
近
代
文
学
基
層
論
の
序

-
鏡
花

･
藤
村
に
お
け
る

｢民
俗
｣

竹

内

清

己

1

序
-

立
論
の
事
由
!

本
稿
を
書
-
に
当
っ
て
､
私
は
､
護
符
の
ご
と
-
以
下
の
書
籍
を
机
上

に
積
み
あ
げ
て
い
る
.
磯
田
光

1
『思
想
と
し
て
の
東
京
』
(昭
五
三

･

こ

柄
谷
行
人

¶
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
(昭
五
五

･
八
)
前
田
愛

『
都

市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
(昭
五
七

･
二

一)
奥
野
健
男

『〟間
〟
の
構
造
』

(昭
五
八

･
二

亀
井
秀
雄

『感
性
の
変
革
』
(昭
五
八

･
六
)
前
田
愛

『近

代
日
本
の
文
学
空
間
』
(昭
五
八

･
六
)'
そ
れ
に
私
も
参
加
し
た
森
安
理

文

･
大
森
盛
和
編

『新
構
想

･
近
代
日
本
文
学
史

は』
(昭
五
七

二

二
).

こ
れ
ら
昭
和
五
十
年
代
の
書
籍
が
顕
在
化
し
て
い
る
も
の
は
'
い
ず
れ
も

既
成
の
文
学
史

へ
の
修
正
'
改
変
を
迫
る
も
の
で
あ
り
'
そ
の
た
め
の
方

法
的
実
践
を
含
ん
で
､
刺
激
的
な
好
著
で
あ
る
｡
そ
う
し
て
こ
れ
ら
の
書

は
､
私
の
左
脇
の
書
架
に
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
並
べ
て
あ
る
昭
和
四
十
年

代
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
の
興
津
要
『新
訂
明
治
開
化
期
の
研
究
』
(昭

四
三

二

)
三
好
行
雄

『
日
本
文
学
の
近
代
と
反
近
代
』
(昭
四
七

･
九
)

前
田
愛

¶幕
末

･
維
新
期
の
文
学
』
(昭
四
七

二

〇
)
越
智
治
雄

『近
代

文
学
の
誕
生
』
(昭
五
〇
･
九
)
な
ど
の
好
著
が
'
鋭
-
既
成
文
学
史
の
修

正
'
改
変
の
道
に
分
け
入
っ
た
の
に
つ
づ
-
も
の
で
､
し
か
も
あ
さ
ら
か

な
新
段
階
を
う
ち
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
(越
智
の
仕
事
は
五

十
年
代
に
入
る
だ
け
に
'
磯
田
､
前
田
ら
に
近
い
機
軸
を
も
っ
て
い
る
が
)

私
の
執
筆
に
際
し
て
の
参
考
書
用
意
が
い
か
に
不
備
で
あ
る
か
を
結
句

露
呈
し
た
よ
う
で
あ
る
が
'
こ
の
よ
う
に
並
べ
て
み
る
と
､
事
態
が
は
っ

き
り
す
る
｡

い
ず
れ
も
所
謂

へ近
代
的
自
我
)
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る

近
代
文
学
史
-

(近
代
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
)
に
も
と
ず
-
'
自
然
主
義

文
学
を
正
統
祝
し
'
そ
れ
を
文
芸
思
潮
史
の
枠
組
の
中
心
に
編
成
し
た
既



鹿
の
近
代
日
本
文
学
史
-

に
対
す
る
異
存
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の

異
存
表
明
は
'
つ
と
に
作
家
の
側
か
ら
'
象
徴
的
に
は
佐
藤
春
夫
の

F近

代
日
本
文
学
の
展
望
』
(昭
二
五
)
に
よ
っ
て
'呈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
｡
そ
れ
は
'
造
造
'
四
迷
に
対
し
て
の
こ
と
さ
ら
の
鴎
外
重
視
に
よ
っ

て
'
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
救
抜
'
合
せ
て

一
連
の

鏡
花
'
荷
風
'
潤

一
郎
'
ひ
い
て
は
春
夫
自
身
の
文
学
脈
を
'
文
学
史
の

主
軸
に
据
え
た
い
と
す
る
'
願
望
の
顕
現
で
あ
っ
た
t
と
い
っ
て
よ
い
｡

爾
来
'
前
後
し
て
あ
ら
わ
れ
た
伊
藤
蟹
に
よ
る
谷
崎
潤

一
郎
の
再
評
価
が

あ
り
､
そ
れ
は
谷
崎
文
学
に
お
け
る
存
在
論
的
不
安
の
把
握
､
そ
れ
に
よ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

る
近
代
文
学
思
想
史

へ
の
谷
崎
文
学
の
編
入
と
い
う
こ
と
で
､
結
果
所
謂

(近
代
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
)
-

正
統
-

へ
の
編
入
で
あ
る
こ
と
に
お

い
て
､
所
謂
谷
崎
文
学
の
真
骨
を
少
し
-
ず
ら
し
て
既
成
文
学
史
内
に
お

さ
め
た
再
評
価
で
あ
っ
た
｡
だ
が
'
伊
藤
盤
の
谷
崎
再
評
価
に
つ
づ
い
て
､

中
村
光
夫
の

『谷
崎
潤

一
郎
論
』
(昭
二
七
)
が
あ
り
'
近
年
野
口
武
彦
の

『谷
崎
潤

一
郎
論
』
(昭
四
八
)'
秦
恒
平
の

¶
谷
崎
潤

一
郎
-

(源
氏
物

請
)
体
験
-

』
(昭
五

1
)
他
二
者
'
佐
伯
彰

1
『物
語
芸
術
論

-
谷

崎

･
芥
川

･
三
島
』
(昭
五
四
)､
笠
原
伸
夫

『谷
崎
潤

1
郎
-

宿
命
の

エ
ロ
ス
』
(昭
五
五
)'
森
安
理
文

『
谷
崎
潤

一
郎
あ
そ
び
の
文
学
』
(昭
五

八
)
の
つ
ら
な
り
を

一
望
す
る
と
き
'
も
は
や
既
成
の
文
学
史
で
は
谷
崎

文
学
を
さ
ば
き
き
れ
な
い
'
逆
に
谷
崎
文
学
の
大
き
さ
が
'
既
成
の
文
学

史
の
偏
向
局
促
を
越
え
る
趣
き
が
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ひ
と

り
谷
崎
文
学
だ
け
に
言
え
る
の
で
は
な
い
｡
各
作
家
の
研
究
が
進
展
す
る

に
つ
れ
て
'
既
成
の
文
学
史
の
枠
の
狭
さ
が
つ
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
､夏
目

淑
石
'
志
賀
直
哉
と
い
っ
た
作
家
に
お
い
て
も
同
様
で
､
谷
崎
に
つ
づ
-

挽
近
の
泉
鏡
花
研
究
の
進
展
､
大
衆
文
学
の
巨
河
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る

こ
と
に
お
い
て
'
文
学
史
の
理
念
'
範
例

(
パ
ラ
ダ
イ
ム
)
そ
の
も
の
を

さ
し
か
え
る
こ
と
の
須
要
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

所
謂

(近
代
的
自
我
)
(近
代
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
)
の
'
そ
の
近
代
に
対
す

る

(反

･
非
近
代
的
自
我
)
(反

･
非
近
代
的
リ
ア
リ
ズ
ム
論
)
を
も
組

み
入
れ
た
文
学
史
の
展
望
を
さ
ぐ
る
こ
と
'
そ
れ
が
前
記
四
十
年
代
か
ら

五
十
年
代
に
か
け
て
の
書
群
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
と
-
に
越
智
治
雄
の

『
近
代
文
学
の
誕
生
J
は
'
た
と
え
ば
仮
名
垣
魯
文
に
関
す
る
､
｢郡
勃
列

翁

一
代
記
｣
に
つ
い
て
の
､
｢確
か
に
荒
唐
無
稽
と
亭
っ
し
か
な
い
が
'
す

で
に
み
て
き
た
よ
う
な
有
用
の
世
界
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
像
と
比
べ
る
と
'
こ

の
無
用
に
徹
し
た
魯
文
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
む
し
ろ
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
,rP
J
ぁ
る
い
は
円
朝
へ
黙
阿
弥
に
つ
い
て
の
'
｢
お
そ
ら

-
､
怪
談
に
も
同
様
に
民
俗
の
基
層
に
お
け
る
心
性
の
原
型
'
祖
型
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
円
朝
も
黙
阿
弥
も
無
意
識
に
せ
よ
そ
れ
を
感
じ

取
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
'
怪
談
を
信
ず
る
こ
と
を
や
め
は
し
な
か
っ
た
｡

近
代
に
適
応
す
べ
-
'
彼
ら
が
平
明
な
人
間
の
写
実
的
な
造
型
に
進
み
出

て
い
っ
た
の
も
事
実
だ
が
'
も
う

一
つ
の
人
間
の
お
ど
ろ
な
闇
に
対
す
る

感
覚
を
け
っ
し
て
失
っ
て
い
な
い
｡
人
間
の
明
暗
の
双
方
を
こ
れ
ら
近
代

に
生
き
た
物
語
作
者
た
ち
は
描
い
て
み
せ
た
oJ
(
民
俗
の
基
層
と
い
う
言

葉
は
さ
ら
に
先
見
的
で
あ
る
｡
)
と
い
う
記
述
に
お
い
て
'
他
の
興
津
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

三
好
'
前
田
氏
の
書
の
'
反

･
非
近
代
に
対
す
る
否
定
評
的
重
視
の
枠
を

さ
ら
に
越
え
て
､
前
記
五
十
年
代
の

1
連
の
書
評
の
幕
を
ひ
ら
い
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
｡
(前
田
氏
は
さ
ら
に
五
十
年
代

