
須
藤
南
翠
の
「
雛
黄
醗
」

南
翠
は
明
治
十
五
六
年
こ
ろ
よ
り
、
「
つ
・
つ
き
も
の
」
作
者
と
し
て
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
十
九
年
「
照
日
葵
」
　
「
緑
箋
談
」
　
「
新
粧
之
佳
人
」
を
出
す

に
及
ん
で
、
一
流
の
作
家
と
仰
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
：
し
れ
ら
は
い
ず
れ
も

政
治
小
説
な
い
し
は
、
政
治
的
色
彩
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も

「
緑
簑
談
」
は
、
彼
の
改
進
党
的
立
場
が
明
確
に
出
て
お
り
、
情
熱
と
気
迫
の

あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
o
翌
二
十
年
に
は
、
「
擬
人
之
夢
」
　
「
擬
夜
桜
」
「
金

香
露
」
　
「
蟻
之
旋
風
」
　
「
緑
簑
談
続
篇
」
等
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

「
金
香
露
」
を
の
ぞ
い
て
、
い
ず
れ
も
政
治
的
色
彩
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

十
九
年
の
諸
作
に
比
べ
て
、
政
治
的
情
熱
に
乏
し
く
、
ま
た
文
学
的
な
面
に
も

緊
密
豊
潤
を
欠
く
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
反
面
、
そ
こ
に
織
り
こ
ま

れ
だ
恋
と
結
婚
と
い
っ
た
人
生
的
諸
問
題
が
中
心
に
乗
り
出
し
て
来
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
当
時
論
議
さ
れ
て
い
た
男
女
同
権
、
自
由
結
婚
な
ど
、
青

年
た
ち
の
関
心
の
的
に
触
れ
た
も
の
で
負
ノ
た
が
、
い
ま
こ
れ
か
ら
取
上
げ
よ

う
と
す
る
二
十
一
年
の
「
雛
黄
鶏
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
間
題
を
追
究
し
た
も

の
で
、
政
治
的
要
素
を
持
た
ず
、
い
わ
ば
南
軍
の
作
風
の
転
向
点
に
立
っ
た
作

品
と
見
ら
れ
る
。

な
お
「
金
香
露
」
は
、
お
な
じ
く
政
治
的
要
素
を
持
っ
て
は
い
な
い
作
品
で

あ
る
が
、
人
情
本
的
な
男
女
の
葛
藤
の
中
に
、
替
玉
結
婚
や
、
誘
拐
、
傷
害
、

須
藤
南
翠
の
「
雛
黄
闘
」

和

　

田

　

繁

　

二

　

郎

強
盗
、
裁
判
等
を
織
り
こ
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
点
探
偵
小
説
流
行
の
先
駆
的
作

品
と
も
見
ら
れ
る
が
、
荒
唐
無
稽
な
シ
チ
ニ
ー
シ
ョ
シ
や
偶
然
を
積
み
重
ね

た
ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
、
決
し
て
新
し
い
作
品
と
は
見
な
し
難
い
も
の
で
、
取
上

げ
る
程
の
も
の
で
は
な
い
。

翌
二
十
二
年
以
後
は
、
政
治
的
な
も
の
も
、
主
義
主
張
の
表
出
よ
い
は
風
俗

的
な
も
の
に
終
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
他
は
概
ね
、
筋
の
展
開
に
興
味
を
持
た

せ
た
戯
作
性
の
濃
厚
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
：
」
の
「
雛
黄
麗
」
に

は
彼
の
作
家
歴
の
上
で
重
要
な
憲
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
雑
費
聾
は
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
一
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
緒
言
で
、
南
翠
は
、
人
情
本
に
つ
い
て
言
及
し
、
人
情
本
が
「
表
に
は
貝

と
い
ふ
字
の
皮
を
つ
け
（
中
略
）
勧
善
懲
悪
を
糎
へ
ど
も
其
の
骨
肉
は
人
倫
の

大
本
さ
へ
弁
へ
ず
私
通
亡
命
淫
慾
の
巻
に
筆
を
運
は
し
て
婦
女
子
を
誤
り
弱
子

弟
を
陥
い
る
る
も
計
ら
れ
ざ
る
卑
薬
の
文
の
取
る
に
足
ら
空
も
の
で
あ
る
と

し
、
反
面
「
偶
々
之
れ
を
味
ふ
時
は
情
致
を
細
か
に
説
出
し
て
恰
か
も
人
の
心

腹
を
内
よ
り
写
し
示
す
が
如
く
其
の
想
像
の
感
情
を
破
る
に
鋭
さ
才
器
に
は
現

今
の
自
ら
小
説
家
に
任
ず
る
人
も
一
歩
を
譲
り
却
っ
て
教
え
を
彼
れ
に
佃
が

ー



ん
」
と
言
っ
て
、
そ
の
人
情
の
描
出
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

き
て
現
今
の
世
を
見
渡
す
に
婦
女
子
の
地
位
も
大
い
に
進
み
て
下
等
社
会

の
者
す
ら
も
稀
に
は
花
と
実
を
備
へ
し
愛
た
き
女
流
の
な
き
に
も
あ
ら
で
比

の
人
情
を
写
き
ん
に
は
為
、
窒
義
の
眼
を
以
て
咄
嗟
に
之
れ
を
綴
る
べ
か
ら

ず
然
り
と
て
時
流
の
不
消
化
な
る
文
字
を
以
て
写
す
時
は
淑
女
の
真
価
を
賭

す
べ
し
然
れ
ば
気
骨
を
薪
に
し
て
進
歩
世
界
の
清
祥
を
儀
へ
彼
の
爛
雅
な
る

皮
相
を
仮
り
て
写
し
出
さ
ば
幾
分
か
優
美
の
も
の
を
出
き
ん
か
と
敢
果
な
き

事
を
憑
み
と
な
し
「
雛
黄
撃
て
ふ
筆
す
さ
み
の
巻
を
世
着
る
こ
と
と
は

こ
れ
に
ょ
っ
て
み
る
と
、
為
永
流
の
見
方
で
は
い
け
な
い
と
し
、
ま
た
そ
の

表
現
着
流
の
も
の
と
す
る
こ
と
も
い
け
な
い
と
す
る
。
「
時
流
の
も
の
」
が

何
を
指
す
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
不
消
化
」
の
言
葉
か
ら
見

