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近
世
後
期
俗
芸
術
に
お
け
る
創
作
意
識
の
推
移

5守

野

博

幸

ま
ず
故
水
谷
不
倒
翁
の
文
章
の
一
部
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
小
考
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
近
世
後
期
の
二
人
の
戯
作
者
、

式
亭
三
馬
（
市
夜
七
一
竹
J

誠
一
一
一
」
）
と
十
返
舎
一
九
（
m
荷
六
E
l
z議
一
一
一
一
一
一
）
の
作
風
の
相
違
を
比
較
し
て
、
表
現
意
識
の
本
質
に
ま
で
説

き
及
ん
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

蓋
し
一
九
と
三
馬
と
は
同
じ
く
、
滑
稽
家
と
称
す
れ
ど
も
、
其
の
趣
は
頗
る
異
な
れ
り
。
夫
れ
富
裁
は
い
ず
れ
の
方
面
よ
り
見
る
も
、

白
暗
々
た
る
円
錐
形
の
妙
な
る
峯
た
る
を
認
む
べ
し
。
一
九
の
滑
稽
は
さ
な
が
ら
富
士
の
山
を
望
む
が
如
し
、
純
粋
透
明
い
ず
れ
の

方
面
よ
り
見
る
も
い
と
を
か
し
。
三
馬
の
は
然
ら
ず
、
一
方
よ
り
見
れ
ば
好
笑
の
面
な
れ
ど
も
、
他
方
よ
り
見
れ
ば
渋
面
な
り
。
即

ち
一
面
に
は
意
地
わ
る
き
ア
ラ
探
し
の
底
意
を
現
じ
た
り
。
彼
れ
は
到
底
一
九
の
如
く
瓢
逸
と
し
て
別
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
能
は
ぎ
り

し
ゅ
ゑ
に
、
ま
た
吾
人
を
し
て
好
笑
の
霊
界
に
遊
ば
し
む
る
能
は
ず
。
（
坪
内
追
進
共
編
著
『
列
伝
体
小
説
史
』
下
巻
「
第
二
章
江
戸
作
者
」
）

水
谷
氏
の
愛
情
は
浮
世
風
呂
的
儀
舌
に
よ
り
寧
ろ
弥
次
喜
多
的
瓢
逸
に
注
が
れ
て
い
る
が
、
別
に
注
意
し
て
よ
い
こ
と
は
、
右
の
引
用

文
が
一
九
・
三
馬
比
較
論
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
戯
作
の
世
界
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
近
世
後
期
俗
芸
術
に
お
い
て
創
作
意
識
の
一
般
的

た
と
え
ば
文
中
の
三
馬
を
葛
飾
北
斎
（
古
時
炉
∞
ハ
古
一
伊
心
）
に
、

近世後期俗芸術における創作意識の推移（狩野）

な
型
の
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

一
九
を
安
藤
広
重
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（

J
d九
件
川
議
五
店
）
に
置
換
え
て
み
た
ら
如
何
。
さ
ら
に
滑
稽
・
好
笑
を
美
的
感
動
と
で
も
書
換
え
た
な
ら
、

広
重
比
較
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

次
の
よ
う
な
北
斎
・

〈哲132)132 

A
北
斎
の
絵
が
活
動
性
に
充
ち
て
ゐ
る
の
と
は
正
反
対
に
、
広
重
の
作
の
特
色
と
す
る
処
は
、
静
止
を
主
張
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

自
然
を
忠
実
に
写
し
て
、
素
直
に
取
扱
っ
て
ゐ
る
の
で
、
北
斎
に
見
る
や
う
な
誇
張
ゃ
、
不
自
然
に
過
ぐ
る
描
写
は
、
大
体
に
於
て
見
受

け
な
い
V

ハ
藤
懸
静
也
『
浮
世
絵
』
）

す
な
わ
ち
創
作
意
識
に
お
い
て
一
九
と
広
重
、
三
馬
と
北
斎
の
二
つ
の
組
合
せ
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
一
方
は
素
直
な
る
自

然
主
義
、
片
方
は
不
自
然
な
る
誇
張
主
義
と
識
別
さ
れ
る
。
近
代
の
批
評
の
好
尚
が
お
の
ず
か
ら
前
者
に
傾
こ
う
と
す
る
の
は
周
知
の
こ

と
に
属
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
徹
底
す
れ
ば
、

A
失
礼
な
が
ら
貴
君
は
北
斎
が
お
好
き
で
せ
う
か
、
広
重
が
お
好
き
で
せ
う
か
と
人
に
き
い
て
見
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
長
い
聞
の

経
験
か
ら
帰
納
し
得
た
趣
味
試
験
の
一
法
で
、
大
抵
の
場
合
は
づ
れ
ツ
こ
な
い
。
気
の
毒
な
こ
と
に
北
斎
の
趣
味
は
よ
く
な
い
。
一
吉
田
ひ
換

へ
れ
ば
悪
趣
味
の
様
化
だ
V

（
脇
本
楽
之
軒
『
日
本
美
術
随
想
』
）

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
日
本
美
術
を
広
重
と
北
斎
の
二
つ
の
パ
グ
l
y
に
わ
け
る
考
え
方
す
ら
生
ま
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
前
記
し
た
如

く
、
そ
の
場
合
に
広
重
派
が
優
位
に
あ
る
の
は
近
代
批
評
自
体
の
パ
グ
l
y
に
も
な
っ
て
い
る
。
と
ま
れ
以
上
の
よ
う
な
見
解
が
北
斎
・

広
重
比
較
論
の
一
般
的
な
形
を
呈
し
て
い
る
の
は
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

し
か
し
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
芸
術
を
右
の
よ
う
に
二
つ
の
相
異
っ
た
性
格
の
も
と
に
据
え
て
区
別
し
批
評
す
る
こ
と
は
、
何
も
近

代
に
な
っ
て
初
め
て
試
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
近
世
人
の
用
語
に
即
け
ば
雅
俗
の
区
別
に
当
る
。
こ
の
雅
俗
の
区
別
に
つ
い
て
は

既
に
中
村
幸
彦
博
士
の
研
究
に
尽
さ
れ
て
い
む
の
で
費
言
を
要
す
ま
い
。
絵
本
『
富
士
見
百
図
』
（
噴
地
五
肱
）

い
う
、

の
序
に
お
い
て
広
重
は

葛
飾
の
田
翁
、
先
に
富
獄
百
景
と
題
し
て
一
本
を
顕
す
、
こ
は
翁
が
例
の
筆
才
に
て
、
草
木
鳥
獣
器
財
の
た
ぐ
ひ
、
或
い
は
人
物
都
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部
の
風
俗
、
筆
力
を
尽
し
、
絵
組
の
お
も
し
ろ
き
を
専
ら
と
し
、
不
二
は
そ
の
あ
し
ら
ひ
に
い
た
る
も
多
し
、
此
図
は
夫
と
異
に
し

て
、
予
が
ま
の
あ
た
り
に
眺
望
せ
し
其
僚
に
う
つ
し
置
き
た
る
草
稿
を
清
書
せ
し
の
み
、
小
冊
の
中
も
せ
ば
け
れ
ば
極
密
に
は
写
し

難
く
、
略
せ
し
処
も
亦
多
け
れ
ど
、
図
取
は
全
く
写
真
の
風
景
に
し
て
遠
足
障
り
な
き
人
た
ち
一
時
の
輿
に
備
ふ
る
の
み
、
筆
の
拙

な
き
は
ゆ
る
し
給
へ

立
斎
志

と
。
こ
の
絵
本
が
北
斎
の
『
富
獄
百
景
』
全
三
冊
（
ェ
議
一
一
一
匹
一
政
）
に
対
抗
す
る
企
図
か
ら
上
梓
さ
れ
た
こ
と
は
、
冒
頭
の
一
句
か
ら
露

骨
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
序
文
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
が
、
着
目
す
べ
き
は
序
文
が
一
つ
の
北
斎
否
定
論
を
形

成
し
て
い
る
点
で
あ
っ
て
、
北
斎
画
の
特
徴
が
近
世
人
自
身
の
要
領
を
得
た
言
葉
で
記
さ
れ
て
い
る
、
と
同
時
に
広
重
画
の
性
格
も
お
の

ず
と
明
ら
か
に
な
る
仕
掛
に
な
っ
て
い
る
。

一
体
、
広
重
画
の
独
自
性
と
は
独
自
性
を
喪
失
す
る
こ
と
に
あ
る
。
錦
絵
風
景
画
が
北
斎
風
に
ほ
と
ん
ど
お
お
わ
れ
て
い
る
噴
、
広
重

は
風
俗
画
か
ら
風
景
画
に
転
向
し
、
一
時
は
北
斎
と
見
紛
う
ば
か
り
の
表
現
法
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に

広
重
の
考
え
つ
い
た
の
が
性
格
を
失
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
を
極
力
お
さ
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
広
重
に
か
ぎ
ら
ず
当
代
の
浮
世
絵
師

干
の
う
ち
一
人
と
し
て
、
北
斎
流
の
「
明
画
の
筆
法
を
以
て
」
（
『
増
補
浮
世
絵
類
考
』
）
描
く
独
特
の
風
景
画
に
対
す
る
新
工
夫
の
表
現
法