へ
と

一
転
換
を
見
せ
る
)

稔
じ
て
い
え
ば
彼
ら
の
仕
事
は
､
(江
戸
)
･
(
近
世
)
1

(東
京
)
･
(近
代
)

の
方
向
を
絶
対
と
す
る
こ
と
を
疑
っ
て
の
､
(江
戸
)
･
(近
世
)
日

へ東

京
)
･
(近
代
)
と
い
う
可
逆
的
重
層
の
な
か
で
文
学
史
を
と
ら
え
よ
う
と

4



す
る
こ
と
へ
の
移
行
で
あ
っ
て
'
文
学
史
論
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
っ
た
｡

さ
ら
に
五
十
年
代
に
入
る
と
､
そ
の
移
行
は
既
定
の
も
の
と
し
て
､
具

体
的
な
文
学
史
書
き
か
え
の
方
法
的
実
践
が
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
｡
そ

こ
に
柳
田
国
男
'
折
口
信
夫
の
民
俗
学
的
文
学
発
生
論
的
視
座
'
か
っ
て

か
ら
の
文
学
風
土
論
や
機
能
論
'
今
日
的
な
外
国
か
ら
の
文
化
人
類
学
や

構
造
主
義
'
言
語
構
造
論
'
記
号
論
の
大
胆
な
導
入
と
な
っ
て
､
(思
想
と

し
て
の
東
京
)
(都
市
空
間
)
八開
の
構
造
)
(感
性
の
変
革
)
と
い
っ
た
パ

ラ
ダ
イ
ム
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
動
き
の
な
か
で
'

先
に
村
松
定
孝
氏
と
共
篇
の
『近
代
芸
能
文
学
』
(昭
五
五

･
八
)
で
私
が

示
し
た

(芸
能
)
と
し
て
の
近
代
文
学
史
の
視
座
も
'
さ
ら
に
押
し
進
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
｡

二

基
層
と
し
て
の
民
俗
-

鏡
花
文
学
-

こ
の
小
題
に
つ
い
て
は
'
つ
と
に
松
原
純

一
の

｢鏡
花
文
学
と
民
間
伝

承
と
｣
(昭
三
八

･
二
)
が
あ
り
'
近
年
菅
原
孝
雄

｢魔
術
の
場
の
森

へ
｣

(昭
四
七

二

)
阿
部
正
路

｢泉
鏡
花
の
幻
想

･
鬼

･
花

･
虹

･
舞
台

･

幻
妖
｣

(

昭
四
九

･
一
-
六
)､
脇
明
子

『幻
想
の
論
理
-

泉
鏡
花
の
世

界
』
(昭
凶
九
･八
)笠
原
伸
夫
『泉
鏡
花
-

美
と
エ
ロ
ス
の
構
造
-

』

(昭
五

一
･
五
)な
ど
に
顕
在
化
し
て
い
る
視
点
と
し
て
知
れ
る
の
で
あ
る

が
'
そ
れ
を
､
鏡
花
研
究
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
村
松
走
孝
氏
が
'
鏡
花
再
評

価
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
明
確
に
認
知
し
'
文
学
史

へ
の
視
座
と
し
て

受
容
し
た
こ
と
が
､
今
日
的
に
こ
と
鮮
し
-
私
に
は
意
識
さ
れ
る
の
で
あ

る
｡
私
は
ち
ょ
う
ど
今
'
｢芸
術
至
上
主
義
文
芸
｣

第
九
号
の
特
集
の

｢村

松
定
孝
氏
の

｢鏡
花
文
学
の
現
代
的
意
義
-

そ
の
評
価
の
再
認
識
を
め

ぐ
っ
て
｣
を
'
校
正
す
べ
-
手
元
に
も
つ
と
い
う
立
場
に
い
る
｡
そ
こ
で

氏
の
論
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
入
っ
て
行
き
た
い
｡

氏
は
､
ガ
エ
タ
ン
･
ピ
コ
ン
の
著
名
な

¶作
家
と
そ
の
影
』
(昭
三
八
㌧

加
納
晃

･
金
子
博
訳
)
の
次
の
一
節
を
引
-
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
｡

｢我
々
に
は
､
自
分
が
感
歎
す
る
作
品
と
自
分
と
の
間
に
､
な
に
も
介
在

し
な
い
と
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
が
よ
-
あ
る
｡
そ
し
て
'
自
分
の
心
を
完

全
に
満
た
し
て
-
れ
る
よ
う
な
作
品
を
見
出
し
た
時
'
私
は
自
分
が
は
じ

め
て
本
当
に
生
ま
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
｡
だ
が
'
そ
れ
は
錯
覚
な
の
で

あ
る
｡
作
品
と
私
と
の
間
に
は
､
つ
ね
に
あ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
｡
つ
ま

り
他
の
作
品
と
､
そ
れ
か
ら
私
の
芸
術
観
が
あ
る
の
だ
.J

も
う
二
十
年
前
の
､
も
は
や
過
去
の
古
典
的
印
象
す
ら
あ
る
理
論
だ
が
'

作
家

(作
家
論
)
を
介
す
る
こ
と
な
-
作
品

(作
品
論
)
と
読
者

(読
者

請
)
と
の
間
に
文
学

(文
学
史
)
研
究
を
立
て
う
る
こ
と
を
､
我
々
は
こ

う
し
た
理
論
に
導
か
れ
て
出
発
さ
せ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で

言
わ
れ
て
い
る

｢他
の
作
品
｣
と

｢私
の
芸
術
観
｣
の
内
容
吟
味
に
今
立

ち
入
る
い
と
ま
は
な
い
が
'
村
松
氏
が
'
自
己
の
鏡
花
研
究
の
実
証
的
研

究
経
歴
を
も
っ
て
し
て
'
し
か
も
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
こ
と
の
印

象
は
'
私
に
と
っ
て
な
か
な
か
強
い
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

｢
『他
の
作
品
』
な
る
も
の
を
'筆
者
は
日
本
文
学
の
伝
統
の
中
に
見
出
し

う
る
も
の
と
断
言
し
て
'
は
ば
か
ら
な
い
態
度
を
永
ら
く
抱
き
つ
づ
け
て

き
た
｡
基
本
的
に
は
'
い
ま
も
こ
れ
と
変
ら
な
い
の
で
あ
る
が
'
そ
の
伝

統
と
は
古
典
作
品
よ
り
､
さ
ら
に
潮
り
う
る
と
共
に
'
鏡
花
の
助
時
空
間

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

が
と
ら
え
た
金
沢
の
民
講
や
神
秘
的
口
碑
に
関
す
る
気
配
を
無
視
で
き
な

い
こ
と
を
'
ち
か
ご
ろ
し
き
り
に
感
じ
て
い
る
.J

(傍
点
竹
内
)

村
松
氏
の
研
究
の
な
か
で
'
鏡
花
作
品
に
お
け
る

｢伝
統
｣
が
'
｢古
典

5



作
品
｣
か
ら

｢民
講
や
神
秘
的
口
碑
｣
に
焦
点
を
移
し
た
こ
と
は
､
鏡
花

研
究
に
お
い
て
象
徴
的
出
来
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
村
松
氏
は
､
こ
の

伝
統
を
視
座
と
し
た
鏡
花
論
の
古
典
的
論
文
と
す
べ
き
吉
田
精

一
の

｢泉

鏡
花
と
日
本
文
学
の
伝
統
｣
(昭

一
八

･
三
)
の
'
｢鏡
花
に
於
て
日
本
文

学
の
伝
統
は
如
何
に
生
か
さ
れ
'
如
何
に
継
が
れ
て
ゐ
る
か
｡
そ
れ
を
定

め
る
こ
と
は
鏡
花
の
日
本
文
学
史
に
於
け
る
位
置
を
決
定
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ら
う
｣
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
再
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い

る
｡
村
松
氏
は
'
こ
の
テ
ー
ゼ
の

｢鏡
花
の
日
本
文
学
史
に
於
け
る
位
置

を
決
定
す
る
こ
と
｣

自
体
が
'
既
成
の
近
代
日
本
文
学
史
の
修
正
'
改
変

を
う
な
が
す
標
識
た
り
う
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
岩

波
書
店

｢文
学
｣
最
新
号

輿
泉
鏡
花
》
特
集
で
の
､
｢
(座
談
会
)
鏡
花
と

反
近
代
｣
に
お
け
る
､
村
松
氏
と
三
好
行
雄
'
笠
原
伸
夫
氏
の
発
言
､
及

び
中
村
哲
氏
の

｢鏡
花
と
柳
田
国
男
-

鏡
花
の
北
海
民
俗
学
｣
'高
田
衛

氏
の
｢夢
と
山
姫
幻
想
の
系
譜
-

鏡
花

へ
の
私
注
-

｣
､
そ
の
他
各
論

共
通
の
特
色
を
見
渡
し
て
t
と
-
に
､
中
村
哲
氏
の
､
｢民
間
伝
承
｣
｢民

俗
奇
諦
｣
｢民
俗
環
境
｣
を
挙
げ
て
の

｢彼
は
稀
有
な
る
着
想
家
で
は
あ

る
が
'
そ
の
発
想
方
法
は
個
人
と
し
て
の
特
異
性
に
あ
る
だ
け
で
な
-
､

日
本
人
の
根
底
に
あ
る
原
思
想
の
再
現
に
他
な
ら
な
い
と
鏡
花
自
身
が
自

覚
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
.J
と
い
う
発
言
に
注
目
し
て
い
る
の
は