て
、
「
書
生
気
質
」
的
文
体
な
い
し
は
四
迷
・
美
妙
な
と
の
言
文
一
致
体
を
指

す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
÷
気
骨
を
新
に
」
と
い
う
の
は
糞
か
ら
推
せ
ば
、
勧

善
懲
悪
を
排
す
る
と
取
れ
る
が
、
「
為
永
主
義
の
限
」
を
排
す
る
と
も
と
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
新
し
い
時
代
の
溝
神
を
体
し
て
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

た
「
欄
雅
な
る
皮
相
」
と
い
う
の
は
前
文
に
「
員
と
い
う
字
の
皮
を
つ
け
」
と

あ
る
か
ら
勧
慾
と
も
と
れ
る
が
、
こ
こ
は
そ
う
で
は
な
く
、
文
体
を
指
す
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
高
率
の
文
は
論
理
的
に
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
し
ば
し
ば
あ

る
が
、
こ
こ
も
そ
の
類
で
あ
ろ
う
‥
」
の
場
合
は
、
新
し
い
女
性
の
生
態
を
、

人
情
本
の
文
体
に
ょ
っ
て
表
現
し
ょ
ぅ
と
い
う
こ
と
だ
と
解
す
べ
き
だ
と
思
う
。

大
体
こ
れ
に
ょ
っ
て
、
作
者
の
執
筆
の
動
機
な
い
し
は
意
図
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

二

二

「
雛
議
」
の
籍
は
、
ま
ず
「
発
端
」
で
、
互
荒
友
と
な
る
幼
女
五
人

の
性
情
を
描
き
、
将
来
峯
言
し
な
が
ら
、
本
文
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
幼

女
が
、
長
じ
て
後
、
結
婚
す
る
ま
で
を
、
五
人
交
互
に
関
連
づ
け
な
が
ら
描
き

す
す
め
る
形
を
と
っ
て
い
る
o
し
た
が
っ
て
、
五
人
の
娘
を
め
ぐ
る
父
母
や
相

手
と
な
る
青
年
た
ち
が
登
場
し
て
、
そ
こ
に
作
り
出
す
場
面
や
ス
ト
ー
リ
1
の

展
開
は
か
な
り
複
雑
で
め
ま
ぐ
る
し
い
o
そ
れ
で
、
い
ま
ス
ト
ー
リ
ー
を
各
々

の
娘
毎
に
切
離
し
て
、
そ
の
娘
の
形
象
を
あ
わ
せ
て
眺
め
る
こ
と
に
し
ょ
ぅ
。

お
金
と
お
鳥
羽
－
姓
は
上
杉
。
幼
時
で
は
、
二
人
と
も
露
張
り
で
剛
情

で
、
よ
く
姉
妹
喧
嘩
を
し
た
り
す
意
、
も
の
の
合
点
が
早
く
、
新
し
い
も
の

を
摂
取
す
る
能
力
が
見
え
る
。
お
金
は
長
じ
て
、
横
文
字
も
読
め
る
よ
う
に
な

り
、
自
由
結
婚
を
願
う
よ
う
に
な
る
。
は
じ
め
海
軍
生
徒
の
山
本
保
男
に
ひ
か

れ
る
が
、
ま
も
な
く
電
信
修
技
校
の
生
徒
花
村
柳
之
助
と
相
思
の
伸
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
二
人
と
も
長
子
で
結
婚
が
で
き
な
い
。
柳
之
助
は
卒
業
後
、
東
北
へ

赴
任
し
て
ゆ
く
が
、
お
金
は
後
を
追
っ
て
ゆ
き
、
共
稼
ぎ
し
な
が
ら
小
さ
な
家

を
持
つ
。
子
供
が
生
ま
れ
て
間
も
な
く
、
柳
之
助
に
女
が
で
き
た
こ
と
薫
る
。

柳
之
助
は
ま
も
な
く
東
京
に
転
勤
し
た
が
、
お
金
笑
の
言
動
を
倒
し
て
喧
嘩

の
絶
間
が
な
い
o
お
金
は
離
婚
を
思
う
が
一
子
英
之
助
へ
の
愛
に
ひ
か
れ
て
し

ん
ほ
う
す
る
。
柳
之
助
は
柳
之
助
で
お
金
の
騒
慢
に
撃
寧
父
母
の
家
へ
戻
る
。

お
金
は
男
娼
小
姑
の
中
で
苦
労
を
重
ね
る
。

お
鳥
羽
－
父
上
杉
栄
次
郎
は
嫡
お
金
の
野
合
に
こ
り
て
、
お
鳥
羽
に
は
立

派
な
自
由
結
婚
（
見
合
籍
）
を
さ
せ
よ
う
と
心
掛
け
る
。
彼
女
は
女
学
校
に

通
い
男
女
同
権
を
主
義
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
も
な
く
海
軍
省
の
技
官
で
あ

る
芳
川
馨
と
籍
す
る
o
姉
が
家
を
出
て
い
る
の
で
学
を
と
る
身
で
あ
る
が
、

洋
風
に
な
ら
つ
て
別
居
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
進
ん
で
財
産
分
け
の
交
渉
を
し

