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の
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
「
懐
風
藻
」
十
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

明
の
為
努
力
し
た
が
、
各
項
目
と
も
未
熟
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
、

の
こ
さ
れ
た
諒
闇
に
対
し
一
一
廉
の
現
力
を
弔
慰
．
仏
た
い
と
氾
う
u

ザベ

L
L
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コ
二
十
二
年
度
卒
業
〕

「
あ
は
れ
」

「
を
か
し
」

の
一
考
察

東

矢

事責

子

一、

枕
計
十
子
、
徒
然
平
に
つ
い
℃
は
色
々
介
予
に
川
町
て
研
究
さ
れ
、
今

一史

γつ
ま
で
も
な
い
が
治
少
約
一
一
円
、
設
好
が
川
一
月
象
物
に
つ
い
て

ど
の
掠
な
間
出
抗
与
を

L
J
J
い
る
か
。
そ
れ
を
た
ず
、
ア
J

は

れ
」
、
「
を
か
し
」
に
叫
九
た
川
一
一
刈
象
物
に
つ
い
て
北
校
、
考
察

し
て
み
よ
う
と
以
う
ο

方
法
と
し
て
、

U
い
そ
の
初
め
に
枕
市
子
、
徒
出
公
平
に
於
る
「
あ
は
れ
」
、
「
を
か

じ
」
の
川
例
数
か
ら
そ
の
頻
度
以
（
神
州
、
日
然
入
山
い
）
を
み

る
ο

口
川
刈
的
乱
物
別
の
一
次
主
も
と
に
、
川
一
対
集
物
の
間
察
杭
げ
の
机
注

か
」
八
九
バ
バ
」
1
司
令
。

そ
の
際
、
刊
に
一
位
然
不
の

1 

は
れ
し
、

「
を
か
し
し
の
川

研
究
テ
！
？
の
前
回
に
、
大
き
く
折
し
バ
ド
さ
れ

1
発ノ
J
U
H
H
E－d

い
方
の
枕
古
一
－
子
と
川
だ
ら
二
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
出
川
か
、
間

察
限
度
の
相
違
か
を
考
え
る
心

対
象
物
別
（
神
師
、
自
然
、
人
事
）
に
づ
い
て
、
ん
介
々
検
討

L
は
7

人
vο

') ... 

一一、

村
「
あ
は
れ
」
、

仰

総

欽

「
を
か
し
L

の
総
数
及
び
分
制
点

あ
は
れ

枕
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徒
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28 

ゅ
の
表
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
枕
草
子
は
よ
く
宮
廷
文
学
と
い

わ
れ
る
と
共
に
、
「
を
か
し
」
の
文
学
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
如

く
、
川
W

の
去
を
一
見
し
て
も
わ
か
る
様
に
非
常
に
「
を
か
し
」
の
山

例
が
多
い
。
こ
の
様
に
「
を
か
し
」
の
川
例
数
の
著
し
く
多
い
の
は

何
故
か
。
岡
崎
義
窓
氏
は
、
「
態
度
が
批
判
的
、
客
観
的
で
心
情
の

明
朗
自
由
を
許
す
と
い
う
点
に
於
て
随
筆
と
「
を
か
し
」
と
の
結
合

が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
」
。
と
い
わ
れ
、
森
景
南
氏
は
、
そ
れ

を
清
少
納
言
の
蝶
欝
性
性
格
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

と
同
時
に
彼
女
の
生
き
た
時
代
、
生
活
環
境
（
巾
瓦
族
生
前
U

等
も
そ

の
影
響
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

同
の
表
は
対
象
物
別
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る

Q

枕
草
子
の

「
を
か
し
」
白
総
数
問
問
八
例
中
、
人
事
に
関
し
た
も
の
が
二
一
一
一
一

例
（
守
主
%
〉
。
そ
の
中
、
宮
廷
内
の
事
に
関
し
た
も
の
が
二
二

六
例
（
口
、
七
三
%
）
ぞ
し
め
る
。
と
れ
は
作
者
の
官
娃
生
活
と
い
う

生
活
環
境
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
叉
徒
然
平
に
於
て
神
悌
に
関

