
な
お
、
研
究
に
際
し
て
は
、
築
瀬
一
雄
氏
の
「
校
註
鴨
長
明
全
集
」
を
使
用

し
た
。

JU 

1
「
日
本
歌
論
史
の
研
究
L

久
松
潜
一
氏
著
（
風
間
書
房
）
二
三
六
頁
二
行

2
「
日
本
歌
論
史
の
研
究
し
久
松
潜
一
氏
著
（
風
間
書
房
）
二
三
六
頁
二
一
行

私

説

ト七百

と

は

何

方

法

上

の

仮

説

l

台、

ら

書
窃
鑑
顎
縫
甥
場
向
、
一
司
U
川

彩
し
い
数
の
私
小
説
諭
が
後
人
の
限
を
く
ら
ま
せ
、
本
質
に
向
う
の
を
妨
げ

る
事
が
あ
る
。
し
か
も
私
小
説
の
概
念
規
定
が
、
直
接
性
格
や
評
価
と
か
ら
み

あ
う
場
合
、
本
質
に
迫
る
事
は
な
か
な
か
厄
介
で
あ
る
。
私
小
説
は
さ
な
、
が
ら

ア
メ
ー
バ
状
の
不
可
解
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
不
可
解
さ
と
い
う
も
の
は
、
私
小
説
発
生
当
初
か
ら
つ
き
ま
と
っ
て
い

る
。
文
壇
内
に
登
場
し
た
一
種
異
様
な
「
傾
向
」
な
り
、
「
現
象
」
な
り
に
対

し
て
「
私
小
説
」
と
い
う
名
称
が
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
命
名
者
を
含

め
て
当
時
の
人
す
ら
、
感
覚
的
に
は
理
解
で
き
て
も
、
そ
の
現
象
お
よ
び
本
質

を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
困
難
な
事
に
違
い
な
か
っ
た
。

い
つ
の
日
か
『
私
小
説
』
な
る
文
学
を
あ
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
稲
垣
達
郎
が
い
っ
た
の
も
、
時
の
趨
勢
と
し
て
の
私
小
説
を
認
め
て
の
事

3
「
鐙
玉
集
」

4
「
無
名
抄
」
鴨
長
明
著
「
近
代
詩
駄
の
事
L

5
「
無
名
抄
」
鴨
長
明
著
「
近
代
詩
駄
の
事
」

6
「
無
名
抄
」
鴨
長
明
著
「
速
が
ら
善
悪
事
」

立

裕

子
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だ
ろ
う
。

漠
た
る
も
の
に
、
以
後
多
数
の
人
が
切
り
口
を
入
れ
、
自
己
の
規
定
歩
」
下

す
。
そ
の
こ
と
の
中
に
、
現
在
の
私
小
説
諭
を
、
良
し
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け

複
雑
に
す
る
最
大
の
原
因
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
逆

に
ま
た
、
そ
の
複
雑
な
私
小
説
諭
が
「
私
小
説
と
は
何
か
」
の
答
を
、
出
し
に

く
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

用
ひ
る
時
代
に
よ
り
、
用
ひ
る
人
に
よ
っ
て
、
様
々
に
内
容
が
変
化
し
、
公

的
な
術
語
と
し
て
の
諸
条
件
が
駿
昧
と
な
っ
て
、
名
目
上
の
論
争
を
起
す
こ

と
さ
へ
稀
で
は
な
い
。

と
は
ジ
ャ
ン
ル
の
発
展
を
眺
め
た
中
島
健
蔵
の
一
言
で
あ
る
が
、
私
小
説
も
そ
の

例
外
で
は
な
い
。
名
目
上
の
論
争
を
避
け
る
に
は
常
に
、
「
私
小
説
と
は
何
か
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と
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達
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た
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時
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例
外
で
は
な
い
。
名
目
上
の
論
争
を
避
け
る
に
は
常
に
、

