
（
1
6
）
　
（
1
）
に
同
じ
。

（
1
7
）
　
『
古
典
俳
文
学
大
系
　
蕉
門
俳
詣
集
　
二
』
（
集
英
社
）
二
四
七
頁
。

（
1
8
）
　
「
『
お
く
の
は
そ
道
』
と
名
所
和
歌
集
」
（
『
俳
文
芸
4
号
』
）
、

Ⅱ
』
（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
）
（
有
精
堂
）
に
所
収
。

（
1
9
）
　
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
版
本
に
よ
っ
た
。

（
2
0
）
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
三
巻
（
小
学
館
）
一
二
頁
、
な
ら
び
に

語
辞
典
』
（
東
京
堂
）
一
四
八
頁
、
『
上
方
語
源
辞
典
』
（
東
京
堂
）

（
2
1
）
　
『
俳
書
大
系
　
貞
門
俳
語
彙
　
下
巻
』
（
春
秋
社
）
五
三
五
頁
。

（
2
2
）
　
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
十
三
巻
（
中
央
公
論
社
）
二
四
一
頁
。

（
2
3
）
　
（
1
4
）
に
同
じ
。

後
に
『
芭
蕉

『
近
世
上
方

六
二
頁
。

（
こ
は
や
し
・
と
お
る
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

中

野

重

治

の

啄

木

論

は
じ
め
に

中
野
重
治
が
啄
木
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
の
中
に
『
日
本
問
題
と
し
て
の

啄
木
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
短
い
文
章
だ
が
中
野
が
啄
木
に
何
を
見
て
い

た
か
を
表
し
た
簡
潔
な
一
文
で
あ
る
。
中
野
は
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
。

日
本
間
題
は
日
本
人
が
引
き
う
げ
ろ
ほ
か
は
な
い
。
啄
木
は
、
自
分

以
外
の
誰
か
に
も
何
か
に
も
頼
ま
な
い
で
自
分
で
問
題
を
引
き
う
け
て

そ
れ
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
彼
の
文
学
だ
っ
た
。
か
り

に
日
本
の
後
れ
と
い
う
こ
と
を
持
ち
だ
す
と
す
る
と
、
啄
木
は
他
の
何

か
に
よ
っ
て
こ
れ
を
あ
ざ
笑
わ
な
い
で
そ
の
後
れ
そ
の
も
の
に
立
っ
て

そ
れ
の
処
理
、
解
決
、
発
展
を
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
考
え
を
自
分
の

手
あ
し
を
働
か
し
て
い
く
ら
か
で
も
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
を
私

は
「
尊
い
」
と
い
う
言
葉
で
思
う
こ
と
も
あ
る
。

中
野
は
、
い
わ
ゆ
る
啄
木
の
「
研
究
者
」
で
は
な
い
が
、
大
正
末
期
に
執

筆
さ
れ
た
『
啄
木
に
関
す
る
断
片
』
を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
啄
木
に
つ
い
て

の
発
言
が
啄
木
の
研
究
史
の
中
で
占
め
る
位
置
は
小
さ
く
な
い
。
と
く
に

中
野
重
治
の
啄
木
論

田
　
　
口
　
　
道
　
　
幅

『
啄
木
に
関
す
る
断
片
』
と
そ
れ
に
続
い
て
書
か
れ
た
『
啄
木
に
つ
い
て
』

は
、
そ
の
後
の
啄
木
の
研
究
史
に
与
え
た
影
響
の
深
さ
の
点
で
避
け
て
通
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
野
の
啄
木
諭
は
し
ば
し
ば
こ
の
二
論
文
だ
け
が
取
り
上
げ

ら
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
な
い
し
は
左
翼
陣
営
の
代
表
的
な
啄
木
論
で
あ

り
、
歴
史
的
な
制
約
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
は
た

し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
中
野
の
啄
木
論
を
裁
断
し
た
側
に
欠
落
蔀
分

は
な
か
っ
た
か
。
中
野
が
「
見
落
と
す
」
の
と
は
逆
の
方
向
で
「
研
究
者
」

は
見
落
と
し
て
い
な
い
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
問
題
意
識
の
発
端
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
冒
頭
に
掲
げ
た
一
文
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
中
野
は
戦
後
、

自
説
を
訂
正
し
、
発
展
さ
せ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
中
心
点
を
ま
と
め
て
お
く

と
、
啄
木
と
「
日
本
問
題
」
な
い
し
は
国
家
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
啄
木

の
「
弱
き
」
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
啄
木

の
全
体
像
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
そ
れ
ら
の
課
題
を
中
心
に
戦
前
・
戦
後
中
野
の
啄
木
論

が
提
起
し
た
も
の
を
あ
ら
た
め
て
見
画
す
こ
と
で
あ
る
。
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戦
前
の
中
野
の
啄
木
論
に
つ
い
て
は
既
に
啄
木
の
研
究
史
を
扱
っ
た
論
文

の
車
で
多
々
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
贅
言
を
尽
く
す
こ
と
は
し
な

い
。
本
稿
で
問
題
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
整
理
し
て
お
き
た
い
。

中
野
は
『
啄
木
に
関
す
る
断
片
』
の
中
で
、
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
の
中

の
一
節
「
我
々
は
今
最
も
厳
密
に
、
大
胆
に
、
自
由
に
『
今
日
』
を
研
究
し

て
、
其
処
に
我
々
自
身
に
と
っ
て
の
　
『
明
日
』
の
必
要
を
発
見
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、
必
要
は
最
も
確
実
な
る
理
想
で
あ
る
」
を
解
釈
し
て
、
「
必
要
」
を

（
歴
史
的
）
「
必
然
」
と
み
な
し
た
。
ま
た
、
啄
木
の
到
達
し
た
思
想
が
ア
ナ

ー
キ
ズ
ム
で
も
な
く
、
社
会
主
義
を
止
め
た
も
の
で
も
卒
業
し
た
も
の
で
も

な
い
と
し
て
、
晩
年
の
啄
木
が
「
社
会
主
義
的
帝
国
主
義
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
た
こ
と
か
ら
社
会
主
義
を
放
棄
し
た
と
金
田
一
京
助
が
述
べ
た
の
を
批

判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
曲
解
者
ど
も
」
が
出
て
来
る
の
は
、

「
ひ
と
え
に
彼
の
詩
と
短
歌
と
の
み
を
見
た
た
め
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

中
野
は
啄
木
を
社
会
主
義
の
文
学
者
の
先
駆
と
し
て
そ
の
思
想
的
側
面
を
高

く
評
価
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
中
野
は
『
啄
木
に
つ
い
て
』
（
一
九
一
三
ハ
年
）
の
な
か
で
、
こ
の

「
社
会
主
義
的
帝
国
主
義
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
を
「
科
学
的
社
会
主
義
に

ご
く
近
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
最
後
に
彼
が
そ

こ
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ

る
。
」
と
自
説
を
訂
正
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い

が
、
こ
の
　
『
啄
木
に
つ
い
て
』
の
前
に
も
中
野
は
こ
の
間
題
に
つ
い
て
触
れ

三
六

で
い
る
。

彼
は
最
後
に
国
家
主
義
に
行
き
つ
い
た
と
い
ふ
人
も
あ
る
。
さ
う
で

な
い
と
私
は
考
え
た
こ
と
が
あ
る
が
し
か
し
実
際
に
は
さ
う
し
た
事
実

が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
断
じ
て
な
か
っ
た
と
我
々
が
今
日
断
定
す
る

こ
と
が
出
来
ぬ
。
し
か
し
仮
り
に
さ
う
で
あ
っ
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は

啄
木
の
そ
の
点
を
学
ば
ぬ
だ
け
で
あ
る
。
（
『
ハ
イ
ネ
と
啄
木
』
一
九
三
二
年
）

も
し
啄
木
が
こ
の
国
家
主
義
に
「
転
落
」
し
て
い
た
と
し
て
、
そ
う
い
う

点
を
見
な
い
で
そ
の
残
り
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
「
学
ぶ
」
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
論
法
は
、
こ
の
「
国
家
」
の
問
題
だ

