
「
文
学
史
を
書
く
こ
と
自
体
が
、
芸
術
作
品
を

書
く
こ
と
と
同
じ
こ
と
」
｀
で
あ
っ
て
よ
い
か

―
三
島
由
紀
夫
『
日
本
文
学
小
史
』
批
判
―
特
に
万
葉
集
評
価
を
中
心
に
ー

〃

　
　
　
　
　
一

　
最
近
号
の
「
群
像
」
　
（
4
4
・
８
）
に
三
島
由
紀
夫
氏
が
「
『
古
事
記
』
と
『

万
葉
集
』
１
『
日
本
文
学
小
史
』
の
内
―
」
と
題
し
て
二
十
一
ペ
ー
ジ
に
わ
た

る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
さ
ら
に
今
後
書
き
続
け
ら
れ
る
模

様
で
あ
る
。

　
従
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
と
か
批
判
と
か
は
、
そ
の
完
結
を
待
っ
て
す

る
の
が
読
者
の
当
然
の
あ
り
方
で
あ
り
、
筆
者
に
対
す
る
礼
儀
に
も
か
な
っ
た

も
の
だ
と
考
え
る
か
、
『
古
事
記
』
と
『
万
葉
集
』
に
関
す
る
部
分
は
一
応
ま

と
ま
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
完
結
を
待
た
ず
に
発
言
す
る

こ
と
も
許
さ
れ
る
と
思
う
。

　
以
下
そ
こ
に
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
氏
は
こ
こ
で
個
別
的
に
、
ば
ら
ば
ら
な
も

Ｆ
ド
ト
ド
ミ
　
’

古
　
庄
　
ゆ
　
き

日子

　
の
と
し
て
『
古
事
記
』
と
『
万
葉
集
』
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く

。
氏
の
史
観
、
文
学
論
に
よ
っ
て
「
『
日
本
文
学
小
史
』
の
内
」
に
そ
れ
ら
を
位

　
置
付
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
氏
は
ま
ず
一
章
に
方
法
論
を
置
き
、
こ
こ
に
お
い
て
氏
の
史
観
、
文
学
観
を

　
展
開
す
る
。
従
っ
て
氏
の
万
葉
論
を
と
り
あ
げ
る
に
当
っ
て
も
こ
こ
か
ら
見
て

　
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
私
は
論
述
の
都
合
上
、
と
り
あ
え
ず
氏
の
万
葉
論
を

　
切
り
難
し
、
最
初
に
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
氏
の
万
葉
観
は

　
　
一
つ
は
歌
か
集
団
と
個
の
融
一
か
ら
、
個
の
自
覚
と
倦
怠
へ
細
ま
っ
て
ゆ
く

　
　
過
程
か
歴
然
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
二
つ
は
、
作
者
か
あ
ら
ゆ
る
階
層

　
　
に
わ
た
る
と
共
に
、
い
か
に
辺
境
の
人
の
素
朴
な
歌
と
い
え
ど
も
、
宮
廷
文

　
　
化
に
対
す
る
模
倣
を
忘
れ
ず
、
忠
と
恋
と
の
二
種
の
誠
実
の
筋
道
を
通
し
て

　
　
い
わ
ば
ロ
ー
マ
ヘ
道
ず
る
無
数
の
道
の
よ
う
に
、
中
心
へ
収
斂
し
て
ゐ
る
こ

　
　
と
で
あ
る
。

一
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に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は

　
一
般
に
考
え
ら
れ
て
ゐ
る
万
葉
集
の
読
み
方
と
こ
と
な
っ
て
、
壬
申
ひ
乱
以

　
後
の
人
麿
時
代
と
、
ず
っ
と
あ
と
の
奈
良
時
代
中
期
の
防
人
の
歌
と
を
直
結

　
し
、
さ
ら
に
、
別
途
に
相
聞
歌
の
系
譜
を
Ｉ
つ
な
が
り
の
も
の
と
し
て
辿
る

　
読
み
方

を
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
氏
は
万
葉
の
本
質
を
「
集
団
的
感
情
と
し
て
の
跨
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し

て
そ
の
典
型
を
人
麿
と
り
わ
け
彼
の
「
行
幸
讃
仰
歌
」
に
求
め
、
更
に
、
そ
れ

を
受
け
継
ぐ
者
と
し
て
、
半
世
紀
余
下
る
奈
良
時
代
中
期
の
防
人
た
ち
を
選
び

出
す
。

　
か
っ
て
日
本
浪
曼
派
の
旗
手
保
田
与
重
郎
氏
が
「
慟
哭
」
と
か
「
尊
皇
の
志

」
等
々
の
こ
と
ば
、
図
式
を
持
っ
て
人
面
１
１
家
持
を
つ
な
ぎ
、
そ
の
両
者
を
軸

と
す
る
（
そ
れ
も
家
持
の
回
想
に
お
い
て
大
鹿
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
形
の

）
万
葉
観
を
打
出
し
、
第
二
次
大
戦
勃
発
時
期
の
多
く
の
日
本
人
を
狂
信
的
な

天
皇
帰
一
的
心
情
に
駆
り
立
て
る
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
三
島
氏
の
万
葉
観
は
根
本
に
お
い
て
そ
の
保
田
氏
の
『
万

葉
の
精
神
』
『
古
典
論
』
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
三
島
氏
は
保
田
氏
好
み
の
家
持
を
排
除
し
、
保
田
氏
が
「
第
一
義
の
も
‘

の
」
で
な
い
と
い
う
防
人
歌
を
前
面
に
お
し
立
て
、
「
人
麿
と
防
人
の
歌
と
か

遠
く
相
呼
応
し
て
ゐ
る
」
の
か
「
万
葉
の
文
化
意
志
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
つ
い
で
に
言
え
ば
「
慟
哭
」
を
切
り
ふ
だ
と
す
る
保
田
氏
か
人
麿
の
挽
歌
（

と
り
わ
け
氏
か
古
代
史
の
「
深
淵
」
と
呼
ぶ
壬
申
の
乱
の
殊
勲
者
高
市
皇
子
の

殯
宮
の
時
の
挽
歌
に
つ
い
て
）
に
執
着
す
る
の
に
対
し
て
、
三
島
氏
は
人
麿
の

吉
野
従
駕
の
歌
と
、
防
大
歌
の
言
立
て
的
歌
に
つ
く
。
そ
れ
は
恐
ら
く
保
田
氏

が
防
人
歌
を
「
第
一
義
の
も
の
」
と
見
ず
（
三
島
氏
が
「
女
々
し
い
未
練
」
と

よ
ぶ
防
人
歌
の
大
部
分
か
、
保
田
氏
の
「
第
一
義
の
も
の
」
で
な
い
と
い
う
断

定
を
導
い
た
の
で
は
な
い
か
）
三
島
氏
か
防
人
歌
（
し
か
も
そ
の
中
で
「
む
し

ろ
頻
度
数
の
少
い
男
性
的
決
意
そ
の
ま
ま
の
表
出
」
、
つ
ま
り
言
立
て
的
、
誓

詞
的
歌
）
を
主
流
と
み
な
す
、
そ
の
両
氏
の
７
俸
質
的
〃
違
い
に
連
っ
て
行
く

も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
「
傍
見
」
を
好
む
土
俗
的
、
農
本
主
義
的
色
あ
い
の
強
い
保
田
氏
よ
り
「
整

然
た
る
統
治
」
と
「
光
輝
へ
‘
の
讃
仰
」
、
つ
ま
り
氏
好
み
に
言
え
ば
「
菊
と
刀

」
の
統
べ
復
権
を
主
張
す
る
三
島
氏
は
、
芸
術
的
レ
ト
リ
″
ク
を
用
い
な
か

ら
、
は
る
か
に
上
か
ら
の
統
制
を
好
み
、
民
衆
に
対
す
る
む
き
出
し
の
攻
撃
性

を
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
二

　
と
こ
ろ
で
三
島
氏
の
（
こ
の
点
は
保
田
氏
も
同
じ
く
）
万
葉
に
は

　
１
　
壬
申
の
乱
以
前
の
い
わ
ゆ
る
初
期
万
葉
の
排
除

　
２
　
億
良
の
排
除

か
行
わ
れ
て
い
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
私
は
何
も
彼
も
取
り
上
げ
な
い
か
ら
と
言
っ
て
三
島
氏

