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は
じ
め
に

　

泉
鏡
花
「
琵
琶
伝（

1
（

」
は
、
明
治
二
十
九
年
に
『
国
民
之
友
』
に
掲
載
さ
れ
た
鏡
花
初
期
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
同
年
『
太
陽
』
に
掲
載
さ

れ
た
「
海
城
発
電
」
と
と
も
に
昭
和
十
五
年
か
ら
昭
和
十
七
年
刊
行
の
岩
波
版
『
鏡
花
全
集
』
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、「
当

時
の
軍
国
的
風
潮
下
に
反
軍
反
戦
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
と
見
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う（

（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
脱
営
と
い
っ
た
反
戦
的

な
要
素
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
し
か
し
な
が
ら
本
作
の
主
題
は
「
純
愛
の
勝
利
で
あ
り
、
そ
の
骨
子
は
愛
人
を
殺
さ
れ
た
女
の
復
讐
譚
と
み

る
べ
き（

（
（

」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
琵
琶
伝
」
は
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
お
通
の
恋
と
復
讐
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

　
「
琵
琶
伝
」
は
五
章
か
ら
成
る
短
篇
小
説
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
お
通
、
お
通
の
い
と
こ
で
想
い
人
で
あ
る
相
本
謙
三
郎
、
お
通
に
恋
仲
の
相

手
が
い
る
と
承
知
で
結
婚
し
た
陸
軍
尉
官
近
藤
重
隆
と
い
う
三
人
の
主
要
登
場
人
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
清
川
家
（
お
通
の

家
（
で
長
い
間
養
育
さ
れ
琵
琶
と
名
付
け
ら
れ
た
鸚
鵡
は
、「
琵
琶

0

0

伝
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
や
、「
琵
琶
伝
」
内
題
【
図
版
①
】
に
鸚
鵡
の
絵

が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
物
語
の
鍵
と
な
る
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
鸚
鵡
琵
琶
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

泉
鏡
花
「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡

─
鸚
鵡
琵
琶
の
役
割
と
そ
の
典
拠

─

濵

谷

美

里



（

ま
で
先
行
研
究
に
於
い
て
複
数
の
典
拠
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
確
定
を
見
て
い
な
い
。
本
作
を
論
じ

る
に
あ
た
り
、
ま
ず
「
琵
琶
伝
」
の
梗
概
を
以
下
に
示
す
。

　

お
通
が
父
清
川
通
知
の
遺
言
に
よ
っ
て
陸
軍
尉
官
近
藤
重
隆
と
結
婚
し
、
床
入
を
す
る
場
面
か
ら

物
語
は
始
ま
る
。
結
婚
初
夜
、
お
通
は
出
来
さ
え
す
れ
ば
妻
た
る
節
操
を
破
る
と
夫
に
言
い
放
ち
、

重
隆
は
そ
の
言
葉
に
怒
気
心
頭
を
衝
い
て
お
通
を
「
孤ひ
と

屋つ
や

」
に
幽
閉
す
る
。
一
方
、
出
征
の
召
集
を

受
け
た
謙
三
郎
は
、
叔
母
（
お
通
の
母
（
に
会
い
に
清
川
家
を
訪
れ
て
い
た
。
孤
児
で
あ
る
謙
三
郎

は
あ
る
時
期
か
ら
お
通
の
家
に
引
き
取
ら
れ
て
同
居
し
て
お
り
、
二
人
は
恋
仲
で
あ
っ
た
。
謙
三
郎

が
お
通
を
呼
ぶ
際
に
は
、
鸚
鵡
の
琵
琶
を
呼
ん
で
口
笛
を
鳴
ら
し
、
琵
琶
が
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
お

通
の
名
を
呼
ん
で
二
人
を
仲
介
し
て
い
た
。
叔
母
は
、
未
練
を
残
さ
ぬ
よ
う
に
と
鸚
鵡
を
籠
か
ら
放

ち
、
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
鸚
鵡
は
、
一
時
物
語
の
表
面
か
ら
姿
を
消
す
。
こ
の
後
、
叔
母
の
強
い
勧
め
で
、
謙
三
郎
は
脱
営
の
罪
を

犯
し
て
お
通
に
会
い
に
行
く
こ
と
と
な
る
。
お
通
は
孤
屋
に
一
年
以
上
も
幽
閉
さ
れ
て
お
り
、
謙
三
郎
は
孤
屋
の
前
で
三
日
三
晩
お
通
に
会

う
機
会
を
待
ち
続
け
る
。
門
番
の
伝
内
は
「
入
る
な
ら
吾
を
殺
せ
」（
第
三
章
、
四
五
頁
（
と
言
い
、
謙
三
郎
は
門
番
を
殺
害
し
て
一
瞬
の
逢

瀬
が
叶
う
が
、
重
隆
と
そ
の
部
下
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
脱
営
と
殺
人
の
罪
に
よ
り
銃
殺
刑
と
な
る
。
そ
の
後
、
重
隆
に
よ
っ
て
謙
三
郎

の
処
刑
を
見
せ
ら
れ
た
お
通
は
、
正
常
な
精
神
状
態
で
は
い
ら
れ
ず
里
帰
り
を
し
て
い
た
。
清
川
家
の
書
斎
で
謙
三
郎
の
名
を
呼
び
か
け
る

と
、
自
分
の
名
を
呼
ぶ
琵
琶
の
声
が
聞
こ
え
、
そ
れ
に
誘
わ
れ
て
い
つ
し
か
謙
三
郎
の
墓
前
に
至
る
。
そ
こ
で
、
謙
三
郎
の
墓
を
辱
め
た
重

隆
に
対
し
、
お
通
は
そ
の
銃
で
撃
た
れ
な
が
ら
も
復
讐
を
果
た
す
。
重
隆
と
お
通
が
相
打
ち
し
て
果
て
た
謙
三
郎
の
墓
前
に
琵
琶
の
「
ツ
ウ

チ
ヤ
ン
」
と
呼
ぶ
声
が
谺こ
だ
ま

す
る
。

　

以
上
の
展
開
か
ら
鸚
鵡
琵
琶
は
、
謙
三
郎
が
お
通
を
呼
ぶ
の
と
同
じ
よ
う
に
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
呼
び
、
そ
の
呼
び
声
に
よ
っ
て
主
人
公

【図版①】「琵琶伝」内題
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た
ち
の
間
を
媒
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
謙
三
郎
の
死
後
、
再
び
そ
の
呼
び
声
に
よ
っ
て
お
通
を
誘
い
出
し
、
謙
三
郎
の
墓
前
で
、
彼
女
ら

の
恋
を
阻
ん
だ
敵
で
あ
る
夫
近
藤
重
隆
と
お
通
を
引
き
合
わ
せ
、
お
通
に
復
讐
を
果
た
さ
せ
る
よ
う
に
導
い
た
存
在
で
あ
る
。

　

二
人
の
心
情
を
媒
介
し
、
謙
三
郎
の
死
後
に
於
い
て
も
そ
の
意
思
を
体
現
す
る
よ
う
に
働
く
役
割
を
果
た
す
の
が
、
な
ぜ
鸚
鵡
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
鸚
鵡
に
な
ぜ
琵
琶
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、「
琵
琶
伝
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
ど
う
い
っ
た
意
味
が

あ
る
の
か
、
数
々
の
疑
問
点
が
浮
か
ぶ
鸚
鵡
琵
琶
に
つ
い
て
新
た
に
典
拠
を
指
摘
し
、
そ
の
他
新
資
料
を
交
え
て
再
検
討
す
る
こ
と
が
本
論

文
の
目
的
で
あ
る
。

一
、「
琵
琶
伝
」
作
中
の
鸚
鵡
琵
琶

　

鸚
鵡
琵
琶
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、「
琵
琶
伝
」
作
中
で
鸚
鵡
琵
琶
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
順
を
追
っ
て
見
て
い
こ
う
。
ま

ず
作
品
内
で
の
鸚
鵡
琵
琶
の
性
質
や
役
割
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
典
拠
の
確
定
や
典
拠
に
無
い
「
琵
琶
伝
」
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る

前
提
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
す
る
場
面
に
は
①
か
ら
⑥
の
番
号
を
付
し
た
。
引
用
箇
所
に
線
を
付
す
場
合
は
、
外
見
に
付
随
す

る
特
徴
に
は
破
線
、
人
間
の
言
葉
を
真
似
る
（
人
語
を
話
す
（
箇
所
に
は
傍
線
、
人
間
の
よ
う
な
思
考
・
行
動
を
す
る
箇
所
は
二
重
傍
線
、

怪
奇
的
・
非
現
実
的
な
要
素
が
見
ら
れ
る
箇
所
に
は
波
線
を
付
し
た
。

【
場
面
①
】

　

ま
ず
、
謙
三
郎
が
日
清
戦
争
の
召
集
に
際
し
て
母
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
叔
母
に
会
う
べ
く
、
清
川
家
を
訪
れ
る
場
面
を
見
て
い
く
。

渠
が
書
斎
の
椽
前
に
は
、
一
個
数
奇
を
尽
し
た
る
鳥
籠
を
懸
け
た
る
中
に
、
一い
ち

羽う

の
純
白
な
る
鸚
鵡
あ
り
、
餌
を
喙つ
い

ば
む
に
も
飽
き
た

り
け
む
、
も
の
淋
し
げ
に
謙
三
郎
の
後
姿
を
見
遣
り
つ
ゝ
、
頭か

し
ら

を
左
右
に
傾
け
居
れ
り
。（
第
二
章
、
三
八
頁
（

鸚
鵡
琵
琶
は
「
数
奇
を
尽
く
し
た
鳥
籠
」
に
入
れ
ら
れ
、
珍
重
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鸚
鵡
は
後
述
す
る
よ
う
に
色
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
も
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あ
る
鳥
で
あ
る
が
、
白
い
鸚
鵡
、
と
り
わ
け
純
白
の
鸚
鵡
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
も
の
淋
し
げ
」
な
様
子
で
謙
三
郎

の
後
ろ
姿
を
見
遣
る
様
子
か
ら
、
人
間
の
よ
う
な
思
考
・
振
舞
い
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

【
場
面
②
】

　

次
に
、
謙
三
郎
が
鸚
鵡
の
名
を
呼
び
か
け
る
場
面
を
見
て
い
く
。

一
室
寂
た
る
こ
と
頃
刻
な
り
し
、
謙
三
郎
は
其
清
秀
な
る
面
に
鸚
鵡
を
見
向
き
て
、
太い
た

く
物
案
ず
る
状
な
り
し
が
、
憂
う
る
如
く
、
危

む
如
く
、
は
た
人
に
憚
る
こ
と
あ
る
も
の
ゝ
如
く
、「
琵
琶
。」
と
一
声
、
鸚
鵡
を
呼
べ
り
。
琵
琶
と
は
蓋
し
鸚
鵡
の
名
な
ら
む
。
低
く

口
笛
を
鳴
ら
す
と
ひ
と
し
く
、

「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
、
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」

と
叫
べ
る
声
、
奥
深
き
こ
の
書
斎
を
徹と
ほ

し
て
、
一
種
の
音
調
打
響
く
に
、
謙
三
郎
は
愁
然
と
し
て
思
は
ず
涙
を
催
し
ぬ
。（
第
二
章
、

三
八
頁
（

謙
三
郎
が
琵
琶
の
名
を
呼
び
、
低
く
口
笛
を
鳴
ら
す
と
琵
琶
は
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
お
通
の
名
を
呼
ん
だ
。「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
い
う
呼
び

声
は
、
作
中
で
謙
三
郎
が
お
通
を
「
通
ち
や
ん
」（
第
三
章
、
四
五
頁
（
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
謙
三
郎
の
お
通
へ
の
呼
び
声
を
真
似
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

【
場
面
③
】

　

次
に
、
琵
琶
を
介
し
て
お
通
と
謙
三
郎
が
会
っ
て
い
た
様
子
が
回
想
さ
れ
る
場
面
を
見
て
い
く
。

琵
琶
は
年
久
し
く
清
川
の
家
に
養
な
は
れ
つ
。
お
通
と
渠
が
従じ

う

兄け
い

な
る
謙
三
郎
と
の
間
に
処
し
て
、
巧
み
に
其
情
交
を
暖
め
た
り
き
。

他
な
し
、
お
通
が
此
家
の
愛
娘
と
し
て
、
室
を
隔
て
な
が
ら
家
を
整
し
く
し
た
り
し
頃
、
未
だ
近
藤
に
嫁
が
ざ
り
し
以
前
に
は
、
謙
三

郎
の
用
あ
り
て
、
お
通
に
見ま

み

え
む
と
欲
す
る
こ
と
あ
る
毎ご

と

に
、
今
し
も
渠
が
な
し
た
る
如
く
、
籠
の
中
な
る
琵
琶
を
呼
び
て
、
爾し

か

く
口
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笛
を
鳴
ら
す
と
と
も
に
、
琵
琶
が
玲
瓏
な
る
声
を
も
て
、「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
、
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
伝
令
す
べ
く
、
よ
く
馴
ら
さ
れ
て
あ
り

し
か
ば
、
此
時
の
如
く
声
を
揚
げ
て
二
た
び
三
た
び
呼
ぶ
と
ゝ
も
に
、
帳
内
深
き
処
粛
と
し
て
物
を
縫
ふ
女
、
物も
の

指さ
し

を
棄
て
、
針
を
措

き
て
、
直
ち
に
謙
三
郎
に
来
り
つ
ゝ
、
笑
顔
を
合
は
す
が
例
な
り
し
な
り
。（
第
二
章
、
三
八
頁
（

琵
琶
は
、
お
通
と
そ
の
い
と
こ
で
あ
る
謙
三
郎
の
情
交
の
仲
立
ち
を
し
た
。
謙
三
郎
が
お
通
を
呼
ぶ
際
に
は
、
籠
の
中
の
琵
琶
を
呼
び
つ
つ

口
笛
を
吹
き
、
琵
琶
の
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
い
う
伝
令
に
よ
っ
て
、
お
通
は
謙
三
郎
の
も
と
に
向
か
う
の
が
例
で
あ
っ
た
。
琵
琶
が
謙
三
郎

の
真
似
を
し
て
お
通
を
呼
ぶ
よ
う
に
し
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
人
真
似
を
す
る
（
人
語
を
話
す
（
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

【
場
面
④
】

　

次
に
、
琵
琶
が
籠
か
ら
放
た
れ
る
場
面
を
見
て
い
く
。

時
に
椽
側
に
跫あ
し

音お
と

あ
り
。
女
々
し
き
風
情
を
見
ら
れ
ま
じ
と
、
謙
三
郎
の
立
ち
た
る
時
、
叔
母
は
早
く
も
此
方
に
来
り
て
、
突
然
鳥
籠

の
蓋
を
開
け
つ
。（
中
略
（
叔
母
は
此
方
を
見
も
返
ら
で
、
琵
琶
の
行
衛
を
瞻
り
つ
ゝ
、
椽
側
に
立
ち
た
る
が
、
あ
は
れ
消
残
る
樹こ

の

間ま

の
雪
か
、
緑り

よ
く

翠す
ゐ

暗
き
あ
た
り
白
き
鸚
鵡
の
見
え
隠が

く

れ
に
、
蜩
ひ
ぐ
ら
し

一
声
鳴
き
け
る
時
、
手
を
以
て
涙
を
拭
ひ
つ
ゝ
徐し
づ
か

に
謙
三
郎
を
顧
み
た
り
。

（
第
二
章
、
三
九
頁
（

逃
げ
て
い
く
鸚
鵡
を
樹
間
の
雪
に
喩
え
、
樹
間
の
影
が
暗
い
緑
で
あ
る
様
子
と
、
白
い
鸚
鵡
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
鸚
鵡
の
白
を
強
調
す
る

描
写
で
あ
る
。

【
場
面
⑤
】

　

次
に
、
謙
三
郎
が
銃
殺
さ
れ
た
あ
と
の
場
面
を
見
て
い
く
。
謙
三
郎
の
銃
殺
刑
を
見
せ
ら
れ
た
お
通
は
里
帰
り
を
し
て
お
り
、
清
川
家
の

書
斎
で
今
は
亡
き
想
い
人
の
名
を
呼
び
か
け
て
い
た
。
お
通
が
「
謙
さ
ん
」
と
呼
ぶ
と
、
そ
れ
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と

い
う
呼
び
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
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落
葉
さ
ら
り
と
障
子
を
撫
で
ゝ
、
夜
は
漸
く
迫
り
つ
ゝ
、
あ
る
か
な
き
か
の
お
通
の
姿
も
黄
昏
の
色
に
蔽お
ほ

