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近
世
文
学
の

領
域
と
し
て
の

「
奇
談
」

「
穴
一
則
談
」
と
い
う
領
域
の
仮
設

近
年
、
「
奇
談
」
と
い
う
領
域
を
近
世
文
学
史
に
布
置
す
る
こ
と
を
一
連
の

拙
稿
(
「
奇
談
か
ら
読
本
へ
」
(
「
日
本
の
近
世
ロ
文
学
と
美
術
の
成
熟
い
中
央
公

論
社
、
一
九
九
一
一
一
年
)
、
「
「
奇
談
」
の
場
」
(
「
週
間
文
い
第
刊
同
級
、
二

O
O
二
年
)
、
「
忠
則

談
」
出
叫
ん
の
ご
籾
」
(
吋
日
本
古
典
文
学
史
の
課
題
と
方
法
同
一
一

O
O
四
年
な
ど
)
)
で

提
唱
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
好
意
的
に
受
け
止
め
て
下
さ
る
方
、
批
判
し
て
下

さ
る
方
が
い
て
、
問
題
提
起
を
し
た
意
味
は
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、

築
者
の
提
案
は
必
ず
し
も
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
は
震
え
な
い
。
た
と
え
ば

「
浮
世
草
子
」
「
読
本
」
な
ど
と
問
レ
ベ
ル
で
、
「
奇
談
」
と
い
う
「
ジ
ャ
ン
ル
」

を
提
唱
し
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
筆
者
の

意
閣
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

し
ば
ら
く
こ
の
問
題
か
ら
遠
、
ざ
か
っ
て
い
た
が
、
折
角
与
え
ら
れ
た
機
会
な

の
で
、
あ
ら
た
め
で
近
世
文
学
の
一
領
域
と
し
て
「
奇
談
」
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
を
仮
設
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
現
時
吋
点
の
私
の
考
え
を
述
べ
て
み

よ
う
。
悶
務
と
震
な
る
部
分
も
あ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

こ
こ
に
い
う
「
奇
談
」
と
は
、
も
と
も
と
近
世
の
議
終
日
銀
に
現
れ
る
分
類

飯

洋

倉

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
宝
暦
四
年
刊
行
の
「
新
増
書
籍
目
録
』
(
京
、
永
悶
…
長
兵
衛

初
、
以
下
「
宝
際
目
録
い
と
称
す
る
)
に
お
い
て
初
め
て
瑛
れ
五
十
七
点
を
掲
載
、

次
の
明
和
九
年
刊
行
の
吋
大
増
議
籍
図
録
」
(
京
、
武
村
新
兵
衛
、
以
下
「
明
和

図
録
」
と
称
す
る
)
に
も
継
承
さ
れ
て
七
十
六
点
を
掲
載
し
た
。

宝
暦
以
前
の
享
係
十
四
年
刊
の
読
刺
殺
資
総
目
録
」
(
京
、
永
田
一
長
兵
衛
)
で
は
、

「
仮
名
物
並
草
紙
類
」
と
い
う
分
類
が
あ
り
、
百
四
十
一
点
を
掲
載
す
る
が
、

こ
れ
は
現
行
文
学
史
用
語
で
い
う
浮
世
草
子
が
多
く
を
占
め
る
。
「
仮
名
物
並

草
紙
類
」
は
吋
宝
限
明
日
銀
同
で
は
「
教
訓
」
「
奈
談
」
「
風
流
読
本
」
の
一
一
一
つ
に

分
か
れ
る
。
「
風
流
読
本
」
す
な
わ
ち
浮
世
草
子
で
あ
る
が
、
間
五
一
勝
目
録
」
で

九
十
五
点
を
掲
載
、
吋
開
明
和
目
録
』
で
は
三
十
三
点
に
激
減
す
る
。

「
教
訓
」
は
亭
係
改
革
の
庶
民
教
化
政
策
に
応
じ
た
も
の
と
は
い
え
、
ロ
1
4

一勝

目
録
出
で
十
九
点
、
「
明
和
目
録
』
で
二
十
点
と
横
ば
い
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
奇
談
」
は
吋
支
暦
目
録
」
の
五
十
七
点
を
「
明
和
目
録
」
で
七
十
六
点
に
増

や
し
て
お
り
、
「
風
流
読
本
」
を
上
回
る
。
「
風
流
読
本
」
す
な
わ
ち
浮
世
草
子

は
上
方
文
壌
の
産
物
だ
っ
た
が
、
上
方
の
本
屋
が
作
っ
た
書
籍
目
録
で
も
、

は
っ
き
り
と
衰
退
傾
向
を
あ
ら
わ
に
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
な
戸
の
作
品
が

多
く
を
・
占
め
る
「
奇
談
」
が
台
頭
し
て
き
た
様
子
が
明
療
に
う
か
が
え
る
。
{
学
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保
か
ら
明
和
に
か
け
て
の
持
代
を
「
奇
談
」
の
時
代
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。

豆
町
内
談
」
の
な
か
に
は
、
現
行
の
近
世
文
学
史
の
ジ
ャ
ン
ル
で
い
う
「
浮
世

草
子
」
「
初
期
読
本
」
「
談
義
本
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
ど
の

ジ
ャ
ン
ル
に
も
入
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
仮
名
草
子
「
浮
監
物
証
旦
の
改
題
本

で
あ
る
な
紙
一
円
笑
記
」
、
附
本
「
百
物
語
い
の
改
題
本
「
殴
説
雑
誌
』
も
含
ま

れ
る
。
教
訓
警
と
い
う
べ
き
「
野
総
務
話
可
紛
糾
料
に
関
す
る
啓
蒙
警
の
「
朝

鮮
物
語
旧
、
本
執
務
寺
の
故
事
来
歴
説
話
を
集
成
し
た
「
諸
国
古
寺
刊
と
な
ど
、

現
代
に
お
け
る
「
奇
談
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
か
け
離
れ
た
審
物
も
あ
る
。

書
籍
目
録
に
お
け
る
本
の
分
類
は
、
本
震
が
き
ち
ん
と
全
て
の
本
を
読
ん
だ

上
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
題
名
だ
け
を
見
て
、
そ
こ
に
放
り
込
ん
だ
も

の
が
多
い
の
が
笑
情
だ
ろ
う
。
「
奇
談
」
も
し
か
り
で
、
い
く
ら
江
戸
時
代
に

即
し
た
用
語
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
過
大
評
俄
は
禁
物
で
あ
る
。
そ
の
保
留
を
し

た
上
で
、
「
奇
談
い
の
外
形
約
な
特
徴
、
お
よ
び
平
均
的
な
内
実
を
述
べ
る
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
半
紙
本
泊
冊
ま
た
は
五
冊
の
形
態
。

②
青
色
系
の
表
紙
。

③
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
の
本
文
。

④
一
一
機
十
数
丁
か
ら
二
十
了
程
度
の

γ
数。

⑤
各
冊
に
、
一
・
二
閣
の
挿
絵
。

⑥
短
編
説
話
の
集
成
と
い
う
枠
制
服
み
。

⑦
問
答
・
談
議
・
酬
明
な
ど
の
誇
り
の
は
怖
の
多
用
。

③
教
訓
・
啓
毅
の
窓
識
。

こ
れ
ら
は
可
能
な
限
り
の
「
奇
談
」
警
の
調
査
を
通
し
て
、
帰
納
的
に
得
ら

れ
た
特
徴
で
あ
る
。
逆
に
こ
れ
ら
の
特
徴
を
持
つ
読
み
物
を
も
収
め
て
、
「
奇

談
」
と
い
う
領
域
を
構
想
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
吋
雨
月
物
語
』
や

「
奇
談
」
を
中
心
に
み
た
近
世
仮
名
読
物
史
の
流
れ

前
期

後
期大

・
半
・
中
・
小
は
本
の
大
き
さ

片
は
カ
ヲ
カ
ナ
表
記
他
は
ひ
ら
が
な
表
記

ロ
で
囲
ん
だ
の
は
現
行
文
学
史
で
記
述
さ
れ
る
も
の
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吋
当
世
滑
稽
談
義
』
な
ど
は
、
書
籍
自
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
審
物
だ
が
、

「
奇
談
」
に
分
類
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
「
奇
談
」
と

い
う
領
域
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
近
世
に
お
け
る
仮
名
読
物
史
の
タ
!
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
が
日
見
え
て
く
る
か
ら

で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
現
行
の
「
近
世
小
説
史
」
に
、
「
奇
談
」
と
い
う
領
域
を
重
ね

て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
右
に
あ
げ
る
概
念
図
は
自
分
の
講
義
で
示
し
て
い
る

一
試
案
に
過
ぎ
な
い
が
、
前
期
か
ら
後
期
へ
の
文
学
史
的
流
れ
が
、
「
奇
談
」

と
い
う
領
域
を
仮
設
す
る
こ
と
で
ス
ム
ー
ス
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。

