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憶
良
歌
の
語
る
も
の

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、
（
文
学
と
は
個
の
内
面
の
表
現
で
あ
る
）
と
言
う
、
一
見
も
っ
と
も

と
取
れ
る
命
題
に
縛
ら
れ
て
来
た
そ
の
在
り
方
を
振
り
返
り
、
《
文
学
と
は
？
》
、

《
個
と
は
？
》
、
《
内
面
と
は
？
》
、
《
表
現
と
は
？
》
と
、
l
つ
一
つ
捕
ら
え
直
し
て

み
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
殆
ど
が
我
々
の
目
指
す
古
代
に
は
、
そ
の
ま
ま
の
適
用
が

不
可
能
で
あ
る
と
の
結
論
に
連
し
た
。
何
故
な
ら
、
そ
の
一
つ
《
文
学
》
と
い
う
言

葉
に
つ
い
て
文
献
を
漁
っ
て
み
て
も
、
我
々
の
考
え
る
内
容
に
合
致
す
る
も
の
に
は

な
か
な
か
出
会
え
な
い
か
ら
だ
。
律
令
な
ど
に
さ
え
見
え
る
「
文
学
」
も
「
ふ
み
は

か
せ
」
　
の
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
始
末
。
こ
れ
を
見
て
も
そ
の
辺
の
事
情
は
理
解
出
来

（1）
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
《
個
》
・
《
内
面
》
な
ど
と
な
れ
ば
更
に
関
係
を
希
薄
に
す

る
。
勿
論
《
表
現
》
に
於
い
て
も
そ
う
だ
。
と
す
れ
ば
万
葉
集
に
掲
載
さ
れ
た
歌
を

読
む
場
合
、
我
々
は
上
記
の
命
題
に
よ
っ
て
は
到
底
読
み
切
れ
な
い
と
い
う
現
実
に

直
面
す
る
こ
と
と
な
る
。
今
で
こ
そ
こ
う
し
た
こ
と
は
驚
く
に
値
し
な
い
と
考
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
古
代
文
学
研
究
に
於
け
る
閉
塞
状
況
が
克
服
さ
れ
始
め
た

の
に
は
、
本
質
に
果
敢
に
立
ち
向
か
っ
た
僅
か
ば
か
り
の
研
究
者
が
い
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
柳
田
国
男
・
折
口
信
夫
・
西
郷
信
約
・
善
本
隆
明
・
古
橋
信
孝
等
の
仕
事
は

私
の
知
る
限
り
そ
う
し
た
も
の
の
中
に
入
る
も
の
だ
。
特
に
、
青
木
・
古
橋
の
考
え

方
は
、
文
学
研
究
の
方
法
を
考
え
さ
せ
て
、
そ
の
意
義
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
中
で

横

　

倉

　

長

　

恒

も
善
本
の
『
共
同
幻
想
論
』
は
、
文
学
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
学
ぶ
う
え
で
最
も
大

き
な
刺
激
を
与
え
た
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
文
学
研
究
に
於
け
る
時
間
の
見
分
け
方

を
考
え
る
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
典
型
は
古
橋
の
開
陳
す
る
と
こ
ろ
に
幾

つ
か
先
取
り
さ
れ
て
い
た
。
私
は
そ
れ
ら
の
幾
つ
か
を
検
証
し
な
が
ら
、
万
葉
集
巻

三
－
三
l
ニ
七
歌
「
山
上
憶
良
臣
の
宴
を
罷
る
の
歌
一
首
」
の
示
す
所
を
あ
げ
つ
ら
っ

て
み
た
い
。

憶
艮
ら
は
　
今
は
罷
ら
む
　
子
泣
く
ら
む
　
そ
れ
そ
の
母
も
　
我
を
待
つ
ら
む
ぞ

こ
れ
は
人
間
の
幻
想
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ソ
に
拘
わ
っ
て
お
も
し
ろ
い
。
憶
良
は
「
今

は
罷
ら
む
」
と
彼
個
人
の
決
意
を
述
べ
る
。
そ
れ
は
き
っ
と
彼
の
今
を
規
定
し
て
い

た
人
々
に
対
す
る
も
の
で
、
も
っ
と
締
め
て
言
え
ば
、
題
詞
に
示
す
よ
う
に
、
何
ら

か
の
理
由
で
な
さ
れ
た
宴
で
あ
っ
た
。
「
罷
ら
む
」
よ
り
考
え
れ
ば
、
「
参
る
」
と
の

関
係
か
ら
、
彼
の
あ
り
よ
う
を
越
え
る
他
者
と
の
関
係
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
導
き
出
せ
る
。
こ
う
し
た
関
係
を
膏
本
隆
明
の
考
え
方
よ
り
「
共
同
幻
想
」
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
関
係
と
区
分
け
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

「
子
泣
く
ら
む
」
「
そ
の
母
も
我
を
待
つ
ら
む
ぞ
」
は
、
「
子
」
も
「
母
」
も
共
に

彼
の
家
族
を
指
し
示
し
、
「
我
」
と
の
関
係
は
「
対
幻
想
」
に
立
つ
も
の
と
な
る
。
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「
憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
」
も
同
様
に
押
え
れ
ば
「
個
幻
想
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
、
意
味
的
に
考
え
る
と
、
三
つ
の
幻
想
領
域
総
て
に
拘
わ
る

歌
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
l
体
こ
の
こ
と
は
、
舌
代
の
文
学
に
と
っ
て
ど
う
い
う

意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
触
れ
ら
れ
れ
ば
、
あ
わ
せ
て
触
れ
て
み
た
い
。

「
　
近
代
と
古
代

ま
ず
始
め
に
文
学
に
お
け
る
近
代
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
そ
れ
と
の
対
比
で
古
代

が
見
え
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
先
に
断
っ
た
よ
う
に
、
《
表
現
》
が
、
果

（2）

樹
を
絞
り
出
す
と
い
う
農
業
用
語
に
由
来
す
る
輸
入
翻
訳
語
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

《
文
学
の
近
代
》
と
は
縮
め
て
《
個
の
表
現
》
と
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
そ
う
し
た
見
方
は
、
そ
れ
を
個
人
的
な
単
位
に
お
い
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
時
、

果
た
し
て
そ
う
し
た
こ
と
が
古
代
以
来
近
代
に
至
る
ま
で
全
く
存
在
し
な
か
っ
た

と
、
言
い
切
れ
る
根
拠
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
《
個
の
表
現
》
の
結
果
と
そ
う
で
な

い
も
の
と
を
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
区
別
す
る
の
か
。
恐
ら
く
そ
れ
を
明
確
に
区
分

け
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
と
見
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
《
個
の
表
現
》
を

一
つ
の
時
代
を
リ
ー
ド
す
る
観
念
と
し
て
考
え
る
と
き
、
同
時
代
の
創
作
原
理
と
し

て
作
家
（
作
品
を
作
る
人
）
を
大
き
く
包
み
込
ん
で
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
お
お
ざ
っ

ぱ
に
考
え
て
、
《
個
の
表
現
》
を
前
提
に
捕
ら
え
て
も
そ
う
大
き
な
過
ち
は
犯
さ
な

い
と
見
て
差
し
支
え
な
い
と
私
は
思
う
。

し
か
も
こ
う
し
た
考
え
方
を
し
た
の
は
、
何
も
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
ル
ネ
サ
ソ
ス
を
学
ぶ
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
は
人

間
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
中
世
ま
で
に
培
っ
て
来
た
地
中
海
貿
易
に

よ
る
富
と
、
そ
れ
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
再
発
見
と
に
よ
っ
て
密
さ
れ
た
も
の
と

さ
れ
、
そ
の
後
に
中
世
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
絶
対
神
の
栄
光
を
ギ
リ
シ
ア
的
方
法
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
今
日
に
連
な
る
数
々
の
発
明
発
見
が
な
さ

れ
、
そ
う
し
得
た
人
間
は
自
ら
に
益
々
自
信
を
抱
き
、
中
世
の
規
範
で
あ
る
神
の
存

在
を
傍
ら
に
追
い
や
っ
て
、
神
を
根
拠
に
し
て
あ
ま
た
の
人
間
の
上
に
君
臨
し
て
い

た
特
権
階
級
を
引
き
ず
り
降
ろ
し
、
《
人
々
の
世
の
中
》
を
現
実
の
こ
の
世
の
中
に

実
現
し
よ
う
と
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
《
人
々
》
、
い
わ
ゆ
る
《
市
民
》
の
市

民
に
よ
る
市
民
の
た
め
の
表
現
こ
そ
が
近
代
を
大
き
く
特
徴
付
け
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
前
代
が
神
を
根
拠
と
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
近
代
は
人
間

を
根
拠
に
し
た
時
代
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
の
下
に
人
間
そ
の
も
の
が
目
的
に
な
っ
た
時
代
を
、
特
徴
的

