
あ
は
れ
だ
と
か
が
、
一
種
流
行
の
よ
う
に
な
っ

て
い
た
と
き
に
出
版
さ
れ
た
。
久
松
淋
一
「
日

本
文
学
評
論
史
」
に
枚
せ
て
あ
る
論
文
目
録
に

よ
れ
ば
、
久
松
氏
の
論
文
「
鎌
倉
時
代
の
歌
論

ｌ
幽
玄
有
心
の
歌
論
」
（
新
潮
社
日
本
文
学
講
座
、

昭
和
二
年
十
一
月
）
と
い
う
の
が
あ
り
、
弓
ま

こ
と
』
に
就
い
て
」
（
東
京
帝
国
大
学
新
聞
、
昭

和
四
年
七
月
）
、
「
幽
玄
論
の
変
遷
の
一
動
機
」

（
東
京
朝
日
新
聞
、
昭
和
五
年
一
月
）
、
弓
さ
び
』

の
理
念
」
（
東
京
帝
大
新
聞
、
昭
和
六
年
六
月
）
と

哲
学
者
が
、
日
本
文
芸
に
つ
い
て
肺
じ
た
著

述
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
九
鬼
周
造
「
い
き

の
構
造
」
、
大
西
克
礼
「
幽
玄
と
あ
は
れ
」
・
「
風

雅
論
」
な
ど
は
、
日
本
の
文
芸
理
念
が
研
究
の

対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、
幽
玄
だ
と
か
、

書
評

唐
木
順
三
著

「
鋸
《

〃
日
、
可

‘Ni
l

そ
れ
ぞ
れ
昭
和
十
四
年
、
十
五
年
刊
で
あ
る
か

ら
、
文
芸
理
念
研
究
の
一
つ
の
時
期
の
さ
き
が

け
・
し
ん
が
り
を
つ
と
め
た
と
こ
ろ
の
哲
学
者

側
か
ら
の
著
述
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
国
文

学
者
の
研
究
で
ぱ
見
ら
れ
な
い
清
新
な
、
す
る

ど
い
、
そ
し
て
級
糯
な
研
究
で
、
国
文
学
界
か

ら
の
論
述
と
は
、
全
く
か
け
は
な
れ
た
感
じ
の

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
思
索
の
き
び
し
さ
、
深

さ
が
国
文
学
界
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

い
う
の
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
が
文
芸
理
念
研
究

の
早
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
十
年
前
後

が
こ
う
し
た
方
面
の
研
究
が
活
溌
で
あ
っ
た
と

き
の
よ
う
で
あ
る
。
「
い
き
の
構
造
」
は
昭
和

五
年
刊
、
「
幽
玄
と
あ
は
れ
」
、
「
風
雅
論
」
は

岡
本
彦
一

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
は
、
和
辻
哲
郎
「
日

本
精
神
史
研
究
」
、
「
続
日
本
精
神
史
研
究
」
、

阿
部
吹
郎
「
徳
川
時
代
の
社
会
と
文
学
」
な
ど

に
も
あ
っ
た
。
両
者
と
も
独
自
の
立
場
か
ら
、

独
ｎ
の
方
法
で
切
り
こ
ん
た
も
の
で
、
と
も
に

大
正
時
代
的
な
匂
い
の
強
い
も
の
だ
が
、
国
文

学
の
世
界
に
は
な
い
も
の
を
提
供
し
た
。
そ
し

て
、
当
時
、
国
文
学
界
で
は
高
く
は
評
価
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
評
川
を
遠
慮

さ
れ
た
か
の
傾
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
、
唐
木
順
三
「
無
常
」

も
、
い
え
ば
、
同
様
の
線
上
に
あ
ら
わ
れ
た
著

述
と
見
て
よ
い
。
同
様
と
は
哲
学
者
側
か
ら
の
、

独
自
な
、
す
る
ど
い
研
究
と
い
う
意
で
あ
っ
て
、

日
本
文
学
研
究
の
側
か
ら
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
・

唐
木
氏
の
著
述
目
録
を
見
る
と
、
「
現
代
日

本
文
学
序
説
」
、
「
近
代
日
本
文
学
の
展
開
」
、

「
鴎
外
の
精
神
」
と
戦
前
は
近
現
代
も
の
で
あ

り
、
戦
後
も
こ
う
し
た
作
品
が
つ
づ
い
た
か
、

「
詩
と
デ
カ
ダ
ン
ス
」
あ
た
り
か
ら
、
著
者
の

目
が
む
か
し
に
向
い
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
わ
た
し
が
感
心
し
て
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た