「
穴
一
同
談
」
史
構
想
批
判
を
め
ぐ
っ
て

ま
ず
、
筆
者
の
「
奇
談
」
史
構
想
に
対
す
る
批
判
を
あ
げ
、
こ
れ
に
コ
メ
ン

ト
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。
信
仰
月
刊
文
学
」
(
第
叩
巻
l
号
、
一
一

0
0
九

年
一
・
二
月
号
)
の
特
集
「
上
回
秋
成
没
後
二

O
O年
」
で
会
関
さ
れ
た
「
《
座

談
会
》
上
回
秋
成
」
(
稲
田
銭
信
・
水
越
治
・
長
島
弘
明
・
飯
倉
洋
こ
で
の
長

島
弘
明
氏
の
発
言
。
筆
者
が
、
「
「
奇
談
」
論
の
中
に
「
雨
月
物
語
」
を
取
り
込

ん
で
み
た
い
」
と
述
べ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

長
島
「
奇
談
」
に
対
し
て
異
論
を
述
べ
て
も
い
い
で
す
か
。
飯
倉
さ
ん
が
「
奇

談
」
の
こ
と
を
言
わ
れ
る
の
は
、
我
々
み
ん
な
肉
じ
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
誉

総
自
録
を
調
べ
た
と
き
に
、
秋
成
の
吋
諸
道
聴
耳
散
防
犯
い
と
京
民
間
妾
形
気
」
、

片
方
が
奇
談
の
部
で
、
片
方
が
岡
山
流
読
本
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
開
持
制
似

に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
と
関
心
う
わ
け
で
す
。
た
ぶ
ん
そ
の
経
験
が

あ
っ
て
、
「
奇
談
」
と
い
う
の
が
、
い
ま
ま
で
の
我
々
の
研
究
を
あ
る
程
度
相

対
化
す
る
概
念
と
し
て
出
て
き
た
。
そ
れ
は
い
い
ん
だ
け
ど
、
ま
ち
が
っ
て
い

け
な
い
と
思
う
の
は
、
あ
れ
(
榊
松
山
終
日
銀
l
飯
倉
注
)
が
近
世
と
い
う
時
代
の

会
体
的
な
合
窓
だ
と
い
う
前
提
で
や
っ
て
は
い
け
な
い
。

つ
ま
り
あ
れ
は
本
屋
が
分
類
し
た
も
の
で
、
本
を
売
る
と
き
に
便
宜
的
に
付

け
た
分
類
の
名
称
な
ん
だ
か
ら
、
そ
の
限
定
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
。
ジ
ャ

ン
ル
意
識
を
考
え
ぬ
い
て
そ
う
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
の
時
代
に
は
、
我
々

が
考
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
ジ
ャ
ン
ル
な
ん
て
こ
と
は
ひ
と
つ
も
考
え
て
な

い
。
つ
ま
り
、
気
質
物
は
普
遂
に
は
風
流
読
本
な
わ
け
で
す
か
ら
、
も
し
「
組

問
狙
」
に
「
侭
・
阜
、
気
質
」
と
い
う
よ
う
な
題
名
が
つ
い
て
い
れ
ば
、
当
然
風
流

読
本
に
入
っ
て
い
る
わ
け
。
そ
れ
だ
け
の
迷
い
で
し
か
な
い
。
(
下
略
)

ま
た
次
の
よ
う
に
も
発
言
し
て
い
る
。

長
島
慾
体
細
目
録
を
震
一
く
取
り
上
げ
す
ぎ
る
と
恋
う
の
。
そ
う
す
る
必
姿
は
な

い
と
怒
う
。
議
綴
目
録
の
分
類
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
な
ん
か

我
々
と
は
途
う
と
い
う
と
こ
ろ
を
テ
コ
し
て
、
相
対
化
し
よ
う
と
い
う
窓
図
に

傾
き
す
ぎ
る
気
が
す
る
。

も
ち
ろ
ん
座
談
会
上
で
も
筆
者
な
り
に
反
論
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
や

り
と
り
を
実
際
に
読
ま
れ
た
方
か
ら
、
「
奇
談
」
論
争
に
関
し
て
は
、
築
者
の

形
勢
慈
し
と
い
う
印
象
を
受
け
た
と
の
読
後
感
を
い
た
だ
い
た
。
今
読
み
返
し

て
み
る
と
、
た
し
か
に
肝
心
の
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
場
を
借
り
て
、

長
島
氏
の
批
判
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
改
め
て
お
答
え
し
た
い
。

実
は
、
祭
者
が
「
お
削
談
」
に
注
目
し
た
の
は
、
秋
成
浮
世
草
子
の
二
作
品
が
、



番
籍
目
録
で
別
の
分
類
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
「
奇
談
」
に
間
関
す
る

最
初
の
論
考
は
前
掲
「
奇
談
か
ら
読
本
へ
」
だ
が
、
こ
の
論
考
で
は
、
読
本
の

祖
と
さ
れ
る
主
〈
草
紙
同
を
文
学
史
的
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
意

識
か
ら
、
歪
〈
草
紙
」
が
当
時
の
番
籍
目
録
で
「
奇
談
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注

g
し
た
。
そ
れ
が
「
奇
談
」
と
い
う
領
域
を
構
想
し
た
契
機
だ
っ
た
。

そ
の
「
奇
談
」
惑
に
、
筆
者
が
「
議
議
江
戸
文
庫
」
の
一
品
川
と
し
て
編
ん
だ
「
侠

斎
袴
山
集
い
に
収
め
た
著
作
ゃ
、
樗
山
を
経
由
し
て
調
べ
は
じ
め
た
常
盤
湾
北

の
著
述
も
ま
た
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
が
「
奇
談
」
審
へ
の
関
心
を
深
め
る
理
由

だ
っ
た
。

さ
て
、
筆
者
は
「
奇
談
か
ら
読
本
へ
」
に
お
い
て
、
軍
〈
草
紙
」
が
「
奇
談
」

惑
の
中
で
は
突
出
し
て
高
度
な
文
芸
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ

れ
は
「
奇
談
」
舎
に
分
類
す
べ
き
で
な
い
作
品
が
そ
こ
に
入
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の
「
奇
談
」
設
と
の
共
通
伎
を
考
え
る
こ
と
で
、

需
品
〈
草
紙
」
の
画
期
性
も
ま
た
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
筆
者
は
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
秋
成
の
浮
世
草
子
に
は
一
切
触
れ

て
い
な
い
。

「
奇
談
」
と
は
本
を
売
る
際
に
便
笈
的
に
本
屋
が
分
類
し
た
も
の
で
、
当
時
吋

の
人
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
反
映
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
長
島
氏
の
見
解
は

全
く
そ
の
通
り
で
あ
り
、
私
も
同
様
の
立
場
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
、
旧
稿
か

ら
引
用
し
て
お
く
と
、
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し
か
し
、
急
い
で
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
時
の
設
終
日
銀
に

お
け
る
分
類
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ま
り
過
大
に
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
窓
際
自
録
で
は
「
奇
談
」
で
あ
っ
た
「
当
世
花
街
談
議
」
が

明
和
白
録
で
は
「
風
流
読
本
」
と
な
り
、
逆
に
宝
暦
日
銀
で
「
風
流
読
本
」
で

あ
っ
た
吋
非
人
数
討
索
時
師
同
が
開
明
和
利
日
銀
で
は
「
奇
談
い
に
収
綴
さ
れ
る
と
い

う
事
実
、
「
点
川
談
」
に
俳
警
や
南
京
将
棋
の
解
説
縁
日
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
は
中
身
を
読
ま
ず
に
、
場
合
に
よ
っ
て

は
議
名
の
み
で
「
奇
談
」
に
分
類
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

(
抑
制
稿
「
浮
世
苓
子
と
読
本
の
あ
い
だ
」
、
吋
間
同
文
学
い

0
0
五
年
六
月
号
)

こ
の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
か
ら
、
雑
事
者
が
「
奇
談
」
を
浮
世
草
子
や
読
本
に

代
わ
る
、
あ
る
い
は
並
ぶ
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
提
唱
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
は
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
近
世
小
説
史
」

に
お
い
て
、
浮
世
草
子
か
ら
読
本
へ
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
浮
世
草
子
に
も
読

本
に
も
収
載
し
が
た
い
作
品
が
、
事
保
か
ら
明
和
・
安
、
氷
期
に
現
れ
、
先
学
は

そ
の
処
理
に
苦
慮
し
て
お
り
、
「
い
っ
そ
何
か
別
の
ジ
ャ
ン
ル
名
を
考
え
た
方

が
早
い
よ
う
に
も
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
い
(
中
野
三
敏
「
翁
本
年
表
・
強
事
」
、
吋
読

本
研
究
い
第
十
戦
、
一
九
九
六
年
)
と
か
、
明
和
五
年
刊
の
資
談
集
「
花
実
御

伽
碗
同
(
こ
の
畿
は
「
明
利
回
録
」
で
は
「
忠
則
談
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
i
飯
倉
注
)

