
一
、
は
じ
め
に

太
宰
治
の
「
道
化
の
華
」
は
、
昭
和
一
〇
年
五
月
一
日
発
行
の
「
日
本
浪
曼
派
」

五
月
号
、
第
一
巻
第
三
号
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
『
晩
年
』（
昭
和
一
二
・
六

砂
子
屋
書
房
）
に
収
録
さ
れ
、「
狂
言
の
神
」「
虚
構
の
春
」
と
と
も
に
長
編
三
部

作
と
し
て
『
虚
構
の
彷
徨
』（
昭
和
一
二
・
六
　
新
潮
社
）
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

佛
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大
学
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紀
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〇
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）

こ
の
作
品
は
従
来
、
前
期
太
宰
文
学
を
代
表
す
る
問
題
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た

だ
け
に
、
多
く
の
研
究
論
文
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
研
究
状
況
も
か
な
り
進
ん

で
い
る
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
こ
の
作
品
に
使
用
さ
れ
た
〈
特
異
な
方
法
〉
に
よ
る
構
成
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
先
学
に
よ
る
指
摘
で
、
徐
々
に
だ
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い

る
と
言
え
る
。

島
田
昭
夫
氏
は
「『
道
化
の
華
』

（
１
）

」
の
中
で
、「
仕
組
み
は
『
僕
』
が
作
者
太
宰

一
〇
三

大
き
な
可
能
性
と
し
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
「
こ
ゝ
す
ぎ
て
か
な
し
み
の
都ま
ち

へ
」

と
「
わ
れ
す
ぎ
て
愁
の
市
へ
」
と
い
う
訳
稿
を
太
宰
が
「
道
化
の
華
」
の
冒

頭
に
用
い
る
際
、
一
部
改
変
し
使
用
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
提
唱

す
る
も
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

翻
訳
、
森

外
、
上
田
敏
、
ダ
ン
テ
『
神
曲
』

現
在
ま
で
こ
の
「
道
化
の
華
」
の
冒
頭
に
用
い
ら
れ
た
「
こ
こ
を
過
ぎ
て

悲
し
み
の
市ま

ち

。」
と
い
う
一
節
は
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
か
ら
の
引
用
で
あ

り
、
そ
の
翻
訳
と
し
て
は
、
笠
原
伸
生
氏
に
よ
っ
て
提
言
さ
れ
た
森

外
訳

『
即
興
詩
人
』「
神
曲
、
吾
友
な
る
貴
公
子
」
の
一
節
、「
こ
ゝ
す
ぎ
て
　
う

れ
へ
の
市
に
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
検
討
の
結
果
、
実
は

そ
の
翻
訳
は
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
が
出
て
き
た
。

小
稿
は
そ
の
翻
訳
と
し
て
、
上
田
敏
訳
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
も
の
を
一
番

渡
　
邊
　
浩
　
史

〔
抄
　
録
〕

「
道
化
の
華
」
の
一
つ
の
引
用

―
ダ
ン
テ
『
神
曲
』「
地
獄
の
門
」
銘
文
引
用
に
関
す
る
翻
訳
の
問
題
点
―



一
〇
四

「
道
化
の
華
」
の
一
つ
の
引
用
　
（
渡
邊
　
浩
史
）

に
操
作
さ
れ
、
葉
蔵
た
ち
が
『
僕
』
に
操
作
さ
れ
る
と
い
う
二
重
構
造
と
な
る
」

と
述
べ
ら
れ
、
木
村
小
夜
氏
は
こ
の
見
解
を
発
展
さ
せ
、
こ
の
「
仕
組
み
」
を
図

式
化
し
、

（
２
）

「
道
化
の
華
」
と
い
う
作
品
世
界
の
分
析
を
試
み
て
い
る
。
さ
ら
に
鈴

木
雄
史
氏
は
、
こ
の
作
品
の
「
大
庭
葉
蔵
」
が
療
養
院
で
過
ご
す
四
日
間
を
〈
物

語
〉、「
僕
」
が
出
没
し
、「
君
」
に
む
か
っ
て
語
る
部
分
を
〈
語
り
か
け
〉
と
二

分
し
、「〈
物
語
〉
は
『
僕
』
の
こ
と
ば
の
中
に
引
用
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、〈
語

り
か
け
〉
が
〈
物
語
〉
を
包
み
込
ん
で
い
る
、
と
一
応
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
な
が
ら
も
、「
こ
の
小
説
の
独
特
な
」
点
を
挙
げ
、「
そ
の
よ
う
な
枠
に
納
ま

り
き
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
３
）

こ
の
〈
特
異
な
方
法
〉
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
見

解
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
太
宰
が
川
端
康
成
宛
に
書
い
た
「
川
端
康
成
へ
」

（
４
）

と
題
し
た
文
中
に
あ
る
、「
ジ
ツ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
を
（
５
）

御
近
所
の
赤
松

月
船
氏
よ
り
借
り
て
読
ん
で
考
へ
」、「
原
始
的
で
端
正
で
さ
へ
あ
つ
た
『
海
』
と

い
ふ
作
品
を
ず
た
ず
た
に
切
り
き
ざ
ん
で
、『
僕
』
と
い
ふ
男
の
顔
を
作
中
の
随

所
に
出
没
さ
せ
、
日
本
に
ま
だ
な
い
小
説
だ
と
友
人
間
に
威
張
つ
て
ま
は
つ
た
」

と
い
う
太
宰
の
言
葉
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
先
学
の
多
く
の
研
究
論
文
は
、
こ
の
〈
特
異
な
方

