
『
花
柳
春
話
』
ほ
、
二
葉
亭
四
迷
の
 
『
あ
ひ
ゞ
き
』
が
現
れ
る
以
前
 
 

に
最
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
翻
訳
文
学
で
あ
っ
た
。
そ
の
序
文
に
 
 

成
島
柳
北
は
、
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
固
階
畢
士
或
ハ
云
フ
。
泰
西
諸
 
 

国
ハ
。
人
々
寛
糸
ヲ
説
キ
。
敢
テ
風
流
情
痴
ノ
事
ヲ
問
ハ
ス
ト
。
是
レ
 
 

極
メ
テ
妄
誕
。
余
響
テ
航
遊
一
年
。
親
シ
ク
看
破
シ
釆
ル
ニ
。
彼
我
ノ
 
 

情
相
契
ス
。
竃
モ
差
異
無
キ
ナ
リ
。
」
 
 
 

こ
の
序
文
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
一
に
、
成
島
は
次
の
よ
う
な
発
見
を
し
て
い
る
。
即
ち
、
西
欧
文
明
 
 

と
い
う
も
の
が
物
質
的
な
レ
ヴ
ュ
ル
に
止
ま
ら
ず
、
感
情
的
な
要
素
を
 
 

持
つ
も
の
だ
、
と
。
西
欧
人
も
、
「
風
流
情
痴
ノ
事
」
を
問
う
て
い
る
、
 
 

と
彼
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
余
り
に
も
当
た
り
前
で
、
余
 
 

り
に
も
幼
椎
な
発
見
で
あ
る
よ
う
に
思
う
者
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
 
 

代
に
か
け
て
、
西
欧
文
明
の
衝
撃
が
い
か
に
圧
倒
的
な
力
で
到
来
し
た
 
 

か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
な
さ
ぬ
看
で
あ
る
。
「
異
人
」
、
あ
る
い
は
、
 
 

「
紅
毛
人
」
と
い
う
よ
う
に
意
識
さ
れ
る
西
欧
人
に
対
し
て
、
ど
の
よ
 
 

「
情
」
の
 
運
命
 
 

－
 
『
花
柳
春
話
』
を
め
ぐ
っ
て
 
 

村
 
上
 
孝
 
之
 
 
 

う
に
す
れ
ば
、
人
間
と
し
て
の
普
遍
性
を
見
出
し
、
彼
ら
が
同
じ
よ
う
 
 

な
形
で
男
女
関
係
を
構
築
し
て
い
る
と
い
う
発
想
を
抱
く
こ
と
が
で
き
 
 

た
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
西
欧
の
衝
撃
が
収
ま
っ
て
、
恐
怖
と
畏
敬
の
 
 

念
が
や
わ
ら
い
だ
時
、
西
欧
文
明
が
強
大
な
技
術
文
明
の
他
に
、
人
間
 
 

的
感
情
を
も
包
含
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

成
島
の
序
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
第
二
の
こ
と
は
、
西
欧
 
 

人
も
日
本
人
と
全
く
同
じ
ょ
う
な
恋
愛
感
情
を
持
つ
、
と
い
う
発
見
が
 
 

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
情
相
楽
ス
。
」
成
島
の
言
う
「
情
」
 
に
 
 

は
、
自
然
の
風
情
と
い
う
よ
う
な
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
 
 

序
文
中
で
彼
が
『
花
柳
春
話
』
を
「
情
史
」
と
呼
び
、
「
固
隈
畢
士
」
 
 

が
そ
れ
を
「
誘
淫
啓
蕩
ノ
具
」
 
で
あ
る
か
の
よ
う
に
呼
ば
わ
る
の
は
間
 
 

違
い
だ
、
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
男
女
の
恋
愛
 
 

感
情
の
こ
と
を
主
に
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
成
島
は
、
西
欧
人
も
日
 
 

本
人
と
同
じ
く
、
恋
を
す
る
の
だ
と
書
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
明
な
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こ
と
と
も
思
わ
れ
る
認
知
ほ
、
こ
の
時
に
な
ら
な
け
れ
ば
語
ら
れ
る
こ
 
 

と
が
な
か
っ
た
。
超
絶
す
る
も
の
、
遠
く
隔
た
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
 
 

れ
て
き
た
「
泰
西
」
が
、
今
、
相
通
ず
る
も
の
と
し
て
姿
を
現
す
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

『
花
柳
春
話
』
と
い
う
題
名
自
体
が
、
恋
愛
を
西
洋
と
東
洋
拉
相
通
 
 

ず
る
も
の
と
し
て
語
ろ
う
と
い
う
訳
者
の
意
図
を
物
語
っ
て
い
る
。
 
 

『
花
柳
春
話
』
の
原
作
と
な
っ
た
パ
ル
ワ
ー
・
リ
ッ
ト
ン
厨
u
－
尋
e
r
 
 

L
y
t
t
O
n
〓
八
〇
三
～
七
三
）
の
小
説
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ニ
フ
グ
 
 

ア
ー
ス
』
馬
首
邑
這
旨
ぎ
塁
S
）
は
、
西
欧
の
遊
女
た
ち
の
話
で
 
 

は
な
い
し
、
そ
こ
に
花
柳
の
情
緒
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
 
 

い
。
こ
こ
で
は
、
単
に
恋
愛
小
説
と
い
う
意
味
で
、
『
花
柳
春
話
』
と
 
 

い
う
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
 
『
花
 
 

柳
春
話
』
と
い
う
題
ほ
、
読
者
に
、
人
情
本
で
展
開
さ
れ
て
き
た
廓
の
 
 

恋
の
世
界
 
－
 
周
知
の
男
女
関
係
 
－
 
を
想
像
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
 
は
、
 
 

江
戸
時
代
よ
り
連
綿
と
続
い
て
き
た
通
俗
小
説
と
同
じ
系
譜
に
置
か
れ
 
 

た
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
描
き
出
さ
れ
る
情
緒
も
、
江
戸
時
代
の
廓
の
 
 

中
で
展
開
さ
れ
て
き
た
恋
の
感
情
と
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
位
置
付
け
 
 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

訳
者
の
丹
羽
純
一
郎
は
、
こ
う
し
て
、
花
柳
情
緒
と
ほ
ま
る
で
無
縁
 
 

の
 
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
に
 
『
花
柳
春
話
』
と
い
う
 
 

よ
う
な
題
名
を
付
け
た
こ
と
で
、
読
者
に
対
し
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
 
 

い
る
話
が
、
日
永
の
男
女
が
知
っ
て
い
る
そ
れ
と
同
質
の
恋
の
物
語
で
 
 

あ
る
こ
と
を
明
示
し
ょ
う
と
し
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
 
 

に
は
、
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
を
人
情
本
と
同
定
さ
 
 

せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
現
に
、
東
京
日
日
新
聞
に
現
れ
た
『
花
柳
春
話
』
 
 

の
広
告
（
明
治
十
一
年
十
月
十
七
日
、
他
）
 
に
は
、
「
原
書
ハ
マ
ル
ツ
 
 

ラ
バ
「
ス
、
ア
リ
ス
ト
題
セ
ル
欧
州
有
名
ノ
博
史
」
と
あ
っ
て
、
「
博
 
 

史
」
 
に
 
「
ニ
ソ
ジ
ャ
ウ
ボ
ン
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
成
島
柳
北
の
序
文
、
そ
し
て
訳
者
の
意
図
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
作
業
自
体
が
、
「
情
」
が
「
相
契
」
 
 