け
で
は
な
い
。
再
び
『
啄
木
に
つ
い
て
』
を
み
て
み
る
と
、
「
啄
木
を
愛
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
啄
木
に
あ
っ
た
発
展
す
る
モ
メ
ン
ト
を
受
け
つ
ぐ
こ
と

で
あ
っ
て
、
啄
木
の
弱
点
や
誤
り
ま
で
も
そ
っ
く
り
受
け
と
る
こ
と
で
は
な

い
」
と
述
べ
、
そ
れ
は
思
想
だ
け
で
な
く
文
学
に
つ
い
て
も
言
え
る
と
し
て

「
弱
々
し
く
、
一
貫
し
て
受
動
的
だ
っ
た
」
詩
人
啄
木
を
「
積
極
的
な
」
思

想
家
啄
木
と
切
り
離
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

思
想
家
啄
木
の
積
極
面
を
評
価
し
、
そ
こ
に
中
野
自
身
の
文
学
者
と
し
て

の
理
想
を
兄
い
だ
そ
う
と
し
た
こ
と
、
一
方
で
啄
木
の
　
「
弱
き
」
　
の
問
題
に

つ
い
て
等
閑
視
し
、
啄
木
と
国
家
の
問
題
の
追
及
に
つ
い
て
も
徹
底
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
（
逆
説
的
で
あ
る
が
）
が
戦
前
の
中
野
の
啄
木
論
の
問
題
点
で

ある。

二

こ
こ
で
、
戦
前
の
中
野
の
啄
木
論
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
国
崎
望
久
太

郎
氏
の
仕
事
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

中
野
が
「
必
要
は
最
も
確
実
な
る
理
想
で
あ
る
」
の
「
必
要
」
を
「
必
然
」

の
意
味
に
読
み
替
え
た
こ
と
の
誤
り
は
、
戦
後
国
崎
氏
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
中
野
が
啄
木
の
思
想
的
到
達
に
「
曲
解
者
ど
も
」
が

生
じ
た
の
は
「
ひ
と
え
に
彼
の
詩
と
短
歌
と
の
み
を
見
た
た
め
」
と
い
う
こ

と
を
ひ
と
つ
の
理
由
に
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
一
文
「
啄

木
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
啄
木
に
お
い
て
あ
っ
た
発
展
す
る
モ
メ
ン
ト

を
受
け
つ
ぐ
こ
と
で
あ
っ
て
、
啄
木
の
弱
点
や
誤
り
ま
で
も
そ
っ
く
り
受
け

と
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
国
崎
氏
は
、
社
会
主
義
を
志
向
す
る
啄
木
と
抒
情
的
感
傷
的
詩
人
と
し

て
の
啄
木
と
い
う
二
つ
の
啄
木
像
に
分
裂
さ
せ
た
契
機
を
発
見
し
、
啄
木
像

を
統
一
す
る
こ
と
を
罪
障
し
た
の
で
あ
っ
た
。

国
崎
望
久
太
郎
の
発
言
は
、
中
野
の
『
啄
木
に
関
す
る
断
片
』
を
憶
矢
と

し
た
、
啄
木
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
先
駆
者
と
み
な
し
積
極
的
人
間
像
と

し
て
受
け
取
っ
た
従
来
の
啄
木
研
究
の
主
流
に
た
い
す
る
重
要
な
問
題
提
起

と
な
っ
た
。

し
か
し
、
啄
木
の
言
う
「
必
要
」
が
中
野
の
い
う
よ
う
な
歴
史
的
「
必

然
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
だ
と
し
て
も
、
国
崎
氏

が
そ
こ
か
ら
「
『
必
要
』
と
は
彼
の
内
的
な
要
求
、
主
体
が
主
体
と
し
て
自

己
を
確
立
す
る
た
め
に
祈
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
と
と
結
論
付
け
る
と
き
、

新
た
に
問
題
が
生
じ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
国
崎
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
見

て
み
よ
う
。啄

木
の
「
必
要
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
能
動
的
に
働
き
か
け
る
対
象
で

中
野
重
治
の
啄
木
論

あ
る
現
実
の
歴
史
的
過
程
に
お
け
る
客
観
的
必
然
性
で
は
あ
り
え
な
い
。

彼
自
身
の
人
間
的
諸
要
求
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
内
奥
か
ら
囁
き

か
け
る
自
我
の
全
面
的
解
放
の
要
求
に
こ
た
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
喪

失
せ
ん
と
す
る
実
存
の
抗
議
に
し
た
こ
う
こ
と
、
こ
う
い
う
内
面
的
、

し
た
が
っ
て
主
体
的
真
実
こ
そ
、
「
必
要
」
と
い
う
言
葉
に
包
括
さ
れ

た
意
味
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
氏
特
有
の
実
存
主
義
的
啄
木
像
が
導
き
出
さ
れ
る
。
今
井
泰
子

氏
は
国
崎
氏
の
『
啄
木
論
序
説
』
を
評
し
て
「
周
到
な
論
理
を
も
っ
て
独
自

の
啄
木
像
を
打
ち
出
し
、
啄
木
研
究
史
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
積
極
的
啄
木

像
の
呪
縛
を
払
掃
す
る
役
割
を
果
た
し
た
」
と
述
べ
る
一
方
、
「
し
か
し
そ

の
結
果
お
そ
ら
く
国
崎
氏
自
身
が
意
図
し
て
は
い
な
か
っ
た
作
用
を
そ
の
後

の
研
究
に
お
よ
ほ
し
だ
」
と
し
て
、
「
破
滅
的
人
間
と
し
て
の
啄
木
像
を
不

必
要
な
ま
で
に
強
調
す
る
発
言
を
促
し
」
た
こ
と
や
「
啄
木
内
部
に
お
け
る

二
面
的
矛
盾
を
固
定
的
に
理
解
す
る
態
度
を
生
み
出
し
」
た
こ
と
、
あ
る
い

は
「
全
体
的
な
人
間
像
の
把
握
を
断
念
し
て
部
分
的
探
索
に
埋
没
し
た
」
こ

と
な
ど
の
弊
害
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
国
崎
氏
以
降
の

研
究
者
の
責
任
だ
け
だ
ろ
う
か
。
国
崎
氏
自
身
の
論
理
に
誤
り
は
な
か
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
こ
に
誤
り
が
あ
る
と
し
た
ら
、
中
野
の
啄

木
諭
の
誤
り
は
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
か
。

国
崎
氏
は
啄
木
の
思
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

彼
の
思
想
は
、
つ
ね
に
彼
の
主
体
的
な
情
感
に
湊
透
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
啄
木
の
思
想
の
摂
取
は
、
思
想
に
主
体
を
お
い
て
そ
の
論
理
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の
展
開
に
よ
っ
て
、
自
己
の
生
活
を
規
律
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
は
、

対
極
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
生
活
的
要
求
に
即
し
て
、
生
活

主
体
の
主
体
的
必
要
に
よ
っ
て
、
思
想
は
取
捨
さ
れ
た
。

そ
し
て
国
崎
氏
は
、
啄
木
の
思
想
は
本
来
「
自
己
主
張
」
の
要
求
で
あ
り
、

個
人
主
義
確
立
の
衝
動
で
あ
り
主
体
自
体
に
密
着
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

（4）

し
て
「
思
想
の
相
対
的
独
立
性
へ
の
認
識
が
な
い
」
と
い
う
。
し
か
し
思
想

が
啄
木
の
主
体
な
り
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
は
、
む
し
ろ

そ
の
思
想
に
と
っ
て
は
強
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
が
、
確
か
に
啄
木
の
思

想
に
し
ば
し
ば
動
揺
と
受
け
取
ら
れ
る
点
が
あ
る
こ
と
、
生
活
実
感
と
思
想

と
の
間
に
生
ま
れ
た
紐
輔
を
い
か
に
統
一
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
悩
ん
だ
の