貴
重
で
あ
る
｡
ま
た
こ
れ
を
肯
定
す
る
に
際
し
て
'
村
松
氏
が
'
中
村
氏

の
｢鏡
花
自
身
が
自
覚
し
て
い
た
｣
と
す
る
の
を
訂
し
て
､
自
覚
や
意
図
と

見
る
よ
り

｢
む
し
ろ
自
然
発
生
的
に
'
そ
こ
へ
回
帰
し
た
と
考
え
る
ほ
う

が
か
れ
の
素
質
や
菓
質
を
説
-
の
に
は
適
し
て
い
る
の
で
あ
る
ま
い
か
oJ

と
し
た
見
解
も
貴
重
で
あ
る
と
思
う
｡
が
し
か
し
そ
の
素
質
や
菓
質
の
根

を
'
氏
が
鏡
花
の

｢幼
時
の
心
理
体
験
｣

に
限
定
的
に
帰
し
た
の
は
'
作

家
論
的
立
場
あ
る
い
は
自
然
主
義
的
近
代
主
義
的
研
究
に
今
だ
こ
だ
わ
っ

た
'
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
保
守
的
な
研
究
の
誠
実
を
認
め
る
と
し
て
も
'

そ
の
後
退
を
残
念
に
思

っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
と
に
か
-
村
松
氏

を
し
て
'
中
村
氏
の
視
点
を
'
鏡
花
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
に
か
か
わ
ら

せ
て
肯
定
に
至
ら
せ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
､
今
日
の
文
学
史
修
正
'
改

変
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
那
辺
に
あ
る
か
を
歴
然
と
さ
せ
て
い
る
｡
と
く
に

氏
が
､
結
語
と
し
て
お
い
た
､

｢鏡
花
文
学
の
現
代
的
意
義
は
'
そ
の
評
価
の
再
認
識
に
帰
着
す
る
も
の

で
あ
り
'
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
鏡
花
ブ

ー
ム
の
解
明
は
'
ひ
と
え
に
日

本
文
学
そ
の
も
の
の
実
体
と
こ
れ
を
形
成
し
た
民
俗
の
雅
俗
両
面
の
美
意

識
の
秘
密
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
OJ
と
す
る
言
辞
は
'
ひ
と
り

鏡
花
文
学
の
再
評
価
や
そ
の
文
学
史

へ
の
位
置
づ
け
の
修
正
'
改
変
ば
か

り
で
は
な
-
､
日
本
近
代
文
学
史
の
そ
れ
の
本
質
に
か
か
わ
る
'
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
は
'
も
は
や

伝
統
｣
と
･い
わ
れ
た
も
の
を
'
｢古
典
｣
と
い
わ
ず
､

｢民
俗
｣
と
い
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢伝
統
｣
を
考
え
る
場
合
'

従
来
古
典
作
品
と
の
か
か
わ
り
を
と
ら
え
て
き
た
の
に
対
し
､
古
典
作
品

を
遡
行
し
て
､
元
型
的
存
在
-

口
碑
民
辞

･
民
俗
-

と
の
か
か
わ
り

で
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢
日
本
人
の
根
底
に
あ
る
原
思
想
｣
と

は
'
｢民
俗
の
雅
俗
両
面
の
美
意
識
｣
で
あ
り
､
さ
ら
に
､
ガ
エ
タ
ン
･
ピ

コ
ン
の
い
う

｢他
の
作
品
｣
｢私
の
芸
術
観
｣
と
を
､
鏡
花
文
学
と
わ
れ
わ

れ
読
者
と
の
間
の
始
源
的
な
共
通
感
覚
に
ま
つ
わ
る
も
の
-

民
俗
層
I

の
な
か
か
ら
見
出
す
べ
き
で
あ
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

か
つ
て
柳
田
国
男
'
折
口
信
夫
ら
の
民
俗
学

(
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
)
を

古
典
文
学
研
究
に
も
ち
こ
む
こ
と
を
'
あ
え
て
拒
ん
だ
時
期
を
経
て
'
今
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日
古
典
文
学
研
究
に
そ
れ
が
風
土
化
し
た
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
浸
潤
し
て

ヽ
ヽ

い
る
よ
う
に
'
近
代
文
学
研
究
に
､
伝
統
の
視
座
が
も
っ
と
直
裁
的
に
民

俗
の
視
座
と
な
り
か
わ
っ
て
､
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
は
'
も
は
や
研
究
の

各
分
野
で
ぬ
き
き
し
の
な
ら
な
い
形
で
顕
在
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
そ
の

(
民
俗
)
と
'
文
化
構
造
論
や
記
号
論
が
ど
の
よ
う
に
交
叉
す

る
の
か
､
そ
の
間
の
方
法
的
処
理
は
ど
う
か
､
と
い
っ
た
問
い
が
最
も
今

日
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

三

近
代
詩
成
立
の

一
表
徴
-

藤
村
に
お
け
る
民
俗
-

鏡
花
文
学
と
日
本
民
俗
の
関
連
は
'
今
後
さ
ら
に
研
究
が
徽
蜜
に
な
っ

て
行
-
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
し
､
そ
れ
を
文
学
史
に
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と

で
'
既
成
の
文
学
史
を
相
対
化
し
て
ゆ
-
こ
と
は
､
さ
ら
に
お
し
進
め
ら

れ
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
'
と
も
す
れ
ば

既
定
の
事
実
の
強
調
に
と
ど
ま
リ
､
再
び
近
代
に
対
す
る
反

･
非

･
前
近

代
と
い
う
特
殊

へ
の
偏
愛
を
文
学
史
に
彩
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
お
そ

れ
が
あ
る
｡
民
俗
の
視
座
が
'
文
学
史
論
に
お
い
て
真
に
起
暴
剤
と
な
る

た
め
に
は
'
近
代
文
学
の
近
代
の
象
徴
的
存
在
と
目
さ
れ
て
き
た
'
遭
造

-

凶
迷
-

透
谷
-

藤
村
と
い
っ
た
連
な
り
の
な
か
に
､
あ
や
ま
た

ず

(
民
俗
層
)
を
ほ
リ
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
実
は
'

こ
れ
ら
の
作
家
に
つ
い
て
の
私
の
研
究
は
､
零
に
等
し
い
の
で
あ
る
が
､

と
り
あ
え
ず
島
崎
藤
村
を
'
鏡
花
に
対
置
す
る
意
味
で
と
り
あ
げ
て
み
た

い
と
思
う
｡

鏡
花
文
学
は
､
明
治
二
十
六
年
五
月
の

｢冠
弼
左
衛
門
｣
を
処
女
作
と

L
t
二
十
八
年
四
月
の

｢夜
行
巡
査
｣
､
六
月
の

｢外
科
室
｣
を
出
世
作
と

す
る
が
､
鏡
花
の
鏡
花
た
る
本
領
は
､
翌
二
十
九
年
五
月
か
ら
三
十
年

一

月
の

｢
一
之
巻
｣
～
｢誓
之
巻
｣
の
シ
リ
ー
ズ
､
同
二
十
九
年
二
月
の

｢化

銀
杏
｣
'
七
月
の

｢蓑
谷
｣
､
十

一
月
の

｢龍
薄
諦
｣
'
十

一
月
､
十
二
月
の

｢
照
葉
狂
言
｣
に
お
い
て
確

立
し
た
｡
ひ
ろ
-
と
っ
て
明
治
二
十
年
代
後
半

が
鏡
花
文
学
の
確
立
期
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
確
立
期
が
文
壇
登
場
と

ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

藤
村
文
学
の
確
立
の
時
期
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
重
な
る
よ
う
で
あ
る
｡
藤
村

の
文
壇
に
お
け
る
地
位
の
確
立
は
'
明
治
三
十
九
年
の

｢緑
蔭
叢
書
｣
の

第

一
篇

『破
戒
』
の
刊
行
に
あ
り
､
つ
づ
-
四
十
年
の
第

1
短
篇
集

『緑

葉
集
』
'
四
十

一
年
の

｢緑
蔭
叢
書
｣
第
二
篇

『春
』
の
刊
行
と
つ
づ
-
わ

け
だ
が
'
そ
の
文
学
の
確
立
期
は
'
潮
る
こ
と
明
治
二
十
六
年

1
月
の
｢文

学
界
｣
創
刊
号
に
載
せ
た
劇
詩

｢悲
曲
琵
琶
法
師
｣
か
ら
'
幾
篇
か
の
拝

情
詩
群
'
小
品
類
を
経
て
､
そ
の
八
月
第

1
詩
集

『
若
菜
集
』
を
刊
行
し
､

十

一
月
最
初
の
小
説

｢う
た

,
ね
｣
を
発
表
し
た
明
治
三
十
年
に
t
も
と

め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡
同
じ
く
こ
れ
を
､
明
治
二
十
五
年
の

｢閣
桜
｣

か
ら
二
十
八
年
の

｢
た
け
-
ら
べ
｣

二
十
九
年
の

｢わ
れ
か
ら
｣
を
最
後

に
二
十
四
才
の
若
さ
で
死
去
し
た
文
字
通
り
明
治
二
十
年
代
後
半
の
み
を

作
家
活
動
と
し
た
樋
口

一
葉
を
は
じ
め
､
田
山
花
袋
や
国
木
田
独
歩
に
重

ね
合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
｡
独
歩
､
花
袋
の
出
生
が
明
治
四
年
'
藤
村
､

