か
な
し
く
お
も
ほ
ゆ
る
か
も

（
大
正
一
四
年
）

「
黄
昏
」
を
「
く
わ
う
こ
ん
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
全
て
の
場
合
で
そ
う
読

ま
せ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
右
の
一
首
の
中
で
は
、
「
く
わ

で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

う
こ
ん
」

『
ツ
ァ
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
の
文
体
の
模
倣
、
影
響
歌

「
古
代
芸
術
の
讃
」
の
特
徴
と
し
て
、
ニ
！
チ
ェ
の
名
前
が
繰
り
返
し
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
然
る
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
イ
チ
エ
の

偶
像
の
黄
昏
を
読
む
と
」
（
第
二
段
落
）
、
「
さ
う
し
て
ニ
イ
チ
エ
は
」
（
第
三

段
落
）
、
「
な
ほ
ニ
イ
チ
エ
は
云
っ
た
」
（
第
四
段
落
）
、
「
か
う
ニ
イ
チ
エ
は
云

っ
た
」
（
第
五
段
落
）
、
ご
一
イ
チ
エ
の
説
く
と
こ
ろ
は
右
の
ご
と
く
で
あ
る
」

（
第
六
段
落
）
な
ど
の
よ
う
に
、
各
段
落
の
文
頭
文
末
で
た
た
み
か
け
る
よ

う
に
ニ

l
チ
ェ
の
名
前
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ヮ
ス
ト
ラ
』

に
お
い
て
、
語
り
手
が
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
」
と
繰
り
返

し
て
言
う
、
そ
の
口
調
を
想
起
さ
せ
る
。
前
記
の
ニ
！
チ
ェ
の
名
前
の
反
復

は
、
茂
吉
に
よ
る
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
文
体
の
模
倣
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
。

-19一

ま
た
、
「
古
代
芸
術
の
讃
」
の
執
筆
が
歌
作
に
及
ぼ
し
た
影
響
も
少
な
く
は

な
い
。
例
え
ば
、
敗
戦
間
も
無
い
こ
ろ
の
歌
に
、

あ
め
っ
ち
に
陣
痛
あ
り
と
お
も
ほ
ゆ
る
こ
れ
の
時
代
に
生
き
む
と
ぞ
す

る

（

昭

和

二

一

年

）

の
一
首
が
あ
る
（
『
小
園
』
所
収
）
。
こ
れ
に
は
ニ
！
チ
ェ
の
「
私
が
古
人
に

負
う
と
こ
ろ
の
も
の
」
の
中
の
次
の
箇
所
と
の
関
連
が
見
て
取
れ
よ
う
。

（
ち
く
ま
版
）
生
殖
に
よ
る
、
性
の
密
儀
に
よ
る
総
体
的
永
生
と
し
て

の
真
の
生
で
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
に
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
性
的
象
徴

は
畏
敬
す
べ
き
象
徴
自
体
で
あ
り
、
全
古
代
的
敬
度
心
内
で
の
本
来
的

な
深
遠
さ
で
あ
っ
た
。
生
殖
、
受
胎
、
出
産
の
い
と
な
み
に
お
け
る
一



切
の
個
々
の
も
の
が
、
最
も
崇
高
で
最
も
厳
粛
な
感
情
を
呼
び
お
こ
し

た
。
密
儀
の
教
え
の
う
ち
で
は
苦
痛
が
神
聖
に
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「
産
婦
の
陣
痛
」
が
苦
痛
一
般
を
神
聖
化
し
、

l
！
一
切
の
生
成

と
生
長
、
一
切
の
未
来
を
保
証
す
る
も
の
が
苦
痛
の
条
件
と
な
っ
て
い

る

茂
吉
は
そ
の
部
分
を
「
生
殖
に
よ
る
、
性
欲
的
神
秘
に
よ
る
総
体
的
生
存
と

し
て
の
真
実
の
生
で
あ
る
。
即
ち
産
婦
の
陣
痛
は
生
へ
の
永
遠
意
志
の
象
徴

で
あ
る
」
と
要
約
し
て
い
る
（
注
目
）
。

茂
吉
の
O
『
問
一

gヨ
C
ω

理
解

1

1
氷
上
英
広
論
文
の
指
摘
を
踏
ま
え
て

iー

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
氷
上
英
広
は
茂
吉
の
「
古
代
芸
術
の
讃
」
が
『
偶

