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『
不
如
帰
』
の
文
章

 
小
説
界
に
評
判
の
高
い
名
作
を
、
発
表
当
時
に
は
、
大
感
動
を
以
て
読
み
な

が
ら
、
年
を
経
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
案
外
な
凡
作
で
あ
る
こ
と
に
呆
れ
る

例
が
多
い
。
特
に
、
小
説
と
し
て
の
凡
作
と
い
う
よ
り
も
、
文
章
に
お
い
て
、
，

名
文
が
凡
文
と
な
る
例
が
多
い
。
わ
た
く
し
は
、
徳
富
薩
花
の
『
不
如
帰
」
と

尾
崎
紅
葉
の
『
金
色
夜
叉
』
に
お
い
て
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
。
小
説
家
と
し

て
、
中
学
上
級
時
代
か
ら
大
学
予
科
に
か
け
て
心
酔
し
た
の
は
泉
鏡
花
、
永
井

荷
風
、
国
木
田
独
歩
な
ど
で
、
、
紅
葉
は
鏡
花
の
縁
に
よ
っ
て
読
ん
だ
ら
し
く
、

・
大
学
課
程
に
進
む
と
、
島
崎
藤
村
、
田
山
胃
袋
、
薦
花
、
小
杉
天
外
、
広
津
柳

浪
な
ど
を
愛
読
し
た
が
、
人
と
し
て
、
筋
と
し
て
、
文
章
と
し
て
心
酔
し
た
頃

は
幼
稚
で
あ
っ
、
た
し
、
藤
村
以
下
は
、
専
ら
自
然
主
義
文
学
運
動
の
影
響
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
幼
稚
時
代
の
心
を
と
ら
え
た
も
の
が
、
 
『
金
色
夜

叉
』
と
『
不
如
帰
」
で
あ
っ
た
。

 
旧
制
中
学
校
の
三
年
生
、
四
年
生
に
わ
た
っ
て
の
約
十
ヶ
月
、
年
で
い
え
ば

明
治
三
十
五
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
六
年
九
月
十
九
日
ま
で
の
間
、
わ
た

く
し
は
『
読
書
日
記
」
と
題
し
た
ノ
ー
ト
を
つ
け
て
い
た
。
教
科
書
、
参
考
書

の
進
度
、
復
習
な
ど
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
日
記
に
、
蕾
 
花
は
二
回

登
場
し
て
い
る
。
 
一
度
は
明
治
三
十
五
年
十
一
月
十
五
日
、
 
「
四
花
氏
の
「
青

薩
集
」
を
よ
む
。
吾
が
初
恋
な
る
自
然
、
伴
七
無
情
の
二
篇
。
」
と
あ
る
。
 
『
青

山
白
雲
」
や
『
自
然
と
人
生
」
は
す
で
に
読
ん
で
お
り
、
大
感
動
を
受
け
て
い

た
あ
と
な
の
、
で
、
別
段
の
感
想
も
書
き
入
れ
て
い
な
い
が
、
三
者
を
通
じ
て
常

花
を
自
然
詩
人
と
し
て
尊
敬
す
る
情
に
は
変
り
な
か
っ
た
。

 
越
え
て
明
治
三
十
六
年
の
三
月
十
七
日
、
「
試
験
終
了
。
『
ほ
と
㌧
ぎ
す
」

と
『
新
小
説
』
を
読
む
。
」
と
あ
る
。
 
『
好
士
伝
』
を
博
文
館
の
『
帝
国
文

庫
』
本
で
三
千
四
百
三
ペ
ー
ジ
を
卒
業
し
、
近
松
の
世
話
物
や
武
家
物
に
移
行

し
つ
㌧
あ
っ
た
折
柄
な
の
で
、
現
代
作
品
で
は
、
情
味
の
豊
か
な
『
ほ
と
～
ぎ

す
」
に
飛
び
つ
い
た
も
の
と
思
う
が
、
そ
れ
ま
で
藍
花
に
小
説
作
品
の
な
い
寂

し
さ
が
充
た
さ
れ
る
期
待
な
い
し
う
れ
し
さ
に
心
惹
か
れ
た
た
め
も
あ
っ
た
。

果
た
し
て
、
わ
た
く
」
は
号
泣
し
て
い
る
。
 
「
三
月
廿
三
日
、
○
帝
国
百
科
全

書
の
日
本
歴
史
、
初
め
の
方
十
頁
ば
か
り
を
読
む
。
○
藍
花
著
『
不
如
帰
』
十

三
頁
ま
で
よ
む
。
三
月
廿
四
日
、
○
日
本
文
学
史
教
科
書
、
初
め
よ
り
三
十
四

頁
ま
で
よ
む
。
○
不
如
帰
十
三
頁
よ
り
三
百
四
十
一
頁
ま
で
よ
む
。
あ
㌧
哀
れ

な
ち
浪
子
、
僕
は
…
…
涙
よ
わ
き
僕
は
こ
の
小
説
を
よ
み
て
い
く
度
か
く
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＼

く
泣
き
た
り
、
こ
ど
に
二
百
二
十
八
頁
よ
り
次
頁
の
と
こ
ろ
、
三
百
頁
の
と

こ
ろ
、
三
百
九
頁
、
あ
～
遂
に
僕
は
言
辞
を
な
す
能
は
ず
。
○
不
如
帰
、
又
床
．

に
入
り
て
よ
り
よ
む
、
益
々
悲
哀
、
涕
落
ち
て
枕
を
ぬ
ら
す
、
三
六
五
、
三
七

〇
、
三
八
二
、
な
ど
余
は
涕
を
以
て
読
み
た
る
処
な
り
、
「
あ
、
浪
さ
ん
、
何

故
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
」
の
一
句
、
余
は
巻
を
郷
ち
て
ひ
た
泣
き
に
泣
き
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
つ

り
。
漸
く
三
八
四
頁
ま
で
よ
み
終
り
た
り
、
「
武
男
さ
ん
、
わ
た
し
も
辛
か
っ

た
玄
」
と
中
将
の
言
、
う
た
㌧
同
情
に
堪
へ
ず
。
」

 
幼
稚
な
文
で
お
恥
ず
か
し
い
が
、
昔
の
中
学
四
年
坊
主
（
今
の
高
校
二
年
）

の
文
と
し
て
お
見
逃
し
を
願
い
た
い
。
わ
た
く
し
が
読
ん
だ
の
は
、
『
冨
士
』

第
二
巻
に
よ
る
と
、
「
十
三
行
、
三
十
字
詰
、
総
ル
ビ
三
八
四
頁
の
四
六
版
で

定
価
三
十
銭
」
と
あ
る
そ
れ
の
第
三
版
か
の
一
冊
ら
し
い
。

 
藍
花
わ
れ
を
欺
か
ず
、
彼
は
自
然
詩
人
で
あ
る
と
共
に
入
曽
詩
人
で
も
あ
っ

た
。
彼
の
描
く
世
界
は
、
一
応
近
松
の
義
理
人
情
の
世
界
と
い
っ
て
い
い
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
古
さ
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
陸
海
軍
軍
人
の
登
場
す
る
明
治
の

物
語
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
 
『
国
民
新
聞
」
は
見
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
藍
花
の
作
品
は
、
単
行
本
と
な
っ
た
も
の
を
、
買
入
、
借
覧
の
便
宜
に

よ
っ
て
前
後
な
く
読
ん
で
い
た
が
、
も
し
「
不
如
帰
』
を
一
番
初
め
に
読
ん
で

い
た
な
ら
ば
、
藍
花
を
硯
友
社
な
い
し
男
芸
友
意
解
の
作
者
と
解
し
た
か
も
知

れ
な
い
。
自
然
詩
人
と
し
て
の
彼
が
こ
び
り
つ
い
て
い
た
お
か
げ
で
、
 
『
不
如

帰
』
に
す
ら
限
り
な
い
清
新
味
を
感
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
の
で
あ

る
。 

た
ゴ
、
テ
ー
マ
の
外
に
、
文
体
の
古
さ
が
、
二
三
度
読
む
う
ち
に
感
じ
ら
れ

て
来
た
の
は
、
早
稲
田
大
学
に
学
び
、
自
然
主
義
文
学
運
動
の
中
に
育
ち
つ
、

あ
っ
た
わ
た
く
し
に
と
っ
て
己
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
薦
花
の
文
体
、
更
に
内
容
か
ら
い
う
て
、
 
『
不
如
帰
』
は
果
た
し
て
古
さ
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
古
さ
は
ど
ん
な
種
類
の
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
わ
た
く
し
の
答
は
簡
単
で
あ
る
。
古
さ
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
、
時
代
的
風
潮
と
文
飾
と
の
た
め
で
あ
っ
て
、
黒
海
そ
の
人
の
古
さ
で
は
な