も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
。

こ
の
思
想
と
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
。

国
崎
氏
は
中
野
の
『
啄
木
に
関
す
る
断
片
』
に
は
じ
ま
る
従
来
の
啄
木
像

が
そ
の
　
「
積
極
面
」
の
み
を
見
て
、
啄
木
の
暗
部
と
い
う
べ
き
側
面
を
見
な

か
っ
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
国
崎
氏
は
「
鋭
い
社
会
批
判
の
背
後
に
は
、
そ

れ
と
お
そ
ろ
し
く
異
質
的
な
暗
鬱
な
心
情
が
絶
え
ず
啄
木
を
さ
い
な
ん
で
い

た
」
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
そ
の
「
暗
鬱
な
心
情
」
が
、
あ
る
い
は

「
空
虚
の
感
」
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
か

は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
こ
れ
を
「
実
存
主
義
的
人
間
」
と
い

う
言
葉
で
片
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

国
崎
氏
は
実
存
主
義
的
啄
木
像
の
原
型
を
明
治
四
十
一
年
の
評
論
『
卓
上

一
枝
』
に
み
て
い
る
。
啄
木
は
こ
の
評
論
で
自
然
主
義
に
対
す
る
自
己
の
立

三
八

脚
地
点
を
定
め
よ
う
と
し
て
、
い
る
。
一
切
の
生
活
幻
像
を
剥
奪
し
た
と
き
残

る
も
の
は
「
ど
う
に
か
成
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
虚
無
感
で
あ
る
。
啄

木
は
そ
れ
に
対
し
て
自
己
拡
張
と
自
他
融
合
と
の
一
元
両
面
観
と
い
う
哲
学

を
対
置
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
哲
学
さ
え
「
幻
像
」
で
は
な
い
か
と
疑
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
国
崎
氏
は
こ
の
　
「
自
然
主
義
的
に
把
握
さ
れ
た
『
あ
る
が

ま
ま
』
の
人
間
へ
の
か
ぎ
り
な
い
不
安
、
虚
無
の
深
淵
へ
の
恐
怖
に
お
び

え
」
る
啄
木
に
「
実
存
主
義
的
人
間
認
識
の
蘭
芽
」
を
読
み
取
る
。
か
つ
て

窪
川
鶴
次
郎
氏
は
こ
の
　
『
卓
上
一
枝
』
を
以
て
啄
木
の
社
会
主
義
思
想
の

（5）

「
萌
芽
」
と
理
解
し
た
。
啄
木
が
こ
の
時
点
で
自
然
主
義
に
対
し
て
違
和
感

を
も
っ
て
い
た
こ
と
や
そ
の
後
の
啄
木
の
足
取
り
か
ら
窪
川
氏
は
そ
う
理
解

し
た
。
し
か
し
そ
の
理
解
が
性
急
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
が
、

国
崎
氏
の
よ
う
に
こ
こ
で
啄
木
が
表
明
し
た
不
安
と
虚
無
感
を
そ
の
後
の
啄

木
の
理
解
に
ま
で
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
に
も
問
題
は
残
る
。

明
治
四
二
年
の
秋
頃
に
は
『
食
ふ
べ
き
詩
』
や
『
き
れ
ざ
れ
に
心
に
浮
か

ん
だ
感
じ
と
回
想
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
生
活
態
度
の
改
善
を
基
礎
と
し
た

啄
木
の
思
想
転
換
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
翌
年
の
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
に

つ
な
が
っ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
が
、
な
お
も
啄
木
に
は
実
存
主
義
へ
の
志
向

が
み
ら
れ
る
と
し
て
国
崎
氏
は
、
『
硝
子
窓
』
（
明
治
四
十
三
年
六
月
）
や
『
田

園
の
思
慕
』
（
明
治
四
十
三
年
十
一
月
）
の
一
節
を
も
取
り
上
げ
る
。
「
安
楽

（
ウ
ェ
ー
ル
ビ
イ
シ
ダ
）
を
要
求
す
る
の
は
人
間
の
権
利
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
は
ノ
「
人
間
的
生
活
の
社
会
保
証
」
の
憲
で
は
な
く
「
魂
の
安
楽
へ
の
切
実

な
要
請
」
で
あ
り
、
「
実
存
心
情
の
切
実
な
要
請
」
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
に
つ
い
て
い
え
ば
こ
れ
が
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム

の
論
理
に
よ
る
国
家
＝
強
権
批
判
で
あ
る
と
見
な
し
、
そ
の
論
理
を
支
え
る

主
体
側
に
「
強
烈
な
個
人
主
義
思
想
」
を
見
る
の
で
あ
る
。
啄
木
の
「
必
要
」

概
念
を
「
内
面
的
・
主
体
的
真
実
」
と
み
な
し
た
所
以
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
に
は
理
論
と
し
て
の
不
備
も
あ
る
こ
と
を
国
崎
氏

は
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
「
個
人
主
義
の
、
し
か
も
労
働
者
階
級
と
結
合
す
る

現
実
的
手
段
・
方
法
を
も
た
な
い
急
進
的
知
識
人
の
個
人
主
義
的
解
放
の
未

来
図
に
と
ど
ま
」
　
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
制
の
問
題
や
「
家
」
の
問

題
を
回
避
し
た
こ
と
で
あ
る
と
氏
は
述
べ
て
い
る
。
啄
木
の
国
家
＝
強
権
批

判
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ラ
ジ
カ
ル
で
あ
り
え
だ
と

評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
表
向
き
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
は
、
「
弱
い
主

体
」
と
裏
腹
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
概
念
の
抽
象
性
は
、
概
念
に
な

ら
な
い
次
元
の
情
感
を
背
景
と
し
て
詰
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
圧
殺
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
だ
か
ら
生
活
や
社
会
に
つ
い
て
の
合
理
主
義

的
な
追
及
が
破
綻
し
た
と
き
啄
木
の
実
存
主
義
的
心
情
が
具
現
す
る
こ
と
に

なる　－。啄
木
が
強
烈
な
自
我
の
韓
ち
主
で
あ
り
、
晩
年
の
社
会
主
義
思
想
へ
の
志

向
も
彼
の
主
体
性
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
そ
の
こ
と
を
理
由
に
啄
木
の
思
想
が
「
観
念
的
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
」
の
も

の
、
あ
る
い
は
実
存
主
義
者
の
も
の
と
一
律
に
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、

啄
木
が
現
実
と
思
想
、
主
体
も
し
く
は
生
活
感
情
と
思
想
と
の
間
の
矛
盾
を

い
か
に
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。

国
崎
氏
の
啄
木
論
は
、
戦
前
か
ら
の
「
積
極
的
人
間
像
」
と
し
て
の
啄
木

中
野
重
治
の
啄
木
論

を
そ
の
消
極
面
と
を
統
一
さ
せ
て
論
じ
る
必
要
を
説
き
な
が
ら
、
実
際
に
は

啄
木
の
「
弱
き
」
や
「
誤
り
」
を
強
調
し
「
実
存
主
義
的
啄
木
像
」
に
収
赦

さ
せ
て
い
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
啄
木
像
の
問
題
に
対
し
て
戦
後
の
中
野
重
治
は
ど
の
よ

う
に
答
え
よ
う
と
し
た
か
。
こ
れ
は
先
に
指
摘
し
た
戦
前
の
中
野
の
啄
木
論

の
弱
点
に
対
し
て
中
野
が
ど
う
訂
正
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

三

戦
後
の
中
野
は
日
本
と
い
う
現
実
に
相
対
す
る
啄
木
、
と
い
う
像
を
提
示

す
る
。
そ
こ
に
は
日
本
と
い
う
現
実
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
立
場
か

ら
啄
木
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
く
の
か
、
と
い
う
発
想
が
貫
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
所
謂
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
発
想
と
は
異
な
っ
た
立
場
か
ら
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
本
稿
の
冒
頭
に
挙
げ
た
も
の
も
そ
の
ひ
と
つ

で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
は
戦
後
す
ぐ
の
時
期
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
一
九
四

八
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
啄
木
と
「
近
代
」
』
に
も
「
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
の
当

