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『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
唐
土
再
考 

 
 
 
 
―
―

 

そ
の
風
景
の
描
き
方
を
糸
口
に
し
て ―

―
 

 

越
田 

健
介 

  

一 

は
じ
め
に 

  

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
、
平
安
時
代
後
葉
、
後
冷
泉
朝
の
頃
に
成
立
し
た
と

目
さ
れ
る
王
朝
物
語
で
あ
る
。
御
物
本
『
更
級
日
記
』
の
藤
原
定
家
に
よ
る
奥
書

の
識
語
の
記
述
か
ら
、
作
者
は
菅
原
孝
標
女
と
み
る
の
が
有
力
で
あ
る
。
本
作
品

に
は
、
作
中
人
物
の
造
型
や
筋
書
に
『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
影
が
濃
密
に
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
、『
更
級
日
記
』
と
同
様
、「
夢
」
が
頻
出
す
る
た
め
、
以
上
は

『
源
氏
物
語
』
に
耽
溺
す
る
と
と
も
に
、
夢
幻
的
な
性
格
の
窺
え
る
孝
標
女
の
執

筆
を
推
定
す
る
徴
証
と
さ
れ
て
い
る
が
、未
だ
確
証
に
は
至
っ
て
は
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。 

 

夙
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
首
巻
を
逸
し
て
い
る
。
現

存
す
る
巻
一
以
前
の
物
語
の
経
緯
は
、『
無
名
草
子
』
や
『
物
語
後
百
番
歌
合
』、

『
風
葉
集
』
な
ど
に
基
づ
き
復
元
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の

詳
細
が
不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
、
唐
の
第
三
皇
子
に
転
生
し
た
父
・
式
部

卿
宮
と
再
会
す
る
べ
く
、
主
人
公
・
中
納
言
が
苦
難
を
乗
り
越
え
て
渡
唐
す
る
と

い
う
巻
一
の
筋
書
に
は
、『
源
氏
物
語
』
の
桎
梏
に
絡
め
取
ら
れ
な
が
ら
も
、
ど

の
よ
う
に
斬
新
な
趣
向
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
創
作
に
対
す
る
並
々

な
ら
ぬ
気
力
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
尤
も
、
唐
や
波
斯
国
と
い
っ
た
異

国
を
舞
台
と
す
る
『
宇
津
保
物
語
』「
俊
蔭
」
巻
の
よ
う
な
先
蹤
は
あ
る
に
し
て

も
、
本
作
品
の
こ
う
し
た
果
敢
な
と
り
く
み
は
、
王
朝
物
語
の
諸
作
品
に
鑑
み
て

も
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、当
時
の
読
者
層
の
興
味
に
も
応
え
得
る
も
の
と
し

て
評
価
を
集
め
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
従
来
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
唐
土
に

関
す
る
議
論
は
頻
々
と
な
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
研
究
の
状
況
を
ふ
り
返
る
と
、

早
く
に
藤
岡
作
太
郎
が
「
実
に
か
の
国
の
様
を
見
聞
せ
る
も
の
な
ら
ば
、
何
ぞ
描

写
の
か
く
の
如
く
浅
薄
な
ら
ん
や
」
と
述
べ
た
の
を
皮
切
り
に
、
唐
土
の
描
き
方

の
粗
雑
さ
を
論
う
も
の
が
目
立
つ
。

（
１
）

一
方
で
、
池
田
利
夫
氏
は
、
物
語
に
お
け
る

唐
土
の
情
景
に
は
相
当
の
異
国
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、「
こ
の
物
語

の
異
国
描
写
は
、
総
じ
て
い
え
ば
日
本
の
風
俗
を
最
も
踏
襲
し
て
お
り
、
結
局
日
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本
と
紛
わ
し
い
唐
土
を
創
り
出
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、実
際
に
か
の
地
を
訪

れ
も
せ
ず
、
漢
籍
も
多
く
は
読
み
込
ん
で
い
な
か
っ
た
作
者
に
と
っ
て
、
当
然
の

帰
結
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
作
者
の
困
難
に
留
保
し
つ
つ
批
判
的
に
捉
え
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

（
２
）

い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
、
唐
へ
渡
航
す
る
の
は
困
難
を
極
め
、

し
た
が
っ
て
作
品
中
に
唐
の
様
相
を
精
細
に
描
き
こ
む
た
め
に
は
日
常
的
に
接

し
得
た
中
国
の
故
事
や
唐
絵
を
参
考
に
し
た
り
、日
本
の
景
物
や
宮
中
の
儀
式
に

基
づ
い
た
り
す
る
ほ
か
な
く
、作
者
を
し
て
至
難
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
は

容
易
に
想
像
が
つ
く
。
無
論
、
孝
標
女
が
作
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
出

自
、つ
ま
り
は
菅
原
氏
が
代
々
文
章
博
士
を
輩
出
す
る
学
問
の
家
系
で
あ
る
こ
と

か
ら
、

（
３
）

或
い
は
、当
時
の
貴
族
女
性
た
ち
の
間
で
の
漢
籍
に
関
す
る
知
識
の
程
度

か
ら
、

（
４
）

本
作
品
に
お
け
る
唐
土
の
あ
り
よ
う
も
実
は
全
く
の
無
知
で
杜
撰
だ
と

ば
か
り
は
唾
棄
で
き
ず
、
そ
の
精
確
さ
や
、
或
い
は
表
現
形
成
の
基
盤
や
姿
勢
を

擁
護
す
る
反
論
や
指
摘
も
な
さ
れ
て
き
た
。

（
５
） 

 

し
か
し
、
く
り
返
し
に
な
る
が
、
異
国
へ
の
航
海
が
困
難
で
あ
る
以
上
、
未
知

の
唐
土
を
描
く
に
は
、
あ
る
程
度
の
知
識
と
、
そ
れ
に
裏
付
け
ら
れ
た
想
像
力
に

頼
る
の
は
む
し
ろ
自
然
の
こ
と
で
あ
り
、

（
６
）

唐
の
あ
り
よ
う
の
粗
雑
さ
や
精
確
さ

を
議
論
の
俎
上
に
上
す
こ
と
自
体
、
非
建
設
的
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
し

て
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
作
者
（
そ
れ
が
、
菅
原
孝
標
女
か
ど
う
か
は
と
も

か
く
も
）
の
知
識
へ
と
結
び
付
け
る
こ
と
で
、
却
っ
て
み
え
づ
ら
く
な
る
物
語
の

あ
り
方
と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

そ
こ
で
本
稿
は
、
従
来
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
も
、
む
し
ろ
物
語
が
唐
と
い
う

異
国
の
舞
台
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
の
か
、そ
う
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

を
支
え
る
方
法
と
し
て
唐
土
の
あ
り
よ
う
を
捉
え
、そ
の
再
検
討
を
試
み
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
中
で
分
析
の
糸
口
と
す
る
の
は
、
人
物
の
心
情
と
密
接
に
関
わ
る

唐
土
の
風
景
で

（
７
）

あ
る
。
尤
も
、
唐
の
景
物
や
風
景
に
は
、
唐
絵
を
参
考
と
し
た
形

跡
が
如
実
に
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
唐
国
ら
し
さ
」
を
演
出

し
て
い
る
の
だ
、と
す
る
議
論
は
従
来
か
ら
な
さ
れ
て
も
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
８
）

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
を
残
す
、
外
形
的
な
把
握
に
も
あ
ら
た
め
て
問
い

直
す
べ
き
事
柄
は
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
作
品
に
お
け
る
唐
土
の
風

景
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
殊
、
異
国
に
在
る
か
ら
こ
そ
芽
生
え
る
中
納
言
の
心

情
を
語
る
装
置
と
し
て
、そ
れ
ら
が
効
果
的
に
機
能
し
て
い
く
と
い
う
様
相
を
窺

い
得
る
の
で
あ
る
。渡
唐
物
語
と
い
う
本
作
品
の
方
法
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て

の
唐
土
の
風
景
に
つ
い
て
、
ま
ず
主
人
公
・
中
納
言
が
長
い
船
旅
を
終
え
、
唐
に

至
る
箇
所
か
ら
分
析
を
行
い
、
そ
の
具
体
的
な
展
開
を
探
っ
て
い
く
。 

 

二 

日
本
を
偲
ぶ
風
景 

 
 
 
 
 
―

 

中
納
言
に
郷
愁
を
促
す
唐
土 ―

 

  

は
じ
め
に
、本
作
品
の
唐
土
の
風
景
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
を
確
か
め
て

お
く
。
巻
一
は
、
中
納
言
が
、
七
月
上
の
十
日
、
唐
の
温
嶺
に
到
着
し
た
こ
と
を

述
べ
て
始
ま
る
。
入
国
後
暫
く
し
て
、
中
納
言
は
、
唐
の
第
三
皇
子
に
転
生
し
た

亡
父
と
の
再
会
を
果
た
す
と
と
も
に
、皇
子
の
母
と
し
て
関
わ
り
合
い
を
持
っ
た

唐
后
へ
の
断
ち
難
い
思
慕
を
募
ら
せ
つ
つ
日
々
を
送
る
。一
の
大
臣
家
の
五
の
君

と
も
親
し
み
、
一
方
で
「
さ
ん
い
う
」（
以
下
、
諸
注
に
倣
い
「
山
陰
」
と
す
る
）

（
９
）

の
女
（
実
は
、
唐
后
で
あ
る
と
後
に
判
る
）
と
の
一
夜
の
逢
瀬
、
そ
の
後
の
不
義

の
男
君
の
誕
生
な
ど
、
中
納
言
在
唐
中
の
物
語
は
、
巻
二
以
後
の
筋
書
を
も
左
右

す
る
様
々
な
要
素
を
孕
ん
で
い
る
が
、
殊
、
本
稿
に
関
わ
っ
て
み
て
お
く
べ
き
点

は
、
中
納
言
が
実
に
頻
繁
に
唐
土
を
転
々
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
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年
間
で
、
温
嶺
に
始
ま
っ
て
杭
州
、「
こ
ほ
う
だ
う
」、
歴
陽
、
華
山
、
函
谷
の
関
、

雍
州
（
＝
都
・
長
安
）
の
内
裏
、
河
陽
県
、
洞
庭
、
梅
の
満
開
に
咲
く
山
、
桃
源
、

山
陰
、
長
里
、
長
河
、
蜀
山
、
未
央
宮
（
年
立
順
）
に
赴
い
て
い
る
。
尤
も
、
温

嶺
か
ら
雍
州
ま
で
は
旅
程
だ
が
、三
年
の
短
さ
で
も
中
納
言
が
一
箇
所
に
留
ま
り

つ
づ
け
ず
、彼
方
此
方
に
移
動
を
く
り
返
す
と
い
う
あ
り
方
に
目
を
向
け
る
べ
き

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
中
納
言
が
唐
土
を
様
々
に
往
き
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

そ
の
ま
ま
物
語
の
舞
台
を
拡
充
す
る
こ
と
に
繫
が
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中

納
言
が
そ
こ
で
い
か
な
る
風
景
に
接
し
、そ
し
て
何
を
思
う
の
か
を
語
る
行
文
は
、

中
納
言
の
「
目
」
を
通
し
て
「
心
」
を
語
る
と
い
う
、
巻
一
に
お
け
る
物
語
の
一

貫
し
た
叙
法
で
も
あ
る
の
だ
。 

 

こ
の
よ
う
な
素
朴
な
事
実
を
み
す
ご
し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
上
で
、
早
速
、

渡
唐
直
後
の
顛
末
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
く
。
些
か
長
く
は
あ
る
が
、
温
嶺
か
ら

函
谷
の
関
ま
で
の
旅
程
を
次
に
あ
げ
る
。 

 

孝
養
の
こ
こ
ろ
ざ
し
深
く
思
ひ
立
ち
に
し
道
な
れ
ば
に
や
、
恐
ろ
し
う
、

は
る
か
に
思
ひ
や
り
し
波
の
上
な
れ
ど
、
荒
き
波
風
に
も
あ
は
ず
、
思
ふ
か

た
の
風
な
む
こ
と
に
吹
き
送
る
心
地
し
て
、
も
ろ
こ
し
の
温
嶺
と
い
ふ
と
こ

ろ
に
、
七
月
上
の
十
日
に
お
は
し
ま
し
着
き
ぬ
。
そ
こ
を
立
ち
て
、
杭
州
と

い
ふ
と
こ
ろ
に
泊
り
給
ふ
。
①

そ
の
泊
り
、
入
江
の
み
づ
う
み
に
て
、
い
と

お
も
し
ろ
き
に
も
、
石
山
の
折
の
近
江
の
海
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
あ
は
れ
に

恋
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。 

 
 
 
 