を
発
明
す
る
に
至
ら
ず
、
わ
ず
か
に
歌
川
国
芳
（

J
d丸
山
山

1
4
M六
一
切
）
の
み
、
若
い
頃
の
北
斎
が
頻
用
し
た
銅
板
画
風
の
措
法
に
彼
一

流
の
新
奇
な
視
点
を
加
味
す
る
こ
と
で
漸
く
独
自
性
を
保
ち
得
た
と
い
う
現
実
に
あ
っ
て
、
広
重
の
と
っ
た
方
法
は
ま
こ
と
に
賢
明
で
あ

っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
広
重
は
北
斎
を
凌
ぐ
工
夫
を
案
出
す
る
代
り
に
、

「
絵
組
の
お
も
し
ろ
き
を
専
ら
と
」
し
な
い
と

こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
写
真
の
風
景
」
を
描
く
こ
と
に
力
を
注
い
だ
広
重
の
風
景
は

「
悪
趣
味
の
権
化
」
た
る
北
斎
の
そ
れ
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
広
重
ま
た
そ
れ
を
自
認
自
賛
し
、
近
代
の
批
評
の
向
う
と
こ
ろ
も
筋
道

を
同
じ
う
す
る
こ
と
は
前
述
し
た

J

工
夫
を
全
く
排
除
し
、
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さ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
不
可
解
な
こ
と
で
は
あ
る
。
何
故
な
ら
、
浮
世
絵
の
性
格
的
特
徴
の
一
、
と
し
て
「
悪
趣
味
」
と
見
な
さ
れ
る
表



現
上
の
特
質
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
人
が
「
悪
趣
味
」
と
見
、
「
誇
張
」
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
こ
そ
、

後
期
俗
芸
術
の
受
容
者
の
求
め
て
い
た
も
の
で
な
か
っ
た
か
。
浮
世
絵
が
日
本
美
術
史
上
に
占
め
る
特
異
な
位
置
に
つ
い
て
の
考
察
は
、

お
の
ず
か
ら
そ
の
表
現
上
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
へ
我
々
を
導
く
。
唯
、
い
ま
問
題
と
な
る
の
は
、
近
代
の
美
術
史
家
の
見
解
は

と
も
か
く
、
浮
世
絵
画
壇
に
坐
る
当
の
広
重
が
浮
世
絵
表
現
の
本
質
を
否
定
す
る
か
の
如
き
論
を
呈
出
す
る
事
実
を
E
う
考
え
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
広
重
の
発
言
は
自
ら
の
立
つ
基
盤
の
否
定
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
発
言
を
妥
当
と
す
る

創
作
意
識
の
変
化
が
近
世
後
期
に
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
浮
世
絵
の
世
界
の
み
の
こ
と
に

属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
世

（哲134)134 

注

1 

中
村
幸
彦
博
士
「
近
世
文
学
の
特
徴
」
（
『
近
世
小
説
史
の
研
究
』
所
収
〉
、
『
戯
作
論
」

石
川
雅
望
ハ
六
皆
、
狂
名
霞
審
議
五
一
一
ハ
蒜
ニ
侃
）
は
そ
の
自
選
に
な
る
『
狂
歌
百
人
一
首
』
』
に
序
し
て
、

万
葉
集
に
戯
咲
歌
、
さ
し
つ
ぎ
に
は
古
今
集
よ
り
の
ち
の
ち
の
俳
譜
歌
、
こ
れ
ら
は
皆
い
ま
の
狂
歌
に
か
よ
ひ
た
る
も
の
か
ら
、
あ

が
れ
る
世
人
の
言
の
葉
に
て
こ
と
介
、
雅
言
な
れ
ば
、
古
へ
を
よ
く
学
び
ざ
る
人
に
は
、
容
易
く
よ
み
出
る
こ
と
難
か
る
べ
し
、
今

の
世
に
は
在
歌
を
き
し
て
俳
譜
歌
と
お
ぼ
へ
た
る
人
あ
り
、
在
歌
は
俗
語
も
て
つ
づ
け
言
ふ
な
れ
ば
、
是
を
俳
譜
歌
な
り
と
云
は
ん

は
余
り
な
る
誼
ひ
ど
と
な
る
へ
し
、
夫
れ
も
他
人
の
よ
み
た
ら
ん
は
さ
も
言
ひ
て
ん
、
自
ら
の
に
云
は
ん
は
烏
潜
が
ま
し
く
、
雅
俗

の
差
別
を
だ
に
知
ら
ぬ
や
う
に
て
、
か
た
は
ら
痛
き
事
な
ら
ず
や
。

と
述
べ
て
い
る
。
お
よ
そ
私
憤
公
憤
入
り
混
っ
た
痛
罵
の
発
言
だ
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
俳
譜
歌
論
争
の
端
緒
と
な
っ
た
。
論
争
の
相
手

は
狂
歌
師
撃
鉱
器
加
（
J

崎
五
一
一
寸
4

尚一一一一
ι）
で
あ
る
。
事
の
発
端
は
文
化
五
六
年
噴
、

真
顔
が
狂
歌
の
名
を
廃
し
て
俳
譜
歌
と
改
称



す
る
こ
と
を
主
張
か
つ
実
践
し
た
こ
と
に
存
す
る
。
真
顔
の
い
う
と
こ
ろ
、
現
今
の
狂
歌
と
い
う
も
の
は
『
古
今
集
』
以
来
の
俳
譜
歌
の

伝
統
を
受
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
和
歌
の
一
種
で
あ
る
。
従
っ
て
今
よ
り
後
は
名
も
俳
譜
歌
と
改
め
て
、
文
法
・
仮
名
用
法
を
和

歌
の
規
範
に
合
せ
卑
狸
な
言
葉
な
ど
用
い
な
い
こ
と
と
す
る
。
こ
う
真
顔
が
い
い
立
て
た
の
に
至
極
真
面
目
に
反
応
し
た
の
が
前
記
の
飯

盛
で
、
そ
の
言
を
要
約
す
れ
ば
、
狂
歌
は
俗
語
を
入
れ
て
詠
む
も
の
、
雅
言
で
詠
め
ば
す
な
わ
ち
俳
措
歌
と
な
る
。
狂
歌
は
俗
、
和
歌
は

雅
に
属
す
。
唯
そ
れ
だ
け
の
違
い
で
、
狂
歌
は
狂
歌
と
し
て
娯
し
め
ば
足
り
る
。
何
を
し
ゃ
っ
ち
ょ
こ
張
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
い
う
も
の

だ
。
こ
う
反
論
す
る
と
き
、
飯
盛
の
耳
に
は
恐
ら
く

「
夫
狂
歌
に
は
師
も
な
く
伝
も
な
く
流
義
も
な
く
へ
ち
ま
も
な
し
」
「
も
し
狂
歌
を

よ
ま
ん
と
な
ら
ば
三
史
五
経
を
さ
い
の
め
に
き
り
」
「
古
今
後
撰
夷
曲
の
風
を
わ
す
れ
て
」

（
四
方
赤
良
『
狂
歌
三
体
伝
授
』
）

と
い
い
切
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っ
た
天
明
狂
歌
の
牽
引
者
の
声
が
聞
え
て
い
た
に
相
違
な
い
。

但
、
真
顔
の
俳
譜
歌
主
張
に
は
理
由
が
あ
る
。

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
、
四
方
赤
良
（
罰
山
大
国
南
畝
、
哨
叫
四

ιハ4
胤
一
一
一
山
）
か
ら
四
方
の
号
を
譲
受
け
て
四
方
側
の
判
者
に
な
っ
た

真
顔
は
、
百
首
に
付
録
一
両
の
点
料
を
受
取
る
職
業
在
歌
師
に
な
る
。
野
崎
左
文
氏
に
従
え
ば
、
当
時
狂
歌
の
余
り
の
隆
盛
に
お
そ
れ
を

な
し
た
和
歌
者
流
は
、
狂
歌
は
邪
道
で
あ
っ
て
狂
歌
師
ど
も
は
和
歌
の
用
法
も
知
ら
ぬ
と
噸
る
こ
と
で
我
身
の
立
命
を
企
る
機
運
が
あ
っ

た
。
か
か
る
時
に
真
顔
は
逆
に
歌
人
の
側
に
下
っ
て
こ
の
罵
倒
を
か
わ
す
一
方
、
通
ゃ
う
が
ち
な
ど
江
戸
人
の
生
活
姿
勢
・
発
想
法
に
な

じ
ま
ぬ
地
方
へ
狂
歌
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
俳
譜
歌
を
唱
導
し
た
と
い
わ
れ
る
。
事
実
、
俳
譜
歌
派
の
勢
力
範
囲
の
拡
大
に
は
陸
自
す
べ

き
も
の
が
あ
っ
た
。

が
今
問
題
と
す
る
の
は
、
狂
歌
史
に
お
け
る
流
派
の
興
亡
の
跡
づ
け
に
あ
る
の
で
な
く
、
狂
歌
の
創
作
意
識
の
変
遷
を
見
て
行
く
こ
と

に
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
後
期
浮
世
絵
に
お
け
る
代
表
絵
師
、
北
斎
と
広
重
の
創
作
意
識
の
差
異
の
理
由
を
さ
ぐ
る
と
い
う
当
面
の
課
題

135 （哲135)

と
深
い
関
連
を
持
つ
の
で
あ
る
。

真
顔
の
俳
譜
歌
主
張
の
発
想
の
源
を
た
ど
る
と
、
そ
こ
に
立
つ
者
は
、
真
顔
が
そ
の
名
号
を
授
け
ら
れ
た
四
方
赤
良
で
は
な
く
、
赤
良