時
啄
木
が
、
『
明
日
』
の
考
察
に
書
い
た
と
こ
ろ
を
十
分
に
読
み
、
ほ
ん
と

う
に
わ
れ
わ
れ
白
身
、
こ
ん
に
ら
の
日
本
人
の
生
活
問
題
、
こ
ん
に
ら
の
日

本
文
学
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
う
思
い
ま
す
。
」
と
書
い
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
発
想
は
啄
木
が
そ
の
当
時
日
本
と
日
本
人
の
問
題
あ
る

い
は
国
家
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
追
及
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。

伊
藤
博
文
の
死
に
対
す
る
啄
木
の
哀
悼
の
文
章
（
『
百
回
通
信
』
明
治
四
十
二

年
十
・
十
一
月
）
に
つ
い
て
中
野
が
言
及
し
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
（
『
啄

一
二
九



木
研
究
の
ひ
ろ
が
り
に
つ
い
て
』
一
九
四
九
年
）
。

啄
木
は
伊
藤
の
死
に
際
し
、
「
新
日
本
の
規
模
は
実
に
公
の
真
情
に
よ
り

て
形
作
ら
れ
た
り
。
吾
人
は
『
穏
和
な
る
進
歩
主
義
』
と
称
せ
ら
る
る
公
の

一
生
に
深
大
の
意
義
を
発
見
す
。
然
り
、
而
し
て
吾
人
の
哀
悼
は
愈
々
潔

し
」
と
書
き
、
哀
悼
歌
五
首
ま
で
添
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
中
野

は
「
啄
木
が
日
本
の
将
来
に
関
し
て
描
い
て
い
た
図
面
の
な
か
に
は
、
伊
藤

博
文
が
日
本
の
将
来
に
関
し
て
描
い
て
い
た
図
面
と
衝
突
す
る
も
の
も
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
ま
た
一
致
す
る
点
も
相
当
あ
っ
た
。
」
と
述
べ
、
「
た
ん
に
今

と
は
違
う
と
い
う
よ
う
に
眺
め
る
だ
け
で
な
く
、
当
時
は
啄
木
す
ら
が
、
こ

ぅ
い
う
歌
（
伊
藤
哀
悼
歌
－
引
用
者
）
を
自
分
の
胸
か
ら
書
か
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
事
情
に
た
い
す
る
根
本
的
な
研
究
が
で
き
、
啄
木
に
た
い
す
る
大

き
な
同
情
と
結
び
つ
い
た
正
し
い
批
判
が
で
き
る
よ
う
に
な
」
る
必
要
に
つ

い
て
説
い
て
い
る
。
以
前
の
よ
う
に
一
面
的
に
摂
取
す
る
と
こ
ろ
、
し
な
い

と
こ
ろ
と
い
う
よ
う
な
腑
分
け
を
す
る
態
度
か
ら
抜
け
出
し
は
じ
め
て
い
る
。

中
野
の
こ
の
発
言
は
石
母
田
正
に
啄
木
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の

（6）

究
明
を
深
め
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
（
『
啄
木
に
つ
い
て
の
補
遺
』
）
。

ま
た
、
一
九
五
二
年
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

こ
う
い
う
（
啄
木
の
ー
引
用
者
）
悲
し
み
を
、
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
ん
に

ら
の
日
本
の
実
情
に
即
し
て
真
剣
に
扱
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
も
し
わ

れ
わ
れ
が
、
繕
う
か
ぎ
り
国
際
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
し
か
し
自
分
の

問
題
と
し
て
は
直
接
日
本
の
問
題
に
面
し
、
日
本
問
題
解
決
の
た
め
の

力
が
日
本
人
民
の
な
か
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に

認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
新
し
い
知
識
を
持
ち
、
ど
れ
だ
け

四
〇

新
し
い
場
面
を
歌
っ
た
に
し
て
も
、
問
題
の
真
の
解
決
は
結
局
の
と
こ

ろ
た
ぐ
り
ま
せ
ら
れ
ず
、
そ
れ
あ
っ
て
は
じ
め
て
予
想
さ
れ
る
作
柄
の

大
き
さ
と
い
う
こ
と
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
『
啄
木
の
日
を
む
か
え
て
』
）

中
野
が
『
日
本
間
題
と
し
て
の
啄
木
』
と
い
う
表
題
で
啄
木
に
つ
い
て
書

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
同
じ
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
啄
木
が
日
本
間
題
の
解
決
を
「
自
分
の
手
あ
し
を
働
か

し
て
い
く
ら
か
で
も
実
現
し
よ
う
と
し
た
」
の
に
対
し
、
現
在
の
自
分
た
ち

が
啄
木
ほ
ど
に
日
本
間
題
に
対
し
相
対
し
て
い
る
か
、
と
い
う
強
烈
な
問
題

意
識
と
な
っ
て
示
さ
れ
る
。

い
ま
こ
こ
で
中
野
の
啄
木
に
対
す
る
「
畏
敬
の
念
」
と
い
う
も
の
を
整
理

す
れ
ば
、
啄
木
は
日
本
と
い
う
現
実
を
ど
う
み
る
か
、
ど
う
し
て
い
く
か
、

そ
れ
を
真
剣
に
考
え
て
自
分
の
も
の
と
し
て
背
負
お
う
と
し
て
い
た
、
と
い

ぅ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
戦
後
の
中
野
の
啄
木
論
が
単
純
に
「
論
者
自
身
の
政
治

観
社
会
観
を
尺
度
と
し
て
対
象
作
家
の
政
治
姿
勢
を
計
」
る
態
度
（
今
井
泰

子
氏
）
と
は
異
な
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
中
野
は

「
問
題
を
進
歩
的
に
扱
お
う
と
し
て
、
啄
木
で
は
、
自
分
の
気
に
入
る
社
会

主
義
の
と
こ
ろ
だ
け
切
り
と
っ
て
き
て
、
こ
れ
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
が
、
真
の

啄
木
だ
と
い
っ
て
振
り
ま
わ
す
や
り
方
」
（
景
観
か
ら
』
一
九
五
四
年
）
を
批

判
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
啄
木
像
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
国
崎

氏
が
、
啄
木
の
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
が
無
政
府
主
義
の
論
理
か
ら
す
れ
ば

当
然
の
論
理
だ
っ
た
と
言
い
、
階
級
闘
争
や
労
働
運
動
の
意
義
が
評
価
さ
れ

な
い
と
い
う
と
き
、
国
崎
氏
は
中
野
が
こ
こ
で
指
摘
し
た
弊
と
同
じ
誤
り
を

逆
の
立
場
か
ら
犯
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

中
野
は
、
啄
木
に
先
駆
的
な
国
家
論
を
読
み
取
る
態
度
（
あ
る
い
は
国
家
認

識
の
誤
り
を
切
り
捨
て
る
態
度
）
か
ら
、
啄
木
の
日
本
の
現
実
（
そ
の
中
に
国
家

の
問
題
は
含
ま
れ
る
）
に
対
す
る
姿
勢
に
焦
点
を
当
て
て
そ
こ
に
啄
木
の
意
義

を
兄
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
啄
木
の
現
実
に
対
す
る
態
度
は
国
崎
氏
の
言
う
よ
う
な
「
観
念

的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
論
点
を
啄
木
の
主
体
を
ど
う
み
る
か
と

い
う
こ
と
に
移
し
た
い
。

四

国
崎
氏
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
傾
向
に
た
い
す
る
敏
感
な
反
応
は
、
彼
の

主
体
の
弱
き
に
関
係
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
国

崎
氏
の
言
う
啄
木
の
主
体
的
「
弱
き
」
は
彼
の
理
論
の
「
理
想
」
性
、
ラ
ジ
カ

リ
ズ
ム
と
表
裏
の
も
の
で
あ
っ
た
。
が
、
中
野
は
こ
れ
と
は
正
反
対
の
見
解

で
あ
る
。
中
野
は
む
し
ろ
啄
木
が
模
倣
は
す
る
が
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し