法
〉
を
開
示
し
、
そ
の
上
で
こ
の
作
品
世
界
を
ど
う
読
み
解
い
て
い
く
か
、
と
い

う
方
向
で
進
ん
で
き
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

だ
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
ま
だ
こ
の
「
道
化
の
華
」
と
い
う
作
品
に
は
、
疑
わ

し
い
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
冒
頭
に
あ
る

「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市ま

ち

。」
（
６
）

と
い
う
一
節
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
一
節
に
関
し
て
は
、
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
そ
の
翻
訳
本

と
し
て
は
、
森

外
訳
『
即
興
詩
人（

７
）

』
の
な
か
に
あ
る
「
神
曲
、
吾わ

が

友
な
る
貴
公

子
」
の
一
節
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
疑
問
を
持
つ
こ

と
で
、
実
は
そ
の
翻
訳
者
は
別
に
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
が
芽
生
え

て
き
た
。
小
稿
の
目
的
は
、
こ
の
冒
頭
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
関
し
て
、
そ
の
翻
訳
者

を
特
定
し
、
太
宰
が
何
故
そ
の
翻
訳
本
を
参
考
に
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
考
察
し

て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。

二
、
先
行
研
究
か
ら
―
な
ぜ
、

外
訳
な
の
か

と
こ
ろ
で
、
こ
の
冒
頭
の
一
節
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市ま
ち

。」
の
翻
訳
と

し
て
、
今
日
ま
で
何
故

外
訳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、『
別
冊
国
文
学
・
太
宰
治
事
典
』

（
８
）

の
「
太
宰
治
引
用
事
典
」「
ダ
ン
テ

『
神
曲
』」
の
項
で
、
中
村
三
春
氏
が
こ
の
冒
頭
の
一
節
に
関
し
て
は
、「
ダ
ン
テ

『
神
曲
』」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
翻
訳
者
に
つ
い
て
は
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
赤
木
孝
之
氏
が
第
一
創
作
集
『
晩
年
』
に
関
し

て
の
注
釈
事
項
を
集
め
た
『
注
釈
晩
年
抄
』

（
９
）

の
中
で
次
の
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
て

い
る
。森

外
訳
『
即
興
詩
人
』（
春
陽
堂
　
明
35
・
９
）
の
な
か
の
一
章
「
神
曲
、

吾わ
が

友
な
る
貴
公
子
」
の
〈
こ
こ
す
ぎ
て
　
う
れ
へ
の
市ま
ち

に
　
こ
こ
す
ぎ
て

嘆
な
げ
き
の
淵
に
…
…
〉（
引
用
は
岩
波
文
庫
『
即
興
詩
人
・
上
巻
』〔
昭
44
・
２
、

改
版
〕
に
よ
る
）
と
い
う
訳
を
改
変
引
用
し
た
も
の
か
。
笠
原
伸
生
は
「
な

ぜ
、
大
庭
葉
蔵
か
」（「
信
州
白
樺
」〔
51
・
52
合
併
号
〕
昭
57
・
10
）
で
、

こ
の
一
句
に
〈
己
は
い
ま
《
悲
し
み
の
市ま

ち

》
の
民
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
だ
と



い
う
よ
う
な
〉〈
仕
掛
け
が
あ
る
〉
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
、
笠
原
氏
は
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
「
な
ぜ
、
大
庭
葉
蔵
か
」
の
「
注
」
の

中
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
可
能
性
も
示
し
て
い
る
。

『
上
田
敏
全
集
』（
昭
４
・
９
）
第
一
巻
に
〈
こ
ゝ
す
ぎ
て
か
な
し
み
の
都ま

ち

へ
、
こ
ゝ
す
ぎ
て
と
は
の
な
や
み
に
、
こ
ゝ
す
ぎ
て
ほ
ろ
び
の
民
へ
人
は
ゆ

く
〉（
断
章
Ａ
稿
）
と
あ
る
。
上
田
訳
を
参
照
す
る
可
能
性
は
時
間
的
に
み

て
充
分
あ
る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
笠
原
氏
も
消
極
的
に
「
ど
う
だ
ろ
う
か
」
と
問
い

か
け
程
度
に
と
ど
め
、
氏
の
本
論
の
中
で
は
「
ち
な
み
に
冒
頭
の
一
句
は
有
名
な

外
訳
と
関
連
が
あ
る
」
と
、『
即
興
詩
人
』
の
翻
訳
が
、「
道
化
の
華
」
に
使
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
ま
で
は
こ
の
笠
原
氏
の
見

解
を
基
に
、「
道
化
の
華
」
の
冒
頭
の
一
節
の
翻
訳
と
し
て
は
、

外
訳
が
使
用

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
他
に
翻
訳
さ
れ
た
『
神
曲
』
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

太
宰
が
「
道
化
の
華
」
を
執
筆
し
て
い
た
当
時
、『
神
曲
』
に
関
す
る
翻
訳
本
は

他
に
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
翻
訳
本
に
は
、
可
能
性
は
無
い
の
だ
ろ

う
か
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
回
論
者
が
調
査
し
た
『
神
曲
』
関
係
の
翻
訳
本
か
ら
、

こ
の
一
節
だ
け
を
抜
き
出
し
た
も
の
を
以
下
に
挙
げ
て
み
た
の
で
、
比
較
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
（
な
お
引
用
す
る
翻
訳
は
、
太
宰
が
「
道
化
の
華
」
を
執
筆
す