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
『
花
柳
春
話
』
 
 

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
原
作
の
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
ほ
、
既
に
述
べ
 
 

た
通
り
で
あ
る
。
『
…
…
…
話
』
と
い
う
タ
イ
プ
の
題
名
は
、
中
国
の
 
 

小
説
に
ょ
く
現
れ
る
も
の
だ
が
、
同
時
に
徳
川
時
代
の
洒
落
本
や
廓
を
 
 

（
1
）
 
 

扱
っ
た
随
筆
類
に
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
題
は
、
西
欧
 
 

的
な
恋
愛
観
と
酒
落
本
に
書
か
れ
た
廓
の
恋
の
世
界
を
、
強
引
に
連
結
 
 

さ
せ
、
「
情
相
契
ス
」
と
い
う
認
識
を
読
者
に
強
制
す
る
た
め
の
方
法
 
 

で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
実
際
に
ほ
、
本
文
の
内
容
は
、
旧
来
 
 

の
日
本
的
な
恋
の
世
界
と
、
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
 
 

の
世
界
の
乗
離
を
示
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

現
に
、
訳
者
は
、
こ
の
翻
訳
を
従
来
の
人
情
本
的
世
界
か
ら
切
り
離
 
 

す
た
め
に
 
－
 
恐
ら
く
、
そ
の
よ
う
に
意
識
し
な
い
で
 
－
 
様
々
な
手
 
 

段
を
講
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
漢
文
書
き
下
し
体
の
訳
文
は
、
そ
う
し
 
 ∵

 
 

6
 
 

5
 
 

＋
 
 
 



た
効
果
を
伴
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
文
体
の
 
 

選
択
ほ
、
当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
一
番
、
親
し
み
易
か
っ
た
も
の
が
 
 

採
ら
れ
た
、
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
結
果
的
に
ほ
、
人
情
本
の
 
 

ス
タ
イ
ル
が
現
出
さ
せ
る
ル
ー
ス
な
雰
囲
気
を
遮
断
す
る
の
に
役
立
っ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

主
人
公
の
ア
ー
ネ
ス
ト
が
、
ニ
l
s
h
O
u
－
d
s
l
e
e
p
w
e
H
i
f
I
c
O
u
－
d
 
 

g
e
t
 
O
n
e
 
k
i
s
s
 
f
r
O
m
 
t
h
O
S
e
 
C
O
r
a
〓
i
p
s
㌧
、
と
言
っ
て
、
ア
リ
ス
 
 

の
唇
を
求
め
る
箇
所
を
見
て
み
ょ
う
（
第
一
章
）
。
こ
の
文
章
を
、
丹
羽
 
 

は
「
僕
著
シ
幸
二
脚
力
朱
唇
ヲ
一
嘗
ス
ル
ヲ
得
ハ
能
ク
安
眠
二
就
カ
ソ
 
 

ノ
ミ
。
」
と
訳
し
て
い
る
。
．
♂
n
e
 
k
i
s
s
こ
を
「
朱
唇
ヲ
一
嘗
ス
ル
」
と
 
 

し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
苦
心
の
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

こ
れ
を
、
＝
k
i
s
s
こ
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
の
エ
未
だ
 
 

（
2
）
 
 

と
考
え
る
こ
と
は
、
正
確
で
は
な
い
。
確
か
に
、
「
接
吻
」
と
い
う
言
 
 

葉
は
＝
k
i
s
s
こ
の
訳
語
と
し
て
明
治
二
十
年
代
以
降
よ
う
や
く
定
着
し
 
 

た
新
し
い
翻
訳
語
で
あ
る
。
「
キ
ス
」
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、
日
本
 
 

人
が
長
く
違
和
感
を
抱
き
続
け
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
万
延
元
年
の
 
 

遣
米
債
節
が
、
人
前
で
公
然
と
キ
ス
を
す
る
ア
メ
リ
カ
人
に
眉
を
ひ
そ
 
 

め
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
性
行
為
と
し
て
の
 
 

「
接
吻
」
が
な
か
っ
た
わ
け
は
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
 
 

る
春
画
の
類
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
し
、
「
口
吸
ひ
」
と
い
う
言
葉
は
現
 
 

に
存
在
し
て
い
た
。
『
柳
多
留
』
に
ほ
、
「
ロ
を
吸
ふ
時
に
困
る
と
天
狗
 
 

い
ゝ
」
と
い
う
川
柳
が
あ
る
。
だ
が
、
「
口
吸
ひ
」
と
い
う
言
葉
を
使
 
 

っ
た
な
ら
ば
、
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
と
ア
リ
ス
の
行
為
は
非
常
に
日
常
 
 

的
な
性
愛
の
世
界
へ
、
徳
川
時
代
の
日
本
人
が
知
っ
て
い
た
精
神
的
潔
 
 

白
さ
の
少
な
い
情
愛
の
形
式
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
 
 

る
。
そ
う
し
た
、
性
的
退
廃
へ
の
傾
斜
を
、
訳
者
丹
羽
は
マ
ル
ー
ラ
ヴ
 
 

ア
ー
ス
と
ア
リ
ス
の
恋
愛
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
 
－
 
無
意
識
的
に
せ
 
 

よ
 
－
 
判
断
し
た
の
に
違
い
な
い
。
 
 
ま
た
、
丹
羽
は
、
原
作
に
お
い
て
各
章
の
頭
に
付
け
ら
れ
た
詩
や
散
 
 

文
の
引
用
を
、
七
言
二
行
の
漢
詩
に
置
き
換
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
し
 
 

た
が
っ
て
、
原
作
よ
り
も
露
骨
に
そ
の
章
の
内
容
を
予
告
す
る
よ
う
な
 
 

形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
第
二
章
、
主
人
公
 
 

の
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
が
ア
リ
ス
の
父
と
そ
の
仲
間
に
殺
さ
れ
そ
う
に
 
 

な
る
と
こ
ろ
を
、
ア
リ
ス
の
手
引
で
難
を
逃
れ
る
と
い
う
部
分
で
、
リ
 
 

ッ
ト
ン
が
選
ん
だ
。
＝
W
h
a
t
h
a
謡
 
宅
e
 
訂
r
e
ご
A
 
c
a
r
r
i
O
n
 
 

d
e
a
t
b
川
こ
と
い
う
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
か
ら
の
引
用
を
、
丹
羽
は
 
「
一
 
 

死
能
可
投
飢
虎
／
寓
生
且
牡
匹
夫
勇
」
と
直
し
て
い
る
。
そ
の
訳
し
方
 
 

の
当
否
ほ
さ
て
お
き
、
こ
の
形
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
ほ
読
本
の
ス
タ
 
 

イ
ル
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
馬
琴
の
『
南
紀
里
見
八
犬
伝
』
や
『
椿
説
 
 

弓
張
月
』
な
ど
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
得
な
 
 

い
。
こ
の
こ
と
は
、
読
者
に
、
『
梅
暦
』
な
ど
と
比
べ
れ
は
、
よ
り
ス
 
 

ト
イ
ッ
ク
な
世
界
が
『
花
柳
春
話
』
の
中
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
 
 

さ
せ
ず
に
ほ
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
『
花
柳
春
話
』
 
の
作
品
廿
一
界
は
人
情
本
の
ス
タ
イ
ル
か
 
 

二
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ら
切
り
離
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
ほ
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
 
 

西
欧
の
 
「
愛
」
と
徳
川
日
本
の
 
「
情
」
が
実
際
に
ほ
相
隔
た
る
も
の
で
 
 

