
小
泉
基
三
先
生
は
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
四
月
四
日
、
今
の
横
浜

市
戸
塚
区
矢
部
町
八
一
番
地
で
生
ま
れ
た
。
そ
こ
は
旧
東
海
道
筋
で
、
元
の

戸
塚
村
の
中
心
部
に
当
た
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
父
、
藤
治
の
生
業
は
葉

茶
屋
で
あ
っ
た
。
先
生
は
長
男
で
あ
っ
た
が
、
店
を
弟
の
金
三
氏
に
任
せ
、

学
問
を
志
し
た
。
因
み
に
、
そ
の
店
は
今
も
残
っ
て
い
る
。

先
生
は
、
当
時
で
は
め
ず
ら
し
い
中
学
へ
の
進
学
を
望
ん
だ
。
明
治
四
十

一
年
四
月
、
神
奈
川
県
立
第
一
中
学
へ
入
学
し
た
。
学
校
ま
で
は
八
キ
ロ
ば

か
り
あ
っ
た
が
、
汽
車
に
乗
ら
ず
、
下
駄
履
き
で
歩
い
て
通
っ
た
。

そ
の
在
学
中
に
、
短
歌
に
惹
か
れ
作
歌
を
試
み
た
。
そ
の
こ
ろ
、
東
洋
大

学
の
学
生
で
あ
っ
た
金
沢
美
巌
（
種
美
）
と
の
接
触
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ

の
関
係
か
ら
か
、
卒
業
近
く
な
っ
て
、
尾
上
柴
舟
の
「
車
前
草
」
（
第
二
次
）

に
入
会
し
た
。
第
一
次
の
「
車
前
草
」
が
東
洋
大
学
の
学
生
の
ク
ラ
ブ
的
な

も
の
で
あ
っ
た
の
と
は
違
っ
て
、
こ
の
第
二
次
に
は
東
京
大
学
の
学
生
が
多

小
泉
薬
一
三
先
生
の
人
と
学
問

I

数
加
わ
っ
て
い
た
。
先
生
は
こ
の
第
二
次
「
車
前
草
』
の
創
刊
さ
れ
た
大
正

二
年
三
月
に
中
学
を
卒
業
し
て
い
る
。

先
生
は
す
ぐ
に
進
学
せ
ず
、
翌
年
、
三
年
四
月
（
一
説
に
九
月
）
に
東
洋

大
学
専
門
部
へ
入
学
し
て
い
る
。
そ
れ
は
二
科
と
呼
ば
れ
て
い
た
夜
間
部
で

あ
っ
た
。
姉
の
稼
ぎ
先
で
あ
る
青
山
の
金
子
と
い
う
「
糸
物
店
」
に
止
宿
し

て
、
昼
間
は
店
を
手
伝
っ
て
い
た
。

・
青
山
の
糸
物
店
は
さ
む
き
か
も
し
ま
の
き
ぬ
つ
け
糸
ま
く
わ
れ
に

・
糸
買
う
と
を
と
め
靴
は
き
来
に
け
れ
ば
心
と
き
め
き
糸
を
ま
く
か
も

第
二
次
『
車
前
草
』
は
長
く
続
か
ず
、
大
正
三
年
四
月
、
同
じ
く
尾
上
柴

舟
を
主
幹
と
す
る
新
し
い
雑
誌
『
水
甕
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
先
生
は
先
輩
の

金
沢
種
美
や
岩
谷
莫
哀
の
縁
に
よ
り
、
そ
の
「
水
甕
」
に
入
会
し
た
。
そ
こ

で
は
、
第
二
次
「
車
前
草
」
と
同
様
東
京
大
学
の
学
生
が
は
ば
を
き
か
せ
て

い
た
。右

の
二
首
の
歌
は
、
そ
の
創
刊
当
時
の
作
で
あ
る
が
、
習
作
期
の
幼
さ
を

も
ち
な
が
ら
、
生
活
に
即
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
当
時

和

田
繁
二
郎 二
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・
利
根
川
の
葦
の
板
橋
よ
く
踏
み
し
わ
が
十
八
の
春
の
悲
し
や

・
処
女
な
り
し
日
の
思
出
は
余
り
に
も
淋
し
き
も
の
か
ふ
り
じ
あ
の
花

．
あ
た
た
か
き
土
に
籠
も
り
ゐ
春
芽
ぶ
く
も
の
の
命
に
似
る
か
吾
が
恋

先
生
は
こ
れ
ら
を
「
抽
象
派
の
歌
」
と
呼
び
、
「
全
体
が
恰
も
檬
朧
た
る

春
曙
の
空
の
如
き
極
め
て
不
鮮
明
な
る
場
面
」
と
し
、
「
人
間
の
心
か
ら
の

感
激
に
非
ず
し
て
、
（
中
略
）
安
価
な
感
傷
に
堕
す
る
」
も
の
と
き
め
つ
け

た
。
そ
う
し
て
先
生
は
具
象
を
主
張
し
、
さ
ら
に
、
事
実
の
写
実
を
越
え
て
、

対
象
に
自
己
を
投
入
す
る
「
象
徴
」
の
方
法
を
示
唆
し
て
い
る
。
（
大
正
五

年
五
月
号
「
水
甕
の
詠
草
を
よ
み
て
」
）
こ
の
論
説
は
七
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
か

な
り
の
長
文
の
も
の
で
、
二
十
二
歳
の
文
章
と
し
て
は
ま
こ
と
に
優
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
後
二
三
の
論
説
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
作
品
あ
る
い
は

論
説
の
と
る
べ
き
も
の
は
そ
れ
な
り
に
褒
め
て
は
い
る
が
、
多
く
は
こ
の
よ

う
な
厳
し
い
批
判
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
私
学
出
身
者
の
気
迫
の
よ
う
な

も
の
が
伏
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
反
逆
に
似
た
鋭

い
筆
鋒
は
、
『
水
甕
』
の
心
あ
る
人
々
に
は
理
解
さ
れ
、
ま
た
先
生
を
車
ん

小
泉
墓
三
先
生
の
人
と
学
問

の
歌
壇
に
お
い
て
は
、
写
実
的
な
手
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
活
を
ふ
ま
え
た

点
に
お
い
て
、
極
め
て
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
水
甕
」
で

の
批
評
は
好
意
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
糸
物
店
の
（
中
略
）
は
作
者

の
名
誉
の
た
め
に
抹
殺
す
る
が
よ
か
ろ
う
。
」
と
ま
で
酷
評
さ
れ
た
。
先
生

は
、
当
時
の
『
水
蕊
』
の
作
品
の
一
般
的
な
傾
向
に
対
し
て
不
満
を
感
じ
て

は
、
当
時
の
『
水
蕊
』
の
作
品
の
一
般
的
な
傾
向
に
対
‐

い
た
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
投
げ
掛
け
た
。

ま
ず
、
次
の
よ
う
な
数
首
の
作
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
『
ポ
ト
ナ
ム
』
創
刊
に
い
た
る
ま
で
の
先
生
を
、
上
記
の
作
歌
な
い

し
は
歌
論
と
は
別
に
、
そ
の
生
活
と
思
想
の
面
に
お
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。先

生
は
東
洋
大
学
で
国
文
学
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
在
学
中
に
明
治
大
学
の

経
済
学
部
か
商
学
部
に
学
ん
で
い
る
。
そ
う
し
て
、
大
正
六
年
、
東
洋
大
学

を
卒
業
し
た
こ
ろ
か
ら
、
深
川
に
養
魚
場
を
開
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
か
な

り
大
仕
掛
に
金
魚
を
養
殖
し
は
じ
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
九
月
、
突
如
襲
っ

た
大
津
波
に
よ
っ
て
、
そ
の
養
魚
場
は
跡
形
も
な
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

身
一
つ
で
逃
れ
た
先
生
は
、
つ
づ
い
て
某
会
社
を
組
織
し
て
、
い
よ
い
よ
仕

事
が
糸
口
に
つ
い
た
と
き
、
経
済
界
の
大
不
況
に
禍
さ
れ
て
、
資
本
の
大
半

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

度
重
な
る
破
綻
に
よ
っ
て
、
先
生
は
ど
う
や
ら
大
陸
へ
の
道
を
求
め
る
こ

と
を
決
意
し
た
よ
う
で
あ
る
。
二
葉
亭
や
与
謝
野
鉄
幹
の
行
動
が
頭
に
浮
か

ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
葉
亭
と
は
状
況
は
異
な
る
が
、
鉄
幹
の
方
と
は

そ
の
二
度
目
の
渡
鮮
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

大
陸
へ
の
道
と
い
う
の
は
、
今
の
ソ
ウ
ル
で
の
養
魚
場
経
営
で
あ
る
が
、

じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
結
果
、
一
時
編
集
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
張
は
多
く
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ

た
よ
う
で
、
大
正
十
二
年
「
水
甕
』
を
退
社
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
そ
の
前
年
、
『
ポ
ト
ナ
ム
』
を
創
刊
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

今
の
韓
国
の
ソ
ウ
ル
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
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ど
う
や
ら
大
規
模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
正
六
年
の
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
を
追
懐
し
て
の
文
章
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

そ
の
頃
の
私
は
一
個
の
ト
ル
ス
ト
イ
ァ
ソ
で
あ
っ
て
、
相
馬
御
風
の
も

の
な
ど
を
愛
読
し
て
ゐ
た
や
う
に
覚
え
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
全
く
百
姓
も

し
く
は
金
魚
屋
と
し
て
過
し
た
わ
け
で
あ
る
。
（
中
略
）
印
半
纏
に
縄
の

帯
で
働
い
て
ゐ
た
り
、
京
城
駅
に
付
い
た
鰻
を
荷
車
に
積
ん
で
南
大
門
黄

金
町
東
大
門
清
涼
里
と
、
息
を
切
ら
し
て
走
っ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

私
が
初
め
て
京
城
で
先
生
に
な
っ
た
時
、
近
所
の
鮮
人
達
は
私
が
東
大
門

の
小
学
校
の
先
生
に
出
世
し
た
と
言
う
て
、
酒
を
も
ち
こ
ん
で
き
た
。

（
「
私
と
朝
鮮
」
『
ポ
ト
ナ
ム
』
昭
和
二
年
四
月
号
）

こ
こ
に
は
、
経
営
の
規
模
や
、
一
個
の
勤
労
者
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
う

か
が
わ
せ
る
だ
け
で
は
な
し
に
、
先
生
の
様
々
な
面
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
で
あ
る
。

「
一
個
の
ト
ル
ス
ト
イ
ア
ソ
で
あ
っ
て
」
と
い
う
の
は
、
‐
つ
づ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
相
馬
御
風
の
影
響
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
相
馬
御
風
は

明
治
末
年
か
ら
大
正
へ
か
け
て
、
詩
人
・
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
、

大
正
五
年
二
月
『
還
元
録
』
を
刊
行
し
て
、
翌
月
、
｜
家
を
あ
げ
て
故
郷
糸

魚
川
へ
籠
も
っ
た
。
御
風
は
そ
れ
ま
で
斬
新
な
論
を
も
っ
て
文
壇
の
注
目
を

集
め
て
い
た
が
、
斬
新
で
あ
る
だ
け
に
、
常
に
論
旨
の
変
貌
が
激
し
く
、
そ

こ
に
特
徴
も
あ
り
、
ま
た
欠
点
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
自
己
批
判
し

た
も
の
が
『
還
元
録
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
思
想
的

精
神
的
な
変
貌
を
、
外
部
的
な
文
壇
の
段
誉
褒
睡
と
、
外
来
の
イ
ズ
ム
に
よ
っ

て
操
ら
れ
て
き
た
欺
疏
と
観
じ
、
こ
の
大
き
な
誤
謬
か
ら
解
脱
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
決
意
を
披
瀝
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
正
五
年
と
い
う
の

は
、
先
生
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
こ
の
頃
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
還
元
録
』
の
「
自
序
」
に
、
「
こ
れ
ま
で
好
加
減
に
集
め
て
き
た

知
識
な
ど
か
ら
全
然
別
れ
去
っ
て
、
単
な
る
一
個
の
平
凡
人
と
な
っ
て
生
活

の
第
一
歩
か
ら
踏
み
直
す
」
と
言
い
、
「
私
自
身
の
持
っ
て
居
た
最
も
真
実

な
要
求
を
（
中
略
）
完
た
し
て
行
く
事
よ
り
外
に
な
い
」
と
言
う
。
ま
た
、

こ
れ
か
ら
の
仕
事
と
し
て
は
「
私
を
今
日
の
心
に
ま
で
導
い
て
く
れ
る
に
与
っ

て
力
の
あ
っ
た
ト
ル
ス
ト
イ
其
他
の
著
作
の
翻
訳
以
外
、
出
来
る
だ
け
何
も

書
い
た
り
喋
舌
つ
た
り
し
な
い
決
心
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
。

本
文
の
中
で
、
彼
が
故
郷
の
人
々
に
接
し
て
変
化
し
た
自
分
を
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
は
兎
角
先
方
に
向
っ
て
自
分
を
理
解
さ
せ
よ
う
、
自
分
の
持

っ
て
居
る
あ
る
特
別
な
も
の
上
値
打
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
云
ふ
や
う
な
気

持
で
彼
等
に
対
し
勝
ち
で
あ
っ
た
私
は
、
今
度
は
、
反
対
に
こ
ち
ら
か
ら

先
方
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
出
て
彼
等
と
接
し
た
。
彼
等
を
感
化

す
る
よ
り
も
、
彼
等
の
持
っ
て
居
る
善
い
も
の
に
よ
っ
て
こ
ち
ら
が
感
化

し
て
貰
は
う
と
云
ふ
や
う
な
態
度
で
彼
等
に
接
し
た
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
民
衆
の
な
か
に
入
っ
て
、
そ
の
人
間
の
善
良
さ
と
、
そ

の
根
源
的
な
く
人
間
性
〉
を
学
び
、
そ
れ
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

先
に
見
て
き
た
小
泉
先
生
の
勤
労
者
と
し
て
の
生
活
が
、
こ
の
御
風
を
介

し
て
の
ト
ル
ス
ト
イ
ァ
ン
と
し
て
の
精
神
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
て
ま
た
、
当
時
の
先
生
の
周
辺
の
、
彼
を
地
の
人
々

型



と
の
交
流
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
も
窺
わ
せ
る
。
植
民
地
支
配
の

体
制
の
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
制
度
を
こ
え
て
の
人
間
的
な
交
流
を
見
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。

も
う
少
し
先
生
の
〈
人
間
〉
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
大
正
十

二
年
七
月
号
の
『
ポ
ト
ナ
ム
」
に
「
根
津
雑
信
・
五
」
と
題
し
て
、
次
の
よ

う
な
文
章
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

Ｍ
兄
信
じ
て
ゐ
た
も
の
に
裏
切
ら
れ
る
程
寂
し
い
こ
と
は
な
い
。
度
々

さ
う
い
ふ
こ
と
に
逢
っ
て
ゐ
る
と
、
終
に
は
何
事
も
自
分
以
外
に
向
か
っ

て
は
求
め
ま
い
と
考
へ
る
や
う
に
な
る
。
厭
人
的
と
か
独
善
的
と
か
い
は

れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
人
間
に
対
し
て
求
め
な
い
心
は
（
然
も
何
物
か

に
向
っ
て
求
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
）
、
つ
ひ
自
然
に
も
し
く
は
夢
に
向

っ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
人
間
と
二
人
で
ゐ
る
代
り
に
、
自
然
と
夢
と
、

二
人
で
ゐ
よ
う
と
す
る
。

今
生
き
て
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
夢
を
と
り
さ
ら
れ
る
の
は
、
私
の

生
活
の
大
半
を
奪
は
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
う
言
っ
た
ら
或
い
は
現

実
主
義
者
か
ら
笑
者
に
さ
れ
る
だ
ら
う
が
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
即
ち
都

会
生
活
の
現
在
の
私
に
と
っ
て
は
未
来
に
対
す
る
希
望
、
願
ひ
、
夢
と
共

に
暮
し
て
ゆ
く
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
だ
。
（
中
略
）

ふ
り
か
へ
っ
て
み
る
と
、
そ
の
夢
は
私
に
或
時
は
安
甘
川
や
渭
涼
里
で

鍬
鋤
を
握
ら
せ
、
或
時
は
、
何
万
の
金
魚
を
か
か
へ
て
大
連
か
ら
満
州
に

行
商
人
と
し
て
の
は
か
な
い
其
日
其
日
を
す
ご
さ
せ
た
。
す
で
に
三
十
歳

小
泉
栞
一
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問
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に
及
ん
で
、
再
び
都
会
生
活
に
か
へ
っ
た
も
の
の
心
は
、
常
に
自
然
を
な

つ
か
し
み
、
さ
す
ら
ひ
の
旅
路
を
し
の
ん
で
い
る
。

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
夢
」
と
「
自

然
」
が
出
て
く
る
。
「
夢
」
は
人
間
不
信
か
ら
生
じ
た
理
想
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
デ
ー
タ
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
に
見
た
養
魚
場
を
め
ぐ
る
人
々
で

は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
都
会
す
な
わ
ち
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
の
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
手
記
の
宛
名
の
Ｍ
と
い
う
の
は
、
と
も
に

手
を
携
え
て
『
ポ
ト
ナ
ム
』
を
創
刊
し
た
百
瀬
千
尋
で
あ
る
。

先
生
に
と
っ
て
信
じ
得
る
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
か
の
御
風
が
「
我
は
如
何