別
れ
に
し
わ
が
ふ
る
さ
と
の
鳰
の
海
に
か
げ
を
な
ら
べ
し
人
ぞ
恋
し 

 
 
 
 

き 

そ
れ
よ
り
こ
ほ
う
だ
う
に
着
き
給
ふ
。
い
と
お
も
し
ろ
く
て
、
人
の
家
ど
も

多
く
て
、
日
本
の
人
過
ぎ
給
ふ
と
て
、
家
々
の
人
出
で
て
見
さ
わ
ぐ
さ
ま
ど

も
い
と
め
づ
ら
し
。
歴
陽
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
船
と
め
て
、
そ
れ
よ
り
②

華
山

と
い
ふ
山
、
峰
高
く
谷
深
く
、
は
げ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
あ
は
れ
に
心

細
く
、「
蒼
波
路
遠
し
雲
千
里
」
と
う
ち
誦
じ
給
へ
る
を
、
御
供
に
わ
た
る
博

士
ど
も
、
涙
を
流
し
て
、「
白
霧
山
深
し
鳥
一
声
」
と
添
へ
た
り
。 

山
越
え
果
て
ぬ
れ
ば
、
函
谷
の
関
に
着
き
給
ひ
て
、
日
、
暮
れ
ぬ
れ
ば
、

関
の
も
と
に
泊
り
給
ひ
ぬ
。「
こ
の
関
は
、
鳥
の
声
を
聞
き
て
な
む
開
く
る
」

と
い
ふ
こ
と
を
「
し
か
」
と
聞
き
て
、
御
供
の
人
の
中
に
い
は
け
た
る
も
の

あ
り
て
、「
い
ざ
こ
こ
ろ
み
む
」
と
て
、
夜
中
ば
か
り
に
、
鳥
の
声
に
い
み
じ

う
似
せ
て
、
は
る
か
に
鳴
き
出
で
た
る
に
、
関
の
人
お
ど
ろ
き
て
そ
の
戸
を

開
く
。「
い
と
よ
し
な
き
こ
と
を
し
つ
る
か
な
」
と
、
人
々
言
ひ
に
く
む
を
、

君
も
聞
き
給
ひ
て
、「
ふ
る
き
心
、
さ
す
が
に
お
ぼ
え
け
る
に
こ
そ
」
と
、
う

ち
笑
ひ
給
ふ
。 

明
く
る
日
、
こ
の
関
に
御
迎
へ
の
人
々
参
り
た
り
。
そ
の
あ
り
さ
ま
ど
も
、

唐
国
と
い
ふ
物
語
に
絵
に
し
る
し
た
る
同
じ
こ
と
な
り
。 

（
巻
一
、
三
一―

三
二
頁
） 

  

雍
州
を
目
指
す
主
人
公
・
中
納
言
の
一
行
の
進
路
に
合
わ
せ
、
こ
こ
に
は
六
つ

の
地
名
が
集
中
し
て
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
小
塩
慶
氏
は
、「
そ
れ
ぞ
れ

の
地
名
は
物
語
の
進
行
に
お
い
て
は
特
別
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
、「
中
国

ら
し
さ
」を
演
出
す
る
た
め
に
日
本
人
に
な
じ
み
深
い
も
の
が
記
号
的
に
織
り
込

ま
れ
た
に
過
ぎ
な
い
」

（
10
）

と
指
摘
す
る
。
尤
も
、
そ
の
よ
う
な
思
い
を
助
長
す
る
の

は
、
た
と
え
ば
点
線
部
に
あ
る
、
本
作
品
中
で
し
ば
し
ば
く
り
返
さ
れ
る
「
唐
国

と
い
ふ
物
語
に
絵
に
し
る
し
た
る
同
じ
こ
と
な
り
」
と
い
っ
た
、
唐
絵
を
例
に
あ
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げ
て
具
体
的
な
描
出
を
省
略
す
る
方
法
や
、
傍
線
部
「
お
も
し
ろ
し
」
や
「
め
づ

ら
し
」
と
い
っ
た
形
容
詞
が
頻
出
す
る
点
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
お
も
し
ろ
し
」

と
は
、「
特
殊
個
別
的
な
風
景
や
状
況
に
対
面
し
た
と
き
の
感
興
を
い
う
」

（
11
）

語
で

あ
り
、
一
方
の
「
め
づ
ら
し
」
は
、
稀
な
こ
と
だ
か
ら
ひ
き
つ
づ
い
て
目
に
し
た

い
と
い
う
語
義
で
あ
る
。

（
12
）

非
日
常
性
を
伴
う
情
景
に
対
す
る
形
容
語
で
あ
る
と

い
う
点
、
両
語
は
共
通
す
る
。
市
古
貞
次
氏
は
、「「
珍
ら
し
」
と
い
ふ
語
を
頻
發

し
て
、た
だ
わ
が
國
と
は
違
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
印
象
を
能
も
な
く
讀
者
に
お

し
つ
け
よ
う

（
マ
マ
）

と
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
」

（
13
）

と
ま
で
酷
評
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
列
挙
や
そ
れ
に
伴
う
語
の
か
さ
な
り
合
い
が
、充
分
に
異

国
性
を
演
出
し
得
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
若
干
の
疑
問
も
残
る
。
と
い
う
の
も
、

た
と
え
ば
「
こ
ほ
う
だ
う
」
で
は
、
唐
の
人
々
が
中
納
言
の
一
行
を
一
目
み
よ
う

と
家
を
出
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、そ
れ
が
唐、
に、
在、
る
こ
と

、
、
、
を
印
象
さ

せ
る
よ
う
な
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
だ
。
ま
た
、
函
谷
の
関
は

六
箇
所
中
、
も
っ
と
も
長
く
筆
が
割
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
当
時
の
貴
族
社
会
に

は
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
た
孟
嘗
君
の
故
事
を
な
ぞ
る
や
り
と
り
の
一
端
で
あ
っ

て
風
景
は
描
出
さ
れ
ず
、あ
る
種
の
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
の
に
留

ま
る
。
そ
し
て
、
温
嶺
と
歴
陽
と
は
、
宿
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
み
で
、
そ
の

風
景
が
全
く
描
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
来
唐
し
て
間
も
な
く
の
叙
述
に
目
を
向
け
る
と
、
風
景
に
つ
い

て
は
殆
ど
が
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
杭
州
と
華
山
と
は

ど
の
よ
う
な
風
景
が
広
が
る
の
か
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、そ
の
あ
り
よ
う
が
ま

た
、
母
君
や
大
将
の
大
君
を
残
し
て
き
た
日
本
を
偲
ぶ
契
機
に
も
な
っ
て
お
り
、

他
と
は
異
な
る
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

ま
ず
、
杭
州
に
つ
い
て
。
太
線
部
①
、
杭
州
の
「
入
江
の
み
づ
う
み
」
を
、
中

納
言
は
「
い
と
お
も
し
ろ
き
」
も
の
と
思
う
が
、
そ
の
「
み
づ
う
み
」
こ
そ
が
、

散
逸
首
巻
の
内
容
と
さ
れ
る
、大
将
の
大
君
と
の
石
山
寺
で
の
逢
瀬
の
と
き
目
に

し
た
「
近
江
の
海
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
お
も
し
ろ

き
」
風
景
が
、「
み
づ
う
み
」
と
い
う
日
本
を
偲
ぶ
景
物
を
媒
介
に
、
波
線
部
の

よ
う
に
「
あ
は
れ
に
も
恋
し
き
」
風
景
へ
と
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
こ
で
「
恋
し
」
く
思
う
の
は
、
大
将
の
大
君
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
言

う
と
、
大
君
の
い
る
ま
さ
に
日
本
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。『
浜
松
中
納
言
物
語
全

注
釈
』
に
よ
る
と
、「
あ
は
れ
に
恋
し
き
」
の
連
語
は
「
郷
愁
に
か
ら
れ
る
場
合

に
用
い
ら
れ
て
い
る
」

（
14
）

と
い
う
。
同
様
に
、
華
山
に
つ
い
て
も
、
太
線
部
②
で
峻

嶮
な
風
景
で
あ
る
こ
と
を
語
り
、
破
線
部
に
つ
づ
い
て
そ
れ
故
に
「
あ
は
れ
に
心

細
く
」
思
う
中
納
言
の
よ
う
す
が
窺
え
る
。
そ
し
て
『
和
漢
朗
詠
集
』
下
・
行
旅

の
中
に
あ
る
橘
直
幹
の
詩
、「
蒼
波
路
遠
し
雲
千
里
」を
吟
詠
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
直
幹
が
石
山
寺
に
参
籠
し
た
と
き
の
詠
だ
と
す
る
説
も
あ
る
と
い
う
。

（
15
）

以
上
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
と
す
る
と
、華
山
の
山
容
が
中
納
言
を
し
て
石
山
寺

で
の
出
来
事
を
偲
ば
せ
た
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
博
士
ど
も
」
も

ま
た
、「
涙
を
流
し
て
」
中
納
言
に
応
じ
る
が
、
日
本
を
ひ
と
り
で
に
思
う
よ
う

す
に
共
鳴
し
て
い
る
も
の
と
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

以
上
、
温
嶺
か
ら
函
谷
の
関
に
至
る
旅
程
の
風
景
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
こ

で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、異
国
性
に
も
ま
し
て
中
納
言
の
郷
愁
の
方
が
い
っ
そ
う

情
緒
深
い
密
度
の
濃
さ
で
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
唐
国
ら
し
さ
」

は
殆
ど
前
景
化
さ
れ
ず
に
描
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、む
し
ろ
そ
の
唐
土
の
風
景
を

媒
介
に
、
日
本
を
遠
く
離
れ
来
た
中
納
言
の
胸
の
裡
、
殊
に
日
本
を
偲
ぶ
思
い
に

こ
こ
で
は
表
現
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
中
納
言
に
郷
愁
を
促
す
唐
土
の
風
景
は
、
実
は
巻
一
の
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随
所
に
描
き
出
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。 

 

年
も
は
か
な
く
暮
れ
ぬ
。
心
か
ら
知
ら
ぬ
世
界
に
明
け
暮
ら
す
を
思
へ
ば
、

心
細
け
れ
ど
、
あ
ら
ぬ
御
さ
ま
の
、
い
と
幼
く
お
は
し
ま
し
な
が
ら
、
人
知

れ
ぬ
昔
の
御
心
、
変
ら
ぬ
さ
ま
に
お
ぼ
し
た
る
御
か
げ
に
、
よ
ろ
づ
は
頼
も

し
う
て
過
ぐ
し
給
ふ
。
年
立
ち
か
へ
り
ぬ
る
あ
し
た
の
空
は
、
い
づ
く
も
変

ら
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
霞
め
る
空
も
う
ぐ
ひ
す
の
音
も
、「
春
や
昔
の
」
と
の
み

思
ひ
ま
が
へ
た
る
に
も
、
去
年
の
こ
の
こ
ろ
の
人
々
の
御
け
し
き
ど
も
思
ひ

出
づ
る
に
、
あ
は
れ
に
恋
し
き
な
ぐ
さ
め
に
、
梅
の
木
の
か
ぎ
り
あ
る
と
聞

く
山
を
行
き
て
見
れ
ば
、
遠
く
よ
り
風
の
吹
き
散
ら
す
に
、
に
ほ
ひ
か
を
り

満
ち
て
、
ま
こ
と
に
異
木
は
ま
じ
ら
ず
、
ひ
と
た
び
に
咲
き
わ
た
り
て
、
た

だ
白
山
と
見
ゆ
る
、 

白
妙
に
降
り
つ
む
雪
と
見
え
つ
る
は
梅
咲
く
山
の
遠
目
な
り
け
り 

（
巻
一
、
五
四
頁
） 

  

渡
唐
し
て
は
じ
め
て
年
が
明
け
た
。
異
国
に
暮
ら
す
心
細
さ
は
あ
る
も
の
の
、

唐
の
第
三
皇
子
が
、
子
ど
も
の
容
貌
で
あ
り
な
が
ら
も
、
父
と
し
て
の
「
昔
の
御

心
」
で
変
わ
ら
ず
に
接
し
て
く
れ
る
の
を
頼
み
に
、
不
安
も
な
く
日
々
を
送
っ
て

い
る
と
い
う
。
物
語
は
、
中
納
言
の
、
こ
の
よ
う
な
〝
父
〟
と
の
再
会
後
の
あ
り

よ
う
を
確
か
め
つ
つ
、つ
づ
い
て
異
国
で
迎
え
る
新
年
の
空
の
よ
う
す
に
話
を
転

じ
て
い
く
。
た
だ
そ
れ
は
、「
い
づ
く
も
変
ら
ぬ
も
の
」、
つ
ま
り
、
日
本
も
唐
も

殆
ど
同
様
で
思
い
ち
が
え
る
程
だ
と
し
て
、中
納
言
は
そ
の
よ
う
な
風
景
を
み
る

に
つ
け
て
も
、「
あ
は
れ
に
恋
し
き
」
と
あ
る
よ
う
に
日
本
へ
の
郷
愁
に
駆
り
立

て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
故
郷
へ
の
恋
し
さ
を
慰
め
る
た
め
に
「
梅