は
れ
つ
。
炭
火
の
じ
や
う
の

動
く
時
、
い
か
に
し
て
か
聞
こ
え
つ
ら
む
。

「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
。」

と
お
通
を
呼
べ
り
。

再
び

「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
。」

と
お
通
を
呼
べ
り
。
お
通
は
黙
想
の
夢
よ
り
覚
め
て
、
声
す
る
方
を
屹き

と
仰
ぎ
ぬ
。

「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」

と
ま
た
繰
返
せ
り
。
お
通
は
う
か
〳
〵
と
立
起
り
て
、（
中
略
（
何
処
と
も
な
く
歩
み
去
り
ぬ
。

（
第
四
章
、
四
七
頁
、
一
重
の
傍
線
は
省
略
し
た
。（

琵
琶
は
叔
母
の
手
に
よ
っ
て
籠
か
ら
放
た
れ
、
姿
を
消
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
い
う
呼
び
声
に
よ
っ
て
お
通
を
謙

三
郎
の
葬
ら
れ
た
「
陸
軍
の
所
轄
に
属
す
る
埋
葬
地
」（
第
四
章
、
四
七
頁
（
に
導
い
た
。
こ
の
後
、
謙
三
郎
の
墓
前
で
お
通
が
復
讐
を
果
た

す
こ
と
か
ら
、
琵
琶
が
謙
三
郎
（
死
者
（
の
意
思
を
汲
む
か
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
死
者
の
意
を
媒

介
す
る
と
い
う
よ
う
な
怪
奇
的
・
非
現
実
的
な
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
場
面
③
で
は
琵
琶
が
お
通
と
謙
三
郎
の
情

交
を
仲
立
ち
す
る
際
に
、
琵
琶
が
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
馴
ら
さ
れ
て
い
る
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
面
で
自
ら
の
意
思
を
持
っ
て

お
通
を
導
く
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
琵
琶
の
伝
令
は
機
械
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
お
通
・
謙
三
郎
の
心
情
を
媒
介
し
、

人
間
の
よ
う
な
思
考
・
行
動
を
し
て
い
る
と
言
え
る
。
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【
場
面
⑥
】

　

最
後
に
、「
琵
琶
伝
」
終
局
部
の
お
通
が
復
讐
を
果
た
す
場
面
を
見
て
い
く
。
お
通
は
埋
葬
地
に
行
き
つ
き
、
そ
こ
で
重
隆
が
謙
三
郎
の

墓
を
辱
め
る
様
子
を
目
撃
す
る
。
お
通
は
激
昂
し
て
重
隆
の
も
と
に
駆
け
寄
り
、
重
隆
の
咽
喉
を
喰
い
破
る
。
復
讐
を
遂
げ
た
お
通
が
謙
三

郎
の
墓
前
で
「
謙
さ
ん
」（
第
五
章
、
五
〇
頁
（
と
名
を
呼
ぶ
と
、
行
方
知
れ
ず
の
琵
琶
が
現
れ
る
。

月
青
く
、
山
黒
く
、
白
き
も
の
あ
り
、
空
を
飛
び
て
、
傍か
た
へ

の
枝
に
羽
音
を
留
め
つ
。
葉
を
吹
く
風
の
音ね

に
つ
れ
て
、

「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
、
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
、
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」

と
二ふ

た

た
び
三み

た
び
、谺こ

だ
ま

を
返
し
て
、琵
琶
は
連し

き
り

に
名
を
呼
べ
り
。
琵
琶
は
連し

き
り

に
名
を
呼
べ
り
。（
第
五
章
、五
〇
頁
、一
重
の
傍
線
は
省
略
し
た
。（

月
・
山
と
対
比
し
て
鸚
鵡
の
白
さ
が
強
調
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
お
通
の
復
讐
を
見
届
け
、
お
通
の
呼
び
声
に
応
え
る
か
の
よ

う
に
現
れ
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
し
き
り
に
名
を
呼
ぶ
鸚
鵡
は
、
自
ら
の
意
思
・
感
情
を
持
っ
て
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

以
上
の
①
か
ら
⑥
の
場
面
か
ら
、
鸚
鵡
琵
琶
の
役
割
・
性
格
を
ま
と
め
る
と
（
ａ
（
か
ら
（
ｅ
（
の
五
つ
の
特
徴
に
分
類
で
き
る
。
以
下
、

分
類
を
示
す
と
と
も
に
そ
れ
に
対
応
す
る
場
面
を
付
記
す
る
。

　
（
ａ
（
珍
重
さ
れ
る
も
の
…
場
面
①

　
（
ｂ
（
白
色
（
純
白
（
…
場
面
①
、
④
、
⑥

　
（
ｃ
（
人
間
の
言
葉
を
真
似
る
…
場
面
②
、
③
、
⑤
、
⑥

　
（
ｄ
（
人
間
の
よ
う
な
思
考
・
行
動
を
す
る
／
お
通
・
謙
三
郎
の
情
交
を
媒
介
す
る
…
場
面
①
、
③
、
⑤
、
⑥

　
（
ｅ
（
死
者
の
意
を
体
現
す
る
怪
奇
的
・
非
現
実
的
要
素
を
持
つ
…
場
面
⑤
、
⑥

　

こ
れ
ら
の
特
徴
を
持
つ
鸚
鵡
琵
琶
が
同
時
代
で
は
ど
の
よ
う
に
読
み
手
の
目
に
映
っ
た
の
か
、
ま
た
先
行
研
究
で
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ

て
き
た
の
か
。
次
章
で
整
理
し
て
い
く
。
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二
、
同
時
代
批
評
及
び
現
代
の
先
行
研
究
の
問
題
点

　

㈠　

同
時
代
評
に
於
け
る
怪
奇
性
へ
の
批
判

　
（
ｅ
（
の
怪
奇
性
・
非
現
実
性
を
作
品
発
表
と
同
時
に
指
摘
し
、
批
判
し
た
の
は
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
内
田
魯
庵
の
批
評
で
あ
る
。

　

魯
庵
は
「
琵
琶
伝
」
を
「
鬼
界
の
現
象
を
描
き
し
も
の
」
と
し
、
鸚
鵡
は
「
或
る
一
個
の
因
縁
に
由
て
地
獄
の
叫
喚
を
齎も
た

ら
さ
ん
が
為
に

化
現
し
た
る
魔
鳥

0

0

」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
如
何
な
る
鏡
花
贔
屓
の
人
も
『
琵
琶
伝
』
を
以
て
傑
作
と
考
ふ
る
事
能
ざ
る
べ
し
」

と
厳
し
く
評
価
し
た
（
以
上
、魯
庵
生
「
国
民
之
友
新
年
附
録
を
評
す
」（『
読
売
新
聞
』〈
明
治
二
十
九
年
一
月
二
十
日　

日
就
社
〉（。『
文
芸
時
評
大
系
』

明
治
篇
第
二
巻
〈
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日　

ゆ
ま
に
書
房
〉
所
収
、
一
六
六
頁
。（
こ
の
よ
う
に
、
お
通
を
復
讐
へ
と
導
く
鸚
鵡
の
「
魔
鳥
」
的

な
怪
奇
性
・
非
現
実
性
は
、
同
時
代
に
於
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
批
判
さ
れ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
、
本
作
は
人
物
の
不
自
然
・
脚
色
の
奇
怪
さ
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
作
品
で
も
あ
る
。『
帝
国
文
学
』
に
は
、「
法
螺
吹
の
幽
霊
話

を
聞
く
が
如
く
、
始
よ
り
嘘
ら
し
く
感
ぜ
ら
る
ゝ
は
、
蓋
し
出
来
損
ひ
の
作
な
る
べ
し（

4
（

」
と
、
奇
怪
さ
を
理
由
に
し
た
酷
評
も
見
受
け
ら
れ

る
。

　

そ
の
一
方
で
、
不
評
を
跳
ね
返
し
、
怪
奇
性
を
推
し
進
め
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
好
意
的
な
批
評
も
残
さ
れ
て
い
る
。『
青
年
文
』
に
掲

載
さ
れ
た
田
岡
嶺
雲
の
批
評
で
あ
る
。

斬
新
奇
抜
深
酷
等
の
あ
ら
ゆ
る
好
評
は
、
一
た
び
鏡
花
の
独
専
に
帰
し
て
自
覚
心
な
き
群
小
が
靡
然
と
し
て
是
に
向
は
ん
と
し
た
り
し

は
、
実
に
半
歳
の
前
に
非
ず
や
、
節
操
な
き
世
界
は
は
や
く
も
厭
嫌
の
色
を
呈
し
ぬ
。（
中
略
（
然
れ
ど
も
幽
霊
妖
魔
と
云
ふ
が
如
き
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不
自
然
も
マ
ク
□
ス（

5
（

の
価
値
を
墜
す
に
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ば
、
吾
人
は
彼
［
論
者
注
：
鏡
花
「
琵
琶
伝
」］
の
所
謂
不
自
然
奇
怪
も
、
レ
ッ

シ
ン
グ（

6
（

がD
er Sam

e, sie zu glauben, liegt in uns allei

（
7
（n

と
云
ひ
け
ん
論
法
中
の
者
に
外
な
ら
ざ
る
を
信
ず
る
な
り
。
鏡
花
が

筆
若
し
更
に
一
階
段
を
進
む
る
こ
と
を
得
ば
、
魑
魅
魍
魎
紙
上
に
勇
躍
す
る
の
一
大
活
劇
、
蓋
し
又
望
み
得
ざ
る
に
非
ざ
る
べ
し
。
吾

子
何
ぞ
半
人
半
鬼
の
間
に
彷
徨
し
て
、
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
む
る
の
勇
気
を
鼓
舞
せ
ざ
る
。
尉
官
に
噛
み
付
き
し
お
通
は
、
大
蛇
と
な

り
し
清
姫（

8
（

と
ま
で
思
ひ
切
り
し
こ
と
の
、
更
に
利
益
な
り
し
を
信
ず（

9
（

。

　

嶺
雲
は
鏡
花
の
評
価
が
、わ
ず
か
半
年
の
間
に
著
し
く
変
わ
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
『
マ
ク
ベ
ス
』
や
レ
ッ
シ
ン
グ
『
ハ

ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
の
一
節
を
挙
げ
、
鏡
花
に
期
待
す
る
批
評
を
残
し
て
い
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
一
節
は
フ
ラ
ン
ス
悲
劇
に
於
け
る
幽
霊
の

出
現
に
つ
い
て
、「
こ
れ
を
信
じ
る
種
子
は
、
わ
れ
わ
れ
み
な
の
な
か
に
あ
り
、
作
家
が
と
く
に
創
作
の
対
象
と
し
た
者
の
な
か
に
、
も
っ

と
も
多
く
抱
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
部
分
が
引
か
れ
て
い
る（

（1
（

。
さ
ら
に
レ
ッ
シ
ン
グ
は
「
問
題
は
、
こ
の
種
子
を
芽
に
す
る
技
術
」
で
あ

り
「
そ
の
実
現
の
た
め
の
根
底
に
、
す
か
さ
ず
活
を
い
れ
る
あ
る
呼
吸
」
で
あ
る
と
述
べ
た
（
九
五
頁
（。
そ
し
て
、「
作
家
が
こ
の
呼
吸
を

わ
が
も
の
に
し
て
い
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
望
み
し
だ
い
を
信
じ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
し
、

劇
場
に
お
い
て
は
、
か
れ
の
望
み
し
だ
い
を
信
ぜ
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
る
」
と
し
た
よ
う
に
（
九
五
頁
（、
問
題
は
不
自
然
奇
怪
な
要
素
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
信
じ
さ
せ
る
技
術
と
呼
吸
を
作
家
が
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
を
引

い
て
、
嶺
雲
は
「
鏡
花
が
筆
若
し
更
に
一
階
段
を
進
む
る
こ
と
を
得
ば
」
と
鏡
花
の
技
術
と
呼
吸
が
成
熟
す
る
の
を
期
待
し
た
。
そ
し
て
、

夫
に
噛
み
付
く
お
通
を
恋
の
妄
執
故
に
蛇
に
変
化
す
る
道
成
寺
説
話
の
清
姫
に
喩
え
、
奇
怪
さ
を
「
半
人
半
鬼
」
の
域
で
留
め
ず
「
一
歩
を

進
む
る
」
よ
う
に
と
鏡
花
に
望
み
、
怪
奇
が
鏡
花
に
と
っ
て
益
が
あ
る
も
の
と
な
る
と
示
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
同
時
代
評
に
於
い
て
本
作
は
奇
怪
さ
を
酷
評
さ
れ
て
お
り
、
鸚
鵡
に
つ
い
て
も
（
ｅ
（
死
者
の
意
を
体
現
す
る
怪
奇
性
・

非
現
実
性
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
批
判
の
中
で
、『
青
年
文
』
の
よ
う
に
怪
奇
性
を
評
価
す
る
批
評
は
際
立
っ
て
い
る
。
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嶺
雲
の
批
評
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
の
最
後
に
再
度
言
及
す
る
。

㈡
先
行
研
究
に
於
け
る
怪
奇
性
の
再
評
価

　

同
時
代
に
於
い
て
鸚
鵡
の
（
ｅ
（
怪
奇
性
が
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
史
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
内
で
最
も
多
く

引
か
れ
る
の
は
、「
鸚
鵡
が
人
語
を
解
す
る
か
の
如
く
に
点
出
さ
れ
る
の
も
怪
奇
の
業
と
映
っ
た
」
と
指
摘
し
つ
つ
も
、「
そ
の
後
の
鏡
花
文

学
の
ロ
マ
ン
性
は
、
こ
の
琵
琶
と
い
う
鸚
鵡
の
点
出
に
そ
の
芽
生
え
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
述
べ
た
成
瀬
正
勝
の
見
解
で
あ
る
（
成

瀬
正
勝
「
解
題
」、
四
〇
〇
頁
（。
こ
れ
を
筆
頭
に
、
村
松
定
孝
は
、「
琵
琶
伝
」
末
尾
の
二
行
を
あ
げ
て
「
そ
の
怪
奇
と
凄
絶
な
る
詞
章
に
鏡
花

独
自
の
ロ
マ
ン
性
の
真
価
」を
認
め
、「
清
純
な
恋
が
い
か
な
る
迫
害
に
も
屈
せ
ざ
る
強
烈
さ
を
こ
の
よ
う
な
様
式
に
よ
つ
て
象
徴
し
て
い
る
」

と
述
べ
た
（
村
松
論
文
、
八
五
頁
（。
さ
ら
に
吉
田
昌
志
は
、「
そ
の
悲
哀
を
奏
で
る
の
が
楽
器
で
は
な
く
て
、
琵
琶
と
い
う
名
の
鸚
鵡
で
あ
る

点
に
本
作
の
浪
漫
的
な
独
自
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る（

（（
（

」
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鸚
鵡
に
鏡
花
独
自
の
ロ
マ
ン
性
を
見
出
す
こ
と
で
「
琵
琶
伝
」
を
再
評
価
す
る
見
解
は
多
い
。
し
か
し
、
恋
人
同
士
の
情

交
の
仲
立
ち
を
し
、
死
者
の
思
い
を
体
現
し
て
復
讐
を
導
く
役
割
を
持
つ
の
が
な
ぜ
鸚
鵡
で
あ
る
の
か
と
い
う
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
と
言

え
る
。
加
え
て
、
鸚
鵡
琵
琶
は
第
一
章
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
様
々
な
特
徴
・
役
割
を
持
っ
て
こ
の
物
語
を
形
作
る
存
在
で
あ
る
。
作

中
で
果
た
す
鸚
鵡
の
役
割
が
、
独
自
性
・
ロ
マ
ン
性
と
い
う
言
葉
で
曖
昧
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
問
題
点
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
ほ
か
、
成
瀬
氏
は
鸚
鵡
が
（
ｄ
（
人
間
の
様
に
思
考
・
行
動
を
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
「
鸚
鵡
が
人
語
を
解
す
る
か
の
如
く
に
点

出
さ
れ
る
の
も
怪
奇
の
業
と
映
っ
た
」
と
し
た
が
、
鸚
鵡
は
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
鸚
鵡
が
登
場
す
る
先
行
作
品

が
数
多
く
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
鸚
鵡
が
人
語
を
解
す
る
」
と
い
う
要
素
に
関
わ
る
先
行
作
品
の
有
無
に
つ
い
て
の
実
証
が
無
い
ま
ま
に
、
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鏡
花
独
自
の
怪
奇
と
し
て
い
る
の
も
問
題
で
あ
る
。

　

以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
先
行
作
品
の
中
で
鸚
鵡
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
部
分
が
鸚
鵡
琵
琶
の
特
徴
に

結
び
つ
い
て
き
た
の
か
、「
鸚
鵡
が
人
語
を
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
恋
人
同
士
の
情
交
を
取
り
持
つ
、
死
者
の
意
を
体
現
す