て
消
化
し
て
い
っ
た
点
、
既
成
の
も
の
に
お
ん
ぶ
せ
ず
に
「
自
分
の
敷
い
た

レ
ー
ル
そ
の
も
の
に
主
「
絶
え
ず
疑
問
を
出
し
て
い
る
」
点
を
見
て
い
る
。

そ
の
根
底
に
は
啄
木
の
対
象
が
日
本
と
日
本
人
の
現
実
で
あ
っ
た
こ
と
、
啄

木
の
動
揺
の
原
因
も
こ
の
現
実
の
複
雑
さ
に
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
連
す
る
が
、
中
野
は
早
く
か
ら
啄
木
の
文
章
、

文
体
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
啄
木
の
「
若
い
晩
年
」
の
時
期
、
二

四
才
ぐ
ら
い
か
ら
の
文
章
に
つ
い
て
、
中
野
は
「
正
確
な
論
理
、
現
実
主
義
、

そ
こ
か
ら
来
る
冷
静
で
落
ち
つ
い
た
表
現
を
高
く
尊
重
し
た
い
」
（
『
石
川
啄

中
野
重
治
の
啄
木
論

木
に
つ
い
て
』
元
六
八
年
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
啄
木
の
思
想
と
の

か
か
わ
り
で
論
じ
て
い
る
。
先
に
も
見
て
き
た
よ
う
に
戦
後
の
中
野
が
啄
木

に
兄
い
だ
し
た
も
の
は
む
し
ろ
こ
の
啄
木
の
現
実
主
義
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

啄
木
が
し
ば
し
ば
動
揺
を
釆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
無
政
府
主

義
に
つ
い
て
も
そ
の
変
革
の
手
段
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
の
結
合
の
問
題
に
し
て
も
前
人
未
踏
の
領
域
に
属
す
る
と
こ
ろ
に
彼
が
入

っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
に
求
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
観
念
」
で
「
現

実
」
を
裁
断
す
る
の
で
は
な
く
、
「
現
実
」
か
ら
「
観
念
」
を
み
つ
け
だ
そ

ぅ
と
し
た
点
、
啄
木
が
し
ば
し
ば
「
日
本
人
の
性
格
」
に
つ
い
て
観
察
し
、

言
及
し
（
階
薮
的
視
点
が
な
い
な
ど
と
は
い
う
ま
い
）
、
そ
れ
を
日
本
の
現
状
変

革
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
だ
点
、
幸
徳
秋
水
の
獄
中
か
ら
の
手
紙
を
写
し
終

ぇ
、
「
縞
輯
者
の
現
在
無
政
府
主
義
に
関
し
て
有
す
る
知
識
は
頗
る
貧
弱
で

ぁ
る
」
と
書
き
、
な
お
も
社
会
主
義
の
研
究
を
続
け
よ
う
と
す
る
意
志
を
韓

っ
て
い
た
こ
と
（
『
A
L
E
↓
↓
舅
F
R
O
M
P
R
H
S
O
N
』
明
治
四
十
五
年
五

月
稿
）
な
ど
、
こ
れ
ら
は
借
り
物
の
「
思
想
」
で
「
現
実
」
を
裁
断
し
て
い

い
気
に
な
っ
て
い
る
態
度
と
は
別
物
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
主
体
の
「
弱

き
」
を
み
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
の
現
実
を
み
つ
め
な
お
す
作
業
が
啄
木
の
生
活
態
度
に
ま
で
及
ぶ
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
食
ふ
べ
き
詩
」
は
も
と
よ
り
北
原
白
秋
を
は
じ
め
多

（9）

く
の
証
言
が
あ
る
。

だ
が
啄
木
の
思
想
に
急
進
性
を
見
る
国
崎
氏
は
、
こ
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
は

敗
退
の
後
、
容
易
に
現
実
順
応
主
義
に
転
化
す
る
も
の
と
み
な
す
。
国
崎
氏

は
啄
木
の
最
晩
年
に
理
想
と
現
実
と
の
相
克
の
後
、
「
あ
る
が
ま
ゝ
の
現
実

四
一
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の
肯
定
の
中
に
、
人
間
実
存
の
暗
い
愚
か
し
い
絶
望
の
声
を
き
く
」
と
結
論

付
け
た
。
ま
た
今
井
泰
子
氏
は
、
明
治
四
十
三
年
末
以
降
の
啄
木
に
「
現
実

に
堪
え
る
と
い
う
諦
め
」
を
見
る
。
こ
れ
に
対
す
る
反
論
に
は
石
井
勉
次
郎

（10）

氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
で
、
特
に
私
が
付
け
加
え
る
も
の
は
な
い
が
、

こ
こ
で
は
今
井
氏
の
次
の
言
葉
に
限
っ
て
み
て
お
き
た
い
。

啄
木
の
生
涯
を
顧
み
る
な
ら
、
行
動
、
生
活
態
度
、
思
想
は
到
底
分

離
し
が
た
い
。
行
為
の
伴
わ
ぬ
思
想
は
啄
木
に
お
い
て
は
も
は
や
思
想

で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
行
為
を
伴
わ
ぬ
実
情
で
あ
れ
ば
、
実
情

に
即
し
て
新
た
な
思
想
を
模
索
す
る
、
そ
れ
が
啄
木
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
思
想
は
変
化
し
た
の
だ
。

そ
の
新
た
な
思
想
と
は
今
井
氏
に
よ
れ
ば
、
諦
観
で
あ
り
忍
従
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
啄
木
に
あ
っ
て
は
思
想
は
主
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う

（Ⅱ）

考
え
方
に
お
い
て
、
今
井
氏
の
解
釈
は
国
崎
氏
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
考
え
方
は
氏
の
『
悲
し
き
玩
具
』
『
呼
子
と
口
笛
』
の
解
釈
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。
い
ま
ひ
と
つ
の
例
を
示
す
な
ら
、
次
の
歌
の
解
釈
、

庭
の
ぞ
と
を
白
き
犬
ゆ
け
り

ふ
り
む
き
て
、

犬
を
飼
は
む
と
妻
に
は
か
れ
る
。

『
悲
し
き
玩
具
』
を
締
め
く
く
る
こ
の
最
後
の
一
首
に
つ
い
て
国
崎
氏
は

「
一
切
の
現
実
と
の
和
解
」
を
見
、
今
井
氏
は
、
啄
木
に
お
け
る
犬
の
イ
メ

ー
ジ
が
「
生
活
者
啄
木
の
分
身
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
こ
の
歌
が
「
平

和
な
家
庭
生
活
、
安
ら
か
な
日
常
生
活
を
願
望
す
る
歌
」
で
あ
る
こ
と
に
加

え
て
、
「
死
身
に
身
を
移
し
っ
つ
あ
る
者
」
の
「
こ
の
世
へ
の
断
ち
が
た
い

四
二

愛
惜
の
歌
」
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
こ
の
歌
（
こ
の
歌
た
け
で
な
く
）
を
も
っ

て
啄
木
が
現
実
と
和
解
し
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
「
平
和
な
家
庭
生
活
、

安
ら
か
な
日
常
生
活
を
願
望
」
し
な
が
ら
も
、
「
現
在
の
家
庭
制
度
、
階
級
制

度
、
資
本
制
度
、
知
識
売
買
制
度
の
犠
牲
」
（
『
歌
の
い
ろ
い
ろ
』
明
治
四
十
三
年

十
二
月
）
で
あ
る
と
自
分
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
啄
木
で
あ
る
。
ま

た
最
晩
年
に
「
俺
は
も
う
書
く
事
な
ん
か
止
そ
う
、
俺
の
頭
に
あ
る
考
へ
は

み
ん
な
書
く
事
の
出
来
な
い
考
へ
ば
か
り
だ
。
書
い
て
書
け
な
い
事
は
な
い

が
、
書
い
た
っ
て
発
表
す
る
事
が
出
来
な
い
。
」
そ
う
思
わ
ず
つ
ぶ
や
く
自

分
を
み
つ
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
啄
木
で
あ
る
（
『
平
信
』
明
治
四
十
四
年
十
一