像
の
黄
昏
』
中
の
「
私
が
古
人
に
負
う
と
こ
ろ
の
も
の
」
に
依
拠
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
じ
論
文
の
中
で
、
茂
吉
の
第
四
段
落
末
の
一
文
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
あ
ふ
れ
流
る
る
生
及
び
力
の
感
情
と
し
て
の
機
能
充
進
（
O

ぷ
2
き
ω
）

と
し
て
洞
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
茂
吉
が
書
い
て
い
る
の
は
、
若

干
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
原
文
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
。
円

m
g
g
g
と
い

う
語
は
な
く
、
あ
る
の
は

CHmHωω
き
ω
で
あ
っ
て
、
茂
吉
は
お
そ
ら
く

読
み
違
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
っ
と
前
の
方
か
ら
原
文
を
読
め
ば
、

以
前
か
ら

2
E
g
と
い
う
語
が
す
で
に
出
て
い
て
、
そ
れ
は
デ
ィ
オ
ニ

ユ
ソ
ス
の
祭
の
秘
儀
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
機
能
充
進
と
な
る
は
ず
が
な

い
。
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
芸
術
は
デ
ィ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
の
祭
か
ら
発
生
し
て

く
る
の
で
あ
り
、
デ
イ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
が
力
の
過
剰
を
意
味
し
、

ま
た
あ
る
意
味
で
は
「
生
に
む
か
ふ
意
志
に
よ
る
機
能
尤
進
」
の
よ
う

な
も
の
も
含
ま
な
い
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
ら
に
そ
の

さ
き
を
読
ん
で
も
、

r可。
r
o
円o
m
円
。
含
ω
O
H，
m
z
m
E
C
m
（同〈

L
斗

ω
）
と
い
う

の
は
、
た
ん
な
る
機
能
充
進
の
心
理
学
で
は
な
く
、
デ
ィ
オ
ニ
ユ
ソ
ス

祭
秘
儀
の
心
理
学
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
い
ま
ま
で
誤
解
さ
れ
て
き
た
ギ

リ
シ
ャ
的
な
悲
劇
感
情
の
概
念
を
ひ
ら
く
鍵
を
あ
た
え
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
茂
吉
の
読
み
方
は
大
筋
を
間
違
え
て
は
い
な
い
け
れ
ど

も
、
決
し
て
精
密
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

氷
上
は
、
茂
吉
の
文
章
の

「
機
能
充
進
（
C

お
2
5
m）
」
の
箇
所
に
注
目
し
、

原
文
に
「
あ
る
の
は

O
Z
H
S
Z
ω
で
あ
っ
て
、
茂
吉
は
お
そ
ら
く
読
み
違
え

た
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
そ
の
「
読
み
違
え
」
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
氷
上
が
参
照
し
た

の
は
、
旧
版
の
全
集
（
第
二
二
巻
、
昭
和
二
八
年
九
月
年
、
岩
波
書
店
）
で

あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
確
か
に
氷
上
が
確
認
し
た
よ
う

に
「
機
能
充
進
（

oaωω
自
己

ω）
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
回
目
頭
に
掲
出
し
た
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全
文
に
あ
る
よ
う
に
、
初
出
誌
に
は
「
機
能
充
進
（