る
な
ど
の
要
素
に
関
わ
る
典
拠
の
有
無
を
検
討
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
考
証
を
経
て
、
鏡
花
の
描
く
鸚
鵡
、
そ
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
鸚
鵡
と
い
う
モ
チ
ー
フ

─
古
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
作
品
か
ら

─

　

先
行
作
品
の
鸚
鵡
に
つ
い
て
論
じ
る
う
え
で
、
小
山
順
子
「
日
本
文
学
と
鸚
鵡

─
歌
論
用
語
「
鸚
鵡
返
し
」
を
め
ぐ
っ
て（

（1
（

」
を
参
考
に

し
た
い
。
以
下
、
第
一
章
で
分
類
し
た
鸚
鵡
の
特
徴
（
ａ
（
か
ら
（
ｅ
（
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
先
行
作
品
で
の
鸚
鵡
の
描
か
れ
方
を

整
理
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、（
ａ
（
珍
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
こ
れ
に
関
わ
る
資
料
と
し
て
、「『
日
本
書
紀
』
に
新
羅
・
百
済
か
ら

進
献
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
（
孝
徳
天
皇
大
化
三
年
・
斉
明
天
皇
二
年
・
天
武
天
皇
十
四
月
五
月
二
十
六
日
（、
そ
の
後
も
中
国
か
ら

の
贈
答
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た
鳥
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
小
山
氏
の
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
八
頁
（。
さ
ら
に
、「
献
上
さ
れ
た
後
、
貴

所
で
秘
蔵
さ
れ
た
た
め
、（
中
略
（
実
際
に
そ
れ
を
目
に
し
、
耳
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
人
は
限
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
事
情
も
あ
り
（
小
山

論
文
、
二
一
〇
頁
（、
日
本
に
於
い
て
鸚
鵡
は
見
る
人
も
限
ら
れ
て
い
る
鳥
で
あ
っ
た
と
い
う
。
日
本
・
中
国
だ
け
で
は
な
く
「
珍
奇
で
高
貴

な
鳥
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
鸚
鵡
が
世
界
で
共
通
し
て
も
た
れ
る
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
」
と
小
山
氏
は
解
説
す
る
（
二
一
一
頁
（。

　

次
に
、（
ｂ
（
白
で
あ
る
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
緑
衣
」
と
い
う
言
葉
が
「
鸚
鵡
の
羽
の
た
と
え
」
で
あ

る
と
し
て
、
用
例
に
『
本
朝
無
題
詩
』
に
於
け
る
大
江
佐
国
「
聞
大
宋
商
人
献
鸚
鵡
」
の
「
緑
衣
紅
觜
異
衆
禽
」
や
、
禰
衡
作
「
鸚
鵡
賦
」



1（

の
「
紺
趾
丹
觜
、
緑
衣
翠
衿
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
鸚
鵡
＝
白
と
限
定
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い（

（1
（

。
し
か
し
、
小
山
氏

に
拠
れ
ば
古
典
の
文
献
に
於
い
て
鸚
鵡
と
イ
ン
コ
が
混
同
さ
れ
て
お
り（

（1
（

、
生
物
学
上
の
二
者
の
区
別
と
し
て
「
お
お
よ
そ
、
色
が
白
ま
た
は

桃
色
で
頭
に
冠
羽
を
持
ち
尾
が
短
く
、
大
型
の
も
の
が
オ
ウ
ム
で
あ
り
、
鮮
や
か
な
体
色
で
長
い
尾
を
持
ち
、
体
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
が

イ
ン
コ
で
あ
る
」（
二
〇
七
頁
（
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
羽
毛
の
鮮
や
か
さ
に
言
及
し
て
い
る
鸚
鵡
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
コ
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
付
け
加
え
て
、
鸚
鵡
に
関
す
る
文
献
に
拠
れ
ば
、
鸚
鵡
と
イ
ン
コ
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
以
降
で
あ
る
と
い
う（

（1
（

。
ま
た
江
戸
時
代
に
は
「
中
国
や
オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿
易
に
よ
っ
て
、
白
い
鸚
鵡
や
イ
ン
コ
、

九
官
鳥
な
ど
の
様
々
な
鳥
類
が
輸
入
さ
れ（

（1
（

」
て
お
り
、
珍
鳥
と
し
て
経
済
的
に
余
裕
の
あ
っ
た
大
名
層
の
武
士
た
ち
が
有
し
て
い
た
こ
と
、

一
般
の
人
々
が
輸
入
鳥
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
機
会
で
あ
っ
た
見
世
物
が
人
気
を
博
し
て
い
た
こ
と
が
解
説
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
以
上
の

よ
う
な
鸚
鵡
の
輸
入
の
状
況
に
加
え
て
、
伊
藤
若
冲
を
は
じ
め
と
す
る
白
い
鸚
鵡
の
絵
画
が
江
戸
時
代
に
描
か
れ
て
い
る（

（1
（

こ
と
か
ら
、「
琵

琶
伝
」
に
於
い
て
白
い
鸚
鵡
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
特
段
の
独
自
性
は
見
い
だ
せ
な
い
。

　

次
に
、（
ｃ
（
人
真
似
を
す
る
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
小
山
論
文
（
二
〇
七
頁
（
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
枕
草
子
』
三
九
段
に
は
、

「
鳥
は　

こ
と
所
の
も
の
な
れ
ど
、
鸚
鵡
い
と
あ
は
れ
な
り
。
人
の
言
ふ
ら
む
こ
と
を
ま
ね
ぶ
ら
む
よ（

（1
（

。」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
ま
た
小
山

氏
は
、
十
二
世
紀
に
は
歌
論
用
語
の
「
鸚
鵡
返
し
」
と
い
う
技
法
が
周
知
さ
れ
て
い
た（

11
（

こ
と
を
指
摘
し
、
人
真
似
を
す
る
と
い
う
性
質
は
主

に
日
本
に
於
い
て
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
鸚
鵡
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

次
に
、（
ｄ
（
人
間
の
よ
う
な
思
考
・
行
動
を
す
る
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
こ
れ
は
、
中
国
の
文
献
に
見
ら
れ
る
鸚
鵡
の
特
徴
と
一
致

す
る
。鸚

鵡
が
「
能
言
」
鳥
で
あ
る
と
い
う
の
は
、『
礼
記
』（
第
一
・
曲
礼
上
（
の
「
鸚
鵡
能
言
、
不
レ
離
二
飛
鳥
一
」
を
踏
ま
え
る
。
以
後
、

中
国
で
は
「
能
く
言
ふ
」
鳥
と
し
て
描
か
れ
る
。（
中
略
（
こ
う
し
た
描
写
は
、
鸚
鵡
が
人
ま
ね
を
す
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
能
力
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で
も
っ
て
人
語
を
操
る
と
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
登
場
し
な
い
も
の
だ
。（
小
山
論
文
、
二
〇
八
頁
（

主
に
中
国
に
於
い
て
、
単
な
る
人
真
似
で
は
無
く
、
自
身
の
能
力
で
人
語
を
操
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、

「
鸚
鵡
が
人
語
を
解
す
る
」
と
い
う
要
素
に
関
わ
る
先
行
文
献
の
存
在
は
確
認
で
き
る
が
、
恋
人
同
士
の
情
交
の
仲
立
ち
を
す
る
と
い
っ
た

役
割
は
、
こ
こ
か
ら
は
見
出
せ
な
い
。

　

次
に
、（
ｅ
（
死
者
の
意
を
体
現
す
る
怪
奇
的
・
非
現
実
的
要
素
を
持
つ
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
仏
典
に
於
い
て
「
鸚
鵡
が
安
息
国
の
王
・

大
臣
か
ら
食
べ
物
を
問
わ
れ
、
自
分
を
養
お
う
と
す
る
な
ら
「
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
よ
う
に
と
答
え
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る（

1（
（

と
小
山
氏
の

論
に
指
摘
が
あ
り
（
二
〇
九
頁
（、
こ
の
安
息
国
の
故
事
は
中
世
に
広
く
流
布
し
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。
ま
た
、
小
山
氏
に
拠
れ
ば
『
阿
弥
陀
経
』

に
於
い
て
浄
土
に
鸚
鵡
が
登
場
し
て
お
り（

11
（

（
二
一
〇
頁
（、
さ
ら
に
こ
れ
に
付
け
加
え
て
観
音
図
中
で
白
い
鸚
鵡
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と（

11
（

か
ら
、

仏
教
に
於
い
て
鸚
鵡
は
浄
土
に
い
る
鳥
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
死
者
の
意
を
媒
介
す
る
と
い
う
要
素
と
の
繋

が
り
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
鸚
鵡
琵
琶
の
よ
う
に
死
者
の
意
思
を
汲
む
か
の
よ
う
に
行
動
し
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
復
讐
を
導
く
と
い
っ
た
怪
奇
・

幻
想
的
な
要
素
ま
で
は
読
み
と
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
先
行
作
品
か
ら
、
鸚
鵡
は
異
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
（
ａ
（
珍
奇
で
高
貴
な
鳥
で
あ
り
、
体
色
は
お
お
よ
そ
（
ｂ
（
白
く
、
日
本

で
は
（
ｃ
（
人
語
を
真
似
、
中
国
・
イ
ン
ド
で
は
（
ｄ
（
自
身
の
能
力
で
人
語
を
解
し
言
を
操
る
力
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
四
点
の
特
徴

を
、鸚
鵡
琵
琶
が
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一
方
で
、本
章
で
取
り
上
げ
た
資
料
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
鸚
鵡
琵
琶
の
特
徴
は
、（
ｄ
（

に
関
連
し
て
恋
人
同
士
の
情
交
の
仲
立
ち
を
し
、（
ｅ
（
死
者
の
意
を
体
現
す
る
怪
奇
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

　

で
は
、
鏡
花
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
の
着
想
を
得
た
の
か
。
鸚
鵡
「
琵
琶
」
の
典
拠
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
既
に
提
示
さ
れ
て
い

る
三
つ
の
説
を
次
章
で
検
討
し
、
新
た
な
典
拠
を
探
る
。
そ
の
際
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
資
料
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
鸚
鵡
の
特
徴
に
加
え
、

鸚
鵡
に
な
ぜ
「
琵
琶
」
と
い
う
命
名
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
紐
解
い
て
い
こ
う
。
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四
、「
琵
琶
」
と
い
う
命
名
、
そ
の
典
拠

　

本
章
で
は
「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
琵
琶
に
於
け
る
、
そ
の
描
か
れ
方
と
命
名
の
先
蹤
と
な
っ
た
作
品
に
つ
い
て
、
従
来
提
出
さ
れ
て
い
る
説

を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く
と
と
も
に
、
新
た
な
典
拠
の
可
能
性
を
提
示
し
た
い
。

㈠
こ
れ
ま
で
の
鸚
鵡
琵
琶
の
典
拠
に
関
す
る
指
摘

　
「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
の
典
拠
に
関
す
る
説
と
し
て
は
、
第
一
に
吉
田
昌
志
に
よ
る
尾
崎
紅
葉
「
や
ま
と
昭
君
」
説
が
あ
る
。
吉
田
氏
は
そ

の
理
由
に
「
第
一
に
、
意
を
得
ぬ
結
婚
を
強
い
ら
れ
た
女
の
悲
劇
が
共
通
す
る
点
、
第
二
に
、
そ
の
悲
劇
を
脚
色
す
る
素
材
と
し
て
鸚
鵡
が

登
場
す
る
点（

11
（

」
を
挙
げ
た
。
さ
ら
に
、「
や
ま
と
昭
君
」
の
表
紙
絵
【
図
版
②
】
に
鸚
鵡
と
琵
琶
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
琵
琶
伝
」

と
「
や
ま
と
昭
君
」
に
は
王
昭
君
の
故
事
が
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
た（

11
（

と
解
説
し
て
い
る
。
吉
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
作
品

に
於
い
て
、
想
い
人
が
居
な
が
ら
親
の
命
に
よ
っ
て
ヒ
ロ
イ
ン
が
意
に
添
わ
ぬ
結
婚
を
す
る
点
、
ま
た
、
結
婚
後
も
打
ち
解
け
ず
良
人
に
身

を
許
さ
な
い
と
い
う
点
が
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
鸚
鵡
が
登
場
す
る
と
い
う
点
も

共
通
し
て
お
り
、
紅
葉
と
鏡
花
が
師
弟
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
「
琵
琶
伝
」
が

「
や
ま
と
昭
君
」
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、「
琵
琶
伝
」

の
鸚
鵡
琵
琶
と
「
や
ま
と
昭
君
」
の
鸚
鵡
で
は
、
鸚
鵡
に
付
さ
れ
て
い
る
性
格
や
作

中
で
果
た
す
役
割
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
第
一
章

で
分
類
し
た
鸚
鵡
琵
琶
の
特
徴
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
作
品
を
比
較
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
鸚
鵡
琵
琶
が
（
ａ
（
珍
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
、「
や
ま
と

【図版②】山梨大学附属図書館近
代文学文庫蔵『やまと昭君』表紙絵



15 泉鏡花「琵琶伝」の鸚鵡

昭
君
」
の
鸚
鵡
は
高
価
な
輸
入
鳥
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
作
品
に
共
通
し
て
い
る
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、（
ｂ
（

白
い
（
純
白
（
と
い
う
点
は
、「
琵
琶
伝
」
の
本
文
中
で
鸚
鵡
琵
琶
の
白
さ
が
何
度
も
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、「
や
ま
と
昭
君
」

で
は
表
紙
絵
【
図
②
】
に
色
刷
り
で
白
い
鸚
鵡
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
作
品
本
文
中
に
鸚
鵡
が
白
い
と
い
う
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
ま

た
、（
ｃ
（
人
間
の
言
葉
を
真
似
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、「
や
ま
と
昭
君
」
の
鸚
鵡
は
教
え
ら
れ
な
く
て
も
聞
い
た
言
葉
を
即
人
真
似
す
る

こ
と
が
で
き
る
能
力
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
琵
琶
は
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
以
外
の
言
葉
を
作
中
で
口
に
す
る
こ
と
は

な
い
。
さ
ら
に
、
鸚
鵡
琵
琶
の
肝
心
の
特
徴
で
あ
っ
た
（
ｄ
（
人
間
の
よ
う
な
思
考
・
行
動
を
し
、
主
人
公
同
士
の
情
交
を
媒
介
す
る
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、「
や
ま
と
昭
君
」
の
鸚
鵡
は
ヒ
ロ
イ
ン
が
厭
う
人
物
の
持
ち
物
で
あ
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
と
そ
の
想
い
人
の
恋
を
仲
立
ち
す

る
よ
う
に
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
琵
琶
の
役
割
の
最
も
重
要
な
点
が
一
致
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、

（
ｅ
（
死
者
の
意
を
体
現
す
る
怪
奇
的
・
非
現
実
的
要
素
を
持
つ
と
い
う
点
に
於
い
て
、「
や
ま
と
昭
君
」
の
鸚
鵡
の
「
親
鳥
」
が
「
神
通
」

の
持
ち
主
と
設
定
さ
れ
て
い
る
点
に
怪
奇
性
・
非
現
実
性
と
し
て
共
通
点
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
鸚
鵡
が
死
者
の
意
を
受
け
て
行
動
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
怪
奇
的
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
鸚
鵡
の
描
か
れ
方
に
加
え
、「
や
ま
と
昭
君
」
の
鸚
鵡
が
物
語
展
開
の
中
で

果
た
す
役
割
は
、
主
の
留
守
中
に
聞
い
た
言
葉
を
喋
り
意
図
せ
ず
告
げ
口
を
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
主
の
思
う
女
性
（
ヒ
ロ
イ
ン
（
が
姦
通
の

疑
い
を
か
け
ら
れ
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、「
琵
琶
伝
」
と
「
や
ま
と
昭
君
」
で
は
鸚
鵡
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と

言
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
の
描
き
方
に
つ
い
て
は
「
や
ま
と
昭
君
」
を
踏
襲
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

第
二
に
、
越
野
格
に
よ
る
「
悼
侍
児
」
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
越
野
氏
は
尾
崎
紅
葉
「
や
ま
と
昭
君
」
説
に
賛
同
し
な
が
ら
も
、「
悼
侍
児
」

と
い
う
蔡
確
の
詩
を
新
資
料
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

　
　

悼
侍
児

　
　

鸚
鵡
言
猶
在
，
琵
琶
事
已
非
。
傷
心
瘴
江
水
，
同
渡
不
同
帰
。
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宋
趙
令
畤
《
侯
鯖
録
》
巻
二

《
侯
鯖
録
》・・
蔡
持
正
謫
新
州
，
侍
児
従
焉
，
名
琵
琶
，
常
養
一
鸚
鵡
，
甚
慧
。
丞
相
呼
琵
琶
，
即
扣
一
響
板
，
鸚
鵡
伝
言
呼
之
。
琵
琶