「
私
小
説
と
は
何
か

」
の
問
が
論
者
の
心
に
用
意
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
小
説
の
も
っ
と
も
根
本
的
か
つ
原
初
的
な
地
点

か
ら
論
を
発
し
て
み
た
い
。
さ
て
そ
の
根
本
的
と
考
え
ら
れ
る
小
説
の
要
素
は

「
内
容
」
と
「
形
式
」
の
二
つ
に
分
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
よ
う

な
意
味
で
は
あ
る
が
、
私
は
今
「
精
神
」
と
「
方
法
」
に
分
け
て
考
え
る
こ
と

に
す
る
。
「
内
容
」
と
「
形
式
」
が
、
創
作
結
果
た
る
作
品
上
の
要
素
と
い
う

性
格
が
強
い
の
に
対
し
、
創
作
主
体
者
の
意
識
に
よ
り
近
い
「
精
神
」
と
「
方

法
」
と
い
う
区
分
を
行
な
う
の
は
、
私
小
説
作
品
に
な
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を

問
題
に
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

1
1少
く
と
も
私
小
説
に
関
す
る
限
り
、
創
造

の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
問
題
の
萌
芽
は
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
精
神
」
と
「
方
法
」
な
ど
と
分
類
を
試
み
る
時
、
ま
ず
気
に

か
か
る
の
は
平
野
謙
の

方
法
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
は
木
来
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
い
う
嘆
き
で
あ
る
。
彼
は
両
者
の
分
裂
を
「
昭
和
文
学
の
不
幸
」
だ
と
き
め

つ
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
事
情
に
あ
る
時
、
わ
ざ
わ
ざ
「
精
神
」
と
「
方
法
」

と
に
分
け
る
こ
と
は

d

時
代
に
逆
行
す
る
感
さ
え
あ
る
が
、
仕
方
の
な
い
事
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
統
一
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
一
百
そ
の
も
の

が
、
頑
と
し
て
動
か
な
い
二
要
素
の
存
在
を
認
め
て
い
る
か
ら
だ
。
統
一
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
二
要
素
が
原
存
在
的
に
存
在
し
て
い
る
。

し
か
も
文
学
を
単
純
に
〈
感
動
を
文
字
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も
の
〉
と
考
え

る
事
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
創
作
過
程
で
は
感
動
と
表
現
と
が
、
別
の
次
元

に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
創
作
者
の
「
精
神
」
と
「
方
法
」
は
別

の
範
時
に
属
す
る
。
精
神
と
方
法
と
い
う
二
つ
の
も
の
が
融
合
し
、
煮
つ
ま
り

高
め
ら
れ
、
あ
る
種
の
効
果
を
産
む
の
は
作
品
の
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
ゆ
え

に
要
素
と
効
果
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
効
果
は
作
品
が
創
作
者
の

手
を
離
れ
て
、
自
己
の
生
命
令
｝
得
て
後
、
顕
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
創
作
過
程

で
は
「
感
動
」
と
「
描
写
」
、
い
う
な
れ
ば
「
精
神
」
と
「
方
法
」
と
い
う
、

相
対
立
す
る
概
念
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

私
小
説
に
問
題
を
限
定
す
る
に
あ
た
り
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
続
い
て
い
る

私
小
説
現
象
を
透
視
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
様
々
な
様
相
を
呈
し
た
私

小
説
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
通
じ
て
と
ら
え
ら
れ
る
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た

か
。
そ
し
て
ま
た
、
共
通
の
方
法
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
か
。
－
1
1精
神
上
の

共
通
性
は
な
い
。
方
法
上
の
共
通
性
が
あ
る
の
み
だ
。

そ
れ
で
は
私
小
説
を
方
法
論
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
は
し
ま
い
か
。
こ

れ
は
一
つ
の
暴
論
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
こ
そ
、
私
の
私
小
説

諭
の
始
ま
り
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
私
小
説
」
は
「
精
神
」
と
「
方
法
」
と
を
含
む
統
一
体

