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は
じ
め
に

建
久
四
（
一
一
九
三
）
年
五
月
二
十
八
日
に
曽
我
十
郎
と
五
郎
が
富
士
の
裾

野
で
父
の
敵
の
工
藤
祐
経
を
討
っ
た
事
件
を
も
と
に
作
ら
れ
た
の
が
『
曽
我
物

語
』
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
よ
り
、
そ
の
表
記
の
上
か
ら
真
名
本
と
仮
名
本

の
二
系
統
に
大
別
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
古
態
を
示
し
、
在
地
性
を
有
す
る
と

さ
れ
る
真
名
本

）
（
（

を
中
心
に
考
察
す
る
。

敵
討
後
に
十
郎
は
討
た
れ
て
五
郎
は
処
刑
さ
れ
る
。
若
く
し
て
非
業
の
死
を

遂
げ
た
曽
我
兄
弟
は
畏
れ
ら
れ
て
、
そ
の
霊
を
慰
撫
さ
れ
る
存
在
と
な
る
。
彼

ら
の
鎮
魂
供
養
の
た
め
に
、
大
磯
の
遊
女
で
あ
っ
た
十
郎
の
恋
人
の
虎
御
前
は

箱
根
山
で
出
家
し
て
寺
社
巡
礼
を
行
い
、
彼
ら
の
遺
骨
を
善
光
寺
に
納
め
る
役

割
を
果
た
す
。
そ
し
て
、
曽
我
の
里
を
拠
点
と
し
て
勤
行
の
日
々
を
送
る
。
曽

我
の
大
御
堂
に
は
、
三
浦
や
鎌
倉
を
は
じ
め
と
し
た
相
模
の
名
だ
た
る
武
士
達

が
多
数
参
集
し
た
と
叙
述
さ
れ
る
。

真
名
本
で
は
こ
の
よ
う
に
虎
御
前
が
曽
我
に
籠
っ
た
と
あ
る
の
に
対
し
て
、

仮
名
本

）
2
（

に
お
い
て
は
、「
虎
、
さ
す
が
に
古
里
や
こ
い（

ひ
）し

か
り
け
ん
、
又
、
十

郎
の
あ
り
し
ほ
と
り
や
な
つ
か
し
く
思
ひ
け
ん
、
大
磯
に
か
へ
り
、
高
麗
寺
の

山
の
奥
に
入

（
い
り
）、

柴
の
庵
に
と
ぢ
こ
も
り
」
と
記
さ
れ
る
。
な
ぜ
真
名
本
と
仮

名
本
と
で
差
異
が
生
じ
た
の
か
。

福
田
晃
氏
は
「
現
存
真
名
本
巻
十
に
お
い
て
、
虎
御
前
回
国
譚
が
、
大
磯
で

終
ら
ず
曾
我
大
御
堂
で
虎
を
往
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
疑
念
を
も
つ
」
と
し
、「
大
磯
高
麗
寺
の
修
験
比
丘
尼
の
面
影
を
も
つ
虎

と
し
て
は
、
曾
我
の
里
で
の
死
は
い
さ
さ
か
構
造
上
の
矛
盾
を
感
じ
さ
せ
、
そ

れ
に
関
す
る
限
り
は
、
む
し
ろ
仮
名
本
に
『
高
麗
寺
の
山
の
奥
』
の
『
柴
の

庵
』
で
往
生
し
た
と
あ
る
と
こ
ろ
に
古
伝
承
が
留
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
真
名
本
に
お
い
て
、
大
磯
を
離
れ
て
あ
え
て
虎
を
曾
我
で
往

生
す
る
よ
う
に
変
更
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
曾
我
大

御
堂
に
お
け
る
不
断
念
仏
・
融
通
念
仏
の
唱
導
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
」
と
指
摘
す
る

）
（
（

。
確
か
に
虎
御
前
は
大
磯
に
深
く
関
与
す
る
者
で
は
あ
る
。

し
か
し
真
名
本
に
備
わ
る
在
地
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
虎
御
前
が
曽
我
を
拠
点
と

し
た
と
い
う
展
開
に
は
必
然
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
虎
の
曽
我
へ
の
籠

居
が
構
想
さ
れ
た
帰
結
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
当
時
の
時
代
背
景
や
曽
我
の
特
性

を
確
認
し
つ
つ
検
討
す
る
。

曽
我
と
虎
御
前

─
─
人
物
移
動
と
場
の
特
性
を
手
が
か
り
に
─
─

新

村

衣

里

子
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一

養
育
、
再
生
す
る
曽
我
の
母

曽
我
は
、
十
郎
と
五
郎
が
育
て
ら
れ
た
場
所
と
し
て
重
要
な
空
間
で
あ
る
。

彼
ら
が
育
ま
れ
た
こ
の
地
の
特
性
は
、
曽
我
兄
弟
の
母
の
姿
に
よ
っ
て
表
徴
さ

れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
豆
の
狩
野
介
茂
光
の
孫
娘
で
あ
っ
た
彼
女
は
、

は
じ
め
に
伊
豆
国
の
国
司
と
し
て
下
っ
て
き
て
い
た
源
仲
成
と
の
間
に
京
の
小

次
郎
と
二
宮
御
前
を
儲
け
た
が
、
夫
と
共
に
上
洛
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
後

河
津
三
郎
に
嫁
ぐ
。
河
津
三
郎
と
の
間
に
、
一
万
（
十
郎
）
と
箱
王
（
五
郎
）

を
儲
け
、
夫
の
死
後
に
御
坊
が
生
ま
れ
た
。
彼
女
は
出
家
を
決
意
す
る
が
制
止

さ
れ
て
、
舅
の
伊
東
祐
親
に
よ
っ
て
強
引
に
曽
我
祐
信
の
も
と
へ
嫁
が
さ
れ
る
。

嫌
々
な
が
ら
の
再
嫁
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
母
の
様
子
は
、

「
其
後
は

互
に

二
世
の

契
不
てレ

淺
送
ル二

年
月
を一

程
に

、
此
女
房
モ

成
り
て
二

年
來
に一

、
曾
我
殿
の

子
共
モ

太
多
被
ケ
レ
は

レ

儲
ケ

、
互
に

深
キ

歎
共
を
モ

被
ケ
リ
二

取
リ

延
一

」
と
、
祐
信
と
の
子
供

を
育
む
こ
と
で
癒
さ
れ
て
い
っ
た
と
描
写
さ
れ
る
。
仮
名
本
で
こ
の
場
面
に
相

当
す
る
の
は
、「
い
つ
し
か
か
か
る
ふ
る
ま
ひ
は
、
か
へ
す
〴
〵
も
く
ち
お
し

け
れ
ど
も
、
心
な
ら
ざ
る
事
な
れ
ば
、
う
ら
み
な
が
ら
も
月
日
を
ぞ
お
く
り
け

る
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
真
名
本
の
よ
う
に
養
育
す
る
こ
と
で
慰
め
ら
れ
る

と
い
っ
た
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。

十
郎
と
五
郎
が
敵
討
後
に
亡
く
な
っ
た
と
の
報
告
を
受
け
た
母
が
半
死
半
生

の
状
態
と
な
る
場
面
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
母

親
の
受
け
た
衝
撃
は
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
祐
信
と
の

間
に
生
ま
れ
た
幼
い
子
供
達
の
存
在
が
、
ま
た
し
て
も
彼
女
の
再
生
に
一
役

買
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。「
曾
我
殿
の

少
キ

人
に々
は

、
今
若
・
鶴
若
・
有

若
と
て

在
モ二

三
人
一
、
取
二

付
ツ
ゝ

母
の

袂
に一

、
鶵ヒ
ナ

若ヤ
カ
な
る

聲
共
に
て

、
何イ

か
に
ヨ

母
御
前
、
我

等
を
は

預
下
ソ
と

レ

誰
に

泣
合
ケ
レ
は

、
亦
タ

起
＿
擧
ツ
ゝ

、
取
て二

少
キ

者
共
の

手
を一

焦
下
モ

哀
な
り

」
と
、

起
き
上
が
っ
て
子
供
達
の
手
を
取
る
母
親
の
姿
が
印
象
的
な
場
面
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
箱
根
で
曽
我
兄
弟
の
法
要
を
行
っ
て
か
ら
曽
我
の
里
へ
帰
っ
て