逝
後
，
誤
扣
響
板
，
鸚
鵡
猶
伝
言
，
丞
相
大
働
，
感
病
不
起
，
嘗
為
詩
云
云（

11
（

。

　
「
悼
侍
児
」
と
い
う
宋
詩
は
「
趙
令
畤
『
侯
鯖
録
』
巻
二
に
「
蔡
持
正
鸚
鵡
詩
」、
胡
仔
『
苕
渓
漁
隠
叢
話
前
集
』
巻
第
六
十
に
「
琵
琶
」、

と
し
て
収
め
ら
れ
て
」
お
り
、
日
本
で
も
広
く
流
布
し
た
も
の
で
あ
る
が
、「
泉
鏡
花
蔵
書
目
録
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
（
越
野
論

文
、四
三
頁
（。
越
野
氏
は
鸚
鵡
琵
琶
に
つ
い
て
、「
紅
葉
の
鸚
鵡
と
は
違
っ
た
機
能
、趣
向
で
書
か
れ
」（
四
七
頁
（
て
お
り
、「
琵
琶
伝
」
は
「「
伝

令
」
と
し
て
の
鸚
鵡
「
琵
琶
」、
そ
の
「
琵
琶
」
が
伝
え
る
「
お
通
」
の
物
語
で
あ
る
」（
五
九
頁
（
と
し
て
、
こ
の
詩
に
「
琵
琶
伝
」
と
同

質
の
登
場
人
物
の
関
係
性
が
登
場
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。「
悼
侍
児
」
で
は
侍
児
に
「
琵
琶
」
と
い
う
命
名
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

引
用
箇
所
の
傍
線
部
に
つ
い
て
鸚
鵡
が
（
ｄ
（
主
人
公
同
士
の
情
交
を
媒
介
す
る
と
い
う
点
が
鸚
鵡
琵
琶
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
越

野
氏
自
身
が
「
こ
れ
ら
の
詩
文
を
鏡
花
が
読
ん
だ
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
、そ
の
こ
と
は
確
信
し
た
が
、そ
れ
以
上
は
追
求
し
な
か
っ

た
」、「
根
本
的
に
実
証
性
を
欠
く
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
六
〇
頁
（、
鏡
花
が
実
際
に
見
た
資
料
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
典
拠
と
し

て
は
不
十
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
越
野
氏
の
論
で
は
鸚
鵡
琵
琶
が
「
従
兄
妹
同
士
の
「
情
交
」
の
仲
立
ち
、
伝
令
」（
五
一
頁
（
を
す
る
と
い

う
（
ｄ
（
の
特
性
に
関
す
る
検
討
が
主
と
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
特
性
に
つ
い
て
は
詳
細
な
分
析
が
無
く
、
鸚
鵡
琵
琶
に
つ
い

て
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
今
橋
理
子
の
楊
貴
妃
言
説
が
あ
る
。
今
橋
氏
は
、
白
鸚
鵡
が
「
楊
貴
妃
が
愛
玩
す
る
「
雪
衣
女
」
と
い
う
名
の
鸚
鵡（

11
（

」

で
あ
り
、
楊
貴
妃
と
い
う
伝
説
的
な
〈
悲
劇
の
美
女
〉
を
想
起
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
今
橋
氏
は
、
紅
葉
や
鏡
花
は
中

国
の
古
典
文
学
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
こ
れ
ら
へ
の
言
及
が
な
い
点
を
指
摘
し
て
い

る
（
四
七
頁
（。
今
橋
氏
は
「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
に
つ
い
て
「
人
間
の
ご
と
く
言
葉
を
理
解
し
、
同
時
に
恋
人
た
ち
（
ヒ
ロ
イ
ン
「
お
通
」
と
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そ
の
恋
人
「
謙
三
郎
」（
の
心
の
や
り
と
り
を
仲
立
ち
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」（
四
三
頁
（
と
し
て
、（
ｄ
（
の
特
性
に
言
及
し

て
い
る
も
の
の
、鏡
花
が
鸚
鵡
を
用
い
た
意
図
に
つ
い
て
は
「〈
薄
倖
の
美
人
〉
あ
る
い
は
〈
悲
劇
の
美
女
〉
と
い
う
記
号
性
を
発
す
る
「
白

鸚
鵡
」
と
「
琵
琶
」
と
い
う
素
材
を
、
自
ら
の
小
説
中
に
お
い
て
は
一
羽
の
白
鸚
鵡
に
「
琵
琶
」
と
名
付
け
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の

悲
劇
性
を
倍
加
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
た
」（
四
七
頁
（
と
指
摘
し
、
更
に
別
の
論
文
で
楊
貴
妃
と
雪
衣
女
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
詳
し
く
解
説
し
て

い
る
。
今
橋
氏
は
「
唐
時
代
（
九
世
紀
半
ば
（
の
鄭
処
海
著
『
明
皇
雑
録
』
に
記
載
さ
れ
る
も
の
が
最
も
古
い
と
い
う
」
こ
と
を
紹
介
し
、

こ
れ
ら
の
故
事
の
日
本
へ
の
輸
入
は
「
楽
史
（
宋
時
代
、
九
三
〇
～
一
〇
〇
七
（
著
の
『
楊
太
真
外
伝
』
の
一
節
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
し
た（

11
（

。『
楊
太
真
外
伝
』
に
つ
い
て
は
以
下
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

広
南
進
二
白
鸚
鵡
一。
洞
二─
暁
言
詞
一、
呼
為
二
雪
衣
女
一。
一
朝
飛
二─
上
妃
鏡
台
上
一、
自
語
。
雪
衣
女
昨
夜
夢
レ
為
二
鷙
鳥
所
一レ
搏
。
上
令
三
妃
授

以
二
多
心
経
一、
記
誦
精
熟
。
後
上
与
レ
妃
遊
二
別
殿
一、
置
二
雪
衣
女
於
歩
輦
竿
上
一
同
去
。
瞥
有
二
鷹
至
一、
搏
レ
之
而
斃
。
上
与
レ
妃
嘆
息
久
レ
之
。

遂
瘞
二
於
苑
中
一、
呼
為
二
鸚
鵡
塚（

11
（

一。

　

雪
衣
女
と
名
付
け
ら
れ
た
白
鸚
鵡
は
、
楊
貴
妃
の
鏡
台
に
登
り
、
自
ら
「
鷹
に
つ
か
ま
っ
た
」
と
夢
見
の
話
を
し
て
い
る
。
そ
の
予
言
の

通
り
鷹
に
つ
か
ま
り
雪
衣
女
は
亡
く
な
っ
た
。
帝
と
楊
貴
妃
は
嘆
息
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
御
苑
に
鸚
鵡
を
埋
め
鸚
鵡
塚
と
名
付
け
た
そ

う
で
あ
る
。
雪
衣
女
は
（
ｂ
（
白
鸚
鵡
で
、（
ｅ
（
に
関
連
し
て
予
言
と
い
う
不
可
思
議
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
鸚
鵡
琵
琶
と

共
通
し
て
い
る
が
、
鸚
鵡
琵
琶
の
肝
心
な
特
徴
（
ｄ
（
は
見
出
せ
な
い
。
さ
ら
に
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
雪
衣
女
の
逸
話
が
採
録
さ
れ
て
い
る

文
献
は
、
鏡
花
の
蔵
書
目
録
に
無
い
こ
と
か
ら
典
拠
の
論
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。

　

以
上
の
三
つ
が
「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
に
関
す
る
先
行
研
究
で
あ
る
。「
琵
琶
伝
」
の
先
蹤
作
は
尾
崎
紅
葉
の
「
や
ま
と
昭
君
」
だ
と
ほ
ぼ

確
定
的
に
見
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
新
た
に
宋
詩
や
楊
貴
妃
言
説
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
が
指
摘
す
る
文
献
に
見

ら
れ
る
鸚
鵡
は
、
鸚
鵡
琵
琶
の
持
つ
特
色
・
役
割
に
つ
い
て
作
品
本
文
と
の
対
照
が
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
典
拠
と
さ
れ
る
文
献
そ
の
も
の
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を
鏡
花
が
見
た
こ
と
が
論
証
で
き
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
に
関
す
る
典
拠
の
確
定
に
至
っ
て
い
な
い

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

㈡
『
新
語
園
』
の
鸚
鵡

　

前
節
で
挙
げ
た
従
来
の
説
と
問
題
点
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
、「
琵
琶
伝
」
の
典
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
新
資
料
を
提
示
し
た
い
。
以
下

に
全
文
を
引
用
す
る
。

二
十
九
鸚
鵡
呼ヨ
ブ

二
琵ビ
ハ
ヲ琶

一　
　
　
　

靑
林
詩
話

蔡サ
イ

磪サ
イ

ト
云
フ
人
罪
ア
リ
テ
新
州
ニ
貶
謫
セ
ラ
ル
嘗
テ
侍ジ

児チ

ア
リ
琵
琶
ト
名
ク
能
ク
事
テ
主
ノ
意
ヲ
知
リ
タ
ル
者
ナ
リ
是
ニ
由
テ
配
所
マ

デ
モ
随シ
タ
ガ

ヒ
赴
ク
又
一
ツ
ノ
鸚
鵡
ア
リ
甚
ハ
タ
聡
ク
慧
カ
リ
シ
磪
公
毎ツ
キ

ニ
響ケ
イ

板ハ
ン

ヲ
扣
テ
琵
琶
ヲ
召
バ
鸚
鵡
必
ズ
其
ノ
名
ヲ
呼
伝
テ
琵
琶
ヨ

ト
云
フ
家
中
皆
是
ヲ
愛
シ
テ
飼
ケ
ル
ニ
琵
琶
既
ニ
病ヤ
マ
ヒ

シ
テ
配
所
ニ
シ
テ
死シ
ニ

ケ
リ
其
後
此
ノ
鸚
鵡
カ
意
ロ
ニ
此
ノ
侍
児
カ
死
テ
見
エ
ザ
ル

ヲ
憂
焦
テ
朝テ
ウ

夕セ
キ

毎
日
琵
琶
ヨ
琵
琶
ヨ
ト
呼
テ
悒
々
ト
シ
テ
楽
マ
ズ
蔡
磪
是
ヲ
見
テ
哀ア
ハ
レ

ナ
ル
コ
ト
心
ロ
ニ
徹ト
ヲ
リ

ケ
レ
ハ
詩
ア
リ
曰
ク
鸚
鵡
言

猶
在
琵
琶
事
レ
已
非
傷
レ
心
瘴
江
水
同
渡
不
二
同
帰
一
矣
又
将シ
ヤ

帰ウ
キ

賦ノ
フ

ヲ
送
ル
蔡
磪
モ
幾
ク
ナ
ラ
ズ
シ
テ
配
所
ニ
シ
テ
卒
ス
ト
云
フ（

1（
（

引
用
し
た
の
は
、『
新
語
園
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
鸚
鵡
の
逸
話
の
う
ち
の
一
つ
で
、「
鸚
鵡
呼
琵
琶
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
に
触
れ
る
前
に
ま
ず
、
こ
の
資
料
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
い
く
。

　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
に
拠
れ
ば
、『
新
語
園
』
は
「
十
巻
十
冊
。
教
訓
。
浅
井
了
意
著
。
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
（
二
月
成
立
〈
自

序
〉。
天
和
二
年
（
一
六
八
二
（
二
月
、
梅
花
堂
梶
川
常
政
小
佐
治
宗
貞
ら
刊
。（
中
略
（
漢
籍
の
一
々
を
す
べ
て
掲
げ
て
出
典
を
示
し
つ
つ
、

人
物
・
山
岳
・
自
然
・
鳥
獣
等
の
奇
談
・
説
話
を
仮
名
混
り
文
に
書
き
下
し
た
も
の（

11
（

」
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
新
語
園
』
は
「
泉

鏡
花
蔵
書
目
録
」
の
【
日
本
の
部
】
に
含
ま
れ
て
い
る（

11
（

こ
と
か
ら
、
実
際
に
鏡
花
が
目
に
し
て
い
た
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
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文
学
と
鏡
花
作
品
の
関
係
性
を
論
じ
た
須
田
千
里
氏
の
先
行
研
究
の
中
で
は
、「
聞
き
た
る
ま
ゝ
」
と
「
唐
模
様
」
の
二
作
品
が
『
新
語
園
』

に
拠
る
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
さ
ら
に
、
井
上
円
了
「
妖
怪
学
講
義
」
の
「
参
考
書
目
拾
遺
」
に
名
前
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
明
治
二
十
年
代
に

流
通
し
て
い
た
と
言
え
る
資
料
で
あ
る（

11
（

。

　

さ
て
、
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
前
節
で
挙
げ
た
「
悼
侍
児
」
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
琵
琶
は
、
新
州
に
貶
謫
さ
れ

た
蔡
磪
の
愛
妾
で
、
鸚
鵡
は
「
甚
ハ
タ
聡
ク
慧
」
く
、
蔡
磪
は
琵
琶
を
召
す
際
に
響
板
を
扣
く
と
、
鸚
鵡
は
琵
琶
よ
と
愛
妾
を
呼
ん
で
い
た
。

琵
琶
が
病
で
亡
く
な
る
と
、
鸚
鵡
は
琵
琶
の
姿
が
見
え
な
い
の
を
憂
い
焦
が
れ
て
、
朝
夕
毎
日
琵
琶
よ
琵
琶
よ
と
そ
の
名
を
呼
ん
だ
。
そ
れ

を
見
た
蔡
磪
も
哀
し
み
、「
鸚
鵡
言
猶
在
琵
琶
事
已
非
傷
心
瘴
江
水
同
渡
不
同
帰
」
と
詩
を
詠
ん
で
配
所
に
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。

　
「
琵
琶
伝
」
で
は
謙
三
郎
と
お
通
の
間
を
琵
琶
の
「
ツ
ウ
チ
ヤ
ン
」
と
い
う
呼
び
声
で
仲
介
し
て
い
る
こ
と
と
同
様
に
、「
鸚
鵡
呼
琵
琶
」

は
蔡
磪
と
琵
琶
の
間
を
鸚
鵡
の
「
琵
琶
よ
」
と
い
う
呼
び
声
で
仲
介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鸚
鵡
が
（
ｄ
（
恋
人
同
士
の
情
交
を
媒
介
す
る

点
が
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
琵
琶
」
と
い
う
命
名
に
つ
い
て
、「
鸚
鵡
呼
琵
琶
」
で
は
愛
妾
、「
琵
琶
伝
」
で
は
鸚
鵡
に
、「
琵
琶
」
と

名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
鸚
鵡
呼
琵
琶
」
と
「
琵
琶
伝
」
で
は
、本
論
第
三
章
で
見
た
文
献
で
は
一
致
し
な
か
っ
た
（
ｄ
（

恋
人
同
士
の
情
交
を
仲
立
ち
す
る
と
い
う
役
割
と
、「
琵
琶
」
と
い
う
命
名
の
二
点
が
共
通
し
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
鏡
花
が
強
調
し
て
い
た
（
ｂ
（
白
（
純
白
（
で
あ
る
点
と
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
文
献
で
一
致
し
な
か
っ
た
（
ｅ
（
の
特

徴
に
関
連
し
て
不
可
思
議
な
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、『
新
語
園
』
所
載
の
「
鸚
鵡
語
夢（
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」
と
い
う
逸
話
に
そ
の
特
色

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
鸚
鵡
語
夢
」
に
登
場
す
る
鸚
鵡
は
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
寵
愛
し
雪
衣
娘
と
名
付
け
ら
れ
た
白0

鸚
鵡
で
あ
り
、
こ
の
逸
話
は
『
明
皇
雑
録
』

か
ら
採
録
し
た
こ
と
が
『
新
語
園
』
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
鏡
花
は
『
明
皇
雑
録
』
そ
の
も
の
に
拠
っ
た
の
で
は
な
く
、『
新
語
園
』
を
介

し
て
雪
衣
娘
の
逸
話
を
知
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
鸚
鵡
語
夢
」
の
内
容
は
、
大
ま
か
に
は
今
橋
氏
が
指
摘
し
て
い
る
『
明
皇
雑
録
』
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や
『
楊
太
真
外
伝
』
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
雪
衣
娘
は
「
人
ノ
言
学
バ
ズ
ト
云
コ
ト
無
ク
能
ク
先
立
テ
人
ノ
意
ヲ
知
ル
」（「
鸚
鵡
語
夢
」（
巻
七
・

二
七
・
第
二
四
丁
裏
（（
と
さ
れ
、
自
ら
が
鷹
に
つ
か
ま
る
と
夢
で
予
知
し
て
、
そ
の
通
り
鷹
に
つ
か
ま
っ
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
以
上
の
よ