あ
り
、
訳
者
の
丹
羽
純
一
郎
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
事
実
に
ほ
、
無
意
 
 

識
的
に
気
づ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
 
 

ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
ほ
、
か
な
り
典
型
的
な
 
 

西
欧
式
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
：
フ
ヴ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
性
 
 

的
な
要
素
の
排
除
、
神
の
愛
と
男
女
の
愛
の
並
行
的
関
係
、
愛
を
通
し
 
 

て
の
人
格
的
鍛
練
と
い
う
思
想
、
な
ど
で
あ
る
。
 
 
 

第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
主
に
ア
リ
ス
が
そ
れ
を
保
証
し
て
い
る
。
 
 

彼
女
は
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
を
一
心
に
慕
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
完
 
 

全
に
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
感
情
で
あ
る
。
第
〓
早
で
、
彼
女
は
マ
ル
ト
 
 

ラ
ヴ
ア
ー
ス
の
当
惑
を
無
視
し
て
、
純
真
に
彼
に
よ
り
か
か
り
、
抱
き
 
 

つ
く
の
で
あ
る
。
そ
ば
に
居
て
、
世
話
を
し
て
あ
げ
た
い
と
ア
リ
ス
が
 
 

駕
キ
且
ツ
咲
チ
ア
リ
ス
ヲ
見
ル
。
ア
リ
ス
モ
亦
マ
ル
ツ
ラ
バ
ー
ス
ノ
顔
 
 

ヲ
望
、
、
、
其
状
態
竜
モ
男
女
同
室
ノ
疑
難
ア
ル
ヲ
知
ラ
サ
ル
カ
如
ク
唯
リ
 
 

マ
ル
ツ
ラ
バ
ー
ス
ノ
借
情
ア
ル
ヲ
慕
ヒ
敢
テ
同
住
セ
ソ
ヲ
望
ム
ハ
言
ヲ
 
 

僕
ス
シ
テ
知
ル
ヘ
シ
。
」
（
第
四
章
）
 
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
は
、
や
は
り
、
 
 

望
む
べ
き
女
性
の
あ
り
方
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
 

そ
の
こ
と
は
、
人
情
本
の
中
で
措
か
れ
て
い
る
よ
う
な
、
性
を
知
る
前
 
 

の
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
せ
ざ
る
を
得
な
 
 

い
処
女
性
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
処
女
 
 

申
し
出
た
時
、
「
マ
ル
ツ
ラ
バ
ー
ス
 
 
ノ
顔
色
少
シ
ク
赦
然
ク
リ
。
且
ツ
 
 

性
は
、
逆
説
的
な
猥
零
さ
と
な
っ
て
具
体
化
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
 
 

あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
ア
リ
ス
の
そ
れ
ほ
、
完
全
な
ア
セ
ク
シ
ュ
ア
 
 

リ
テ
ィ
ー
な
の
で
あ
り
、
肉
体
的
な
も
の
を
予
知
さ
せ
な
い
。
 
 
 

『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
 
に
お
け
る
恋
愛
の
特
殊
西
 
 

欧
的
な
様
相
と
し
て
次
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
マ
ル
ゝ
二
フ
ヴ
ア
ー
ス
 
 

と
ア
リ
ス
と
の
恋
愛
関
係
が
、
人
格
的
な
向
上
を
達
成
す
る
た
め
の
試
 
 

ヽ
 
練
め
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
が
全
く
世
界
 
 

の
こ
と
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
の
を
、
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
が
導
き
教
 
 

え
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
読
み
書
き
と
い
う
レ
ヴ
ュ
ル
に
 
 

始
ま
っ
て
、
神
の
創
造
と
そ
の
恩
寵
を
知
ら
し
め
る
と
い
う
道
徳
的
な
 
 

問
題
に
ま
で
至
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
実
に
、
人
格
的
向
上
へ
の
鍛
練
 
 

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
 
 

恋
愛
に
倫
理
的
な
課
題
を
持
ち
込
む
の
ほ
、
西
欧
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
 
 

（
3
）
 
 

ニ
フ
グ
の
伝
統
と
言
っ
て
よ
い
。
恐
ら
く
、
「
愚
か
な
、
物
の
分
別
も
 
 

知
ら
ぬ
女
性
を
導
く
」
と
い
う
設
定
だ
け
が
、
日
本
人
の
読
者
の
違
和
 
 

感
を
少
な
く
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
永
遠
の
女
性
を
崇
拝
す
 
 

る
、
と
い
う
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
発
想
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
人
 
 

の
愛
は
基
本
的
に
、
よ
り
優
位
に
あ
る
男
性
か
ら
、
よ
り
下
位
の
女
性
 
 

に
対
す
る
「
寵
愛
」
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

「
愛
」
と
い
う
言
葉
は
漢
文
脈
、
及
び
、
そ
れ
を
借
用
し
た
と
こ
ろ
の
 
 

和
文
脈
に
お
い
て
は
、
概
し
て
、
い
と
し
む
感
情
、
例
え
ば
、
親
か
ら
 
 

子
に
対
す
る
よ
う
な
も
の
を
意
味
し
て
き
た
。
そ
こ
に
ほ
現
在
の
「
愛
」
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が
持
つ
よ
う
な
精
神
性
ほ
な
く
、
そ
れ
は
情
愛
と
い
う
に
近
い
も
の
、
生
 
 

（
4
）
 
 

理
的
な
執
着
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
示
し
て
い
た
。
同
じ
言
葉
が
、
明
 
 

治
以
降
、
対
等
な
、
あ
る
い
ほ
女
性
へ
の
憧
れ
を
含
む
感
情
を
意
味
す
 
 

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
日
本
語
に
、
そ
の
よ
う
な
 
 

意
味
の
 
「
愛
」
 
は
、
無
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
 
 
 

言
葉
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
概
念
を
欠
い
て
い
る
こ
 
 

と
を
意
味
し
て
い
る
。
注
意
深
く
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
 
「
愛
」
と
い
 
 

う
言
葉
も
、
ア
リ
ス
か
ら
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
と
い
う
方
向
で
は
使
わ
 
 

れ
て
い
な
い
。
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
れ
ば
、
第
七
草
で
＝
H
e
r
w
h
O
訂
 
 

S
O
u
－
w
a
s
弓
i
t
h
 
h
i
m
い
S
h
e
 
g
a
諾
h
i
m
 
b
a
c
k
 
i
n
 
l
O
諾
 
t
h
e
 
 

S
p
i
r
i
t
 
s
b
e
 
F
a
d
c
a
u
g
h
t
 
f
r
O
m
 
h
i
m
 
i
n
 
k
n
O
邑
e
d
g
e
㌧
、
と
な
 
 

っ
て
い
る
箇
所
が
、
「
彼
レ
 
（
ア
リ
ス
）
 
マ
ル
ツ
ラ
バ
ー
ス
ノ
深
恩
二
 
 

感
ジ
謝
ス
ル
ニ
託
心
ヲ
以
テ
セ
ル
ハ
亦
愛
ス
ヘ
キ
ノ
少
女
ナ
ラ
ス
ヤ
」
 
 

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
「
愛
ス
ヘ
キ
ノ
少
女
」
と
逃
げ
を
う
っ
た
よ
う
な
 
 

形
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
ア
リ
ス
の
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
に
対
す
 
 

る
ー
○
く
e
は
 
「
託
心
」
と
直
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
 
 

ア
リ
ス
か
ら
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
に
対
し
て
 
「
愛
」
と
い
う
言
葉
が
用
 
 