と
な
ら
ん
で
天
明
振
狂
歌
の
一
方
の
雄
で
あ
っ
ば
鹿
お
航
州
（

J
d四
一
一
百
一
頑
0
ニ
）
の
よ
う
で
あ
る
。
橘
洲
は
赤
良
ま
た
町
村
山
知
歓
出

（
－
夜
四
特
設
住
）
等
と
共
に
椿
軒
内
山
賀
邸
の
門
に
学
び
和
学
の
教
養
篤
い
文
人
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
橘
洲
の
保
守

性
を
も
物
語
っ
て
い
る
。

a
w
M

”申w

．‘
．

予
額
髪
の
頃
よ
り
和
歌
を
賀
邸
先
生
に
学
び
、
は
た
ち
ば
か
り
よ
り
戯
歌
の
癖
あ
り
て
、
し
か
も
貞
柳
卜
養
が
風
を
庶
幾
せ
ず
、
た

だ
に
暁
月
が
高
古
な
る
、
幽
斎
が
温
雅
な
る
、
未
得
が
俊
逸
、
玉
翁
が
清
爽
な
る
姿
を
し
た
ひ
（
『
弄
花
集
』
〉

と
み
ず
か
ら
い
う
ご
と
く
、
橘
測
の
狂
歌
に
求
め
る
も
の
は
和
歌
的
な
気
品
と
調
べ
で
あ
る
。
こ
こ
に
橘
測
と
赤
良
の
狂
歌
創
作
に
お
け

る
意
識
の
相
違
を
見
る
。
赤
良
は
狂
歌
の
出
自
に
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
既
に
十
九
歳
で
狂
詩
集
『
寝
惚
先
生
文
集
』
を
著
わ
し
て

漢
詩
の
俗
佑
に
成
功
し
て
い
た
赤
良
に
と
っ
て
、
狂
歌
と
は
和
歌
の
俗
佑
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
和
歌
と
い
う
雅
の
体
を
借
来
っ

て
そ
の
表
現
の
お
も
む
と
く
こ
ろ
俗
意
・
俗
情
に
即
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
石
川
淳
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
問
、
こ
れ
は
和
歌
の
俗
化
で
は

あ
っ
て
も
下
落
で
は
な
い
。
こ
の
認
識
の
歯
切
れ
の
良
さ
が
前
出
『
古
今
三
体
伝
授
』
の
明
快
端
的
を
生
む
。

一
方
、
橘
洲
は
と
い
え
ば
、
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在
歌
よ
ま
ん
に
は
先
づ
大
意
を
失
ふ
べ
か
ら
ず
、
大
意
と
は
風
流
と
を
か
し
み
な
り
、
も
と
狂
歌
も
和
歌
の
一
体
に
し
て
（
中
略
）

俳
譜
歌
て
ふ
も
の
其
類
な
る
べ
し
（
『
狂
歌
初
心
抄
』
）

と
、
例
に
よ
っ
て
狂
歌
の
血
統
の
良
さ
を
確
め
た
の
ち
、
白
楽
天
の
詩
は
俗
で
は
あ
る
が
僅
で
は
な
い
。
故
に
古
人
は
楽
天
の
詩
を
欽
慕

し
た
。
従
っ
て
、

狂
歌
は
い
か
に
も
和
歌
に
よ
ま
ぬ
俗
語
を
以
て
つ
づ
り
侍
れ
ど
、
楽
天
が
俗
に
し
て
但
な
ら
ず
と
い
ふ
所
肝
要
な
り
、
を
か
し
み
を

詠
ま
ん
と
て
戯
場
の
道
外
が
た
の
ご
と
く
は
あ
る
ま
じ
き
な
り
。
（
同
前
）

と
い
う
。
結
論
と
し
て
は
赤
良
と
大
し
て
違
わ
な
い
の
だ
が
、
晦
渋
な
印
象
を
与
え
る
。
石
川
氏
の
用
語
を
真
似
て
二
人
の
狂
歌
論
を
代

弁
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
赤
良
が
狂
歌
は
和
歌
の
俗
化
で
あ
り
下
落
で
は
な
い
、
と
す
る
に
対
し
、
橘
測
は
和
歌
の
俗



化
し
た
も
の
に
は
相
違
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
和
歌
の
一
種
に
違
い
な
い
の
だ
か
ら
俗
化
す
る
と
は
い
っ
て
も
決
し
て
下
落
さ
せ
ぬ
よ
う

に
す
る
こ
と
が
肝
心
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
提
に
和
歌
大
事
が
あ
る
た
め
に
、
橘
測
の
主
張
は
回
り
く
ど
く
明
快
を
欠
く
。
天
明
三

年
（
一
七
八
三
）
正
月
、
橘
洲
編
『
狂
歌
若
葉
集
』
、
赤
良
編
『
万
載
狂
歌
集
』
が
共
に
発
見
さ
れ
る
。
両
集
と
も
相
手
を
意
識
し
た
上

で
の
出
版
で
あ
っ
た
が
、
当
代
の
人
気
は
圧
倒
的
に
後
者
に
傾
い
た
。
理
由
は
簡
単
、
明
和
、
安
永
、
天
明
期
の
江
戸
と
い
う
都
会
は
、

緩
慢
鈍
重
を
毛
虫
の
如
く
嫌
悪
し
、
軽
快
奇
抜
を
花
と
し
て
楽
し
む
気
象
を
第
一
と
し
て
い
た
こ
と
に
係
る
。
か
く
し
て
四
方
赤
良
時
代

の
幕
開
と
な
る
。

近世後期俗芸術における創作意識の推移（狩野）

橘
洲
が
再
び
台
頭
し
て
来
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
十
年
ほ
ど
経
た
寛
政
年
間
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
寛
政
改
革
が
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
。
赤
良
の
狂
歌
界
退
場
の
経
緯
に
つ
い
て
は
従
来
の
文
学
史
に
も
説
明
が
あ
っ
て
多
言
を
要
さ
な
い
が
、
改
革
を

体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
狂
歌
の
創
作
意
識
は
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
赤
良
の
盟
友
で
あ
っ
た
朱
楽
菅
江
は
、
狂
歌
と
は
「
世
の

つ
ね
の
歌
の
姿
に
よ
り
て
今
の
言
葉
に
て
平
懐
を
述
ぶ
る
」
も
の
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
（
『
狂
歌
大
体
』
）
。
奇
矯
を
廃
し
て
素
直
に
詠
む

－

u

i

t

A
み
古
手
保
九
｜
文
化
八

J

を
最
高
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
菅
江
と
並
ん
で
天
明
狂
歌
草
倉
以
来
の
元
木
網
｛
一
七
二
四
l
一
八
一
一
）
ま
た
、
狂
歌
に
心
の
狂
と

詞
の
狂
あ
っ
て
、
そ
の
終
局
の
目
的
は
心
の
狂
を
め
ざ
す
こ
と
に
あ
る
と
説
く
。
橘
酬
の
所
謂
「
俗
に
し
て
但
な
ら
ず
」
の
焼
直
し
で
あ

る
。
鹿
都
部
真
顔
は
こ
の
延
長
線
上
に
い
る
。
真
顔
、
飯
盛
は
天
明
狂
歌
華
や
か
な
り
し
頃
、
幕
臣
や
江
戸
在
住
の
諸
藩
士
に
ま
じ
っ
て

町
人
と
し
て
縦
横
の
才
を
振
回
し
、
っ
ぷ
り
光
、
鏡
監
金
埼
と
合
せ
て
狂
歌
四
天
王
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
活
躍
を
し
た
の
で
あ
る
。
飯
盛

は
寛
政
二
年
（
一
七
九
O
）
に
江
戸
構
に
処
さ
れ
て
狂
歌
界
と
絶
縁
状
態
に
あ
っ
た
が
、
赦
さ
れ
て
江
戸
に
帰
る
や
真
顔
の
俳
譜
歌
唱
導

に
反
論
を
仕
掛
け
た
。
し
か
し
飯
盛
率
い
る
純
狂
歌
派
は
俳
譜
歌
派
の
隆
盛
に
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
、
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

と
ま
れ
赤
良
去
っ
て
狂
歌
界
の
動
向
が
右
の
よ
う
に
推
移
し
た
こ
と
を
確
め
た
上
で
気
づ
く
こ
と
は
、
先
述
の
広
重
の
『
富
士
見
百
図
』

序
文
の
口
調
が
、
橘
州
、
改
革
以
後
の
菅
江
、
木
網
ま
た
真
顔
の
そ
れ
に
似
て
い
る
こ
と
で
、
表
現
の
た
め
の
発
想
法
も
閉
じ
系
列
に
属

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
北
斎
描
く
富
士
の
絵
は
、
そ
の
筆
才
ば
か
り
が
自
に
つ
い
て
「
絵
組
の
お
も
し
ろ
き
を
専
ら
と
」
す
る
奇
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巧
の
絵
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
広
重
の
富
士
は
、
み
ず
か
ら
い
う
如
く
、
自
分
が
「
ま
の
あ
た
り
に
眺
望
せ
し
其
俸
に
う
つ
し
置
き

た
る
草
稿
を
清
書
」
し
た
も
の
で
、
北
斎
流
の
悉
意
的
措
法
と
は
そ
も
そ
も
異
質
な
の
で
あ
る
。
こ
の
い
い
方
は
、
寛
政
期
後
の
狂
歌
師