き
た
母
の
様
子
は
、「
奉
下
ケ
レ
ハ

レ

見
二

少
キ

子
共
を
モ

一

、
心
は

少
シ

取
＿

延
下
ヌ

」
と
、
幼

い
子
供
達
に
接
し
て
少
し
気
を
紛
ら
す
こ
と
が
で
き
た
と
叙
述
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
子
育
て
に
よ
っ
て
自
己
を
再
び
甦
ら
せ
る
力
を
得
て
い
く
母
の
像
は
、

真
名
本
に
お
い
て
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
。

自
分
の
生
存
中
に
四
人
の
息
子
達
（
十
郎
、
五
郎
、
御
坊
、
京
の
小
次
郎
）

を
次
々
と
失
っ
て
し
ま
っ
た
母
は
、
そ
の
悲
し
み
を
虎
御
前
に
向
か
っ
て
述
懐

す
る
。
母
は
、
御
坊
と
京
の
小
次
郎
は
幼
い
頃
か
ら
身
に
添
え
て
養
っ
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
十
郎
と
五
郎
に
関
し
て
は
、

「
自
二

血
の＿

内
副
てレ

身
に

、
有
シ
か
と
も

二

乳
＿

母
ナ
ン
と

一

、
夜
モ

晝
モ

不
シ
て
レ

放
タレ

身
を

成ソ
タ

＿

長テ
た
り

」

と
い
う
こ
と
で
一
層
の
悲
し
み
が
募
る
の
だ
と
語
る
。
曽
我
兄
弟
の
母
に
と
っ

て
は
、
単
に
生
ん
だ
と
い
う
事
実
の
み
な
ら
ず
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
身
に
添
え

て
育
ん
で
き
た
と
い
う
過
程
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る

）
（
（

。

様
々
な
出
来
事
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
彼
女
が
生
き
延
び
て
こ
ら
れ
た
の
は
、

幼
い
子
供
を
養
育
す
る
と
い
う
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま

た
そ
う
し
た
役
割
は
周
囲
か
ら
要
請
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼

女
が
夫
の
河
津
三
郎
の
死
後
に
出
家
し
よ
う
と
し
た
時
に
伊
東
祐
親
に
よ
っ
て

「
少
者
共
」（
こ
こ
で
は
十
郎
と
五
郎
の
こ
と
）
を
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
と

止
め
ら
れ
た
り
、
十
郎
と
五
郎
の
首
が
曽
我
の
里
に
届
け
ら
れ
た
時
に
髪
を
切

ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
曽
我
祐
信
に
よ
っ
て
「
少
キ

者
共
」（
祐
信
と
の
子
供
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達
）
を
誰
に
託
そ
う
と
お
思
い
な
の
か
と
説
得
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
知
ら
れ
る
。
彼
ら
の
発
言
は
、
彼
女
に
母
性
の
自
覚
を
促
し
、
子
供
達
の

養
育
に
対
す
る
責
務
が
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
よ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
あ

る
。真

名
本
に
お
け
る
曽
我
祐
信
に
つ
い
て
は
、
坂
井
孝
一
氏
に
よ
っ
て
「『
曽

我
の
母
』
と
同
質
化
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
河
津
祐
通
と
の
対
比
に

よ
っ
て
絶
え
ず
そ
の
印
象
を
弱
め
ら
れ
て
し
ま
う
存
在
」
で
あ
っ
て
、
そ
う
し

た
祐
信
像
は
「
現
実
の
社
会
で
祐
信
が
果
た
し
て
い
た
役
割
や
行
為
が
『
曽
我

の
母
』
と
い
う
人
物
像
の
中
に
吸
収
・
解
消
さ
れ
、『
曽
我
の
母
』
が
祐
信
の

代
弁
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
造
型
さ
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
こ
よ
う
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る

）
（
（

。
曽
我
の
母
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

そ
の
陰
に
祐
信
の
存
在
も
あ
る
こ
と
も
同
時
に
受
け
止
め
て
い
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

祐
経
を
討
ち
果
た
し
た
後
に
名
の
り
を
挙
げ
て
も
誰
も
攻
め
寄
せ
な
か
っ
た

と
い
う
状
況
で
、
十
郎
が
こ
の
場
を
逃
れ
て
今
一
度
母
に
会
っ
て
か
ら
自
害
し

よ
う
と
提
案
す
る
も
の
の
五
郎
に
拒
否
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
際
に
五
郎

が
挙
げ
た
理
由
の
う
ち
に
、
今
さ
ら
戻
る
な
ど
と
い
う
の
は
母
を
は
じ
め
と
し

た
人
々
、
と
り
わ
け
幼
少
竹
馬
の
頃
よ
り
育
て
て
く
れ
た
継
父
の
祐
信
に
迷
惑

が
か
か
る
と
い
っ
た
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
特
に
表
立
っ
て
出

て
く
る
こ
と
は
な
い
が
地
道
に
彼
ら
を
支
え
続
け
て
い
た
祐
信
の
包
容
力
と
い

う
も
の
が
垣
間
見
え
る
。

目
立
た
ぬ
存
在
の
祐
信
を
支
え
と
し
て
、
子
供
達
を
育
む
こ
と
で
癒
さ
れ
て

い
く
母
の
姿
は
、
養
育
や
回
復
、
再
生
の
地
と
し
て
の
曽
我
を
印
象
づ
け
る
効

果
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

二

東
海
道
の
繁
栄

頼
朝
が
鎌
倉
を
本
拠
と
し
て
新
た
な
政
権
を
樹
立
し
た
こ
の
時
期
に
は
、
交

通
や
流
通
面
に
お
い
て
も
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
京
都

を
中
心
と
し
た
交
通
網
で
あ
っ
た
も
の
が
、「
京
都
と
鎌
倉
の
二
元
的
な
交
通

へ
、
す
な
わ
ち
東
海
道
を
機
軸
と
し
た
交
通
へ
と
変
わ
っ
て
い
く

）
6
（

」
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
上
洛
す
る
使
者
の
た
め
に
伊
豆
・
駿
河
か
ら
近
江
国
に
至
る
ま
で
、

権
門
の
荘
園
で
あ
る
か
な
ど
に
関
わ
ら
ず
、
馬
を
使
わ
せ
た
り
食
糧
を
差
配
し

た
り
す
る
よ
う
に
と
い
っ
た
駅
路
の
法
も
、
頼
朝
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る

）
（
（

。

曽
我
兄
弟
が
頼
朝
の
側
近
で
あ
る
祐
経
を
敵
と
し
て
狙
っ
て
い
た
時
代
状
況
と

し
て
、
こ
う
し
た
東
海
道
の
往
来
の
増
加
や
宿
駅
の
整
備
と
い
う
動
き
が
あ
っ

た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

ま
た
新
城
常
三
氏
は
東
海
道
が
鎌
倉
と
京
都
を
結
ぶ
街
道
と
な
っ
た
こ
と
を

受
け
て
、
鎌
倉
に
近
い
相
模
の
東
海
道
が
大
幅
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