た
り
、
憩
式
の
日
を
き
め
た
り
し
て
父
母
を
驚
か
す
。
式
は
洋
風
で
行
う
。

馨
が
長
崎
へ
一
ケ
月
ば
か
り
出
張
す
る
が
、
そ
の
間
に
お
鳥
羽
は
馨
が
遊
蕩
し

て
い
る
噂
を
耳
に
す
る
o
彼
女
自
身
は
出
入
り
を
は
じ
め
た
外
人
と
あ
や
ま
ち

を
犯
す
o
こ
れ
が
馨
の
耳
に
入
る
が
、
お
鳥
羽
の
誓
い
と
馨
の
萱
と
に
ょ
っ

／
お
花
－
お
花
は
幼
時
か
ら
よ
く
芝
居
に
連
れ
て
ゆ
か
れ
、
ま
た
芸
事
を
し

こ
ま
れ
る
。
そ
し
て
着
物
や
化
粧
の
こ
と
に
気
を
使
い
、
虚
栄
心
の
強
い
女
に

な
る
。
彼
女
は
聾
生
徒
山
本
保
男
と
相
思
の
仲
に
な
る
。
許
さ
れ
て
麗
し

だ
の
で
あ
る
が
、
お
花
の
家
計
の
持
方
の
悪
い
こ
と
や
、
教
養
が
な
く
、
芝
居

の
話
し
さ
え
し
て
居
れ
ば
機
嫌
が
よ
い
と
い
う
悪
い
面
が
目
立
っ
て
き
た
の
で
、

と
う
と
う
保
男
に
離
縁
さ
れ
て
し
ま
う
。

お
雫
－
お
香
は
幼
時
か
ら
、
ひ
ど
く
ひ
か
え
目
で
内
気
す
ぎ
る
子
供
で
あ

る
〇
着
は
一
時
、
保
男
と
思
い
を
交
わ
す
が
、
父
の
日
が
厳
し
く
て
遠
ざ
か

っ
て
し
ま
う
o
い
つ
か
若
さ
も
失
わ
れ
、
二
十
六
の
時
、
お
花
と
別
れ
た
保
男

の
後
妻
に
な
る
。
世
間
の
こ
と
、
新
し
い
事
物
に
つ
い
て
は
全
く
知
ら
な
い
で
、

保
男
の
話
掌
に
も
な
ら
ず
、
不
満
な
ほ
ど
、
従
順
す
ぎ
る
磐
に
な
る
。

藩
－
お
梅
は
幼
時
か
ら
本
と
石
盤
肇
離
さ
ず
、
女
は
大
臣
な
ど
の
え

ら
い
人
を
生
む
も
の
だ
か
ら
、
よ
く
学
問
を
し
て
立
派
な
人
間
に
な
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
o
長
じ
て
女
子
英
学
校
に
入
っ
た
が
、
父
が
藁
に
失

敗
し
て
か
ら
、
貧
し
く
な
り
、
さ
ら
蒜
気
に
な
っ
た
父
を
助
け
て
家
事
に
従

う
。
ま
た
上
杉
家
の
小
間
使
に
な
っ
た
り
し
て
家
計
を
支
え
る
。
父
の
健
康
が

快
復
し
て
か
ら
は
、
上
杉
家
を
辞
し
、
経
済
学
の
嚢
を
聴
き
に
行
っ
た
り
、

須
藤
南
翠
の
「
雑
費
聖

兄
の
馨
に
襲
撃
ん
だ
り
す
る
o
馨
の
伸
介
で
海
軍
士
官
の
山
本
魁
夫
と
婚

約
し
、
楽
し
い
交
際
期
間
を
経
て
、
麗
し
、
平
穏
な
日
々
を
送
る
。

こ
れ
ら
の
娘
た
ち
の
生
態
の
種
々
相
を
毒
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
着

て
た
父
母
の
条
件
が
か
な
り
重
要
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

お
金
・
お
鳥
羽
の
父
、
上
杉
栄
次
郎
は
某
省
の
長
官
で
、
先
妻
の
死
後
、
芸

者
の
お
梁
を
入
れ
て
い
る
。
雫
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
て
い
る

御
都
合
主
義
の
欧
化
主
義
者
で
あ
る
。

一
体
富
は
西
洋
の
表
萱
気
に
酔
っ
て
る
か
ら
可
笑
い
事
が
あ
る
ヨ
第

一
大
の
圧
制
羨
望
家
で
居
な
が
ら
子
女
の
教
育
は
畠
に
限
る
態
も
自

由
が
宜
し
い
了
得
完
造
園
の
美
風
だ
と
言
っ
て
能
く
英
国
辺
り
で
行
は
れ

る
自
由
教
育
及
び
籍
の
慣
例
を
も
取
調
べ
ず
に
独
り
合
点
即
呈
杉
的
教

幕
で
遣
る
も
の
だ
か
ら
自
由
と
放
窓
と
の
区
域
が
些
と
も
立
っ
て
居
な
か

ら
う
ぢ
や
な
い
か
。
（
二
七
五
〇
へ
ー
ジ
）

お
花
の
父
親
、
花
村
馨
は
「
干
渉
好
の
圧
制
家
」
で
、
社
長
に
な
っ
て
か

ら
は
奮
修
を
こ
と
と
し
、
「
金
の
威
光
で
剛
情
を
張
通
す
」
よ
う
に
な
る
。
－

方
娘
の
お
花
に
は
金
に
あ
か
せ
て
贅
沢
を
さ
せ
る
o
ま
た
自
分
は
、
細
君
お
嬢

の
絶
対
服
従
を
よ
い
こ
と
に
し
て
女
遊
び
を
や
め
な
い
二
見
そ
れ
ほ
ど
で
は

な
い
が
古
き
を
摸
し
む
タ
イ
プ
で
、
畠
や
新
し
い
婚
約
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
な
見
解
を
も
っ
て
い
る
臥

