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平
成
二
十
六
年
、
秋
の
四
天
王
寺
の
古
本
祭
り
の
折
、「
シ
ア
ル
」

さ
ん
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
箱
の
中
に
「
書
物
往
来
」
と
か
「
書
物
展

望
」
と
い
っ
た
戦
前
の
書
物
関
係
の
雑
誌
が
並
ん
で
い
る
の
が
見
え

た
の
で
、
こ
れ
は
何
か
あ
る
か
も
、
と
の
予
感
が
し
て
順
々
に
チ
ェ

ッ
ク
し
て
ゆ
く
と
、
は
た
し
て
、
そ
の
中
に
「
文
筆
」（
砂
子
屋
書

房
、
非
売
品
、
昭
和
十
五
年
十
月
、
五
周
年
記
念
号
、
昭
和
十
六
年
六
月

号
）
が
二
冊
も
姿
を
現
わ
し
た
の
で
、
ド
キ
ド
キ
と
胸
が
高
鳴
っ
た
。

実
は
そ
の
少
し
前
、
偶
然
だ
が
、
林
哲
夫
さ
ん
の
個
展
で
古
本
も
販

売
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
こ
の
「
文
筆
」（
別
の
号
）
も
一
冊
、
積

ま
れ
た
雑
誌
の
中
に
あ
っ
た
の
を
見
て
い
た
の
で
、
初
見
で
は
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
大
へ
ん
珍
し
い
雑
誌
が
出
て
き
た
も
の
だ
。
個
展
で

見
た
折
も
目
次
を
見
て
錚
々
た
る
作
家
の
短
文
が
満
載
さ
れ
て
お
り
、

太
宰
治
や
私
が
関
心
の
あ
る
衣
巻
省
三
（
稲
垣
足
穂
の
級
友
で
、
短

篇
集
『
パ
ラ
ピ
ン
の
聖
女
』『
黄
昏
学
校
』
な
ど
の
著
者
。
詩
人
で
も
あ

る
。）
の
一
文
も
目
次
に
あ
っ
た
の
で
、
喉
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
ほ

し
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
林
さ
ん
に
し
て
は
た
し
か
一
万
二
千
円

と
高
く
付
け
て
い
た
の
で
（
そ
れ
で
も
か
な
り
安
い
ら
し
い
）、
涙
を

の
ん
で
断
念
し
た
の
で
あ
る
。
林
さ
ん
も
以
前
掘
出
し
で
、
見
つ
け

た
も
の
の
よ
う
だ
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
表
紙
は
汚
れ
て
い
る
に
し
て
も
け
っ
こ
う
安

め
の
値
段
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
は
貴
重
な
資
料
に
な
る
、
と
乏
し

い
財
布
の
中
身
を
気
に
し
な
が
ら
も
、
思
い
き
っ
て
二
冊
共
、
求
め

る
こ
と
に
し
た
。（
い
や
、
正
直
に
言
い
ま
す
。
そ
の
日
は
予
算
が
足
り

ず
、
安
い
方
を
一
冊
だ
け
買
っ
て
帰
っ
た
の
だ
が
、
や
は
り
も
う
一
冊
も

ほ
し
く
な
り
、
次
の
日
も
出
か
け
、
置
き
場
所
が
移
動
し
て
い
た
の
で
、

す
わ
、
も
う
買
わ
れ
た
の
か
と
焦
っ
て
、
探
す
の
に
苦
労
し
た
が
、
や
っ

と
見
つ
け
て
手
に
入
れ
ま
し
た
！
）

さ
て
、
砂
子
屋
書
房
と
い
え
ば
、
規
模
は
小
さ
く
て
も
昭
和
十
年

代
の
文
学
史
を
語
る
際
に
欠
か
せ
ぬ
大
切
な
出
版
社
で
あ
り

〔
1

〔
註

、
と
く

に
そ
の
「
第
一
小
説
集
」
叢
書
は
外
村
繁
『
鵜う

の
物
語
』、
太
宰
治

第
１
章　

砂
子
屋
書
房
編
輯
部
の
面
々
―
「
文
筆
」
の
随
筆
か
ら
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『
晩
年
』、
尾
崎
一
雄
『
暢
気
眼
鏡
』、
田
畑
修
一
郎
『
鳥
羽
家
の
子

供
』
を
始
め
と
し
て
、
昭
和
文
学
史
に
残
る
錚
々
た
る
名
作
が
並
ぶ
。

文
学
好
き
の
古
書
通
に
は
今
で
も
フ
ァ
ン
が
多
く
、
古
書
価
も
高
い

本
が
多
い
。
装
幀
は
文
字
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
で
渋
い
も
の
が
多
く
、

殆
ん
ど
は
書
房
主
、
山
崎
剛
平
に
よ
る
も
の
の
よ
う
だ
が
、
和
紙
を

使
っ
て
丁
寧
に
造
ら
れ
て
い
る
。
私
も
昔
か
ら
関
心
が
あ
り
、
私
の

場
合
、
裸
本
で
安
い
も
の
中
心
だ
が
、
少
し
ず
つ
蒐
め
て
き
た
。
仲

町
貞
子
『
梅
の
花
』、
井
上
友
一
郎
『
波
の
上
』、
庄
野
誠
一
『
肥
っ

た
紳
士
』（
千
六
百
部
）、
岡
田
三
郎
『
伸
六
行
状
記
』（
千
二
百
部
）

（
題
簽
は
尾
崎
士
郎
）、
岩
越
昌
三
『
石
生
藻
』
な
ど
、
い
ず
れ
も
独

自
の
魅
力
的
な
小
説
集
で
あ
る
。
中
で
も
と
り
わ
け
岡
田
三
郎
の
も

の
は
、
岡
田
氏
が
博
文
館
に
編
集
者
と
し
て
勤
め
て
い
た
頃
の
体
験

に
基
づ
い
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
た
短
篇
集
で
、
抜
群
に
面
白
か
っ

た
の
を
憶
え
て
い
る
。
い
つ
か
再
読
し
た
い
も
の
だ
。

単
行
本
と
し
て
は
、「
文
筆
」
五
周
年
号
の
巻
末
広
告
欄
を
見
る

と
、
そ
れ
ま
で
に
百
冊
近
く
出
た
よ
う
だ
が
、
砂
子
屋
書
房
か
ら
出

し
た
雑
誌
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ど
ん
な
珍
し
い
本
で
も
あ
る
と
い
う
、
あ
き
つ
書

店
の
目
録
に
よ
れ
ば
、『
砂
子
屋
書
房
本
』（
限
定
90
部
）
が
出
て
お

り
、
そ
こ
に
は
書
影
入
り
の
単
行
本
書
誌
の
他
に
『
文
芸
雑
誌
』

『
文
学
生
活
』
そ
し
て
『
文
筆
』
の
細
目
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
前
二
者
は
今
ま
で
全
く
知
ら
ず
、
む
ろ
ん
私
な
ど
見
た
こ
と