斗寸
ノし

○
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の
は
「
中
世
の
文
学
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
著

は
大
へ
ん
な
名
著
で
あ
る
と
思
う
が
、
著
者
の

古
典
の
扱
い
方
と
い
う
か
、
狭
く
い
え
ば
「
無

常
」
の
も
つ
ス
タ
イ
ル
と
い
う
か
、
そ
う
い
う

も
の
は
、
こ
の
「
中
世
の
文
学
」
の
と
き
に
で

き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
箸
は
、
中
仙
の

、
、
、
、
、
、
、

文
学
の
展
開
を
一
、
す
き
・
す
さ
び
．
さ
び
と
し

て
捉
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
念
に
対
応

す
る
作
者
は
、
鵬
長
明
、
兼
好
、
世
阿
弥
・
芭

蕉
と
い
う
線
で
あ
っ
た
。
「
無
常
」
に
お
い
て

、
、
、
、

は
は
か
な
し
か
ら
無
常
へ
と
い
う
捉
え
方
と
な

り
、
平
安
中
期
以
後
の
女
流
作
家
に
お
い
て
は

か
な
し
を
譜
り
、
つ
い
で
今
昔
物
語
集
等
に

よ
っ
て
「
兵
」
を
登
場
さ
せ
、
男
の
世
界
に
転

じ
、
中
川
の
仏
教
者
か
ら
兼
好
・
連
歌
師
に
無

常
を
さ
ぐ
る
と
い
う
次
第
と
な
る
。
時
間
的

な
展
開
の
相
に
お
い
て
理
念
を
定
汚
さ
せ
よ
う

と
す
る
や
り
方
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
図
式
化

の
み
ご
と
さ
に
わ
た
し
は
感
心
し
、
そ
し
て
、

そ
の
う
ち
に
な
に
か
不
満
を
覚
え
て
く
る
。
そ

の
不
満
と
い
う
の
は
、
ま
だ
何
で
あ
る
か
、
は

っ
き
り
と
は
せ
ぬ
わ
け
だ
が
、
お
も
う
に
、
割

り
切
り
す
ぎ
た
「
は
か
な
さ
」
で
は
な
か
ろ
う

「
無
常
」

か
。
由
来
、
わ
た
し
は
、
割
っ
た
と
き
の
余
り

と
か
、
同
類
項
を
括
り
出
し
た
と
き
の
括
弧
の

な
か
に
残
る
も
の
と
か
に
関
心
を
も
つ
・
図
式

は
美
し
い
、
筋
は
な
る
ほ
ど
正
確
だ
。
そ
れ
は

ま
こ
と
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
納
得
す
る
。
け
れ
ど
も
、
袷
て
ら
れ
た
も
の
、

主
流
を
構
成
し
得
な
か
っ
た
も
の
に
、
貴
重
な

も
の
が
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
ら
を
も
う
一
度
丁

寧
に
調
べ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ

と
を
わ
た
し
は
常
々
思
っ
て
い
る
。

話
が
脇
道
に
き
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ

か
ら
、
本
筋
に
も
ど
そ
う
。
著
者
は
「
中
世
の

文
学
」
か
ら
「
無
常
」
に
や
っ
て
く
る
ま
で
の

間
に
、
「
無
用
者
の
系
譜
」
と
「
中
世
か
ら
近

世
ご
と
い
う
仕
事
を
し
た
。
「
無
用
者
の
系

譜
」
は
、
在
原
業
平
、
一
遍
上
人
と
そ
の
周
辺
、

辿
歌
師
・
俳
譜
師
、
江
戸
の
文
人
を
と
お
っ
て

永
井
荷
風
に
い
た
る
線
を
論
じ
て
い
る
わ
け

だ
。
「
中
世
か
ら
近
世
へ
」
は
雑
多
な
諭
集
と
い

え
る
が
、
「
中
世
の
文
学
」
の
い
き
方
で
論
じ
た

数
編
と
、
梅
宮
・
桂
関
係
の
論
と
、
鎖
国
・
キ
リ
シ

タ
ン
・
外
国
人
の
み
た
日
本
の
論
と
の
三
部
分

に
大
別
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
わ
た
し
に
は
梅

宮
・
桂
関
係
の
三
論
文
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
梅
宮
覚
書
」
、
「
江
戸
初
期
に
お

