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「万
の
文
反
古
」
に
お
け
る

一
つ
の
問
題

一

「
万
の
文
反
古
」
を
読
ん
で
い
て
気
付
い
た

一
つ
の
事
柄
か
ら
、
こ
の
作
品

に
お
け
る
西
鶴
の
批
判
的
精
神
を
考
察
し
、
併
せ
て
西
鶴
の
貧
窮
観
と
い
っ
た

よ
う
な
問
題
に
ま
で
ふ
れ
て
み
た
い
。

巻

一
ノ
三

「
百
三
十
里
の
所
を
拾
匁
の
無
心
」
と
巻
ニ
ノ
三

「京
に
も
思
ふ

や
う
成
事
な
し
」
と
は
非
常
に
よ
く
似
た
事
情
の
下
に
書
か
れ
た
書
簡
で
あ
る
。

巻

一
ノ
三
の
書
簡
の
筆
者
江
戸
自
か
ね
町
在
住
源
右
衛
門
は
、
元
大
坂
に
い
た

が
、
酒
の
た
め
に
身
代
を
取
り
乱
し
、
兄
を
始
め
種
類
の
忠
告
も
聞
か
ず
に
江

戸
に
下
り
、　
一
旗
挙
げ
よ
う
と
企
ん
だ
男
、
巻
ニ
ノ
三
の
書
簡
の
筆
者
島
屋
九

平
次
は
、
昔
仙
台
に
い
た
が
、
女
房
を
嫌
っ
て
家
を
飛
び
出
し
、
京
で

一
旗
挙

げ
よ
う
と
謀

っ
た
男
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
共
に
事
志
に
反
し
、
ひ
ど
い
窮
迫
状

態
に
陥
る
。
そ
う
い
う
状
況
の
下
に
そ
れ
ム
ヽ
の
故
郷
の
縁
者
に
あ
て
て
書
い

た
の
が
、
こ
の
二
通
の
書
簡
で
あ
る
。

こ
の
二
篇
は
共
に
名
作
の
誉
高
い
も
の
で
、
暉
峻
康
隆
氏
も

「
こ
の
種
の
作

品
の
中
で
、
文
学
的
に
も
っ
と
も
成
功
し
た
作
品
」
と
賞
揚
さ
れ
て
い
る
１
と

こ
ろ
が
こ
の
両
者
の
書
簡
は
、
そ
の
筆
者
の
態
度
に
お
い
て
全
く
対
際
的
で
あ

る
。
こ
れ
は
偶
然
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
以
下
に
考
察
す
る

鈴

木

一予

様
々
の
対
照
を
考
え
て
み
る
と
、
西
鶴
自
身
が
、
殆
ど
同

一
の
状
況
に
お
け
る

違
っ
た
生
き
方
を
描
く
た
め
に
創
作
し
た
、
い
わ
ば
ペ
ア
を
な
す
二
篇
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

源
右
衛
門
の
手
紙
は
目
下
の
窮
状
を
切
々
と
訴
え
、
か
つ
て
背
い
た
兄
に
対

し
て
ひ
た
す
ら
慈
悲
を
乞
い
、
救
援
を
求
め
て
い
る
に
対
し
て
、
九
平
次
の
手

紙
は
、
自
分
の
惨
僣
た
る
失
敗
を
む
し
ろ
コ
ミ
ッ
ク
に
報
ず
る
と
共
に
、
こ
の

よ
う
に
拙
い
自
分
を
こ
れ
限
り
ど
う
ぞ
見
棄
て
て
は
し
い
と
願
い
、

「
か
さ
ね

て
は
書
中
に
て
も
申
上
ま
じ
く
候
」
と
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
て
い
る
。
技
巧
確

か
な
ス
ト
ー
リ
ー
。
テ
ラ
ー
で
あ
る
西
鶴
は
、
こ
の
両
者
の
態
度
を
よ
り
鮮
明

な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
ぬ
か
ら
ず
効
果
的
な
背
景
を
添
え
て
い
る
。
即
ち
、

救
援
を
求
め
る
源
右
衛
門
の
方
に
は
、
援
助
の
手
を
差
し
の
べ
る
べ
き
兄
源
五

左
衛
間
が
、
近
年
す
っ
か
り
没
落
し
て
屋
敷
も
売
り
払
い
、
長
町
に
引
込
ん
で

判
じ
物
の
団
扇
屋
を
や
っ
て
細
々
と
暮
し
を
立
て
て
い
る
状
況
を
添
え
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
る
九
平
次
の
方
に
は
、
家
を
出
て
十
七
年