も
な
い
雑
誌
だ
。

砂
子
屋
書
房
に
つ
い
て
は
、
書
房
の
本
造
り
に
主
人
の
山
崎
剛
平

と
と
も
に
深
く
か
か
わ
っ
た
浅
見
淵
と
尾
崎
一
雄
が
各
々
『
昭
和
文

壇
側
面
史
』
と
『
あ
の
日
こ
の
日
』（
下
）
で
詳
し
く
回
想
し
て
い
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る
の
で
、
素
人
の
私
な
ど
が
今
さ
ら
書
く
こ
と
も
な
い
ほ
ど
だ
が
、

今
回
見
つ
け
た
「
文
筆
」
を
読
む
と
、
細
か
な
点
で
両
書
に
は
言
及

さ
れ
て
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
裏
話
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
出
て
く
る
の

で
、
少
し
だ
け
要
約
し
つ
つ
紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
う
。（
そ
の
際
、

事
実
の
補
い
な
ど
は
尾
崎
の
『
あ
の
日
こ
の
日
』
を
適
宜
参
考
に
し
て
い

る
。）

「
文
筆
」
五
周
年
記
念
号
で
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
砂
子
屋
編
輯

部
の
佐
伯
哲
太
（
後
述
）
か
ら
の
依
頼
で
創
業
当
時
の
思
い
出
や
そ

の
軌
跡
を
六
人
程
が
書
い
て
い
る
こ
と
だ
。
順
番
に
紹
介
し
て
ゆ
こ

う
。ま

ず
浅
見
淵
「
創
業
の
頃
」
か
ら
。
砂
子
屋
書
房
は
昭
和
十
年
十

月
十
日
創
業
し
た
。
昭
和
十
年
の
秋
頃
、
浅
草
の
「
宇
治
ノ
里
」
と

い
う
小
料
理
屋
で
一
杯
飲
み
な
が
ら
、
山
崎
氏
、
古
志
太
郎
と
と
も

に
、
文
壇
関
係
に
出
す
開
業
挨
拶
状
の
宛
名
書
き
を
し
た
。
早
稲
田

大
の
同
級
生
の
こ
の
三
人
で
書
房
の
仕
事
を
始
め
た
。
ま
ず
、
第
一

創
作
集
を
浅
見
氏
が
企
画
し
、
外
村
繁
、
仲
町
貞
子
、
太
宰
治
、
尾

崎
一
雄
の
順
で
出
し
、
並
行
し
て
小
さ
な
文
芸
雑
誌
も
出
し
た
と
い

う
。
こ
れ
が
前
述
の
『
文
芸
雑
誌
』
で
あ
ろ
う
。

外
村
氏
の
『
鵜
の
物
語
』
は
印
刷
屋
の
不
慣
れ
と
製
本
屋
の
落
丁

な
ど
で
予
定
よ
り
大
分
遅
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
入
手
し

た
「
文
筆
」
昭
和
十
六
年
六
月
号
で
、
外
村
氏
も
当
時
を
回
想
し
て

い
る
。
何
か
の
会
合
が
あ
っ
た
帰
り
、
新
宿
の
街
上
で
、
浅
見
氏
か

ら
突
然
出
版
の
話
を
も
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
。
タ
イ
ト
ル
も
浅
見
氏

が
提
案
し
た
も
の
に
従
っ
た
。
本
が
出
来
上
る
予
定
の
日
、
砂
子
屋

（
山
崎
氏
の
自
宅
）
へ
出
か
け
た
が
、
ま
だ
届
い
て
な
か
っ
た
の
で
、

山
崎
、
浅
見
氏
と
三
人
で
タ
ク
シ
ー
で
皎
明
社
と
い
う
印
刷
所
へ
駆

け
つ
け
た
。
こ
こ
は
、
外
村
氏
が
同
人
誌
「
麒き

麟り
ん

」（
筆
者
註
・
田
畑

修
一
郎
が
中
心
に
な
っ
て
昭
和
八
年
に
出
し
た
）
に
「
鵜
の
物
語
」
を

発
表
し
た
と
き
の
印
刷
所

〔
2

〔
註

だ
っ
た
。
夫
婦
が
出
て
き
た
が
、
代
金
と

引
換
え
で
な
い
と
と
、
心
配
し
て
本
を
渡
し
し
ぶ
っ
て
い
た
。
説
得

し
て
安
心
さ
せ
、
見
本
を
見
る
と
、
山
崎
氏
が
「
あ
っ
、
い
け
な

い
」
と
大
き
な
声
を
出
し
た
。
頁
が
逆
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
調
べ

て
み
る
と
一
部
分
だ
け
だ
っ
た
が
、
他
に
落
丁
本
も
あ
っ
た
。（
戦

前
の
本
に
は
時
々
製
本
が
ず
さ
ん
な
も
の
が
あ
り
、
古
本
で
た
ま
に
見
か

け
る
こ
と
が
あ
る
。）

外
村
氏
の
本
の
奥
付
発
行
日
は
十
一
年
二
月
十
五
日
。
刊
行
直
後

に
二
・
二
六
事
件
が
勃
発
し
た
。
そ
の
影
響
で
検
閲
が
急
に
厳
重
に

な
り
、
本
書
の
一
部
削
除
を
命
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
屋
や
書

房
の
在
庫
が
売
り
物
に
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
期
が

書
房
の
最
受
難
期
で
「
文
芸
雑
誌
」
も
廃
刊
し
た
が
、
第
一
創
作
集

だ
け
は
約
束
し
て
い
た
の
で
続
刊
し
た
。
と
こ
ろ
が
太
宰
氏
の
『
晩

年
』
を
先
に
出
し
て
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
た
尾
崎
氏
の
『
暢
気
眼

鏡
』
が
昭
和
十
二
年
度
前
半
の
芥
川
賞
を
受
け
、
そ
の
後
出
し
た
和

田
伝
の
『
沃
土
』
も
新
潮
賞
を
と
っ
た
の
で
、
ど
ち
ら
も
増
刷
を
重
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ね
、
経
営
が
順
調
に
軌
道
に
乗
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。（『
晩
年
』

も
増
刷
し
た
が
、
太
宰
自
身
の
随
筆
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
元
版
は
計
二

千
部
位
売
れ
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
だ
。）

　

次
に
古
志
太
郎
の
「
思
ひ
出
す
ま
ゝ
」。
前
述
の
三
人
は
十
人
ば

か
り
の
国
文
科
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
だ
っ
た
。「
そ
の
頃
の
山
崎
君
は
、