を
「
収
納
す
る
既
成
の
ジ
ャ
ン
ル
が
な
い
」
(
篠
燦
滋
「
浮
世
草
子
の
汽
水
域
」
、

つ
浮
世
草
子
研
究
」
創
刊
準
備
号
、
ニ

O
O
四
年
)
と
述
べ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に

つ
い
答
え
よ
う
と
し
て
「
こ
れ
か
ら
の
近
役
文
学
史
の
構
怨
に
お
い
て
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
過
渡
期
の
テ
ク
ス
ト
を
収
納
す
る
受
け
服
と
し
て
「
奇
談
」
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
仮
設
し
て
お
く
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
」
(
前
掲
「
浮

世
草
子
と
読
本
の
あ
い
だ
」
)
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
我
な
が
ら
誤
解
を
招

く
表
現
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
「
「
奇
談
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
仮
設
」
は
、

「
い
っ
そ
う
有
効
な
方
法
が
提
示
さ
れ
る
た
め
の
捨
石
的
試
案
い
(
向
)
で
あ
り
、

「
奇
談
」
と
は
あ
く
ま
で
「
仮
想
的
な
領
域
」
(
拙
稿
「
怪
異
と
寓
一
言
l
浮
世
率
子
・
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談
総
本
・
初
期
読
本
」
、
「
両
日
的
問
と
浮
段
落
子
の
研
究
」
第
二
号
、
二

O
O
七
年
)

で
あ
る
の
だ
。

「
惑
阿
部
庄
の
窓
味

さ
て
「
奇
談
」
と
い
う
領
域
を
仮
設
す
る
窓
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
も
と

も
と
近
世
の
渓
学
仮
名
交
じ
り
で
舎
か
れ
た
読
み
物
を
、
近
代
以
後
の
散
文

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
「
小
説
」
の
諾
を
適
用
し
て
、
「
近
世
小
説
」
と
呼
ぶ
こ

と
は
定
義
し
て
い
る
。
近
散
文
学
を
専
門
に
研
究
し
て
い
な
い
人
に
も
理
解
で

き
る
よ
う
な
、
仮
名
草
子
・
浮
世
率
子
か
ら
人
情
本
・
合
巻
ま
で
を
含
む
、
仮

名
読
物
の
諮
ジ
ャ
ン
ル
を
一
括
り
す
る
概
念
と
し
て
、
「
近
世
小
説
」
に
勝
る

諮
は
な
い
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
文
学
を
、
非
専
門
の
方
に
、
あ
る
い
は
海
外

の
読
者
・
研
究
者
に
潟
く
た
め
に
、
「
近
世
小
説
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ

と
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の
「
近
世
小
説
い
と
い
う
言
葉
で

括
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
読
物
鮮
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
水
谷
不
倒
の
「
選
択
古
敢
闘
解
題
」
(
奥
川
安
房
・
釣
之
研
究
社
、
一
九

三
七
年
)
や
一
一
一
朗
村
鳶
魚
の
吋
教
化
と
江
戸
文
学
」
(
大
東
出
版
社
、
一
九
四
二
年
)

は
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
た
読
物
群
を
掬
い
取
る
著
作
で

あ
っ
た
。

翻
っ
て
、
近
代
の
行
き
詰
ま
り
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
く
、
様
々
な
分
野
で
江

戸
時
代
を
日
比
斑
す
動
き
が
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
続
い
て
い
て
、
単
な
る
江
戸
ブ
ー

ム
と
は
一
言
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
今
、
近
現
代
的
な
観
点
か
ら
仕
分

け
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
江
戸
時
代
の
読
み
物
に
こ
そ
、
新
た
な
江
戸
時
代
観

ひ
い
て
は
行
き
詰
ま
り
の
打
開
へ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
ふ
れ
で
い
る
の
で
は
な
い
か

と
夢
想
す
る
の
は
楽
綴
に
す
ぎ
ょ
う
か
。
江
戸
時
代
に
は
援
ん
に
読
ま
れ
て
い

た
の
に
、
近
代
以
後
は
さ
っ
ぱ
り
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
様
専
な
本
、
た
と
え
ば
、

重
宝
記
・
節
用
品
知
・
善
努
・
経
典
余
師
な
ど
が
、
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
段

史
研
究
か
ら
も
放
置
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
は
一
言
、
つ
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
ら

の
再
評
価
は
近
年
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
ま
だ
ま
だ
埋
も
れ

て
い
る
の
だ
が
、
「
奇
談
」
惑
の
い
く
つ
か
も
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

書
籍
目
録
で
「
奇
談
」
に
分
類
さ
れ
る
香
物
の
な
か
に
は
、
吋
叫
失
明
草
紙
」
マ
ヨ

世
下
手

J

談
義
」
ず
均
一
世
花
街
談
義
』
の
よ
う
に
、
す
で
に
文
学
史
的
に
も
重
要

な
位
震
を
占
め
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
が
、
多
く
は
翻
刻
も
さ
れ
て
い
な
い

(
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
入
手
し
が
た
い
て
知
ら
れ
ざ
る
読
み
物
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
「
奇
談
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ

i
を
与
え
て
や
る
こ
と
で
、
陽
の
自
を
見

る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
読
み
物
が
、
既
成
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
(
浮

世
草
子
・
談
義
本
・
読
本
)
に
属
す
る
作
品
と
並
ん
で
「
奇
談
」
と
い
う
部
類

に
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
奇

談
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
こ
と
が
、

近
現
代
の
尺
度
で
は
測
れ
な
い
、
江
戸
の
読
み
物
意
識
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ

な
が
り
、
そ
れ
は
近
現
代
の
江
戸
時
代
観
に
、
何
ら
か
の
反
省
を
与
え
る
だ
ろ

、司ノ。
辺
国
籍
目
録
の
分
類
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
な
ん
か
我
々
と
は

違
う
と
い
う
と
こ
ろ
を
テ
コ
に
し
て
、
相
対
化
し
よ
う
と
い
う
意
図
に
傾
き
す

ぎ
る
気
が
す
る
」
(
長
島
弘
明
氏
)
と
い
う
批
判
を
ま
た
受
け
そ
う
で
あ
る
が
、

居
直
っ
て
言
え
ば
、
近
現
代
の
価
値
観
を
相
対
化
す
る
の
に
、
「
我
々
と
は
違

う
と
い
う
と
こ
ろ
を
テ
コ
に
」
す
る
の
は
、
決
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
と
忠

、「ノ。
「
奇
談
」
と
い
う
領
域
を
仮
設
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
難
点
で
あ
る
の
は
、

「
奇
談
」
が
湖
落
本
・
黄
表
紙
・
後
期
読
本
の
よ
う
な
、
非
常
に
分
か
り
ゃ
す

い
様
式
を
外
形
的
に
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
内
務
的
に
も
、
他
に
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類
例
の
な
い
領
域
だ
と
一
一
一
一
首
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
密
談
」
の
中
に
仮
名

草
子
の
改
題
本
の
あ
る
こ
と
は
、
「
奇
談
」
を
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
立
て
る
こ
と

の
殴
難
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
脅
か
れ
た
合
協
一

楽
庵
夜
話
可
南
京
将
棋
の
解
説
書
で
あ
る
「
自
簿
戯
和
解
』
な
ど
は
、
間
違
っ

て
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
奇
談
」

と
い
う
部
類
が
、
浮
世
草
子
(
風
流
読
本
)
で
も
な
く
教
訓
書
(
教
訓
訓
)
で
も

な
い
、
娯
楽
的
な
読
み
物
と
い
う
程
度
の
ゆ
る
い
枠
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
う
か
が
わ
せ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
そ
れ
ら
を
「
奇
談
」
と
い
う
一
誌
で
く
く
ろ
う

と
し
た
の
か
。
近
世
中
期
に
お
け
る
「
奇
談
」
の
諾
の
位
置
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
奇
談
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
「
日
本

酪
語
大
辞
典
」
を
引
く
と
、
「
珍
し
く
て
不
思
議
な
話
。
珍
し
く
興
味
の
あ
る

話
。
珍
談
。
珍
説
」
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
吋
風
俗
七
遊
談
」
(
一
七
五
六
年
)

を
載
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
の
用
例
は
、
少
な
か
ら
ず
見
い
だ
せ
る
が
、

そ
れ
も
事
保
期
ま
で
。
そ
れ
よ
り
以
前
と
な
る
と
西
鶴
を
ふ
く
め
、
用
例
を
容

易
に
は
丸
山
山
せ
な
い
。
ま
た
寄
名
に
「
奇
談
」
が
用
い
ら
れ
る
例
も
少
な
く
、

管
見
で
は
、
事
保
三
年
刊
言
明
話
築
婆
」
増
補
版
の
巻
ム
ハ
柱
刻
に
「
和
漢
奇
談
」

(
「
奇
談
吋
尚
一
俗
」
)
と
し
て
、
和
漢
両
国
に
題
材
を
得
た
ふ
た
つ
の
白
話
小
説
と

そ
の
和
訳
が
収
め
ら
れ
た
例
が
早
い
。

「
奇
談
」
の
一
説
聞
の
用
例
も
事
保
頃
か
ら
日
比
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
和
漢
奇
談
」