う
に
、「
鸚
鵡
語
夢
」
の
雪
衣
娘
は
、（
ｂ
（
白
で
、（
ｅ
（
に
関
連
し
て
予
知
と
い
う
不
可
思
議
な
特
色
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
琵

琶
伝
」
に
通
ず
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。「
琵
琶
伝
」
本
文
で
は
鸚
鵡
琵
琶
の
（
ｂ
（
白
を
強
調
す
る
描
写
と
し
て
、第
一
章
場
面
④
で
「
樹

間
の
雪0

」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
雪0

衣
娘
の
イ
メ
ー
ジ
が
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る（

11
（

。

　

ま
た
、『
新
語
園
』
に
は
こ
の
二
作
の
ほ
か
に
、「
鸚
鵡
悲
上
皇
崩（
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」
と
い
う
鸚
鵡
の
逸
話
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
く
。
徽
宗
皇
帝
の

時
代
に
貢
物
と
し
て
献
上
さ
れ
、そ
の
後
本
土
に
放
た
れ
還
さ
れ
た
白
鸚
鵡
と
紅
鸚
鵡
は
、「
徽
宗
皇
帝
ハ
安
泰
ニ
御オ
ハ
シ
マ
ス在
カ
」と
人
に
尋
ね
、「
上

皇
は
去サ

ヌ
ル
頃
ニ
崩
御
ナ
リ
シ
」
と
答
え
る
（「
鸚
鵡
悲
上
皇
崩
」（
巻
七
・
二
八
・
第
二
五
丁
表
（（
と
、鸚
鵡
は
悲
し
み
鳴
い
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

（
ｄ
（
と
同
様
に
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
感
情
に
よ
っ
て
動
く
鸚
鵡
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
三
作
品
が
『
新
語
園
』
に
描
か
れ
る
鸚
鵡
の
逸
話
で
あ
る
。『
新
語
園
』
で
は
、「
琵
琶
」
と
い
う
命
名
、（
ｄ
（
恋
人
同
士
の
情
交

を
仲
立
ち
す
る
こ
と
、（
ｅ
（
に
関
連
し
て
予
知
と
い
う
不
可
思
議
な
能
力
を
持
つ
こ
と
、
と
い
う
、
第
三
章
に
挙
げ
た
資
料
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
鸚
鵡
琵
琶
の
特
色
や
、
鏡
花
が
強
調
し
て
描
い
た
（
ｂ
（
白
い
鸚
鵡
で
あ
る
点
が
共
通
し
て
い
た
。『
新
語
園
』
は
、
先
行
研
究

で
既
出
の
「
悼
侍
児
」、『
明
皇
雑
録
』、『
楊
太
真
外
伝
』
と
は
異
な
り
、
蔵
書
目
録
か
ら
実
際
に
鏡
花
が
見
て
い
る
と
言
え
る
資
料
で
あ
り
、

さ
ら
に
、『
新
語
園
』
を
創
作
の
素
材
と
し
て
用
い
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。『
新
語
園
』
を
介
し
て
鏡
花
は
こ
れ
ら
の
逸
話
を
知
り
、「
琵

琶
伝
」
の
鸚
鵡
琵
琶
の
造
形
に
活
か
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
鸚
鵡
琵
琶
に
見
ら
れ
た
特
色
の
殆
ど
の
部
分
が『
新
語
園
』収
録
話
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、そ
の
一
方
で
、（
ｅ
（

に
つ
い
て
「
鸚
鵡
語
夢
」
の
雪
衣
娘
が
予
知
と
い
う
不
可
思
議
な
能
力
を
持
つ
点
は
鸚
鵡
琵
琶
に
通
じ
て
い
る
も
の
の
、
死
者
と
の
交
感
・

死
者
の
意
を
媒
介
し
、
ヒ
ロ
イ
ン
を
復
讐
へ
導
く
と
い
っ
た
怪
奇
的
要
素
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
。
第
一
章
で
と
り
上
げ
た
場
面
⑤
で
、
琵
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琶
が
お
通
を
導
く
場
面
が
「
黄
昏
」
時
で
あ
る
点
も
、
そ
の
怪
奇
性
を
際
立
た
せ
る
要
素
で
あ
る
。

　

同
時
代
に
「
魔
鳥
」
と
糾
弾
さ
れ
た
よ
う
な
鸚
鵡
琵
琶
に
於
け
る
、（
ｅ
（
の
怪
奇
性
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
鏡

花
の
独
創
で
あ
る
の
か
。
次
章
で
は
、
同
時
代
資
料
を
用
い
て
当
時
の
鸚
鵡
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

五
、
鸚
鵡
と
い
う
モ
チ
ー
フ

─
同
時
代
資
料
か
ら

─

　

同
時
代
資
料
か
ら
鸚
鵡
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
新
聞
記
事
や
、『
風
俗
画
報
』『
文
芸
俱
楽
部
』『
校
友
会
雑
誌
』『
美
術
新
報
』

な
ど
の
雑
誌
記
事
を
調
査
し
た
。
以
下
、
第
一
章
で
分
類
し
た
鸚
鵡
の
特
徴
（
ａ
（
か
ら
（
ｅ
（
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
同
時
代
の
鸚

鵡
に
つ
い
て
の
文
献
を
整
理
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、（
ａ
（
珍
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。『
読
売
新
聞
』
に
は
常つ
ね
の

宮み
や

周か
ね
の

宮み
や

両
内
親
王
殿
下
が
愛
育
さ
れ
た
鸚
鵡
が

病
気
で
倒
れ
た
た
め
に
剥
製
と
し
て
高
輪
御
殿
に
納
め
た
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
〈
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
四
日　

日
就
社
〉

三
面
（、
同
時
代
に
於
い
て
も
、
高
貴
で
珍
重
さ
れ
る
鳥
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
取
れ
る
。
一
方
で
、
鸚
鵡
が

高
価
な
飼
育
用
の
鳥
で
、
そ
の
相
場
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
記
事
が
多
い（
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こ
と
か
ら
、
見
る
人
も
限
ら
れ
た
古
代
か
ら
江
戸
時
代
よ
り
身
近

に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
、（
ｂ
（
色
に
つ
い
て
見
て
い
く
。『
東
京
朝
日
新
聞
』
で
は
「
近
来
又
禽
鳥
類
に
て
羽
毛
の
珍
な
る
を
め
づ
る
者
多
く
鸚
鵡
、
き
ん

こ
、
孔
雀
、
金
鶏
類
な
ど
高
価
に
な
れ
り
昔
は
唯
其
声
を
聴
き
て
娯
し
み
し
者
多
く
今
は
其
形
を
見
ざ
れ
ば
得
心
せ
ざ
る
者
多
し
」（『
東
京

朝
日
新
聞
』
朝
刊
〈
明
治
三
十
一
年
八
月
二
十
三
日　

東
京
朝
日
新
聞
社
〉
四
面
（
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鸚
鵡
の
声
か
ら
外
見
の
珍
し
さ
へ

と
大
衆
の
関
心
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
傍
線
部
の
よ
う
に
近
代
に
於
い
て
鸚
鵡
の
羽
毛
の
色
は
白
と
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

鸚
鵡
が
珍
し
い
鳥
で
正
確
な
情
報
が
得
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
色
鮮
や
か
な
も
の
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
存
在
し
て
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い
る
よ
う
に
取
れ
る
。

　

次
に
、（
ｃ
（
人
真
似
を
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。『
文
芸
倶
楽
部
』
等
か
ら
鸚
鵡
に
関
す
る
記
事
を
見
て
い
く
と
、「
鸚
鵡
石
」

に
つ
い
て
描
か
れ
た
も
の
が
非
常
に
多
い（

11
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。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
拠
れ
ば
、人
語
を
真
似
る
と
い
う
性
質
か
ら
「
鸚
鵡
返
し
」「
鸚
鵡
石
」

な
ど
の
語
も
で
き
た
と
書
か
れ
て
い
る（

1（
（

よ
う
に
、
主
に
日
本
に
於
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
（
ｄ
（
人
語
を
真
似
る
と
い
う
鸚
鵡
の
特
徴
か
ら

派
生
し
た
要
素
で
あ
る
。
同
時
代
以
前
に
も
「
鸚
鵡
石
」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
て
お
り
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
拠
れ
ば
「
書
名
に
鸚

鵡
石
を
冠
し
た
の
は
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
（
刊
の
『
物
真
似
狂
言
尽
鸚
鵡
石
』
が
初
め
だ
」
と
い
う（

11
（

。

　

次
に
、（
ｄ
（
人
間
の
よ
う
に
思
考
・
行
動
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
て
い
く
。『
読
売
新
聞
』
の
「
鸚
鵡
の
行
く
衛
」
と
い
う
記
事
に

は
、
人
間
の
よ
う
に
振
る
舞
う
鸚
鵡
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
谷
中
あ
た
り
に
住
む
青
年
画
家
は
、
鳥
花
画
研
究
の
た
め
に
鸚
鵡
を
飼
い
置

い
て
い
た
。
青
年
が
籠
の
戸
を
開
け
忘
れ
る
と
「
愉
快
気
に
伝
ひ
遊
び
て
」
飛
び
去
っ
た
。
青
年
は
忌
々
し
く
思
い
銃
殺
を
思
案
す
る
も
叶

わ
ず
、
日
は
暮
れ
て
鸚
鵡
の
行
く
末
を
気
遣
い
「
来
い
よ
帰
れ
」
と
呼
べ
ば
、「
鸚
鵡
は
呑
気
に
も
片
言
交
り
に
「
左
様
な
ら
」
の
一
語
を

残
し
て
蓊
鬱
た
る
木
の
間
深
く
か
く
れ
」
た
そ
う
で
あ
る
（
以
上
、『
読
売
新
聞
』
朝
刊
〈
明
治
三
十
五
年
一
月
十
六
日　

日
就
社
〉
四
面
（。
鸚
鵡
の

行
動
か
ら
人
間
が
感
情
を
読
み
取
っ
て
い
る
点
が
特
徴
（
ｄ
（
と
一
致
し
て
い
る
。

　

次
に
、（
ｅ
（
死
者
の
意
を
体
現
す
る
怪
奇
性
・
非
現
実
的
要
素
に
つ
い
て
見
て
い
く
。『
読
売
新
聞
』
に
は
、「
鸚
鵡
能
く
人
間
の
死
期

を
知
る
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
の
記
事
に
拠
れ
ば
本
所
区
緑
町
に
住
む
老
婆
の
飼
う
鸚
鵡
は
「
予
じ
め
人
の
吉
凶
禍
福
を
知
り
特
に
其

の
死
生
の
期
を
告
ぐ
る
に
百
中
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
の
噂
」
で
、
人
の
死
期
を
予
言
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
（『
読

売
新
聞
』
朝
刊
〈
明
治
二
十
七
年
四
月
十
三
日　

日
就
社
〉
三
面
（。
こ
の
能
力
は
、『
新
語
園
』
の
「
鸚
鵡
語
夢
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
自
身
の
死

を
夢
で
予
期
す
る
能
力
に
類
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、（
ｃ
（
で
指
摘
し
た
「
鸚
鵡
石
」
に
関
す
る
記
事
に
は
、
奇
談
と
し
て
描
か
れ
た
も

の（
11
（

が
あ
り
、
さ
ら
に
、「
琵
琶
伝
」
発
表
後
に
は
巌
谷
小
波
や
石
川
淳
が
「
鸚
鵡
石
」
を
扱
っ
た
作
品
を
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
鸚
鵡
石
」
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と
い
う
音
の
反
響
す
る
奇
妙
な
石
に
つ
い
て
、
怪
奇
・
幻
想
の
方
向
へ
進
む
流
れ
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
こ
ま
で
（
ａ
（
か
ら
（
ｅ
（
の
五
つ
の
特
徴
に
つ
い
て
同
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
来
た
が
、
こ
の
ほ
か
、
鸚
鵡
に
関
す
る
雑
誌
記
事

を
確
認
し
て
い
く
と
、
第
一
高
等
学
校
校
友
会
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
校
友
会
雑
誌
』
に
、
鏡
花
と
関
連
深
い
人
物
で
あ
る
柳
田
国
男（

11
（

が
、「
琵

琶
伝
」
発
表
の
二
年
前
に
「
鸚
鵡（

11
（

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
小
文
を
投
稿
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
内
容
に
目
を
向
け
る
と
、
語
り
手
の

友
人
は
、
父
が
亡
く
な
っ
た
た
め
に
世
渡
り
の
頼
り
が
無
い
こ
と
を
憂
い
て
、
老
い
た
母
と
鸚
鵡
を
残
し
亡
く
な
っ
た
。
友
人
の
死
後
に
、

鸚
鵡
が
「
後
藤
さ
ん
、
後
藤
さ
ん（

11
（

、」
と
、
父
が
居
た
頃
よ
く
家
に
訪
れ
た
人
の
名
を
呼
ぶ
姿
や
、
鸚
鵡
の
声
に
動
か
さ
れ
、
友
人
の
母
と

昔
話
を
し
に
家
に
立
ち
寄
る
語
り
手
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
柳
田
と
鏡
花
の
関
係
性
の
深
さ
か
ら
、「
鸚
鵡
」
と
い
う
小
文
を
鏡
花
が
見

て
い
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
、『
東
京
日
日
新
聞
』
の
「
鸚
鵡
」
と
い
う
記
事
に
は
、
埼
玉
県
浦
和
公
園
地
内
の
調
神
社
の
神
官
山
田
明
真
氏
が
飼
う
鸚
鵡

に
つ
い
て
、「
支
那
産
の
よ
し
な
る
が
尤
も
霊れ
い

慧け
い

に
し
て
能
く
文
字
を
解
し
又ま

た
善
く
俚り

謡え
う

を
謳
ふ
と
云
ふ
上
皇
を
問
ひ
琵
琶
を
呼
ぶ
に
も

優
り
ぬ
べ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
（『
東
京
日
日
新
聞
』
朝
刊
〈
明
治
十
七
年
五
月
三
十
一
日　

日
報
社
〉
五
面
（。
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い

る
「
上
皇
を
問
ひ
琵
琶
を
呼
ぶ
」
と
い
う
鸚
鵡
は
『
新
語
園
』
の
「
鸚
鵡
悲
上
皇
崩
」
と
「
鸚
鵡
呼
琵
琶
」
に
見
え
る
鸚
鵡
で
あ
る
と
取
れ

る
。
こ
の
記
事
が
明
治
十
七
年
の
も
の
で
あ
り
、「
琵
琶
伝
」
が
発
表
さ
れ
た
明
治
二
十
年
代
以
前
に
『
新
語
園
』
に
掲
載
さ
れ
た
逸
話
が

流
通
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

以
上
、
同
時
代
資
料
に
描
か
れ
る
鸚
鵡
に
つ
い
て
見
て
来
た
。
同
時
代
で
は
鸚
鵡
が
（
ａ
（
高
価
な
飼
い
鳥
で
且
つ
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
お
り
、（
ｃ
（
人
真
似
を
す
る
と
い
う
性
質
か
ら
出
来
た
「
鸚
鵡
石
」
の
記
事
に
つ
い
て
、
前
時
代
に
見
ら
れ
た
も
の
が
同
時
代
に

於
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、（
ｄ
（
人
間
の
よ
う
に
自
ら
思
考
・
行
動
す
る
鸚
鵡
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
三
点
に
於
い
て
、

鸚
鵡
琵
琶
の
特
徴
と
一
致
し
た
。
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一
方
で
、
近
代
に
於
い
て
鸚
鵡
は
（
ｂ
（
白
色
と
は
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
色
鮮
や
か
な
も
の
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て

い
た
中
で
、「
琵
琶
伝
」
の
鸚
鵡
の
白
色
は
明
確
に
描
か
れ
て
お
り
、『
新
語
園
』
の
設
定
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、（
ｅ
（
怪
奇
性
に

つ
い
て
、
同
時
代
に
於
い
て
も
予
言
と
い
う
不
可
思
議
な
能
力
、「
鸚
鵡
石
」
の
奇
談
な
ど
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、「
琵
琶
伝
」
に
於
け
る
怪

奇
性
に
届
く
も
の
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
古
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
作
品
・
同
時
代
資
料
・『
新
語
園
』
か
ら
の

考
証
を
経
て
、（
ｅ
（
死
者
と
の
交
感
・
死
者
の
意
を
体
現
し
て
ヒ
ロ
イ
ン
を
復
讐
に
導
く
と
い
う
怪
奇
に
つ
い
て
、
鏡
花
の
独
創
で
あ
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

鏡
花
は
、
明
治
二
十
八
年
に
は
「
夜
行
巡
査
」、「
外
科
室
」
等
で
観
念
小
説
の
作
者
と
し
て
文
壇
で
華
々
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
明
治
二
十
九
年
の
「
琵
琶
伝
」
も
、
観
念
小
説
期
の
作
品
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
鏡
花
は
明
治
二
十
七
年
の
「
黒
壁（