を
批
難
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
万
葉
集
の
歌
を
の
っ
ぺ
ら
ぽ
う
に
片
は
し

か
ら
読
む
こ
と
の
不
毛
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
問
題
な
の
は
氏
の
立
て
た
軸

が
万
葉
の
全
体
構
造
を
把
ん
だ
上
で
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
氏
の

欠
落
さ
せ
た
前
記
二
項
は
万
葉
集
を
全
体
と
し
て
把
え
る
時
、
欠
落
を
許
さ
な

い
部
分
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
三
島
氏
の
万
葉
論
に
は
、
こ
れ
ら

を
入
れ
て
堪
え
ら
れ
る
強
さ
も
柔
軟
さ
も
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
入
麿
の
歌
、
防
人
歌
の
読
み
方
と
も
か
か
わ
る
。
壬
申
の
乱
後

の
人
麿
、
と
り
わ
け
「
行
幸
讃
仰
歌
」
と
、
下
っ
て
奈
良
時
代
中
期
の
防
人
歌

と
り
わ
け
誓
詞
、
言
立
て
的
歌
を
軸
に
‘
、
一
方
、
相
聞
歌
の
系
譜
を
置
く
三
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
／
　
／
　
　
　
　
　
　
゛
゛
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
〆

♂

４
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氏
の
万
葉
観
に
は
、
氏
好
み
び
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
だ
わ
や
め
ぶ
り
」
を

万
葉
集
に
引
き
写
し
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
か
、
前
二
者
こ
そ
は
、
万
葉
の
も
っ

と
も
非
文
学
的
部
分
で
あ
る
こ
と
を
氏
は
そ
れ
ら
の
歌
を
通
し
て
感
じ
と
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
立
て
た
軸
で
い
け
ば
人
麿
、
防
人
歌
も
ま
こ
と

に
貧
相
な
天
皇
讃
仰
の
観
念
的
な
歌
に
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
西
郷
信
綱
氏
が
戦
後
い
ち
早
く
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
万
葉
集
は
ま
さ
に
貴
族

文
学
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
三
島
氏
か
「
あ
ら
ゆ
る
階
層
に

た
る
」
と
い
っ
て
も
決
し
て
全
階
級
、
階
層
の
す
ぐ
れ
た
歌
を
自
由
に
選
ん

だ。わ

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
天
皇
―
大
和
朝
廷
は
政
治
的
、
経
済
的
収
奪
者
で
あ
っ

た
と
同
時
に
文
化
的
に
も
収
奪
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
彼
ら
か
万
葉
集
の

主
流
、
主
軸
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
編
纂
者
か
誰
で
あ
る
に
し
ろ
そ
の
意
図
は
古
代
天
皇
制
の
讃
美
と
そ

の
追
従
を
表
明
す
る
こ
と
か
意
図
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
文
学
が
そ
の
よ
う
な
政
治
の
枠
組
み
を
越
え
て
全
人
的
に
自
由
で

あ
ろ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
枠
組
み
を
は

ず
れ
て
Ｉ
そ
れ
と
あ
ら
か
っ
て
Ｉ
ｊ
目
由
で
あ
り
え
た
も
の
こ
そ
取
り
上
げ
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
古
代
国
家
秩
序
の
創
出
者
、
守
り

手
で
あ
っ
た
天
皇
、
皇
族
、
貴
族
の
中
に
そ
の
輝
き
を
見
出
す
こ
と
か
で
き
る

と
こ
ろ
に
古
代
国
家
の
上
昇
期
特
有
の
お
お
ら
か
な
人
間
的
歌
声
、
万
葉
集
の

豊
か
さ
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
専
制
国
家
の
支
配
者
で
あ
っ
た
か
ら

優
れ
た
歌
か
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
逆
に
そ
れ
を
裏
切
る
性
格
を
歴
史
の
若

さ
の
ゆ
え
に
支
配
層
自
身
か
持
ち
え
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
三
島
氏
の

立
て
た
軸
は
古
代
専
制
国
家
の
政
治
的
意
図
、
枠
組
に
そ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　
以
下
氏
の
立
て
た
軸
に
そ
っ
て
人
波
の
歌
、
防
人
歌
、
相
聞
歌
を
取
り
上
げ

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ヽ

　
注
一
　
『
万
葉
集
の
精
神
』
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

　
注
二
　
保
田
氏
は
大
阪
高
等
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
当
時
（
昭
和
５
・
８
）

　
　
　
　
、
雑
誌
「
思
想
」
に
湯
原
冬
美
の
筆
名
で
「
「
好
去
来
の
歌
」
に
於

　
　
　
　
け
る
言
霊
に
つ
い
て
の
考
察
―
上
代
国
家
成
立
に
つ
い
て
の
ア
ウ
ト

　
　
　
　
ラ
イ
ン
』
と
い
う
論
文
を
書
き
、
そ
の
中
で
〃
こ
と
だ
ま
″
讃
歌
を

　
　
　
　
歌
っ
た
憶
良
と
、
「
社
会
主
義
者
ら
し
い
情
熱
で
『
貧
窮
問
答
』
を

　
　
　
　
叫
ぶ
」
憶
良
の
二
面
性
を
と
ら
え
て
い
る
か
、
後
半
の
『
万
葉
集
の

　
　
　
　
精
神
』
に
は
憶
良
の
位
置
付
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
注
三
　
「
貴
族
文
学
と
し
て
の
万
葉
集
」
　
（
昭
2
1
）
丹
波
書
林
刊
。

　
　
　
　
二

　
三
島
氏
は
人
意
を
「
集
団
的
感
情
の
詩
」
の
う
た
い
手
で
あ
る
と
考
え
る
。

た
し
か
に
人
意
に
は
個
人
の
声
調
で
な
い
巨
大
さ
、
発
想
の
仕
方
や
、
感
情
の

質
、
巾
の
独
特
さ
が
あ
る
。
そ
れ
を
一
個
人
で
な
い
集
団
的
な
も
の
か
ら
来
る

と
把
え
る
こ
と
に
も
私
は
ほ
ぼ
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
時
の
「
集
団
」

な
る
も
の
は
歴
史
性
を
無
媒
介
に
、
無
規
定
の
ま
ま
使
わ
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
人
意
の
場
合
の
集
団
と
は
壬
申
の
乱
を
経
て
急
速
に
確
立
し
て
い
き
つ
つ
あ

る
古
代
天
皇
制
国
家
の
、
天
皇
と
臣
、
宮
廷
集
団
で
あ
る
。

　
こ
の
集
団
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
ゆ
た
か
な
芸
術
生
産
の
母
胎
と
な

り
う
る
と
三
島
氏
は
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
人
面
の
吉
野
従
駕
の
歌
を

あ
げ
て
「
安
定
し
た
古
代
国
家
の
光
輝
が
、
た
ま
た
ま
、
詩
と
政
治
、
し
か
も

詩
と
平
穏
に
し
て
整
然
た
る
統
治
と
の
一
致
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
」
　
と
い

　
　
「
安
定
し
た
古
代
国
家
の
光
輝
」
と
は
何
を
指
す
か
。
壬
申
の
乱
後
を
「
安

-26一
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定
し
た
国
家
」
と
い
う
な
ら
、
そ
の
「
安
定
」
は
す
べ
て
の
土
地
が
国
家
に
よ

っ
七
収
奪
さ
れ
、
す
べ
て
の
日
本
人
が
天
皇
中
心
の
序
列
の
中
に
組
み
込
ま
れ

無
権
利
の
ま
ま
専
制
的
に
支
配
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
三
島