が
自
分
た
ち
の
出
自
母
体
で
あ
る
天
明
狂
歌
の
機
略
に
満
ち
た
作
風
を
否
定
し
て
、
却
っ
て
、
昔
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
で
天
明
狂
歌
発

生
の
因
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
浪
花
振
狂
歌
の
「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
の
事
を
す
こ
し
も
曲
げ
ず
よ
む
」
と
い
う
主
張
の
追
随
に
陥
っ
た
こ
と

と
相
似
て
い
る
。
か
か
る
皮
肉
な
事
態
を
誘
因
し
た
も
の
が
何
か
と
い
え
ば
、
結
局
、
証
歌
と
は
何
か
、
浮
世
絵
と
は
一
体
何
な
の
か
と

い
う
認
識
の
度
合
に
依
る
よ
う
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
宿
屋
飯
盛
が
い
っ
た
よ
う
に
「
雅
俗
の
差
別
」
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
が
、

近
世
の
俗
芸
術
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
等
し
く
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
認
識
の
度
合
は
作
家
の
姿
勢
態
度
の
差
異
か
ら
生
ず
る
と

し
て
も
、
時
代
風
潮
の
変
化
も
考
慮
に
入
れ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
俗
芸
術
に
対
す
る
批
評
の
基
準
が
風
潮
の
変
化
に
応
じ

て
変
質
す
る
と
い
う
事
態
は
、
我
々
の
親
し
く
知
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

注

1

「
狂
歌
の
研
究
」
（
岩
波
講
座
日
本
文
学
〉

注

2

真
顔
率
い
る
四
方
速
の
普
及
の
度
は
「
連
な
き
は
蝦
夷
琉
球
に
釜
山
海
硫
黄
が
島
に
女
護
と
韓
唐
」

崎
氏
前
掲
論
文
）

注

3

「
江
戸
人
の
発
想
法
に
つ
い
て
」
（
『
文
学
大
概
』
所
収
）

と
歌
っ
た
者
が
い
る
程
で
あ
っ
た
。
〈
野

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
、
山
東
京
伝
（
4
F
C
U
4
M
一
記
）
の
画
作
に
な
る
黄
表
紙
『
臨
M
A
郡
一
郡
山
和
一
昨
』
が
出
る
が
、

し
ん
が
，
、
は
や
そ
b
e
L
S

年
刊
行
の
同
人
作
『
心
学
早
染
帥
』
と
同
様
に
、
寛
政
改
革
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
作
品
で
あ
る
。

こ
れ
は
前

ま
ず
そ
の
序
文
を
記
し
て
、

京
伝
み
ず
か
ら
い
う
と
こ
ろ
の
創
作
の
契
機
を
う
か
が
お
う
。

し
ゃ
れ
砂
ん
＠

A

づ
む
よ

酒
落
見
絵
図
序
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酒
落
難
突
、
黄
山
谷
云
、

落2康2
難2下E
失t扇t

し螺2
房Z

や
ま
＠
ラ
内
＠
抱
ζ
＠
，
、
そ
＠
し
ゃ
れ
た
る
が

堂
上
猫
尿
之
酒
落
－
乎
、

む
と
レ
と
，
、

io－－術品，
S
い
凶
日
ヲ
＠

ζ
れ
ら
が
し
ゃ
れ
＆
い
ふ
‘
＠
か
＆
う
せ
い
＠
し
ゃ
れ
除
ゐ
ら
ず
し
ゃ
れ
に

a
e

如
＝
光
風
費
月
一
、
此
酒
務
乎
、
当
世
之
酒
落
非
＝
酒
落
一
、
猶
＝

ζ

＆
C
と
，
、
み

a，
し

anv
ほ
ん
ゐ
脅
か
ヲ
ゆ
・
す
ぎ
て
お
よ
ぶ

a

’”a巴
ゐ
た
ま
血
管

S
＆
＠

AVUほ
ん

＠

は

し

ら

に

ゐ

ゐ

し

ゃ

悉
皆
失
＝
本
意
一
、
且
行
過
而
、
及
ν
触
ま
頭
於
前
十
字
香
櫨
一
也
、
於
戯
酒

‘
し
ゅ
《
が
抽
”
9
Sう
し
ゃ
れ
た
る
ζ
と

茂
叔
胸
中
酒
落
、

十
字
番
が
改
革
の
取
締
り
を
さ
す
の
か
否
か
、
軽
々
に
断
定
で
き
な
い
が
、
京
伝
の
主
旨
は
、
酒
落
の
本
意
を
失
っ
て
い
る
当
世
の
酒

落
は
酒
落
に
あ
ら
ず
、
と
い
う
に
あ
る
。

つ
ぎ
に
本
書
の
梗
概
を
示
し
て
内
容
の
一
斑
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

近世後期俗芸術における創作意識の推移（狩野〉

例
に
よ
っ
て
絵
草
紙
の
趣
向
に
案
じ
入
っ
て
い
る
京
伝
の
思
案
に
浮
ん
だ
の
は
、
「
世
の
中
の
人
心
か
う
で
も
な
い
、

と
、
無
性
に
酒
落
々
々
し
て
み
た
所
の
末
は
、
如
何
な
る
も
の
に
な
る
や
ら
ん
」
と
い
う
、
酒
落
の
行
過
ぎ
に
よ
っ
て
生
じ
る
滑
稽
を
想

像
の
筆
に
書
き
と
ど
め
よ
う
と
す
る
未
来
記
の
趣
向
で
あ
っ
た
。
上
・
中
篇
の
十
丁
に
そ
の
様
々
の
行
過
ぎ
が
活
写
さ
れ
る
。
う
ち
二
三

う
つ
は

を
あ
げ
れ
ば
、
「
芝
居
と
い
ふ
も
の
は
も
と
勧
善
懲
悪
の
器
」
で
あ
っ
た
が
、
酒
落
の
過
ぎ
た
た
め
に
「
見
物
も
理
窟
の
あ
る
証
言
よ
り

は
、
目
先
の
面
白
い
狂
言
を
喜
び
、
楽
屋
落
を
嬉
し
が
る
や
う
に
な
り
」
、
役
者
は
不
断
着
で
舞
台
に
上
り
芝
居
は
そ
っ
ち
の
け
で
実
生

し
ゃ
a
z
ラ
ヲ

活
を
「
そ
の
佳
正
写
し
に
し
て
見
せ
」
る
に
至
る
。
ま
た
、
毎
日
地
蔵
菩
薩
の
本
堂
建
立
の
た
め
に
勧
化
に
出
る
和
尚
が
一
向
に
本
堂
を

建
て
る
気
配
が
な
く
、
業
を
煮
や
し
た
地
蔵
尊
み
ず
か
ら
勧
進
の
旅
に
出
給
う
、
い
わ
く
「
今
迄
う
か
う
か
あ
い
つ
ら
を
出
し
て
、
無
駄

一
生
の
地
蔵
そ
ん
だ
」
。
さ
ら
に
「
雷
な
E
も
酒
落
て
来
て
、
人
聞
が
や
か
ま
し
か
ら
う
と
随
分
小
さ
く
鳴
り
、

あ
あ
で
も
な
い

遣
ひ
に
さ
れ
た
の
は
、

偶
々
落
っ
こ
ち
た
時
は
、
そ
の
近
所
へ
義
理
を
の
ベ
て
天
上
す
る
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
し
て
下
の
巻
に
移
り
、
京
伝
の
と
こ
ろ
へ

天
帝
が
現
わ
れ
る
。
天
帝
は
京
伝
を
伴
っ
て
「
一
つ
の
海
の
端
の
や
う
な
る
所
へ
」
連
れ
行
く
。
そ
こ
に
は
白
く
朽
ち
固
ま
っ
た
も
の
が

い
く
つ
も
あ
っ
て
天
帝
は
こ
れ
酒
落
が
高
じ
た
揚
句
と
い
う
。
武
士
・
百
姓
・
職
人
・
商
人
・
儒
者
・
仏
者
・
神
道
者
・
医
者
・
俳
譜
師

・
芸
者
・
暫
聞
な
ど
の
酒
落
た
末
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
草
双
紙
な
ど
も
余
り
酒
落
る
と
本
意
を
失
ふ
」
と
い
う
の
で
、
京
伝
の
体
も
段

々
に
朽
木
の
よ
う
に
な
る
。
『
世
上
酒
落
見
絵
図
』
下
巻
は
以
上
の
如
く
教
訓
の
一
篇
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
改
革
以
前
の
草
双
紙
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に
あ
っ
て
も
教
訓
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
す
べ
て
の
草
双
紙
が
教
訓
に
よ
っ
て
最
後
を
締
く
く
っ
て
い
る
。
現
に
、
当
の

京
伝
の
代
表
作
た
る
『
江
戸
生
艶
気
樺
焼
』
（
一
碕
八
日
）
に
し
て
も
、
醜
男
艶
二
郎
の
馬
麗
々
し
い
行
状
を
書
き
連
ね
た
の
ち
、
「
今
ま

で
の
事
を
草
双
紙
に
し
て
世
間
へ
弘
め
た
く
、
京
伝
を
頼
み
て
世
上
の
浮
気
人
を
教
訓
し
け
る
」
と
い
う
風
に
む
す
ぷ
。
だ
が
、
こ
の