の
間
、
三
度
も
暇
の
状
を
遣
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
依
然
と
し
て
夫
の
帰
郷
を
信

じ
て
待
っ
て
い
る
実
直
な
妻
と
、
そ
れ
を
手
厚
く
保
護
し
て
い
る
立
派
な
舅
と

を
配
し
て
い
る
。
救
援
を
求
め
る
側
に
は
援
助
ど
こ
ろ
で
は
な
い
事
情
を
設
定

し
、
別
れ
を
告
げ
る
側
に
は
喜
ん
で
迎
え
取
ろ
う
と
す
る
故
郷
の
家
を
設
定
し



て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
運
命
の
皮
肉
を
話
の
興
味
の
た
め
に
添
え
た

の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
故
郷
に
帰
る
た
め
の
最
低
路
銀
だ
け
で
も

よ
い
か
ら
送
っ
て
ほ
し
い
と
せ
が
む
弟
の

「
一
日
も
髪
元
に
居
申
す
程
か
つ
ヘ

申
候
」
と
い
う
脅
迫
的
悲
鳴
の
ど
ぎ
つ
さ
、　
一
方
ま
た
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
未
練

は
さ
ら
ノ
ヽ
な
い
と
断
言
す
る
夫
の

「我
等
死
だ
者
分
に
な
さ
れ
御
た
づ
ね
御

無
用
に
候
」
と
い
う
別
離
の
言
葉
の
潔
さ
、
そ
ん
な
も
の
の
表
現
効
果
を
西
鶴

は
狙
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

生
活
苦
の
た
め
に
死
ぬ
か
も
知
れ
な
い
限
界
状
況
は
両
者
に
共
通
で
あ
る
。

九
平
次
も

「若
命
な
が
ら
へ
申
候
ば
坊
主
罷
成
執
行
に
く
だ
り
可
申
候
」
と
か
、

「其
日
ぐ
ら
し
に
初
も
死
れ
ぬ
う
き
世
に
御
座
候
」
と
か
い
っ
て
い
る
。
坊
主

と
い
え
ば
源
右
衛
門
も
、

「
た
と
へ
鉢
開
き
坊
主
罷
成
候
と
も
大
坂
の
上
に
成

申
度
願
ひ
に
御
座
候
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
路
銀
の
請
求
を
す
る
ぐ
ら
い
だ
か

ら
こ
れ
は
口
先
だ
け
で
、
実
際
に
托
鉢
旅
行
を
す
る
程
の
覚
悟
の
な
い
事
は
見

え
す
い
て
い
る
。

西
鶴
は

「文
反
古
」
を

「世
々
の
か
し
こ
き
人
の
つ
く
り
お
か
れ
し
諸
々
の

書
物
」
と
は
違

っ
て
、
人
の
為
に
な
る
ほ
う
な
作
品
で
は
な
い
、
た
ゞ

「其
身

の
恥
」
を
見
探
す
だ
け
だ
と
称
し
て
い
る
。
即
ち
何
の
理
想
も
、
随

っ
て
何
の

批
判
も
な
し
に
、
人
生
の
恥
多
い
真
相
を
客
観
的
に
描
く
の
だ
と
称
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
書
簡
と
い
う
元
来
非
公
開
的
な
性
質
の
も
の
を
、
そ
の

ま
ゝ
の
形
で
読
者
の
前
に
投
げ
出
す
と
い
う
こ
の
書
の
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
う
い

う
作
者
の
意
図
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
も
ノ
ヽ
書
簡
体
小
説

と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
そ
う
い
う
効
用
を
発
見
し
た
所
に
、
在
来
の
艶
書
小
説
の

類
を
超
脱
し
た
こ
の
作
品
の
成
功
の
因
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
我
々
も

何
ら
か
の
価
値
体
系
や
道
徳
的
観
念
を
先
入
観
と
し
て
持
つ
事
な
く
、
と
に
か

く
白
紙
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
こ
れ
を
受
け
と
め
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

そ
れ
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
、
従
来
か
ら
そ
う
さ
れ
て
来
た
。
ｋ
の
代
表
的

な
受
容
の
例
と
し
て
、
再
び
暉
峻
氏
の
鑑
賞
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
百
三
十
里
の
所
を
拾
匁
の
無
心
」
は
―
―
（中
略
）。
そ
こ
で
い
か
に
力