尾
崎
君
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
端
然
た
る
美
少
年
だ
っ

た
。」
学
生
時
代
は
あ
ま
り
つ
き
あ
い
が
な
く
、
卒
業
後
も
会
社
員

や
女
学
校
教
師
を
や
っ
た
り
、
稲
垣
達
郎
君
と
「
演
劇
」
と
い
う
雑

誌
を
出
し
た
り
、
結
局
は
「
新
築
地
」
劇
団
の
文
芸
部
に
入
り
、
無

茶
な
生
き
方
を
し
て
い
た
。
丁
度
そ
の
頃
、
郷
里
の
兵
庫
の
赤
穂
郡

上
郡
町
の
酒
造
店
か
ら
両
親
を
呼
び
寄
せ
上
京
し
て
い
た
山
崎
氏
と

新
宿
の
不
二
屋
で
偶
然
再
会
す
る
も
、
ろ
く
に
話
も
せ
ず
別
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
氏
は
演
劇
方
面
の
才
能
に
見
切
り
を
つ
け
、

文
学
の
再
勉
強
を
開
始
し
た
。
あ
る
日
、
ふ
と
思
い
立
っ
て
桜
木
町

の
山
崎
氏
宅
を
訪
ね
た
。
よ
う
や
く
う
ち
と
け
て
、
互
い
に
文
学
へ

の
執
着
を
語
り
合
っ
た
。
浅
見
氏
の
プ
ラ
ン
で
「
文
芸
雑
誌
」
を
出

し
た
が
、
五
号
で
つ
ぶ
れ
た
と
い
う
。
次
に
出
し
た
「
文
筆
」
に
初

め
て
小
説
ら
し
い
「
帰
郷
」
を
発
表
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
「
文

学
生
活
」
の
記
憶
違
い
か
も
し
れ
な
い
。「
文
筆
」
は
小
随
筆
ば
か

り
の
書
房
の
Ｐ
Ｒ
雑
誌
だ
か
ら
。『
あ
の
日
こ
の
日
』
に
よ
れ
ば�

「
文
学
生
活
」
は
「
木
靴
」
同
人
と
「
文
芸
レ
ビ
ュ
ー
」
同
人
の
合

作
で
、
十
一
年
六
月
創
刊
さ
れ
た
。
五
号
ま
で
は
主
張
社
か
ら
、
六

号
か
ら
砂
子
屋
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
。
私
が
あ
っ
と
思
っ
た
の
は
、

同
人
の
中
に
創
元
社
東
京
支
店
、
編
集
長
だ
っ
た
岡
村
政
司
氏
も
い

た
こ
と
だ
。
最
後
に
古
志
氏
は
四
十
代
を
前
に
し
て
『
山
陰
』
が
出

せ
た
の
は
、
山
崎
、
浅
見
、
尾
崎
氏
な
ど
旧
友
の
温
い
友
情
に
よ
る

も
の
だ
と
感
謝
し
て
い
る
。
古
志
氏
は
戦
後
『
紅
顔
』
を
出
し
て
い

る
が
、
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
。

次
は
尾
崎
一
雄
の
「
暢の

ん
き気

書
房
昔
話
」
に
移
ろ
う
。
冒
頭
は
「
そ

の
う
ち
﹁
暢
気
書
房
﹂
と
云
ふ
小
説
を
書
い
て
や
ら
う
か
と
思
っ
て

ゐ
る
。
砂
子
屋
書
房
を
モ
デ
ル
に
す
る
わ
け
だ
が
、
僕
は
砂
子
屋
の

暢
気
さ
に
は
か
ね
が
ね
呆
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
書
き
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
具
体
化
し
た
の
が
、
お
そ
ら
く
戦
後
に
な
っ
て
書
か

れ
た
『
も
ぐ
ら
横
丁
』（
池
田
書
店
、
昭
和
二
十
八
年
）
所
収
の
「
ぼ

う
ふ
ら
横
丁
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
小
説
は
昔
入
手
し
て
面
白

く
読
ん
だ
。
こ
の
随
筆
で
は
、
砂
子
屋
書
房
の
ざ
っ
と
し
た
歩
み
を

綴
っ
て
い
る
。
昭
和
十
二
年
、
氏
の
『
暢
気
眼
鏡
』
を
出
し
た
の
を

機
会
に
「
早
稲
田
文
学
」
編
輯
者
を
辞
し
、
浅
見
氏
と
入
れ
違
い
で

砂
子
屋
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
。

『
あ
の
日
こ
の
日
』
に
も
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
が
、『
暢
気
眼
鏡
』

が
三
月
に
五
〇
〇
部
（
第
一
創
作
集
は
皆
五
〇
〇
部
で
太
宰
の
『
晩
年
』

の
み
売
れ
そ
う
な
の
で
千
部
刷
っ
た
と
い
う
）
つ
く
ら
れ
玄
関
に
積
ん

だ
ま
ま
、
山
崎
は
関
西
へ
出
か
け
て
し
ま
い
、
一
ヵ
月
し
て
も
帰
っ

て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
仕
方
な
く
、
寄
贈
用
と
予
備
を
除
く
三
五
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〇
部
位
を
取
次
と
交
渉
し
て
配
本
し
た
。
七
月
に
本
書
が
芥
川
賞
を

受
け
て
び
っ
く
り
し
た
が
、
山
崎
氏
は
そ
の
と
き
、
ま
た
も
や
関
西

へ
出
か
け
て
い
た
。
十
日
程
た
っ
て
よ
う
や
く
尾
崎
宅
へ
現
わ
れ
、

再
販
の
相
談
を
し
た
が
、「
ま
こ
と
に
ゆ
っ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
」

と
。
そ
れ
ま
で
注
文
を
断
る
の
に
骨
を
折
っ
た
が
、
よ
う
や
く
八
月

に
五
千
部
つ
く
っ
て
一
息
つ
い
た
。
そ
の
後
、
十
二
年
三
月
に
、
二

人
で
は
ど
う
に
も
仕
事
が
や
り
切
れ
な
く
な
り
、
宮
内
寒
彌
君
に
手

伝
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
十
三
年
十
二
月
に
は
佐
伯
哲
太
君
に

も
入
っ
て
も
ら
っ
た
。
宮
内
氏
が
辞
め
た
代
り
に
詩
人
の
大
木
実
君

が
入
り
、
現
在
で
は
佐
伯
、
大
木
両
君
が
事
務
を
や
っ
て
い
る
。
山

崎
氏
と
尾
崎
氏
は
「
多
く
お
し
ゃ
べ
り
を
し
、
碁
を
打
ち
、
両
君
の

邪
魔
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
恰
好
で
あ
る
」
と
。

こ
れ
で
、
他
の
文
献
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
砂
子
屋
書
房
ス
タ
ッ