の
一
一
線
「
孫
八
救
人
得
一
砲
事
」
に
は
「
遍
ク
伝
聞
テ
、
京
中
の
奇
談
ト
ゾ
ナ
リ

ニ
ケ
ル
」
と
あ
り
、
巷
談
の
位
帽
を
前
提
と
し
た
佼
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。
勧
化

本
吋
中
小
紛
諸
仏
箆
応
記
』
序
(
山
首
ナ
保
二
年
)
に
は
、
「
闘
魂
怪
変
の
奇
談
を
聞

く
持
は
:
ふ
、
吋
m開
会
荘
子
』
序
(
宮
fmm
十
二
年
)
に
は
、
「
か
の
味
を
す
、
む

る
の
空
言
、
膝
を
前
に
す
る
の
奇
談
」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
「
開
く
」
対
象

と
し
て
「
奇
談
」
が
あ
る
。

享
保
十
九
年
刊
の
吋
本
級
世
挙
談
紛
い
(
近
代
従
事
談
)
は
、
「
奇
談
」
に
分

コ
ト
ワ
ザ
タ
ハ
ム
レ
イ
ヒ
イ
ロ
ド
ル
ア
ベ

類
さ
れ
る
警
で
あ
る
が
、
そ
の
後
序
に
「
近
き
肢
の
事
を
談
て
絡
を

其
ま
〉
に
題
口
す
と
す
而
己
」
と
あ
り
、
「
談
締
」
の
表
記
な
が
ら
、
内
容
よ
り

誇
り
口
に
重
点
の
置
か
れ
た
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
う
か
が
え
る

あ

や

か

た

り

の
は
、
「
奇
談
」
に
は
談
話
の
場
を
前
提
と
し
た
「
締
あ
る
談
」
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
色
淡
く
影
を
怒
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
奇
談
」
分
類

の
初
め
て
登
場
す
る
吋
宝
謄

g
録
』
所
収
誉
口
討
を
見
る
と
、
多
く
が
語
り
(
明
)

の
場
を
前
提
と
し
た
「
総
あ
る
談
」
の
意
味
で
捉
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
う
い
う
意
味
の
「
続
談
」
で
あ
れ
ば
、
「
日
本
国
司
語
大
辞
典
い
に
用
例

と
し
て
引
か
れ
た
石
川
文
山
吋
新
編
覆
醤
集
同
に
も
、
「
煮
若
印
悶
狂
客
締
談

猶
来
終
」
(
哲
引
を
煮
て
狂
容
を
留
め
、
総
談
猶
ほ
未
だ
終
わ
ら
ず
)
と
あ
っ
て
、

近
世
前
期
か
ら
の
用
例
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
中
国
で
は
「
奇
談
」
の
諮
は
ど
れ
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。

門
大
渓
和
辞
典
」
に
は
立
項
が
な
く
、
冨
諮
問
大
認
典
い
に
は
「
奇
特
約
一
一
百
紘
一
同
或

見
解
」
と
し
、
用
例
と
し
て
明
の
裳
宏
道
諒
抑
制
仇
集
」
巻
一
の
五
一
一
首
古
詩
「
答

江
進
之
別
詩
」
の
「
奇
談
飛
金
属
」
の
匂
を
引
く
。
こ
の
「
奇
談
」
も
、
誇
り

の
場
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
書
名
と
し
て
は
明
代
の
「
阿
皿
日
南
北

奇
談
』
吋
禄
制
寄
談
」
、
清
代
の
「
繍
像
風
流
奇
談
金
伝
』
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
、

語
数
に
し
て
も
桑
名
に
し
て
も
そ
う
古
く
は
遡
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

殴

「
寄
談
」
の
場
と
構
成

江
戸
時
代
中
期
、
「
奇
談
」
の
諾
が
盛
ん
に
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
は
じ

め
る
享
保
郊
の
用
例
か
ら
推
す
と
、
「
お
則
談
」
と
は
珍
談
・
珍
、
説
と
い
う
よ
り

も
、
ヨ
同
り
や
暇
の
場
を
前
提
と
し
た
窃
白
い
話
」
と
、
「
談
」
の
方
に
重
点
を
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霞
い
て
緩
解
し
た
方
が
よ
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ

ば
、
「
奇
談
」
舎
と
い
う
括
り
の
市
中
に
、
教
訓
的
あ
る
い
は
知
識
的
な
色
彩
の

濃
い
本
も
収
め
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
な
い
。
近
世
後
期
に
な
る

と
、
「
奇
談
」
の
語
感
は
現
代
の
そ
れ
に
近
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
「
奇
談
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
仮
設
す
る
と
き
に
は
、
「
談
」
を
重
視
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

豆
町
内
談
」
の
ひ
と
つ
の
典
裂
と
し
て
『
太
平
百
物
語
』
(
祐
佐
作
。
半
紙
本
五
冊
。

卒
保
十
七
年
、
大
阪
河
内
庭
学
兵
衛
刊
、
門
宝
感
目
録
い
所
絞
)
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

金
五
十
話
か
ら
な
る
短
一
線
奇
談
集
で
あ
る
。
そ
の
序
文
、

や
つ
が
り
年
比
百
悶
に
経
歴
し
て
、
務
(
賎
僧
俗
都
郡
波
境
の
分
ち
な
く
、
う
ち

交
は
り
誇
ら
ひ
け
る
ゆ
に
、
あ
や
し
の
物
詩
ど
も
の
そ
れ
が
ム
中
に
も
、
山
山
一
附
正も

、

し
き
を
の
み
集
め
て
、
反
省
の
織
に
品
川
百
き
綴
り
霞
き
し
を
み
れ
ば
、
そ
の
数
百

し

ち

う

こ

に
減
て
り
。
然
る
を
的
一
問
中
に
絞
め
て
虫
奨
と
な
さ
ん
も
本
窓
な
か
れ
ば
、
是
れ

い

の

ち

な

が

」

と

も

が

ら

を
特
に
寿
し
て
、
五
口
に
ひ
と
し
き
設
に
見
せ
な
ば
、
永
き
夜
の
限
り
を
党
し
、

つ

れ

許

、

急

け

っ

し

絞
首
長
な
ぐ
さ
む
一
助
と
も
な
ら
ん
と
、
州
別
機
氏
に
命
じ
ぬ
。
実
に
後
カ
乱
神
を

一
緒
る
は
、
還
の
文
の
誠
め
な
が
ら
、
か
く
拙
き
物
語
も
、
お
か
し
と
見
る
心
よ

り
、
自
然
と
議
惑
の
邪
立
を
弁
へ
、
安
感
得
失
の
界
に
い
ら
ば
、
少
し
き
補
ひ

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
、
(
下
略
)

序
者
は
商
国
を
逓
院
は
す
る
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
諾
り
の
場
に
遭
遇
し
、
「
あ

や
し
の
物
一
諸
」
を
開
い
た
が
、
そ
の
中
で
、
山
山
寸
前
正
し
い
も
の
を
集
め
て
議
き

溜
め
て
い
た
話
を
、
同
好
の
士
の
慰
み
の
一
助
に
披
露
す
る
た
め
に
出
版
す

る
。
「
怪
カ
乱
神
」
を
語
る
の
は
孔
子
の
誠
め
だ
が
、
こ
の
物
語
を
楽
し
み
な

が
ら
読
め
ば
、
自
然
に
議
恋
愛
弁
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
慰
み
と
教
訓
を

う
た
っ
た
典
型
的
な
序
文
で
あ
る
。
寄
名
に
「
太
平
百
物
語
」
と
あ
る
が
、
い

わ
ゆ
る
百
物
語
を
紙
上
再
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
警
名
自
体
が
、

語
り
の
場
を
前
提
と
し
た
話
の
集
成
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
鎌
田
の
最
終
話
は
、
「
百
物
語
を
し
て
立
身
せ
し
事
」
の
標
題
で
、
あ
る
国

の
相
好
き
の
若
君
が
、
与
次
と
い
う
御
料
理
方
が
次
々
に
繰
り
出
す
附
に
感

心
、
与
次
は
、
若
君
の
成
長
後
、
新
知
三
百
石
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、
版
本

末
尾
町
一
一
同
の
祝
一
言
に
ふ
さ
わ
し
い
出
世
認
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
与
次
の
繰
り
出

す
附
は
、
「
い
ろ
/
¥
の
ば
け
も
の
刷
、
或
ひ
は
ゅ
う
れ
ひ
ろ
く
ろ
替
、
天
狗

の
ふ
る
ま
ひ
、
狐
狸
の
し
わ
ざ
、
猫
ま
た
狼
が
悪
行
、
お
そ
ろ
し
き
事
哀
れ
な

る
卒
、
か
な
し
き
む
く
ひ
、
武
辺
な
る
手
柄
ば
な
し
、
臆
し
た
る
笑
ひ
卒
な
ど
、

手
を
か
へ
口
加
を
分
か
ち
」
て
の
哨
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
若
君
は
、
与
次
の
附
に