と
し
て
の
名
称
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
ス
ム
ー
ス
に
納
得
さ
れ
る
要
素
を
多

分
に
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
問
題
解
決
を
含
ん
だ
見
解
と
は
い
え
な
い
。
両
者

は
非
常
に
結
び
つ
き
ゃ
す
く
、
相
助
け
る
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
完
全
な

結
び
つ
き
は
創
作
行
為
が
終
っ
て
後
、
鑑
賞
者
の
手
に
引
き
渡
さ
れ
る
瞬
間
に

行
な
わ
れ
、
創
作
行
為
の
過
程
で
は
、
共
和
音
を
放
つ
ベ
く
準
備
さ
れ
た
二
要

素
な
の
で
あ
る
。
時
の
観
念
を
導
入
す
れ
ば
、
最
初
に
モ
チ
ー
フ
と
し
て
起
っ

た
感
情
か
ら
、
い
わ
ば
派
生
し
て
来
た
も
の
が
方
法
な
の
で
あ
る
。
精
神
に
よ

っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
と
も
い
い
得
ょ
う
。

作
家
が
感
情
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、
描
出
手
段
あ
る
い
は
表
白
手
段
と
し
て

採
用
し
た
の
は
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
が
私
小
説
で
あ
る
な
ら
、
私
小
説
と
は
創

作
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
と
し
て
現
出
さ
れ
る
私
小
説
作
品
の
ム

ー
ド
、
あ
る
い
は
効
果
と
い
う
も
の
は
、
た
び
た
び
言
う
よ
う
に
、
作
家
の
手

を
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
私
小
説
本
来
の
姿
で
は
な
い
。
が
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今
ま
で
の
私
小
説
批
判
の
声
ば
、
そ
の
二
次
的
効
果
に
ば
か
り
向
け
ら
れ
て
い

る
。
二
次
的
な
も
の
を
い
く
ら
責
め
て
も
、
創
作
者
の
内
部
を
突
く
こ
と
に
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
も
私
小
説
が
い
か
に
苛
め
ら
れ
よ
う
と
、
生
き
続

け
て
い
る
一
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
も
し
批
判
す
る
な
ら
、

私
小
説
の
手
法
を
採
ら
せ
た
も
の
へ
向
け
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
私
は
今
ま
で
、
「
精
神
」
と
「
方
法
」
と
を
不
用
意
に
使
っ
て
き

た
感
が
あ
る
。
も
う
一
度
両
者
に
含
ま
れ
る
意
味
す
る
と
し
よ
う
。

ま
ず
「
精
神
」
と
は
、
平
行
し
て
「
内
容
」
「
感
動
」
「
モ
チ
ー
フ
」
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
イ
」
等
の
一
言
葉
を
使
用
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
素
材
と

も
い
う
べ
き
第
一
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
主
と
し
て
、
創
作
主
体
者
の

側
か
ら
捕
え
た
も
の
を
、
「
精
神
」
と
い
う
名
称
で
表
わ
す
事
と
す
る
。

一
方
「
方
法
」
と
は
何
か
。
規
定
を
下
す
前
に
、
過
去
の
使
用
例
を
み
て
み

よ
う
。
た
と
え
ば
「
創
作
方
法
」
を
、
佐
々
木
基
一
は

作
家
が
現
実
を
文
学
的
に
征
服
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
使
用
し
、
「
叙
述

の
方
法
」
を
椎
名
麟
三
は

小
説
の
素
材
の
む
れ
を
、
、
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
物
語
り
、
そ
れ
に
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
！
真
実
性
（
ま
た
は
信
窓
性
〉
を
付
与
す
る
か

と
い
う
意
味
を
持
た
ぜ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
帰
納
さ
れ
る
こ
と
は
、
方
法
と
は

手
段
で
あ
り
、
過
程
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
方
法
の
基
本
的
性
格

