
香
川
景
樹
の
歌
論
の
矛
盾
に
関
す
る
問
題

高

浜

充

 
香
川
景
樹
の
歌
論
に
つ
い
て
は
、
古
来
各
方
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
、
そ
の
聞

題
に
な
る
点
に
つ
い
て
も
、
種
々
論
議
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
論
説

に
色
々
矛
盾
が
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
未
だ
必
ず
し
も
論
じ
尽
く
さ
れ
た

と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
彼
の
歌
論
の
矛
盾
性
に
焦
点
を
あ
て
て
、
実
証
的

に
解
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。

 
先
ず
景
樹
の
歌
論
の
矛
盾
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
点
を
列
挙
し
て
み
る
と
、

 
ω
 
調
の
説
に
お
い
て
、
歌
の
調
は
そ
の
内
容
に
即
応
し
て
、
色
々
変
化

あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
又
一
方
で
は
、
調
は

優
美
で
上
品
な
一
定
の
型
の
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
事
の
矛

盾
。 

ω
 
歌
の
詞
は
、
現
代
の
平
語
を
用
う
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
一
方
又
、
俗

語
平
語
を
斥
け
て
い
る
事
の
矛
盾
。

 
㈲
 
実
物
実
情
の
端
的
の
感
を
歌
う
べ
■
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
自
作

に
お
い
て
は
知
巧
的
趣
向
の
歌
を
も
数
多
く
作
り
、
そ
れ
を
自
認
し
て
い
る
事

の
矛
盾
。

 
ω
 
以
上
の
事
を
含
め
て
、
理
論
と
実
作
と
の
一
致
し
な
い
事
の
矛
盾
。

 
⑤
賀
茂
真
淵
の
復
古
思
想
と
万
葉
主
義
を
攻
撃
し
て
尚
今
主
義
を
唱
え
て

い
る
が
、
そ
の
実
自
分
は
真
淵
の
説
を
継
承
し
て
い
る
し
、
又
古
今
集
を
尚
ぶ

点
で
、
真
淵
と
同
じ
よ
う
な
古
典
準
拠
主
義
で
あ
る
事
の
矛
盾
。

 
景
樹
の
歌
論
は
矛
盾
だ
ら
け
と
言
う
人
も
あ
る
が
、
彼
の
説
の
問
題
に
な
る

点
を
要
約
す
れ
ば
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
歌
論
は
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
事
実
矛
盾
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
仔
細

に
見
れ
ば
、
矛
盾
し
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
又
矛
盾
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
彼
は
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
い
な
が
ら
、
敢
て
強
弁
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

或
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
事
は
、
如
何
な
る
点
に

そ
の
原
因
が
あ
る
の
か
。
か
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
順
を
お
っ
て
明
き
ら
か

に
し
て
み
た
い
と
思
う
。一

 
景
樹
の
歌
論
の
中
心
を
な
す
所
の
『
し
ら
べ
』
の
説
に
つ
い
て
、
彼
は
、

『
ゆ
ら
ゆ
ら
と
し
た
る
が
調
の
と
と
の
へ
る
に
あ
ら
ず
。
せ
は
し
き
こ
と
は
せ

は
し
く
、
強
き
も
の
に
は
弥
き
が
、
，
調
の
と
と
の
へ
る
な
り
。
」
 
（
桂
園
遺

文
）
等
と
度
々
く
り
返
し
述
べ
て
、
歌
の
調
は
表
現
対
象
に
即
応
し
た
調
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
強
調
し
て
い
る
が
、
又
他
の
一
面
に
於
て
、
『
大
や
う

は
み
や
び
か
に
詠
む
事
に
て
、
み
や
び
と
云
は
品
よ
き
に
て
、
上
品
に
い
や
し

か
ら
ず
、
如
何
な
る
高
貴
の
方
の
み
前
に
て
調
べ
あ
げ
て
も
、
恥
し
か
ら
ず
候

や
う
言
ひ
下
す
を
よ
く
調
ぶ
る
と
塾
主
也
。
」
（
随
所
師
説
）
等
と
言
っ
て
、
歌

の
調
は
上
品
で
流
麗
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
相
反
す
る
意
見
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
、
従
来
各
方
面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
所

で
あ
る
が
、
先
ず
彼
は
調
の
本
質
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
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改
め
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
文
で
あ
る
が
、

 
そ
も
そ
も
調
は
天
地
に
根
ざ
し
て
古
今
を
つ
ら
ぬ
き
四
海
に
わ
た
り
て
異
類

 
を
す
ぶ
る
も
の
な
り
、
（
歌
学
提
要
）
歎
辞
は
自
然
に
出
で
て
、
自
然
は
即
誠

 
な
り
。
誠
ば
か
り
天
の
下
に
尊
き
も
の
な
く
麗
し
き
も
の
な
け
れ
ば
、
歌
の

 
姿
は
尊
く
麗
し
か
る
べ
き
事
又
能
な
し
。
 
（
楽
不
流
が
詠
草
に
）

 
う
つ
高
く
麗
し
き
は
天
地
の
心
に
て
や
が
て
天
地
の
調
な
り
。
此
面
を
得
た

 
る
を
よ
き
歌
と
す
。
 
（
丸
山
辰
政
が
詠
草
に
）

彼
の
言
う
所
は
、
歌
の
調
は
古
今
東
西
相
通
ず
る
の
み
な
ら
ず
天
地
の
心
に
通

ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
歌
は
歎
辞
が
、
誠
を
通
じ
て
自
然
に
表
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
之
は
天
地
の
心
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
天
地
の
心
も
誠
も

尊
く
麗
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
の
調
も
上
晶
に
麗
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
彼
が
天
地
の
心
と
か
誠
実
と
か
称
し
た
も
の