に
語
っ
て
く
れ
る
日
本
の
明
治
の
資
料
を
ひ
と
つ
示
し
て
お
こ
う
。

今
の
日
本
の
層
姻
の
不
都
合
な
る
は
各
家
と
も
概
ね
琴
繋
相
調
は
ず
風
波
時
に

生
ず
る
を
見
て
も
知
る
べ
し
　
さ
れ
ば
之
を
治
療
す
る
に
は
随
意
結
婿
と
な
し
親

の
干
渉
せ
ざ
る
に
あ
り
　
然
り
而
し
て
随
意
結
婚
と
な
す
に
は
是
非
と
も
男
女
の

交
際
を
閲
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
　
さ
り
と
て
今
日
急
に
男
女
の
交
際
を
な
き
し
む
る

は
囚
人
を
放
ち
て
黄
金
堆
中
に
行
か
し
む
る
如
く
　
到
底
危
険
を
免
れ
が
た
け
れ

ば
　
我
々
は
や
む
を
得
ず
と
し
　
今
の
小
学
校
に
あ
る
も
の
よ
り
し
て
之
を
実
行

せ
ん
と
す
る
也
　
即
チ
七
歳
に
し
て
男
女
不
同
席
な
ど
い
ふ
こ
と
を
や
め
　
小
学

校
の
時
よ
り
男
女
混
合
と
し
　
中
学
に
至
る
ま
で
矢
張
り
之
を
湛
じ
置
く
な
り

さ
す
れ
ば
余
り
珍
し
と
恩
は
ざ
る
故
　
障
て
危
険
も
少
か
る
べ
し
と
思
は
る
　
之

を
お
い
て
他
に
良
法
は
な
し
と
借
ず
る
な
り

（3）

こ
れ
は
正
岡
子
親
の
『
筆
ま
か
勢
』
明
治
二
十
年
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

回
「
随
意
結
婚
と
な
し
親
の
干
渉
せ
ざ
る
に
あ
り
」
と
、
㈲
「
さ
り
と
て
今
日
急
に

男
女
の
交
際
を
な
さ
し
む
る
は
囚
人
を
放
ち
て
黄
金
堆
中
に
行
か
し
む
る
如
く
　
到

底
危
険
を
免
れ
が
た
け
れ
ば
　
我
々
は
や
む
を
得
ず
と
し
」
、
回
「
小
学
校
の
時
よ

り
男
女
混
合
と
し
　
中
学
に
至
る
ま
で
矢
張
り
之
を
混
じ
置
く
な
り
　
さ
す
れ
ば
余

り
珍
し
と
息
は
ざ
る
故
　
障
て
危
険
も
少
か
る
べ
し
」
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
時
代

に
な
か
な
か
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

何
に
つ
い
て
は
、
封
建
制
度
下
の
《
家
》
を
中
心
に
し
た
婚
姻
制
度
の
不
合
理
に
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対
し
て
、
そ
れ
に
変
わ
り
得
る
《
個
人
の
随
意
に
よ
る
結
婚
制
度
》
の
提
言
と
解
釈

で
き
、
「
親
は
干
渉
せ
ざ
る
に
あ
り
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
い
よ
い
よ
大
き
な
意

味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
私
は
思
う
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
ど
の
よ
う
に
見
積
も

っ
て
も
近
代
以
前
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
人
間
が
人

間
を
根
拠
に
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
こ
と
が
い
か
な

る
形
に
お
い
て
も
存
在
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
怪
し
く
鬼
る
。
例
え
は
近
松
門
左

衛
門
の
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
心
中
物
の
主
人
公
た
ち
は
、
封
建
制
度
下
の
婚
姻
制
の
中

で
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
好
き
な
相
手
を
根
拠
に
死
後
の
世
界
で
適
え
よ
う

と
し
た
も
の
と
解
釈
す
れ
ば
、
確
か
に
恋
人
と
い
う
人
間
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
言

え
る
。
あ
る
い
は
封
建
的
な
婚
姻
制
度
の
中
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
に
対
し
、

相
思
相
愛
の
関
係
を
根
拠
と
し
て
、
死
を
以
て
抵
抗
し
た
の
だ
と
解
釈
し
て
も
同
じ

だ
。
あ
る
い
は
又
死
を
以
て
二
人
の
関
係
を
永
遠
化
し
た
と
解
釈
し
て
も
同
様
だ
。

け
れ
ど
も
死
後
の
世
界
は
明
ら
か
に
共
同
幻
想
の
範
噂
に
あ
る
し
、
他
の
二
つ
に
し

て
も
、
現
行
制
度
の
中
に
あ
う
て
つ
ま
り
は
洩
実
世
界
に
そ
の
厭
い
を
実
現
出
来
な

い
と
こ
ろ
に
立
ち
現
れ
た
論
理
で
あ
一
っ
て
、
確
か
に
一
見
す
る
と
近
代
的
な
も
の
に

写
る
が
、
子
規
の
言
う
こ
と
と
は
位
相
を
異
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
子
規
は
制
度
そ

の
も
の
の
歪
み
紅
対
し
、
明
確
に
新
制
度
の
確
立
の
必
要
性
に
言
い
及
ん
で
い
る
。

し
か
も
人
間
の
l
敗
的
あ
り
よ
う
の
上
に
立
っ
て
。
勿
論
「
制
度
」
と
今
言
っ
て
い

る
の
ほ
人
間
を
外
的
に
制
限
す
る
も
の
を
広
く
含
め
て
、
共
同
幻
想
と
し
て
も
か
ま

わ
な
い
。

鋸
で
は
旧
制
度
の
中
に
そ
の
精
神
を
形
成
し
七
子
規
自
身
の
あ
り
よ
う
が
見
え
、

そ
れ
が
旧
制
度
下
に
そ
の
人
間
形
成
を
図
っ
た
総
て
を
代
表
す
る
か
の
よ
う
に
客
体

化
さ
れ
、
「
七
歳
に
し
て
男
女
不
同
庸
」
と
い
う
旧
規
範
の
相
対
化
と
し
て
、
乗
り

越
え
ら
れ
る
べ
く
、
そ
の
方
法
と
し
て
は
学
校
教
育
の
効
果
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
し
て
何
に
お
い
て
「
余
り
珍
ら
し
と
思
わ
ざ
る
故
」
と
い
う
言
い
回
し
の
中

に
、
新
し
い
制
度
の
定
着
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
道
筋
も
示
し
て
い
る
。
即
ち
人
間
の

抱
く
幻
想
と
そ
の
変
化
の
ダ
イ
ナ
、
、
、
ズ
ム
の
l
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
子
規
の
年
令

に
注
目
し
て
置
こ
う
。
明
治
二
十
一
年
の
「
哲
学
の
発
足
」
に
よ
る
と
、
「
彼
は
明

治
十
八
年
春
」
「
哲
学
を
日
的
と
し
誰
が
す
す
め
て
も
変
ず
ま
じ
と
思
ひ
こ
」
ん
だ

と
記
す
。
こ
の
前
後
に
お
い
て
、
彼
は
目
覚
め
の
時
を
経
験
し
て
い
る
ら
し
く
、
こ

の
年
の
記
録
と
し
て
「
世
の
中
に
比
較
と
い
ふ
程
明
瞭
な
る
こ
と
も
な
く
愉
快
な
る

こ
と
も
な
し
」
と
記
し
、
「
比
較
」
　
の
「
教
育
法
」
に
於
け
る
有
効
性
に
触
れ
つ
つ
、

「
天
下
恐
ら
く
は
此
法
を
用
ゆ
る
者
少
な
か
る
べ
し
」
と
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
の

「
比
較
」
を
通
し
、
彼
は
事
の
相
対
化
を
図
り
、
そ
れ
ま
で
の
伝
統
性
を
引
き
ず
る

価
値
観
の
中
で
、
旧
習
か
ら
の
脱
出
を
そ
れ
と
な
く
体
験
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ

る
。
一
九
か
ら
l
二
歳
ご
ろ
の
心
性
と
は
正
に
親
兄
弟
を
は
じ
め
と
す
る
外
部
世
界

の
情
報
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
生
ま
れ
な
が
ら
の
人
間
性
が
、
人
間
普
遍
の
目
覚
め
の

時
を
体
験
す
べ
く
動
終
期
を
迎
え
、
や
が
て
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
価
値
観
を
、

弁
証
法
を
思
わ
せ
る
方
法
の
な
か
で
処
理
昇
華
さ
せ
、
旧
習
を
批
判
し
て
新
習
を
創

造
す
る
と
言
っ
た
特
性
を
示
す
性
格
を
持
つ
の
が
l
般
だ
が
、
子
規
も
例
外
で
は
な

く
、
こ
の
タ
イ
プ
の
人
間
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
．
る
。
あ
ま
つ
さ
え
学
問
を
論
語
の
素