の
木
の
か
ぎ
り
あ
る
と
聞
く
山
」
へ
と
赴
く
の
だ
が
、
一
斉
に
咲
き
揃
う
梅
の
よ

う
す
を
み
て
恰
も
「
白
山
」
だ
と
思
う
。
こ
の
「
白
山
」
に
つ
い
て
は
、
諸
注
に

よ
っ
て
「
越
の
白
山
」
を
指
す
固
有
名
と
す
る
か
普
通
名
詞
と
す
る
か
は
判
断
が

分
か
れ
て
い
る
も
の
の
、さ
き
の
杭
州
や
華
山
の
よ
う
に
目
の
前
の
風
景
が
日
本

の
風
景
を
喚
起
し
、中
納
言
に
郷
愁
を
促
す
と
い
う
描
き
方
が
思
い
合
わ
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

（
16
） 

 

さ
ら
に
、
ま
た
異
な
る
一
例
に
つ
い
て
も
み
て
い
く
。 

 

そ
の
こ
ろ
、
二
位
の
中
納
言
、
昔
こ
の
と
こ
ろ
に
住
み
け
る
王
子
猷
と
い

ふ
人
の
、
月
の
明
か
か
り
け
る
夜
、
船
に
乗
り
つ
つ
遊
び
し
文
作
り
け
る
と

こ
ろ
に
、
ゆ
か
し
う
て
も
の
し
給
へ
る
に
、
月
い
み
じ
う
霞
み
お
も
し
ろ
き

に
、
花
は
ひ
と
つ
に
に
ほ
ひ
合
ひ
た
る
夜
の
け
し
き
、
た
ぐ
ひ
な
き
に
も
、

住
み
馴
れ
し
世
の
空
も
か
う
ぞ
あ
ら
む
か
し
、
と
、
今
宵
の
月
を
見
つ
つ
思

ひ
出
で
給
ふ
人
も
あ
ら
む
。
内
裏
の
御
遊
び
あ
り
し
折
々
、
去
年
の
春
、
か

や
う
に
月
の
明
か
か
り
し
夜
、
式
部
卿
の
宮
に
参
り
た
り
し
か
ば
、
い
み
じ

う
別
れ
を
惜
し
み
給
ひ
て
、「
西
に
傾
く
」
と
の
た
ま
ひ
し
そ
の
面
影
、
か
た

が
た
思
ひ
出
づ
る
に
、
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
。 

あ
さ
み
ど
り
霞
に
ま
が
ふ
月
見
れ
ば
見
し
夜
の
空
ぞ
い
と
ど
恋
し
き 

（
巻
一
、
六
五―

六
六
頁
） 

  
中
納
言
は
、
当
時
広
く
知
ら
れ
て
い
た
「
王
子
猷
」
の
故
事
の
舞
台
で
あ
る
の

に
興
味
を
惹
か
れ
て
山
陰
へ
と
足
を
延
ば
す
。花
の
咲
き
誇
る
月
夜
の
晴
々
と
し

た
風
景
の
美
し
さ
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
と
と
も
に
、そ
れ
に
つ
け
て
も
日
本
の

空
も
き
っ
と
こ
う
で
あ
ろ
う
、今
宵
の
月
を
見
て
自
身
を
思
い
出
す
人
も
い
る
で
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あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、「
内
裏
の
御
遊
び
あ
り
し
折
々
」
や
、「
去
年
の
春
、

か
や
う
に
月
の
明
か
か
り
し
夜
」
の
こ
と
を
も
思
い
出
し
て
は
「
涙
も
と
ど
ま
ら

ず
」
と
い
う
ほ
ど
胸
懐
に
迫
り
、
遂
に
は
「
見
し
夜
の
空
ぞ
い
と
ど
恋
し
き
」
と

い
う
郷
愁
の
情
の
滲
む
独
詠
へ
と
繫
が
る
。
は
じ
め
、
中
納
言
は
中
国
の
故
事
へ

の
関
心
か
ら
山
陰
へ
と
足
を
向
け
た
は
ず
だ
が
、そ
こ
で
目
に
し
た
風
景
に
よ
っ

て
却
っ
て
郷
愁
に
駆
ら
れ
て
い
く
。 

 

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
作
品
の
唐
土
と
は
、
単
に
「
唐
国

ら
し
さ
」
を
演
出
す
る
の
が
全
て
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
中
納
言
の
心
情
に
合
わ

せ
て
そ
の
様
相
も
お
の
ず
と
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
唐

の
珍
奇
な
異
国
性
ば
か
り
を
み
い
だ
す
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。あ
る
眼

前
の
景
物
が
き
っ
か
け
と
な
り
、そ
こ
か
ら
日
本
の
風
景
が
自
然
と
喚
起
さ
れ
て

い
く
。
そ
し
て
、
中
納
言
の
思
い
出
の
中
に
あ
る
日
本
と
目
の
前
の
唐
と
が
か
さ

な
り
合
っ
て
一
つ
の
像
を
結
ぶ
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
唐
土
の
風
景
と
は
、
中
納
言

に
日
本
を
喚
起
さ
せ
る
役
割
を
負
う
こ
と
で
、
日
本
へ
の
郷
愁
を
語
る
舞
台
装
置

と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。 

 

思
え
ば
、
中
納
言
は
、
渡
唐
し
て
一
月
も
経
た
ず
に
、
唐
土
に
対
す
る
素
朴
な

印
象
を
述
べ
て
い
た
。 

 

八
月
十
日
余
日
、
中
納
言
の
お
は
す
る
高
層
の
ま
へ
の
前
栽
、
こ
と
に
お

も
し
ろ
く
見
渡
せ
ば
、
夕
べ
、
ふ
る
さ
と
を
お
ぼ
し
出
で
て
、
簾
垂
を
捲
き

あ
げ
て
、
つ
く
づ
く
と
な
が
め
臥
し
給
へ
れ
ば
、
人
々
も
み
な
都
を
思
ひ
出

で
て
、
さ
ま
ざ
ま
言
ひ
あ
へ
る
中
に
、
心
ば
せ
あ
る
人
、
か
く
言
ふ
。 

虫
の
音
も
花
の
に
ほ
ひ
も
風
の
音
も
見
し
世
の
秋
に
変
ら
ざ
り
け
り 

と
言
ひ
出
で
た
る
返
り
ご
と
を
、
集
ま
り
て
う
そ
ぶ
く
め
れ
ど
、
や
や
ほ
ど

経
ぬ
れ
ば
、
中
納
言
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
給
ひ
て
、「
げ
に
さ
る
こ
と
な
れ
ど
、
お

ど
さ
れ
た
る
こ
と
ぞ
多
か
る
」
と
の
た
ま
は
す
る
も
、
す
ず
ろ
に
は
づ
か
し
。 

置
く
露
も
霧
立
つ
空
も
鹿
の
音
も
雲
居
の
雁
も
変
ら
ざ
り
け
り 

と
な
が
め
給
ふ
を
、
集
ま
り
て
こ
れ
を
の
み
誦
じ
て
、
え
言
ひ
出
で
ず
な
り

ぬ
。 

（
巻
一
、
三
六―

三
七
頁
） 

  

中
納
言
の
一
行
が
、
前
栽
の
よ
う
す
か
ら
「
ふ
る
さ
と
」、
す
な
わ
ち
日
本
を

思
い
出
し
つ
つ
唱
和
を
す
る
箇
所
で
あ
る
が
、こ
の
要
点
は
唐
と
日
本
と
の
間
で

風
景
を
「
変
ら
ざ
り
け
り
」
と
す
る
点
に
あ
ろ
う
。
秋
の
景
物
を
並
べ
立
て
つ
つ

そ
れ
を
「
変
ら
ざ
り
け
り
」
と
詠
じ
て
し
ま
え
る
の
は
、
こ
の
と
き
誰
も
が
郷
愁

に
浸
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
唐
土
の
風
景
が
、
単
に
異
国
の
「
お
も

し
ろ
さ
」
や
「
め
づ
ら
し
さ
」
ば
か
り
に
縁
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
時
に

中
納
言
の
心
に
働
き
掛
け
て
郷
愁
を
促
す
。
そ
し
て
、
日
本
へ
の
「
恋
し
さ
」
を

懐
き
つ
つ
あ
ら
た
め
て
そ
の
風
景
を
み
る
と
、
日
本
と
は
「
変
ら
ざ
り
け
り
」
と

い
う
よ
う
に
、
異
国
の
風
情
も
故
国
へ
の
情
緒
の
中
に
回
収
さ
れ
て
い
く
の
だ
。 

 

叙
上
に
み
て
き
た
唐
土
の
風
景
に
共
通
す
る
の
は
、そ
の
異
国
性
を
直
截
具
体

的
に
語
ろ
う
と
は
せ
ず
に
、む
し
ろ
中
納
言
の
郷
愁
を
促
す
も
の
と
し
て
描
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
の
、
か
つ
て
の
日
々
の
中
の
風
景
を
お
の
ず
と
投
影

し
た
く
な
る
よ
う
な
、
或
い
は
日
本
と
も
「
変
わ
ら
ぬ
」
景
物
に
接
し
、
中
納
言

の
胸
の
裡
で
日
本
が
偲
ば
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
う
語
る
こ
と
で
逆
に
、
遠
く
に

在
る
異
国
に
来
た
の
だ
、
と
い
う
胸
懐
が
深
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
唐
土
と
い
う
異
国
に
対
し
て
素
直
に

昂
揚
す
る
中
納
言
の
よ
う
す
も
様
々
に
み
ら
れ
る
。さ
き
に
あ
げ
た
箇
所
の
傍
線
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部
で
も
、
中
納
言
は
唐
と
日
本
と
を
「
変
ら
ざ
り
け
り
」
と
す
る
詠
に
賛
同
を
示

し
つ
つ
も
、な
る
ほ
ど
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
と
述
べ

て
い
る
。
で
は
こ
の
と
き
、
唐
土
の
風
景
は
ど
の
よ
う
な
働
き
を
み
せ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
節
は
、
中
納
言
の
「
目
」
と
「
心
」
と
を
通
し
て
み
え
て
く
る

風
景
の
、
も
う
一
方
の
あ
り
よ
う
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
で
、
本
作
品
が
ど
の

よ
う
に
唐
土
と
い
う
空
間
を
用
い
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
。 

 

三 

異
国
を
実
感
す
る
風
景 

 
 
 
 
 
―

 

再
会
の
困
難
さ
が
描
き
出
す
唐
土 ―
 

  

中
納
言
が
、唐
と
い
う
異
国
に
在
っ
て
殊
に
心
を
寄
せ
て
頻
繁
に
通
っ
て
い
た

の
は
、
転
生
後
の
父
・
唐
の
第
三
皇
子
と
そ
の
母
・
唐
后
の
住
ま
う
河
陽
県
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
中
納
言
が
は
じ
め
て
河
陽
県
に
足
を
運
ぶ
箇
所
を
取
り

上
げ
る
。 

 

三
の
皇
子
は
、
内
裏
の
ほ
と
り
近
く
、
河
陽
県
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
お
も
し

ろ
き
宮
造
り
し
て
、
そ
こ
を
ぞ
御
里
に
し
給
へ
る
。
母
后
も
も
と
ろ
も
に
住

み
給
ふ
。
皇
子
の
御
消
息
あ
り
。
か
ぎ
り
な
く
う
れ
し
く
て
参
り
給
へ
り
。

と
こ
ろ
の
さ
ま
、
ほ
か
よ
り
も
い
み
じ
く
め
で
た
く
、
水
の
色
、
石
の
た
た

ず
ま
ひ
、
庭
の
お
も
、
梢
の
け
し
き
も
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
し
。 

（
巻
一
、
三
四―

三
五
頁
） 

  

こ
の
箇
所
で
目
を
ひ
く
の
は
、
傍
線
部
で
あ
る
。
前
節
で
み
て
き
た
箇
所
と
明

ら
か
に
異
な
る
の
は
、「
と
こ
ろ
の
さ
ま
」
が
具
体
的
に
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。「
水
の
色
、
石
の
た
た
ず
ま
ひ
、
庭
の
お
も
、
梢
の
け
し
き
」
と