兎
角
此
節
は
自
由
と
か
護
と
か
い
ふ
事
が
流
行
て
照
を
す
る
に
も
自
由

に
し
ろ
と
か
績
婿
も
畠
が
宜
い
と
か
社
中
の
若
い
手
合
は
頻
に
自
由
信
仰

で
居
る
が
自
由
も
権
理
も
金
を
掩
へ
て
後
の
事
サ
自
分
の
身
が
人
の
世
話
に

成
て
居
た
り
親
が
か
り
で
居
た
り
す
る
者
が
自
由
も
権
理
も
入
た
者
か
吉

富
の
権
が
蔦
な
ら
親
に
は
猶
雲
雀
だ
か
ら
ナ
一
－
親
の
百
錬
で
嫁
を
貰

三



っ
た
っ
て
構
ふ
も
の
か
　
（
一
九
八
）

お
香
に
は
母
は
な
い
。
父
、
唐
沢
了
輩
は
、
漢
方
医
で
、
徹
底
し
た
固
隔
ぶ

り
を
発
揮
す
る
。
と
く
に
女
子
教
育
に
つ
い
て
そ
の
言
を
見
れ
ば
、
次
の
通
り

で
あ
る
。此

節
の
娘
は
礼
儀
も
作
法
も
知
ら
な
い
癖
に
周
も
な
い
本
を
読
ん
で
生
意

気
に
ば
か
り
成
り
勝
手
で
了
得
貝
原
益
軒
先
生
な
ど
は
旨
い
も
の
で
ご
ざ
る

の
う
生
物
誠
が
出
だ
が
る
の
を
遠
く
か
ら
諌
め
て
近
づ
け
ぬ
や
う
な
教
え
方

な
ど
は
感
心
致
し
ま
す
政
府
で
も
夫
々
お
世
話
の
あ
る
掌
だ
か
ら
何
と
か
し

て
女
大
学
や
女
今
川
の
様
な
も
の
を
再
興
し
物
和
か
に
優
美
に
仕
立
る
尋
を

な
さ
れ
ば
宜
い
の
に
此
節
は
ま
た
洋
学
を
教
え
た
り
女
に
人
ら
ざ
る
体
操
な

ど
を
習
は
ぜ
る
と
は
伺
い
ふ
心
得
か
愚
老
な
ぞ
に
は
頓
と
合
点
が
参
り
ま
せ

ぬ
（
五
五
）

お
梅
も
母
親
が
な
い
。
父
、
芳
川
竜
樹
は
欧
州
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
欧

風
を
正
し
く
日
本
の
実
情
に
あ
わ
し
て
生
か
し
て
働
く
人
で
あ
る
。
子
供
に
教

育
を
与
え
、
そ
し
て
一
人
前
に
な
れ
ば
、
子
供
の
自
由
に
ま
か
せ
る
と
い
う
方
針

を
と
っ
て
い
る
。
筆
者
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
讃
美
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

我
が
子
二
人
の
落
付
を
計
り
て
安
さ
楽
隠
居
の
身
と
は
な
り
て
も
中
々
に

自
営
の
心
は
失
せ
や
ら
で
分
遺
し
た
る
財
産
を
資
本
に
好
む
骨
董
の
売
る
と

買
ふ
と
に
暇
な
く
二
人
の
子
に
は
　
（
中
略
）
露
ば
か
り
も
恵
み
を
受
く
る
心

な
く
我
れ
其
の
独
り
を
養
ひ
て
更
に
傷
し
き
事
も
な
く
世
に
処
る
道
を
一
筋

に
踏
み
達
へ
ぬ
こ
そ
世
の
中
の
親
の
亀
鑑
と
言
ふ
ぺ
け
れ
（
三
五
七
）

こ
れ
ら
の
両
親
の
ほ
か
に
、
娘
た
ち
の
相
手
を
す
る
青
年
た
ち
が
登
場
し
て

く
る
が
、
こ
こ
で
は
比
較
的
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

す
で
に
名
前
も
出
て
き
た
の
で
簡
略
に
言
え
は
、
山
本
魁
夫
と
保
男
の
兄
弟
は

四

海
軍
の
軍
人
、
芳
川
馨
は
海
軍
の
技
官
、
花
村
柳
之
助
は
竃
信
技
手
。
柳
之
助

は
や
や
軽
薄
児
で
真
に
西
欧
的
な
も
の
を
理
解
し
て
い
な
い
の
に
、
知
っ
た
か

ぶ
り
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
も
つ
と
も
上
出
来
な
の
は

魁
夫
で
、
男
女
関
係
に
も
新
し
く
ま
た
行
過
ぎ
な
い
理
想
的
な
タ
イ
プ
に
描
か

れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
作
物
め
い
た
面
が
な
い
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
人
物
形
象
に
よ
っ
て
、
お
お
よ
そ
テ
ー
マ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
詳
述
は
後
章
に
廻
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
主
役
の
五
人
の
娘
の
評

価
を
言
え
ば
、
理
想
と
さ
れ
る
の
ほ
お
梅
、
ま
ず
ま
ず
と
い
う
と
こ
ろ
は
お
鳥

羽
と
お
香
、
取
え
の
な
い
の
は
お
金
と
お
花
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
父
親
の

方
で
は
お
梅
の
父
親
芳
川
竜
樹
の
ほ
か
は
い
ず
れ
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
タ
イ
プ

と
な
っ
て
い
る
。

三

以
上
の
人
物
の
形
象
に
ょ
っ
て
、
作
者
の
主
張
し
語
ろ
う
と
す
る
テ
ー
マ
は

凡
そ
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
人
物
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
一
層
そ
れ
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
に
、
恋
愛
．
結
婚
の
基
盤
を
な
す
欧
風
摂
取
な
い
し
は
革
新
の
蒜

的
態
度
を
み
る
な
ら
ば
、
保
男
が
説
く
正
月
の
門
飾
り
存
廃
論
が
目
に
つ
く
。

そ
こ
で
は
、
「
外
形
の
進
歩
は
何
時
で
も
出
来
る
も
の
で
す
か
ら
夫
れ
よ
り
は

内
部
の
進
歩
を
計
る
の
が
目
下
の
大
問
題
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
最
も
総
て
外
か

ら
内
を
誘
わ
な
い
も
の
で
は
有
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
其
の
代
り
外
の
方
へ
は
大

瀧
整
薬
草
謹
告
一
語
講
話
彊
措

欧
化
の
傾
向
を
い
ま
し
め
ハ
満
神
的
な
革
新
の
要
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
固
随
な
了
竃
に
、
女
子
の
洋
髪
洋
装
を
け
な
す
と
こ

ろ
で
「
承
ま
ほ
れ
は
皇
后
宮
様
も
唐
人
の
服
を
召
す
さ
う
で
す
が
御
側
に
人
は

い
な
い
者
か
知
り
ま
せ
ん
」
　
（
一
一
七
）
と
言
わ
せ
て
い
る
が
：
」
れ
は
や
は
り

側
近
の
軽
薄
な
欧
化
政
策
を
衝
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

次
に
教
育
論
を
見
る
と
「
幼
稚
時
の
庭
訓
ほ
ど
世
に
大
切
な
る
も
の
あ
ら
じ

（
中
略
）
後
に
教
へ
の
あ
り
と
て
も
容
易
く
撲
正
る
も
の
な
ら
ね
は
親
た
る
も

の
夢
の
間
も
心
に
忽
せ
な
ら
ぬ
ぞ
か
し
」
　
（
二
九
）
と
言
い
幼
時
教
育
を
重
要

視
し
て
い
る
o
ま
た
そ
の
間
に
お
け
る
叱
る
要
領
も
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
了

