
七
五
九

抵
抗
詩
の
社
会
的
背
景
（
広
岡
）

抵
抗
詩
の
社
会
的
背
景

─
─
文
炳
蘭
の
詩
集
の
翻
訳
作
業
か
ら
み
え
て
き
た
も
の
─
─広　

　

岡　
　

守　
　

穂

第
一
節　

文
炳
蘭
の
詩
と
光
州
民
主
化
抗
争

第
二
節　

日
本
の
詩
文
と
政
治

第
三
節　

韓
国
の
詩
を
味
読
す
る
こ
と

第
四
節　

浪
曲
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
叙
事
詩

第
五
節　

文
炳
蘭
の
抵
抗
詩

第
六
節　

書
き
講
談
か
ら
大
衆
小
説
へ
─
叙
事
詩
の
ゆ
く
え

第
一
節　

文
炳
蘭
の
詩
と
光
州
民
主
化
抗
争

日
本
人
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
韓
国
の
詩
人
と
い
え
ば
、
一
九
七
四
年
に
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
世
界
的
な
救
援
運
動
が
お
こ
っ
た

金キ
ム
・
ジ
ハ

芝
河
だ
ろ
う
か
。
五
賊
事
件
の
と
き
は
、
日
本
の
知
識
人
も
成
り
行
き
を
た
い
へ
ん
心
配
し
、
支
援
の
輪
が
ひ
ろ
が
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

あ
る
い
は
最
近
、
毎
年
の
よ
う
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
候
補
に
擬
さ
れ
る
高コ

・
ウ
ン銀
だ
ろ
う
か
。
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わ
た
し
は
い
ま
文ム
ン
・
ピ
ョ
ン
ラ
ン

炳
蘭
の
詩
集
の
翻
訳
を
す
す
め
て
い
る
。
文
炳
蘭
は
日
本
で
こ
そ
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
韓
国
で
は
金
芝
河
や
高

銀
と
お
な
じ
く
ら
い
有
名
な
詩
人
で
あ
る
。
そ
の
詩
は
民
主
主
義
を
希
求
す
る
人
び
と
を
勇
気
づ
け
、
は
げ
ま
し
て
き
た
。
南
北
統
一
を

訴
え
る
詩
「
織
女
へ
」
は
歌
に
も
な
り
韓
国
で
広
く
歌
わ
れ
て
い
る
。
光
州
民
主
化
抗
争
（
光
州
事
件
）
で
、
光
州
市
民
を
鼓
舞
し
全
斗

煥
政
権
に
抗
議
の
声
を
あ
げ
た
。

か
ん
た
ん
に
文
炳
蘭
の
人
生
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
文
炳
蘭
は
一
九
三
五
年
、
全
羅
南
道
和
順
で
生
ま
れ
た
。
小
学
生
の
と
き
に
書
い

た
詩
「
故
郷
の
母
」
に
曲
が
つ
け
ら
れ
歌
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
朝
鮮
半
島
の
人
び
と
が
解
放
さ
れ
た

と
き
、
文
炳
蘭
は
一
〇
歳
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
国
民
学
校
で
日
本
語
に
よ
る
授
業
を
聞
い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
と
き
文
炳
蘭
少
年

は
母
国
語
を
取
り
戻
し
た
わ
け
で
あ
る
。
日
本
語
に
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
「
植
民
地
の
国
語
の
時
間
」
は
国
民
学
校
に
か
よ
っ
て
い
た
こ

ろ
の
こ
と
を
う
た
っ
た
詩
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
は
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
。
学
校
は
休
校
に
な
り
、
文
炳
蘭
は
ふ
る
さ
と
の
和
順
に

避
難
し
、
農
作
業
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
学
齢
期
を
過
ご
し
、
五
六
年
和
順
農
業
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
。
朝
鮮
大
学
文
理
大
文
学
科
に

入
学
し
金
顯
承
に
師
事
し
て
か
ら
詩
才
が
開
花
し
た
。
五
九
年
に
金
顯
承
の
推
輓
に
よ
っ
て
「
街
路
樹
」
が
『
現
代
文
学
』
に
掲
載
さ
れ

た
。
こ
う
し
て
文
炳
蘭
は
詩
壇
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
を
は
た
し
た
。「
街
路
樹
」
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
で
あ
る
。
そ
の
一
節
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

行
か
ば
や

わ
れ
ら
が
望
み
、
遠
い
山
頂
が
見
え
る
と
こ
ろ
へ

渇
き
の
午
後
に

ま
ち
に
出
た
ら
ば
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き
み
と
と
も
に
並
ん
で
歩
み
た
し

き
み
は
5
月
の
フ
ィ
ア
ン
セ
、
寄
り
そ
っ
て
立
つ　

き
み
も

わ
れ
と
お
な
じ　

故
郷
は
遠
し

（
金
正
勲
・
広
岡
守
穂
訳
。
以
下
、
文
炳
蘭
の
詩
は
す
べ
て
二
人
の
共
訳
で
あ
る
）

モ
ダ
ニ
ス
ト
と
し
て
出
発
し
た
文
炳
蘭
だ
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
抵
抗
詩
人
と
し
て
の
相
貌
が
く
っ
き
り
し
て
く
る
。

一
九
七
三
年
の
詩
集
『
正
当
性
』
で
、
初
期
の
叙
情
的
な
詩
風
を
脱
し
て
現
実
へ
の
参
加
（
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
）
の
姿
勢
を
は
っ
き
り
と

打
ち
出
し
た
。
一
九
七
二
年
一
〇
月
、
朴
正
煕
大
統
領
は
憲
法
を
改
正
し
、
維
新
体
制
と
い
う
名
の
開
発
独
裁
体
制
を
確
立
し
た
。
そ
し

て
自
由
な
き
経
済
成
長
至
上
主
義
の
重
苦
し
い
雰
囲
気
が
時
代
を
支
配
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
抗
し
て
、
文
炳
蘭
は
、
権
力
に
対
す
る

抵
抗
、
物
質
主
義
へ
の
批
判
、
不
正
と
腐
敗
に
対
す
る
怒
り
、
そ
し
て
歴
史
の
回
顧
を
通
じ
て
不
条
理
に
対
す
る
告
発
の
叫
び
を
あ
げ
た
。

有
名
な
「
正
当
性
・
2
」
か
ら
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
一
節
を
引
い
て
お
こ
う
。

と
き
ど
き
、
わ
た
し
の
こ
ぶ
し
は

殴
る
と
こ
ろ
を
探
す
。

空
で
あ
れ
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岩
角
で
あ
れ

こ
ぶ
し
は

殴
る
と
こ
ろ
を
求
め
て
孤
独
だ
。

････

（
中
略
）････

い
つ
か
は
熱
い
流
血
に
濡
れ

血
を
噛
ん
で
壊
れ
る

悲
し
き
黙
示
、

こ
ぶ
し
は
正
当
性
を
探
す
。

文
炳
蘭
は
二
〇
一
五
年
九
月
二
五
日
に
韓
国
光
州
市
内
の
病
院
で
亡
く
な
っ
た
。
享
年
八
〇
歳
だ
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
は
こ
ぞ
っ
て
そ

の
死
を
大
き
く
報
じ
、
盛
大
な
葬
儀
が
お
こ
な
わ
れ
た
。『
文
炳
蘭
詩
集
』（
一
九
七
〇
年
）、『
正
当
性
』（
一
九
七
三
年
）、『
タ
ケ
ノ
コ
畑
』

（
一
九
七
九
年
）、『
稲
の
さ
さ
や
き
』（
一
九
八
〇
年
）、『
地
の
恋
歌
』（
一
九
八
一
年
）、『
ま
だ
悲
し
む
時
で
は
な
い
』（
一
九
八
五
年
）、『
牽

牛
と
織
姫
』（
一
九
九
一
年
）
な
ど
三
〇
冊
以
上
の
詩
集
が
あ
る
。

一
九
八
七
年
に
民
主
化
抗
争
が
激
化
し
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
」
紙
が
、「
火
炎
瓶
の
代
わ
り
に
詩
を

投
げ
つ
け
た
詩
人
た
ち
」
の
特
集
を
組
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
文
炳
蘭
も
そ
の
ひ
と
り
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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な
が
く
言
論
の
自
由
が
な
か
っ
た
た
め
に
、韓
国
の
詩
人
は
韓
国
人
の
良
心
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
、い
わ
ば
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー

の
役
割
を
は
た
し
て
き
た
。
文
炳
蘭
は
そ
う
い
う
存
在
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
韓
国
の
詩
に
は
、
正
義
や
社
会
変
革
を
訴
え
る
文
学
的
形
式