氏
は
「
鎌
倉
に
幕
府
の
成
立
す
る
に
伴
い
、
東
海
道
は
現
在
の
海
岸
沿
い
と
な

り
、
大
磯
・
茅
ケ
崎
・
藤
沢
を
へ
て
鎌
倉
に
通
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
説
明

す
る

）
8
（

。
鎌
倉
時
代
に
は
海
岸
沿
い
の
東
海
道
の
利
便
性
が
注
目
を
集
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
時
代
背
景
に
影
響
を
受
け
て
か
、
真
名
本
は
宿
駅
の
一
つ
一
つ
を

細
か
く
記
す
。
母
か
ら
結
婚
せ
よ
と
説
得
さ
れ
、
さ
ら
に
五
郎
に
よ
っ
て
遊
女

な
ら
ば
罪
科
も
及
ば
ず
情
報
も
入
手
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
と
勧
め
ら
れ
た
の
を

受
け
て
、
十
郎
は
数
々
の
宿
を
訪
れ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
の
が
、
小
田
原
、
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佐
河
（
酒
匂
）、
古
宇
津
（
国
府
津
）、
渋
美
、
小
磯
、
大
磯
、
平
塚
、
三
浦
、

鎌
倉
と
い
っ
た
海
岸
沿
い
の
宿
で
あ
る
。
宿
を
渡
り
歩
い
た
十
郎
は
、
人
々
や

情
報
の
行
き
交
う
大
磯
で
虎
御
前
と
出
会
う
。
工
藤
祐
経
が
鎌
倉
へ
向
か
う
た

め
大
磯
を
出
立
し
た
と
い
う
情
報
を
曽
我
兄
弟
が
得
た
の
も
、
こ
こ
で
の
和
田

義
盛
の
酒
宴
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
有
用
な
情
報
を
入
手
し
て
東
海
道
上
で
祐

経
を
狙
う
機
会
が
あ
り
な
が
ら
も
、
曽
我
兄
弟
は
そ
れ
を
生
か
し
切
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
頼
朝
が
影
響
力
を
持
っ
た
「
道
」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
す

と
、
鎌
倉
幕
府
と
い
う
体
制
側
か
ら
す
れ
ば
異
分
子
だ
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
う

存
在
の
曽
我
兄
弟
の
違
和
感
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
往
来

の
激
し
い
こ
の
道
は
、
異
質
で
な
じ
ま
ぬ
空
間
で
あ
り
、
常
に
目
立
た
ぬ
よ
う

に
身
を
隠
し
な
が
ら
行
動
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
緊
張
感
に
満
ち
た
場
で

あ
っ
た
。

頼
朝
が
北
関
東
の
狩
場
を
巡
る
場
面
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
曽
我
兄
弟
が
追
う
頼
朝
一
行
の
様
子
は
、「
用
心
禁
シ
て

奉
は三

守
二

護
君
を一

无
ケ
レ
二

少
の

隙
コ
ソ
一

」
と
記
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
表
現
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ

と
で
、
権
力
者
と
し
て
君
臨
す
る
頼
朝
に
対
し
て
、
非
力
で
卑
小
な
曽
我
兄
弟

の
姿
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
重
な
管
理
の
も
と
に
あ
る
狩
場
に

関
し
て
会
田
実
氏
は
、
工
藤
祐
経
が
伊
東
祐
親
の
暗
殺
を
企
て
た
頃
の
情
勢
と

は
異
な
っ
て
、「
頼
朝
を
頂
点
と
す
る
統
率
が
そ
こ
に
は
あ
り
、
す
で
に
ア

ナ
ー
キ
ー
な
状
況
は
皆
無
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

）
9
（

。

海
岸
沿
い
の
東
海
道
の
宿
名
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
こ

れ
ら
の
名
は
目
新
し
さ
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
虎

御
前
が
生
ま
れ
た
「
平
塚
」
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
北
条
政
子
の
安
産
祈
願
を

行
っ
た
相
模
国
の
寺
社
に
「
範
隆
寺
平
塚

」「
黒
部
宮
平
塚

」
と
あ
る
の
を
初
見
と

す
る

）
（（
（

。
ま
た
「
よ
ろ
き
」「
こ
ゆ
る
ぎ
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た

大
磯
地
域
周
辺
は
、「
大
磯
」
と
し
て
も
そ
の
名
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
富
士
野
で
巻
狩
が
行
わ
れ
る
と
の
情
報
を
得
て
三
浦
か
ら
西
へ
と
曽
我

兄
弟
が
移
動
す
る
際
に
は
、「
和
賀
江
の

小
坪
」
か
ら
始
ま
っ
て
片
瀬
河
や
相

模
河
、
平
塚
宿
な
ど
を
過
ぎ
て
「
金
屋
河
の

大
橋
」
を
越
え
、
虎
の
い
る
「
大

礒
宿
」
に
十
郎
が
入
り
、
五
郎
は
そ
の
先
の
「
小
礒
・
澁
美
・
古
宇
津
の

宿
・

佐
河
濱
」
を
過
ぎ
て
早
河
の
伯
母
（
土
肥
遠
平
の
妻
で
祐
親
の
娘
）
の
も
と
へ

と
行
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
地
名
が
詳
細
に
書
き
留
め
ら
れ
る
。
曽
我
兄
弟
の

動
き
に
従
っ
て
海
岸
沿
い
の
地
名
を
丁
寧
に
確
認
し
つ
つ
進
ん
で
い
る
か
の
よ

う
な
印
象
を
与
え
る
。

こ
の
場
面
で
東
海
道
の
流
れ
か
ら
少
し
逸
れ
た
場
所
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、

五
郎
が
見
渡
す
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
の
が
、
曽
我
で
あ
る
。
交
通
や
流
通
の
盛

ん
な
〈
公
〉
的
な
道
に
は
直
接
関
与
し
な
い
と
い
っ
た
点
で
、
曽
我
は
疎
外
さ

れ
た
地
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
曽
我
兄
弟
に
と
っ
て
は
、

守
ら
れ
た
空
間
に
も
な
り
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
曽
我
で
虎
と
最
後
の
時
を
過
ご
し
た
十
郎
は
、
帰
り
道
に
は
中

村
通
を
行
く
よ
う
に
と
助
言
す
る
こ
と
に
な
る
。「
大
道
」
を
利
用
す
る
こ
と

で
人
に
見
つ
か
る
こ
と
を
怖
れ
た
の
で
あ
る
。
往
来
の
人
々
に
行
き
合
う
こ
と

は
見
知
っ
た
人
に
と
っ
て
も
自
分
に
と
っ
て
も
「
恥
」
で
あ
る
と
十
郎
は
考
え

て
い
た
。
こ
こ
で
十
郎
が
勧
め
た
中
村
通
と
は
目
的
地
に
向
か
う
各
種
の
道
を

呼
ん
だ
も
の
で
、「
大
道
」
と
呼
ば
れ
る
「
東
海
道
を
含
め
鎌
倉
を
中
心
に
放

射
状
に
の
び
る
幹
線
道
」
は
、「
公
共
的
機
能
の
も
つ
意
味
を
体
現
し
た
道
へ
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の
通
称
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。「
大
道
」
の
利
用
は
「
恥
」
を
生

じ
さ
せ
る
元
凶
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
十
郎
は
公
共
性
の
低
い
道
を
使
用
す
る
よ

う
に
と
大
磯
に
戻
る
虎
に
勧
め
た
の
で
あ
る
。

富
士
の
裾
野
へ
向
か
う
際
に
湯
坂
峠
か
ら
振
り
返
り
、
古
里
（
曽
我
）
や
新

里
（
大
磯
）
を
眺
め
て
物
思
い
を
す
る
十
郎
に
向
か
っ
て
、
五
郎
は
京
都
と
鎌

倉
を
往
還
す
る
人
々
に
見
ら
れ
る
の
も
恥
ず
か
し
い
と
説
く
。
ま
た
後
に
下
人

達
に
よ
っ
て
、
命
が
惜
し
く
て
お
泣
き
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
な
ど
と