な
る
人
間
で
あ
る
か
、
我
は
如
何
な
る
生
活
を
な
し
つ
つ
あ
る
か
、
我
は
果

し
て
我
が
他
に
対
し
、
社
会
に
対
し
て
要
求
し
て
居
る
如
き
人
間
で
あ
る
か
、

要
す
る
に
我
み
づ
か
ら
は
真
に
一
個
の
「
善
き
人
』
で
あ
る
か
」
と
の
べ
て

い
る
あ
た
り
に
発
し
て
、
「
汝
み
づ
か
ら
を
善
く
せ
よ
、
汝
み
づ
か
ら
を
完

全
に
せ
よ
」
「
汝
み
づ
か
ら
真
の
人
間
た
れ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
み
ず
か
ら
に
も
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
と
も

に
、
他
に
対
し
て
も
要
求
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
の
「
善
き
人
」
に
つ
い
て
、
御
風
は
「
真
に
何
が
善
く
何
が
悪
し
き
か

の
批
判
を
な
す
に
足
る
べ
き
人
格
の
根
底
な
き
は
勿
論
、
（
中
略
）
真
に
何

が
善
き
か
何
が
悪
し
き
か
の
判
断
を
下
す
者
が
極
め
て
少
な
い
。
」
と
嘆
い

て
い
る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
「
人
格
」
云
々
は
、
『
ポ
ト
ナ
ム
』
創
刊

の
こ
ろ
の
合
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
「
よ
い
詩
は
よ
い
人
格
か
ら
う
ま
れ
る
」

と
先
生
は
説
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
人
格
」
の
概
念
は
御
風
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
阿
部
次
郎

五



が
『
三
太
郎
の
日
記
』
（
大
正
三
年
）
以
後
、
そ
の
持
論
と
し
て
お
り
、
大

正
教
養
派
の
枢
軸
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
正
十
一
年
の
こ
ろ
は
知
識

人
の
常
識
的
な
概
念
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
生
も
み
ず
か
ら

の
充
た
さ
れ
ぬ
人
間
関
係
の
修
復
を
願
っ
て
、
こ
の
「
人
格
」
に
そ
の
一
端

を
託
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
願
い
が
充
た
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に

そ
の
短
歌
に
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
「
寂
し
さ
」
が
大
き
な
位
置
を
占
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。

『
ポ
ト
ナ
ム
』
の
創
刊
号
（
大
正
十
一
年
四
月
）
に
「
野
に
立
ち
て
」
と

い
う
一
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
先
に
注
目
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
の

一
つ
で
あ
る
「
自
然
」
の
意
味
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
悠
然
た
る
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
、
僅
か
に
自
分
の
生
命
を
寄
せ
て

ゐ
る
果
敢
な
い
心
の
放
浪
者
な
の
だ
。
（
中
略
）
私
は
憂
愁
に
充
ち
た
沈

黙
と
孤
独
と
の
世
界
か
ら
逃
れ
た
い
心
と
、
荘
厳
な
自
然
の
も
つ
厳
し
さ

に
対
す
る
微
か
な
思
慕
と
よ
り
、
杖
を
南
山
に
曳
き
、
或
は
渭
涼
里
の
松

山
に
、
安
甘
川
の
草
山
に
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
さ
う
し
た
折
、
た
び
た

び
私
の
前
に
展
開
せ
ら
れ
た
所
の
、
丈
低
い
黒
松
の
憐
れ
な
成
長
の
外
に

は
何
等
の
植
物
を
も
持
た
ぬ
、
す
で
に
死
せ
る
山
々
の
中
腹
に
は
、
崩
壊

し
か
け
た
城
壁
が
、
浪
漫
的
な
そ
の
骸
を
日
に
光
ら
せ
て
を
り
、
そ
れ
ら

の
山
の
背
後
に
は
、
山
頂
に
屍
の
や
う
な
巌
石
を
並
立
さ
せ
た
北
漢
山
が

巍
峨
と
し
て
、
青
く
澄
ん
だ
蒼
海
色
の
空
を
限
っ
て
ゐ
る
の
を
見
た
。

そ
れ
は
、
何
と
い
ふ
荒
涼
さ
で
あ
っ
た
ら
う
。
そ
れ
は
疲
れ
は
て
た
、

こ
の
世
に
望
み
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
魂
の
み
の
抱
か
る
べ
き
世
界
な
の
で

あ
っ
た
。
私
は
さ
う
し
た
こ
の
国
の
自
然
に
、
無
限
の
魅
惑
と
郷
愁
と
を

右
の
人
間
不
信
を
「
善
き
人
格
」
と
「
自
然
」
と
に
よ
っ
て
拭
い
去
ろ
う

と
念
じ
た
先
生
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
厳
し
い
自
己
批
判
を
も
語
っ
て
い

る
。
同
じ
く
「
野
に
立
ち
て
」
の
中
の
記
述
で
あ
る
が
「
社
会
に
対
し
て
、

如
何
に
生
活
す
べ
き
か
を
考
へ
な
か
っ
た
私
を
ど
う
し
よ
う
。
（
中
略
）
自

分
の
人
格
の
う
ち
に
幽
か
な
り
と
も
、
何
の
輝
き
が
あ
り
得
よ
う
。
」
こ
の

よ
う
な
低
迷
を
打
ち
破
ろ
う
と
努
め
て
い
る
時
、
『
ポ
ト
ナ
ム
』
の
創
刊
と
、

も
う
ひ
と
つ
、
懐
か
し
い
京
城
で
の
就
職
の
こ
と
が
あ
っ
た
。

先
生
は
す
で
に
大
正
九
年
、
福
井
県
の
北
陸
中
学
に
、
ま
た
そ
の
翌
年
、

埼
玉
県
川
越
中
学
の
教
壇
に
立
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
一
年
ほ
ど
の
勤
務

で
、
や
や
異
常
の
感
が
あ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。

覚
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
朝
鮮
の
自
然
は
殊
に
寂
し
い
。
植
民
地
特
有
の
ポ
プ
ラ
は
落

葉
し
つ
く
し
た
枯
枝
の
細
か
な
直
立
の
姿
を
、
澄
み
徹
つ
た
冬
空
に
高
く

ひ
ろ
げ
て
居
り
、
（
中
略
）
時
と
し
て
は
は
や
く
も
春
ら
し
い
明
る
さ
を

持
っ
た
白
雲
が
、
悠
々
東
の
方
へ
流
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
自
然
は
お
よ
そ
日
本
的
な
風
雅
と
優
美
の
世
界
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
に
は
伝
統
的
な
花
鳥
風
詠
を
予
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

先
生
の
こ
の
よ
う
な
自
然
に
寄
せ
る
心
は
「
法
悦
境
」
と
な
り
、
「
純
粋
と

洗
練
と
統
こ
と
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。

・
ポ
ト
ナ
ム
の
直
ぐ
立
つ
枝
は
ひ
そ
か
な
り
ひ
と
時
明
き
夕
べ
の
丘
に

「
ポ
ト
ナ
ム
』
創
刊
号
（
大
正
十
一
年
四
月
）
〈
ポ
ト
ナ
ム
Ⅱ
ポ
プ
ラ
〉
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そ
し
て
、
大
正
十
一
年
一
月
、
京
城
公
立
高
等
女
学
校
教
諭
と
な
っ
て
い
る
。

再
び
「
野
に
立
ち
て
」
の
文
章
に
し
た
が
う
と
、
自
然
が
私
の
心
の
「
純

化
と
洗
練
と
統
一
と
を
教
え
て
く
れ
そ
う
な
気
さ
え
し
て
ゐ
る
」
と
言
っ
た

あ
と
で
、自

ら
甘
え
、
自
ら
怠
り
が
ち
な
る
私
の
頃
よ
！
し
か
も
、
終
に
、
何
所

ま
で
坊
律
ひ
行
く
心
な
の
で
あ
ら
う
。
静
か
な
、
静
か
な
、
雨
の
夜
、
私

は
ひ
と
り
、
寂
し
い
自
分
の
魂
を
凝
視
し
な
が
ら
坊
僅
ゆ
く
心
の
行
方
を

思
ふ
の
で
あ
る
。

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
執
筆
の
日
付
が
二
月
二
十
四
日
で
あ
る
か
ら
、

す
で
に
京
城
高
女
の
教
壇
に
立
っ
て
い
た
先
生
に
と
っ
て
、
教
壇
が
「
坊
僅

ゆ
く
心
の
行
方
」
で
あ
っ
た
と
は
思
い
に
く
い
。

先
生
は
『
ポ
ト
ナ
ム
』
四
号
（
大
正
十
一
年
七
月
）
か
ら
、
「
歌
人
大
伴

家
持
」
を
連
載
し
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
は
純
然
た
る
学
術
論
文
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ま
も
な
く
『
評
釈
・
大
伴
家
持
全
集
』
（
大
正
十
五
年
五
月
刊
）