一
々
事
物
を
あ
げ
、唐
土
の
中
で
比
較
し
て
も
殊
更
に
非
日
常
的
な
風
情
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。
は
じ
め
は
単
に
「
お
も
し
ろ
き
宮
」
と
聞
い
て
い
た

宮
殿
の
よ
う
す
も
、
待
望
の
「
皇
子
の
御
消
息
」
を
き
っ
か
け
に
「
か
ぎ
り
な
く

う
れ
し
く
」
中
納
言
が
思
う
と
、
風
景
が
鮮
明
、
か
つ
目
新
し
く
み
え
て
く
る
と

い
う
構
図
を
こ
こ
に
み
て
と
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
し
て
、
こ
こ
に
つ
づ
く
中
納
言
と
唐
の
第
三
皇
子
と
の
詩
の
贈
答
の
中
で
、

中
納
言
は
「
雲
の
浪
煙
の
浪
と
、
は
る
か
に
た
づ
ね
わ
た
り
て
、
生
を
隔
て
、
か

た
ち
を
代
へ
給
ひ
つ
れ
ど
、あ
は
れ
に
な
つ
か
し
く
、ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
心
も
、

た
ち
ま
ち
に
忘
れ
ぬ
る
心
」（
巻
一
、
三
五
頁
）
を
こ
め
た
詩
を
返
し
て
い
る
。

尤
も
、
中
納
言
が
本
当
に
「
ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
心
」
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
く
、

こ
の
直
後
か
ら
し
て
日
本
を
離
れ
来
た
こ
と
の
後
悔
や
心
細
さ
を
思
い
起
こ
し

た
り
、そ
も
そ
も
前
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
く
り
返
し
日
本
へ
の
郷
愁
に
駆
ら
れ

た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
に
こ
め
た
と
い
う
傍
線
部
の
思
い
か
ら
は
、

航
海
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
漸
く
再
会
が
叶
っ
た
こ
と
へ
の
喜
び
に
昂
揚
す
る

中
納
言
の
よ
う
す
が
窺
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

十
月
、
洞
庭
で
の
紅
葉
賀
の
翌
日
、
中
納
言
は
河
陽
県
を
再
訪
す
る
。
初
冬
の

心
細
げ
な
風
景
の
中
で
、
ふ
い
に
「
お
も
し
ろ
き
琴
の
声
」
を
聞
き
、「
う
れ
し

き
こ
と
か
ぎ
り
な
く
」
思
っ
た
中
納
言
は
、
そ
の
ま
ま
琴
の
音
の
す
る
屋
敷
を
覗

き
こ
ん
だ
。 

 
お
は
し
ま
す
と
こ
ろ
は
、
京
の
檜
皮
の
色
も
せ
ず
、
紺
青
を
塗
り
か
へ
し
た

る
や
う
に
、
た
だ
お
ほ
か
た
の
調
度
は
赤
き
に
、
朱
塗
り
た
る
さ
ま
に
て
、

錦
の
縁
さ
し
た
る
御
簾
ど
も
、
か
け
渡
し
飾
ら
れ
た
る
に
、
辰
巳
の
方
に
、
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大
き
な
る
山
よ
り
滝
高
く
落
ち
た
る
を
、
湧
き
か
へ
り
待
ち
受
け
た
る
岩
の

た
た
ず
ま
ひ
、
世
の
つ
ね
な
ら
ず
。
た
ぎ
り
て
流
れ
出
で
た
る
水
の
ほ
と
り

に
、
い
ろ
い
ろ
う
つ
ろ
ひ
わ
た
れ
る
菊
の
花
の
、
い
と
お
も
し
ろ
き
を
も
て

あ
そ
ば
る
る
な
る
べ
し
。
そ
な
た
の
つ
ま
の
御
簾
捲
き
あ
げ
て
、
い
み
じ
う

し
や
う
ぞ
き
た
る
女
房
、
う
る
は
し
く
髪
上
げ
、
裙
帯
、
領
巾
な
ど
し
て
、

い
ろ
い
ろ
団
扇
を
さ
し
隠
し
つ
つ
、
錦
を
敷
け
る
縁
に
、
十
余
人
ば
か
り
な

ら
び
ゐ
た
り
。
上
手
の
描
き
た
り
し
唐
絵
に
た
が
は
ず
。
上
げ
た
る
御
簾
の

ほ
ど
に
、
紫
の
唐
の
裾
濃
の
御
几
帳
う
ち
上
げ
て
、
唐
組
の
紐
、
長
や
か
に

う
る
は
し
き
を
押
し
や
り
て
、
琴
弾
き
給
ふ
な
り
。 

（
巻
一
、
三
九
頁
） 

  

こ
の
箇
所
は
「
菊
の
花
の
夕
べ
」
と
し
て
、
こ
の
後
も
中
納
言
が
唐
后
を
思
い

慕
う
度
に
、く
り
返
し
て
回
想
さ
れ
る
象
徴
的
な
一
齣
で
あ
る
。

（
17
）

こ
こ
で
肝
要
な

の
は
、中
納
言
が
は
じ
め
て
河
陽
県
を
訪
れ
た
と
き
の
風
景
を
語
る
叙
法
と
殆
ど

同
じ
よ
う
に
し
て
こ
の
と
き
の
風
景
が
描
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、あ
る
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
中
納
言
が「
う
れ
し
く
」思
う
や
否
や
、

眼
前
の
風
景
が
克
明
、
か
つ
殊
更
に
非
日
常
的
で
、
新
鮮
な
も
の
に
み
え
だ
し
て

い
る
の
だ
。
日
本
の
「
京
」
と
の
比
較
も
交
え
、
目
の
前
に
広
が
る
異
国
情
緒
に

富
ん
だ
屋
敷
の
よ
う
す
が
実
に
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
本

作
品
中
で
度
々
く
り
返
さ
れ
る
、
点
線
部
の
「
上
手
の
描
き
た
り
し
唐
絵
に
た
が

は
ず
」の
一
語
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
、ま
さ
に
唐
と
い
う
異
国
に
在
る
こ
と
を
、

中
納
言
自
身
が
深
く
印
象
し
直
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
上
で
、
さ
ら
に
目
を
向
け
て
お
き
た
い
の
は
、「
い
み
じ
う
し
や
う
ぞ
き

た
る
女
房
」
と
中
納
言
と
の
唱
和
の
箇
所
で
あ
る
。
唐
后
を
は
じ
め
て
実
見
し
た

中
納
言
は
、
そ
の
美
貌
に
「
こ
の
世
に
か
か
る
こ
と
を
見
る
や
、
と
、
あ
さ
ま
し

き
ま
で
お
ぼ
」（
巻
一
、
四
〇
頁
）
え
る
の
だ
が
、
一
方
で
唐
后
に
近
侍
す
る
女

房
た
ち
に
対
し
て
も
「
天
降
り
け
む
乙
女
の
姿
か
く
や
と
見
え
て
」（
同
、
四
一

頁
）、
詩
を
吟
詠
し
合
っ
て
い
る
そ
の
美
声
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
唐

の
女
君
た
ち
も
ま
た
詩
だ
け
で
な
く
和
歌
も
詠
む
の
か
ど
う
か
が
気
に
な
っ
て

き
た
中
納
言
は
、
遂
に
我
慢
し
き
れ
ず
に
女
房
の
許
へ
と
歩
み
寄
る
。 

 

ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
心
を
忘
る
る
は
こ
の
花
見
つ
る
夕
べ
な
り
け
り 

と
、
こ
こ
ろ
み
に
言
ひ
か
け
た
れ
ば
、
団
扇
さ
し
出
で
、
た
だ
待
ち
取
る
ほ

ど
、
わ
が
世
の
人
に
こ
と
な
ら
ず
。 

枯
れ
で
さ
は
こ
の
花
や
が
て
に
ほ
は
な
む
ふ
る
さ
と
恋
ふ
る
人
あ
る
ま

じ
く 

と
答
へ
た
る
け
は
ひ
、
言
は
ぬ
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
と
、
を
か
し
く
お
ぼ
さ

る
。 

（
巻
一
、
四
一―

四
二
頁
） 

  

中
納
言
の
詠
に
あ
る
傍
線
部
の
措
辞
に
注
目
す
る
と
、
そ
こ
に
は
転
生
後
の

父
・
唐
の
第
三
皇
子
に
贈
っ
た
詩
に
こ
め
ら
れ
た
思
い
、
す
な
わ
ち
「
ふ
る
さ
と

を
恋
ふ
る
心
も
、
た
ち
ま
ち
に
忘
れ
ぬ
る
心
」
と
通
底
す
る
心
情
が
こ
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
判
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
言
い
よ
う
も
女
房
に
詠
み
掛
け
る
に
あ
た

っ
て
の
、
些
か
大
仰
な
文
飾
と
み
な
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
常
に
気
に
掛

か
っ
て
い
る
は
ず
の
「
ふ
る
さ
と
」
へ
の
思
い
を
敢
え
て
「
忘
る
る
」
と
言
い
表

し
て
し
ま
え
る
ほ
ど
、
中
納
言
が
目
の
前
に
広
が
る
唐
土
の
風
景
に
、
そ
の
中
で

こ
そ
接
し
得
る
唐
の
第
三
皇
子
や
唐
后
と
の
関
係
に
ひ
き
こ
ま
れ
よ
う
と
し
て
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い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
事
実
、
女
房
は
こ
こ
で
「
ふ
る
さ
と
恋
ふ
る
人
あ
る

ま
じ
く
」
と
返
事
を
す
る
が
、
そ
の
詠
の
中
の
「
こ
の
花
」、
す
な
わ
ち
こ
の
一

齣
で
夙
に
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
働
き
を
も
っ
て
い
る
「
菊
」
は
、
唐
后
の
換
喩
と
も

な
っ
て
「
ふ
る
さ
と
」
へ
の
思
い
以
上
に
中
納
言
の
心
象
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

（
18
） 

 

河
陽
県
で
の
、
二
つ
の
類
同
す
る
箇
所
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
河
陽
県
の
風
景

は
、
唐
の
第
三
皇
子
と
の
再
会
や
唐
后
の
垣
間
見
と
い
っ
た
中
納
言
に
と
っ
て

「
か
ぎ
り
な
く
う
れ
し
く
」
思
え
る
出
来
事
を
通
し
、
ひ
と
き
わ
鮮
明
な
も
の
へ

と
変
わ
っ
て
い
く
。
前
節
で
取
り
上
げ
た
唐
土
の
風
景
が
、
唐
そ
の
も
の
の
異
国

性
と
い
う
よ
り
も
、そ
れ
を
契
機
と
し
て
日
本
へ
の
郷
愁
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た

と
す
る
と
、
叙
上
の
唐
土
、
殊
に
河
陽
県
の
風
景
と
は
、
む
し
ろ
「
ふ
る
さ
と
を

恋
ふ
る
心
を
忘
る
る
」
ほ
ど
、
唐
と
い
う
異
国
に
在
る
こ
と
を
強
く
印
象
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
風
景
を
形
作
る
風
物
に
つ
い
て
も
ま
た
、
接
し
得
た

喜
び
や
驚
き
を
語
る
べ
く
、個
別
的
に
か
つ
具
体
的
に
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
の
分
析
を
通
し
て
、
さ
ら
に
蜀
山
の
風
景
に
つ
い
て
も

言
及
し
て
お
き
た
い
。 

 

蜀
山
は
、
雍
州
の
「
北
の
か
た
」
に

（
19
）

あ
り
、
唐
后
の
父
の
大
臣
の
籠
り
住
ま
う

「
お
も
し
ろ
き
家
」
が
あ
る
。
そ
こ
は
、
唐
の
帝
に
后
を
嫁
が
せ
た
も
の
の
、
一

の
大
臣
の
迫
害
の
た
め
に
、官
位
も
返
上
し
て
世
間
の
柵
か
ら
遁
れ
来
た
居
所
で

あ
っ
た
。
こ
の
蜀
山
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
る
の
は
、
山
陰
で
の
中
納
言
と

唐
后
と
の
「
春
の
夜
の
夢
」
の
契
り
を
経
て
後
で
あ
る
。
一
夜
の
逢
瀬
と
不
義
の

懐
妊
に
よ
っ
て
中
納
言
と
の
宿
縁
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
唐
后
は
、第
三
皇
子
と
帝