11
（

」、

明
治
二
十
八
年
の
「
妖
怪
年
代
記
」、「
黒
猫
」
と
い
っ
た
作
品
に
於
い
て
、
初
期
か
ら
怪
奇
性
の
濃
い
作
品
を
描
い
て
お
り
、「
琵
琶
伝
」

発
表
と
同
年
の
明
治
二
十
九
年
に
於
い
て
も
「
蓑
谷
」
や
「
龍
潭
譚
」
な
ど
か
ら
怪
異
へ
の
志
向
が
読
み
と
れ
る
。
鸚
鵡
琵
琶
に
つ
い
て
、

江
戸
時
代
以
前
の
作
品
の
鸚
鵡
か
ら
窺
え
る
死
者
と
の
繋
が
り
、『
新
語
園
』
に
見
ら
れ
る
予
知
と
い
う
能
力
、
同
時
代
資
料
に
見
ら
れ
る

死
期
の
予
言
な
ど
の
不
可
思
議
な
要
素
に
鏡
花
独
自
の
性
格
が
反
応
し
、
死
者
の
意
を
体
現
し
て
復
讐
を
導
く
と
い
う
独
自
の
怪
奇
を
鏡
花

が
打
ち
出
す
に
至
っ
た
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
以
前
の
作
品
・
同
時
代
資
料
を
は
じ
め
と
し
て
、
典
拠
と
し
て
新
し
く
提
示
し

た
『
新
語
園
』
等
の
摂
取
と
、
鏡
花
独
自
の
怪
奇
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
、
鸚
鵡
琵
琶
は
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
「
琵
琶
伝
」
は
、
鸚
鵡
琵
琶
の
悲
劇
を
引
き
起
こ
す
魔
鳥
と
も
言
わ
れ
る
怪
奇
的
・
非
現
実
的
な
性
格
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
、

奇
怪
さ
が
厳
し
く
評
価
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
第
二
章
で
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
の
中
、『
青
年
文
』
の
田
岡
嶺
雲
は
、
鏡
花
の
不
自
然
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奇
怪
を
「
半
人
半
鬼
」
と
称
し
て
更
な
る
一
階
段
を
経
て
「
魑
魅
魍
魎
紙
上
に
勇
躍
す
る
の
一
大
活
劇
」
へ
と
思
い
切
る
勇
気
を
鼓
舞
し
、

鏡
花
の
怪
奇
性
を
推
し
進
め
る
こ
と
を
望
む
批
評
を
残
し
て
い
る
。
本
論
文
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
同
時
代
に
批
判
さ
れ
た
怪
奇
性
の
付
与

こ
そ
が
鏡
花
の
独
創
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
批
評
は
「
琵
琶
伝
」
の
核
心
を
つ
く
も
の
で
あ
り
、
奇
怪
さ
へ
の
非
難
、
明
治
三
十
年
代
後
半

か
ら
は
自
然
主
義
の
隆
盛
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
生
涯
に
わ
た
っ
て
幻
想
・
怪
奇
の
世
界
を
描
き
出
し
て
い
く
鏡
花
に
と
っ
て
、
大
き
な
足

掛
か
り
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

鏡
花
作
品
の
う
ち
、
観
念
小
説
か
ら
幻
想
小
説
へ
の
転
機
と
な
っ
た
作
品
に
は
、「
龍
潭
譚
」（
明
治
二
十
九
年
（
や
「
照
葉
狂
言
」（
明

治
二
十
九
年
（
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
本
作
で
既
に
怪
奇
・
幻
想
へ
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
嶺
雲
の
批
評
な
ど
も
後
押
し
と
な
っ
て
、

そ
の
後
幻
想
作
家
と
し
て
の
道
筋
へ
と
舵
を
切
っ
た
の
な
ら
、「
琵
琶
伝
」
は
鏡
花
の
作
品
史
上
の
転
機
と
な
っ
た
作
品
と
言
え
る
も
の
で

あ
る
。
本
論
文
で
は
、
鏡
花
が
ど
の
よ
う
な
典
拠
を
用
い
て
怪
奇
・
幻
想
を
生
み
出
し
た
の
か
、
そ
の
道
筋
を
辿
る
一
端
に
迫
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
今
回
指
摘
し
た
よ
う
な
典
拠
に
無
い
も
の
こ
そ
が
鏡
花
の
独
創
で
あ
る
な
ら
ば
、
怪
奇
性
と
い
う
鏡
花
の
特
色
に
つ
い
て
は
さ

ら
な
る
源
泉
へ
の
調
査
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
今
後
さ
ら
に
江
戸
・
明
治
の
作
品
を
広
く
見
て
怪
奇
性
を
論
証
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
鏡
花
の
他
作
品
に
登
場
す
る
鸚
鵡
に
つ
い
て
の
調
査
も
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
本
論
文
の
締
め
括
り
と
す
る
。

注（
1
（　
『
国
民
之
友
』
第
二
七
七
号
（
明
治
二
十
九
年
一
月
四
日
（
初
出
。
引
用
は
『
国
民
之
友
』
第
一
八
巻
（
Ⅰ
（（
明
治
四
十
二
年
七
月
十
五

日　

明
治
文
献
（
に
拠
る
。
以
下
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
初
出
誌
の
頁
数
の
み
を
示
す
。
※
引
用
全
般
に
際
し
漢
字
の
旧
字
体
・
変
体
仮
名

は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
、
傍
線
部
は
論
者
が
付
し
た
。
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（
（
（　

成
瀬
正
勝
「
解
題
」（『
明
治
文
学
全
集
二
一　

泉
鏡
花
集
』〈
昭
和
四
十
一
年
九
月
十
日　

筑
摩
書
房
〉（
三
九
九
頁
。
以
下
、成
瀬
正
勝
「
解

題
」
と
略
記
し
、『
明
治
文
学
全
集
』
所
載
の
頁
数
の
み
を
示
す
。

（
（
（　

村
松
定
孝
「
泉
鏡
花

─
「
琵
琶
伝
」
と
「
海
城
発
電
」」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
三
七
巻
一
〇
号
〈
昭
和
四
十
七
年
八
月　

至
文
堂
〉（
八
四
頁
。

以
下
、
村
松
論
文
と
略
記
し
、
掲
載
誌
の
頁
数
の
み
を
示
す
。

（
4
（　

無
署
名
「
国
民
の
友
の
新
年
附
録
」（『
帝
国
文
学
』〈
明
治
二
十
九
年
二
月
十
日　

帝
国
文
学
会
〉（。『
文
芸
時
評
大
系
』
明
治
篇
第
二
巻
、

一
九
一
頁
。

（
5
（　

原
文
で
空
白
に
な
っ
て
い
る
箇
所
（
闕
字
（
は
□
で
示
し
た
。
嶺
雲
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
四
大
悲
劇
と
言
わ
れ
、
三
人
の
魔
女
の
予
言

を
信
じ
て
主
人
公
が
翻
弄
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
『
マ
ク
ベ
ス
』
を
挙
げ
て
、
不
自
然
さ
や
奇
怪
さ
で
作
品
の
価
値
は
失
墜
し
な
い
と
述
べ
て

い
る
。
佐
々
木
隆
「
日
本
に
お
け
る
『
マ
ク
ベ
ス
』」（『
武
蔵
野
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
二
輯
〈
平
成
十
年
六
月
二
十
五
日　

武
蔵
野

短
期
大
学
〉（
に
拠
れ
ば
「
日
本
で
『
マ
ク
ベ
ス
』
が
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
（
七
月
十
日
～
十
二
日
、

十
五
日
～
十
八
日
に
わマ

マ
っ
て
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
藤
田
茂
吉
訳
『
栄
枯
の
夢
』
で
あ
ろ
う
。（
中
略
（
比
較
的
早
い
時
期
に
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
原
文
か
ら
は
っ
き
り
と
し
た
翻
訳
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
坪
内
逍
遥
で
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
（
十
月
か
ら
『
早
稲

田
文
学
』
誌
上
に
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
脚
本
評
注
」
と
し
て
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
（
六
月
か
ら
は
『
国
学
院
雑
誌
』
誌
上
へ
『
マ
ク

ベ
ス
』
の
評
釈
を
連
載
し
た
」（
八
九
頁
（
と
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
二
十
年
代
に
於
い
て
坪
内
逍
遥
を
中
心
に
翻
訳
が
行
わ

れ
て
い
る
。

（
6
（　

明
治
二
十
年
代
頃
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
記
述
が
見
ら
れ
る
資
料
と
し
て
、
巌
谷
小
波
・
霧
山
人
編
『
独
逸
文
壇
六
大
家
列
伝
』（
明
治

二
十
六
年
三
月
二
十
日　

博
文
館
（
が
あ
る
。
同
書
で
は
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
「
ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ド
、
エ
フ
ラ
イ
ム
、
レ
ッ
シ
ン
グ
氏
は
、

千
七
百
二
十
九
年
一
月
二
十
二
日
、
オ
ー
ベ
ル
ラ
ウ
シ
ッ
ツ
の
一
小
市
カ
メ
ン
ツ
に
於
て
生
」（
三
六
頁
（
ま
れ
、「
氏
は
元
よ
り
独
逸
主
義

演
劇
を
賛
成
す
る
も
の
な
れ
ば
、（
中
略
（
独
りH

am
burgische D

ram
aturgie

（
ハ
ム
ブ
ル
グ
演
劇
誌
（
を
発
刊
し
て
、
全
力
を
之
に

捧
け
た
り
」（
六
三
頁
（
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
」
等
の
評
論
を
発
刊
し
た
ド
イ
ツ
の
劇
作
家
・
評
論
家
と
し
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
井
上
円
了
『
宗
教
哲
学
』（
明
治
二
十
七
年　

哲
学
館　

※
出
版
年
は
「
哲
学
館
第
六
学
年
度
講
義
録
」
の
国
立
国
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会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
書
誌
情
報
に
拠
る
（
に
「
独
逸
ノ
レ
ッ
シ
ン
グ
」（
八
頁
（
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
森
鴎
外

は
「
レ
ッ
シ
ン
グ
が
事
を
記
す
」（『
し
が
ら
み
草
紙
』〈
明
治
二
十
四
年
六
月
─
九
月
〉（
で
レ
ッ
シ
ン
グ
を
紹
介
し
て
お
り
、東
京
大
学
の
「
鴎

外
文
庫
書
庫
書
入
本
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/ogai/docum

ent/a99a4885-bbbc-4410-98be-
779（078（a（（1#?c=0&

m
=0&

s=0&
cv=0&

xyw
h=-1

％（C-896

％（C5（（4

％（C5518

で
公
開
さ
れ
て
い
る
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ク
ル
ツ

編
『
レ
ッ
シ
ン
グ
全
集
』（
一
八
七
四
年
（
に
於
い
て
、
第
三
巻
の
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
」
に
は
「
作
表
裏
評
／
忍
月
／
色
懺
悔
」
と
鴎

外
が
書
き
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
が
鴎
外
や
忍
月
な
ど
の
明
治
二
十
年
代
の
作
家
た
ち
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
様
子
が
見
て

取
れ
る
。

（
7
（　

レ
ッ
シ
ン
グ
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
第
一
一
号
（
一
七
六
七
年
六
月
五
日
（
の
一
節
。「
こ
れ
を
信
じ
る
種
子
は
、
わ
れ
わ
れ
み
な
の

な
か
に
あ
る
」
と
い
う
意
味
。
明
治
二
十
年
代
に
は
坪
内
逍
遥
が
『
梨
園
の
落
葉
』（
明
治
二
十
九
年
十
一
月
二
十
三
日　

春
陽
堂
（
に
於

い
て
、「
レ
ッ
シ
ン
グ
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
劇
に
就
て
い
へ
る
所
は
、
や
が
て
移
し
て
一
切
の
劇
の
上
に
い
ふ
べ
し
。
誰
れ
か
も
は
や
人

間
に
不
思
議
の
事
物
な
し
と
い
ふ
ぞ
、
誰
れ
か
亡
霊
を
信
ぜ
ず
、
と
ふ
ぞ
、
彼
等
白
昼
に
は
亡
霊
の
あ
る
ま
じ
き
を
説
け
ど
も
、
深
夜
怪
談

を
聴
い
て
は
心
ひ
そ
か
に
怕
る
ゝ
に
あ
ら
ず
や
。
よ
し
や
一
歩
を
譲
り
て
超
自
然

0

0

0

の
事
物
は
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
と
す
る
も
、
人
の

心
中
に
迷
執
の
素
の
存
ず
る
限
は
、
詩
人
の
之
れ
を
利
用
す
る
に
、
何
の
ひ
が
こ
と
か
あ
ら
ん
、
議
す
べ
き
は
そ
を
描
画
す
る
の
法
の
み
な

ら
ん
」（
一
四
三
頁
（
と
し
て
、
同
様
の
考
え
方
を
述
べ
て
い
る
。『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
発
言
が
、
同
時
代
の
文
壇
で

共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
8
（　

明
治
二
十
年
代
に
は
早
川
賢
譲
編
『
き
よ
姫
：
連
夜
説
教
』（
明
治
二
十
七
年
十
月
六
日　

其
中
堂
書
店
（
に
清
姫
の
説
話
が
ま
と
め
ら

れ
て
お
り
、
編
輯
兼
出
板
人
沢
久
次
郎
『
安
珍
清
姫
譚　

下
』（
明
治
二
十
年
一
月
（
な
ど
の
絵
入
り
本
も
見
ら
れ
る
。

（
9
（　

青
年
文
記
者
「
時
文
」（『
青
年
文
』
三
巻
一
号
〈
明
治
二
十
九
年
二
月
十
日　

少
年
園
〉（。『
文
芸
時
評
大
系
』
明
治
篇
第
二
巻
所
収
、

一
八
六
頁
。

（
10
（　

レ
ッ
シ
ン
グ
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
第
一
一
号
（
一
七
六
七
年
六
月
五
日
（。
レ
ッ
シ
ン
グ
著
奥
住
綱
男
訳
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
（
上

巻
（』（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
三
日　

現
代
思
潮
社
（
所
収
、
九
四
頁
。
以
降
の
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
の
引
用
も
す
べ
て
右
に
拠
る
。



（8

（
11
（　

吉
田
昌
志
「
解
説
『
琵
琶
伝
』『
照
葉
狂
言
』『
辰
巳
巷
談
』」（『
泉
鏡
花
集　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
二
〇
』〈
平
成
十
四
年
三
月

十
八
日　

岩
波
書
店
〉（
四
六
七
頁
。

（
1（
（　

小
山
順
子
「
日
本
文
学
と
鸚
鵡
─
─
歌
論
用
語
「
鸚
鵡
返
し
」
を
め
ぐ
っ
て
」（
河
添
房
江
・
皆
川
雅
樹
編
『「
唐
物
」
と
は
何
か　

舶
載

品
を
め
ぐ
る
文
化
形
成
と
交
流
』〈
令
和
四
年
十
月
十
七
日　

勉
誠
出
版
〉（。
以
下
、
小
山
論
文
と
略
記
し
、
頁
数
の
み
を
示
す
。

（
1（
（　

ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジLib

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
令
和
四
年
十
二
月
四
日　

閲
覧
（。

（
14
（　

小
山
氏
に
拠
れ
ば
「「
鸚
鵡
」
の
語
は
古
代
か
ら
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、「
鸚イ

ン
コ哥

（
ま
た
は
音
呼
（」
の
用
例
は
中
世
以
後
」
で
あ
り
、
古

典
の
文
献
に
於
い
て
は
「「
鸚
鵡
」
の
語
で
記
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
現
在
イ
ン
コ
と
呼
ぶ
鳥
も
含
ま
れ
て
い
る
」（
二
〇
七
頁
（
と
い
う
。

（
15
（　
「
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
、「
鸚
鵡
」
と
「
鸚
哥
／
音
呼
」
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
使
わ
れ
て
き
た
」（
細
川
博
昭
『
江
戸
時
代

に
描
か
れ
た
鳥
た
ち　

輸
入
さ
れ
た
鳥
、
身
近
な
鳥
』〈
平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日　

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
・
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
〉
三
五
頁
（。

（
16
（　

鈴
木
京
「
伊
藤
若
冲
筆
《
鸚
鵡
図
》
に
関
す
る
一
考
察

─
肖
像
画
と
し
て
の
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
」（『
藝
叢
』
第
二
四
号
〈
平
成

二
十
年
三
月
一
日　

筑
波
大
学
大
学
院
芸
術
学
研
究
室
〉（
一
六
八
頁
。

（
17
（　
「
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
輸
入
鳥
の
飼
育
は
経
済
的
に
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
高
価
な
鳥
類
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
た
。