語
ら
れ
て
し
ま
う
の
も
恥
で
あ
る
と
し
て
十
郎
を
諫
め
た
。
他
人
に
見
咎
め
ら

れ
る
こ
と
を
「
恥
」
と
し
て
危
惧
す
る
二
人
の
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
人
目
に
つ
く
こ
と
を
怖
れ
る
曽
我
兄
弟
に
と
っ
て
、
鎌
倉
政
権

の
強
力
な
影
響
下
に
あ
る
街
道
を
歩
く
こ
と
は
、
憚
ら
れ
る
べ
き
危
険
な
行
為

で
あ
っ
た
。

三

虎
の
拠
っ
た
地

利
用
者
の
多
い
海
岸
沿
い
の
東
海
道
か
ら
曽
我
が
外
れ
た
地
点
に
あ
る
と
先

述
し
た
が
、
源
頼
朝
が
挙
兵
し
た
当
時
の
曽
我
祐
信
の
立
場
も
ま
た
微
妙
な
も

の
で
あ
っ
た
。
当
初
は
反
頼
朝
側
に
つ
い
て
い
た
祐
信
で
あ
っ
た
が
、
後
に
頼

朝
に
投
降
す
る
こ
と
に
な
る
。
安
田
元
久
氏
は
、「
曽
我
・
糟
谷
・
毛
利
は
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
た
新
興
の
小
武
士
団
で
、
源
家
と
の
伝
統
的
関
係
は
稀
薄
で
、

頼
朝
か
ら
誘
引
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る

）
（（
（

。

頼
朝
挙
兵
時
に
主
力
と
な
っ
た
の
は
三
浦
や
中
村
と
い
っ
た
相
模
の
有
力
武
士

団
で
あ
り
、
両
氏
は
頼
朝
に
よ
る
政
権
確
立
後
も
引
き
続
き
相
模
に
お
い
て
影

響
力
を
持
っ
て
い
た

）
（（
（

。

な
か
で
も
三
浦
氏
に
つ
い
て
は
、
湯
山
学
氏
に
よ
っ
て
「
古
代
末
期
か
ら
三

浦
半
島
と
相
模
中
部
の
枢
要
部
に
一
族
が
繁
延
し
え
た
こ
と
は
、
三
浦
郡
司
で

あ
る
と
と
も
に
、
相
模
介
と
し
て
、
相
模
の
国
衙
機
能
を
現
地
に
あ
っ
て
行
使

し
え
た
こ
と
に
よ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
お
り
、
氏
の
研
究
か
ら
三
浦
一
族
の
者
が

「
平
塚
」
氏
を
名
の
っ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る

）
（（
（

。
平
塚
は
虎
御
前
が
生
ま
れ

て
幼
少
期
を
過
ご
し
た
地
で
あ
り
、
虎
が
養
女
と
し
て
引
き
取
ら
れ
た
先
の
大

磯
と
共
に
三
浦
氏
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い

）
（（
（

。

三
浦
氏
が
相
模
国
に
お
い
て
権
力
を
持
っ
て
い
た
事
例
と
し
て
は
、
義
澄
の

子
で
あ
る
義
村
が
、
祖
父
の
義
明
以
来
相
模
国
の
雑
事
に
関
わ
り
、
頼
朝
の
時

に
義
澄
が
検
断
を
行
う
よ
う
に
と
承
っ
た
の
だ
と
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事

）
（（
（

が

挙
げ
ら
れ
る
。
交
通
や
流
通
面
に
お
い
て
の
関
与
も
、
三
浦
義
澄
が
差
配
し
て

二
所
参
詣
の
た
め
に
相
模
河
に
浮
橋
を
か
け
た
り

）
（（
（

、
大
磯
に
到
着
し
た
藤
原
泰

衡
に
よ
る
朝
廷
へ
の
献
上
品
を
抑
留
す
べ
き
か
と
頼
朝
に
指
示
を
仰
い
だ
り
し

た
と
い
う
記
事

）
（（
（

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
義
村
は
稲
毛
重
成
が
架
け
た

相
模
川
の
橋
が
傷
ん
で
い
る
こ
と
を
言
上
し
て
、
実
朝
か
ら
修
理
し
て
再
興
す

る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
て
い
る

）
（（
（

。
義
澄
は
曽
我
兄
弟
の
伯
父
で
あ
り
、
義
村
は

い
と
こ
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
は
、
な
ぜ
反
体
制
側
と
目
さ
れ
る
立
場
に
あ
る
十
郎
が
、

交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
人
々
の
往
来
が
多
い
大
磯
の
虎
御
前
の
も
と
へ
と
通
い

得
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
解
決
の
一
端
を
示
し
て
く
れ
よ
う
。
曽
我
兄

弟
の
父
方
や
母
方
の
広
範
な
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
も
殊
に
三
浦
氏
の

庇
護
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
兄
弟
は
東
海
道
へ
と
姿
を
現
す
こ
と
が
出
来
た
と

考
え
ら
れ
る
。
大
磯
の
宿
で
情
報
を
得
た
曽
我
兄
弟
が
、
鎌
倉
に
向
か
う
祐
経
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を
追
う
も
討
ち
そ
び
れ
て
三
浦
へ
と
そ
の
ま
ま
入
っ
た
と
い
う
描
写
も
そ
れ
を

裏
付
け
る
。
那
須
野
で
の
狩
を
終
え
た
頼
朝
が
鎌
倉
に
戻
っ
た
際
に
も
、
後
を

追
っ
て
い
た
曽
我
兄
弟
は
三
浦
の
伯
母
（
義
澄
の
妻
）
の
館
へ
帰
っ
た
と
あ
る

よ
う
に
、
彼
ら
に
と
っ
て
三
浦
は
重
要
な
拠
点
と
し
て
描
か
れ
る
。
親
身
に

な
っ
て
接
し
て
く
れ
る
三
浦
の
伯
母
に
曽
我
兄
弟
も
信
頼
を
寄
せ
て
お
り
、
こ

の
地
で
得
た
富
士
野
の
狩
の
開
催
に
関
す
る
情
報
が
十
郎
と
五
郎
に
決
意
を
固

め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
存
在
感
を
増
し
た
交
通
路
や
宿
駅
に
対
す
る
細

や
か
な
視
点
が
真
名
本
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
た
。
こ
う
し
た
道

や
土
地
に
対
す
る
真
名
本
の
意
識
の
高
さ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
虎
御
前
の

拠
っ
た
場
所
も
意
図
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
想
定
で
き
よ
う
。
流
動
性
を

孕
む
大
磯
宿
の
遊
女
で
あ
っ
た
虎
御
前
が
、
箱
根
山
で
出
家
し
て
「
禅
修
比
丘

尼
」
と
な
り
、
巡
礼
の
際
に
は
十
郎
の
「
婦
妻
」
と
名
の
る
よ
う
に
な
る

）
（（
（

。
自

己
卑
下
し
て
い
た
遊
女
と
い
う
不
安
定
な
境
遇
か
ら
、
十
郎
と
の
出
会
い
を
通

し
て
妻
と
な
り
、
や
が
て
信
望
を
集
め
る
者
へ
と
、
虎
は
変
容
し
な
が
ら
徐
々

に
安
定
し
て
い
く
存
在
と
し
て
造
型
さ
れ
る
。
虎
の
置
か
れ
た
状
況
や
役
割
に

応
じ
て
、
そ
の
居
所
も
移
行
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
最
終
的
に
虎
が
落
ち
着
く
地
が
曽
我
で
あ
る
。
こ
の
地
は
、
曽
我