す
る
頻
度
数
が
枕
草
子
よ
り
多
い
と
い
、
っ
一
挙
は
、
陪
遁
生
活
者
た
る

粂
好
に
と
っ
て
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

「
を
か
し
し
に
現
れ
た
同
一
対
象
物
の
観
察
抗
写

件
「
あ
は
れ
」
、

に
つ
い
℃
、

川
徒
然
草
に
於
る
「
あ
は
れ
」
、
「
を
か
し
」
は
混
同
か
‘
そ

れ
と
も
粂
好
の
矧
・
手
、
按
度
の
相
違
か
。

「
あ
は
れ
」
、
「
を
か
し
」
に
現
れ
た
同
一
対
象
物
を
調
ぺ
て
い
る

う
ち
に
、
徒
然
草
に
於
て
、
「
あ
は
れ
」
、
「
を
か
し
」
の
用
い
方

が
枕
草
子
と
異
な
る
二
例
に
気
づ
い
た
。
文
章
か
ら
、
或
は
、
情
景

か
ら
判
断
す
れ
ば
、
「
あ
は
れ
」
と
す
べ
き
ぞ
「
を
か
し
」
と
し
、

「
を
か
し
」
と
す
べ
き
を
「
あ
は
れ
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以

下
枕
草
子
と
比
較
じ
な
が
ら
考
え
て
み
る
。

ω
野
分
の
あ
し
た

枕
、
野
分
の
叉
の
日
乙
そ
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
覚
ゆ
れ
ο

立

蔀
、
透
垣
な
さ
の
伏
し
並
み
た
る
に
前
栽
ど
も
心
苦
し
げ
な

り
。
〈
市
）
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を
市
少
約
一
三
日
の
蹴
穆
性
性
格
に
よ
る
と
い
わ
れ
る

Q

し
か
し
、

、
、
、
、
、

徒
、
文
野
分
の
あ
し
た
と
そ
を
か
し
け
れ
。

い
ひ
つ
い
λ

く
れ
ば
み
な
源
氏
物
語
、
枕
草
子
な
ど
に
こ
と
ふ

り
た
れ
ど
お
な
じ
一
帯
、
ま
た
今
さ
ら
に
い
は
じ
と
も
に
あ
ら

や
ノ
。
（
刊
日
）

同
元
日
一
の
さ
ま

枕
、
正
月
一
日
は
ま
い
て
宗
の
気
色
、
つ
ら
／
＼
と
め
づ
ら
し
く
霞

み
こ
め
た
る
に
、
昨
に
あ
り
と
あ
る
人
は
姿
か
た
ち
心
殊
に

つ
く
ろ
ひ
、
対
を
も
わ
が
身
在
も
杭
ひ
な
ど
し
た
る
さ
玄
妹

、
、
、

に
を
か
し
。
（
3
）

徒
、
か
く
て
明
け
ゆ
く
店
の
気
色
、
昨
日
に
か
は
り
た
り
と
、
芯

み
え
ね
ど
、
ひ
き
か
へ
め
づ
ら
し
き
こ
L
ち
ぞ
す
る
ω

L

へ

路
の
さ
ま
、
松
立
て
わ
た
し
℃
、
は
な
ぞ
か
に
う
れ
し
げ
な

、
、
、
、

る
こ
り
で
、
ま
た
あ
は
れ
な
れ
（
刊
と

ま
ず
ゆ
か
ら
み
る
に
、
枕
市
子
で
は
野
分
の
mr
的
を
？
の
は
わ
ル
」

？
と
し
、
徒

mHHー
で
は
「
を
か
し
」
の
川
象
と
し
て
い
る
。
昨
一
分
の
吹

い
た
柄
引
判
ば
、
そ
の
波
風
の
た
め
一
木
々
ば
吹
き
抗
ら
れ
、
時
の
J

山
も

一
変
し
℃
み
じ
め
に
な
っ
た
日
で
あ
ろ
う
。
当
然
こ
の
日
は
「
あ
は

れ
」
を
併
ず
の
で
は
な
か
九
、
っ
か
。
山
川
少
約
一
一
一
け
は
こ
の
日
の
「
伝
部

点
、
透
足
、
十
日
ぃ
花
が
倒
れ
℃
い
る
欣
川
市
川
正
「
あ
は
れ
」
や
は
山
じ
て
い

る
Q

じ
か
し
役
一
灯
は
こ
の
コ
凶
」
の
吹
h
た
怒
川
引
に
ア
ア
一
か
じ
）
と

感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
ο

弐
に
同
で
あ
る
が
、
枕
パ
ぃ
子
ば
、
浮
き
／
＼
し
た
姑
じ
い
一
一
ι
川一心

情
景
じ
っ
か
一
か
し
し
と
感
じ
て
い
る
ο

そ
れ
は
「
あ
は
れ
」
の
川
俊

そ
れ

f
叫
叫
＼

に
は
な
り
特
な
い
だ
ろ
う
c

し
か
し
朴
依
然
平
ば
乞
う
か
。
「
は
な
や

か
に
嬉
し
そ
う
な
感
じ
が
す
ろ
儀
子
」
が
「
あ
は
れ
な
れ
」
と
い
う

の
で
あ
る
ο

こ
の
様
に
「
あ
は
れ
」
、
「
左
か
し
」
を
川
い
て
い
る

の
は
何
故
で
あ
り
つ
つ
。

野
分
一
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
市
山
ザ
納
・
一
日
は
い
U
…
設
に
そ
の
以
の
吹
い