お
よ
ば
ぬ
転
落
の
過
程
を
語
り
、
い
か
に
み
じ
め
に
誠
実
を
誓

っ
て
ゐ
る
こ

と
か
。

（中
略
）
だ
が
こ
ゝ
に
は
ま
だ
、　
一
筋
の
藁
を
つ
か
ま
う
と
す
る
あ

が
き
が
あ
る
。
誇
も
愛
情
も
す
て
て
絶
望
か
ら
必
死
に
な
っ
て
脱
走
し
よ
う

と
す
る
人
間
の
思
ひ
つ
め
た
表
情
が
あ
る
。
美
意
識
や
モ
ラ
ル
の
批
判
を
よ

せ
つ
け
な
い
、
こ
の
絶
対
絶
命
の
表
情
が
人
を
打
つ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

「京
に
も
思
ふ
や
う
な
る
事
な
し
」
の
一
篇
に
な
る
と
、
も
は
や
あ
が
く
力

さ
へ
失

っ
た
絶
望
的
な
人
間
の
た
た
ず
ま
ひ
を
描
か
う
と
し
て
ゐ
る
も
の
の

ご
と
く
で
あ
る
。

（中
略
）

一
さ
い
合
さ
い
さ
ら
け
出
し
、
自
分
を
人
生
に

つ
な
ぎ
と
め
て
ゐ
る
最
後
の
一
本
の
綱
を
ぶ
っ
つ
り
断
ち
切

っ
て
、
さ
ぞ
さ

ば
さ
ば
と
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
∧
も
し
命
な
が
ら
へ
申
侯
ば
坊
主
罷
成
執

行
に
く
だ
り
可
申
候
Ｖ
と
い
ふ
結
び
の
一
節
も
、
さ
う
い
ふ
放
れ
切

っ
た
心

境
を
、
じ
つ
に
適
確
に
つ
た
へ
て
ゐ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
ゝ
に
は
、
前
作
の

あ
の
思
ひ
つ
め
た
表
情
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
、
自
分
の
な
し
つ
つ

あ
る
行
為
の
美
し
さ
を
知
ら
ず
、
最
後
の
使
り
を
せ
っ
せ
と
書
き
つ
づ
け
る
、

芥
の
ご
と
く
み
じ
め
な
男
を
愛
さ
ず
に
は
を
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
今
少
し
考
察
を
進
め
て
み
る
と
、
果
し
て
こ
の
よ
う
に
無
条
件
に
、

両
者
の
生
き
方
を
平
等
に
肯
定
す
る
受
容
が
正
し
い
か
否
か
に
疑
間
が
生
ず
る
。

作
者
は
そ
う
い
う
等
し
い
同
情
共
感
を
読
者
に
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
二
通
の
書
簡
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
案
外
は
っ
き
り
と
し
た
西

鶴
の
批
判
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
更
に
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、

こ
の
両
篇
の
書
簡
の
筆
者
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
露
骨
に
好
悪
の
情
が

示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



源
右
衛
門
の
手
紙
は

一
見
し
て
嫌
ら
し
さ
に
満
ち
て
い
る
。
若
気
の
野
心
や

仕
事
の
失
敗
は
こ
の
作
者
は
間
わ
な
い
。
た
ゞ
失
敗
を
不
可
抗
的
な
も
の
と
す

る
弁
明
、
く
ど
ノ
ヽ
と
し
た
窮
状
の
訴
え
、
算
用
ず
く
で
し
た
と
称
す
る
結
婚

の
話
、
そ
し
て
自
分

一
身
が
助
か
る
た
め
に
妻
子
を
置
き
去
り
に
し
よ
う
と
謀

る
恐
る
べ
き
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
し
か
も
そ
れ
を
相
手
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
と

す
る
道
徳
的
偽
装
、
こ
う
い
う
唾
棄
す
べ
き
も
の
を
作
者
は
執
拗
な
ま
で
に
読

者
の
前
に
積
み
重
ね
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。

「
な
ほ
ノ
ヽ
援
元
に
て
持
申
候
女

一房
、
わ
た
く
し
浮
気
に
て
持
ち
申
さ
ず
候
證
拠
に
は
、
我
等
よ
り
十
二
三
も
年

寄
に
て
御
座
侯
。
萬
事
此
清
左
衛
門
殿
御
物
語
、
御
聞
き
な
さ
れ
く
だ
さ
る
べ

く
候
以
上
」
末
尾
の
末
尾
に
至
る
ま
で
の
こ
う
い
う
調
子
に
辟
易
し
な
い
読
者

は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
反
し
九
平
次
の
手
紙
に
は
、
豊
か
な
ユ
ー
モ
ア
と
ベ
ー
ソ
ス
、
そ
れ