は
、
形
而
上
の
ロ
ゴ
ス
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
天

地
の
心
と
い
う
ロ
ゴ
ス
が
具
象
化
さ
れ
た
も
の
が
調
で
あ
る
。
だ
か
ら
調
は
古

今
東
西
男
女
の
み
な
ら
ず
、
天
地
万
物
に
遍
在
す
る
。
而
し
て
天
地
の
心
も
誠

実
も
尊
い
も
の
だ
か
ら
美
し
い
。
天
地
の
心
が
具
象
化
さ
れ
た
調
も
上
品
で
美

し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
併
し
他
面
に
於
て
之
と
相
反
す

る
意
見
を
述
べ
て
い
る
事
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
前
提
が
あ
る
事
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
調
の
う
る
は
し
き
が
宜
し
く
候
。
し
か
う
る
は
し
き
を
も
と
と
し
置
き
て
、

 
あ
は
れ
に
も
さ
や
か
に
も
お
も
し
ろ
く
も
、
い
か
に
も
物
に
時
に
し
た
が
ひ

 
て
有
た
く
候
。
 
（
正
寿
尼
の
詠
草
に
）

右
の
例
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
は
『
し
か
う
る
は
し
き
を
基
と
し
置
き

て
』
と
は
っ
き
り
断
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
流
麗
な
調
の
基
調
の
上
に
於

香
川
景
樹
の
歌
論
の
矛
盾
に
関
す
る
問
題

て
、
各
種
各
様
の
変
化
あ
る
調
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ヒ
品

で
麗
し
い
と
言
う
わ
く
の
中
に
於
て
変
化
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
天
地
の
心
が

美
し
い
と
言
う
彼
の
説
に
お
け
る
美
そ
の
も
の
の
内
容
を
、
優
美
な
も
の
の
み

に
限
定
し
た
事
に
つ
い
て
、
美
学
的
見
地
か
ら
の
当
否
は
別
と
し
て
、
彼
の
調

の
論
そ
の
も
の
は
一
応
統
一
さ
れ
て
い
て
、
別
に
矛
盾
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼

自
身
と
し
て
も
、
別
に
自
家
撞
着
を
感
じ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
自
信
満
々

た
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
又
彼
の
自
作
の
和
歌
に
つ
い
て
見
る
と
、
万
葉
調
の
歌
、
古
今
調
の
歌
、
新

古
今
調
の
歌
、
俳
論
歌
、
絶
巧
的
趣
向
の
歌
、
口
語
的
発
想
の
歌
、
新
し
い
素

材
の
歌
、
新
語
に
工
夫
し
た
歌
、
実
物
実
景
に
よ
る
実
感
の
歌
、
清
新
な
内
容

形
式
の
歌
、
流
麗
な
調
の
歌
、
や
や
屈
折
あ
る
調
の
歌
、
等
と
多
様
な
歌
風
の

歌
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
全
般
的
に
古
今
集
的
流
麗
な
調
に
色
ど
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
流
麗
な
調
の
基
調
の
申
に
於
て
、
色
々
の
変
化

を
見
せ
て
い
る
と
言
う
事
実
と
照
応
し
て
考
え
て
見
る
と
、
大
筋
に
於
て
は
、

彼
の
理
論
と
実
作
と
の
間
に
於
て
も
、
甚
だ
し
き
矛
盾
が
あ
る
と
は
言
い
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

二

 
次
に
景
樹
の
歌
の
詞
の
説
に
関
す
る
矛
盾
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
彼
は
歌

学
提
要
に
『
歌
詞
と
い
ふ
も
の
更
に
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
た
だ
そ
の
御
代
御

代
の
言
葉
を
も
て
誠
実
の
思
を
の
ぶ
る
の
み
。
さ
る
を
後
世
歌
よ
む
に
は
、
別

に
詞
つ
か
ひ
あ
る
も
の
と
思
へ
る
は
い
た
き
謬
な
り
。
今
の
世
の
詞
も
て
耳
や

す
く
よ
み
な
す
こ
そ
専
一
な
る
ぺ
け
れ
。
』
と
言
っ
て
、
歌
に
は
現
代
の
平
語

俗
語
を
使
用
す
べ
き
事
を
説
い
て
い
る
が
、
一
方
に
於
て
は
、
随
所
師
説
に
、
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『
今
の
俗
言
と
い
へ
ば
と
て
、
鄙
言
を
云
べ
き
に
あ
ら
ず
。
程
に
つ
け
て
よ
む

べ
き
詞
な
か
ら
ん
や
。
』
等
と
言
っ
て
寡
言
を
斥
け
て
い
る
。
こ
の
事
に
つ
い

て
は
、
夙
に
時
合
大
枝
が
文
政
十
一
年
末
新
学
異
見
弁
に
於
て
、
景
樹
の
説
を

批
判
し
て
い
る
。
景
樹
が
新
学
異
見
に
於
て
真
淵
の
説
を
攻
撃
し
て
、
『
萄
且

に
も
今
を
す
て
て
古
風
の
文
を
か
く
こ
と
な
か
れ
。
』
と
言
っ
た
事
を
批
判
し

て
、
『
今
と
は
い
つ
れ
の
丈
体
を
い
ふ
に
や
。
唯
心
の
書
憤
体
を
い
ふ
に
や
。

但
し
近
来
世
に
流
行
す
る
京
田
馬
琴
な
ど
が
作
の
絵
草
子
な
ど
の
罪
な
る
か
。

い
と
お
ぼ
つ
か
な
し
。
し
か
れ
ど
も
論
者
の
こ
の
論
文
を
見
る
に
、
さ
や
う
の

体
と
も
見
え
ず
。
却
て
近
世
に
は
聞
え
ぬ
古
語
を
も
、
を
り
を
り
見
え
、
其
上

仮
字
も
定
家
已
来
の
か
な
つ
か
ひ
に
も
よ
ら
で
、
古
き
か
な
つ
か
ひ
に
よ
れ
る

は
、
い
と
も
い
と
も
い
ぶ
か
し
き
こ
と
な
り
。
』
と
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
。