一
葉
が
五
年
､
鏡
花
は
六
年
で
あ
る
｡
明
治
二
十
年
代
は
'
｢
紅
露
時
代
｣

｢硯
友
杜
｣
の
時
代
と
さ
れ
'
そ
の
な
か
で
尾
崎
紅
葉
'
幸
田
露
伴
､
森
鴎

外
ら
の
文
壇
制
覇
､
さ
ら
に
つ
づ
-
夏
目
激
石
'
こ
れ
に
先
立
つ
造
造
､

四
迷
を
含
め
て
江
戸
年
間
生
ま
れ
の
作
家
の
時
代
に
対
し
て
､
明
治
初
年

代
生
ま
れ
の
若
い
作
家
群
が
'
後
年
の
開
花
を
期
し
て
自
己
の
文
学
を
確

立
さ
せ
て
ゆ
-
雌
伏
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
｡
文
壇
的
に
は
紅
葉

･
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露
伴
の
側
に
立
っ
た

一
葉
'
鏡
花
が
ま
ず
登
場
し
､
詩
'
評
論
に
拠
っ
て

自
己
の
文
学
を
き
た
え
待
っ
た
の
が
独
歩
'
藤
村
で
あ
り
､
彼
ら
の
文
壇

登
場
は
そ
れ
に
十
年
後
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
文
学
流
派
を
異
に
L
t
き

わ
だ
っ
た
個
性
を
発
揮
し
な
が
ら
､
実
は
同
世
代
と
し
て
共
通
の
問
題
意

識
､
特
色
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
辺
り
は
今
後
の
私
の
近

代
文
学
史
論
の
目
安
に
な
っ
て
-
れ
そ
う
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
藤
村
と
鏡

花
の
､
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
の
確
立
期
に
お
い
て
の
共
通
項
を
さ
ぐ
っ
て
み

る
だ
け
に
し
た
い
｡

結
論
を
先
に
し
て
い
え
ば
'
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
t
へ民
俗
)
に
､
民

俗
の
前
世
代
の
扱
い
方
に
対
す
る
彼
ら
に
よ
る
新
し
い
扱
い
方
に
'
み
よ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
こ
で
最
も
象
徴
的
な
言
葉
を
'
明
治
三
十
年
の

『
若
菜
集
』
以
降
､

三
十

1
年
の

『
1
葉
舟
』
『夏
草
』
'
三
十
四
年
の

『
落
梅
集
』
と
新
体
詩

集
を
刊
行
し
た
藤
村
が
'
三
十
七
年
九
月
合
本

¶
藤
村
詩
集
』
を
上
梓
す

る
に
際
し
掲
げ
た
か
の
有
名
な

｢序
｣
の
な
か
の
'
次
の
一
節
を
あ
げ
て

お
-
0

う
ら
わ
か
き
想
像
は
長
き
眠
り
よ
り
覚
め
て
'
民
俗
の
言
葉
を
飾
れ
リ
｡

伝
説
は
ふ
た

,
ぴ
よ
み
が
へ
り
ぬ
｡
自
然
は
ふ
た

､
び
新
し
さ
色
を
滞

び
ぬ
｡

明
光
は
ま
の
あ
た
り
な
る
生
と
死
と
を
照
せ
り
､
過
去
の
壮
大
と
衰
頼

と
を
照
せ
り
｡

か
ね
て

(近
代
的
自
我
)
の
目
ぎ
め
を

｢新
し
き
詩
歌
の
時
｣
に
み
た
'

と
さ
れ
る
藤
村
詩
の

｢序
｣
に
'
｢民
俗
｣
と
か

｢伝
説
｣
と
か

｢
過
去
｣

と
か
の
言
葉
と
'
そ
れ
へ
の
肯
定
的
表
示
の
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
の
奇
異

を
漠
と
感
じ
て
い
た
記
憶
を
'
こ
こ
で
よ
り
意
識
化
し
て
み
る
と
こ
ろ
か

ら
､
私
の
論
点
が
ひ
き
出
さ
れ
て
-
る
｡
藤
村
研
究
の
門
外
漢
で
あ
る
私

は
､
角
川
書
店
刊

『
日
本
近
代
文
学
大
系
15
藤
村
詩
集
』
(昭
四
六

二

二
)
の
関
良

一
に
よ
る

｢補
注
｣
に
'
次
の
言
葉
が
あ
る
の
を
は
じ
め
て

知
っ
た
｡

川
｢¶
民
俗
の
こ
と
ば
』
は
､
民
族
あ
る
い
は
国
民
の
習
俗
で
あ
る
と

こ
ろ
の
日
本
語
の
意
だ
が
'
こ
こ
で
は
'
古
い
こ
と
ば
に
新
し
い
生
命
が

賦
与
さ
れ
'
そ
の
こ
と
で
新
し
い
､
美
し
い
'
詩
的
な
日
本
語

(あ
る
い

は
日
本
語
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
詩
)
が
誕
生
し
得
た
､
と
い
う
-
ら
い

の
意
味
｡
『
民
俗
』
は

『
民
族
』
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
-
'
習
俗
'
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
と
い
う
場
合
の
フ
ォ
ー
ク
に
近
い
が
'
そ
こ
に
は
伝
統
的
'
貴
族

的
'
中
世
的
'
擬
古
典
主
義
的
な

『
雅
』
の
世
界
を
打
破
し
て
'
そ
れ
以

前
も
し
-
は
そ
れ
以
外
の

｢俗
』
の
世
界
を
発
堀

･
再
興

･
拡
充
し
よ
う

と
い
う
意
欲
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
｡
(中
略
)
事
実
'
筆
者
は
特
に

F若
菜

集
』
で
記
紀
万
葉
の
こ
と
ば
の
復
活
を
試
み
た
｡
そ
れ
は
､
彼
の
い
わ
ゆ

る

F
言
葉
を
新
し
-
す
る
』
試
み
の

1
つ
だ
っ
た
oJ

似
｢忘
れ
ら
れ
'
埋
も
れ
て
い
た
民
俗
の
伝
承
は
､
rう
ら
わ
か
き
想

像
』
の
目
ぎ
め
に
伴
っ
て
､
ふ
た
た
び
'
新
し
い
生
命
を
得
て
生
き
返
っ

た
｡
r
伝
説
J
の
定
義
に
は
諸
説
が
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
神
話

･
説
話

･
民

話
な
ど
を
含
ん
だ
古
来
の
P
lll7円
い
伝
､え
』
の
1
切
と
解
し
て
よ
い
｡
(中
略
)

透
谷
の
劇
詩

¶蓬
莱
曲
』
や
明
治
二
〇
代
未
か
ら
三

〇
年
代
に
か
け
て
の

神
話

･
伝
説
を
ふ
ま
え
た
叙
事
詩
の
興
隆
を
ふ
ま
え
て
い
る
ふ
し
も
あ
ろ

う
が
'
基
本
的
に
は
､
む
し
ろ
近
代
の
西
詩
が
し
ば
し
ば
ギ
リ
シ
ャ
な
り

へ
プ
ラ
イ
な
り
ゲ
ル
マ
ン
な
り
の
古
伝
承
を
ふ
ま
え
て
い
る
事
実
'
ま
た
'
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グ
リ
ム
兄
弟
な
ど
の
動
向
を
学
ん
だ
詩
友
松
岡

(柳
田
)
国
男
の
立
言
な

ど
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
｡
藤
村
の
詩
に
は
､
『若
菜
集
』

の

『
お
-
め
』
'
『落
梅
集
』
の

『浦
島
』
な
ど
'
日
本
の

『
伝
説
』
を
直

接
の
モ
テ
ィ
1
7
と
し
て
い
る
作
が
少
な
-
な
い
.J

刷
｢
『
過
去
の
壮
大
と
衰
退
』
を
モ
テ
ィ
1
7
と
し
た
藤
村
詩
の
例
と

し
て
､
芭
蕉
の

『奥
の
細
道
』
を
発
想
契
機
の

一
つ
と
し
て
い
る

『
若
菜

集
』
の

『懐
古
』
'
『落
梅
集
』
の

『
小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
』
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
.J

こ
の

『藤
村
詩
集
』
の

｢序
｣
に
つ
い
て
の
関
良

一
の
注
釈
は
'
藤
村

に
つ
い
て
の
事
実
関
係
を
の
ぞ
け
ば
'
ほ
ぼ
鏡
花
文
学
に
つ
い
て
の
注
釈

か
と
ま
が
う
ほ
ど
の
近
似
の
印
象
を
与
え
る
｡
し
か
も
'
や
が
て
自
然
主

義
に
到
達
す
べ
き
藤
村
詩
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
､
伝
統
を
'
さ
ら
に

｢
民
俗
｣
｢伝
説
｣
｢
過
去
｣
と
お
き
か
え
た
'
そ
し
て
そ
れ
が
関
良

一
の
理

解
の
ご
と
き
性
質
で
も

っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
'
き
わ
め
て
重
要
な
視
座
が
示
唆
さ
れ
て
-
る
の
で
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
す
ぐ
れ
た
注
釈
に
刺
激
さ
れ
て
'巻
末
の
参
考
文
献
を
め
-
り
'関
良

一
に
｢藤
村
詩
の
形
成
｣
(文
学

昭
18

･
12
㌧
19

･
3
)
な
る
論
文
の
あ

る
を
知
っ
て
､
私
は
そ
れ
を
は
じ
め
て
披
見
す
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
こ
の