輩
が
お
香
に
対
す
る
態
度
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
、
「
唯
が
み
が
み
小
言
ば
か

り
言
っ
て
懐
け
る
事
も
知
ら
ず
四
角
四
面
に
厳
格
で
通
さ
う
と
す
る
か
ら
遂
に

は
那
な
に
臆
病
な
卑
屈
根
性
と
化
り
て
来
る
の
だ
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
見
ら
れ

る。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
教
育
の
内
容
と
し
て
の
革
新
的
な
精
神
的
近
代
化
の
中

心
問
題
で
あ
る
「
自
由
」
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
具
体

的
に
は
恋
愛
・
結
婚
の
場
に
出
て
く
る
。
お
金
が
親
か
ら
結
婚
話
を
も
ち
出
さ

れ
て
独
語
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

己
は
自
由
教
育
の
熱
心
家
だ
か
ら
結
婚
に
も
一
切
干
渉
し
な
い
と
立
派
に

言
っ
て
置
き
な
が
ら
…
：
夫
り
や
ア
成
程
親
に
随
ふ
の
は
予
の
道
で
は
あ
り

ま
せ
う
け
れ
ど
要
し
は
是
は
つ
か
り
は
随
ほ
れ
ま
せ
ん
（
七
五
）
日
本
で
女

を
卑
し
め
る
の
は
宗
教
の
積
弊
で
（
中
略
）
一
つ
は
比
の
自
由
と
い
ふ
事
を

知
ら
ず
に
居
て
何
で
も
女
の
子
は
親
の
言
付
に
背
い
て
は
成
ら
ぬ
も
の
だ
と

い
ふ
事
が
腸
へ
染
込
ん
で
居
る
か
ら
自
分
で
身
を
卑
し
い
者
に
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
か
ら
（
中
略
）
男
だ
つ
て
女
だ
つ
て
比
の
世
の
中
へ
生
れ
た
か
ら
は

同
等
者
で
身
体
の
構
造
が
少
し
違
ふ
か
ら
と
言
っ
て
夫
で
人
の
位
が
違
ふ
も

須
藤
甫
翠
の
「
雛
黄
園
」

の
で
は
な
い
男
が
女
を
撰
べ
ば
女
も
男
を
撰
ぶ
事
が
出
来
る
に
極
ま
っ
た
も

の
だ
か
ら
男
と
立
派
に
立
並
る
丈
の
学
問
を
し
て
（
中
略
）
上
等
の
交
際
も

出
来
る
や
う
に
成
れ
ば
其
の
中
に
は
気
の
合
っ
た
朋
友
が
出
来
る
た
ら
う
か

ら
其
の
人
を
生
涯
の
良
人
と
す
る
が
宜
い
」
　
（
七
四
）

こ
れ
は
柳
之
助
と
、
親
の
許
さ
ぬ
結
婚
を
し
て
、
終
局
に
は
失
敗
を
ま
ね
い
た

お
金
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
肯
定
の
度
合
は
低
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
や

は
り
親
の
独
断
で
結
婚
を
取
決
め
る
弊
習
を
否
定
し
た
発
言
と
見
て
よ
い
と
思

う
。
た
だ
そ
れ
を
理
論
と
し
て
は
理
解
し
得
て
い
て
も
、
「
気
の
合
っ
た
朋
友
」

の
撰
沢
を
あ
や
ま
れ
は
失
敗
に
終
る
例
と
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
間
の
危
惧
を
語
っ
た
の
は
山
本
魁
夫
が
弟
を
思
い
な
が
ら
感
慨
を
洩
ら
す
と

こ
ろ
で
あ
る
。

若
い
女
に
自
由
の
交
際
を
さ
せ
る
の
を
老
人
が
見
て
野
合
好
適
の
媒
介
だ

と
か
乱
倫
の
道
具
だ
と
か
悪
く
い
ふ
が
是
の
説
も
無
解
に
消
無
し
だ
者
で
は

な
い
モ
ウ
少
し
は
男
子
も
女
子
も
知
識
が
進
歩
し
て
居
て
徳
義
に
制
さ
れ
る

だ
ら
う
と
思
っ
た
が
情
慾
は
未
だ
未
だ
理
性
に
は
打
勝
て
居
る
や
う
だ
（
一

六六）
こ
こ
か
ら
一
つ
の
折
衷
諭
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
馨
の
言
葉
に
、

「
幼
少
か
ら
結
号
を
し
て
置
た
り
又
は
親
同
志
が
承
知
し
て
要
せ
る
と
か
然
も

な
い
処
が
唯
一
回
の
相
見
で
直
と
結
婚
さ
せ
る
か
ら
兎
角
に
夫
婦
の
間
に
不
愉

快
な
感
覚
が
あ
っ
た
り
風
波
が
起
っ
た
り
す
る
の
で
幾
分
か
西
洋
の
風
俗
を
遷

し
た
方
が
宜
し
か
ら
う
」
　
（
二
五
五
）
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
見
合
結

婚
に
続
く
交
際
の
制
度
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
作
者
の
結
婚
に

至
る
一
つ
の
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
本
籍
に
語
ら
れ
て
い
る
思
想
的
な
い
し
は
批
判
的
要
素
と
し
て
は
、

五



近
代
的
な
合
理
主
義
の
主
張
、
金
満
家
、
官
吏
等
へ
の
批
判
、
下
層
階
級
へ
の

同
情
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
合
理
的
な
思
考
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
お
梅

が
父
竜
樹
の
病
気
を
癒
そ
う
と
し
て
神
前
で
水
垢
離
を
と
っ
た
あ
と
で
、
竜
樹

か
ら
そ
の
無
意
味
を
た
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
資
産
家
・
官
吏
・
学
者
等