フ
の
出
入
り
の
大
体
の
時
期
が
分
っ
た
。

続
い
て
は
宮
内
寒
彌
の
「
サ
ウ
デ
ス
カ
」
な
る
一
文
。
宮
内
氏

（
明
治
四
十
五
年
〜
昭
和
五
十
八
年
）
は
砂
子
屋
か
ら
『
中
央
高
地
』

を
出
し
、
芥
川
賞
候
補
に
な
っ
た
。
昭
和
十
七
年
に
は
代
表
作
『
か

ら
た
ち
の
花
』
を
大
観
堂
（
尾
崎
氏
と
も
密
な
つ
き
あ
い
が
あ
っ
た
早

稲
田
の
古
本
屋
）
か
ら
出
し
て
い
る
。
一
時
、
砂
子
屋
を
手
伝
っ
た

こ
と
は
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
に
も
出
て
い
な
い
。（
大
木
実

氏
も
同
様
で
、
職
歴
の
一
つ
に
出
版
社
員
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。）
こ

の
一
文
は
、
砂
子
屋
内
部
の
思
い
出
で
は
な
く
、
出
入
り
し
た
印
刷

屋
の
主
人
に
つ
い
て
綴
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
珍
し
い
も
の
で
あ

り
、
周
辺
情
報
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

「
そ
の
頃
、
砂
子
屋
に
出
入
す
る
ひ
と
達
に
は
、
人
物
が
多
か
っ

た
」
と
書
き
出
し
て
い
る
。

そ
の
一
人
が
、
安
田
頼
太
郎
氏
で
、
氏
は
砂
子
屋
刊
の
本
で
は

『
沃
土
』
や
『
縛
ら
れ
た
女
』
な
ど
で
の
「
細
い
美
し
い
活
字
の
持

主
と
し
て
、
又
、
印
刷
術
の
秀
技
を
以
っ
て
有
名
で
あ
っ
た
」
と
記

す
。

「
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
氏
の
悠
然
と
し
て
迫
ら
ざ
る
人
柄
も
有
名

で
あ
っ
て
、
月
一
度
、
集
金
を
兼
ね
た
氏
が
書
房
に
現
は
れ
る
と
、

数
日
の
間
は
、
書
房
の
空
気
が
駘
蕩
と
し
て
来
る
程
で
あ
っ
た
。
ま

こ
と
に
好
漢
で
あ
っ
た
」
と
。

た
だ
、
そ
の
人
柄
の
せ
い
か
、
急
ぎ
の
仕
事
を
依
頼
し
た
場
合
も

約
束
の
期
日
に
印
刷
が
上
ら
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
、
少
し
い
ら
い

ら
さ
せ
ら
れ
た
。
新
聞
広
告
が
先
に
出
て
注
文
が
ど
ん
ど
ん
来
た
り

し
て
こ
ち
ら
が
困
っ
て
い
る
と
難
詰
し
て
も
、
氏
は
一
言
、
あ
わ
て

ず
悠
然
と
「
サ
ウ
デ
ス
カ
」
と
言
っ
て
微
笑
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

そ
れ
で
問
答
は
終
り
に
な
っ
た
と
。
取
引
先
の
窓
口
と
な
っ
て
い
た

宮
内
氏
に
は
、
山
崎
氏
、
尾
崎
氏
に
は
な
い
気
苦
労
も
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。

私
の
蔵
書
の
奥
付
を
調
べ
て
み
る
と
、
庄
野
誠
一
『
肥
っ
た
紳

士
』
に
も
、「
印
刷　

安
田
頼
太
郎
」
と
あ
り
、
住
所
は
「
東
京
市
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淀
橋
区
柏
木
一
ノ
一
一
八
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
一
寸
し
た
発
見

も
古
本
を
見
る
面
白
さ
だ
。

そ
し
て
佐
伯
哲
太
が
「
始
め
」
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
佐
伯
氏
は

『
あ
の
日
こ
の
日
』
で
は
斎
木
哲
太
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
結
婚

し
て
斎
木
家
に
養
子
で
入
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
氏
は
そ
の
後
「
早
稲

田
文
学
」
の
編
集
者
と
な
り
、
一
、
二
年
後
、
中
学
教
員
に
な
っ
た
。

氏
も
早
稲
田
大
の
国
文
科
の
後
輩
だ
っ
た
が
、
卒
業
後
、
父
の
死
後

は
郷
里
に
い
た
。
就
職
し
よ
う
と
思
い
、
名
古
屋
の
友
人
を
訪
ね
た

帰
り
、
上
高
地
の
温
泉
ホ
テ
ル
に
青
柳
優
さ
ん
（
筆
者
註
・
こ
の
人
も

早
稲
田
大
英
文
科
出
身
で
、
尾
崎
、
浅
見
氏
と
親
交
が
あ
り
、『
批
評
の

精
神
』『
文
学
の
真
実
』
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
評
論
集
を
出
し
た
）
を
訪
ね

る
予
定
だ
っ
た
。
し
か
し
青
柳
氏
は
上
京
中
で
、
半
月
程
泊
っ
て
い

た
と
こ
ろ
、
全
く
思
い
が
け
な
く
そ
こ
で
尾
崎
さ
ん
に
逢
っ
た
と
い

う
。
尾
崎
氏
か
ら
砂
子
屋
へ
の
就
職
を
す
す
め
ら
れ
、
渡
り
に
舟
と
、

喜
ん
で
お
願
い
し
た
。
こ
の
宿
で
の
尾
崎
氏
の
美
人
相
手
の
行
状
は

尾
崎
氏
の
『
浴
室
長
期
抗
戦
』
に
く
わ
し
く
描
か
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

昭
和
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
、
氏
は
尾
崎
氏
に
連
れ
ら
れ
砂
子
屋

を
訪
れ
、
山
崎
さ
ん
と
宮
内
君
に
初
対
面
し
た
。
夕
方
に
な
っ
て
、

入
社
祝
い
の
宴
を
設
け
て
も
ら
っ
た
。
以
下
は
編
輯
室
で
の
空
間
と

人
物
と
雰
囲
気
が
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
長
い

が
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
編
輯
室
で
酒
を
飲
む
の
は
始
め
て
の
こ
と
だ
と
い
ふ
。
書
房
神
聖
。

だ
が
今
日
は
特
別
と
の
こ
と
、
黒
檀
の
事
務
机
を
真
中
へ
出
し
て
、

四
人
で
囲
ん
だ
。
酒
は
山
崎
家
吟
醸
の
鴻
の
澤
で
あ
る
。
前
を
見
て

も
、
後
を
ふ
り
返
っ
て
も
、
右
を
眺
め
て
も
、
左
に
眼
を
向
け
て
も
、

本
ば
か
り
の
中
で
、
私
は
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
な
が
ら
杯
を
重
ね
た
。