「
教
訓
」
は
『
艶
気
樺
焼
』
全
三
冊
の
内
の
下
巻
の
最
終
了
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
す
ぐ
前
の
見
聞
き
一
丁
に
「
鶴
積
弱

み
ち
ゅ
急
き
ょ
う
が

s
e低
だ

道
行
興
鮫
肌
」
の
場
面
が
あ
っ
て
、
京
伝
カ
限
り
の
滑
稽
場
面
の
展
開
と
な
っ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
『
艶
気
樺
焼
』
と
し
て
は
と
こ
で

終
っ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
「
教
訓
」
が
あ
っ
て
も
、
当
時
の
詩
作
同
様
に
付
足
り
の
意
味
し
か
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
『
世
上
酒
落
見
絵
図
』
は
そ
れ
と
は
事
情
を
異
に
し
て
い
て
、
三
冊
の
う
ち
最
終
一
冊
の
す
べ
て
が
「
教
訓
」
の
香
振
り
で
あ
り
、
そ

の
「
教
訓
」
を
活
か
す
た
め
に
よ
下
二
巻
が
書
か
れ
た
よ
う
な
印
象
を
す
ら
い
だ
か
せ
る
。
従
っ
て
今
掲
げ
た
二
種
の
「
教
訓
」
は
、
形

は
相
似
て
内
容
頗
る
隔
る
も
の
で
あ
る
。

酒
落
す
ぎ
て
朽
木
の
よ
う
に
な
る
京
伝
に
向
っ
て
、
天
帝
は
、

過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
如
し
と
古
語
の
通
り
、
味
噌
の
味
噌
臭
き
こ
そ
悪
け
れ
E
、
武
士
は
武
士
臭
く
、

ぃ
、
酒
落
す
ぎ
る
と
み
ん
な
さ
う
だ
。
（
傍
点
引
用
者
〉

町
人
は
町
人
臭
き
が
よ

と
い
い
放
っ
。
こ
こ
に
お
い
て
我
々
は
次
の
如
き
文
章
を
引
用
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
萄
山
大
田
南
畝
の
『
一
話
一
言
』
中
に

平
賀
源
内
（
風
来
山
人
、
4
4
時
一
一
一
店
H
J
A
域
七
一
山
）
の
言
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

平
賀
鳩
渓
が
目
、
詩
歌
は
庇
の
如
し
と
、
其
不
用
意
を
以
て
得
る
を
い
ふ
、
又
つ
ね
に
い
へ
ら
く
、
味
噌
の
味
噌
臭
き
と
学
者
の
学

者
臭
き
は
さ
ん
ざ
ん
の
者
な
り

詩
集
ノ
二
稿
三
稿
ナ
ル
者
ハ
シ
ゴ
毘
ト
謂
ツ
ベ
シ
ハ
傍
点
同
右
）

と
。
両
者
の
意
識
の
距
離
は
実
際
の
時
間
的
隔
り
を
超
え
て
は
る
か
に
遠
い
。
し
か
も
天
明
時
の
最
盛
期
の
京
伝
は
む
し
ろ
源
内
の
〈
ま

た
萄
山
の
）
意
識
に
組
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
黄
表
紙
『
御
存
知
商
売
物
』
（
－
碕
八
ニ
）
が
出
世
へ
の
糸
口
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、
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近世後期俗芸術における創作意識の推移（狩野〉

黄
表
紙
評
判
記
『
岡
目
八
目
』
｛
天
明
二
｝
で
総
巻
軸
大
上
上
吉
に
擬
せ
ら
れ
た
こ
と
が
闘
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
そ
の
評
判
記
の
著
者
は

三
七
八
二
、

萄
山
そ
の
人
で
あ
り
、
批
評
の
基
準
に
源
内
の
文
学
観
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
同
じ
く
『
一
話
一
言
』
に
、
源
内

が
萄
山
に
小
説
の
書
き
方
と
し
て
「
書
へ
ば
、
針
を
棒
に
云
ひ
な
す
は
虚
の
虚
な
り
、
筆
を
棒
と
す
る
は
虚
の
実
な
り
、
棒
を
棒
に
て
削

り
て
遣
ふ
は
実
の
虚
な
り
、
棒
を
棒
に
遣
ふ
は
実
の
実
な
り
、
都
ベ
て
小
説
は
箸
を
棒
に
て
遣
ふ
体
に
て
然
る
ベ
し
」
と
語
っ
た
こ
と
が

’Z
T

ま

za

記
さ
れ
て
い
る
。
虚
を
実
め
か
し
て
い
う
を
小
説
創
作
の
発
想
に
据
え
る
。
朋
誠
堂
喜
三
二
（
秋
田
藩
士
平
沢
常
宮
、
狂
名
手
柄
岡
持
、

4
時一一一回ハハ
4
M
一
切
）
の
『
見
徳
一
炊
夢
』
（
z
f
明
八
一
叩
）
は
「
む
か
し
む
か
し
の
事
な
れ
ば
、
う
そ
か
も
し
ら
ね
ど
云
云
」
と
の
一
行
よ

り
始
ま
る
が
、
こ
れ
箸
を
棒
と
し
て
遣
う
と
す
る
源
内
涜
の
実
践
活
動
で
あ
っ
て
、
事
実
、
萄
山
い
ま
一
つ
の
黄
表
紙
評
判
記
『
菊
寿

草
』
で
は
『
一
炊
夢
』
は
立
役
の
部
極
上
上
吉
に
据
え
ら
れ
て
、
そ
の
評
す
べ
き
と
こ
ろ
「
先
づ
幕
明
に
、
む
か
し
の
事
な
れ
ば
う
そ
か

し
ら
ね
ど
と
の
云
分
、
出
来
ま
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
文
学
世
界
に
「
教
訓
」
が
あ
っ
て
も
本
文
の
内
容
を
左
右
す
る
底
の

も
の
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
「
今
時
の
酒
落
は
酒
落
で
は
な
く
て
、
皆
行
過
ぎ
だ
か
ら
本
意
を
失
っ
て
」
「
草
双
紙
な
ど
も
余

り
酒
落
る
と
本
意
を
失
ふ
」
（
『
酒
落
見
絵
図
』
〉
な
ど
、
京
伝
の
い
わ
ゆ
る
「
酒
落
の
本
意
」
の
設
定
そ
の
も
の
が
無
意
味
・
無
縁
の
世
界

で
あ
る
。
狂
歌
・
狂
詩
の
奇
才
萄
山
で
す
ら
充
分
の
活
躍
を
し
得
な
か
っ
た
草
双
紙
界
に
お
い
て
、
縦
横
の
才
を
振
回
す
こ
と
の
で
み
C

た

京
伝
で
あ
る
か
ら
、
彼
自
身
そ
の
こ
と
を
良
く
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
京
伝
は
こ
れ
よ
り
の
ち
は

『
近
世
奇
跡
考
』
『
骨

董
集
』
な
ど
の
考
証
随
筆
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
る
。
京
伝
が
「
酒
落
の
本
意
」
を
い
い
立
て
て
駄
作
の
大
群
を
批
難
し
た
精
神
の
運
動

は
、
世
上
流
布
す
る
改
革
の
影
響
に
よ
る
と
の
考
え
方
か
ら
の
み
で
は
充
分
な
答
え
を
期
待
し
得
ず
、
む
し
ろ
萄
山
が
橘
測
に
対
抗
し
て

『

天

明

五

J

自
由
な
る
詠
歌
と
し
て
の
狂
歌
を
唱
え
、
揚
句
に
「
こ
の
ご
ろ
狂
歌
は
花
見
じ
ら
み
の
ご
と
く
」
｛
『
徳
和
歌
後
万
載
集
』
一
七
八
五
」
と
駄
作

の
群
れ
に
歎
息
を
露
わ
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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京
伝
の
活
躍
の
は
な
ば
な
し
か
っ
た
天
明
期
に
、
一
向
に
流
行
ら
な
い
内
容
の
黄
表
紙
を
書
い
て
い
る
南
仙
笑
楚
満
人
（

J
d四
心
1
4

b
k
u

円
凶
4
a

’

川
0
廿
｝
と
い
う
者
が
あ
っ
た
。
酒
落
の
横
溢
す
る
天
明
期
草
双
紙
界
に
あ
っ
て
彼
の
書
く
も
の
と
い
え
ば
『
敵
討
三
味
線
由
来
』



、ER
q
4
4
4
J

や
つ
は
し
し
ら
ぺ
＠
亀
が
れ

（
↓
剖
八
一
と
『
八
橋
調
能
流
』
（
天
明
四
）
と
い
っ
た
、
滑
稽
ゃ
う
が
ち
の
全
く
見
ら
れ
な
い
筋
立
で
統
一
さ
れ
た
読
物
に
限
ら
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
寛
政
後
半
期
以
後
の
草
双
紙
界
は
こ
の
敵
討
物
の
流
行
に
お
お
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
酒
落
の
本
意
」
ど
こ
ろ
か
酒
落

を
全
く
含
ま
な
い
小
説
が
江
戸
小
説
の
一
つ
の
流
れ
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
改
革
を
境
と
し
て
勃
興
し
た
教
訓
的
作

意
の
所
為
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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こ
の
風
潮
に
逆
ら
っ
て
趣
向
を
立
て
た
の
が
、
一
九
で
あ
り
三
馬
で
あ
っ
た
。
み
ず
か
ら
も
流
行
の
敵
討
物
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
三
馬
は
、
そ
れ
で
も
「
薬
ば
か
り
の
趣
向
に
て
は
戯
作
の
戯
の
字
へ
対
し
て
面
白
な
し
」
（
『
脱
線
維
榔
の
時
器
対
』
序
文
、