と
し
て
結
実
し
た
。
こ
の
学
問
の
世
界
が
、
「
心
の
行
方
」
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
う
。
そ
う
簡
単
に
処
理
し
に
く
い
面
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
短

歌
と
と
も
に
先
生
の
生
涯
を
貫
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
考
え
て
さ
し

つ
か
え
あ
る
ま
い
と
思
う
。

こ
の
学
者
、
小
泉
墓
三
の
誕
生
に
は
、
恩
師
、
藤
村
作
博
士
の
勧
奨
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
先
生
は
万
葉
歌
人

を
選
ん
だ
の
か
。
藤
村
博
士
は
近
世
専
攻
で
あ
っ
た
。
先
生
と
と
も
に
下
宿

し
て
い
た
こ
と
の
あ
る
片
岡
良
一
は
、
後
に
近
代
文
学
研
究
の
第
一
人
者
と

な
っ
た
が
、
当
時
は
、
大
正
九
年
一
高
を
中
退
し
作
家
た
ら
ん
と
し
た
が
果

小
泉
蓼
三
先
生
の
人
と
学
問

た
さ
ず
、
十
年
、
東
大
専
科
に
入
学
、
藤
村
博
士
の
指
導
の
も
と
に
、
井
原

西
鶴
を
卒
業
論
文
と
し
、
十
四
年
、
卒
業
し
て
い
る
。

先
生
が
大
伴
家
持
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
先
生
の
歌
人
と
し
て
の
共
通
点

に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
も
、
そ
の
心
に
お
い
て
共
通
し
た
「
寂
し
さ
」

に
着
目
し
た
の
で
あ
る
。
先
走
っ
て
言
え
ば
、
家
持
に
自
己
を
見
い
出
し
た

の
で
あ
る
。

『
評
釈
・
大
伴
家
持
全
集
』
の
「
序
」
で
藤
村
博
士
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
る
。古

典
文
学
の
研
究
は
、
そ
の
形
像
の
分
析
か
ら
、
そ
の
内
奥
に
律
動
す

る
所
の
内
部
生
命
の
把
握
に
到
達
す
る
に
在
る
と
し
て
も
、
こ
こ
に
達
す

る
に
は
基
礎
的
な
研
究
の
幾
段
階
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
文
批
評

は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
欠
い
た
研
究
は
往
々
に
し
て
砂
上
の
楼
閣

と
な
る
。
語
句
章
節
の
注
釈
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
本
文
の
正
確
な
理
解

な
く
し
て
ど
う
し
て
そ
の
生
命
を
捉
へ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
環
境
に
関

し
て
十
分
の
知
識
を
準
備
す
る
こ
と
も
亦
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
が
な

け
れ
ば
屡
々
危
険
な
独
断
に
陥
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
等
の
段
階
の
上
に
客

観
的
態
度
を
取
っ
て
科
学
的
方
法
を
用
ふ
る
と
し
て
も
、
そ
の
科
学
的
方

法
と
い
ふ
中
に
は
各
種
科
学
の
知
識
が
予
想
さ
れ
る
。
併
し
冷
静
な
科
学

的
方
法
は
畢
寛
文
学
の
生
命
を
捉
へ
得
る
方
法
で
は
な
い
。
そ
こ
に
主
観

的
態
度
の
必
要
が
あ
る
。
か
く
て
古
典
文
学
の
研
究
に
は
真
蟄
の
態
度
を

要
す
る
。
冷
静
と
情
熱
と
を
要
す
る
。

こ
の
一
文
は
、
古
典
文
学
研
究
の
最
も
基
本
的
な
意
識
、
方
法
を
述
べ
た

も
の
で
、
今
日
に
も
十
分
に
通
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
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法
は
当
時
の
国
文
学
界
全
体
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
極
め
て
新
し
い
方
法

意
識
で
あ
っ
た
。
当
時
の
国
文
学
界
の
主
流
は
、
本
文
研
究
（
異
本
の
調
査

と
本
文
の
校
合
に
よ
る
原
本
の
探
索
）
と
語
句
・
事
項
の
注
解
、
あ
る
い
は

成
立
年
代
の
判
定
ま
た
は
作
者
の
伝
記
調
査
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
、
研
究

の
名
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
作
品
の

「
内
部
生
命
」
「
文
学
の
生
命
」
即
ち
作
品
の
内
容
、
本
質
以
前
の
、
い
わ

ば
文
学
を
盛
っ
て
あ
る
器
を
取
り
扱
っ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
「
内
奥
に

律
動
す
る
所
の
内
部
生
命
の
把
握
に
到
達
す
る
」
と
い
う
、
作
品
の
文
学
と

し
て
の
本
質
に
迫
る
よ
う
な
営
為
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
文
学
界
の
状
況
に
疑
問
が
も
た
れ
、
如
上
の
よ
う
な
方
法

を
ふ
く
め
て
、
様
々
な
新
し
い
方
法
が
膨
浜
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
約

十
年
後
、
昭
和
十
年
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
岡
崎
義
恵
の
文
芸
学
的
方

法
、
近
藤
忠
義
等
の
歴
史
社
会
学
的
方
法
、
斎
藤
清
衛
や
風
巻
景
次
郎
等
の

文
学
精
神
史
的
方
法
な
ど
、
あ
る
い
は
折
口
信
夫
の
民
俗
学
の
援
用
な
ど
が

そ
れ
で
あ
っ
た
。

先
生
が
い
ち
早
く
こ
の
正
統
な
研
究
へ
の
指
導
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
僥
倖
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
そ
う
い

う
指
導
を
過
た
ず
受
け
入
れ
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
に
そ
れ
だ
け
の
用

意
が
あ
つ
・
た
と
い
う
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
先
述

の
よ
う
に
、
先
生
の
生
活
と
社
会
と
の
接
触
が
密
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
思
想

に
ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

藤
村
博
士
の
序
文
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。
こ
の
著
書
の
真
髄
に
か
か
わ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
お
こ
う
。

小
泉
蓼
三
君
は
歌
人
と
し
て
は
現
歌
壇
知
名
の
人
で
あ
る
。
雑
誌
「
ポ

ト
ナ
ム
」
は
君
に
よ
っ
て
重
き
を
な
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
古
典
文
学
の

研
究
家
と
し
て
君
を
知
る
も
の
は
余
り
多
く
は
あ
る
ま
い
。
「
ポ
ト
ナ
ム
」

誌
上
な
る
家
持
の
歌
の
注
釈
や
、
「
国
語
と
国
文
学
」
誌
上
の
家
持
に
関

す
る
二
篇
の
論
文
は
蓋
し
君
が
研
究
者
と
し
て
の
片
鱗
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
等
は
よ
く
君
の
萬
葉
集
に
関
す
る
学
術
的
探
求
態
度
の
如
何

に
真
筆
で
あ
る
か
を
語
っ
て
ゐ
る
。
家
持
を
知
り
、
彼
の
環
境
を
探
り
、

語
句
の
意
を
釈
い
た
上
に
、
そ
の
形
象
を
通
し
て
作
家
の
心
の
微
妙
な
動

き
を
感
じ
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
さ
す
が
に
多
年
作
歌
の
労
苦
を
重
ね
、

創
作
の
心
理
に
通
暁
し
て
ゐ
る
所
に
及
び
易
か
ら
ざ
る
長
所
が
あ
る
。

右
の
『
国
語
と
国
文
学
』
誌
上
の
二
篇
の
論
文
と
い
う
の
は
、
大
正
十
四

年
十
一
月
号
の
「
家
持
論
」
と
、
同
十
五
年
二
月
号
の
「
歌
人
と
し
て
の
家

持
」
と
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
の
論
文
は
「
評
釈
・
大
伴
家
持
全
集
』
に
収
め

ら
れ
、
巻
頭
を
飾
っ
て
い
る
。

前
者
は
「
序
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歌
人
と
し
て
「
作
家
の
心

の
微
妙
な
動
き
を
感
じ
て
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
」
し
、
「
創
作
の
心
理
に
通

暁
し
て
」
家
持
の
歌
に
接
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ

ば
、
歌
人
薬
一
三
の
心
を
も
っ
て
家
持
に
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
家
持
の
歌
に
自
己
を
見
い
だ
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

「
人
と
し
て
の
家
持
」
の
冒
頭
に
は
「
詩
人
の
心
は
つ
ひ
に
寂
し
い
。
家

持
も
ま
た
寂
し
き
詩
人
で
あ
っ
た
。
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
そ
の
生

い
立
ち
か
ら
成
年
期
の
生
活
に
説
き
及
ん
で
い
る
。
天
平
十
年
、
家
持
が

「
妾
」
を
失
っ
た
時
の
彼
の
容
体
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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家
持
の
恋
歌
の
殆
ど
全
部
は
主
と
し
て
恭
仁
京
時
代
四
五
年
間
に
成
っ