た山中
J

日
の
惨
憎
た
る
光
足
以
を
と
よ
去
か
く
矧
鈴
机
γ
J
し
て
い
る
G

し
か

し
鉄
、
好
は
そ
の
店
長
の
い
か
な
る
点
ぞ
間
在
し
た
か
、
そ
の
文
一
五
か

ら
は
判
断
川
米
な
い
が
、
彼
は
「
昨
分
の
あ
じ
た
」
必
あ
る
一
定
の

間
隔
を
沿
い
て
、
傍
倒
的
に
、
才
一
三
者
と
し
て
お
L
ま
か
に
回
読
し

た
の

C
は
な
い
だ
九
う
か
ο

そ
れ
故
、
「
あ
は
れ
」
？
と
感
ぜ
歩
、

「
ゆ
が
け
｝
か
し
」
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

州
刊
の
「
元
日
一
の

J

ほ
し
も
坑
川
町
の
制
提
出
山
に
よ
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か

Q
M介
山
太
郎
氏
が
、
「
仙
北
好
の
人
叩
ぃ
山
川
は
ま
ず
人
生
の

品
川
小
〈
と
し
て
、
無
常
号
制
じ
み
引
が
そ
の
机
時
L
しなりの
ο

し
か
し
彼

が
と
く
の
は
必
ず
し
れ
江
川
社
の
社
え
る
無
常
川
p

－L
の
ら
の

iuMmで

は
な
い

Q

彼
は
人
生
の
川
だ
と
し
て
い
川
沿
の
敵
、
即
ふ
り
托
が
念
々
に

我
に
辿
っ
て
い
る
こ
と
も
必
品
ぜ
よ
？
と
か
叫
／
＼
の
で
あ
る
ω

」
（
知
定

評
沢
佐
川
市
平
）
と
い
わ
れ
ろ
州
ノ
＼
父
、
抗
日
時
代
が
「
日
米
好
は
問

手
の
風
物
に
対
し
て
、
り
、
こ
れ
な
川
市
と
い
、
つ
い
江
川
切
か
、
ハ
見
つ
め
る

こ
と
…
ど
な
ら
っ
た
の
で
あ
っ
た
υ

」
（
川
hyJドナ

A

J

芯
徒
出
午
の
風

勿
両
手
J

と

3
b
1
5
川
く
、
皮
下
乙
士
山
山
昨
日
目
J

そ
う
人
ト
ド

ば
付
apトイ
d

h

d

l

－
＼
、
1
v
q
A
a
A川
町

J

J

J

〆
／
／
／
ハ
L
旬、l
、z
l

、’ll
f
リ
J

ム・

ιν

ノ’

法
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
じ
の
川
市
川
が
「

J

－ん日．の

を
も
？
の
は
と
い
わ
せ
た
の
で
あ
わ
う
か

Q

19 
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そ
れ
と
も
粂
好
は
、

で
あ
ろ
う
か
。

も
の
の
あ
は
れ
は
秋
こ
そ
ま
さ
れ
と
人
ご
と
に
い
ふ
め
れ
ど
、

そ
れ
も
さ
る
も
の
に
て
、
今
一
き
は
心
も
う
き
た
つ
も
の
は
、
春

の
気
色
に
こ
そ
あ
め
れ
。
（
徒
四
）

と
文
章
か
ら
考
え
れ
ば
、
粂
好
は
「
春
の
気
色
」
を
「
あ
は
れ
」

と
し
て
う
け
と
っ
て
い
る
様
で
あ
る
。
し
か
し
中
世
の
人
の
心
と
し

て
は
、
春
の
気
色
は
当
然
「
を
か
し
」
と
う
け
と
る
の
が
普
通
で
あ

ろ
う
。
で
は
と
の
「
あ
は
れ
」
ば
「
を
か
し
」
の
混
用
な
の
だ
九
う

か
。
松
尾
聴
氏
は
、
「
と
の
「
物
の
あ
は
れ
は
秋
こ
そ
ま
さ
れ
と
人

毎
に
い
ふ
め
れ
ど
」
と
い
う
切
出
し
方
は
、
「
今
一
き
は
心
も
浮
き

立
つ
も
の
は
」
と
「
春
の
気
色
」
を
限
定
し
な
が
ら
も
や
は
り
「
物

の
あ
は
れ
」
ぞ
「
春
に
お
い
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
て

「
そ
の
春
の
花
に
物
の
あ
は
れ
を
感
じ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を