月稿）。国
崎
氏
や
今
井
氏
の
主
張
と
は
逆
に
、
啄
木
の
思
想
は
主
体
か
ら
「
独

立
」
し
、
「
主
体
」
を
み
つ
め
る
も
の
と
し
で
あ
る
。
そ
の
思
想
を
具
体
化
す

る
こ
と
の
出
来
な
い
現
状
に
主
体
は
、
「
弱
き
」
を
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
と
思
想
の
変
化
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
思
想
」
は
主
体
の
「
弱

（12）

さ
」
を
糊
塗
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

中
野
垂
治
の
啄
木
論
に
か
え
ろ
う
。
中
野
は
啄
木
の
こ
の
「
弱
き
」
と
い

う
こ
と
を
ど
う
み
た
か
。
啄
木
の
「
弱
き
」
　
へ
の
理
解
は
啄
木
の
詩
歌
へ
の

理
解
に
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
は
今
も
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
戦
前
の
中

野
は
啄
木
の
弱
点
や
誤
り
は
受
け
継
が
な
い
だ
け
だ
、
と
言
っ
て
い
た
。
ま

た
、
「
詩
歌
の
う
ち
に
痕
跡
を
残
せ
る
そ
の
観
念
的
虚
無
主
義
と
ナ
ロ
ド
ニ

キ
ッ
ー
ム
」
と
呼
び
、
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
作
品
を
色
ど
る
も
の
が
一
貫

し
て
諦
め
、
投
げ
や
り
、
や
け
く
そ
、
あ
る
種
の
自
嘲
」
と
規
定
し
て
い
た
。

し
か
し
戦
後
に
な
っ
て
こ
の
考
え
の
一
面
性
を
認
識
し
、
む
し
ろ
こ
の
「
弱

さ
」
自
体
を
考
察
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

『
京
都
か
ら
』
で
は
、
「
啄
木
の
明
る
い
面
も
暗
い
面
も
統
一
し
て
味
わ

っ
て
、
そ
の
こ
と
で
い
っ
そ
う
啄
木
の
真
の
姿
を
知
る
」
こ
と
、
「
啄
木
の
強

さ
と
明
る
さ
と
は
、
か
え
っ
て
そ
の
弱
き
と
暗
さ
と
の
上
に
立
っ
て
い
た
」

こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
て
「
か
え
っ
て
そ
こ

（
「
弱
き
」
の
面
－
引
用
者
）
か
な
そ
れ
を
客
体
と
し
て
、
自
分
か
ら
引
き
は

な
し
て
そ
れ
に
姿
を
あ
た
え
る
こ
と
の
で
き
た
作
家
啄
木
の
強
さ
が
う
か
が

わ
れ
る
。
こ
の
日
本
人
自
身
の
な
さ
け
な
い
状
態
、
貧
し
さ
、
貧
か
ら
来
た

鈍
、
低
さ
、
お
ろ
か
さ
を
受
け
と
め
得
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
彼
の
思
想
上
の

発
展
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
九
六
八
年
の
『
石
川
啄
木
に
つ
い
て
』
で
は
若
干
調
子
を
落
と
し
て
、

「
短
歌
、
詩
、
散
文
の
全
体
を
と
お
し
て
、
非
常
に
冷
静
な
も
の
、
き
わ
め

て
強
健
な
る
の
、
ま
た
時
に
強
い
爆
発
的
な
も
の
を
見
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

し
か
も
や
は
り
気
の
弱
り
、
ふ
か
い
、
長
く
つ
づ
く
悲
し
み
、
ま
た
疲
労
困

態
の
模
様
が
全
体
と
し
て
は
見
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
し
て
私
は
、
啄
木
そ
の

人
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
疲
労
困
嬢
、
こ
の
悲
し
み
の
情
、
こ
の
心
の
弱

り
を
十
分
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
」
と
書
い
て
い
る
。

同
時
に
、
「
啄
木
と
非
常
に
遠
く
ら
が
っ
た
条
件
の
も
と
に
い
て
、
啄
木

に
上
べ
で
似
た
よ
う
な
デ
ス
ペ
レ
ー
ト
な
気
薄
ら
に
な
る
の
が
啄
木
の
ほ
ん

と
の
理
解
と
思
い
こ
む
こ
と
も
（
「
強
い
」
面
だ
け
を
見
て
啄
木
の
本
当
の
姿
と

考
え
る
の
と
－
引
用
者
）
同
様
に
理
性
的
で
な
い
と
思
う
」
と
当
時
の
啄
木
の

暗
部
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
対
し
て
釘
を
さ
し
て
い
る
こ
と
に
も
注

目
し
た
い
。

中
野
重
治
の
啄
木
論

『
京
都
か
ら
』
（
一
九
五
四
年
）
か
ら
『
石
川
啄
木
に
つ
い
て
』
（
元
六
八

年
）
ま
で
の
間
に
啄
木
の
思
想
を
再
検
討
し
た
も
の
に
国
崎
氏
の
『

序
説
』
や
高
桑
純
夫
の
「
石
川
啄
木
－
爪
先
で
立
つ
ヒ
ユ
ー
マ
ニ

秋
山
清
の
「
啄
木
私
論
～
ア
ナ
キ
ズ
ム
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
●
ニ
ヒ

が
あ
っ
た
。
ま
た
生
活
破
綻
者
と
し
て
の
啄
木
を
強
調
す
る
も
の
に
宮
崎
郁

雨
の
『
函
館
の
砂
～
啄
木
の
歌
と
私
と
』
（
一
九
六
〇
年
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら

の
「
成
果
」
を
評
伝
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
に
杉
森
久
英
の
『
啄
木
の
悲
し

き
生
涯
』
（
一
九
六
五
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
従
来
の
啄
木
像
に
疑
問
を
投

げ
掛
け
、
啄
木
の
思
想
と
主
体
の
問
題
に
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

い
ず
れ
も
啄
木
の
暗
部
を
強
調
す
る
弊
に
陥
っ
て
い
た
感
が
あ
る
。

石
井
勉
次
郎
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
野
は
啄
木
に
「
悲
し
み
」

や
「
心
の
弱
り
」
を
見
て
も
そ
れ
を
「
思
想
の
変
化
」
と
と
ら
え
た
り
、
「
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
概
念
で
お
さ
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

中
野
は
『
大
硯
君
足
下
』
（
明
治
四
十
四
年
一
月
稿
）
と
い
う
文
章
に
触
れ
て

「
啄
木
の
悲
し
み
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

啄
木
の
悲
し
み
は
、
彼
の
眼
前
で
或
る
プ
ロ
セ
ス
が
現
実
に
進
み
つ

っ
ぁ
っ
た
そ
の
と
き
に
、
そ
れ
と
は
別
な
プ
ロ
セ
ス
の
可
能
を
彼
自
身

思
い
描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ

が
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
を
あ
ま
り
に
明
ら
か
に
見
せ
つ
け
ら
れ
て
い
た

か
ら
の
も
の
に
ら
が
い
な
い
。
　
　
　
　
（
『
啄
木
雑
感
』
一
九
六
八
年
）

啄
木
の
「
弱
き
」
は
現
実
を
見
据
え
、
ま
た
そ
の
現
実
に
生
き
る
自
己
を

み
つ
め
た
も
の
の
「
強
さ
」
の
半
面
で
あ
る
。
短
歌
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が

啄
木
に
と
っ
て
現
実
批
判
の
武
器
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
国
崎
氏
の
よ
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う
に
「
現
実
か
ら
の
回
避
や
逃
避
と
し
て
の
回
想
が
主
導
的
な
カ
に
な
っ
て
、

彼
の
発
想
を
ひ
ら
い
て
い
っ
た
」
と
見
な
す
こ
と
は
、
こ
の
「
弱
き
」
の
半

面
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
「
強
さ
」

を
啄
木
が
最
晩
年
に
ま
で
持
ち
続
け
た
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
啄
木
の
言