た
も
の
と
思
は
れ
る
。
〈
中
略
）
亡
妾
を
一
転
機
と
し
て
彼
は
そ
の
情
緒

生
活
に
判
然
し
た
意
識
を
も
つ
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前

の
彼
の
心
は
主
と
し
て
政
治
上
の
地
位
と
い
ふ
方
面
に
向
け
ら
れ
、
性
的

生
活
の
方
面
は
亡
妾
と
の
間
の
本
能
的
な
関
係
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
ゐ

た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
い
。
そ
れ
が
、
政
治
方
面
の
不
満
と
後
援
の
な

い
不
安
よ
り
来
る
焦
燥
と
無
自
覚
的
に
愛
し
て
ゐ
た
女
性
の
死
と
な
ど
が

原
因
と
な
っ
て
、
彼
を
ぱ
、
情
緒
生
活
の
方
面
へ
ひ
き
つ
け
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
（
中
略
）
奈
良
朝
の
文
化
は
聖
武
帝
の
御
代
に
極
ま
る
。
彼
の

生
れ
る
頃
、
時
代
は
す
で
に
国
家
中
心
思
想
か
ら
離
れ
て
、
歩
一
歩
個
人

中
心
の
美
的
生
活
へ
と
進
み
つ
つ
あ
っ
た
。
美
的
生
活
に
精
神
的
理
想
が

伴
は
ね
ば
、
そ
れ
は
享
楽
生
活
へ
と
墜
ち
て
ゆ
く
。
家
持
は
時
代
を
超
え

た
高
き
精
神
的
の
思
想
に
生
き
た
人
で
は
な
い
。
む
し
ろ
時
代
の
精
神
の

流
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
ゐ
る
人
で
あ
る
。
何
物
か
を
愛
せ
ず
に
は
ゐ
ら

れ
な
い
に
も
か
か
は
ら
ず
、
つ
ひ
に
愛
し
得
な
い
寂
し
さ
ｌ
そ
れ
は

詩
人
の
運
命
で
あ
る
。

長
い
引
用
を
し
た
が
、
先
生
自
身
の
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
ま
で
思
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
即
ち
、
先
生
イ
コ
ー
ル
家
持
を

思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
先
生
の
心
が
家
持
の
内
部
に
浸
透
し
て
、
そ
こ
に

「
詩
人
」
の
「
寂
し
さ
」
を
見
つ
め
て
い
る
。
こ
こ
に
、
先
生
が
最
初
の
本

格
的
な
研
究
に
家
持
を
選
ん
だ
必
然
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
当
時
、
万
葉
集
の
な
か
で
、
家
持
は
そ
の
写
実
性
や
ま
す
ら
お
ぶ
り

や
、
ま
た
素
朴
さ
の
乏
し
さ
に
お
い
て
、
歌
人
に
も
研
究
者
に
も
軽
ん
じ
ら

小
泉
薬
一
三
先
生
の
人
と
学
問

れ
て
い
た
。
そ
の
家
持
を
取
り
上
げ
一
冊
に
ま
と
め
た
と
こ
ろ
だ
け
で
も
先

駆
性
が
あ
っ
た
。

な
お
こ
の
後
に
、
「
家
持
を
め
ぐ
る
人
々
」
の
一
章
を
付
し
、
さ
ら
に
、

代
表
的
な
歌
百
十
余
首
の
評
釈
と
そ
の
全
歌
を
登
載
し
て
い
る
。
「
全
集
」

と
称
し
た
所
以
で
あ
る
。

評
釈
の
一
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
あ
が
り
情
か
な
し
も

独
り
し
思
へ
ば

（
左
註
省
略
）
即
ち
「
う
ら
う
ら
と
照
り
わ
た
っ
た
春
の
日
に
雲
雀
が

空
に
の
ぼ
っ
て
鳴
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
き
き
な
が
ら
私
の
心
は
ま
こ
と
に

か
な
し
い
。
た
っ
た
一
人
で
藻
の
思
ひ
に
ふ
け
っ
て
ゐ
る
が
故
に
」
と
。

素
朴
さ
は
な
い
が
、
近
代
的
な
感
覚
の
洗
練
さ
が
手
法
の
冴
え
と
共
に
潭

然
た
る
一
首
を
な
し
て
ゐ
る
。
第
一
句
、
二
句
の
に
の
重
音
、
第
五
句
に

し
の
助
辞
を
入
れ
て
字
余
り
に
し
た
と
こ
ろ
、
第
四
句
と
五
句
と
の
倒
置

と
と
も
に
深
く
意
を
い
た
し
て
味
ひ
た
い
。
（
中
略
）
概
念
歌
に
は
万
人

共
通
の
情
趣
は
あ
っ
て
も
、
作
者
固
有
の
情
緒
は
な
い
。
情
緒
は
深
く
狭

く
な
る
程
即
ち
個
性
的
に
な
る
程
か
へ
っ
て
万
人
の
魂
を
ゆ
す
る
。
深
く

な
る
と
狭
く
な
る
。
け
れ
ど
も
更
に
広
く
な
る
の
で
あ
る
。
最
も
個
々
的

に
徹
し
た
境
地
は
最
も
万
人
に
共
通
す
る
。
こ
こ
ま
で
来
て
、
家
持
の
世

界
も
、
概
念
か
ら
真
の
詩
の
世
界
に
と
沈
潜
し
得
た
と
言
へ
よ
う
。

先
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
も
言
う
べ
き
は
『
近
代
短
歌
史
明
治
篇
』

九
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（
昭
和
三
十
年
六
月
刊
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
い
年
月
を
か
け
て
成
っ
た
も

の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
、
昭
和
初
期
ま
で
の
国
文
学
の
研
究
対
象
は
、
中
世
ま
で
で

あ
っ
た
。
近
世
の
作
品
で
さ
え
も
が
ま
と
も
に
は
研
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
、
進
ん
で
対
象
と
し
て
選
ん
だ
の
が
藤
村
作
で
あ
っ
た
。
近
世
の
も

の
も
そ
う
い
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
明
治
以
後
す
な
わ
ち
近
代
文
学
な
ど

は
全
く
顧
み
ら
れ
ず
、
國
文
学
者
の
本
格
的
な
研
究
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
は
、
英
文
学
者
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
手
に
よ
っ
て
、

明
治
・
大
正
文
学
史
が
書
か
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
國
文
学
者
が
、
近
代
文

学
を
本
格
的
に
研
究
し
は
じ
め
た
の
は
、
比
較
的
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。

近
代
文
学
が
研
究
の
対
象
と
し
て
喚
起
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
大
正
十
二

年
の
関
東
大
震
災
の
後
で
あ
る
。
当
時
、
資
料
の
焼
失
が
文
化
人
の
関
心
を

ひ
い
て
、
吉
野
作
造
が
「
明
治
文
化
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
た
あ
た
り
か
ら

の
こ
と
と
見
て
よ
い
。
こ
の
会
は
、
文
学
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
全
般
に
わ

た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
風
潮
の
な
か
で
、
『
早
稲
田
文
学
』
（
大
正
十

四
年
三
月
号
）
が
「
明
治
文
学
考
混
沌
期
の
研
究
」
を
出
し
た
。
ま
た
、

講
座
も
の
で
は
『
日
本
文
学
講
座
』
が
大
正
十
五
年
よ
り
昭
和
二
年
に
わ
た
っ

て
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
編
者
は
藤
村
作
で
、
そ
の
十
一
・
十
二
・
十
三
巻

が
「
明
治
時
代
」
と
し
て
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
近
代
文

学
の
研
究
が
本
格
的
に
は
じ
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
い
が
、
国
文
学
系
の
研
究

者
の
活
動
は
い
ま
だ
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
座
の
「
上
編
」
は
各
ジ
ャ
ソ
ル

の
概
説
で
あ
る
が
、
「
明
治
文
学
概
説
」
は
生
田
長
江
で
あ
り
、
以
下
専
門

の
研
究
者
は
い
な
い
。
す
べ
て
、
評
論
家
、
作
家
、
詩
人
、
歌
人
、
俳
人
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
短
歌
は
土
岐
善
麿
が
書
い
て
い
る
。
ま
た
「
下
編
」
は

代
表
作
家
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
が
、
歌
人
は
正
岡
子
規
だ
け
で
、
そ
れ
も

弟
子
の
河
東
碧
梧
桐
が
書
い
て
い
る
。

近
代
文
学
全
般
に
わ
た
っ
て
の
、
専
門
研
究
者
の
活
動
は
前
記
の
片
岡
良

一
の
「
現
代
文
学
諸
相
の
概
観
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
年
四
月
号
の

特
集
「
現
代
文
学
考
察
」
）
に
は
じ
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
短
歌
の

み
の
歴
史
を
書
い
た
も
の
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
斎
藤
茂
吉
が
昭
和