そ
の
唯
一
の
機
会
が
鳥
類
の
見
世
物
で
あ
っ
た
。
中
で
も
鸚
鵡
や
孔
雀
の
よ
う
な
輸
入
鳥
は
「
唐
鳥
」
あ
る
い
は
「
名
鳥
」
と
呼
ば
れ
人
気

の
高
い
部
門
で
あ
っ
た
」（
同
右
、
一
六
八
頁
（。

（
18
（　

一
羽
の
白
い
鸚
鵡
と
止
ま
り
木
が
描
か
れ
て
い
る
若
冲
作
《
鸚
鵡
図
》
は
現
在
五
点
確
認
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
氏
は
「
若
冲
が
《
鸚
鵡
図
》

を
描
い
た
と
推
定
さ
れ
る
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
（
か
ら
宝
暦
七
、八
年
（
一
七
五
七
、五
八
（
は
、
ま
だ
鸚
鵡
を
身
近
に
見
る
こ
と
の
で
き

る
時
代
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
同
右
、
一
六
九
頁
（
と
解
説
し
て
い
る
。

（
19
（　

三
巻
本
系
統
第
一
類
本
の
陽
明
文
庫
蔵
本
、
第
二
類
本
の
相
愛
大
学
・
相
愛
女
子
短
期
大
学
図
書
館
蔵
の
弥
富
破
摩
雄
氏
・
田
中
重
太
郎

氏
旧
蔵
本
を
底
本
と
し
た
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
八　

枕
草
子
』（
平
成
九
年
十
一
月
二
十
日　

小
学
館
（
九
五
頁
。

（
（0
（　

小
山
氏
は
「
鸚
鵡
返
し
」
と
い
う
技
法
に
つ
い
て
、「
俊
頼
の
時
代
、
す
な
わ
ち
十
二
世
紀
始
め
に
は
、
明
文
化
さ
れ
て
は
お
ら
ず
と
も

技
法
と
し
て
は
周
知
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」（
二
〇
六
頁
（
と
し
て
い
る
。



（9 泉鏡花「琵琶伝」の鸚鵡

（
（1
（　

寿
永
三
年
書
写
の
『
三
宝
感
応
要
略
録
』（
上
・
中
・
下
三
巻
、
三
冊
（
を
収
録
し
た
『
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
四
三　

三
宝
感
応
要
略
録
』

（
平
成
二
十
年
六
月
三
十
日　

八
木
書
店
（
で
は
巻
上
・
仏
宝
聚
・
第
一
七
に
「
阿
弥
陀
仏
化
作
鸚
鵡
鳥
引
起
安
息
国
感
応
第
十
七
」（
五
六
頁
（

の
記
事
が
見
ら
れ
た
。

（
（（
（　
「
鸚
鵡
の
往
生
の
話
は
、
中
世
に
か
な
り
流
布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、
①
『
三
宝
感
応
要
略
録
』『
今
昔

物
語
集
』『
金
言
類
聚
抄
』
と
、
②
『
龍
舒
浄
土
文
』『
鎮
西
宗
要
』『
私
聚
百
因
緑
集
』『
発
心
集
』
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。」（
平
間

理
俊「
法
然
上
人
伝
法
絵『
善
導
寺
本
』に
み
ら
れ
る
説
話
の
生
成
と
展
開

─
鸚
鵡
の
往
生
譚
・
蝙
蝠
の
転
生
譚
を
手
が
か
り
に

─
」（『
佛

教
文
化
研
究
』
第
六
五
号
〈
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日　

浄
土
宗
教
学
院
〉
一
五
頁
（。

（
（（
（　
「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
に
は
「
彼
国
に
は
常
に
種
種
奇
妙
な
る
雑
色
の
鳥
有
り
。
白
鵠
、
孔
雀
、
鸚
鵡
、
舎
利
、
迦
陵
頻
伽
、
共
命
の
鳥
な
り
。

是
諸
衆
の
鳥
昼
夜
六
時
に
和
雅
の
音
を
出
す
」（『
昭
和
新
纂　

国
訳
大
蔵
経
』
経
典
部
第
二
巻
〈
昭
和
五
年
二
月
十
日　

東
方
書
院
〉

一
六
六
頁
（
と
あ
る
。

（
（4
（　

趙
玉
萍
「
観
音
図
中
の
白
い
鸚
鵡
に
つ
い
て
」（『
文
化
史
学
』
第
七
六
号
〈
令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日　

文
化
史
学
会
〉（
に
於
い
て
、明
・

正
統
八
年
（
一
四
四
三
（
に
完
成
さ
れ
た
北
京
・
法
海
寺
の
水
月
観
音
壁
画
、
明
・
万
暦
二
十
一
年
（
一
五
九
三
（
に
制
作
さ
れ
た
九
蓮
観

音
菩
薩
像
な
ど
を
挙
げ
、「
白
い
鸚
鵡
が
観
音
図
の
中
に
眷
属
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
一
つ
の
類
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
」（
五
二

頁
（
と
し
て
い
る
。

（
（5
（　

吉
田
昌
志
「
補
注
」（『
泉
鏡
花
集　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
二
〇
』〈
平
成
十
四
年
三
月
十
八
日　

岩
波
書
店
〉（
四
〇
二
頁
。

（
（6
（　

王
昭
君
の
故
事
に
つ
い
て
、
吉
田
氏
は
「
や
ま
と
昭
君
」
と
「
琵
琶
伝
」
の
「
両
作
に
介
在
し
て
い
る
の
が
、
王
昭
君
の
故
事
で
あ
っ
て
、

題
名
が
、
匈
奴
に
嫁
し
た
悲
運
の
女
性
王
昭
君
の
日
本
版
を
綴
る
意
で
あ
る
『
や
ま
と
昭
君
』
の
刊
本
の
表
紙
に
鸚
鵡
と
琵
琶
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
王
昭
君
が
胡
国
に
赴
く
道
中
、
馬
上
で
琵
琶
を
弾
じ
て
自
ら
を
慰
め
る
事
跡
は
、
説
話
ば
か
り
で
な
く
、

物
語
絵
と
も
な
っ
て
、
古
来
本
邦
に
広
く
流
布
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
」（
四
〇
二
頁
（
と
解
説
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
吉
田
氏
は
明
治

二
十
八
年
五
月
発
表
の
鏡
花
の
評
論
「
愛
と
婚
姻
」
で
、「「
婚
を
強
ひ
」
ら
れ
た
例
に
王
昭
君
が
引
か
れ
て
い
る
」
こ
と
指
摘
し
、
こ
の
こ

と
か
ら
「
近
藤
に
嫁
し
た
お
通
の
悲
劇
を
描
く
『
琵
琶
伝
』
の
発
想
の
直
接
の
モ
メ
ン
ト
を
、
こ
の
評
論
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と



（0

し
た
（
四
〇
二
頁
（。

（
（7
（　

越
野
格
「
妄
想
・「
琵
琶
伝
」」（『
国
語
国
文
学
』
第
五
三
号
〈
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日　

福
井
大
学
言
語
文
化
学
会
〉
四
二
頁
（。

引
用
は
『
国
文
学
年
次
別
論
文
集　

近
代
Ⅰ
』（
令
和
二
年
九
月　

朋
文
出
版
（
に
拠
る
。
以
下
、
越
野
論
文
と
略
記
し
、
掲
載
誌
の
頁
数

の
み
を
示
す
。
引
用
部
に
於
け
る
読
点
の
コ
ン
マ
は
原
文
の
マ
マ
で
あ
る
。

（
（8
（　

今
橋
理
子
「
白
鸚
鵡
と
美
少
女
（
下
（

─
〈
鸚
鵡
文
学
〉
の
祖
形
と
し
て
の
鏡
花
小
説
」（『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
』
一
九
巻
〈
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日　

学
習
院
女
子
大
学
〉（
四
七
頁
。
以
下
、
今
橋
論
文
と
略
記
し
、
掲
載
誌
の
頁
数
の
み
を
示
す
。

（
（9
（　

今
橋
理
子
「
鸚
鵡
の
肖
像

─
〈
花
鳥
画
〉
と
〈
美
人
画
〉
の
境
界
」（『
文
学
』
隔
月
刊
第
一
〇
巻
第
五
号
〈
平
成
二
十
一
年
九
月

二
十
五
日　

岩
波
書
店
〉（
一
三
二
頁
。

（
（0
（　

竹
田
晃
・
黒
田
真
美
子
編　

竹
田
晃
・
檜
垣
馨
二
著
『
中
国
古
典
小
説
選
七　

緑
珠
伝
・
楊
太
真
外
伝
・
夷
堅
志
他
〈
宋
代
〉』（
平
成

十
九
年
三
月
二
十
五
日　

明
治
書
院
（
一
〇
二
頁
。

（
（1
（　
「
鸚
鵡
呼
琵
琶
」（
巻
七
・
二
九
・
第
二
五
丁
裏
か
ら
第
二
六
丁
表
（。（
浅
井
了
意
『
新
語
園
』〈
天
和
二
年
二
月　

書
林
梅
花
堂
〉（
全

一
〇
巻
。
引
用
は
再
版
本
（
天
和
二
壬
戌
年
仲
春
上
澣
、
書
林
梅
花
堂
、
梶
川
常
政
・
小
佐
治
宗
貞
・
小
佐
治
忠
治
開
版
（
の
編
者
蔵
本
（
全

一
〇
巻
、
一
〇
冊
（
を
底
本
と
し
た
吉
田
幸
一
編
『
古
典
文
庫
四
二
〇
冊　

新
語
園
（
下
（』〈
昭
和
五
十
六
年
九
月
二
十
日　

古
典
文
庫
〉

に
拠
る
。
以
下
、『
新
語
園
』
か
ら
の
引
用
は
、
作
品
名
（
巻
数
・
話
数
・
丁
付
（
の
み
を
示
す
。

（
（（
（　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
三
巻
（
昭
和
五
十
九
年
四
月
二
十
日　

岩
波
書
店
（、四
六
二
頁
。『
新
語
園
』
に
つ
い
て
、花
田
富
二
夫
「『
新

語
園
』
と
類
書

─
了
意
読
了
漢
籍
へ
の
示
唆

─
」（『
近
世
文
芸
』
三
四
巻
〈
昭
和
五
十
八
年
五
月
三
十
日　

日
本
近
世
文
芸
会
〉（
に

拠
れ
ば
「『
新
語
園
』
記
載
の
中
国
説
話
は
あ
る
特
定
の
類
書
数
点
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」（
一
三
頁
（
と
し
て
、『
事
文
類
聚
』、

『
天
中
記
』、『
太
平
広
記
』、『
太
平
御
覧
』
の
四
つ
の
類
書
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
『
新
語
園
』
の
「
鸚
鵡
呼
琵
琶
」
に
類
似
し

た
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
は
『
事
文
類
聚
』、『
天
中
記
』
で
あ
る
。
そ
の
他
の
資
料
に
つ
い
て
独
自
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、『
円
機
活
法
』 

と
い
う
詩
学
書
に
も
類
似
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。『
事
文
類
聚
』
は
、
宋
の
祝
穆
が
前
集
六
〇
巻
・
後
集
五
〇
巻
・

続
集
二
八
巻
・
別
集
三
二
巻
を
成
し
、
淳
祐
六
年
に
成
立
し
た
。
後
に
、
元
の
富
大
用
が
新
集
三
六
巻
・
外
集
一
五
巻
を
、
元
の
祝
淵
が
遺
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集
一
五
巻
を
追
加
し
二
三
六
巻
と
な
っ
た
。
寛
文
六
年
刊
の
訓
点
付
き
和
刻
本
を
底
本
と
し
た
『
第
二
巻　

和
刻
古
今
事
文
類
聚　

後
集　

国
文
学
研
究
資
料
文
庫
九
』（
昭
和
五
十
七
年
十
月
二
十
五
日　

ゆ
ま
に
書
房
（で
は
、後
集
・
巻
四
三
・
第
一
九
丁
表
に「
鸚
鵡
伝
呼
」（
五
二
七

頁
（
と
い
う
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
天
中
記
』
は
、
陳
耀
文
が
編
纂
し
、
明
・
万
暦
二
十
三
年
に
序
刊
さ
れ
た
類
書
（
全
六
〇
巻
（

で
あ
る
。『
四
庫
類
書
叢
刊　

天
中
記
（
全
三
冊
（』（
平
成
三
年
八
月　

上
海
古
籍
出
版
（
で
は
、
巻
五
九
・
第
二
七
丁
裏
に
「
呼
琵
琶
」

の
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
円
機
活
法
』
は
、
詩
学
全
書
・
韻
学
全
書
か
ら
な
る
全
二
四
巻
の
資
料
で
、
明
代
の
楊
淙
の
著
と
伝
え
ら

れ
る
。
王
世
貞
校
『
円
機
活
法
』（
明
治
一
六
年　

山
中
出
版
舎
（
で
は
、
詩
学
・
一
三
巻
・
第
六
丁
表
に
「
伝
呼
琵
琶
」
と
い
う
逸
話
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
新
語
園
』
の
基
と
な
っ
た
『
語
園
』
で
は
「
鸚
鵡
賊
ヲ
告
事
」
と
い
う
、
鸚
鵡
の
告
げ
口
に
よ
っ
て
姦
通
が

暴
か
れ
る
と
い
っ
た
内
容
の
も
の
が
『
開
元
遺
事
』
か
ら
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
鸚
鵡
賊
ヲ
告
事
」
や
「
琵
琶
伝
」、「
や
ま
と
昭
君
」、
そ
の

基
と
な
っ
た
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
の
「
夫
と
鸚
鵡
」
等
に
は
姦
通
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
鸚
鵡
と
の
連
鎖
が
見
ら
れ
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

冤
罪
で
あ
る
場
合
も
含
め
、
姦
通
と
鸚
鵡
が
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
（（
（　
「
泉
鏡
花
蔵
書
目
録
」（『
鏡
花
全
集
』
第
三
巻
月
報
一
四
〈
昭
和
十
六
年
十
二
月　

岩
波
書
店
〉。『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
一
二　

泉

鏡
花
・
美
と
幻
想
』（
平
成
三
年
一
月
七
日　

有
精
堂
出
版
（
所
収
、
二
二
二
頁
。（
に
は
、「
新
語
園
（
木
（
十
冊
」（
木
＝
木
版
本
（
と
あ
る
。

（
（4
（　

須
田
千
里
「
鏡
花
文
学
の
源
泉　

中
国
文
学
、
江
戸
文
学
、
民
譚
、
挿
画
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
〇
月
号
第
三
二
巻
第
一
三
号
〈
平
成
十
二

年
十
月
一
日　

青
土
社
〉（
に
拠
れ
ば
、「『
新
語
園
』（
浅
井
了
意
が
漢
籍
中
か
ら
奇
談
・
説
話
を
集
め
た
も
の
（
に
拠
る
も
の
→
「
聞
き
た

る
ま
ゝ
」（
明
治
四
〇
・
二
（
の
蘇
東
坡
と
李
白
の
話
、「
唐
模
様
」（
明
治
四
五
・
三
、六
（。
な
お
、『
新
語
園
』
は
漢
字
片
カ
ナ
混
じ
り
で
あ
り
、

翻
訳
で
は
な
い
が
、
仮
に
こ
こ
に
挙
げ
て
お
く
。」（
一
六
六
頁
（
と
し
て
、『
新
語
園
』
に
拠
る
鏡
花
作
品
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
（5
（　

井
上
円
了
『
妖
怪
学
講
義　

緒
言　

総
論
』（〈
明
治
二
十
六
年
十
一
月
五
日
～
明
治
二
十
七
年
十
月
二
十
日　

哲
学
館
〉
初
版
（、
全

二
四
巻
。『
妖
怪
学
講
義 

合
本
第
一
冊　

緒
言
及
総
論
』（〈
明
治
二
十
九
年
六
月
十
四
日　

哲
学
館
〉
増
補
再
版
（
で
は
「
参
考
書
目
拾
遺
」

の
之
之
部
に
「
新
語
園
」（
四
頁
（
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。
本
書
は
明
治
二
十
九
年
に
再
版
さ
れ
、
講
義
録
完
結
後
、
各
冊
各
部
を
合
綴
し
、

「
緒
言
」（『
妖
怪
学
講
義
緒
言
』
や
「
参
考
書
目
拾
遺
」
等
（
を
加
え
た
全
八
巻
全
六
冊
の
合
本
で
あ
る
。

（
（6
（　
「
鸚
鵡
語
夢
」（
巻
七
・
二
七
・
第
二
四
丁
表
か
ら
第
二
四
丁
裏
（
の
全
文
を
引
用
す
る
。
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二
十
七
鸚
鵡
語
レ
夢　
　
　
　

明
皇
雑
録

　
　