い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
ほ
、
と
り
も
直
さ
ず
、
「
愛
」
が
、
依
 
 

然
と
し
て
身
分
の
高
い
巻
か
ら
低
い
者
に
対
す
る
 
「
寵
愛
」
、
と
い
う
 
 

響
き
を
持
ち
続
け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
明
治
二
 
 

十
年
代
に
な
っ
て
か
ら
活
躍
し
始
め
る
文
学
者
た
ち
が
初
め
て
、
西
欧
 
 

的
な
精
神
的
で
、
倫
理
的
な
恋
愛
の
形
を
表
現
す
る
た
め
に
、
「
恋
愛
」
 
 と

い
う
翻
訳
語
を
作
り
出
し
、
－
○
謡
と
い
う
意
味
で
 
「
愛
」
、
「
愛
す
 
 

る
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
従
来
の
 
「
恋
す
る
」
、
「
ほ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
5
）
 
 

る
」
、
「
好
く
」
と
い
う
よ
う
な
語
彙
と
置
き
換
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

＝
〓
○
詔
y
O
u
㌧
“
が
『
花
柳
春
話
』
で
は
「
余
真
二
卿
二
愚
者
オ
」
と
 
 

訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
文
学
史
の
流
れ
を
展
望
 
 

に
入
れ
る
な
ら
ば
、
訳
者
が
西
欧
的
恋
愛
の
発
見
に
関
与
し
て
い
な
か
 
 

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

第
三
番
目
に
 
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
が
人
情
本
の
 
 

恋
愛
の
世
界
か
ら
懸
隔
し
て
い
る
点
は
、
ア
リ
ス
と
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
 
 

ス
の
愛
が
、
神
に
対
す
る
愛
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

第
八
草
で
は
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
は
ア
リ
ス
に
、
次
の
よ
う
に
語
 
 

る
。
 
 

こ
O
u
r
 
O
W
n
 
G
O
d
 
a
b
O
諾
i
s
 
L
O
詔
㌦
、
s
a
i
d
 
E
r
諾
S
t
｝
 
S
e
r
i
l
 
 

O
u
S
l
y
∴
れ
a
s
O
u
r
O
宅
n
 
p
O
e
t
S
 
h
a
諾
S
a
i
d
 
a
n
d
 
s
u
n
g
．
B
u
t
 
i
t
 
 

i
s
 
a
－
○
諾
O
f
 
a
ロ
O
t
h
e
r
 
n
a
t
u
r
e
－
d
i
5
．
n
e
〉
n
O
t
 
h
u
m
a
n
㌧
、
 
 

表
現
の
上
か
ら
は
、
神
の
愛
は
人
間
の
異
性
に
対
す
る
愛
と
は
異
な
っ
 
 

た
性
質
の
も
の
だ
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
 
 

自
体
が
徳
川
時
代
の
日
本
人
の
予
想
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
 
 

ら
、
こ
の
命
題
ほ
、
神
の
愛
と
恋
愛
が
同
じ
範
時
に
属
す
る
他
の
種
類
 
 

の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
両
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者
が
1
0
完
と
い
う
言
葉
で
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
文
章
 
 

か
ら
自
明
と
な
っ
て
い
る
。
信
仰
と
恋
愛
が
同
じ
次
元
の
問
題
と
な
り
 
 

得
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
日
本
の
読
者
に
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
だ
 
 

っ
た
の
に
相
違
な
い
。
実
際
、
訳
者
の
丹
羽
純
一
郎
も
こ
の
部
分
を
次
 
 

の
よ
う
な
奇
妙
な
訳
し
方
で
し
か
把
接
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
ア
 
 

リ
ス
日
ク
習
合
テ
言
ヘ
ル
ア
リ
舌
へ
着
脱
人
ハ
愛
ヲ
以
テ
前
卜
麓
ス
ト
 
 

果
シ
テ
夫
レ
然
ル
ヤ
日
ク
然
り
然
レ
兼
余
力
所
謂
調
ト
ハ
愛
ノ
謂
ヒ
ニ
 
 

非
サ
ル
ナ
リ
。
」
 
 
 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
『
ア
ー
ネ
ス
ト
＝
・
マ
ル
ナ
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
が
、
 
 

か
な
り
典
型
的
に
西
欧
式
の
恋
愛
観
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
 
 

い
る
。
そ
の
精
神
性
、
宗
教
性
、
そ
し
て
人
格
主
義
的
な
発
想
ほ
、
基
 
 

本
的
疫
十
二
世
紀
南
仏
で
形
成
さ
れ
た
宮
廷
風
恋
愛
の
性
格
を
受
け
継
 
 

ぐ
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
中
世
か
ら
現
代
へ
と
繋
が
る
、
西
 
 

欧
的
な
ロ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
恋
愛
の
精
神
が
、
『
ア
ー
ネ
ス
ト
‥
一
マ
 
 

（
6
）
 
 

ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
の
中
に
も
脈
打
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
訳
者
丹
 
 

羽
純
一
郎
も
、
成
島
柳
北
も
十
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
 
 

原
作
の
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ア
ー
ス
』
が
西
欧
的
な
愛
の
本
 
 

質
を
体
現
し
て
お
り
、
『
花
柳
春
話
』
が
翻
訳
に
ょ
る
偏
向
を
受
け
つ
 
 

つ
も
、
そ
の
愛
の
本
質
を
結
局
の
と
こ
ろ
、
暴
露
さ
せ
て
い
る
と
す
る
 
 

な
ら
ば
、
そ
の
て
と
を
読
み
取
る
読
者
が
当
然
、
現
れ
て
く
る
は
ず
で
 
 

あ
る
。
坪
内
近
造
ほ
、
そ
う
し
た
読
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
『
妹
 
 

と
背
か
ゞ
み
』
の
一
節
に
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
『
マ
ル
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
 
 

ス
』
の
伝
記
の
如
き
ほ
、
さ
な
が
ら
為
永
派
の
作
者
が
も
の
せ
し
、
情
 
 

交
に
似
た
る
と
こ
ろ
な
き
に
も
あ
ら
ね
ど
、
其
深
意
の
あ
る
所
を
探
れ
 
 

ば
、
此
と
彼
と
ほ
雲
泥
月
電
、
其
相
異
な
る
元
来
論
な
し
。
為
永
は
肉
 
 

体
の
快
楽
を
以
て
、
人
情
の
髄
と
心
得
、
専
ら
其
旨
を
ば
寓
し
い
で
ぬ
。
 
 

リ
ツ
ー
ン
 
 

笠
頓
は
遥
か
に
之
と
異
な
り
。
人
情
世
態
を
叙
す
る
の
か
た
は
ら
、
人
 
 

情
の
最
も
切
な
る
も
の
即
ち
愛
情
を
ば
叙
し
た
る
な
り
。
彼
の
卑
猥
な
 
 

る
戟
情
を
措
き
て
、
以
て
愛
情
を
寓
し
た
り
と
な
す
ぼ
、
蓋
し
欝
れ
る
 
 

の
大
な
る
も
の
な
り
。
」
 
 
 

こ
の
よ
う
に
書
く
坪
内
ほ
、
西
欧
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
強
い
 
 

恋
愛
と
、
徳
川
日
本
が
醸
製
し
た
「
粋
」
 
の
 
「
恋
愛
」
、
「
色
」
、
「
恋
」
 
 

の
世
界
、
廓
に
咲
く
男
女
の
関
係
と
の
違
い
を
か
な
り
明
確
に
意
識
し
 
 