と
し
て
の
性
格
が
強
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
人
に
は
想
像
し
に
く
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
二
節　

日
本
の
詩
文
と
政
治

日
本
の
詩
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
よ
う
。

日
本
に
お
い
て
詩
が
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
道
具
と
し
て
活
用
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
あ
て
は
ま
る
の
は
第

一
に
幕
末
維
新
期
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
名
高
か
っ
た
の
は
水
戸
学
の
泰
斗
で
あ
っ
た
藤
田
東
湖
の
「
文
天
祥
の
正
気
の
歌
に
和
す
」
と
い

う
五
言
古
詩
で
あ
る
。「
天
地
正
大
の
気
／
粋
然
と
し
て
神
州
に
鍾
る
／
秀
で
て
は
不
二
の
嶽
と
な
り
／
巍
々
と
し
て
千
秋
に
聳
ゆ
」
で

は
じ
ま
る
こ
の
詩
は
、
日
本
の
自
然
と
歴
史
の
中
に
正
気
の
充
満
と
発
露
を
読
み
取
っ
た
長
い
詩
で
、
幕
末
の
勤
王
家
は
こ
ぞ
っ
て
こ
れ

を
愛
唱
し
た
の
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
文
天
祥
は
宋
末
の
人
で
、
滅
び
行
く
南
宋
に
忠
節
を
尽
く
し
た
。
宋
が
滅
ん
だ
後
、
そ
の
才
能
を
惜

し
ん
だ
フ
ビ
ラ
イ
に
出
仕
を
求
め
ら
れ
る
が
文
天
祥
は
頑
な
に
拒
否
し
、
つ
い
に
処
刑
さ
れ
た
。
忠
臣
の
鑑
と
た
た
え
ら
れ
、
そ
の
「
正

気
の
歌
」
は
中
国
に
お
い
て
後
世
な
が
く
読
み
つ
が
れ
た
。

藤
田
東
湖
の
長
詩
は
も
う
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
で
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
詩
も
あ
る
。「
男
子
志
を
立
て
て
郷
関

を
出
ず
／
学
の
若
し
成
る
無
く
ん
ば
復
た
還
ら
ず
／
骨
を
埋
む
る
に
何
ぞ
期
せ
ん
墳
墓
の
地
／
人
間
至
る
所
青
山
あ
り
」。
こ
れ
は
僧
月

性
の
七
言
絶
句
で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
詩
を
書
い
た
の
は
一
部
の
儒
者
や
僧
ば
か
り
で
は
な
い
。
木
戸
孝
允
や
西
郷
隆
盛
は
じ
め
ほ
と
ん
ど
の
志
士
が
、
立
派
な
詩

を
残
し
て
い
る
。
な
か
で
も
西
郷
隆
盛
の
詩
に
は
、
変
革
の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
格
調
高
く
歌
い
上
げ
た
味
わ
い
深
い
詩
が
少
な
く
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
志
士
た
ち
が
書
い
た
の
は
漢
詩
で
あ
る
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
漢
詩
を
た
し
な
む
人
は

た
い
へ
ん
多
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
出
版
が
前
代
に
く
ら
べ
格
段
に
さ
か
ん
に
な
っ
た
明
治
前
半
期
は
、
同
時
に
読
者
層
が
格
段
に

厚
く
な
っ
た
時
期
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
漢
詩
が
多
分
に
俗
化
し
た
か
た
ち
に
お
い
て
で
あ
れ
、
も
っ
と
も
広
く
人
び
と
に
享
受
さ
れ

た
時
代
で
あ
っ
た）（
（

。
明
治
維
新
後
、
東
京
市
内
に
は
私
塾
が
激
増
し
た
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
漢
学
塾
で
あ
り
、
そ
の
面
か
ら
も
漢
詩
文

を
読
む
人
び
と
は
増
え
た
の
で
あ
っ
た
。

日
清
戦
争
後
、
講
和
条
約
締
結
の
た
め
に
来
日
し
た
使
節
団
と
副
島
種
臣
ら
日
本
側
の
政
治
家
や
文
化
人
た
ち
は
漢
詩
を
通
じ
て
交
流

を
結
ん
だ
の
だ
っ
た
し
、
自
由
民
権
運
動
に
も
、
政
治
的
使
命
感
を
高
揚
す
べ
く
つ
く
ら
れ
た
漢
詩
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
も
の

か
、
今
日
、
幕
末
維
新
期
の
詩
の
雰
囲
気
、
つ
ま
り
詩
に
よ
っ
て
理
想
を
宣
揚
し
た
り
、
不
退
転
の
意
思
を
表
明
し
た
り
、
政
治
社
会
を

風
刺
し
た
り
、
と
い
う
気
風
を
受
け
継
ぐ
詩
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
政
治
家
の
あ
い
だ
に
も
、
詩
に
よ
っ
て
自
ら
の
理
念
や
決
意
の
ほ

ど
を
表
現
す
る
も
の
は
い
な
い
。
せ
い
ぜ
い
有
名
な
故
事
を
引
く
か
俳
句
や
短
歌
で
心
境
を
あ
ら
わ
す
く
ら
い
が
関
の
山
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
自
体
、
興
味
深
い
考
察
の
対
象
で
あ
り
う
る
が
、
い
ま
は
措
い
て
お
こ
う
。

実
を
い
う
と
、
江
戸
時
代
か
ら
、
漢
詩
は
す
で
に
日
常
の
感
興
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
正
義
や
道
徳
や
理
念

を
う
た
い
あ
げ
た
も
の
は
少
な
い
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
明
治
に
な
る
と
新
聞
や
雑
誌
に
漢
詩
が
掲
載
さ
れ
、
こ
の
時
期
こ
そ
漢
詩
文
が

も
っ
と
も
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
を
い
う
と
、
そ
れ
ら
の
漢
詩
は
文
明
開
化
の
風
物
を
描
写
し
た
詩
や
、



七
六
五

抵
抗
詩
の
社
会
的
背
景
（
広
岡
）

世
情
を
風
刺
し
た
も
の
や
、
狭
斜
の
巷
の
賑
わ
い
を
う
た
っ
た
も
の
が
多
数
を
占
め
、
ダ
ジ
ャ
レ
を
盛
り
込
ん
だ
狂
歌
な
ら
ぬ
狂
詩
も
少

な
く
な
か
っ
た）2
（

。

中
国
で
は
文
天
祥
の
「
正
気
の
歌
」
ば
か
り
で
な
く
、
屈
原
の
「
離
騒
」、
杜
甫
の
「
兵
車
行
」、
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
の
よ
う
に
政

治
を
語
っ
た
詩
は
少
な
く
な
い
。
そ
も
そ
も
中
国
の
詩
人
た
ち
に
は
、
高
い
理
念
と
政
治
批
判
の
精
神
を
保
持
す
る
こ
と
が
詩
作
を
裏
づ

け
て
い
る
べ
き
だ
と
い
う
理
念
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
前
期
の
漢
詩
を
み
て
い
る
と
、
概
し
て
そ
の
よ
う
な
矜
持
は
つ
た
わ
っ
て
こ

な
い
の
で
あ
る）（
（

。

い
ま
し
が
た
「
ど
う
い
う
も
の
か
、
今
日
そ
れ
を
愛
す
る
人
は
い
な
い
」
と
書
い
た
ば
か
り
だ
が
、
本
当
を
い
う
と
、
ど
う
い
う
も
の

か
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
愛
唱
す
る
人
が
い
な
い
理
由
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
第
一
に
、
漢
文
学
の
伝
統
が
明
治
末
ご
ろ
を
境
に
衰
え
て
い

き
、
や
が
て
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
一
八
八
〇
年
代
に
勃
興
し
た
近
代
詩
に
は
、
正
義
や
社
会
変
革
を
う
っ
た
え

よ
う
と
す
る
精
神
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
、
に
よ
る
。
近
代
詩
を
代
表
す
る
文
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
佐
藤
春
夫
が
、
大
逆
事
件
で
護
送
さ

れ
る
被
疑
者
の
車
を
目
撃
し
て
、
自
分
は
政
治
を
う
た
わ
な
い
で
お
こ
う
と
こ
こ
ろ
に
決
め
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
が
、
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
戦
前
の
日
本
の
詩
人
の
政
治
に
対
す
る
姿
勢
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
詩
に
つ
な
が
る
近
代
的
な
詩
形
式
が
う
ま
れ
た
の
は
、
新
体
詩
に
さ
か
の
ぼ
る
。
新
体
詩
は
も
と
も
と
欧
米
留
学
か
ら
帰
朝
し

