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学
史
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授
業
構
想
、

は
じ
め
に

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
l
ニ
ン
グ
と
い
う
言
い
方
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
学
習
者

主
体
の
学
び
の
形
態
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
学
の
授
業
も
、
講
義

系
科
目
や
専
門
科
目
が
削
減
さ
れ
た
り
、
授
業
方
法
を
見
直
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
。
そ
ん
な
な
か
で
本
学
で
も
「
日
本
文
学
史
」
の
授
業
は
「
文
学

史
I
(上
代
・
中
古
)
」
「
文
学
史
H
(中
世
・
近
世
)
」
「
文
学
史
E

(
近

代
)
」
と
三
科
目
あ
っ
た
も
の
が
「
文
学
史
I
(古
典
)
」
「
文
学
史
E
(近

代
)
」
の
二
科
目
に
削
減
さ
れ
た
。
「
I
」
は
上
代
か
ら
近
世
ま
で
。
お
よ
そ

一五

O
O年
あ
ま
り
を
か
け
ぬ
け
る
わ
け
で
あ
る
。
稿
者
は
「
I
」
を
新
た

に
担
当
す
る
に
あ
た
っ
て
、
文
尚
子
史
の
授
業
を
ど
の
よ
う
に
構
想
し
よ
う
か

と
考
え
た
。
本
稿
は
そ
の
模
索
の
過
程
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
試
行
の
報
告
で

も
あ
る
。

の
教
材
化

模
索
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過
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子

一
、
授
業
「
マ
ン
ガ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
の
出
会
い

ま
ず
は
少
し
ま
わ
り
道
と
な
る
が
、
構
想
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
授
業
に

つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

新
た
な
文
学
史
科
目
が
開
議
さ
れ
る
ほ
ぼ
一
ヶ
月
前
に
、
漫
画
家
武
富
健

治
氏
に
集
中
講
義
を
依
頼
し
た
。
当
時
の
日
本
文
学
科
は
、
日
本
語
・
日
本

文
幸
専
攻
、
文
芸
創
作
専
攻
、
地
域
文
化
専
攻
の
三
専
攻
か
ら
な
り
、
文
学

研
究
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
創
作
の
学
び
を
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
い

た
。
創
作
の
学
び
で
は
、
毎
週
間
講
の
ゼ
ミ
科
目
な
ど
で
、
村
田
喜
代
子
氏

を
は
じ
め
現
役
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
作
家
が
指
導
に
あ
た
る
が
、
そ
れ
以
外

に
、
ゲ
ス
ト
講
師
に
集
中
講
義
を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
二

O
一
五
年
度
の
武
富
氏
の
「
マ
ン
ガ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い

う
授
業
は
、
大
き
く
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
一
部
は
マ
ン
ガ
と
い
う

文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
と
史
的
展
開
の
講
義
、
二
部
は
『
雨
月
物
語
』
「
浅

茅
が
宿
」
の
マ
ン
ガ
化
の
演
習
、
具
体
的
に
は
ネ
l
ム
作
成
と
そ
の
制
作
物
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の
発
表
、
そ
し
て
三
部
は
近
代
文
学
研
究
者
な
ど
を
交
え
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
と
く
に
第
二
部
は
、
マ
ン
ガ
と
い
う
ス
タ
イ
ル

の
創
作
物
の
特
徴
を
活
か
し
て
、
古
典
文
学
作
品
の
マ
ン
ガ
化
に
挑
戦
す
る

と
い
う
も
の
で
、
も
と
も
と
マ
ン
ガ
創
作
の
コ
ー
ス
な
ど
が
な
い
大
学
の
演

習
と
し
て
は
か
な
り
ハ
ー
ド
な
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ン
ガ
に
日
常
的

に
親
し
ん
で
い
る
「
い
ま
ど
き
」
の
学
生
は
集
中
講
義
二
日
目
は
ほ
ぼ
徹
夜

を
し
て
課
題
に
取
り
組
む
と
い
う
熱
意
を
見
せ
て
く
れ
た
。

当
時
、
武
富
氏
は
、
ご
自
身
の
著
作
(
『
漫
画
訳
雨
月
物
語
』
)
に
取
り
組

ん
で
お
ら
れ
る
最
中
で
、
ま
だ
出
版
前
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
生
た

ち
は
武
富
氏
の
作
品
を
ま
だ
見
て
い
な
い
状
況
で
の
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
作
品
を
読
む
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
だ
が
、
現
代
語
訳
を

参
考
に
し
な
が
ら
の
解
説
で
あ
る
。
古
典
の
授
業
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
は

そ
ん
な
に
深
入
り
す
る
こ
と
な
く
、
現
代
語
訳
に
助
け
て
も
ら
い
な
が
ら
理

解
し
、
場
面
分
け
を
し
た
の
ち
に
、
コ
マ
わ
り
の
作
業
と
な
っ
た
。
授
業
の

詳
細
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
本
題
の
ほ
う
に
立
ち
戻
ろ

.つ。
授
業
を
と
も
に
受
講
し
つ
つ
学
生
た
ち
を
観
察
し
て
、
私
は
以
下
の
よ
う

な
感
想
を
持
っ
た
。

-
古
典
解
読
の
手
続
き
に
お
い
て
『
雨
月
』
と
り
わ
け
「
浅
茅
が
宿
」
に
は

先
行
作
品
の
影
響
が
無
視
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
そ
う
い
う
授
業
と
連
動

さ
せ
る
と
よ
り
学
習
効
果
が
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

-
マ
ン
ガ
化
は
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
方
法
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
。
読
解
す

る
だ
け
で
な
く
、
要
点
を
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
絵
に
描
く
た

め
に
普
段
古
文
を
読
む
と
き
に
は
考
え
も
し
な
い
服
装
や
場
面
状
況
な
ど

時
代
考
証
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
か
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
成
立

年
代
と
切
り
離
せ
な
い
作
品
の
特
徴
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
、
後
期
科
目
の
「
文
学
史
I
」
で
は
「
浅
茅

が
宿
」
の
読
解
か
ら
入
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ
る
。
「
浅
茅
が
宿
」
に
は