な
か
で
関
良

1
は
'藤
村
が
明
治
二
十
八
年
に
､
｢柳
か
思
ひ
を
述
べ
て
今

日
の
批
評
家
に
望
む
｣
と

｢韻
文
に
就
て
｣
の
二
つ
の
評
論
を
発
表
し
て

い
る
こ
と
は
,
き
わ
め
て
注
目
に
価
す
る
､
と
し
て
,
前
者
の
藤
村
の
｢触

ら
ば
深
奥
に
し
て
乾
燥
せ
る
哲
学
を
触
れ
'
直
ち
に
吾
人
の
眼
前
に
横
は

･つち

れ
る
自
然
の
裡
に
躍
り
入
り
'
吾
国
男
性
の
特
色
と
女
性
の
特
色
と
を
極

め
て
'
其
心
に
純
粋
な
る
日
本
想
の
基
を
尋
ね
'
以
て
詩
の
国
に
吾
人
の

溶
き
た
る
領
土
を
開
拓
す
べ
き
も
の
な
り
や
.J
な
ど
の
言
葉
に
注
目
し
､

｢彼
の
念
願
は

『国
民
文
学
』
ぁ
る
い
は
国
民
詩
の
確
立
で
あ
る
.J

こ
と
を

指
摘
し
'
こ
の
詩
論
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
'
｢第

l
に
そ
の
論
旨
が
あ

-
ま
で
も
詩
人
た
る
自
己
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
こ
と
｣
'
｢第
二
は
､
そ
の
内

容
が

『
日
本
想
』
を
強
調
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｣
と
し
て
い
る
｡
そ

う
し
て
さ
ら
に
､
｢し
か
ら
ば
彼
は
何
故
に
か
か
る
態
度
を
確
立
L
t
『
ユ

キ
ゾ
オ
ナ
シ
ズ
ム
』
と
枚
を
分
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
oJ
と
自
問
し
､

｢
こ
れ
は
彼
の
素
質
で
あ
り
､古
典
文
学
の
伝
統

へ
の
深
い
関
心
と
素
養
の

た
ま
も
の
で
あ
り
'
創
作
の
体
験
の
然
ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
は

い
ふ
ま
で
も
な
い
が
'
見
逃
し
難
い
の
は

『
日
本
人
』
の
主
張
の
感
化
で

あ
る
.J
と
自
答
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
関
良

一
が
､
｢
日
本
人
｣
の
主
張
の
感
化
を
い
い
､
藤
村
が
明
治

学
院
に
学
ん
だ
少
年
時
代
に
政
教
社
の

｢
日
本
人
｣
に
摸
し

｢
日
本
人
｣

流
の
文
章
を
発
表
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
は
よ
し
と
し
て
'
し
か
し

そ
こ
に
感
化
を
も
と
め
る
よ
り
は
'
む
し
ろ
､
そ
れ
を
近
代
日
本
文
学
史

の
必
然
の
な
か
に
も
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
'
藤
村
の
い
う

｢
日
本

想
の
基
｣
と
'
後
年
の
関
良

一
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
『
藤
村
詩
集
』
の
｢序
｣

の

｢
民
俗
｣
｢伝
説
｣
｢
過
去
｣
と
を
'
基
層
に
お
い
て
相
結
ぶ
こ
と
は
で

き
な
い
か
t
と
私
は
考
え
る
｡
そ
う
し
て
こ
の
間
を
肯
定
し
て
自
答
す
る

こ
と
で
'
鏡
花
文
学
の
成
立
と
藤
村
文
学
の
成
立
を
照
応
さ
せ
る
こ
と
が
'

私
の
あ
ら
わ
な
目
論
見
と
な
っ
て
-
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
｡

関
良

1
の
こ
の
論
は
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
藤
村
研
究
に
お
い
て
､

一

つ
の
問
題
提
起
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
論
点

に
つ
い
て
'
結
極
､
藤
村
研
究
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
伊
東

1
夫
氏
に
'
次
の

よ
う
な
整
理
で
も
っ
て
処
断
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
と
き
'
あ
る
虚
脱
感

に
お
そ
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
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｢藤
村
が
強
調
し
て
い
る

(純
粋
な
る
日
本
想
)
に
お
け
る

(
日
本
)
の

意
義
に
つ
い
て
'
も
う

一
言
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
'
前
述
し
た
よ
う
に
'

(
日
本
)
は
日
本
民
族
的
ま
た
は
日
本
文
化
的
と
い
う
よ
う
な
広
い
意
味
を

も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
の
論
文
の
発
表
当
時
を
回
想

し
て
藤
村
は
t
へ私
は
歩
け
ば
歩
-
ほ
ど
当
時

の
調
和
的
な
思
想
と
い
ふ

も
の
を
疑
ふ
や
う
に
な
っ
た
｡
(中
略
)あ
の
感
想
を
書

い
た
頃
か
ら
私
に

は
自
分
の
行
-
べ
き
細
道
が

一
層
は
っ
き
り
し
て
来
た
や
う
に
思
ふ
｡
漠

然
と
し
た
調
和
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
何
を
自
分
等
に
廉
さ
う
'
自
分
等

青
年
は
も
つ
と
直
接
に
自
分
等
の
内
部
に
芽
ぐ
ん
で
来
る
も
の
を
重
ん
じ

育
て
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
と
考

へ
た
｡
)
(
｢昨
日
'

一
昨
日
｣
)
と
述
べ
'

八日
分
等
の
内
部
)
の
芽
生
え
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
｡
こ

の
こ
と
と

(
日
本
想
)
と
を
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
'
(
日
本
)
は
狭
義
に
お

い
て
は

｢
自
我
｣

を
指
し
て
お
り
､
そ
れ
は
ま
た
ル
ソ
ー
か
ら
啓
示
さ
れ

た
自
我
の
自
覚
と
発
見
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
.J

藤
村
研
究
の
正
統
的
立
場
に
お
い
て
い
か
に
も
穏
当
な
見
解
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
｡
が
'
こ
の
見
解
に
ま
さ
に
藤
村
そ
の
他
を
'
つ
ね
に
既
成

文
学
史
の
修
正
'
改
変
と
無
縁
の
存
在
た
ら
し
め
る
既
成
の
払空
也
の
典
型
を

み
る
思
い
が
す
る
｡
後
年
の
藤
村
の
い
う

｢自
分
の
行
-
べ
き
細
道
｣
｢自

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

分
達
の
内
部
に
芽
ぐ
ん
で
来
る
も
の
｣
が
､
広
い
意
味
で

｢自
我
｣
を
指

し
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
認
め
ら
れ
よ
う
｡
だ
が
'
そ

れ
と

(
日
本
想
)
の

(
日
本
)
を
狭
義
に
お
き
か
え
て
さ
ら
に

｢
ル
ソ
I

か
ら
敬
示
さ
れ
た
自
我
の
自
覚
と
発
見
を
志
向
す
る
も
の
｣

と
と
ら
ま
え

て
塊
む
こ
と
で
'
す
で
に
実
は

(
日
本
)
の
内
実
の
過
半
を

お
き
ぎ
り
に

し
て
行
-
と
い
う
経
路
を
'
私
は
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
関

良

一
が
藤
村
の

｢昨
日
'
一
昨
日
｣
の
同
文
を
引
き
つ
つ
､
先
の
論
で
｢
彼

の
念
願
は

『国
民
文
学
』
ぁ
る
い
は
国
民
詩
の
確
立
で
あ
る
.J
と
指
摘
し

た
こ
と
が
､
こ
こ
で
は
す
で
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
｡
か
わ
り
に
'
あ
い
も

か
わ
ら
な
い

へ自
我
)
で
あ
り
'
｢
ル
ソ
I
｣
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
お

い
て
'
既
成
文
学
史
の
枠
組
の
な
か
で
藤
村
ら
が
正
統
を
守
ら
れ
る
と
い

う
仕
儀
な
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
伊
東
氏
が
つ
づ
け
て
'
｢笹
淵
博
士
は
'
こ

の

(
日
本
想
)
に
関
し
て
､
そ
れ
が
単
な
る
日
本
の
伝
統
で
は
な
-
'
し

た
が
っ
て
純
粋
な
る
日
本
想
を
求
め
る
と
い
う
の
も
､
伝
統
に
帰
る
こ
と

で
は
な
い
'
そ
の
方
法
は

一
切
の
既
成
概
念
か
ら
解
放
さ
れ
､
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
テ
ィ
に
徹
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
こ
の

論
文
を
発
表
し
た
頃
か
ら
'
藤
村
に
は

(行
-
べ
き
細
道
が

一
層
は
っ
き

り
し
て
来
た
)
の
で
あ
っ
た
.J
と
お
さ
め
る
と
き
､
事
態
は
い
よ
い
よ
明

ヽ
ヽ
ヽ

瞭
に
な
る
｡
確
か
に
藤
村

の
い
う

(
日
本
想
)
は
'
｢単
な
る
日
本
の
伝

ヽ
ヽ

統
｣
で
は
な
-
'
｢
伝
統
に
帰
る
こ
と
｣
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'

そ
れ
は

｢単
な
る
｣
と
い
う
形
容
と

｢帰
る
｣
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
の

｢
な
い
｣
で
あ
っ
て
'
そ
れ
で
も
っ
て
'
結
句

｢
日
本
の
伝
統
｣
や
｢
伝
統
｣

と
の
交
わ
り
を
も
'
藤
村
か
ら
捨
象
し
て
し
ま
う
こ
と
は
'
い
か
に
し
て

も
で
き
な
い
こ
と
で
な
か
ろ
う
か
｡
藤
村
の
い
う

｢
日
本
想
の
基
｣
に
'