六
年
、
「
明
治
大
正
和
歌
史
」
（
「
短
歌
講
座
』
改
造
社
）
を
書
い
て
い
る
が
、

言
う
ま
で
も
な
く
専
門
の
研
究
者
で
は
な
く
、
お
の
ず
か
ら
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

に
偏
っ
た
面
も
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
短
歌
結
社
で
は
『
水
甕
』
が
そ
の
年
の

一
月
号
で
「
明
治
大
正
短
歌
研
究
」
を
特
集
し
て
い
る
。
・

先
生
は
昭
和
二
年
に
、
・
高
等
教
員
国
語
科
教
員
検
定
試
験
に
合
格
し
て
お

り
高
等
学
校
や
専
門
学
校
（
旧
制
）
の
教
員
に
な
れ
る
資
格
を
と
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
研
究
者
と
し
て
の
職
に
つ
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
、
何

ら
か
の
研
究
の
テ
ー
マ
を
胸
に
あ
た
た
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
実
作
者
と
し
て
最
も
身
近
で
、
し
か
も
、
右
の
よ
う
に
よ
う
や
く
研

究
の
い
と
ぐ
ち
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
未
開
拓
と
い
っ
て
よ
い
短
歌
史
に
ラ

イ
フ
ワ
ー
ク
を
求
め
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

先
生
の
研
究
方
法
は
、
先
に
『
評
釈
・
大
伴
家
持
全
集
』
の
藤
村
博
士
の

序
文
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
ま
ず
「
本
文
」
の
確
立
で
あ
り
、
つ
い
で
作
者

の
「
環
境
ｌ
時
代
、
社
会
」
に
つ
い
て
の
認
識
を
十
分
に
し
、
そ
の
う
え
で

作
品
の
生
命
（
本
質
）
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

未
開
拓
の
分
野
で
あ
る
か
ら
、
本
文
に
該
当
す
る
既
成
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
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あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
明
治
大
正
六
十
数
年
に
わ
た
る
個
々
の
歌

集
、
雑
誌
を
蒐
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
言
語
に
絶
す
る
困
難
事

で
あ
る
。
そ
れ
を
先
生
は
あ
え
て
実
行
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

古
い
新
聞
、
雑
誌
も
歌
集
も
、
図
書
館
に
行
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
も
手
元
に
置
く
と
な
る
と
書
き
写
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
の
よ
う

に
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
、
個
人
出
版
の
多
い
歌
集

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
図
書
館
に
な
い
も
の
も
多
い
。
古
書
店
を
漁
っ
て
買

い
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
っ
た
く
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
話
で
あ
る
。

そ
れ
の
ひ
と
と
お
り
出
来
上
が
っ
た
の
が
『
明
治
大
正
歌
書
年
表
』
（
昭

和
十
年
十
二
月
刊
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
す
べ
て
が
完
成
し
た
の
が
、

「
明
治
大
正
短
歌
資
料
大
成
』
全
三
巻
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
巻
は
『
明
治

歌
論
資
料
集
成
』
（
昭
和
十
五
年
六
月
刊
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
和
歌
革
新

の
声
が
起
こ
り
は
じ
め
た
明
治
十
五
年
の
こ
ろ
か
ら
、
革
新
の
論
議
の
ほ
ぼ

出
揃
っ
た
明
治
三
十
年
ま
で
の
主
要
な
す
べ
て
の
文
献
五
十
二
編
を
復
刻
し

て
い
る
。
短
歌
革
新
の
理
論
の
展
開
を
辿
る
の
に
は
欠
か
せ
ぬ
文
献
で
あ
る
。

第
二
巻
は
『
明
治
大
正
歌
書
綜
覧
』
（
昭
和
十
六
年
三
月
刊
）
で
、
こ
こ
に

は
明
治
元
年
よ
り
大
正
十
五
年
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
た
歌
書
（
歌
集
。
歌

論
書
）
お
よ
び
、
短
歌
雑
誌
を
網
羅
し
て
、
著
者
、
発
行
年
月
、
発
行
所
、

サ
イ
ズ
、
ペ
ー
ジ
数
、
代
表
歌
、
雑
誌
の
場
合
は
刊
行
の
期
間
、
編
集
者
名
、

主
要
会
員
名
、
成
立
と
そ
の
主
張
等
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
解
説
が
施
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
歌
書
・
歌
誌
は
、
立
命
館
大

学
図
書
館
に
「
白
楊
荘
文
庫
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
三
巻
は
『
明

治
大
正
短
歌
大
年
表
』
（
昭
和
十
七
年
四
月
刊
）
で
、
こ
れ
に
は
明
治
元
年

小
泉
蓼
三
先
生
の
人
と
学
問

よ
り
月
を
追
っ
て
、
単
行
歌
書
、
雑
誌
、
新
聞
の
順
に
従
い
、
著
者
名
、
歌

論
の
題
名
と
筆
者
名
、
作
品
の
題
名
（
重
要
と
見
た
も
の
）
等
を
記
載
し
た

も
の
で
あ
る
。
凡
例
に
、
収
録
歌
書
三
千
五
百
九
十
七
冊
、
未
見
の
も
の
百

十
冊
余
、
こ
れ
ら
は
月
不
詳
の
部
に
収
め
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
刊
行

さ
れ
た
『
明
治
大
正
歌
書
年
表
』
が
単
行
本
の
み
で
あ
っ
た
の
に
、
雑
誌
・

新
聞
登
載
の
論
説
・
作
品
を
増
補
し
た
も
の
で
、
ま
さ
に
大
年
表
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
膨
大
な
資
料
を
駆
使
し
て
な
っ
た
も
の
が
、
そ
の
後
の
先
生
の

仕
事
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
も
の
が
『
正
岡
子
規
根
岸
短
歌
会
の
位
相
』

（
昭
和
九
年
十
月
刊
）
で
あ
る
。
子
規
の
三
十
三
回
忌
に
際
し
て
、
そ
の
再

評
価
を
試
み
た
も
の
で
、
近
代
短
歌
史
に
お
け
る
写
実
主
義
の
性
格
を
解
明

す
る
と
と
も
に
、
「
根
岸
短
歌
会
」
を
一
つ
の
精
神
共
同
体
と
し
て
分
析
し
、

そ
の
史
的
位
相
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
は
『
近
代
短
歌
の
性
格
』
（
昭
和
十
五
年
九
月
刊
）
が
あ
る
。
こ
れ

は
諸
雑
誌
に
発
表
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
「
近
代
短
歌
の
特
質
」

「
近
代
短
歌
の
方
向
」
「
近
代
の
歌
書
歌
壇
」
の
三
章
よ
り
な
っ
て
い
る
。
第

一
章
で
は
１
「
明
治
文
学
に
於
け
る
短
歌
の
位
置
」
２
「
明
治
の
和
歌
革
新
」

３
「
新
派
和
歌
の
前
駆
ｌ
落
合
直
文
論
序
説
ｌ
」
４
「
近
代
短
歌
に
於
け
る

自
我
の
自
覚
と
そ
の
展
開
ｌ
与
謝
野
寛
試
論
ｌ
」
５
「
近
代
短
歌
に
於
け
る

写
生
論
の
成
立
ｌ
正
岡
子
規
歌
論
の
本
質
ｌ
」
６
「
近
代
短
歌
完
成
へ
の
前

提
Ｉ
斎
藤
茂
吉
『
赤
光
』
の
鑑
賞
ｌ
」
７
「
明
治
・
大
正
歌
壇
と
新
人
の
業

績
」
８
「
明
治
・
大
正
歌
壇
結
社
の
興
亡
」
。
第
二
章
で
は
、
１
「
短
歌
の

転
向
」
２
「
問
題
四
つ
」
３
「
完
成
よ
り
動
揺
へ
の
過
程
」
４
「
短
歌
美
学

の
拡
大
」
５
「
歌
壇
の
予
望
」
６
「
歌
壇
の
新
人
」
７
「
近
代
短
歌
の
方
向
」
。



第
三
章
で
は
、
１
「
維
新
勤
王
志
士
と
和
歌
」
２
「
明
治
の
和
歌
と
開
化
」

３
「
明
治
短
歌
史
新
資
料
二
三
」
４
「
明
治
前
半
期
の
京
阪
・
中
央
歌
壇
」

５
「
御
歌
所
と
藩
閥
」
６
「
長
歌
改
良
論
と
弘
綱
の
書
信
」
７
「
新
派
和
歌

発
生
に
至
る
ま
で
」
８
「
あ
さ
香
社
の
人
々
」
９
「
与
謝
野
鉄
幹
と
大
阪
」

叩
「
窪
田
空
穂
と
新
詩
社
」
ｕ
「
明
治
三
十
三
年
の
秋
」
吃
「
山
田
美
妙
の

和
歌
・
歌
論
」
過
「
田
山
花
袋
と
そ
の
和
歌
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