変
化
流
転
の
相
に
於
て
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

L

と
い
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
そ
の
様
な
・
粂
軒
の
ん
唯
一
常
思
担
金
某
盤
と
し

た
も
の
の
観
方
を
す
れ
ば
、
と
L

の
「
あ
は
れ
」
は
も
ち
ゐ
ん
、

「
大
路
の
さ
ま
：
：
：
」
白
「
あ
は
れ
」
も
・
梶
山
と
は
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
「
春
の
気
色
」
に
さ
え
、
「
あ
は
れ
」
’
と
感
じ
る
粂
好
が
、

「
あ
は
れ
」
と
感
ず
べ
き
「
野
分
の
朝
」
に
「
を
か
し
」
と
用
い
た

の
は
お
か
し
い
。
そ
れ
に
。
六
月
の
比
あ
点
、
し
き
家
に
：
：
：
蚊
遣
火

。。

ふ
す
ぶ
る
も
あ
は
れ
な
り
。
六
月
賦
ま
た
を
か
し
。
（
徒
四
）
と
い

0

0

0

0

 

っ
て
い
る
が
つ
：
：
・
ま
た
：
：
：
」
と
来
た
場
合
、
ま
た
の
上
の
請
が

「
あ
は
れ
」
、

「
を
か
し
」
を
川
出
府
し
た
の

「
あ
は
れ
な
り
」
で
あ
れ
ば
、
と
れ
に
続
く
誌
は
「
あ
は
れ
な
り
」

と
す
べ
き
‘
た
と
い
う
事
も
考
え
ら
れ
る
。
叉

露
霜
に
し
ぼ
さ
れ
て
：
：
：
独
寝
が
ち
に
ま
ど
ろ
む
夜
な
き
と
そ

0

0

0

0

・

を
か
し
け
れ
。
（
徒
3
」

と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
野
八
刀
の
朝
」
の
「
を
か

し
」
は
表
現
上
の
混
用
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
私
に
は
、
「
＠
は
表
現
上
の
混
川
と
も
忠
わ
れ
る
が
、
＠
は
無
常

視
を
茶
盤
と
し
た
観
察
を
し
℃
い
る
結
果
だ
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ

る。
(2) 

対
象
物
別
に
つ
い
て
検
討
す
る

③ 

神
仰
に
関
し
た
も
の

~ 20ー
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5 

同
一
対
象
物
を
検
討
す
る
前
に
、
と
の
表
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
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「
：
：
：
ま
た
：
：
：
」
と
来
た
場
合
、
ま
た
の
上
の
請
が