 
併
し
彼
が
平
語
の
使
用
を
主
張
し
た
の
も
、
無
条
件
で
な
く
て
、
限
界
を
つ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
歌
は
平
語
の
精
な
る
も
の
に
て
、
平
語
に
は
入
り
く
み
て
聞
港
と
り
か
た
き

 
も
、
歌
と
し
ら
ぶ
る
と
き
は
、
す
ら
す
ら
と
聞
え
て
か
つ
は
感
ず
る
ま
で
に

 
も
及
ぶ
こ
と
に
候
。
 
（
丸
山
辰
政
が
詠
草
に
）

 
今
の
世
に
も
聞
ゆ
る
事
、
窺
い
ふ
事
な
ら
ん
に
は
、
万
葉
古
今
の
頃
な
り
と

 
も
、
よ
る
に
ま
か
せ
て
よ
む
べ
き
な
り
。
今
の
世
に
い
は
ば
上
下
通
ぜ
ぬ
言

 
葉
な
ど
は
、
い
と
近
き
世
の
言
な
り
と
も
言
べ
か
・
繊
ざ
る
こ
と
な
り
。
 
（
随

 
所
師
説
）

 
俗
語
と
い
へ
ど
鄙
言
の
こ
と
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
、
 
（
中
略
）
今
の
世
の
み
や

び
た
る
詞
の
限
を
云
ふ
べ
し
（
随
聞
随
記
）

 
と
あ
る
よ
う
に
、
平
語
俗
語
と
鄙
言
と
を
区
別
し
て
い
る
。
彼
の
主
張
し
た

詞
の
平
語
俗
語
と
言
う
の
は
、
俗
語
の
中
で
歌
語
と
し
て
融
け
こ
む
事
の
で
き

る
も
の
の
み
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
古
語
で
も
現
代
の
人
に
わ
か
り
易
い
詞

は
、
大
い
に
使
用
し
た
が
よ
い
と
言
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

彼
の
今
の
世
の
詞
と
言
う
の
は
、
当
時
の
歌
壇
人
の
申
に
使
い
馴
れ
耳
に
親
し

ま
れ
て
い
る
古
語
と
、
そ
の
古
語
に
融
け
こ
む
こ
と
の
で
き
る
会
話
語
の
一
部

を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
解
釈
す
れ
ば
、
之
も
亦
別
に
矛
盾
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

 
彼
の
説
が
断
片
的
で
、
理
路
整
然
と
統
一
的
に
論
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

そ
の
真
意
を
掴
み
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
景
樹
が
詞
の
論
の
上
で
も
、
敢
て
強

弁
し
た
も
の
と
見
る
の
は
当
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
彼
の
実
作
の
和
歌
を
見
る
と
、
少
数
な
が
ら
口
語
的
発
想
の
歌
や
平
語
を
工

夫
し
て
使
用
し
た
歌
が
見
ら
れ
る
。

 
朝
な
朝
な
お
な
じ
所
に
き
こ
ゆ
れ
ど
あ
ら
た
ま
り
ゆ
く
鶯
の
声

 
春
の
野
に
若
葉
を
つ
め
ば
我
な
が
ら
昔
の
人
の
心
地
こ
そ
す
れ

 
夏
の
夜
の
月
の
か
げ
な
る
桐
の
葉
を
落
ち
た
る
の
か
と
思
ひ
け
る
か
な

右
の
歌
の
、
お
な
じ
所
に
、
我
な
が
ら
心
地
こ
そ
す
れ
、
落
ち
た
る
の
か
と
、

の
用
語
法
に
僅
か
な
が
ら
口
語
的
発
想
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
又
、
平
語
の
使
用
に
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
新
造
語
の
使
用
に
も
工
夫
し

て
い
た
こ
と
が
桂
園
一
枝
講
義
に
見
ら
れ
る
。

 
つ
た
へ
き
く
遠
山
人
の
洞
の
内
も
か
く
こ
そ
あ
る
ら
し
今
日
の
日
長
さ

 
お
ぼ
っ
か
な
お
ぼ
ろ
お
ぼ
ろ
と
我
妹
子
が
垣
根
も
見
え
ぬ
春
の
夜
の
月

に
対
す
る
自
歌
自
由
に
於
て
、
『
遠
山
人
新
し
き
な
り
。
お
ぼ
ろ
お
ぼ
ろ
と
重

ね
た
る
こ
と
古
来
な
き
な
り
。
』
と
言
っ
て
新
造
語
の
使
用
に
得
意
に
な
っ
て

い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。

 
彼
の
平
語
の
使
用
も
新
造
語
の
工
夫
も
、
彼
の
論
鋒
の
鋭
い
割
に
は
不
徹
底
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で
は
あ
る
が
、
彼
の
歌
論
と
し
て
の
平
語
使
用
の
主
張
は
、
条
件
附
と
言
う
事
，

が
彼
の
歌
論
の
申
に
は
っ
き
り
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
全
く
矛
眉

が
あ
・
る
と
言
う
事
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三

 
景
樹
の
調
の
論
と
平
語
の
説
は
矛
盾
は
な
い
に
し
て
も
、
詩
歌
の
本
質
や
美

学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
完
壁
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
調

は
天
地
の
心
に
通
ず
る
か
ら
尊
く
美
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
が
、

そ
の
美
し
い
と
雷
う
事
を
、
上
品
な
優
美
な
も
の
の
み
に
限
定
し
た
の
は
如
何

な
る
原
因
に
よ
る
の
で
あ
ろ
か
か
。
又
彼
の
平
語
の
主
張
が
や
や
不
徹
底
で
純

然
た
る
会
話
語
の
意
味
で
な
か
っ
た
事
は
何
故
だ
ろ
う
か
と
言
う
こ
と
に
つ
い

て
一
応
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
新
学
異
見
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