博
識
な
山
崎
さ
ん
の
口
か
ら
迸
り
で
る
や
う
な
言
葉
、
言
葉
、
言
葉
。

負
け
ず
劣
ら
ず
の
尾
崎
さ
ん
が
、
時
々
得
意
の
ユ
ー
モ
ア
を
飛
ば
す
。

宮
内
君
の
表
情
巧
み
な
話
し
ぶ
り
、
そ
れ
に
東
北
弁
、
関
西
弁
、
関

東
言
葉
、
な
ん
で
も
使
ひ
わ
け
る
（
私
は
こ
ん
な
人
を
知
ら
な
い
）。

そ
れ
ら
が
入
り
交
っ
て
ユ
ー
モ
ア
は
ユ
ー
モ
ア
を
生
み
、
話
は
枝
か

ら
枝
と
延
び
て
涯
し
が
な
い
。
そ
こ
か
ら
も
り
あ
が
る
和
や
か
な
、

そ
れ
で
ゐ
て
少
し
も
ゆ
る
み
の
な
い
雰
囲
気
。
一
年
ほ
ど
田
舎
に
ゐ

た
私
は
少
々
と
ま
ど
ひ
な
が
ら
も
、
少
し
づ
つ
心
が
軽
く
浮
き
た
っ

て
く
る
の
を
感
じ
た
」
と
。

こ
の
一
文
の
載
っ
た
「
文
筆
」
も
佐
伯
氏
の
担
当
の
よ
う
で
、
巻

末
に
後
記
を
書
い
て
い
る
。
書
房
の
庭
に
柿
の
木
が
二
本
あ
り
、
そ

れ
が
食
べ
ら
れ
る
柿
で
、
出
入
り
の
魚
屋
や
製
本
屋
、
製
函
屋
、
印

刷
屋
の
営
業
の
人
み
ん
な
が
味
を
知
っ
て
い
る
、
な
ど
と
記
し
て
い

る
。
庭
が
あ
る
か
ら
、
和
風
住
宅
の
事
務
所
だ
っ
た
こ
と
が
分
る

〔
3

〔
註

。

最
後
は
書
房
主
、
山
崎
剛
平
氏
の
「
書
房
五
年
」
か
ら
。
今
ま
で

の
出
版
を
顧
み
て
、
自
身
快
い
こ
と
の
第
一
は
、
皆
文
芸
畠
の
本
ば

か
り
で
、「
第
一
小
説
集
」
を
出
し
た
作
家
た
ち
が
そ
の
後
も
活
躍

し
て
い
る
人
が
多
い
こ
と
だ
。
そ
れ
に
出
し
た
小
説
で
五
つ
の
文
学
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れ
る
。
失
っ
た
り
亡
く
な
っ
た
恋
人
や
思
い
出
の
中
の
少
女
を
哀あ

い

切せ
つ

に
唱
っ
た
詩
が
多
い
。
ま
た
全
体
を
通
し
て
、
神
戸
ら
し
い
海
辺
を

舞
台
に
そ
の
自
然
を
背
景
に
し
て
、
夜
汽
車
や
帆
船
、
旧
家
跡
、
桟

橋
な
ど
が
象
徴
的
に
唱
わ
れ
て
い
る
。

せ
っ
か
く
の
機
会
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
短
い
詩
の
み
三
篇
、
引
用

し
て
お
こ
う
。

　
　
　

は
が
き
に
し
る
す

運
命
の
や
う
に
知
慧
の
や
う
に

湛
へ
て
ゐ
る
海
を

船
が
行
く
。

　

ど
こ
へ
行
く
か
を
よ
く
知
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、

又
、
ど
こ
へ
行
く
か
を
少
し
も
知
ら
な
い
や
う
に

一
つ
の
帆
が
行
く
。

　
　
　

樹

　

樹
に
潤
ひ
が
あ
る
、

人
に
渇
き
が
あ
る
。

樹
は
い
の
る
、
人
は
ね
が
ふ
。

私
達
何
を
願
は
う
か
、

う
な
だ
れ
て
樹
の
や
う
に
祈
ら
う
か
。

　
　
　

小　

鳥

小
鳥
の
声
が
何
故
あ
ん
な
に
う
れ
し
相
な
の
か

小
鳥
の
声
が
な
に
ゆ
え
私
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
の
か

落
葉
し
た
雑
木
林
で

何
の
屈
托
も
な
く
勢
よ
く
う
た
ふ
。

小
鳥
よ
、
そ
の
よ
ろ
こ
び
は
ど
こ
か
ら
得
た
の
か
。

私
は
こ
こ
で
聞
い
て
い
る
よ
。

（
以
上
、
本
書
に
は
長
い
詩
が
多
い
の
で
、
引
用
の
選
択
を
誤
っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
お
許
し
願
い
た
い
。）

自
伝
的
背
景
が
感
じ
ら
れ
る
詩
か
ら
は
、
橋
本
氏
は
学
校
卒
業
後

（
？
）、
朝
鮮
半
島
、
台
湾
な
ど
（
そ
れ
も
不
確
か
だ
が
）
外
地
を
仕

事
の
関
係
で
転
々
と
し
、
そ
の
後
故
郷
の
兵
庫
の
村
へ
戻
っ
て
き
た

ら
し
い
と
い
う
推
測
は
で
き
る
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
皆
目
分
か
ら

な
い
。

た
だ
、
本
書
の
序
を
、
哲
学
者
、
思
想
家
で
あ
る
若
き
日
の
土
田

杏
村
が
十
頁
に
わ
た
っ
て
書
い
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
橋
本
氏

は
あ
と
が
き
で
、
出
版
に
際
し
、
詩
友
、
福
原
清
君0

、
竹
中
育
三
郎

（
郁
）
君0

、
詩
人
倶
楽
部
（
省
略
）
の
諸
君
と
と
も
に
、
序
を
下
さ
っ

た
土
田
杏
村
君0

に
感
謝
す
る
、
と
記
し
て
い
る
。
君0

と
い
う
の
は
大

体
は
同
年
輩
の
親
し
い
友
人
を
呼
ぶ
と
き
付
け
る
も
の
だ
ろ
う
。
だ
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か
ら
杏
村
と
も
、
割
に
親
し
い
関
係
だ
っ
た
の
か
、
と
も
思
え
る
。

私
は
土
田
杏
村
に
つ
い
て
は
、
古
書
展
で
そ
の
著
作
は
時
た
ま
見

か
け
る
も
の
の
、
不
勉
強
で
あ
ま
り
関
心
も
抱
い
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
序
文
を
読
み
、
少
し
調
べ
て
み
よ
う
か
と
い
う
気
に