み
る
。
神
に
関
し
た
も
の
に
、
「
あ
は
れ
」
の
用
例
が
枕
草
子
、
徒

然
草
に
な
い
が
当
時
神
に
関
す
る
も
の
は
、
「
あ
は
れ
」
の
対
象
と

考
え
な
か
っ
た
の
古
ろ
う
か
。
用
例
か
ら
考
え
て
み
る
と
（
但
し
用

例
は
省
く
〉
い
づ
れ
も
特
に
対
す
る
し
み
ん
＼
と
し
た
信
仰
と
い
う

立
場
か
ら
は
な
れ
、
年
中
行
事
、
叉
は
古
歌
を
聯
想
し
た
神
と
い
う

程
度
の
観
察
の
為
、
叉
神
に
対
し
て
は
、
「
め
で
た
き
」
、
「
な
ま

め
か
し
き
」
、
「
を
か
し
さ
」
は
感
ナ
る
が
「
あ
は
れ
」
は
感
じ
な

か
っ
た
故
だ
と
い
え
る
様
で
あ
る
。
以
下
同
一
対
象
物
に
つ
い
て
の

べ
る
。
（
但
し
、
と
L
で
は
紙
数
の
制
限
上
＠
神
怖
に
関
し
た
も
の

ゆ
「
能
る
」
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
ζ

と
に
す
る
）
。

ω諮
る
、

枕

o
正
月
に
寺
に
飽
り
た
る
は
、
い
み
じ
く
築
く
雪
が
ち
に
氷
り

た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
（
市
）

0

二
月
晦
日
、
コ
一
月
朔
ご
ろ
、
花
盛
り
に
箆
り
た
る
も
を
か

し
。
（
問
）

徒
寺
、
社
な
ど
に
、
し
の
び
て
こ
も
り
た
る
も
ぞ
か
し
。
（
日
）

枕
草
子
は
、
「
非
常
に
雪
が
ち
で
、
凍
て
つ
い
た
様
な
時
、
或

。。

は
、
花
盛
り
の
時
に
龍
る
ぞ
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
。
し
か
し
徒
然

草
は
、
「
人
に
そ
れ
と
知
ら
さ
歩
、
と
っ
そ
り
お
諮
り
し
て
い
る
の

が
お
も
し
ら
い
」
の
で
あ
る
ο
前
者
は
「
詰
る
」
こ
と
自
体
に
「
ぞ

か
し
」
を
感
じ
て
い
る
の
で
な
く
、
主
に
そ
の
時
の
天
候
（
花
盛

り
、
寒
い
日
）
と
か
、
時
期
（
正
月
一
戸
／
月
晦
日
）
と
い
う
、
そ
の
時

の
情
景
を
い
っ
て
い
る
。
そ
と
に
は
明
る
い
も
の
さ
え
感
じ
ら
れ

同
一
対
象
物
を
検
討
す
る
前
に
、

ζ

の
去
に
つ
い
て
少
し
考
え
℃

る
。
し
か
し
後
者
は
、
「
人
に
わ
歩
ら
、
わ
さ
れ
歩
、
静
か
に
、
落
ち

つ
い
て
龍
る
欣
態
を
い
っ
て
い
る
様
に
思
う
。
枕
草
子
の
如
く
時
を

限
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
心
の
要
求
の
ま
L

に
箆
る
と
い
う
感
が

し
、
そ
の
範
囲
が
多
少
広
く
な
る
様
に
思
わ
れ
る
。
枕
草
子
の
外
面

的
な
明
朗
な
る
角
度
か
ら
の
見
方
に
対
し
、
徒
然
草
は
内
一
面
的
な
、

静
的
な
、
真
回
目
な
観
察
描
写
を
し
て
い
る
。
と
L

に
両
者
の
性
俗

的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

⑧
自
然
に
関
し
た
も
の
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制判的（ロ）げ）

人野栴柳露月
4.fi：分
にの
関あ
しし
たた
も
の

c 

棒の廷内払般活遣生問所を具両楽子

音のい事枕態 観建議 声
遊 物う
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人見物事 l1S裕 子 歌 子 j己
物 女 紙供旦
間 の
の 様
事

最
後
に
勲
四
し
て
み
る
と
‘
お
よ
そ
共
の
様
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。

1
・
枕
草
子
に
於
る
「
を
か
し
」
の
頻
度
数
が
徒
然
草
よ
り
圧
倒

的
に
多
い
が
、
そ
れ
は
清
少
納
言
の
性
格
的
に
も
、
官
廷
生
活

と
い
う
環
境
的
に
も
よ
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

2
・
徒
然
草
に
於
る
、

ω「
野
分
の
あ
し
た
」
の
「
を
か
し
」
、

「
元
旦
の
さ
ま
」
の
「
あ
は
れ
」
は
一
慨
に
混
用
で
あ
る
と
は

断
定
出
来
な
い
。

「
野
分
」
の
場
合
は
、
表
現
上
の
混
用
と
も
思
わ
れ
る
が
、

「
元
旦
の
さ
ま
」
の
場
合
は
作
者
の
無
常
観
を
基
盤
と
し
た
観
察

態
度
の
結
果
だ
と
忠
わ
れ
る
。

3
・
神
に
対
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
「
あ
は
れ
」
白
対
象
と
し
て