ヽ
ヽ

そ
れ
が
な
い
と
で
も
い
う
よ
う
に
'
そ
れ
を
藤
村
の

｢近
代
｣
脈
の

｢自

我
｣
と

｢西
欧
｣
と
か

｢
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
｣
と
か
に
お
き
か
え
て
し
ま

う
こ
と
､
こ
こ
で
は
'
関
良

T
が

｢詩
人
た
る
べ
き
自
己
に
根
ざ
し
て
ゐ

る
こ
と
｣
､
｢自
己
を
把
握
す
る
時
期
に
さ
し
か
か
っ
た
こ
と
｣
'
｢自
己
に

還
り
得
た
｣
こ
と
を
'
藤
村
の

｢
日
本
想
｣
の
強
調
に
見
つ
つ
'
そ
れ
を

｢F
エ
キ
ゾ
オ
ナ
シ
ズ
ム
』
と
裸
を
分
つ
に
至
っ
た
｣
こ
と
と
し
て
と
ら
え

た
こ
と
'
同
じ
-

｢
そ
れ
は
彼
の
素
質
で
あ
り
､
古
典
文
学
の
伝
統

へ
の

深
い
関
心
と
素
養
の
た
ま
も
の
で
あ
り
'
創
作
の
体
験
の
然
ら
し
め
た
と
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こ
ろ
で
あ
る
oJ
と
し
た
見
解
は
'

1
度
そ
れ
を
汲
み
と
っ
て
'
し
か
し
て

そ
れ
を
相
対
化
し
て
行
-
と
い
っ
た
操
作
に
あ
ず
か
る
こ
と
な
-
'
ネ
グ

レ
ク
-
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

藤
村
が
'東
西
の
諸
思
想
を
列
挙
し
て
'
｢
い
づ
れ
か
吾
風
土
人
情
に
適

し
'
い
づ
れ
か
吾
純
粋
な
る
日
本
想
の
基
と
な
す
に
適
す
る
や
oJ
と
問
い

｢是
れ
日
本
の
男
性
な
り
'是
れ
日
本
の
女
性
な
り
と
い
ふ
べ
き
も
の
を
窮

め
て
'
其
間
に
つ
な
が
れ
る
霊
妙
な
る
金
鎖
に
､
是
れ
日
本
想
な
り
'
是

れ
詩
な
り
'
是
れ
世
間
な
り
'
将
た
又
是
れ
自
然
な
り
と
い
ふ
べ
き
秘
訣

を
学
ぶ
べ
き
も
の
な
り
や
oJ
と
し
た
'
そ
の

｢秘
訣
｣
の
表
現
が
藤
村
詩

なんじ

で
あ
り
'
ま
た
'
｢あ

ゝ
ウ
ェ
ル
テ
ル
､汝
は
新
し
さ
世
界
を
歌

へ
る
天
才

なお

と
し
て
千
古
の
詩
人
に
は
ぐ

ゝ
ま
れ
た
れ
ど
､
猶

独
逸
の
男
性
の
粋
の
粋

な
る
こ
と
を
夫
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
｡
｣
と
問
う

こ
と
に
お
い
て
'
明
治

四
十
年
代
の
永
井
荷
風
の

｢郷
土
芸
術
｣
論
に
通
じ
'
柳
田
国
男
の

｢
郷

土
研
究
｣
の
発
想
の
先
駆
を
見
る
こ
と
に
お
い
て
､
明
治
二
十
八
年
の

｢卿

か
思
ひ
を
述
べ
て
今
日
の
批
評
家
に
望
む
｣
は
､
明
治
三
十
七
年
の

『藤

村
詩
集
』
序
の
'
｢民
俗
｣
｢
伝
説
｣
｢過
去
｣
の
意
味
と
連
結
す
る
'
と
い

う
の
が
､
関
良

一
の
見
解
に
学
ん
で
の
私
の
理
解
で
あ
る
｡
最
新
の
角
川

書
店
刊

『鑑
賞
日
本
現
代
文
学
4
島
崎
藤
村
』
(昭
57

･10
)
の
十
川
信

介
氏
の
鑑
賞
に
'
｢あ
る
国
の
芸
術
は
'
あ
-
ま
で
も
そ
の
国
独
特
の
風

土

･
人
情
か
ら
思
い
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
簡
単
に
他
の
国
の
風
土

･

人
情
に
移
植
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
､
ま
た
他
国
の
芸
術
と
交
配
す
る

こ
と
も
困
難
で
あ
る
.J
と
あ
り
'
｢彼
が
手
に
入
れ
た
指
針
は
具
体
的
な

『
日
本
想
』
や
具
体
的
な

『
今
日
』
の
よ
ろ
こ
び
自
体
で
は
な
-
'
日
本
人

と
し
て
今
日
の
日
に
生
き
て
い
る
自
分
自
身
の
実
感
に
忠
実
に
生
き
よ
う

と
す
る
抽
象
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
｣
と
限
定
を
論
定
し
っ
つ
､

･
こ
の
指
針
を
得
た
よ
ろ
こ
び
が
こ
れ
ま
で
の
鮮
櫛
か
ら
彼
を
解
き
放
ち
'

『春
』
へ
と
向
か
わ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
決
し
て
疑
う
こ
と

が
で
き
な
い
｡
(中
略
)
彼
の
晩
年
に
'
『
純
粋
な
る
日
本
想
』

へ
の
希
求

よAが

が
強
-
整

え
る
の
を
見
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
OJ
と
結
ば
れ
て
い
る
の
を

肯
定
し
っ
つ
'
藤
村
の

｢
日
本
想
の
基
｣
の
自
覚
と
そ
の
実
践
の
あ
と
が

さ
ら
に
真
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
ゆ
-
こ
と
を
望
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
｡

い
や
そ
う
し
た
研
究
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
と
思
う
が
｡

再
び
長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
う
が
'
こ
こ
に
到

っ
て
'
か
ね
て
示
し

て
お
き
た
か
っ
た
､
折
口
信
夫
の
次
の
こ
と
ば
を
'
記
す
こ
と
で
'
そ
う

し
た
論
の
た
め
の
前
提
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
｡

｢
ま
こ
と
に
､
藤
村
以
前
の
詩
は
'
抽
象
的
に
考

へ
れ
ば
'
古
典
的
で
あ

っ
た
筈
だ
が
'
実
際
は
平
俗
な
近
代
の
演
歌
調
の
詞
曲
に
成
り
上
ら
う
と

し
て
ゐ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
藤
村
の
古
語
表
現
に
は
'
柳
田
国
男
先
生

(当
時
松
岡
)
の
啓
発
が
あ
っ
て
'
一
挙
に
あ
の
境
地
に
到
達
し
た
も
の
と

観
察
せ
ら
れ
る
が
'
明
治
の
詩
で
あ
る
た
め
に
は
､
日
本
の
古
語
の
も
っ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

て
ゐ
る
民
族
的
な
風
格
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
近
代
人
の
模
索
は
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

古
語
に
観
念
的
な
内
容
を
捉

へ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
其
が
民
族
文
学

の
主
題
で
あ
り
'
二
言
で
言

へ
ば
品
格
で
あ
っ
た
｡
柳
田
先
生
の
与
へ
た
影

響
は
t
か
i
伏
か
な
も
の
と
し
て
過
ぎ
た
が
'
さ
う
言

へ
ば
､
内
容
に
も

影
響
を
見
る
事
が
出
来
る
｡
『
実
を
と
り
て
胸
に
あ
つ
れ
ば
新
な
り
｡
流
離

の
憂
ひ
｡
海
の
日
の
沈
む
を
見
れ
ば
'
た
ぎ
り
落
つ
｡
異
郷
の
涙
』
と
言

っ
た
藤
村
の

『柵
子
の
実
』
は
､
柳
田
先
生
の
与

へ
た
最
強
い
暗
示
か
ら

出
た
｡
藤
村
の
事
業
は
'
古
語
が
含
ん
で
ゐ
る
憂
ひ
と
'
近
代
人
の
持
つ

感
覚
と
を
以
て
､
ま
づ
文
体
を
形
づ
-
つ
た
の
で
あ
る
｡
さ
う
し
た
処
に
'

思
想
あ
る
形
式
が
完
成
し
た
.
詩
の
品
格
は
､
そ
こ
に
現
れ
た
.J
(
｢詩
語
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と
し
て
の
日
本
語
｣
昭
25

･
5
刊

『
現
代
詩
講
座
』
全
集
19
巻
)

折
口
信
夫
が
藤
村
詩
に
い
う

｢民
族
的
な
風
格
｣
｢
民
族
文
学
の
主
題
｣

が
､
｢脚
か
思
ひ
を
述
べ
て
今
日
の
批
評
家
に
望
む
｣
の

｢吾
風
土
人
情
｣

｢吾
純
粋
な
る
日
本
想
の
基
｣
に
通
じ
'
そ
れ
を

｢
日
本
の
古
語
｣
'
｢古

語
が
含
ん
で
ゐ
る
憂
ひ
｣
を
以
て
表
出
す
る
こ
と
が
'
さ
ら
に

『
藤
村
詩

集
』
序
の

｢民
俗
の
言
葉
｣
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
､
そ
れ
を
こ

そ
'
藤
村
詩
中
に
実
地
に
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
わ
れ
わ
れ
の

ヽ
ヽ
ヽ

課
題
だ
が
､
そ
れ
が
'
｢近
代
人
の
持
つ
感
覚
｣
と
相
侯

っ
て
'
｢文
体
｣

を
形
づ
-
り
'
｢思
想
あ
る
形
式
｣
と
｢詩
の
品
格
｣
を
も
た
ら
し
た
と
い

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

う
折
口
信
夫
の
指
摘
を
ま
ず
､
近
代
の
国
民
詩
､
国
民
文
学
の
成
立
の
基

本
を
言
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
お
き
た
い
｡
近
代
は
近
代
で
あ
る
こ