な
っ
た
。（
む
ろ
ん
、
一
時
の
付
け
焼
刃
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
。）

ま
ず
、
序
文
の
主
旨
を
要
約
し
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。
土
田
氏
は

最
初
に
、
小
泉
八
雲
の
著
作
に
見
ら
れ
る
生
類
の
輪
廻
転
生
の
思
想

を
紹
介
し
、
橋
本
君
の
詩
集
を
読
ん
で
い
て
、
こ
の
思
想
を
想
起
し

た
と
い
う
。「
私
は
今
橋
本
君
の
詩
を
読
む
、
と
、
其
の
詩
は
人
生

の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
横
は
る
輪
廻
の
声
だ
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。

我
々
の
人
生
は
決
し
て
単
独
な
、
お
互
ひ
に
離
れ
離
れ
の
も
の
で
は

無
い
。
ず
っ
と
深
い
と
こ
ろ
へ
浸
る
と
、
其
處
で
は
真
如
や
無
明
の

根
源
に
な
っ
て
居
る
と
信
じ
ら
れ
る
生
命
の
大
海
の
波
浪
が
聞
か
れ

る
。
其
の
波
浪
の
音
は
屡
々
我
々
の
現
実
の
世
界
へ
漏
れ
聞
え
る
。」

と
。そ

し
て
、
詩
の
一
節
で
あ
る
、

「
こ
ん
な
月
夜
に
は
／
き
っ
と
ど
つ
か
で
歌
う
声
か
、
／
そ
れ
と
も

笛
の
声
が
す
る
も
の
だ
」
を
引
い
て
、
そ
れ
が
深
い
と
こ
ろ
か
ら
来

る
、
我
々
東
洋
詩
人
す
べ
て
が
予
感
す
る
音
だ
、
と
記
す
。

「
其
の
波
浪
を
潜
っ
て
我
々
は
其
の
大
海
の
中
へ
没
入
し
た
い
」
と

も
。こ

の
よ
う
な
思
想
は
、
私
に
は
深
層
心
理
学
で
い
う
、
ユ
ン
グ
の

（
東
洋
的
）〝
集
合
無
意
識
〟
の
観
点
と
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、

と
思
う
。
当
時
、
ユ
ン
グ
の
著
作
は
日
本
に
す
で
に
入
っ
て
き
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
橋
本
氏
が
僧
侶
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
仏
教
的
、

東
洋
的
無
意
識
を
自
ら
身
に
着
け
て
い
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
私
が
引
用
し
た
前
述
の
「
樹
」
を
引
い
て
、「
此
の
波

浪
か
ら
現
実
の
中
へ
押
し
寄
せ
て
来
る
不
思
議
な
律
音
に
悦
楽
し
、

誘
惑
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
の
様
に
見
え
た
」
と
言
う
。
そ
し
て
「
君

の
生
命
の
奥
に
湛
へ
た
哀
愁
は
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
と
呼
ぶ
に
は
人

間
に
余
り
に
原
始
的
な
も
の
だ
。
其
れ
は
永
遠
な
る
輪
廻
の
持
つ
哀

愁
だ
」
と
書
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
一
般
論
で
は
な
く
、
橋
本
氏
の
詩
の
一
節

を
四
度
も
各
々
引
用
し
て
杏
村
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
た
だ
、

私
見
で
は
、
杏
村
の
独
自
の
思
想
に
引
寄
せ
て
、
そ
れ
を
説
得
的
に

例
証
で
き
る
も
の
を
橋
本
氏
の
詩
の
中
に
多
く
見
出
し
た
よ
う
に
も

思
え
る
が
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ユ
ニ
ー
ク
な
示
唆
に
富
む
指
摘
に
満

ち
た
実
に
堂
々
た
る
序
文
で
あ
る
。

私
は
手
始
め
に
（
安
易
で
す
が
）
ま
ず
、
例
の
『
日
本
近
代
文
学

大
事
典
』
で
、
土
田
杏
村
の
項
を
見
て
み
た
。

杏
村
は
明
治
二
十
四
年
佐
渡
に
生
れ
、
新
潟
師
範
を
経
て
東
京
高

師
に
進
む
。
大
正
四
年
、
京
大
哲
学
科
に
入
る
。
そ
し
て
引
き
つ
づ

き
六
年
間
、
大
学
院
に
在
籍
し
た
、
と
あ
る
。
杏
村
は
京
都
で
十
数

年
間
、
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
る
人
な
の
だ
。
そ
の
頃
か
ら
早
く
も
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著
作
活
動
を
始
め
て
い
る
が
、
若
い
頃
は
詩
や
文
学
に
も
関
心
が
深

い
、
い
わ
ば
文
学
青
年
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
、
杏
村
は
生
涯
、

在
野
の
哲
学
者
、
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
、
生
涯
に
六
十
一
冊
の
著

作
を
遺
し
て
い
る
。
そ
の
思
索
の
テ
ー
マ
は
実
に
広
範
囲
に
わ
た
っ

て
お
り
、
専
門
の
哲
学
の
他
に
文
学
、
短
歌
、
国
文
学
、
美
術
、
仏

教
、
恋
愛
論
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
古
本
目
録
を
見
る
と
、
昭
和
期

の
著
作
は
第
一
書
房
刊
行
の
本
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
せ
い
か
没

後
、
第
一
書
房
か
ら
全
十
五
巻
の
全
集
が
出
て
い
る
。
昭
和
九
年
、

病
気
で
四
十
三
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
初
め
て
知
っ
た
こ

と
だ
が
、
日
本
画
家
、
土
田
麦
倦
の
弟
、
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。

杏
村
自
身
も
素
人
以
上
の
絵
を
描
い
た
と
い
う
。

私
は
正
直
に
言
っ
て
、
今
ま
で
一
冊
も
杏
村
の
本
を
読
ん
だ
こ
と

が
な
い
。
だ
か
ら
本
稿
を
書
く
の
は
お
こ
が
ま
し
い
限
り
だ
。

そ
れ
で
も
、
ふ
と
思
い
出
し
た
の
が
、
今
年
の
初
め
だ
っ
た
か
、

ま
だ
三
宮
の
サ
ン
パ
ル
に
お
店
が
あ
っ
た
頃
の
ロ
ー
ド
ス
書
房
の
店

頭
均
一
コ
ー
ナ
ー
で
見
つ
け
、
買
っ
て
お
い
た
論
文
別
刷
の
冊
子

「
土
田
杏
村
と
山
村
暮
鳥
―
往
復
書
簡
を
中
心
に
」
の
こ
と
で
あ
る
。

著
者
は
上
木
敏
郎
氏
で
、
今
み
て
み
る
と
、
例
の
『
大
事
典
』
の
杏

村
の
項
の
執
筆
者
で
も
あ
り
、
ど
う
や
ら
杏
村
研
究
の
第
一
人
者
の

方
ら
し
い
。（
後
に
『
土
田
杏
村
と
自
由
大
学
運
動
』
と
い
う
杏
村
の
す

ぐ
れ
た
評
伝
を
出
し
て
い
る
の
を
知
っ
た
。）
往
復
書
簡
は
、
手
紙
を

交
わ
す
両
者
の
肉
声
や
本
音
が
よ
く
窺
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
面
白