た
学
者
た
ち
が
は
じ
め
た
形
式
で
あ
っ
た
。
一
八
八
二
年
、
谷
田
部
良
吉
、
外
山
正
一
、
井
上
哲
次
郎
の
三
人
の
学
者
が
『
新
体
詩
抄
』

を
世
に
送
り
出
し
た
。
収
録
さ
れ
た
詩
編
は
七
五
調
で
あ
る
こ
と
以
外
に
さ
だ
ま
っ
た
規
則
は
な
く
、
多
く
は
訳
詩
で
あ
る
。
内
容
を
み

る
と
、
た
た
か
い
の
詩
も
多
い
が
、
世
界
観
や
人
生
観
を
う
た
っ
た
思
想
的
な
内
容
が
多
く
、
花
鳥
風
月
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
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な
美
意
識
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
相
聞
歌
に
類
す
る
も
の
は
少
な
く
、そ
の
意
味
で
は
硬
派
の
詩
が
多
い
。
要
す
る
に
『
新
体
詩
抄
』

は
、
西
洋
の
感
受
性
の
あ
り
方
に
学
ぼ
う
と
し
た
こ
こ
ろ
み
で
あ
っ
た
。

や
が
て
新
体
詩
は
北
村
透
谷
『
楚
囚
之
詩
』（
一
八
八
九
年
）
や
、
落
合
直
文
『
孝
女
白
菊
の
歌
』（
一
八
八
八
年
─
八
九
年
）
と
い
っ
た
叙

事
的
な
性
格
の
濃
い
長
編
詩
を
生
み
出
す
。『
楚
囚
之
詩
』
は
新
し
い
感
受
性
に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
観
や
政
治
思
想
を
基
礎
づ
け
よ
う

と
す
る
画
期
的
な
、
と
い
う
よ
り
飛
躍
的
な
挑
戦
だ
っ
た
。
し
か
し
透
谷
は
そ
の
飛
躍
に
成
功
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。『
孝
女
白
菊

の
歌
』
の
ほ
う
は
広
く
人
口
に
膾
炙
し
、の
ち
に
浪
曲
に
読
ま
れ
た
り
も
し
た
が
、こ
ち
ら
の
ほ
う
は
あ
と
に
続
く
長
編
叙
事
詩
が
な
か
っ

た
。
か
ろ
う
じ
て
土
井
晩
翠
に
そ
の
要
素
が
み
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

一
八
八
九
年
に
森
鷗
外
の
『
於
母
影
』
が
『
国
民
之
友
』
の
附
録
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。『
於
母
影
』
は
西
洋
の
詩
の
訳
詩
集
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
新
体
詩
の
詩
形
が
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
。
確
立
し
た
の
は
詩
形
で
は
な
い
。
詩
の
内
容
だ
っ
た
。
つ
ま
り
『
於
母

影
』
所
収
の
詩
編
は
抒
情
詩
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
森
鷗
外
は
大
き
な
存
在
だ
っ
た
だ
け
に
、『
於
母
影
』
が
そ
の
後
の
近
代
詩
の

動
向
に
お
よ
ぼ
し
た
影
響
に
は
多
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
詩
の
内
容
を
視
野
に
入
れ
る
と
正
岡
子
規
に
よ
る
短
歌
革
新
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
正
岡
子
規
が
提
唱
し
た
の
は
、
抽
象
的

な
道
徳
理
念
や
社
会
正
義
の
革
新
で
は
な
く
、
目
の
前
で
展
開
す
る
で
き
ご
と
を
客
観
的
に
う
つ
し
と
る
「
写
生
」
で
あ
っ
た
。「
柿
食

え
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
」
と
い
う
子
規
の
俳
句
の
新
し
さ
は
、
伝
統
的
な
花
鳥
風
月
か
ら
の
解
放
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

儒
教
的
な
大
義
名
分
論
か
ら
の
解
放
を
め
ざ
し
た
り
、
明
治
政
府
の
打
倒
を
叫
ん
だ
り
と
い
う
も
の
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
か
っ
た
。

正
岡
子
規
が
「
写
生
」
と
い
う
合
い
言
葉
で
、
視
覚
を
中
心
に
す
え
た
リ
ア
リ
ズ
ム
を
と
な
え
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
日
本
の
近
代
詩

は
圧
倒
的
に
抒
情
を
中
心
と
し
て
発
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
『
於
母
影
』
史
観
と
で
も
い
う
べ
き
価
値
観
が
そ
の
後
の
詩
壇
を
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な
が
く
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
『
新
体
詩
抄
』
は
文
学
的
に
は
不
十
分
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
と
お
り
だ
が
、
な
ぜ

か
。
勇
猛
な
武
人
の
武
功
を
た
た
え
る
と
か
社
会
学
の
意
義
を
宣
揚
す
る
と
い
っ
た
内
容
が
近
代
詩
と
し
て
受
け
容
れ
る
べ
か
ら
ざ
る
も

の
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
と
お
な
じ
事
情
が
、
小
説
の
世
界
を
も
う
ご
か
し
て
い
た
。
矢
野
龍
渓
『
経
国
美
談
』
の
よ
う
な
政
治
小
説
の
名
作
を
、
お
し
な

べ
て
文
壇
文
学
者
た
ち
は
高
く
評
価
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
坪
内
逍
遙
が
『
小
説
神
髄
』
で
論
じ
た
よ
う
に
、

「
小
説
の
主
脳
は
人
情
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
」
で
、
ま
っ
さ
き
に
か
か
げ
ら
れ
た
の
は
内
省
的
な
性
格
描
写
や
心
理
描
写
で
あ
っ
た
。

明
治
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
は
政
治
小
説
が
さ
か
ん
で
名
作
も
書
か
れ
た
が
、
新
文
学
を
め
ざ
す
人
た
ち
は
、
人
間
性
が
描
か
れ
て
い

な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
政
治
小
説
を
全
面
否
定
し
た
。

こ
の
時
期
の
文
学
者
た
ち
は
欧
米
の
小
説
理
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
急
で
、
事
実
に
も
と
づ
く
叙
述
や
事
実
を
調
べ
る
作
業
を
な
い
が

し
ろ
に
し
た
こ
と
は
驚
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。『
経
国
美
談
』
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
の
調
べ
が
い
き
と
ど
い
た
小
説
で
あ
っ
た
が
、『
経
国
美

談
』
を
さ
さ
え
て
い
る
実
証
的
な
作
業
、
つ
ま
り
事
実
に
も
と
づ
く
物
語
展
開
や
事
実
の
描
写
が
重
視
さ
れ
て
い
た
な
ら
、『
経
国
美
談
』

は
け
っ
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
価
値
観
の
影
響
は
、
た
と
え
ば
竹
田
敏
彦
の
よ
う
な
作
家
が
い
ま
だ

に
文
学
史
上
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
の
ち
の
ち
ま
で
あ
と
を
引
い
て
い
る
。
竹
田
敏
彦
は
い
わ
ゆ
る
実
話
作
家
と
し
て

出
発
し
た
人
で
、
そ
の
こ
ろ
実
話
に
取
材
し
た
小
説
は
文
学
的
価
値
を
低
く
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
竹
田
敏
彦
は
現
在
に
至
る
ま

で
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
一
年
一
一
月
か
ら
約
半
年
間
、「
大
阪
時
事
」
に
連
載
し
た
『
燃
ゆ
る
星
座
』
は
松
井
須
磨

子
を
モ
デ
ル
に
し
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
小
説
と
も
い
う
べ
き
力
作
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
竹
田
は
二
〇
年
以
上
、
新
聞
雑
誌
に
活
躍
し

た
。
し
か
し
竹
田
も
『
燃
ゆ
る
星
座
』
も
、
い
ま
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る）（
（

。
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第
三
節　

韓
国
の
詩
を
味
読
す
る
こ
と

韓
国
の
詩
は
政
治
的
な
理
念
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
突
然
、
悪
ふ
ざ
け
の
よ
う
な
諧
謔
が
飛
び
出
し
て
き
た
り
す
る
か

ら
、
ち
ゃ
ん
と
味
読
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
幾
分
か
経
験
と
予
備
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
金
芝
河
の
有
名
な
「
五
賊
」
が
そ

う
で
あ
る
。
日
本
の
詩
の
標
準
か
ら
す
れ
ば
、
も
の
す
ご
く
長
い
詩
で
あ
り
、
日
本
の
詩
の
標
準
か
ら
す
れ
ば
、
悪
ふ
ざ
け
に
し
か
思
え

