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On Fujiwara Teika’s Waka Poetry: From the Viewpoint of Realism

Seiichi MURAO 

Summary

 In the history of Japanese Waka and Tanka poetry, the concept of realism (Syasei or 
sketching) was proposed by Masaoka Shiki in the Meiji era. It is generally supposed realism 
implies the denial of the traditional principles of Waka. Fujiwara Teika, in the Heian-Kamakura 
era, is one of the most representative poets of traditional Waka, but his poetics may not necessar-
ily contradict Shiki’s realistic principles. I will examine the relationship of the modern and tra-
ditional Japanese poetics of Waka, represented by Shiki and Teika respectively, in the following 
four steps: 1. Re-examination of Shiki’s criticism of Teika’s Waka  2. Reconsideration of Shiki’s 
theory of realism in its relation to the realist painter of the Edo era, Maruyama Oukyo 3. Recon-
sideration of Teika’s theory of Miruyou, which, literally, means “express as if it were visible to 
the eye” 4. Analysis of Teika’s Waka.
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は
じ
め
に

　
こ
の
論
で
、
藤
原
定
家
の
文
学
が
近
代
に
お
け
る
写
生
１
を
先
取
り
し

て
い
る
な
ど
と
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
な
ら
、

古
典
を
読
む
上
で
の
重
大
な
錯
誤
を
犯
す
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
定

家
の
文
学
は
近
代
的
な
写
生
と
は
無
縁
な
も
の
だ
と
論
じ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
現
在
の
和
歌
研
究
の
言
説
と
し
て
、
粗
い
感
触
の
常
識
論
に
す
ぎ

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
定
家
の
文
学
の
中
に
、
そ
の
表
現
の
あ
り
方
の
中
に
、
写
生
的
な
も
の

に
通
じ
る
も
の
が
無
い
か
と
言
え
ば
、
無
い
と
即
答
で
き
る
と
は
思
え
な

い
。
和
歌
は
人
の
心
や
自
然
を
詠
む
も
の
だ
か
ら
、
と
い
う
正
し
い
け
れ

ど
も
、
あ
ま
り
に
単
純
化
さ
れ
た
概
念
に
、
そ
れ
を
起
因
さ
せ
て
も
何
に

も
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
私
達
の
、
懐
疑
を
し
な
が
ら
も
捉
え
ら
れ
続
け

て
い
る
、
近
代
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
、
和
歌
・
短
歌
史
の
用
語
で
言
え
ば
、

写
生
と
い
う
概
念
を
軸
と
し
て
、
定
家
の
文
学
を
考
え
て
み
る
こ
と
は
、

無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
写
生
と
い
う

概
念
へ
の
認
識
の
上
で
も
、
有
用
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
、
子
規
と
定
家

　
近
代
短
歌
を
支
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
、
写
生
の
淵
源
は
、
正
岡
子
規
に
辿

藤
原
定
家
写
生
論
︱
正
岡
子
規
を
視
座
に
︱

村
尾
誠
一

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
も
、
写
生
と
い
う
概
念
の
導
入
に
よ
っ

て
、
古
典
和
歌
か
ら
近
代
短
歌
へ
の
転
換
を
進
め
た
存
在
が
子
規
だ
と
い

う
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
に
も

有
名
な
文
言
で
、古
典
和
歌
の
規
範
で
あ
る『
古
今
和
歌
集
』を
否
定
し
、紀

貫
之
を
否
定
し
た
わ
け
だ
が
、
中
世
以
降
の
、
明
治
初
期
の
保
守
的
な
歌

人
も
含
む
、
古
典
主
義
的
和
歌
の
大
成
者
と
も
言
え
る
藤
原
定
家
に
つ
い

て
は
、
子
規
は
や
や
不
明
瞭
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
こ
の

論
の
具
体
的
な
発
端
と
し
た
い
。

　
子
規
の
定
家
評
と
し
て
よ
く
言
及
さ
れ
る
の
は
、
貫
之
に
対
す
る
文
言

に
続
く
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
の
「
再
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
の
次

の
一
節
で
あ
る
２
。

古
今
集
以
後
に
て
は
新
古
今
稍
す
ぐ
れ
た
り
と
相
見
え
候
。
古
今
よ
り
も

善
き
歌
を
見
か
け
申
候
。
併
し
其
善
き
歌
と
申
す
も
指
折
り
て
数
へ
る
程

の
事
に
有
之
候
。
定
家
と
い
ふ
人
は
上
手
か
下
手
か
訳
の
分
か
ら
ぬ
人
に

て
、
新
古
今
の
撰
定
を
見
れ
ば
少
し
は
訳
の
分
か
つ
て
居
る
の
か
と
思
へ

ば
、
自
分
の
歌
に
は
ろ
く
な
者
無
之
「
駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
」「
見

わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
」
抔
が
人
に
も
て
は
や
さ
る
る
位
の
者
に
有
之
候
。

定
家
を
狩
野
派
の
画
師
に
比
す
れ
ば
探
幽
と
善
く
相
似
た
る
か
と
存
候
。

定
家
に
傑
作
無
く
探
幽
に
も
傑
作
無
し
。
併
し
定
家
も
探
幽
も
相
当
の
錬

磨
の
力
は
あ
り
て
如
何
な
る
場
合
も
可
な
り
に
や
り
こ
な
し
申
候
。
両
人

の
名
誉
は
相
如
く
程
の
位
置
に
居
り
て
、
定
家
以
後
和
歌
の
門
閥
を
生
じ
、
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探
幽
以
後
画
の
門
閥
を
生
じ
、
両
家
と
も
門
閥
を
生
じ
た
る
後
は
歌
も
画

も
全
く
陳
腐
致
候
。
い
つ
の
代
如
何
な
る
伎
芸
に
て
も
歌
の
格
、
画
の
格

な
ど
い
ふ
や
う
な
格
が
き
ま
つ
た
ら
最
早
進
歩
致
す
間
敷
候
。

　
　
お
ど
ろ
く
ほ
ど
上
か
ら
見
下
ろ
す
視
点
で
定
家
を
否
定
し
て
い
る
わ
け

だ
が
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
に
は
共
感
す
る
部
分
を
残
し
て
い
る
。

定
家
の
作
品
に
つ
い
て
は
、「
自
分
の
歌
に
は
ろ
く
な
者
無
之
」
と
し
て

全
否
定
的
な
文
言
で
、
さ
ら
に
狩
野
派
の
探
幽
に
重
ね
て
、
探
幽
に
も
定

家
に
も
傑
作
は
な
い
と
切
り
捨
て
な
が
ら
も
、「
上
手
か
下
手
か
訳
の
分

か
ら
ぬ
人
」
と
い
う
評
で
と
ま
ど
っ
て
い
る
３
。
類
型
的
な
作
風
の
御
用

絵
師
と
さ
れ
る
探
幽
と
比
す
る
の
は
興
味
深
い
が
、
絵
と
の
関
係
は
次
節

で
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
と
い
う
問

題
は
、
複
数
撰
者
の
一
人
だ
と
い
う
こ
と
は
と
も
か
く
も
、
伝
統
和
歌
の

中
核
を
な
す
二
条
派
和
歌
の
「
正
風
体
」４
と
の
関
連
で
、
問
題
を
含
ま

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
の
子
規
の
認
識
を
論
じ
て
も
仕
方
な

い
で
あ
ろ
う
。
　

　『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
で
は
、「
八
た
び
」「
九
た
び
」
で
、
古
典
和

歌
に
お
け
る
「
善
き
歌
」
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。「
八
た
び
」
で
は
専
ら

源
実
朝
の
『
金
槐
和
歌
集
』
の
作
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、「
九
た
び
」

で
は
、
家
集
以
外
の
実
朝
の
四
首
を
あ
げ
た
後
、『
新
古
今
和
歌
集
』
の

歌
八
首
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
八
首
は
、
藤
原
実
定
・
源
信
明
・
西
行
・

能
因
・
慈
円
・
読
人
し
ら
ず
・
俊
恵
・
伝
教
大
師
で
あ
り
、
新
古
今
当
代

の
代
表
的
な
歌
人
の
作
品
は
薄
く
、
こ
の
歌
集
を
論
ず
る
と
い
う
の
に
は
、

頼
り
な
い
選
で
は
あ
る
が
、
さ
す
が
に
興
味
深
い
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
新
古
今
時
代
の
歌
人
で
あ
る
実
定
の

歌
は
、
ま
さ
に
そ
う
だ
と
思
わ
れ
る
。
春
上
所
収
５
の

な
ご
の
海
の
霞
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
日
を
洗
ふ
沖
つ
白
波

に
つ
い
て
、「
此
歌
の
如
く
客
観
的
に
景
色
を
善
く
写
し
た
る
者
は
新
古

今
以
前
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
く
、
こ
れ
ら
も
此
集
の
特
色
と
し
て
見
る
べ
き

者
に
候
。」
と
い
う
注
目
す
べ
き
評
か
ら
は
じ
ま
る
。
子
規
の
文
学
理
念

に
お
い
て
「
客
観
的
」
と
い
う
の
は
重
要
で
あ
り
、「
六
た
び
」
に
よ
れ

ば
、
景
色
な
り
へ
の
感
動
を
基
に
、
感
情
語
を
交
え
ず
、
そ
の
景
色
を
そ

の
ま
ま
写
し
取
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
「
客
観
的
」
と
い
う
の
が
『
新
古
今
和
歌
集
』
か
ら
歌
を
抽
く
基

準
で
あ
り
、
冬
所
収
の
信
明
の

ほ
の
ぼ
の
と
有
明
の
月
の
月
影
に
紅
葉
吹
き
お
ろ
す
山
お
ろ
し
の
風

同
じ
く
冬
所
収
の
能
因
の

閨
の
上
に
か
た
え
さ
し
お
ほ
ひ
外
面
な
る
葉
広
柏
に
霰
ふ
る
な
り

も
「
客
観
的
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
読
人
し
ら
ず
の
、
雑
下
所
収
歌

さ
さ
波
や
比
良
山
風
の
海
吹
け
ば
釣
す
る
蜑
の
袖
か
へ
る
見
ゆ

は
、『
万
葉
集
』
に
由
来
す
る
一
首
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
「
実
景
を