と
を
慮
っ
て
父
大
臣
の
い
る
蜀
山
に
籠
も
る
。
そ
し
て
唐
后
不
在
の
中
、
中
納
言

を
含
め
て
三
者
は
互
い
に
后
恋
し
さ
を
慰
め
合
う
の
だ
が
、
殊
、
中
納
言
に
至
っ

て
は
「
山
陰
の
女
」
の
忘
れ
難
さ
に
つ
け
て
も
、
唐
后
へ
の
思
慕
が
な
お
の
こ
と

募
っ
て
く
る
。「
い
み
じ
う
恋
し
う
わ
り
な
う
な
り
た
る
ふ
る
さ
と
も
、
こ
の
人

に
逢
ひ
見
で
帰
ら
む
こ
と
は
、
え
あ
る
ま
じ
う
思
ひ
わ
た
る
」（
巻
一
、
八
三
頁
）

う
ち
、
中
納
言
は
耐
え
き
れ
ず
唐
后
と
一
目
会
う
べ
く
蜀
山
を
訪
れ
る
。 

 

蜀
山
に
参
り
た
れ
ば
、
山
の
さ
ま
高
く
は
げ
し
く
て
、
滝
の
落
つ
る
水
の
流

れ
、
草
木
の
な
び
き
も
世
の
つ
ね
な
ら
ぬ
さ
ま
に
、
大
臣
の
御
す
み
か
、
い

と
い
み
じ
く
お
も
し
ろ
く
め
で
た
し
。 

（
巻
一
、
八
三
頁
） 

  

こ
の
箇
所
は
、
池
田
氏
の
、
唐
絵
に
お
け
る
山
岳
描
写
の
様
式
に
倣
っ
た
も
の

と
の
指
摘
を

（
20
）

諸
注
も
援
用
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
物
語
冒
頭
の
「
華
山
」
で
も

「
華
山
と
い
ふ
山
、
峰
高
く
谷
深
く
、
は
げ
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
と
類
す
る

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
華
山
が
中

納
言
を
し
て
「
あ
は
れ
に
心
細
」
さ
を
懐
か
せ
る
風
景
で
あ
っ
た
一
方
、
蜀
山
に

対
す
る
中
納
言
の
心
情
と
は
、傍
線
部
の
よ
う
に
過
剰
な
ほ
ど
の
修
飾
語
を
伴
っ

た
極
め
て
明
る
い
も
の
で
あ
り
、た
ぶ
ん
に
晴
れ
や
か
な
風
景
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
無
論
、
河
陽
県
に
お
け
る
中
納
言
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、唐
后
と
再
び
会
っ
て
情
を
交
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待

が
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、こ
の
よ
う
な
昂
揚
が
蜀
山
の
風
景
へ
の
印
象

を
形
作
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。 

 

そ
し
て
、
蜀
山
に
在
る
中
納
言
の
中
で
度
々
反
芻
さ
れ
る
胸
の
裡
に
は
、
唐
后

の
出
自
や
父
大
臣
の
来
歴
と
も
深
く
関
わ
る
、日
本
と
の
関
係
性
へ
の
気
づ
き
が

あ
る
。
些
か
長
く
は
あ
る
が
、
中
納
言
が
唐
后
の
父
大
臣
と
対
座
し
、
そ
の
翌
朝
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中
納
言
が
蜀
山
を
後
に
す
る
箇
所
を
あ
げ
る
。 

 
中
納
言
を
見
る
よ
り
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
う
ち
泣
き
て
、
わ
れ
、
む
か
し
日
本
に

渡
り
て
、
年
経
し
あ
り
さ
ま
な
ど
、
こ
ま
か
に
語
り
給
ふ
。
こ
れ
は
す
べ
て
、

い
さ
さ
か
あ
ら
ぬ
世
の
人
と
お
ぼ
え
ず
、
た
だ
わ
が
世
の
人
に
た
が
ふ
こ
と

な
し
。
も
の
言
ひ
あ
り
さ
ま
も
世
の
つ
ね
な
れ
ば
、
な
つ
か
し
く
お
ぼ
え
て
、

物
語
り
こ
ま
や
か
に
し
給
ふ
に
、
う
ち
解
け
、
こ
の
后
の
御
母
に
別
れ
し
ほ

ど
の
こ
と
な
ど
、
語
り
出
で
た
る
ま
ま
に
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
。［…

…

］ 

 

朝
ぼ
ら
け
の
山
か
げ
、
木
暗
く
霧
り
わ
た
る
に
、
后
の
御
方
の
妻
戸
押
し

あ
け
て
、
簪
う
る
は
し
く
、
例
の
絵
に
描
き
た
る
や
う
な
る
人
々
、
さ
し
出

で
て
見
送
る
に
、
立
ち
か
へ
り
や
す
ら
ひ
つ
つ
、 

朝
霧
の
峰
に
も
尾
に
も
立
ち
こ
め
て
帰
ら
む
か
た
も
え
こ
そ
知
ら
れ
ね 

と
の
た
ま
へ
ば 

尾
に
立
つ
や
山
の
峡
な
る
朝
霧
の
晴
れ
ず
は
し
ば
し
立
ち
と
ま
れ
か
し 

と
答
へ
た
る
も
、
見
し
世
に
は
変
ら
ず
。
こ
の
大
臣
の
、
日
本
の
人
に
馴
れ
、

母
宮
も
か
の
世
の
人
な
り
け
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
后
の
御
あ
た
り
の
人
は
か
か

る
な
ん
め
り
。
一
の
大
臣
の
あ
り
さ
ま
、
人
々
の
も
の
言
ひ
し
な
ん
ど
は
、

見
も
知
ら
ず
、
ま
こ
と
に
あ
ら
ぬ
世
と
こ
そ
お
ぼ
え
し
か
、
と
思
ひ
合
は
す

る
に
、［…

…

］ 

（
巻
一
、
八
六―

八
八
頁
） 

  

傍
線
部
に
共
通
す
る
の
は
、「
た
だ
わ
が
世
の
人
に
た
が
ふ
こ
と
な
し
」
や
「
見

し
世
に
は
変
ら
ず
」
と
い
っ
た
、
唐
后
周
辺
の
人
物
に
対
す
る
「
日
本
ら
し
さ
」

へ
の
気
づ
き
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
よ
う
な
思
い
は
、
さ
き
の
「
菊
の
花
の
夕
べ
」

で
唐
后
を
は
じ
め
て
目
に
し
た
と
き
に
、
中
納
言
が
「
母
宮
の
御
あ
り
さ
ま
に
似

て
、
も
て
な
し
あ
り
さ
ま
、
も
の
う
ち
の
た
ま
へ
る
け
は
ひ
、
日
本
の
人
に
い
さ

さ
か
も
た
が
は
ず
」（
巻
一
、
四
八
頁
）
と
唐
后
を
評
し
て
お
り
、
ま
た
侍
女
た

ち
に
つ
い
て
も
同
様
に
、「
宮
の
御
あ
り
さ
ま
に
似
つ
つ
た
を
や
か
な
れ
ば
」（
同

頁
）
と
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
に
も
窺
い
得
る
。
そ
し
て
、
父
大
臣
が
日
本
的
で
あ

れ
ば
こ
そ
「
な
つ
か
し
く
お
ぼ
え
」
る
と
す
る
波
線
部
は
、
同
様
に
「
菊
の
花
の

夕
べ
」
で
も
唐
后
が
日
本
的
な
美
質
を
具
え
て
い
る
故
に
「
な
つ
か
し
く
」
思
え

る
と
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
へ
の
指
摘
は
夙
に
あ

り
、

（
21
）

た
と
え
ば
近
時
、
神
原
萌
葉
氏
は
右
の
箇
所
を
取
り
上
げ
て
「
中
納
言
は
異

国
の
地
に
お
い
て
少
し
で
も
日
本
的
な
も
の
に
触
れ
る
と
、本
質
の
唐
的
な
部
分

が
見
え
な
く
な
り
、「
な
つ
か
し
」
さ
を
感
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
22
）

と

し
て
い
る
。
本
稿
は
、
風
景
を
糸
口
に
唐
土
の
あ
り
よ
う
の
分
析
を
試
み
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
、

「
朝
ぼ
ら
け
の
山
か
げ
」
以
下
の
風
景
の
叙
述
は
、『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
の

北
山
や

（
23
）

「
橋
姫
」
巻
の
宇
治
の
山
荘
の
風
景
が
、
侍
女
と
の
贈
答
を
媒
介
に
影
を

落
と
し
て
い
よ
う
。
た
だ
、
点
線
部
の
「
例
の
絵
に
描
き
た
る
や
う
な
る
人
々
」

を
み
お
と
し
て
は
な
る
ま
い
。「
例
の
」
の
一
語
に
よ
っ
て
「
菊
の
花
の
夕
べ
」

で
目
に
し
た
侍
女
の
新
鮮
な
印
象
が
こ
こ
で
再
び
喚
起
さ
れ
る
と
と
も
に
、蜀
山

の
異
国
性
は
こ
の
一
点
に
お
い
て
も
決
し
て
損
な
わ
れ
ず
に
あ
る
こ
と
が
窺
え

よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
風
景
の
中
で
話
を
聞
い
て
か
ん
じ
た
、
父
大
臣
と

唐
后
と
の
日
本
と
の
繫
が
り
が
、却
っ
て
中
納
言
の
目
に
き
わ
だ
っ
て
魅
力
的
な

性
格
と
し
て
映
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

そ
の
上
で
興
味
深
い
の
は
、破
線
部
に
あ
る
一
の
大
臣
家
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
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中
納
言
の
胸
中
に
あ
っ
て
唐
后
と
父
大
臣
と
対
峙
さ
せ
ら
れ
る
と
き
、「
ま
こ
と

に
あ
ら
ぬ
世
と
こ
そ
お
ぼ
え
し
か
」
と
ま
で
評
さ
れ
る
一
の
大
臣
家
に
つ
い
て
、

さ
い
ご
に
み
て
い
く
。 

 

中
納
言
が
一
の
大
臣
家
を
訪
れ
る
の
は
、五
の
君
の
恋
煩
い
を
慰
め
る
べ
く
催

さ
れ
た
花
宴
の
折
り
で
あ
る
。一
の
大
臣
直
々
の
招
待
で
赴
い
た
そ
の
家
の
よ
う

す
は
、「
い
み
じ
く
造
り
か
ざ
ら
れ
た
る
さ
ま
、
内
裏
に
こ
と
な
ら
ず
磨
き
立
て

た
り
」（
巻
一
、
五
八
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ど
う
に
か
娘
の

五
の
君
と
会
わ
せ
よ
う
と
す
る
一
の
大
臣
の
、「
た
だ
入
れ
に
入
る
る
」
と
い
う

ほ
ど
の
執
拗
な
勧
め
も
あ
り
、
遂
に
断
り
き
れ
ず
に
御
簾
を
窺
っ
た
中
納
言
は
、

そ
こ
で
五
の
君
と
対
座
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

内
の
し
つ
ら
ひ
さ
ら
に
も
い
は
ず
、
か
か
や
く
ば
か
り
に
て
、
女
房
五
十
人

ば
か
り
い
み
じ
う
し
や
う
ぞ
き
て
、
髪
上
げ
、
団
扇
さ
し
つ
つ
、
柱
ご
と
に

火
と
も
し
わ
た
し
て
並
み
ゐ
た
り
。
む
す
め
の
君
は
、
帳
の
か
た
び
ら
す
こ

し
捲
き
上
げ
て
、
団
扇
を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
て
、
見
出
で
て
臥
し
た
り
。
め

づ
ら
か
に
、
を
か
し
う
も
あ
さ
ま
し
う
も
お
ぼ
え
て
、
い
か
が
は
せ
む
、
河

陽
県
の
后
の
御
や
う
に
だ
に
あ
ら
ば
し
も
、
身
の
い
た
づ
ら
に
な
ら
む
も
お

ぼ
え
ず
か
し
、
と
お
ぼ
し
て
、
帳
の
も
と
近
く
寄
り
て
、
も
の
な
ど
の
た
ま

ふ
に
、
恥
ぢ
け
た
る
け
し
き
も
な
し
。
火
影
に
見
れ
ば
、
十
七
八
ば
か
り
に

て
、
白
う
を
か
し
げ
に
は
あ
れ
ど
、
后
の
御
あ
り
さ
ま
に
は
た
と
へ
や
る
べ

き
か
た
も
な
し
。
答
へ
す
る
も
聞
き
知
ら
ぬ
言
葉
が
ち
に
て
、
ま
こ
と
に
あ

ら
ぬ
世
の
心
地
す
る
に
、
か
ば
か
り
も
な
ぞ
や
、
と
す
さ
ま
じ
く
て
、
床
に

押
し
か
か
り
つ
つ
、
琴
を
す
さ
み
て
、
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
け
れ
ば
、［…

…

］ 

（
巻
一
、
六
一―

六
二
頁
） 

  