に
何
よ
り
も
ほ
の
ハ
ヽ
と
し
た
愛
の
暖
か
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
妻
に
は
み
じ
ん

も
心
残
ら
ず
と
言
い
な
が
ら
、
十
七
年
間
空
間
を
守

っ
た
妻
を
思
う
心
は
切
で

あ
る
。
そ
れ
は
十
七
年
間
に
二
十
三
度
も
結
婚
し
、
そ
の
悉
く
に
失
敗
す
る
と

い
う
物
語
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
だ
け
に
印
象
も
強
烈
で
あ
る
。
そ
の
妻
に

「

い
ま
だ
若
い
う
ち
に
か
た
づ
き
候
が
其
身
の
た
め
と
ぞ
ん
じ
候

一
た
び
か
た
ら

ひ
を
な
し
候
事
な
れ
ば
あ
し
か
れ
と
は
ぞ
ん
ぜ
ず
候
」
と
思
い
や
る
心
に
は

一

片
の
利
己
心
も
な
い
純
な
慕
情
が
感
じ
ら
れ
る
。
本
当
に
飽
き
た
妻
な
ら
そ
ん

な
事
は
ど
う
で
も
よ
い
筈
で
あ
る
。

「
夫
婦
は
よ
り
あ
い
過
と
ぞ
ん
じ
候
今
の

身
に
く
ら
べ
て
は
む
か
し
の
仙
台
の
住
所
ま
し
と
存
候
」
と
い
う
言
葉
に
も
、

彼
の
心
の
底
に
秘
め
た
燃
え
る
よ
う
な
懐
郷
の
念
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。

九
平
次
は
自
分
の
心
を

「
い
よ
ノ
ヽ
此
む
ご
き
心
底
」
な
ど
と
ひ
ど
く
罵

っ

て
い
る
。
源
右
衛
門
が
最
近
は
す

っ
か
り
心
も
入
り
替
り
、
酒
も

一
滴
も
飲
ま

ず
、
律
儀
に
な

っ
た
と
力
説
し
立
証
し
よ
う
と
す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

し
か
し
読
者
は
こ
の
各
、
の
自
己
評
価
を
す
な
お
に
そ
の
ま
ゝ
受
け
入
れ
は
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
全
く
逆
に
し
て
両
者
に
当
て
は
め
ね
ば
気
が
す
ま
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
ゝ
に
も
作
者
の
深
い
計
算
が
感
じ
ら
れ
る
。
作
者
は
こ
の
作
品
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
そ
の
批
判
を
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
こ
の
両
篇
を

一
対
の
緊
密
に
構
成
さ
れ
た

姉
妹
篇
と
し
て
比
較
鑑
賞
す
る
と
い
う
事
は
、
作
者
の
希
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
創
作
意
図
を
誤
ら
な
い
、
む
し

ろ
そ
れ
を
鮮
明
に
す
る
読
み
方
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ん
な
に
も
み
ご
と
な
対
照
の
例
は

一
寸
他
に
見
当
ら
な

い
よ
う
な
気
が
す
る
。
ま
た
こ
ん
な
に
も
明
瞭
な
好
悪
が
示
さ
れ
て
い
る
例
も

見
当
ら
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
西
鶴
は
し
ば
ノ
ヽ
人
生
の
勝
利
者
と
共
に
敗

北
者
を
描
い
た
。
そ
し
て
こ
の
国
の
多
く
の
作
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
敗

北
者
に
対
し
て
十
分
に
同
情
的
で
あ
る
。
貧
窮
は
富
裕
の
対
極
と
し
て
、
既
に

「好
色

一
代
男
」
以
来
、
好
色
物
町
人
物
を
通
じ
て
頻
出
す
る
主
題
で
あ
る
。

彼
は
あ
る
場
合
に
は
好
色
や
贅
沢
や
不
才
覚
や
不
道
徳
の
結
果
と
し
て
、
懲
罰

的
に
貧
窮
を
描
く
。
ま
た
あ
る
場
合
に
は
人
間
の
才
覚
や
努
力
に
拘
わ
ら
ず
、

た
ゞ
非
運
に
し
て
脱
出
し
得
な
い
貧
窮
を
描
く
。
あ
る
者
は
そ
の
中
に
あ

っ
て

悲
し
み
歎
き
、
あ
る
い
は
必
死
の
あ
が
き
を
見
せ
る
。
叉
あ
る
者
は
諦
め
の
境

地
に
生
き
、
時
に
は
自
嘲
す
る
者
も
あ
り
、
多
く
は
た
ゞ
そ
の
日
を
送
る
に
汲

々
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
殆
ど
の
場
合
に
西
鶴
は
冷
徹
な
観
察
と
共
に
暖
い