其
儘
に
写
し
」
と
い
う
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
実
定
歌
に
つ
い
て
は
、「
霞
の
間
よ
り
」
の
句
が
瑕
だ
と
指

摘
す
る
。
一
面
が
霞
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
り
、
海
も
霞
み
入
日
も
霞
み
な

が
ら
没
し
て
行
く
所
に
趣
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
お
そ
ら
く
実
景
も
そ
の
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よ
う
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
句
に
対
す
る

批
判
が
す
で
に
鴨
長
明
の
『
無
名
抄
』
に
あ
る
こ
と
は
、
久
保
田
淳
に
よ

り
指
摘
さ
れ
て
い
る
６
。
長
明
は
、
下
句
の
「
入
り
日
を
洗
ふ
」
に
対
し

て
、
上
句
の
景
の
構
成
が
釣
り
合
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
久
保
田
は
、
霞

の
間
か
ら
物
を
見
る
歌
は
す
で
に
王
朝
和
歌
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
指

摘
し
、
霞
の
切
れ
目
か
ら
夕
日
が
見
え
た
様
で
あ
り
、
物
の
あ
わ
い
か
ら

見
る
と
い
う
中
世
的
美
意
識
の
存
在
を
指
摘
す
る
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
歌
は
、
実
定
の
私
家
集
『
林
下
集
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原

公
通
家
の
十
首
和
歌
会
で
の
「
晩
霞
」
を
題
に
す
る
題
詠
で
あ
る
。
ま
た
、

「
な
ご
の
海
」
は
、
越
中
・
丹
後
・
摂
津
な
ど
場
所
に
諸
説
が
あ
る
歌
枕

で
あ
る
。
久
保
田
は
摂
津
と
実
定
は
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
す
る
が
、
京
都
近
傍
で
は
あ
れ
、
彼
が
実
際
に
足
を
運
ん
で
詠
ん
だ
と

い
う
の
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
景
色
そ
の
も
の
が
、
想
像
力

に
よ
り
構
成
さ
れ
た
歌
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
お
そ
ら
く
、
長
明
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
歌
に
対
す
る
評
釈
は
、
題
詠

に
よ
る
「
叙
景
歌
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
実

景
を
見
た
ま
ま
に
写
生
す
る
と
い
う
想
像
は
な
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

子
規
の
場
合
も
、「
客
観
的
」
な
表
現
で
あ
る
と
は
言
い
な
が
ら
、
必
ず

し
も
現
実
に
見
え
た
風
景
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
て
い
る
と
は
考
え
て

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
万
葉
を
原
歌
と
す
る
「
さ
さ
波
や
」
の
歌
に
対
す
る

実
景
を
そ
の
ま
ま
写
す
と
す
る
評
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
そ
の

あ
た
り
の
あ
り
方
は
再
考
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
こ
か
で
目
に
し
た
、
霞

の
中
を
波
立
つ
海
に
沈
ん
で
行
く
夕
日
に
対
す
る
観
察
と
そ
の
記
憶
が

存
在
し
、
そ
の
上
で
、
歌
枕
の
地
の
一
首
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
考
え
て
い
た
と
想
像
し
て
み
た
い
。

　
ま
た
、
信
明
の
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
歌
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は

「
題
し
ら
ず
」
で
あ
る
が
、『
信
明
集
』
に
遡
れ
ば
、
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
子
規
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、

「
け
し
き
も
淋
し
く
艶
な
る
に
、
語
を
畳
み
か
け
て
調
子
取
り
た
る
処
い

と
め
ず
ら
か
に
覚
え
候
」
と
、
様
々
な
景
物
を
重
ね
て
ゆ
く
構
成
の
巧
み

さ
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
能
因
の
「
閨
の
上
に
」
は
、
や
は
り
「
題
し
ら
ず
」
歌
で
あ
り
、
こ
の

歌
は
出
典
が
未
詳
で
あ
る
。
現
代
の
注
で
も
「
い
か
に
も
作
者
の
草
庵
生

活
を
髣
髴
と
さ
せ
る
」７
な
ど
と
評
さ
れ
る
。
子
規
は
「
上
三
句
複
雑
な

る
趣
を
現
さ
ん
と
て
稍
混
雑
に
陥
り
た
れ
ど
、
葉
広
柏
に
霰
の
は
ぢ
く
趣

は
極
め
て
面
白
く
候
」
と
、
構
成
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
「
趣
」
に
注
目
し

て
い
る
。

　
子
規
は
、
こ
れ
等
「
善
き
歌
」
に
、
基
本
的
に
は
何
ら
か
の
形
で
の
写

生
の
存
在
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
見
て
来
た
よ
う
に
、
そ
の
構
成

に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
目
に
映
る
物
を
そ
の
ま
ま
写
す
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
構
成
す
る
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
る
。
子
規
の
言
葉
で
言
え
ば

「
配
合
」
で
あ
ろ
う
。『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
で
は
「
十
た
び
」
に
お
い

て
、「
配
合
」
は
論
じ
ら
れ
る
が
、
汽
車
な
ど
の
近
代
文
明
の
産
物
を
詠

み
込
む
時
に
、
す
で
に
「
趣
」
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
物
と
組
み
合
わ

す
と
よ
い
と
い
う
議
論
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
配
合
」
は
、
子
規
の
歌

論
や
俳
論
で
頻
出
し
、
お
お
よ
そ
構
成
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
子
規
は
他
に
も
西
行
の

さ
び
し
さ
に
堪
へ
た
る
人
の
ま
た
も
あ
れ
な
庵マ
マを
並
べ
ん
冬
の
山
里

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
西
行
の
心
は
こ
の
歌
に
現
れ
居
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候
」
と
、
西
行
の
心
情
の
発
露
を
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
の
在
り
方
を

そ
の
ま
ま
に
詠
む
こ
と
も
、
子
規
の
言
う
写
生
の
範
囲
だ
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
「
庵
を
並
べ
ん
」
と
い
う
表
現
が
斬
新
で

「
趣
味
あ
る
趣
向
」
だ
と
し
、「
冬
の
」
と
置
く
の
も
、
尋
常
の
歌
人
の

「
手
段
」
で
は
な
い
と
、
意
識
的
に
言
葉
を
構
築
し
て
行
く
歌
の
構
成
に

つ
い
て
も
目
を
向
け
て
い
る
。

　『
新
古
今
和
歌
集
』
の
「
善
き
歌
」
に
対
す
る
子
規
の
言
説
を
見
て
き

た
が
、
定
家
自
身
の
歌
に
つ
い
て
は
、
迂
曲
に
「
人
に
も
て
は
や
さ
る
る

位
の
も
の
」
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
る
が
、
二
首
の
歌
を
引
い
て
い
る
。

駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
蔭
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ

子
規
の
評
は
消
極
的
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
子
規
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

客
観
的
な
叙
景
と
し
て
、
印
象
的
な
景
を
描
き
出
し
て
い
る
と
読
め
な
く

も
な
い
。「
駒
と
め
て
」
な
ど
は
、
有
名
な
評
論
「
明
治
二
十
九
年
の
俳

句
界
」８
で
言
う
「
印
象
明
瞭
」
な
作
品
と
評
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思

わ
れ
る
。

　
定
家
の
こ
の
二
首
の
作
品
に
つ
い
て
は
最
後
の
節
で
も
触
れ
る
が
、

「
み
わ
た
せ
ば
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
茂
吉
に
つ
い
て
言
及
す
る
必

要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
茂
吉
の
定
家
観
は
「
全
力
的
」
で
は
な
い
と
し
て
、

否
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
９
、
こ
の
歌
を
客
観
的
な
叙
景
の
歌
と
し
て
詠

も
う
と
し
よ
う
と
す
る
目
は
執
拗
な
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
大
正
八
年
刊
行
の
『
童
馬
漫
語
』
の
「
定
家
の

歌
一
首
」10
で
、
自
身
は
、
花
も
紅
葉
も
な
い
海
岸
の
寂
し
い
風
景
を
詠

ん
だ
も
の
と
解
釈
し
て
い
た
が
、
古
注
で
の
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
を
基

に
し
て
い
る
と
い
う
見
解
や
、「
花
も
紅
葉
も
い
ら
な
い
ほ
ど
だ
」
と
い
う

美
意
識
の
表
明
を
表
に
し
た
解
釈
に
接
し
た
お
ど
ろ
き
を
述
べ
て
い
る
。

無
論
、
自
説
が
正
し
く
、
他
の
解
は
「
幽
玄
」
な
ど
へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら

く
る
誤
読
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
写
生
的
な
歌
と
し

て
こ
の
歌
を
理
解
し
た
い
と
い
う
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
方
法
的
に
、
自
分
達
に
近
い
も
の
を
定
家
に
も
認
め
よ
う
と
す
る
も
の

だ
が
、「
平
凡
な
幼
稚
な
歌
」
と
い
う
評
価
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
は
執
拗
で
あ
り
、
昭
和
六
年
に
な
っ
て

『
ア
ラ
ラ
ギ
』
誌
上
で
こ
の
問
題
を
再
び
取
り
上
げ
「
二
た
び
定
家
の
歌

一
首
」「
二
た
び
定
家
の
歌
一
首
補
遺
」
の
二
つ
の
論
文
で
、
当
時
気
鋭

の
国
文
学
者
谷
鼎
が
「
花
も
紅
葉
も
い
ら
ぬ
程
に
」
と
解
釈
す
る
の
に
反

駁
す
る
。

　
こ
れ
は
徹
底
し
た
論
証
的
な
反
駁
で
、「
も
な
か
り
け
り
」
と
い
う
和

歌
の
用
例
を
勅
撰
集
中
の
四
十
首
に
つ
い
て
検
討
し
、
さ
ら
に
は
『
長
秋

詠
草
』
や
『
拾
遺
愚
草
』、
果
て
は
散
文
作
品
ま
で
調
べ
上
げ
、
す
べ
て

「
も
無
カ
ッ
タ
ワ
イ
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
、「
も
要
ラ
ヌ
ワ
イ
」
と
か

「
も
及
バ
ヌ
ホ
ド
ダ
ワ
イ
」
と
い
っ
た
例
は
な
い
こ
と
を
実
証
す
る
も
の

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
定
家
の
歌
を
、
実
景
を
前
に
し
て
、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
に
読
め
る
よ
う
に
詠
ま
れ
た
作
品
と
し
て
見
た
い
強
い
意
志
で