の
母
の
悲
し
み
に
対
し
て
深
い
同
情
を
寄
せ
た
頼
朝
が
、「
自
今
以
後
於
て
は
二

曾

我
の

荘
の

年
貢
辨
濟
に一

、
二
人
の

者
共
か

爲
に二

孝
養
の一

取
レ

す
る
な
里

母
に

」
と
決
定
し
、

ま
た
曽
我
兄
弟
の
死
後
三
年
目
の
法
要
の
際
に
は
、「
名
て二

念
佛
田
と一

、
土
橋
・

中
村
の

兩
郷
に
は

公
田
有
け
る
二

百
六
十
町
一
處
を

有
け
里
二

御
寄
進
一
」
と
い
う
経
緯
の
あ
っ

た
場
で
あ
る
。
頼
朝
が
曽
我
の
御
霊
祭
祀
に
関
与
す
る
こ
と
で
王
権
の
安
泰
を

図
ろ
う
と
し
た
と
い
う
考
察
も
従
来
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
（（
（

が
、
虎
の
拠
る

曽
我
が
頼
朝
権
力
の
傘
下
に
全
面
的
に
組
み
込
ま
れ
た
と
は
や
は
り
言
い
切
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
。
高
木
信
氏
は
女
性
達
が
行
っ
た
巡
礼
の
検
討
を
通
し
て
、

虎
が
巡
礼
に
お
い
て
絶
対
的
な
敵
対
者
と
は
出
会
わ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
虎
た

ち
の
親
密
圏
と
頼
朝
を
中
心
と
す
る
象
徴
秩
序
を
維
持
す
る
者
た
ち
の
想
像
の

共
同
体
は
す
れ
ち
が
っ
て
お
り
、
虎
は
「
男
性
中
心
主
義
的
な
象
徴
秩
序
に
は

絡
め
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る

）
（（
（

。

虎
御
前
に
帰
依
し
た
と
し
て
、
三
浦
や
鎌
倉
、
曽
我
の
一
門
、
本
間
・
渋

谷
・
海
老
名
・
二
宮
・
松
田
・
河
村
・
土
谷
（
土
屋
）・
土
肥
・
岡
崎
・
渋

美
・
早
河
と
い
っ
た
人
々
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
曽
我
の
地
が
〈
公
〉
の
道
が

象
徴
す
る
政
治
的
な
世
界
か
ら
は
少
し
離
れ
た
場
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
求
心
力
を
発
揮
し
得
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
救
済
す
る
者
と
し
て
の
虎
の
姿
は
、
東
海
道
上
の
往
来
盛
ん
な
大
磯
で
は

な
く
、
そ
の
流
れ
か
ら
は
外
れ
た
形
で
存
す
る
曽
我
で
こ
そ
説
得
力
を
持
ち
得

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
終
盤
に
は
、
曽
我
兄
弟
の
母
や
曽
我
祐
信
、
虎
御

前
の
母
、
曽
我
兄
弟
の
従
者
で
あ
る
丹
三
郎
や
鬼
王
丸
の
往
生
に
続
い
て
虎
御

前
の
往
生
の
場
面
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
は
十
二
人
の
尼
公
達
も
往
生
を
遂
げ
た

と
記
さ
れ
る
。
虎
が
曽
我
に
籠
っ
た
縁
に
よ
っ
て
、
新
た
に
「
往
生
」
を
可
能

と
す
る
場
で
あ
る
と
い
う
要
素
が
こ
の
地
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四

曽
我
兄
弟
の
庭

十
郎
と
五
郎
の
心
を
曽
我
の
地
に
強
く
引
き
留
め
る
も
の
と
し
て
特
筆
さ
れ

る
の
が
、
庭
と
い
う
空
間
で
あ
る

）
（（
（

。
曽
我
兄
弟
の
鎮
魂
供
養
が
効
果
的
に
な
さ
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れ
る
た
め
に
は
、
彼
ら
が
心
を
残
し
、
か
つ
葬
ら
れ
た
場
で
行
わ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
理
由
に
加
え
て
、
虎
御
前
が
曽
我
を
本
拠
と

し
た
の
は
彼
ら
の
庭
を
継
承
す
る
者
と
し
て
物
語
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
た

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

富
士
野
へ
と
敵
討
に
向
か
う
前
、
曽
我
で
虎
と
過
ご
し
て
山
彦
山
の
峠
で
別

れ
た
十
郎
は
、
曽
我
に
帰
り
着
い
て
涙
を
流
す
。
悲
し
み
に
暮
れ
る
十
郎
に
対

し
て
、
五
郎
は
住
み
馴
れ
た
栖
を
見
る
の
も
こ
れ
が
最
後
だ
と
言
う
。
二
人
で

庭
を
見
廻
っ
て
長
年
育
て
て
き
た
「
千
草
の

華
」（「
千
草
」
は
「
千
種
」、「
華
」

は
「
花
」
と
も
表
記
さ
れ
る
）
を
共
に
眺
め
、
草
木
が
芽
を
出
し
て
い
る
の
を

見
て
は
哀
れ
む
。
十
郎
に
よ
る
「
我
等
年
來
日
來
手
觸
レ

馴
染
シ

名
殘
ナ
レ
は

、
何（

ナ
）

と
か

思
は
む
に

二

永（
キ
）

別
と
は

一

、
差
賀
に

人
ナ
ラ
は

可
にレ

云
レ

哀
な
る
と
も

、
不
ら
む

レ

見
へ二

其
の

色
の
ミ

一

、

无
レ

情コ
コ
ロ

草
木｟
ナ
｠レ
と
も

其
折
節
に
ナ
レ
は

申
ケ
レ
は

二

心
の

留
ル
ソ

耶
と一

」
と
の
発
言
を
受
け
て
、

五
郎
は
「
草
木
无
と
は
レ

情コ
コ
ロ

誰
か
は

可
レ

申
す

」
と
し
て
、
釈
迦
如
来
の
涅
槃
の
時
に

諸
木
が
憂
い
の
色
を
示
し
た
話
や
、
菅
原
道
真
の
梅
と
桜
の
木
の
話
を
語
る
。

道
真
が
大
宰
府
に
流
さ
れ
る
時
に
庭
の
梅
と
桜
に
別
れ
の
歌
を
詠
み
か
け
た
と

こ
ろ
、
梅
は
後
を
追
い
、
桜
は
別
の
人
が
移
っ
て
き
て
一
日
の
う
ち
に
枯
れ
て

倒
れ
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
そ
う
し
て
五
郎
は
ま
た
、
草
木
も
色
に
こ
そ
見

え
ぬ
が
嘆
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
に
、
凡
夫
ゆ
え
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
語
る
。
庭
の
草
木
に
寄
せ
る
曽
我
兄
弟
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

尾
河
三
郎
に
よ
っ
て
曽
我
へ
と
運
ば
れ
た
十
郎
と
五
郎
の
首
は
、「
子
共
か

殖（
へ
）置
て

常
に

愛（
シ
）け
る

」「
千
種
華
苑
の

山
」
に
お
い
て
火
葬
に
付
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
兄
弟
の
百
箇
日
の
法
要
を
箱
根
で
行
う
と
聞
い
た
虎
が

曽
我
の
里
を
訪
れ
た
時
に
十
郎
の
住
ま
い
に
案
内
さ
れ
て
見
た
の
も
、
庭
の

「
千
草
の

華
」
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
箱
根
で
出
家
し
た
虎
御
前
が
、
一
周
忌
の
仏
事
の
た
め
に
五
月
十