る
う
え
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
古
い
順
か
ら
挙
げ
る
も
の

と
す
る
。
ま
た
、
太
宰
が
当
時
見
る
こ
と
の
で
き
た
翻
訳
本
と
し
て
、『
明
治
大

正
昭
和
翻
訳
文
学
目
録
』
で
は
、
山
川
丙
三
郎
、
古
典
文
学
研
究
会
、
中
山
昌
樹
、

（
12
）

（
11
）

（
10
）
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竹
友
虎
雄
（
藻
風
）、
河
原
万
吉
等
、
生
田
長
江
、
以
上
五
者
の
翻
訳
に
よ
る
も

の
が
確
認
で
き
た
が
、
論
者
は
さ
ら
に
多
種
の
ア
ク
セ
ス
を
利
用
し
て
、
こ
れ
ら

の
他
の
翻
訳
本
も
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
翻
訳
も
併
せ
て
以

下
に
挙
げ
て
い
る
）。

・
こ
ゝ
す
ぎ
て
　
う
れ
へ
の
市
に

こ
ゝ
す
ぎ
て
　
嘆
の
淵
に

森
林
太
郎
（

外
）『
即
興
詩
人
』（
明
35
・
９
　
春
陽
堂
）

（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

・
吾
す
ぎ
て
憂
の
市
へ
、
／
吾
す
ぎ
て
永と

久は

の
苦
患
く
げ
ん

へ
、

高
田
梨
雨
「
ダ
ン
テ
神
曲
」（「
明
星
」
明
39
・
３
）

・
我
を
過
ぐ
れ
ば
憂
の
都
あ
り
、
我
を
過
ぐ
れ
ば
永
遠
と
こ
し
へ

の
苦
患
な
や
み

あ
り
、

山
川
丙
三
郎
『
ダ
ン
テ
神
曲
　
地
獄
』（
大
３
・
11

警
醒
社
書
店
）

・
我 わ

れ
に
よ
り
て
悲 ひ

哀 あ
い

の
府 ふ

に
入 い

り
、
／
我わ

れ
に
よ
り
て
永
遠
え
い
ゑ
ん

の
苦
く
る
し
みに
入い

り
、

高
月
藹
之
助
『
神
曲
物
語
』（
大
４
・
５
　
実
業
之
日
本
社
）

・
我 わ

れ

を
過 す

ぐ
れ
ば
憂

う
れ
ひ

の
都

み
や
こ

あ
り
、
我わ
れ

を
過す

ぐ
れ
ば
永
遠
え
い
ゑ
ん

の
悩
み
が
あ
り
、

古
典
文
学
研
究
会
『
神
曲
』（
大
５
・
12

向
陵
社
）

・
我
を
過
ぎ
て
憂
愁
の
都
へ
／
我
を
過
ぎ
て
永
劫
の
憂
苦
へ

中
山
昌
樹
『
ダ
ン
テ
神
曲
　
地
獄
篇
』（
大
６
・
１
　
洛
陽
堂
）

一
〇
五



一
〇
六

「
道
化
の
華
」
の
一
つ
の
引
用
　
（
渡
邊
　
浩
史
）

・
こ
ゝ
す
ぎ
て
か
な
し
み
の
都 ま

ち

へ
、
こ
ゝ
す
ぎ
て
と
は
の
な
や
み
に
、

・
わ
れ
す
ぎ
て
愁
の
市
へ
、
わ
れ
す
ぎ
て
と
は
の
痛
み
へ
、

故
上
田
敏
　
発
行
者
　
星
野
敬
一
『
ダ
ン
テ
神
曲
』〔
未
定
稿
〕

（
大
７
・
７
　
修
文
館
書
店
）
及
び
、『
上
田
敏
全
集
』
第
一
巻

（
昭
４
・
９
　
改
造
社
）
所
収
。

・
わ
れ
過
ぎ
て
悲 ひ

劇 げ
き

の
市 ま

ち

に
、
／
わ
れ
過
ぎ
て
永と

劫は

の
患
う
れ
ひ
に
、

竹
友
虎
雄
『
神
曲
　
地
獄
界
上
』（
大
12
・
５
　
文
献
書
院
）

・
我
れ
を
過
ぎ
て
憂
愁
の
都
へ
、
我
れ
を
過
ぎ
て
永
遠
の
苦
悩
へ
、

河
原
万
吉
等
『
神
曲
（
上
巻
）』（
大
15
・
12

万
有
文
庫
）

・
我
は
悲
し
み
の
市 ま

ち

へ
の
入
口
な
り
。
わ
れ
は
永
劫
と
こ
し
え

な
る
悩
み
へ
の
入
口
な
り
。

生
田
長
江
『
神
曲
』（
昭
４
・
８
　
新
潮
社
）

管
見
に
入
る
限
り
、
こ
れ
だ
け
の
翻
訳
本
を
太
宰
は
見
る
こ
と
が
で
き
た
可
能

性
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
傍
線
部
を
比
較
し
て
み
る
と
、
確
か
に

「
道
化
の
華
」
に
用
い
ら
れ
た
翻
訳
の
可
能
性
と
し
て
、
笠
原
氏
が
指
摘
し
た
森

外
訳
と
上
田
敏
訳
の
可
能
性
に
絞
ら
れ
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理

由
の
一
番
大
き
な
点
と
し
て
、「
こ
ゝ
」（
太
宰
は
「
こ
こ
」
と
し
て
い
る
が
）
と

二
人
の
翻
訳
者
は
訳
し
て
い
る
の
に
対
し
、
他
の
翻
訳
者
た
ち
は
、「
吾
」「
我
」

「
我
れ
」「
わ
れ
」
な
ど
と
訳
し
、〈
一
人
称
〉
扱
い
に
し
て
い
る
こ
と
が
理
由
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