あ
ろ
う
。
写
生
と
い
う
方
法
に
対
す
る
確
信
で
あ
り
、
そ
こ
に
定
家
を
置

く
こ
と
で
、
自
分
達
の
作
品
が
は
る
か
に
凌
駕
す
る
水
準
に
あ
る
の
を
確

信
し
た
い
の
だ
と
思
う
。
こ
の
茂
吉
の
態
度
は
、
茂
吉
な
ら
で
は
の
独
自

性
は
発
揮
さ
れ
て
い
る
が
、
子
規
の
そ
れ
の
延
長
上
に
あ
る
と
は
言
え
よ

う
。
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二
、
子
規
の
写
生
追
考

　
東
京
芸
術
大
学
美
術
館
で
催
さ
れ
た
「
円
山
応
挙
か
ら
近
代
京
都
画
壇

へ
」
と
い
う
展
覧
会
（
二
〇
一
九
年
八
月
か
ら
九
月
）
は
、
写
生
の
問
題

を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。

　
日
本
絵
画
史
に
お
け
る
写
生
の
は
じ
ま
り
を
応
挙
に
見
て
、
そ
の
弟
子

呉
春
（
蕪
村
の
弟
子
で
も
あ
る
）
か
ら
流
れ
る
四
条
派
と
あ
わ
せ
て
、
円
山
・

四
条
派
の
写
生
の
流
れ
の
中
か
ら
、
京
都
に
お
け
る
近
代
日
本
画
が
成
立

す
る
と
い
う
展
望
を
、
実
際
の
作
品
で
も
っ
て
示
す
と
い
う
意
欲
的
な
展

観
で
あ
っ
た
。
充
実
し
た
図
録
が
編
ま
れ
、『
芸
術
新
潮
』
誌
も
、
九
月

号
で
「
応
挙
に
は
じ
ま
る
。「
日
本
画
」
誕
生
！
」
と
い
う
特
集
を
組
ん

だ
11
。

　
応
挙
を
写
生
の
祖
と
見
る
の
は
、
上
田
秋
成
の
『
膽
大
小
心
録
』
で

の
「
絵
は
応
挙
が
世
に
出
て
、
写
生
と
い
ふ
事
の
は
や
り
出
て
、
京
中
の

絵
が
皆
一
手
に
な
つ
た
事
じ
や
」12
と
い
う
有
名
な
同
時
代
評
に
よ
る
が
、

展
覧
会
で
も
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
示
さ
れ
た
。
現
代
の
日
本
美
術
史
の
概

説
、
例
え
ば
、
辻
惟
雄
『
日
本
美
術
の
歴
史
』
で
も
、「
合
理
主
義
の
視

覚

│
応
挙
の
写
生
主
義
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
、「
南
画
の
主
観
主

義
的
な
性
格
に
対
し
、
客
観
主
義
の
立
場
に
立
っ
た
」
の
が
応
挙
だ
と
し

て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
の
自
然
主
義
的
な
手
法
」
に
示
唆
さ
れ
、「
こ
れ

を
、
中
国
画
の
写
実
手
法
や
日
本
の
装
飾
画
法
と
折
衷
さ
せ
て
、
明
快
な

写
実
的
画
風
を
完
成
さ
せ
た
。」
と
い
う
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
13
。

　
子
規
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
、
日
本
の
美
術
研
究
や
行
政
に
深
く
関
わ
っ
た

フ
ェ
ノ
ロ
サ
も
、
そ
の
遺
著
『
東
洋
美
術
史
綱
（Epochs of C

hinese and 
Japanese Art)

』
の
「
近
代
京
都
の
庶
民
美
術
（M

odern plebeian art in 
K

ioto

）」
の
章
で
、
応
挙
に
つ
い
て
も
重
視
し
、
応
挙
か
ら
は
じ
ま
る
円

山
・
四
条
派
の
流
れ
を
、
京
都
庶
民
美
術
の
主
流
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
応

挙
の
方
法
を
「
写
実
主
義
（realism

）」
と
し
て
捉
え
、
師
事
し
た
石
田

幽
汀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
指
向
、
元
朝
の
中
国
絵
画
、
さ
ら
に
は
動
植
物
や
近

傍
の
風
景
のsketch

な
ど
か
ら
学
ん
だ
と
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
応

挙
門
下
の
第
五
世
代
と
し
て
京
都
日
本
画
の
重
要
人
物
竹
内
栖
鳳
の
名

を
あ
げ
て
、
こ
の
年
若
い
美
術
学
校
の
教
師
に
つ
い
て
「
真
に
偉
大
な
人

物
を
現
に
得
て
い
る
（w

e have one really great m
an

）」
と
し
て
、
京
都

画
壇
へ
の
系
譜
も
ほ
ぼ
迷
う
こ
と
な
く
引
い
て
い
る
14
。

　
子
規
も
応
挙
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
明
治
三
十
一

年
（
一
八
九
八
）
十
二
月
十
日
号
に
載
せ
ら
れ
た
「
写
生
・
写
実
」
と
す

る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
15
。
日
本
の
絵
画
界
で
写
生
が
「
や
か
ま
し
く
な
っ

た
」
の
は
こ
こ
百
年
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
安
時
代
の
金
岡
や
住

吉
・
土
佐
派
な
ど
の
起
こ
っ
た
頃
ま
で
は
、
幼
稚
な
が
ら
も
写
生
の
時
代

で
あ
っ
た
が
、
足
利
時
代
の
中
国
画
風
の
影
響
か
ら
「
雅
」
が
重
視
さ
れ
、

写
生
が
失
わ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
後
、
光
琳
が
出
て
、
没
骨
画
（
輪
郭
線

を
画
か
な
い
画
法
）
が
行
わ
れ
、
草
木
の
み
で
は
あ
れ
写
生
が
復
活
し
た

と
す
る
。
そ
の
上
で
応
挙
を
「
輪
郭
的
写
生
」
と
し
て
円
山
・
四
条
派
の

流
れ
が
出
来
た
と
す
る
。
そ
の
写
生
は
、
鯉
の
「
三
十
六
枚
の
鱗
が
チ
ャ

ン
と
明
瞭
に
一
枚
一
枚
見
え
て
居
る
」
と
い
う
「
理
屈
的
写
生
」
だ
と
す

る
。
応
挙
の
写
生
に
つ
い
て
は
到
底
不
完
全
だ
と
す
る
（
実
際
に
鱗
が
一

枚
一
枚
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
が
美
観
と
関
係
す
る
わ
け
で
は
な
い

と
す
る
）。

　
子
規
は
さ
ら
に
、
よ
う
や
く
油
絵
が
入
り
、
写
生
が
完
全
に
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
と
し
、
そ
の
写
生
に
、「
理
屈
的
写
生
」
に
対
し
て
「
感
情

的
写
生
」
と
い
う
、
興
味
深
い
名
を
与
え
て
い
る
。
油
絵
で
は
、
絵
具
の

色
で
輪
郭
を
作
り
、
群
像
の
画
で
も
、
一
人
一
人
が
写
生
で
あ
る
と
、
そ
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の
写
生
の
徹
底
を
言
う
。
そ
の
上
で
、
日
本
画
家
が
精
神
と
い
う
言
葉
で

写
生
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
、
土
瓶
の
写
生
も
満
足
に
出
来
な
い
な

ど
と
、
挑
発
的
な
評
を
下
し
て
い
る
。

　
今
回
の
展
覧
会
で
見
る
限
り
、
子
規
の
批
評
は
、
応
挙
の
作
品
を
ど
れ

ほ
ど
見
て
い
る
の
か
と
疑
問
を
持
た
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
鱗
の
こ
と
な
ど

は
そ
の
特
色
を
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
詳
細
な
実
物
の
観
察
に

即
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
物
を
見
る
距
離
か
ら
で
は
な
く
、

よ
り
近
づ
い
た
視
点
か
ら
詳
細
な
観
察
を
行
っ
た
結
果
で
も
あ
ろ
う
。
応

挙
の
写
実
は
、
動
植
物
や
風
景
を
、
ま
さ
に
徹
底
的
に
観
察
し
て
写
し
た

産
物
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
写
生
を
集
め
た
「
写
生
図
巻
」
な
ど
の
リ
ア
リ

ズ
ム
は
、
お
そ
ら
く
子
規
の
批
判
を
寄
せ
付
け
な
い
迫
力
が
あ
る
と
断
じ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
こ
の
展
覧
会
で
は
、
明
治
期
の
「
日
本
画
」16
と
の
対
比
（
応

挙
か
ら
の
系
譜
を
辿
ら
せ
る
わ
け
だ
が
、
展
開
の
果
て
の
姿
と
の
対
比
は
な
さ

れ
て
し
ま
う
）
も
顕
在
化
す
る
。
人
物
や
動
植
物
や
地
勢
な
ど
の
素
材
の

描
出
は
、
応
挙
か
ら
の
系
譜
と
い
う
こ
と
で
見
え
て
く
る
の
だ
が
、
特
に

風
景
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
が
、
全
体
の
画
面
を
ま
と
め
上
げ
て
行
く
、

空
気
感
や
光
（
明
暗
）
の
表
現
な
ど
は
、か
な
り
相
違
が
あ
る
。
十
九
世
紀

後
半
の
西
洋
絵
画
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
明
治
以
後
の
表
現
は
精
密
化

す
る
と
も
言
え
よ
う
。
技
法
と
い
う
面
で
の
発
展
は
明
白
に
見
え
て
い
る
。

明
治
三
十
一
年
の
子
規
の
眼
は
、
洋
画
家
中
村
不
折
な
ど
と
の
交
流
を
経

て
、
西
洋
絵
画
、
油
絵
へ
の
嗜
好
に
傾
い
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
だ

け
に
、
応
挙
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
が
生
じ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
所
と

も
言
え
よ
う
。

　
全
体
の
画
面
と
い
う
こ
と
で
は
、
日
本
絵
画
の
場
合
、
襖
絵
や
屏
風
と

い
っ
た
形
で
画
面
が
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
画
家
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
（
西
洋
画
で
も
同
様
な
事
情
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
）。
こ

の
展
覧
会
で
も
、
眼
目
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
兵
庫
県
大
乗
寺
の
応
挙
の