八
日
に
曽
我
の
里
に
入
っ
て
十
郎
の
館
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
際
に
も
千
種
の
華

を
見
渡
す
場
面
が
描
か
れ
る
。
虎
は
、
そ
の
千
種
の
華
を
見
て
十
郎
を
思
い
出

し
、
涙
を
流
す
。
そ
し
て
五
月
二
十
八
日
に
は
、
十
郎
を
想
っ
て
「
見
ル
カ
ラ

ニ
千
種
ノ
花
ノ
ツ
ラ
キ
カ
ナ
別
レ
サ
リ
セ
ハ
ナ
ケ
カ
サ
ラ
マ
シ
」
と
い
う
歌
を

詠
む
。
こ
の
よ
う
に
千
種
の
華
の
あ
る
庭
と
十
郎
と
の
密
接
な
連
繋
の
う
ち
に

虎
御
前
が
絡
め
取
ら
れ
て
い
く
過
程
が
語
ら
れ
る
。

虎
の
死
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
は
、「
或（
ル
）

晩
（
ク
レ
ツ
カ
タ
）

傾
に

立
二

出
て

御
堂
の

大
門
に一

、

思（
ヒ
）

二

連｟
ケ
｠て

昔
の

事
共
を一

流
すレ

涙
を

折
節（
シ
）、

庭
の

櫻
の

本（
ト
）

立（
チ
）

斜
（
ナ
ノ
メ
）に

小
＿

枝（
カ
）

下（
サ
カ
リ
）た
る
を

見
二

成
て

十
郎
か

躰
と一

、
走（
リ
）

寄
、
欲｟
ス
レ
｠と
も

二

取
付
か
む
と

一

、
只
徒
の

木
の

枝
ナ
レ
は

倒
に
け
里

二

低
（
ウ
ツ
フ
）様
に一

」
と
あ
り
、
こ
の
時
か
ら
病
づ
い
て
後
に
大
往
生
を
遂

げ
た
と
記
さ
れ
る
。

虎
御
前
が
桜
の
木
に
十
郎
が
現
じ
た
と
見
做
し
た
と
す
る
こ
の
場
面
に
つ
い

て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
夙
に
研
究
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
（（
（

。
こ
こ
で
は
、
こ
の

庭
で
虎
が
見
た
十
郎
の
姿
は
十
郎
や
虎
御
前
の
想
い
を
汲
ん
だ
桜
の
木
が
見
せ

た
幻
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
察
し
た
い
。
こ
れ
を
草
木
（
木
草
）
感
応

譚
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
富
士
野
へ
と
出
発
す
る
前
に
五
郎
が
語
っ
た
草
木
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
応
す
る
こ
と
に
気
付
く
。
十
郎
に
よ
る
庭
と
虎
御
前
に
対
す

る
執
心
や
、
虎
御
前
が
十
郎
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
庭
を
眺
め
た
と
い
う

状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
心
あ
る
桜
の
木
が
十
郎
の
姿
を
虎
御
前
に
見
せ
た
と
い

う
解
釈
が
可
能
に
な
る
。

こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
『
今
物
語
』
第
二
六
話
「
小
式
部
の
夢
」
が
挙
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げ
ら
れ
よ
う
。
大
二
条
殿
（
藤
原
教
通
）
の
訪
れ
が
途
絶
え
て
い
た
あ
る
夕
暮

れ
に
、
小
式
部
が
恋
し
く
物
思
い
に
耽
っ
て
外
を
眺
め
て
い
る
と
大
二
条
殿
が

訪
れ
る
。
小
式
部
は
明
け
方
の
夢
に
殿
の
直
衣
の
袖
に
糸
の
つ
い
た
針
を
刺
し

た
と
こ
ろ
で
目
が
覚
め
た
。
朝
、
ま
た
物
思
い
に
耽
り
な
が
ら
外
を
眺
め
る
と
、

前
に
あ
る
桜
の
木
に
糸
が
下
が
っ
て
い
る
の
で
不
思
議
に
思
っ
て
見
て
み
る
と

夢
の
中
で
殿
の
直
衣
の
袖
に
刺
し
た
針
で
あ
っ
た
。

こ
の
話
の
末
尾
に
は
、「
あ
な
が
ち
に
物
を
思
ふ
折
り
に
は
、
木
草
な
れ
ど

も
、
か
や
う
な
る
事
の
侍
る
に
や
。
そ
の
夜
、
御
渡
り
あ
る
事
、
ま
こ
と
に
は

な
か
り
け
り
」
と
記
さ
れ
る
。『
今
物
語
』）

（（
（

の
解
説
に
は
、「
こ
の
話
の
場
合
は

神
仏
で
は
な
く
『
木
草
』
の
感
応
で
あ
り
、
誰
も
が
三
輪
山
伝
承
を
思
い
出
す

語
り
口
と
あ
い
ま
っ
て
古
朴
さ
を
特
徴
と
す
る
」
一
方
で
、「
王
朝
女
流
文
学

の
キ
ー
ワ
ー
ド
『
端
』『
な
が
め
』『
夢
』
な
ど
が
折
り
込
ま
れ
て
お
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
素
が
微
妙
に
配
合
さ
れ
て
相
乗
効
果
を
挙
げ
て
い
よ
う
」
と
説
明
さ

れ
る
。
虎
御
前
も
ま
た
夕
方
に
御
堂
の
大
門
に
出
て
、
十
郎
と
の
こ
と
を
思
い

出
し
な
が
ら
涙
を
流
し
て
い
た
折
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る

）
（（
（

。
人

を
恋
い
慕
う
思
い
が
強
い
時
に
は
、
木
や
草
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
感
応
し
て
心

を
示
す
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
木
に
主

体
性
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
関
連
性
が
あ
る
と
し
て
想
起
さ
れ
る

の
は
、
先
ほ
ど
の
道
真
に
関
す
る
飛
び
梅
伝
承
で
あ
る
。『
十
訓
抄
』（
六
ノ
十

七
）
や
『
古
今
著
聞
集
』（
六
七
一
話
）
に
は
、「
東
風
吹
か
ば
」
の
歌
を
詠
ん

で
筑
紫
に
移
っ
た
道
真
の
も
と
へ
梅
の
木
が
飛
来
し
、
そ
の
梅
に
向
か
っ
て
歌

を
詠
み
か
け
た
と
こ
ろ
返
事
を
し
た
と
い
う
話
が
伝
わ
る
。

歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
た
木
が
そ
れ
に
応
じ
る
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
は
、
虎

御
前
が
駿
河
国
小
林
郷
の
森
の
社
を
訪
れ
た
場
面
に
も
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。

虎
は
、
十
郎
と
五
郎
が
御
霊
神
と
な
り
富
士
浅
間
大
菩
薩
の
客
人
宮
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
七
日
七
夜
不
断
念
仏
を
す
る
。
虎
が
社
を
出
る
際

に
歌
を
詠
ん
だ
と
こ
ろ
、
大
木
の
梢
か
ら
十
郎
の
よ
う
な
声
で
歌
が
詠
み
か
け

ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
虎
御
前
の
強
い
想
い
に
応
え
た
樹
木
を
通
じ
た

現
象
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
草
木
に
よ
っ
て
示

さ
れ
た
意
を
汲
め
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
感
じ
取
る
能
力
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
五
郎
は
「
草
木
共
モ

不
す
と
も

レ

見
へレ

色
に
コ
ソ

爲
す
ら
む

レ

歎
ヤ

、

我
等
は

凡
夫
ナ
レ
は

不
す
と

レ

知
レ

其
モ

」
と
発
言
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
樹
木
に
よ
る
働
き
か
け
を
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
た
虎
御
前
の
優
れ
た
特
質
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
曽
我
の
庭
の