『
万
葉
』
『
源
氏
』
『
今
昔
』
か
ら
の
明
ら
か
な
影
響
が
あ
る
。
時
代
・
ジ

ャ
ン
ル
を
越
え
る
作
品
と
の
関
係
性
を
切
り
口
に
、
文
学
史
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
武
富
氏
の
マ
ン
ガ
版
は
そ
の
後
二

O
二
ハ
年
に
出
版
さ
れ

た
。
完
成
し
た
作
品
を
拝
見
し
て
再
度
、
氏
の
マ
ン
ガ
に
教
え
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
た
と
え
ば
あ
と
が
き
に
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

雨
月
と
一
言
守
え
ば
美
し
い
女
性
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
が
最
大
の
魅
力
だ
と
い

う
印
象
が
一
般
に
染
み
渡
っ
て
い
る
の
で
す
。
/
し
か
し
、
実
は
そ
う

い
う
話
は
半
分
に
も
満
た
ず
、
多
く
は
男
を
見
据
え
て
描
か
れ
た
物
語

で
す
。
/
し
か
も
、
男
の
か
っ
こ
よ
さ
よ
り
も
、
見
に
く
さ
、
あ
ぎ
と

さ
、
し
ぶ
と
さ
な
ど
、
業
の
深
い
暗
黒
面
を
こ
そ
取
り
扱
っ
て
い
る
の

で
す
。
一
見
、
優
し
さ
や
強
さ
を
描
い
て
い
て
も
、
そ
れ
は
空
即
是
色

で
、
弱
さ
や
調
子
良
さ
、
頑
迷
さ
や
執
着
の
深
さ
で
も
あ
る
こ
と
が
し

っ
か
り
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
/
こ
の
あ
た
り
は
、
さ
ら
っ
と
読
む
と

ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
当
時
の
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出
版
物
の
読
者
層
が
、
知
識
に
は
ち
ょ
っ
と
自
信
の
あ
る
よ
う
な
男
性

が
中
心
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
時
代
で

も
そ
う
で
す
が
、
当
世
批
判
は
む
し
ろ
人
気
の
「
売
れ
る
」
コ
ン
テ
ン

ツ
で
す
。
し
か
し
そ
れ
に
は
条
件
が
あ
り
、
対
象
と
な
る
読
者
層
に
矛

先
を
向
け
て
は
い
け
な
い
。
彼
ら
が
被
害
者
と
し
て
気
持
ち
よ
く
溜
飲

が
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
以
外
の
も
の
だ
け
を
批
判
す
る
よ
う
に

せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
秋
成
は
、
表
面
的
に
は
思
い

切
り
女
性
の
浅
ま
し
さ
を
こ
き
下
ろ
し
、
「
最
近
の
若
い
者
」
に
嘆
息

し
て
み
せ
、
古
き
良
き
男
ら
し
さ
を
持
ち
上
げ
、
古
風
で
美
し
い
淑
女

を
美
し
く
語
い
上
げ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
全
て
に
は
、
そ
れ
と
は
真

逆
の
裏
が
あ
り
、
気
付
く
人
だ
け
が
気
付
け
る
よ
う
な
仕
掛
け
を
施
し

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
多
重
性
こ
そ
が
、
多
く
の
作
家
に
支
持
さ
れ
、

「
近
代
文
学
の
祖
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

稿
者
は
、
古
典
の
マ
ン
ガ
化
と
い
う
も
の
は
、
現
代
に
理
解
さ
れ
に
く
く

な
っ
て
い
る
古
典
作
品
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
手
続
き
の
ひ
と
つ
と
い
う
程

度
の
認
識
で
い
た
が
、
武
富
氏
の
作
品
や
授
業
を
拝
見
し
て
そ
ん
な
甘
い
認

識
を
改
め
ざ
る
を
得
な
い
と
感
じ
た
。
氏
の
マ
ン
ガ
は
、
『
雨
月
』
の
深
い

読
解
に
基
づ
い
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
の
読
者
に
向
け
た
現
代
の
作

品
と
し
て
新
た
な
患
を
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
解

説
に
千
街
晶
之
氏
が
、

封
建
社
会
に
よ
る
人
間
性
圧
殺
へ
の
秋
成
の
反
援
が
、
作
中
の
一
見
道

徳
的
な
結
論
と
は
別
に
、
愛
憎
や
執
念
に
生
き
、
死
ん
で
い
っ
た
登
場

人
物
た
ち
の
活
力
あ
る
像
を
生
み
出
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
い
っ
た

登
場
人
物
の
像
は
武
富
の
迫
力
満
点
の
絵
に
よ
っ
て
見
事
に
蘇
っ
た
の

み
な
ら
ず
、
新
し
い
解
釈
を
注
ぎ
込
ま
れ
る
こ
と
で
現
代
に
通
用
す
る

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
再
生
を
遂
げ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

カ

と
書
か
れ
で
あ
る
通
り
で
も
あ
る
。
ま
た
「
浅
茅
が
宿
」
に
関
し
て
言
え

ば
、
た
と
え
ば
勝
四
郎
の
帰
り
を
待
つ
宮
木
が
貞
操
を
守
る
く
だ
り
に
女
中

が
身
代
わ
り
に
犯
さ
れ
る
と
い
う
描
写
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
宮
木
の
人
物

像
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
書
で
は
、
け
な
げ
な
良
妻
と
し
て
の
理
解
が

多
い
こ
と
に
照
ら
し
て
、
武
富
説
は
、
逆
の
見
方
で
あ
る
一
方
、
本
質
を

突
い
た
解
釈
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
宮
木
の
「
純
愛
」
は
別
の
面
か
ら
見

れ
ば
「
愛
執
(
エ
ゴ
)
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
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二
、
『
雨
月
』
か
ら
文
学
史
を
さ
か
の
ぼ
る
試
み

文
学
史
の
授
業
と
い
え
ば
、
一
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
各
時

代
ご
と
に
作
品
を
抄
出
し
て
、
読
解
し
、
そ
の
文
体
や
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
を

知
り
、
ひ
い
て
は
時
代
の
特
徴
に
及
ぶ
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
文
学
史
を
輪
切

り
に
す
る
よ
う
な
講
義
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
授
業
者
は
、
深

い
理
解
に
基
づ
い
て
授
業
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
思
う
が
、
学
習
者
の

立
場
か
ら
い
え
ば
、
知
識
の
輪
切
り
を
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
か
も