氏
は
何
故
そ
れ
を
「
安
定
し
た
国
家
」
と
い
う
の
か
。
氏
の
本
質
は
そ
の
中
に

余
さ
ず
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
氏
か
人
民
収
奪
を
行
っ
た

古
代
国
家
の
立
法
者
に
身
を
寄
せ
て
い
る
か
ら
こ
そ
古
代
国
家
に
お
い
て
土
地

人
民
に
つ
い
て
の
支
配
機
構
か
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漸
次
反
対
勢
力
も

破
滅
さ
せ
ら
れ
専
利
国
家
と
の
癒
着
を
は
じ
め
る
こ
と
を
「
安
定
し
た
国
家
」

と
把
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
し
か
も
そ
の
間
に
お
い
て
さ
え
も
「
安
定
し
た

国
家
」
に
む
け
ら
れ
た
隠
然
、
公
然
の
抵
抗
の
絶
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

氏
は
沈
黙
し
て
語
ら
な
い
。

　
こ
ヽ
の
よ
う
な
中
で
の
「
政
治
と
詩
の
結
合
」
は
政
治
に
対
す
る
詩
の
敗
北
・
ｉ

政
治
と
の
野
合
―
と
し
か
言
い
よ
う
か
な
い
。
「
詩
の
平
穏
に
し
て
整
然
た
る

統
治
と
の
一
致
を
成
就
し
た
」
な
ど
と
言
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
三
島
氏

か
好
む
「
詩
に
よ
る
。
言
葉
に
よ
る
、
充
ち
足
り
た
統
治
」
と
は
Ｊ
一
呂
葉
〃
に

よ
る
暴
力
支
配
〃
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
人
間
を
解
放
に
導
く
自

由
で
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
た
詩
で
は
な
い
。
三
島
氏
が
大
衡
の
歌
か
ら
相

聞
歌
、
挽
歌
を
取
り
除
い
た
の
は
氏
の
好
む
「
統
治
」
を
裏
切
る
も
の
か
こ
れ

ら
の
中
に
は
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
の
中
に
こ
そ
人
衡
の
詩
の
美
し
さ
も

ー

新
し
さ
も
、
人
間
ら
し
い
息
吹
も
あ
る
の
に
。

　
人
衡
か
彼
の
生
き
た
壬
申
の
乱
後
の
社
会
、
国
家
機
構
の
中
で
詩
人
と
し
て

何
を
し
た
か
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
彼
か
詩
人
で
あ
り
え
た
か
。
こ
れ

こ
そ
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
三
島
氏
は
「
古
代
世
界
で
、
言
葉
を

感
情
か
ら
引
き
難
し
、
は
じ
め
て
詩
的
言
語
を
何
も
の
か
の
定
立
の
た
め
に
用

ひ
た
大
だ
」
と
い
う
。
こ
れ
で
は
人
衡
の
仕
事
の
意
味
も
役
割
も
総
体
に
お
い

て
把
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
た
し
か
に
賢
明
な
三
島
氏
は
人
面
の
時
期
に
詩
の
こ
と
ば
を
変
質
さ
せ
た
何

か
か
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の

変
化
が
な
ぜ
お
こ
っ
た
か
。
そ
の
中
で
人
面
が
そ
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
詩
人

と
し
て
受
け
と
め
た
か
、
彼
の
生
き
た
時
代
に
お
い
て
詩
は
ど
の
よ
う
な
形
で

存
在
し
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
姿
に
お
い
て
詩
人
で
あ
り
え
た
か
に
つ
い
て
の
考

察
を
抜
き
に
し
、
の
っ
け
に
「
言
葉
を
感
情
か
ら
引
き
難
し
…
…
」
と
い
う
。

そ
も
そ
も
‥
言
葉
か
ら
感
情
を
引
き
離
す
」
と
は
氏
の
あ
げ
る
吉
野
従
駕
の
歌
の

あ
の
儀
式
的
重
々
し
さ
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
れ
に
は
古
い
讃
歌
を
土
台

に
持
ち
な
か
ら
、
人
面
の
作
り
出
し
た
新
し
い
技
功
か
お
る
に
は
あ
る
。
し
か

し
ど
ん
な
に
そ
の
形
式
や
言
葉
か
見
事
な
整
合
を
示
し
て
い
て
も
、
詩
的
喜
び

を
伝
え
る
こ
と
の
少
い
、
空
疎
で
、
非
人
間
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
文
学

作
品
で
は
な
く
儀
式
歌
で
は
な
い
か
。
三
島
氏
は
政
府
万
口
統
治
と
詩
を
、
祭
式

と
詩
を
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
結
び
つ
け
そ
の
対
立
関
係
を
全
く
見
て
い
な
い
。

　
　
　
　
三

　
こ
こ
で
三
島
氏
の
万
葉
観
の
今
一
つ
に
あ
、
る
宮
廷
と
民
衆
の
関
係
に
ふ
れ
る

必
要
か
お
る
。

　
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
氏
は
こ
れ
に
関
し
て
、

　
　
い
か
に
辺
境
の
人
の
素
朴
な
歌
と
い
へ
ど
も
、
宮
廷
文
化
に
対
す
る
模
倣

　
　
を
忘
れ
ず
、
忠
と
恋
と
の
二
種
の
誠
実
の
筋
を
通
し
て
、
い
は
ば
ロ
ー
マ

　
　
ヘ
通
ず
る
無
数
の
道
の
や
う
に
、
中
心
へ
収
斂
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
。
氏
は
文
化
―
文
学
の
出
発
を
宮
廷
か
ら
出
た
も
の
、
「
最
初
は
一
人

の
す
ぐ
れ
た
個
人
の
決
断
と
選
択
に
か
か
わ
る
も
の
が
、
時
を
経
る
に
つ
れ
て

大
多
数
の
人
々
を
支
配
し
バ
つ
ひ
に
は
、
規
範
と
な
っ
て
無
意
識
裡
に
す
ら
人

一
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々
を
規
制
す
る
も
の
に
な
翫
」
と
考
え
で
い
‘
る
。
果
し
て
ぞ
う
で
あ
ろ
う
矢

万
葉
集
に
関
し
て
だ
け
で
も
こ
の
立
論
の
間
違
い
は
簡
単
に
証
明
さ
れ
る
で
は

な
い
か
。
人
音
の
歌
に
し
ろ
、
防
人
の
歌
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
長
い
間
の
民
衆

の
生
活
の
場
に
お
け
る
歌
の
、
伝
統
の
鋳
直
し
で
あ
っ
た
こ
と
は
多
く
の
研
究

者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
今
や
常
識
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
防
大
歌

に
関
し
て
言
え
ば
そ
の
前
提
と
し
て
民
衆
の
生
活
の
場
に
お
い
て
そ
の
生
活
と

不
可
分
な
関
係
で
作
ら
れ
た
東
歌
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
理
解
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
吉
野
裕
氏
の
『
防
大
歌
の
基
礎
構
造
』
等
に
よ
っ
て
‰

ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
こ
れ
ら
を
無
視
し
て
の
立
言
を
私
は
氏
の
不
勉
強
な
せ
い
な
ど
と
は
毛
頭
考

え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
氏
の
論
理
や
倫
理
や
感
性
は
民
衆
が

文
化
の
創
造
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
こ
に
か
ら
来

る
も
の
だ
。

　
氏
に
と
っ
て
民
衆
と
は
「
従
順
な
」
「
素
直
な
」
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
し
、

民
衆
の
人
間
性
と
は
「
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
勇
躍
し
、
同
時
に
、
悲
傷
に
陥
る

」
と
い
う
、
た
わ
い
な
く
、
頼
り
な
い
も
の
で
し
か
な
い
。
氏
に
よ
る
と
人
麿

は
「
言
葉
の
伝
達
作
用
の
偉
大
さ
を
認
識
し
、
辺
境
に
ま
で
い
た
る
光
輝
の
伝

播
に
は
、
詩
的
貪
語
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る

か
ら
、
氏
の
「
従
順
な
」
「
素
直
な
」
民
衆
は
人
音
の
如
き
宮
廷
人
の
指
導
下

で
「
宮
廷
の
模
倣
」
と
し
て
の
歌
を
覚
え
た
と
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