で
は
、
笠
原
氏
は
何
故
森

外
訳
を
一
番
濃
厚
な
可
能
性
と
し
て
選
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
再
び
笠
原
氏
の
論
文
か
ら
引
用
し
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

ち
な
み
に
冒
頭
の
一
句
は
有
名
な

外
訳
と
関
連
が
あ
る
。〈
こ
ゝ
す
ぎ
て
、

う
れ
へ
の
市 ま

ち

に
／
こ
ゝ
す
ぎ
て
嘆

な
げ
き

の
淵
に
〉（『
即
興
詩
人
』）
が
そ
れ
で
あ

っ
て
、〈
空
濛
の
淵
〉
は
当
然
〈
嘆
の
淵
〉
か
ら
連
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。

ま
た
、
こ
の
記
述
の
最
後
に
「（
注
）」
と
あ
る
が
、
こ
の
「（
注
）」
を
見
て
い

く
と
、『

即
興
詩
人
』（
明
治
25
・
11
〜
34
・
２
、
35
年
刊
）
の
な
か
の
「
神
曲
、

吾
友
な
る
貴
公
子
」
に
〈
こ
ゝ
す
ぎ
て
　
う
れ
へ
の
市ま

ち

に
／
こ
ゝ
す
ぎ
て

嘆
な
げ
き
の
淵
に
／
こ
ゝ
す
ぎ
て
　
浮
ぶ
時
な
り
〉」
と
訳
さ
れ
て
人
口
に
膾
灸
し

た
も
の
を
太
宰
風
に
改
変
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、〈
嘆
の
淵
〉
が
「
道
化
の
華
」
本
文
中

に
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
空
濛
の
淵
。」
と
出
て
く
る
た
め
、
信
憑
性
は
高
い
と
言
え

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
本
当
に

外
訳
が
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
氏
が
「
連
想
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
い
る
〈
嘆
の
淵
〉
と
〈
空
濛

の
淵
〉
に
関
し
て
は
、
実
際
に
当
て
は
ま
っ
て
い
る
の
は
、〈
淵
〉
と
い
う
一
字

の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
意
味
的
に
も
、〈
嘆
〉
と
〈
空
濛
〉
と
で
は
全
く
つ
な
が

っ
て
は
こ
な
い
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
氏
が
論
文
中
に
載
せ
た

外
訳
『
即
興
詩

人
』「
神
曲
、
吾
友
な
る
貴
公
子
」
の
引
用
文
、〈
こ
ゝ
す
ぎ
て
、
う
れ
へ
の
市ま

ち

に
／
こ
ゝ
す
ぎ
て
嘆
な
げ
き
の
淵
に
〉
に
は
〈
市ま
ち

〉、〈
嘆
な
げ
き
〉
と
ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
る
が
、

実
際
の

外
訳
『
即
興
詩
人
』「
神
曲
、
吾
友
な
る
貴
公
子
」（
明
35
・
９
　
春
陽

（
13
）



堂
）
に
は
ル
ビ
は
ふ
ら
れ
て
い
な
い
（
先
に
論
者
が
挙
げ
た
森
林
太
郎
（

外
）

訳
の
『
即
興
詩
人
』
を
参
照
）。

ま
た
、
森

外
訳
で
不
足
の
事
態
が
生
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
さ
ら
に
補
足
す

る
と
、
こ
の

外
訳
『
即
興
詩
人
』「
神
曲
、
吾
友
な
る
貴
公
子
」
は
、
実
は

『
神
曲
』
と
い
う
作
品
を
純
粋
に
訳
し
た
も
の
で
は
な
い
。
翻
訳
さ
れ
て
い
る
部

分
は
「
地
獄
の
門
」
に
関
し
て
の
銘
文
だ
け
で
、
後
は
、
全
体
を
簡
単
に
説
明
し

て
い
る
程
度
で
あ
り
（
ほ
ぼ
感
想
に
近
く
感
じ
る
）、
何
故
「
第
三
歌
」
の
「
地

獄
の
門
」
の
銘
文
へ
と
到
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
翻
訳
本
で
は
窺
い
知
る
こ

と
が
難
し
い
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
見
て
も
、『
即
興
詩
人
』
に
挙
げ
ら
れ
た
翻
訳
が
、
直
接
太

宰
が
参
考
に
し
た
可
能
性
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
に
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

三
、
太
宰
が
選
ん
だ
『
神
曲
』
の
翻
訳
本
と
は

そ
れ
で
は
、
太
宰
が
参
考
に
し
た
翻
訳
本
の
可
能
性
と
し
て
、
さ
ら
に
有
力
な

も
の
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
う
一
度
、
今
回
論
者
が
挙
げ
た
様
々
な
翻
訳
者
た
ち
に
よ
る
『
神
曲
』「
地

獄
の
門
」
に
関
す
る
銘
文
の
翻
訳
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
中
で
、
奇

妙
な
翻
訳
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
は
、「
故
上
田
敏
　
発
行
者
　
星
野
敬

一
」
と
な
っ
て
い
る
『
ダ
ン
テ
神
曲
』〔
上
田
敏
未
定
稿
〕（
大
７
・
７
　
修
文
館

書
店
）
に
書
か
れ
た
翻
訳
と
、『
上
田
敏
全
集
』
第
一
巻
（
昭
４
・
９
　
改
造
社
）

に
載
せ
ら
れ
た
翻
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
最
初
に
未
定
稿
版
の
『
ダ
ン
テ
神
曲
』