し
れ
な
い
。
各
時
代
の
エ
ッ
セ
ン
ス
「
点
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
情
報
を
つ
な



い
で
「
線
」
に
す
る
よ
う
な
学
び
は
、
時
間
的
制
限
の
あ
る
一
授
業
の
な
か

で
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、
本
来
「
史
」
の
魅
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
躍
動
感

を
少
し
で
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
課
題
意
識
が
私
に
は
あ
っ

た
。
結
果
、
『
雨
月
』
を
読
解
し
、
そ
の
過
程
で
影
響
を
与
え
た
作
品
と
し

て
『
万
葉
』
『
源
氏
』
『
今
昔
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
時
代
も
、

韻
文
・
散
文
と
い
う
形
態
も
、
和
文
・
和
漢
混
清
文
と
い
う
文
体
も
異
な
る

作
品
が
、
同
一
モ
チ
ー
フ
の
変
奏
と
い
う
線
で
つ
な
が
る
。
そ
ん
な
こ
と
を

ぼ
ん
や
り
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
実
際
の
授
業
は
、
「
浅
茅
が
宿
」
の
読
解

と
、
影
響
を
与
え
た
各
作
品
と
の
比
較
や
考
察
を
す
る
前
半
(
お
よ
そ

7
コ

マ
)
の
あ
と
、
後
半
は
、
学
習
者
が
そ
れ
ぞ
れ
「
私
の
ヒ
ー
ロ
ー
・
ヒ
ロ
イ

ン
」
と
題
し
て
、
古
典
文
学
作
品
の
何
か
一
作
品
の
一
登
場
人
物
を
選
ん
で

紹
介
す
る
と
い
う
展
開
と
し
た
。
お
よ
そ
八

O
名
の
受
講
者
が
そ
れ
ぞ
れ
別

人
物
を
選
ぶ
と
、
結
果
的
に
時
代
・
ジ
ャ
ン
ル
が
多
岐
に
わ
た
り
、
人
の
発

表
を
聞
い
て
知
ら
な
か
っ
た
作
品
に
関
心
を
持
つ
と
い
う
「
お
ま
け
」
も
加

わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
以
下
、
本
稿
で
は
前
半
の
と
く
に
『
今

昔
』
『
源
氏
』
を
取
り
上
げ
た
部
分
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
は
「
浅
茅
が
宿
」
の
物
語
展
開
を
確
認
す
る
。
武
富
民
が
ネ
l
ム
作

り
に
際
し
て
分
け
た
一

O
段
落
に
添
っ
て
要
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
さ

ら
に
、
稿
を
進
め
る
便
宜
上
、
全
体
を
〈
A
部〉

1
〈
D
部
〉
と
四
部
に
分

け
る
。

【
「
浅
茅
が
宿
」
の
物
語
展
開
】

〈

A
部〉

下
総
国
に
、
勝
四
郎
と
い
う
男
が
い
た
。
物
事
に
執
着
し
な
い
性

格
の
男
で
あ
っ
た
。

委
の
宮
木
は
美
人
で
心
が
け
も
し
っ
か
り
し
て
い
た
。
「
秋
に
は

帰
る
」
と
言
っ
て
夫
は
京
に
行
く
。

戦
乱
の
世
と
な
り
、
夫
か
ら
は
頼
り
も
な
く
、
宮
木
は
悲
し
く
歌

を
詠
む
、
が
贈
る
術
も
無
い
。

宮
木
は
ひ
と
り
貞
操
を
守
っ
て
家
に
こ
も
る
が
、
関
東
一
帯
は
戦

乱
の
世
の
中
に
成
り
果
て
る
。

京
で
一
も
う
け
し
た
勝
四
郎
は
八
月
に
故
郷
に
帰
ろ
う
と
し
た

が
、
木
曾
の
真
坂
で
山
賊
に
襲
わ
れ
す
べ
て
を
失
う
。
そ
の
う
え

戦
乱
の
噂
を
聞
き
、
故
郷
も
焼
け
う
せ
妻
も
生
き
て
は
い
ま
い
と

考
え
、
や
む
な
く
京
に
帰
る
道
す
が
ら
、
近
江
で
高
熱
を
発
す
。

武
佐
と
い
う
場
所
で
助
け
ら
れ
た
勝
四
郎
は
そ
の
ま
ま
七
年
の
年

月
を
過
ご
す
。
と
こ
ろ
が
、
畿
内
で
も
戦
乱
は
続
き
京
の
近
辺
も

騒
が
し
く
、
疫
病
も
流
行
口
勝
四
郎
は
よ
く
よ
く
思
案
し
て
帰
郷

を
決
意
す
る
。

〈

B
部〉⑦

荒
れ
果
て
た
故
郷
で
見
慣
れ
た
松
の
目
印
を
見
つ
け
、
寄
る
と
家

は
も
と
の
ま
ま
、
灯
火
の
火
影
が
洩
れ
る
。
咳
払
い
を
す
る
と
、

中
か
ら
「
ど
な
た
」
と
声
が
す
る
。

ま
さ
し
く
妻
の
声
と
知
っ
て
、
夢
か
と
胸
は
高
鳴
る
。
名
乗
る
勝

四
郎
と
、
戸
を
聞
け
た
宮
木
の
感
動
の
再
会
。
こ
れ
ま
で
の
こ
と

① ② ③ ④ ⑤ 
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を
語
り
合
っ
て
、
と
も
に
床
に
つ
い
た
。

〈

C
部〉⑨

明
け
方
、
勝
四
郎
が
、
寒
さ
と
顔
に
落
ち
る
し
づ
く
で
目
覚
め
る

と
、
雑
草
生
い
茂
る
荒
れ
果
て
た
場
所
で
あ
っ
た
。
委
の
筆
跡
の

墓
襟
を
見
つ
け
、
妻
の
死
を
さ
と
る
。

〈

D
部〉⑩

普
か
ら
住
む
翁
か
ら
妻
の
最
期
を
聞
き
、
真
間
の
手
児
女
伝
承
を

聞
く
。
勝
四
郎
は
こ
ら
え
き
れ
ず
歌
を
詠
ん
だ
。
下
総
国
の
商
人

が
聞
き
伝
え
た
話
で
あ
る
。

下
総
国
の
勝
四
郎
は
都
へ
出
か
け
た
ま
ま
七
年
あ
ま
り
を
音
沙
汰
な
く
過

ご
し
〈
A
部
〉
、
帰
っ
て
く
る
と
妻
宮
木
が
待
っ
て
い
て
感
動
の
再
開
〈
B

部
〉
、
し
か
し
、
一
転
翌
朝
に
な
っ
て
み
る
と
実
は
荒
れ
野
で
妻
は
す
で
に

死
ん
で
い
た
こ
と
を
知
る
〈
C
部
〉
。
作
品
の
解
釈
の
ゆ
れ
る
と
こ
ろ
と
し

て
は
、
〈
D
部
〉
の
存
在
意
義
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
の
話
と
は