読
か
ら
始
め
た
と
い
う
彼
の
生
い
立
ち
を
考
え
る
と
き
、
論
語
と
い
う
日
本
で
は
特

に
江
戸
時
代
を
律
す
る
最
大
の
規
範
よ
り
こ
と
を
始
め
て
い
る
訳
だ
か
ら
、
自
分
の

今
を
生
か
し
て
飽
く
ま
で
も
自
分
転
拘
わ
ろ
う
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
思
い
も
付
か

な
か
っ
た
は
ず
だ
。
「
哲
学
の
発
足
」
に
は
、
「
何
故
に
法
律
と
か
政
治
と
か
の
目
的

を
定
め
し
や
と
い
ふ
に
　
余
在
郷
の
頃
某
氏
余
に
目
的
を
定
め
よ
と
い
ふ
　
余
も
い

た
く
当
惑
し
た
り
　
何
と
な
れ
ば
余
の
噂
好
は
詩
を
作
り
文
を
草
す
る
こ
と
に
あ
り

た
れ
ど
も
　
余
は
此
時
に
は
漢
学
者
の
臭
気
を
帯
び
し
故
、
詩
人
絵
師
な
ど
は
l
生

の
目
的
と
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
思
考
せ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
日

本
の
小
説
」
で
は
、
「
日
本
の
小
説
塀
は
紫
女
清
女
の
時
に
盛
に
し
て
其
後
は
表
へ

徳
川
氏
の
中
頃
よ
り
又
々
新
た
に
芽
を
出
し
　
西
鶴
等
杯
を
元
祖
と
し
て
追
々
に

発
達
の
度
著
し
く
」
「
明
治
維
新
の
騒
動
に
な
っ
て
は
、
こ
ん
な
閑
事
業
に
従
ふ
者

も
あ
ら
ざ
り
し
が
　
漸
く
人
民
も
堵
に
安
ん
ず
る
に
至
り
し
か
ば
新
聞
に
小
説
を
出

す
者
あ
る
に
至
り
　
時
々
は
西
洋
の
小
説
を
訳
す
る
者
あ
る
様
に
な
れ
り
　
然
れ
ど
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も
其
文
体
と
い
ひ
其
脚
色
と
い
ひ
　
多
く
は
馬
琴
の
糟
粕
を
な
む
る
に
と
ど
ま
り
て

少
し
も
進
歩
の
模
様
な
か
り
き
」
有
り
様
で
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
「
実
に
欧
粋
を
抜

き
和
粋
に
調
合
し
て
、
他
日
の
模
範
と
な
る
べ
き
小
説
」
「
当
世
書
生
気
質
」
が
出

る
に
及
び
、
「
世
人
は
之
を
見
て
驚
該
」
し
「
因
循
た
る
小
説
家
は
之
を
見
て
皆
醍
」

し
、
「
お
ま
け
に
春
廼
舎
氏
は
小
説
も
一
の
美
術
な
り
　
威
し
む
べ
き
も
の
に
あ
ら

ず
と
の
主
義
を
琴
言
し
な
が
ら
文
壇
に
き
っ
て
出
で
た
り
」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は

一
重
に
文
学
の
自
立
宣
言
と
も
解
釈
し
得
る
。
こ
の
記
述
の
中
に
掃
ら
え
ら
れ
た
春

廼
舎
の
宣
言
は
子
規
に
大
き
な
よ
り
所
を
与
え
た
と
見
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
子

規
は
こ
れ
を
「
実
に
馬
琴
を
始
め
と
し
今
迄
の
小
説
家
は
自
ら
小
説
を
い
や
し
め
り

故
に
概
ね
勧
善
懲
悪
を
以
て
共
に
げ
口
上
と
す
　
彼
等
は
心
中
に
於
い
て
小
説
を

い
や
し
み
し
に
あ
ら
ず
　
奈
何
せ
ん
之
を
尊
く
す
る
の
手
段
な
き
の
み
　
即
チ
尊
き

の
道
理
を
発
見
す
る
能
は
ざ
り
し
の
み
」
と
、
彼
の
方
法
「
比
較
」
を
通
し
、
明
治

を
押
さ
え
て
い
る
。
回
に
つ
い
て
は
こ
の
場
合
、
人
間
の
相
対
性
も
見
て
置
き
た

い
。
「
小
学
校
の
時
よ
り
男
女
混
合
と
し
　
中
学
に
至
る
ま
で
」
そ
れ
を
続
け
る
と

「
余
り
珍
ら
し
と
恩
は
ざ
る
故
　
障
て
危
険
も
少
か
る
ペ
し
と
患
は
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
人
間
の
抱
く
価
値
観
な
ど
は
教
育
一
つ
で
ど
う
に
で
も
な
る
と
い
う
考
え
に

等
し
い
。
（
従
っ
て
教
育
を
施
そ
う
と
す
る
者
は
施
さ
れ
る
者
に
対
し
て
重
大
な
責

任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
に
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
た
殆
ど
総
て
の
教
育

は
権
力
者
た
ち
に
属
し
被
教
育
者
は
つ
ね
に
阻
害
さ
れ
て
来
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
）
特
に
子
規
な
ど
は
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
と
は
言
え
、
徳
川
封
建
体
制
の

典
型
的
な
教
育
を
昌
平
校
に
受
け
た
祖
父
観
山
に
よ
っ
て
そ
の
基
本
的
価
値
観
を
た

た
き
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
後
自
由
民
権
運
動
の
中
で
十
代
の
前
半
を
過
ご

し
、
新
し
い
価
値
観
に
遭
遇
し
た
訳
だ
が
、
そ
の
運
動
も
間
も
な
く
弾
圧
さ
れ
、
変

転
す
る
規
範
意
識
の
中
で
、
「
人
間
は
意
思
な
る
も
の
あ
り
て
行
を
左
右
し
得
れ
ば

こ
そ
等
き
も
の
な
れ
と
西
の
ひ
じ
り
も
い
ひ
た
り
き
」
と
記
す
が
ご
と
く
、
自
己
の

内
面
に
拘
わ
り
出
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
生
き
様
を
現
代
に
お
い
て
百

年
前
の
こ
と
と
し
て
知
る
と
き
、
今
ま
た
東
欧
諸
国
の
あ
り
よ
う
を
通
し
て
我
が
こ

と
の
よ
う
に
体
験
し
っ
つ
あ
る
奇
遇
を
考
え
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
。
子
規
の
残
し
　
8

た
文
章
は
近
代
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
忙
し
得

る
も
の
を
止
め
て
い
る
よ
う
に
私
は
思
う
。

二
、
近
代
と
歌
型

近
代
を
《
個
の
表
現
》
と
考
え
る
と
き
続
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
《
な
ぜ
歌
か
》

と
い
う
こ
と
だ
。
子
規
の
場
合
、
漢
詩
・
小
説
・
短
歌
・
俳
句
・
新
体
詩
・
随
筆
と

様
々
な
分
野
に
作
品
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
新
体
詩
以
外
は
い
ず
れ
も
長
き
に

わ
た
っ
て
日
本
文
学
の
重
要
な
側
面
を
担
っ
て
来
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
伝
統
を
背

負
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
経
て
、
現
在
に
も
存
在
し

続
け
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
小
説
を
ノ
ベ
ル
と
ロ
マ
ソ
と
か
の
訳
語
と

解
釈
す
れ
ば
、
伝
統
の
物
語
叛
と
は
二
線
を
画
し
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
先
に
見
た
と
お
り
子
規
は
紫
式
部
か
ら
坪
内
ま
で
を
連
続
し
た
も
の
と
捕
ら
え

て
い
る
。
我
々
も
子
規
に
従
っ
て
考
察
を
進
め
て
良
か
ろ
う
。
一
体
伝
統
の
ジ
ャ
ソ

ル
と
は
何
な
の
か
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
《
人
々
に
支
え
ら
れ
て
存
在
す
る
言

語
表
現
上
の
形
式
で
あ
る
》
と
ま
で
は
言
い
得
よ
う
か
。
言
葉
が
人
々
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
る
の
に
似
て
い
る
。
さ
て
文
学
に
お
け
る
近
代
を
《
個
の
表
現
》
と
押

さ
え
て
、
こ
の
形
式
の
あ
り
よ
う
と
一
緒
に
考
え
て
見
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
奇
妙

な
こ
と
が
ち
ら
ほ
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
近
代
に
こ
だ
わ
っ
て
徹
底
的
に
《
個
》

で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
形
式
さ
え
個
的
で
な
く
て
ほ
な
ら
な
く
な
ろ
う
。
勿
論
言
葉

そ
の
も
の
だ
っ
て
個
的
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
し
個
人
に
し
か
通
じ
な
い
言

葉
な
ど
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
こ
こ
で
l
つ
《
個
の
表
現
》
に
制