う
ち
第
二
章
は
当
代
短
歌
の
時
評
的
な
性
格
の
論
が
多
い
が
、
他
は
短
歌
史

に
関
す
る
考
察
が
多
く
、
学
問
的
著
作
と
見
ら
れ
る
。

先
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
見
ら
れ
る
の
は
、
『
近
代
短
歌
史
明
治
篇
』

（
昭
和
三
十
年
六
月
刊
）
で
あ
る
。
そ
の
「
凡
例
」
に
「
本
書
は
、
昭
和
二

十
年
に
書
き
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
前
述
の
『
明
治
大
正
短

歌
資
料
大
成
』
三
巻
の
上
に
た
っ
て
い
る
旨
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

は
じ
め
に
「
序
論
」
が
あ
っ
て
、
「
和
歌
史
の
方
法
」
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
資
料
の
羅
列
や
そ
の
解
説
、
あ
る
い
は
歌
人
の
列

伝
的
叙
述
を
排
し
て
、
文
化
史
と
の
関
連
、
な
い
し
は
そ
の
一
環
と
し
て
記

述
さ
れ
る
》
へ
し
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代
社
会
と
の
関
係
は
、
理

論
と
し
て
は
あ
か
ら
さ
ま
に
説
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
時
代
の
政
治
や
経
済

現
象
の
う
え
に
説
き
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
か
っ
て
の
『
大
伴
家
持
全

集
』
著
述
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
、
現
実
す
な
わ
ち
「
環
境
」
を
重
視

し
つ
つ
、
作
者
の
主
体
、
具
体
的
な
資
料
に
よ
る
裏
付
け
な
ど
に
よ
り
実
証

的
に
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
時
代
区
分
に
つ
い
て
は
、
「
和
歌
史
」
の
伝
統
へ
遡
っ
て
広
く
考

察
を
巡
ら
し
た
後
、
主
題
で
あ
る
「
近
代
和
歌
の
時
代
区
分
」
に
及
ぶ
。
そ

こ
で
は
、
〔
一
〕
胎
生
期
ｌ
明
治
初
年
よ
り
二
十
五
年
ご
ろ
ま
で
。
〔
二
〕
近

代
短
歌
成
立
期
’
二
十
五
年
よ
り
三
十
三
年
ご
ろ
ま
で
。
〔
三
〕
展
開
期
’

三
十
四
年
ご
ろ
よ
り
、
大
正
三
年
こ
ろ
ま
で
。
〔
四
〕
円
熟
期
ｌ
大
正
四
年

こ
ろ
よ
り
十
五
年
ま
で
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
類
型
」
の
推
移
の
上
よ

り
見
る
と
、
理
想
主
義
的
浪
漫
派
的
傾
向
の
時
代
と
写
実
的
現
実
的
傾
向
の

時
代
と
に
分
け
て
い
る
。
前
者
は
近
世
期
継
承
の
擬
古
派
の
和
歌
を
も
含
み
、

さ
ら
に
そ
の
改
良
を
主
張
し
た
主
情
派
・
浪
漫
派
を
こ
れ
に
入
れ
て
い
る
。

後
者
は
、
明
治
後
半
期
に
発
生
し
た
写
生
派
の
展
開
と
し
て
と
ら
え
、
大
正

期
に
お
い
て
は
、
こ
の
理
想
主
義
的
傾
向
と
、
写
実
主
義
的
傾
向
と
が
相
融

和
し
、
写
生
論
が
象
徴
論
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
大
綱
に
従
っ
て
、
ま
ず
第
一
章
「
和
歌
精
神
の
継
承
と
展
開
」
に
お

い
て
は
、
維
新
勤
王
志
士
の
歌
と
明
治
の
宮
廷
和
歌
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
第

二
章
「
近
世
期
継
承
の
和
歌
」
に
お
い
て
は
、
明
治
初
頭
の
歌
壇
の
展
望
か

ら
新
題
歌
の
発
生
ま
で
を
説
い
て
い
る
。
第
三
章
「
啓
蒙
思
潮
に
も
と
づ
く

和
歌
改
良
論
」
で
は
、
様
々
な
和
歌
改
良
論
を
展
望
し
つ
つ
、
末
松
謙
澄
の

『
國
歌
新
論
』
に
及
ん
で
い
る
。
第
四
章
「
近
世
期
継
承
和
歌
の
円
熟
及
び

そ
の
再
生
と
近
代
意
識
の
萌
芽
」
で
は
、
宮
廷
和
歌
以
外
の
擬
古
派
和
歌
の

諸
相
の
な
か
に
近
代
の
萌
芽
を
求
め
て
い
る
。
以
上
は
い
わ
ゆ
る
近
代
短
歌

発
生
の
前
史
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
先
生
は
こ
れ
を
「
試
論
」
と
称
し

て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
従
来
の
研
究
の
未
到
の
部
分
で
あ
っ
て
、
精
細
な

る
叙
述
を
見
せ
て
い
る
。
第
五
章
「
近
代
短
歌
の
発
生
」
に
お
い
て
は
、
ま

ず
「
主
情
派
」
と
規
定
し
て
、
「
あ
さ
香
社
」
の
業
績
に
注
目
し
、
つ
い
で

「
折
衷
派
」
と
し
て
「
竹
柏
会
」
に
つ
い
て
論
じ
、
さ
ら
に
「
あ
さ
香
社
」



よ
り
生
じ
た
「
い
か
づ
ち
会
」
「
若
菜
会
」
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
第
六

章
「
理
想
派
短
歌
の
展
開
」
で
は
浪
漫
派
と
し
て
「
新
詩
社
」
及
び
、
叙
景

詩
運
動
に
つ
い
て
述
べ
、
従
来
の
写
実
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
否
定
的
評
価

に
対
し
て
、
時
代
の
動
き
の
中
で
、
現
実
を
反
映
し
た
要
素
を
持
つ
も
の
と

し
て
、
一
つ
の
評
価
を
試
み
て
い
る
。
第
七
章
「
現
実
派
短
歌
の
先
駆
」
で

は
、
写
生
派
す
な
わ
ち
「
根
岸
短
歌
会
」
の
諸
相
に
つ
い
て
精
細
な
分
析
を

試
み
、
そ
の
成
果
を
明
確
に
し
、
本
書
中
の
最
も
生
彩
あ
る
論
証
を
行
っ
て

い
る
。
第
八
章
「
理
想
派
短
歌
の
発
展
並
び
に
理
想
派
短
歌
の
展
開
」
に
お

い
て
は
、
新
詩
社
以
後
の
、
ス
バ
ル
や
自
然
主
義
的
短
歌
の
発
生
に
つ
い
て
、

ま
た
、
根
岸
短
歌
会
以
後
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
経
過
に

つ
い
て
解
明
し
て
い
る
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
明
治
の
時
代
を
終
わ
り
、
大
正
の
時
代
に
受
け
継
が
れ

る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
仕
事
は
着
手
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
身
辺
の
不
穏

小
泉
蓼
三
先
生
年
譜
歌
誌
「
水
甕
」
創
刊
に
参
加
し
、
筆
名
「
藤
一
三
と
す
る
。

大
正
６
年
二
九
一
七
）
謁
歳
三
月
東
洋
大
学
専
門
部
二
科
を
卒
業
。

明
治
”
年
（
一
八
九
四
）
四
月
四
日
神
奈
川
県
横
浜
市
戸
塚
区
矢
部
町
八
七
月
中
等
学
校
国
語
漢
文
科
教
員
無
試
験
検
定
合
格
。

一
番
地
に
生
ま
る
。
本
名
、
藤
造
。
父
、
藤
治
母
、
ョ
ネ
の
長
大
正
８
年
（
一
九
一
九
）
謁
歳
堀
江
登
喜
と
結
婚
。

男
。
大
正
９
年
（
一
九
二
○
）
妬
歳
福
井
県
北
陸
中
学
校
教
諭
と
な
る
。
九
月

明
治
虹
年
（
一
九
○
八
）
皿
歳
四
月
神
奈
川
県
立
第
一
中
学
校
入
学
。
二
八
日
長
男
清
生
ま
る
。

大
正
２
年
（
一
九
一
三
）
四
歳
三
月
同
校
卒
業
。
こ
の
こ
ろ
「
第
二
次
大
正
加
年
二
九
一
二
）
訂
歳
一
月
八
日
、
父
藤
治
逝
去
。
七
月
埼
玉

車
前
草
社
」
入
会
。
県
川
越
中
学
校
教
諭
と
な
る
。
こ
の
頃
歌
誌
『
聖
士
』
を
創
刊
。

大
正
３
年
（
一
九
一
四
）
加
歳
四
月
東
洋
大
学
専
門
部
二
科
に
入
学
。
大
正
ｎ
年
二
九
一
・
三
）
躯
歳
一
月
京
城
公
立
高
等
女
学
校
教
諭
。
四