へ
の
批
判
は
、
固
随
の
張
本
人
了
輩
に
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
否
定
し
た

人
物
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
作
者
の
発
言
と
し
て
の
責
を
ま
ぬ
が
れ
よ

う
と
し
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
た
と
え
は
「
近
頃
出
来
星
の
金
満
家
で
ご

ざ
る
が
此
奴
一
番
付
か
な
い
も
の
で
ご
ざ
る
」
と
言
い
、
「
役
人
も
依
然
野
人

の
子
、
…
：
（
中
略
）
御
重
役
か
ら
し
て
今
で
は
頓
と
有
難
味
の
薄
い
事
で
…

…
」
　
（
二
三
三
）
な
ど
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
貧
し
い
者
、
目
下
の
者
を
い
た
わ
る
美
徳
を
、
新
思
想
と
の
結
合
に
お

い
て
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
望
古
家
の
花
村
廣
道
は
何
の

用
に
か
暑
さ
を
も
厭
は
ず
車
を
馳
せ
さ
せ
ば
其
の
主
人
よ
り
挽
く
車
夫
の
苦
熱

を
想
ひ
想
ら
ぬ
身
ぞ
心
得
薄
さ
挙
動
な
る
」
（
三
一
六
）
と
い
う
と
こ
ろ
や
、
お

梅
が
結
婚
後
、
下
男
下
女
に
親
切
に
す
る
の
に
対
し
て
、
お
鳥
羽
が
人
使
い
が
荒
、

い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
出
て
い
る
。
南
軍
の
貧
者
へ
の
同
情
は
、
自
由
民

権
論
者
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
が
、
種
々
の
作
品
に
そ
の
発
露

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
痴
人
の
夢
」
の
は
じ
め
の
方
に
、
貧
民
窟
の

写
実
的
な
描
写
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
極
め
て
同
情
的
な
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

四

以
上
の
よ
う
な
、
新
し
い
男
女
結
合
の
あ
り
方
を
中
心
と
し
て
、
革
新
の
理

想
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
テ
ー
マ
が
あ
つ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
必
ず

し
も
理
論
と
し
て
直
哉
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
緒
言
に
も
述
べ
て
い
る
よ
う

六

に
、
登
場
人
物
の
心
情
の
描
出
を
試
み
て
い
る
。
も
と
も
と
高
率
は
、
小
説
に

理
論
を
持
込
む
こ
と
を
よ
し
と
は
し
て
い
な
い
。
「
緑
箋
談
」
続
簾
の
、
凡
例
に

「
本
書
中
往
々
論
説
を
載
す
る
所
あ
り
著
者
は
元
来
小
説
中
に
議
論
を
挿
む
を

好
ま
ず
唯
こ
れ
時
好
の
然
ら
し
む
る
と
照
応
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
所
あ
る
に
由

る
の
み
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
雛
黄
覿
」
の
中
で

も
「
小
説
の
主
眼
は
議
論
で
は
な
い
感
情
で
あ
る
政
治
小
説
と
艶
も
議
論
を
感

情
に
写
し
出
す
の
が
小
説
の
小
説
た
る
所
以
」
　
（
二
七
八
）
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
方
針
は
、
比
較
的
よ
く
生
か
さ
れ
、
前
述
の
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
具
体

的
な
行
動
の
う
ち
に
、
そ
れ
を
表
わ
し
て
い
る
。

高
率
の
他
の
作
に
は
、
し
ば
し
は
荒
唐
無
稽
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
設
定

さ
れ
て
興
を
そ
が
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
が
な
い
。

一
見
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
従
っ
て
、
人
物
の
登
場
に
か
な
り
偶
然
が
見
え

る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
四
つ
の
家
の
者
が
、
何
ら
か
の
程
度
で
知
合
っ

て
い
る
の
で
、
左
程
無
理
な
設
定
が
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
強
い
て
言

え
ば
、
お
梅
が
水
垢
離
を
し
た
り
、
そ
れ
で
失
神
し
、
上
杉
の
妻
に
救
わ
れ
る

場
面
と
か
、
馨
が
家
の
貧
し
さ
の
た
め
に
屑
屋
に
な
っ
て
魁
夫
と
会
い
、
そ
れ

か
ら
、
そ
の
父
同
志
が
知
合
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
と
い
う
あ
た
り
に
、
そ

れ
が
の
ぞ
い
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

人
物
個
々
の
表
現
は
、
残
念
な
が
ら
や
は
り
タ
イ
プ
の
表
現
に
止
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
場
そ
の
場
の
心
情
は
描
き
得
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
統
一

的
に
描
き
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
や
は
り
、
心
情
の
追
究
、
あ
る

い
は
写
実
的
な
態
度
在
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
た
と
え
ば
、
お
金
膚
之
助
の
後
を
追
う
時
の
心
理
、
お
鳥
羽
が
あ
や
ま

ち
を
犯
す
時
の
心
理
、
そ
ら
い
っ
た
も
の
が
内
面
的
な
矛
盾
葛
藤
煩
悶
と
し
て

描
か
れ
ず
・
安
直
に
行
為
の
経
過
と
し
て
書
き
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ

う
い
う
心
理
的
動
揺
の
中
に
人
間
そ
の
も
の
が
如
実
に
語
ら
れ
る
は
ず
な
の
で

あ
る
：
」
の
当
時
の
作
に
こ
れ
を
要
求
す
る
の
は
無
理
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い

が
、
南
軍
は
つ
い
に
こ
の
域
に
止
り
、
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

文
章
は
、
緒
言
竺
口
つ
て
い
る
よ
う
に
、
比
較
的
平
易
な
文
体
を
用
い
て
い

る
。
「
照
目
薬
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
馬
琴
調
と
は
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
そ
の

点
、
彼
と
し
て
も
一
つ
の
進
歩
を
示
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
彼
は
二
十
三
年

の
「
行
路
難
」
に
お
い
て
言
文
一
致
体
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
れ
は
試
作
的
な