と
に
お
い
て
西
欧
を
受
容
し
た
t
L
か
し
ま
た
'
近
代
で
あ
る
こ
と
に
お
い

て
近
代
は
､伝
統
を
も
再
生
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
も
の
で
あ

っ
た
､
は

ず
で
あ
る
｡
伝
統

へ
の
'
あ
る
い
は
か
ら
の
再
生
'
超
克
と
し
て
で
あ
る
｡

こ
こ
に
明
治
十
五
年
の
か
の
著
名
な
､
外
山
正

一
､
井
上
哲
次
郎
'
矢

田
部
良
書
ら
の

『新
体
詩
抄
』
初
編
の
'
｢夫
レ
明
治
ノ
歌

ハ
'
明
治
ノ
歌

ナ
ル
ベ
シ
､
古
歌
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
'
日
本
ノ
詩

ハ
日
本
ノ
詩
ナ
ル
ベ
シ
'

ち

漢
詩
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
'
是
レ
新
体
ノ
詩
ノ
作
ル
所
以
ナ
リ
OJ
と
い
う
言
葉

が
あ
る
｡
し
か
し
'
｢古
歌
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
｣
が

｢
日
本
ノ
詩

ハ
日
本
ノ
詩

ナ
ル
ベ
シ
｣
の
条
件
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
上
で
'
｢古
歌
｣

に
脈
を
ひ
-
古
詩
の

｢新
生
｣
な
-
し
て
､
｢
日
本
ノ
詩
｣
の
出
発
が
な
い

こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
'
二
十
年
代
後
半
の
藤
村
詩
が
成
立
し
た
こ

と
は
'
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
藤
村
詩
は
'
｢
日
本
想
の

基
｣
に
古
語
あ
る
を
感
覚
し
っ
つ
､
そ
れ
が
'
｢自
己
に
還
り
｣

｢自
己
を

把
握
す
る
｣
こ
と
で
あ
り
つ
つ
､
｢近
代
人
｣
の
わ
れ
の
発
堀
で

も
あ
り
え

る
陰
路
を
-
ぐ
っ
て
表
出
に
達
し
た
'
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡

『
若
菜
集
』
の
序
詩
の

｢
こ
,
ろ
な
き
う
た
の
し
ら
べ
は
/
こ
と
ふ
さ
の

ぶ
だ
う
の
ご
と
し
/
な
さ
け
あ
る
て
に
も
つ
ま
れ
て
/
あ
た

,
か
き
さ
け

と
な
る
ら
む
｣
と
あ
る
'
｢
ひ
と
ふ
さ
の
ぶ
だ
う
｣
に
た
と
え
ら
れ
る

｢う

た
の
し
ら
べ
｣
は
､
藤
村
詩
そ
の
も
の
の
形
象
で
あ
り
'
そ
れ
が

｢
こ
,

ろ
な
き
｣
と
西
行
歌
の

｢心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
｣
の
情
趣
に
か
よ
う

｢う
た
｣
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
'
｢古
歌
｣
の

｢し
ら
べ
｣

を
た
ど
る
古

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

語
の
世
界
を
引
き
出
し
て
い
る
｡
そ
れ
を

｢な
さ
け
あ
る
て
に
も
つ
ま
れ

て
｣
と
日
本
脈
の
相
聞
的
感
性
を
潜
ら
せ
て
､
｢あ
た

,
か
き
さ
け
と
な
る

ら
む
｣
に
お
い
て
'
結
句
読
者
の
愛
に
よ
っ
て
作
品
が
報
道
さ
れ
る
､
作

者
'
読
者
'
作
品
の
関
係
性
の
表
出
と
な
っ
て

｢序
詩
｣
の
役
割
を
荷
う

と
い
う
屈
曲
は
'
自
意
識
的
な

｢我
｣
の
交
通
'
｢近
代
｣
の
所
在
を
示
し

つ
つ
､
そ
の
ま
ま
伝
統
の
再
生
で
あ
る
と
い
っ
た
'
重
奏
を
か
な
で
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
｡

つ
ま
り
は
､
こ
う
し
た
詩
法
の
な
か
に
'
藤
村
が
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢自
我
｣
を
も
ま
た
説
話
化
で
き
る
こ
と
'
伝
承
化
し
う
る
こ
と
'
つ
ま
り

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

自
己
が
伝
統
た
り
う
る
こ
と
の
発
見
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
'

と
い
う
の
が
最
終
的
な
私
の
観
察
と
な
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
明
治
三
十
年
前
後
に
'
い
ず
れ
も
後
年
の
民
俗
学
者
柳
田
国

男
と
交
流
の
あ
っ
た
独
歩
､
藤
村
'
花
袋
､
及
び
鏡
花
の
文
学
が
成
立
し
､

彼
ら
が
'
伝
統
と
交
渉
し
'
そ
れ
を

一
歩

｢
民
俗
｣
と
い
う
基
層
に
お
い

て
感
覚
し
認
知
し
て
い
っ
た
こ
と
を
､
文
学
史
論
に
反
映
し
て
考
え
て
行

く
道
が
思
わ
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
道
は
､
あ
や
ま
た
ず
近
代
と
そ

の
自
我
形
成
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
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四

付
説
-

折
口
学
か
ら
近
代
文
学
史
論

へ
1

雑
誌

｢国
文
学
｣
の

『
江
戸
か
ら
東
京

へ
』
の
特
集

(昭
51

･
8
)
で
､

･近
世
文
学
研
究
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
の
中
村
幸
彦
氏
が
､
｢近
世
的
な
る
も

の
の
否
定
の
様
相
｣
な
る
論
を
寄
せ
､
そ
の
冒
頭
で
､
｢東
京
時
代
の
文
学

を
近
代
文
学
'
江
戸
時
代
の
そ
れ
を
近
世
文
学
と
称
す
れ
ば
､
近
代
文
学

は
近
世
的
な
る
も
の
を
否
定
し
て
成
立
し
'
そ
の
触
媒
と
し
て
新
し
-
輸

入
さ
れ
た
西
欧
文
学
と
そ
の
理
論
が
働
い
た
A
]
い
う
の
が
'
文
学
史
の
図

式
で
あ
る
oJ
と
し
た
の
は
'
ま
さ
に
文
学
史
の
定
説
化
し
た
図
式
と
し
て

認
め
ら
れ
よ
う
｡
し
か
し
'
中
村
氏
が
す
ぐ
つ
づ
け
て
､
｢私
と
て
そ
の
図

式
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
在
来
の
も
の
の
否
定
と
､
新
し
い
も
の

の
受
容
の
仕
方
と
内
容
が
'
当
然
問
題
と
な
ら
ぬ
ば
な
ら
ぬ
.J
と
お
き
な

お
し
､
(
江
戸
か
ら
東
京

へ
)
を
､
近
代
文
学
か
ら
の
視
点
で
な
-
近
世
文

学
か
ら
の
視
点
と
と
ら
え
る
と
き
､
｢
こ
の
時
代
の
史
的
論
述
に
は
､余
り

に
近
世
的
な
る
も
の
の
否
定
と
'
余
り
に
西
欧
的
な
る
も
の
の
受
容
に
片

寄
っ
て
い
る
｡
日
本
の
近
世
も
徐
々
で
は
あ
る
が
近
代
的
な
も
の
の
準
備

を
し
て
い
た
｡
西
欧
的
な
も
の
の
受
容
に
も
'
こ
の
日
本
の
近
世
が
用
意

し
た
も
の
の
上
に
の
せ
て
､
言
わ
ば
日
本
化
し
た
処
の
も
の
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
｡
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
､
事
の
真
実
を
誤
り
は
し
な
い
か
｣

と
し
た
指
摘
は
'
既
成
の
文
学
史
修
正
'
改
変
の
根
本
と
し
て
既
に
今
日

認
知
済
み
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
が
'
認
知
は
認
知
で
あ
っ
て

今
だ
お
お
よ
そ
肯
定
さ
れ
る
べ
き
コ
モ
ン
セ
ン
ス
を
得
て
い
る
と
は
け
し

て
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
た
と
え
ば
日
本
の
近
代
文
学
を
'
西
欧

的
な
も
の
の
日
本
化
と
み
る
か
'
日
本
的
な
も
の
自
体
の
西
欧
化
と

み
る
か
､
力
点
の
お
き
ど
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
微
妙
に
相
違
す
る
で
あ
ろ
う
｡

た
だ
こ
こ
で
､
近
世
的
な
も
の
と
近
代
的
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い

て
'
先
述
の
初
期
藤
村
の
い
う

｢
日
本
想
の
基
｣

が
､
後
年
の

｢民
俗
｣

ま
で
も
意
味
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
明
で
な
い
が
'
伝
統
と
か
古
典
と

か
い
っ
て
き
た
も
の
を
､
そ
れ
を
明
確
に

｢
民
俗
｣
と
い
い
き
る
こ
と
で
､

事
態
を
も
っ
と
明
瞭
に
し
て
行
-
道
が
し
き
り
に
急
が
れ
て
な
ら
な
い
と

い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
江
戸
と
東
京
'
近
世
文
学
と
近
代
文
学
は
､
｢民
俗
｣
を
基
層