 
抑
ぐ
歌
の
調
は
天
地
の
中
に
は
ら
ま
り
運
り
て
、
し
ら
ず
し
ら
ず
そ
の
大
御

 
代
大
御
代
の
風
体
を
な
す
も
の
な
り
。
ま
た
人
々
の
性
の
ま
ま
に
う
け
え
た

 
る
調
あ
り
。
そ
は
各
ぐ
異
に
し
て
其
面
の
か
は
れ
る
が
如
し
。
し
か
各
ζ
異

 
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
大
御
代
の
風
を
ば
出
る
べ
か
ら
ず

彼
は
歌
の
時
代
性
と
い
う
事
に
着
目
し
て
、
歌
は
時
代
の
文
化
的
特
質
に
根
ぎ

し
た
も
の
で
あ
る
べ
き
事
を
述
べ
て
い
る
。
又
歌
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
桂
園

一
枝
講
義
に

 
打
わ
た
す
遠
山
本
の
垣
根
ま
で
お
り
い
る
も
の
は
桜
な
り
け
り

の
自
歌
に
対
し
て
、
 
『
遠
山
本
と
い
へ
ば
村
里
の
気
味
合
が
あ
る
な
り
。
歌
を

よ
む
人
の
上
で
は
そ
れ
で
通
ず
る
な
り
。
俗
人
に
は
通
ぜ
ぬ
な
り
。
』
と
言
っ

て
一
般
人
の
通
用
語
と
歌
壇
人
の
通
用
語
と
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
彼
の
言
う
平
語
俗
語
の
論
も
、
当
時
の
知
識
人
教
養
人
の
間
に
墨
な
わ

香
川
景
樹
の
歌
論
の
矛
盾
に
関
す
る
問
題

れ
る
用
語
、
そ
れ
も
主
と
し
て
文
章
語
と
し
て
の
普
通
語
を
考
え
て
い
た
も
の
．

た
ろ
う
。

 
彼
は
歌
は
時
代
性
の
表
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
歌
は
現
代
性
の
表

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
が
、
そ
の
現
代
性
な
る
も
の
は
、

彼
が
少
年
時
代
か
ら
呼
吸
し
て
来
た
所
の
当
時
の
歌
壇
の
空
気
の
匂
ひ
以
外
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
永
い
間
の
伝
統
を
う
け
つ
い
で
来
た
堂
上
歌

風
と
、
伝
統
破
壊
の
革
新
的
歌
風
が
混
在
し
た
の
が
、
当
時
の
歌
壇
の
空
気
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
い
わ
ゆ
る
『
大
御
代
の
風
」
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
歌
風
な
る
も
の
は
、
平
安
朝
文
化
の
色
彩
を
持
っ
た
貴
族
的
趣
味

の
優
に
や
さ
し
く
上
品
で
麗
し
い
情
趣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
意
識
、
せ
る
と

せ
ぎ
る
と
に
拘
ら
ず
、
古
今
集
団
歌
風
の
基
調
に
於
て
、
清
新
の
風
を
出
す
と

言
う
の
が
、
彼
の
真
骨
頂
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
彼
の
調
が
上
品
で
優
美
な
美
し
さ
の
枠
内
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の
用
語
が
平

安
朝
的
古
語
を
基
と
し
た
所
の
、
 
当
時
の
教
養
人
問
の
通
用
語
で
あ
っ
た
事

も
、
こ
の
点
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四

 
次
に
景
樹
は
そ
の
歌
論
に
於
て
、
歌
は
実
物
実
景
に
向
か
っ
て
、
端
的
な
感

を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
る
べ
き
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
実
作
の
和
歌

に
於
て
は
、
知
巧
的
趣
向
を
主
と
し
た
観
念
的
和
歌
が
数
多
く
見
ら
れ
る
し
、

理
論
的
に
も
そ
れ
を
自
認
し
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

彼
は
新
学
異
見
に
於
て
『
歌
は
う
た
ひ
上
る
即
ち
感
ず
る
も
の
也
。
か
た
ぶ
き

て
そ
の
意
を
悟
り
、
た
つ
ね
て
そ
の
調
を
識
る
も
の
な
ら
ん
や
。
」
又
歌
学
提

要
に
は
、
『
詠
歌
の
趣
向
を
求
む
る
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
業
な
り
。
古
歌
の
よ
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き
を
見
よ
。
何
の
趣
向
か
あ
る
。
顕
輔
卿
の
、
秋
風
に
た
だ
よ
ふ
雲
の
た
え
ま

よ
り
も
れ
出
つ
る
月
の
か
げ
の
さ
や
け
さ
、
の
歌
意
一
つ
思
ひ
つ
き
た
る
趣
も

な
く
、
つ
ね
あ
る
さ
ま
を
い
ひ
た
る
の
み
（
中
略
）
た
だ
実
物
実
景
に
向
ひ
て

思
ひ
た
つ
ま
ま
を
す
ら
す
ら
と
よ
み
い
で
ん
に
は
、
お
の
つ
か
ら
調
と
と
の
ひ

て
め
で
た
き
調
は
い
で
く
る
も
の
な
り
。
 
』
と
言
っ
て
、
歌
の
趣
向
を
排
し

て
、
実
感
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
す
写
実
的
立
場
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
の
和
歌

の
作
品
に
於
て
は
、
実
感
を
表
し
た
ら
し
い
写
実
的
清
新
な
も
の
も
数
多
く
見

ら
れ
る
し
、
桂
園
一
枝
や
同
拾
遺
に
も
、
『
事
に
つ
き
時
に
ふ
れ
た
る
』
と
言

う
従
来
の
歌
集
に
な
い
新
し
い
部
立
を
設
け
る
等
の
点
で
、
彼
の
趣
向
を
排
す

る
歌
論
を
実
践
し
た
あ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
知

巧
的
な
趣
向
を
凝
ら
し
た
歌
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
も
彼
は
そ
れ
を
自
分