し
ゃ
べ
っ

「
附
燃
の
差
別
を
知
り
、
泌
と
誉
れ
の
是
非
好
慾
を
弁
へ
し
程
に
、
今
以
て
益

あ
る
十
字
お
ほ
し
」
と
顧
み
る
。
本
話
が
吋
太
一
千
百
物
器
開
』
全
体
の
内
容
と
趣
旨
、

さ
ら
に
は
議
名
に
も
重
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
序
文
で
作
者
が
述
べ

た
こ
と
は
、
本
番
を
読
み
継
い
で
き
た
読
者
が
、
本
話
に
至
っ
て
実
感
す
る
よ

う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
「
百
物
語
」
は
、
こ
こ
で
は
「
多
く
の
物
語
い

の
意
味
だ
ろ
う
が
、
本
話
に
は
明
確
に
語
り
手
(
消
し
手

1H寸
次
)
と
開
き
手

(
斎
世
相
)
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
語
り
(
術
と
一
言
う
方
が
適
当
な
場
合
も
あ
る
が
、
以
下
「
誇
り
」

に
統
一
す
る
)
の
場
の
設
定
と
は
、
一
誇
り
手
と
聞
き
手
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。

「
奇
談
」
に
は
、
こ
の
語
り
の
場
を
本
文
の
な
か
に
再
現
す
る
テ
ク
ス
ト
と
、

語
り
の
場
を
全
体
の
構
成
要
素
と
し
て
持
つ
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

「
太
平
百
物
語
」
の
よ
う
に
、
両
方
を
実
現
し
て
い
る
も
の
も
多
い
。

諮
り
手
と
聞
き
手
を
前
提
と
し
た
誇
り
の
場
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

を
基
準
に
「
奇
談
」
リ
ス
ト
を
見
て
い
く
と
、
多
く
は
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
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い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
、
別
別
の
}
一
言
い
方
を
す
れ
ば
、
議
名
自
体
か
ら
、

諮
り
の
場
が
設
定
さ
れ
て
い
そ
う
だ
と
予
想
で
き
る
も
の
が
多
い
。
実
際
に
本

田
燥
が
中
身
を
そ
れ
ほ
ど
読
ま
な
い
で
分
類
し
て
い
く
場
合
は
、
品
命
名
を
手
が
か

り
に
す
る
だ
ろ
う
。

筆
者
は
前
掲
拙
稿
「
「
奇
談
」
の
相
場
」
で
、
「
奇
談
」
に
お
け
る
諮
り
の
相
場
に

つ
い
て
、
と
く
に
談
議
と
船
が
そ
の
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
ケ
l
ス
を
い
く
つ

か
検
討
し
た
。
談
義
の
場
と
し
て
は
詑
介
入
敵
討
実
録
」
(
多
田
一
芳
、
宝
勝
四

年
、
江
戸
泉
屡
平
三
郎
刊
)
・

2
口
耕
夜
話
い
(
白
楽
軒
、
宝
暦
五
年
、
江
戸
伏
見
庭

養
六
刊
)
・
古
川
流
座
敷
法
談
」
(
文
海
賞
、
明
和
六
年
刊
、
京
都
山
聞
学
兵
衛
刊
)
、

附
の
場
と
し
て
は
「
駒
栄
下
雑
談
』
(
線
珍
策
、
宝
燈
五
年
、
江
戸
藤
木
久
市
刊
)
・

「
茅
屋
夜
討
一
思
(
線
九
子
、
宝
暦
五
年
、
江
戸
大
和
田
安
兵
衛
刊
)
、
「
銭
湯
新
話
』

(
窓
際
問
、
伊
藤
単
朴
、
江
戸
線
村
宗
五
郎
刊
)
、
「
維
脳
相
会
談
い
(
藤
原
段
、
{
五
暦

ra
年
、
江
戸
藤
木
久
市
初
)
の
掛
川
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
哨
の
場
合
は
、
語
り
手

が
次
々
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
「
頗
附
」
の
形
式
を
と
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
と
は
違
う
用
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。

「
野
総
務
話
同
(
常
数
潔
北
著
、
一
時
子
保
十
八
年
、
江
戸
西
村
源
六
刊
)
は
、
サ
巾
数

調
印
北
が
、
下
野
と
下
総
を
行
脚
し
た
際
の
夜
話
を
元
と
し
て
な
っ
て
お
り
、
題

名
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
怪
談
奇
談
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
朗
氏
溺
階

級
の
人
々
を
相
手
に
し
た
、
い
た
っ
て
ま
じ
め
な
教
訓
話
で
あ
る
。

「
当
最
下
手
談
義
い
(
静
観
坊
好
間
内
務
、
支
暦
二
年
、
江
戸
大
坂
康
平
三
郎
刊
)
は
、

狭
義
の
談
義
本
の
鴎
矢
と
さ
れ
る
が
、
本
番
も
作
者
み
ず
か
ら
が
「
新
米
所
化

が
、
田
舎
あ
る
き
の
務
古
談
義
、
笹
口
も
ま
わ
ら
ぬ
別
だ
ら
け
い
と
、
番
名
の
通

り
、
下
手
な
談
義
に
見
立
て
て
い
る
。

「
諺
稜
初
庚
由
之
(
紀
逸
、
{
五
隠
泊
四
年
、
江
戸
浅
念
展
久
兵
衛
刊
)
は
、
序
に
「
怪

力
乱
祢
も
諮
る
に
尽
て
多
は
狐
狸
の
古
狂
言
に
落
侍
る
に
、
一
夜
あ
る
方
に
で

庚

-mの
待
に
人
々
一
巡
て
お
と
ら
じ
と
云
出
る
怪
奨
珍
話
目
覚
し
く
、
共
出
版
に
同
協

を
鳴
ら
し
て
設
さ
と
ゾ
め
」
と
あ
る
。
庚

-mの
待
世
間
に
、
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
語
っ

た
怪
異
珍
話
を
、
そ
の
場
で
書
き
と
め
た
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

内
不
同
月
物
語
』
(
南
一
瞥
堂
務
翁
、
{
五
夜
五
年
、
江
戸
中
古
文
字
次
郎
兵
衛
刊
)
は
、

貧
し
い
わ
が
家
に
同
類
が
来
て
「
夜
も
す
が
ら
の
物
語
を
議
集
」
め
た
と
い
う

枠
組
み
を
持
つ
。

「
大
進
夜
話
い
(
大
進
、
宝
岡
崎
五
年
、
江
戸
大
坂
屋
又
右
衛
門
刊
)
は
、
序
に
「
大

進
和
尚
の
夜
話
を
番
集
て
、
四
ツ
の
巻
と
せ
し
が
、
直
に
警
題
と
は
な
れ
り
」

と
あ
る
よ
う
に
、
大
進
の
夜
話
を
集
め
た
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

言
中
問
答
照
似
合
講
釈
い
(
寺
崎
秀
谷
、
明
和
六
年
、
京
銭
日
成
七
郎
兵
衛
刊
)
は
、

序
に
よ
れ
ば
、
治
東
鹿
ケ
谷
に
、
十
五
歳
の
媛
士
口
、
十
一
二
歳
の
炎
、
台
と
い
う
子

供
が
誇
り
合
っ
て
い
た
の
を
、
居
合
わ
せ
た
名
、
五
分
の
寺
崎
議
右
衛
門
が
開
い

て
審
き
留
め
た
と
い
う
建
前
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
問
答
・
談
義
・
附

の
場
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
吋
作
者
評
判
千
石
筋
」
は
、
十
三
作
の
「
仮
名
本
」
を
役
者
評

判
記
の
ス
タ
イ
ル
で
評
判
し
た
、
本
邦
初
の
小
説
評
論
と
も
一
言
わ
れ
る
舎
で
あ

る
が
、
十
三
作
の
う
ち
十
一
話
が
「
奇
談
い
に
分
類
さ
れ
る
本
で
あ
る
(
吋
非

人
敵
討
実
録
」
は
「
宝
脱
出
目
録
」
で
は
「
風
流
読
本
」
、
「
腕
利
目
録
」
で
「
奇
談
」

に
分
類
さ
れ
る
。
内
水
液
体
問
は
立
渓
が
な
く
、
宮
内
姿
紀
文
」
は
「
雑
惑
」
に
分
類

さ
れ
て
い
る
)
。
い
ま
、
場
の
設
定
と
い
う
こ
と
に
向
同
意
し
て
、
本
評
判
記
を

、

読
む
と
、
三
番

B
の
「
諺
稜
初
茂
樹
ι
に
対
し
て
、
「
い
か
さ
ま
此
警
位
の
附

、、の本
に
、
あ
の
衆
(
俳
論
家
匠
)
が
汗
水
た
ら
し
て
何
し
に
骨
お
ら
る
、
物
ぞ
」

、、

と
、
八
番
目
の
「
銭
滋
新
話
い
に
は
、
「
外
題
の
思
ひ
付
き
よ
く
、
酬
明
本
な
が
ら
、

教
訓
あ
り
て
、
審
か
ら
段
々
と
審
続
て
の
趣
向
国
自
ク
よ
ふ
出
来
ま
し
た
ぞ
」

と
評
す
る
。
す
な
わ
ち
、
諮
り
手
と
聞
き
手
の
い
る
場
の
設
定
を
反
狭
し
て
、
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「
暇
の
本
」
「
端
本
」
と
称
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
に
は