け
る
装
飾
過
多
の
傾
向
に
つ
い
て
」
、
「
桂
、
修

学
院
両
離
宮
椛
想
の
背
景
」
で
あ
る
。
本
の
題

で
は
な
い
が
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
回
軸
に

た
つ
処
で
あ
る
。
著
者
の
著
述
を
あ
げ
つ
ら
っ

て
勝
手
き
ま
ま
な
こ
と
を
述
、
へ
て
き
た
が
、
こ

の
「
無
用
者
の
系
譜
」
と
「
中
仙
か
ら
近
世
へ
」

の
な
か
に
、
す
で
に
「
無
常
」
の
芽
生
え
が
見

て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
一
通
の
一
切
拾
雌
、
中

世
の
宗
教
・
文
学
・
芸
術
の
扱
い
方
に
ほ
の
見

え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
こ
む
、
「
無
常
」
の

・
』
』

「
あ
と
が
き
」
を
み
る
と
、
「
無
常
と
い
ふ
こ

と
を
や
や
ま
と
め
て
書
い
て
み
た
い
と
、
三
年

ほ
ど
前
か
ら
考
へ
て
ゐ
た
」
と
あ
る
。
「
無
用

者
の
系
譜
」
は
三
十
五
年
刊
、
「
中
世
か
ら
近

世
へ
」
三
十
六
年
刊
で
あ
る
。

「
中
世
の
文
学
」
以
後
の
三
著
と
、
「
無
常
」

と
の
外
形
的
な
大
き
な
違
い
は
、
前
者
が
す
べ

て
論
集
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
始
め

か
ら
意
図
し
て
書
か
れ
た
、
ま
と
ま
っ
た
、
書

き
お
ろ
し
の
著
述
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
こ

れ
が
本
に
な
っ
て
、
世
に
出
る
頃
、
私
は
還
暦

九
一
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を
迎
へ
る
こ
と
に
な
る
。
六
十
年
と
い
ふ
歳
月

の
凝
縮
が
こ
の
一
言
」
と
い
う
こ
と
ば
が
「
あ

と
が
き
」
に
見
え
る
し
、
ま
た
、
冑
の
手
術
を

し
て
後
の
思
わ
し
く
な
い
体
調
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
読
ん
で
は
書
き
、
書
い
て
ば
考
え
、
考
え

て
は
ま
た
読
む
と
い
う
三
ヶ
月
半
の
難
行
の
末

に
な
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
も

書
い
て
あ
る
。
著
者
と
し
て
は
い
ろ
ん
な
意
味

で
記
念
す
べ
き
本
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
へ
ん
で
著
者
の
思
索
の
跡
を
た
ど
っ
て

み
よ
う
。
ま
ず
、
「
は
か
な
し
」
か
ら
出
発
す

る
。
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
で
は
、
道
綱
の
母

の
な
げ
き
の
中
に
、
世
の
中
、
つ
ま
り
男
と
女

と
の
仲
に
お
い
て
「
男
性
の
『
は
か
』
と
女
性

の
「
は
か
』
と
の
進
み
具
合
、
は
か
ど
り
か
た

の
テ
ン
ポ
の
ず
れ
」
に
ば
か
な
し
を
見
出
し
て

い
る
。
「
紫
式
部
日
記
」
に
な
る
と
、
は
か
な

し
の
受
け
と
り
方
は
「
道
綱
の
母
の
そ
れ
と
く

ら
、
へ
て
、
一
層
普
遍
的
、
ま
た
根
本
的
で
あ
っ

／

た
」
。
と
い
う
の
は
「
凡
そ
人
生
そ
の
も
の
が
、

は
か
な
き
も
の
に
見
え
た
」
の
で
あ
る
。
源
氏

物
語
の
「
宇
治
十
帖
‐
｜
で
は
、
源
氏
に
あ
る
「
あ

は
れ
」
を
二
ば
か
な
き
存
在
』
へ
の
同
感
、
感

Ｄ
Ｐ
ｊ

情
移
入
が
、
「
あ
は
れ
』
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」

と
考
え
て
い
る
。
「
和
泉
式
部
日
記
」
に
す
す

む
と
、
「
自
分
を
ふ
く
め
た
世
の
中
、
人
の
世

の
底
に
、
う
つ
る
な
も
の
、
無
意
味
、
空
虚
が
、

半
分
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
虚
無
感
と
ま
で

は
い
は
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
る
」

と
し
、
「
は
か
な
し
」
に
あ
る
、
死
、
・
無
、
無

痕
跡
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
こ
の
日
記
に
お

い
て
、
王
朝
女
性
的
な
捉
え
方
と
し
て
は
、
一

応
、
あ
ら
わ
に
な
っ
て
来
た
と
考
察
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
「
王
朝
の
宮
廷
的
、
女
性
的
な