が
出
版
さ
れ
、
そ
の
翻
訳
が
上
田
敏
の
全
集
収
録
の
際
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
　
第
三
一
号
（
二
〇
〇
三
年
三
月
）

で
あ
る
。

こ
の
未
定
稿
の
翻
訳
本
に
関
し
て
、
多
少
説
明
を
し
て
い
く
。
こ
の
翻
訳
本
に

は
、
生
前
、
上
田
敏
が
完
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
の
原

稿
を
集
め
、
最
初
の
「
例
言
」
に
「
且
神
曲
遺
篇
の
刊
行
を
図
る
こ
と
歳
あ
り
、

今
故
人
の
三
周
忌
に
当
り
て
印
刷
成
る
を
告
ぐ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
世
に

刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
翻
訳
本
を
見
て
い
く
と
、「
地
獄
界
」
の
「
第
三
歌
」
の
冒
頭
に

「
こ
ゝ
す
ぎ
て
か
な
し
み
の
都 ま

ち

に
、
こ
ゝ
す
ぎ
て
と
は
の
な
や
み
に
」
と
「
地
獄
の

門
」
の
銘
文
が
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
地
獄
界
」
は
「
第
七
歌
」
の
途
中

で
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
次
の
頁
か
ら
、
再
び
、「
地
獄
界
　
第
一
歌
」
が
書
き

出
さ
れ
始
め
て
い
る
。
読
み
進
め
て
い
く
と
、
ま
た
「
第
三
歌
」
が
あ
ら
わ
れ
、

こ
の
冒
頭
に
は
「
わ
れ
す
ぎ
て
愁
の
市
へ
、
わ
れ
す
ぎ
て
と
は
の
痛
み
へ
」
と
あ

り
、
訳
が
一
部
改
変
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
地
獄
界
」
は
「
第
三
歌
」
の
途
中
で

終
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
次
の
頁
か
ら
「
地
獄
界
　
第
一
歌
」
が
書
き
出
さ
れ
始
め
、

こ
の
「
第
一
歌
」
は
二
頁
程
で
終
了
し
、
そ
こ
で
こ
の
翻
訳
本
は
閉
じ
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
例
言
」
に
次
の
よ
う
な
説
明
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

故
上
田
敏
氏
の
ダ
ン
テ
神
曲
の
翻
訳
は
全
篇
の
一
小
部
分
に
止
ま
り
、
而
も

未
だ
彫
琢
を
悉
さ
ざ
る
所
多
き
が
如
し
と
雖
も
、
故
人
の
遺
稿
中
最
も
重
要

な
る
も
の
と
す
。
自
筆
の
訳
稿
は
三
種
あ
り
、
其
一
は
主
と
し
て
俗
語
体
に

書
綴
ら
れ
、
地
獄
界
第
七
歌
の
首
に
至
り
、
其
二
は
雅
文
体
に
訳
出
せ
ら
れ
、

同
第
三
歌
に
終
れ
り
、
其
三
も
亦
雅
文
体
に
し
て
、
稿
せ
る
所
僅
に
第
一
歌

の
四
分
の
一
に
過
ぎ
ず
。
今
こ
れ
ら
の
三
訳
併
せ
て
印
行
に
附
す
。

（
14
）
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一
〇
八

「
道
化
の
華
」
の
一
つ
の
引
用
　
（
渡
邊
　
浩
史
）

で
は
こ
こ
で
、
も
う
一
度
論
者
が
引
用
し
た
、
こ
の
「
第
三
歌
」
の
冒
頭
の
一

節
の
傍
線
部
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
の
「
第
三
歌
」
の
一
節
は
、

「
こ
ゝ
す
ぎ
て
か
な
し
み
の
都ま

ち

へ
」

と
書
か
れ
て
あ
り
、「
都
」
の
字
に
「
ま
ち
」
と
ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
る
。

次
の
「
第
三
歌
」
の

「
わ
れ
す
ぎ
て
愁
の
市
へ
」

に
は
、「
都
」
が
「
市
」
と
い
う
字
に
改
変
さ
れ
、
こ
の
「
都
」
の
字
と
入
れ
変

え
る
と

〈
こ
ゝ
す
ぎ
て
か
な
し
み
の
市ま

ち

へ
〉

と
、「
道
化
の
華
」
本
文
中
の

「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市ま

ち

。」

と
、
ほ
ぼ
完
全
に
近
い
形
で
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。「
を
」
に
関
し
て
は
、

太
宰
が
「
道
化
の
華
」
を
創
作
す
る
際
、〈
場
所
〉
を
明
示
す
る
た
め
の
助
詞
と

し
て
、
組
み
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
は
『
上
田
敏
全

集
』
第
一
巻
で
も
同
じ
形
式
で
訳
さ
れ
て
お
り
、
全
集
で
は
三
種
の
訳
稿
を
「
Ａ

稿
」「
Ｂ
稿
」「
Ｃ
稿
」
と
し
、
区
分
け
を
し
て
い
る
。

以
上
の
点
か
ら
も
見
て
、
太
宰
が
「
道
化
の
華
」
執
筆
時
に
そ
の
参
考
に
し
た

翻
訳
本
と
し
て
は
、
上
田
敏
訳
の
も
の
が
可
能
性
と
し
て
は
一
番
大
き
い
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
15
）