約
が
か
か
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
即
ち
《
日
本
語
の
枠
の
中
で
》
と
い
う
制
約
で
あ
る
。

こ
れ
は
少
な
く
と
も
日
本
語
文
化
圏
を
構
成
す
る
人
々
に
支
え
ら
れ
て
成
り
立
つ
も

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
形
式
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
個
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
新
し

い
も
の
で
な
く
て
ほ
な
る
ま
い
。
伝
統
的
な
も
の
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
類

型
的
だ
。
と
す
れ
ば
明
治
に
あ
っ
て
は
新
体
詩
は
必
魚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
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し
外
国
の
詩
聖
に
ま
ね
て
新
体
詩
と
言
っ
て
見
て
何
は
ど
の
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
た

だ
し
日
本
に
於
い
て
と
い
う
枠
の
中
で
は
大
き
な
こ
と
と
意
義
づ
け
し
得
る
。
け
れ

ど
も
子
規
は
究
極
に
お
い
て
そ
れ
を
選
ば
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
彼
に
関
す
る
限
り

《
個
的
》
な
面
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
彼
の
仕

事
の
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
、
明
治
に
あ
っ
て
選

択
し
得
る
多
く
の
形
式
の
中
か
ら
最
終
的
に
二
つ
の
も
の
を
選
択
し
た
。
短
歌
と
俳

句
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
伝
統
の
形
で
あ
る
。
確
か
に
多
少
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
に
言
及

を
試
み
て
は
い
る
。
し
か
し
形
式
に
つ
い
て
は
は
か
ば
か
し
い
考
察
に
至
っ
て
な
い

よ
う
だ
。
短
歌
に
つ
い
て
だ
け
見
て
み
五
七
調
・
七
五
調
に
つ
い
て
は
「
五
七
五
七

（4）

七
し
の
中
で
触
れ
て
い
る
が
そ
れ
以
上
に
出
な
い
。
と
す
れ
ば
形
式
に
関
す
る
限

り
、
お
お
く
の
ジ
ャ
ソ
ル
の
中
か
ら
短
歌
と
俳
句
の
そ
れ
ぞ
れ
を
《
選
択
》
し
た
だ

け
だ
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
の
仕
事
の
多
く
は
、
古
今
集
以
来
の
歌
の
あ
り
よ

う
に
対
し
て
、
「
自
己
の
本
畳
山
乞
葉
と
し
て
山
岳
と
高
き
を
争
ひ
日
月
と
光
を
競

（5）

ふ
処
舞
に
畏
る
べ
く
尊
む
べ
く
覚
え
ず
ひ
ざ
を
屈
す
る
の
思
ひ
有
之
候
」
と
実
朝
に

（6）

言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
か
、
「
歌
は
感
情
を
述
ぶ
る
者
」
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
と

か
、
「
僅
少
の
金
額
に
て
購
い
得
べ
き
外
国
の
文
学
思
想
杯
は
統
々
輸
入
し
て
日
本

文
学
の
城
壁
を
固
め
」
「
和
歌
に
就
き
て
も
旧
恩
憩
を
破
壊
し
て
新
思
想
を
注
文
す

る
の
考
え
に
て
障
っ
て
用
語
は
雅
語
俗
語
漢
語
洋
語
必
要
次
第
用
う
る
積
り
に
侯
」

（8）

と
か
、
「
歌
は
平
等
無
差
別
な
り
、
歌
の
上
に
老
少
も
貴
賎
も
無
之
候
」
と
か
、
更

に
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
写
生
」
と
い
う
表
現
方
法
を
提
示
し
た
こ
と
な
ど
に
と
ど
ま

っ
て
し
ま
う
の
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
近
代
に
至
っ
て
さ
え
も
、
《
五
七
五
七
七
》

が
根
本
的
に
探
求
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
古
代
と
は

さ
て
そ
れ
で
は
古
代
と
は
一
体
何
な
の
か
。
文
学
に
お
い
て
言
え
る
確
実
な
こ
と

は
、
後
世
の
文
学
に
対
し
て
模
範
で
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特

に
日
本
の
場
合
、
古
今
集
に
対
す
る
万
葉
集
、
明
治
に
於
け
る
万
葉
集
と
、
あ
る
い

ほ
古
今
集
以
後
の
古
今
集
へ
の
思
い
入
れ
な
ど
を
捕
ら
え
て
も
、
そ
う
し
た
意
味
合

い
の
存
在
し
た
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
人
々
は
そ
の
人
々
の
存
在
す
る
同
時
代
の

中
で
人
間
と
し
て
の
条
件
を
獲
得
し
て
そ
の
時
代
人
と
な
る
一
方
で
、
そ
の
更
に
先

の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
伝
統
と
い
う
時
間
軸
の
上
に
置
き
た
い
と
考

え
る
も
の
の
よ
う
だ
。
勿
論
学
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
学
ぼ
う
と
す
る
時
点
ま
で

存
在
し
た
も
の
に
限
ら
れ
る
。
未
来
の
も
の
は
学
ぼ
う
に
も
学
べ
な
い
。
し
か
し
や

っ
て
来
る
未
来
に
向
か
っ
て
、
去
忙
し
昔
を
知
っ
て
そ
れ
な
り
の
対
処
が
可
能
な

時
、
例
え
そ
れ
が
さ
ほ
ど
有
効
で
な
く
と
も
、
心
の
中
に
す
ん
な
り
と
納
め
得
る
何

物
か
を
持
つ
こ
と
が
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。
科
学
万
能
の
現
代
に
お
い
て
さ
え
手

相
・
人
相
を
見
る
と
か
、
或
は
宗
教
が
依
魚
と
し
て
厚
く
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
は
そ
う
し
た
市
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
恐
ら
く
科
学
で
さ
え
実
は

そ
う
し
た
心
性
に
支
え
ら
れ
て
現
代
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
l

昔
前
な
ら
ば
、
時
間
の
あ
ら
ゆ
る
点
に
つ
い
て
全
知
で
あ
り
得
る
の
は
神
と
そ
れ
に

拘
わ
る
マ
ジ
シ
ャ
ソ
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
体
験
を
横
ん
だ
長
老
も
加
え
得
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
体
験
が
示
す
よ
う
に
彼
ら
は
過
去
に
対
し
て
知
の
優
位
性
を
保
っ

て
い
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
過
去
が
蘭
す
人
間
へ
の
イ
ソ

パ
ク
ト
は
予
想
以
上
の
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
来
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ

ー
が
伝
統
性
に
言
及
す
る
こ
と
の
確
実
性
が
よ
く
理
解
出
来
る
。
勿
論
古
橋
氏
が

「
姶
源
」
と
い
う
概
念
を
構
築
し
た
こ
と
の
確
実
性
も
し
か
り
で
あ
る
。
要
す
れ

ば
、
古
代
と
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
始
め
た
最
も
古
い
時
間
を
示

す
と
共
に
、
時
間
の
今
を
未
来
に
向
か
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
そ
の
規
範

と
な
り
得
る
よ
う
な
人
間
文
化
の
最
古
の
も
の
を
、
時
間
軸
の
中
に
、
時
の
点
と
し

て
指
し
示
す
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
を
文
学
の
世
界
で
考
え
て
み
る
と
、
古
典
舌
代

は
当
焦
万
葉
集
・
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
風
土
記
・
懐
風
藻
な
ど
を
挙
げ
て
示
す
こ

と
が
出
来
よ
う
。
正
に
そ
れ
は
、
《
古
典
古
代
》
な
の
だ
。
だ
が
世
界
の
あ
ら
ゆ
る

民
族
が
、
そ
の
文
字
文
化
に
先
立
つ
口
承
文
化
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
も
あ
る
。
日

本
民
族
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名
の
創
出
に
よ
る
文
字
文
化
へ
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の
突
入
に
先
立
つ
遥
か
以
前
に
お
い
て
原
型
は
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

『
記
』
・
『
紀
』
・
万
葉
な
ど
に
そ
れ
を
探
っ
て
も
到
底
見
付
か
る
訳
も
な
く
、
道
は
二

手
に
分
か
れ
る
所
と
な
っ
て
行
く
。
勿
論
探
求
の
道
で
あ
る
。
早
く
古
今
集
は
歌
の

古
代
を
『
記
』
・
『
紀
』
の
世
界
に
求
め
、
天
武
天
皇
の
合
理
化
し
た
伝
承
の
中
の
ス

サ
ノ
ヲ
の
歌
っ
た
と
さ
れ
る
歌
に
そ
の
始
源
を
求
め
た
。
そ
れ
以
来
、
多
く
の
歌
学

書
が
書
か
れ
た
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
折
口
信
夫
に
至
る
ま
で
」
歌
の
古
代
は
探
求

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
幾
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
古
今
集
が
勅
撰
集
で
あ
っ

て
規
範
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
つ
、
不
可
知
論
が
そ
の
一
つ
。
概
ね
こ