い
。
そ
の
証
拠
に
、
続
く
『
思
出
の
記
』
の
平
淡
味
は
、
早
く
も
古
さ
か
ら
の
，

脱
出
を
見
せ
て
お
り
、
 
『
冨
士
』
に
至
っ
て
大
成
し
、
 
『
み
㌧
ず
の
た
は
こ

と
』
、
『
黒
い
眼
と
茶
色
の
目
」
な
ど
の
自
然
観
察
、
人
事
観
察
、
こ
の
描
写

の
新
鮮
味
は
独
得
の
も
の
で
あ
り
、
『
順
礼
紀
行
』
、
『
日
本
か
ら
日
本
へ
』

は
、
時
と
、
事
と
、
人
と
か
ら
考
え
て
破
天
荒
の
、
思
い
切
っ
た
大
紀
行
の
先

駆
と
な
つ
，
て
い
る
。
古
さ
よ
り
も
む
し
ろ
新
し
さ
、
そ
れ
に
充
ち
て
い
る
の
が

藍
花
の
仕
事
の
全
部
だ
と
い
っ
て
い
い
。

 
け
れ
ど
も
、
『
不
如
帰
』
に
は
、
古
さ
と
い
う
よ
り
も
甘
さ
が
あ
っ
た
。
斎

藤
弔
花
の
『
国
木
田
独
歩
と
其
周
囲
』
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

 
 
評
判
の
「
不
如
帰
」
を
独
歩
は
読
ん
だ
。
藍
鼠
君
で
も
な
い
。
あ
ん
な
甘

 
 
い
小
説
が
ど
こ
に
取
得
が
あ
る
。
一
廉
の
人
物
、
兄
に
譲
ら
ぬ
弟
。
だ
が

 
 
小
説
は
紅
葉
並
み
と
見
詰
っ
た
彼
は
、
口
ば
か
り
と
云
は
る
㌧
が
業
腹

 
 
と
、
 
「
武
蔵
野
」
で
、
随
筆
の
才
華
を
見
せ
た
。
 
「
自
然
と
人
生
」
の
著

 
 
者
も
、
文
章
は
独
歩
。
恐
ろ
し
き
鬼
才
。
と
感
歎
し
た
。

 
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
や
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
を
愛
読
し
て
い
た
同
時
代
者
の
独
歩
は
、

『
不
如
帰
』
も
、
紅
葉
の
「
金
色
夜
叉
」
も
、
甘
い
小
説
だ
と
け
な
し
て
い

る
。
家
庭
に
お
い
て
の
封
建
制
度
な
い
し
こ
の
風
習
の
十
分
に
拭
い
切
れ
な
い

 
 
・
ま
～
は
、
 
ま
～
む
す
め

頃
の
、
継
母
と
継
娘
、
嫁
と
姑
の
昔
な
が
ら
の
関
係
を
描
く
『
不
如
帰
』

は
、
こ
の
取
材
の
態
度
か
ら
い
え
ば
古
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
明
治
の

義
理
人
情
に
取
材
し
た
人
情
小
説
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
新
し
い
小
説
と
い
っ
て
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い
い
。
た
ゴ
甘
さ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
飾
か
ら
来
た
当
時
の
病
弊
に
外
な
ら

、
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
独
歩
の
『
武
蔵
野
」
は
名
作
で
は
あ
る
が
馬
二
葉
亭
四

迷
の
名
訳
「
あ
ひ
び
き
』
を
摸
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
弔
花
の
語
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
独
歩
は
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
の
英
訳
を
手
に
入
れ
る
前
か
ら
、
二
葉
亭
の

，
「
あ
ひ
び
き
」
や
「
ル
ー
ジ
ン
」
に
傾
倒
し
、
二
葉
亭
の
も
の
を
大
抵
写
し
と

っ
て
い
た
と
い
う
。
 
「
あ
ひ
び
き
、
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
フ
。
二
葉
亭
四
迷
訳
、
鉄
写

生
写
す
」
 
（
鉄
斧
生
は
独
歩
の
別
号
。
）
と
書
い
た
も
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ

た
が
、
弔
花
は
独
歩
の
口
か
ら
、
 
「
あ
ひ
び
き
」
の
中
の
、
林
間
の
静
け
さ
を

書
い
た
一
節
を
よ
く
読
み
聞
か
さ
れ
て
い
て
、
 
「
静
思
し
、
諦
聴
し
」
と
重
ね

て
、
木
の
葉
の
ば
ら
く
落
ち
る
音
ま
で
細
か
に
写
生
し
た
と
こ
ろ
は
、
二
葉

亭
、
自
身
が
原
作
者
に
な
り
き
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
だ

っ
た
、
と
も
書
い
て
い
る
。
 
『
武
蔵
野
」
の
中
の
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
コ

 
 
同
二
十
六
日
一
『
午
後
林
を
訪
ふ
。
林
の
奥
に
坐
し
て
四
顧
し
、
傾
聴

 
 
し
、
悌
画
し
、
黙
想
す
。
』

 
右
の
一
節
な
ど
は
、
二
葉
亭
か
ら
来
て
い
る
が
、
 
『
自
然
と
人
生
』
に
は
、

こ
う
い
う
摸
倣
は
な
い
。
坪
内
遣
遙
は
書
評
の
中
で
「
よ
く
ラ
ス
キ
ン
を
読
ん

だ
人
」
と
い
っ
た
が
、
ラ
ス
キ
ン
の
『
近
代
画
家
論
』
が
専
ら
風
景
画
家
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
の
類
推
で
あ
ろ
う
。
 
『
冨
士
』
第
二
巻
に
は
、

「
雨
が
降
る
日
は
、
丸
善
で
買
っ
た
ラ
ス
キ
ン
の
「
近
代
画
家
」
の
一
冊
欠
け

た
紙
表
紙
を
読
ん
だ
。
」
と
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響
も
あ
る
と
は
、
よ
く

い
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
四
年
間
、
日
夕
冨
士
山
を
眺
め
る
地
に
住
ん
だ
体

験
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
藍
花
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
独
歩
に
対
す
る
讃
辞

は
、
好
き
な
作
家
に
対
す
る
厚
意
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

文
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藍
花
の
写
実
主
義

 
藍
花
の
写
実
主
義
は
、
特
に
自
然
描
写
な
い
し
讃
美
に
お
い
て
、
独
創
と
現

実
感
と
清
新
味
と
な
っ
て
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
『
不
如
帰
』
に
な
る
と
、

紅
葉
の
『
金
色
夜
叉
』
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
地
の
文
が
文
語
体
、
会
話
の

と
こ
ろ
が
口
語
文
で
あ
る
の
で
、
文
語
文
と
な
る
と
、
時
代
的
風
潮
と
し
て
つ

い
文
飾
に
力
を
入
れ
る
。
紅
葉
が
、
 
一
字
一
句
の
推
敲
に
苦
心
し
て
、
訂
正

字
句
を
原
稿
用
紙
に
書
い
て
貼
り
つ
け
る
の
で
、
そ
の
部
分
が
瘤
の
よ
う
に
高

く
な
っ
て
い
た
と
は
、
逸
話
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
藍
花
に
も
，
文

飾
の
癖
．
は
あ
っ
た
。
会
話
の
部
分
に
さ
え
、
そ
れ
が
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
ち
ぎ
ら

 
 
上
州
伊
香
保
千
明
の
三
階
の
障
子
開
き
て
、
夕
景
色
を
警
む
る
婦
人
。
年

 
 
 
 
 
 
 
ひ
ん
よ
 
ま
げ
 
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
も
ん
ち
り
め
ん

 
 
は
十
八
九
。
品
好
き
丸
髭
に
結
ひ
て
、
草
色
の
紐
つ
け
し
小
紋
縮
緬
の

 
 
ひ
ふ

 
 
被
布
を
着
た
り
。

 
 
 
 
ほ
'
・
・
お
も
て
 
 
 
 
あ
は
ひ
 
 
 
せ
ま
 
 
 
 
ほ
、

 
 
色
白
の
細
面
、
眉
の
間
や
㌧
回
り
て
、
頬
の
あ
た
り
の
腐
寒
げ
な
る

 
 
が
・
馨
と
云
は
ば
疵
な
れ
ど
鑑
聡
の
す
ら
り
と
灘
ら
レ
灘
融
此

 
 
 
ほ
く
ふ
う
 
 
 
 
 
つ
よ

 
 
れ
や
北
風
に
一
輪
勤
き
を
誇
る
梅
花
に
あ
ら
ず
、
ま
た
霞
の
春
に
醐
蝶
と

 
 
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
き
み
さ
う

 
 
化
け
て
飛
ぶ
桜
の
花
に
も
あ
ら
で
、
夏
の
夕
闇
に
ほ
の
か
に
匂
ふ
月
見
草
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
べ

 
 
と
品
定
め
も
し
つ
可
き
婦
人
。

 
 
 
 
ひ
あ
し

 
 
春
の
日
脚
の
西
に
傾
き
て
、
遠
く
は
日
光
、
足
尾
、
越
後
境
の
山
々
、
近
く
は

 
 
を
の
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ふ
ば
え

 
 
小
野
子
、
子
持
、
赤
城
の
峰
々
、
入
日
を
浴
び
て
花
や
か
に
三
栄
す
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
え
の
き
 
 
 
あ
～
 
 
 
 

か
ら
す
 
 
 
 
ご
ん
じ
き

 
 
ば
 
つ
い
下
の
野
離
れ
て
唖
々
と
飛
び
行
く
鳥
の
声
ま
で
も
金
色

 
 
き
こ
 
 
 
 
 
 
ふ
た
つ
ふ
ら
く
 
 
・
 
 
 
う
し
ろ

 
 