そ
う
だ
と
思
い
、
気
紛
れ
に
入
手
し
て
お
い
た
も
の
な
の
だ
。
そ
れ

が
思
い
が
け
な
く
、
こ
ん
な
形
で
役
に
立
つ
と
は
思
っ
て
も
い
な
か

っ
た
。
私
は
「
お
ー
い
、
雲
よ
」
の
詩
で
有
名
な
山
村
暮
鳥
の
詩
集

も
イ
タ
ミ
本
は
一
、
二
冊
入
手
し
て
い
る
も
の
の
、
じ
っ
く
り
読
ん

で
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
際
と
思
い
、
そ
の
論
文
を
一
息
に
読
み
お

え
た
。

顧
み
る
と
、
ロ
ー
ド
ス
書
房
で
安
く
入
手
し
た
本
や
雑
誌
、
昔
の

神
戸
の
古
書
目
録
な
ど
で
、
原
稿
の
ネ
タ
に
な
っ
た
も
の
は
数
多
い
。

感
謝
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
目
録
販
売
で
の
発
展
を
祈
る
ば
か
り

だ
。さ

て
、
こ
の
論
文
は
上
木
氏
が
両
遺
族
の
方
々
か
ら
借
覧
し
た
二

人
の
往
復
書
簡
を
数
通
ず
つ
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
背
景
や
自
伝
的

事
実
を
五
十
二
頁
に
わ
た
っ
て
解
読
し
た
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

最
初
の
書
簡
は
暮
鳥
宛
て
で
は
な
く
、
当
時
京
都
大
学
哲
学
科
二

年
に
在
学
中
の
杏
村
が
大
正
六
年
に
後
の
夫
人
と
な
る
波
多
野
千
代

子
さ
ん
あ
て
に
出
し
た
も
の
だ
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
杏
村
は
雑

誌
「
第
三
帝
国
」（
筆
者
註
・
民
本
主
義
の
茅
原
華
山
が
主
宰
・
発
行
し

た
社
会
評
論
誌
）
に
詩
壇
の
批
評
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
こ
で
山
村
暮

鳥
の
刊
行
し
た
『
聖
三
綾
玻
璃
』（
大
正
四
年
）
を
取
り
上
げ
て
杏

村
が
主
張
す
る
「
神
秘
的
象
徴
主
義
」
が
具
現
化
さ
れ
た
も
の
を
そ

の
詩
の
中
に
見
出
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
又
、
上
木
氏
に
よ
れ

ば
、
杏
村
と
と
も
に
萩
原
朔
太
郎
も
暮
鳥
の
詩
を
高
く
評
価
し
、
大
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本
書
全
体
を
ふ
り
返
っ
て
み
て
、
ふ
と
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
。

砂
子
屋
書
房
の
こ
と
を
書
い
た
稿
で
は
、
皎
明
社
や
出
入
り
し
た
印

刷
屋
の
主
人
、
安
田
頼
太
郎
氏
、
第
三
次
「
三
田
文
学
」
編
集
部
の

稿
で
は
五
峰
堂
な
ど
の
印
刷
所
が
出
て
く
る
こ
と
だ
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
著
者
の
原
稿
が
出
来
上
っ
て
い
て
も
、
印
刷
所
や
製
本
所
の

人
た
ち
の
地
道
な
働
き
が
な
く
て
は
、
本
や
雑
誌
は
一
冊
も
造
れ
ず

世
に
出
せ
な
い
。
印
刷
人
と
い
え
ば
、
内
堀
弘
氏
が
そ
の
す
ぐ
れ
た

評
伝
『
ボ
ン
書
店
の
幻
』
で
描
い
た
鳥
羽
茂
氏
も
、
一
九
二
〇
年
代

に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
集
、
三
十
点
程
を
自
社
の
活
字
で
こ
つ
こ
つ
印

刷
し
た
独
り
だ
け
の
印
刷
屋
主
人
だ
っ
た
。
私
も
旧
著
『
関
西
古
本

探
検
』
で
、
戦
前
、
同
人
誌
「
リ
ア
ル
」（
北
川
桃
雄
主
宰
、
十
三
冊

で
発
禁
に
な
っ
た
）
や
戦
後
は
京
都
の
文
化
人
を
結
集
し
た
「
骨
」

を
発
行
し
、
京
都
で
関
西
の
多
く
の
若
手
詩
人
の
詩
集
を
世
に
送
り

出
し
た
文
童
社
社
主
、
山や

ま
さ
き前

実さ
ね
は
る治

氏
（
詩
人
で
も
あ
っ
た
）
の
こ
と

を
少
し
紹
介
し
た
が
、
氏
も
双
林
プ
リ
ン
ト
を
経
営
す
る
世
話
好
き

の
印
刷
屋
主
人
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
詩
人
、
大
野
新
氏
も
働
い
て

い
た
。
ま
た
、「
日
本
古
書
通
信
」
連
載
の
小
田
光
雄
氏
の
一
文
に

よ
れ
ば
、
木
村
栄
治
氏
経
営
の
小
出
版
社
、
七
月
堂
も
印
刷
所
を
兼

ね
て
い
た
。
七
月
堂
は
詩
集
や
同
人
誌
が
専
門
分
野
で
、
若
き
日
の

四
方
田
犬
彦
氏
や
沼
野
充
義
氏
ら
が
同
人
の
「
シ
ネ
マ
グ
ラ
」
や
フ

ラ
ン
ス
文
学
者
た
ち
の
「
散
」、
松
浦
寿
輝
氏
ら
の
「
麒
麟
」
な
ど

を
出
し
て
い
た
と
い
う
。

七
月
堂
か
ら
出
し
た
詩
集
で
は
、
松
浦
寿
輝
『
ウ
サ
ギ
の
ダ
ン

ス
』
や
朝
吹
亮
二
『
密
室
論
』
な
ど
が
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

「
ユ
リ
イ
カ
」
二
〇
〇
三
年
四
月
号
の
「
詩
集
の
つ
く
り
方
」
特
集

で
、
木
村
氏
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
お
り
、
詩
集
づ
く
り
の
本

