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堀
辰
雄
「
嫡
捨
」
考

　
堀
辰
雄
の
「
銕
捨
」
は
『
文
語
春
秋
』
昭
和
十
五
年
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
小

説
で
あ
る
。
堀
は
こ
の
小
説
を
信
濃
追
分
で
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
十
五
年

六
月
八
日
に
追
分
か
ら
堀
多
恵
宛
に
出
し
た
は
が
き
に
、
〈
女
の
一
生
を
二
十
枚

の
短
篇
に
た
た
き
こ
む
の
は
な
か
な
か
容
易
で
な
い
　
ど
う
し
て
も
十
日
一
ぱ
い

か
か
り
さ
う
だ
　
／
切
に
間
に
合
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
思
つ
て
ゐ
る
〉
と
書
い

て
い
る
。
こ
の
は
が
き
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
銕
捨
」
は
三
十
枚
ほ
ど
の

短
い
小
説
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
掲
か
れ
て
い
る
の
は
ひ
と
り
の
女
性
の
半
生
で
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
そ
の
質
的
相
違
を
超
え
て
、
ふ
と
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
短
篇
小
説

　
「
可
愛
い
女
」
を
想
起
さ
せ
る
も
の
を
特
っ
て
い
る
。
堀
辰
雄
の
こ
の
小
説
に
つ

い
て
、
日
本
文
学
を
縦
に
流
れ
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
加

え
て
見
よ
う
と
い
う
の
が
、
拙
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
１

　
堀
多
恵
子
の
『
堀
辰
雄
の
周
辺
』
（
平
成
８
・
角
川
書
店
）
に
よ
る
と
、
堀
辰

雄
が
枡
目
信
夫
の
講
義
に
顔
を
出
し
だ
の
は
昭
和
十
二
年
の
こ
と
だ
っ
た
と
い

　
　
　
辰
雄
が
枡
口
信
夫
先
生
に
初
め
て
あ
っ
た
の
は
昭
和
十
二
年
の
晩
秋
、
先

　
　
生
の
弟
子
小
谷
悦
さ
ん
に
つ
れ
ら
れ
て
、
後
期
王
朝
文
学
史
の
「
宇
津
保
物

　
　
語
・
落
窪
物
語
」
を
聴
講
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
辰
雄
は
そ
の
頃
か
ら
古

　
　
典
に
目
覚
め
、
王
朝
文
学
に
親
し
み
始
め
て
い
た
。
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』

工
　
　
藤

茂

　
　
を
書
い
た
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。

　
彼
女
は
こ
う
述
べ
た
後
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
翌
年
（
昭
和
十
四
年
）
私
た
ち
は
逗
子
に
住
ん
で
い
た
。
辰
雄
は
毎
週
。

　
　
慶
応
大
学
ま
で
枡
目
先
生
の
「
源
氏
物
語
」
の
講
義
を
聴
き
に
通
っ
て
い

　
　
た
。
枡
目
先
生
の
王
朝
文
学
に
対
す
る
考
え
を
自
分
の
仕
事
の
た
め
に
聞
き

　
　
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
又
、
『
死
者
の
書
』
は
辰
雄
を
大
和
の
旅
に
誘
い
。

　
　
古
典
に
深
く
入
り
こ
ん
で
ゆ
く
も
と
と
な
っ
た
よ
う
だ
。

　
こ
こ
に
は
、
当
時
、
堀
が
目
本
の
古
典
文
学
に
親
し
ん
で
ゆ
く
契
機
の
Ｉ
つ
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
小
谷
恒
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
堀
辰
雄
と
枡
目
信
夫
」

（
注
①
）
に
、
も
う
少
し
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
頃
、
堀

辰
雄
の
書
斎
の
机
上
に
は
枡
目
信
夫
の
『
古
代
研
究
』
三
冊
が
座
右
の
書
と
し
て

置
い
て
あ
っ
た
と
い
う
。
堀
は
小
谷
に
新
し
い
仕
事
の
た
め
に
枡
目
先
生
に
「
宇

津
保
物
語
」
や
「
落
窪
物
語
」
の
語
を
聞
き
た
い
の
だ
が
と
相
談
す
る
。
そ
こ
で

小
谷
が
枡
目
先
生
に
伺
う
と
、
ち
ょ
う
ど
國
學
院
で
後
期
王
朝
（
平
安
朝
）
文
学

史
の
う
ち
そ
の
辺
の
こ
と
を
喋
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
へ
来
ら
れ
た
ら
ど
う
か
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
二
人
で
渋
谷
の
大
学
ま
で
出
か
け
た
。
〈
の
ん
き

な
時
代
で
ま
る
で
二
人
の
助
手
の
よ
う
な
格
好
で
教
室
に
入
れ
て
も
ら
い
、
一
番

後
の
席
に
並
ん
で
「
学
津
保
物
語
・
落
窪
物
語
」
と
い
う
講
義
を
聞
い
た
。
堀
さ

ん
が
枡
目
先
生
に
会
っ
た
の
は
こ
の
時
が
最
初
で
あ
る
。
講
義
の
あ
と
で
次
の
講

義
が
始
ま
る
ま
で
の
短
い
時
間
研
究
室
で
話
を
交
え
た
だ
け
で
、
珍
し
く
学
生
時

代
に
か
え
っ
た
よ
う
に
少
し
興
奮
し
て
い
る
堀
さ
ん
と
つ
れ
立
っ
て
街
に
出
た
〉

１
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と
小
谷
は
書
い
て
い
る
。

　
堀
が
毎
週
水
曜
日
の
午
後
、
慶
庖
で
行
わ
れ
て
い
た
枡
目
の
「
源
氏
物
語
全
店

会
」
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
昭
和
十
四
年
の
こ
と
だ
と
い
う
。
小
谷
は
そ
の

頃
全
店
会
で
は
宇
治
十
帖
の
「
橋
姫
」
の
巻
の
講
義
が
始
ま
っ
た
、
と
述
べ
て
い

る
。
つ
づ
け
て
彼
は
く
と
も
あ
れ
堀
さ
ん
は
「
死
者
の
書
」
（
注
②
）
を
読
ん
だ

あ
た
り
か
ら
、
ま
す
ま
す
国
文
学
の
世
界
に
深
く
入
り
込
ん
で
来
た
こ
と
は
た
し

か
で
、
自
分
も
古
代
の
相
を
ほ
ん
と
う
に
捉
え
て
み
た
い
と
激
し
い
熱
望
を
も
っ

て
大
和
の
村
々
を
し
き
り
に
歩
い
て
い
る
〉
と
書
い
て
い
る
。

　
堀
多
恵
子
と
小
谷
但
の
書
い
た
も
の
に
よ
る
と
、
堀
辰
雄
が
日
本
の
古
典
に
接

近
し
て
い
く
の
は
、
以
Ｌ
の
よ
う
に
、
枡
目
信
夫
の
感
化
が
大
き
い
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
一
方
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
論

じ
て
い
た
の
は
杉
野
要
害
で
あ
っ
た
（
注
③
）
。
彼
は
在
来
の
く
ま
っ
た
く
「
物

語
の
女
」
を
経
て
「
風
立
ち
ぬ
」
、
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
、
さ
ら
に
「
菜
穂
子
」

へ
と
展
開
す
る
「
恋
す
る
女
達
の
永
遠
の
姿
」
主
題
展
開
上
の
「
内
的
必
然
性
」

と
し
て
こ
れ
を
と
ら
え
、
「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
の
論
議
、
「
古
典
復
帰

へ
の
気
運
」
な
ど
、
こ
の
時
代
下
の
外
的
状
況
と
は
無
縁
と
す
る
〉
通
説
に
対
し

て
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。

　
　
　
堀
の
昭
和
十
年
初
頭
に
お
け
る
「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
転
回
姿
勢

　
　
は
、
た
ん
に
初
期
か
ら
持
続
的
に
内
在
し
た
古
典
的
な
る
も
の
に
寄
せ
る
関

　
　
心
と
憧
憬
の
お
の
ず
か
ら
な
る
し
ず
か
な
開
花
と
し
て
と
ら
え
る
よ
り
は
、

　
　
そ
の
開
花
に
は
、
開
花
へ
と
堀
を
み
ち
び
く
媒
体
が
疑
い
な
く
介
在
し
た
と

　
　
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
堀
が
昭
和
初
年
代
を
在
来
の
私
小
説
的
伝
統
に
反