に
聞
ゆ
る
時
、
三
二
片
蓬
々
然
と
赤
城
の
背
よ
り
浮
び
出
で
た
り
。
三

 
 
 
 
 
 
 
そ
ゾ
 
 
 
 
ゆ
く
ぺ
 
う
ち
ま
も

 
 
階
の
婦
人
は
、
坐
う
に
其
行
方
を
謄
視
り
ぬ
。
 
（
中
略
）
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た
ぜ
ひ
と
い
う

 
 
果
て
は
山
も
空
も
唯
一
色
に
暮
れ
て
、
三
階
に
立
つ
婦
人
の
顔
の
み
ぞ

 
 
夕
闇
に
白
か
り
け
る
。
 
（
原
文
総
ル
ビ
）

 
こ
れ
は
『
不
如
帰
』
冒
頭
の
三
節
で
あ
る
が
、
二
葉
亭
四
迷
の
言
文
一
致
文

か
ら
十
年
も
後
の
刊
行
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
旧
態
依
然
と
も
い
う
べ
き
甘
い

文
語
文
で
あ
る
。
自
然
は
す
べ
て
美
し
く
、
若
い
婦
人
は
す
べ
て
美
人
で
あ

り
、
鳥
の
声
さ
え
金
色
に
聞
こ
え
る
と
い
う
。
坪
内
迫
遙
の
『
小
説
神
髄
』
は
，

「
小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。
」
と
い
い
、
作
中
の

人
物
も
、
コ
度
篇
中
に
出
で
た
る
以
上
、
…
…
ロ
ハ
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
㌧
に

摸
写
す
る
心
得
に
て
あ
る
べ
き
な
り
。
」
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
作
中
の
人
物

ば
か
り
で
な
く
、
人
間
、
人
生
、
自
然
、
事
実
の
す
べ
て
に
わ
た
り
、
あ
り
の

ま
＼
を
あ
り
の
ま
㌧
に
、
客
観
的
に
書
く
の
が
新
し
い
小
説
の
行
き
方
だ
と
い

う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
主
張
は
、
亡
友
社
一
派
に
よ
っ
て
甘
い
も
の
と
さ
れ
、

紅
葉
、
小
栗
風
葉
、
柳
川
春
葉
ら
を
経
て
、
菊
池
幽
芳
、
渡
辺
霞
亭
ら
の
い
わ

ゆ
る
家
庭
小
説
へ
と
流
れ
た
。
家
庭
小
説
の
称
は
、
初
め
の
う
ち
は
、
家
庭
に

入
れ
て
も
差
支
な
い
小
説
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
が
、
後
に
は
、
封
建
思
想
の

根
強
く
銭
っ
て
い
る
家
庭
内
の
ト
ラ
ブ
ル
を
材
と
し
た
も
の
を
そ
う
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
こ
の
流
れ
を
こ
㌧
で
は
い
う
の
で
あ
る
。
迫
遙
は
、
文
学
の
真
善
美

の
う
ち
、
善
を
主
材
と
す
る
『
里
見
八
要
素
」
の
勧
善
懲
悪
主
義
を
極
度
に
排

し
、
美
も
ま
た
文
学
の
対
象
で
な
い
と
し
た
。
た
ゴ
真
の
み
が
目
標
で
あ
り
、

そ
れ
を
客
観
的
に
描
く
の
が
写
実
主
義
（
摸
写
主
義
）
で
あ
る
と
し
た
。
し
か

し
、
紅
葉
ら
が
書
い
た
人
情
、
世
態
、
風
俗
は
、
あ
り
の
ま
㌧
を
あ
り
の
ま
㌧

に
書
い
た
の
で
は
な
く
、
あ
り
そ
ラ
な
こ
と
を
あ
り
の
ま
㌧
に
書
い
た
。
例
え

ば
、
芸
者
な
に
が
し
が
ど
こ
そ
こ
の
お
茶
屋
の
前
に
車
を
乗
り
つ
け
る
。
l
l

こ
の
日
の
な
に
が
し
の
粧
い
は
、
羽
織
は
こ
れ
く
か
よ
う
の
こ
れ
く
で
、

帯
は
こ
れ
く
、
着
物
は
こ
れ
く
と
、
事
細
や
か
に
書
く
、
こ
れ
を
彼
等
の

写
実
主
義
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
む
し
ろ
主
観
主
義
で
あ
る
。
 
『
不
如
帰
」

の
冒
頭
の
文
も
こ
の
類
に
外
な
ら
な
い
。
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
書
く
。
好
き

な
よ
う
に
書
く
以
上
、
最
上
級
め
文
飾
、
形
容
を
工
夫
す
る
。
真
か
ら
遠
ざ
か

り
、
美
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。

 
会
話
の
部
分
に
つ
い
て
藍
住
の
病
弊
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
当
代
作
家
に
共

通
の
も
の
で
あ
る
が
、
一
花
の
例
，
を
挙
げ
て
み
ょ
う
。

 
 
 
ば
あ

 
も
と
姥
や
で
あ
っ
た
附
添
の
老
女
の
幾
が
浪
子
に
呼
び
か
げ
る
。

 
 
 
お
ち
ゃ
う
 
 
 
 
 
 
ど
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
べ

 
 
「
御
嬢
1
お
や
如
何
致
し
ま
せ
う
、
ま
た
口
が
滑
っ
て
、
お
ほ
、
～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
ざ
 
 
 
 
 
ま
っ
く
ら

 
 
㌧
。
あ
の
、
奥
様
、
唯
今
帰
り
ま
し
て
ム
い
ま
す
。
真
闇
。
奥
様
工
、

 
 
ど
こ
 
 
お
い
で
 
 
 
 
 
 
ご
ざ

 
 
何
処
に
御
出
遊
ば
す
の
で
ム
い
ま
す
？
」

＼
こ
の
「
お
嬢
一
」
が
間
近
い
と
こ
ろ
で
、
も
一
度
出
る
。
新
婚
一
ヶ
月
ば

か
り
の
嫁
に
附
い
て
来
た
姥
や
と
は
い
え
、
こ
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
は
、
愛
嬌
に

も
な
ら
な
い
。
あ
り
の
ま
㌧
で
な
く
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
の
作
為
で
あ
る
。

 
わ
た
く
し
の
『
読
書
日
記
」
に
、
 
『
不
如
帰
」
の
大
団
円
近
く
で
、
片
岡
中

将
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
つ

 
 
「
武
男
さ
ん
、
わ
た
し
も
辛
か
っ
た
1
」

と
歎
息
し
た
哀
切
の
．
一
語
を
、
同
情
に
堪
え
な
い
と
書
い
て
い
る
が
、
多
く
の

批
評
が
、
二
度
と
女
に
生
ま
れ
た
く
な
い
と
い
っ
た
浪
子
の
言
葉
に
感
動
し
、

作
者
み
ず
か
ら
も
、
こ
の
言
葉
が
こ
の
物
語
の
胚
胎
と
な
っ
た
と
「
第
百
版
不

如
帰
の
巻
首
に
」
に
も
書
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
わ
た
く
し

が
中
将
の
言
葉
の
方
に
強
く
感
動
し
た
の
は
、
浪
子
の
詠
歎
は
社
会
通
念
で
あ

あ
り
、
中
将
の
言
に
個
性
を
見
る
か
ぢ
で
あ
る
が
、
こ
の
悲
劇
の
総
収
と
し

（ 108 ）



て
、
ま
た
幾
分
の
批
判
と
し
て
、
昧
わ
え
る
も
の
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
も

あ
る
。
浪
子
の
詠
歎
は
、
「
巻
首
に
」
の
方
に
は
、
話
し
手
の
某
婦
人
が
、

 
 
臨
終
の
あ
は
れ
を
話
し
て
「
さ
う
お
云
ひ
だ
っ
た
さ
う
で
す
っ
て
ね
一

 
 
も
う
も
う
二
度
と
女
な
ん
か
に
生
れ
ば
し
な
い
」
i
云
ひ
か
け
て
婦
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ま

 
 
は
到
頭
嘘
起
し
て
話
を
切
っ
て
了
う
光
。
自
分
の
脊
髄
を
あ
る
も
の
が

 
 
い
な
づ
ま

 
 
 
電
の
如
く
走
っ
た
。

と
あ
る
。
そ
れ
が
、
小
説
の
本
文
に
な
る
と
、

 
 
 
 
 
つ
ら
 
 
 
つ
ら
 
 
 
も
う
 
 
 
も
う
を
ん
な
 
 
 
 
．
 
 
う
ま

 
 
「
あ
㌧
辛
い
1
 
辛
い
！
 
最
早
-
最
早
婦
人
な
ん
ぞ
に
一
生
れ
は

 
」
し
ま
せ
ん
よ
。
-
1
-
あ
㌧
あ
1
」

ど
な
っ
て
い
る
。
文
飾
の
失
敗
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
文
章
の
形
と
し
て
は
整

え
て
あ
る
が
、
切
実
味
は
薄
い
。
「
も
う
も
う
二
度
と
女
な
ん
か
に
生
れ
ば
し

な
い
。
」
1
こ
の
端
的
な
、
痛
切
な
述
懐
は
、
文
で
飾
っ
て
は
い
け
な
い
。

殊
に
序
文
で
は
「
女
」
と
あ
り
、
本
文
で
は
「
婦
人
」
と
書
い
て
「
を
ん
な
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
づ
ら