特
殊
肥

は
な
か

　
。
こ
’
‘
八
で
　
し
ご
　
１
１
…
…
…
－
…
…
…
…
…
…
…
…
乃
ぺ
づ
Ａ
べ

る
こ
と
で
自
己
表
現
の
武
器
を
作
っ
た
の
で
あ
心
て
ぞ
の
逆
で

　
三
島
氏
の
論
で
は
、
こ
の
関
係
が
全
く
逆
立
ち
し
て
い
る
。

　
つ
い
で
に
触
れ
る
と
、
氏
は
第
一
章
方
法
論
と
題
す
る
部
分
で
、
民
俗
学
・

精
神
分
析
学
・
唯
物
弁
証
法
を
目
の
敵
と
ば
か
り
攻
撃
し
、
否
定
す
る
。
亡
霊

を
呼
び
出
し
、
巫
女
・
神
か
か
り
を
好
む
氏
か
な
ぜ
民
俗
学
を
否
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
理
解
に
く
る
し
む
か
、
氏
か
お
そ
れ
る
の
は
、
民
俗
学
の
行

き
つ
く
果
て
か
「
人
類
共
有
の
、
暗
い
、
巨
大
な
岩
瀬
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
い

は
ば
「
底
辺
の
国
際
主
義
で
」
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
「
文
化
と
は
、
創
造

的
文
化
意
志
に
よ
っ
て
定
立
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
「
最
初

は
一
人
の
す
ぐ
れ
た
個
人
の
決
断
と
選
択
に
か
か
る
も
の
が
、
時
を
経
る
に
つ

れ
て
大
多
数
の
人
々
を
支
配
し
、
つ
ひ
に
は
、
規
範
と
な
っ
て
無
意
識
裡
に
す

ら
人
々
を
規
制
す
る
も
の
に
な
る
」
と
い
う
三
島
氏
に
は
、
広
範
な
民
衆
を
文

化
創
造
の
基
盤
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
と
う
て
い
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
の
だ

ろ
う
。

　
た
し
か
に
氏
の
言
う
よ
う
に
、
民
俗
学
の
取
扱
う
民
俗
習
慣
は
、
「
芸
術
の

原
質
で
あ
り
、
又
素
材
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
作
品
を
作
品
独
自
の
秩
序
か
ら
離

れ
て
素
材
に
還
元
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
氏
は
［
民
俗
学
の
深
み
へ
顛

落
す
る
危
険
を
細
心
に
避
け
よ
う
］
と
し
て
、
「
文
化
意
志
」
な
る
も
の
を
置

く
。
氏
の
云
う
こ
の
「
文
化
意
志
」
と
は
「
一
人
の
す
ぐ
れ
た
個
人
の
決
断
と

選
択
に
か
か
っ
て
」
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
人
の
天
才
こ
そ
が

文
化
―
文
学
の
創
出
者
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
私
も
あ
る
限
定
の
下
で
な
ら
、
天
才
の
役
割
に
つ
い
て
の
三
島
氏
の
考
え
に

賛
成
す
る
。
問
題
な
の
は
、
氏
が
一
つ
の
才
能
を
真
に
天
才
た
ら
し
め
る
背
景

の
力
、
歴
史
、
社
会
的
条
件
を
無
視
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
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げ
１

・

　
松
は
こ
と
て
　
’
天
才
〃
大
音
の
歌
か
ど
れ
ほ
ど
深
く
文
学
以
前
の
↑
口
い
共

同
体
祭
式
の
歌
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
加
工
し
、
古
代
国
家
確
立
期
を
迎

え
た
新
し
い
歴
史
的
状
況
の
中
で
、
ぶ
〈
学
〃
と
し
て
の
歌
を
作
っ
て
い
る
か

を
想
起
し
た
い
。
こ
こ
で
は
ま
だ
三
島
氏
の
考
え
る
よ
う
に
ぶ
八
才
’
大
度
と

民
衆
の
歌
は
敵
対
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
前
者
は
後
者
を
飛
躍

台
と
し
、
加
工
す
べ
き
鉱
石
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
後
者
を
加
工
し
た
前
者
は
、
既
に
後
者
で
は
な
い
。
不
可

逆
な
、
一
同
性
を
も
ち
、
個
性
化
を
遂
げ
て
い
る
。
と
同
時
に
後
者
を
前
提
と

し
な
い
で
は
、
つ
ま
り
飛
躍
台
・
鉱
石
な
し
に
は
人
音
の
歌
は
あ
り
え
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
民
俗
習
廣
を
「
文
化
意
志
」
で
断
ち
切
る
三
島
氏
に
は
こ
の

緊
張
関
係
を
見
出
す
眼
が
矢
落
し
て
い
る
。

　
防
人
歌
に
話
を
か
え
し
て
み
よ
う
。

　
三
島
氏
は
防
人
歌
の
正
続
か
天
皇
へ
の
誓
詞
、
言
立
て
そ
の
ま
ま
の
「
今
日

よ
り
は
顧
み
な
く
て
大
君
の
醜
の
御
楯
と
出
で
立
つ
わ
れ
は
」
等
の
歌
に
あ
り

そ
れ
に
背
反
す
る
「
妻
や
父
母
に
対
す
る
恋
」
「
女
々
し
い
未
練
」
は
、
そ
れ

を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
防
大
た
ち

は
、
「
こ
れ
か
運
命
的
に
強
ひ
ら
れ
て
の
み
可
能
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り

そ
の
条
件
下
に
於
い
て
だ
け
「
詩
」
か
成
立
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
ゐ
た
」
と

か
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
が
村
の
生
活
に
お
い
て
作
り
出
し
た
東
歌
の
よ
う
に
牧

歌
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
「
運
命
的
に
強
ひ
ら
れ
た
も
の

」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
に
古
代
の
法
律
的
に
無
権
利
で
あ
っ
た

東
国
農
民
た
ち
に
、
自
分
を
徴
発
し
て
行
く
も
の
が
、
運
命
の
如
く
抗
し
か
た
い

巨
大
な
も
の
に
見
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
無
限
の
権
力
を
独
占
す

る
古
代
専
制
国
家
の
中
に
お
け
る
無
権
利
な
農
民
に
そ
の
国
家
が
ど
ん
な
風
に

映
る
か
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
近
代
社
会
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
さ
え
、
国
家

は
等
身
大
に
は
な
か
な
か
見
え
な
い
の
だ
か
ら
。
三
島
氏
の
愛
す
る
防
人
の
「

素
直
」
　
「
従
順
」
は
彼
ら
の
無
権
利
状
態
の
人
格
的
表
現
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
防
人
た
ち
の
歌
を
三
島
氏
好
み
に
ぬ
り
つ
ぶ
す
わ
け
に
い

か
ぬ
。
「
ふ
だ
ほ
か
み
悪
け
人
な
り
あ
た
ゆ
ま
ひ
我
す
る
時
に
防
人
に
さ
す
」

　
（
巻
二
十
、
四
三
八
二
）
　
の
一
首
は
、
徴
発
す
る
者
へ
の
抗
議
で
な
く
て
何

で
あ
ろ
う
か
。
防
人
た
ち
は
目
分
た
ち
の
故
郷
の
生
活
か
ら
何
か
巨
大
な
力
で

ひ
き
さ
か
れ
て
行
く
こ
と
を
い
き
ど
お
る
こ
と
は
出
来
に
く
い
体
質
を
歴
史
的

に
持
だ
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
で
も
せ
め
て
、
家
族
の
生
活
を
う
れ
え
、
故

郷
の
山
、
川
、
妻
や
父
兄
と
の
離
別
を
切
な
べ
う
た
い
あ
げ
る
こ
と
で
「
運
命

」
に
さ
か
ら
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
彼
ら
の
愛
郷
の
う
た
の
生
産
を
文
え
た
の
は
、
同
国
出
身
者
に
よ
る

も
い
う
・
三
島
氏
好
み
の
「
強
ひ
ら
れ
た
も
の
」
を
こ
こ
に
み
た
の
で
あ
ろ
う
‘
防
人
集
団
で
あ
っ
た
・
彼
ら
の
集
団
は
故
郷
の
村
落
共
同
体
集
団
で
は
な
く
、