無
関
係
な
真
間
の
手
児
女
伝
承
が
語
ら
れ
、
末
尾
に
全
体
を
下
総
国
の
商
人

が
聞
き
伝
え
た
話
で
あ
る
と
結
ぷ
。

〈A
部〉

1
〈
B
部
〉
へ
の
展
開
は
、
『
源
氏
』
「
蓬
生
」
巻
の
展
開
を

仲
間
衡
と
さ
せ
る
し
、
〈
C
部
〉
ま
で
含
め
て
の
全
体
の
構
成
は
『
今
昔
』

「
人
妻
死
後
会
旧
夫
毎
回
」
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
〈
D
部
〉
に
あ
る
真
間
手
児
女

伝
承
は
、
も
と
も
と
『
万
葉
』
歌
に
由
来
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
入
水
議

は
平
安
期
の
歌
物
語
や
作
り
物
語
、
ひ
い
て
は
中
世
王
朝
物
語
ま
で
多
く
の

作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
浅
茅
が
宿
」
と
い
う
題
号
は
、

荒
れ
果
て
た
屋
敷
を
意
味
し
、
悲
恋
の
象
徴
的
意
味
も
担
う
語
で
あ
る
。

三
、
『
今
北
国
』
と
の
比
較
を
通
し
て

ま
ず
は
基
本
的
な
読
解
の
手
続
き
と
し
て
、
『
雨
月
』
に
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
『
今
昔
』
を
読
み
、
比
較
し
つ
つ
影
響
の
あ
り
ょ
う

を
見
定
め
る
。
両
者
は
〈
A
部
v
i
〈
B
部
〉
と
い
う
感
動
の
ス
ト
ー
リ
ー

が
一
転
〈
C
部
〉
で
実
は
死
ん
で
い
た
と
い
う
怪
異
語
と
し
て
の
展
開
は
ま

っ
た
く
同
じ
で
、
類
似
の
様
相
は
全
体
に
わ
た
る
わ
け
だ
が
、
章
句
レ
ベ
ル

の
照
応
ゃ
、
「
喜
」
{
子
の
訓
み
に
「
う
れ
し
」
を
あ
て
る
な
ど
訓
読
の
一
致

も
見
え
る
。

O
『
雨
月
』
「
浅
茅
が
宿
」

⑧
正
し
く
妻
の
声
な
る
を
聞
き
て
夢
か
と
胸
の
み
さ
わ
が
れ
て
、
:
・
戸
を

を

と

こ

さ

め

ざ

め

明
く
る
に
、
・
:
夫
を
見
て
物
を
も
い
は
で
潜
然
と
な
く
。
:
:
:
文
よ
よ

は
く

l
l
i
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I
I
I
l
l
i
-
-

と
泣
を
、
「
夜
こ
そ
短
き
に
」
と
い
ひ
な
ぐ
さ
め
て
と
も
に
臥
ぬ
。

⑨
五
更
の
天
明
ゆ
く
比
、
現
な
き
心
に
も
す
ず
ろ
に
寒
か
り
け
れ
ば
、

・
:
家
は
扉
も
あ
る
ゃ
な
し
。
・
:
庭
は
葎
に
埋
れ
て
、
秋
な
ら
ね
ど
も
野

ら
な
る
宿
な
り
け
り
。
さ
て
し
も
臥
た
る
妻
は
い
づ
ち
行
き
け
ん
見
え

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
i
l
l
-
-
t
I』
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

し

し

さ

と

ず
。
狐
な
ど
の
し
わ
ざ
に
や
と
:
・
こ
こ
に
は
じ
め
て
妻
の
死
た
る
を
覚

り
て
大
い
に
叫
び
て
倒
れ
伏
す
。

O
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
人
妻
死
後
会
旧
夫
語
第
二
十
五

家
ノ
内
ニ
入
テ
見
レ
パ
、
居
タ
リ
シ
所
ニ
妻
独
リ
居
タ
リ
。
亦
人
無

-46一



う
れ
し
げ

シ
。
妻
男
ヲ
見
テ
、
恨
ミ
タ
ル
気
色
モ
無
夕
、
喜
気
ニ
思
ヘ
ル
様
ニ
テ

「
此
ハ
何
カ
デ
御
シ
ツ
ル
ゾ
。
何
ツ
上
リ
給
タ
ル
ゾ
」
ト
云
へ
パ
、
男

ふ

け

い

ざ

:
・
年
来
ノ
物
語
ナ
ド
シ
テ
、
夜
モ
深
更
ヌ
レ
パ
、
「
今
ハ
去
来
寝
ナ

ム
」
ト
テ
、
南
面
ノ
方
ニ
行
テ
、
二
人
掻
抱
テ
臥
シ
ヌ
。
・
:
長
キ
夜
-
一

よ
も
す
が
ら

終
夜
語
フ
程
二
、
例
ヨ
リ
ハ
身
ニ
染
ム
様
ニ
哀
レ
ニ
思
ュ
。
此
ル
程
-
一

暁
ニ
成
ヌ
レ
パ
、
共
ニ
寝
入
ヌ
。
夜
ノ
明
ラ
ム
モ
不
知
デ
寝
タ
ル
程

き
ら
き
ら

ニ
、
夜
モ
明
ケ
テ
、
日
モ
出
ニ
ケ
リ

0

・
:
日
ノ
鏑
々
ト
指
入
タ
ル
ニ
、

男
打
驚
テ
見
レ
パ
、
掻
抱
テ
寝
タ
ル
人
ハ
、
枯
々
ト
干
テ
骨
ト
皮
ト
許

B
i
l
l
i
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

あ
さ
ま
し

ナ
ル
死
人
也
ケ
リ
。
「
此
ハ
何
-
こ
ト
思
テ
、
奇
異
ク
怖
シ
キ
事
云
ハ

ム
方
無
ケ
レ
パ
、
衣
ヲ
掻
抱
テ
起
走
テ
下
ニ
踊
下
テ
、
「
若
シ
僻
目

カ
」
ト
見
レ
ド
モ
、
実
ニ
死
人
也
。

一
見
し
て
わ
か
る
明
ら
か
な
違
い
は
、
『
今
昔
』
が
漢
字
カ
ナ
文
で
あ
る

こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
印
象
の
違
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
っ
と
も
大
き
な
違