「
軽
口
昭
本
」
と
い
う
部
類
が
立
つ
が
、
そ
こ
に
は
設
ぶ
十
八
作
は
、
短
い
笑

話
を
集
め
た
経
口
本
(
十
八
作
中
十
七
作
が
「
経
口
0
0」
と
い
う
設
名
)
で
あ

り
、
「
千
石
飾
』
の
い
う
「
哨
の
本
」
は
、
酬
明
の
場
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
の
呼
称
で
あ
る
。
つ
ま
り
?
?
石
飾
い
の
作
者
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て

も
、
「
奇
談
」
は
誇
り
の
場
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
本
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

十
併
設
は
{
玉
総
m
出
年
正
月
、
「
本
屋
表
山
郎
」
の
刊
行
で
あ
る
。
吋
作
者
評
判
千

万
餓
』
は
割
印
綬
に
も
記
載
は
な
く
、
仲
間
内
で
の
遊
び
で
作
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
版
元
の
「
本
屋
表
凶
郎
」
は
、
本
文
中
に
受
場
す
る
貸
本
庭
と
同
じ
名
。

こ
こ
に
出
て
く
る
笠
場
人
物
の
姓
名
は
「
逢
坂
関
内
」
「
底
意
地
怒
右
エ
内
」

な
ど
、
全
て
作
者
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
合
わ
せ
て
創
っ
て
い
る
。
表
四
郎
も
「
表

紙
」
を
掛
け
た
名
で
あ
り
、
実
在
し
な
い
本
屋
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
武
士
た
ち
の
座
談
に
よ
る
評
判
と
い
う
形
式
を
も
っ
ァ
γ
石
筋
』

に
、
出
版
も
手
掛
け
る
貸
本
屋
を
わ
ざ
わ
ざ
評
判
に
参
加
さ
せ
て
、
「
私
共
の

仲
間
で
寝
積
物
と
号
て
、
所
々
の
千
見
せ
の
開
閉
に
挨
が
つ
い
て
」
な
ど
と
諾
ら

せ
た
り
、
そ
れ
以
外
の
笠
場
人
物
も
、
作
者
に
無
断
で
本
国
肢
が
出
版
す
る
と
い

う
事
情
を
知
っ
て
い
た
り
、
伊
藤
単
朴
の
山
山
由
同
に
詳
し
い
な
ど
、
本
屋
か
本
国
厳

に
近
い
人
物
が
作
者
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
明
の
本
」
と

い
う
一
言
い
方
は
、
「
資
談
」
の
性
質
を
本
農
側
か
ら
説
明
す
る
ひ
と
つ
の
証
言

た
り
え
よ
う
。五

近
世
仮
名
読
物
史
上
の
「
奇
談
」

的一
笠奇
傍 d さき F

のに;
ひ m

E当
22 
し~，

て語
義

務会

3言
警て
;4つ
径つ
JE 、
が「
あ奇
る 談
も 」

の警
がに
多共
い i援
こす
とる
を外
述形

べ
て
き
た
。
で
は
内
容
的
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
啓
蒙
的
・
教
訓
的
な
内
容

を
持
つ
も
の
が
多
い
と
い
う
の
が
特
徴
と
い
え
ば
特
徴
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
「
奇
談
」
番
に
限
ら
ず
、
広
く
近
世
文
学
全
般
に
蓄
え
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
で
も
、
「
奇
談
」
誉
全
般
に
述
志
の
色
彩
が
あ
る
こ
と
は
押
さ
え
て

お
く
べ
き
こ
と
だ
と
息
わ
れ
る
。

「
奇
談
」
の
受
場
と
は
、
近
世
中
間
般
に
お
け
る
仮
名
草
子
の
復
活
と
も
い
え

る
(
実
際
、
仮
名
草
子
の
改
題
本
も
あ
る
)
。
だ
か
ら
と
一
一
言
っ
て
、
奇
談
H
仮
名

草
子
と
は
一
一
世
間
え
な
い
。
で
は
仮
名
草
子
全
体
を
見
渡
し
た
時
と
、
「
奇
談
」
誉

会
体
を
見
渡
し
た
時
、
ど
の
よ
う
な
速
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仮
名

草
子
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
創
作
意
識
、
表
現
意
識
が
芽
生
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
後
期
に
新
た
に
生
ま
れ
る
諸
ジ
ャ
ン
ル
(
吋
滋
務
本
」
・

「
談
議
本
」
・
「
滋
総
本
?
「
読
本
い
等
)
の
前
兆
と
捉
え
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
、
「
近
世
小
説
史
」
へ
の
「
奇
談
」
の
位
置
づ
け
が
あ
る
。
た
だ
、
「
近

世
小
説
史
」
と
い
う
言
い
方
自
体
が
、
江
戸
時
代
に
却
し
た
も
の
と
は
一
言
え
な

い
の
で
、
こ
こ
で
は
「
近
世
仮
名
読
物
史
」
と
い
う
一
一
首
い
方
に
し
て
お
こ
う
。

「
近
殴
仮
名
読
物
」
と
は
、
紀
行
文
・
教
訓
本
・
箪
記
・
雑
舎
な
ど
を
も
含
め

た
仮
名
誉
の
読
み
物
全
体
を
さ
す
。
「
近
世
小
説
」
よ
り
も
江
戸
時
代
に
却
し

た
言
い
方
で
は
な
い
か
と
考
え
、
仮
に
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
筆
者
自
身
、

か
つ
て
科
研
報
告
舎
に
お
い
て
こ
の
震
い
方
を
用
い
た
こ
と
が
あ
る
(
「
「
奇
談
」

設
を
手
が
か
り
と
す
る
近
世
中
期
上
方
仮
名
読
物
史
の
構
築
い
二

O
O
七
年
)
。

こ
の
観
点
に
立
っ
と
き
、
「
奇
談
」
警
に
一
部
見
ら
れ
る
「
寓
一
言
」
と
い
う

方
法
の
意
識
的
採
用
は
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、

侠
斎
袴
山
の
作
品
の
中
で
、
コ
ヰ
〈
雄
筆
談
」
吋
雑
篠
田
舎
粧
子
」
士
ハ
道
士
会
録
』

が
笠
宮
』
暦
日
銀
」
の
「
奇
談
」
に
掲
載
さ
れ
る
が
、
務
山
の
作
品
は
窓
織
的
に

桜
子
の
一
一
一
一
言
の
方
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
「
雑
篠
田
舎
荘
子
い
の
、



予
が
記
す
る
一
昨
七
部
の
設
、
外
題
開
到
な
り
と
い
へ
ど
も
、
終
始
み
な
で
怒
に
し

て
、
全
体
白
金
口
荘
7
f
J

な
り
。
其
の
誇
る
所
、
抽
出
遥
遊
、
斉
物
議
、
人
間
散
に
過

ぎ
ず
。
そ
の
物
に
托
す
る
は
禽
一
宮
口
な
り
。
神
仏
を
仮
る
も
の
は
章
一
一
言
な
り
。
そ

の
戯
談
は
庖
ぎ
な
り
。
衆
口
に
調
和
し
て
他
の
上
を
慰
す
る
と
い
へ
ど
も
、
皆

大
家
締
を
は
な
れ
ず
、
事
実
は
士
口
舎
に
考
て
、
仮
に
も
誌
な
き
こ
と
を
記
せ
ず
。

(
党
保
二
年
刊
「
雑
綴
司
会
荘
子
」
)

と
い
う
一
言
説
は
、
荘
子
三
一
言
を
教
訓
に
利
用
す
る
と
い
う
樗
山
寓
一
言
論
の
総
論

で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
兵
法
・
戦
術
の
要
諦
を
戯
作
の
形
で
説
い
た
コ
央
放
翠

(
享
保
二
十
年
刊
)
序
文
は
、
各
論
に
あ
た
る
。
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五
口
党
の
小
子
、
治
世
に
生
れ
て
、
幼
き
よ
り
戯
遊
の
事
に
官
民
じ
、
そ
の
職
分
を

し
ら
ざ
る
も
の
お
ほ
し
。
然
ど
も
惑
か
に
楚
を
し
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。
暫
ら
く