で
も
秀
歌
と
し
て
門
人
に
示
し
て
い
る
所
に
矛
盾
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

桂
園
一
枝
講
義
に
自
作
の
歌
の

 
山
本
に
立
て
る
煙
も
青
柳
の
靡
く
方
に
と
靡
く
春
か
な

に
つ
い
て
、
自
釈
し
て
『
燗
と
柳
を
く
み
た
る
も
の
な
り
。
柳
如
燗
と
云
ふ
題

も
あ
る
な
り
。
聖
歌
は
燗
が
柳
の
ま
ね
を
す
る
な
り
。
こ
れ
が
歌
な
り
。
』
、
と

言
っ
て
、
煙
と
柳
を
組
み
合
わ
せ
た
趣
向
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
歌
の
歌
た
る
所

以
で
あ
る
と
称
し
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
。
又
同
じ
桂
園
一
枝
講
義
の
中
に
、

 
年
の
緒
も
限
り
な
れ
ば
や
白
玉
の
霰
乱
れ
て
も
の
ぞ
悲
し
き

の
歌
に
つ
い
て
、
『
門
人
云
、
此
歌
大
人
自
得
の
歌
な
り
。
』
と
記
し
て
あ
る

所
を
見
る
と
、
か
よ
う
な
知
巧
的
歌
が
、
景
樹
の
最
も
得
意
と
す
る
代
表
歌
と

し
て
、
そ
の
門
人
た
ち
も
認
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
秋
風
に
た
だ
よ
ふ

雲
の
』
と
言
う
歌
を
推
賞
し
た
景
樹
の
論
説
と
比
較
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
納

得
い
か
ぬ
事
で
あ
る
。
併
し
同
じ
桂
園
一
枝
講
義
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
例
も

存
在
す
る
。

 
小
山
田
の
苗
代
水
は
底
す
み
て
引
く
し
め
縄
の
か
げ
も
見
え
つ
つ

の
自
作
歌
の
講
義
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
『
此
歌
平
易
な
り
。
二
三
の

人
の
評
に
と
り
の
け
よ
と
言
ひ
た
れ
ど
も
、
苗
代
の
歌
な
き
書
出
せ
り
。
実
景

な
り
。
」
自
分
で
実
景
な
り
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
実
景
の
描
写

で
あ
っ
て
、
彼
の
歌
論
の
い
わ
ゆ
る
趣
向
な
き
歌
で
あ
る
が
、
彼
自
身
も
平
易

な
り
と
言
っ
て
い
る
し
、
門
人
も
削
除
せ
よ
と
進
言
し
た
所
を
見
る
と
、
趣
向

な
き
実
景
の
歌
は
秀
作
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
併
し
又
考

・
え
方
に
よ
れ
ば
、
彼
が
こ
の
歌
を
捨
て
が
ね
て
、
歌
集
の
中
に
選
び
入
れ
た
事

か
ら
考
え
れ
ば
、
や
は
り
実
景
の
歌
に
も
愛
着
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。
又
歌
学
提
要
に
、
掛
詞
は
歌
柄
を
騰
し
く
し
て
感
じ
を
傷
う
も
の

で
あ
る
か
ら
、
好
ん
で
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
論
b
て
、
そ
の
次
に
、

 
さ
は
い
へ
ど
云
懸
に
も
よ
き
歌
な
き
に
も
あ
ら
ね
ば
、
ひ
た
す
ら
に
之
を
す

 
て
よ
と
言
ふ
に
は
あ
ら
ず
、
た
だ
心
し
て
も
の
せ
ん
の
み
。

と
言
っ
て
い
る
。
掛
詞
は
原
則
的
に
は
排
す
る
け
れ
ど
も
、
使
い
方
に
よ
っ
て

は
生
か
さ
れ
る
か
ら
、
注
意
し
て
使
用
す
れ
ば
よ
い
歌
も
出
来
る
と
、
条
件
附

の
折
衷
論
で
あ
る
。
下
身
の
作
品
中
に
も
掛
詞
を
用
い
た
歌
が
見
ら
れ
る
。
歌

に
趣
向
を
求
め
る
事
を
斥
け
た
彼
の
考
え
方
も
、
此
の
程
度
の
条
件
附
折
衷
論

だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

 
こ
こ
で
、
趣
向
を
斥
け
る
と
言
う
考
え
方
と
、
歌
は
こ
と
わ
る
も
の
に
あ
ら

ず
と
言
う
考
え
方
ど
の
問
に
は
、
ど
ん
な
関
聯
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
応
検

討
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
古
今
和
歌
集
正
義
総
論
に
於
て
、
彼
は
漢
詩
と
和

歌
を
比
較
し
て
、
和
歌
は
漢
詩
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
そ
の
理

由
と
し
て
、
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大
和
歌
は
も
と
よ
り
性
情
を
述
ぶ
る
の
外
な
く
、
思
慮
（
お
も
ん
ば
か
り
）

 
に
渉
る
べ
き
も
の
な
ら
ね
ば
、
要
言
は
か
な
く
熱
心
を
さ
な
く
し
て
、
言
ふ

 
べ
き
義
も
な
く
聞
く
べ
き
理
あ
る
こ
と
な
け
ん
。

と
言
っ
て
、
更
に
漢
土
の
詩
に
は
、
義
や
理
が
表
面
に
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
我

、
が
国
の
歌
は
、
は
か
な
き
詞
や
幼
い
心
の
奥
に
、
深
い
義
や
理
が
含
ま
れ
て
い

る
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
又
こ
と
わ
り
と
言
う
語
に
『
道
理
』
と
言
う
漢

字
を
宛
て
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
彼
の
言
う

『
こ
と
わ
り
』
の
内
容
は
、
主
と
し
て
も
の
の
道
理
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
作
歌
の
際
に
擬
人
化
し
た
り
、
霰
を
白
玉
と
見
立
て
た
り
、
雪
を
花
と
見