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
の
考
え
は
、
も
は
や
、
成
島
の
 
「
情
相
 
 

契
ス
」
と
い
う
発
想
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
。
坪
内
ほ
、
日
本
人
 
 

が
知
る
恋
と
は
異
な
る
精
神
的
な
、
倫
理
的
な
愛
の
世
界
へ
と
向
か
っ
 
 

て
い
く
。
彼
が
『
当
世
書
生
気
質
』
で
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
も
の
 
 

は
 
ー
 
そ
の
成
否
ほ
、
お
い
て
も
 
－
 
こ
の
よ
う
な
愛
の
形
だ
っ
た
の
 
 

で
あ
る
。
彼
は
、
丹
羽
の
成
功
に
刺
激
さ
れ
て
、
同
じ
く
リ
ッ
ー
ト
ン
の
 
 

知
叫
箋
乳
を
『
慨
世
士
伝
』
と
し
て
訳
出
し
た
。
そ
の
『
リ
エ
ソ
ジ
ー
』
 
 

で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
崇
高
な
愛
の
世
界
こ
そ
、
坪
内
が
自
ら
も
描
き
出
 
 

そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
作
者
自
身
、
作
中
で
語
っ
て
い
 
 

る
。
 
 
 

坪
内
ほ
、
結
局
こ
の
試
み
に
失
敗
し
、
『
当
世
書
生
気
質
』
ほ
人
情
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本
の
伝
統
を
大
き
く
う
け
つ
ぐ
作
品
と
な
っ
た
が
、
西
欧
的
な
愛
の
形
 
 

の
認
識
と
、
そ
の
作
品
の
上
で
の
具
体
化
ほ
、
や
が
て
、
二
葉
亭
四
迷
 
 

の
『
浮
雲
』
 
に
お
い
て
達
成
さ
れ
、
ま
た
、
北
村
透
谷
の
一
連
の
評
論
 
 

（
7
）
 
 

の
中
で
う
た
い
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
過
程
 
 

を
通
し
て
、
西
欧
文
化
の
持
っ
て
い
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
の
実
 
 

質
は
明
治
人
に
は
っ
き
り
と
開
示
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

西
欧
的
な
愛
の
本
質
を
把
接
し
た
人
々
ほ
、
そ
れ
に
憧
れ
、
日
本
的
 
 

な
恋
愛
観
を
否
定
し
ょ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
此
の
恋
愛
観
の
違
 
 

い
が
、
再
び
意
識
さ
れ
て
い
る
。
「
再
び
」
と
言
っ
た
の
ほ
、
『
花
柳
春
 
 

話
』
以
前
に
は
、
「
異
人
」
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
、
不
可
解
な
存
在
 
 

で
あ
り
、
異
な
っ
た
感
情
生
活
を
送
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
 
 

認
識
が
流
布
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
改
め
て
、
違
い
が
強
調
さ
れ
る
。
徳
川
日
本
の
知
っ
て
 
 

い
た
恋
愛
は
「
花
柳
」
 
の
世
界
に
の
み
存
在
し
た
も
の
で
精
神
的
価
値
 
 

を
持
た
な
い
、
一
方
、
西
欧
の
愛
は
模
倣
す
べ
き
其
の
男
女
関
係
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
は
「
女
学
雑
誌
」
な
ど
を
通
じ
て
宣
伝
さ
れ
た
考
え
で
あ
り
、
 
 

北
村
透
谷
や
、
文
学
界
同
人
た
ち
の
活
動
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
後
、
一
 
 

般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
本
論
の
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
 
 

は
な
い
。
即
ち
、
訳
者
丹
羽
純
一
郎
は
西
欧
的
恋
愛
の
実
質
を
知
ら
な
 
 

か
っ
た
の
で
、
そ
の
翻
訳
に
は
限
界
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
文
 
 

学
は
や
が
て
十
年
代
終
わ
り
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
新
し
い
文
学
者
 
 

た
ち
に
克
服
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
。
丹
羽
や
成
島
が
示
し
た
 
 

「
情
相
契
ス
」
と
い
う
発
想
が
、
全
く
の
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
 
 

も
な
い
。
恋
愛
と
ほ
、
基
本
的
に
性
愛
と
い
う
本
能
的
行
為
で
あ
る
と
 
 

同
時
に
、
そ
れ
に
対
し
て
文
化
が
付
与
し
た
一
定
の
形
式
で
あ
る
と
考
 
 

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
生
理
的
、
本
能
的
側
面
を
拡
大
す
 
 

る
な
ら
ば
、
「
恋
愛
」
 
は
普
遍
的
行
為
と
し
て
姿
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
一
 
 

方
、
文
化
の
異
同
に
よ
る
微
妙
な
形
式
の
違
い
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
 
 

彼
此
の
相
違
が
強
調
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
恋
愛
」
 
 

と
い
う
現
象
が
人
類
共
通
の
も
の
だ
と
考
え
る
か
、
文
化
的
な
相
対
性
 
 

を
持
つ
も
の
だ
と
考
え
る
か
ほ
、
認
識
の
深
さ
の
問
題
で
あ
る
以
前
に
、
 
 

認
識
者
の
立
場
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

幕
末
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
、
彼
此
の
恋
愛
観
の
違
い
が
認
識
さ
 
 

れ
た
の
は
、
「
異
人
」
 
に
対
す
る
恐
怖
と
、
そ
の
恐
怖
か
ら
来
る
嫌
悪
 
 

に
困
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
幕
末
の
日
本
人
の
多
く
は
、
そ
の
異
 
 

人
の
文
明
に
よ
っ
て
う
ち
の
め
さ
れ
て
、
自
己
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
 
 

ー
を
失
い
か
け
て
い
た
に
違
い
な
い
。
「
興
人
」
を
自
己
同
一
視
す
る
 
 

こ
と
ほ
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
文
化
的
状
況
が
、
男
女
関
係
の
様
式
に
 
 

お
い
て
は
－
－
1
あ
る
い
は
、
お
い
て
引
 
－
 
同
一
性
は
見
出
す
こ
と
が
 
 

で
き
な
い
、
と
い
う
態
度
を
も
た
ら
し
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

や
が
て
、
丹
羽
純
一
郎
が
『
花
柳
春
話
』
を
訳
出
し
、
「
情
相
契
ス
」
 
 

と
い
う
認
識
を
打
ち
出
す
。
こ
れ
は
画
期
的
な
新
認
識
で
あ
っ
た
に
違
 
 

い
な
い
が
、
こ
の
こ
と
の
背
景
に
ほ
 
ー
 
西
欧
文
化
に
対
す
る
理
解
の
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＼
 
 
 

深
化
が
あ
っ
た
と
同
時
に
 
－
 
幕
末
以
来
、
萎
縮
さ
せ
ら
れ
て
き
た
日
 
 

本
人
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
再
建
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
 
 

な
い
か
。
西
洋
人
は
優
秀
な
物
質
文
明
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
 
 

ら
も
自
分
た
ち
と
全
く
同
じ
人
間
で
あ
り
、
 

す
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
此
の
障
壁
は
一
気
疫
取
り
除
 
 

か
れ
て
し
ま
う
。
西
洋
人
と
の
自
己
同
一
視
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
自
 
 

我
は
再
築
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
人
間
と
し
て
同
じ
 
 

で
あ
る
以
上
、
や
が
て
西
洋
の
物
質
文
明
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
る
、
 
 

と
い
う
自
信
を
与
え
る
認
識
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
恋
愛
」
と
い
 
 