い
は
〈
C
部
〉
に
お
け
る
『
今
昔
』
は
「
骨
ト
皮
ト
許
ナ
ル
死
人
」
の
姿
を

白
日
の
も
と
に
さ
ら
す
と
い
う
展
開
で
あ
り
、
男
は
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に

し
て
と
ぴ
あ
が
る
。
こ
う
し
た
展
開
を
支
え
て
い
る
の
が
和
漢
混
交
文
の
迫

力
あ
る
明
朗
な
描
写
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
学
生
た
ち
か
ら
は
「
率
直
な

表
現
で
生
々
し
い
」
「
美
談
と
い
う
よ
り
ホ
ラ
l
」
「
妻
が
待
っ
て
い
る
と

い
う
期
待
が
な
い
(
約
束
し
て
い
な
い
)
の
に
、
ま
さ
か
の
妻
が
い
る
こ
と

で
怖
さ
が
増
す
」
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。
授
業
で
は
『
今
昔
』
の
成
立

時
期
や
構
成
に
つ
い
て
講
じ
、
登
場
人
物
が
貴
族
階
級
だ
け
で
な
く
民
衆
に

及
ぶ
こ
と
や
人
間
と
し
て
の
エ
ゴ
や
愚
か
さ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
な
ど

も
特
徴
と
し
て
触
れ
た
。

鵜
月
洋
氏
『
雨
月
物
語
評
釈
』
は
「
本
文
と
『
A
一
ヰ
日
物
語
集
』
と
の
関
係

は
き
わ
め
て
深
い
。
・
:
な
ん
と
い
っ
て
も
話
の
輪
郭
や
印
象
が
一
致
し
て

い
る
こ
と
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
両
者
の
関
係
の

深
さ
を
述
べ
つ
つ
も
、

『
今
昔
』
の
説
話
の
モ
テ
ィ

l
フ
と
構
成
の
こ
と
ご
と
く
が
、
物
語
の

中
に
吸
収
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
主
人
公
を
人
妻
と
し
、
そ
れ

が
夫
を
待
っ
て
果
て
る
と
い
う
基
本
的
な
構
成
、
或
い
は
男
を
待
っ
て

焦
が
れ
死
ん
だ
女
の
霊
が
形
を
現
し
て
男
を
迎
え
る
と
い
う
、
女
の
性

の
哀
れ
さ
を
主
題
と
し
た
構
想
が
、
こ
の
『
A
一
斗
田
』
の
説
話
と
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
/
享
保
五
年
に
は
:
・
板
本
『
今
昔
物

語
集
』
が
司
'
付
さ
れ
て
お
り
、
(
文
章
の
一
致
は
板
本
よ
り
も
書
写
本

と
の
一
致
の
ほ
う
が
多
く
書
写
本
か
ら
直
接
構
想
を
と
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
が
|
引
用
者
ま
と
め
)
:
・
板
本
は
、
話
の
結
び
を
「
年
比

の
思
ひ
に
た
え
ず
し
て
。
魂
の
と
ど
ま
り
て
逢
た
り
け
む
。
あ
は
れ
な

る
事
な
り
と
か
た
り
伝
へ
た
る
と
也
」
と
い
う
こ
と
ば
で
結
ぼ
れ
て
お

り
、
こ
の
話
が
当
時
、
怖
し
さ
よ
り
も
む
し
ろ
「
哀
れ
な
る
」
話
と
し

て
受
け
取
ら
れ
、
作
者
の
説
話
解
釈
に
近
づ
い
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
/
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
浅
茅
が
宿
」
は
構
成
ば
か
り
で

な
く
、
女
の
性
の
悲
し
さ
を
描
く
と
い
う
物
語
の
主
題
も
、
『
今
昔
』

か
ら
取
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

と
、
末
尾
の
意
義
を
一
話
の
解
釈
に
つ
な
げ
て
主
題
を
「
哀
れ
」
と
ま
と
め

n
i
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史
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ら
れ
た
。
こ
の
「
女
の
性
の
悲
し
さ
」
の
内
実
に
は
「
三
貞
の
操
と
い
う
リ

ゴ
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
愛
欲
の
に
お
い
」
を
読
み
取
っ
て
お

ら
れ
る
。四

、
『
源
氏
』
と
の
比
較
を
通
し
て

続
い
て
『
源
氏
』
「
蓬
生
」
巻
の
文
章
を
見
て
み
た
い
。
高
貴
な
血
筋
だ

が
醜
女
で
「
べ
に
ば
な
」
(
紅
花
/
赤
い
鼻
)
の
異
名
で
あ
る
末
摘
花
と
い

う
不
名
誉
な
呼
称
で
よ
ば
れ
る
姫
君
を
主
人
公
に
し
た
「
末
摘
花
」
巻
の
続

編
と
も
い
え
る
巻
で
あ
る
。
「
末
摘
花
」
巻
で
の
古
風
で
融
通
が
利
か
な
い

と
い
う
性
格
付
け
が
、
「
蓬
生
」
巻
で
は
一
途
で
け
な
げ
に
源
氏
を
待
ち
続

け
る
美
質
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
彼
女
の
思
い
が
か
な
う
形
で
源
氏
と
再
会

す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
明
ら
か
な
違
い
は
、
こ
ち
ら
は
、
生
き