と
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
る
。
字
面
を
上
品
に
見
せ
よ
う
と
す
る
文
飾
で
あ
ろ
う

が
、
無
用
の
こ
と
で
あ
る
。
 
「
女
」
で
い
い
。

 
題
の
『
不
如
帰
」
に
つ
い
て
。
 
『
冨
士
』
の
著
者
は
書
い
て
い
る
。

 
 
一
月
十
五
日
に
小
説
不
如
帰
は
出
版
さ
れ
た
。
新
聞
に
書
き
は
じ
め
は
、

 
 
 
ほ
と
～
ぎ
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
じ
ょ
き

 
 
「
不
如
帰
」
と
題
し
た
。
層
追
々
不
如
帰
と
音
で
よ
み
、
夫
妻
の
問
に
は

 
 
「
如
帰
」
と
略
し
た
。
然
し
世
間
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
で
通
っ
て
了
ふ

 
 
デ
」
o

 
 
ナ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
 
 
 
 
 
 
-

 
こ
れ
で
見
る
と
、
初
め
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
題
で
書
い
た
が
、
途
中
夫
婦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
じ
ょ
き

の
間
で
音
読
と
し
、
略
称
を
用
い
た
ら
し
い
。
本
で
は
初
版
か
ら
「
不
如
帰
」

で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
の
芸
術
愛
、
自
然
愛
の
烈
し
い
健
次
郎
夫
妻
の
問
で
、
略

文
章
か
ら
見
た
徳
富
藍
花
の
作
品

称
を
、
し
か
も
響
き
の
悪
い
「
如
帰
」
な
ど
を
用
い
る
と
は
お
か
し
く
思
わ
れ

る
が
、
・
む
し
ろ
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
俗
語
で
、
平
凡
に
響
く
と
こ
ろ
が
ら
、
文

学
と
し
て
の
高
尚
味
を
加
え
る
つ
も
り
で
、
ル
ビ
も
「
ふ
じ
ょ
き
」
と
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
や
は
り
、
文
飾
の
一
種
で
あ
る
。
今
は
、

「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
方
が
哀
切
の
感
を
誘
い
、
「
ふ
じ
ょ
き
」
の
方
が
不
熟
に

聞
こ
え
る
が
、
明
治
二
、
三
十
年
代
は
漢
文
優
勢
の
頃
な
の
で
、
感
じ
方
が
今

と
は
逆
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
そ
の
例
を
、
も
一
つ
挙
げ
る
。
岩
波
文
庫
本
一
四
八
・
九
、
一
五
〇
ペ
ー
ジ

の
あ
た
り
、
 
 
 
 
 
 
 
．

 
 
 
 
 
 
 
と
よ
な
に
 
 
ふ
く
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
す
め
ぶ
り
 
 
さ

 
 
「
こ
ら
、
、
お
豊
町
を
怒
る
の
だ
？
ふ
く
れ
る
と
嬢
様
が
下
が
る

 
 
 
 
な
に
 
さ
う
ふ
け
い
き
 
か
ほ
 
 
 
 
 
 
い
 
 
 
な
あ
と
よ
 
お
ま
へ
 
う
れ

 
 
ぞ
。
何
も
其
様
不
景
気
な
顔
を
せ
ん
で
も
可
い
、
哺
お
豊
。
 
卿
が
嬉
し

 
 
 
 
は
な
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
な
し
ち
ん
 
 
ぱ
い
つ

 
 
が
る
話
が
あ
る
の
だ
。
さ
あ
話
賃
に
一
盃
注
げ
く
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

と
、
ほ
ろ
酔
機
嫌
の
山
木
の
せ
り
ふ
の
あ
と
、
「
処
置
が
つ
い
た
ら
」
、
「
灯

れ
 
 
 
 
 
び
っ
く
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
あ
に

公
も
」
、
「
難
せ
ん
で
も
」
、
「
何
有
」
な
ど
の
ル
ビ
が
見
え
る
。
新
聞
記

事
も
、
小
説
も
、
総
ル
ビ
を
つ
け
て
い
た
頃
な
の
で
、
特
に
小
説
家
は
、
当
字

の
使
い
方
、
漢
字
の
訓
み
方
の
ル
ビ
の
当
て
方
な
ど
に
学
の
あ
る
と
こ
ろ
を
見

せ
た
も
の
で
、
わ
れ
く
年
少
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
若
干
の
勉
強
も
し
た
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
い
く
ん

で
あ
る
が
、
こ
㌧
で
は
、
・
「
細
君
」
な
ど
正
し
い
漢
語
を
使
い
な
が
ら
、

 
 
い
ま
 
や
う
 
な
ん
 
い
 
 
 
す
 
 
ふ
く
 
 
や
う
 
 
 
一
い
け

 
 
「
今
の
様
に
何
と
云
へ
ば
直
ぐ
恐
れ
る
様
ぢ
や
不
可
な
い
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ナ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
こ
の
い
う
誤
を
見
せ
て
い
る
。
 
「
不
可
な
い
」
は
「
可
い
」
に
対
し
て
可
・

不
可
を
漢
字
で
明
き
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
ろ
う
が
、
ル
ビ
を
除
く
と
、

「
不
可
な
い
」
と
な
り
、
「
可
」
と
同
義
に
な
っ
て
し
ま
う
。
正
に
白
壁
の
微

蝦
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
漢
文
尊
重
か
ら
来
る
時
代
的
つ
ま
ず
き
で
あ
ろ
う
。

〆
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こ
の
誤
は
夏
目
漱
石
に
も
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
今
捜
し
て
い
る
ひ
ま
が
な

い
。
 
（
思
い
違
い
で
あ
っ
た
ら
、
御
免
な
さ
い
。
）

（
三
）
 
純
粋
口
語
交
へ
の
脱
皮

 
独
歩
が
紅
葉
並
み
の
甘
い
小
説
と
評
し
た
『
不
如
帰
』
 
（
明
治
三
十
三
年
一

月
刊
）
の
甘
さ
は
、
紅
葉
の
『
金
色
夜
叉
』
 
（
明
治
三
十
一
年
七
月
i
三
十
六

年
六
月
刊
）
の
そ
れ
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
藍
花
に
あ
っ
て
は
、
内
容
的

に
つ
か
み
か
け
て
い
た
封
建
思
想
と
の
戦
い
を
、
 
一
面
に
は
『
思
出
の
記
』

（
明
治
三
十
四
年
五
月
刊
）
の
自
伝
体
小
説
に
、
他
面
、
政
治
小
説
、
社
会
小

説
と
し
て
の
『
黒
潮
」
 
（
明
治
三
十
六
年
二
月
、
第
一
冊
刊
）
へ
展
開
さ
せ
、

同
時
に
、
口
語
文
の
文
体
に
黙
々
と
し
て
新
開
拓
を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
注
目
，

し
た
い
の
で
あ
る
。

 
明
治
三
十
七
年
一
月
二
十
一
日
附
で
藍
花
が
英
文
．
．
2
9
。
ヨ
涛
○
．
．
の
序
文
と

し
て
送
っ
た
発
行
者
タ
ー
ナ
ー
宛
て
の
書
簡
は
、
 
『
冨
士
』
第
三
巻
の
末
尾
に

あ
る
が
、
第
四
巻
の
冒
頭
文
に
よ
る
と
、
 
「
一
寸
覗
い
て
み
る
と
彼
（
熊
次
）

 
 
 
 
す
っ
か
り

の
序
文
は
悉
皆
改
作
さ
れ
て
あ
っ
た
。
」
と
あ
る
。
ど
の
程
度
に
か
不
明
で

あ
る
が
、
次
の
要
所
は
、
訳
者
（
塩
谷
栄
・
エ
ド
ゲ
ッ
ト
共
訳
）
の
甚
だ
し
い

挿
入
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
引
用
し
て
み
る
。

 
 
如
何
し
て
此
小
説
を
書
い
た
か
、
と
お
尋
ね
で
す
が
、
左
様
、
あ
る
事
実

 
 
 
も
と

 
 
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
。
小
生
は
随
分
感
動
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
小
説

 
 
が
出
来
た
の
で
す
。
勿
論
其
後
離
婚
法
も
発
布
さ
れ
、
婦
人
の
権
利
も
幾

 
 
分
か
確
保
さ
れ
、
結
婚
の
聖
締
も
や
～
保
持
さ
る
㌧
事
に
な
り
、
老
朽
し

 
 
た
儒
教
倫
理
に
代
っ
て
人
道
、
真
理
、
及
び
正
義
の
念
が
日
は
一
日
と
根

 
 
ざ
し
て
来
つ
㌧
あ
る
は
事
実
で
す
α
然
し
残
念
な
事
に
は
、
古
い
悪
魔
は

 
 
容
易
に
死
な
ず
。
斯
過
渡
時
代
に
曇
る
～
涙
は
少
く
な
い
。

 
こ
の
短
文
の
申
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
『
不
如
帰
」
は
事
実
談
に
よ
っ
て
作