な
い
よ
う
な
罵
詈
雑
言
が
ど
ん
ど
ん
飛
び
出
し
て
く
る
。「
五
賊
」と
い
う
の
は「
ジ
ェ
ボ
ル
」「
グ
ッ
フ
ェ
イ
ウ
ォ
ン
」「
コ
グ
ブ
コ
ン
ム
ウ
ォ

ン
」「
ジ
ャ
ン
ソ
ン
」「
ジ
ャ
ン
チ
ャ
ク
ヮ
ン
」
の
五
人
の
盗
賊
な
の
で
あ
る
が
、実
を
い
う
と
「
ジ
ェ
ボ
ル
」
は
「
財
閥
」
と
「
グ
ッ
フ
ェ

イ
ウ
ォ
ン
」
は
「
国
会
議
員
」
と
「
コ
グ
ブ
コ
ン
ム
ウ
ォ
ン
」
は
「
高
級
公
務
員
」
と
「
ジ
ャ
ン
ソ
ン
」
は
「
将
星
」
と
「
ジ
ャ
ン
チ
ャ

ク
ヮ
ン
」
は
「
長
・
次
官
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
同
音
異
義
に
な
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
造
語
で
あ
る
。「
五
賊
」
は
、
そ
の
五
人
が
悪
逆
非

道
の
か
ぎ
り
を
つ
く
す
と
い
う
内
容
の
詩
で
あ
る
。
姜
舜
の
訳
に
よ
っ
て
そ
の
中
か
ら
い
ち
ば
ん
品
の
い
い
部
分
を
し
め
し
て
お
こ
う
。

「
あ
る
日
こ
の
五
人
の
連
中
あ
つ
ま
り
／
十
年
前
の
い
ま
時
分
、
わ
れ
ら
互
い
に
血
も
て
誓
い
泥
棒
稼
業
を
は
じ
め
て
か
ら
／
日
に
日

に
伸
る
は
盗
み
の
業
、
積
も
り
に
積
も
っ
た
り
黄
金
の
山
、
黄
金
十
斤
を
賭
け
／
日
進
月
歩
の
妙
技
を
ば
、
一
度
た
が
い
に
競
い
合
う
も

面
白
か
ら
ん
と
…
」）
5
（

。
た
だ
し
、
こ
れ
は
よ
ほ
ど
品
の
い
い
部
分
で
あ
っ
て
、
他
の
部
分
は
汚
い
こ
と
ば
の
連
続
で
あ
る
。

こ
の
詩
に
い
う
「
十
年
前
の
い
ま
時
分
」
は
、
一
九
六
一
年
の
朴
正
煕
ら
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
を
さ
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
、

こ
の
詩
を
書
い
た
こ
と
で
金
芝
河
は
反
共
法
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
て
逮
捕
さ
れ
、「
五
賊
」
を
掲
載
し
た
『
思
想
界
』
は
廃
刊
に
追
い
込

ま
れ
た
。
の
ち
に
金
芝
河
は
死
刑
判
決
を
受
け
た
（
八
〇
年
に
釈
放
）。
独
裁
政
権
に
対
す
る
金
芝
河
の
怒
り
は
、
上
品
な
こ
と
ば
で
抑
制



七
六
九

抵
抗
詩
の
社
会
的
背
景
（
広
岡
）

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
激
烈
だ
っ
た
の
だ
と
想
像
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
韓
国
の
詩
は
、
植
民
地
時
代
の
抗
日
詩
で
あ

れ
、
朝
鮮
戦
争
時
の
民
族
の
悲
劇
を
う
た
う
詩
で
あ
れ
、
そ
し
て
独
裁
政
権
に
対
す
る
抵
抗
詩
で
あ
れ
、
激
烈
な
表
現
を
み
せ
る
傾
向
が

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
傾
向
は
日
本
の
詩
に
は
み
ら
れ
な
い
。

文
炳
蘭
の
詩
に
も
、
悪
罵
と
も
悪
ふ
ざ
け
と
も
い
い
た
く
な
る
言
葉
づ
か
い
が
飛
び
出
し
て
く
る
。「
恋
す
る
男
女
は
天
下
無
敵
」
は

若
い
恋
人
た
ち
を
あ
た
た
か
く
言
祝
ぐ
詩
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
語
に
訳
し
て
み
る
と
、
あ
た
た
か
く
み
て
い
る
の
か
冷
た
く
突
き
放

し
て
い
る
の
か
、
ま
っ
た
く
判
断
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。「
恋
す
る
男
女
は
天
下
無
敵
／
ひ
と
り
さ
び
し
く
山
眺
め
た
り
／
白
湯
（
パ
イ

タ
ン
）
飲
ん
だ
り
い
た
し
ま
せ
ん
／
ま
し
て
楊
枝
で
シ
ー
ハ
ー
し
な
い
／
あ
な
た
の
も
の
は
わ
た
し
の
も
の
で
／
わ
た
し
の
も
の
は
あ
な

た
の
も
の
」
…
。

と
こ
ろ
で
、こ
の
よ
う
な
悪
ふ
ざ
け
は
李
氏
朝
鮮
時
代
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。
昔
か
ら
の
「
春
香
伝
」
や
「
沈
静
伝
」
も
、ス
ト
ー
リ
ー

そ
の
も
の
は
ま
じ
め
な
恋
愛
劇
で
あ
り
、
孝
行
娘
の
物
語
な
の
で
あ
る
が
、
突
然
、
卑
猥
な
か
け
あ
い
が
は
じ
ま
っ
た
り
、
下
品
な
ダ
ジ
ャ

レ
が
飛
び
出
し
た
り
す
る
。
猥
雑
な
笑
い
が
真
面
目
な
物
語
の
中
に
、
混
ぜ
込
ま
れ
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
な
ど
も
、
悲
劇
な
の
に
猥
褻
な
セ
リ
フ
が
次
々
と
飛
び
出
す
の
だ
か
ら
、
文
学
と
は
そ
う
い
う
も
の

だ
と
割
り
切
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
は
日
本
人
の
読
者
に
は
、
な
か
な
か
す
ん
な
り
と
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

「
春
香
伝
」
は
日
本
で
い
え
ば
説
話
文
学
に
類
す
る
文
学
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
悪
罵
や
悪
ふ
ざ
け
や
笑
い
は
、「
春
香
伝
」

が
ど
の
よ
う
な
階
層
の
人
び
と
に
、
ど
の
よ
う
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
貧
し
い
人
び
と
が
、
み

ん
な
で
支
配
層
の
貪
欲
や
横
暴
を
告
発
す
る
笑
い
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
笑
い
は
日
本
の
説
話
文
学
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
も
の



七
七
〇

で
あ
る
。

そ
う
い
え
ば
民
族
独
立
運
動
の
雄
で
あ
り
、
歴
史
家
で
も
あ
り
詩
人
で
も
あ
っ
た
申シ

ン
・
チ
ェ
ホ

采
浩
が
書
い
た
小
説
「
龍
と
龍
の
大
激
戦
」
は
、

内
容
か
ら
み
れ
ば
植
民
地
支
配
を
批
判
し
独
立
を
呼
び
か
け
る
小
説
な
の
で
あ
る
が
、
形
式
は
Ｓ
Ｆ
作
家
か
ん
べ
む
さ
し
顔
負
け
の
ハ

チ
ャ
メ
チ
ャ
短
編
Ｓ
Ｆ
で
あ
る
。
登
場
人
物
は
龍
や
ら
上
帝
や
ら
パ
ウ
ロ
や
ら
天
使
や
ら
と
、
ま
こ
と
に
華
々
し
い
顔
ぶ
れ
で
、
上
帝
に

仕
え
る
龍
の
ミ
リ
さ
ま
が
、
お
な
じ
龍
の
ド
ラ
ゴ
ン
と
た
た
か
っ
て
敗
れ
る
、
そ
し
て
上
帝
の
世
界
は
こ
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
で

あ
る
。「
龍
と
龍
の
大
激
戦
」
は
、
幻
想
小
説
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
侵
略
と
階
級
支
配
の
過
酷
さ
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

性
を
表
現
し
、
そ
の
崩
壊
を
胸
の
す
く
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
幻
想
小
説
で
は
あ
っ
て
も
、
ひ
と
り
で
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
想
に
ふ
け
る
孤
独
な
幻
想
で
は
な
く
、
み
ん
な
で
政
治
的
解
放
を
叫
ぶ
複
数
共
同
の
幻
想
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
悪
態
や
奇
想
天
外
な
ド
タ
バ
タ
は
、
文
学
的
に
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
「
五
賊
」
や
「
龍
と
龍
の