と
し
て
地
つ
づ
さ
で
あ
っ
た
'
そ
れ
の
変
容
の
痕
で
あ
っ
た
､
と
い
う
ふ

う
に
考
え
る
の
で
あ
る
｡

先
述
の
越
智
治
雄

『
近
代
文
学
の
誕
生
』
に
お
い
て
'
｢
明
治
を
期
と
し

て
古
典
と
断
絶
し
た
近
代
の
文
学
の
世
界
が
開
け
た
と
み
る
と
す
れ
ば
'

そ
れ
は
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
｡
古
典
の
意
味
を
拡
げ
て
考
え
る
こ
と
に
す
る

と
'
む
し
ろ
当
時
に
お
い
た
っ
た
人
々
は
'
地
つ
づ
き
に
古
典
が
生
き
て

い
る
環
境
の
中
に
い
た
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
.J
と
当
面
の
鴎
外
の

『
ヰ

タ

･
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
を
目
し
て
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
､
｢古
典
の
意

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

味
を
拡
げ
て
考
え
る
｣
｢地
つ
づ
さ
に
古
典
が
生
き
て
い
る
環
境
｣
を
'
越

智
治
雄
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
､
紅
葉
､

露
伴
に
つ
い
て
'
｢彼
ら
が
共
に
抱
い
て
い
る
古
典
に
対
す
る
共
生
の
感

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

覚
､
古
典
と
の
持
続
を
失
わ
な
い
意
志
が
､
彼
ら
の
西
鶴

へ
の
親
英
の
真

の
要
因
だ
つ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
OJ
と
し
､
円
朝
､
黙
阿

弥
の
怪
談
に
つ
い
て
､
先
に
引
い
た

｢
民
俗
の
基
層
に
お
け
る
心
性
の
原

型
'
祖
型
｣
｢
人
間
の
お
ど
ろ
な
闇
に
対
す
る
感
覚
｣
を
い
う
こ
と
で
'

あ
や
ま
た
ず
'
｢民
俗
｣
に
届
い
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
こ
こ
で
､
磯
田
光

一
氏
の
'
『
思
想
と
し
て
の
東
京
』
に
お
け

13



る
､
柳
田
国
男
に
つ
い
て
の
'
｢柳
田
国
男
に
独
創
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
､

そ
れ
は
彼
が

〟
民
話
〟

や

〟方
言
〟
を

〟
近
代
〟
と
対
置
さ
せ
た
だ
け
で

は
な
-
'
″
近
代
〟
も
ま
た

〟
民
話
〟
の
世
界
の
で
き
ご
と
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
'
的
確
に
み
ぬ
い
た
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
.J
と
い
う
犀
利
な

指
摘
が
'
〟
近
代
〟
も
ま
た

〟
民
話

(民
俗

=
伝
承
)〟
の
世
界
の
で
き
ご

と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
'
藤
村
詩
の

｢
日
本
想
の
基
｣
｢民
俗
｣

｢伝
承
｣
｢
過
去
｣

の
感
性
に
か
よ
い
､
藤
村
が
折
口
信
夫
ら
が
指
摘
す
る

ご
と
-
柳
田
国
男
と
同
世
代
的
に
交
渉
す
る
こ
と
も
思
い
う
か
ん
で
-
る
｡

柳
田
国
男
か
ら
そ
の
交
遊
を
た
ど
っ
て
鏡
花
'
藤
村
､
小
民
史
や
山
林
の

自
由
を
と
な
え
た
独
歩
も
う
か
ん
で
-
る
｡
柳
田
国
男
､
さ
ら
に
こ
と
さ

ら
に
折
口
信
夫
の
学
問
が
､
既
成
文
学
史
の
修
正
､
改
変
の
基
層
に
お
い

て
の
発
想
源
に
な
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
(
民
俗
)
が
あ
た
か

ち

(近
代
)
の
ひ
と
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
位
置
に

至
っ
た
の
が
'
鏡
花
'
藤
村
の
世
代
で
あ
っ
た
｡
近
代
日
本
文
学
の
確
立

を
そ
の
辺
に
お
い
て
み
る
こ
と
も
そ
ろ
そ
ろ
考
Jそ
ら
れ
て
よ
い
の
で
な
か

ろ
う
か
｡

た
と
え
ば
折
口
信
夫
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
｡

｢古
代
に
あ
っ
て
､
順
調
に
発
育
せ
ぬ
中
に
'
次
代
の
文
化
が
､
某
を
顧

み
ず
に
過
ぎ
去
り
'
其
後
､
継
承
せ
ら
れ
ず
じ
ま
ひ
に
､
近
代
に
到
っ
た

精
神
は
'
ど
う
し
て
も
形
の
上
か
ら
は
'
古
代
文
献
の
中
に
､
埋
没
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
此
中
止
せ
ら
れ
た
精
神
文
化
が
､
遥
か
の
後
代

に
な
っ
て
､
発
堀
せ
ら
れ
る
｡
謂
は
ゞ
之
を
迎

へ
る
手
段
の
'
ゆ
-
り
な

-
整
う
て
居
た
所

へ
､
ひ
よ

っ
-
り
と
浮
び
出
た
こ
と
に
な
る
の
だ
oJ

(
｢王
朝
語
｣
昭
16

･
9
室
生
犀
星
著

『
王
朝
』
序
文

全
集
27
巻
)

こ
の
言
葉
に
は
'
折
口
民
俗
学
が
'
柳
田
民
俗
学
を
継
承
し
っ
つ
､
さ

ら
に
先
じ
た
部
分
で
'
近
代
文
学
研
究
に
反
照
し
て
-
る
も
の
が
感
得
さ

れ
る
｡
地
つ
づ
さ
の
も
の
と
し
て
民
俗

-
伝
承
が
､
(
江
戸
か
ら
東
京
V
t

(
近
世
か
ら
近
代
)
文
学
の
架
橋
を
こ
こ
ろ
み
る
根
拠
と
な
る
基
層
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
を
さ
ら
に
越
え
る
文
学
再
生
の

今

一
つ
の
理
法
が
教
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
'
古
典
の
再
話
小
説

が
ど
こ
で
魂
を
吹
き
込
ま
れ
る
か
､
国
民
文
学
た
る
根
拠
は
何
か
t
と
い

っ
た
こ
と
の
応
答
で
あ
る
｡
伝
統

=
伝
承
は
'
必
ず
し
も
全
て
連
続
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
｡
地
つ
づ
さ
と
い
う
こ
と
は
､
断
絶
し
て
潜

伏
す
る
も
の
も
含
む
の
で
あ
り
､
意
識
下
に
さ
え
埋
れ
る
も
の
で
も
あ
り
､

墓
潮

か
ら
､
屍
か
ら
も
再
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
'
文
化
の
深
層
と
し
て

存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
'
芥
川
龍
之
介
の

『
羅
生
門
』
や

『鼻
』
が
'
古
典
に
取
材
し
つ
つ
い
か
に
近
代
的
な
人
間
洞
察
を
ほ
ど
こ
し

一

て
い
る
か
の
確
認
に
お
い
て
､
近
代
小
説
と
し
て
の
評
価
を
受
け
る
と
い

14

っ
た
従
来
の
あ
り
方
か
ら
'

一
度
離
れ
る
た
め
の
理
法
で
あ
る
｡
同
時
に
'

一

古
典
と
の
つ
な
が
り
を
民
俗

=
伝
承
に
お
き
か
え
る
こ
と
で
､
前
近
代
と

近
代
を
連
結
す
る
視
座
か
ら
す
ら
離
れ
る
た
め
の
理
法
と
い
っ
て
よ
い
｡

再
生
が
､
民
俗
の
墓
所
か
ら
間
歓
的
に
'
あ
る
い
は
偶
発
的
に
発
堀
さ

れ
る
ゆ
-
た
て
を
た
ず
ね
る
理
法
で
あ
る
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
発
堀
さ
れ
再
生
さ
れ
た
以
上
'
必
然
の
糸
が
そ
こ

に
ひ
そ
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
近
代
文
学
に
お
け
る
伝
統
の
連
続
と
非

連
続
､
非
連
続
の
連
続
の
問
題
｡
柳
田
国
男
t
と
-
に
折
口
信
夫
の
学
問

を
､
文
学
と
し
て
'
近

･
現
代
文
学
の
研
究
の
現
場
で
'
受
容
し
論
理
づ

け
る
困
難
は
'
非
常
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
少
な
-
と
も
今
の

私
に
と
っ
て
は
'
と
き
ど
き
の
個
別
的
な
実
践
よ
り
な
い
よ
-
で
あ
る
｡

(昭
和
五
十
八
年
八
月
十
六
日
)



(付
記
)
以
上
の
論
考
は
､
二
年
前
の
夏
に
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
｡

現
今
研
究
の
流
れ
は
き
わ
め
て
早
い
｡
そ
の
間
に
提
出
さ
れ
た
重
要
な

文
学
史
論
も
十
指
に
余
る
｡
ゆ
え
に
旧
稿
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
の
は
不

誠
実
に
も
思
わ
れ
た
が
'
そ
れ
ら
を
組
み
込
ん
で
あ
ら
た
に
論
を
立
て

る
に
は
容
易
な
ら
ざ
る
覚
悟
が
い
る
｡
よ
っ
て
将
来
立
論
の
た
め
の
階

梯
と
し
て
'
と
り
あ
え
ず
こ
れ
を
発
表
し
t
か
つ
貴
を
果
す
こ
と
と
し

た
｡
大
方
の
ご
海
容
を
ね
が
い
た
い
｡

私
事
に
な
る
が
､
私
自
身
護
符
の
ご
と
-
書
籍
を
積
み
'
書
架
に
眺

め
た
家
か
ら
も
'
す
で
に
い
え
う
つ
り
し
た
｡