っ
た
と
い
う
こ
と
、
家
庭
道
徳
、
社
会
倫
理
、
婦
人
問
題
な
ど
に
つ
一
い
て
考
慮

す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
っ
て
、
前
者
は
周
知
の

モ
デ
ル
問
題
を
惹
き
起
こ
し
、
後
者
は
、
こ
の
小
説
が
娯
楽
を
目
的
と
し
た
単

純
な
人
情
小
説
で
は
な
《
、
矢
野
龍
漢
の
『
新
社
会
』
や
（
中
村
春
雨
の
『
無

花
果
』
や
、
木
下
尚
江
の
『
火
の
柱
」
や
、
藍
花
自
身
の
『
黒
潮
』
な
ど
と
共

に
、
あ
る
種
の
有
目
的
小
説
の
系
列
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
藍
花
が
そ
の
社
交
界
に
縁
の
な
い
上
流
階
級
の
事
件
を
文
学
と
し

て
品
よ
く
書
こ
う
と
し
た
た
め
に
、
最
下
層
社
会
の
実
写
を
含
む
広
津
柳
浪
の

悲
惨
小
説
、
深
刻
小
説
や
、
泉
鏡
花
の
『
夜
行
巡
査
』
、
『
外
科
医
』
や
、
川

上
眉
山
の
『
う
ら
お
も
て
」
の
よ
ヶ
な
観
念
小
説
の
よ
う
に
は
扱
わ
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
た
ゴ
の
お
涙
頂
戴
の
人
情
小
説
と
の
み
見
る
の
は
、
浅
解
と
せ
ね

ば
な
ら
ん
。
 
『
金
色
夜
叉
」
も
モ
デ
ル
問
題
は
あ
っ
た
。
間
貫
一
を
巌
谷
小
波

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
が
訪
問
し
た
こ
と
の
あ
る
東
京
・
高
輪
の
御

殿
の
よ
う
な
邸
で
会
っ
た
清
洒
で
颯
爽
と
し
た
お
伽
噺
の
お
じ
さ
ん
小
波
を
見

て
は
、
ど
う
し
て
も
貫
一
と
結
び
つ
か
な
か
っ
た
し
、
文
飾
の
圧
力
か
ら
い
っ

て
も
、
モ
デ
ル
の
比
重
は
軽
く
、
娯
楽
本
位
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
小
説
と
見
る
べ

き
だ
と
思
わ
れ
た
。
例
の
熱
海
海
岸
．
で
の
貫
一
の
名
せ
り
ふ
を
見
よ
う
。

 
 
 
貫
一
は
力
無
げ
に
宮
の
手
を
執
れ
り
。
宮
は
涙
に
汚
れ
た
る
男
の
顔
を

 
 
 
 
ね
ん
ご
ろ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

 
 
つ
と
懇
に
拭
ひ
た
り
。

 
 
あ
＼
 
み
い
 
 
か
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
り

 
 
「
呼
、
宮
さ
ん
卑
し
て
二
人
が
一
処
に
居
る
の
も
今
夜
限
だ
。
お
前
が

 
 
僕
幽
の
介
抱
を
し
て
く
れ
る
の
も
今
夜
限
、
僕
が
お
前
に
物
を
言
ふ
の
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ぎ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
い

 
 
も
今
夜
限
だ
よ
。
一
月
十
七
日
、
宮
さ
ん
、
善
く
覚
え
て
お
置
き
。
 
（
中

 
 
 
 
い
 
 
 
 
 
み
い

 
 
略
）
可
い
か
、
宮
さ
ん
、
一
月
の
十
七
日
だ
。
来
年
の
今
月
今
夜
に
な
つ

 
 
た
ら
ば
、
僕
の
涙
で
必
ず
月
を
曇
ら
し
て
見
せ
る
か
ら
、
月
が
…
…
月
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
い

 
 
…
…
月
が
…
…
曇
っ
た
な
ら
ば
、
宮
さ
ん
、
貫
一
は
何
処
か
で
お
前
を
恨

 
 
ん
で
、
今
夜
の
や
う
に
泣
い
て
居
る
と
思
っ
て
く
れ
。
」

 
一
字
一
句
も
い
や
し
く
も
し
な
か
っ
た
紅
葉
と
し
て
は
、
評
判
ほ
ど
の
課
せ

り
ふ
で
な
く
、
何
と
な
く
誇
張
、
文
飾
が
目
立
ち
過
ぎ
て
、
作
り
も
の
の
感
が

 
 
 
 
み
い

あ
る
。
 
「
宮
さ
ん
」
の
ル
ビ
も
気
に
な
る
。
こ
れ
に
較
べ
る
と
、
藍
花
の

 
 
 
 
 
つ
ら
 
 
 
つ
ら
 
 
 
「
も
う
 
 
 
も
う
を
ん
な
 
 
 
 
 
 
 
う
ま

 
 
「
あ
．
・
辛
い
1
 
辛
い
1
 
最
早
-
最
早
婦
人
な
ん
ぞ
に
1
生
れ
ば

 
 
し
ま
せ
ん
よ
t
あ
㌧
あ
1
」

 
こ
の
せ
り
ふ
の
方
が
、
哀
切
で
、
行
儀
が
よ
く
馬
実
感
が
籠
っ
て
い
る
。
紅

葉
の
は
よ
り
多
く
文
章
的
、
藍
花
の
は
よ
り
多
く
談
話
的
の
述
懐
だ
か
ら
で
あ

る
。 

当
時
の
小
説
が
、
地
の
文
は
文
語
体
、
会
話
の
部
分
が
口
語
体
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
前
に
一
言
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
き
、
 
『
金
色
夜
叉
』
と
『
不
如

帰
」
を
挙
げ
て
、
伊
藤
整
の
明
解
が
『
文
学
入
門
』
に
、
あ
る
。

 
 
 
こ
の
よ
う
な
小
説
の
文
体
や
構
造
は
、
じ
つ
に
日
本
の
社
会
そ
の
も
の

 
 
の
反
映
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
、

 
 
 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
の
文
化
は
明
治
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
け
れ
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゅ
き
ょ
う

 
 
も
、
実
生
活
を
支
配
し
て
い
た
も
の
は
儒
教
的
な
形
式
主
義
の
道
徳
で

 
 
あ
り
、
義
理
入
情
と
か
忠
義
と
か
い
う
言
葉
で
代
表
さ
れ
る
封
建
的
な
考

 
 
え
方
で
あ
っ
た
℃
そ
の
形
式
主
義
の
社
会
意
識
を
う
ま
く
表
現
す
る
に

 
 
は
、
口
語
体
は
適
当
で
な
く
、
文
語
体
、
す
な
わ
ち
漢
文
脈
を
主
と
し
、

文
章
か
ら
見
た
徳
富
薩
花
の
作
品

 
 
漢
字
を
た
く
さ
ん
使
う
と
こ
ろ
の
古
風
な
文
体
が
適
し
て
い
た
。

 
 
 
そ
れ
な
り
に
会
話
の
と
こ
ろ
だ
け
が
、
な
ぜ
口
語
体
で
あ
っ
た
か
と
い

 
 
う
と
、
 
（
中
略
）
つ
ま
り
長
い
文
語
体
の
地
の
文
の
中
に
、
少
し
ず
つ
口

 
 
語
体
が
は
い
っ
て
い
る
こ
と
の
構
造
に
お
い
て
、
地
の
文
は
社
会
秩
序
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ま
み

 
 
代
表
し
、
会
話
体
の
部
分
が
人
間
の
人
間
ら
し
い
生
身
の
生
活
意
識
を
代

 
 
表
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
よ
う
な
明
治
時
代
の
人
間
と
社
会
の
あ
り
方
の

 
 
実
情
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
地
の
文
と
会
話
体
の
比
率
と
い
う
も
の
に
な

 
 
っ
て
、
現
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
代
表
的
な
人
気
の
あ

 
 
る
小
説
が
、
二
つ
と
も
こ
の
よ
う
な
文
体
で
書
か
れ
た
こ
と
に
は
、
そ
の

 
 
よ
う
な
必
然
性
が
あ
っ
た
。

 
こ
の
必
然
性
を
四
花
は
早
く
も
小
説
第
二
作
『
思
出
の
記
』
に
お
い
て
棄
て

・
て
い
る
。
こ
の
当
時
の
こ
と
を
、
『
冨
士
』
第
二
寝
違
二
十
章
「
新
秋
」
の
項

に
周
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
九
月
（
明
治
三
十
三
年
）
に
入
る
と
熊
次
は
「
お
も
ひ
出
の
記
」
を
新
聞

 
 
に
書
き
は
じ
め
た
。
自
伝
体
小
説
で
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
」
の
場
合
と
同
じ

 
 
く
彼
は
言
文
一
致
で
書
い
た
。
砕
け
て
、
心
易
く
、
話
を
す
る
や
う
に
、

 
 
と
意
味
し
た
の
で
あ
っ
た
。
作
家
が
世
に
認
め
ら
れ
て
自
信
が
裏
書
き
さ

 
 
 
 
 
 
か
な
ら

 
 
れ
る
と
、
必
ず
自
家
を
語
る
、
と
い
ふ
常
例
に
漏
れ
ず
、
熊
次
は
自
己

 
 
 
 
 
 
 
 
か
た

 
 
の
あ
る
も
の
を
語
る
べ
く
「
思
出
の
記
」
を
書
い
た
。
 
（
中
略
）

 
 