か
、
生
活
の
場
で
は
東
歌
の
作
者
で
あ
っ
た
防
人
た
ち
は
、
言
う
よ
う
に
「
偶
　
　
上
か
収
の
一
定
の
軍
事
目
的
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
集
団
で
あ
っ
た
が
、
村
生
活

然
の
詩
人
」
で
は
な
か
っ
た
し
、
逆
に
氏
好
み
に
自
分
た
ち
の
作
歌
の
意
味
を
　
　
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
自
然
的
に
歌
を
つ
く
る
能
力
を
与
え
ら
れ
て
い
た
彼
ら
は

　
「
認
識
し
て
」
歌
を
作
る
と
い
う
方
法
と
は
異
る
集
団
的
方
法
を
持
つ
人
々
で
　
　
改
め
て
新
し
い
異
常
な
場
に
お
い
て
ぞ
れ
を
生
か
し
た
と
言
え
る
。
既
に
吉
野

あ
っ
た
こ
と
を
、
氏
は
忘
れ
て
い
る
．

　
た
し
か
に
防
大
歌
に
は
古
代
東
国
農
民
が
防
人
に
徴
発
さ
れ
、
遠
い
筑
紫
に

お
も
な
か
ざ
れ
る
と
い
う
極
限
状
態
に
お
か
れ
た
も
の
の
な
げ
き
や
が
な
し
み

ツ
．
≒
’
汗
い
ビ
ｙ
…
…
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ド
ー
゛
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‐
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!
．
!
．
｀
゛
’
＆
　
　
゛
Ｉ
　
゛
｀
　
゛
″
ン
ー
乙
￥
　
－

裕
氏
の
研
究
等
で
明
ら
か
な
よ
う
に
防
人
歌
は
一
首
一
首
独
立
し
た
も
の
で
は

な
く
出
身
国
単
位
に
連
作
的
に
互
に
関
連
し
つ
つ
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
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見
島
氏
は
彼
ら
の
歌
の
中
で
「
男
泄
的
決
意
そ
の
ま
ま
の
表
出
」
し
た
歌
を

基
調
と
見
な
が
ら
、
そ
の
頻
度
数
の
少
い
こ
と
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
、
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
防
人
か
儀
式
的
言
立
て
的
う
た
を
自
己
の
本
来
的

表
現
と
し
て
持
た
ず
、
各
国
の
防
人
集
団
の
長
か
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
か
儀
式

と
し
て
の
べ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
故
郷
を
愛
す

る
よ
う
に
国
家
や
大
君
を
愛
す
る
も
の
と
し
て
身
近
か
に
自
分
の
も
の
と
し
て

知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
儀
式
的
言
立
て
か
終
わ
れ
ば
直
ち
に
故
郷
’

の
妻
や
父
母
や
村
の
生
活
に
思
い
は
馳
せ
、
歌
は
お
も
む
く
の
だ
。

　
三
島
氏
は
そ
の
生
活
者
と
し
て
の
古
代
農
民
の
生
活
の
現
実
と
心
の
構
造
を

理
解
せ
ず
、
抽
象
的
に
「
栄
光
」
と
か
「
勇
躍
」
［
悲
傷
］
の
こ
と
ば
で
把
え
る

こ
と
に
終
る
。
そ
し
て
「
人
間
と
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
勇
躍
し
、
同
時
に

悲
傷
に
陥
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
入
閣
を
全
的
に
洩
れ
な
く

表
現
し
う
る
機
能
が
、
歌
の
持
つ
も
っ
と
も
重
要
な
機
能
な
の
で
あ
っ
た
」
と

い
う
。
こ
こ
に
は
無
権
利
な
古
代
東
国
農
民
の
無
権
利
の
故
の
弱
さ
を
愛
す
る

三
島
氏
の
心
は
見
ら
れ
て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
達
の
お
か
れ
た
境
涯
に

対
し
て
歌
に
よ
っ
て
た
た
か
い
、
そ
れ
に
さ
か
ら
お
う
と
し
た
防
人
の
姿
を
見

る
目
は
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
注
一
　
柳
田
国
男
著
『
民
謡
覚
書
』
西
郷
信
綱
著
『
特
の
発
生
』
の
中
の
「

　
　
　
　
詩
の
発
生
」
土
橋
寛
著
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
外
国
の
研
究

者
の
も
の
と
し
て

等油ジ内マ

に　ョ　ル

よ田｜田七

つ　ジ　ル

て　　●　　一

考　ト智グ

え　ム　ラ

た薫ソ雄ネは
　゜ン　Ｉ

著
『
支
那
古
代
の
祭
式
と
歌
謡
』

訳著
’
ギ
リ
シ
ヤ
古
代
社
会
研
究
下
』

訳

注
二
　
西
郷
信
編
著
『
詩
の
発
生
』
収
「
柿
本
人
面
」
（
こ
れ
は
岩
波
講
座

　
　
　
1
1
本
文
学
史
第
一
巻
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
）
は
、
人
麿
の
歌
を

　
　
　
　
中
心
に
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
て
参
考
に
な
る
。
。

　
　
　
　
　
又
、
沢
潟
久
孝
著
「
枕
詞
を
通
し
て
見
た
る
人
麻
呂
の
独
創
性
」

　
　
　
　
　
（
『
万
葉
の
作
品
と
時
代
』
）
は
、
。
人
麿
の
枕
詞
を
独
創
性
の
面
か

　
　
　
　
ら
伝
統
と
の
つ
な
か
り
と
断
絶
を
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四

　
最
後
に
相
聞
歌
に
対
す
る
三
島
氏
の
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る

　
氏
は
ま
ず
恋
に
つ
い
て
、
「
古
代
に
お
い
て
、
集
団
感
情
に
属
さ
な
い
と
認
め

ら
れ
た
唯
一
の
も
の
こ
そ
恋
で
あ
っ
た
」
と
い
い
、
相
聞
歌
を
「
非
政
治
性
の

文
化
意
志
の
大
き
な
開
化
」
で
あ
る
と
し
、
「
政
治
的
に
安
全
な
も
の
」
だ
と

も
い
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
こ
の
場
合
、
氏
の
使
わ
れ
る
こ
と
ば
に
は
注
釈
を
必
要
と
す
る
。
つ
ま
り
「

集
団
」
と
は
、
前
に
も
考
察
し
た
よ
う
に
、
古
代
国
家
の
天
皇
・
臣
の
で
呂
廷

集
団
〃
に
、
「
政
治
」
は
ご
椎
力
に
よ
る
統
治
〃
の
章
昧
に
読
み
か
え
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
か
く
て
三
島
氏
は
政
治
＝
統
治
の
対
極
に
恋
を
置
き
、
「
拡
散
と
距
離
と
漂

泊
を
代
表
し
た
」
と
い
う
。
氏
に
と
っ
て
恋
と
は
「
絶
対
ア
ナ
ー
牛
Ｉ
に
属
す

る
」
　
「
－
情
念
」
「
無
秩
序
な
情
念
」
で
あ
り
、
「
畏
怖
」
す
べ
き
も
の
で
あ
り

そ
れ
は
、
「
必
ず
外
的
な
事
情
に
よ
る
別
れ
や
距
離
的
隔
絶
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
「
清
澄
な
統
制
」
で
あ
り
「
統

治
」
の
意
味
を
も
つ
政
治
と
対
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
古
事
記
の
中
で
氏
か
描
い
た
「
神
的
天
皇
」
に
対
す
る
「
人
間
天
皇

」
「
統
治
天
皇
」
、
「
暴
力
と
詩
」
に
対
す
る
「
統
治
」
と
い
う
図
式
を
万
葉

に
導
き
入
れ
た
も
の
’
に
外
な
ら
な
い
。
現
実
を
極
度
に
抽
象
化
し
、
そ
こ
に
虚

妄
な
図
式
を
描
く
こ
と
把
熱
心
な
氏
は
、
万
葉
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
政
治
」
＝
‥
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胆
力
に
よ
る
統
治
祀
ぞ
こ
に
住
ひ
人
隠
か
ら
自
由
を
奪
い
、
若
昔
た
ち
の
曝