草
木
に
焦
点
を
絞
り
込
ん
で
い
く
ま
な
ざ
し
は
、
曽
我
兄
弟
が
歩
い
た
東
海
道

や
頼
朝
に
よ
る
狩
場
巡
り
、
さ
ら
に
は
虎
御
前
の
巡
礼
な
ど
の
〈
線
〉
の
動
き

に
着
目
し
た
そ
れ
ま
で
の
視
点
と
は
対
照
的
な
、〈
点
〉
の
印
象
を
残
す
こ
と

に
成
功
す
る
。結

び
に

本
稿
で
は
、
曽
我
兄
弟
の
母
親
像
に
表
徴
さ
れ
る
よ
う
な
「
養
育
、
再
生
」

の
空
間
で
あ
っ
た
曽
我
に
、
出
家
し
て
諸
国
を
巡
礼
し
た
虎
御
前
が
関
与
し
た

こ
と
で
「
往
生
」
の
空
間
と
い
う
要
素
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

『
曽
我
物
語
』
が
曽
我
兄
弟
の
敵
討
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
曽
我
の
地
が
虎
御
前
を
迎
え
て
救
済
の
磁
場
と
な
る
過
程
を
描
い

た
物
語
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か

）
（（
（

。
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ま
た
『
曽
我
物
語
』
は
、
流
人
で
あ
っ
た
頼
朝
が
権
力
者
へ
と
上
り
つ
め
る

過
程
で
夥
し
い
数
の
犠
牲
者
を
出
し
た
こ
と
も
記
す
。
曽
我
の
地
に
多
く
の

人
々
が
参
集
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
曽
我
兄
弟
の
鎮
魂
供
養
の
み
な
ら
ず
、

そ
う
し
た
経
緯
に
よ
っ
て
痛
手
を
被
っ
た
人
々
を
癒
す
役
割
も
担
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
確
か
に
頼
朝
に
よ
る
寄
進
な
ど
の
関
与
が
あ
っ
て
こ
そ
存
在
し

得
た
場
で
は
あ
る
。
だ
が
、
公
共
性
が
強
く
て
往
来
の
激
し
い
海
岸
沿
い
の
道

か
ら
少
し
距
離
を
置
い
て
存
在
す
る
曽
我
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
安
息
の
空
間
と
し

て
人
々
に
捉
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

注
（�

真
名
本
の
引
用
は
角
川
源
義
編
『
妙
本
寺
本
曾
我
物
語
』
貴
重
古
典
籍
叢
刊
３

（
角
川
書
店

一
九
六
九
年
三
月
）
に
拠
る
。
ま
た
旧
字
体
を
新
字
体
で
表
す
な
ど
、

私
に
適
宜
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

2�

市
古
貞
次

大
島
建
彦
校
注
『
曾
我
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系

岩
波
書
店

一
九
九
二
年
十
二
月

初
版
一
九
六
六
年
一
月
）。
以
下
、
仮
名
本
の
引
用
は
こ
れ
に

拠
る
。

（�

『
真
名
本
曾
我
物
語
２
』
解
説
（
笹
川
祥
生

信
太
周

高
橋
喜
一
他
編

東
洋
文

庫

平
凡
社

一
九
九
六
年
五
月

初
版
第
一
刷
一
九
八
八
年
六
月
）

（�

曽
我
兄
弟
の
母
に
関
し
て
、
山
添
昌
子
氏
は
「
一
生
に
三
度
も
結
婚
し
、
三
人
の

夫
と
共
に
八
人
の
生
命
を
生
み
出
し
育
て
上
げ
た
と
い
う
お
お
ら
か
で
生
き
生
き
と

し
た
健
康
な
生
命
力
あ
ふ
れ
る
優
し
い
妻
の
姿
が
具
現
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
こ
こ

か
ら
「
失
っ
た
も
の
へ
の
懐
旧
・
追
慕
に
心
身
を
委
ね
る
こ
と
な
く
、
再
婚
を
重
ね

現
実
的
な
家
庭
生
活
を
妻
と
し
て
よ
み
が
え
り
な
が
ら
送
り
抜
い
て
い
っ
た
、
限
り

な
く
た
く
ま
し
い
女
性
像
が
明
ら
か
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
（「
真
字
本
『
曽
我
物

語
』
に
お
け
る
女
性
像
」『
女
性
と
文
化
』
Ⅰ

白
馬
社

一
九
七
九
年
十
一
月
）。

ま
た
会
田
実
氏
は
、
自
己
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
「
社
会
的
性
」
と
「
母
」
性

が
幾
重
に
も
裏
切
ら
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
彼
女
の
悲
劇
の
核
が
あ
る
と
指
摘
す
る

（「『
真
名
本
曽
我
物
語
』
の
母
親
像

─
そ
の
悲
し
み
の
原
質
」『
中
世
文
学
研
究
』

一
九
九
二
年
八
月
）。

（�

『
曽
我
物
語
の
史
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館

二
〇
一
四
年
十
二
月
）

6�

児
玉
幸
多
編
『
日
本
交
通
史
』（
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
一
年
五
月

第
一
刷
一
九

九
二
年
十
一
月
）

（�

『
新
訂

増
補

國
史
大
系
吾
妻
鏡
』
文
治
元
（
一
一
八
五
）
年
十
一
月
二
十
九
日
条

8�

『
鎌
倉
時
代
の
交
通
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
九
五
年
十
一
月

第
一
版
第
一
刷
一

九
六
七
年
十
二
月
）

9�

『『
曽
我
物
語
』
そ
の
表
象
と
再
生
』（
笠
間
書
院

二
〇
〇
四
年
十
一
月
）

（0�

建
久
三
（
一
一
九
二
）
年
八
月
九
日
条

（（�

神
崎
彰
利
、
福
島
金
治
編
『
鎌
倉
・
横
浜
と
東
海
道
』（
街
道
の
日
本
史
2（

吉
川

弘
文
館

二
〇
〇
二
年
十
二
月
）

（2�

「
中
世
初
期
に
お
け
る
相
模
国
武
士
団
」（
峰
岸
純
夫
編
『
三
浦
氏
の
研
究

第
二

期

関
東
武
士
研
究
叢
書
６
』
名
著
出
版

二
〇
〇
八
年
二
月
）

（（�

国
力
が
凋
弊
し
て
農
作
業
が
捗
々
し
く
な
い
こ
と
を
憐
れ
ん
だ
頼
朝
が
、
三
浦
義

澄
と
中
村
宗
平
ら
に
相
模
国
中
の
主
な
百
姓
に
米
を
与
え
る
よ
う
命
じ
た
記
事
が

『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
（
一
一
八
六
）
年
六
月
一
日
条
に
載
る
。

（（�

「
相
模
三
浦
氏
に
つ
い
て
の
考
察
」（『
三
浦
氏
の
研
究
』
所
収

前
掲
書
（2
）
に
よ

れ
ば
、
三
浦
氏
に
属
す
る
津
久
井
義
行
の
孫
義
国
の
弟
で
あ
る
為
高
は
「
平
塚
権
三

郎
」
と
い
っ
て
大
住
郡
平
塚
の
地
に
拠
っ
た
と
し
、
為
高
の
子
の
光
高
と
考
え
ら
れ

る
「
平
塚
兵
衛
尉
」
は
歴
仁
元
年
の
将
軍
頼
経
の
上
洛
に
際
し
て
三
浦
義
村
の
家
子

三
六
人
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
光
高
の
子
の
光
広
は
「
平
塚
左
衛
門

尉
」
と
い
っ
て
宝
治
合
戦
の
際
に
三
浦
泰
村
に
属
し
て
討
死
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