襖
絵
は
、
金
地
の
上
に
応
挙
得
意
の
孔
雀
が
画
か
れ
て
い
て
有
名
で
あ
る

が
、
主
材
と
な
る
孔
雀
は
、
そ
の
羽
根
を
は
じ
め
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て

細
部
ま
で
詳
細
に
描
き
こ
ま
れ
て
お
り
、
見
事
な
写
生
の
産
物
で
あ
る
。

そ
の
孔
雀
は
磐
の
上
に
乗
り
、
そ
の
上
に
は
老
松
が
懸
か
っ
て
い
る
。
磐

の
表
現
も
秀
逸
で
あ
り
、
松
も
葉
先
に
至
る
ま
で
忠
実
な
写
生
の
産
物
で

あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
全
体
の
風
景
は
必
ず
し
も
自
然
の

風
景
で
は
な
く
、
襖
絵
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
配
置
さ
れ
た
風
景
だ
と
言
っ

て
よ
か
ろ
う
。

　
配
置
、
配
合
は
、
子
規
に
と
っ
て
も
、
重
要
で
あ
り
、
写
生
が
、
単
に

そ
こ
に
あ
る
も
の
だ
け
を
そ
の
ま
ま
描
写
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
「
六

た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
で
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
絵
画
に
触
れ

て
い
て
、
子
規
の
写
生
と
絵
画
の
関
係
の
密
接
さ
を
思
わ
せ
る
の
だ
が
、

「
写
実
」
は
今
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
を
写
す
の
か
と
の
批
判
に
対
し
て
、

生
の
写
実
と
申
す
は
、
合
理
非
合
理
事
実
非
事
実
の
謂
に
て
は
無
之
候
。

油
絵
師
は
必
ず
写
生
に
依
り
候
へ
ど
も
、
そ
れ
で
神
や
妖
怪
や
あ
ら
れ
も

な
き
事
を
面
白
く
画
き
申
候
。
併
し
神
や
妖
怪
を
画
く
に
も
勿
論
写
生
に

依
る
も
の
に
て
、
只
有
の
儘
を
写
生
す
る
と
、
一
部
一
部
の
写
生
を
集
め

る
と
の
相
違
に
有
之
、
生
の
写
実
も
同
様
の
事
に
候
。

と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
実
は
応
挙
を
は
じ
め
と
す
る
、
日
本
の

写
実
主
義
絵
画
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
さ
ら
に
は
、

和
歌
・
短
歌
に
お
い
て
も
、
特
に
題
詠
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
あ
て
は
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
の
応
挙
の
作
品
で
い
う
な
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ら
ば
、
襖
や
屏
風
と
い
っ
た
画
を
描
く
枠
組
み
が
、
題
詠
や
本
意
と
い
う

古
典
和
歌
の
詠
ま
れ
る
べ
き
枠
組
み
と
、
共
通
し
た
役
割
を
持
つ
と
い
う

の
も
附
会
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
や
や
論
が
古
典
和
歌
に
性
急
に
向
か
っ
た
が
、
子
規
に
戻
っ
て
も
、
題

詠
的
な
世
界
は
存
在
す
る
。『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
の
明
治
三
十
一
年

以
前
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
作

品
は
存
在
す
る
。

　『
竹
乃
里
歌
』
に
は
、
明
治
三
十
三
年
の
作
品
と
し
て
「
艶
麗
体
」
と

題
す
る
十
一
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
17
。

春
の
夜
の
衣
桁
に
掛
け
し
錦
襴
の
ぬ
ひ
の
孔
雀
を
照
す
と
も
し
火

と
い
う
一
首
か
ら
は
じ
ま
り
、
お
そ
ら
く
は
遊
里
や
西
洋
館
な
ど
を
舞
台

に
し
た
「
艶
麗
」
な
世
界
が
広
が
る
。

　
最
初
の
一
首
は
、
衣
桁
に
掛
け
ら
れ
た
孔
雀
の
刺
繍
の
あ
る
錦
襴
の
着

物
を
、
と
も
し
火
が
照
ら
す
と
い
う
、
艶
や
か
な
情
景
で
あ
る
。
子
規
の

日
常
に
こ
う
し
た
光
景
は
な
く
、
若
い
頃
の
遊
里
の
記
憶
と
し
て
も
華
麗

に
過
ぎ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
ひ
た
す
ら
観
念
的
で
情
景
を
喚
起
し
な

い
か
と
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
逆
で
あ
り
、
類
型
的
で
は
あ
れ
、
む
し
ろ
類

型
的
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
情
景
を
読
み
手
に
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
模
様
の
、
華
麗
な
姿
態
と
色
彩
を
も
っ
た
孔
雀
は
、
応
挙
も
得
意
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
鳥
自
体
も
同
じ
歌
群
で
、

海
棠
の
花
さ
く
庭
の
檻
の
内
に
孔
雀
の
鳥
の
雌
雄
を
飼
ひ
た
り

青
鳥
の
孔
雀
の
鳥
が
笠
の
如
く
う
ち
ひ
ろ
げ
た
る
し
だ
り
尾
の
玉

な
ど
と
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
子
規
に
は
鳥
を
飼
う
趣
味
が
あ
っ
た
が
、
孔

雀
を
飼
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
孔
雀
を
観
察
す
る
機
会
は
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
孔
雀
の
特
徴
的
な
姿
態
は
、
実
物
に
触
れ
る

と
と
も
に
、
応
挙
を
は
じ
め
様
々
な
絵
画
表
現
な
ど
も
含
め
て
、
読
者
の

間
に
も
共
通
の
像
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
感
得
さ
れ
る
美
的
な
様
態
も
、「
艶
麗
」
と
い
う
言

葉
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

　
西
洋
的
な
雰
囲
気
の
作
品
、
お
そ
ら
く
は
洋
館
に
住
む
少
女
を
仮
構
し

た
よ
う
な
、

く
れ
な
ゐ
の
と
ば
り
垂
れ
た
る
窓
の
内
に
薔
薇
の
香
満
ち
て
ひ
と
り
寝
る

少
女

紅
の
薄
色
匂
ふ
薔
薇
の
花
を
折
り
て
手
に
も
ち
て
香
を
嗅
ぐ
少
女

に
つ
い
て
も
、
孔
雀
に
比
べ
れ
ば
、
現
実
性
が
や
や
稀
薄
で
、
観
念
化
さ

れ
た
度
合
い
が
高
い
と
言
え
る
が
、
同
様
な
こ
と
を
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

　「
艶
麗
体
」
と
い
う
の
は
、
古
典
和
歌
で
言
う
歌
体
で
あ
る
と
考
え
て

よ
い
が
、『
竹
乃
里
歌
』
に
お
い
て
、
他
の
歌
体
を
題
と
す
る
作
品
は
見

ら
れ
な
い
。
し
か
し
俳
論
で
あ
る
『
俳
諧
大
要
』
に
お
い
て
は
、
俳
句
の

風
体
論
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
雅
樸
」
と
「
婉
麗
」
の
二
分
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
婉
麗
」
は
、「
艶
麗
」
と
同
じ
だ
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
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日
に
焦
げ
た
る
老
翁
鍬
を
肩
に
し
一
枝
の
桃
花
を
折
り
て
田
畝
よ
り
帰

り
、
老
婆
浣
衣
し
終
り
て
柴
門
の
辺
に
佇
み
暗
に
之
を
迎
ふ
れ
ば
、
飢
雀

其
間
を
窺
ひ
井
戸
端
の
乾
飯
啄
む
、
是
れ
雅
樸
に
し
て
美
術
的
な
る
趣
向

な
ら
ん
。

　
十
数
畳
の
大
広
間
片
側
に
金
屏
風
を
繞
ら
し
、
十
四
五
の
少
女
一
枝
の

牡
丹
を
伐
り
来
り
て
之
を
花
瓶
に
挿
ま
ん
と
す
れ
ば
頻
り
に
其
の
名
を
呼

ぶ
者
あ
り
、
少
女
驚
い
て
耳
を
欹
つ
れ
ば
を
か
し
や
檐
頭
の
鸚
鵡
永
日
に

倦
ん
で
此
戯
を
為
す
な
り
。
是
れ
婉
麗
に
し
て
美
術
的
な
る
趣
向
な
ら
ん
。

　
雅
樸
と
婉
麗
と
共
に
之
を
美
術
的
に
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
物
の
雅
樸
と
物

の
婉
麗
と
を
選
択
す
る
の
必
要
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
之
を
美
術
的
に
配
合

す
る
の
必
要
あ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
配
合
の
美
術
的
な
る
と
否
と
は
理
論

の
上
に
て
説
明
す
る
は
難
し
。
実
際
の
上
に
評
論
す
る
を
善
し
と
す
。

原
文
は
段
落
分
け
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
雅
樸
」
の
定
義
、「
婉
麗
」
の
定

義
、
そ
の
体
の
実
現
の
方
法
と
、
明
快
な
三
段
落
を
な
し
て
い
る
。「
婉

麗
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
艶
麗
体
」
の
作
品
と
そ
の
ま
ま
重

な
る
で
あ
ろ
う
し
、

美
人
問
へ
ば
鸚
鵡
答
へ
ず
鸚
鵡
問
へ
ば
美
人
答
へ
ず
春
の
日
暮
れ
ぬ

の
よ
う
に
、
そ
の
叙
述
を
若
干
変
形
し
て
切
り
取
る
か
の
よ
う
な
作
品
も

見
ら
れ
る
。

　
理
論
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
随
分
に
観
念
化
さ
れ
た
、
構
成
主
義
的
な

立
場
と
も
見
え
よ
う
。
美
術
的
な
「
物
」
を
美
術
的
に
配
合
す
る
と
い
う

在
り
方
は
、
む
し
ろ
定
家
な
ど
に
近
似
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。「
物
」

を
「
言
葉
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、
ほ
ぼ
相
似
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。「
物
」

自
体
が
、
共
通
の
理
解
を
得
ら
れ
る
あ
る
種
の
類
型
性
や
観
念
性
を
持
つ

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
「
歌
語
」
と
い
う
「
言
葉
」
に
相
似
す
る
と
も
言