鸚
鵡
ハ
黠
慧
ノ
鳥
ナ
リ
能
ク
人
語
ヲ
学
フ
唐
ノ
開
元
年
中
ニ
嶺
南
ヨ
リ
白
鸚
鵡
ヲ
献
ツ
ル
是
ヲ
宮
中
ニ
養
コ
ト
年
久
シ
狎
愛
シ
テ
聡
慧

利
根
ニ
シ
テ
人
ノ
言
学
バ
ズ
ト
云
コ
ト
無
ク
能
ク
先
立
テ
人
ノ
意
ヲ
知
ル
玄
宗
及
ビ
楊
貴
妃
甚
ハ
タ
寵
シ
テ
雪
衣
娘
ト
名
テ
呼
詩
ノ
篇

ヲ
教
玉
フ
ニ
数
遍
ニ
シ
テ
能
ク
誦
ス
玄
宗
常
ニ
楊
貴
妃
ト
棋
を
囲
玉
フ
ニ
玄
宗
ノ
方
負
色
ナ
ル
時
ニ
雪
衣
娘
ト
呼
玉
ヘ
ハ
必
ス
飛
テ
盤

ノ
上
ヘ
ニ
入
テ
鼓
舞
シ
テ
以
テ
其
ノ
石
ノ
行
列
ヲ
乱
ス
一
日
楊
貴
妃
ノ
鏡
台
ニ
登
テ
語
テ
曰
雪
衣
娘
昨
ノ
夜
ノ
夢
ニ
鷙
鳥
ノ
為
ニ
摶
タ

リ
ト
見
ル
是
レ
此
ニ
尽
ト
将
乎
云
フ
玄
宗
乃
シ
貴
妃
ニ
命
シ
テ
般
若
心
経
ヲ
授
シ
メ
以
テ
是
ノ
灾

ワ
サ
ハ
ヒ

ヲ
禳ハ
ラ
ハ

シ
ム
後
ニ
殿
上
ニ
於
テ
端
近

ク
戯
フ
レ
テ
鸚
鵡
ヲ
遊
シ
メ
ラ
ル
忽
チ
ニ
鷹
来
テ
鸚
鵡
ヲ
摶
テ
斃
ス
玄
宗
ト
與
二
貴
妃
一
嘆
キ
傷
テ
悲
哀
シ
給
フ
遂
ニ
尸
ヲ
苑
ノ
中
ニ
瘞

テ
為
ニ
冡
ヲ
築
テ
鸚
鵡
冡
ト
名
ク
ト
云
フ

（
（7
（　

場
面
④
に
於
け
る
作
品
内
の
季
節
は
、
謙
三
郎
が
出
征
に
際
し
て
清
川
家
を
訪
れ
て
い
る
場
面
で
、「
永
き
夏
の
日
に
尽
き
ざ
る
に
、
帰

営
の
時
限
迫
り
た
れ
ば
」（
第
二
章
、
三
九
頁
（
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夏
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
夏
と
い

う
季
節
に
於
い
て
鸚
鵡
の
白
を
「
あ
は
れ
消
残
る
樹
間
の
雪0

」（
第
二
章
、
三
九
頁
（
と
し
て
い
る
こ
と
が
特
筆
で
き
る
。

（
（8
（　
「
鸚
鵡
悲
上
皇
崩
」（
巻
七
・
二
八
・
第
二
五
丁
表
か
ら
第
二
五
丁
裏
（
の
全
文
を
引
用
す
る
。

二
十
八
鸚
鵡
悲
カ
ナ
シ
ム

二
上
皇
崩
ノ
ホ
ウ
ス
ル
ヲ

一　
　
　
　

建
炎
実
録

　
　

宋
ノ
徽
宗
皇
帝
ノ
時
ニ
隴
西
ヨ
リ
調
貢
ト
シ
テ
毎コ

ト
ニ

レ
歳ト
シ

鸚
鵡
ヲ
献
ツ
ル
徽
宗
帝
是
ヲ
安
妃
閣
ニ
置
テ
詩
文
ヲ
教
テ
唱
シ
メ
ラ
ル
能
ク
覚

テ
歌
ノ
宣
和
ノ
末
ノ
年
ニ
及
ヒ
テ
皆
ナ
中
使
ニ
勅
シ
テ
故
郷
ノ
棲
処
ロ
ナ
ル
ヲ
以
テ
隴
西
ニ
送
リ
テ
本
土
ニ
放
チ
還カ

ヘ
サ

レ
タ
リ
後
ニ
郭
浩

ト
云
フ
人
乃
シ
秦
鳳
ノ
提
刑
ト
云
フ
官
ニ
補
セ
ラ
レ
隴
西
ノ
辺
ニ
赴
ク
ニ
白
鸚
鵡
ト
紅
鸚
鵡
ト
樹
ノ
枝
ニ
並
ビ
居
テ
郭
浩
ヲ
見
テ
何
方

ヨ
リ
ノ
人
ゾ
ト
言
ヲ
挂
テ
問
ケ
レ
バ
郭
浩
奇
特
ニ
思
ヒ
テ
杭
州
ヨ
リ
来
ル
ト
対
フ
徽
宗
皇
帝
ハ
安
泰
ニ
御
在
カ
ト
云
フ
上
皇
ハ
去
ヌ
ル

頃
ニ
崩
御
ナ
リ
シ
ト
対
タ
リ
二
ツ
ノ
鸚
鵡
是
ヲ
聞
テ
悲
ミ
鳴
声
頻シ

キ
リ

ニ
シ
テ
已
ス
聞
ニ
涙
ノ
零オ
チ

テ
哀ア
ハ
レ

ナ
ル
コ
ト
措
所
ロ
ナ
シ
郭
浩
感
傷
シ

テ
詩
ヲ
賦
シ
テ
曰
隴
口
山
深
草
樹
荒
行
人
到
レ
此
断
二
肝
間
一
耳
辺
不
レ
忽
レ
聴
二
鸚
鵡
一
猶
在
二
枝
頭
一
説
二
上
皇
一

（
（9
（　
「
プ
ラ
マ
の
流
行
も
下
火
と
な
り
モ
ロ
モ
ツ
ト
少
し
首
を
も
ち
や
げ
か
ゝ
り
し
に
鸚
鵡
も
ま
た
勢
ひ
を
得
て
上
物
百
円
よ
り
中
も
の
五
十

円
く
ら
ゐ
な
り
と
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
朝
刊
〈
明
治
二
十
三
年
三
月
九
日　

東
京
朝
日
新
聞
社
〉
四
面
（。「
人
真
似
に
巧
み
な
る
鳥
類
に
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て
は
鸚
鵡
は
衰
運
に
て
九
冠
鳥
の
全
盛
期
に
て
人
真
似
の
出
来
る
も
の
十
五
六
円
よ
り
百
円
位
迄
鸚
鵡
は
二
十
円
乃
至
百
円
異
鸚
鵡
が
五
十

円
よ
り
二
百
円
カ
ケ
ス
、
ハ
ク
カ
鳥
桃
色
イ
ン
コ
、
天
竺
バ
タ
ン
、
ダ
ル
マ
イ
ン
コ
等
は
音
声
人
に
似
ざ
る
為
真
似
は
出
来
て
も
愛
禽
家
に

受
け
ず
従
つ
て
相
場
は
極
め
て
安
し
」（『
読
売
新
聞
』
朝
刊
〈
明
治
四
十
三
年
五
月
三
日　

日
就
社
〉
三
面
（。
明
治
二
十
年
頃
の
相
場
で
は
、

週
刊
朝
日
編
『
値
段
史
年
表　

明
治
・
大
正
・
昭
和
』（
昭
和
六
十
三
年
六
月
三
十
日　

朝
日
新
聞
社
（
に
拠
れ
ば
明
治
二
十
七
年
の
公
務

員
の
初
任
給
（
月
棒
（
が
五
十
円
で
、
明
治
十
九
年
・
明
治
三
十
二
年
の
東
京
大
学
の
授
業
料
（
年
額
（
が
二
十
五
円
で
あ
る
。

（
40
（　
『
文
芸
俱
楽
部
』
の
「
鸚
鵡
石
」
に
関
す
る
記
事
と
し
て
、
立
田
紅
於
園
「
勝
地
案
内　

伊
勢
の
鸚
鵡
石
」（『
文
芸
倶
楽
部
』
第
六
巻
第

七
編
〈
明
治
三
三
年
五
月
一
〇
日　

博
文
館
〉（、
加
藤
富
学
「
諸
国
奇
談　

鸚
鵡
石
」（『
文
芸
倶
楽
部
』
第
七
巻
第
六
号
〈
明
治
三
十
四
年

五
月
一
日　

博
文
館
〉（、
窮
象
子
「
諸
国
奇
談　

常
宮
の
二
奇
談
（
龍
燈
の
松　

鸚
鵡
石
（」（『
文
芸
倶
楽
部
』
第
七
巻
第
一
二
号
〈
明
治

三
十
四
年
九
月
一
日　

博
文
館
〉（
な
ど
が
あ
る
。

（
41
（　
【
鸚
鵡
】
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジLib

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
令
和
四
年
十
二
月
四
日　

閲
覧
（

（
4（
（　
【
鸚
鵡
石
】
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジLib

『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
令
和
五
年
十
月
二
十
一
日　

閲
覧
（

（
4（
（　

注（
40
（で
挙
げ
た
「
諸
国
奇
談　

鸚
鵡
石
」
や
「
諸
国
奇
談　

常
宮
の
二
奇
談
（
龍
燈
の
松 

鸚
鵡
石
（」
で
は
、
鸚
鵡
石
が
音
を
反
響
す

る
の
は
物
理
の
理
屈
で
あ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
奇
談
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
明
治
に
於
い
て
も
人
々
が
不
可
思
議
な
も
の

に
惹
か
れ
る
心
理
が
見
て
取
れ
る
。

（
44
（　

柳
田
国
男
と
鏡
花
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
柳
田
晩
年
の
回
顧
録
『
故
郷
七
十
年
』
で
は
そ
の
出
会
い
が
語
ら
れ
る
。『
故
郷
七
十
年
』
に

拠
れ
ば
、
柳
田
と
鏡
花
は
東
京
帝
大
で
初
め
て
対
面
し
、
そ
の
時
の
柳
田
の
様
子
を
、
鏡
花
は
「
湯
島
詣
」
で
「
小
説
の
は
じ
め
の
方
に
、

身
軽
そ
う
に
窓
か
ら
と
び
上
る
学
生
」
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
出
会
い
か
ら
、
柳
田
は
「
暇
さ
え
あ
れ
ば
小
石
川
の
家
に
訪
ね
て

行
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
以
来
、
学
校
を
出
て
か
ら
後
も
、
ず
っ
と
交
際
し
て
来
た
」
と
い
う
（
以
上
、
柳
田
国
男
『
故
郷
七
十
年
』〈
昭
和

三
十
四
年
十
一
月
二
十
日　

の
じ
ぎ
く
文
庫
〉
初
出
。『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
一
巻
〈
平
成
九
年
十
一
月
二
十
日　

筑
摩
書
房
〉
所
収
、

一
五
〇
頁
（。

（
45
（　

公
山
或
田
「
鸚
鵡
」（『
校
友
会
雑
誌
』
第
三
九
号
〈
明
治
二
十
七
年
十
月
七
日　

第
一
高
等
学
校
校
友
会
〉
五
六
頁
（
の
全
文
を
引
用
す
る
。
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父
な
る
人
失
せ
て
後
、
世
渡
り
の
た
つ
き
も
絶
え
、
あ
た
り
も
い
と
つ
れ
な
か
り
し
か
ば
、
そ
を
憂
ひ
て
、
悒
悒
と
し
て
楽
し
ま
さ
り

し
我
友
は
、
つ
ひ
に
去
年
の
暮
に
身
ま
か
り
て
、
老
た
る
母
を
残
し
ぬ
、
昔
に
か
は
る
家
の
中
に
、
留
れ
る
も
の
は
、
唯
一
羽
の
鸚
鵡

な
り
、
鸚
鵡
の
羽
の
雪
よ
り
も
白
く
て
、
世
の
塵
に
そ
ま
ぬ
げ
な
る
も
い
と
哀
な
る
に
、
旭
の
影
う
ら
ゝ
か
な
る
朝
は
、
お
の
つ
か
ら

種
々
の
言
と
か
た
る
め
り
。
そ
か
「
後
藤
さ
ん
、
後
藤
さ
ん
、」
と
か
た
る
は
、
父
君
ゐ
ま
せ
し
頃
、
屢
来
た
り
し
人
の
名
な
り
と
、

母
君
か
た
り
た
ま
ひ
ぬ
。
は
か
な
き
恋
の
歌
な
ど
、
よ
く
聞
覚
え
て
、
唱
ふ
る
時
は
、
ふ
し
に
つ
れ
て
お
ど
る
と
ぞ
い
ふ
な
れ
ど
、
今

は
も
の
う
が
り
た
ま
ひ
て
、
見
た
ま
ふ
こ
と
だ
に
ま
れ
な
れ
ば
、
か
ひ
な
し
。
い
そ
ぐ
事
あ
り
て
、
門
を
通
り
過
ぎ
む
と
す
る
時
、
此

鳥
の
清
く
鋭
く
よ
ぶ
聲
を
き
け
ば
、
我
胸
は
さ
く
る
や
う
に
て
、
ふ
と
立
よ
り
て
、
か
の
母
君
と
、
昔
話
を
す
る
が
常
な
り
き
。

　
　
　
　
　
　
　

簡
に
し
て
情
あ
り
徒
然
草
の
一
節
を
よ
む
が
如
し

　
　

雪
よ
り
も
白
い
羽
毛
を
持
つ
鸚
鵡
、「
後
藤
さ
ん
、
後
藤
さ
ん
、」
と
い
う
呼
び
声
、
恋
の
歌
を
聞
き
覚
え
て
「
ふ
し
に
つ
れ
て
お
ど
る
」

と
い
う
人
間
の
よ
う
に
振
る
舞
う
姿
な
ど
、
鸚
鵡
琵
琶
と
の
共
通
点
は
多
い
。
且
つ
、『
新
語
園
』
に
見
ら
れ
る
鸚
鵡
の
特
徴
も
見
ら

れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
明
治
三
十
年
頃
が
鏡
花
と
柳
田
の
出
会
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
小
文
が
発
表
さ
れ
た
時
期
（
明
治

二
十
七
年
（
に
両
者
の
交
流
は
あ
っ
た
の
か
、
偶
然
で
あ
る
の
か
、
現
時
点
の
調
査
で
は
不
明
で
あ
る
。

（
46
（　

同
右
、
五
六
頁
。

（
47
（　
「
黒
壁
」
は
明
治
二
十
七
年
に
『
詞
海
』
に
発
表
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
、
魔
境
と
畏
怖
さ
れ
る
黒
壁
を
舞
台
に
、
深
夜
丑
の
時
詣
に
遭
遇

し
た
「
予
」
の
恐
怖
が
一
人
称
視
点
で
語
ら
れ
る
。『
詞
海
』
は
明
治
二
十
五
年
か
ら
二
十
八
年
ま
で
発
刊
さ
れ
た
文
学
雑
誌
で
、
硯
友
社

の
作
家
に
よ
る
短
篇
小
品
発
表
の
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、同
派
作
家
と
し
て
鏡
花
も「
黒
壁
」を
発
表
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
黒

壁
」
か
ら
、
明
治
二
十
七
年
と
い
う
最
初
期
に
於
い
て
鏡
花
の
怪
異
へ
の
志
向
が
読
み
と
れ
る
。

【
図
版
①
】　

泉
鏡
花
「
琵
琶
伝
」（『
国
民
之
友
』
第
二
七
七
号
〈
明
治
二
十
九
年
一
月
四
日　

民
友
社
〉（、
三
六
頁
。

【
図
版
②
】　

山
梨
大
学
附
属
図
書
館
近
代
文
学
文
庫
蔵　

尾
崎
紅
葉
『
や
ま
と
昭
君
』（
明
治
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日　

吉
岡
書
籍
店
（。
国
文

学
研
究
資
料
館
の
「
近
代
書
誌
・
近
代
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」https://school.nijl.ac.jp/kindai/Y

M
N

K
/Y

M
N

K
-00601.htm

l#1

と
し



（5 泉鏡花「琵琶伝」の鸚鵡

て
公
開
さ
れ
る
画
像
に
拠
る
。

【
付
記
】
本
論
文
は
、
二
〇
二
二
年
度
に
京
都
女
子
大
学
文
学
部
国
文
学
科
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
卒
業

論
文
発
表
会
（
五
月
十
三
日（
土
（
於
：
京
都
女
子
大
学
（
の
席
上
に
於
い
て
、
ま
た
、
今
回
の
論
文
掲
載
に
関
わ
っ
て
、
貴
重
な
ご
指
摘
・

ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。