大
激
戦
」
は
、
一
見
、
文
学
的
洗
練
の
対
極
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
文
学
的
完
成
度
の
尺
度
で
は
か
っ
た
ら
、
そ
の
価
値
は
低
い
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
い
う
作
品
が
世
に
出
て
多
く
の
読
者
に
楽
し
ま
れ
る
背
景
を
考
え
る
と
、
文
学
的
完
成
度
な
ど
と

い
う
高
尚
な
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
別
の
、
も
っ
と
実
生
活
に
密
着
し
た
、
そ
し
て
文
学
の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
の
、
よ
く
よ
く
考
え
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
み
え
て
く
る
。
日
本
の
抵
抗
詩
人
は
「
五
賊
」
の
よ
う
な
詩
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
。
も
し
も
「
五

賊
」
の
よ
う
な
詩
が
あ
ら
わ
れ
た
ら
、
日
本
の
読
者
は
こ
こ
ろ
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
か
。
日
本
の
小
説
家
は
「
龍
と
龍
の
大
激
戦
」
の
よ
う

な
小
説
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
。
も
し
も
「
龍
と
龍
の
大
激
戦
」
の
よ
う
な
小
説
が
あ
ら
わ
れ
た
ら
、
日
本
の
読
者
は
こ
こ
ろ
を
揺

さ
ぶ
ら
れ
た
か
。
こ
う
い
う
か
た
ち
で
問
題
を
た
て
て
み
る
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。



七
七
一

抵
抗
詩
の
社
会
的
背
景
（
広
岡
）

そ
し
て
、
こ
の
問
い
か
け
は
、
突
飛
な
よ
う
だ
が
、
つ
き
つ
め
て
い
く
と
日
本
の
詩
に
叙
事
詩
の
伝
統
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に

か
ら
む
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
詩
に
は
風
刺
や
罵
詈
雑
言
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
も
し
「
五
賊
」
に
近
い
も
の
を
さ
が
す
と
す
れ
ば
、

一
四
世
紀
前
半
の
「
二
条
河
原
の
落
書
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
此
頃
都
ニ
ハ
ヤ
ル
物　

夜
討　

強
盗　

謀
（
ニ
セ
）
綸
旨
」
で
は
じ
ま
る
落
書
は
、
と
き
の
世
相
と
政
治
を
怒
り
を
抑
え
て
風
刺
し
た
七
五
調
の
文
書
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
を
詩
と
は
認
識
し
な
い
。
そ
れ
は
わ
た
し
た
ち
が
、
こ
れ
を
詩
と
み
な
い
文
化
の
中
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も

支
配
層
と
被
支
配
層
の
あ
い
だ
に
隔
絶
が
あ
っ
て
、
被
支
配
層
が
自
分
た
ち
自
身
の
表
現
手
段
を
も
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
し
て
そ
れ

が
伝
統
と
な
っ
て
い
る
文
化
で
は
、「
二
条
河
原
の
落
書
」
の
よ
う
な
文
書
は
立
派
に
詩
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
節　

浪
曲
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
叙
事
詩

日
本
の
詩
に
も
ど
ろ
う
。
日
本
に
は
な
ぜ
叙
事
詩
の
伝
統
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
叙
事
詩
は
非
常
に
長
編
で
、
ホ
メ
ロ

ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
や
『
オ
デ
ッ
セ
イ
』
の
よ
う
に
、
一
編
で
分
厚
い
書
物
に
な
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
日
本
に
は
そ
う
い
う
長
編
叙

事
詩
は
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
『
古
事
記
』
に
叙
事
詩
の
要
素
が
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、『
日
本
書
紀
』
以
下
の
史

書
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
中
国
の
影
響
を
う
け
て
、
歴
史
は
記
録
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
歌
い
あ
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

日
本
に
叙
事
詩
の
伝
統
が
な
い
と
い
う
の
は
、
い
い
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
。
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
『
平
家
物
語
』
は
叙

事
詩
的
な
要
素
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
平
家
物
語
』
は
琵
琶
法
師
た
ち
が
語
っ
た
口
承
文
芸
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
『
古

事
記
』
も
口
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
語
り
の
発
声
は
叙
事
詩
が
成
立
す
る
重
要
な
要
件
で
あ
る
。
聴
衆
が
じ
っ
と
耳
を
か
た
む
け
て
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話
者
の
語
り
に
聴
き
入
る
と
き
、
そ
こ
に
詩
情
が
湧
き
出
る
か
ら
で
あ
る
。
口
承
文
芸
は
叙
事
詩
が
生
ま
れ
る
源
泉
で
は
な
い
か
。
そ
う

考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
講
談
や
落
語
や
義
太
夫
や
デ
ロ
レ
ン
祭
文
や
チ
ョ
ボ
ク
レ
チ
ョ
ン
ガ
レ
や
節
談
説
教
や
と
い
っ
た
口
承
文
芸

が
江
戸
時
代
か
ら
存
在
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
二
〇
世
紀
に
な
る
と
新
し
く
誕
生
し
た
浪
曲
が
非
常
な
勢
い
で
隆
盛
に
な
っ
た
こ
と
に

着
目
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。

い
や
、
そ
も
そ
も
自
由
民
権
運
動
が
叙
事
詩
的
な
も
の
を
豊
か
に
生
み
だ
し
た
こ
と
を
わ
す
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ほ
ん
の
二
〇
年
く
ら

い
の
期
間
で
あ
っ
た
が
、
新
し
く
つ
か
ん
だ
西
洋
の
政
治
理
念
を
伝
え
る
た
め
に
、
数
え
歌
、
講
談
、
演
説
、
漢
詩
、
新
体
詩
、
小
説
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
を
駆
使
し
て
叙
事
的
な
も
の
が
表
現
さ
れ
た
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
で
き
ご
と
は
、
お
も
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ア
メ
リ

カ
独
立
な
ど
の
西
洋
市
民
革
命
の
歴
史
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
は
、
日
本
の
歴
史
上
、
も
っ
と
も
叙
事
詩
的
な
も
の
を
豊
か
に
生
ん
だ

と
い
っ
て
い
い
。
本
稿
第
二
節
の
は
じ
め
に
、日
本
に
お
い
て
詩
が
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
道
具
と
し
て
活
用
さ
れ
た
時
代
は
、

第
一
に
幕
末
維
新
期
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
詩
的
表
現
の
形
式
を
口
承
文
芸
や
小
説
に
ま
で
ひ
ろ
げ
て
み
れ
ば
、
な
に
よ
り
自
由
民
権
運

動
期
こ
そ
、
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
道
具
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
的
形
式
が
活
発
に
活
用
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
自
由
民
権
運
動
の
退
潮
に
代
わ
っ
て
、
台
頭
し
た
の
が
浪
曲
で
あ
っ
た）（
（

。

講
談
師
が
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
落
語
が
文
化
人
の
座
敷
か
ら
は
じ
ま
っ
た
よ
う
に
、
講
談
や
落
語
は
文
化
的
に
洗
練

さ
れ
た
階
層
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
話
芸
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
浪
曲
は
下
層
の
庶
民
の
あ
い
だ
か
ら
あ
ら
わ
れ
た
。
講
談
や
落
語
は

江
戸
時
代
か
ら
定
席
が
あ
っ
た
が
、
浪
曲
は
も
と
も
と
は
道
端
で
往
来
の
人
び
と
に
聴
か
せ
る
大
道
芸
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
に
な
っ

て
桃
中
軒
雲
右
衛
門
が
登
場
す
る
前
後
に
、
東
京
や
大
阪
の
定
席
へ
の
進
出
を
は
た
し
、
や
が
て
日
露
戦
後
に
な
る
と
爆
発
的
な
人
気
を

博
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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雲
右
衛
門
が
武
士
道
鼓
吹
を
標
榜
し
た
よ
う
に
、
浪
曲
は
赤
穂
義
士
な
ど
忠
義
の
美
談
を
演
目
に
す
る
こ
と
で
軍
国
主
義
の
波
に
乗
っ

た
。
浪
曲
は
そ
の
出
発
か
ら
、
桃
中
軒
雲
右
衛
門
が
国
竜
会
の
頭
山
満
や
内
田
良
平
ら
の
知
遇
を
得
て
支
援
さ
れ
た
よ
う
に
、
右
翼
的
な

心
情
と
結
び
つ
い
て
い
た
し
、
そ
れ
ば
か
り
か
官
僚
が
浪
曲
的
な
も
の
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
浪
曲
に
よ
る
思
想
善
導
を
考
え
て

い
た
古
賀
廉
造
は
、
内
務
省
警
保
局
長
に
な
っ
た
一
九
〇
六
年
、「
浪
花
節
奨
励
会
」
を
つ
く
っ
て
い
る）（
（