て
再
会
、
み
ご
と
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
「
浅

茅
が
宿
」
の
〈
B
部
〉
再
会
に
い
た
る
場
面
に
は
章
句
レ
ベ
ル
で
の
一
致
が

多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

O
『
雨
月
』
「
浅
茅
が
宿
」

⑦
此
の
時
日
は
は
や
西
に
沈
み
て
、
:
・
旧
し
く
住
み
な
れ
し
里
な
れ
ば
迷

く
だ
か

i
l
l
-
-
H
U
H
-
-

ふ
べ
う
も
あ
ら
じ
と
、
夏
野
わ
け
行
く
に
、
:
・
雷
に
擢
れ
し
松
の
釜
え

l
l
」
は
い
1
1

し

る

し

う

れ

て
立
る
が
、
:
・
げ
に
我
が
軒
の
標
こ
そ
見
え
つ
る
と
先
喜
し
き
こ
こ
ち

し
は
ぷ
き

し
て
あ
ゆ
む
に
、
:
・
門
に
立
ち
よ
り
て
咳
す
れ
ば
、
内
に
も
速
く
聞

き
と
り
て
「
誰
ぞ
」
と
答
む
。

O
『
源
氏
』
蓬
生
巻

形
も
な
く
荒
れ
た
る
家
の
、
木
立
し
げ
く
森
の
や
う
な
る
を
過
ぎ
た
ま

ふ
。
大
き
な
る
松
に
藤
の
咲
き
か
か
り
で
月
影
に
な
よ
ぴ
た
る
、
風
に

つ
き
て
さ
と
匂
ふ
が
な
つ
か
し
く
、
そ
こ
は
か
と
な
き
か
を
り
な
り
。

橘
に
は
か
は
り
て
を
か
し
け
れ
ば
さ
し
出
で
た
ま
へ
る
に
、
柳
も
い
た

う
し
だ
り
て
、
築
地
も
さ
は
ら
ね
ば
乱
れ
伏
し
た
り
。
見
し
心
地
す
る

木
立
か
な
と
思
す
は
、
は
や
う
こ
の
宮
な
り
け
り
。
・
:
中
略
:
・

簾
動
く
け
し
き
な
り
。
わ
づ
か
に
見
つ
け
た
る
心
地
、
恐
ろ
し
く
さ
へ

お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
寄
り
て
声
づ
く
れ
ば
、
い
と
も
の
古
り
た
る
声
に
て
、

し
は
ぷ
き

ま
づ
咳
を
先
に
た
て
て
、
「
か
れ
は
誰
ぞ
。
何
人
ぞ
」
と
問
ふ
0

・

声
い
た
う
ね
び
過
ぎ
た
れ
ど
、
聞
き
し
老
人
と
聞
き
知
り
た
り
。
内
に

は
、
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
狩
衣
姿
な
る
男
、
忍
び
や
か
に
も
て
な
し
な
ごへん

や
か
な
れ
ば
、
見
な
ら
は
ず
な
り
に
け
る
目
に
て
、
も
し
狐
な
ど
の
変

化
に
や
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
近
う
寄
り
て
、
「
・
:
変
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
な

ら
ば
、
:
・
」
と
言
へ
ば
、
・
:
「
変
ら
せ
た
ま
ふ
御
あ
り
さ
ま
な
ら
ば
、

か
か
る
浅
茅
が
原
を
う
つ
ろ
ひ
た
ま
は
で
は
は
べ
り
な
ん
や
。
・
:

『
源
氏
』
と
の
章
句
レ
ベ
ル
の
一
致
は
、
「
浅
茅
」
「
な
ご
り
の
雨
」

「
松
」
な
ど
、
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
風
景
描
写
が
点
描
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
ま
さ
に
古
典
た
る
『
源
氏
』
の
世
界
を
呼
び
起
こ
す
は
た
ら
き
を
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
全
体
の
雰
囲
気
の
違
い
が
逆
に
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
る
こ
と
に

も
な
る
。
物
語
展
開
に
即
し
て
言
え
ば
、
け
な
げ
な
女
性
宮
木
の
イ
メ
ー
ジ

と
再
会
へ
の
期
待
が
大
き
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
大
き
く
予
想
を
裏
切
る
わ

け
で
、
二
次
創
作
の
醍
醐
味
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
学
生
た
ち
の
感
想
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に
も
「
源
氏
は
敬
語
、
風
景
・
情
景
描
写
が
多
い
」
「
霊
と
い
う
表
現
が
な

い
」
な
ど
表
現
に
関
す
る
気
づ
き
が
目
立
っ
た
。
前
掲
『
雨
月
物
語
評
釈
』

は
、
具
体
的
な
一
致
の
指
摘
と
と
も
に
『
源
氏
』
引
用
の
効
果
を
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

作
者
は
「
蓬
生
」
の
文
章
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
の
イ
メ
ー

ジ
を
重
ね
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
末
摘
花
の
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
宮
木

を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
を
待
ち
暮
ら
す
末
摘
花
の
イ
メ
ー
ジ
か

ら
更
に
宮
木
の
心
情
の
意
味
を
明
確
に
し
、
作
品
の
モ
テ
イ
l
フ
と
し

て
浮
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
・
:
『
源
氏
物
語
』
の
面
影
を
重
ね
る
こ
と

に
よ
り
、
物
語
の
構
想
そ
の
も
の
は
、
著
し
く
古
典
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
、
古
典
の
情
趣
的
イ
メ
ー
ジ
を
併
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
が

も
っ
普
遍
的
な
契
機
を
表
現
の
う
ち
に
併
せ
て
取
り
、
物
語
自
体
の
自

律
と
完
結
を
図
ろ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
構
想
の
原
型
と
な
っ
た

『
今
昔
物
語
集
』
に
な
い
も
の
が
補
わ
れ
、
説
話
的
構
想
の
物
語
へ
の

醇
化
と
昇
華
が
図
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
平
安
期
の
『
源
氏
』
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
る
所
以
は
、
『
雨

月
』
の
成
立
時
期
に
即
し
て
考
え
る
と
、
直
接
的
に
は
、
近
世
国
学
か
ら
の

影
響
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
中
村
博
保
氏
は
、
作
品
の
様
式
的
特
性
と
し
て

『
雨
月
』
が
『
英
草
紙
』
『
繁
野
話
』
に
な
ら
っ
た
も
の
と
し
た
う
え
で
、

題
号
の
命
名
法
の
斬
新
さ
に
着
目
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
成
。