と
り
わ
け
唐
后
と
の
比
較
に
お
い
て
五
の
君
の
劣
り
様
が
波
線
部
で
く
り
返

し
述
べ
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
極
め
つ
け
は
太
線
部
で
あ
り
、
さ
き
の
蜀
山
で
の
中

納
言
の
胸
懐
の
淵
源
に
は
、こ
の
と
き
の
五
の
君
に
対
す
る
鼻
白
ん
だ
興
ざ
め
な

思
い
が
あ
る
も
の
と
言
い
得
る
。
た
し
か
に
傍
線
部
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
も

み
て
き
た
よ
う
な
「
唐
国
ら
し
さ
」
を
窺
わ
せ
る
叙
述
も
あ
る
が
、
そ
こ
に
一
語

も
「
お
も
し
ろ
し
」
や
「
め
づ
ら
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
は
注
目
に
値
し

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
昂
揚
を
誘
う
出
来
事
も
な
い
ま
ま
み
つ
め
る
唐
土
の
風
景

と
は
、「
ま
こ
と
に
あ
ら
ぬ
世
の
心
地
」
と
い
う
語
が
端
的
に
表
す
通
り
、
本
当

に
〝
異
国
〟
的
で
あ
ま
り
に
も
気
遠
く
、中
納
言
に
と
っ
て
は
殆
ど
情
緒
を
掻
き

立
る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
の
大
臣
家
の
五
の
君
を

中
納
言
が
再
評
価
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
帰
国
が
迫
る
中
、
五
の
君
か
ら

送
ら
れ
て
き
た
文
に
よ
っ
て
再
訪
し
た
折
り
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
昼
の
文
、
め
づ
ら
し
う
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ば
、
一
の
大
臣
の
御
も
と
に
、

忍
び
て
立
ち
寄
り
給
へ
り
。
深
き
夜
の
月
、
浮
雲
だ
に
な
び
か
ず
澄
め
る
に
、

は
る
か
に
広
き
池
の
中
島
に
作
り
か
け
た
る
楼
台
に
、
三
四
五
の
君
、
琴
ど

も
か
き
合
は
せ
て
、
月
を
な
が
む
る
ほ
ど
な
り
。
や
が
て
、「
こ
な
た
に
」
と

て
入
れ
た
て
ま
つ
れ
ば
、
中
島
の
汀
よ
り
横
た
は
れ
生
ひ
出
で
て
、
楼
台
の

上
に
さ
し
お
ほ
ひ
た
る
紅
葉
の
、
着
て
も
ま
こ
と
に
夜
の
錦
か
と
見
え
た
る

に
、
御
簾
捲
き
上
げ
て
、
几
帳
ば
か
り
を
う
ち
お
ろ
し
て
入
れ
た
て
ま
つ
れ

り
。
つ
ね
は
い
か
が
あ
ら
む
、
お
も
し
ろ
き
池
の
上
、
紅
葉
の
影
に
て
、
い

と
う
る
は
し
く
し
や
う
ぞ
き
、
髪
上
げ
て
ゐ
た
る
、
月
か
げ
と
も
い
づ
れ
と
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も
な
く
、
絵
に
描
き
た
る
や
う
な
り
。
三
の
君
琴
、
四
の
君
箏
の
琴
、
五
の

君
琵
琶
、
か
き
合
は
せ
た
る
声
々
、
い
づ
れ
と
も
な
く
お
も
し
ろ
し
。 

（
巻
一
、
一
二
〇
頁
） 

  

さ
き
の
箇
所
と
較
べ
て
も
、
殊
、
傍
線
部
の
風
景
の
叙
述
が
「
お
も
し
ろ
し
」

の
形
容
詞
を
伴
っ
て
詳
細
に
な
る
と
と
も
に
、
点
線
部
の
「
絵
に
描
き
た
る
や
う

な
り
」
の
喩
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
一
の
大
臣
家
の
よ
う
す
は
明
ら
か

に
肯
定
的
な
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
中
納
言
は
「
日
本

の
山
よ
り
出
で
む
月
見
て
も
ま
づ
ぞ
今
宵
は
恋
し
か
る
べ
き
」（
巻
一
、
一
二
一

頁
）
の
詠
を
も
っ
て
五
の
君
と
贈
答
し
、
そ
し
て
五
の
君
の
返
事
と
琵
琶
の
音
に

つ
け
て
も
、「
な
ど
て
月
ご
ろ
聞
き
な
ら
さ
ざ
り
つ
る
ぞ
と
、
こ
れ
さ
へ
あ
か
ぬ

も
の
思
ひ
」（
巻
一
、
一
二
二
頁
）
が
付
け
加
わ
っ
た
と
し
て
物
語
は
閉
じ
ら
れ

る
。「
ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
心
を
忘
る
る
」
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、

中
納
言
の
胸
中
に
五
の
君
と
の
贈
答
が
思
い
出
と
し
て
深
く
刻
ま
れ
た
よ
う
で

あ
る
。 

 

し
か
し
、
ど
う
し
て
こ
こ
で
、
中
納
言
は
五
の
君
を
再
評
価
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
さ
き
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
帰
国
が
間
近
に
迫
る
中
で
、

五
の
君
で
さ
え
も
再
会
困
難
で
あ
る
と
い
う
、
日
本
と
唐
と
の
間
に
あ
る
物
理
的

な
距
離
の
遠
さ
に
思
い
至
っ
た
こ
と
が
、中
納
言
を
し
て
そ
の
よ
う
に
思
わ
せ
た

の
だ
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
、
中
納
言
の
こ
の
「
遠
さ
」
へ
の
気
づ
き
こ
そ
が
、

唐
土
の
風
景
を
い
か
よ
う
に
も
変
じ
て
み
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、ま
た
そ
う
し
た

点
に
こ
そ
、
異
国
と
い
う
舞
台
の
核
が
あ
る
も
の
と
言
い
得
る
。
思
え
ば
、
河
陽

県
の
風
景
も
、
困
難
を
極
め
る
渡
航
の
果
て
の
、
転
生
後
の
父
・
唐
の
第
三
皇
子

と
の
〝
再
会
〟
の
「
う
れ
し
さ
」
に
縁
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
ふ
る
さ
と

を
恋
ふ
る
心
を
忘
る
る
」
ほ
ど
鮮
烈
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
唐
后
も
ま

た
、
帰
国
す
る
と
忽
ち
再
会
困
難
な
関
係
に
な
る
か
ら
、「
こ
の
人
に
逢
ひ
見
で

帰
ら
む
こ
と
は
、
え
あ
る
ま
じ
う
」
と
ま
で
思
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
唐
后
の

居
所
も
ま
た
異
国
に
在
る
こ
と
を
殊
に
か
ん
じ
さ
せ
る
風
景
と
し
て
中
納
言
の

「
目
」
に
は
映
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
異
国
と
い
う
舞
台
を
本
作
品
が

方
法
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、他
作
品
に
は
み
い
だ
せ
な
い
斬
新
な
展
開
と
人
間

関
係
を
語
り
得
た
の
だ
が
、
そ
の
筋
書
に
奥
行
き
を
あ
た
え
る
主
人
公
・
中
納
言

の
胸
の
裡
を
映
し
出
す
装
置
と
し
て
、唐
土
の
風
景
は
濃
淡
様
々
に
描
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

 

四 

お
わ
り
に 

  

本
稿
で
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
一
の
唐
土
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
風
景

を
糸
口
に
再
検
討
を
試
み
た
。
日
唐
間
の
、
こ
ん
に
ち
以
上
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

そ
の
「
遠
さ
」
は
、
在
唐
中
の
中
納
言
の
胸
の
裡
に
常
に
影
を
落
と
す
。
そ
れ
は

時
に
郷
愁
を
、
時
に
昂
揚
を
誘
う
心
因
と
な
る
の
だ
が
、
中
納
言
の
、
そ
う
し
た

異
国
を
舞
台
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
人
間
関
係
と
、そ
の
中
で
萌
芽
す
る
特

別
な
心
情
と
を
語
る
の
に
、物
語
は
唐
土
の
風
景
を
巧
妙
に
描
き
出
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
単
に
風
物
に
よ
る
「
唐
国
ら
し
さ
」
の
演
出
を
一
方
で
試
み
つ
つ
、

景
情
を
か
さ
ね
合
わ
せ
て
唐
土
を
形
作
る
こ
と
で
、
本
作
品
の
、
異
国
を
舞
台
に

す
る
と
い
う
方
法
は
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
中
で
活
き
て
く
る
の
で
あ
る
。些
か
素

朴
な
結
論
へ
と
分
析
は
収
斂
し
て
い
く
よ
う
で
も
あ
る
が
、た
だ
従
来
論
の
よ
う

に
唐
を
描
く
と
い
う
営
み
そ
れ
自
体
を
、
作
者
、
或
い
は
作
者
の
知
識
と
そ
の
基

盤
へ
と
直
結
さ
せ
る
捉
え
方
に
は
、問
い
直
す
べ
き
点
が
未
だ
残
さ
れ
て
い
る
も
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の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
本
作
品
の
唐
土
と
い
う
舞
台
を
捉
え
て
み
る
と
、『
無
名
草
子
』

（
24
）

の
評
言
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。 

 

『
み
つ
の
浜
松
』
こ
そ
、『
寝
覚
』『
狭
衣
』
ば
か
り
の
世
の
覚
え
は
な
か
め

れ
ど
、
言
葉
遣
ひ
、
あ
り
さ
ま
を
は
じ
め
、
何
事
も
め
づ
ら
し
く
、
あ
は
れ

に
も
い
み
じ
く
も
、
す
べ
て
物
語
を
作
る
と
な
ら
ば
、
か
く
こ
そ
思
ひ
寄
る

べ
け
れ
、
と
お
ぼ
ゆ
る
も
の
に
て
は
べ
れ
。
す
べ
て
こ
と
の
趣
め
づ
ら
し
く
、

歌
な
ど
も
よ
く
、
中
納
言
の
心
用
ゐ
、
あ
り
さ
ま
な
ど
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
こ

の
、
薫
大
将
の
た
ぐ
ひ
に
な
り
ぬ
べ
く
、
め
で
た
く
こ
そ
あ
れ
。 

（
二
三
五
頁
） 

  

傍
線
を
付
し
た
箇
所
の
よ
う
に
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
物
語
創
作
の
模
範

と
も
な
り
得
る
と
い
う
ひ
じ
ょ
う
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
が
、そ
れ
と
い
う
の

も
、
当
然
、
渡
唐
物
語
を
果
敢
に
も
試
み
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
唐
と

い
う
異
国
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
じ
っ
さ
い
に
目
に
し
た
こ
と
が
な
く
と
も
、
ま

た
準
備
で
き
る
資
料
に
た
と
え
か
ぎ
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
主
人
公
・
中
納
言

を
巧
み
に
操
作
す
る
こ
と
で
い
か
よ
う
に
も
物
語
の
空
間
を
形
作
る
こ
と
は
可

能
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
工
夫
の
一
端
が
、
本
作
品
の
風
景
を
め
ぐ
る
叙

述
に
明
ら
か
に
窺
え
、そ
の
景
情
織
り
交
ざ
る
行
文
が
当
代
の
読
者
を
し
て
新
鮮

な
興
趣
を
催
さ
せ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に

お
け
る
唐
土
の
風
景
と
は
、
作
者
の
中
国
の
故
事
に
関
す
る
知
識
や
唐
絵
、
或
い

は
中
国
に
ま
つ
わ
る
文
芸
（
た
と
え
ば
、
散
逸
物
語
の
『
唐
国
』
や
『
長
恨
歌
』、

『
長
恨
歌
伝
』、
ま
た
『
長
恨
歌
』
を
翻
案
し
た
と
い
う
散
逸
物
語
）、『
う
つ
ほ

物
語
』、『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
想
像
力
が
な
け
れ

ば
、
描
き
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
工
夫
は
、
時

に
充
分
に
異
国
性
を
揺
曳
し
た
展
開
を
作
り
出
し
て
も
い
よ
う
。
た
だ
、
唐
土
の

あ
り
よ
う
が
精
確
か
ど
う
か
を
論
う
の
は
、や
は
り
作
品
を
豊
か
に
繙
く
営
み
と

は
言
い
難
い
。
本
作
品
の
成
し
た
渡
唐
物
語
へ
の
挑
戦
と
は
、
む
し
ろ
『
う
つ
ほ

物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
先
行
物
語
が
展
開
し
た
「
唐
」
と
い
う
物
語

空
間
の
再
開
拓
の
試
み
と
し
て
あ
り
、創
造
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
交
歓
を
狙
う
戦
略

と
し
て
志
向
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

本
稿
で
は
、紙
幅
の
余
裕
か
ら
巻
二
以
下
の
物
語
世
界
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