う
概
念
は
、
そ
の
作
業
の
た
め
の
装
置
と
し
て
使
わ
れ
た
の
だ
、
と
見
 
 

な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
 
 
 

こ
の
 
「
情
相
契
ス
」
と
い
う
発
想
は
、
こ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
な
る
 
 

の
か
。
そ
れ
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
坪
内
遽
邁
、
二
葉
亭
四
迷
、
 
 

北
村
透
谷
と
続
く
一
連
の
文
学
者
た
ち
が
示
し
た
新
し
い
認
識
に
よ
っ
 
 

て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
西
欧
的
な
恋
愛
 
 

と
は
、
「
為
永
流
」
 
の
「
粋
」
の
恋
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
だ
と
い
う
 
 

こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
日
本
人
と
し
て
の
ア
 
 

イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
再
び
放
棄
さ
れ
、
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
 
 

味
す
る
の
で
ほ
な
く
、
む
し
ろ
、
日
本
人
の
自
我
が
更
に
一
歩
、
拡
大
 
 

さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
情
相
契
ス
」
 
の
発
 
 

想
が
、
物
質
面
で
の
格
差
を
認
め
つ
つ
、
内
面
的
な
同
一
性
を
確
立
し
 
 

よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
明
治
二
十
年
代
以
降
の
 
「
恋
愛
」
 
の
考
え
方
 
 

ほ
、
そ
の
同
一
性
す
ら
否
定
し
ょ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
ほ
、
物
質
的
 
 

な
劣
等
感
が
あ
る
程
度
克
服
さ
れ
、
西
欧
の
衝
撃
が
少
し
弱
ま
っ
て
き
 
 

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
†
牲
を
否
定
し
て
も
日
本
人
と
し
て
の
自
我
が
 
 

失
わ
れ
な
′
い
段
階
疫
達
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
 
 

れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

幕
末
以
来
、
日
本
人
ほ
西
欧
の
物
質
文
明
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
の
前
に
、
 
 

あ
る
意
味
で
は
平
服
し
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
摂
取
し
ょ
う
と
し
て
き
た
 
 

わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
は
、
自
ず
か
ら
心
理
的
な
無
理
が
あ
 
 

っ
た
に
違
い
な
い
。
西
欧
の
衝
撃
が
イ
ン
パ
ク
ト
を
薄
め
る
に
つ
れ
、
 
 

そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
合
理
化
し
ょ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
来
る
こ
と
 
 

は
自
然
の
勢
い
だ
っ
た
と
言
え
る
。
物
質
的
に
は
西
欧
文
明
に
追
従
し
 
 

ょ
う
と
も
、
内
面
的
な
問
題
で
は
自
己
の
優
れ
た
精
神
性
を
保
持
す
る
。
 
 

ま
た
、
そ
の
精
神
的
な
部
分
こ
そ
人
間
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
部
分
で
 
 

あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
西
欧
と
日
本
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
、
こ
れ
 
 

は
傷
つ
け
ら
れ
た
自
我
を
修
復
す
る
一
つ
の
手
段
と
な
り
う
る
。
こ
れ
 
 

が
、
「
和
魂
洋
才
」
 
の
発
想
で
あ
る
。
精
神
面
に
お
け
る
違
い
を
強
調
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
の
安
定
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
 
 

日
本
の
恋
愛
と
西
欧
の
恋
愛
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
 
 

現
れ
て
き
た
背
景
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
事
情
が
潜
在
し
て
い
た
 
 

の
で
ほ
な
い
か
。
 
 
 

「
粋
」
と
 
「
恋
愛
」
 
の
違
い
を
説
く
北
村
透
谷
ら
の
議
論
は
、
こ
の
 
 

よ
う
に
現
れ
て
き
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
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う
の
は
、
確
か
に
透
谷
の
義
論
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
的
な
恋
愛
観
を
 
 

捨
て
て
西
欧
的
な
そ
れ
に
同
化
し
ょ
う
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
が
、
そ
 
 

う
し
た
論
と
平
行
し
て
、
同
時
代
の
論
壇
に
ほ
、
西
欧
の
恋
愛
観
を
否
 
 

定
し
、
精
神
的
優
位
に
至
ろ
う
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ト
ー
ソ
を
 
 

感
じ
さ
せ
る
主
張
が
、
い
く
つ
か
見
え
隠
れ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
議
論
は
、
後
で
見
る
よ
う
に
、
透
谷
の
議
論
と
表
 
 

裏
一
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

厳
木
善
治
は
、
「
婦
人
の
地
位
」
（
女
学
雑
誌
第
二
号
）
と
い
う
記
事
 
 

の
中
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
即
ち
、
男
女
の
関
係
は
社
会
が
 
 

開
化
す
る
に
従
っ
て
痴
情
か
ら
恋
愛
へ
と
進
化
す
る
の
だ
が
、
日
本
は
 
 

ま
だ
痴
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
西
欧
 
 

社
会
で
ほ
婦
人
の
位
置
が
高
く
な
り
過
ぎ
て
い
て
、
模
倣
す
る
に
催
し
 
 

な
い
、
と
。
彼
ほ
こ
う
し
て
、
西
欧
的
な
様
式
に
対
す
る
、
あ
る
距
離
 
 

を
既
に
表
現
し
て
い
る
。
 
 
 

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
徳
富
蘇
峰
の
 
「
非
恋
愛
」
（
「
国
民
之
友
」
第
 
 

冒
二
十
五
号
）
と
い
う
文
章
か
ら
窺
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
文
章
の
内
容
は
、
男
子
が
何
ら
か
の
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
た
め
 
 

に
は
恋
愛
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
恋
愛
は
全
人
 
 

格
的
な
活
動
で
、
男
性
本
来
の
仕
事
と
両
立
で
き
な
い
か
ら
、
と
い
う
 
 

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
明
ら
か
に
蘇
峰
は
、
西
欧
式
の
愛
を
斥
け
 
 

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
書
く
。
「
男
女
交
際
必
す
し
も
悪
 
 

し
き
に
あ
ら
す
、
然
れ
と
も
彼
の
男
女
交
際
を
以
て
、
人
間
の
至
奨
と
 
 

す
る
も
の
を
見
る
に
往
々
文
弱
騎
逸
に
流
る
ゝ
も
の
な
き
に
あ
ら
す
」
 
 

「
彼
の
所
謂
基
督
教
主
義
挙
校
に
到
り
て
は
、
基
督
教
会
に
到
り
て
は
、
 
 

ま
1
或
は
青
年
男
女
の
交
際
を
坐
現
す
る
の
み
な
ら
す
、
却
て
之
を
奨
 
 

励
す
る
か
如
き
例
な
き
に
あ
ら
す
、
甚
し
き
は
其
の
重
な
る
人
々
に
し
 
 

て
青
年
男
女
の
交
際
を
紹
介
す
る
か
細
き
あ
り
…
…
」
 
 
 

蘇
峰
の
態
度
が
、
西
欧
的
な
恋
愛
観
へ
の
反
発
に
基
づ
い
て
お
り
、
 
 

そ
れ
が
や
が
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
包
含
し
た
精
神
主
義
に
連
な
っ
て
 
 

い
く
だ
ろ
う
こ
と
ほ
、
こ
の
文
章
か
ら
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
彼
の
議
 
 

論
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
恋
愛
の
あ
り
方
を
問
う
、
と
い
う
問
題
意
 
 

識
で
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
色
恋
沙
汰
」
を
人
生
に
お
い
て
第
 
 