。

浪
曲
は
歌
舞
伎
や
講
談
の
題
材
を
た
く
さ
ん
取
り
入
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
浪
曲
は
い
わ
ば
民
衆
の
共
通
教
養
目
録
を
複
写
す

る
手
段
に
な
っ
た
。
赤
穂
義
士
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
八
世
紀
中
ご
ろ
に
成
立
し
た
人
形
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎
の
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」

か
ら
と
っ
た
演
目
で
あ
っ
た
し
、
ほ
か
に
も
、「
天
保
六
花
撰
」
は
、
も
と
も
と
二
世
松
林
伯
円
が
実
際
に
あ
っ
た
事
件
を
講
談
に
仕
立

て
て
評
判
に
な
っ
た
の
が
最
初
だ
っ
た
が
、
や
が
て
歌
舞
伎
で
「
天
衣
紛
上
野
初
花
」
と
し
て
上
演
さ
れ
当
た
り
を
と
り
、
そ
れ
以
来
歌

舞
伎
の
十
八
番
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
浪
曲
に
読
ん
だ
の
が
初
代
木
村
重
友
だ
っ
た）（
（

。

ど
の
民
族
に
も
口
承
文
芸
は
あ
る
。
朝
鮮
民
族
に
は
パ
ン
ソ
リ
が
あ
る
。
一
九
世
紀
に
パ
ン
ソ
リ
が
広
が
っ
た
と
き
、「
春
香
伝
」
や

「
沈
静
伝
」
を
も
と
に
パ
ン
ソ
リ
の
台
本
と
し
て
「
春
香
歌
」
や
「
沈
静
歌
」
が
書
か
れ
た
。
パ
ン
ソ
リ
は
非
常
に
長
尺
で
、「
春
香
伝
」

は
す
べ
て
演
じ
る
と
優
に
八
時
間
は
か
か
る
と
い
わ
れ
る
が
、
一
回
の
演
し
物
で
は
そ
の
う
ち
の
一
部
が
演
じ
ら
れ
る
。
浪
曲
で
い
え
ば

「
赤
穂
義
士
伝
」
が
赤
垣
源
蔵
だ
の
天
川
屋
だ
の
伊
賀
越
え
だ
の
、
一
五
分
く
ら
い
の
数
多
く
の
独
立
し
た
演
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

の
と
似
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
パ
ン
ソ
リ
に
あ
る
猥
雑
な
笑
い
が
支
配
層
に
対
す
る
や
り
ど
こ
ろ
の
な
い
憤
懣
の
は
け
口
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
浪
曲
が
好
ん
で
取
り
上
げ
る
忠
孝
美
談
の
感
動
は
、
秩
序
と
体
制
の
安
定
に
奉
仕
す
る
装
置
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
日
本

に
叙
事
詩
の
伝
統
が
な
い
の
は
、
口
承
文
芸
が
支
配
層
に
対
す
る
憤
懣
の
は
け
口
と
な
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
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る
の
で
は
な
い
か
。

『
平
家
物
語
』
が
立
派
な
書
物
に
な
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
浪
曲
を
詩
と
し
て
読
む
こ
と
は
習
慣
に
な
ら
な
か
っ
た
。
浪
曲
は
二
〇

世
紀
に
成
立
し
た
新
し
い
芸
能
で
あ
る
。
日
露
戦
争
後
、
折
か
ら
の
軍
国
主
義
の
高
揚
と
手
を
携
え
て
大
発
展
し
た
。
浪
曲
は
レ
コ
ー
ド

会
社
の
発
展
の
原
動
力
に
な
っ
た
ほ
ど
で
、一
九
三
〇
年
代
四
〇
年
代
の
浪
曲
師
に
は
た
い
へ
ん
な
高
額
所
得
者
が
何
人
も
あ
ら
わ
れ
た
。

そ
れ
ほ
ど
に
一
世
を
風
靡
し
た
浪
曲
で
あ
っ
た
が
、
広
澤
虎
造
の
『
次
郎
長
外
伝
』
は
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
に
は
な
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。「
東
海
道　

そ
の
名
も
高
き
伊
達
男　

義
理
と
情
け
で
世
を
送
る　

腕
は
く
ろ
が
ね
心
は
ま
が
ね
…
」
と
い
っ
た
虎
造
の
名

調
子
も
、
そ
の
独
特
の
節
回
し
と
一
体
の
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
節
回
し
か
ら
離
れ
て
目
で
読
ま
れ
享
受
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
は
到
達
し
な
か
っ
た
。

叙
事
詩
が
成
立
す
る
土
壌
に
は
、
調
べ
に
の
せ
て
物
語
る
と
い
う
要
素
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
聴
衆
に
む
け
て

心
地
よ
い
調
べ
に
の
せ
て
語
ら
れ
る
と
き
、
物
語
は
居
合
わ
せ
た
人
び
と
の
胸
に
集
合
的
な
感
動
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
叙

事
詩
が
成
立
す
る
に
は
、
文
章
の
リ
ズ
ム
と
物
語
の
両
方
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
叙
事
詩
は
、
た
ん
に
調
べ
に

の
せ
て
物
語
る
だ
け
で
は
な
く
、
調
べ
に
の
せ
て
物
語
る
こ
と
に
感
動
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
感
動
が
ど
こ
か
ら
く
る
か
と

考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
平
家
滅
亡
の
物
語
や
赤
穂
物
語
の
よ
う
に
、
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
民
族
共
有
の
歴
史
的
事
実
や

文
化
的
遺
産
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
れ
を
見
聞
き
す
る
人
び
と
が
涙
し
た
り
歓
喜
し
た
り
す
る
よ
う
に
、
ま
た
奮
起
し
た
り
悲
し
ん
だ

り
す
る
よ
う
に
、
わ
か
り
や
す
い
価
値
規
範
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

浪
曲
の
数
あ
る
演
目
の
中
で
、赤
穂
浪
士
の
仇
討
ち
を
め
ぐ
る
「
義
士
も
の
」
は
、清
水
の
次
郎
長
や
国
定
忠
治
と
い
っ
た
「
義
侠
も
の
」
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と
と
も
に
、
も
っ
と
も
人
気
が
あ
っ
た
演
目
で
あ
っ
た
。
浪
曲
師
た
ち
が
好
ん
で
取
り
上
げ
、
ま
た
聴
衆
が
夢
中
に
な
っ
た
の
は
、
仇
討

ち
だ
の
忠
義
だ
の
と
い
っ
た
義
理
人
情
の
世
界
だ
っ
た
。
調
べ
に
の
せ
て
物
語
る
と
い
う
要
素
を
、
浪
曲
は
そ
な
え
て
い
た
。
そ
し
て
浪

曲
は
、
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
で
き
ご
と
を
素
材
に
し
た
。
つ
ま
り
浪
曲
に
は
叙
事
詩
が
も
つ
要
素
の
す
べ
て
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
。
浪

曲
は
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
「
聴
く
」
芸
能
で
あ
っ
て
、
そ
の
台
本
を
目
で
「
読
む
」
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

第
五
節　

文
炳
蘭
の
抵
抗
詩

文
炳
蘭
の
抵
抗
詩
は
基
本
的
に
は
抒
情
詩
で
あ
る
。「
こ
ぶ
し
は
正
当
性
を
探
す
」
と
い
う
「
正
当
性
・
２
」
の
最
後
の
一
行
に
は
、

お
な
じ
民
衆
と
し
て
国
家
権
力
の
抑
圧
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
な
が
ら
、
声
を
あ
げ
て
連
帯
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
孤
独
な
人
び
と
の
胸

の
う
ち
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
民
衆
の
思
い
を
代
弁
し
た
の
で
、
文
炳
蘭
の
詩
は
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
た
。

文
炳
蘭
の
抵
抗
詩
に
は
叙
事
的
な
要
素
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
歴
史
的
で
き
ご
と
の
引
証
の
し
か
た
が
、
い
か
に
も
叙
事
詩
ら

し
く
、
韓
国
民
が
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
故
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
歴
史
的
事
件
に
取
材
し
た
「
成
三
問
の
舌
」
が

そ
う
で
あ
る
。「
成
三
問
の
舌
」
は
「
太
陽
が
頭
上
に
の
ぼ
っ
た
正
午
／
首
陽
大
君
は
／
成
三
問
の
舌
を
切
り
お
と
し
た
／
簒
奪
者
を
認

め
ず
／
殿
下
と
呼
ば
ず
旦
那
と
呼
ん
だ
／
成
三
問
の
、
そ
の
舌
」
で
は
じ
ま
る
。
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
不
退
転
の
決
意
を
う
た
い
あ
げ