え
よ
う
。
こ
の
あ
た
り
に
、
定
家
へ
の
展
開
の
入
口
が
見
出
せ
よ
う
。
し

か
し
、
子
規
に
と
っ
て
、
こ
う
し
て
配
合
さ
れ
た
世
界
は
、
写
生
的
な
触

知
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら

く
「
物
」
を
捉
え
る
目
に
写
生
的
な
眼
差
し
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
節
の
き
っ
か
け
と
し
た
応
挙
の
画
面
は
、
写
生
の
配
合

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
歌
体
か
ら
定
家
へ

　
和
歌
の
表
現
上
の
あ
る
い
は
美
的
な
様
態
論
と
し
て
の
歌
体
は
、『
古

今
和
歌
集
』
序
文
に
も
辿
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
後
世
へ
の
影
響
と
い
う

こ
と
で
大
き
な
比
重
を
持
つ
の
は
『
定
家
十
体
』18
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
で
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、『
定
家
十
体
』
で
は
「
見
様
」

と
い
う
体
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
「
見
ル
様
」

で
あ
っ
て
、「（
現
代
語
的
に
言
え
ば
）
見
エ
ル
様
」
で
は
な
い
。「
見
エ
ル

様
」
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
歌
人
が
目
に
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る

よ
う
な
、
写
生
そ
の
も
の
が
歌
体
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な

ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

　『
定
家
十
体
』
で
は
、
各
歌
体
の
例
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

り
、
全
く
解
説
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
十
体
は
『
毎
月
抄
』
で
も
言
及
さ

れ
る
が
、「
幽
玄
様
・
事
可
然
様
・
濃
様
・
有
心
体
」
の
四
体
を
「
元
の

姿
」
と
し
て
、
そ
う
し
た
歌
体
が
自
在
に
詠
め
る
よ
う
に
な
れ
ば
、「
い
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と
や
す
」
く
詠
め
る
五
体
の
う
ち
の
一
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
19
。

　
こ
の
十
体
論
は
、
定
家
偽
書
に
展
開
し
、
そ
の
こ
と
は
『
定
家
十
体
』

の
定
家
真
作
を
疑
わ
せ
る
因
と
も
な
る
の
だ
が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
『
三
五

記
』
で
は
、
詳
し
い
解
説
が
各
体
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
説

は
体
自
体
の
概
念
規
定
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
格
の
も
の

で
は
な
い
が
、
こ
の
「
見
様
体
」
に
つ
い
て
、
拙
い
詠
み
手
に
は
難
し
い

が
、
堪
能
な
者
に
は
詠
み
や
す
い
体
だ
と
し
て
、

達
者
も
此
の
体
を
ば
、
朦
気
の
さ
し
て
、
心
底
明
か
な
ら
ぬ
時
は
、
景
気

歌
と
て
そ
ぞ
め
き
か
け
て
読
む
な
り
20
。

と
し
て
、「
い
た
く
案
ぜ
ず
し
て
」
こ
の
よ
う
な
歌
を
四
・
五
首
詠
め
ば
気

も
散
じ
、「
本
意
の
体
」
の
歌
が
詠
め
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
解
説
は
、

『
毎
月
抄
』
に
お
け
る
、
や
は
り
「
朦
気
」
が
さ
し
て
有
心
体
の
歌
が
詠

め
な
い
時
、

さ
ら
ん
時
は
、
ま
づ
景
気
の
歌
と
て
、
姿
詞
の
そ
そ
め
き
た
る
が
、
な
に

と
な
く
心
は
な
け
れ
ど
も
、
歌
様
の
よ
ろ
し
く
き
こ
ゆ
る
や
う
を
よ
む
べ

き
に
て
候
21
。

に
拠
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
言
説
、
特
に
「
朦
気
を
払
ふ
歌
」
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
、
か

つ
て
私
も
論
を
な
し
た
こ
と
が
あ
る
が
22
、「
見
様
」
と
「
景
気
の
歌
」
が

そ
の
ま
ま
同
じ
で
は
な
い
と
断
り
な
が
ら
、
重
な
る
も
の
だ
と
考
え
た
。

『
定
家
十
体
』
の
例
歌
か
ら
「
見
様
」
を
、「
風
物
に
関
す
る
形
象
が
眼
前

に
「
見
る
や
う
」
に
観
ぜ
ら
れ
る
歌
」、
そ
れ
だ
け
の
「
表
現
効
果
を
持
っ

た
歌
体
」
と
し
た
武
田
元
治
の
論
23
を
受
け
て
、
属
目
す
る
実
風
景
な
り
事

物
を
詠
む
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
形
象
を
詠
む
と
捉
え
た
。
さ
ら
に
、

沈
思
を
十
分
に
経
な
く
て
も
和
歌
的
な
形
象
が
実
現
で
き
る
の
は
、
伝
統
を

介
し
て
様
々
な
想
像
を
か
き
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
、
歌
枕
や
歌
語
の
働

き
の
故
だ
と
考
え
た
。
や
や
言
葉
足
ら
ず
だ
と
い
う
自
省
も
あ
る
が
、
基

本
的
な
見
方
は
保
持
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
に
考

え
て
行
く
過
程
で
、
定
家
偽
書
で
あ
る
『
三
五
記
』
の
記
事
の
比
重
は
極

め
て
大
き
い
と
顧
み
ざ
る
を
得
ず
、
定
家
的
で
は
あ
っ
て
も
、
定
家
そ
の
も

の
の
論
と
な
り
得
る
か
と
い
う
限
界
は
意
識
す
べ
き
で
は
あ
ろ
う
24
。
た

だ
し
、
や
や
素
樸
に
す
ぎ
る
作
業
と
は
い
え
、『
定
家
十
体
』
に
戻
し
て

例
歌
を
再
読
し
て
も
、
大
き
な
矛
盾
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
そ
こ
で
は
属
目
に
よ
る
叙
景
で
あ
る
と
読
ま
れ
る
こ
と
も
不

可
能
で
は
な
い
、
源
経
信
の

さ
な
へ
と
る
や
ま
だ
の
か
け
ひ
も
り
に
け
り
ひ
く
し
め
な
は
に
つ
ゆ
ぞ
こ

ぼ
る
る

慈
円
のし

も
さ
ゆ
る
や
ま
だ
の
く
ろ
の
む
ら
す
す
き
か
る
人
な
し
に
の
こ
る
こ
ろ

か
な

な
ど
田
園
風
景
も
詠
ま
れ
て
い
る
が
25
、「
か
け
ひ
」「
し
め
な
は
」「
く

ろ
」
の
よ
う
な
農
耕
作
業
に
関
わ
る
言
葉
も
、
す
で
に
歌
語
化
し
て
宮
廷

歌
人
達
の
共
通
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
式
子
内
親
王
の
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ふ
け
に
け
り
や
ま
の
は
ち
か
く
月
さ
え
て
と
を
ち
の
さ
と
に
こ
ろ
も
う
つ
声

藤
原
公
衡
の

か
り
く
ら
し
か
た
の
の
ま
し
ば
を
り
し
き
て
よ
ど
の
か
は
せ
の
月
を
み
る
か
な

な
ど
の
「
十
市
（
と
を
ち
）」
に
し
て
も
「
交
野
（
か
た
の
）」
に
し
て
も
、

歌
枕
と
し
て
の
地
名
で
あ
る
。「
十
市
」
は
奈
良
の
橿
原
市
あ
た
り
の
地
名

で
、「
と
を
ち
に
は
夕
立
す
ら
し
久
方
の
天
の
香
具
山
雲
隠
れ
ゆ
く
」（
新

古
今
集
・
夏
・
俊
賴
）
な
ど
と
も
詠
ま
れ
、「
遠
」
の
掛
詞
と
共
に
、
古
都

の
静
か
な
夜
を
想
像
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。「
交
野
」
は
淀
川
縁
の
地
で
あ

り
、「
狩
り
く
ら
し
」
の
初
句
は
容
易
に
、「
狩
り
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め

に
宿
か
ら
む
天
の
川
原
に
我
は
来
に
け
り
」
の
業
平
の
歌
を
想
起
さ
せ
、

こ
こ
で
の
桜
狩
を
語
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
が
背
後
に
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
見
て
来
る
な
ら
ば
、
歌
こ
と
ば
自
体
の
生
産
力
、
公
衡
歌
の

本
歌
に
顕
在
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
に
裏
付
け
ら
れ
た
生
産
力
に
よ
っ

て
一
首
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
子
規
的
な
写
生
か
ら
す
れ
ば
、
対

極
と
も
言
え
る
地
平
に
あ
る
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
一
方
で
は
、
同
じ
子

規
で
あ
っ
て
も
、「
艶
麗
体
」
の
作
品
や
、
俳
論
に
お
け
る
「
雅
撲
」「
婉

麗
」
の
二
つ
の
体
の
説
明
と
は
、
漸
近
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
前
節
で
は
、
絵
画
を
あ
げ
た
が
、
絵
画
と
は
異
な
り
文
学
の
場
合
、
対

象
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。
小
説
の
よ

う
な
散
文
で
あ
れ
ば
、
言
葉
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
る
再
現
の
試
み
は
な
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
短
歌
や
俳
句
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
試
み
が
な
さ
れ

る
余
裕
は
あ
り
得
な
い
。

　
例
え
ば
子
規
の
短
歌
に
お
い
て
、
写
生
的
表
現
の
達
成
と
し
て
、『
墨

汁
一
滴
』
の
中
で
も
自
讃
す
る
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、

松
の
葉
の
葉
さ
き
を
細
み
置
く
露
の
た
ま
り
も
あ
へ
ず
白
玉
散
る
も

は
、「
松
の
葉
」
の
形
状
に
関
す
る
基
本
的
な
共
通
認
識
（
言
語
学
上
の

langue

な
ど
と
は
次
元
が
異
な
る
美
学
的
な
記
憶
の
共
通
性
も
含
む
わ
け
で
あ

る
が
）
が
無
く
て
は
成
り
立
た
な
い
。
さ
ら
に
は
、
末
句
の
「
白
玉
」
が

露
で
あ
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
和
歌
に
よ
り
詠
ま
れ
続
け
て
来
た
故
に
明

白
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
伝
統
に
裏
付
け
ら
れ
て
共
通
理
解
を
喚

起
す
る
歌
語
で
あ
る
。
し
か
し
、「
葉
さ
き
を
細
み
置
く
露
の
た
ま
り
も

あ
へ
ず
」
と
い
う
の
は
、
子
規
が
自
讃
す
る
よ
う
に
、
実
際
の
自
然
の
観

察
に
よ
り
見
つ
け
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
形
象
が
過
不
足
無
く
再