　
　
抗
し
自
己
の
文
学
を
よ
り
西
洋
的
ロ
マ
ン
の
文
学
た
ら
し
め
ん
と
し
た
た
め

　
　
に
、
お
の
ず
と
抹
殺
す
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
人
し
れ
ぬ
「
日
本
的
伝
統
」
へ

　
　
の
関
心
と
憧
憬
を
、
初
期
日
本
浪
使
派
の
文
学
運
動
、
な
か
ん
ず
く
保
田
与

　
　
重
郎
の
投
げ
か
け
た
耽
美
、
唯
美
的
古
典
論
の
影
響
に
つ
よ
い
触
発
を
受
け

　
　
蘇
生
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
媒
介
に
、
以
後
「
日
本
的
な
も
の
」
の
世

　
　
界
へ
あ
ら
た
な
文
学
的
転
回
、
開
花
を
と
げ
て
い
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え

　
　
う
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
引
用
し
た
の
は
結
論
の
部
分
だ
け
な
の
で
、
こ
の
論
文
の
実
証
性
を
示
す
こ
と

が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
論
文
で
あ

る
。
時
代
の
思
潮
が
大
な
り
小
な
り
当
代
の
文
学
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

歴
史
の
必
然
な
の
だ
か
ら
。
時
を
隔
て
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
が
よ
く
見

え
て
く
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
杉
野
は
そ
れ
を
堀
白
身
の
書
い
た
適
切

な
資
料
を
数
多
く
引
用
し
て
実
証
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
私
の
見
解
を
示
し
て
お
こ
う
。
私
は
、
堀
辰
雄
の
古
典
志
向
へ

の
内
的
必
然
性
に
、
保
田
与
重
郎
の
古
典
文
学
論
が
色
濃
い
影
を
落
と
し
、
彼
を

析
目
信
夫
の
も
と
に
赴
か
せ
た
と
見
る
。
そ
の
結
果
彼
は
、
王
朝
も
の
と
呼
ば
れ

る
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
「
銕
捨
」
「
啖
野
」
と
い
っ
た
一
群
の

小
説
を
書
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
堀
は
彼
の
「
更
級
日
記
」
と
い
う
エ
ッ
セ
エ
（
注
①
）
で
言
更

級
日
記
」
は
私
の
少
年
の
日
か
ら
の
愛
読
書
で
あ
っ
た
〉
と
言
い
、
お
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
こ
と
書
い
て
い
る
の
だ
。

　
ま
だ
、
夢
多
く
、
異
国
の
文
学
に
だ
け
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
少
年
の
日
、
〈
こ

の
占
い
押
し
花
の
に
ほ
ひ
の
す
る
や
う
な
奥
ゆ
か
し
い
日
記
の
話
を
し
て
〉
く
れ

た
の
は
桧
村
み
ね
子
（
片
山
広
子
）
た
っ
た
。
そ
の
頃
の
「
私
」
に
、
古
い
日
本

の
女
の
姿
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
と
の
思
い
や
り
か
ら
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
私
」

は
聞
き
わ
け
の
よ
い
少
年
の
よ
う
に
す
ぐ
そ
の
日
か
ら
〈
当
時
の
私
に
は
解
し
難

か
っ
た
古
代
の
文
字
で
書
綴
ら
れ
た
〉
「
更
級
日
記
」
を
読
み
始
め
、
や
が
て
〈
古

い
日
本
の
女
の
資
〉
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
を
知
っ
た
。
〈
日
本
の
女
の
誰

で
も
が
殆
ど
宿
命
的
に
も
つ
て
ゐ
る
夢
の
純
粋
さ
、
そ
の
夢
を
夢
と
知
っ
て
し
か

も
な
け
夢
み
っ
つ
、
最
初
か
ら
詮
（
あ
き
ら
）
め
の
姿
態
を
と
っ
て
人
生
を
受
け

容
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
生
き
方
の
素
直
さ
と
い
ふ
も
の
を
数
へ
て
く
れ
た
の
で

あ
る
〉
。

　
そ
の
よ
う
に
し
て
心
の
一
番
奥
深
く
で
〈
古
い
日
本
の
女
の
ひ
と
り
〉
に
人
知

れ
ぬ
思
慕
を
寄
せ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
誰
に
も
話
し
は
し
な
か
っ
た
。
た

-－２
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だ
、
一
度
だ
け
佐
藤
春
夫
の
前
で
言
い
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
年

た
ち
、
い
っ
か
こ
の
日
記
か
ら
気
持
ち
が
離
れ
出
し
て
い
た
頃
、
（
保
田
奥
重
郎

君
が
こ
の
日
記
へ
の
愛
に
就
い
て
語
っ
た
熱
意
の
あ
る
一
文
に
接
し
、
私
は
何
か

　
　
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
（
略
）
と
ま
れ
孝
標
の
女
と
い
ふ
作
者
も
自
讃
を
か
く

　
　
た
め
に
哀
愁
の
詩
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
可
憐
の
文
章
人
で
あ
つ
た
こ

　
　
と
だ
け
は
間
違
ひ
な
か
ら
う
。
（
注
⑤
）
（
傍
線
筆
者
）

　
こ
の
部
分
は
エ
ッ
セ
エ
「
更
級
日
記
」
の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
そ
の
傍
線
部

以
外
に
も
保
田
は
、
こ
の
文
章
の
中
で
く
こ
の
時
代
の
精
神
の
一
典
型
的
な
様
態

が
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
〉
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

　
掘
は
そ
の
〈
古
い
日
本
の
女
の
ひ
と
り
〉
を
、
一
つ
の
典
型
と
し
て
小
説
に
描

こ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
次
節
に
お
い
て
そ
の
検
討
を
し
て
み
よ
う
。

が
、
そ
の
前
に
彼
の
使
っ
た
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
　
「
『
銕
捨
』
の
創
作
過
程
を
め
ぐ
っ
て
ー
新
資
料
・
書
き
込
み
本
と
草
稿
を
中

心
に
」
と
い
う
吉
永
哲
郎
の
論
文
が
『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
百
三
十
四
号
に
掲

載
さ
れ
た
の
は
平
成
五
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
吉
永
は
〈
堀
辰
雄
が
原

典
を
ど
う
読
ん
で
い
た
か
の
具
体
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
〉
と
断
っ
た
う
え

で
、
表
題
の
内
容
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
堀
が
「
銕
捨
」
執
筆
に

あ
っ
た
っ
て
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を

し
て
い
る
（
注
⑥
）
。

　
　
『
校
註
更
級
日
記
』
関
根
正
直
・
昭
和
1
4
・
1
0
販
。

　
　
『
英
訳
更
級
日
記
』
土
井
光
知
・
大
森
安
仁
子
訳
・
昭
和
９
．

　
　
『
更
級
日
記
』
西
下
経
一
校
訂
・
昭
和
１
１
才
３
販
。

　
そ
れ
に
、
玉
井
幸
肋
の
『
更
級
日
記
錯
簡
考
』
を
参
照
し
て
執
筆
し
た
。

　
吉
永
の
論
文
は
行
き
届
い
た
調
査
の
結
果
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
間

違
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
『
英
訳
更
級
日
記
』
の
使
用
は
、
当
時
の

古
典
の
注
釈
書
の
出
版
状
態
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て

い
か
に
も
堀
ら
し
い
と
思
わ
せ
る
。
な
お
、
吉
永
の
論
文
の
中
で
、
「
更
級
日
記
」

の
作
者
が
信
濃
に
下
っ
て
い
た
と
考
え
た
人
物
が
そ
れ
以
前
に
い
た
こ
と
を
、

　
『
更
級
日
記
錯
簡
考
』
に
基
づ
い
て
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
た
い
そ
う
示
唆

的
で
あ
っ
た
。

３

ら
読
ん
だ
も
の
だ
っ
た
》
。
そ
れ
以
来
、
再
び
こ
の
日
記
は
「
私
」
の
心
か
ら
離

れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
（
傍
線
工
藤
）
。

　
堀
は
右
の
文
章
の
中
で
〈
少
年
の
日
〉
と
言
っ
て
い
る
が
、
『
堀
辰
雄
全
集
1
0

堀
辰
雄
案
内
』
（
角
川
書
店
・
昭
和
4
0
年
1
2
月
2
0
日
）
の
「
年
譜
」
（
堀
多
恵
子
・

小
久
保
実
編
）
に
よ
る
と
、
堀
が
初
め
て
松
村
み
ね
子
を
知
っ
た
の
は
大
正
十
三

年
八
月
、
数
え
で
二
十
一
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
枝
は
、
軽
井
沢
の
つ
る
や