ち
が
え
た
り
す
る
よ
う
な
、
知
巧
的
趣
向
に
よ
る
観
念
的
表
現
は
、
 
『
こ
と
わ

る
』
こ
と
の
申
に
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
彼
の
言
う
所
の
、
幼

い
心
、
は
か
な
き
詞
、
の
申
に
入
る
事
柄
な
の
で
あ
ろ
う
。
普
通
な
ら
ば
、
馬

鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
道
理
に
合
わ
ぬ
事
を
言
う
の
が
、
和
歌
が
文
章
や
漢
詩
と
異

な
る
所
で
、
か
よ
う
に
幼
き
心
を
は
か
な
き
詞
で
表
現
し
た
点
に
、
面
白
み
が

あ
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
彼
が
趣
向
の
歌
を
作
っ
た

事
は
、
彼
の
『
歌
は
こ
と
わ
る
も
の
に
あ
ら
ず
』
と
言
う
歌
論
と
は
必
ず
し
も

矛
盾
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

 
併
し
彼
の
趣
向
を
排
し
て
端
的
の
感
を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
よ
と
唱
道
し
た

歌
論
と
は
、
や
は
り
矛
盾
し
て
い
る
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ

は
ど
ん
な
点
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
見
る
に
、
彼
は
古
今

劇
的
歌
風
が
身
に
つ
い
て
い
る
の
で
、
時
に
よ
り
物
に
ふ
れ
て
感
ず
る
第
一
印

象
と
し
て
も
、
趣
向
的
印
象
が
端
的
に
彼
の
心
に
浮
ん
で
き
て
、
彼
自
身
と
し

て
は
、
こ
れ
も
実
感
と
し
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
の
若
い

頃
、
伴
事
忌
が
景
樹
の
歌
風
を
批
評
し
て
、
心
に
技
巧
を
求
め
て
い
る
と
言
っ

香
川
景
樹
の
歌
論
の
矛
盾
に
関
す
る
問
題

た
事
に
つ
い
て
、
景
樹
は
、
自
分
は
少
し
も
巧
な
く
思
う
ま
ま
に
言
い
散
ら
し

て
い
る
の
に
人
が
技
巧
的
だ
と
言
う
の
は
心
外
だ
。
と
言
っ
て
苦
り
切
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
、
木
下
幸
文
の
書
簡
中
に
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
 
（
山
本
嘉
将

氏
、
香
川
景
樹
論
）
才
分
豊
か
な
彼
に
と
っ
て
は
、
辺
土
的
な
表
現
も
、
即
座

に
す
ら
す
ら
と
よ
ど
み
な
く
心
に
浮
ん
で
く
る
た
め
に
、
端
的
な
感
じ
の
よ
う

に
思
わ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

五

'

 
景
樹
は
新
学
異
見
を
著
し
て
、
賀
茂
真
淵
の
新
学
の
説
を
徹
底
的
に
攻
表
し

て
い
る
が
、
そ
の
実
景
樹
の
歌
論
の
調
の
説
も
誠
の
説
も
、
真
淵
の
提
唱
し
た

説
の
継
承
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
又
真
淵
の
復
古
主
義
万
葉
主
義
を
攻
撃

し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
自
身
も
亦
対
象
こ
そ
異
な
れ
古
今
集
を
宗
と
し
た
点

に
於
て
、
古
典
準
拠
主
義
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
真
淵
が
新
学
に
於
て
『
い
に
し
へ
の
歌
は
調
を
も
は
ら
と
せ
り
。
う
た
ふ
も

の
な
れ
ば
な
り
』
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
景
樹
は
新
学
異
見
に
予
て
、

『
往
古
の
歌
は
お
の
つ
か
ら
調
を
な
せ
り
と
い
ふ
べ
し
。
意
を
用
ひ
て
調
べ
な

し
た
る
物
と
思
へ
る
は
い
た
く
た
が
へ
る
事
な
り
』
と
攻
撃
し
て
い
る
が
、
真

淵
は
歌
意
考
に
於
て
も
『
上
つ
代
に
は
人
の
心
ひ
た
ぶ
る
に
頂
く
な
ん
あ
り
け

る
（
三
略
）
言
葉
も
直
き
常
の
語
も
て
続
く
れ
ば
続
く
と
も
思
は
で
続
き
調
ふ
と

も
な
く
て
調
は
り
け
り
』
等
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
意
を
用
い
て
調
べ
な
し

た
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
夙
に
景
樹
の
門
人
も

気
が
つ
い
た
と
見
え
て
、
門
人
の
穂
井
田
忠
友
が
『
忠
友
云
、
師
の
平
日
歌
は

こ
と
わ
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
ら
ぶ
る
も
の
な
り
と
教
へ
た
ま
へ
る
と
新
学
の
は

じ
め
に
古
の
歌
は
調
を
も
は
ら
と
せ
り
と
云
へ
る
を
討
ち
た
ま
へ
る
と
矛
盾
せ

（ 1Ol ）



る
よ
う
に
お
ぼ
え
侍
り
』
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
景
樹
は
『
是
等
の
問
に

答
居
申
候
て
は
日
暮
申
候
事
也
。
門
に
不
入
内
は
皆
此
難
申
記
事
す
べ
て
学
者

の
通
論
也
。
御
預
叢
誌
被
成
候
』
 
（
桂
園
遺
交
）
と
苦
し
い
答
弁
を
し
て
い

る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
景
樹
の
真
淵
攻
撃
は
や
は
り
当
を
得
た
も
の
と
は
言

わ
れ
な
い
。

 
こ
こ
で
景
樹
の
歌
論
の
基
づ
く
所
の
系
統
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
る
こ
と

に
す
る
。
自
然
誠
実
の
説
は
、
以
前
か
ら
各
方
面
で
行
わ
れ
て
来
た
説
で
あ
っ

て
、
真
淵
の
師
の
荷
田
春
満
に
も
ま
こ
と
の
説
が
あ
る
の
で
真
淵
は
師
の
説
を

う
け
つ
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
太
宰
春
螢
雪
の
漢
学
者
や
、
俳
人
鬼
貫
に