4
刈

oE）
と
記
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
三
馬
の
出
世
作
『
忍
郡
山
町
脳
出
慰
操
』
（

J
d九
一
向
）
の
文
中
に
風
来
山
人
お
よ
び
大
田
南

畝
を
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
創
作
の
契
機
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
る
。
他
に
も
三
馬
が
戯
作
者
の
元
祖
と
し
て
風
来
山
人
を
敬
慕
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
文
章
が
あ
る
。
要
す
る
に
三
馬
の
創
作
意
識
の
根
元
に
源
内
・
南
畝
が
あ
っ
て
、
三
馬
は
い
わ
ば
狂
歌
界
に
お
け
る

宿
屋
飯
盛
の
立
場
に
い
る
の
で
あ
る
。
狂
歌
を
真
顔
に
学
ん
だ
と
い
う
三
馬
に
と
っ
て
は
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
ま
た
一
九
の

出
世
作
の
『
心
学
時
計
草
』
（

J
d九
日
）
は
、
六
樹
園
飯
盛
の
趣
向
を
倣
っ
た
も
の
と
い
う
。
前
述
し
た
如
く
飯
盛
は
四
方
赤
良
の
遣
を

継
ぐ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
出
発
に
あ
た
っ
て
は
一
九
、
三
馬
に
懸
隔
は
な
い
。
し
か
し
一
九
は
後
に
「
予
多
年
著
述
を
な
す
と
い
へ
ど

も
、
虚
を
以
て
虚
を
伝
ふ
る
を
予
が
本
意
と
す
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
こ
の
意
識
は
例
の
源
内
流
、
虚
を
以
て
実
と
な
す
小
説
作
法
と
似

て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
一
九
、
三
馬
の
創
作
意
識
に
さ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
以
上
に
見
て
来
た
如
く
、
こ
の
二
人

は
京
伝
転
向
後
の
、
ま
た
「
実
を
以
て
実
と
為
す
」
か
の
如
き
可
笑
昧
を
欠
い
た
小
説
が
流
行
し
は
じ
め
た
江
戸
草
双
紙
界
に
、
草
双
紙

本
来
の
滑
稽
の
た
め
の
滑
稽
を
再
生
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
二
人
に
異
質
な
も
の
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
官
頭
の
水
谷
氏
の
い
う

ほ
ど
大
袈
裟
な
こ
と
で
な
く
、
コ
ン
ト
を
得
意
と
す
る
か
長
編
を
得
手
と
す
る
か
の
資
質
の
違
い
に
依
る
も
の
だ
ろ
う
。
三
馬
の
酒
落
本

『
傾
城
買
談
客
物
語
』
（
寛
政
十
一
）
に
践
し
て
「
戯
友
十
返
舎
一
九
」

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

二
人
の
創
作
意
識
に
さ
ほ
ど
懸



隔
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
対
照
的
人
物
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
は
、
水
谷
氏
が
そ
の
前
掲
書
中
に
述
べ
て
い
る
他
の
人
物
、
す

な
わ
ち
曲
亭
馬
琴
（
4
伊
川
四
l
4
M四
店
）
で
あ
る
。
馬
琴
と
三
馬
は
所
謂
犬
猿
の
仲
と
称
し
て
よ
い
。
馬
琴
は
み
ず
か
ら
「
（
三
馬
は
）

京
伝
、
馬
琴
等
と
交
ら
ず
、
就
中
馬
琴
を
忌
む
こ
と
騨
敵
の
如
し
と
聞
え
た
り
、
い
か
な
る
故
に
や
己
に
勝
れ
る
を
忌
む
、
胸
狭
け
れ
ば

な
ら
ん
」
（
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
）
と
そ
の
消
息
を
語
る
。
文
章
の
当
否
は
問
う
必
要
は
な
い
。
こ
の
二
人
の
聞
に
は
決
し
て
相
見

え
る
こ
と
の
な
い
創
作
精
神
に
お
け
る
禾
離
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
察
す
れ
ば
足
り
る
。
三
馬
は
『
腹
の
内
名
所
図
絵
』
（
文
政
元
）

、

く
さ
ぞ
う
し
の
作
者
も
く
さ
，
そ
う
し
の
作
者
の
や
う
な
が
よ
し
、
い
ら
ざ
る
こ
け
お
ど
し
又
は
い
け
ん
が
ま
し
き
事
を
か
く
は
大
な

る
こ
こ
ろ
へ
ち
が
ひ
、
と
か
く
お
子
さ
ま
方
に
お
ち
の
く
る
あ
ど
な
い
事
を
つ
く
る
に
し
く
は
な
し
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と
し
て
い
る
が
、
こ
の
対
象
が
馬
琴
で
あ
る
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
三
馬
の
言
に
対
処
す
る
よ
う
に
馬
琴
は
前

出
『
江
戸
作
者
部
類
』
に
お
い
て
、

（
三
馬
は
）
学
聞
は
無
け
れ
ど
も
才
子
な
れ
ば
、
自
序
な
ど
を
綴
る
に
能
く
故
事
を
取
ま
は
し
て
、
漢
学
者
の
如
く
思
は
れ
た
り
。

聞
え
た
る
秀
逸
は
一
首
も
な
し
、
況
し
て
狂
詩
な
ど
は
作
り
得
子
、
俳
譜
の
発
句
す
ら
せ

か
か
れ
ば
純
粋
の
戯
作
者
也
。

其
才
狂
歌
に
は
足
ら
ざ
り
け
る
に
や
、

ざ
り
し
か
、

一
句
も
見
る
こ
と
あ
ら
ず
、

と
噌
る
。
馬
琴
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
「
純
粋
の
戯
作
者
」
は
賞
言
葉
の
範
曙
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
列
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
三
馬
・
馬
琴
の
比
較
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
引
出
さ
れ
る
。

前
期
戯
作
に
お
け
る
創
作
意
識
は
、
一
方
に
学
識
・
教
養
・
商
売
・
地
位
の
何
れ
か
を
持
ち
な
が
ら
、

為
す
文
学
遊
戯
に
低
御
す
る
と
こ
ろ
に
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
期
戯
作
は
そ
れ
が
分
裂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
す
な

わ
ち
、
改
革
に
よ
り
一
斉
に
武
士
作
家
が
退
陣
し
た
あ
と
を
受
継
ぐ
べ
き
町
人
戯
作
者
は
、
学
問
教
養
を
最
大
限
に
活
か
し
た
作
品
を
書

又
は
徹
底
的
に
遊
び
の
た
め
の
遊
び
の
文
学
（
一
九
流
に
言
え
ば
「
虚
を
以
て
虚
を
伝
ふ
」
）
に
走
る
か
の
何
れ
か
に
分
れ
る
。

ま
た
一
方
で
虚
を
以
て
実
と

く
か
、

そ
の
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代
表
的
戯
作
者
が
、
前
者
に
お
い
て
は
曲
亭
馬
琴
で
あ
り
、
後
者
に
あ
っ
て
は
一
九
若
く
は
三
馬
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
俗
芸

術
の
創
作
意
識
が
寛
政
を
墳
に
し
て
、
雅
へ
の
志
向
に
傾
斜
す
る
も
の
と
俗
へ
向
か
お
う
と
す
る
傾
向
の
あ
る
も
の
の
二
つ
の
方
向
に
分

か
れ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
．
た
ろ
う
。
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注

1

同
じ
意
味
の
事
を
源
内
は
既
に
萄
山
の
『
寝
惚
先
生
文
集
』
の
序
文
で
書
い
て
い
る
。
「
味
噌
之
味
噌
臭
非
－
王
味
噌
一
也
。
学
者
之
学
者
臭
非
＝

マ
コ
ト
ノ
－
－

真
学
者
－
也
。
」

－
注
2

三
馬
作
『
狂
言
締
語
』
ハ
文
化
元
年
）
に
「
彼
風
来
山
人
が
、
飛
花
落
葉
の
鹿
を
拾
ひ
、
且
牛
問
先
生
の
、
四
方
の
あ
か
の
粕
を
嘗
れ
ど
、
原

来
是
は
及
ば
ぬ
事
な
り
」
「
故
人
風
来
紙
鳶
堂
の
口
調
に
徴
ひ
、
月
池
の
先
生
が
風
調
を
慕
ふ
」
な
ど
と
い
っ
て
い
る
。

注

3

水
谷
氏
前
掲
書
「
十
返
舎
一
九
」
の
項
。

注

4

と
の
他
馬
琴
は
「
か
か
る
太
平
の
時
に
生
れ
な
が
ら
一
つ
と
し
て
為
す
事
も
無
く
、
臭
草
紙
の
戯
作
者
と
な
り
、
あ
た
ら
月
日
を
暮
す
ζ

と、

今
の
飯
粒
よ
り
は
か
な
き
業
な
り
。
今
よ
り
作
の
筆
を
絶
ち
、
早
く
廃
め
る
に
如
く
は
な
し
」
（
『
料
理
茶
話
即
席
説
』
噌
一
切
主
）
と
迄
い
っ
て