'
然
し
少
し
で
も
自
己
を
投
入
し
た
自
伝
体
小
説
で
あ
る
。
書
き
は
じ
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
わ

 
 
る
と
、
流
石
に
興
に
乗
っ
た
。
夏
も
過
ぎ
、
新
秋
の
爽
や
か
な
気
分
で
、

 
 
 
 
 
 
 
 
つ
．
 
 
 
 
 
 
 
 
か
る
わ
ぎ

 
 
熊
次
は
現
実
に
即
か
ず
離
れ
ず
筆
の
軽
業
を
日
々
面
白
く
続
け
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
冨
士
』
第
二
巻
）

 
こ
の
文
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
、
地
の
文
も
、
会
話
の
部
分
も
、
通
し

、
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て
口
語
文
体
を
用
い
た
こ
と
と
、
上
澄
な
が
ら
自
己
の
あ
る
も
の
、
自
．
他
の
あ

れ
こ
れ
を
書
く
と
宣
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
、
墨
引
の
英
訳
『
不
如

帰
』
の
序
文
に
述
べ
た
こ
と
と
、
伊
藤
整
の
引
用
文
と
を
一
括
し
て
考
え
て

み
る
と
、
薩
花
に
は
、
注
目
す
べ
き
三
件
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
，
は
、

薩
花
に
は
作
家
の
種
と
な
る
べ
き
人
物
、
生
活
、
事
件
な
ど
を
必
要
と
す
る
こ

と
、
第
二
に
、
文
体
に
お
い
て
早
く
文
飾
を
棄
て
て
、
平
明
な
口
語
体
を
用
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ま
み

た
こ
と
、
第
三
に
、
伊
藤
整
の
い
う
「
封
建
的
な
社
会
意
識
」
と
「
生
身
の
生

活
意
識
」
と
の
対
立
を
文
体
に
お
い
て
解
消
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

 
第
一
は
、
藍
花
は
、
小
説
に
も
、
随
筆
に
も
、
紀
行
文
に
も
、
書
簡
文
に
も

絶
対
に
嘘
が
い
え
な
い
人
で
あ
っ
た
。
想
像
や
、
空
想
や
、
作
為
に
よ
っ
て
は

書
け
な
い
人
で
あ
っ
た
。
事
実
に
基
づ
く
叙
述
、
描
写
は
、
綿
々
脈
々
と
し
て

語
り
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
に
語
り
、
書
く
。
 
『
不
如
帰
』
は
「
あ
る
事
実
に
基
づ

い
た
も
の
」
で
あ
り
、
『
思
出
の
記
」
は
自
他
の
あ
る
も
の
を
書
い
た
も
の
で

あ
り
、
 
『
自
然
と
人
生
』
、
 
『
青
山
白
雲
』
な
ど
は
逃
げ
る
恐
れ
の
な
い
自

然
、
人
生
が
対
象
で
あ
り
、
『
黒
潮
』
は
政
界
の
事
実
を
、
『
巡
礼
紀
行
」
、

『
日
本
か
ら
日
本
へ
』
は
足
跡
を
印
し
た
国
々
を
、
『
黒
い
眼
と
茶
色
の
目
』

は
初
恋
の
こ
と
を
、
『
み
㌧
ず
の
た
は
こ
と
」
、
『
冨
士
』
は
、
自
己
と
自
家

を
中
心
と
す
る
史
実
を
ハ
そ
れ
ぐ
材
料
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
書
く

こ
と
に
不
自
由
は
な
い
。

 
第
二
の
、
『
思
出
の
記
』
を
口
語
文
体
で
書
い
て
早
く
も
文
飾
を
棄
て
た
こ

と
は
、
日
本
文
章
史
の
上
か
ら
問
題
と
し
て
い
い
事
件
で
あ
っ
た
。
伊
藤
整
は

『
不
如
帰
」
、
．
『
金
色
夜
叉
『
の
文
体
は
、
「
じ
つ
に
日
本
の
社
会
そ
の
も
の

の
反
映
で
あ
る
」
と
い
い
、
わ
た
く
し
は
時
代
的
風
潮
と
称
し
た
の
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
さ
ぎ
ょ

が
、
藍
花
が
そ
の
反
映
な
い
し
風
潮
の
着
物
の
脱
ぎ
っ
穿
り
は
、
実
に
潔
い

も
の
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
し
ば
く
そ
の
姿
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
な
裸
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
裸
も
裸
、
真
っ
裸
の
裸
に
な
っ
た
。
真
実
の
あ
り
の
ま
㌧
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
じ

あ
り
の
ま
㌧
に
、
た
ゴ
生
地
の
言
葉
で
書
き
列
ね
て
行
く
。
ま
る
で
子
供
の
よ

う
な
や
り
方
で
あ
っ
た
。
 
「
冨
士
の
曙
」
に
始
ま
る
『
自
然
と
人
生
』
の
名
文

や
、
、
地
の
文
を
文
語
体
に
し
て
苦
労
し
た
あ
れ
ほ
ど
の
文
飾
家
が
、
そ
れ
を
か

な
ぐ
り
棄
て
た
の
で
あ
る
。
わ
け
て
も
『
み
㌧
ず
の
た
は
こ
と
」
、
『
冨
士
』
・

な
ど
に
か
け
て
、
し
み
み
＼
と
藍
花
と
、
藍
花
夫
婦
と
い
っ
し
ま
に
生
活
し
て

い
る
か
と
思
う
よ
う
な
親
近
感
、
現
実
感
を
以
て
す
ら
く
と
読
ん
で
行
け

る
、
こ
れ
も
一
種
の
名
文
の
力
で
あ
る
。
雅
文
、
嬉
野
、
秀
文
を
ね
ら
わ
ぬ
達

文
で
あ
る
。
そ
れ
で
作
者
は
平
気
で
い
る
。
好
文
、
佳
文
と
も
い
え
よ
う
が
、

裸
の
天
衣
無
縫
文
と
い
っ
て
も
い
い
。
蘇
東
披
の
い
う
絢
瀾
を
経
て
平
淡
に
入

っ
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
「
其
の
実
は
そ
れ
平
淡
な
ら
ず
、
乃
ち
絢
瀾
の
極
な

り
。
」
と
見
る
そ
の
曳
航
は
文
飾
、
平
淡
は
無
技
巧
、
無
技
巧
の
口
語
文
と
見

え
な
が
ら
、
無
技
巧
の
技
巧
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
い

て
、
感
動
の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
お
の
ず
か
ら
快
暢
な
い
し
深
沈
の
趣
を
見
せ
て

い
る
。
あ
り
の
ま
㌧
が
し
み
み
＼
と
あ
り
の
ま
㌧
に
表
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
幅
自
然
な
、
生
き
く
と
し
た
表
現
が
あ
る
。
 
『
冨
士
」
第
一
巻
第
十
八

章
「
陥
穽
を
越
え
て
」
が
そ
の
一
例
と
な
ろ
う
。
熊
本
出
発
に
当
た
っ
て
、
駒
，

子
の
兄
清
人
の
た
く
ら
み
の
裏
を
掻
く
く
だ
り
で
、
坦
々
と
書
か
れ
て
い
る
，

が
、
息
詰
ま
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
 
、
 
 
 
 
 
-

 
い
よ
く
明
日
の
一
番
で
熊
本
を
立
つ
と
い
う
そ
の
前
夜
、
熊
次
は
義
兄
の

清
人
と
気
ま
ず
い
言
葉
を
交
し
た
あ
と
、
駒
子
の
背
を
鉄
拳
で
な
ぐ
り
つ
け
、

蹴
倒
し
た
の
で
、
駒
子
は
悲
鳴
を
上
げ
る
。
戸
口
ま
で
帰
っ
て
い
た
清
人
が
去

り
も
や
ら
ず
内
の
様
子
に
聞
き
耳
を
立
て
て
い
て
直
ぐ
に
は
い
っ
て
来
る
。
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「
よ
く
そ
れ
で
文
章
が
書
け
ま
す
な
ア
」
と
清
人
に
い
わ
れ
て
、
兄
と
共
に
駒

子
が
母
屋
へ
行
っ
た
あ
と
、
ラ
ン
プ
の
油
が
切
れ
て
真
暗
に
な
っ
た
の
を
き
っ

か
け
に
、
熊
次
は
外
へ
出
よ
う
と
す
る
I
i

 
 
 
熊
次
は
築
山
の
方
を
一
廻
り
し
て
、
黒
板
塀
に
来
た
。
下
駄
を
ぬ
い
で

 
 
塀
外
に
投
げ
た
。
而
し
て
塀
の
横
木
に
足
踏
み
か
け
る
と
、
身
軽
に
塀
に

 
 
上
っ
た
。
も
う
霜
が
下
り
て
居
る
ら
し
く
、
手
が
ざ
ら
く
冷
や
り
と
し

 
 
 
 
 
 
た
か
じ
ゃ
う
こ
う
ち

 
 
た
。
縫
外
は
鷹
匠
小
路
の
淋
し
い
通
り
で
あ
る
。
熊
次
は
ひ
ら
り
飛
び

 
 
下
り
た
。
-
下
駄
を
は
き
、
手
の
霜
を
払
っ
て
、
少
し
南
へ
行
く
と
、
東
へ

 
 
折
れ
て
下
通
町
の
街
路
に
出
た
。

 
 