む
類
似
の
説
が
あ
る
し
、
堂
上
歌
学
に
於
て
す
ら
鳥
丸
光
広
冷
泉
寒
村
等
に
よ

っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
景
樹
の
言
う
誠
の
説
．
は
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
説
を
継

承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
景
樹
は
若
い
頃
万
葉
風
の
歌
を
し
き
り
に
詠
ん
だ
と

自
分
で
も
言
っ
て
い
る
し
、
万
葉
調
の
作
品
も
彼
の
歌
集
の
中
に
見
ら
れ
る
事

か
ら
考
え
る
と
、
彼
自
身
意
識
せ
る
と
せ
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
真
淵
の
歌
論
の

影
響
を
受
け
た
だ
ろ
う
事
は
疑
を
い
れ
な
い
所
で
あ
る
。
景
樹
の
調
の
論
も
そ

の
実
真
淵
の
説
い
た
調
の
説
を
と
り
入
れ
て
、
そ
の
上
に
、
漢
学
の
古
学
派
の

説
な
ど
に
よ
っ
て
、
調
の
内
容
に
新
し
い
意
味
を
附
け
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
漢
学
に
於
て
は
、
宇
佐
美
喜
三
八
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
古
学

派
の
系
統
に
属
す
る
の
で
、
 
（
国
語
と
国
文
学
。
昭
三
十
二
年
十
二
月
号
）
古

学
派
の
説
く
所
の
、
交
学
は
人
情
を
述
べ
た
も
の
で
古
今
東
西
相
通
ず
る
と
言

う
考
え
方
の
影
響
を
う
け
て
、
調
が
古
今
東
西
天
地
の
心
に
通
ず
る
の
論
を
樹

立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
又
景
樹
は
小
沢
寺
詣
の
指
導
を
受
け
、
藍
庵
に
は

心
服
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
徳
庵
の
歌
論
を
継
承
し
て
、
藍
庵
の
同
情

の
説
の
『
情
』
の
代
り
に
『
調
』
を
置
き
代
え
て
も
景
樹
の
い
わ
ゆ
る
調
は
万

物
相
通
ず
る
の
説
は
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。
又
景
樹
の
実
物
実
情
を
平
語
で

表
現
す
る
の
論
は
、
薦
庵
の
『
た
だ
ご
と
歌
」
の
展
開
で
あ
ろ
う
。

 
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
景
樹
の
歌
論
は
す
べ
て
従
来
の
先
輩
諸
歌
人
学
者
の

説
を
集
成
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
歌
を
専
門
と
し
て
世
に

立
ち
、
多
く
の
門
人
を
率
い
て
一
派
を
な
し
て
い
る
景
樹
に
と
っ
て
、
自
分
の

説
が
江
戸
の
真
淵
の
説
の
模
倣
だ
な
ど
と
思
わ
れ
た
く
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
曽

て
『
筆
・
の
さ
が
』
に
よ
っ
て
縣
門
一
派
に
た
た
か
れ
た
事
も
忘
れ
ら
れ
な
い
事

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
覇
気
の
多
い
自
信
の
強
い
性
格
も
手
伝
っ
て
、
新
学
異
見

を
書
い
て
真
淵
を
攻
撃
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
こ
れ
等
の
事
情
は
と

も
か
く
と
し
て
、
両
者
の
相
容
れ
な
い
根
本
理
由
は
、
万
葉
主
義
と
古
今
主
義

と
い
う
事
に
あ
る
。
景
樹
の
和
歌
は
結
局
古
今
集
の
歌
風
な
の
で
あ
っ
て
、
彼

め
歌
論
も
古
今
集
趣
味
の
枠
中
の
も
の
だ
と
考
え
て
初
め
て
理
解
出
来
る
性
質

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
当
時
は
因
襲
的
歌
道
に
対
す
る
革
新
の
風
が
全
国
に
広

が
り
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
京
都
に
あ
っ
て
は
平
安
朝
時
代
の
文
化
的
教
養

が
、
・
当
時
の
歌
壇
人
の
常
識
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
歌
壇
に
於
て

は
、
新
古
今
集
以
後
の
申
訳
の
因
襲
的
歌
風
か
ら
は
脱
却
し
て
も
、
古
今
量
的

趣
味
は
歌
壇
人
の
間
に
滲
透
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
景
樹
が
そ
の
実
作
に
於
て

も
、
歌
論
に
去
て
も
、
結
局
古
今
集
の
枠
の
中
か
ら
出
る
事
が
で
き
な
か
っ
た

事
は
、
麓
庵
の
説
を
継
承
し
た
と
言
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
彼
に
と
っ
て

は
古
今
学
的
趣
味
は
古
今
に
通
ず
る
基
本
的
歌
風
で
あ
っ
て
、
当
時
の
現
代
的

『
大
御
代
の
風
」
で
す
ら
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
景
樹
が
真
淵
の
復
古
主

義
を
非
難
し
、
尚
今
主
義
を
唱
え
た
に
拘
・
厄
ず
、
結
果
的
に
は
自
分
も
古
今
集

を
宗
と
す
る
古
典
準
拠
主
義
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
矛
盾
も
、
こ
こ
に
そ
の

原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
和
歌
も
理
論
も
革
新
的
な
も
の
で
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は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
時
流
行
の
歌
壇
の
色
彩
か
ら
全
く
脱
却
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
景
樹
が
多
く
の
門
下
生
を
擁
し
、
桂
園
一
派
が
全
国
に
勢
力
を

張
る
ほ
ど
、
世
人
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
も
此
の
点
に
あ
る
し
、
又
一
方
に
於