旅
館
に
芥
川
を
訪
ね
て
彼
女
に
会
っ
た
。
彼
女
が
「
更
級
日
記
」
の
話
を
し
た
の

は
、
そ
の
時
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
翌
年
の
軽
井
沢
で
の
こ
と
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
翌
年
の
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
堀
が
数
え
で
二
十
二
歳
の
頃

だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
堀
が
右
の
文
章
の
後
半
で
言
及
し
て
い
る
保
田
俎
ハ
重
郎
の
「
更
級
日

記
」
へ
の
愛
に
つ
い
て
語
っ
た
▽
又
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
保
田
の
「
更
級
日

記
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
エ
ッ
セ
エ
は
『
国
語
・
国
文
』
第
五
巻
第
八
号

　
（
昭
和
十
年
八
月
・
星
野
書
店
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
少
し
訂
正
加
筆
さ
れ

て
『
コ
ギ
ト
』
第
四
十
四
号
（
昭
和
十
一
年
一
月
）
に
再
掲
さ
れ
た
。
前
者
は
京

都
帝
国
大
学
国
文
学
会
の
編
集
す
る
学
術
雑
誌
で
あ
っ
た
か
ら
、
堀
が
読
ん
だ
の

は
多
分
後
者
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
エ
ッ
セ
エ
に
は
、
堀

の
小
説
「
銕
捨
」
を
解
く
鐘
の
Ｉ
つ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
更
級
は
】
人
の
女
性
の
運
命
の
身
上
話
で
は
な
い
。
一
つ
の
典
型
と
し
て

本
来
の
か
あ
い
さ
う
な
人
々
の
物
語
の
一
つ
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
人
間
は
か

う
な
る
と
い
ふ
報
告
で
は
な
い
。
か
う
い
ふ
人
間
の
原
始
か
ら
の
心
情
を
描

い
て
ゐ
る
の
だ
。
変
貌
も
な
く
信
念
の
更
生
も
な
い
、
一
つ
の
宿
命
の
詩
で

あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
何
と
も
出
来
な
い
人
た
ち
の
一
人
の
身
上
話
と
い
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堀
辰
雄
の
小
説
「
銕
捨
」
は
、
「
更
級
日
記
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
直
接

日
本
文
学
を
貫
流
す
る
棄
老
説
話
と
は
結
び
つ
か
な
い
。
平
安
時
代
の
一
人
の
女

性
を
主
人
公
に
し
て
、
そ
の
半
生
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。

　
上
総
の
守
た
っ
た
父
に
伴
な
は
れ
て
、
姉
や
継
母
な
ど
と
Ｉ
し
よ
に
東
に

下
っ
て
ゐ
だ
少
女
が
、
京
に
帰
っ
て
来
だ
の
は
、
ま
だ
十
三
の
秋
だ
っ
た
。

　
右
は
こ
の
小
説
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
は
こ
こ
に
出
て
く
る
十
三

歳
に
な
る
受
領
の
娘
で
あ
る
。
名
前
は
描
か
れ
ず
「
女
」
と
表
記
さ
れ
る
の
は
、

女
性
の
名
を
明
か
さ
な
い
当
時
の
し
き
た
り
に
よ
る
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
既

に
分
か
っ
て
い
る
他
の
人
物
の
名
前
も
、
こ
の
作
品
で
は
明
か
さ
れ
な
い
。
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
〈
古
い
日
本
の
女
の
ひ
と
り
〉
を
描
い
て
、
そ

れ
と
同
じ
よ
う
な
境
涯
の
多
く
の
〈
古
い
口
本
の
女
〉
の
典
型
に
し
よ
う
と
す
る

作
者
の
創
作
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
女
性
の
十
三

歳
か
ら
三
十
三
歳
（
？
）
ま
で
の
半
生
が
こ
の
小
説
で
は
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
「
女
」
は
文
学
少
女
で
あ
っ
た
。
〈
京
へ
上
っ
た
ら
、
此
世
に
あ
る
だ
け
の
物

語
を
見
た
い
と
い
ふ
の
は
、
田
舎
に
ゐ
る
間
か
ら
の
少
女
の
願
た
っ
た
〉
。
少
女

は
母
に
ね
だ
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
草
子
を
知
辺
か
ら
借
り
て
貰
っ
た
り
し
て
い

た
。
そ
う
し
て
、
〈
も
つ
と
物
語
が
見
ら
れ
る
や
う
に
な
れ
ば
好
い
〉
と
思
っ
て

い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
田
舎
か
ら
上
っ
て
来
た
一
人
の
「
を
ば
」
が
源
氏
の
五
十

全
巻
を
贈
っ
て
く
れ
た
時
の
喜
び
は
言
菓
に
は
尽
く
せ
な
か
っ
た
。
少
女
は
昼
も

夜
も
そ
れ
ば
か
り
読
み
続
け
、
自
分
の
境
界
に
近
い
夕
顔
、
浮
舟
と
い
う
美
し
い

女
達
の
不
幸
せ
な
運
命
の
中
に
自
分
を
見
出
し
て
い
た
。
程
く
て
い
ま
は
ま
だ
容

貌
も
よ
く
は
な
い
が
、
も
っ
と
お
と
な
に
な
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
女
達
の
よ
う
に

容
貌
も
上
が
っ
て
、
髪
な
ど
も
ず
っ
と
長
く
な
る
と
夢
見
て
い
た
。

　
し
か
し
、
「
女
」
の
身
の
上
に
は
物
語
の
中
の
よ
う
な
ロ
了
不
ス
ク
な
出
来
事

は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
単
調
な
日
々
の
中
で
「
女
」
は
物
語
を
見
て
は
夢
見
が
ち

に
暮
ら
し
て
い
た
。
自
分
の
運
命
が
思
い
の
外
に
は
か
な
く
見
え
て
来
れ
ば
来
る

程
、
昔
な
が
ら
の
夢
を
頼
り
に
し
だ
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
く
か
う
し
て
少
女
ら

し
い
夢
を
抱
い
た
ま
ま
、
埋
も
れ
て
し
ま
ふ
の
も
好
い
〉
と
さ
え
思
い
な
が
ら
、

物
語
ば
か
り
を
見
て
は
無
為
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

　
こ
の
間
「
女
」
の
身
の
上
に
は
、
継
母
と
の
別
離
、
乳
女
、
侍
従
大
物
百
の
姫

君
、
姉
の
三
人
の
死
、
屋
形
の
火
事
、
父
の
常
陸
の
守
へ
の
任
官
と
帰
京
、
彼
女

の
宮
仕
え
と
い
う
で
き
ご
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
で
「
女
」
は
、
世
の
中
が
自
分

の
思
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
切
実
に
知
り
始
め
て
い
た
。
〈
薫
大
将

だ
の
、
浮
舟
だ
の
が
此
の
世
に
あ
り
得
よ
う
筈
が
な
い
事
も
わ
か
り
過
ぎ
る
位
わ

か
つ
て
来
た
。
が
、
一
方
、
女
は
さ
う
い
ふ
ど
う
に
も
為
様
の
な
い
や
う
な
詮
ら

め
に
落
ち
着
か
う
と
し
て
ゐ
る
自
分
が
、
却
っ
て
昔
の
自
分
よ
り
も
ふ
が
ひ
な
く

思
へ
て
な
ら
な
か
っ
た
〉
。

　
そ
の
後
、
「
女
」
は
再
出
仕
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
あ
る
冬
の
暗
い
夜
、