現
的
に
描
出
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
歌
は
、
明
治
三
十
三
年
の
作
で
「
五
月
二
十
一
日
朝
、
雨
中
庭
前

の
松
を
見
て
作
る
」
の
詞
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
末
尾
の
一
首
も
有
名

で
、

庭
中
の
松
の
葉
に
置
く
白
露
の
今
か
落
ち
ん
と
見
れ
ど
も
落
ち
ず

下
句
の
表
現
は
、
ま
さ
に
写
生
的
再
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
句
に

つ
い
て
は
、『
子
規
短
歌
合
評
』26
の
中
で
斎
藤
茂
吉
が
、「
写
生
の
妙
諦

は
こ
こ
に
存
じ
て
居
る
」
と
い
う
評
を
な
し
て
い
る
。
ま
さ
に
属
目
通
り

の
表
現
で
あ
り
、
病
牀
か
ら
そ
れ
を
な
が
め
る
子
規
自
身
の
姿
も
想
像
さ

れ
（
茂
吉
は
「
右
か
ら
も
左
か
ら
も
見
、
立
つ
て
見
、
坐
つ
て
見
、
と
い
ふ
具

合
に
し
て
ゐ
る
う
ち
、
か
う
い
ふ
光
景
も
捉
へ
得
る
に
至
る
の
で
」
と
し
て
い
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る
が
）
写
生
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
上
句
の

「
白
露
」
は
、「
白
玉
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
雨
滴
の
表
現
と
し
て

は
伝
統
的
で
あ
り
、
伝
統
を
基
に
し
た
共
通
理
解
か
ら
自
由
で
は
な
い
。

　
子
規
の
短
歌
は
、
伝
統
和
歌
か
ら
の
意
識
的
な
決
別
で
は
あ
る
の
だ
が
、

伝
統
和
歌
か
ら
全
く
自
由
で
は
な
い
こ
と
は
、
今
見
て
来
た
達
成
作
と
も

い
え
る
作
品
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
考
え
た
応

挙
の
写
生
が
、
襖
や
屏
風
と
い
っ
た
画
面
を
構
成
す
る
時
、
伝
統
的
な
構

図
と
い
う
全
体
の
色
面
構
成
の
原
則
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
様
も
想
起
さ

れ
よ
う
か
。
逆
に
、
定
家
の
作
品
は
、
伝
統
に
依
拠
し
た
構
成
主
義
的
な

作
品
が
基
本
に
あ
る
に
し
て
も
、「
見
様
」
と
い
う
歌
体
も
、
伝
統
的
な

も
の
へ
の
依
拠
が
大
き
い
に
し
て
も
、
属
目
的
な
写
生
と
全
く
無
縁
で
は

な
い
面
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
定
家
と
写
生
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
ま
さ
に
絵
と
の
関
わ
り
に
お

い
て
、
後
鳥
羽
院
の
企
図
し
た
最
勝
四
天
王
院
の
障
子
和
歌
27
に
関
す
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
有
名
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
襖
絵
の
須
磨
・
明
石
が

割
り
当
て
ら
れ
た
絵
師
の
宗
内
兼
康
が
、
期
日
の
遅
延
を
犯
し
て
も
現
地

へ
赴
く
べ
き
か
を
定
家
に
相
談
を
持
ち
か
け
た
『
明
月
記
』
建
永
二
年

（
一
二
〇
七
）
五
月
十
六
日
の
条
で
あ
る
。

兼
康
来
云
、
名
所
事
以
伝
々
説
難
書
出
、
明
石
す
ま
非
幾
路
、
罷
向
各
見

其
所
書
進
絵
様
、
若
有
遅
々
者
恐
乎
、
予
云
、
此
事
雖
片
時
可
急
事
也
、

但
云
当
時
、
云
後
代
、
尤
可
恐
紕
繆
、
揚
鞭
向
其
所
、
且
為
後
代
之
談
歟
、

何
事
在
乎
、

と
い
う
問
答
で
あ
る
。
定
家
の
返
答
は
、
是
非
現
地
へ
赴
く
べ
し
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
後
代
の
語
り
草
と
な
る
だ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、

写
生
の
勧
め
と
し
て
も
読
め
な
く
も
な
い
。
基
本
的
に
は
、
現
地
に
赴
く

の
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
付
帯
す
る
要
件
が
存

し
て
い
る
。
兼
康
が
現
地
に
行
き
た
い
理
由
は
、
こ
の
地
に
つ
い
て
「
伝

々
説
」
す
な
わ
ち
、
様
々
な
現
地
の
様
態
に
関
す
る
説
明
的
知
見
の
集
積

が
あ
り
、
ど
れ
に
従
え
ば
よ
い
か
を
迷
う
か
ら
と
い
う
の
が
、
現
地
実
見

の
理
由
で
あ
る
。
現
地
に
赴
く
の
は
、
そ
の
景
を
そ
の
ま
ま
見
る
為
で
は

な
く
、
知
見
の
可
否
を
判
断
し
に
行
く
と
い
う
の
が
、
両
者
の
認
識
で
あ

ろ
う
。
結
局
は
、
現
地
の
実
風
景
の
重
さ
は
確
保
さ
れ
る
の
だ
が
、
歌
枕

と
し
て
の
図
柄
の
可
否
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現

地
に
赴
く
行
為
は
、
写
生
の
為
で
は
な
く
、
共
通
理
解
の
妥
当
性
の
検
証

の
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
検
証
が
、
文
献
的
な
探
索
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
地
へ
赴
き
実
際
に
あ
る
風
景
を
目
に
す
る
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
の
は
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
歌
枕
に
対
す
る
こ
う
し
た
態
度
は
、
歌
枕
実
見
と
い
う
平
安
朝
以
来
の

数
寄
の
発
揮
と
い
う
態
度
（「
後
代
之
談
」
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
）
に
帰
さ

れ
る
面
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
態
度
に
も
、
風
景
や
事
物
を
見
に

行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
景
性
の
重
さ
と
、
そ
れ
を
見
る
と
い
う
意

義
が
内
在
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
見
様
」
の
歌
で
、

景
を
構
成
す
る
歌
語
や
歌
枕
そ
の
も
の
に
も
、
同
様
な
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
定
家
に
つ
い
て
、
属
目
的
な
目
、
写
生
と
無
縁
で
は
な
い

と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
所
以
で
あ
る
。

四
、
定
家
の
作
品
へ

　
こ
う
し
て
、
景
物
と
表
現
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
子
規
の
「
写
生
」、
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応
挙
の
「
写
生
（
上
田
秋
成
の
言
に
よ
る
）」、
定
家
の
「
見
様
」
に
つ
い

て
見
て
来
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
な
位
相
を
持
ち
な
が
ら
、
重
な
り
合
い

離
れ
合
っ
て
い
た
。
で
は
、
そ
れ
を
定
家
の
作
品
に
帰
し
て
行
く
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
初
の
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
子
規
は
「
人
に
も
て
は
や
さ
る
る
位
」

と
消
極
的
だ
が
一
応
は
注
目
し
、
茂
吉
が
限
り
な
く
こ
だ
わ
っ
た
、

見
わ
た
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ

に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
茂
吉
が
あ
あ
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、「
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
」

と
い
う
の
が
、
景
を
写
し
た
表
現
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
の
風
景
へ
の
感
動

で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
北
村
季
吟
の
『
八
代
集
抄
』28
以
来

の
『
源
氏
物
語
』
明
石
巻
の
「
は
る
ば
る
と
物
の
と
ど
こ
ほ
り
な
き
海
づ

ら
な
る
に
、
な
か
な
か
春
秋
の
花
紅
葉
の
さ
か
り
な
る
よ
り
は
、
た
だ
そ

こ
は
か
と
な
う
繁
れ
る
蔭
ど
も
な
ま
め
か
し
き
に
」
に
拠
る
と
い
う
説
を

最
大
の
弊
害
と
し
て
、
花
も
紅
葉
も
い
ら
な
い
ほ
ど
だ
と
解
す
る
説
を
徹

底
的
に
排
斥
す
る
。
あ
く
ま
で
も
実
景
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
す

る
の
だ
が
、
そ
の
表
現
と
し
て
の
質
に
つ
い
て
は
「
平
凡
な
幼
稚
な
」
と

い
う
評
価
に
と
ど
ま
り
、「
幽
玄
」
で
も
何
で
も
な
い
と
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
茂
吉
は
、
定
家
が
実
際
の
景
を
目
に
し
て
詠
ん
で
い
る
と
ま
で
は

考
え
て
い
な
い
よ
う
で
、「
屏
風
に
向
う
て
歌
を
作
り
、「
白
氏
文
集
」
の

句
を
誦
し
て
歌
を
つ
く
る
は
、
尊
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
如
く
、
此
歌
の
前
に
は

か
う
べ
は
下
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。」29
の
文
言
か
ら
も
そ
れ
は
窺
え
る
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
歌
は
、
定
家
二
十
五
歳
の
「
二
見
浦
百
首
」
で
の
作
品
で
あ
る
。

明
石
に
つ
い
て
は
、
先
に
絵
師
の
現
地
行
き
に
触
れ
た
が
、
も
し
、
こ
の

歌
の
舞
台
が
明
石
だ
と
し
て
も
、
定
家
は
そ
の
地
を
見
て
な
い
で
あ
ろ
う
30
。

そ
も
そ
も
明
石
と
こ
の
場
を
考
え
る
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
を
考

え
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
景
の
発
想
は
、
そ
の
表
現
の
摂
取
と
を
重
ね
て
、

こ
の
物
語
に
拠
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
、
現
在
の
定
家
理
解
か
ら
す
れ

ば
、
む
し
ろ
順
当
だ
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
な
か
り
け
り
」

と
い
う
感
動
も
、『
源
氏
物
語
』
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
だ
と
い
う
感
動

も
含
ま
れ
る
と
読
む
の
も
解
釈
の
暴
走
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
浦
の

苫
屋
も
想
像
の
景
で
あ
り
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
が
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
写
生
か
ら
は
遠
い
作
品
で
あ
る
と
一
通
り

は
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
表
現
で
あ
っ
て
も
、

茂
吉
に
写
生
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
に
、
か
く
ま
で
こ
だ
わ
ら
せ
る
所
に
、