殆
ど
言
及
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
巻
一
が
語
る
と
こ
ろ
の
渡
唐
物
語
は
、
帰
国

後
も
中
納
言
の
胸
中
を
く
り
返
し
束
縛
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
以

後
の
筋
書
と
の
有
機
的
な
繫
が
り
を
繙
く
こ
と
が
、
本
作
品
の
「
唐
土
」
と
い
う

舞
台
の
あ
り
よ
う
を
い
っ
そ
う
立
体
的
に
炙
り
出
す
方
法
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
の
濃
密
な
影
響
関
係
が
あ
る
『
松
浦
宮
物
語
』
の
よ
う

に
、「
異
国
」
と
い
う
要
素
を
共
有
す
る
作
り
物
語
同
士
の
相
互
連
関
に
つ
い
て

も
思
い
合
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
厖
大
に
あ
っ
た
は
ず
の
平
安
・
鎌
倉
時
代

の
物
語
文
芸
を
め
ぐ
る
情
況
に
鑑
み
る
と
、唐
の
み
な
ら
ず
史
実
と
し
て
交
易
の

あ
っ
た
「
高
麗
（
渤
海
）」
の
よ
う
な
周
辺
国
を
舞
台
に
す
る
物
語
も
有
り
得
た

の
だ
ろ
う
か
と
想
像
が
掻
き
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

（
25
）

こ
の
よ
う
な
文
芸
史

的
な
展
開
も
含
め
た
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
「
唐
」
を
め
ぐ
る
分
析
は
、

爾
後
の
と
り
く
み
と
し
た
い
。 

 

※
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
本
文
は
、
池
田
利
夫
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
27
『
浜
松
中
納
言
物
語
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
四
月
）
を
用
い
、
本
稿
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で
本
文
を
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
頁
数
を
示
し
た
。
な
お
、
私
に
傍
線
・
符
号
・

注
等
を
付
し
た
箇
所
が
あ
る
。 

 

《
注
》 

 

（
１
）
藤
岡
作
太
郎
著
『
国
文
学
全
史
２ 

平
安
朝
篇
』「
浜
松
中
納
言
物
語
」（
秋
山
虔

校
注
、
東
洋
文
庫
247
〈
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
二
月
〉）、
一
八
四
頁
。
な
お
、

松
尾
聰
「
浜
松
中
納
言
物
語
の
唐
の
描
写
に
つ
い
て
」（『
文
学
』
第
一
巻
第
七
号
、

一
九
三
三
年
一
〇
月
）、
山
川
常
次
郎
「『
御
津
の
浜
松
』
に
於
け
る
日
支
関
係
」

（『
古
典
研
究
』
第
六
巻
第
六
号
、
一
九
四
一
年
六
月
）
も
参
照
し
た
。 

（
２
）
池
田
利
夫
著
『
更
級
日
記 

浜
松
中
納
言
物
語
攷
』（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
八
九

年
四
月
）、
第
八
章
「
浜
松
中
納
言
物
語
に
於
け
る
唐
土
の
問
題
」、
三
八
二
頁
。

初
出
は
、「
浜
松
中
納
言
物
語
に
於
け
る
唐
土
の
問
題
」（『
芸
文
研
究
』
第
一
〇

号
、
一
九
六
〇
年
六
月
）。 

（
３
）
須
田
哲
夫
「
浜
松
中
納
言
物
語
に
於
け
る
作
者
の
唐
知
識
論
」（『
文
学
・
語
学
』

第
五
号
、
一
九
五
七
年
九
月
）。
須
田
氏
は
、
作
者
の
唐
知
識
の
粗
雑
さ
を
指
摘

す
る
旧
来
の
議
論
に
対
し
、
作
者
が
孝
標
女
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
疑
義
を
呈

し
た
上
で
、「「
浜
松
」
の
作
者
の
唐
土
の
知
識
に
就
い
て
（
一
）
そ
の
順
路
に
於

け
る
地
理
知
識
と
（
二
）
風
土
習
慣
描
写
と
に
分
け
て
考
え
て
来
た
の
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
作
者
は
そ
の
執
筆
に
際
し
て
は
そ
の
知
識
に
お
い
て

相
当
な
用
意
を
以
っ
て
叙
述
を
進
め
た
事
が
明
ら
か
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、『
更
級
日
記
』
に
み
ら
れ
る
種
々
の
「
伝
説
」
に
も
焦
点
を
当
て
、「
物
語
の

構
成
に
於
け
る
描
写
内
容
は
作
者
内
部
の
伝
説
愛
好
の
精
神
に
よ
っ
て
裏
付
け

ら
れ
て
い
る
」
と
も
指
摘
す
る
。 

（
４
）
小
塩
慶
「
国
風
文
化
期
に
お
け
る
中
国
文
化
受
容 

―

異
国
描
写
を
手
掛
か
り

と
し
て―

」（『
史
林
』
第
一
〇
〇
巻
第
六
号
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
）。
小
塩

氏
は
、
孝
標
女
が
家
系
に
お
い
て
漢
籍
利
用
に
有
利
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う

推
測
を
留
保
し
つ
つ
も
、「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
中
国
知
識
の
背
景
に
あ
る
、

本
格
的
に
漢
籍
を
学
ば
な
く
と
も
類
書
的
知
識
や
和
文
の
物
語
に
よ
っ
て
中
国

の
故
事
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
た
、
当
時
の
社
会
状
況
」
に
注
目
し
、
本

作
品
が
成
し
た
異
国
像
の
形
成
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、
当
時
の

貴
族
女
性
に
お
け
る
漢
詩
文
素
養
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
山
本
淳
子
著
『
紫
式
部

日
記
と
王
朝
貴
族
社
会
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
八
月
）、
第
三
部
第
七
章

「
一
条
朝
に
お
け
る
漢
詩
文
素
養
に
関
す
る
社
会
規
範
と
紫
式
部
」（
初
出
は
、

『
人
間
文
化
研
究
』
第
三
六
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
に
詳
し
い
。 

（
５
）
注
（
３
）、（
４
）
以
外
に
も
、
同
趣
の
論
に
、
広
瀬
昌
子
「
浜
松
中
納
言
・
松
浦

宮
物
語
の
地
名
表
現
に
つ
い
て
」（『
甲
南
国
文
』
第
三
九
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）

が
あ
る
。
広
瀬
氏
は
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
作
者
を
孝
標
女
と
す
る
前
提
に

は
立
っ
て
い
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、
航
路
や
日
唐
間
の
所
要
日
数
、
距
離
な
ど

に
焦
点
を
当
て
、
作
者
が
「
遣
唐
使
」
に
関
す
る
記
録
を
参
考
に
物
語
を
創
作
し

た
も
の
と
推
論
し
て
い
る
。
ま
た
、「
作
者
が
舞
台
と
な
る
異
国
の
土
地
を
、
ど

う
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
か
を
調
査
し
て
み
た
結
果
、「
浜
松
中
納
言
」
の

方
が
、「
松
浦
宮
」
よ
り
も
形
容
し
て
い
る
地
名
が
多
く
、
ま
た
形
容
し
て
い
る

内
容
の
表
現
密
度
が
〝
濃
い
〟
と
分
か
っ
た
」
と
も
述
べ
、
殊
、
唐
の
地
名
表
現

に
、
異
国
を
物
語
世
界
の
舞
台
と
し
て
設
定
し
た
工
夫
の
痕
跡
が
顕
著
に
窺
わ

れ
る
も
の
と
指
摘
す
る
。 

（
６
）
丁
莉
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
「
唐
土
」 

―

知
識
（k

n
o
w

led
g
e

）

と
想
像
（im

ag
in

e

）
の
あ
い
だ―

」(

李
銘
敬
・
小
峯
和
明
編
、
ア
ジ
ア
遊
学
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197
『
日
本
文
学
の
中
の
中
国
』〈
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
六
月
〉)

。
丁
氏
は
、

「『
浜
松
』
の
作
者
は
、
た
と
え
実
体
験
が
伴
わ
な
く
と
も
、
知
識
と
想
像
で
唐

土
を
舞
台
と
す
る
物
語
を
作
り
上
げ
た
。
千
年
前
の
一
女
性
と
し
て
、
未
知
の
異

国
の
地
を
描
く
際
の
ハ
ン
デ
ィ
は
想
像
に
難
く
な
い
。［…

…

］
し
か
し
、
作
者

は
そ
う
し
た
ハ
ン
デ
ィ
を
克
服
し
て
、
初
め
て
の
異
国
物
語
に
果
敢
に
も
挑
戦

し
た
。
源
氏
物
語
の
巨
大
な
影
響
下
に
あ
っ
て
も
、
源
氏
物
語
に
は
な
い
新
し
い

趣
向
、
新
鮮
な
魅
力
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。 

（
７
）
本
稿
に
お
け
る
「
風
景
」
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
高
橋
文
二
著
『
風
景
と
共
感
覚

―

王
朝
文
学
試
論
』（
春
秋
社
、
一
九
八
五
年
九
月
）
の
定
義
に
拠
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
高
橋
氏
は
、
著
書
の
序
「
王
朝
文
学
世
界
の
風
景
と
情
念
」
の
中
で

「
こ
こ
で
風
景
と
は
単
な
る
自
然
の
景
観
の
謂
で
は
な
く
、
心
象
と
し
て
の
風

景
に
近
い
。［…

…

］
景
観
と
し
て
の
自
然
の
印
象
が
、［…

…

］
形
な
き
心
を
縁

取
る
形
と
し
て
記
憶
の
底
に
沈
み
、
折
々
は
蘇
っ
て
今
の
心
を
揺
す
る
。［…

…

］

そ
う
い
っ
た
心、
の、
形、
と
も
言
う
べ
き
自
然
の
印
象
を
総
じ
て
「
風
景
」
と
し
て
捉

え
」（
圏
点
マ
マ
、
三
頁
）
て
い
る
。
本
稿
も
ま
た
、
主
人
公
・
中
納
言
の
心
情

を
縁
取
る
も
の
と
み
て
、
本
作
品
の
唐
土
の
風
景
の
あ
り
よ
う
を
分
析
す
る
と

い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。 

（
８
）
池
田
氏
、
注
（
２
）
前
掲
著
書
。
ま
た
、
塩
田
公
子
「
浜
松
中
納
言
物
語
と
松
浦

宮
物
語 

―

「
唐
国
ら
し
さ
」
を
め
ぐ
っ
て―

」（
糸
井
通
浩
・
高
橋
亨
編

『
物
語
の
方
法 
―

語
り
の
意
味
論―

』〈
世
界
思
想
社
、
一
九
九
二
年
四

月
〉
所
収
）
に
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
「
唐
国
ら
し
さ
」
と
い
う

語
は
、
塩
田
氏
論
に
あ
る
術
語
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。 

（
９
）
王
子
猷
の
故
事
（『
晋
書
』、『
唐
物
語
』
な
ど
）
と
の
関
連
に
従
い
、
諸
注
「
山

陰
」
に
改
め
る
。『
物
語
後
百
番
歌
合
』
二
十
五
番
・
右
の
詞
書
に
、「
も
と
の
国

に
帰
り
な
む
と
て
の
秋
の
夕
べ
、
女
王
の
君
が
山
陰
の
家
に
立
ち
寄
り
て
消
息

す
れ
ど
、
つ
れ
な
け
れ
ば
」（
本
文
は
、
樋
口
芳
麻
呂
校
注
、
岩
波
文
庫
『
王
朝

物
語
秀
歌
選
（
上
）』〈
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
一
一
月
〉
に
拠
る
。
傍
線
は
私

に
付
し
た
）
と
あ
り
、
以
上
も
「
さ
ん
い
ふ
」
を
「
山
陰
」
に
正
す
上
で
の
徴
証

と
す
る
。
な
お
、
大
津
有
一
「
濱
松
中
納
言
物
語
雜
考
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

第
四
巻
第
一
二
号
、
一
九
三
九
年
一
二
月
）、
小
松
茂
美
著
『
校
本
濱
松
中
納
言

物
語
』（
一
九
六
四
年
九
月
）
も
参
照
し
た
。 

（
10
）
小
塩
氏
、
注
（
４
）
前
掲
論
文 

（
11
）
土
方
洋
一
氏
項
目
執
筆
「
お
も
し
ろ
し
」（
秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』〈
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
〉）。
な
お
、
松
尾
聰
著
『
源
氏
物
語
を
中
心
と

し
た
「
う
つ
く
し
・
お
も
し
ろ
し
」
攷
』「
中
古
の
作
品
に
お
け
る
「
お
も
し
ろ

し
」 

―

『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
し
て―

」（
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年

一
二
月
）
に
は
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
帰
納
さ
れ
る
「
お
も
し
ろ
し
」
の
語
義
に