四
、
な
ぜ
、
上
田
敏
訳
な
の
か

で
は
、
な
ぜ
上
田
敏
訳
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

―
。

そ
の
前
に
、
太
宰
は
こ
れ
ら
の
翻
訳
本
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に

未
定
稿
版
の
『
ダ
ン
テ
神
曲
』
に
関
し
て
は
、
い
か
に
も
マ
イ
ナ
ー
な
感
が
す
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
ま
ず
、
未
定
稿
版
の
『
ダ
ン
テ
神
曲
』
に
つ
い
て
調
査

を
し
て
い
く
と
、
こ
の
翻
訳
本
が
出
版
さ
れ
た
同
じ
月
に
、
当
時
の
総
合
雑
誌
で

あ
っ
た
「
太
陽
」
第
二
四
巻
第
九
号
（
大
７
・
７
　
博
文
館
）
で
、
宣
伝
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
れ
な
り
に
脚
光
を
浴
び
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
中
の
宣

伝
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

早
い
も
の
で
も
う
上
田
君
の
三
周
忌
が
近
づ
い
た
。
記
念
に
出
版
さ
る
ゝ

遺
稿
ダ
ン
テ
神
曲
も
、
僅
に
地
獄
篇
の
首
め
の
七
歌
ば
か
り
に
過
ぎ
な
い

も
の
で
、
而
も
未
だ
彫
琢
を
経
ざ
る
粗
い
未
定
稿
の
ま
ゝ
な
も
の
な
が
ら
、

知
友
門
弟
が
故
人
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
は
こ
よ
な
き
も
の
で
あ
ら
う
。

残
後
の
二
年
間
に
神
曲
の
翻
訳
さ
て
は
記
述
が
二
種
ほ
ど
出
で
、
そ
の
外
、

新
生
の
翻
訳
も
世
に
あ
ら
は
れ
、
ダ
ン
テ
研
究
の
論
文
も
ち
ら
ほ
ら
見
え

た
が
、
格
段
の
希
望
を
以
て
上
田
君
の
訳
の
出
現
を
待
ち
う
け
て
居
て
く

れ
た
人
は
少
な
く
な
い
こ
と
ゝ
思
ふ
。
詩
聖
ダ
ン
テ
の
著
者
と
し
て
、
又

文
藝
委
員
会
の
嘱
を
受
け
て
神
曲
の
翻
訳
を
担
当
し
た
斯
界
の
泰
斗
と
し

て
、
そ
の
訳
稿
の
如
何
な
る
も
の
か
は
、
多
く
の
人
々
の
注
視
を
洩
れ
ぬ

所
で
あ
ら
う
。

（
略
）

（
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伊
太
利
始
め
西
洋
の
主
な
る
ダ
ン
テ
学
会
な
ど
に
向
け
て
も
、
大
阪
の
大
賀

氏
等
の
介
意
を
得
て
、
今
度
出
版
の
訳
本
を
寄
贈
し
て
西
洋
に
も
紹
介
し
た

い
し
、
又
無
論
我
国
に
あ
り
て
も
相
当
の
範
囲
に
こ
の
本
を
頒
布
し
た
い
も

の
と
自
分
は
希
望
す
る
次
第
で
あ
る
。
来
る
大
正
十
年
即
ち
西
暦
千
九
百
二

十
一
年
は
ダ
ン
テ
の
六
百
年
遠
忌
に
相
当
す
る
か
ら
、
そ
の
を
り
に
も
こ
の

訳
本
は
本
邦
に
於
て
大
に
意
義
の
あ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
こ
の
当
時
、
太
宰
は
ま
だ
年
齢
わ
ず
か
一
〇
歳
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
以

降
で
も
、
こ
の
宣
伝
文
を
目
に
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
と
言
う

こ
と
は
、
太
宰
が
見
た
翻
訳
本
と
し
て
は
、
未
定
稿
版
以
外
の
上
田
訳
で
あ
る
と

い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

で
は
こ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
翻
訳
本
の
可
能
性
と
し
て
、『
上
田
敏
全
集
』
第

一
巻
に
収
録
さ
れ
た
「
神
曲
」
の
方
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

こ
の
『
上
田
敏
全
集
』
第
一
巻
は
、
昭
和
四
年
九
月
三
日
に
発
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
発
行
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
非
常
に
注
目
度
の
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。

ま
ず
、
昭
和
三
年
四
月
一
日
に
発
行
さ
れ
た
「
改
造
」
四
月
号
に
は
、
次
の
よ

う
な
宣
伝
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

本
全
集
は
夙
に
出
づ
べ
く
し
て
未
だ
出
で
ざ
り
し
も
の
、
而
し
て
こ
の
出
版

の
重
任
を
本
社
に
託
さ
れ
た
る
は
本
社
の
欣
幸
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我

社
は
採
算
の
如
き
を
度
外
し
て
優
れ
た
る
内
容
と
相
俟
ち
、
外
装
ま
た
善
美

を
尽
し
て
柳
村
先
生
の
支
持
者
に
贈
る
こ
と
を
誓
言
す
る
。

「
採
算
の
如
き
を
度
外
」
し
て
ま
で
も
、「
外
装
ま
た
善
美
を
尽
」
す
こ
と
を

「
誓
言
」
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
全
集
を
発
行
す
る
こ
と
が
、
改
造
社

（
19
）

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
　
第
三
一
号
（
二
〇
〇
三
年
三
月
）

に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
企
画
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
ま
た
、
こ