心
理
や
感
情
で
は
、
ど
う
に
も
始
末
に
負
へ
な

い
や
う
な
事
態
が
現
実
に
出
て
き
て
、
こ
の
事

態
に
対
応
す
る
言
葉
を
求
め
な
が
ら
、
急
に
は

果
し
え
ず
に
、
な
ほ
旧
来
の
『
は
か
な
し
』
に

頼
っ
て
ゐ
た
が
、
一
噸
常
な
ら
ぬ
世
」
と
い
ふ
、

こ
れ
も
王
朝
期
に
か
な
り
多
く
使
は
れ
て
ゐ
る

言
葉
、
仏
教
的
色
彩
を
も
っ
た
言
葉
と
結
び
つ

き
、
「
常
な
ら
ぬ
世
」
を
、
自
身
で
、
具
体
的

に
、
実
悠
的
に
体
験
し
た
人
盈
、
現
実
の
事
態

の
当
事
者
と
し
て
の
男
性
に
よ
っ
て
、
「
無
常
』

と
い
ふ
言
葉
が
、
お
の
づ
か
ら
に
生
み
出
さ
れ

て
き
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
兵

九
二

の
登
場
」
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
保
元
．

平
治
の
物
語
で
あ
り
、
今
昔
物
語
の
話
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
王
朝
末
、
鎌
倉
初
期
の
「
建
礼
門
院

右
京
大
夫
集
」
に
い
た
る
と
、
「
こ
の
世
の
は

か
な
さ
、
常
な
さ
を
、
事
実
と
し
て
体
験
し
」
、

「
も
は
や
そ
れ
を
心
理
や
情
緒
と
し
て
と
や
か

く
」
い
う
と
こ
ろ
を
こ
え
、
「
人
間
心
理
を
超

え
て
、
そ
の
裸
形
を
示
し
て
き
た
」
と
捉
え
、

「
そ
こ
に
は
も
は
や
王
朝
風
の
『
は
か
な
し
』

の
情
趣
は
通
用
し
な
い
」
と
断
じ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
「
無
常
」
に
入
る
わ
け
だ
が
、

ま
ず
法
然
の
生
き
た
時
代
が
、
は
か
な
し
そ
の

も
の
、
無
常
そ
の
も
の
で
、
は
か
な
し
と
も
無

常
と
も
感
ず
る
心
理
も
感
情
も
、
そ
の
能
力
を

失
っ
た
時
代
と
提
示
す
る
。
つ
い
で
、
恵
心
、

法
然
、
親
鴬
に
つ
い
て
、
浄
土
と
稔
土
が
語
ら

れ
、
さ
ら
に
一
遍
上
人
に
お
よ
ん
で
、
一
切
拾

雛
、
す
べ
て
を
捨
て
る
捨
聖
が
語
ら
れ
、
こ
れ

を
結
ぶ
か
の
よ
う
に
「
無
常
を
語
る
場
合
、
き

は
た
っ
て
雄
弁
に
な
り
、
そ
れ
を
書
く
場
合
、

特
に
美
文
調
に
な
る
と
い
ふ
傾
向
が
き
は
め
て

顕
著
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
日
本
人
の
ひ
と

つ
の
特
色
と
い
っ
て
よ
い
だ
ら
う
」
と
い
う
間

Iも
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題
を
と
り
あ
げ
、
「
私
は
無
常
を
語
っ
て
雄
弁