た
詩
で
あ
る
。

成
三
問
は
李
氏
朝
鮮
の
学
者
・
政
治
家
で
あ
る
。
一
四
五
五
年
、
首
陽
大
君
が
ク
ー
デ
タ
ー
で
若
い
端
宗
を
王
位
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ

し
、
み
ず
か
ら
王
位
に
つ
い
て
世
祖
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
成
三
問
ら
は
端
宗
復
位
の
た
め
首
陽
大
君
暗
殺
の
機
会
を
ね
ら
っ
て
い
た
。
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し
か
し
計
画
は
発
覚
し
、
一
四
五
六
年
、
成
三
問
ら
六
人
の
志
士
は
首
陽
大
君
み
ず
か
ら
が
の
ぞ
ん
だ
裁
き
で
拷
問
を
受
け
処
刑
さ
れ
た
。

今
日
に
お
い
て
も
、
韓
国
で
は
不
義
と
た
た
か
う
志
操
堅
固
な
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
処
刑
さ
れ
た
六
人
は
「
死
六
臣
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
前
後
の
李
氏
朝
鮮
の
政
治
史
を
か
ん
た
ん
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
一
三
九
二
年
、
李
成
桂
が
李
氏
朝
鮮
を
開
い
た
。
第
四
代
の
国

王
が
「
訓
民
正
音
」
を
編
纂
し
て
ハ
ン
グ
ル
文
字
を
つ
く
っ
た
世
宗
（
一
四
一
八
─
一
四
五
〇
）
で
あ
る
。
成
三
問
は
「
訓
民
正
音
」
の
編

纂
に
か
か
わ
っ
た
も
の
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
さ
て
世
宗
の
あ
と
は
文
宗
が
つ
い
だ
が
、
わ
ず
か
二
年
で
他
界
し
た
。
文
宗
の
あ
と
を
つ
い

だ
端
宗
は
一
二
歳
の
少
年
だ
っ
た
の
で
、
文
宗
は
端
宗
を
も
り
立
て
る
よ
う
大
臣
た
ち
に
遺
言
し
て
死
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
こ
ろ
最
大

の
実
力
者
は
世
宗
の
次
男
で
あ
る
首
陽
大
君
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
首
陽
大
君
は
端
宗
の
叔
父
に
当
た
る
。
一
四
五
三
年
、
首
陽
大
君

は
文
宗
が
頼
み
に
し
た
重
臣
た
ち
を
殺
害
し
て
実
権
を
握
っ
た
。
そ
れ
が
癸
酉
靖
難
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
癸
酉
靖
難
の
二
年
後
、
首
陽

大
君
は
端
宗
を
追
い
落
と
し
て
王
位
に
つ
い
た
。
甥
の
端
宗
に
退
位
を
強
要
し
み
ず
か
ら
即
位
し
た
こ
と
で
は
、
甥
の
皇
帝
を
攻
め
滅
ぼ

し
て
皇
帝
と
な
っ
た
中
国
の
明
の
永
楽
帝
に
似
て
い
る
。
実
力
に
よ
っ
て
権
力
を
奪
い
取
っ
た
こ
と
で
、
世
祖
も
永
楽
帝
も
批
判
を
浴
び

た
が
、
世
祖
も
永
楽
帝
も
も
と
も
と
は
す
ぐ
れ
た
資
質
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
し
、
実
際
に
そ
の
治
世
は
み
る
べ
き

実
績
を
あ
げ
た
。
た
だ
の
簒
奪
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
詩
の
五
行
目
「
殿
下
と
呼
ば
ず
旦
那
と
呼
ん
だ
」
の
く
だ
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
由
来
が
あ
る
。
暗
殺
計

画
が
発
覚
し
て
成
三
問
ら
は
捕
縛
さ
れ
、
国
王
の
前
で
裁
き
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
場
で
、
成
三
問
は
首
陽
大
君
に
「
旦
那
（
ナ
ウ
リ
）」

と
語
り
か
け
た
。
お
前
を
国
王
と
は
認
め
な
い
、
だ
か
ら
「
王
様
（
チ
ョ
ナ
）」
と
は
呼
ば
な
い
ぞ
、
と
い
う
意
思
表
示
で
あ
る
。
韓
国
史

で
有
名
な
場
面
で
あ
る）（
（

。



七
七
七

抵
抗
詩
の
社
会
的
背
景
（
広
岡
）

日
本
で
い
え
ば
、
太
閤
秀
吉
に
抵
抗
し
た
千
利
休
の
事
績
と
か
、
吉
良
家
討
ち
入
り
の
準
備
を
周
到
に
進
め
る
大
石
内
蔵
助
の
故
事
と

い
っ
た
こ
と
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
故
事
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
習
慣
は
、
演
劇
や
小
説
に
は
あ
っ
て
も
、
詩
に

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。第

六
節　

書
き
講
談
か
ら
大
衆
小
説
へ
─
叙
事
詩
の
ゆ
く
え

浪
曲
は
叙
事
詩
の
要
素
を
豊
か
に
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
浪
曲
か
ら
叙
事
詩
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
雑
誌
が
浪
曲
台
本
を
掲
載
す
る

と
売
り
上
げ
が
伸
び
た
が
、
浪
曲
の
台
本
を
そ
れ
だ
け
で
「
読
む
」
こ
と
は
定
着
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
講
談
や
浪
曲
の
フ
ァ
ン

層
が
読
書
に
親
し
ま
な
い
人
び
と
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
も
う
ひ
と
つ
は
浪
曲
が
す
さ
ま
じ
い
ブ
ー
ム
を
お
こ
し
た
大
正
時
代

は
じ
め
、
と
き
を
同
じ
く
し
て
書
き
講
談
（
新
講
談
）
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
が
お
こ
り
、
そ
こ
か
ら
大
衆
文
学
が
発
展
し
た
と
い
う

事
情
も
影
響
し
て
い
る
。

浪
曲
は
「
読
む
」
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
で
は
「
読
む
」
も
の
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
分
野
で
は
、
ち
ょ
う
ど
浪
曲

が
台
頭
し
た
の
と
お
な
じ
時
期
に
書
き
講
談
と
い
う
形
式
が
お
こ
っ
た
。
し
か
も
浪
曲
と
書
き
講
談
に
は
直
接
の
因
縁
が
あ
っ
た
。
野
間

清
治
が
、
大
日
本
雄
弁
会
の
看
板
を
掲
げ
て
、
雑
誌
『
雄
辯
』
を
創
刊
し
た
の
は
一
九
一
〇
年
の
こ
と
だ
っ
た
。『
雄
辯
』
は
よ
く
売
れ
、

そ
れ
に
気
を
よ
く
し
た
野
間
は
翌
一
一
年
『
講
談
倶
楽
部
』
を
創
刊
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
三
年
に
、『
講
談
倶
楽
部
』
が
浪
曲
を
掲

載
し
た
と
き
、
講
釈
師
側
か
ら
は
げ
し
い
抗
議
が
お
こ
り
、
結
局
講
釈
師
た
ち
は
一
切
『
講
談
倶
楽
部
』
に
協
力
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

窮
地
に
た
っ
た
野
間
は
、『
都
新
聞
』
の
雑
報
記
者
た
ち
を
起
用
し
て
、
急
遽
、
創
作
講
談
を
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
書
き
講
談
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か
ら
、
の
ち
に
大
衆
小
説
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。

書
き
講
談
か
ら
叙
事
詩
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
書
き
講
談
か
ら
生
ま
れ
た
の
は
時
代
小
説
だ
っ
た
。
伊
藤
み
は
る
、
平
山
蘆
江
、
山
野

芋
作
（
長
谷
川
伸
）
ら
書
き
講
談
の
書
き
手
た
ち
は
、
詩
で
は
な
く
小
説
を
志
向
し
て
、
そ
の
文
学
性
を
高
め
よ
う
と
努
力
し
た
の
で
あ

る
し
、
一
九
一
九
年
『
講
談
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
白
井
喬
二
「
怪
建
築
十
二
段
返
し
」
は
そ
れ
ま
で
の
新
講
談
の
概
念
を
一
新
し
た
。

『
講
談
雑
誌
』
は
『
講
談
倶
楽
部
』
の
成
功
を
み
て
、
当
時
も
っ
と
も
力
の
あ
っ
た
博
文
館
が
後
追
い
で
創
刊
し
た
雑
誌
で
あ
る
。

「
怪
建
築
十
二
段
返
し
」は
謎
解
き
の
要
素
が
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
の
に
、謎
解
き
は
な
く
、そ
の
点
か
ら
み
る
と
完
結
し
な
い
小
説
だ
っ