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
明
和
期
に
お
け

る
加
藤
字
万
伎
と
の
接
触
に
は
じ
ま
る
国
学
・
古
典
学
の
影
響
で
あ

る
。
明
和
三
年
の
加
藤
字
万
伎
入
門
以
前
か
ら
、
秋
成
は
小
島
重
家
を

通
し
て
契
沖
の
学
問
や
歌
学
に
接
し
て
い
た
。
秋
成
の
私
淑
し
た
五
井

蘭
州
に
も
『
勢
語
通
』
な
ど
の
和
学
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
も

『
雨
月
物
語
』
自
序
に
お
い
て
、
虚
構
の
そ
ら
物
語
の
世
界
的
大
作
と

し
て
『
水
論
伝
』
と
と
も
に
『
源
氏
物
語
』
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
示

唆
的
で
あ
る
。
/
「
英
・
繁
」
二
書
に
傾
倒
し
、
模
倣
に
つ
と
め
な
が

ら
、
そ
れ
と
決
定
的
に
ち
が
う
の
は
、
加
藤
字
万
伎
ら
と
の
接
触
を
中

心
に
、
秋
成
が
体
得
し
た
国
学
的
発
想
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
に
お
け
る

物
語
の
伝
統
の
、
そ
れ
な
り
の
自
覚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は

『
雨
月
物
語
巴
の
和
漢
混
清
文
体
の
な
か
の
、
和
文
的
修
辞
と
い
う
ス

タ
イ
ル
の
獲
得
と
な
っ
て
現
れ
た
。
各
編
の
タ
イ
ト
ル
の
斬
新
さ
は
言

語
と
し
て
の
、
新
し
い
和
文
脈
の
発
見
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

ま
た
、
加
藤
裕
一
氏
は
、
「
浅
茅
が
宿
」
の
和
文
体
に
注
目
さ
れ
、

秋
成
の
場
合
、
和
歌
の
勉
学
は
そ
の
ま
ま
国
学
研
究
へ
と
連
続
し
て
い

る
わ
け
で
、
こ
の
時
期
を
明
和
二
年
の
頃
と
し
、
字
万
伎
入
門
を
明
和

三
年
と
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
は
秋
成
が
浮
世
草
子
作
者
と
し
て
、
明

和
三
年
・
四
年
と
立
て
続
け
に
二
作
品
を
世
に
問
い
、
一
転
し
て
、
明

和
五
年
に
読
本
『
雨
月
物
語
』
を
創
作
す
る
と
い
う
時
期
に
ぴ
た
り
と

重
な
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
作
家
秋
成
の
浮
世
草
子
作
者
か
ら
読

本
作
者
へ
の
転
向
時
期
を
歌
道
入
門
期
・
国
学
へ
の
関
心
を
抱
く
時
期
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と
関
係
づ
け
て
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期

に
創
ら
れ
た
『
雨
月
物
語
』
は
、
国
学
思
想
や
和
歌
と
深
い
関
係
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
指
摘
さ
れ
た
う
え
で
、
和
歌
の
出
典
を
す
べ
て
整
理
さ
れ
、

和
歌
の
引
用
の
数
や
そ
の
分
布
状
態
の
平
均
的
な
こ
と
か
ら
、
「
浅
茅

が
宿
」
は
他
の
編
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
:
:
:
引
き
歌
の
数
の
み

な
ら
ず
。
和
歌
の
多
く
の
引
用
・
利
用
が
「
浅
茅
が
宿
」
に
は
顕
著
に

見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
:
・
「
浅
茅
が
宿
」
は
和
歌
の
世
界
と
緊
密
な
関

係
の
下
で
創
作
さ
れ
て
い
る
と
先
ず
は
判
断
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

と
述
べ
た
。

中
古
物
語
か
ら
近
世
読
本
へ
の
「
史
」
は
、
七
五

O
年
あ
ま
り
の
年
月
を

煽
て
て
も
、
中
世
以
降
の
物
語
に
見
え
る
『
源
氏
』
享
受
の
様
相
や
中
世
近

世
源
氏
学
の
広
が
り
、
加
え
て
近
世
国
学
と
の
接
点
を
媒
介
し
て
線
と
し
て

つ
な
が
っ
て
く
る
と
ひ
と
ま
ず
は
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
『
今
昔
』
と
『
源
氏
』
と
を
取
り
上
げ
た
部
分
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
が
、
実
は
末
尾
の
⑩
段
落
の
存
在
意
義
と
い
う
大
き
な
問
題
が
残
っ
て
い

る
。
直
接
的
に
は
『
万
葉
集
』
巻
三
山
部
赤
人
歌
四
三
一

1
四
三
三
番
、
な

ら
び
に
巻
九
一
八

O
七
1
一
八

O
八
番
歌
と
の
章
句
の
一
致
が
見
え
る
し
、

さ
ら
に
入
水
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
『
大
和
物
語
』
の

「
生
田
川
」
「
猿
沢
の
池
」
に
連
な
る
入
水
謬
の
系
譜
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

文
学
史
の
授
業
が
二
年
目
を
迎
え
る
折
し
も
、
リ
ポ
ー
ト
笠
聞
に
て
「
理

想
の
『
日
本
文
学
史
』
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
た
。
大
学
の
授
業
が
大
き

く
変
化
を
求
め
ら
れ
る
な
か
で
、
「
史
」
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
、
で
は

な
く
、
ど
の
よ
う
に
意
識
付
け
学
生
た
ち
が
自
分
で
課
題
を
見
い
だ
し
考
察

を
深
め
る
時
聞
を
い
か
に
生
み
出
す
か
、
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
現
状
は
模
索
の
途
上
で
あ
る
が
、
き
っ
か
け
を
作
る
と
い
う

意
味
で
は
、
あ
え
て
影
響
関
係
の
あ
る
作
品
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
は
一
定

の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

学
生
た
ち
の
感
想
で
重
要
と
思
わ
れ
た
の
は
、
印
象
批
評
の
域
で
は
あ
る

も
の
の
、
『
今
昔
』
か
ら
「
ホ
ラ
l
」
要
素
を
、
『
源
氏
』
か
ら
「
コ
メ
デ

ィ
」
要
素
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
に
お
い
を
感
じ
る
こ

と
、
言
葉
に
よ
る
表
現
に
触
れ
た
と
き
に
そ
の
本
質
を
つ
か
ま
え
る
こ
と

は
、
情
報
が
あ
ふ
れ
る
現
代
を
生
き
る
ス
キ
ル
と
し
て
な
か
な
か
に
重
要
で

は
な
い
か
と
思
う
。

n
U
 

Rυ 

追
記本

稿
は
、
平
成
二
十
八
年
度
山
口
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
研
究
大
会