音
を
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
七
月
堂
の
入
口
で
、
二
年
間

程
、
古
本
屋
も
や
っ
て
お
り
、
あ
の
「
彷
書
月
刊
」
の
編
集
長
、
故

田
村
治
芳
氏
が
仕
入
れ
や
店
番
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
神
戸
の
詩
人
、
林
喜
芳
氏
の
『
神
戸
文
芸
雑
兵
物
語
』
に

あ
と
が
き
に
代
え
て
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よ
れ
ば
、
氏
は
十
代
後
半
か
ら
神
戸
の
印
刷
会
社
で
働
い
て
お
り
、

そ
の
近
く
の
内
外
印
刷
で
は
「
キ
ネ
マ
旬
報
」
を
一
年
程
印
刷
し
て

い
た
し
、
市
川
合
資
会
社
で
は
竹
中
郁
の
初
期
詩
集
や
「
羅
針
」
を

印
刷
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か

け
て
の
神
戸
文
学
史
の
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
明
治
、
大
正
に
わ
た
っ
て
多
く
の
夢
二
画
集
の
出
版
を

始
め
、
思
想
、
教
育
関
係
の
良
書
や
「
白
樺
」「
月
映
」
な
ど
を
発

行
し
た
洛
陽
堂
主
人
、
河
本
亀
之
助
は
国
光
社
印
刷
部
長
、
千
代
田

印
刷
所
経
営
を
経
て
、
洛
陽
堂
印
刷
所
も
経
営
し
て
い
た
。
亀
之
助

の
生
涯
と
仕
事
に
つ
い
て
は
、
田
中
英
夫
氏
が
貴
重
な
労
作
『
洛
陽

堂　

河
本
亀
之
助
小
伝
』（
燃
焼
社
刊
）
で
詳
述
し
て
い
る
。（
実
は
、

私
は
本
に
な
る
前
の
連
載
の
小
冊
子
を
毎
号
送
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
関

係
で
、
出
版
の
お
手
伝
い
を
し
た
。）
河
本
氏
は
私
が
か
つ
て
探
求
し

て
ま
と
め
た
大
阪
出
身
の
名
高
い
文
芸
書
出
版
社
、
金
尾
文
淵
堂
主

人
と
も
深
い
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
出
版
人
で
あ
る
。

ま
た
、
杉
浦
明
平
氏
の
エ
ッ
セ
イ
「〈
未
成
年
〉
の
こ
と
」（『
本

の
置
場
所
』
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
杉
浦
や
立
原
道
造
、
寺
田
透
、
猪

野
謙
二
な
ど
が
参
加
し
て
出
し
た
同
人
誌
「
未
成
年
」
は
昭
和
十
年

創
刊
さ
れ
、
昭
和
十
二
年
、
九
号
で
終
刊
と
な
っ
た
。
各
三
〇
〇
部

か
二
〇
〇
部
だ
っ
た
が
、
本
郷
二
丁
目
の
横
丁
に
あ
っ
た
日
興
社
で

刷
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
数
軒
の
書
店
に
委
託
で
置
い
て
も
ら
っ

た
も
の
の
、
十
五
部
程
（
創
刊
号
）
し
か
売
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
今
で
は
近
代
文
学
史
上
、
貴
重
な
同
人
誌
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
福
島
県
に
住
む
詩
人
で
、
同
人
誌
「
黒
」
を
主
宰
、「
地
球
」

同
人
で
全
国
的
に
評
価
が
高
い
斎
藤
庸
一
氏
も
印
刷
業
を
営
む
人
で

あ
る
。
斎
藤
氏
は
昭
和
二
十
二
年
に
草
野
心
平
に
出
会
っ
て
以
来
、

そ
の
縁
で
昭
和
二
十
五
年
か
ら
昭
和
三
十
四
年
ま
で
の
十
年
間
、
第

二
次
の
「
歴
程
」
三
十
三
冊
を
印
刷
、
製
本
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

終
刊
ま
で
の
五
、
六
冊
は
そ
の
費
用
が
未
払
い
の
ま
ま
だ
っ
た
そ
う

で
あ
る
（『
詩
の
外
へ
詩
の
内
へ
』
所
収
の
エ
ッ
セ
イ
に
よ
る
）。
本
書

に
登
場
す
る
土
方
定
一
や
坂
本
遼
氏
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。

も
う
一
人
、
時
代
小
説
の
大
家
、
吉
川
英
治
氏
も
小
説
家
に
な
る

前
の
下
積
み
時
代
、
十
三
歳
の
頃
、
少
年
印
刷
工
の
経
験
が
あ
っ
た

と
年
譜
で
見
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
文
芸
と
密
接
に
か
か
わ
っ
た
印
刷
者
た
ち
の
わ
ず
か
の

例
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
あ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
書
で
も
引
用
し

た
、
あ
る
座
談
会
で
野
口
冨
士
男
氏
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、〝
印

刷
所
を
通
し
て
み
る
文
壇
史
〟
と
い
う
の
も
出
版
史
を
見
直
す
新
し

い
視
点
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
幸
い
、
各
々
の
本
に
は
奥
付
に
印

刷
所
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
探
索
の
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
だ

ろ
う
。（
た
だ
、
戦
前
の
本
に
は
、
印
刷
人
名
だ
け
で
会
社
名
が
出
て
い

な
い
奥
付
も
あ
る
。）

も
う
一
つ
は
、
後
に
小
説
家
や
詩
人
と
し
て
活
躍
す
る
人
た
ち
が

多
く
集
っ
て
い
た
編
集
部
の
こ
と
を
本
書
で
も
四
篇
程
書
い
て
い
る
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〔
初
出
一
覧
〕　　
　
　
　

元
創
元
社
編
集
者
の
未
読
小
説
を
読
む
…
…
「
旅
の
眼
」
121
号
（
平
成
27
年
６
月
）

著
者
の
怒
り
に
触
れ
る
編
集
者
の
困
惑
…
…
「
旅
の
眼
」
120
号
（
平
成
26
年
９
月
）

あ
る
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
児
童
文
学
編
集
者
の
喜
怒
哀
楽
…
…
「
旅
の
眼
」
122
号
（
平
成
７
年
11
月
）

元
河
出
書
房
編
集
部
の
面
々
…
…
「
塔
の
沢
倶
楽
部
」
８
号
（
平
成
26
年
２
月
）

神
戸
文
芸
史
関
係
の
古
本
探
検
抄
（
部
分
）
…
…
「
ほ
ん
ま
に
」
16
号
（
平
成
26
年
９
月
）

貴
重
な
私
家
本
と
の
出
逢
い
…
…
「
旅
の
眼
」
124
号
（
平
成
28
年
９
月
）

以
上
以
外
は
す
べ
て
書
下
し
。
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