殿
上
人
ら
し
い
一
人
の
男
と
出
会
う
。
時
雨
の
降
る
夜
で
あ
っ
た
。
男
は
世
の
中

の
あ
は
れ
な
事
ど
も
を
語
っ
た
後
で
、
伊
勢
下
向
の
折
り
、
神
さ
び
た
老
女
に
昔

語
り
を
聞
き
琵
琶
ま
で
聞
い
た
こ
と
を
話
し
て
、
や
が
て
立
ち
去
っ
て
行
っ
た
。

そ
の
男
は
才
名
の
高
い
有
夫
弁
の
殿
で
あ
っ
た
。
そ
の
男
と
話
を
し
た
夜
か
ら
、

「
女
」
の
様
子
に
は
変
化
が
見
ら
れ
た
。
詞
少
な
に
、
ぼ
ん
や
り
と
物
な
ど
を
眺

め
て
い
る
よ
う
に
な
り
、
▽
同
（
ひ
と
む
き
）
に
な
っ
て
何
か
を
堪
え
忍
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
た
。

　
あ
の
夜
以
来
、
ニ
人
は
も
う
コ
茨
会
う
機
会
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
折
か
ら
や

っ
て
来
た
五
六
人
の
殿
上
人
に
邪
魔
さ
れ
て
、
話
も
ろ
く
に
出
来
な
い
ま
ま
別
れ

て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
「
女
」
は
前
の
下
野
の
守
た
っ
た

男
の
後
妻
に
な
っ
た
。
彼
女
は
ま
す
ま
す
▽
同
に
な
っ
て
何
か
を
堪
え
忍
ん
で
い

る
よ
う
な
様
子
を
見
せ
た
。
そ
の
一
方
で
「
女
」
の
表
情
に
は
、
お
り
お
り
〈
思

ひ
出
し
笑
ひ
の
や
う
な
寂
し
い
笑
ひ
〉
が
浮
か
ん
で
い
る
の
だ
っ
た
。

　
秋
の
除
目
に
夫
は
信
濃
の
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
「
女
」
は
自
ら
夫
と
一
し
ょ
に

４
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そ
の
任
国
に
下
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
晩
秋
の
口
、
「
女
」
は
夫
に
従
っ
て
逢

坂
の
山
を
越
え
た
。
彼
女
は
目
を
赫
や
か
せ
て
、
と
き
ど
き
京
の
方
を
振
り
向
き

な
が
ら
、
〈
私
の
生
涯
は
そ
れ
で
も
決
し
て
空
し
く
は
な
か
っ
た
ー
〉
と
思
っ

て
い
た
。

　
　
「
銕
捨
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
た
ど
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
人
生
で
あ
る
。
宮
仕
え

ま
で
の
間
、
昔
な
が
ら
の
夢
は
い
さ
さ
か
も
変
え
る
こ
と
な
く
、
〈
か
う
い
ふ
少

女
ら
し
い
夢
を
抱
い
た
ま
ま
、
埋
も
れ
て
し
ま
う
の
も
好
い
〉
と
さ
え
思
っ
て
物

語
の
世
界
に
耽
る
前
半
の
部
分
。
宮
仕
え
で
知
る
、
物
語
と
実
際
の
世
界
と
の
落

差
。
そ
し
て
、
や
が
て
迎
え
る
時
雨
の
夜
の
出
来
事
。
物
語
の
世
界
に
比
べ
て
あ

ま
り
に
も
貧
し
い
体
験
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
体
験
は
「
女
」
に
一

つ
の
夢
を
、
現
実
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
物
語
の
世
界
に
似
た
空
間
を
与
え
る
。

追
憶
の
中
で
そ
の
空
間
に
遊
ぶ
時
、
彼
女
の
表
情
に
は
寂
し
い
笑
い
が
浮
か
び
、

そ
れ
が
身
の
上
の
出
来
事
と
は
な
り
得
な
い
悲
し
み
に
堪
え
る
時
、
▽
圓
に
な
っ

て
そ
れ
に
堪
え
忍
ん
で
い
る
。

　
物
語
に
憧
れ
物
語
に
耽
り
な
が
ら
、
つ
い
に
物
語
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
出
来

ず
に
、
自
分
の
宿
命
に
従
順
に
、
物
語
で
は
な
い
人
の
世
を
生
き
て
い
く
も
の
全

て
に
共
通
す
る
人
生
が
、
こ
の
「
女
」
を
通
し
て
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
に
は
古
代
の
一
人
の
女
性
の
人
生
が
、
王
朝
の
女
性
の
普
遍
化
し
た

人
生
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
銕
捨
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
運
命
に
従
順
に
生
き
て
ゆ
く
。
受
動

的
な
生
き
方
を
通
す
。
谷
田
昌
平
は
『
堀
辰
雄
』
（
昭
和
5
8
年
７
月
2
0
目
・
花
順

礼
）
で
、
〈
受
動
的
に
人
生
を
受
け
と
り
、
し
か
も
そ
の
人
生
の
中
に
「
夢
」
の

純
粋
さ
を
求
め
つ
づ
け
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
心
の
領
域
を
失
う
ま
い
と
し
て

生
き
た
こ
の
主
人
公
の
謙
虚
な
生
き
方
は
、
リ
ル
ケ
的
な
人
生
論
を
形
象
化
し
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
堀
辰
雄
の
本
来
の
人
生
観
に
も
近
い
も
の
だ
が
、
作
者
も
言

っ
て
い
る
如
く
、
こ
の
女
主
人
公
は
世
間
的
に
は
不
幸
で
は
あ
る
が
、
女
と
し
て

は
本
当
に
「
為
合
せ
」
で
あ
っ
た
わ
け
だ
〉
と
言
い
、
〈
「
死
」
に
抗
わ
ず
、
そ
の

運
命
を
、
「
詮
め
の
姿
態
」
で
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
深
い
「
生
」

の
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
『
風
立
ち
ぬ
』
の
主
人
公
節
子
の
「
生
き
方
の
素

直
」
さ
は
、
堀
辰
雄
が
「
思
慕
を
寄
せ
」
て
い
た
『
更
級
日
記
』
の
主
人
公
の
生

き
方
と
類
似
し
て
い
る
〉
と
、
そ
の
女
主
人
公
の
生
き
方
を
「
風
立
ち
ぬ
」
の
節

子
の
系
列
に
入
れ
て
い
た
。
そ
の
系
列
を
さ
ら
に
他
の
女
主
人
公
に
ま
で
広
げ
て

指
摘
し
て
い
る
の
は
遠
藤
周
作
で
あ
る
。
彼
は
「
花
あ
し
び
論
（
汎
神
の
世

界
）
」
（
注
⑦
）
で
〈
『
風
立
ち
ぬ
』
の
節
子
、
『
物
語
の
女
』
の
三
村
夫
人
、
『
ふ

る
さ
と
び
と
』
の
お
え
ふ
…
…
’
」
ゝ
っ
し
た
女
性
を
始
め
『
更
級
日
記
』
や
『
か
げ

ろ
ふ
の
日
記
』
の
女
主
人
公
な
ど
に
こ
貝
し
た
生
の
姿
勢
が
あ
る
。
彼
女
た
ち
は

悉
く
「
抗
ひ
難
い
運
命
の
前
に
首
を
た
れ
」
（
風
立
ち
ぬ
）
そ
の
運
命
的
な
も
の

に
さ
か
ら
わ
ず
、
そ
れ
を
黙
っ
て
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
生
を
運
命
よ

り
も
高
く
赫
せ
た
女
だ
ち
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
生
の
受
身
的
な
姿
態
は
堀

辰
雄
の
本
質
的
な
姿
勢
〉
で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
堀
が
「
大
和
路
・
信
濃
路
」

で
描
く
百
済
観
音
の
描
写
（
注
⑧
）
を
引
用
し
う
え
で
、
〈
こ
の
百
済
観
音
は
、

堀
氏
の
あ
の
愛
す
べ
き
生
の
受
身
的
な
姿
勢
、
節
子
や
更
級
日
記
の
女
性
や
啖
野

の
女
性
の
純
化
さ
れ
聖
化
さ
れ
た
姿
な
の
だ
〉
と
言
っ
て
い
る
。
〈
生
を
運
命
よ

り
も
高
く
赫
せ
た
〉
と
い
う
の
は
、
遠
藤
の
指
摘
の
通
り
リ
ル
ケ
の
「
マ
ル
テ
の

手
記
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
リ
ル
ケ
の
文
学
の
堀
へ
の
影
響
を
指