共
感
を
寄
せ
て
い
る
。

西
鶴
は
近
松
に
比
し
て
冷
酷
な
リ
ア
リ
ス
ト
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
の
が
常
だ

が
、
事
貧
窮
に
関
す
る
限
り
彼
は
同
情
的
で
あ
る
。

「
ま
こ
と
に
世
の
中
の
哀



れ
を
見
る
こ
と
貧
家
の
辺
り
の
小
質
屋
、
心
よ
は
く
て
は
な
ら
ぬ
事
な
り
。
脇

か
ら
見
る
さ
へ
悲
し
き
こ
と
の
数
々
な
る
年
の
く
れ
に
ぞ
あ
り
け
る
」
∩
世
間

胸
算
用
」
巻

一
ノ
ニ

「長
刀
は
む
か
し
の
輸
し

ン」
れ
に
類
す
る
同
情
の
言
葉

は
度
々
出
て
く
る
し
、
描
写
叙
述
の
中
に
お
の
ず
と
そ
の
気
持
を
こ
め
て
い
る

例
は
更
に
多
い
。
あ
が
き
の
余
り
道
徳
的
に
逸
脱
す
る
場
合
で
す
ら
殆
ど
例
外

で
は
な
い
。
右
の

「
長
刀
は
む
か
し
の
輸
」
に
登
場
す
る
浪
人
の
女
房
の
ゆ
す

り
に
つ
い
て
も
、
作
者
は
、

「
捌
も
時
世
か
な
、
此
女
も
む
か
し
は
千
二
百
石

取
た
る
人
の
息
女
、
萬
を
花
車
に
て
く
ら
せ
し
身
な
れ
共
、
今
の
貧
に
つ
れ
て
、

無
理
な
る
事
に
人
を
ね
だ
る
と
は
、
身
に
覚
て
日
お
し
。
是
を
見
る
に
も
貧
に

て
は
死
れ
ぬ
も
の
ぞ
か
し
」
と
同
情
に
満
ち
た
評
を
加
え
て
い
る
。

（致
富
の

過
程
に
お
け
る
不
道
徳
の
場
合
と
そ
れ
は
全
く
対
照
的
で
あ
る
。
例
―

「
日
本

永
代
蔵
巻
三
ノ
三

「世
は
ぬ
き
取
の
観
音
の
眼
」

。
巻
四
ノ
四

「茶
の
十
徳
も

一
度
に
皆
」
等
）
現
世
の
裕
福
を
祈
る
た
め
に
、
借
銭
ま
で
し
て
は
る
人
ヽ
小

夜
の
中
山
の
無
間
の
鐘
を
つ
き
に
行
く
愚
か
し
さ
も
、
西
鶴
は

一
応
は
笑
い
も

の
に
し
な
が
ら
も
、
福
果
を
も

っ
て
こ
れ
に
酬
い
て
い
る
。
∩
永
代
蔵
」
巻
三

ノ
五

「紙
子
身
袋
の
破
れ
時
し

素
材
の
暗
さ
か
ら
思
え
ば
意
外
な

ほ
ど
明
る

い
こ
れ
ら
の
作
品
の
秘
密
の
一
つ
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
と
思
う
。

そ
う
い
う
豊
か
な
包
容
力
を
も
っ
て
貧
窮
者
に
対
し
た
西
鶴
が
、
何
故
こ
ゝ

に
だ
け
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
を
盛
り
込
ん
だ
の
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
次
の

よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

必
ず
し
も
目
録
の
順
か
ら
推
す
わ
け
で
は
な
い
が
、

「
百
三
十
里
の
所
を
拾

匁
の
無
心
」
の
方
が
先
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る

と
思
う
。
こ
れ
は
西
鶴
が

「永
代
蔵
」
で
も

「織
留
」
で
も
描
き
、
更
に
後
の

「胸
算
用
」
で
は

一
層
集
中
的
に
描
い
た
、
貧
の
苦
し
み
と
、
そ
れ
か
ら
脱
出

せ
ん
と
す
る
凄
絶
な
あ
が
き
と
を
主
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