一
義
の
こ
と
と
考
え
な
い
と
の
立
論
は
、
基
本
的
に
 
「
粋
」
 
の
恋
愛
観
 
 

の
発
想
を
継
承
し
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
透
谷
の
議
論
が
、
日
 
 

本
の
恋
愛
観
を
否
定
し
、
西
欧
の
そ
れ
と
同
一
化
し
ょ
う
と
い
う
立
場
 
 

だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
極
に
、
西
欧
の
恋
愛
観
を
斥
け
よ
う
 
 

と
い
う
立
場
が
出
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。
蘇
峰
の
主
張
と
は
、
ま
さ
に
、
 
 

そ
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

し
か
し
、
蘇
峰
の
考
え
は
、
究
極
的
に
は
、
西
欧
的
な
恋
愛
の
枠
組
 
 

み
を
受
け
入
れ
た
上
で
の
も
の
だ
、
と
も
言
え
る
。
彼
は
、
恋
愛
が
人
 
 

生
に
お
い
て
他
の
仕
事
と
両
立
し
得
な
い
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
 
 

る
か
ら
こ
そ
、
恋
愛
否
定
の
論
を
鳴
ら
し
て
い
る
わ
け
で
、
「
花
柳
」
 
 

に
限
定
さ
れ
た
恋
に
は
、
こ
の
批
判
ほ
必
要
な
い
の
で
あ
る
。
透
谷
ほ
 
 

こ
の
蘇
峰
の
議
論
転
強
く
反
発
し
て
、
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
と
い
う
 
 63   



エ
ッ
セ
イ
を
書
く
の
だ
が
、
日
太
人
の
恋
愛
観
の
個
性
、
独
自
性
を
認
 
 

め
、
そ
れ
に
立
脚
し
た
上
で
の
議
論
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
蘇
峰
の
 
 

立
場
の
裏
返
し
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
結
局
、
透
谷
の
論
は
、
 
 

蘇
峰
の
 
「
人
一
た
ひ
懲
愛
の
檎
と
な
る
時
は
、
総
て
の
自
由
は
必
ず
此
 
 

か
聖
壇
に
捧
く
る
の
犠
牲
」
と
な
る
、
と
い
う
理
論
の
、
帰
結
が
逆
に
 
 

な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
蘇
峰
は
恋
愛
に
は
全
人
生
を
 
 

費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
困
る
、
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
 
 

透
谷
は
恋
愛
は
全
人
生
の
燃
焼
を
要
求
す
る
か
ら
こ
そ
、
す
ば
ら
し
い
 
 

も
の
な
の
だ
、
と
書
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
恋
愛
」
と
い
 
 

う
も
の
自
体
は
徳
川
日
本
に
存
在
せ
ず
、
西
欧
に
の
み
存
在
し
、
日
本
 
 

人
の
男
女
関
係
は
そ
れ
と
は
違
っ
た
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
 
 

認
識
に
お
い
て
は
、
二
人
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
「
情
相
契
ス
」
 
の
段
階
が
過
ぎ
た
時
、
日
本
人
と
し
て
 
 

の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
認
し
た
上
で
の
、
「
違
い
」
を
強
調
し
た
 
 

議
論
が
生
ま
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
透
谷
と
ほ
蘇
峰
の
議
論
に
お
け
る
 
 

「
恋
愛
」
は
、
表
裏
の
関
係
な
が
ら
、
精
神
史
上
で
の
同
一
の
意
味
付
 
 

け
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
代
に
な
 
 

っ
て
登
場
し
て
く
る
「
違
い
」
 
の
認
識
は
、
ど
ち
ら
の
方
向
 
－
 
そ
れ
 
 

を
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
否
定
す
る
に
せ
よ
－
－
た
展
開
さ
れ
る
に
し
て
 
 

も
、
「
情
相
契
ス
」
と
い
う
論
理
と
は
別
な
意
味
で
の
、
自
我
の
再
築
 
 

へ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の
恋
愛
は
 
 

い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
へ
の
取
り
組
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 以

上
の
よ
う
に
、
『
花
柳
春
話
』
に
始
ま
る
西
欧
的
な
恋
愛
の
移
入
 
 

の
過
程
ほ
、
最
初
に
は
、
西
欧
と
日
東
を
連
続
的
に
捉
え
る
た
め
の
手
 
 

段
と
し
て
出
発
し
 
－
 
こ
の
こ
と
ほ
、
男
女
関
係
の
あ
り
方
を
普
遍
的
 
 

な
も
の
と
観
ず
る
こ
と
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
 
－
 
や
が
て
、
西
欧
の
恋
 
 

愛
観
と
日
本
の
そ
れ
と
の
違
い
を
強
調
す
る
と
い
う
、
特
殊
性
の
認
識
 
 

へ
と
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
恋
愛
」
と
い
う
概
念
ほ
、
こ
の
よ
う
に
、
明
治
の
初
年
代
に
お
い
 
 

て
全
く
異
な
っ
た
働
き
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
ま
で
検
 
 

討
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
は
、
常
に
そ
の
時
々
の
文
化
的
状
 
 

況
が
あ
り
、
精
神
的
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
ほ
な
い
か
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
、
い
わ
ば
 
「
普
遍
的
恋
愛
観
」
と
 
「
特
殊
的
恋
愛
 
 

観
」
と
の
間
の
反
復
運
動
は
、
そ
の
後
も
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

「
恋
愛
」
と
い
う
も
の
が
文
化
的
な
相
対
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
 
 

な
い
か
と
、
論
理
的
に
、
体
系
的
に
語
ら
れ
始
め
た
の
は
、
つ
い
最
近
 
 

の
こ
と
で
あ
る
。
柳
父
章
の
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
は
そ
の
中
で
も
抜
 
 

き
ん
で
た
業
績
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
始
 
 

め
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
次
の
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
 
 

恋
愛
が
文
化
を
超
越
し
た
普
遍
的
現
象
で
あ
る
と
一
般
的
に
も
、
学
問
 
 

的
な
レ
ヴ
ュ
ル
で
も
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
。
そ
し
て
、
こ
の
前
提
 
 

は
、
西
欧
的
な
恋
愛
観
の
も
た
ら
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
森
羅
万
 
 

象
の
全
て
を
統
べ
る
神
と
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
根
拠
に
し
た
絶
対
的
な
 
 

恋
愛
の
観
念
、
こ
れ
が
西
欧
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ヅ
ク
・
ラ
ヴ
の
本
質
だ
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か
ら
で
あ
る
。
明
治
の
初
年
代
に
透
谷
ら
に
衝
撃
を
与
え
た
こ
の
観
念
 
 

ほ
、
そ
れ
以
来
、
日
本
文
化
の
中
で
、
自
明
な
真
理
と
し
て
の
立
場
を
 
 

確
立
す
る
の
で
あ
る
。
透
谷
ら
が
、
日
本
の
恋
愛
観
と
は
異
な
る
も
の
 
 

と
し
て
発
見
し
た
西
欧
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ニ
フ
グ
は
、
現
代
ま
で
に
、
 
 

も
は
や
完
全
に
日
本
人
の
恋
愛
観
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
今
 
 

や
、
人
は
西
欧
起
源
の
精
神
主
義
的
な
、
人
格
的
な
恋
愛
観
を
「
西
欧
 
 

的
」
と
は
意
識
し
な
い
。
そ
れ
は
、
既
に
彼
の
自
我
の
中
に
固
定
さ
れ
 
 

て
い
る
？
東
西
の
恋
愛
観
の
枠
組
み
の
違
い
に
気
づ
い
た
者
ほ
、
伊
藤
 
 