摘
す
る
の
は
、
遠
藤
の
他
に
田
口
義
弘
が
い
る
。
彼
は
「
堀
辰
雄
と
リ
ル
ケ
ー

　
「
リ
ル
ケ
・
ノ
ー
ト
」
を
通
し
て
ー
」
（
注
⑨
）
に
お
い
て
〈
「
更
級
日
記
」
な
ど

は
彼
が
少
年
の
頃
か
ら
愛
読
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
作
者
の
姿
の
淋
し
い
美
し

さ
は
彼
の
心
を
い
た
く
惹
い
て
い
た
が
、
彼
女
の
姿
が
堀
辰
雄
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
も
の
に
な
り
、
や
が
て
彼
が
『
銕
捨
』
の
な
か
に
み
す
が
ら
彼
女
の
そ

の
肖
像
を
描
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
の
背
後
に
は
、
リ
ル
ケ
に
よ
っ

て
彼
女
の
姿
が
新
た
に
照
明
さ
れ
つ
つ
彼
の
内
に
喚
起
さ
れ
た
瞬
間
の
驚
き
、
喜

び
の
大
き
な
作
用
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
〉
と
言
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
古
田
精
一
は
「
堀
辰
雄
と
王
朝
女
流
日
記
」
（
『
現
代
文
学
と
古
典
』
桜

楓
社
）
で
、
原
典
と
堀
の
小
説
の
異
同
を
指
摘
し
た
上
で
く
こ
こ
に
は
や
は
り
受

動
的
な
姿
勢
で
孤
独
に
堪
え
る
日
本
の
古
い
女
の
美
し
い
生
き
方
が
あ
る
。
こ
の

５
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美
し
さ
は
必
ず
し
も
在
来
の
人
々
の
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ

を
よ
り
的
確
に
、
立
体
的
に
う
ち
出
し
だ
の
は
作
者
の
功
績
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
も
っ
と
も
「
更
級
日
記
」
の
原
典
そ
の
も
の
が
「
か
げ
ろ
ふ
」
に
く
ら

べ
て
単
純
な
一
本
の
線
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
銕
捨
」
の
女
人
像
も
、

原
典
の
そ
れ
と
、
さ
し
て
へ
だ
た
り
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
〉
と
述
べ
て
い

る
。
古
田
の
論
は
、
小
説
の
女
主
人
公
に
投
影
さ
れ
た
堀
の
王
朝
女
流
日
記
受
容

の
あ
り
か
た
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
「
更
級
日
記
」
を
小
説
化
す
る
に
際
し
て
、
堀
が
意
図
的
に
原
典
を
改
変
し
た

所
が
二
か
所
あ
る
。
（
他
の
些
細
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ

と
に
し
た
い
。
）
そ
の
一
つ
は
「
五
」
の
後
半
の
部
分
で
、
そ
れ
ま
で
一
貫
し
て

き
た
女
側
か
ら
の
視
点
を
変
え
て
、
男
の
石
火
弁
の
側
か
ら
書
い
て
い
る
こ
と
で

あ
る
（
注
⑩
）
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
有
夫
弁
も
女
に
好
意
を
寄

せ
て
い
た
こ
と
を
読
者
に
明
か
す
。
も
う
一
つ
は
、
最
後
の
「
六
」
の
場
面
で
信

濃
の
守
に
任
じ
ら
れ
て
信
濃
に
下
る
夫
と
共
に
、
女
を
も
信
濃
の
国
に
赴
か
せ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
釈
迢
空
は
そ
の
女
を
く
も
つ
と
幸
福
に
し
て

や
り
た
か
つ
た
の
だ
〉
（
注
⑩
）
と
言
い
、
吉
村
真
司
は
〈
堀
辰
雄
は
あ
ま
り
に

も
物
語
め
い
た
、
は
か
な
い
恋
が
、
い
ぢ
ら
し
く
た
ま
ら
な
い
や
う
で
あ
る
〉
そ

の
た
め
に
石
火
弁
の
心
理
の
中
に
入
っ
て
行
く
。
有
夫
弁
は
作
者
な
の
だ
。
〈
幼

い
と
き
か
ら
、
魂
の
中
で
育
て
た
永
遠
の
恋
人
に
、
は
じ
め
て
恋
心
を
う
ち
あ
け

る
堀
辰
雄
だ
〉
（
注
⑩
）
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
の
は
大
森
拓
之
助
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
改
変
に
つ
い

て
、
〈
女
主
人
公
の
身
の
上
は
。

　
○
相
手
か
ら
の
愛
が
強
化
・
深
化
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
第
三
者
の
目
か
ら
見
れ

ば
ご
エ
り
幸
せ
〃
に
ー

　
○
相
手
の
愛
を
知
り
難
く
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
女
の
主
観
と
し
て
は
ぐ
亡
り
不

幸
作
に
ー

改
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
〉
と
言
い
、
そ
こ
に
〈
幸
福
〉
観
、
〈
救
抜
〉

観
を
読
み
取
る
こ
と
に
反
論
す
る
。
そ
し
て
、
〈
堀
自
ら
の
人
生
観
に
お
い
て
も
。

〈
救
い
〉
は
現
実
生
活
と
し
て
は
有
り
得
ず
、
現
実
を
〈
詮
め
〉
だ
者
の
対
象
で

あ
る
〈
夢
〉
〈
幻
影
〉
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
ー
少
な
く
と
も
期
待
は
し
得

な
い
ー
と
い
う
〈
詮
め
〉
が
徐
々
に
固
ま
り
つ
つ
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
〉

（
注
⑩
）
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
作
者
で
あ
る
堀
自
身
の
意
図
は
実
際
に
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
点
を
彼
の
エ
ッ
セ
エ
「
更
級
日
記
」
の
中
に
探
っ
て
見
よ
う
。
彼
は

次
の
よ
う
に
原
典
の
内
容
に
つ
い
て
書
く
。
〈
「
光
る
源
氏
ば
か
り
の
人
は
こ
の
世

に
お
は
し
け
り
や
は
」
と
漸
つ
と
の
事
で
知
っ
た
後
、
彼
女
は
そ
の
と
き
は
じ
め

て
「
人
が
ら
も
い
と
す
く
よ
か
に
世
の
つ
ね
な
ら
ぬ
人
」
に
見
え
た
奥
ゆ
か
し
い

同
じ
年
頃
の
男
に
出
会
ふ
。
そ
れ
は
冬
の
く
ら
い
、
し
ぐ
れ
模
様
の
夜
で
あ
っ

た
〉
。
〈
そ
の
し
ぐ
れ
の
夜
の
対
話
は
こ
の
二
人
の
中
年
の
男
女
の
心
に
沁
み
、
互

い
に
相
手
を
淡
い
気
も
ち
で
な
つ
か
し
み
あ
ふ
が
〉
そ
の
後
、
二
人
が
ゆ
っ
く
り

語
り
合
え
る
機
会
は
も
う
二
度
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
二
度
ほ
ど
殿
中
で
そ
れ
と

な
く
認
め
合
う
析
も
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
祈
悪
し
く
、
僅
か
に
口
頭
で
歌
を
と

り
か
わ
す
だ
け
で
別
れ
る
。
〈
が
、
そ
の
逢
へ
さ
う
で
逢
へ
ず
に
し
ま
っ
た
刹
那

ほ
ど
、
彼
女
は
自
分
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
物
語
の
な
か
の
女
で
も
あ
る
か
の
や

う
な
気
も
ち
を
切
実
に
昧
つ
た
こ
と
は
な
い
の
だ
。
さ
う
い
ふ
気
も
ち
に
さ
せ
ら

れ
た
だ
け
で
、
そ
の
や
う
な
一
瞬
間
の
心
と
心
と
の
触
れ
合
ひ
を
感
じ
得
ら
れ
た

だ
け
で
、
既
に
物
語
そ
の
も
の
の
こ
の
世
に
は
有
り
得
な
い
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る

彼
女
は
、
い
か
に
も
切
な
い
が
、
一
方
、
そ
の
心
の
奥
で
一
種
の
云
ひ
知
れ
ぬ
満

足
を
感
ず
る
〉
。
堀
は
こ
う
書
い
て
き
て
、
そ
れ
を
振
り
追
っ
て
以
下
の
よ
う
に

反
省
す
る
。
〈
い
ま
私
が
こ
こ
に
そ
の
経
過
を
語
っ
て
来
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、

半
ば
私
の
書
い
た
短
篇
小
説
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
「
更
級
日
記
」
の
原
文
か
ら
は