(
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
日
於
山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
バ
l
ク
)
に
お
い
て
「
同
一

モ
チ
ー
フ
の
類
想
・
変
奏
『
雨
月
物
語
』
「
浅
茅
が
宿
」
を
糸
口
に
|
」
と
題
し

て
発
表
し
た
も
の
と
、
一
部
重
な
り
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。



注(
1
)

大
岡
信
氏
「
あ
な
た
に
語
る
日
本
文
学
史
古
代
・
中
世
篇
』
(
戸
迫
田
町
新

書
館
)
、
北
川
智
子
氏
「
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
日
本
史
教
室
」
(
N
S
N

新
潮
新
書
)

な
ど
に
刺
激
を
受
け
た
。

(
2
)

現
在
は
改
組
さ
れ
、
五
つ
の
専
攻
か
ら
成
る
「
人
文
学
科
」
と
な
っ
た
。
旧

「
日
本
文
学
科
」
の
学
び
は
、
現
「
日
本
文
学
・
文
芸
創
作
専
攻
」
と
「
地
域

文
化
専
攻
」
と
い
う
こ
専
攻
に
お
お
む
ね
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
日
本
中
の

大
学
で
文
系
学
部
が
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
続
い
て
い
る
な
か
で
、
さ
い
わ
い

に
本
学
は
「
文
学
部
」
を
存
続
さ
せ
て
い
る
。
「
日
本
文
学
・
文
芸
創
作
専
攻
」

は
、
旧
来
の
文
学
研
究
の
学
び
と
文
芸
創
作
の
学
び
の
融
合
を
目
指
す
と
こ

ろ
に
特
色
が
あ
る
。

(
3
)

武
富
健
治
氏
『
漫
画
訳
雨
月
物
語
』
(
N
D
H
由
株
式
会
社
P
H
P
研
究
所
)

(
4
)

講
義
の
な
か
で
配
布
資
料
と
し
て
使
用
し
た
の
は
以
下
の
通
り
。
高
田
衛

氏
・
中
村
博
保
氏
校
注
・
訳
『
完
訳
日
本
の
古
典
雨
月
物
語
春
雨
物

語』

(
5
8
小
学
館
)
の
訳
文
の
抜
粋
。
木
越
治
氏
監
修
・
岸
田
恋
氏
画
『
マ

ン
ガ
雨
月
物
語
』
(
】
由
由
。
河
出
書
房
新
社
)
の
木
越
氏
解
説
文
。

(5)

も
と
も
と
『
雨
月
物
語
』
は
中
国
白
話
小
説
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
森
田
喜
郎
氏
『
上
田
秋
成
文
芸
の

研
究
』

(
N
0
8
和
泉
書
院
)
は
、
秋
成
文
芸
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か

で
、
「
「
浅
茅
が
宿
」
は
、
「
愛
卿
伝
」
を
主
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
『
伽
綿
子
』

『
万
葉
集
』
『
源
氏
物
語
』
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
の
日
本
の
古
典
を
お
り
ま
ぜ
て
、

前
述
の
よ
う
に
作
者
な
り
に
宮
木
の
讃
美
と
い
う
独
自
の
世
界
を
つ
く
り
あ

げ
た
一
篇
で
あ
る
。
」
と
規
定
す
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
『
雨
月
物
語
』
『
源

氏
物
語
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
万
葉
集
』
の
各
作
品
名
を
『
雨
月
』
『
源
氏
』
『
今

昔
』
『
万
葉
』
と
略
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
と
す
る
。

(
6
)

千
街
品
之
(
文
芸
評
論
家
)
「
古
典
に
新
た
な
生
命
力
を
宿
す
試
み
」
(
『
漫

画
訳
雨
月
物
語
』
解
説
)

(
7
)

前
掲

(5)
引
用
の
森
田
喜

E

郎
氏
は
、
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
、
重
松
毅
氏

『
秋
成
の
研
究
』
(
】
由
ロ
文
理
書
院
)
の
「
主
人
公
宮
木
の
純
情
一
途
の
性

情
を
描
き
出
し
た
」
と
す
る
説
と
、
横
田
一
夫
氏
『
雨
月
物
語
の
研
究
』
(
H
S

∞

桜
楓
社
)
の
「
悲
劇
」
と
と
ら
え
る
税
と
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
「
宮
木
の
純

情
さ
を
強
調
」
し
た
物
語
と
ま
と
め
た
。

(
8
)

テ
キ
ス
ト
は
、
中
村
幸
彦
氏
・
高
田
衛
氏
・
中
村
博
保
氏
校
注
・
訳
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
英
草
紙
西
山
物
語
雨
月
物
語
春
雨
物
語
』

(
呂
田
町
小
学
館
)
よ
り
引
用
し
た
。

(
9
)

『
今
昔
物
語
集
』
テ
キ
ス
ト
は
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
よ
り
引

用
し
た
。

(ω)
鵜
月
洋
氏
『
雨
月
物
語
評
釈
』
(
日
本
古
典
評
釈
全
注
釈
叢
書
呂
田
由
角

川
書
庖
)
よ
り
引
用
。
た
だ
し
同
書
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
「
浅
茅
が
宿
」

の
解
説
部
分
は
中
村
博
保
氏
が
執
筆
し
て
い
る
。

(
日
)
『
源
氏
物
語
』
テ
キ
ス
ト
は
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
よ
り
引
用

し
た
。

(
ロ
)
前
掲

(
8
)
の
中
村
博
保
氏
解
説
。

(
日
)
加
藤
裕
一
氏
『
上
回
秋
成
の
思
想
と
文
学
』
(
N
C
C

由

(
凶
)
「
リ
ポ
ー
ト
笠
間
恥
引
」

(
N
0
5
笠
間
書
院
)

『
雨
月
物
語
』
「
浅
茅
が
宿
」
の
教
材
化
|
|
文
学
史
の
授
業
構
想
、
模
索
の
一
過
程
|
|

唱
E
A

Fhυ 

笠
間
帯
院
)