な
い
の
は
そ
D
と
ら
え
た
対
象
が
、
信
仰
か
ら
を
く
離
れ
た
、

単
な
る
行
事
、
或
は
古
歌
と
D
聯
想
に
よ
る
故
、
及
び
当
時
、

- 22ー
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泥

棒

神
事
に
関
す
る
も
の
に
は
「
め
で
た
き
」
、
「
を
か
し
さ
」
、

「
な
ま
め
か
し
さ
」
は
感
歩
る
が
、
「
あ
は
れ
」
は
感
じ
な
か

っ
た
故
‘
た
と
い
え
る
様
で
あ
る
。

4
・
神
伸
、
自
然
、
人
事
に
関
す
る
も
の
全
体
を
通
し
て
、
そ
の

観
察
描
写
を
み
る
に
、

枕
草
子
は
、
一
つ
の
対
象
を
写
す
に
し
℃
も
極
め
て
精
細
に
、

共
体
的
に
観
察
し
、
宮
廷
生
活
閣
内
で
は
あ
る
が
か
な
り
広
範

囲
に
わ
た
っ
て
観
察
描
写
し
て
い
る
ο

し
か
し
そ
の
観
察
ば
部

分
的
、
外
面
的
な
も
の
を
中
心
と
し
、
思
考
が
単
純
で
あ
る
。

叉
細
か
い
も
の
、
小
さ
い
も
の
に
美
を
見
出
す
点
、
徒
然
草
と

特
に
具
、
る
。
徒
然
草
は
、
枕
草
子
よ
り
お
L
ま
か
で
、
抽
象
的

で
あ
る
が
そ
の
物
の
内
間
性
に
ま
で
探
く
観
察
し
、
人
に
感

じ
、
考
え
さ
せ
る
複
雑
な
も
白
が
流
れ
て
い
る
。
枕
草
子
よ
り

情
緒
豊
か
な
聞
も
あ
り
、
静
的
で
あ
る
。
特
に
呉
な
る
点
は
、

古
典
的
趣
味

l
子
安
朝
へ
の
憧
慌

i
を
根
底
と
す
る
観
察
描
写

や
評
論
、
及
び
粂
好
の
人
生
観
で
あ
る
無
常
思
想
が
そ
の
根
底
ャ

に
流
れ
て
い
る
と
と
と
い
え
よ
う
。

乙
の
様
な
枕
草
子
、
徒
然
草
の
観
察
態
度
の
相
違
は
性
格
的
に

も
、
生
前
環
境
的
に
も
、
時
代
的
に
も
、
性
別
的
に
も
影
湖
一
目
さ

れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

〔
一
二
十
二
年
度
卒
業
〕

単
な
る
行
事
、
或
は
古
歌
と
の
聯
想
に
よ
る
古

百

ρ
γ
し
U
出
ご
佐

υ

向
性

（
性
格
）

と
家
庭
環
境
と
の
関
連

田

ヤ

ス

向
性
と
い
う
の
は
本
来
、
人
格
の
基
本
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
方
向
を

さ
す
も
の
で
外
向
性
・
内
向
性
の
二
つ
の
両
が
み
ら
礼
る
。
外
向
性

と
は
外
に
向
っ
て
発
散
さ
れ
や
す
い
も
の
、
内
向
性
と
は
心
の
中
に

閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
外
向
性
の
極
端
な
も

の
は
気
分
が
外
に
発
散
さ
れ
る
か
ら
、
向
性
が
明
る
く
細
か
い
と
と

を
く
よ
／
＼
し
な
い
。
そ
の
代
り
考
え
が
大
ま
か
で
確
実
で
な
い
欠

点
が
あ
る
。
内
向
性
の
極
端
な
も
の
は
、
す
べ
て
自
分
の
心
の
中
に

問
題
を
持
ち
こ
む
の
で
用
心
深
く
、
石
橋
を
た
L
い
℃
渡
る
確
実
な

性
格
で
あ
る

Q

が
そ
の
反
耐
小
さ
い
一
事
に
も
と
だ
わ
り
、
陰
気
で
人

を
疑
い
や
す
い
同
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
向
性
の
現
れ
方
は
い
ろ
い
ろ
で
最
も
京
要
な
も
の
と
し

て
、
社
一
会
的
向
性
o
思
考
的
向
性
o
失
敗
感
（
劣
等
感
）

0

神
経

山口パ

0

感
情
変
易
性
と
い
う
兇
震
の
随
意
的
傾
向
の
支
柱
と
な
る
五
つ

の
向
性
を
定
め
、
こ
れ
か
ら
五
つ
の
備
品
石
川
値
を
求
め
児
童
生
徒
の
向

性
面
を
表
わ
し
人
格
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

社
会
的
向
性
と
は
実
際
の
社
会
生
活
に
そ
れ
が
ど
う
現
れ
る
か
を

さ
す
。思

考
的
向
性
と
は
考
え
の
上
で
の
向
性
は
必
ヂ
し
も
行
動
と
し
て
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