や
や
離
れ
て
来
た
も
の
に
な
っ
て
来
て
ゐ
る
ら
し
い
事
は
私
も
認
め
な
い
で
は
ゐ

６
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ら
れ
な
い
〉
と
。

　
有
の
文
章
で
見
る
限
り
、
堀
は
時
雨
の
夜
の
右
夫
弁
と
の
出
会
い
を
、
女
は

〈
自
分
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
物
語
の
な
か
の
女
で
も
あ
る
か
の
や
う
な
気
も
ち

を
切
実
に
昧
つ
だ
〉
唯
一
の
経
験
と
見
倣
し
、
〈
そ
の
や
う
な
一
瞬
間
の
心
と
心

と
の
触
れ
合
ひ
を
感
じ
得
ら
れ
た
だ
け
で
〉
、
〈
そ
の
心
の
奥
で
一
種
の
云
ひ
知
れ

ぬ
満
足
を
感
ず
る
〉
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
、
小
説
の
「
五
」
の
有
夫

弁
の
次
の
よ
う
な
心
理
描
写
と
照
応
さ
せ
て
見
る
時
、
こ
の
有
夫
弁
の
側
か
ら
古

か
れ
た
部
分
は
、
や
は
り
、
女
の
〈
満
足
〉
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て

い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
（
略
）
そ
の
時
雨
の
夜
の
や
う
に
、
何
ぶ
ん
暗
か
つ
た
の
で
そ
の
女
の
様

　
　
子
な
ん
ぞ
よ
く
見
ら
れ
な
か
つ
た
せ
ゐ
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
女

　
　
と
い
か
に
も
さ
り
げ
な
く
話
を
交
し
て
ゐ
た
だ
け
で
、
何
か
か
う
物
語
め
い

　
　
た
気
分
の
中
に
引
き
摩
ら
れ
て
行
く
や
う
な
、
胸
の
し
め
つ
け
ら
れ
る
程
の

　
　
好
い
心
も
ち
の
し
た
事
な
ど
は
こ
れ
ま
で
つ
い
ぞ
出
逢
っ
た
こ
と
が
な
か
つ

　
　
た
。
（
賂
）
も
う
一
度
で
好
い
か
ら
、
あ
の
女
と
二
人
ぎ
り
で
し
め
や
か
な

　
　
物
語
が
し
て
み
た
い
。
（
略
）
－
１
１
此
頃
に
な
く
そ
ん
な
若
々
し
い
事
ま
で

　
　
男
は
思
っ
た
り
も
し
て
ゐ
た
。

　
有
に
見
る
通
り
、
有
夫
弁
も
ま
た
〈
何
か
か
う
物
語
め
い
た
気
分
の
中
に
引
き

摩
ら
れ
て
行
く
や
う
な
、
胸
の
し
め
つ
け
ら
れ
る
程
の
好
い
心
も
ち
〉
が
し
て
い

た
、
と
堀
は
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
女
の
半
生
を
書
い
た
小
説
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
短
い
小
説
の
場

合
、
こ
こ
に
突
如
観
点
の
統
一
を
夫
く
部
分
が
挿
入
さ
れ
る
の
は
如
何
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
私
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
観
点
の
不
統
一
は
、
こ
の
作
品
の
欠
点
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
と
同
時
に
ま
た
、
女
が
〈
前
の
下
野
の
守
だ

っ
た
、
二
十
も
年
上
の
男
の
後
妻
に
な
っ
た
〉
時
期
を
、
石
火
弁
と
の
出
会
い
が

あ
っ
た
後
の
こ
と
に
改
変
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
森
説
の
成
立
す
る
根
拠
を
作

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
先
に
堀
の
小
説
「
銕
捨
」
は
〈
古
い
日
本
の
女
の
ひ
と
り
〉
を
描
い
て
、

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
境
涯
の
多
く
の
〈
古
い
日
本
の
女
〉
の
典
型
を
造
形
し
よ
う

と
す
る
、
作
者
の
創
作
意
図
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
た
。

　
（
そ
の
作
者
の
創
作
意
図
は
、
あ
る
い
は
、
保
田
俎
ハ
重
郎
の
「
更
級
日
記
」
の
エ

ッ
セ
エ
に
刺
激
さ
れ
て
持
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
う
の
だ
が
）
、
こ
こ

で
は
小
説
の
題
名
と
関
逓
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
見

た
い
。

　
堀
は
「
更
級
日
記
」
を
小
説
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
三
つ
の
操
作
を
し
て
い

る
。
そ
の
一
つ
は
題
名
を
「
銕
捨
」
と
す
る
こ
と
、
二
つ
め
は
『
古
今
和
歌
集
』

の
「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
」
の
歌
を
題
詞
に
使
う
こ
と
、
そ
し
て
最
後
は
、

結
末
を
変
え
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
更
級
日
記
」
に
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
女
を
信
濃
へ
赴
か
せ
た
の
は
、
〈
信
濃
へ
の
少
年
の
日
か
ら
の
愛
着
〉
と
も
う

一
つ
、
〈
私
が
自
分
の
作
品
の
題
詞
と
し
た
、
古
今
集
中
の

　
　
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山
に
て
る
月
を
み
て

　
と
い
ふ
読
み
人
し
ら
ず
の
歌
へ
の
関
心
〉
で
あ
っ
た
。

　
　
〈
こ
の
古
歌
は
、
私
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
作
品
の
女
主
人
公
と
ほ
ぼ
似

た
や
う
な
境
遇
に
あ
つ
た
女
が
、
そ
れ
よ
り
も
ず
つ
と
遠
い
昔
に
人
知
れ
ず
詠
ん

だ
も
の
の
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
（
賂
）
さ
う
い
ふ
境
遇
の
女
が
自
分
の

宿
命
的
な
悲
し
み
を
い
だ
い
た
鐙
い
つ
か
そ
れ
す
ら
忘
れ
去
つ
た
や
う
に
見
え
て

ゐ
た
が
、
或
月
の
好
い
夜
に
そ
れ
を
ゆ
く
り
な
く
も
思
ひ
出
し
、
ど
う
し
や
う
も

な
い
や
う
な
気
も
ち
に
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
時
に
お
の
づ
か
ら
詠
み
出
し
た
も
の
と

し
て
、
そ
れ
を
考
へ
て
、
一
番
私
の
心
に
そ
の
な
つ
か
し
さ
の
覚
え
ら
れ
る
歌
で

あ
る
。
（
略
）
私
は
彼
女
自
身
の
詠
ん
だ
そ
の
歌
よ
り
も
、
こ
の
古
歌
そ
の
も
の

を
こ
そ
彼
女
に
口
ず
さ
ま
せ
た
い
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

－
そ
れ
故
、
私
は
自
分
の
作
品
に
特
に
「
銕
捨
」
と
い
ふ
題
を
選
び
、
そ
の
作

７
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品
の
中
で
は
女
主
人
公
を
し
て
去
に
伴
っ
て
信
濃
に
赴
か
し
め
る
と
こ
ろ
で
筆
を

断
ち
、
そ
の
代
り
に
た
だ
、
そ
の
後
の
女
の
境
涯
を
そ
れ
と
な
く
暗
示
す
る
か
の

や
う
に
、
そ
の
読
み
人
し
ら
ず
の
古
歌
を
題
詞
と
し
て
置
い
て
お
い
た
の
で
あ

る
〉

　
菅
原
孝
標
の
女
は
「
更
級
日
記
」
の
お
し
ま
い
の
方
で
、
女
主
人
公
に
。

　
　
月
も
い
で
て
や
み
に
く
れ
た
る
銕
捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
づ
ね
き
つ
ら
む

と
い
う
歌
を
詠
ま
せ
て
い
る
。
こ
の
歌
よ
り
も
く
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら

し
な
や
…
…
〉
と
い
う
古
歌
を
主
人
公
に
口
ず
さ
ま
せ
た
か
っ
た
、
と
い
う
作
者

の
心
が
こ
こ
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
こ
の
作
品
の
題
名
を

　
「
銕
捨
」
と
名
づ
け
、
そ
の
古
歌
を
題
詞
と
し
て
添
え
た
理
由
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。
作
者
が
く
こ
の
古
歌
は
、
私
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
作
品
の
女
主
人
公