愛
を
も
つ
み
枯
ら
す
敵
対
者
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
来
る
と
い
う
関
係
に
お
い

て
は
把
え
な
い
。
そ
し
て
、
抒
情
を
「
外
的
な
事
情
に
よ
っ
て
の
み
」
つ
ま
り

　
「
強
ひ
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
お
こ
る
「
内
的
な
魂
の
燃
焼
」
と
い
う
静
的
な

図
式
で
把
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
政
治
」
目
‥
権
力
に
よ
る

統
治
は
詩
を
生
み
出
す
源
泉
だ
と
い
う
ま
や
か
し
か
行
わ
れ
て
い
く
。

　
し
か
し
権
力
に
よ
る
統
治
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
詩
の
源
泉
で
は

な
く
敵
対
者
で
あ
る
。
抒
情
詩
か
権
力
に
よ
る
統
治
の
は
じ
ま
っ
た
社
会
の
中

に
生
ま
れ
た
の
は
、
人
々
か
こ
の
新
し
い
散
文
的
敵
対
的
状
況
と
の
だ
た
か
い

Ｉ
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
た
自
己
意
識
を
Ｉ
自
己
と
他
人
を
Ｉ
歌
に
よ
っ
て
一
挙
に

統
一
し
回
復
す
る
Ｉ
を
行
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
も
し
三
島
氏
が
、
図
式

よ
り
も
生
き
た
人
間
の
生
活
や
生
き
方
、
感
情
や
論
理
に
興
味
を
持
つ
人
で
あ

っ
た
な
ら
、
「
強
ひ
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
お
こ
る
「
内
的
な
魂
の
燃
焼
」
が

ど
の
よ
う
な
内
容
、
人
間
の
生
き
方
と
か
か
わ
る
意
味
を
も
ち
、
外
力
と
ど
の

よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

は
ず
で
あ
る
。

　
文
学
と
政
治
１
権
力
統
治
―
の
劇
的
対
立
関
係
を
無
視
し
、
「
政
治
的
敗
北

者
の
怨
念
」
を
「
英
雄
類
型
」
に
、
「
裏
切
ら
れ
た
女
の
嫉
妬
の
怨
念
」
を
「

女
性
類
型
」
と
し
て
「
政
治
的
に
安
全
な
」
「
文
化
意
志
」
な
ど
と
類
別
化
し
’

て
い
く
の
は
、
歴
史
を
静
物
と
し
て
し
か
把
え
ら
れ
な
い
三
島
氏
の
観
念
の
遊

び
で
あ
る
。

　
以
上
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
三
島
氏
は
文
学
作
品
の
具
体
的
分
析
か
ら
は
じ

め
る
の
で
な
く
、
氏
手
持
ち
の
類
型
や
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
作
品
を
裁
断
す
る
。

こ
の
こ
と
は
当
然
作
品
に
不
当
な
抽
象
化
作
用
を
施
す
こ
と
に
な
り
、
具
体
的

分
析
や
批
評
を
い
ち
じ
る
し
く
さ
ま
た
げ
る
し
、
何
よ
り
も
作
品
を
現
実
の
生

々
し
い
証
題
を
負
う
も
の
と
み
る
こ
と
を
函
館
に
す
る
。
「
社
会
に
対
す
る
文

学
の
効
用
か
完
全
に
ゼ
ロ
に
連
し
た
地
点
を
自
己
の
文
学
の
出
発
点
に
心
汁
」

三
島
氏
に
し
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
作
品
に
対
し
て
恣
意
的
に

三
島
氏
の
「
美
学
」
を
持
ち
込
む
こ
と
は
作
品
を
殺
し
、
引
き
歪
め
て
し
ま
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
氏
の
万
葉
論
に
お
い
て
タ
イ
プ
化
の
志
向
が
強
く
、
個
別
の
細
密
な
作
品
分

析
の
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
致
命
的
で
あ
る
。

　
今
一
つ
の
氏
の
万
葉
観
の
ゆ
が
み
は
、
防
人
歌
の
背
後
に
広
範
な
東
歌
群
を

負
っ
て
い
る
の
を
無
視
す
る
よ
う
に
、
相
聞
歌
か
歌
垣
や
嬉
歌
と
よ
ば
れ
る
性

的
開
放
の
祭
礼
を
基
礎
と
す
る
広
範
な
古
代
の
生
活
集
団
の
中
で
作
ら
れ
る
こ

と
を
排
除
し
て
、
特
定
の
歌
に
個
人
作
家
の
み
を
見
、
そ
こ
に
焦
点
を
あ
て
て

い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
と
ば
を
替
え
で
言
え
ば
万
葉
の
男
女
に
と
っ
て
「
恋

の
歌
を
作
る
こ
と
は
、
狭
義
の
歌
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
生
活
上
欠
か
せ
ぬ
技

　
　
　
　
注
二

術
で
あ
っ
た
」
こ
と
。
を
見
て
い
な
い
。
そ
こ
で
の
歌
か
個
人
の
情
念
の
告
白
で

あ
る
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
二
首
連
作
（
そ
れ
以
上
の
も
の
も
あ
る
）
で
相

手
の
云
い
分
に
寄
り
か
か
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
訂
正
し
た
り
、
共
感
し

た
り
、
補
っ
た
り
、
強
調
し
、
歌
い
返
す
、
対
話
で
あ
り
掛
合
で
あ
り
、
万
葉

の
恋
人
た
ち
は
そ
の
歌
の
機
能
を
通
し
て
互
い
に
呼
び
交
わ
し
、
二
人
を
引
き

裂
く
外
力
（
そ
れ
は
主
と
し
て
「
人
言
」
「
母
」
で
代
表
さ
れ
る
新
し
い
家
父

長
制
下
の
世
論
で
あ
り
、
国
家
権
力
の
直
接
、
間
接
的
姿
で
あ
っ
た
。
）
と
た

た
か
う
こ
と
を
も
見
よ
う
と
は
し
な
い
。
巻
四
の
四
八
九
番
の

　
　
　
　
　
　
鏡
王
女
の
歌

　
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
羨
し
風
を
だ
に
来
む
と
し
待
た
ば
何
か
嗅
か
む

を
あ
げ
、
こ
の
中
に
「
理
」
目
‥
‥
「
恋
愛
に
お
け
る
説
得
の
技
術
」
を
見
出
し
、

　
「
女
性
的
論
理
に
よ
る
こ
の
説
得
の
技
術
は
、
女
’
だ
ち
か
恋
愛
感
情
の
無
秩
序

ろ1一
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を
非
論
理
性
の
中
か
ら
発
掘
し
た
最
初
の
知
的
な
技
術
で
あ
っ
た
」
と
す
る
時

男
女
の
対
話
、
掛
合
に
よ
る
万
葉
の
背
後
に
あ
っ
た
生
活
伝
統
は
も
っ
と
も
貧

弱
な
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
私
は
考
え
る
。

　
対
話
、
掛
合
い
は
歌
垣
嬉
歌
を
基
磐
に
生
み
出
さ
れ
た
ぶ
‥
歌
技
術
〃
で
あ

っ
て
、
「
感
情
の
無
秩
序
と
非
論
理
の
中
か
ら
発
掘
し
た
」
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
も
し
三
島
氏
の
こ
と
ば
を
使
う
な
ら
、
「
感
情
の
無
秩
序
と
非
論
理
の
中

か
ら
社
会
的
祀
発
掘
し
た
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
四
八
九
番
を
例
圧
に
す
ぶ

の
も
適
切
で
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
は
対
話
、
掛
合
性
を
失
っ
て
独
泳
へ
お
も
む

く
寸
前
の
姿
で
あ
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
歌
で
さ
え
、
一
首
独
立
し
た
も
の
で
な
く