の
二
つ
の
間
に
そ
の
理
由
形
成
の
根
拠
が
あ
り
そ
う
だ
。
し
か
し
、
古
今
集
で
述
べ

て
い
る
か
ら
と
い
う
判
断
は
、
近
代
の
学
問
か
ら
は
遠
い
。
し
か
も
そ
の
権
、
威
は

（9）

「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
　
の
中
で
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
、
近
代
に
は
横

能
し
な
い
前
時
代
の
産
物
と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
い
た
。
l
方
不
可
知
論
に
立
っ
て

し
ま
う
と
恐
ら
く
知
り
得
る
こ
と
な
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
厳
密
性
を
要
求
す
る

と
い
う
理
由
で
一
応
の
所
そ
う
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
大
事
な
こ
と
だ
。
し

か
し
知
り
得
る
方
法
が
あ
る
の
に
尻
込
み
を
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
や
は
り
近
代

の
学
問
か
ら
は
遠
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
私
は
思
う
。
そ
の
意
味
で
折
口
や
柳

田
の
取
り
組
み
は
大
変
重
要
で
あ
っ
た
。
な
か
ん
ず
く
折
口
の
方
法
は
、
つ
と
に
西

郷
・
善
本
が
高
く
評
価
し
て
よ
り
、
今
日
に
お
い
て
は
古
株
が
批
判
的
に
受
け
止
め

て
、
全
く
新
し
い
論
理
を
密
し
た
。
沖
縄
の
口
承
文
学
へ
の
着
眼
が
古
代
研
究
の
閉

塞
状
況
に
風
穴
を
明
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
本
土
に
お
い
て

は
悠
久
の
彼
方
に
消
え
去
っ
た
口
承
レ
ベ
ル
の
あ
り
よ
う
を
、
沖
縄
の
そ
れ
を
以
て

復
元
し
ょ
う
と
し
、
壮
大
な
論
理
構
造
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。
古
橋
の
斎
し
た

方
法
に
よ
っ
て
古
典
古
代
の
か
な
り
の
部
分
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
類
歌
性
の

問
題
な
ど
は
彼
の
論
理
を
用
い
な
い
限
り
理
解
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く

も
従
来
の
方
法
で
は
歯
が
立
た
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
近
代
文
学
の
価
値
観
が
無

前
提
に
古
代
文
学
の
世
界
に
適
用
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
個
性
的
な
歌
に
つ
い
て
は

次
々
に
論
が
重
ね
ら
れ
て
行
っ
た
反
面
、
類
似
し
た
歌
に
つ
い
て
は
、
時
間
軸
の
上

に
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
探
し
て
、
以
下
の
作
品
を
模
倣
の
評
価
の
下
に
置
き
去
り
に
し

た
か
ら
だ
。
学
問
の
世
界
に
欲
し
か
っ
た
の
は
模
倣
は
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
論
理
で

は
な
い
。
ど
う
い
う
理
由
で
多
く
の
似
通
っ
た
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
答
え
得
る
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
答
え
得
る
と
思
わ
れ
る
彼
の
典
型
的
な
論

理
の
ひ
と
つ
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
柿
本
人
麻
呂
と
山
部
赤
人
と
の
関
係
に
兄
い
だ
す

（10）

こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ま
で
は
赤
人
は
人
麻
呂
マ
イ
ナ
ー
で
し
か
な
か
っ
た
。
せ
い

ぜ
い
赤
人
フ
ァ
ン
の
研
究
者
が
何
と
か
論
理
を
駆
使
し
て
、
人
麻
呂
と
は
異
な
る
点

を
捜
し
出
し
、
赤
人
の
手
柄
と
し
て
評
価
し
て
来
た
程
度
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
古

橋
は
人
麻
呂
を
宮
廷
歌
人
の
始
源
と
見
る
こ
と
で
、
赤
人
な
ど
に
見
ら
れ
る
人
麻
呂

歌
類
似
の
言
い
回
し
を
、
単
な
る
模
倣
と
見
る
の
で
は
な
く
、
人
麻
呂
以
後
の
宮
廷

歌
人
は
人
麻
呂
の
歌
を
襲
う
こ
と
で
し
か
歌
い
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
れ
ま
で
に
は

全
く
考
え
る
こ
と
さ
え
出
来
な
か
っ
た
論
理
を
密
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
歌

は
歌
で
し
か
な
く
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
に
で
も
、
簡
単
に
作
る
こ
と
の
可

能
な
も
の
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
な
い
従
来
の
楽
天
的
な
研
究
者
に
対
す
る
、
痛
烈
な

批
判
が
あ
り
、
舌
代
の
歌
の
あ
り
よ
う
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
歌
は
そ
ん
な
に
自
由
に
は
歌
え
る
も
の
で
は
な

く
、
歌
が
歌
わ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
歌
い
手
の
内
発
的
な
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ

れ
以
外
の
明
確
な
根
拠
に
基
づ
い
て
初
め
て
歌
い
得
る
と
い
う
一
つ
の
認
識
が
あ
っ

た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
近
代
の
歌
を
、
個
人
一
人
一
人
が
そ
の
個
人
の
内
面

を
表
そ
う
と
し
て
、
自
由
に
歌
い
得
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
ま
で
は
一
部
堂
上
派

歌
人
の
遊
戯
と
化
し
て
い
た
歌
に
対
し
て
、
新
し
い
時
代
を
迎
え
て
、
あ
た
か
も
万

葉
集
の
時
代
に
回
復
す
る
か
の
よ
う
に
、
総
て
の
人
の
歌
い
得
る
も
の
と
し
た
時
代

の
創
作
の
論
理
を
、
無
批
判
に
古
代
に
当
て
撰
め
て
来
た
こ
と
へ
の
批
判
で
も
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
二
つ
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
と
き
、
近
代
の
研
究
方
法
は
古
代
に
近

代
を
投
影
し
て
、
写
っ
た
も
の
だ
け
を
価
値
高
き
も
の
と
す
る
、
言
わ
ば
主
観
的
方

法
で
あ
っ
て
、
写
ら
な
か
っ
た
影
の
部
分
に
関
し
て
は
全
く
な
す
術
を
知
ら
な
い
も

の
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
当
然
乗
り
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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か
っ
た
。四

、
古
代
と
歌
型

と
こ
ろ
で
先
の
古
今
集
の
考
え
方
を
史
的
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
で
何
か
で
て

来
る
で
あ
ろ
う
か
。
七
七
二
年
に
は
藤
原
浜
成
の
『
歌
経
標
式
』
が
出
て
い
る
が
古

今
集
に
先
ん
じ
て
『
毛
詩
序
』
を
駆
使
し
て
和
歌
を
論
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

原
夫
敬
老
所
下
以
感
コ
鬼
神
之
幽
情
丁
慰
申
天
人
之
恋
心
上
着
也
。
韻
者
所
下
以
異
二

於
風
俗
之
言
語
↓
長
中
於
遊
楽
之
精
神
上
者
也
。
散
布
下
龍
女
帰
レ
海
天
孫
贈
〓
於
恋
レ

婦
歌
、
味
頼
昇
レ
天
会
著
作
中
称
レ
威
之
詠
上
。
並
尽
〓
雅
妙
之
音
韻
t
乏
始
也
。

と
記
す
所
は
、
基
本
的
に
は
梯
髄
論
で
あ
る
が
、
大
切
な
の
は
「
韻
者
所
以
異
於
風

俗
之
言
語
、
長
於
遊
楽
之
精
神
普
也
」
と
記
し
て
、
「
韻
」
を
他
か
ら
区
別
し
て
い

（12）

る
点
で
あ
る
。
こ
の
後
喜
撰
が
『
倭
歌
作
式
』
を
表
し
、

風
聞
、
和
歌
白
二
神
御
些
伝
而
未
レ
定
〓
章
句
叫
隠
人
文
珠
現
〓
於
聖
徳
御
世
↓

揮
字
定
二
三
十
二

と
記
し
、
二
二
十
二
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
発
生
論
の
乗
り
と
も
解
釈
出
来
る

け
れ
ど
も
「
文
殊
」
で
限
界
を
示
す
。
こ
の
後
孫
姫
が
『
和
歌
式
』
を
表
し
、
長
歌

に
つ
い
て
「
五
七
五
七
五
七
七
、
五
言
輿
二
七
言
二
糖
盤
交
往
循
環
不
レ
極
。
其
落
旬

（

1

3

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

1

4

）

重
用
l
も
ぎ
耳
」
。
な
ど
と
記
し
て
い
る
が
そ
れ
以
上
に
は
出
な
い
。
『
石
見
女
式
』

濫
な
る
と
、
『
歌
経
標
式
』
の
前
半
と
『
倭
歌
作
式
』
の
上
記
引
用
部
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
た
書
き
出
し
な
の
で
取
り
上
げ
る
に
足
り
な
い
。
古
今
集
仮
名
序
の
論
は
発
想