と
ほ
ぼ
似
た
や
う
な
境
遇
に
あ
つ
た
女
が
、
そ
れ
よ
り
も
ず
つ
と
遠
い
者
に
人
知

れ
ず
詠
ん
だ
も
の
の
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
〉
と
言
う
時
、
私
は
そ
こ
に
、

こ
の
女
主
人
公
を
王
朝
時
代
の
〈
古
い
日
本
の
女
の
姿
〉
と
し
て
典
型
化
し
よ
う

と
す
る
作
者
の
意
図
を
読
み
取
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
釈
迢
空
は
既
に
そ
れ
を

読
み
取
り
、
〈
少
年
の
日
か
ら
愛
着
し
た
信
濃
の
上
地
－
そ
れ
へ
来
な
い
で
、

そ
の
山
国
に
暮
ら
す
去
を
待
つ
て
ゐ
る
都
女
と
し
て
ば
か
り
、
作
者
を
手
放
し
て

置
く
こ
と
の
出
来
な
く
な
っ
た
堀
君
は
、
古
い
魂
の
因
縁
を
説
い
て
ゐ
る
の
で
あ

る
〉
と
言
い
、
〈
更
級
の
女
は
其
未
生
以
前
、
既
に
Ｉ
た
び
世
に
現
れ
て
、
「
わ
が

心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
。
更
級
や
　
銕
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
」
あ
の
古
歌
を
詠
ん

で
過
ぎ
た
、
過
去
の
人
で
も
あ
っ
た
気
を
起
さ
せ
ら
れ
る
〉
（
注
⑩
）
と
述
べ
て

い
る
。

　
堀
は
同
じ
エ
ッ
セ
エ
の
中
で
、
さ
ら
に
、
菅
原
孝
標
の
女
の
文
章
が
「
更
級
日

記
」
と
題
さ
れ
た
理
由
を
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
　
（
略
）
月
の
凄
い
ほ
ど
い
い
、
荒
涼
と
し
た
古
い
信
濃
の
里
が
、
当
時
の

　
　
京
の
女
た
ち
に
は
彼
女
た
ち
の
花
や
か
に
見
え
る
そ
の
日
暮
ら
し
の
す
ぐ
裏

　
　
側
に
あ
る
生
の
真
相
の
象
徴
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
く
、
そ
し

　
　
て
さ
う
い
ふ
女
た
ち
の
一
人
が
そ
の
心
慰
ま
ぬ
晩
年
に
筆
を
と
つ
た
一
生
の

　
　
回
想
録
は
ま
さ
に
そ
れ
に
因
ん
だ
表
題
こ
そ
ふ
さ
は
し
い
の
だ
。

　
　
〈
月
の
凄
い
ほ
ど
い
い
、
荒
涼
と
し
た
古
い
信
濃
〉
を
、
当
時
の
京
の
女
た
ち

の
〈
花
や
か
に
見
え
る
そ
の
日
暮
ら
し
の
す
ぐ
裏
側
に
あ
る
生
の
真
相
の
象
徴
〉

と
見
る
作
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
あ
の
古
歌
に
そ
れ
を
重
ね

て
小
説
の
題
詞
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
題
詞
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
主
人
公
の
〈
思

ひ
の
外
に
は
か
な
く
見
え
て
来
〉
る
運
命
や
、
〈
世
回
見
ず
の
女
に
は
思
ひ
の
外

に
つ
ら
い
事
ば
か
り
だ
っ
た
〉
宮
仕
え
、
あ
る
い
は
〈
一
向
に
な
っ
て
何
か
を
堪

え
忍
ん
で
ゐ
る
様
子
〉
と
ひ
び
き
あ
う
時
、
そ
の
女
主
人
公
の
「
生
」
の
姿
が
、

個
人
を
越
え
た
王
朝
時
代
の
〈
古
い
日
本
の
女
の
姿
〉
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が
っ

て
来
る
。
こ
こ
に
堀
の
小
説
「
銕
捨
」
の
特
色
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

彼
は
こ
の
女
主
人
公
を
近
代
的
な
女
性
像
と
し
て
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
釈
迢
空
の
小
説
『
死
者
の
書
』
の
よ
う
に
、
日
本
の
王
朝
時
代

の
文
学
空
間
に
、
そ
の
ま
ま
〈
古
い
日
本
の
女
の
姿
〉
の
典
型
と
し
て
置
い
て
見

せ
た
の
で
あ
る
。

　
堀
は
そ
の
エ
ッ
セ
エ
に
、
さ
ら
に
書
く
。

　
　
そ
し
て
彼
女
の
回
想
録
を
読
み
丁
ら
う
と
す
る
瞬
間
に
誰
し
も
の
胸
裡
に
お

　
　
の
づ
か
ら
浮
か
ん
で
来
る
で
あ
ら
う
信
濃
の
更
級
の
里
あ
た
り
の
住
し
い
風

　
　
物
、
－
１
－
さ
う
い
ふ
読
後
の
印
象
を
一
層
深
く
す
る
や
う
な
結
末
を
自
分
の

　
　
短
篇
小
説
に
も
与
へ
た
い
と
思
っ
た
。

　
　
　
そ
こ
に
私
が
こ
の
「
更
級
日
記
」
を
自
分
の
も
の
と
し
て
書
き
変
へ
る
た

　
　
め
の
唯
一
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
あ
つ
た
と
云
っ
て
も
い
い
。

　
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
た
の
だ
、
と

い
う
の
だ
。
そ
の
結
果
、
私
は
そ
こ
に
以
上
の
よ
う
な
特
色
を
読
む
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
小
説
を
、
最
初
に
提
起
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
日
本
文
学
を
縦

に
流
れ
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
な
ら
ば
ど
う
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
堀
は
エ
ッ
セ
エ
「
更
級
日
記
」
の
最
後
の
方
で
、
銕
捨
の
伝
説
や
そ
の
文
学
へ

８
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の
投
影
に
つ
い
て
言
及
し
た
上
で
、
〈
－
‐
ｊ
－
し
か
し
、
い
ま
の
と
こ
ろ
私
は
そ
れ

ら
の
諸
説
に
は
こ
だ
は
ら
ず
に
、
自
分
の
前
に
あ
る
古
歌
を
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も

の
と
し
て
単
純
に
昧
ひ
た
い
。
－
或
は
こ
の
読
み
人
し
ら
ず
の
歌
は
、
そ
の
更

級
の
里
に
あ
つ
て
近
親
を
失
っ
た
も
の
が
そ
れ
を
山
に
葬
っ
た
後
、
或
夜
そ
の
山

に
照
る
月
を
な
が
め
な
が
ら
詠
ん
だ
食
傷
の
歌
と
し
て
昧
ふ
の
が
本
筋
か
も
知
れ

な
い
が
、
い
ま
は
そ
の
考
へ
を
さ
へ
棄
て
て
、
私
は
そ
れ
を
た
だ
女
主
人
公
の
や

う
な
境
遇
の
女
が
そ
の
里
に
忙
び
往
み
し
な
が
ら
ふ
と
詠
み
い
で
た
述
懐
の
歌
と

し
て
の
み
昧
ひ
た
い
の
で
あ
る
〉
と
、
そ
の
古
歌
の
解
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

私
ど
も
は
小
説
「
銕
捨
」
を
で
は
な
く
、
そ
の
初
め
に
は
「
銕
捨
記
」
と
題
さ
れ

て
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
エ
「
更
級
日
記
」
を
こ
そ
、
「
銕
捨
」
の
系
譜
の
中
に
数

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
小
説
「
銕
捨
」
は
作

者
も
言
う
よ
う
に
、
『
大
和
物
語
』
な
ど
の
銕
捨
説
話
と
は
直
接
繋
が
ら
な
い
の

だ
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
を
加
え
て
き
た
上
う
に
、
作
者
の

意
図
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
に
「
銕
捨
」
と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
、
あ
の
「
わ
が

心
」
の
古
歌
を
題
詞
に
置
か
れ
た
時
点
で
、
〈
古
い
因
縁
を
説
い
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
（
略
）
更
級
の
女
は
其
未
生
以
前
、
既
に
Ｉ
た
び
世
に
現
れ
て
、
（
略
）
あ
の