た
。
お
そ
ら
く
読
者
は
長
尺
も
の
の
講
談
の
一
部
を
聞
い
た
り
、
歌
舞
伎
の
一
部
を
見
た
り
す
る
の
と
お
な
じ
よ
う
な
感
覚
で
接
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
正
期
に
雑
誌
の
点
数
が
ふ
え
る
と
、
投
稿
者
の
中
か
ら
、
吉
川
雉
子
郎
（
吉
川
英
治
）
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
書
き
手
が
次
々
と
あ
ら

わ
れ
た
。
そ
し
て
結
論
を
急
い
で
い
う
の
だ
が
、
か
れ
ら
が
世
に
送
り
出
し
た
時
代
小
説
の
な
か
に
、
叙
事
的
な
詩
情
豊
か
な
感
動
が
あ

ふ
れ
た
。『
大
菩
薩
峠
』（
中
里
介
山
）
の
孤
独
、『
宮
本
武
蔵
』（
吉
川
英
治
）
の
求
道
、『
赤
穂
浪
士
』（
大
佛
次
郎
）
の
歴
史
観
な
ど
な
ど
、

こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
大
量
の
時
代
小
説
は
、
楠
木
正
成
だ
の
荒
木
又
右
衛
門
だ
の
太
閤
秀
吉
だ
の
と
い
う
、
国
民
の
だ
れ
も
が
知
っ
て

い
る
題
材
を
く
り
か
え
し
取
り
上
げ
、
赤
穂
義
士
で
は
な
く
赤
穂
「
浪
士
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
新
し
い
視
点
や
新
し
い
解
釈
を
提
示
し
て
、

叙
事
詩
に
か
わ
っ
て
叙
事
詩
の
役
割
を
は
た
し
た
。

書
き
講
談
と
は
別
に
、
森
田
思
軒
に
見
出
さ
れ
て
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
小
説
を
書
き
は
じ
め
た
村
上
浪
六
の
よ
う
に
独
特
の
詩
的
な

リ
ズ
ム
を
も
つ
文
体
の
書
き
手
も
あ
ら
わ
れ
た
が
、
継
承
者
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
一
八
九
一
年
に
発
表
さ
れ
た
処
女
作
『
三
日
月
』

は
次
の
よ
う
な
は
し
が
き
か
ら
は
じ
ま
る
。「
所
謂
彼
の
町
奴
。
六
法
む
き
。
男
達
（
だ
て
）。
な
ど
い
え
る
者
の
一
生
を
見
る
に
其
の
野
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卑
に
し
て
且
つ
愚
な
る
こ
と
殆
ど
児
戯
に
似
た
れ
ど
も
人
に
骨
な
く
腸
は
魚
河
岸
に
の
み
あ
る
今
の
世
に
豈
に
煩
悶
の
価
い
な
か
ら
ん

や
」）
（（
（

。
村
上
浪
六
は
五
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
書
き
続
け
た
超
人
気
作
家
だ
っ
た
が
、
浪
六
の
小
説
は
い
わ
ば
叙
事
詩
的
な
小
説
だ
っ
た
。

し
か
し
浪
六
の
文
体
は
だ
れ
に
も
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。

と
り
あ
え
ず
の
結
論
を
示
し
て
お
こ
う
。
日
本
の
近
代
文
学
の
土
壌
で
は
叙
事
詩
は
育
た
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
叙
事
詩
の
伝
統
が
定

着
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
叙
事
詩
に
あ
た
る
形
式
の
口
承
文
芸
は
庶
民
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
書
き
言
葉
に
う

つ
さ
れ
る
と
き
、
詩
の
形
式
で
は
な
く
、
大
衆
文
学
の
形
式
に
う
つ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
知
識
層
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
か
た

ち
の
叙
事
詩
は
育
た
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
は
こ
の
あ
た
り
の
芸
能
や
文
学
が
、
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
媒
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
浪
曲
や
時
代
小
説
が
く
り
か
え
し
奏
で
た
忠
君
愛
国
や
義
理
人
情
が
戦
前
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
培
養
土
を
提
供
し
た
。

浪
曲
が
思
想
統
制
に
た
ず
さ
わ
る
官
僚
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
の
叙
事
「
詩
」
は
、
浪
曲
が
物
語
る
よ
う
に
、
一
見
、

下
層
庶
民
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
か
れ
ら
の
心
情
を
秩
序
と
国
家
に
回
収
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
は
韓

国
の
叙
事
詩
と
は
な
は
だ
し
く
対
照
的
な
の
で
あ
る
。
詩
が
文
学
的
に
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
詩
の

文
学
性
云
々
を
語
る
前
に
、
そ
の
社
会
的
役
割
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
（
）
幕
末
維
新
期
の
漢
詩
に
つ
い
て
は
『
幕
末
維
新
の
漢
詩
』
筑
摩
選
書
、
二
〇
一
四
年
。
ま
た
木
下
彪
『
明
治
詩
話
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年

を
参
照
。
明
治
二
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
漢
詩
文
の
盛
況
ぶ
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
同
右
。
お
よ
び
富
士
川
英
郎
『
江
戸
後
期
の
詩
人
た
ち
』
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
を
参
照
。

（
（
）
松
浦
友
久
は
漢
詩
に
つ
い
て
「
漢
代
以
来
の
『
詩
経
』
学
の
伝
統
の
な
か
に
あ
っ
て
、
中
国
の
詩
人
た
ち
は
、
す
ぐ
れ
た
詩
歌
に
は
す
ぐ
れ
た



七
八
〇

政
治
批
判
の
精
神
が
内
在
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
を
、
実
作
の
理
念
と
し
て
抱
き
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
往
々
に
し
て
理
念
倒
れ

に
な
り
、
抒
情
性
の
涸
渇
を
生
む
と
い
う
結
果
に
も
な
っ
た
が
、
ま
た
一
方
、“
詩
”
お
よ
び
“
詩
人
”
の
社
会
的
地
位
を
高
め
、
優
秀
な
人
材
を

詩
歌
の
実
作
と
い
う
行
為
に
向
か
わ
せ
る
力
と
も
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
（
松
浦
友
久
『
中
国
詩
選
（
（
）』
現
代
教
養
文
庫
、
社
会
思
想
社
、
一

九
七
二
年
、
二
七
二
頁
）。

（
（
）
高
木
郁
夫
『
新
聞
小
説
史
・
昭
和
篇
（
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
は
竹
田
敏
彦
が
関
係
者
か
ら
い
か
に
評
価
さ
れ
て
い
た
か
を
伝
え
て

い
る
と
と
も
に
、
著
者
自
身
、
竹
田
に
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

（
5
）
『
五
賊　

荒
土　

蜚
語
』
青
木
書
店
、
一
九
七
二
年
、
一
〇
頁
─
一
一
頁
。

（
（
）
自
由
民
権
運
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
詩
や
数
え
歌
な
ど
に
つ
い
て
は
、柳
田
泉
『
随
筆　

明
治
文
学
（
』
谷
川
恵
一
他
校
訂
、平
凡
社
東
洋
文
庫
、

二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
（
）
兵
藤
裕
己
『〈
声
〉
の
国
民
国
家
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
八
頁
。

（
（
）
橋
本
勝
三
郎
『「
森
の
石
松
」
の
世
界
』
新
潮
社
、
九
六
頁
─
九
七
頁
。

（
（
）
成
三
問
は
首
陽
大
君
に
「
旦
那
（
ナ
ウ
リ
）」
と
呼
び
か
け
た
場
面
は
、
韓
流
ド
ラ
マ
「
王
女
の
男
」
の
第
一
九
回
に
も
出
て
く
る
。
裁
き
の
場

で
成
三
問
が
「
旦
那
（
ナ
ウ
リ
）」
と
叫
ぶ
と
、
居
合
わ
せ
た
群
臣
た
ち
は
驚
き
あ
わ
て
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

（
（0
）
高
木
健
夫
『
新
聞
小
説
史　

大
正
篇
』（
国
書
刊
行
会
、一
九
七
六
年
）、大
村
彦
次
郎
『
時
代
小
説
盛
衰
史
（
上
）』（
二
〇
〇
五
年
、筑
摩
書
房
）

を
参
照
。

（
（（
）
『
大
衆
文
学
大
系
（　

村
井
弦
斎
・
村
上
浪
六
・
塚
原
渋
柿
園
・
碧
瑠
璃
園
・
大
倉
桃
郎
』、
講
談
社
、
一
九
七
一
年
、
一
〇
九
頁
。

（
本
学
法
学
部
教
授
）