帝
釈
修
羅
閤
隊
の
戦
か
ひ
を
仮
り
、
そ
の
こ
と
を
設
け
、
正
成
・
元
就
・
勘
助

等
の
一
言
に
寓
し
て
、
中
卒
中
の
法
令
、
備
の
大
絡
を
し
め
す
。
所
諮
寓
震
な
り
。

古
人
の
一
言
を
以
て
直
ち
に
"
記
せ
ば
、
小
子
み
る
こ
と
を
厭
ひ
て
手
に
も
と
る
べ

か
ら
ず
。
放
に
戯
談
を
以
て
事
を
記
し
、
そ
の
う
ち
に
突
を
含
ん
で
見
る
に
使

よ
か
ら
し
む
。
問
遊
相
側
枯
滑
り
て
こ
れ
を
奔
せ
ば
、
久
し
う
し
て
内
に
感
通
し
、

よ

る

し

る

あ

る

ひ

と

い

は

く

よ

む

廿
芝
山
の
'
闘
と
こ
ろ
そ
知
事
あ
ら
ん
敗
。
或
日
。
「
子
は
護
人
の
舎
を
読
者
な
り
。

然
る
に
仏
を
も
っ
て
挙
を
記
す
る
も
の
は
何
ぞ
や
」

8
0
「
仏
は
人
の
信
ず
る

一
昨
な
り
。
人
情
の
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
に
溺
て
、
一
言
を
立
て
二
信
を
と
る
。
一
昨
謂

重
一
世
田
な
り
。
戯
談
は
い
は
ゆ
る
昼
夜
な
り
。
然
れ
ど
も
無
実
虚
談
の
一
言
を
な
し

て
、
他
の
耳
目
を
悦
ば
し
め
、
人
の
惑
ひ
を
生
ず
る
奈
は
、
予
が
甚
だ
油
国
る
所

な
り
。
故
に
仮
に
も
出
処
な
き
率
を
記
せ
ず
。

こ
れ
ら
の
言
説
を
談
義
本
や
初
期
読
本
、
あ
る
い
は
戯
作
〕
紋
の
創
作
意
識
の

源
流
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
近
世
仮
名
読
物
史
に
お
け
る

「
奇
談
」
の
意
義
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

か
つ
て
私
は
、
「
奇
談
」
舎
の
な
か
に
読
本
の
祖
と
い
わ
れ
る
「
英
草
紙
」

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注

g
し
、
該
警
が
、
「
奇
談
」
舎
に
共
通
す
る
性
質

を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
か
ら
突
出
す
る
新
し
い
方
法
意
識
を
持
つ
こ
と
を
指

摘
し
、
そ
れ
は
「
奇
談
」
か
ら
「
読
本
」
へ
と
い
う
道
筋
を
つ
け
る
ヒ
ン
ト
た

り
う
る
と
考
え
た
(
前
掲
「
奇
談
か
ら
読
本
へ
」
)
。
吋
英
草
紙
」
が
「
奇
談
」
番

群
の
な
か
で
突
出
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
白
話
小
説
耽
読
に
裟
付
け
ら
れ
た

翻
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
受
場
人
物
の
議
論
が
知
識
人
を
相
手
に
す
る
符
学

的
な
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
な
に
よ
り
主
意
を
伝
え
る
方
法
意
識

の
高
さ
で
あ
ろ
う
。
荷
畝
が
こ
れ
を
読
本
の
極
と
位
皿
随
一
付
け
た
の
も
、
京
伝
・

馬
琴
の
持
つ
高
い
方
法
意
識
の
先
院
を
庭
銭
に
見
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

つ
品
〈
草
紙
』
の
序
は
、
作
者
の
隣
家
に
住
む
「
方
正
先
生
」
が
、
「
英
草
紙
子

の
襲
」
を
取
り
、
日
銀
を
一
瞥
し
て
、
平
豆
一
面
の
志
」
あ
る
者
が
か
か
る
「
遊

戯
の
番
」
に
手
を
染
め
る
と
は
嘆
か
わ
し
い
と
苦
一
世
田
を
呈
し
、
こ
れ
に
「
余
」

が
応
え
て
、

先
生
の
一
言
一
日
氾
な
り
。
余
ま
た
此
の
設
の
為
に
説
あ
り
。
彼
の
釈
子
の
説
け
る
所
、

荘
子
が
一
言
ふ
処
、
皆
怪
誕
に
し
て
終
に
教
と
な
る
。
紫
の
物
語
は
一
音
楽
を
設
け

た
だ
か
り
そ
め

て
志
を
見
し
、
人
情
の
有
る
処
を
尽
す
。
排
水
好
が
草
紙
は
、
惟
仮
初
に
設
け
る

が
如
く
な
れ
ど
も
、
サ
一
を
返
る
る
事
の
商
き
に
趣
を
隠
却
す
。

と
い
う
が
、
こ
こ
に
は
教
義
を
導
く
の
に
面
白
い
諮
り
を
も
っ
て
す
る
「
奇
談
」
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舎
の
基
本
的
性
格
を
看
取
で
き
る
。
「
同
社
中
の
茶
話
に
代
」
え
ん
と
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
は
ニ
作
自
?
紫
野
話
」
(
こ
れ
も
吋
明
和
B
録
」
で

ざ

さ

く

ち

ゃ

わ

は
「
奇
談
」
に
分
類
さ
れ
る
)
の
序
に
「
戯
作
し
て
茶
話
に
代
ゆ
」
と
い
う
一
広

い
方
も
同
じ
で
、
「
奇
談
」
容
の
枠
組
み
と
し
て
の
場
の
設
定
と
い
う
特
徴
を

引
き
ず
っ
て
い
る
。
ま
た
序
は
「
義
」
を
そ
の
教
義
と
し
て
掲
げ
る
が
、
こ
れ

も
「
奇
談
」
警
に
共
通
し
た
教
訓
番
的
性
格
に
他
な
ら
な
い
。
序
の
末
尾
は
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

此
の
一
一
人
生
れ
て
滑
持
憾
の
道
を
弁
へ
ね
ば
、
関
を
悦
ば
す
べ
き
な
け
れ
ど
も
、

風
雅
の
詞
に
疎
き
が
故
に
、
其
の
文
俗
に
透
か
ら
ず
。
仲
間
中
沢
に
人
と
な
れ
ば
、

市
街
の
述
昔
話
を
し
ら
ず
。
幸
に
し
て
歌
舞
伎
の
草
紙
に
似
ず
。
賜
覧
の
君
子
、

認
の
花
な
き
を
以
て
、
英
の
窓
を
窓
口
す
る
事
な
く
し
て
、
一
向
生
一
の
幸
な
ら
ん
の

み
「
滑
稽
の
道
を
弁
へ
」
ぬ
と
は
、
中
日
代
世
俗
小
説
(
八
文
字
廃
の
気
質
物
)
の

文
体
に
遠
い
こ
と
、
「
風
雅
の
詞
に
疎
き
」
と
は
王
朝
物
語
や
和
歌
の
雅
一
言
に

練
い
こ
と
、
「
市
街
の
途
一
言
を
し
ら
ず
」
と
は
都
会
の
流
行
語
を
知
ら
ぬ
こ
と

と
解
せ
ら
れ
て
い
る
(
日
本
古
典
文
学
金
集
「
英
草
紙
・
西
山
物
語
・
雨
月
物
語
・

春
雨
物
証
聞
い
頭
注
、
一
九
七
三
年
)
。
た
だ
し
「
滑
稽
」
は
第
一
話
「
後
援
闘
の

帝
一
一
一
た
び
藤
一
関
の
諌
を
折
く
話
」
の
な
か
で
「
今
の
俗
僧
の
俗
男
女
に
説
き
関

か
し
む
る
所
は
、
理
を
浅
く
説
く
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
、
滑
稽
笑
話
の
類
な
れ

ば
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
樗
山
ら
の
教
訓
読
物
の
滑
稽
な
文
章
を
想
{
疋
す

べ
き
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
表
現
上
、
従
来
の
文
芸
に
及
ば
ぬ
と
い
う
謙

譲
の
姿
勢
を
見
せ
な
が
ら
、
実
は
新
文
体
の
創
造
に
自
負
を
抱
い
て
い
る
と
読

め
る
G

日
本
古
典
。
‘
緩
誘
に
鴻
刺
通
し
た
表
記
の
試
み
な
ど
和
渓
両
文
脈
の
自
在

な
駆
使
に
よ
っ
て
和
漢
雅
俗
を
織
り
交
ぜ
た
新
文
体
合
創
出
し
た
の
は
庭
銭
の

知
識
教
義
の
な
せ
る
業
だ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
新
文
体
創
造
の
表
現
窓
識

は
、
教
訓
啓
蒙
の
「
奇
談
」
を
高
度
な
文
学
作
品
に
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
精
神

に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。
「
奇
談
」
の
典
型
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
半
紙

本
五
冊
の
体
裁
を
守
り
つ
つ
、
す
な
わ
ち
従
来
の
「
奇
談
」
の
陣
営
に
自
ら
を

置
き
な
が
ら
、
浮
世
草
子
や
物
語
や
「
歌
舞
伎
の
草
紙
」
を
超
え
る
文
体
を
創

造
し
た
こ
と
の
自
負
を
序
文
は
誇
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

歪
〈
草
紙
」
が
「
奇
談
」
惑
の
精
神
間
幽
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
第
一
話
「
後
酸

翻
の
帝
一
一
一
た
び
藤
一
勝
の
諌
を
折
く
話
」
で
確
認
し
よ
う
。
伺
話
は
吋
警
世
通
一
一
喜

所
収
「
王
安
石
三
難
蘇
学
士
」
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
つ
の
議
論
が
あ