古
歌
を
詠
ん
で
過
ぎ
た
、
過
去
の
人
で
も
あ
っ
た
気
を
起
さ
せ
ら
れ
る
〉
（
釈
迢

空
）
と
読
ま
れ
る
可
能
性
を
持
つ
時
、
こ
の
小
説
の
女
主
人
公
は
『
古
今
和
歌

集
』
の
読
み
人
し
ら
ず
や
、
山
に
捨
て
ら
れ
て
こ
の
古
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
『
悛

頼
目
伝
』
の
老
女
、
あ
る
い
は
、
謡
曲
の
「
銕
捨
」
の
老
女
の
系
列
に
自
然
に
連

な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
に
よ
っ
て
こ
の
小
説
は
そ
の
上
う
に
読

ま
れ
る
運
命
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
。
〈
夫
が
そ
の
秋
の
除
目
に
信
濃
の
守
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、
女
は
自
ら
夫
と
Ｉ

し
よ
に
そ
の
任
国
に
下
る
こ
と
な
っ
た
〉
と
、
作
者
が
そ
の
原
典
を
大
き
く
変
え

た
時
、
そ
の
女
主
人
公
は
自
分
の
意
思
で
あ
の
銕
捨
山
へ
、
銕
捨
山
の
あ
る
信
濃

へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
井
上

靖
「
銕
捨
」
の
母
、
深
沢
七
郎
「
楢
山
節
考
」
の
お
り
ん
の
先
躍
を
な
す
人
物
と

言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
小
説
の
〈
近
江
、
美
濃
を
過
ぎ
て
、
幾
日
か
の
後
に
は
、
信
濃
の

守
の
一
行
は
だ
ん
だ
ん
木
深
い
信
濃
路
へ
は
ひ
つ
て
往
つ
た
〉
と
い
う
結
末
の
一

行
は
、
小
説
の
題
名
と
照
応
し
あ
っ
て
、
「
女
」
の
銕
檜
山
行
き
を
暗
示
す
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
ま
で
読
む
の
は
行
き
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い

が
、
し
か
し
私
に
は
、
銕
檜
山
に
捨
て
ら
れ
た
老
女
が
「
わ
が
心
」
の
古
歌
を
読

ん
だ
よ
う
に
、
「
女
」
は
自
ら
の
意
志
で
信
濃
へ
行
き
、
銕
檜
山
の
イ
メ
ー
ジ
の

中
で
、
「
更
級
日
記
」
の
「
女
」
の
よ
う
に
そ
の
半
生
を
文
芸
化
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
銕
檜
」
の
女
主
人
公
は
、
作
者
堀

と
重
な
り
合
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
一
見
、
銕
檜
の
系
譜
と
は
無
縁
に
思
わ
れ
た
堀
の
小
説
「
銕
檜
」
は
、
こ
の
よ

う
に
、
作
者
の
行
っ
た
三
つ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
銕
檜
の
系
譜
に
組
み
込

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

《
注
》

注
①
　
『
国
文
学
』
第
ハ
巻
第
九
号
（
昭
和
三
八
年
七
月
・
学
灯
社
）
掲
載
の
「
堀
辰
雄
と
祈

　
　
□
信
夫
－
私
記
凰
に
見
た
堀
辰
雄
の
一
面
ｉ
」
に
よ
る
。

注
②
　
こ
の
小
説
は
昭
和
１
四
年
∵
一
∵
三
月
号
の
『
日
本
評
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

注
③
　
「
昭
和
十
年
代
の
削
辰
雄
－
「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
接
近
姿
勢
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」

　
　
　
（
『
ロ
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
「
堀
辰
雄
」
』
（
昭
和
六
二
年
四
月
・
有
精
堂
）
に
よ
っ
た
。

　
　
な
お
こ
の
論
文
の
初
出
は
、
昭
和
四
〇
年
三
月
発
行
の
北
海
道
高
校
教
育
研
究
会
『
紀
要
』

　
　
第
二
号
。
昭
和
四
六
年
三
月
に
補
筆
し
た
も
の
。

汪
①
　
こ
の
エ
ッ
セ
エ
は
当
初
「
銕
捨
記
」
と
題
さ
れ
て
い
た
。

注
⑤
　
こ
の
本
文
は
『
保
田
排
爪
印
全
集
』
第
亙
巻
（
昭
和
六
一
年
三
月
・
講
談
社
）
に
よ
っ

　
　
た
。

注
⑥
　
な
お
、
同
論
文
に
よ
る
と
堀
辰
雄
の
蔵
書
に
は
こ
れ
以
外
に
次
の
よ
う
な
更
級
日
記
関

　
　
保
の
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
『
更
級
日
記
』
佐
々
木
信
絹
縮
・
昭
和
５
・
５
版
。

９
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『
更
級
ロ
記
新
註
』
玉
井
幸
助
・
昭
和
1
1
。

注
⑦
　
こ
こ
で
は
『
堀
辰
雄
全
集
1
0
堀
辰
雄
案
内
』
（
昭
和
四
〇
年
上
Ｉ
月
・
角
川
書
店
）
所
収

　
　
の
本
文
に
よ
っ
た
が
、
こ
れ
は
遠
藤
周
作
『
堀
辰
雄
』
（
一
九
五
五
年
一
一
月
・
。
古
堂
書

　
　
店
）
、
『
宗
教
と
文
学
』
（
遠
藤
周
作
文
庫
∴
九
七
七
年
三
月
・
講
談
社
）
に
も
収
め
ら
れ

　
　
て
い
る
。

注
②
　
堀
辰
雄
の
百
済
観
音
の
描
写
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
《
と
も
か
く
も
、
流
離
と
い
ふ
も
の
を
彼
女
た
ち
の
哀
し
い
運
命
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
か
っ
た
、
占
代
の
気
だ
か
く
も
美
し
い
女
た
ち
の
や
う
に
、
此
の
像
も
、
そ
の
女
身
の
美

　
　
し
さ
の
ゆ
ゑ
に
、
国
か
ら
国
へ
、
寺
か
ら
寺
へ
と
さ
す
ら
は
れ
た
か
と
想
像
す
る
と
、
こ

　
　
の
像
の
ま
だ
う
ら
若
い
少
反
の
や
う
な
魅
力
も
そ
の
底
に
一
種
の
犯
し
難
い
品
を
帯
び
て

　
　
く
る
。
》

注
⑤
　
『
堀
辰
雄
余
臭
1
0
堀
辰
雄
案
内
』
（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
・
角
川
書
店
）
所
収
。

注
⑩
　
実
は
も
う
Ｉ
か
所
「
二
」
に
も
視
点
を
「
女
」
の
側
か
ら
「
女
の
父
」
の
側
に
変
え
た

　
　
所
が
出
て
来
る
。
こ
の
変
更
も
、
短
篇
小
説
の
完
成
度
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
好

　
　
ま
し
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
こ
の
小
説
の
内
容
が
「
女
」
の
半
生
を
描
く
と
い

　
　
う
長
編
の
そ
れ
な
の
で
、
短
篇
小
説
と
し
て
の
見
方
を
強
要
し
て
は
い
け
な
い
の
か
も
知

　
　
れ
な
い
。

注
⑥
　
釈
迢
空
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
・
啖
野
」
（
「
堀
辰
雄
全
集
1
0
堀
辰
雄
案
内
」
（
昭
和
四
〇
年

　
　
コ
ー
月
・
角
川
書
店
二
所
収
）
に
よ
る
。
こ
の
論
は
角
川
文
庫
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
・
咳

　
　
野
』
（
昭
和
二
六
年
七
月
）
の
解
説
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

注
⑩
　
占
村
貞
司
『
堀
辰
雄
―
魂
の
遍
歴
と
し
て
Ｉ
』
（
昭
和
三
〇
年
七
月
・
東
京
ラ
イ
フ
社
）

　
　
の
「
映
捨
」
に
よ
る
。

注
⑩
　
大
森
拓
之
肋
『
堀
辰
雄
の
匪
界
』
（
昭
和
四
七
年
一
　
一
月
・
桜
楓
社
）
の
「
「
銕
捨
」
で

　
　
の
救
抜
」
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
論
に
お
け
る
《
教
い
〉
説
の
否
定
は
さ
て
お
き
、
彼
の

　
　
《
詮
め
》
説
は
、
私
に
と
っ
て
は
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

汪
⑩
　
注
⑩
と
回
じ
論
に
よ
る
。
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