C
Z
E
ω
g
gご
と
あ
り
、

綴
り
字
は
ド
イ
ツ
語
原
文
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
一
年
一

O
月
刊
行

の
単
行
本
『
童
馬
山
房
夜
話
第
四
』
（
八
雲
書
店
）
に
は
、
初
出
形
が
正
し

く
転
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
の
全
集
編
纂
時
に
、

i
の
脱
落
し

た

C
Z∞
2
5
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
茂
吉
全
集
は
二
度
刊
行

さ
れ
新
旧
の
版
が
あ
り
、
こ
の
箇
所
は
新
版
で
も
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
茂
吉
は
「
読
み
違
え
」
で
な
く
♀
問

E
S
5
と
分
か
っ
て

機

能
充
進
」

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



た
だ
、
右
の
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
氷
上
の
主
張
は
、
「
機
能
充
進
」
と

い
う
語
が
こ
の
文
脈
で
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
れ
は
、
茂

吉
が
正
し
く

C
H
t
g
B
5
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
と
し
て
も
変

わ
ら
ず
残
る
問
題
で
あ
る
。
茂
吉
は
な
ぜ

O
H
E
g
g
g
を
「
機
能
充
進
」
と

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
長
江
訳
に
倣
っ
た
た

め
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
適
切
な
訳
語
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
も
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
表
面
的
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で

問
う
の
は
、
も
っ
と
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
茂
吉
は
「
機
能

充
進
」
の
語
が
文
脈
に
、
添
う
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

氷
上
は
「
機
能
充
進
」
の
語
を
否
定
し
な
が
ら
、
そ
の
語
を
用
い
た
茂
吉

の
心
意
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
デ
イ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
芸
術
は
デ
ィ
オ

ニ
ユ
ソ
ス
の
祭
か
ら
発
生
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
デ
ィ
オ
ニ
ユ
ソ
ス
的
な
も

の
が
力
の
過
剰
を
意
味
し
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
「
生
に
む
か
ふ
意
志
に
よ

る
機
能
充
進
」
の
よ
う
な
も
の
も
含
ま
な
い
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
」
と
い
う
考
え
に
至
っ
て
い
る
。
氷
上
の
言
う
よ
う
に
、
「
決
し
て
精
密

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
」
と
し
て
も
、
ま
さ
に
茂
吉
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

茂
吉
の
ニ
！
チ
ェ
受
容
は
、
ニ

l
チ
ェ
の
テ
ク
ス
ト
を
可
能
な
限
り
ニ
！

チ
ェ
の
文
意
に
そ
っ
て
理
解
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

自
身
が
晒
さ
れ
て
い
る
状
況
に
規
定
さ
れ
る
側
面
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
と
き
欲
し
て
い
る
要
素
が
極
端
に
拡
大
さ
れ
て
受
容
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
茂
吉
晩
年
の
執
筆
に
な
る
「
古
代
芸
術
の
讃
」
を
ニ
！
チ
エ

「
私
が
古
人
に
負
う
と
こ
ろ
の
も
の
」
の
ド
イ
ツ
語
原
文
及
び
生
団
長
江
の

翻
訳
と
対
照
し
つ
つ
、
茂
吉
の
ニ

l
チ
ェ
受
容
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
受
容

の
初
期
に
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」
が
、
晩
年
に

お
い
て
も
茂
吉
に
と
っ
て
重
要
な
語
で
あ
り
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し

た
。
現
在
の
地
点
か
ら
眺
め
る
と
、
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」
は
茂
吉
の
生
涯

を
貫
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ヮ
ス
ト
ラ
』
の
文
体

の
模
倣
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
短
歌
作
品
へ
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。