小
泉
某
一
三
先
生
の
人
と
学
問
一
三

の
た
め
、
膨
大
な
資
料
を
前
に
し
て
、
つ
い
に
完
成
を
見
な
か
っ
た
こ
と
は

惜
し
み
て
も
余
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。

な
お
、
著
書
に
は
こ
れ
ら
の
他
に
、
「
美
妙
選
集
』
（
昭
和
十
年
）
、
『
元
政
・

良
寛
・
愚
庵
』
（
昭
和
十
一
年
）
、
『
維
新
志
士
勤
王
詩
歌
評
釈
」
（
昭
和
十
三

年
）
『
日
本
語
文
の
性
格
』
（
昭
和
十
九
年
）
そ
の
他
が
あ
る
。

こ
れ
ら
多
く
の
優
れ
た
業
績
を
残
し
、
ま
た
長
年
大
学
教
育
に
尽
痒
し
な

が
ら
、
敗
戦
後
、
教
職
不
適
格
の
名
の
も
と
に
教
壇
を
さ
ら
れ
た
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。
こ
の
事
態
の
真
相
に
つ
い
て
は
、
白
川
静

博
士
が
「
立
命
館
文
学
』
平
成
元
年
六
月
刊
、
五
二
号
に
て
詳
細
に
述
べ

て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
引
用
を
割
愛
す
る
が
、
ま
こ
と
に
不
条
理
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
先
生
は
晩
年
を
教
育
図
書
出
版
に
従
い
、
比
較
的
早
く
、
昭
和

三
十
一
年
十
一
月
二
十
七
日
急
逝
さ
れ
た
。
享
年
、
六
十
二
歳
で
あ
っ
た
。



月
百
瀬
千
尋
と
「
ポ
ト
ナ
ム
短
歌
会
」
を
創
立
、
『
ポ
ト
ナ
ム
』

を
創
刊
。
「
野
に
立
ち
て
」
を
創
刊
の
こ
と
ば
と
す
る
。

大
正
吃
年
（
一
九
二
三
）
調
歳
一
月
筆
名
を
「
蓼
三
」
と
改
め
る
。
八

月
水
甕
社
を
退
社
。

大
正
過
年
二
九
二
四
）
釦
歳
二
月
東
京
府
立
第
一
商
業
学
校
教
諭
。

五
月
「
ポ
ト
ナ
ム
』
を
休
刊
し
、
『
撒
攪
』
と
合
併
。

大
正
皿
年
（
’
九
二
五
）
訓
歳
一
月
『
ポ
ト
ナ
ム
』
を
復
刊
、
第
四
巻

一
号
と
す
る
。

昭
和
２
年
二
九
二
七
）
調
歳
七
月
高
等
学
校
国
語
科
教
員
検
定
試
験

に
合
格
。
十
二
月
新
潟
県
立
新
潟
商
業
学
校
教
諭
。

昭
和
３
年
（
一
九
二
八
）
八
月
登
喜
と
離
婚
。

昭
和
５
年
（
一
九
三
○
）
拓
歳
三
好
桂
子
と
結
婚
。
九
月
長
野
県
立
女

子
専
門
学
校
教
授
。

昭
和
７
年
二
九
三
二
）
犯
歳
九
月
立
命
館
大
学
専
門
学
部
文
学
科
教

授
。

昭
和
８
年
（
一
九
三
三
）
調
歳
一
月
『
ポ
ト
ナ
ム
』
誌
上
に
「
現
実
的

新
杼
情
主
義
短
歌
の
提
唱
」
を
発
表
し
、
今
後
の
指
針
と
す
る
。

十
一
月
『
立
命
館
文
学
』
の
編
集
主
任
と
な
る
。

昭
和
９
年
（
一
九
三
四
）
如
歳
一
月
『
立
命
館
文
学
』
を
創
刊
。

昭
和
加
年
（
一
九
三
五
）
姐
歳
四
月
立
命
館
大
学
専
門
学
部
文
学
科
主

事
。

昭
和
過
年
二
九
三
八
）
坐
歳
四
月
『
明
治
大
正
歌
書
年
表
・
増
補
版
』

に
よ
り
、
第
一
回
日
本
歌
人
協
会
賞
を
受
く
。
十
二
月
陸
軍
省

嘱
託
と
し
て
北
支
・
中
支
に
従
軍
。

昭
和
皿
年
（
一
九
三
九
）
妬
歳
四
月
中
国
よ
り
帰
国
。

昭
和
巧
年
（
一
九
四
○
）
妬
歳
陸
軍
省
嘱
託
を
解
か
れ
る
。
六
月
立
命

館
よ
り
向
こ
う
三
カ
年
中
国
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
、
国
立
北
京
師

範
大
学
教
授
を
兼
任
す
る
。

昭
和
昭
年
（
一
九
四
一
）
鞭
歳
四
月
立
命
館
大
学
法
文
学
部
国
文
学
科

が
創
設
さ
れ
、
教
授
と
な
る
。
五
月
華
北
日
本
語
教
育
研
究
所

員
を
兼
任
。

昭
和
Ⅳ
年
（
↓
一
九
四
二
）
蛤
歳
九
月
国
立
北
京
外
国
語
専
科
学
校
上
席

教
授
を
兼
任
。

昭
和
鳩
年
（
一
九
四
三
）
姐
歳
四
月
立
命
館
大
学
よ
り
中
国
出
張
を
解

か
れ
、
立
命
館
大
学
に
帰
任
。

、
や

昭
和
四
年
（
一
九
四
四
）
卵
歳
三
月
『
ポ
ト
ナ
ム
』
第
二
二
巻
三
号

（
通
巻
二
五
四
号
）
を
も
っ
て
休
刊
。
四
月
雑
誌
統
合
の
国
策

に
よ
り
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
と
合
併
す
る
。

昭
和
鋤
年
（
一
九
四
五
）
団
歳
二
月
八
日
長
男
小
泉
清
、
輸
送
船
団
に

て
台
湾
沖
（
高
雄
州
ガ
ラ
ソ
ピ
方
面
）
南
下
中
爆
撃
を
受
け
て
戦

死
す
。

昭
和
皿
年
（
一
九
四
六
）
死
歳
出
版
社
白
楊
社
を
組
織
す
る
。
（
夫
人
名

義
）

昭
和
翠
年
二
九
四
七
）
銘
歳
一
月
旧
ポ
ト
ナ
ム
同
人
を
中
心
と
し
て

歌
誌
「
く
さ
ふ
ぢ
』
（
羽
田
書
房
発
行
）
を
創
刊
。
六
月
昭
和

二
二
年
政
令
第
六
二
号
第
三
号
第
一
項
（
教
職
不
適
格
）
に
よ
り

四



小
泉
蓼
三
先
生
の
人
と
学
問

立
命
館
大
学
教
授
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
る
。

昭
和
型
年
二
九
四
九
）
弱
歳
一
月
「
く
さ
ふ
ぢ
』
選
者
制
を
と
る
。

十
二
月
有
限
会
社
白
楊
社
を
株
式
組
織
に
改
め
、
編
集
顧
問
と

な
る
。

昭
和
泌
年
（
’
九
五
二
師
歳
一
月
『
く
さ
ふ
ぢ
』
の
誌
名
を
『
ポ
ト

ナ
ム
』
に
復
す
。
四
月
ポ
ト
ナ
ム
復
元
三
○
○
号
記
念
大
会
。

九
月
教
職
不
適
格
と
し
て
の
指
定
を
解
除
さ
れ
る
。

昭
和
”
年
二
九
五
二
）
記
歳
十
一
月
二
十
一
日
「
明
治
和
歌
史
の
研

究
」
に
よ
り
文
学
博
士
の
学
位
を
受
け
る
。
（
東
洋
大
学
提
出
）

昭
和
詔
年
二
九
五
三
）
的
歳
四
月
関
西
学
院
大
学
教
授
。
四
月
ポ

ト
ナ
ム
三
十
周
年
記
念
大
会
。
（
京
都
）

昭
和
調
年
二
九
五
四
）
帥
歳
金
城
学
院
短
期
大
学
教
授
を
兼
任
。

昭
和
釦
年
（
一
九
五
六
）
舵
歳
十
一
月
二
十
七
日
急
逝
。
三
十
日
、
紫
野

上
野
町
光
念
寺
に
お
い
て
告
別
式
。
法
号
「
清
泉
院
映
誉
瑞
光
藤

雲
居
士
」
。
洛
東
、
法
然
院
に
葬
る
。

昭
和
詑
年
二
九
五
七
）
五
月
『
ポ
ト
ナ
ム
』
追
悼
号
刊
行
。

昭
和
印
年
二
九
七
五
）
十
一
月
二
十
四
日
法
然
院
山
内
に
歌
碑
を
建
立
。

除
幕
式
を
行
う
。

五