の
原
点
を
『
毛
詩
序
』
に
負
い
な
が
ら
も
、
素
朴
と
望
ロ
え
発
生
論
に
及
ん
で
い
る

と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
。
「
や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と

の
ほ
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」
と
言
い
な
が
ら
、

こ
の
歌
、
天
地
の
開
け
始
ま
り
け
る
と
き
よ
り
出
で
来
に
け
り
。
し
か
あ
れ
ど

も
、
世
に
伝
ほ
れ
る
こ
と
は
、
久
方
の
天
に
し
て
は
、
下
照
姫
に
始
ま
り
、
荒
金

の
地
に
し
て
は
、
す
さ
の
を
の
命
よ
り
ぞ
起
こ
り
け
る
。
も
は
や
ぶ
る
神
世
に
は
、

歌
の
文
字
も
定
ま
ら
ず
、
直
に
し
て
、
事
の
心
あ
き
が
た
か
り
け
ら
し
。
人
の
世

と
な
り
て
、
す
さ
の
を
の
命
よ
り
ぞ
、
三
十
文
字
余
り
一
文
字
は
詠
み
け
る
。

と
述
べ
、
英
名
序
で
も
、

夫
和
歌
者
、
託
〓
其
板
於
心
地
↓
発
〓
其
華
於
詞
林
l
者
鳴
也
。
人
之
在
レ
世
、

不
レ
能
レ
無
レ
為
、
思
慮
易
レ
遷
、
哀
楽
相
変
、
感
生
二
於
志
↓
詠
形
l
於
言
可
是
以
逸

′
著
其
声
楽
、
怨
者
其
吟
悲
。
可
二
以
述
ウ
懐
、
可
二
以
発
り
憤
。
（
中
略
）

然
而
神
代
七
代
、
時
質
入
淳
、
情
欲
無
レ
分
、
和
歌
未
レ
作
、
逮
三
千
索
基
点
等
、

到
〓
出
雲
国
丁
始
有
二
三
十
l
字
之
詠
可
今
反
歌
乏
作
也
。
其
後
雄
二
天
神
之
孫
、

海
童
之
女
丁
莫
地
不
下
以
〓
和
歌
－
通
せ
情
普
天
。
菱
及
〓
入
代
丁
此
風
大
輿
。
長
歌
短

（15）

歌
旋
頭
混
本
之
額
、
雑
体
非
レ
一
。
源
流
漸
繁
。

と
有
っ
て
、
仮
名
序
と
真
名
序
と
で
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
扱
い
に
矛
盾
が
有
る
が
、
双
方

と
も
日
本
最
古
の
文
献
に
よ
っ
て
考
察
し
ょ
う
と
し
て
い
る
所
は
、
当
時
の
方
法
と

し
て
致
し
方
な
い
も
の
と
思
わ
れ
、
今
考
ら
え
る
べ
き
は
、
日
本
最
古
の
文
献
の
記

載
の
中
に
納
得
し
得
る
も
の
を
見
付
け
て
そ
れ
以
上
の
考
察
に
入
っ
て
行
っ
て
な
い

そ
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
現
代
の
発
生
論
は
こ
う
し
た
状
況
に

は
な
い
。
人
の
世
に
し
て
も
神
の
世
に
し
て
も
歌
の
そ
も
そ
も
の
発
生
を
、
舌
代
文

献
の
遥
か
彼
方
に
想
定
し
、
古
今
集
に
記
さ
れ
た
発
生
論
な
ど
も
一
挙
に
相
対
化
し

て
し
ま
う
ほ
ど
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
真
名
序
の
「
長
歌
短
歌
旋
頭
混
本
之
摂
、
雑
体
非
こ
と
い
う
の
は
、

『
記
』
・
『
紀
』
・
万
葉
の
歌
の
あ
り
よ
う
に
触
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
後
殆
ど
が
短
歌

に
収
赦
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
文
学
に
於
け
る
古
代
と
は
様
々
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な
歌
体
の
存
在
し
た
現
実
か
ら
長
歌
・
短
歌
・
或
は
長
歌
短
歌
の
存
在
へ
と
絞
ら
れ

て
行
っ
た
時
代
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
古
今
集
の
示
す
よ
う
に
、

殆
ど
が
短
歌
で
あ
っ
て
、
和
歌
と
言
え
ば
短
歌
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
時
代
を

指
す
と
、
狭
め
て
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
と
も
あ
れ
万
葉
に
、
『
記
』
・
『
紀
』
に

伝
え
ら
れ
た
歌
が
、
神
が
歌
い
、
天
皇
が
歌
っ
て
い
て
、
重
要
さ
に
お
い
て
は
飛
び

切
り
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
ま
る
で
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
状
況
は
軽
視
出
来
ま

い
。
或
は
『
記
』
・
『
紀
』
の
中
に
於
け
る
歌
の
あ
り
よ
う
と
、
万
葉
に
於
け
る
歌
の

あ
り
よ
う
と
は
位
相
を
異
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
『
記
』
の
国
家

神
話
的
性
格
の
中
に
於
け
る
歌
の
あ
り
よ
う
と
『
紀
』
の
国
史
的
性
格
の
中
に
於
け

る
歌
の
あ
り
よ
う
と
が
異
な
る
よ
う
に
、
万
葉
の
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
性
格
の

中
に
於
け
る
あ
り
よ
う
も
ま
た
、
他
の
二
つ
の
あ
り
よ
う
と
異
な
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
勿
論
歌
は
歌
で
し
か
た
く
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
も
あ
る
の

だ
が
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
神
話
的
に
・
歴
史
的
に
・
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
的
に
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
の
中
に
於
け
る
歌
と
、
歌
が
歌
と
し
て
歌
わ
れ
た
時
空
に
於
け
る
歌

と
は
位
相
は
異
な
る
筈
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
先
学
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
『
記
』
・
『
紀
』

（16）

の
歌
に
さ
え
、
新
た
に
作
っ
て
挿
入
し
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
書
は
、
そ
れ
ら
の
中
に
、
正
に
「
姶
源
」
　
の
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
伝
え

な
が
ら
、
新
た
な
も
の
が
付
け
加
え
ら
れ
る
そ
の
段
階
の
神
話
な
ら
神
話
、
歴
史
な

ら
歴
史
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
神
話
は
神
話
か
ら
離
さ

れ
、
歴
史
は
歴
史
か
ら
離
さ
れ
て
、
そ
れ
が
ま
と
め
ら
れ
た
時
空
の
考
え
に
よ
る
虚

構
北
を
経
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
両
書
を
し
て
始
源
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
見
る
と

容
に
は
、
《
始
源
の
姶
源
》
と
虚
構
化
の
な
さ
れ
た
始
源
と
を
明
確
に
区
別
し
て
か

か
る
必
要
が
あ
る
。
万
葉
が
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
於
い
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
僅
か
の
題
詞
に
よ
っ
て
、
歌
が
作
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
が

一
体
ど
れ
だ
け
理
解
出
来
よ
う
。
歌
が
歌
だ
け
丸
ご
と
載
っ
て
い
る
も
の
な
ど
は
生

の
分
だ
け
直
接
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
大
変
で
あ
る
。
ま
し
て
、
口
承

（17）

世
界
の
も
の
な
ど
で
あ
っ
た
ら
青
木
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
漢
字
に
書
き
取
ら

れ
た
瞬
間
に
表
意
文
字
の
洗
礼
を
受
け
、
更
に
一
枚
、
ヴ
ェ
ー
ル
の
向
こ
う
側
へ

遠
の
い
て
し
ま
っ
た
も
の
に
拘
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら

『
記
』
・
『
紀
』
・
万
葉
の
記
載
さ
れ
た
時
代
を
、
『
記
』
の
七
一
二
年
よ
り
、
万
葉
最

新
歌
巻
二
十
家
持
歌
の
七
五
九
年
前
後
ま
で
の
約
六
七
十
年
間
の
考
え
方
を
通
し
て

見
れ
ば
、
先
進
文
明
国
隋
唐
を
戴
い
て
、
今
日
に
つ
な
が
る
成
文
法
治
国
家
へ
の
歩

み
を
開
始
し
て
百
年
を
越
え
た
と
こ
ろ
と
し
て
押
さ
え
る
こ
と
が
出
来
、
『
記
』
・

『
紀
』
は
そ
の
車
間
に
、
万
葉
の
完
成
は
そ
の
後
さ
ら
に
五
十
年
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

期
間
を
通
し
て
、
先
進
国
と
自
国
に
対
す
る
『
記
』
、
先
進
国
の
史
藩
に
対
す
る

『
紀
』
、
先
進
国
の
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
『
詩
経
』
に
た
い
対
す
る
万
葉
と
、
対
先
進
国
の