の
宣
伝
文
の
次
頁
に
は
、『
上
田
敏
全
集
』
全
体
の
「
内
容
要
目
」
が
広
告
と
し

て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
内
容
要
目
」
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
こ
の
全
集
が
「
第
一
巻
」
か
ら

「
第
八
巻
」
ま
で
、
発
行
さ
れ
る
こ
と
を
読
者
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中

で
「
第
一
巻
　
詩
集
」
の
欄
に
視
線
を
落
と
し
て
み
る
と
、「
ダ
ン
テ
『
神
曲
』

（
未
定
稿
）」
と
い
う
文
字
が
視
界
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
こ
の

「
改
造
」
四
月
号
を
読
ん
だ
読
者
は
、
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
の
翻
訳
が
、
こ
れ
か
ら

発
行
さ
れ
る
こ
の
全
集
に
、
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。こ

の
全
集
の
宣
伝
は
、
続
く
「
改
造
」
五
月
号
（
昭
３
・
５
）
で
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
谷
崎
潤
一
郎
が
「
敏
先
生
の
お
も
ひ
で
」
と
い
う
題

で
、
永
井
荷
風
が
「
上
田
敏
氏
に
つ
き
」
と
い
う
題
で
、
そ
れ
ぞ
れ
全
集
出
版
を

記
念
す
る
文
章
を
掲
載
し
て
お
り
、
巻
末
に
あ
る
こ
の
五
月
号
の
「
編
輯
だ
よ
り
」

に
は
、
次
の
よ
う
な
宣
伝
文
ま
で
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

我
文
壇
に
お
け
る
偉
大
な
る
功
績
者
上
田
敏
全
集
を
本
社
よ
り
出
す
こ
と
と

な
つ
た
。
そ
の
内
容
は
、
外
装
共
に
申
分
の
な
い
全
集
と
し
て
五
月
草
々
街

頭
に
出
る
や
う
に
な
る
の
は
う
れ
し
い
。

「
改
造
」
四
月
号
で
宣
伝
さ
れ
た
文
章
と
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、

再
度
に
亘
っ
て
の
宣
伝
は
、
恐
ら
く
人
々
の
記
憶
に
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
全
集
の
宣
伝
は
別
の
雑
誌
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
昭
和
三
年
五
月

一
日
に
発
行
さ
れ
た
「
文
芸
研
究
」
に
は
「
上
田
敏
号
」
と
い
う
特
集
号
が
組
ま

（
20
）

一
〇
九



一
一
〇

「
道
化
の
華
」
の
一
つ
の
引
用
　
（
渡
邊
　
浩
史
）

れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
内
容
は
大
変
豪
華
な
も
の
で
あ
り
、
様
々
な
文
学
者
た

ち
が
、
故
人
と
な
っ
た
上
田
敏
を
偲
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
故
人
を
論
じ

る
文
章
を
記
載
し
て
い
る
の
だ
。
そ
ん
な
「
上
田
敏
号
」
の
目
次
に
目
を
向
け
て

み
る
と
、「
挿
絵
」
と
い
う
欄
に
、「『
神
曲
』
訳
稿
の
一
部
」
と
い
う
見
出
し
が

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
見
出
し
の
頁
を
繰
っ
て
み
る
と
、

『
ダ
ン
テ
神
曲
』
の
「
訳
稿
の
一
部
」
で
あ
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
さ
ら
に
四
頁
後
に
は
、
黒
田
正
利
が
こ
の
特
集
号
で
「
上
田
敏
先
生
と
ダ
ン
テ

研
究
」
と
い
う
題
で
、
上
田
敏
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
「
神
曲
」
に
つ
い
て
説
明
を

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
未
定
稿
版
『
ダ
ン
テ
神
曲
』
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い

る
。以

上
の
よ
う
な
宣
伝
文
、
特
に
「
改
造
」
に
関
し
て
は
、
当
時
多
く
の
文
学
者

た
ち
が
閲
覧
し
て
い
た
だ
け
に
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
な
い
わ
け
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、「
御
近
所
の
井
伏
さ
ん
に
読
ん
で
も
ら
つ
て
、
評
判
が
よ

い
。
元
気
を
得
て
、
さ
ら
に
手
を
入
れ
、
消
し
去
り
書
き
加
へ
、
五
回
ほ
ど
清
書

し
直
」
す
程
、
精
緻
に
「
道
化
の
華
」
と
い
う
作
品
を
組
み
立
て
て
い
た
太
宰
に

と
っ
て
、
必
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
み
て
も
、
不
思
議
な
こ
と
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
太
宰
が
上
田
訳
を
参
考
に
す
る
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
雑
誌

で
行
わ
れ
て
い
る
宣
伝
を
通
し
て
の
影
響
関
係
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

外
訳
と
上
田
訳
の
両
者
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
結
果
、『
上
田
敏
全
集
』

第
一
巻
の
「
神
曲
」
の
翻
訳
の
方
を
太
宰
は
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
可
能
性
が
、

現
在
で
は
一
番
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
23
）

（
22
）

（
21
）

五
、
お
わ
り
に

以
上
が
、
今
回
の
論
証
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
。
な
お
、
今
回

の
作
業
は
あ
く
ま
で
、
作
品
世
界
の
開
示
を
目
指
す
た
め
の
基
礎
的
な
作
業
で
あ

る
。
こ
の
作
品
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
は
、〈
一
人
称
〉
扱
い
に
し
た
銘
文
の
翻
訳
を

使
用
せ
ず
に
、「
こ
こ
」
と
い
う
〈
場
〉
を
示
し
た
上
田
訳
の
も
の
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
「
道
化
の
華
」
を
見
て
い
く
う
え
で
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
課