葉
を
含
む
『
平
信
』
一
編
に
も
に
あ
さ
ら
か
で
あ
ろ
う
。

啄
木
の
思
想
と
主
体
を
問
う
と
き
、
啄
木
の
「
強
さ
」
と
「
弱
き
」
、
ま

た
そ
の
「
強
さ
」
の
一
面
で
あ
る
現
実
主
義
に
つ
い
て
戦
後
の
中
野
が
論
じ

た
啄
木
像
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
中
野
が
啄
木
に
見
て
い
た
も
の
を
別
の
角
度
か
ら
見
て
み
た
い
。

中
野
は
啄
木
短
歌
の
継
承
の
問
題
に
ふ
れ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
短
歌
運
動
、

口
語
歌
運
動
の
い
ず
れ
も
「
い
ま
だ
必
ず
し
も
啄
木
を
越
え
て
い
な
い
」
と

言
う
。
も
ち
ろ
ん
芸
術
の
継
承
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

認
め
つ
つ
、
な
お
次
の
よ
う
に
言
う
。

わ
れ
わ
れ
に
は
、
い
ろ
ん
な
条
件
の
も
と
で
で
は
あ
っ
た
が
、
最
後

の
も
の
を
啄
木
ほ
ど
に
は
自
分
の
手
で
探
さ
な
か
っ
た
傾
き
が
あ
る
。

あ
る
既
成
の
も
の
に
初
手
か
ら
負
ぶ
さ
っ
た
傾
き
が
あ
る
。
自
分
で
自

分
を
あ
ざ
む
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
結
果
か
ら
冷
酷
に
見
れ
ば
、

そ
ん
な
こ
と
に
な
り
兼
ね
ぬ
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
難
問
を
安
易

に
解
決
し
よ
う
と
し
た
点
が
あ
る
。
そ
こ
に
啄
木
に
及
ば
ぬ
点
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
石
川
啄
木
に
つ
い
て
』
）

こ
れ
は
中
野
自
身
の
啄
木
論
の
反
省
で
あ
り
、
中
野
の
文
学
の
反
省
で
も

あ
ろ
う
。

四
四

創
作
活
動
に
つ
い
て
の
み
言
う
の
で
は
な
い
。
中
野
は
啄
木
研
究
の
現
状

に
つ
い
て
も
「
ず
い
ぶ
ん
細
か
く
な
っ
て
き
て
い
な
が
ら
、
そ
の
割
り
に
、

寄
っ
て
た
か
っ
て
一
つ
穴
を
せ
せ
っ
て
は
い
な
い
か
」
と
述
べ
、
そ
う
し
て

「
し
か
し
そ
こ
で
ど
う
啄
木
を
継
ぐ
の
か
。
ど
う
こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
の

か
。
」
と
い
う
問
題
意
識
を
提
示
し
て
い
る
。

い
ま
中
野
の
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
振
り
返
る
と
き
、
戦
後
の
中
野
の
啄
木

論
が
「
一
面
性
や
政
治
的
性
急
さ
」
（
今
井
氏
）
か
ら
離
れ
て
、
よ
り
内
在
的

に
啄
木
を
理
解
す
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
か
け
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
ま

た
そ
れ
は
論
者
の
主
体
を
問
う
こ
と
と
別
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
中
野
の
啄

（15）

木
論
が
単
な
る
「
文
学
的
感
動
の
領
域
」
を
越
え
て
依
然
と
し
て
問
い
か
け

て
く
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
1
）
一
九
六
七
年
五
月
発
行
『
啄
木
全
集
』
（
筑
摩
書
房
）
内
容
見
本
。

（
2
）
　
国
幡
望
久
太
郎
『
啄
木
論
序
説
』
一
九
六
〇
年
五
月
　
法
律
文
化
社
。

（
3
）
　
今
井
泰
子
『
石
川
啄
木
論
』
一
九
七
四
年
　
塙
書
房
）
。

（
4
）
　
い
ま
一
例
を
示
す
と
、
啄
木
は
「
明
治
四
十
四
年
当
用
日
記
補
遺
」
に
明
治

四
十
三
年
の
出
来
膏
と
し
て
「
思
想
上
に
於
て
は
重
大
な
る
年
な
り
き
。
予
は

こ
の
年
に
於
て
予
の
性
格
、
趣
味
、
傾
向
を
統
一
す
べ
き
、
一
銭
錦
を
発
見
し

た
り
。
社
会
主
義
問
題
こ
れ
な
り
。
」
と
書
き
付
け
て
い
る
。
国
崎
氏
は
こ
の

「
性
格
、
趣
味
、
傾
向
」
と
い
う
言
葉
を
と
ら
え
て
、
啄
木
に
と
っ
て
生
き
る

う
え
で
「
思
想
」
（
い
わ
ゆ
る
主
体
か
ら
独
立
し
た
）
　
は
第
二
次
的
な
意
味
し

か
も
ち
得
な
か
っ
た
、
社
会
主
義
も
主
体
側
か
ら
の
「
必
要
」
と
し
て
の
み
論

じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
体
側
と
い
う
こ
と
を
実
存

主
義
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
主
体
性
を
欠
い
た
思
想
に
「
思
想
」
と
し
て
の
資
格
が

ぁ
る
の
か
ま
ず
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
わ
な
い
と
し
て
も
こ
こ
で
啄
木
が

「
性
格
、
趣
味
、
傾
向
を
統
一
す
べ
」
く
そ
の
結
び
目
を
発
見
し
た
こ
と
は
、

明
治
四
十
二
年
以
来
、
「
生
活
の
統
一
」
と
「
自
己
の
徹
底
」
を
求
め
て
来
た

こ
と
の
ひ
と
つ
の
帰
結
で
あ
り
、
自
己
と
現
実
と
の
関
係
を
切
り
放
さ
な
い
で
、

両
者
の
関
係
の
合
理
的
把
握
の
一
貫
性
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
主
体
側
か

ら
現
実
を
一
方
的
に
裁
断
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
起
こ
す

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
5
）
窪
川
鶴
次
郎
『
石
川
啄
木
』
要
書
房
一
九
五
四
年
四
月
。

（
6
）
石
母
田
正
『
続
歴
史
と
民
族
の
発
見
』
（
一
九
五
三
年
　
東
京
大
学
出
版
会
）
。

た
だ
し
中
野
自
身
は
厳
密
な
定
義
で
も
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の
究
明
は
し

て
い
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
『
啄
木
の
ふ

れ
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
と
今
日
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
』
（
一
九
六
一
年
）
、

『
石
川
啄
木
に
つ
い
て
』
（
一
九
六
八
年
）
。

（
7
）
同
じ
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
体
系
と
い
う
も
の
を
「
思
想
」
の
優

劣
の
判
断
に
す
る
こ
と
は
啄
木
の
真
の
姿
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。
国
崎
氏
は

啄
木
の
思
想
が
主
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
「
体

系
」
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
評
価
す
る
。
一
方
、
中
野
重
治
は
そ
の
点

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

啄
木
は
大
き
く
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
ば
で
き
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
何
か

を
編
み
だ
す
、
何
か
を
体
系
づ
け
る
、
ま
ち
が
い
な
し
と
い
う
日
本
改
造
の

大
綱
を
仕
上
げ
て
示
す
と
い
う
と
こ
ろ
へ
は
啄
木
は
行
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
彼
自
身
苦
悶
し
て
、
苦
悶
の
う
ち
に
仕
れ
た
の
た
っ
た
か
ら
。
そ
し

て
そ
こ
に
彼
の
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
し
、
あ
る
。
そ
れ
が
多
数
者
に
ア
ピ

ー
ル
し
た
し
、
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
こ
の
啄
木
の
姿
は
開
拓
者
の
姿
に
似
て
い

中
野
重
治
の
啄
木
論

（
8
）
相
馬
庸
郎
氏
も
ま
た
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
な
ど
に
触
れ
て
理
論
の
積
極
性