定
家
の
表
現
の
巧
み
さ
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
歌
の
主
眼
が
、

海
辺
の
光
景
の
構
築
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
定
家
は
海
景
に
触
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）

十
月
、
四
十
歳
に
な
っ
た
定
家
は
、
後
鳥
羽
院
の
熊
野
御
幸
に
随
行
し
て

い
る
。
二
十
二
日
間
の
行
程
は
『
明
月
記
』
に
記
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
部
分
は
自
筆
の
『
熊
野
御
幸
記
』
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
31
。
そ
の
記

事
は
詳
細
で
あ
り
、
実
際
に
海
に
面
し
た
旅
路
で
見
た
風
景
へ
の
感
慨
を
、

例
え
ば
九
日
に
藤
代
坂
を
登
り
遠
望
し
た
海
に
つ
い
て
「
又
眺
望
遼
海
非

無
興
」
と
記
す
る
の
を
は
じ
め
、
何
度
も
記
し
て
い
る
。

　
熊
野
御
幸
で
は
、
宿
所
に
お
い
て
、
歌
会
が
催
さ
れ
る
。
歌
会
で
は
、

題
が
出
さ
れ
て
詠
作
す
る
が
、
旅
路
に
相
応
し
い
題
が
設
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
十
一
日
の
切
部
（
切
目
）
王
子
の
宿
所
で
の
題
「
羇
中
聞
波
」

も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
題
で
あ
る
。
定
家
の
歌
は
、
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う
ち
も
ね
ず
と
ま
や
に
な
み
の
よ
る
の
こ
ゑ
た
れ
を
と
松
の
風
な
ら
ね
ど
も

で
あ
る
が
、
下
句
の
「
た
れ
を
と
松
の
風
な
ら
ね
ど
も
」
は
「
松
」
に
「
待

つ
」
を
掛
け
る
修
辞
か
ら
、
王
朝
以
来
の
恋
歌
で
の
恋
人
を
待
つ
と
い
う

文
脈
を
作
中
に
も
た
ら
し
、
作
中
人
物
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
女
性
へ
と
傾
か

せ
る
と
い
う
、
写
生
と
は
異
な
る
構
成
主
義
的
な
作
風
を
際
立
た
せ
よ
う
。
し

か
し
、
上
句
の
世
界
は
実
体
験
的
で
あ
り
、
記
事
中
の
「
於
此
宿
所
塩
コ

リ
カ
ク
、
眺
望
海
、
非
甚
雨
者
、
可
有
興
所
也
、
病
気
不
快
、
寒
風
吹
枕
」

と
ほ
ぼ
合
致
す
る
現
実
性
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
作
に
は
「
見

わ
た
せ
ば
」
の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
と
ま
や
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
ま
さ
に
今
定
家
が
身
を
寄
せ
て
い
る
旅
宿
で
あ
り
、
現
実
に
体
験
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

　
十
三
日
に
は
滝
尻
王
子
に
向
か
い
石
田
河
（
岩
田
川
）
を
渡
る
が
、
先

に
検
討
し
た
「
景
気
」
の
語
を
含
ん
で
、
そ
の
風
景
を
「
河
間
紅
葉
、
浅

深
影
映
波
、
景
気
殊
勝
」
と
、
短
い
な
が
ら
印
象
的
に
記
し
て
い
る
。
そ

の
夜
の
滝
尻
で
の
歌
会
で
は
「
河
辺
落
葉
」
と
、
ま
さ
に
見
て
来
た
ま
ま

の
題
を
得
て

そ
め
し
秋
を
く
れ
ぬ
と
た
れ
か
い
は
た
河
ま
た
な
み
こ
ゆ
る
山
姫
の
そ
で

と
詠
む
。
紅
葉
を
染
め
る
竜
田
姫
の
様
を
幻
想
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
て
い
て
、
写
生
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
構
成
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

定
家
の
思
念
に
、
ま
さ
に
今
見
て
来
た
山
河
の
紅
葉
が
存
し
て
い
る
こ
と

は
想
像
に
難
く
あ
る
ま
い
。

　
ま
た
、
も
う
一
首
の
「
旅
宿
冬
月
」
は
、

た
き
か
は
の
ひ
ゞ
き
は
い
そ
ぐ
た
び
の
い
ほ
を
し
づ
か
に
す
ぐ
る
ふ
ゆ
の
月
か
げ

も
実
際
の
体
験
が
詠
ま
れ
た
一
首
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
歌
の
場

合
「
い
そ
ぐ
」
の
掛
詞
の
修
辞
も
、
目
に
し
た
川
の
急
流
で
あ
る
と
と
も

に
、
急
ぐ
旅
路
で
あ
り
、
実
際
の
旅
の
様
が
素
直
に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
熊
野
の
旅
で
、
定
家
は
海
景
や
山
景
に
触
れ
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
詠
ん

で
よ
い
よ
う
な
題
に
よ
る
歌
会
を
持
っ
た
。
そ
の
一
端
を
見
て
き
た
わ
け

だ
が
、
や
は
り
、
基
本
的
な
骨
格
と
し
て
は
、
古
典
的
な
構
成
を
重
視
し

た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
定
家
的
な
方
法
の
根
強
さ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
中
に
も
、
実
際
に
見
て
経
験
し
た
こ
と
が
、
確
か
に
息
づ

い
て
い
る
と
い
う
側
面
も
見
せ
て
い
る
。
一
首
全
体
が
写
生
的
な
作
品
だ

と
い
う
の
は
ご
く
少
な
い
に
し
て
も
、
作
品
中
に
写
生
的
な
も
の
が
含
ま

れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
紙
幅
も
尽
き
た
が
、
子
規
が
言
及
し
た
、
次
の
一
首
に
も
触
れ
て
お
き

た
い
。駒

と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
蔭
も
な
し
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ

『
新
古
今
和
歌
集
』
で
は
冬
歌
に
入
る
が
、
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
後

鳥
羽
院
初
度
百
首
で
詠
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。『
万
葉
集
』（
巻
三
・
長
忌

寸
奥
麻
呂
）
の
「
苦
し
く
も
降
り
来
る
雨
か
三
輪
の
崎
狭
野
の
渡
り
に
家

も
あ
ら
な
く
に
」
を
本
歌
と
し
て
、
本
歌
の
「
雨
」
を
「
雪
」
に
変
え
る

こ
と
で
、
新
た
な
世
界
を
描
き
出
す
、
本
歌
取
り
の
手
本
の
よ
う
に
も
扱

わ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
佐
野
」
は
歌
枕
で
あ
り
、
万
葉
で
は
紀

伊
国
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
定
家
の
時
代
に
は
大
和
国
と
考
え
ら
れ
て
も
い
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た
ら
し
い
、
必
ず
し
も
現
実
の
土
地
と
密
着
し
た
場
所
で
は
な
い
。
完
全

な
虚
構
世
界
の
構
成
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
描
き
出
さ
れ
た
風
景
は
、
し
ば
し
ば
絵
画
的
と
も
称
さ
れ
る

が
、
景
を
具
体
的
な
視
覚
の
映
像
と
し
て
再
現
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ

う
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
子
規
が
写
生
俳
句
の
完
成
を
弟
子
達

（
主
に
碧
梧
桐
）
に
認
め
た
「
印
象
明
瞭
」
と
い
う
評
語
に
も
な
じ
む
で
あ

ろ
う
。
応
挙
な
ら
ば
、
雪
一
面
の
画
面
に
、
リ
ア
ル
な
馬
と
、
衣
に
降
り

積
も
っ
た
雪
の
質
感
を
表
現
し
な
が
ら
、
若
い
公
家
の
狩
衣
の
模
様
も
詳

し
く
描
く
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
武
士
の
姿
と
考
え
て
、
具
足
の

様
を
細
や
か
に
描
出
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
武
士
の
姿
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
歌
が
有
名
な
謡
曲

『
鉢
木
』
に
引
歌
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
ひ
と
所
に
佇
み
て
、
袖
な
る
雪
を
う
ち
払
ひ
う
ち
払
ひ
し
給
ふ
気
色
、

古
歌
の
心
に
似
た
る
ぞ
や
、
駒
と
め
て
、
袖
う
ち
払
ふ
蔭
も
な
し
、
佐
野

の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ
、
か
や
う
に
詠
み
し
は
大
和
路
や
、
三
輪
が
崎

な
る
佐
野
の
わ
た
り
、
こ
れ
は
東
路
の
、
佐
野
の
わ
た
り
の
雪
の
暮
れ
に
32
、

と
、
見
事
に
東
国
佐
野
の
風
景
に
転
化
さ
せ
て
い
る
。
雪
に
降
ら
れ
る
の

は
、
僧
侶
姿
の
最
明
寺
入
道
だ
が
、
更
な
る
想
像
力
の
転
化
は
可
能
で
あ

ろ
う
。

お
わ
り
に

　
定
家
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
に
放
恣
な
論
述
を
し
、
か
つ
、
入

口
に
辿
り
着
い
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
定
家
の
作
品
に
つ

い
て
も
、
写
生
と
い
う
切
り
口
は
、
必
ず
し
も
中
世
和
歌
の
在
り
方
を
無

視
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
俳
句
に
お
い
て
吟
行
が
定
着
し
た
の
は
、
い
つ
の
こ
ろ
で
あ
る
か
。
子

規
の
句
で
も
、
必
ず
し
も
属
目
に
よ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
ま
し
て
短

歌
の
場
合
は
、
実
景
へ
の
そ
の
場
に
お
け
る
向
か
い
合
い
と
い
う
の
は
、

写
生
の
必
要
条
件
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
子
規
の
言
う
写

生
の
起
源
を
な
す
西
洋
絵
画
に
あ
っ
て
も
、
キ
ャ
ン
バ
ス
を
自
然
の
中
に

持
ち
出
す
と
い
う
営
為
は
、
十
九
世
紀
の
出
来
事
で
あ
る
。
写
生
の
問
題

は
、
人
の
想
像
力
へ
の
、
さ
ら
な
る
測
鉛
を
必
要
と
し
よ
う
。
　
　
　
　

注　1
　
こ
こ
で
の
写
生
は
、
正
岡
子
規
の
い
う
「
写
生
」
を
中
核
に
、
そ
の
概
念
か
ら
大

き
く
外
れ
な
い
範
囲
で
の
、
近
代
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
写
実
の
概
念
と
し
て