　
　
ぁ
ふ
み
の
す
め
ら
み
こ
と
し
の

額
田
王
、
近
江
天
皇
を
思
ひ
い
て
作
る
歌
一
首

　
君
待
つ
と
わ
か
恋
ひ
を
れ
ば
わ
か
屋
戸
の
す
だ
れ
勣
か
し
秋
の
風
吹
く
（
巻

　
四
、
四
八
八
）

に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
「
知
的
な
技
術
」
で

あ
る
「
恋
愛
に
お
け
る
説
得
の
技
術
」
は
古
い
民
主
的
伝
統
を
持
つ
歌
垣
の
伝

統
の
中
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
後
代
の
い
わ
ゆ
る
知
的
所
産
で
は
な
い
。

三
島
氏
に
は
古
く
に
「
野
性
的
激
し
い
喜
悦
」
か
あ
っ
て
、
新
し
く
「
つ
つ
ま

し
い
喜
悦
」
か
来
る
と
い
う
図
式
か
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
が
「
知
的
技
術
」
を

後
代
的
な
も
の
に
見
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
古
い
時
代
の
人

間
と
い
え
ど
も
無
秩
序
、
無
媒
介
に
野
性
的
感
情
の
叫
び
を
あ
げ
て
い
た
の
で

は
な
い
。

　
同
様
に
対
話
、
掛
合
形
式
を
と
る
万
葉
の
相
聞
歌
は
三
島
氏
の
云
う
よ
う
に

　
「
現
世
的
秩
序
に
よ
る
解
決
な
ど
望
み
も
し
な
い
」
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
ま
さ
に
現
世
的
解
決
を
要
求
す
る
か
ら
こ

そ
、
彼
ら
は
相
手
の
言
い
分
に
共
感
し
ブ
訂
正
を
施
し
、
補
足
し
合
う
揚
け
合

d
S
.
.
F
.
“

い
を
通
し
て
相
互
の
心
を
近
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
文
え
た
の
は
対
話
性

を
命
と
す
る
最
低
二
言
一
連
の
唱
和
、
掛
合
い
形
式
で
あ
る
。

　
三
島
氏
は
万
葉
の
相
聞
歌
を
専
ら
「
情
念
」
の
問
題
と
し
て
の
み
抱
え
、
独

詠
歌
の
色
彩
の
強
い
歌
を
根
拠
と
し
て
立
論
し
た
。
そ
れ
は
万
葉
の
相
聞
を
浮

彫
り
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
ず
、
三
島
氏
の
独
白
が
聞
こ
え
て
来
る
に
す
ぎ
な
い

　
注
一
　
日
沼
倫
太
郎
著
『
三
島
由
紀
夫
』

　
注
二
　
西
郷
信
綱
外
著
『
日
本
文
学
の
古
典
』
第
二
版
収
「
万
葉
集
」
の
項

　
　
　
Ｈ
の
ま
と
め
と
し
て

　
こ
こ
で
提
起
し
て
い
る
文
学
史
観
、
古
典
文
学
観
、
あ
る
い
は
個
別
的
作
品

評
価
の
仕
方
は
、
三
島
氏
か
近
年
事
あ
る
ご
と
に
極
め
て
積
極
的
氷
書
い
た
り

語
っ
た
り
し
て
い
る
天
皇
再
神
格
化
論
や
「
文
化
概
念
と
し
て
の
天
皇
」
論
、

　
「
日
本
人
論
」
で
あ
り
、
「
片
恋
の
あ
り
え
ぬ
恋
閥
の
劇
的
な
喜
び
」
で
あ
り

　
「
殉
教
者
の
美
学
」
等
々
の
古
典
へ
の
引
き
写
し
だ
と
言
え
る
し
、
そ
れ
は
昭

和
十
年
代
の
国
文
学
界
―
日
本
の
思
想
界
を
吹
き
荒
ら
し
た
日
本
浪
漫
派
の
古

典
評
価
の
七
十
年
直
前
に
お
け
る
再
生
産
版
と
も
言
え
る
。

　
氏
は
、
戦
後
の
日
本
古
代
文
学
史
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
人
々
の
血
の

に
じ
む
よ
う
な
学
問
上
の
成
果
を
絢
爛
た
る
文
体
で
傲
慢
不
遜
に
も
踏
み
に
じ

る
だ
け
で
な
く
、
明
ら
か
に
こ
れ
ら
に
挑
戦
し
、
「
文
学
史
を
書
く
こ
と
自
体

か
、
芸
術
作
品
を
書
く
こ
と
と
同
じ
こ
と
だ
」
、
「
私
の
文
学
史
は
、
無
限
に

実
証
主
義
か
ら
遠
ざ
か
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
、
作
品
を
恣
意
的

に
引
き
ゆ
が
め
、
氏
の
好
み
の
ま
ま
溺
愛
す
る
こ
と
に
終
始
し
、
客
観
附
、
科

学
的
に
こ
れ
を
全
体
構
造
に
お
い
て
抱
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
美
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
。
又
、
作
品
を
生
み
出
し
た
土
壌
へ
の
考

察
を
忌
否
す
る
。
氏
か
日
本
浪
曼
派
の
末
裔
で
あ
る
由
縁
で
あ
ろ
う
。
「
文
学

史
を
書
く
こ
と
自
体
が
芸
術
作
品
を
書
く
こ
と
と
同
じ
だ
」
と
い
う
氏
に
対
し

ろ2-
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て
、
そ
の
主
観
性
。
独
断
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
無
意
味
な
こ
と
な

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
文
学
史
を
書
く
こ
と
自
体
か
芸
術
作
品
を
書

く
こ
と
と
同
じ
」
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
よ
っ
て
、
日
本
の
歴
史
１
日
本
の

文
学
の
歴
史
が
ど
れ
ほ
ど
の
豊
か
さ
を
も
っ
て
把
え
ら
れ
て
い
る
か
、
歴
史
の

真
実
を
汲
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
は
氏
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず

真
実
を
求
め
る
学
問
の
名
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
次
大
戦
中
を
通
し
て
、
古
典
文
学
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
ヘ
国
民
を
駆
り
立
て

る
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
だ
け
利
用
さ
れ
た
。
明
治
以
来
天
皇
制
を
ま
と
も

に
学
問
対
象
と
し
て
研
究
の
俎
上
に
の
ぼ
せ
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の

国
で
は
古
典
文
学
―
と
り
わ
け
古
代
文
学
研
究
は
多
く
の
優
れ
た
先
人
た
ち
の

努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
事
記
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
万
葉
の
歌
さ
え
詩
と

し
て
自
由
に
享
受
す
る
道
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
上
か
ら
の
近
代
化
１
１
西
欧
化

か
強
行
さ
れ
る
裏
側
に
お
い
て
「
伝
統
」
と
か
「
民
族
」
と
か
か
、
常
に
天
皇

宮
廷
側
に
と
り
込
め
ら
れ
、
民
族
の
未
来
を
孕
む
多
様
な
伝
統
が
、
下
か
ら
、

民
衆
の
側
か
ら
強
烈
な
現
代
的
課
題
祀
立
っ
て
回
想
さ
れ
る
こ
と
が
脆
弱
で
あ

っ
た
こ
の
国
の
近
代
の
な
り
立
ち
か
、
そ
の
ゆ
か
み
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る

第
二
次
大
戦
中
多
く
の
国
文
学
者
か
、
古
典
評
価
を
通
し
て
フ
″
シ
ズ
ム
の
片

棒
を
す
す
ん
で
担
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
と
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
敗
戦
後
、
そ
の
研
究
、
享
受
の
ゆ
か
み
Ｉ
何
よ
り
も
ま
ず
研
究
主
体
の
前
近

代
性
Ｉ
．
を
血
の
に
じ
む
よ
う
な
自
己
批
判
、
自
己
改
造
に
よ
っ
て
克
服
し
な
が

ら
、
冒
す
べ
か
ら
ざ
る
神
典
と
し
で
の
古
典
と
い
う
考
え
方
を
根
底
か
ら
く
つ

が
え
し
、
古
典
文
学
研
究
の
正
し
い
基
礎
を
、
理
論
的
に
も
、
個
別
作
品
の
分

析
、
批
評
、
評
価
の
上
に
お
い
て
も
、
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
人
々
の
仕
事
に