い
る
。

注

5

と
の
命
名
は
中
村
博
士
の
『
戯
作
論
』
に
依
る
も
の
で
、
大
体
に
於
て
寛
政
以
前
宝
暦
よ
り
後
の
文
芸
を
さ
し
て
い
る
。

以
上
、
狂
歌
お
よ
び
戯
作
の
創
作
意
識
の
推
移
を
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
寛
政
改
革
を
中
心
に
し
て
大
き
な
変
化
が
生
じ

て
い
る
。
浮
世
絵
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
改
革
の
当
の
立
役
者
で
あ
る
松
平
定
信
は
浮
世
絵
師
・
勝
川
春
章
（
嘩
時
一
f
r
1
4

城
九
坦
）
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

春
章
と
な
ん
い
ふ
浮
世
絵
か
く
人
は
、
い
と
心
高
く
て
、
す
で
に
此
の
春
章
が
か
い
た
る
画
は
殊
に
高
料
に
な
る
こ
と
な
り
し
を
い

と
恥
ぢ
て
、
ひ
な
び
た
る
画
は
か
く
ま
じ
と
て
、
友
だ
ち
に
乞
ひ
て
、
米
銭
少
し
と
り
集
め
、
甲
州
の
山
へ
み
と
せ
ば
か
り
も
か
く

れ
て
、
も
は
ら
古
き
画
を
の
み
学
び
て
卯
の
春
の
頃
ま
た
出
で
ぬ
。
こ
れ
よ
り
は
如
何
に
い
ふ
と
も
、
浮
世
絵
は
か
か
ぎ
り
し
と



ぞ
。
た
し
か
な
る
物
語
な
り
。
春
章
の
気
象
す
ぐ
れ
て
ゆ
か
し
け
れ
。
（
『
退
閑
雑
記
』
）

勝
川
春
章
、
安
永
・
天
明
期
の
浮
世
絵
黄
金
時
代
に
お
け
る
大
立
物
で
あ
る
。
定
信
が
記
す
如
く
春
章
の
人
気
は
絶
大
で
、
春
章
一
幅

価
千
金
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
画
風
は
当
時
の
他
の
絵
師
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
鈴
木
春
信
（
4
世
一
一
日
1
4叩
七
出
）
型
に
従
う
と
こ

ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

『
坐
敷
八
景
』
な
ど
そ
の
代
表
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
春

信
と
風
来
山
人
お
よ
び
大
田
萄
山
と
が
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
で
あ
幻
。

春
信
の
浮
世
絵
の
特
質
は
見
立
、
す
な
わ
ち
文
学
的
翻
案
に
あ
る
。

春
章
は
、
春
信
没
後
に
、
役
者
絵
に
似
顔
の
領
域
を
導
入
し
て
、
新
工
夫
を
出
し
、
春
信
型
美
人
の
踏
襲
か
ら
脱
し
得
た
。
河
原
乞
食

の
役
者
絵
な
ど
描
か
な
い
と
公
言
し
て
い
た
春
信
で
あ
っ
た
か
ら
、
春
章
は
ま
ず
画
題
か
ら
改
革
を
試
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
役
者
絵
を
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牛
耳
っ
て
い
た
百
年
一
目
的
な
鳥
居
派
に
抗
す
る
た
め
に
、
似
顔
を
用
い
て
俳
優
の
誰
で
あ
る
か
を
一
目
で
判
る
よ
う
に
し
た
。
『
浮
世

絵
類
考
』
は
こ
の
間
の
事
情
を
「
明
和
の
比
歌
舞
伎
役
者
似
顔
名
人
」
と
簡
潔
に
記
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
さ
ら
に
趣
向
を
工
ん
で

ヘ
安
永
九
J

『
絵
本
役
者
夏
の
富
士
』
｛
一
七
八
O
）
を
出
版
す
る
が

そ
の
発
想
に
つ
い
て
は
こ
の
本
の
春
章
自
身
の
序
文
に
従
う
の
が
最
も
手
取

り
早
い
だ
ろ
う
。

す
が
ほ

余
従
来
戯
場
を
好
て
見
物
す
る
の
癖
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
伎
子
に
知
己
な
け
れ
ば
其
平
生
を
知
ら
ず
、
如
何
ぞ
容
易
く
直
容
を
写
す

い

な

み

事
を
得
て
ん
や
と
固
避
待
れ
ど
相
似
ざ
る
所
も
又
一
興
な
ら
む
と
ひ
た
す
ら
の
需
に
応
の
み

す

が

ほ

と
あ
っ
て
、
役
者
似
額
絵
に
相
違
な
い
が
、
今
度
の
趣
向
は
役
者
の
「
平
生
」
の
「
直
容
」
の
活
写
が
味
噌
で
あ
る
。
「
夏
の
富
士
」
の

題
の
由
来
は
、
化
粧
を
落
と
し
た
素
顔
の
役
者
と
雪
が
溶
け
て
素
顔
を
見
せ
る
夏
の
富
士
山
と
を
懸
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
工

夫
に
工
夫
を
重
ね
た
努
力
の
末
、
役
者
似
顔
絵
は
勝
川
派
の
最
も
得
意
と
す
る
分
野
と
な
り
、
角
力
似
顔
絵
な
ど
に
至
つ
て
は
勝
川
派
が

独
占
す
る
に
至
っ
た
。
鳥
居
・
歌
川
と
並
ぶ
最
大
流
派
に
成
長
し
得
た
の
も
、
春
章
の
浮
世
絵
師
と
し
て
の
才
能
と
大
衆
の
好
み
の
変
化

に
即
応
で
き
る
鋭
敏
さ
の
お
蔭
と
い
え
る
。
そ
の
春
章
が
転
向
す
る
の
で
あ
る
。
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浮
世
絵
の
如
き
「
ひ
な
び
た
る
画
」
を
止
め
て
「
も
は
ら
古
き
画
を
の
み
」
勉
強
し
た
い
と
し
て
、
山
に
こ
も
る
。
定
信
に
は
そ
の
行

為
が
「
い
と
心
高
く
」
見
え
、
「
気
象
す
ぐ
れ
て
ゆ
か
し
」
く
思
わ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
春
章
自
身
の
自
己
の
行
為
に
対
す
る

評
価
に
し
て
も
、
定
信
の
そ
れ
と
相
隔
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
春
章
の
か
か
る
変
節
は
、
し
か
し
寛
政
期
に
お
け
る
俗
芸
術
家

た
ち
の
歩
む
一
般
的
な
類
型
の
範
曙
に
属
す
る
。
後
期
四
方
赤
良
、
後
期
山
東
京
伝
、
勝
川
春
章
と
い
う
横
の
系
列
が
お
の
ず
か
ら
形
成
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さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
北
尾
政
美
（
間
荷
六
町
リ
唱
一
竺
配
）
が
あ
っ
て
、
春
章
の
精
神
連
動
を
継
承
す
る
。
京
伝
と
共
に
北
尾
重
政
門
下
の
俊

秀
で
あ
り
、
別
に
鍬
形
慧
斎
と
号
し
た
。
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
〉
、
津
山
侯
松
平
越
後
守
斎
孝
の
御
用
絵
師
と
な
っ
て
名
も
紹
真
と
改

め
、
狩
野
養
川
院
惟
信
に
つ
い
て
狩
野
派
を
学
ぶ
。
春
章
の
所
謂
「
古
き
画
」
を
学
ぶ
と
い
う
の
も
、
狩
野
派
の
修
業
に
お
け
る
漢
画
や

室
町
水
墨
の
粉
本
を
用
い
た
臨
模
と
大
差
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
春
章
、
政
美
い
ず
れ
も
俗
の
浮
世
絵
か
ら
雅
の
絵
画
へ
転
向
す
る
。
そ

の
政
美
が
北
斎
絵
画
を
批
判
排
撃
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
前
に
若
干
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
政
美
の
批
判
の
原
点

に
あ
る
の
は
狩
野
派
と
い
う
雅
の
論
理
で
あ
っ
て
、
全
く
表
現
意
識
を
別
に
す
る
北
斎
へ
の
批
判
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
問
。

狂
歌
を
非
難
す
る
和
歌
人
の
論
理
と
相
似
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
北
斎
の
創
作
意
識
と
は
如
何
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
北
斎
は
青
年
時
春
朗
と
名
告
っ
た
如
く
春
章
の
弟
子
と
し
て
出
発
す
る
。
そ

し
て
寛
政
時
、
萄
山
、
京
伝
、
春
章
、
諒
斎
な
ど
が
俗
か
ら
雅
へ
転
回
す
る
の
を
つ
ぶ
さ
に
眺
め
て
来
た
。
そ
の
中
か
ら
北
斎
が
得
た
結

論
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

智
者
は
智
に
誇
る
。
業
等
閑
に
し
て
文
雅
を
体
と
し
、
あ
る
は
流
行
を
常
と
し
て
智
を
も
っ
て
世
に
鳴
る
。
わ
ざ
鈍
き
は
老
い
て
下

グ
る
こ
と
速
な
り
。
幸
に
夫
我
を
し
て
愚
な
ら
し
む
。
剰
へ
文
盲
に
し
て
古
法
に
縄
せ
ら
れ
ず
、
去
年
を
悔
い
昨
日
を
恥
ぢ
、
独
り

塞
翁
が
馬
に
鞭
っ
て
比
道
に
老
る
こ
と
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
。
（
『
葛
飾
新
雛
形
』
＋
古
川
一
一
一
対
）