・
熊
次
は
何
時
し
か
其
通
り
を
西
へ
ぶ
ら
く
歩
い
て
居
た
。
片
破
れ
月

 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
い
う
じ
ゆ

 
 
の
光
ほ
の
白
い
街
に
、
下
駄
音
ば
か
り
高
く
響
く
。
街
路
樹
の
桜
が
旧
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
ば
い

 
 
て
居
る
。
伸
び
上
っ
て
小
さ
な
枝
を
折
る
と
、
月
あ
か
り
に
そ
れ
は
紅
梅

 
 
と
知
れ
た
。
紅
梅
の
香
を
か
ぎ
く
熊
次
は
歩
い
た
。
 
（
第
十
五
章
「
旋

 
 
風
」
）

 
何
で
も
な
い
書
き
方
で
は
あ
る
が
、
霜
を
忘
れ
て
い
な
い
し
、
ほ
の
白
い
片

罰
れ
月
の
光
や
、
天
心
に
響
き
入
る
下
駄
の
音
の
点
出
や
、
 
「
紅
梅
と
知
れ

た
」
の
一
節
や
、
さ
す
が
に
『
自
然
と
人
生
」
の
情
趣
を
見
せ
て
い
る
。
第
十

二
章
「
別
離
」
、
・
第
十
三
章
「
西
下
」
な
ど
も
、
叙
述
、
描
写
に
心
打
つ
も
の

が
あ
る
。
『
思
出
の
記
」
の
批
評
の
中
に
、
「
あ
ん
な
身
の
史
話
な
ら
、
何
枚

で
も
長
く
書
け
る
、
と
評
し
た
も
の
も
目
に
つ
い
た
。
．
」
と
盧
含
み
ず
か
ら

『
冨
士
』
に
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
章
の
読
み
方
を
知
ら
な
い
人
の
言

で
、
講
談
で
も
読
む
よ
う
に
、
筋
ば
か
り
追
っ
て
い
る
が
た
め
の
感
に
過
ぎ
な

い
。 

『
黒
潮
』
は
、
藍
花
が
大
い
に
気
を
入
れ
て
い
た
だ
け
に
、
文
の
強
調
が
各

文
章
か
ら
見
た
徳
富
藍
花
の
作
品

所
に
感
じ
ら
れ
る
。
旧
友
桧
山
男
爵
邸
で
、
幕
臣
の
硬
骨
漢
、
東
三
郎
翁
（
谷

干
城
の
父
）
が
藤
沢
伯
爵
（
伊
藤
博
文
）
、
南
条
伯
爵
、
そ
の
他
の
顕
官
と
舌

戦
を
闘
わ
し
た
描
写
は
緊
張
感
に
充
ち
て
お
り
、
名
優
の
証
せ
り
ふ
を
聞
く
思

い
が
す
る
。

 
第
三
の
、
社
会
意
識
と
生
活
意
識
の
対
立
の
解
消
と
い
う
こ
と
は
、
薦
花
の

思
想
史
の
面
か
ら
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
信
仰
に
お
い
て
の
動
揺
や
、
暴
君
、

野
人
、
自
然
児
と
し
て
の
彼
が
、
愛
子
夫
人
の
愛
情
に
よ
っ
て
、
虎
、
化
し
て

猜
と
な
る
経
緯
な
ど
、
書
く
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、
本
稿
で
は
か
そ
れ
を
文
体

の
上
か
ら
見
る
に
止
め
て
お
く
、
口
語
文
の
完
成
、
こ
れ
で
あ
る
。

（
四
）
 
一
花
は
自
然
主
義
作
家

 
坪
内
遣
遙
の
『
小
説
神
髄
』
で
唱
道
さ
れ
た
写
実
主
義
は
、
土
方
定
一
に
よ

っ
て
「
素
朴
な
写
実
主
義
」
と
評
さ
れ
た
が
、
時
代
と
い
う
も
の
を
考
え
れ

ば
、
明
治
十
八
年
に
お
い
て
の
幽
霊
の
見
解
は
、
日
本
の
文
学
を
百
八
十
度
転

回
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ち
ん
で
あ
ろ
う
。
真
実

の
あ
り
の
ま
㌧
を
あ
り
の
ま
㌧
に
傍
観
し
て
書
く
、
こ
れ
を
硯
仮
葺
の
一
派
が

あ
り
そ
う
な
こ
と
の
あ
り
の
ま
㌧
を
、
む
し
ろ
主
観
的
な
好
み
で
書
く
こ
と
に

ね
じ
曲
げ
て
し
ま
っ
た
が
、
塩
花
は
客
観
主
義
に
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
主
義
作
家
と
な
っ
て
い
る
。

 
文
章
史
の
上
か
ら
い
え
ば
、
言
文
一
致
体
の
文
章
は
、
山
田
美
妙
の
「
で
す

調
」
、
二
葉
亭
四
迷
の
「
だ
調
」
か
ら
尾
崎
紅
葉
の
「
で
あ
る
調
」
と
な
っ
て

仕
上
が
り
が
で
き
た
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
口
語
体
の
小
説
は
二
葉
亭
の

「
浮
雲
」
に
よ
っ
て
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
れ
な
ら
ば
、
言
文
一
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致
体
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
純
粋
の
口
語
体
は
、
「
だ
調
」
を
工
夫
し
た

二
葉
亭
に
始
ま
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ん
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
作
品
も

少
な
く
、
ま
だ
未
完
成
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
美
妙
の
「
で
す
調
」
は

入
と
相
対
し
て
用
い
る
敬
体
文
で
あ
っ
て
、
用
途
は
狭
く
、
紅
葉
の
「
で
あ
る

調
」
は
独
話
体
で
あ
っ
て
、
、
叙
写
の
文
章
に
用
い
る
が
、
対
話
に
用
い
る
と

こ
ろ
が
な
く
、
二
葉
亭
の
「
だ
調
」
は
、
み
ず
か
ら
「
だ
調
」
を
試
み
た
と
い

っ
て
い
る
も
の
の
、
彼
の
小
説
の
本
文
に
は
「
だ
」
止
め
の
部
分
が
ほ
と
ん
ど

見
え
な
い
が
、
会
話
が
日
常
生
活
に
用
い
る
そ
の
ま
～
の
話
捻
文
で
あ
っ
て
、

本
文
も
お
め
ず
か
ら
そ
れ
と
同
調
し
、
伊
藤
整
の
い
う
「
生
身
の
生
活
意
識
」

に
徹
底
し
た
文
体
お
よ
び
表
現
の
可
能
性
を
見
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
完
成

者
は
、
恐
ら
く
藍
花
で
あ
ろ
う
。
特
に
『
思
出
の
記
』
は
初
期
の
そ
れ
を
代
表

し
、
『
冨
士
』
は
後
期
の
そ
れ
を
代
表
し
、
前
者
は
写
実
主
義
作
家
の
作
、
後

者
は
、
こ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
、
自
然
主
義
作
家
の
作
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
藍
花
の
文
章
は
、
彼
が
そ
れ
を
欲
し
た
か
否
か
に
拘
ら
ず
、
遣
遙

か
ら
脈
を
引
い
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ん
こ
と
に
な
る
。

 
二
葉
亭
が
小
説
の
文
体
に
新
味
を
出
そ
う
と
思
い
、
遣
遙
の
教
を
乞
う
た
時

に
、
三
遊
亭
円
朝
口
演
、
若
林
瑞
蔵
速
記
の
「
牡
丹
燈
籠
」
を
読
ん
で
み
て
は
ど

う
か
と
勧
め
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
二
葉
望
み
ず
か
ら
「
余
が
言
文
一

致
の
由
来
」
に
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
二
葉
亭
は
迫
遙
の
示
唆
に
よ

っ
て
早
速
一
作
を
試
み
て
持
参
し
、
「
で
す
調
」
と
「
だ
調
」
の
ど
ち
ら
が
い

い
か
と
尋
ね
る
と
、
遣
遙
は
敬
語
の
な
い
方
が
い
い
と
い
う
の
で
、
手
を
入
れ

て
持
参
す
る
と
、
今
度
は
今
少
し
美
文
素
を
取
り
入
れ
た
方
が
い
い
と
い
う
の

で
、
ま
た
手
を
入
れ
た
の
が
『
浮
雲
』
で
、
第
一
巻
は
、
そ
ん
な
関
係
か
ら

か
、
発
行
書
扉
の
希
望
が
あ
っ
て
か
、
迫
遙
の
雅
号
「
春
の
や
お
ぼ
ろ
著
」
と

し
て
出
版
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
文
一
致
体
の
範
を
落
語
家
が
口
演
し

た
通
か
の
俗
語
、
俗
文
体
の
速
記
に
求
め
た
の
は
迫
遙
の
思
い
つ
き
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
、
地
の
文
に
も
、
会
話
の
部
分
に
も
、
日
常
生
活
の
俗
語
調
を
取

り
入
れ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
成
功
す
れ
ば
、
言
文
一
致
体
で
な
い

純
粋
の
口
語
文
体
の
確
立
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
迫
遙
み
ず
か
ら
試
み
れ