が
生
活
の
実
感
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
（
「
啄
木
の

『
実
行
と
芸
術
呈
『
啄
木
研
究
二
九
八
〇
年
十
月
　
洋
々
社
）
o

（
9
）
啄
木
く
ら
ゐ
嘘
を
つ
く
人
も
な
か
っ
た
。
然
し
、
そ
の
嘘
も
彼
の
天
才
児
ら

し
い
誇
大
的
な
精
気
か
ら
多
く
は
生
ま
れ
て
き
た
。
（
中
略
）
そ
う
し
た
彼
が

そ
の
死
ぬ
二
三
前
よ
り
嘘
を
つ
か
な
く
な
っ
た
。
真
実
に
な
っ
た
。
歌
と
な
っ

た
。
お
そ
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
（
北
原
白
秋
『
啄
木
の
こ
と
二
九
二
六
年
）
。

（
1
0
）
石
井
勉
次
郎
『
私
伝
石
川
啄
木
　
終
章
』
（
一
九
八
四
年
五
月
　
和
泉
書
院
）
。

（
Ⅱ
）
ま
た
、
『
日
本
近
代
文
学
大
系
』
の
中
で
今
井
泰
子
氏
は
、
国
崎
氏
の
「
必

要
」
の
語
の
理
解
（
前
述
）
を
重
要
な
指
摘
で
あ
る
、
と
述
べ
た
う
え
で
啄
木

の
思
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
。

啄
木
に
と
っ
て
思
想
と
は
、
自
己
の
外
に
客
観
的
に
そ
の
普
遍
性
が
証
明

さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
思
想
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
必
要
」
の
語
は
、

啄
木
が
「
思
想
」
を
そ
の
よ
う
に
扱
い
、
自
己
の
思
想
を
そ
の
よ
う
に
形
成

し
っ
つ
け
て
き
た
こ
と
、
彼
の
も
ろ
も
ろ
の
体
験
な
し
に
彼
の
思
想
が
存
在

し
な
か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

啄
木
の
体
験
が
彼
の
思
想
形
成
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
承
認
で
き
る
。
し

か
し
こ
の
文
の
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
承
認
で
き
な
い
。

（
1
2
）
こ
の
よ
う
な
思
想
と
主
体
と
の
関
係
を
私
は
明
治
四
十
三
年
三
月
ご
ろ
か
ら

の
も
の
と
み
る
。
啄
木
は
宮
崎
都
南
に
「
我
等
の
人
生
は
、
今
日
最
早
到
底
統

－
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
程
複
雑
な
、
支
離
滅
裂
な
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
」
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
実
行
者
と
し
て
の
僕
の
為
に
は
、
致
命
傷
の
三
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
空
と
述
べ
、
も
は
や
「
自
分
自
身
意
識
し
て
の
二
重
生

活
」
を
営
む
よ
り
外
に
、
「
こ
の
世
に
生
き
る
途
は
な
い
」
と
手
紙
に
書
い
て

四
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い
る
。
こ
れ
以
後
大
逆
事
件
が
起
こ
り
啄
木
の
思
想
は
さ
ら
に
新
た
な
展
開
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
前
と
以
後
と
は
同
じ
よ
う
に
概
括
す
る
こ
と
を

許
さ
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。

（
1
3
）
　
高
桑
氏
の
問
題
意
識
は
「
啄
木
の
社
会
主
義
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
個
人
的

主
体
の
血
肉
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
な
い
、
み
ず
み
ず
し
さ
の
欠
け
た
、
技
巧
に

す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
国
昭
氏
の
主

張
を
別
の
側
面
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
（
『
日
本
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ス
ト
』
一
九
五
七
年
五
月
　
英
宝
社
）
。

（
1
4
）
　
『
文
学
』
一
九
六
二
年
六
月
・
八
月
。
ま
た
、
秋
山
清
氏
の
批
判
に
は
、
石
井

勉
次
郎
氏
「
啄
木
評
価
の
動
向
に
つ
い
て
－
主
と
し
て
秋
山
清
『
啄
木
私
論
』

批
判
」
（
「
大
阪
交
通
短
期
大
学
紀
要
」
一
九
六
四
年
一
月
、
改
稿
『
私
伝
石
川

啄
木
－
諸
相
彷
径
』
一
九
七
二
年
桜
楓
社
）
が
あ
る
。

（
1
5
）
　
中
山
和
子
「
啄
木
と
後
代
」
（
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八
五
年
二
月

号）。
※
中
野
重
治
の
文
章
は
、
筑
摩
書
房
『
中
野
重
冶
全
集
』
第
一
六
巻
（
一
九
七
七

年
）
　
に
よ
る
。

（
た
ぐ
ち
・
み
ち
あ
き
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

抵
抗
と
し
て
の
文
学

I
I
I
福
永
武
彦
論
（
一
）
　
－

序

芸
術
作
品
や
そ
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て
織
り
成
さ
れ
る
世
界
を
抵
抗
と
い
う

観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
疎
外
さ
れ
た
生

の
中
で
そ
の
疎
外
状
況
に
抗
す
る
人
間
の
営
為
と
し
て
ほ
か
な
ら
や
芸
術
の

世
界
を
分
け
持
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
何
ゆ
え

と
も
知
ら
ぬ
衝
動
に
形
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
抵
抗

は
、
わ
れ
わ
れ
の
衝
動
に
導
か
れ
享
受
者
が
作
品
と
取
り
結
ぶ
関
係
の
う
ち

に
表
れ
る
道
と
、
作
者
が
創
造
行
為
に
よ
っ
て
作
品
に
封
じ
込
め
て
い
っ
た

も
の
の
中
に
表
さ
れ
る
道
と
の
交
点
に
、
二
重
性
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
代
の
現
実
に
対
す
る
作
者

の
態
度
の
本
質
は
、
創
造
の
行
為
を
貫
き
、
創
造
の
過
程
を
経
て
、
転
化
さ

れ
た
形
で
作
品
に
表
さ
れ
る
よ
り
は
か
ど
の
よ
う
な
道
を
辿
る
こ
と
も
で
き

ず
、
同
様
に
享
受
す
べ
き
作
品
と
の
間
に
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
こ
と
が
で
き
る

関
係
も
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
自
ら
の
現
実
に
根
を
持
つ
か
ぎ
り
現
実
に
対

す
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
の
本
質
を
転
化
さ
せ
た
形
で
表
さ
ざ
る
を
え
な
い
か

抵
抗
と
し
て
の
文
学

I
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晃

ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
の
う
え
に
立
っ
て
眺
め
る
と
、
例
え
ば
日
本
の
近
代
文
学

の
中
で
抵
抗
と
い
う
言
葉
に
よ
り
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
れ
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
」
な
ど
は
、
政
治
的
な
抵
抗
と
非
政
治
的
な
抵
抗
と
が
弁
別
さ
れ
な
い

状
態
の
中
で
芸
術
作
品
の
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
の
両
極
の
間
に
評

価
軸
の
混
乱
を
招
い
て
い
た
が
、
そ
れ
も
抵
抗
を
、
作
者
の
創
造
行
為
を
辿

っ
て
作
品
へ
ゆ
く
道
と
、
作
品
に
発
し
て
享
受
者
の
現
実
に
ゆ
く
道
と
に
確

か
め
て
ゆ
く
こ
と
で
お
よ
そ
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

こ
こ
で
は
政
治
的
な
抵
抗
を
問
題
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
非

政
治
的
な
抵
抗
、
「
戦
後
」
作
品
の
文
学
的
な
抵
抗
こ
そ
が
取
り
上
げ
る
に

価
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
、
せ
い
ぜ
い
文
学
的
な
抵
抗
の
現
実
的
有
効
性

と
い
う
次
元
で
の
み
政
治
性
に
も
触
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
く
ら
い
で
あ
ろ

う
。
と
も
あ
れ
、
作
品
の
向
こ
う
と
こ
ち
ら
と
を
想
定
し
二
重
性
の
も
と
に

抵
抗
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
作
品
の
あ
る
核
心
に
近
づ
き
た
い
と
願
っ

て
い
る
。

芸
術
が
現
実
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
う
る
こ
と
の
本
体
は
、
作
品
か
ら
導

四
七