こ
の
結
論
を
北
斎
の
精
神
主
義
に
帰
す
る
の
は
全
く
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
北
斎
は
雅
の
精
神
主
義
に
対
す
る
に
技
術
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主
義
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
斎
は
、
狂
歌
に
お
け
る
元
木
網
の
よ
う
に
調
の
狂
と
心
の
狂
が
あ
っ
て
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
心
の
狂

に
あ
る
な
ど
と
い
う
い
い
方
を
し
な
い
。
「
悲
怒
勇
猛
の
形
を
画
ん
に
は
、
風
流
優
美
な
ら
ば
其
勢
尤
鈍
し
と
心
得
ベ
し
。
雅
画
も
又
時

に
応
ず
べ
き
な
り
」
（
『
絵
本
魁
』
J

八
一
伊
ニ
対
）
と
し
て
、
ま
た
「
勇
猛
武
篇
の
像
を
画
か
ん
と
な
ら
ば
、
風
流
文
雅
の
論
を
捨
つ
ベ
し
。
画

す
る
品
に
よ
り
て
、
心
も
亦
転
心
す
べ
き
も
の
か
」
（
『
絵
本
武
蔵
錆
』
古
川
一
一
一
対
）
と
い
う
よ
う
に
、
画
く
内
容
に
よ
っ
て
心
も
体
も
変
化

せ
し
め
れ
ば
よ
く
、
要
は
如
何
な
る
題
材
に
向
う
に
し
て
も
技
術
の
一
等
た
る
を
保
つ
べ
し
と
説
く
の
で
あ
る
。
雅
と
し
て
描
く
富
士
と

俗
と
し
て
描
く
富
士
に
は
表
現
の
差
異
が
あ
っ
て
よ
い
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
北
斎
は
寧
ろ
そ
の
差
異
を
積
極
的
に
是
認
し
よ
う
と
す

る
態
度
に
就
く
。
『
絵
本
富
獄
百
景
』
が
「
絵
組
の
お
も
し
ろ
き
を
専
ら
と
」
す
る
趣
向
に
満
ち
た
構
図
ば
か
り
を
描
い
て
い
る
の
は
、
受

容
す
る
俗
の
人
々
を
意
識
し
た
上
で
の
刊
行
と
す
れ
ば
至
極
当
然
の
こ
と
に
属
す
る
だ
ろ
う
。
富
士
山
を
「
あ
し
ら
ひ
」
に
す
る
よ
う
な

想
像
上
の
構
成
の
み
の
図
を
三
冊
全
体
に
散
り
ば
め
な
が
ら
、
う
ち
一
図
だ
け
「
写
真
の
不
二
」
と
し
て
、
恐
ら
く
北
斎
で
あ
ら
う
と
思

わ
れ
る
絵
師
が
麓
か
ら
富
士
を
写
生
し
て
い
る
状
景
を
挿
入
し
て
い
る
事
実
の
も
た
ら
す
意
味
を
、
残
念
な
が
ら
広
重
は
全
然
理
解
し
て

い
な
い
。
広
重
の
「
ま
の
あ
た
り
に
眺
望
せ
し
其
俸
に
う
つ
し
置
き
た
る
草
稿
を
清
書
せ
し
の
み
」
の
言
は
、
雅
文
壇
の
和
歌
に
お
け
る

「
詠
歌
に
趣
向
を
求
む
る
事
は
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
也
」
「
実
物
実
景
に
向
っ
て
、
お
も
ふ
ま
ま
を
す
ら
す
ら
と
よ
み
出
」
（
内
山
真
弓
編
『
歌

学
援
要
』
）
す
べ
し
と
い
う
主
張
と
奇
妙
な
暗
合
を
す
ら
見
せ
て
い
る
。

近
世
の
雅
俗
意
識
は
建
前
で
は
な
く
現
実
で
あ
る
。

て
、
雅
を
北
極
に
、
俗
を
南
極
に
据
え
て
み
よ
う
。
雅
の
極
を
目
ざ
す
者
は
そ
の
と
き
文
人
趣
味
の
海
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
．
す
、
俗
に
向
か

従
っ
て
そ
れ
は
当
然
創
作
意
識
に
も
影
響
を
お
よ
ぽ
す
。

い
ま
地
球
に
た
と
え

う
者
は
通
の
海
に
さ
お
さ
す
必
要
が
あ
る
。
俗
に
即
く
か
雅
巳
向
か
う
か
、
そ
の
姿
勢
方
向
こ
そ
違
え
、
意
識
と
し
て
姿
勢
を
決
定
す
る

作
業
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
雅
俗
の
意
識
が
お
の
ず
か
ら
創
作
意
識
の
問
題
に
関
わ
る
と
は
こ
の
謂
で
あ
る
。
そ
し
て
顕

著
な
こ
と
は
、
雅
か
ら
俗
へ
の
傾
斜
が
安
永
、
天
明
時
の
一
部
の
人
々
（
萄
山
、
橘
洲
、
菅
江
、
喜
三
二
、
春
町
、
帰
橋
、
栄
之
な
ど
）
を

除
い
て
は
余
り
見
ら
れ
な
い
の
に
較
べ
て
、
た
と
え
願
望
の
み
に
終
っ
た
と
し
て
も
俗
か
ら
雅
へ
の
傾
斜
が
著
る
し
く
自
に
つ
く
こ
と
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で
あ
る
。
デ
ィ
レ
y
グ
シ
ト
と
し
て
の
俗
芸
術
家
が
寛
政
改
革
を
機
に
退
場
し
、
そ
の
後
を
襲
っ
た
職
業
と
し
て
の
俗
芸
術
家
が
そ
の
デ

ィ
レ

y
グ
シ
テ
イ
ズ
ム
を
ま
ね
ぶ
現
象
を
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
論
理
的
矛
盾
を
追
求
し
て
も
始
ま
ら
な
い
。
北
斎

が
い
う
よ
う
に
「
文
雅
を
体
と
し
、
あ
る
は
流
行
を
常
と
し
て
智
を
も
っ
て
世
に
鳴
る
」
こ
と
を
望
む
の
が
、
近
世
後
期
俗
芸
術
家
の
一

般
的
な
グ
イ
プ
で
あ
る
か
ら
だ
。
春
章
も
意
斎
も
賞
せ
ら
れ
こ
そ
す
れ
決
し
て
非
難
さ
れ
た
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
真
顔
も
京
伝

も
進
む
べ
き
道
に
向
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
寧
ろ
遊
び
の
た
め
の
遊
び
、
滑
稽
の
た
め
の
滑
稽
、
趣
向
の
た
め
の
趣
向
を
俗
芸

術
の
本
道
で
あ
る
と
し
て
、
終
生
追
求
し
続
け
た
飯
盛
、
三
馬
、
北
斎
な
ど
の
意
識
が
、
か
え
っ
て
異
質
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
「
雅
俗
の
差
別
」
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
の
も
と
で
創
作
を
行
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼
ら
は
ま
さ
に
近
世
の
申
し
子

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
三
馬
の
文
学
や
北
斎
の
絵
画
を
近
代
に
短
絡
的
に
結
び
つ
け
て
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
が
、
広
重
の
『
富
士
見
百
図
』
の
発
言
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
来
っ
た
近
世
俗
芸
術
界
の
創
作
意
識
の
推
移
の

な
か
で
こ
そ
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
思
い
つ
き
で
も
な
け
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
北
斎
に
反
対
す
る
た
め
の
も
の
で
も
な

か
っ
た
。
雅
と
俗
と
、
ま
た
中
世
的
な
も
の
と
近
世
的
な
も
の
と
そ
し
て
プ
レ
近
代
的
な
も
の
と
の
遊
離
と
融
合
、
拡
散
と
収
束
の
状
況

の
中
か
ら
広
重
の
言
葉
は
出
て
来
た
こ
と
を
我
々
は
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注

1

漢
画
の
伝
統
画
題
の
瀦
湘
八
景
に
見
立
て
日
常
の
風
景
を
表
現
す
る
趣
向
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
扇
の
晴
嵐
」
（
「
山
市
晴
嵐
」
〉
、

「
台
子
の
夜
雨
」
（
「
瀦
湘
夜
雨
〉
、
「
鏡
台
の
秋
月
」
（
「
洞
庭
秋
月
」
〉
、
「
田
中
路
の
落
雁
」
（
「
平
沙
落
雁
」
）
、
「
行
燈
の
タ
照
」
（
「
漁
村
タ
照
」
〉
、
「
手

拭
掛
の
帰
帆
」
ハ
「
逮
捕
帰
帆
」
〉
、
「
時
計
の
晩
鐘
」
（
「
煙
寺
院
鐙
」
）
、
「
塗
桶
の
暮
雪
」
（
「
江
天
暮
雪
」
）
。
な
お
、
乙
の
見
立
の
着
想
は
既
に
鯛
屋

貞
柳
へ
窓
応
三
l
享
保
一
九
）
ζ

あ
る
乙
と
を
知
っ
た
（
『
浮
世
絵
大
系
2
、
春
信
』
小
林
忠
氏
解
説
〉
。

f

一
六
五
四
l
一
七
三
四
、

l

注

2

万
象
亭
『
反
古
寵
』
、
萄
山
人
『
半
日
閑
話
』

注

3

拙
稿
「
浮
世
絵
の
模
倣
と
類
型
」
（
『
日
本
美
術
工
芸
』
四
二
五
、
四
二
六
号
）
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