も
の
に
止
り
、
彼
の
文
体
と
し
て
定
着
し
な
か
つ
た
模
様
で
あ
り
、
結
局
こ
の

あ
た
り
の
文
体
が
彼
の
も
の
と
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

五

「
雛
黄
聾
一
簾
は
、
南
翠
が
政
治
的
啓
蒙
よ
り
転
じ
て
、
一
嬢
的
な
人
生

的
啓
蒙
、
と
く
に
こ
の
場
合
は
、
男
女
の
新
し
い
結
合
に
つ
い
て
、
自
己
の
信

念
に
従
い
、
そ
の
指
針
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
図
は
一
応
果
し
得

て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
啓
蒙
意
識
の
露
骨
な
も
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
こ
れ
を
以
て
勧
懲
意
識
と
同
一
な
も
の
と
で
き
る
か
ど
う
か
。
た

し
か
に
彼
の
作
品
に
は
こ
の
意
識
の
明
瞭
な
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
は
「
金
春

霞
」
の
結
末
に
お
い
て
、
悪
人
ど
も
が
い
ず
れ
も
悲
惨
な
末
路
を
示
す
よ
う
に

設
定
し
、
そ
れ
を
叙
し
た
後
に
す
ぐ
続
け
て
「
何
と
子
供
衆
合
点
か
〈
」
と

結
ん
で
い
る
‥
」
の
「
金
香
露
」
は
前
述
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
明
治
戯
作
を

い
さ
さ
か
探
偵
小
説
風
に
化
粧
し
た
程
度
の
作
品
で
、
こ
の
「
雛
黄
聾
と
は

お
よ
そ
そ
の
風
姿
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
雛
黄
聾
で
は
、
前
述
の
よ

須
藤
南
翠
の
「
雑
費
麗
」

う
に
人
物
の
描
写
が
、
タ
イ
プ
に
止
る
と
は
言
え
、
一
応
写
実
的
な
照
明
を
受

け
て
お
り
、
人
物
の
行
動
も
比
較
的
必
然
を
も
っ
て
進
退
さ
ぜ
て
い
る
。
そ
こ

に
風
俗
的
と
は
言
え
、
人
生
の
実
態
が
現
実
性
を
も
っ
て
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。

勧
懲
小
説
の
場
合
は
、
勧
慾
の
た
め
に
、
登
場
人
物
は
そ
の
結
論
へ
引
ず
ら
れ

て
ゆ
く
土
偶
と
な
る
。
そ
こ
に
偶
然
性
と
荒
唐
無
稽
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
ひ
る
が
え
つ
て
み
れ
ば
、
高
率
は
こ
の
斜
面
に
立
っ
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
こ
れ
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。

お
よ
そ
、
南
軍
の
文
学
論
は
、
ロ
マ
ン
的
伝
奇
的
な
物
語
的
変
化
に
重
き
を

お
い
て
い
る
。

小
説
の
要
は
専
ら
立
案
に
あ
る
も
の
な
れ
ば
予
は
カ
め
て
意
匠
を
新
に
し

作
意
を
高
尚
に
し
て
之
れ
を
玄
妙
不
思
議
の
間
に
叙
し
尽
さ
ん
（
中
略
）
要

す
る
に
予
は
有
の
橙
の
事
を
有
り
の
健
よ
り
一
歩
を
進
め
て
人
情
の
発
表
せ

ざ
る
神
秘
に
写
し
出
さ
ん
こ
と
に
想
像
力
を
働
か
し
て
」
云
々
（
縁
襲
談
続

篇）彼
は
こ
の
よ
う
に
、
伝
奇
的
な
ロ
マ
ン
を
予
想
し
、
よ
い
意
味
で
言
え
ば
、

理
想
主
義
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
o
し
た
が
っ
て
、
彼
の
作
品
は
写
実
に
ょ

つ
て
現
実
感
を
盛
る
よ
り
も
、
未
来
像
を
描
く
か
、
時
間
空
間
を
超
え
た
世
界

を
描
く
こ
と
が
多
く
な
る
o
こ
の
方
法
が
、
現
実
的
な
地
盤
に
た
っ
て
い
る
な

ら
ば
、
可
能
性
探
究
の
近
代
的
な
作
品
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
的
な

地
が
た
め
よ
り
も
、
自
己
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
説
教
意
識
が
先
行
し
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
可
能
性
も
お
の
ず
か
ら
現
実
遊
離
の
傾
き
を
避
け
得
ず
、
近
代
小

説
の
域
に
達
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。

そ
の
点
、
比
較
的
卑
近
な
身
辺
的
諸
問
題
に
即
し
て
、
自
己
の
主
張
を
述
べ

た
「
雑
費
聾
は
、
そ
の
現
実
性
を
比
較
的
保
っ
て
い
る
も
の
と
言
わ
ね
は
な

七



ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
自
己
の
主
張
が
必
ず
し
も
真
に
近
代
的
な

理
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
前
述
の
内

面
的
な
矛
盾
葛
藤
煩
悶
に
お
け
る
人
間
そ
の
も
の
の
追
求
の
欠
除
を
も
た
ら
し

た
人
間
凝
視
の
不
十
分
さ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
の
矛
盾
や
煩

悶
の
姿
勢
が
、
た
と
え
南
翠
自
身
の
具
体
的
な
体
験
に
立
脚
し
な
い
と
し
て
も
ヾ

自
己
凝
視
の
上
に
得
ら
れ
た
近
代
的
人
間
形
成
の
苦
悶
に
技
影
せ
し
め
た
な
ら

ば
ま
た
形
象
化
し
得
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
所
詮
、
当
時
の
啓
蒙

家
の
常
と
し
て
、
ま
だ
現
実
と
の
闘
い
の
上
に
、
勝
目
を
持
っ
て
い
る
と
信
じ

て
い
た
楽
観
的
風
貌
に
は
、
自
己
凝
視
よ
り
自
己
否
定
へ
通
ず
る
道
は
遠
い
も

の
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
真
の
近
代
的
人
間
の
誕
生
は
の
ぞ
む
べ
く
も

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

八

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
楽
観
的
な
啓
蒙
的
情
熱
の
も
つ
ロ
マ
ン
性
が
、
よ
う