用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
」
を
付
す
べ
き
で
あ
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
、
そ
の

範
囲
か
ら
外
れ
な
い
限
り
は
こ
の
ま
ま
用
い
る
。

2
　
子
規
の
言
説
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
『
子
規
全
集
』（
講
談
社
・

一
九
七
五
～
七
八
年
）
に
よ
る
。
な
お
、『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
に
つ
い
て
は
、
岩

波
文
庫
版
（
一
九
八
三
年
改
訂
版
）
を
参
照
し
た
。
句
読
点
・
濁
点
な
ど
は
、
私
の

判
断
で
付
し
た
場
合
も
あ
る
。

3
　
近
代
歌
人
の
定
家
評
に
つ
い
て
は
、
安
田
章
生
『
藤
原
定
家
研
究
』（
至
文
堂
・
増

補
版
一
九
七
五
年
）
の
「
近
代
短
歌
と
定
家
」
の
節
で
詳
論
さ
れ
る
が
、
定
家
へ
の

理
解
が
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
所
に
収
束
す
る
。

4
　
中
世
和
歌
の
主
流
派
で
あ
る
二
条
派
で
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
を
定
家
の
み
の
撰
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で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
派
の
正
統
的
な
歌
の
姿
（
正
風
体
）
で
は
な
い
と

す
る
所
説
が
な
さ
れ
て
い
た
。
俊
成
単
独
撰
の
『
千
載
和
歌
集
』、
定
家
単
独
撰
の

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
が
尊
重
さ
れ
る
。

5
　
本
文
は
、
子
規
の
引
用
本
文
に
よ
る
。

6
　
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
講
談
社
・
一
九
七
六
～
七
七
年
）
な
お
、

再
版
に
当
た
る
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
解
』（
角
川
書
店
・
二
〇
一
一
～
一
二
年
）

で
も
同
様
で
あ
る
。

7
　
注
6
に
同
じ
。

8
　
明
治
三
十
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
『
日
本
』
に
連
載
し
た
俳
論
で
、
子
規
的

俳
句
の
完
成
を
示
す
論
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

9
　
斎
藤
茂
吉
と
子
規
の
定
家
観
に
つ
い
て
、
子
規
が
定
家
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
俳
句
や
、
茂
吉
が
定
家
の
作
品
を
熟
読
し
、
そ
の
中
に
子
規
の
写
生
と
の
脈

略
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
短
い
紙
幅
な
が
ら
、
的

確
に
論
じ
た
も
の
に
、
久
保
田
淳
「
定
家
、
そ
し
て
子
規
・
茂
吉
」（『
ち
く
ま
』

五
五
八
号
・
二
〇
一
七
年
・
九
月
）
が
あ
る
。

10
　
茂
吉
か
ら
の
引
用
は
『
斎
藤
茂
吉
全
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
七
三
～
七
六
年
）
に

よ
る
。

11
　
平
井
啓
修
・
吉
田
亮
・
朝
日
新
聞
社
編
『
円
山
応
挙
か
ら
近
代
京
都
画
壇
へ
』（
求

龍
堂
・
二
〇
一
九
年
）、『
芸
術
新
潮
』（
二
〇
一
九
年
九
月
号
）。

12
　
中
村
幸
彦
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
上
田
秋
成
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
九

年
）
に
よ
る
。

13
　
辻
惟
雄
『
日
本
美
術
の
歴
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
五
年
）

14
　Ernest F. Fenollosa, Epochs of C

hinese and Japanese Art, IC
G

 M
use, Inc., 

2000.

に
よ
り
、
有
賀
長
雄
訳
『
東
亜
美
術
史
綱
』（
フ
ェ
ノ
ロ
サ
氏
記
念
会
・

一
九
二
一
年
）、
森
東
吾
訳
『
東
洋
美
術
史
綱
』（
東
京
美
術
・
一
九
七
六
・
七
八
年
）

の
二
つ
の
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。

15
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
住
敏
夫
『
写
生
説
の
研
究
』（
角
川
書
店
・
増
訂
版

一
九
六
八
年
）
で
も
触
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
筆
名
は
「
処
之
助
」

で
あ
る
。

16
　「
日
本
画
」
と
は
、
日
本
で
描
か
れ
た
日
本
絵
画
の
内
、
明
治
以
後
の
、
日
本
古
来

の
画
材
で
描
か
れ
た
絵
画
を
指
す
と
い
う
の
が
、
こ
の
展
覧
会
で
の
定
義
で
あ
る
。

17
　『
竹
乃
里
歌
』
か
ら
の
引
用
は
、
村
尾
誠
一
校
注
・
久
保
田
淳
監
修
『
竹
乃
里
歌
』

（
和
歌
文
学
大
系
・
明
治
書
院
・
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。

18
　『
定
家
十
体
』
と
い
う
書
物
は
、
定
家
の
著
作
で
あ
る
と
の
確
証
は
得
ら
れ
ず
、
真

偽
を
め
ぐ
っ
て
は
、
決
着
は
付
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
田
仲
洋
己
『
中
世
前
期
の

歌
書
と
歌
人
』（
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
八
年
）
所
収
の
「『
定
家
十
体
』
再
考
」
に
お

け
る
、
現
存
本
の
所
収
例
歌
等
に
関
し
て
若
干
の
問
題
は
残
し
な
が
ら
も
、
真
作
説

に
分
が
あ
る
と
い
う
結
論
は
、
支
持
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
論
述
は
、
そ

れ
を
前
提
に
進
め
る
。
ま
た
、『
毎
月
抄
』
に
つ
い
て
も
、
同
書
所
収
の
「『
毎
月
抄
』

小
考
」
の
定
家
真
作
と
し
て
考
え
る
の
が
合
理
的
と
い
う
判
断
は
支
持
で
き
る
と
思

わ
れ
る
（
た
だ
し
、
順
徳
院
と
い
う
宛
先
に
つ
い
て
は
再
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
）。

こ
の
書
も
真
作
と
し
て
考
え
た
い
。『
定
家
十
体
』
か
ら
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大

観
　
第
五
巻
』（
角
川
書
・
一
九
八
七
年
）
所
収
の
宮
内
庁
書
陵
部
本
に
よ
る
。

19
　
残
る
一
体
で
あ
る
「
拉
鬼
体
」
を
学
ぶ
の
が
難
し
い
体
だ
と
し
て
い
る
。

20
　
本
文
は
『
日
本
歌
学
大
系
　
第
四
巻
』（
風
間
書
房
・
一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。

21
　
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
歌
論
集
・
能
楽
論
集
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
一

年
）
に
よ
る
。

22
　
村
尾
誠
一
「
蒙
気
を
払
う
歌

―
藤
原
定
家
『
毎
月
抄
』
に
お
け
る
「
景
気
の
歌
」

を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
四
二
号
・
一
九
九
一
年
三
月
）

23
　
武
田
元
治
「「
見
様
」
考
―
定
家
十
体
の
内
―
」（『
大
妻
国
文
』
十
一
号
・
一
九
八
〇

年
三
月
）、
後
に
武
田
元
治
『
定
家
十
体
の
研
究
』（
明
治
書
院
・
一
九
九
〇
年
）

24
　「
見
様
」
の
後
へ
の
展
開
を
論
じ
た
論
に
、
伊
藤
伸
江
「
見
様
の
理
解
と
発
展
―
歌
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論
か
ら
連
歌
論
へ
―
（
上
）（
下
）」（『
国
語
国
文
』
七
三
巻
四
号
五
号
・
二
〇
〇
四

年
四
月
五
月
）
が
あ
る
。

25
　
何
れ
も
『
新
古
今
和
歌
集
』
所
収
歌
。
経
信
の
歌
は
「
山
畦
早
苗
」
の
題
を
持
ち
、

慈
円
の
歌
は
百
首
歌
。

26
　
斎
藤
茂
吉
・
土
屋
文
明
編
『
子
規
短
歌
合
評
』（
青
磁
社
・
一
九
四
八
年
）

27
　
こ
の
障
子
和
歌
に
関
し
て
は
渡
邉
裕
美
子
の
集
中
的
な
考
察
が
あ
り
、『
新
古
今
時

代
の
表
現
方
法
』（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
〇
年
）
の
「『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』

考
」
の
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
絵
と
の
関
係
の
言
及
が
あ
る
。
ま

た
、
以
下
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
』（
小
学
館
・
一
九
八
四
年
）

で
、
す
で
に
印
象
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
『
明
月
記
』
の
引
用
は
国
書

刊
行
会
版
（
一
九
七
〇
年
）
に
よ
る
。

28
　『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
で
は
、
室
町
時
代
の
『
細
流
抄
』
に
も
す
で
に
言
及
が
あ
る

こ
と
を
、
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
前
掲
）
は
指
摘
す
る
。

29
　
斎
藤
茂
吉
『
童
馬
漫
語
』
の
「
定
家
の
歌
一
首
」（
前
掲
）

30
　『
明
月
記
』
の
記
事
か
ら
の
推
測
だ
が
、
記
事
を
欠
い
て
い
る
年
も
あ
る
。

31
　『
熊
野
御
幸
記
』
に
つ
い
て
は
、『
明
月
記
研
究
』
十
一
号
（
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）

で
翻
刻
本
文
が
提
供
さ
れ
詳
細
な
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
引
用
は
そ
の
翻
刻

に
拠
る
。
ま
た
、
三
井
記
念
美
術
館
・
明
月
記
研
究
会
編
『
国
宝
　
熊
野
御
幸
記
』

（
二
〇
〇
九
年
・
八
木
書
店
）
で
写
真
と
翻
刻
、
関
係
論
考
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

32
　『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
謡
曲
集
　
下
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
三
年
）
に
よ
る
。

付
記

　
本
稿
の
第
一
節
は
、
東
京
大
学
中
世
文
学
研
究
会
第
三
四
一
回
例
会
（

二
〇
一
九
年
一
月
二
五
日
）
で
発
表
し
た
「
近
代
詩
歌
と
定
家
・
新
古
今
―
定
家
の
文

学
を
論
ず
る
た
め
に
―
」
の
内
容
の
一
部
を
含
ん
で
い
る
。
席
上
御
教
示
を
い
た
だ
い

た
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
　