（（�

拙
稿
「「
ト
ラ
・
寅
・
虎
」
の
多
様
性

─
『
曽
我
物
語
』
の
虎
御
前
に
関
す
る
一

考
察

─
」（『
成
蹊
國
文
』
第
四
十
八
号

二
〇
一
四
年
三
月
）

（6�

承
元
三
（
一
二
〇
九
）
年
十
二
月
十
五
日
条

（（�
文
治
四
（
一
一
八
八
）
年
正
月
二
十
日
条

（8�
文
治
四
（
一
一
八
八
）
年
六
月
十
一
日
条

（9�

建
暦
二
（
一
二
一
二
）
年
二
月
二
十
八
日
条

20�

こ
の
点
に
関
し
て
は
会
田
実
氏
に
よ
る
、「
十
郎
の
生
前
は
世
間
的
に
は
つ
ま
る
と
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こ
ろ
遊
女
と
馴
染
客
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
出
家
を
遂
げ

「
婦
妻
」
と
名
の
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
郎
が
敵
討
ち
を
告
白
し
た
際
の
個
と
個
の
男

女
関
係
が
彼
女
の
中
で
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
虎
は
負
い
目
を
感
じ
る

立
場
か
ら
個
の
主
体
性
を
も
っ
た
女
へ
自
己
を
転
化
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
」
と

の
指
摘
が
あ
る
（
会
田
氏
前
掲
書
９
）。

2（�

曽
我
に
お
け
る
兄
弟
鎮
魂
は
頼
朝
の
意
思
に
よ
っ
て
怨
親
平
等
の
世
界
の
た
め
に

な
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
王
権
安
泰
を
期
待
す
る
と
い
っ
た
構
想
が
あ
っ
た

と
い
う
福
田
晃
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
（『
曽
我
物
語
の
成
立
』
三
弥
井
書
店

二
〇

〇
二
年
十
二
月
）。
ま
た
会
田
実
氏
は
、
頼
朝
は
曽
我
氏
を
通
じ
て
富
士
浅
間
の
客
人

宮
と
な
っ
た
曽
我
御
霊
祭
祀
・
鎮
魂
を
行
わ
せ
て
富
士
浅
間
を
幕
府
の
守
護
神
化
し

よ
う
と
し
た
と
考
察
す
る
（「『
曽
我
物
語
』
と
は
何
か
、
な
ぜ
「
曽
我
」
の
物
語
な

の
か

─
名
を
後
代
に
留
め
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
き
っ
か
け
に

─
」『
四
国
大

学
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
三
十
二
号

二
〇
〇
九
年
十
二
月
）。

22�

高
木
信
氏
は
、
虎
の
巡
礼
は
「
象
徴
秩
序
の
な
か
に
収
ま
り
き
ら
な
い
自
身
と
、

や
は
り
象
徴
秩
序
か
ら
疎
外
さ
れ
た
曾
我
兄
弟
の
記
憶
を
外
典
的
に
救
済
す
る
行
為

と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
、
巡
礼
と
い
う
〈
歩
行
〉
は
頼
朝
の
権
力
の

浸
透
し
た
空
間
に
別
種
の
空
間
を
介
入
さ
せ
て
権
力
空
間
に
亀
裂
と
位
相
差
を
持
ち

込
む
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
（「「
虎
」
と
い
う
女

─
真
名
本
『
曾
我
物
語
』
に

お
け
る
巡
礼
す
る
女
性
た
ち
、
あ
る
い
は
象
徴
秩
序
か
ら
の
逃
走

─
」『
相
模
国

文
』
第
三
十
八
号

二
〇
一
一
年
三
月
）。

2（�

な
お
王
権
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
「
狩
庭
」
が
先
学
の
研
究
に
お
い
て
重
視
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
曽
我
兄
弟
の
私
的
な
「
庭
」
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の
研
究
の
課
題
と
し
た

い
。「
庭
」
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦
『
中
世
的
世
界
と
は
何
だ
ろ
う
か
』

（
朝
日
選
書
５
５
５

朝
日
新
聞
社

一
九
九
六
年
六
月
）
に
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。

2（�

福
田
晃
「
神
道
集
「
群
馬
八
ヶ
権
現
事
」
の
形
成
」（『
大
谷
女
子
大
学
紀
要
』
第

４
号

一
九
七
〇
年
）、
会
田
実
「
真
字
本
「
曽
我
物
語
」
に
見
る
男
と
女
の
構
図

─
他
律
か
ら
の
反
転
。「
虎
最
期
」
の
検
討
と
し
て

─
」（『
日
本
文
学
』
三
七
巻

三
号
一
九
八
八
年
三
月
）、
カ
ナ
パ
ッ
ト
・
ル
ー
ン
ピ
ロ
ム
「
真
名
本
『
曽
我
物
語
』

に
お
け
る
大
磯
の
虎

─
苦
悩
の
克
服
と
愛
執
の
様
相

─
」（『
詞
林
』
第
四
十
九

号

大
阪
大
学
古
代
中
世
文
学
研
究
会

二
〇
一
一
年
四
月
）
な
ど
。

2（�

三
木
紀
人
『
今
物
語
』（
講
談
社
学
術
文
庫

一
九
九
八
年
十
月
）。
引
用
も
こ
れ

に
拠
る
。
な
お
本
話
に
つ
い
て
は
柴
佳
世
乃
「
小
式
部
内
侍
の
説
話

─
『
今
物
語
』

第
二
六
話
を
よ
む

─
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
年
報
』
第
二
十
号

一
九
九
六
年
三
月
）
参
照
。

26�

久
保
田
淳
・
大
島
貴
子
・
藤
原
澄
子
・
松
尾
葦
江
校
注
『
中
世
の
文
学

今
物

語
・
隆
房
集
・
東
斎
随
筆
』（
三
弥
井
書
店

一
九
七
九
年
五
月
）
の
補
注
に
は
、

「
桜
に
は
怨
霊
・
悪
霊
が
降
り
来
る
と
い
う
信
仰
が
、
中
世
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
」

と
し
て
、
こ
の
虎
御
前
の
桜
と
往
生
に
ま
つ
わ
る
部
分
が
引
用
さ
れ
、「
思
う
人
の
面

影
が
桜
の
木
に
ダ
ブ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
話
の
型
に
は
、
そ
れ
な
り
の
基
盤
が

あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

�

浅
見
和
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
今
物
語
』
第
二
六
話
の
例
か
ら
も
「
木
霊
婚
姻

譚
」
が
平
安
時
代
に
は
既
に
存
在
し
て
お
り
、「
木
精
が
男
と
化
し
、
女
と
交
情
す
る

と
い
う
点
に
お
い
て
は
『
あ
こ
や
姫
伝
説
』
の
き
わ
め
て
古
い
類
話
と
し
て
、
非
常

に
価
値
が
高
い
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「『
こ
だ
ま
』
は
あ
く
ま
で
『
木こ

魂だ
ま

』『
木こ

霊だ
ま

』」
で
あ
り
、「
古
代
の
人
々
は
間
違
い
な
く
本
物
の
『
木
魂
』
の
声
を
聞
き
、『
木

魂
』
と
語
り
合
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（「「
ア
コ
ヤ
ノ
松
」

の
こ
と
ど
も
」『
成
蹊
國
文
』
第
三
七
号

二
〇
〇
四
年
三
月
）。

2（�

父
親
で
あ
る
河
津
三
郎
の
敵
を
討
っ
た
十
郎
と
五
郎
の
物
語
が
な
ぜ
『
曽
我
物
語
』

と
い
う
名
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
会
田
実
氏
に
よ
る
考
察
が
あ
る
（
会

田
氏
前
掲
論
文
2（
）。

（
し
ん
む
ら
・
え
り
こ

本
学
非
常
勤
講
師
）