て
は
、
桂
園
派
が
後
に
は
堂
上
派
と
同
じ
よ
う
な
因
襲
的
歌
風
に
堕
し
て
行
っ

た
事
も
亦
、
こ
の
点
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
と
い
う
事
が
で
き
る
。
彼
の
歌
風

が
当
時
の
歌
壇
の
流
域
た
る
古
今
集
的
な
も
の
で
あ
っ
た
為
に
、
当
時
の
人
々

に
親
し
ま
れ
、
う
け
入
れ
ら
れ
易
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
又
そ
の
中
に
清
新

な
革
新
的
匂
ひ
が
あ
っ
た
事
は
、
新
鮮
な
魅
力
を
与
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
桂

園
派
の
勢
力
が
増
大
し
た
理
由
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
面
に
於

て
、
彼
の
歌
論
は
尚
今
主
義
で
あ
っ
た
の
で
、
現
代
を
尚
ぶ
と
言
う
点
で
、
当

時
の
濃
化
的
潮
流
の
枠
の
申
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
現
状
に
親
し
む
と

い
う
点
で
、
却
て
保
守
的
傾
向
を
包
含
し
て
い
る
と
見
る
事
が
で
き
る
。
こ
の

事
が
後
世
桂
園
派
が
保
守
的
因
襲
的
歌
風
に
堕
し
て
行
っ
た
根
本
原
因
と
な
っ

て
い
る
と
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
景
樹
の
攻
撃
し
た
真

淵
は
、
古
代
を
尚
び
万
葉
集
を
宗
と
し
た
の
で
、
当
時
の
歌
壇
の
風
に
染
ま
っ

た
人
々
に
と
っ
て
は
、
鯨
り
古
く
遠
い
時
代
の
文
化
だ
か
ら
、
耳
馴
れ
な
い
親
し

み
難
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
真
淵
の
万
葉
風
の
歌
風
を
継
承
し
た

門
弟
は
一
部
の
人
々
に
限
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
人
々
も
主
と
し
て
当
時
の
歌
壇

と
深
い
交
渉
を
持
た
な
い
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
。
真
淵
の
門
弟
の
申
で
、
当

時
の
歌
壇
に
活
躍
し
た
村
田
春
海
や
加
藤
千
蔭
又
は
本
居
宣
長
及
び
そ
の
門
流

等
は
、
真
淵
の
万
葉
風
を
継
承
し
な
い
で
、
古
今
集
乃
至
新
古
今
集
的
歌
風
に

赴
い
た
事
実
か
ら
も
、
此
の
事
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
真
淵
の
万
葉
主
義
が
、

学
問
的
に
は
と
も
か
く
と
し
て
、
作
歌
の
方
面
で
は
景
樹
ほ
ど
当
時
の
人
に
容

れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
が
、
考
え
方
に
よ
れ
ば
却
て
革
新
的
性
格
が
強
か
っ
た
と

香
川
景
樹
の
歌
論
の
矛
盾
に
関
す
る
聞
題

見
る
こ
と
が
で
き
惹
の
で
あ
る
。
文
化
の
革
新
は
、
外
来
文
化
の
流
入
を
通
じ

て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
又
古
代
文
化
の
復
興
の
形
が
行
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
現
状
に
不
満
を
感
ず
る
者
が
、
空
間
的
に
遠
い
外
国
の
文
化
を
求
め
る

の
も
、
又
時
間
的
に
遠
い
古
代
の
手
傷
に
あ
こ
が
れ
る
の
も
、
現
実
よ
り
か
け

離
れ
た
遠
い
彼
方
の
も
の
を
求
め
る
と
言
う
点
で
は
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
か

よ
う
な
意
味
に
覧
て
、
復
古
思
想
の
真
淵
が
よ
り
革
新
的
で
あ
り
、
尚
今
主
義

の
景
樹
が
よ
り
保
守
的
だ
ど
い
う
結
果
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
、
必
ず
し
も
逆

説
的
言
辞
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
述
べ
て
き
た
如
く
に
、
景
樹
は
そ
の
和
歌
の
詠
作
に
つ
い
て
は
、
当
時

の
歌
壇
の
一
般
的
潮
流
で
あ
っ
た
所
の
平
安
朝
的
歌
風
を
基
と
し
て
、
そ
れ
に

革
新
的
色
彩
を
加
え
て
、
清
新
な
自
己
の
歌
風
を
樹
立
し
た
。
そ
こ
で
堂
上
一

派
の
歌
風
か
ら
脱
し
て
、
新
古
今
集
以
後
の
中
世
の
伝
統
的
歌
風
を
斥
け
、

古
今
集
ま
で
遡
っ
た
の
で
あ
る
。
黙
思
の
歌
論
の
方
は
、
小
沢
塁
壁
の
論
を
主

流
と
し
て
、
そ
の
他
の
各
般
の
従
来
の
歌
論
を
集
成
し
、
更
に
調
の
説
を
以
て

そ
の
中
心
と
し
て
、
自
己
の
歌
論
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
は

作
歌
が
先
で
、
歌
論
は
そ
の
作
風
を
理
論
づ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
芸

術
家
肌
の
性
格
で
学
者
的
で
な
か
っ
た
彼
は
集
成
し
た
理
論
を
充
分
混
融
し
て

整
然
た
る
学
理
に
統
一
す
る
に
は
、
や
や
不
徹
底
の
点
も
見
ら
れ
る
し
、
覇
気

の
強
い
才
人
肌
の
性
格
か
ら
、
時
に
は
勇
み
足
の
理
論
を
吐
き
散
ら
す
事
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
諸
所
に
破
綻
ら
し
い
点
も
見
ら
れ
て
、
矛
盾
を
感
ぜ

し
め
る
の
で
あ
る
が
、
仔
細
に
考
え
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
矛
盾
し
た
理
論
の

み
と
は
言
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
自
身
と
し
て
は
、
自
家
撞
着
を
感
じ
て
い

た
の
で
は
な
く
、
確
信
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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