「文
反
古
」
の

中
で
も
巻

一
ノ
一
「世
帯
の
大
事
は
正
月
仕
舞
」
な
ど
と
共
に
、
当
然
現
る
べ

く
し
て
現
れ
た

一
篇
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
を
書
い
て
い
る
間
に
、
西
鶴
は
妙
に
反
撥
す
る
も
の
を
感
じ

た
。
貧
窮
や
あ
が
き
を
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
事
態
や
行
動
と
し
て
客
観
的
に
描
く

の
で
な
い
、
そ
の
一
時
点
に
お
け
る
心
情
を
主
と
し
て
訴
え
る
形
を
と
る
書
簡

体
小
説
の
故
に
、
そ
の
心
情
の
薄
汚
な
さ
、
卑
劣
さ
が
露
わ
に
感
じ
ら
れ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
既
に

「武
家
義
理
物
語
」
の
よ
う
な
境
地
を
描
い
て
来
た
作

者
の
こ
と
で
あ
る
、
幾
ら
貧
窮
者
に
同
情
を
惜
し
ま
な
い
と
い
っ
て
も
、
さ
す

が
に
こ
ヽ
ま
で
は
許
せ
ぬ
気
が
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
れ
は
作
者
に
と
っ
て
も

一
つ
の
無
視
し
難
い
心
理
的
体
験
で
あ

っ
た
。
そ

こ
で
こ
の
篇
は
そ
の
気
持
を
そ
の
ま
ゝ
持
ち
込
ん
で
徹
底
的
な
嫌
ら
し
さ
を
こ

め
て
完
成
さ
せ
、
そ
の
後
で
改
め
て
殆
ど
同

一
の
状
況
の
下
に
、
別
個
の
心
意

気
に
生
き
る
人
間
の
物
語
を
構
想
し
て
み
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が

「京
に

も
思
ふ
や
う
成
事
な
し
」
の
一
篇
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
書
簡
は
思

い
切

っ
て
清
々
し
い
心
情
が
先
に
想
定
さ
れ
、
そ
れ
を
如
何
に
効
果
的
に
表
現

す
る
か
が
筋
書
決
定
の
基
本
問
題
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
救
援
を
求
め
よ
う

と
せ
ぬ
潔
さ
が
前
作
と
も
っ
と
も
対
際
的
な
点
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
こ
れ
が
中

心
と
な
っ
て
諸
々
の
効
果
的
な
事
情
が
設
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
故
郷

の
妻
に
対
す
る
悪
感
情
が
持
続
さ
れ
て
い
る
状
態
で
は
甚
だ
効
果
が
減
殺
さ
れ

る
か
ら
、
妻
へ
の
慕
情
の
復
活
は
必
然
と
な
る
。
作
中
再
三
そ
れ
を
暗
に
強
調

す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
復
活
の
た
め
の
筋
書
が
二
十
三
度
の
結
婚

失
敗
物
語
と
な
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
篇
は
モ
デ
ル
が
あ
る
場

合
よ
り
も
緊
密
に
内
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
二
篇

の
成
立
を
こ
の
よ
う
に
想
像
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
慕
情
と
別
離
の
宣
言
を
す
る
気
持
と
は
、
そ
の
ま
ゝ
で
は
両



立
し
難
い
心
情
で
あ
る
。
辛
う
し
て
そ
れ
を
両
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、
九
平
次

の
プ
ラ
イ
ド
で
あ

っ
て
、
絶
望
や
自
棄
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
疲
労
の
余
り
の

放
心
で
は
な
い
。
客
観
的
に
は
彼
が
故
郷
へ
帰
り
得
な
い
理
由
は
何

一
つ
な
い

の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
身
の
上
と
心
境
に
な
っ
て
は
、
帰
ら
な
い
方
が
よ
ほ
ど
不

自
然
で
あ
る
。

「是
程
悲
し
き
身
に
罷
成
侯
へ
ど
も
其
元
の
女
に
み
ぢ
ん
も
心

残
ら
ず
候
は
よ
く
ノ
ヽ
の
悪
縁
に
候
」
と
九
平
次
も
前
後
矛
盾
し
た
無
理
な
事

を
言

っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
関
す
る
限
り
、
彼
は
己
れ
に
正
直
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
ん
な
事
を
言
い
立
て
て
ま
で
己
れ
の
プ
ラ
イ
ド
を
守
ろ
う
と
す
る
と