-21一

〔
付
記
〕

一
、
茂
吉
作
品
の
引
用
は
、
「
古
代
芸
術
の
讃
」
を
除
い
て
は
、
『
斎
藤
茂
吉

全
集
』
（
全
三
六
巻
、
昭
和
四
八

i
五
一
年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。

一
、
ニ

i
チ
ェ
作
品
の
引
用
は
、

Z
2
2
ω
o
z
w∞唱。
H
Z
h
2
0
7
3
1吉
∞
宮
ず
O
W

E－
gwの・
0
・

Z
2
5
5
（H
C
c
a
）
に
よ
っ
た
。

一
、
引
用
文
中
の
囲
線
は
引
用
者
が
付
し
、
引
用
文
中
の
文
字
は
適
宜
通
用

の
字
体
に
改
め
た
。
圏
点
は
原
文
の
と
お
り
。

一
、
ち
く
ま
版
『
偶
像
の
黄
昏
』
（
原
佑

刷
を
使
用
し
た
。

〔注〕

訳
）
は
、
二

O
O
八
年
五
月
第
七

（
注
1
）
後
に
、

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
斎
藤
茂
吉
』
（
昭
和
五
五



年
九
月
、
有
精
堂
）
、
氷
上
英
広
『
大
い
な
る
正
午
』
（
昭
和
五
四
年
一

一
一
月
、
筑
摩
書
房
）
、
『
ニ
！
チ
ェ
と
の
対
話
』
（
一
九
八
八
年
一
二
月
、

岩
波
書
店
）
に
所
収
。

（注

2
）
同
文
の
末
尾
に
は
、
初
出
誌
、
単
行
本
と
も
に
「
（
昭
和
二
十
年
一

月
二
十
三
日
夜
話
ご
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
全
集
は
新
旧
版
と
も
に

「
（
一
月
二
十
三
日
夜
話
）
」
と
の
み
記
す
。
初
出
に
し
た
が
え
ば
、
昭

和
二

O
年
一
月
に
執
筆
し
た
も
の
を
、
翌
二
一
年
一
月
号
に
発
表
し
た

こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
約
一
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
当
時
の
社
会
情
勢

に
あ
っ
て
は
起
こ
り
得
る
こ
と
だ
ろ
う
。
昭
和
一
九
年
二
一
月
の
「
ア

ラ
ラ
ギ
」
の
「
編
輯
所
便
」
で
土
屋
文
明
は
「
用
紙
量
の
た
め
又
々
十

一
月
号
よ
り
減
頁
に
な
っ
て
居
る
。
従
っ
て
会
員
の
作
品
は
誌
上
に
掲

載
の
場
合
は
益
々
少
く
な
る
。
（
略
）
尚
十
一
月
号
が
ひ
ど
く
遅
れ
た
の

で
、
本
号
も

X
少
し
遅
れ
る
か
と
思
ふ
。
そ
の
中
に
何
と
か
対
策
を
講

じ
た
い
」
と
雑
誌
編
集
の
困
難
な
状
況
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
号
を
最

後
に
ア
ラ
ラ
ギ
は
会
員
に
も
予
告
な
し
に
休
刊
す
る
。
敗
戦
を
ま
た
い

で
復
刊
に
こ
ぎ
つ
け
た
昭
和
二

O
年
九
月
号
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
は
全
体

で
一
六
頁
で
あ
る
。
お
も
て
表
紙
に
目
次
が
印
字
さ
れ
て
い
る
（
表
紙

の
な
い
つ
く
り
、
と
い
う
べ
き
か
）
。
こ
の
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
休
刊
中

の
報
告
」
に
よ
っ
て
、
一
九
年
二
一
月
号
が
二

O
年
三
月
に
発
送
さ
れ

て
、
そ
の
後
こ
の
九
月
号
に
い
た
る
ま
で
休
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
九
月
号
も
遅
れ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯

は
三
枝
昂
之
『
昭
和
短
歌
の
精
神
史
』
（
平
成
一
七
年
七
月
、
本
阿
弥
書

店
）
に
詳
し
い
。
こ
の
事
情
の
た
め
に
、
昭
和
二

O
年
一
月
に
書
か
れ

た
文
章
は
、
使
わ
れ
な
い
ま
ま
に
復
刊
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