対
し
て
、
仮
り
に
否
定
す
る
に
し
て
も
十
分
な
敬
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
、
そ

　
　
の
学
問
は
、
古
典
文
学
の
継
承
は
み
の
り
豊
か
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
た
し
か
に
文
学
史
を
吉
く
と
い
う
こ
と
は
困
難
な
、
矛
盾
に
満
ち
た
仕
事
で

　
あ
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
三
島
氏
の
よ
う
に
「
今
わ
れ
わ

　
れ
か
か
う
し
て
個
人
的
な
見
解
に
よ
る
文
学
史
を
編
み
う
る
と
い
ふ
考
へ
は
、

　
も
し
か
し
た
ら
単
な
る
浪
曼
派
的
偏
見
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か

　
の
小
宇
宙
を
概
括
す
る
大
宇
宙
の
視
点
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
獲
得
し
た
わ
け

　
で
は
な
い
」
「
鑑
賞
者
の
わ
れ
わ
れ
自
身
で
す
ら
、
ど
れ
だ
け
伝
承
の
小
宇
宙

　
の
外
側
に
立
ち
う
る
か
疑
は
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
私
の

　
文
学
史
は
、
無
限
に
実
証
主
義
か
ら
遠
ざ
か
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
」
と

　
飛
躍
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
文
学
史
を
構
想
・
構
築
す
る
仕
事
に
は
、
そ
の
成
立
か
果
し
て
可
能
な
の
か

　
と
い
う
問
を
も
含
む
多
く
の
困
難
が
伴
う
し
、
あ
る
文
学
史
は
、
あ
る
時
代
の

　
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
故
に
当
然
そ
の
時
代
や
個
人

　
に
よ
る
制
約
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
仮
説
で
あ
っ
て
固

　
｀
定
的
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
上
に
立
っ
て
そ
の
仮
説
が
ど
れ
ほ
ど

　
豊
か
に
歴
史
の
真
実
に
迫
り
得
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
前
記
三
島
氏
の
言
葉
も
、
そ
の
仕
事
の
困
難
さ
、
自
己
限
定
の
自
戒
と
し
て

　
な
ら
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
実
証
主
義
」
　
（
氏
か
こ

‘
　
れ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
の
か
正
し
く
は
不
明
だ
か
）
否
定
を

　
宣
言
す
る
に
至
る
の
を
み
る
と
、
前
言
は
［
実
証
主
義
］
に
よ
っ
て
文
学
史
を

　
構
想
す
る
努
力
に
対
す
る
否
定
、
お
ど
か
し
と
な
る
し
、
困
難
さ
を
克
服
し
つ

　
つ
対
象
を
客
観
的
に
抱
え
よ
う
と
志
す
人
々
に
つ
ば
き
を
吐
き
か
け
る
こ
と
で

　
も
あ
る
。
氏
の
文
学
史
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
を
だ
し
に
し
て
自
画
像
を

　
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
。
ど
の
よ
う
な
き
ら
び
や
か
な
文
体
で
書
か

　
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
は
精
神
上
の
放
蕩
、
歴
史
の
歪
曲
で
し
か
な
。
い
し
、
歴

一3ろ
４
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史
の
試
練
に
長
く
堪
え
う
る
文
学
史
と
は
里
わ
れ
な
い
。

‘
　
と
は
言
え
、
策
術
に
満
ち
た
、
そ
れ
故
に
絢
爛
た
る
氏
の
文
体
と
、
近
年
「

な
ど
て
す
め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
ひ
し
」
と
天
皇
の
人
間
宣
言
を
呪
い
、

戦
後
の
日
本
の
社
会
を
「
し
ぶ
と
く
生
き
つ
づ
け
る
俗
悪
さ
」
と
さ
げ
す
み
、

　
「
反
革
命
宣
言
」
を
し
た
り
、
派
手
に
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
讃
美
し
、
「
菊
と
刀
」

の
結
合
を
天
眼
不
敵
に
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
氏
の
言
動
か
ら
く
る
１
９
Ｐ

爽
快
な
魅
力
〃
等
か
あ
ず
か
っ
て
、
多
く
の
人
々
を
歴
史
に
逆
行
す
る
方
向
へ
、
’

幻
想
に
よ
っ
て
導
く
お
そ
れ
は
十
分
あ
る
。
日
本
の
現
実
に
は
そ
れ
を
迎
え
入

れ
る
素
地
が
既
に
つ
く
ら
れ
て
も
い
る
。
戦
後
民
主
主
義
が
歴
史
の
試
練
の
前

に
立
だ
さ
れ
て
い
る
中
で
、
こ
の
傾
向
は
強
ま
る
こ
と
か
あ
っ
て
も
弱
ま
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
。
か
っ
て
の
日
本
浪
曼
派
と
同
様
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の

魔
力
を
持
ち
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
私
だ
『
ち
は
ま
さ
に
氏
の
敵
と
す
る
「
俗
衆
」
で
あ
る
立
場
か
ら
、
氏
の
文
学

史
を
批
判
的
に
読
む
べ
き
で
、
う
か
う
か
と
氏
の
幻
想
に
乗
せ
ら
れ
て
い
く
と

「
俗
衆
」
に
と
っ
て
は
思
わ
ぬ
所
へ
つ
れ
込
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
「
俗
衆
」

に
と
っ
て
氏
は
「
危
険
な
思
想
家
」
な
の
だ
。
私
た
ち
「
俗
衆
」
は
、
歴
史
の

進
歩
や
発
肢
と
い
う
考
え
方
を
嘲
笑
し
、
「
未
来
は
な
い
」
と
言
い
放
つ
氏
を

船
頭
に
し
て
進
ん
で
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
私
た
ち
は
こ
の
血
の
匂
い
の
す
る
優
稚
な
文
学
反
動
の

論
理
と
感
性
の
正
体
を
正
し
く
見
き
わ
め
る
科
学
的
、
学
問
的
力
を
獲
得
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
注
一
　
　
『
文
化
防
衛
論
』
　
（
昭
・
弱
・
８
「
中
央
公
論
」
収
。
4
4
・
４
　
新

　
　
　
　
潮
社
よ
り
単
行
本
と
し
て
版
さ
れ
て
い
る
。
）
そ
の
他
小
説
『
英
霊
の

　
　
　
　
声
』
　
『
憂
国
』
に
み
ら
れ
る
。

　
注
二
　
『
対
話
・
日
本
人
論
』
　
（
昭
4
4
・
番
町
書
房
刊
）

注
三
　
『
英
霊
の
声
』
に
お
い
て
ニ
［
・
二
六
事
件
に
処
刑
さ
れ
た
青
年
将

　
　
　
校
の
霊
か
語
る
こ
と
は
と
し
て
出
て
来
る
。

注
四
　
磯
田
光
一
氏
の
三
島
由
紀
夫
論
の
著
書
名
。
（
冬
樹
社
刊
）

注
五
　
『
英
霊
の
声
』
　
（
昭
。
劃
‥
「
文
芸
」
後
河
出
書
房
新
枕
刊
）

注
六
　
『
林
房
雄
論
』
　
（
昭
3
8
　
・
新
潮
社
刊
）

注
七
　
『
論
争
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
　
（
昭
・
4
4
・
２
）
収
。
単
行
本
『
文
化
防
衛

　
　
　
論
』
　
（
昭
・
斜
・
４
新
潮
社
刊
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

注
ハ
　
『
対
談
・
日
本
人
論
』
の
中
で
林
房
雄
氏
と
話
し
合
っ
て
い
る
こ
と

　
　
　
ば
。

注
九
　
山
田
宗
睦
氏
の
三
島
氏
評
。
『
危
険
な
思
想
家
』
　
（
光
文
社
刊
）

っ
注
　
全
文
中
注
記
の
な
い
「
」
は
三
島
氏
の
「
　
「
古
事
記
」
と
「
万
葉
集

　
　
　
」
―
『
日
本
文
学
小
史
』
の
内
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
九
・
八
・
二
〇
）
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