こ
ろ
に
、
読
者
は
限
り
な
い
悲
し
さ
と
美
し
さ
を
覚
え
、
愛
着
を
禁
じ
得
な
い

の
で
あ
る
。
心
の
奥
底
に
深
く
守
ら
れ
た
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
と
直
接
言
い
立

て
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
忽
ち
淡
雪
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
い
か
ね
な
い
ほ
ど
の

は
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
を

一
身
の
破
滅
を
賭
け
て
守
る
美
し
さ
、

そ
れ
は
絶
望
的
な
敗
北
者
に
も
た
ゞ
一
つ
許
さ
れ
た
美
し
さ
で
あ
る
。

現
実
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
美
し
さ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
そ
れ
こ
そ
破
滅

を
免
れ
難
い
こ
と
は
西
鶴
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
作
者
は
前
述

の
如
く
貧
窮
者
に
対
し
て
温
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
彼
は
あ
く
ま
で
観
念
的
な

道
学
者
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
ヽ
わ
ら
ず

一
身
に
替
え
て
も
守
る
べ

き
も
の
を
持

っ
て
い
る
人
間
を
作
者
は
よ
り
深
く
愛
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
う
い
う
人
間
の
心
情
を
純
粋
に
主
題
の
中
心
に
据
え
て
描
い
た
の
が
、
こ
の

九
平
次
の
書
簡
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
よ
う
な
主
題
は
晩
年
の
「置
土
産
」
に
お
い
て
最
も
集
中
的
に
現
れ

て
く
る
。
有
名
な
巻
ニ
ノ
ニ

「
人
に
は
棒
振
む
し
同
前
に
お
も
は
れ
」
そ
の
他
、

悲
壮
に
あ
る
い
は
悠
然
と
己
れ
を
持
し
て
生
き
て
行
く
没
落
者
を
描
い
た
諸
篇

に
は
、
哀
愁
を
こ
え
て
た
ま
ら
な
い
魅
力
が
あ
る
。
更
に
そ
う
い
う

「置
土
産

」
の
境
地
に
近
い
も
の
と
し
て
、

「胸
算
用
」
の
巻
三
ノ
三

「小
判
は
来
姿
の

夢
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
そ
れ
を
き
い
て
か
ら
は
た
と
へ
命
が
は

て
次
第
と
か
け
出
し
行
て
、
女
房
取
返
し
て
泊
で
年
を
取
け
る
」
と
い
う
結
末

に
は
、
も
は
や

一
片
の
希
望
も
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
守
る
べ
き
も
の
を
守

っ

た
安
ら
ぎ
が
、
悲
し
く
も
美
し
い
余
韻
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
は
ず

っ
と
早
い

例
で
あ
る
が
、　
一
銭
を
乞
う
身
の
上
で
あ
る
の
に
ど
う
せ
す
た
る
黒
髪
を
三
百

文
と
つ
い
に
取
り
替
え
な
か
っ
た
女
乞
食
の
物
語
翁
椀
久

一
世
の
物
語
」
上
巻

「袖
乞
ひ
な
れ
ど
義
理
の
姿
し

な
ど
も
あ
る
。

何
で
も
か
で
も
生
き
の
び
ょ
う
と
す
る
人
間
の
心
は
同
情
に
値
す
る
し
、
そ

の
た
く
ま
し
さ
に
打
た
れ
る
事
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
高
貴
な
破
滅
と

い
う
も
の
も
あ
る
。
西
鶴
は

「胸
算
用
」
で
は
そ
の
前
者
を
主
と
し
て
描
き
、

「置
土
産
」
で
は
そ
の
後
者
を
多
く
描
い
た
。
勿
論
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
作

者
の
心
境
の
推
移
を
云
々
す
る
の
は
危
険
か
も
知
れ
な
い
。

「胸
算
用
」
と

「

置
土
産
」
と
で
は
第

一
素
材
の
質
が
異
な
る
し
、
随

っ
て
興
味
の
中
心
も
変

っ

て
く
る
。
、で
き
る
だ
け
同
質
の
説
話
を
揃
え
て
、
読
者
に
集
約
的
な
感
興
を
サ

ー
ビ
ス
し
よ
う
と
す
る
浮
世
草
子
で
は
、
作
者
の
微
妙
な
心
境
の
推
移
ま
で
は

な
か
ノ
ヽ
現
れ
難
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
貧
窮
と
い
う
現
実
に
、
た
ゞ
や
た
ら
に
本
能
的
に
反
応
し
て
い
る
だ