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
無
常
に
親
和
を
感
ず

る
と
い
ふ
特
性
と
、
そ
れ
と
、
た
と
へ
ば
色
即

空
と
い
ふ
仏
教
の
語
彙
と
が
結
び
つ
い
た
結
果

の
も
の
た
ら
う
と
考
へ
て
ゐ
る
」
と
い
う
方
向

で
論
じ
て
い
る
。
。

こ
う
し
て
南
北
朝
か
ら
室
町
期
に
入
り
、
兼

好
の
な
か
に
、
長
明
に
あ
っ
た
詠
嘆
的
無
常
観

か
ら
出
発
し
て
、
自
覚
的
な
無
常
観
に
達
す
る

ま
で
を
吟
味
し
、
つ
い
で
、
連
歌
の
心
敬
・
宗

祇
か
ら
俳
譜
の
芭
蕉
へ
の
系
譜
に
お
い
て
飛
花

落
葉
の
世
界
を
さ
ぐ
っ
て
終
る
。

最
後
は
道
元
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

「
あ
と
が
き
」
に
「
私
が
い
ち
ば
ん
書
き
た
い

と
思
ひ
、
ま
た
力
を
入
れ
、
苦
労
し
た
の
は
、

道
元
を
扱
っ
た
『
無
常
の
形
而
上
学
』
で
あ
る
・

無
常
を
観
じ
思
っ
て
、
道
心
を
発
し
菩
提
を
求

め
る
と
い
ふ
、
普
通
の
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た

道
元
が
、
つ
ひ
に
無
常
そ
の
も
の
を
究
め
尽
し
、

「
無
常
仏
性
」
に
ま
で
至
っ
た
そ
の
こ
と
を
私

は
書
き
尽
し
た
か
っ
た
。
無
常
を
、
あ
り
き
た

り
の
無
常
感
や
無
常
観
か
ら
解
き
放
し
て
、
即

ち
心
理
や
情
緒
や
詠
嘆
や
認
識
か
ら
解
き
放
し

「
無
常
」

閏

■

て
、
ま
さ
に
無
常
そ
の
も
の
、
も
の
の
り
ア
リ

テ
ィ
に
い
た
り
つ
く
し
た
「
無
常
の
形
而
上
学
」

を
書
き
た
か
っ
た
」
と
あ
る
。
わ
た
し
に
は
、

こ
の
道
元
は
む
つ
か
し
か
っ
た
。
「
は
か
な
し
」

と
「
無
常
」
と
は
扱
わ
れ
て
い
る
素
材
が
も
っ

と
も
文
芸
的
な
作
品
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
著

者
が
い
か
に
哲
学
的
思
索
を
試
み
て
も
、
そ
こ

に
は
文
芸
が
大
切
に
つ
つ
み
こ
ま
れ
て
い
た
。

●
い
や
、
本
当
の
意
味
で
文
芸
が
生
か
さ
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
「
無
常
の
形
而
上
学
」
は
哲
学

的
世
界
で
あ
る
。
田
辺
哲
学
に
源
を
発
す
る
著

者
の
哲
学
的
把
握
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。
哲
学

者
の
扱
っ
た
道
元
に
は
、
は
や
く
和
辻
哲
郎
の

道
元
（
「
日
本
精
神
史
研
究
」
所
収
）
が
あ
り
、
田

辺
元
「
正
法
眼
蔵
の
哲
学
私
観
」
が
あ
っ
た
。

後
者
も
む
つ
か
し
い
木
で
あ
っ
た
記
憶
が
あ

る
。
そ
も
そ
も
「
正
法
眼
蔵
」
そ
の
も
の
が
難

解
な
本
で
あ
る
。
最
近
は
、
逆
元
研
究
が
盛
ん

て
あ
っ
て
、
仏
教
方
面
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
文

学
側
か
ら
も
し
だ
い
に
開
拓
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
あ
の
文
体
に
く
い
つ
い
て
ゆ
く
に

は
相
当
な
覚
悟
が
い
る
も
の
と
思
う
。
い
や
、

難
解
さ
の
事
は
と
も
あ
れ
、
著
者
は
「
中
世
の

文
学
」
に
お
い
て
も
、
道
元
に
つ
い
て
論
ず
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
し
、
本
書
で
も
い
ち
ば
ん
力

を
入
れ
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
記

し
た
。
著
者
に
は
も
っ
と
も
恰
好
な
題
目
で
あ

る
だ
ろ
う
と
は
わ
た
し
も
思
う
。
だ
が
、
今
回

こ
こ
で
著
者
の
道
元
に
つ
い
て
語
る
力
は
わ
た

し
に
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
無
常
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
著

者
も
「
『
無
常
』
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の

人
が
吉
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
一

種
の
教
科
書
的
概
念
が
出
来
上
っ
て
、
通
俗
化

し
、
そ
の
深
い
内
容
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
、
ま
づ
さ
う
い
へ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
無