つ
い
て
、「
限、
ら
れ
た

、
、
、
具
体
的

、
、
、
な、
対
象
、
、
に
接
し
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
「
明
る
く
晴

れ
や
か
な
き
も
ち
」
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
」（
圏
点
マ
マ
、
一
七
一
頁
）
と
あ
り
、

そ
の
語
義
は
『
源
氏
物
語
』
と
成
立
時
代
の
近
接
す
る
諸
作
品
の
用
例
に
つ
い
て

も
殆
ど
例
外
な
く
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。「
特
殊
個
別
的
な
」、
或
い
は
「
限
ら

れ
た
具
体
的
な
対
象
」
で
あ
る
、
唐
と
い
う
異
国
の
風
物
に
対
す
る
中
納
言
の
心

情
を
窺
わ
せ
る
鍵
語
と
な
っ
て
い
る
。 

（
12
）
大
野
晋
氏
項
目
執
筆
「
め
づ
ら
し
」（
大
野
晋
編
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』〈
角
川

学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
〉）
を
参
照
し
た
。 

（
13
）市
古
貞
次
著『
中
世
小
説
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
五
五
年
一
二
月
）、

三
二
六―
三
二
七
頁 

（
14
）
中
西
健
治
著
『
浜
松
中
納
言
物
語
全
注
釈 

上
巻
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
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二
月
）、
八
頁 

（
15
）『
和
漢
朗
詠
集
』
は
、
川
口
久
雄
著
『
和
漢
朗
詠
集
全
訳
注
』（
講
談
社
、
一
九

八
二
年
二
月
）
を
参
照
し
た
。
こ
の
詩
節
は
、
『
江
談
抄
』
や
『
古
今
著
聞
集
』

巻
第
四
な
ど
に
、
入
唐
僧
・
奝
然
が
自
作
と
偽
っ
て
唐
人
に
披
瀝
す
る
と
い
う
著

名
な
小
話
の
材
と
し
て
載
る
。
本
稿
で
言
及
す
る
と
こ
ろ
の
説
は
、
群
書
類
従
本

『
江
談
抄
』
巻
第
四
に
み
え
る
、「
蒼
波
路
遠
雲
千
里
。
白
霧
山
深
鳥
一
聲
。
橘

直
幹
。
石
山
作
。」
の
、
傍
線
を
付
し
た
注
の
内
容
を
指
す
。
た
だ
、
こ
の
言
述

が
史
実
か
否
か
、
ま
た
そ
も
そ
も
当
時
の
貴
族
社
会
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
ま
で
は
十
全
な
検
討
が
及
ん
で
お
ら
ず
、
爾
後
さ
ら

な
る
分
析
を
試
み
た
い
。 

（
16
）「
白
山
」
に
つ
い
て
、『
新
編
全
集
』
五
四
頁
・
注
三
で
は
、『
更
級
日
記
』
を
参

考
に
あ
げ
、「
加
賀
と
飛
騨
の
国
境
に
あ
る
今
の
白
山
。『
古
今
集
』
以
来
、
主
に

雪
の
消
え
な
い
山
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
る
」
と
す
る
。
一
方
で
、『
浜
松
中
納
言

物
語
全
注
釈
』
に
は
、「「
白
山
」
と
い
え
ば
、
日
本
で
は
「
こ
し
の
し
ら
や
ま
」

と
詠
ま
れ
る
越
前
国
の
歌
枕
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
関
わ
り
は
な
い
」
と
し
、

浜
松
中
納
言
物
語
の
会
が
校
注
す
る
『
浜
松
中
納
言
物
語 

巻
一 

注
釈
』（
二
〇

一
二
年
五
月
）
は
こ
れ
を
支
持
し
て
「
普
通
名
詞
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
本
稿
も

普
通
名
詞
と
み
て
は
い
る
が
、
一
方
で
断
言
を
避
け
、
郷
愁
に
駆
ら
れ
る
中
納
言

が
梅
の
盛
り
に
あ
る
山
を
「
白
き
山
」
と
は
せ
ず
に
「
白
山
、
、
」
と
み
る
、
そ
う
し

た
風
景
の
描
き
方
が
、
あ
と
に
来
る
独
詠
と
も
響
き
合
う
こ
と
で
「
越
の
白
山
」

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
よ
う
に
も
思
う
が
、
こ
の
点
は
さ
ら

に
検
討
を
試
み
た
い
。 

（
17
）『
浜
松
中
納
言
物
語 

巻
一 

注
釈
』
の
二
九
頁
「【
参
考
】「
菊
」
と
「
琴
」
の

女
君
、
唐
后
」
に
、「
こ
の
物
語
の
女
主
人
公
唐
后
は
、
こ
の
区
分
に
見
え
る
「
菊
」

と
「
琴
」
の
女
君
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
こ
の
物
語
を
一
貫
し
て
貫
く
「
回
想
の
コ

ー
ド
」
と
し
て
、
常
に
視
覚
（
も
し
く
は
嗅
覚
）
と
聴
覚
と
が
両
者
渾
然
一
体
と

な
っ
て
有
機
的
に
物
語
を
紡
い
で
ゆ
く
こ
と
と
な
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
前
提

に
は
、
神
田
龍
身
著
『
物
語
文
学
、
そ
の
解
体 

―

『
源
氏
物
語
』
宇
治
十
帖

以
降
』
（
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
九
月
）
の
Ⅷ
章
「
方
法
と
し
て
の
内
面 

―

後
冷
泉
朝
期
長
篇
物
語
覚
書―

」
の
議
論
が
あ
り
、
そ
の
中
で
神
田
氏

は
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
『
狭
衣
物
語
』
と
の
二
作
品
の
間
で
共
通
す
る
要
素

と
し
て
「「
回
想
」
と
い
う
こ
と
が
目
的
化
さ
れ
て
き
て
い
る
」
こ
と
を
あ
げ
、

「
浜
松
中
納
言
も
狭
衣
大
将
も
、［…

…

］
体
験
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
過
去
に

向
か
っ
て
回
想
す
る
た
め
に
こ
そ
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
」（
二
五
三
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。 

（
18
）
中
納
言
と
唐
后
と
の
出
会
い
を
契
機
と
し
て
み
い
だ
さ
れ
る
「
菊
」
の
表
現
を

め
ぐ
っ
て
は
、
久
下
晴
康
著
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究 

狭
衣
浜
松
』「
唐
后
転

生
へ
の
道 

―

持
続
す
る
菊
の
心
象―

」（
新
典
社
、
一
九
八
四
年
一
二
月
）

に
詳
し
い
。 

（
19
）
蜀
山
が
雍
州
の
「
北
の
か
た
」
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊

蔭
」
巻
で
俊
蔭
女
と
仲
忠
の
住
ま
う
「
う
つ
ほ
」
が
京
の
「
北
ざ
ま
」
の
山
中
に

あ
る
こ
と
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
の
舞
台
が
「
北
山
」
で
あ
る
こ
と

と
の
関
連
を
、
横
溝
博
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
蜀
山
の
風
景
を
「
若
紫
」

巻
を
下
敷
に
描
出
し
た
り
、
唐
后
と
中
納
言
と
の
間
の
不
義
の
男
君
の
出
産
を

「
す
べ
て
変
化
の
こ
と
な
り
」（
巻
一
、
八
八―

八
九
頁
）
と
語
っ
た
り
す
る
の

も
、
こ
の
「
北
の
か
た
」
と
い
う
一
語
が
負
う
機
能
と
し
て
捉
え
得
る
。
叙
上
の

よ
う
な
平
安
京
の
地
理
を
基
準
と
す
る
物
語
の
想
像
力
に
関
し
、
王
朝
物
語
に

は
様
々
な
形
で
同
趣
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
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つ
い
て
は
爾
後
も
検
討
に
と
り
く
み
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
い
き
た
い
。 

（
20
）
池
田
氏
、
注
（
２
）
前
掲
著
書 

（
21
）
神
田
龍
身
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
幻
視
行 

―

憧
憬
の
ゆ
く
え
」（『
文
藝
と

批
評
』
第
五
巻
第
五
号
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
） 

（
22
）
神
原
萌
葉
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
唐
国
観
の
再
検
討
」（『
清
泉
語
文
』
第
七

号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
） 

（
23
）
す
で
に
『
新
編
全
集
』
に
指
摘
が
あ
る
（
八
七
頁
、
注
九
）
が
、
こ
の
辺
り
の

蜀
山
の
風
景
は
、『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
の
、
北
山
の
尼
君
の
弔
問
を
理
由
に

紫
の
上
の
許
に
赴
く
、
そ
の
翌
朝
の
源
氏
の
家
路
を
描
く
箇
所
と
表
現
が
近
接

す
る
（
新
編
全
集
『
源
氏
物
語
①
』「
若
紫
」
巻
、
二
四
六
頁
）。 

（
24
）『
無
名
草
子
』
の
本
文
は
、
久
保
木
哲
夫
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

40
『
無
名
草
子
』（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
五
月
）
に
拠
る
。 

（
25
）
作
り
物
語
の
「
唐
土
」、「
高
麗
」
の
用
例
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
に
、
金
孝
淑

「
権
威
付
け
の
装
置
と
し
て
の
「
唐
土

も
ろ
こ
し

」
と
「
高
麗

こ

ま

」 
―

『
う
つ
ほ
物
語
』

『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
を
通
し
て―

」（
田
中
隆
昭
編
『
日
本
古
代
文
学

と
東
ア
ジ
ア
』〈
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
三
月
〉
所
収
）
が
あ
る
。
王
朝
物
語

を
通
史
的
に
み
て
い
く
と
、
徐
々
に
「
唐
」
や
「
高
麗
」
が
異
国
と
し
て
の
実
態

を
伴
わ
な
く
な
り
、『
狭
衣
物
語
』
に
至
っ
て
栄
華
や
尊
厳
を
漂
わ
せ
る
絶
対
的

な
権
威
と
し
て
図
式
的
記
号
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

一
方
、
成
立
時
代
の
近
接
す
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
は
、
殊
、
中
納
言
の
心
情

を
媒
介
に
、「
唐
」
を
極
め
て
有
機
的
に
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で

み
て
き
た
よ
う
に
風
景
の
叙
述
一
つ
を
と
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本

作
品
に
は
「
権
威
付
け
の
装
置
」
と
し
て
の
唐
土
の
あ
り
方
は
当
た
ら
な
い
も
の

と
思
え
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
中
西
健
治
「
日
唐
の
綾
な
す
異
郷 

―

浜
松
中
納
言
物
語
」（『
国
文
学
』
第
七
一
巻
第
五
号
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）

に
言
及
が
あ
る
。 

 
 
 
 

そ
う
な
る
と
、
た
と
え
ば
散
逸
物
語
に
描
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
異
国
」
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
よ
う

に
自
ら
進
ん
で
異
国
に
旅
立
つ
物
語
も
あ
れ
ば
、
図
ら
ず
も
異
国
に
流
浪
す
る

と
い
う
物
語
も
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
異
国
と
の
交
易
を
描
い
た
り
、
異
国
人
を

主
人
公
と
し
た
り
、
ま
た
、
異
国
の
名
称
を
あ
る
種
の
、
ま
さ
に
「
権
威
づ
け
」

の
修
飾
語
と
し
て
用
い
る
よ
う
な
例
は
た
ぶ
ん
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
し
得
る
。

も
ち
ろ
ん
、
物
語
を
書
く
上
で
参
考
に
す
る
資
料
の
多
寡
や
当
時
の
貴
族
社
会

で
の
異
国
に
対
す
る
態
度
も
、
作
品
世
界
に
取
り
こ
む
か
ど
う
か
や
そ
の
描
き

方
に
影
響
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
で
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
が
、
こ
れ
ま

で
の
表
現
伝
統
を
負
い
な
が
ら
も
、
あ
ら
た
め
て
唐
土
を
舞
台
に
し
た
と
い
う

一
事
に
お
い
て
、
後
進
の
文
芸
に
成
し
た
影
響
は
相
当
に
大
き
か
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

【
付
記
】 

 

本
稿
は
、
令
和
三
年
度
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム 

JP
M

JS
P

2
11

4
 

の
支
援
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
本
稿
は
、
令
和
三
年
度 

東
北
大
学
文
芸
談
話
会 

研
究
発
表
会
（
オ
ン

ラ
イ
ン
開
催
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
十
二
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
唐
土
の
風

景 
―

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
一
論 ―

」
に
基
づ
く
。
席
上
、
ご
指
導

ご
批
正
い
た
だ
い
た
方
々
に
、
誌
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。 

 

―

こ
し
だ
・
け
ん
す
け
／
博
士
課
程
後
期
一
年―

 
 