り
、
第
一
は
、
原
典
の
王
安
布
と
蘇
載
の
漢
詩
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
後
援
醐
帝

と
訪
問
塁
小
路
藤
一
房
の
和
歌
の
議
論
に
覆
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
藤
一
房
は
帝
が
速

水
と
い
う
者
に
与
え
た
古
歌
「
あ
づ
ま
路
に
あ
り
と
い
ふ
な
る
逃
水
の
に
げ
か

く
れ
で
も
世
を
過
す
か
な
」
(
淑
俊
穎
の
欽
)
を
帝
の
御
裂
と
m

思
い
込
み
、
「
速

水
」
と
「
逃
水
」
を
掛
け
る
の
は
不
審
と
難
じ
た
。
帝
は
気
色
を
損
じ
、
東
の

歌
枕
を
見
て
来
い
と
命
じ
た
。
武
蔵
野
に
赴
き
、
土
地
の
間
夫
か
ら
逃
水
の
説

明
を
開
き
、
帝
の
示
し
た
和
歌
が
古
歌
で
あ
っ
た
と
知
っ
た
藤
一
房
は
自
ら
の
浅

才
を
恥
じ
た
。
「
逃
水
」
の
よ
う
な
奇
異
な
る
自
然
現
象
に
合
理
的
説
明
を
与

え
よ
う
と
す
る
の
が
享
保
以
来
の
博
学
的
風
潮
の
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
吋
宝
一
燈

目
録
」
の
「
奇
談
」
蓄
の
ひ
と
つ
吋
諸
国
史
人
談
』
(
気
保
三
年
刊
)
巻
一
一
一
「
山

野
部
」
の
説
明
で
は
「
箆
な
る
春
の
そ
ら
に
地
気
立
て
、
こ
な
た
よ
り
見
れ
ば
、

家
の
葉
ず
ゑ
を
し
ろ

F
1と
水
の
流
る
、
ご
と
く
に
見
ゆ
る
な
り
。
そ
の
所
に

至
て
見
れ
ば
、
そ
の
影
な
く
て
、
ま
た
む
か
ふ
に
流
る
、
ご
と
く
の
彩
あ
り
。

い
づ
れ
ま
で
も
其
一
併
を
さ
だ
め
ず
。
行
ほ
ど
先
へ
行
て
逃
行
や
う
な
る
ゆ
へ

に
、
か
く
名
付
た
る
o

世
帯
よ
り
夏
か
け
て
あ
り
。
秋
冬
は
な
し
」
と
述
べ
、
俊
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幅
制
の
歌
を
引
用
す
る
。
「
英
草
紙
同
第
一
話
で
は
、
地
元
の
間
夫
が
藤
一
厳
に
向

か
っ
て
「
あ
れ
は
川
に
て
は
侍
ら
は
ず
。
あ
れ
こ
そ
山
総
に
雲
を
山
山
だ
す
が
ご

あ
ひ
だ

と
く
に
て
、
地
気
の
な
す
所
、
い
っ
と
て
も
春
夏
の
際
、
逮
所
よ
り
見
る
所
、

水
の
流
る
る
や
う
に
見
ゆ
れ
ど
も
、
水
に
あ
ら
ず
、
其
の
所
に
は
行
け
ば
見
え

ず
、
行
け
ど
も
行
け
ど
も
む
か
う
へ
行
く
や
う
な
れ
ば
、
む
か
し
よ
り
逃
水
と

名
づ
け
ぬ
」
と
語
っ
た
が
、
こ
れ
は
吋
諸
国
里
人
談
」
の
説
明
と
ほ
ぼ
同
じ
。

や
は
り
吋
笈
磨
臼
録
出
「
奇
談
い
に
載
る
「
篠
宮
船
い
巻
一
「
京
国
影
沼
之
説
」

に
お
い
て
も
、
武
蔵
野
の
「
逃
水
」
に
つ
い
て
の
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
庭
鐙
が
照
時
代
の
「
奇
談
」
番
作
者
の
精
神
間
関
に
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。

第
二
の
議
論
で
は
、
太
平
の
世
に
帝
が
遊
戯
に
耽
け
り
、
女
謁
盛
ん
に
行
な

わ
れ
、
僧
侶
が
駿
蔵
し
て
い
る
の
を
嘆
じ
て
、
藤
一
房
は
、
仏
徒
の
留
を
危
う
く

す
る
こ
と
を
説
き
言
葉
を
尽
く
し
て
諌
言
す
る
。
し
か
し
帝
は
、
今
時
の
僧
侶

は
へ
?
り
い
者
ば
か
り
で
国
法
を
骨
一
閃
す
る
カ
は
な
い
と
喝
破
し
、
「
今
の
俗
僧

の
俗
努
女
に
説
き
関
か
し
む
る
所
は
、
裂
を
浅
く
説
く
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
て
、

滑
稽
笑
話
の
類
な
れ
ば
、
一
一
度
愛
に
か
へ
り
た
る
婆
銭
、
理
局
ぱ
な
し
と
同
じ

耳
に
開
け
ば
、
誰
か
間
関
き
こ
ん
で
発
心
す
る
も
の
も
な
く
、
説
法
者
も
聴
衆
に

僚
ら
ず
、
帯
設
籍
は
膝
前
に
披
き
な
が
ら
、
日
は
ひ
た
す
ら
に
空
焼
の
か
た
に
む

か
ふ
」
な
ど
と
冷
静
に
述
べ
る
。
こ
れ
が
当
時
の
談
義
流
行
を
あ
て
こ
ん
だ
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
も
吋
宝
暦
目
録
」
の
「
奇
談
」
の
な

か
に
絞
る
宝
暦
四
年
刊
「
下
手
談
義
聴
開
条
」
巻
四
の
「
惣
じ
て
近
年
の
談
義

倦
は
、
は
で
を
第
一
に
し
て
、
役
者
の
声
色
を
ま
ね
ら
る
¥
是
は
や
く
し
ゃ

逮
ひ
か
。
今
時
は
談
義
に
も
仏
舎
か
ら
だ
ん
許
¥
箪
警
に
ひ
ろ
が
り
、
仏
の

説
法
す
く
な
く
、
婆
々
様
遠
の
怒
し
り
顔
開
く
に
お
か
し
(
中
絡
)
其
中
へ
当

世
も
て
は
や
す
落
し
附
と
い
ふ
事
を
入
て
、
う
れ
し
が
ら
せ
」
と
い
っ
た
文
章

の
、
談
義
僧
の
俗
化
を
認
す
る
論
調
聞
に
共
遇
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
奇

談
」
番
作
者
と
し
て
の
庭
銭
、
が
顔
を
出
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
展
開
は
、
後
穣
閥
帝
を
語
り
手
と
し
、
藤
一
房
を
開
き
手
と
し
た
場

を
設
定
し
た
上
で
、
和
歌
の
知
識
、
自
然
現
象
の
科
学
的
解
釈
、
談
義
僧
批
判

な
ど
を
「
寓
畳
間
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
読
者
に
伝
え
る
典
型
的
な
「
奇
談
」

の
行
き
方
で
あ
る
が
、
白
話
小
説
の
方
法
の
導
入
や
、
高
度
な
知
識
の
関
際
、

表
現
意
識
の
高
さ
な
ど
は
、
「
奇
談
」
警
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
「
奇
談
」
と
い
う
領
域
を
仮
設
し
、
需
品
〈
草
紙
」
を
そ
の
な
か
に

お
い
て
み
る
こ
と
で
み
え
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

筆
者
が
仮
設
を
試
み
た
「
奇
談
」
と
い
う
領
域
は
「
教
訓
・
啓
蒙
を
自
的
と
、

諮
り
の
場
を
枠
組
み
と
し
て
も
っ
、
面
白
い
話
の
集
成
」
と
い
う
平
均
的
な
内

容
を
も
っ
仮
名
読
物
群
で
あ
っ
た
。
敢
闘
籍
目
録
上
は
「
教
訓
」
「
雑
書
」
「
風
流

読
本
」
と
隣
り
合
わ
せ
で
棺
互
に
可
換
的
な
簡
も
あ
る
。
加
え
て
書
籍
日
録
上

分
類
困
難
な
読
物
を
も
そ
こ
に
引
き
取
っ
て
収
め
る
こ
と
も
あ
る
、
境
界
の
緩

や
か
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
実
は
、
仮
名
草
子
・
浮
世
草
子
と
重

な
る
部
分
も
あ
る
が
、
一
方
で
、
樗
山
・
庭
銭
な
ど
の
、
後
期
戯
作
の
魁
と
な

る
高
度
な
方
法
意
識
や
、
新
し
い
試
み
を
字
ん
で
い
た
。
文
学
史
的
に
位
鐙
づ

け
れ
ば
「
奇
談
」
は
、
近
世
前
期
の
仮
名
読
物
と
近
世
後
期
の
仮
名
読
物
を
つ

な
ぐ
、
橋
渡
し
的
な
役
割
を
来
た
し
た
領
域
だ
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
。

(
い
い
く
ら
・
ょ
う
い
ち
/
大
阪
大
学
)