や
く
旧
套
の
戯
作
的
方
法
を
脱
し
て
、
現
実
的
な
人
生
へ
の
注
目
と
、
新
旧
思

想
調
和
の
方
向
を
見
せ
た
過
渡
的
作
品
と
し
て
、
「
雛
黄
酸
」
一
篤
は
、
彼
の

作
品
と
し
て
も
、
ま
た
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
も
優
れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

当
時
、
文
壇
の
一
方
の
雄
と
し
て
饗
庭
箕
村
が
あ
っ
た
。
彼
も
そ
の
楽
観
的

な
啓
蒙
的
情
熱
に
ま
か
せ
て
、
こ
の
種
の
小
説
を
書
い
て
い
る
が
、
共
に
実
利

主
義
的
な
い
し
は
折
衷
的
な
便
宜
主
義
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
真
の
近
代
を
の

ぞ
む
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
、
現
実
と
の
接
触
を
失
っ
て
ゆ
く
硯
友
社
文
学
の

拾
頭
期
に
、
よ
く
美
大
生
と
の
関
わ
り
を
保
っ
た
も
の
と
し
て
、
黙
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
六
・
五
・
一
〇
）

堤
中
納
言
物
語
「
こ
の
つ
い
で
」
の
典
拠
に
つ
い
て土

　

岐

　

武

　

治

一

わ
が
国
の
古
典
物
語
中
に
は
、
三
つ
の
事
件
・
三
種
の
人
物
・
三
階
級
の
身

分
と
か
、
或
は
一
作
品
の
構
穀
を
三
つ
の
素
材
か
ら
取
扱
ふ
と
か
、
と
に
か
く
、

結
構
上
三
様
か
ら
組
立
て
ら
れ
る
む
の
が
頗
る
多
い
。
例
へ
は
、
物
語
の
祖
と

い
ほ
れ
る
竹
取
物
語
は
、
竹
取
翁
藷
・
婁
争
ひ
説
話
・
羽
衣
伝
説
と
か
ら
で
あ

る
し
、
源
氏
物
語
高
木
の
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
は
、
三
つ
の
体
験
談
か
ら
な
り
、

ま
た
落
窪
物
語
の
継
子
い
ぢ
め
の
説
話
も
、
第
一
・
第
二
・
第
三
と
い
ふ
三
部

か
ら
成
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
：
」
れ
ら
は
、
そ
の
一
考
証
に
過
き
ぬ
が
、
堤

中
納
言
物
語
十
簾
中
の
「
こ
の
つ
い
で
」
も
、
次
に
解
説
す
る
通
り
、
第
一

話
・
第
二
話
・
第
三
話
と
い
ふ
三
つ
の
見
開
談
か
ら
成
り
立
つ
短
篇
物
語
で
あ

る
。
後
段
に
詳
述
す
る
通
り
、
こ
れ
ら
三
様
の
小
話
配
置
の
構
段
は
、
源
氏
物

語
、
喬
木
の
巻
の
冒
頭
に
見
え
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
三
体
験
談
の
趣
向
を

摸
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
o
こ
の
点
に
つ
i
い
て
は
、
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
十
五

年
七
月
号
所
載
、
「
こ
の
つ
い
で
」
と
題
す
る
倉
野
憲
司
博
士
の
論
文
や
小
著

「
堤
中
納
言
物
語
薪
解
」
中
の
当
該
篤
の
品
評
欄
に
も
一
応
指
摘
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
後
更
に
両
者
の
関
係
を
種
々
検
討
す
れ
ば
、
従
来
の
実
証
の

内
容
に
末
だ
不
十
分
と
思
は
れ
る
諸
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
以
下
両

堤
中
納
言
物
語
「
こ
の
つ
い
で
」
の
典
拠
に
つ
い
て

者
の
交
渉
関
係
に
つ
い
て
、
弦
に
改
め
て
私
見
を
開
陳
す
る
こ
と
に
す
る
。
い

ま
「
雨
夜
の
品
定
め
」
と
「
こ
の
つ
い
で
」
と
の
構
想
に
於
け
る
物
語
の
基
本

的
な
個
所
を
指
摘
し
て
み
る
と
次
の
や
う
に
な
る
。

そ
の
第
一
と
し
て
、
二
者
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
の
一
文
に
、

○
な
が
雨
晴
間
な
き
頃
、
内
裏
の
御
物
忌
さ
し
続
き
て
、
い
と
ゞ
長
居
侍
ひ

給
ふ
を
（
源
氏
　
語
末
巻
）

○
は
る
の
も
の
と
て
な
が
め
ざ
せ
給
ふ
ひ
る
つ
か
だ
云
々
（
こ
の
つ
い
で
）

と
あ
る
通
り
、
高
木
の
巻
の
体
験
談
も
「
こ
の
つ
い
で
」
の
見
聞
談
も
、
共
に

場
面
の
時
候
は
紅
梅
の
香
る
春
雨
の
頃
と
な
つ
て
を
り
、
．
物
語
る
場
所
も
同
じ

く
宮
中
な
の
で
あ
る
。

そ
の
第
二
と
し
て
、
源
氏
物
語
、
雨
夜
の
品
定
め
に
於
け
る
三
体
験
談
の
う

ち
第
一
話
は
、
右
馬
頭
自
身
が
語
る
捕
食
ひ
の
女
・
木
棺
の
女
と
の
関
係
が
そ

れ
で
あ
り
、
第
二
話
は
、
頭
中
将
自
ら
語
る
常
夏
の
女
と
の
実
話
談
で
あ
り
、

ま
た
第
三
話
は
、
式
部
丞
自
身
が
語
る
蒜
く
ひ
の
女
と
の
関
係
と
い
ふ
や
う
に
、

経
験
談
の
体
裁
は
そ
れ
ら
三
種
の
小
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
：
し

の
や
う
な
配
列
の
趨
向
に
対
し
「
こ
の
つ
い
で
」
の
第
一
話
は
、
或
る
貴
公
子

と
身
分
の
あ
る
女
と
の
間
に
出
来
た
稚
子
を
中
に
し
て
の
情
話
を
語
る
中
将
の

見
聞
談
で
あ
っ
て
、
第
二
話
は
、
中
納
言
が
昨
年
の
秋
に
、
清
水
寺
で
世
を
厭

九