（注

3
）
昭
和
一
四
年
二
月
号
の
「
童
馬
山
房
夜
話
」
に
、
「
真
淵
と
ウ
イ
ン

ケ
ル
マ
ン
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
。

（注

4
）
長
江
は
二
度
の
全
集
訳
を
果
た
し
て
い
る
。
『
ニ
イ
チ
エ
全
集
』
（
一

九
一
六
l
二
九
年
、
新
潮
社
）
、
『
新
訳
決
定
版
ニ
イ
チ
ェ
全
集
』
（
一

九
三
五
｜
三
六
年
、
日
本
評
論
社
）
。

（注

5
）
茂
吉
が
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」
を
当
該
箇
所
に
置
い
た
の
は
、

長
江
訳
の
影
響
と
し
て
説
明
で
き
る
が
、
長
江
が
な
ぜ
そ
う
訳
し
た
の

か
は
分
か
ら
な
い
。

（
注
6
）
O
Z
H
ω
ω
g
g
の
語
は
、
こ
の
箇
所
の
ほ
か
、
も
う
一
箇
所
確
認
で
き

る
。
こ
の
第
二
の
箇
所
も
茂
吉
・
長
江
と
も
に
「
機
能
允
進
」
と
す
る
。

（注

7
）
昭
和
二
年
七
月
初
版
発
行
の
『
双
解
独
和
大
辞
典
』
（
片
山
正
雄
、

南
江
堂
）
。
昭
和
三
年
一

O
月
発
行
の
『
最
新
独
和
辞
典
』
第
六
版
（
権

回
保
之
助
編
著
、
有
朋
堂
）
。
昭
和
四
年
一

O
月
発
行
の
『
双
解
独
和
小

辞
典
』
（
片
山
正
雄
、
南
江
堂
）
。
昭
和
一

0
年
四
月
発
行
の
『
標
準
独

和
辞
典
』
（
橋
本
忠
夫
監
修
、
南
江
堂
）
。
昭
和
一
一
年
四
月
発
行
の
『
独

和
言
林
』
（
佐
藤
通
次
、
白
水
社
）
。
昭
和
一
二
年
三
月
発
行
の
『
ゴ
ン

ダ
独
和
新
辞
典
』
第
五
版
（
有
朋
堂
）
。
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（
注
8
）
こ
れ
以
後
の
♀

E
S
E
ω
の
登
載
に
つ
い
て
。
昭
和
三
六
年
三
月

発
行
の
改
新
版
『
独
和
言
林
』
（
佐
藤
通
次
、
白
水
社
）
は
載
せ
る
が
、

訳
は
「
底
ぬ
け
騒
ぎ
」
「
気
違
い
沙
汰
」
と
あ
る
ば
か
り
で
、
小
学
館
や

相
良
が
第
一
義
に
掲
げ
る
意
味
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
昭
和
三
八
年
一

一
月
発
行
の
三
省
堂
編
修
所
編
、
新
訂
版
『
独
和
新
辞
典
』
は
載
せ
、
「
古

代
ギ
リ
シ
ア
の

2
0
ロヨ
o
m

（回

S
S
E）
祭
の
狂
喜
乱
舞
」
と
記
す
。
昭



和
三
八
年
二
月
発
行
の
新
訂
版
『
木
村
・
相
良
独
和
辞
典
』
（
博
友
社
）

に

♀

E
S自
5
は
不
載
で
あ
る
が
、

C
H
m
E
2
2
0
F
の
項
で
♀
m
Z
を
扱

い
、
「
里
。
ミ

ωoω
又
は
∞

ω
2
E∞
の
忘
我
的
な
秘
密
祭
」
と
記
す
。

（注
9
）
茂
吉
の
「
多
力
に
む
か
ふ
意
志
」
の
語
が
、
訳
語
と
し
て
一
般
性

を
も
ち
得
な
か
っ
た
の
は
、
あ
ま
り
に
も
茂
吉
の
個
に
即
し
た
も
の
、

そ
の
内
奥
か
ら
選
び
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
注
目
）
茂
吉
の
「
産
婦
の
陣
痛
」
に
対
応
す
る
長
江
の
訳
語
は

苦
し
み
」
（
大
正
一
五
年
一
一
月
、
新
潮
社
）
。

「
産
婦
の
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