意
識
状
況
の
中
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
現
在
こ
こ
に

あ
る
こ
と
の
根
拠
を
史
書
の
中
に
求
め
、
法
治
国
家
を
治
め
る
に
当
た
っ
て
は
被
治

者
の
あ
り
よ
う
を
ア
ソ
ソ
ロ
ジ
ー
の
中
に
掃
ら
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
中
国
伝
統

の
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
模
範
と
し
て
仰
い
だ
の
が
こ
の
百
年
間
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
の
『
記
』
・
『
紀
』
・
万
葉
の
歌
と
は
、
基
本
的
転
人
間
に
属

し
て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
本
の
上
の
こ
と
で
あ
っ

て
、
l
つ
一
つ
の
歌
は
当
然
の
こ
と
そ
れ
独
自
の
由
来
を
持
ち
、
我
々
の
前
に
あ

る。

五
、
憶
良
の
歌
観

そ
れ
で
は
、
憶
良
の
時
代
、
彼
に
と
っ
て
歌
と
は
l
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
率
い
、
憶
良
は
文
章
を
残
し
て
い
る
。
「
感
情
を
反
き
し
む
る
歌
l
首
井
に
序
」

には、
或
は
人
あ
り
、
父
母
を
敬
う
こ
と
を
知
れ
ど
も
侍
巷
を
忘
れ
、
妻
子
を
顧
み
ず

し
て
脱
径
よ
り
も
軽
ん
ぜ
り
。
自
ら
異
俗
先
生
と
称
る
。
意
気
青
雲
の
上
に
務
が

る
と
錐
も
、
身
体
は
猶
塵
俗
の
中
に
在
り
。
未
だ
修
業
得
道
の
聖
に
も
験
あ
ら

ず
、
蓋
し
是
れ
山
沢
に
亡
命
す
る
民
な
り
。
所
以
三
綱
を
指
示
し
て
、
更
に
五
教
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を
開
き
、
之
に
通
る
に
歌
を
以
て
し
て
、
其
の
感
を
反
き
し
む
。

と
記
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
異
俗
先
生
」
の
背
徳
を
、
「
三
綱
を
指
示
し
て
、
更
に

五
教
を
開
き
」
「
其
の
感
を
反
き
し
む
」
の
に
歌
を
用
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
之
に

過
る
に
歌
を
以
て
し
」
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
≡
綱
と
は
、
君
臣
・
父
子
・
夫
婦

の
道
で
あ
り
、
五
数
と
は
五
常
と
も
言
い
、
仁
・
義
・
礼
・
知
・
借
を
言
う
中
国
伝

統
の
価
値
観
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
何
故
歌
に
託
し
た
の
か
。
「
山
沢
に
亡
命
す
る
」

「
感
情
」
を
持
つ
も
の
に
対
し
て
三
綱
・
五
数
を
説
く
に
つ
い
て
は
、
理
を
尽
く
し
た

説
得
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
の
た
め
に
は
散
文
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と

も
考
え
ら
れ
る
。
「
悲
欺
俗
道
仮
合
即
離
易
去
難
留
詩
」
で
は
序
に
三
綱
・
五
教
に

も
触
れ
、
漢
詩
を
残
し
て
「
瞬
く
間
の
人
間
生
活
に
つ
い
て
空
し
さ
を
感
じ
て
も
、

心
力
尽
き
果
て
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
訴
え
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
こ
で
は
歌

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
憶
良
は
歌
に
対
し
て
散
文
に
は
無
い
何
か
を
捕

ら
え
て
居
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
「
世
間
の
住
り
難
き
を
哀
し
め
る
歌
一
首
並
序
」

では、
集
り
易
く
排
ひ
難
き
は
、
八
大
辛
苦
。
遂
げ
難
く
尽
し
易
き
は
百
年
の
賞
楽
。

古
人
の
欺
き
し
所
、
今
亦
之
に
及
け
り
。
所
以
因
り
て
一
章
の
歌
を
作
り
て
、
以

て
こ
毛
の
款
を
払
ふ
。

と
記
す
。
歌
を
作
る
と
二
毛
の
款
も
払
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
一
つ
の
認
識
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
が
言
葉
に
よ
る
カ
タ
ル
シ
ス
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
歌
に

よ
る
必
要
は
無
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
コ
一
毛
の
款
を
払
」
　
い
得
た
の
は
歌
の
持
つ

働
き
で
あ
っ
た
と
見
れ
る
。
「
松
浦
追
和
歌
」
序
で
は
、

憶
良
聞
か
く
は
、
方
岳
の
諸
侯
、
都
督
の
刺
史
、
並
に
法
典
に
依
り
て
、
部
下

を
巡
行
し
て
、
そ
の
風
俗
を
察
る
と
、
意
は
内
に
多
端
、
ロ
は
外
に
出
し
難
し
。

護
み
て
三
首
の
都
歌
を
以
て
五
臓
の
欝
鰭
を
写
さ
む
と
欲
す
。

と
記
す
。
「
写
」
は
、
「
除
く
」
と
い
う
意
味
も
有
る
。
「
書
き
う
つ
す
」
と
い
う
意

味
も
持
つ
。
「
五
臓
の
欝
結
を
書
き
う
つ
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
か
な
か

の
重
さ
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
「
五
臓
」
は
「
心
・
腎
・
肺
・
肝
・

脾
」
の
五
つ
の
臓
韓
を
示
す
の
が
原
意
だ
が
、
取
り
方
に
よ
っ
て
は
内
面
を
も
示
し

得
る
か
ら
だ
。
こ
の
後
、
家
持
は
「
春
日
遅
々
と
し
て
、
騰
頗
正
に
囁
く
。
壌
佃

の
意
、
歌
に
非
ず
ば
、
払
い
難
し
。
よ
り
て
此
の
歌
を
作
り
、
式
ち
て
締
緒
を
展

ぶ
」
と
記
し
て
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
「
意
」
は
正
に
「
心
・
思
い
・
心
の
動

き
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
或
は
、
近
代
の
「
表
現
」
に
近
い
意
味
が
出
て

来
て
居
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
家
持
の
こ
と
な
の
で
そ
う
だ
と
も
言

え
る
し
そ
う
で
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
思
潮
と
し
て
あ
っ
た
訳
で
は
な

い
の
で
「
近
代
」
と
同
様
の
も
の
と
し
て
は
掃
え
得
な
い
だ
ろ
う
。
勿
論
そ
う
し
た

も
の
が
新
し
い
思
潮
と
な
っ
て
行
く
可
能
性
は
有
り
得
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
後
に
つ

な
が
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば
否
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
憶
良
に
於
い
て
は
「
意
は

内
に
多
端
、
ロ
は
外
に
出
し
難
し
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
表
現
」
は
必
ず
し
も
自

由
に
出
来
て
い
な
い
。
近
代
は
「
外
に
出
し
難
」
き
状
況
を
自
ら
の
手
で
打
破
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
子
規
の
行
為
を
思
い
起
こ
そ
う
。
と
こ

ろ
が
「
俗
道
の
仮
令
即
離
し
、
去
り
易
く
留
め
難
き
こ
と
を
悲
し
び
嘆
く
詩
一
首
井

せ
て
序
」
で
は
「
釈
・
慈
の
示
教
」
と
「
周
・
孔
の
垂
訓
」
の
効
能
に
触
れ
、
そ
の

効
果
の
著
し
か
っ
た
の
は
過
去
に
於
け
る
事
態
で
あ
っ
た
と
の
認
識
を
示
し
、
今

正
に
「
何
に
そ
存
亡
の
大
期
を
慮
ら
む
」
と
嘆
く
。
そ
う
し
て
湊
詩
一
首
を
残
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
憶
良
に
於
け
る
歌
の
機
能
転
つ
い
て
の
認
識
の
一
端
が

浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
ど
う
や
ら
、
散
文
と
は
異
な
っ
て
、
自
ら
も
含
め
た
人
間

の
心
に
深
く
拘
わ
っ
て
、
そ
の
心
に
変
化
を
蘭
す
よ
う
な
そ
ん
な
効
能
を
見
て
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
後
契
沖
は
歌
の
働
き
を
徳
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る

が
、
あ
る
時
は
人
と
人
と
の
間
に
、
ま
た
あ
る
時
は
自
ら
の
五
臓
に
作
用
す
る
歌
の

力
で
あ
る
。
こ
の
力
は
、
口
承
時
代
の
発
生
期
に
密
さ
れ
、
多
く
の
人
達
の
心
に
作



長野県短期大学紀要　第45号（1990）

24

用
し
て
、
連
綿
と
伝
え
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。
人
々
が
そ
れ
に
負
う
て
は
徳