常
研
究
の
一
二
を
あ
げ
る
と
、
木
藤
才
蔵
「
無

常
感
と
文
学
の
問
題
ｌ
そ
の
歴
史
的
考
察
」

（
国
語
と
国
文
学
、
二
十
四
年
二
月
）
は
平
安
末
と

鎌
倉
期
を
概
観
し
た
あ
と
、
心
敬
の
場
合
を
詳

述
し
、
宗
祇
、
芭
蕉
実
で
を
論
じ
て
い
る
。
庸
木

氏
が
飛
花
落
葉
で
扱
っ
て
い
る
の
と
同
じ
時
期

の
研
究
で
あ
る
。
ま
た
、
菊
地
良
一
「
無
常
の
系

譜
」
（
文
学
、
三
十
二
年
三
月
）
は
、
無
常
の
文
学

的
発
想
を
女
流
日
記
の
自
照
的
な
苦
悩
に
見
出

し
、
愚
管
抄
に
お
よ
び
、
つ
い
で
、
平
家
物

九
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語
、
ざ
ら
に
俊
頼
、
西
行
、
長
明
と
い
う
隠
者

の
無
常
が
古
代
的
な
否
定
意
識
の
そ
れ
て
あ

り
、
古
代
と
中
世
の
結
節
点
に
た
つ
こ
と
を
考

え
、
最
後
に
、
中
世
無
常
の
決
定
版
の
成
立
を

道
元
と
兼
好
と
に
つ
い
て
み
、
こ
れ
が
中
世
的

肯
定
意
識
に
た
つ
無
常
で
あ
り
、
中
世
無
常
の

一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
と
い
う
論
で
あ
っ
た
。

行
論
の
深
浅
、
簡
洲
は
と
も
か
く
、
唐
木
氏
の

構
想
と
相
似
た
大
綱
は
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
。
松
本
新
八
郎
「
徒
然
草
そ
の
無
常
に
つ

い
て
」
（
文
学
、
三
十
三
年
一
月
）
は
本
書
に
於

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
こ
の
号
に
掲

枚
さ
れ
て
い
る
小
川
敦
子
「
徒
然
草
の
原
形
と

そ
の
成
立
」
、
林
瑞
栄
「
兼
好
伝
の
一
資
料
に
つ

い
て
」
は
、
本
書
の
徒
然
草
の
論
の
と
こ
ろ
に

は
関
係
ふ
か
い
。
な
お
最
近
の
研
究
文
献
を
あ

げ
る
。

三
十
八
年

平
家
物
語
の
無
常
観
と
現
実
肯
定
門
前
宜
二

天
理
大
学
学
報
２
号

三
十
七
年

無
常
観
と
い
う
、
も
の
井
手
恒
雄
香
椎
潟

（
８
口
５

W
甲

汚

●

執

巳

無
常
の
思
想
森
山
重
雄
文
学
８
月

統
飛
花
落
葉
の
文
学
中
川
徳
之
助
国
文
学

孜
鴻
号

平
家
物
語
の
思
想
永
積
安
明
文
学
８
月

三
十
六
年

無
常
観
の
教
材
に
つ
い
て
山
口
正
解
釈

、
２
口
写

三
十
五
年

平
家
物
語
の
無
常
序
説
谷
宏
国
語
と
国
文

学
４
月

中
世
文
芸
に
お
け
る
無
常
観
桐
原
徳
重
国

語
と
国
文
学
７
月

飛
花
落
葉
の
文
学
中
川
徳
之
助
国
文
学
孜

鴎
号

花
山
院
の
「
花
見
る
人
」
の
歌
井
手
恒
雄

諾
文
研
究
加
号

三
十
四
年

日
本
文
芸
史
に
お
け
る
無
常
観
の
克
服
井
手

恒
雄
世
界
書
院
刊

無
常
感
の
文
学
小
林
智
昭
弘
文
堂
刊

日
本
古
典
の
仏
教
的
精
神
村
田
昇
一
橋
書

房
刊

無
常
観
他
井
勝
一
郎
日
本
文
化
研
究
第

0

九
四

３
巻
新
潮
社
刊

平
家
物
語
に
お
け
る
時
間
認
識
の
問
題
大
野

順
一
文
芸
研
究
６
号

無
常
観
・
無
常
感
井
手
恒
雄
文
芸
と
思
想

肥
号

（
「
無
常
」
唐
木
順
三
著
筑
摩
書
房
三
十
九
年

二
月
四
六
判
三
五
四
頁
五
八
○
円
）