ば
い
い
は
ず
で
あ
る
が
、
前
年
の
『
小
説
神
髄
」
の
文
体
論
の
中
で
、
古
来
の

文
体
を
雅
文
体
、
俗
文
体
、
雅
俗
折
衷
体
の
三
種
に
分
か
ち
、
今
後
の
新
し
い

小
説
は
、
俗
語
本
位
、
俗
文
体
本
位
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
な
が
ら
、
こ
の

実
践
作
品
『
当
世
書
生
気
質
」
に
は
、
俗
に
く
だ
け
た
調
子
な
が
ら
文
語
体
を

用
い
た
た
め
に
、
自
分
で
は
今
更
言
文
一
致
体
、
口
語
文
体
を
実
行
で
き
な
か

っ
た
事
情
も
あ
る
。
筑
摩
書
房
の
『
徳
富
藍
花
集
』
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
盆
花

は
、
明
治
二
十
年
、
二
十
歳
の
時
、
「
浮
雲
］
を
熟
読
し
、
「
心
酔
し
た
。
」
と
あ

る
。
そ
の
二
葉
亭
の
行
き
方
が
藍
花
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の

で
、
綿
花
は
迫
遙
の
写
実
主
義
を
継
承
し
た
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
 
『
思

出
の
記
』
に
つ
い
て
、
藍
花
が
、
 
「
砕
け
て
、
心
易
く
、
話
を
す
る
や
う
に
」

と
思
っ
て
言
文
一
致
体
を
用
い
た
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
正
に
野
里
の
俗
文
体

の
狙
い
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
二
会
の
写
実
主
義
は
、
や
が
て
自
然
主
義
へ
突
入
し
て
い
る
。
野
花
を
自
然

主
義
作
家
だ
と
い
う
の
は
見
当
違
い
と
す
る
説
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
わ

た
く
し
は
、
万
花
は
、
日
本
の
自
然
主
義
作
家
と
い
わ
れ
る
島
崎
藤
村
、
田
山

二
世
、
国
木
田
独
歩
、
徳
田
秋
声
な
ど
、
な
ど
、
な
ど
よ
り
以
上
に
、
も
し
く

は
以
外
に
、
本
筋
を
行
っ
た
自
然
主
義
作
家
だ
と
思
い
た
い
の
で
あ
る
。
特

に
『
冨
士
』
に
お
い
て
。
 
『
冨
士
』
の
第
三
巻
第
六
章
「
黒
潮
」
の
中
で
、
唐

花
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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小
説
（
『
黒
潮
』
）
は
熊
次
の
手
に
陥
っ
た
。
見
た
も
の
、
知
っ
た
も
'

 
 
の
、
感
じ
た
事
し
か
書
け
ぬ
熊
次
、
人
違
い
、
人
嫌
ひ
、
見
聞
の
狭
い
熊

 
 
次
、
「
人
と
話
し
た
事
の
な
い
人
の
会
話
」
と
社
中
の
皮
肉
家
が
云
っ
た

 
 
や
う
に
、
ま
た
田
舎
は
兎
に
角
都
会
の
小
説
は
所
詮
書
け
ぬ
と
あ
る
雑
誌

 
 
が
折
紙
を
つ
け
た
や
う
に
、
小
説
を
書
く
資
格
に
欠
け
た
熊
次
に
、
生
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ぶ
ら
あ
せ

 
 
た
小
説
を
書
く
の
は
、
中
々
骨
で
あ
っ
た
。
…
で
も
熊
次
は
脂
汗
を
流
し

 
 
て
日
々
其
日
の
分
を
書
い
た
。

 
自
己
の
見
聞
、
経
験
、
知
っ
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
ど
の
外
何
も
書
け
な
い
と

い
う
の
は
、
写
実
小
説
作
家
、
自
然
主
義
作
家
と
し
て
の
資
格
十
分
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
特
に
十
八
世
紀
後
半
の
科
学
勃
興
の
影
響
を
受
け
て
、
産
業
革

命
、
．
引
い
て
は
人
間
革
命
、
生
活
革
命
と
な
り
、
文
学
者
は
、
観
察
と
い
う
解

剖
の
メ
ス
を
以
て
人
間
、
人
生
の
真
相
を
え
ぐ
り
出
し
、
従
来
の
、
す
べ
て
の

も
の
を
美
と
見
る
の
は
誤
り
で
、
人
間
、
人
生
の
真
実
は
む
し
ろ
醜
悪
な
面
に

あ
る
。
そ
れ
を
告
白
し
、
暴
露
す
る
の
が
新
し
い
小
説
の
行
き
方
だ
と
す
る
の

が
自
然
主
義
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
冨
士
』
な
ど
は
、
こ
の
意
味
の
齢
然

主
義
小
説
の
最
高
の
見
本
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
事
実
を
柾
げ
ず
そ
の
層

ま
～
に
、
過
不
及
を
加
え
ず
そ
の
ま
㌧
に
、
愛
の
独
占
、
お
互
の
嫉
妬
、
殊
に

妻
と
し
て
の
駒
子
の
出
現
以
来
八
方
に
敵
を
見
出
し
た
と
い
う
熊
次
、
父
の
身

辺
の
世
話
す
る
駒
子
に
も
、
兄
宙
一
（
蘇
峰
）
に
も
、
岩
原
牧
師
に
も
、
伊
倉

家
の
養
子
と
な
っ
た
敦
雄
に
も
嫉
妬
し
、
ま
こ
と
に
八
方
が
敵
で
あ
っ
た
。
そ

の
く
せ
、
自
分
は
、
お
む
ら
、
・
亀
、
変
化
し
た
藤
、
そ
の
他
多
く
の
若
い
女
に

手
を
出
す
、
父
や
駒
子
の
日
記
を
楡
み
見
る
。
一
芸
に
諸
子
に
も
見
ら
れ
て

い
る
が
。
そ
れ
ら
を
駒
子
の
愛
子
夫
人
が
清
書
す
る
か
読
む
か
す
る
こ
と
の
分

か
っ
て
い
る
こ
う
い
う
事
実
を
あ
け
す
け
と
書
い
て
い
る
。

文
章
か
ら
見
た
徳
富
藍
花
の
作
品

 
清
書
と
い
え
ば
、
薩
花
の
初
恋
を
書
い
た
黒
い
眼
（
新
島
裏
）
と
茶
色
の
月

（
そ
の
姪
の
山
本
久
栄
）
の
話
、
筑
摩
本
に
添
え
た
愛
子
夫
人
の
「
盧
花
と
共

に
」
に
、
 
「
こ
こ
で
い
よ
い
よ
、
私
ど
も
夫
婦
生
活
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
右

い
ふ
べ
き
、
『
黒
い
眼
と
茶
色
の
目
』
に
つ
い
て
語
る
順
序
に
な
っ
て
参
っ
た

と
思
ひ
ま
す
。
」
と
語
り
出
し
た
事
件
は
、
物
凄
い
ほ
ど
の
愛
の
戦
い
で
あ
っ

た
。
愛
子
夫
人
の
嫉
妬
も
深
く
、
強
く
、
鋭
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
世
花

が
採
っ
た
態
度
は
、
愛
子
夫
人
に
と
っ
て
は
美
し
く
、
う
れ
し
い
も
の
で
あ
っ

た
と
あ
る
。
 
「
そ
ん
な
に
苦
し
む
な
ら
、
あ
な
た
に
あ
げ
る
か
ら
、
焼
く
な
り

破
る
な
り
、
自
由
に
せ
よ
」
と
、
原
稿
を
書
店
か
ら
取
り
戻
し
て
、
愛
子
夫
人

の
手
に
渡
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
夫
人
は
、
麓
花
の
真
実
の
恋
を
的
確
に
つ

か
み
、
夫
婦
愛
の
完
成
を
証
明
す
る
愛
情
の
結
晶
だ
と
思
っ
た
と
い
う
。
こ
～

を
読
ん
で
わ
た
く
し
は
ホ
ッ
と
し
た
。
そ
し
て
、
藍
花
の
告
白
的
態
度
と
文
章

の
力
の
強
さ
を
痛
感
す
る
と
共
に
、
彼
の
文
章
、
彼
の
表
現
に
は
、
偽
る
こ
と

の
で
き
な
い
誠
実
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
深
思
し
た
。
島
村
抱
月
、
片
上
天
弦

ら
が
自
然
主
義
作
家
に
求
め
て
い
た
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が

天
衣
無
縫
の
藍
花
に
は
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
ど
を
痛
感
し

た
。
秋
声
、
独
歩
、
正
宗
白
鳥
ら
は
、
こ
の
系
列
に
あ
る
作
家
と
い
っ
て
い
い

で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
わ
た
く
し
小
説
」
の
人
々
は
、
材
を
事
実
に
取
り
、

表
現
に
誠
実
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
藍
花
に
は
、
正
義
感
に
よ
っ

て
行
動
す
る
一
面
が
あ
っ
た
。
 
『
思
出
の
記
』
の
申
に
、
『
黒
潮
」
の
中
に
、

脈
々
と
し
て
そ
れ
が
潜
み
、
ま
た
燃
え
、
そ
し
て
、
『
謀
叛
論
』
に
よ
っ
て
爆

発
し
た
。
引
用
は
省
略
す
る
が
、
本
稿
の
読
者
に
は
、
是
非
何
か
で
読
ん
で
い

た
だ
さ
た
い
。
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