題
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
今
回
出
た
結
論
を
も
と
に
、「
道
化
の

華
」
と
い
う
作
品
を
も
う
一
度
捉
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

﹇
注
﹈

（
１
）「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
六
〇
年
一
一
月

（
２
）「
太
宰
治
『
道
化
の
華
』
の
構
造
」（「
人
間
文
化
研
究
科
年
報
」
五
　
平
成
二
年
三

月
）

（
３
）「『
道
化
の
華
』
の
仕
組
み
に
つ
い
て
」（「
語
文
論
叢
」
一
六
昭
和
六
三
年
一
〇
月
）

（
４
）「
文
藝
通
信
」
第
三
巻
第
一
〇
号
　
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
　
但
し
引
用
は
『
太
宰
治

全
集
』（
平
成
一
年
六
月
　
筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

（
５
）
こ
の
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
に
関
し
て
は
、『
太
宰
治
全
集
』
第
一
巻
（
平
成

一
年
六
月
　
筑
摩
書
房
）
山
内
祥
史
氏
の
「
解
題
」
で
武
者
小
路
実
光
・
小
西
茂

也
訳
の
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
』（
昭
和
五
年
一
〇
月
）
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て

き
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
長
部
日
出
雄
氏
が
『
太
宰
治
研
究
』
九
（
平
成

一
三
年
六
月
　
和
泉
書
院
）
の
「『
道
化
の
華
』
の
現
在
性
」
で
そ
の
正
当
性
を
認



め
る
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

（
６
）
こ
の
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市ま
ち

。」
と
い
う
冒
頭
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
関
し
て
は
、

初
出
の
ま
ま
の
形
で
挙
げ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
初
版
も
初
出
と
同
様
の
形
式
で

書
か
れ
て
お
り
、
冒
頭
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
関
し
て
異
同
は
な
い
。

（
７
）
明
治
三
五
年
九
月
　
春
陽
堂

（
８
）
平
成
六
年
五
月
　
学
燈
社

（
９
）
平
成
八
年
五
月
　
新
典
社

（
10
）「
信
州
白
樺
」〔
五
一
・
五
二
合
併
号
〕
昭
和
五
七
年
一
〇
月

（
11
）
佐
藤
泰
正
氏
も
「『
道
化
の
華
』
を
ど
う
読
む
か
―
太
宰
治
・
そ
の
主
題
と
方
法

（
一
）
―
」（「
日
本
文
学
研
究
」
二
二
昭
和
六
一
年
一
一
月
）
で
、
こ
の
笠
原
氏
の

論
文
の
説
を
引
用
し
て
い
る
。

（
12
）
国
立
国
会
図
書
館
（
昭
和
三
四
年
九
月
二
五
日
　
風
間
書
房
）

（
13
）
注
（
10
）
に
同
じ
。

（
14
）
故
上
田
敏
　
発
行
者
　
星
野
敬
一
『
ダ
ン
テ
神
曲
』（
大
正
七
年
七
月
　
修
文
館
書

店
）

（
15
）『
上
田
敏
全
集
』
第
一
巻
（
昭
和
四
年
九
月
　
改
造
社
）
の
中
の
「
神
曲
」
を
参
照
。

（
16
）
ち
な
み
に
、
こ
の
「
太
陽
」
第
二
四
巻
第
九
号
の
発
行
日
は
、
未
定
稿
版
『
ダ
ン

テ
神
曲
』
と
同
じ
、
大
正
七
年
七
月
一
日
で
あ
る
。

（
17
）「
太
陽
」
第
二
四
巻
第
九
号
（
大
正
七
年
七
月
　
博
文
館
）
の
目
次
に
は
、「
故
上

田
敏
博
士
三
周
忌
」
と
い
う
特
集
欄
が
九
六
頁
か
ら
一
〇
三
頁
ま
で
組
ま
れ
て
い

た
。
そ
の
中
に
は
新
村
出
の
「
故
上
田
敏
氏
の
ダ
ン
テ
翻
訳
」
と
い
う
宣
伝
文
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
は
、
藤
代
素
人
に
よ
る
「
上
田
君
の
思
ひ
出
」、
北

原
白
秋
に
よ
る
「
上
田
先
生
と
私
」、
永
井
荷
風
に
よ
る
「
コ
ン
セ
ー
ル
・
ル
ー
ジ

ユ
の
夜
よ
り
」、
成
瀬
無
極
に
よ
る
「
千
束
の
池
と
五
重
塔
」
と
い
う
言
及
が
あ
る
。

（
傍
線
引
用
者
）

（
18
）
ち
な
み
に
、
こ
の
宣
伝
文
は
、
新
村
出
の
『
典
籍
叢
談
』（
大
正
一
四
年
九
月
　
岡

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
　
第
三
一
号
（
二
〇
〇
三
年
三
月
）

書
院
）
に
再
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
19
）
上
田
敏
の
別
号
の
こ
と
で
あ
る
。

（
20
）「
改
造
」
四
月
号
（
昭
和
三
年
四
月
　
改
造
社
）

（
21
）「
文
芸
研
究
」
上
田
敏
号
（
昭
和
三
年
五
月
　
文
芸
研
究
社
）

（
22
）
注
（
21
）
に
同
じ
。

（
23
）
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
わ
た
な
べ
　
ひ
ろ
ふ
み
　
　
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
授：

坪
内
　
稔
典
教
授
）

二
〇
〇
二
年
十
月
十
六
日
受
理

一
一
一