に
預
か
れ
る
生
活
を
営
む
中
で
、
新
た
に
生
活
転
加
わ
っ
て
来
る
人
々
を
伝
統
性
の

故
に
取
か
込
み
な
が
ら
、
逆
に
歌
に
よ
れ
ば
、
散
文
や
話
し
言
葉
で
は
伝
え
得
な
い

こ
と
も
、
確
実
に
伝
え
得
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
様
子
を
想
定
す
る
こ

と
も
出
来
る
。

大
、
憶
長
歌
の
語
る
も
の

憶
良
は
、
人
々
が
そ
の
力
の
故
に
歌
い
続
け
て
来
た
歌
を
、
他
の
人
々
が
歌
う
よ

う
に
歌
っ
て
来
た
。
そ
の
歌
の
あ
り
よ
う
は
こ
の
時
代
、
口
承
時
代
に
於
け
る
多
様

の
歌
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
基
本
的
に
は
長
短
二
様
の
あ
り
よ
う
に
収
赦
さ
せ
ら
れ
、

律
令
時
代
の
表
現
形
式
と
な
っ
て
い
た
。
今
釆
の
漢
詩
に
た
い
し
て
は
倭
詩
と
し
て

意
識
さ
れ
も
し
た
由
緒
あ
る
形
成
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
憶
良
は
そ
の
一
つ
、
短
歌
を

ど
う
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
再
び
歌
を
掲
載
し
ょ
ぅ
。

憶
良
ら
は
　
今
は
罷
ら
む
　
子
泣
く
ら
む
　
そ
れ
そ
の
母
も
　
我
を
待
つ
ら
む
ぞ

冒
頭
に
述
べ
た
所
で
は
、
こ
の
歌
は
様
々
な
観
念
の
中
に
生
き
て
い
た
。
「
憶
良

ら
は
今
は
罷
ら
む
」
と
、
「
罷
る
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

な
人
間
関
係
の
中
に
い
て
、
そ
こ
へ
の
意
志
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
を
巡
っ
て
は
こ

（18）

れ
ま
で
も
多
く
の
静
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
私
は

そ
の
議
論
転
は
拘
わ
ら
な
い
所
に
い
る
。
憶
良
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
に
で
は
な

く
、
ど
う
歌
い
得
て
い
る
か
に
興
味
を
抱
く
か
ら
だ
。
憶
良
は
「
罷
る
」
根
拠
を
、

「
子
泣
く
ら
む
　
そ
れ
そ
の
母
も
　
我
を
待
つ
ら
む
ぞ
」
と
、
家
族
の
あ
り
よ
う
に

求
め
て
い
る
。
し
か
も
「
ら
む
」
と
い
う
現
在
の
推
量
に
基
づ
い
た
も
の
だ
。
考
え

て
み
れ
ば
随
分
と
失
礼
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
し
か
し
子
が
泣
き
、
そ
の
母
も
そ

の
夫
を
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
が
、
退
出
の
理
由
に
な
っ
て
居
る
所
を
見
て
置
き

た
い
。
こ
う
し
た
理
屈
は
時
代
を
越
え
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
が
歌
で
訴
え
ら
れ
て

居
る
所
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
題
詞
か
ら
は
こ
の
退
出
は
「
宴
」
か
ら
と
な
っ

て
居
る
が
、
歌
そ
の
も
の
の
中
に
捕
え
ら
れ
た
上
下
の
関
係
を
越
え
さ
せ
た
も
の
の

存
在
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
雄
略
天
皇
の
こ
と
を
記
銀
し
た
記
事
の
中
に
は
、

歌
が
天
皇
に
た
い
し
て
犯
し
た
罪
か
ら
臣
下
を
救
っ
た
と
い
う
許
が
幾
つ
か
あ
る

が
、
越
え
難
い
社
会
関
係
に
、
私
的
理
由
を
対
時
さ
せ
て
、
一
人
の
人
間
の
心
を
通

そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
方
法
は
歌
と
い
う
伝
統
性
に
根
差
し
て
多
く
の
心
に
作
用

し
た
そ
の
徳
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
伊
藤
博
の
よ
う
に
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「
挨
拶
歌
」
と
見
る
に
し
て
も
、
中
西
進
の
よ
う
に
「
宴
を
閉
じ
る
終
宴
の
歌
」
と

見
る
に
し
て
も
、
何
故
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
答
え
得
な
い
。
挨
拶

は
話
し
言
葉
で
出
来
る
。
宴
を
閉
じ
る
こ
と
も
話
し
言
葉
で
済
む
は
ず
だ
。
従
っ
て

何
故
歌
な
の
か
に
答
え
な
い
限
り
、
当
歌
の
解
明
は
終
え
得
な
い
。
こ
の
歌
は
、
憶

良
の
個
的
な
意
志
を
表
す
か
に
見
え
て
、
実
は
歌
と
い
う
伝
統
の
方
法
に
支
え
ら
れ

て
居
た
と
い
う
そ
の
関
係
の
中
に
、
一
つ
の
時
代
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え

る
所
以
で
あ
る
。

七
、
お
わ
り
に

憶
良
の
「
罷
宴
歌
」
は
、
万
葉
に
於
い
て
も
独
特
の
あ
り
よ
う
を
示
す
。
明
治
以

来
の
研
究
法
で
は
、
そ
の
独
自
性
故
に
そ
の
評
価
は
高
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

る
に
こ
の
歌
を
名
歌
と
し
て
評
し
た
人
は
私
の
目
に
は
写
ら
な
い
。
明
治
の
方
法
は

こ
こ
で
も
矛
盾
を
さ
ら
す
。
歌
は
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
だ
け
論
ず
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
存
在
の
根
本
に
あ
る
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
時
、
初
め
て
そ
の
姿

を
明
ら
か
に
す
る
の
に
ち
が
い
な
い
。
人
間
の
抱
く
様
々
な
観
念
（
幻
想
）
　
に
関
し

て
、
個
・
対
・
共
同
の
三
つ
の
類
型
に
拘
わ
り
あ
い
を
も
見
た
か
っ
た
の
で
あ
る

が
、
歌
と
い
う
リ
ズ
ム
の
存
在
を
無
条
件
に
認
め
る
時
、
そ
れ
は
共
同
幻
想
の
下
に

あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
中
で
一
体
個
は
何
ほ
ど
の
自
由
が
保
証
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
憶
良
は
子
と
妻
と
い
う
対
幻
想
の
根
幹
を
根
拠
と
し
て
、
宴
と

い
う
共
同
幻
想
の
世
界
か
ら
追
出
し
よ
う
と
し
た
。
異
俗
先
生
は
妻
子
を
顧
み
ず
、
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脱
履
よ
り
も
軽
ん
じ
て
、
自
ら
を
異
俗
先
生
と
称
し
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
し
た
者
に
対
し
て
は
、
≡
綱
・
五
教
を
根
拠
に
《
通
俗
》
に
変
え
き
し
む
る
様

に
歌
が
発
動
さ
れ
た
。
思
う
に
憶
良
の
な
か
に
は
ぼ
ち
ぼ
ち
と
異
俗
先
生
た
ら
む
と

の
心
が
目
覚
め
つ
つ
あ
る
反
面
、
通
俗
の
車
に
し
か
位
置
を
占
め
得
な
い
時
代
の
中

に
、
知
識
と
肉
体
の
裔
す
様
々
な
歪
み
を
体
験
し
て
は
、
歌
・
詩
・
文
を
通
し
自
他

に
拘
わ
っ
て
居
た
の
に
も
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
あ
り
よ
う
は
そ
の
後
に
重
き
を

お
い
て
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

『
律
令
』
（
岩
波
）
　
二
〇
七
頁

『
美
転
つ
い
て
』
（
詰
談
社
）

『
子
規
全
集
』
十
巻
三
大
貫

『　〃　』七巻九〇貢

『　〃　』七巻二〇貫

『　〃　』七巻三〇貢

『　〃　』七巻三七貢

『　〃　』七巻四九貢

『　〃　』七巻二三貢

『
舌
代
和
歌
の
発
生
』
（
東
大
出
版
会
）
　
二
三
二
1
二
六
〇
貢

『
日
本
歌
学
体
系
』
一
巻
l
貫

『　　〃　　』一巻一入貢

『　　〃　　』　l巻二九貢

『　　〃　　』一巻三一貢

『
古
今
集
』
（
岩
波
文
庫
本
）
　
l
〓
ハ
1
1
二
六
三
貢

『
山
路
評
釈
』
（
東
京
堂
）
、
『
土
橋
注
釈
』
古
事
記
癒
∵
日
本
審
紀
節
（
角
川
）
な
ど

『
初
期
歌
謡
論
』
（
河
出
）

『
山
上
憶
良
』
（
河
出
）
『
憶
良
と
虫
麻
呂
』
（
桜
楓
社
）
な
ど

『
和
歌
文
学
静
座
』
三
巻
二
〇
貢

『
山
上
憶
良
』
（
河
出
）
：
≡
○
貢