（
8
）
 
 

整
な
ど
、
ご
く
小
数
の
人
間
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
日
本
人
 
 

ほ
、
基
本
的
に
、
恋
愛
と
ほ
人
煩
普
遍
の
現
象
だ
と
信
じ
て
い
る
。
だ
 
 

か
ら
こ
そ
、
「
恋
愛
」
が
翻
訳
語
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
驚
く
べ
 
 

き
新
発
見
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
得
た
の
で
あ
る
。
柳
父
章
ら
は
、
恋
 
 

愛
が
彼
此
で
異
な
る
現
象
な
の
だ
と
い
う
文
化
的
相
対
主
義
を
、
再
び
、
 
 

恋
愛
史
の
中
に
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

人
類
が
普
遍
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
に
従
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
恋
に
国
境
 
 

が
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
思
想
は
、
元
来
、
西
欧
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
 
 

：
フ
グ
の
発
想
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
 
 

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
保
持
さ
れ
続
け
た
の
に
は
、
何
ら
か
の
文
化
的
 
 

な
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
 
 

現
代
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
 
 

の
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
「
恋
愛
」
が
文
化
の
産
物
だ
と
い
う
近
年
の
思
 
 

想
は
、
最
近
の
文
化
人
類
学
が
も
た
ら
し
た
相
対
主
義
を
反
映
し
て
い
 
 

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
疫
関
し
て
ほ
、
筆
者
ほ
今
 
 

の
と
こ
ろ
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
仮
説
を
提
出
で
き
な
い
。
 
 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
恋
愛
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
意
 
 

味
を
伸
縮
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
翻
訳
語
を
始
め
と
し
て
、
複
数
の
 
 

文
化
が
接
触
し
て
出
来
た
言
葉
や
概
念
は
、
そ
の
時
々
の
文
化
的
状
況
 
 

に
応
じ
て
意
味
の
厚
み
を
変
え
て
い
く
。
そ
れ
ほ
、
そ
の
言
葉
を
用
い
 
 

る
人
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
 
「
装
置
」
と
し
て
使
わ
れ
る
運
命
を
、
常
 
 

に
持
ち
続
け
て
い
る
。
同
じ
ょ
う
な
意
味
の
伸
縮
が
、
「
精
神
」
、
「
国
 
 

家
」
、
「
神
」
と
い
う
よ
う
な
概
念
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
得
る
か
も
知
れ
 
 

な
い
。
少
な
く
と
も
、
『
花
柳
春
話
』
の
前
後
で
の
、
「
恋
愛
」
と
い
う
 
 

言
葉
の
運
命
に
は
、
そ
の
よ
う
な
、
概
念
と
文
化
的
状
況
の
関
わ
り
が
 
 

反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
例
え
ば
、
「
燕
石
十
種
」
中
の
、
「
青
原
雑
誌
」
。
酒
落
木
で
は
、
「
繋
 
 

千
話
」
、
「
甲
駅
新
話
」
、
な
ど
。
も
と
も
と
、
酒
落
木
ほ
、
中
国
の
遊
里
 
 

小
説
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
も
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
 
 

こ
の
タ
イ
プ
の
題
名
が
中
国
文
学
起
源
で
あ
る
の
か
、
江
戸
文
学
起
源
で
 
 

あ
る
の
か
議
論
す
る
こ
と
ほ
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
 
 
 

（
2
）
 
木
村
 
毅
『
明
治
初
期
翻
訳
文
学
選
 
解
説
』
 
（
昭
和
五
十
三
年
 
 

雄
松
堂
）
 
 
 

（
3
）
 
柳
父
 
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
 
｛
昭
和
五
十
七
年
▼
岩
波
書
店
）
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第
五
茸
参
照
 
 

（
4
）
 
こ
の
こ
と
に
関
し
て
ほ
、
阿
部
次
郎
が
『
徳
川
時
代
の
文
化
と
社
 
 
 

会
』
（
昭
蘭
三
十
六
年
 
角
川
書
店
）
に
、
徳
川
日
本
の
恋
愛
観
と
比
較
 
 
 

し
た
上
で
、
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

（
5
）
 
松
下
貞
二
『
漢
語
「
愛
」
と
そ
の
複
合
語
 
－
 
思
想
か
ら
見
た
国
語
 
 
 

史
』
（
昭
和
五
十
七
年
 
あ
ば
ろ
ん
社
）
参
照
。
 
 

（
6
）
 
西
欧
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ニ
フ
ヴ
の
発
生
と
展
開
、
そ
し
て
そ
の
本
質
 
 
 

に
つ
い
て
ほ
、
C
・
S
・
ル
ー
イ
ス
『
愛
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』
を
参
照
さ
れ
 
 
 

た
い
。
（
C
．
S
．
L
e
宅
i
s
 
ヨ
訂
ゝ
岳
庶
竜
ヾ
＆
ご
ざ
署
（
河
ぎ
鼠
－
篭
空
 
 
 

た
だ
、
こ
の
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
と
い
う
も
の
ほ
、
当
然
の
こ
と
な
 
 
 

が
ら
、
十
九
世
紀
に
ほ
大
き
く
形
を
変
え
て
い
る
ほ
ず
で
、
『
ア
ー
ネ
ス
 
 
 

ト
・
マ
ル
ネ
ニ
フ
ヴ
ア
ー
ス
』
の
中
で
も
、
そ
う
し
た
偏
向
は
現
わ
れ
て
い
 
 
 

る
。
早
い
話
が
、
女
主
人
公
の
ア
リ
ス
は
貧
し
く
、
無
学
な
少
女
と
し
て
 
 
 

設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
宮
廷
風
恋
愛
の
 
「
女
性
崇
拝
」
と
 
 
 

い
う
要
素
に
背
馳
し
て
い
る
。
 
 

（
7
）
 
拙
稿
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
の
成
立
と
崩
壊
 
－
 
二
葉
亭
四
迷
 
 
 

の
場
合
 
－
 
」
（
比
政
文
学
研
究
第
四
十
六
号
）
参
照
。
 
 

（
8
）
 
伊
藤
 
整
ほ
「
近
代
日
本
に
お
け
る
『
愛
』
の
虚
偽
」
（
『
認
識
書
と
 
 
 

求
道
者
』
所
収
 
昭
和
三
十
七
年
 
新
潮
社
）
と
題
さ
れ
た
論
文
の
中
で
、
 
 
 

日
本
人
の
語
る
愛
と
い
う
概
念
が
、
西
欧
人
の
そ
れ
と
根
本
的
に
異
な
る
 
 
 

と
主
張
し
て
い
る
。
 
 

〔
テ
キ
ス
ト
〕
 
 

北
村
透
谷
 
『
北
村
透
谷
全
集
』
昭
和
二
十
五
～
三
十
年
 
岩
波
書
店
 
 

丹
羽
純
二
郎
訳
 
『
花
柳
容
認
』
 
明
治
十
一
年
（
昭
和
五
十
六
年
 
雄
松
堂
 
 
 

に
よ
る
複
製
版
）
 
 

坪
内
近
遥
 
『
近
造
選
集
』
 
大
正
十
五
年
 
春
陽
堂
 
 

L
y
t
t
O
n
、
E
d
w
a
r
d
 
B
已
宅
e
r
 
向
⊇
鴫
h
叫
 
b
計
記
⊇
罠
3
 
R
O
已
訂
d
g
e
 
 
 

ヽ
 
 

－
0
0
の
N
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