け
で
は
、
そ
の
現
実
が
厳
し
け
れ
ば
厳
し
い
ほ
ど
人
間
は
絶
望
的
な
様
相
を
呈

し
て
く
る
。
同
情
や
理
解
だ
け
で
は
事
態
は
如
何
と
も
し
難
い
。
そ
う
考
え
た

時
に
、
西
鶴
の
胸
に
も
こ
の
高
貴
な
破
滅
が
悲
し
い
け
れ
ど
究
極
の
理
想
と
し

て
浮
び
上
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
観
念
の
展
開
の
順
序
と
し
て
は

一
応
こ

れ
が
順
当
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
不
可
逆
な
る
推
移
で
は
な
い
。

右
に
挙
げ
た
よ
う
に

「永
代
蔵
」
な
ど
よ
り
も
早
い

「高
貴
な
破
滅
」
の
例
も

あ
る
こ
と
な
の
で
、
何
度
も
彼
は
こ
の
両
様
の
観
念
の
間
を
往
復
し
た
に
違
い

な
い
。

「胸
算
用
」
か
ら

「置
土
産
」
へ
の
道
も
、
そ
の
往
復
の
一
軌
跡
で
あ



っ
て
、
西
鶴
生
涯
の
結
論
の
方
向
を
示
す
も
の
と
ま
で
考
え
る
事
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は

「胸
算
用
」
に

「小
判
は
来
姿
の
夢
」

（巻
三
ノ
三
）、
「置
土

産
」
に

「
子
が
親
の
勘
当
逆
川
を
お
よ
ぐ
」

（巻
三
ノ
ニ
）
と
い
う
よ
う
な
、

逆
の
立
場
に
属
し
そ
う
な
例
外
的
作
品
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
思
わ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。

こ
う
い
う
晩
年
の
図
式
と
同
じ
も
の
が
、
ず

っ
と
小
規
模
で
は
あ
る
が
純
粋

な
形
で
早
く
現
れ
た
の
が
、
件
の

「文
反
古
」
の
二
篇
で
あ
る
と
は
い
え
な
い

だ
ろ
う
か
。

遡
っ
て
仮
名
草
子
時
代
、
貧
窮
は
清
貧
主
義
の
教
材
と
し
て
か
、
単
に
致
富

の
不
快
な
る
対
極
と
し
て
か
、
あ
る
い
は
浮
世
房
流
の
瓢
々
た
る
す
り
き
り
者

の
笑
話
と
し
て
し
か
描
か
れ
る
事
は
な
か
っ
た
。
真
に
限
界
状
況
の
中
で
如
何

に
生
き
る
か
を
真
剣
に
追
求
す
る
事
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
事
態
が
世
間
に

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
事
は
勿
論
で
あ
る
。
唯
々
作
者
に
そ
れ
だ
け
の
現
実
に

肉
迫
す
る
力
量
が
な
か
っ
た
だ
け
の
事
で
あ
る
。
道
学
者
流
は
貧
窮
を
観
念
と

し
て
し
か
扱
い
得
ず
、
す
ぐ
に
許
由

・
巣
父
と
並
べ
論
じ
た
。
自
ら
貧
窮
に
身

を
置
く
者
も
、
世
を
呪
う
か
浮
薄
な
る
笑
い
に
逃
避
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

っ
た
。
貧
窮
の
実
質
は
つ
い
に
西
鶴
の
登
場
ま
で
捉
え
ら
れ
る
事
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

西
鶴
に
よ
っ
て
、
貧
窮
は
全
く
新
し
い
、
し
か
も
重
要
な
文
学
の
主
題
と
な

っ
た
。
西
鶴
は
金
の
文
学
の
大
成
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
金
の
文
学
と
い
う

言
葉
に
は
、
ど
う
も

「
大
福
新
長
者
教
」
の
著
者
と
し
て
、
数
々
の
致
富
講
に

奇
才
を
見
せ
た
彼
の
華
か
な
面
に
比
重
が
か
ゝ
り
過
ぎ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け

る
。
む
し
ろ
そ
の
裏
面
の
み
じ
め
な
貧
窮
諄
の
方
に
こ
そ
、
彼
の
最
も
す
ぐ
れ

た
文
学
精
神
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
事
を
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　

（終
）
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