で
あ
る
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
伊
藤
整
は
「
小
説
の
方
法
』
を
著
わ
す
等
、
「
方
法
」
と
い
う
概

念
に
逸
速
く
本
格
的
に
と
り
組
ん
だ
作
家
で
あ
り
、
評
論
家
で
あ
っ
た
が
、
彼

の
い
う
「
方
法
」
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
る
。

人
間
の
存
在
の
意
味
と
か
生
命
の
あ
り
方
を
、
文
芸
と
い
う
秩
序
の
中
に
あ

る
手
段
を
通
し
て
追
求
す
る
こ
と
。

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
彼
の
い
う
素
朴
な
形
の
方
法
文
学
作
品
を
作

る
た
め
の
技
術
の
総
合
か
ら
す
る
と
、
ま
る
で
逆
の
方
向
に
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
考
え
で
、
無
方
法
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
引
私
小
説
に
、
方

法
を
認
め
た
。
つ
ま
り
私
小
説
系
の
作
品
は
「
生
き
る
方
法
が
文
学
の
方
法
と

な
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
私
小
説
の
方
法
を
生
き
方
を
追
求
す

る
と
い
う
だ
け
に
し
ぼ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
描
こ
う
と

す
る
瞬
間
に
、
認
識
の
仕
方
に
も
あ
る
操
作
が
加
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
常
に
描

出
へ
の
ベ
ク
ト
ル
が
働
い
て
い
る
。
芸
術
至
上
主
義
派
の
「
措
く
方
法
が
文
学

と
な
る
」
と
い
う
方
向
が
、
私
小
説
作
家
に
な
か
っ
た
と
ど
う
し
て
言
え
よ

う
。
個
々
の
作
家
を
み
て
み
て
も
、
二
つ
の
方
向
を
明
確
に
区
別
し
て
創
作
し

て
い
る
人
は
な
か
ろ
う
。
二
つ
の
方
向
の
複
雑
な
混
合
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
ま
た
先
に
の
ベ
た
方
法
の
基
本
性
、
す
な
わ
ち
「
手
段
」
と
「
過

程
」
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
一
方
「
方
法
の
果
す
役
割
は
、
「
描
出
」
で
あ
る

と
共
に
「
選
択
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
〈
素
材
を
「
選
択
」
し
、
選
択
し

た
も
の
を
「
描
出
」
す
る
〉
、
こ
れ
が
方
法
で
あ
る
。

何
も
難
し
い
言
葉
を
こ
ね
ま
わ
す
必
要
も
な
い
。
辞
書
的
第
一
義
｜
目
的
を

達
す
る
た
め
の
手
段

l
の
中
に
、
伊
藤
整
の
意
味
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
た
と
え
ば
素
材
A
が
作
品
と
し
て
川
町
あ
る
い
は
B
に
構
成
さ
れ
る
、

そ
の
創
造
の
過
程
に
お
い
て
、

A
と
H

（B
）
と
の
間
に
あ
る
媒
体
こ
そ
、
「

方
法
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
媒
体
た
る
「
方
法
」
は
認
識
（
選
択
）
と
し
て
A

に
働
く
事
も
あ
ろ
う
し
、
描
出
、
と
し
て
M
に
向
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
私
は
「
方

法
」
を
こ
の
よ
う
に
、
も
っ
と
も
原
初
的
な
形
と
し
て
考
え
る
。

そ
し
て
ま
た
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
小
説
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「

方
法
」
で
あ
る
と
。
〈
実
際
に
生
き
た
足
跡
か
ら
素
材
を
選
択
し
、
自
己
を
自

己
と
し
て
描
出
す
る
こ
と
〉
で
あ
る
と
、
以
後
、
私
小
説
が
「
方
法
」
で
あ
る
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こ
と
を
、
現
象
を
も
と
と
し
て
、
具
体
的
に
論
説
し
て
み
た
い
。

私
小
説
が
あ
る
種
の
現
象
に
対
し
て
名
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
は

先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ゆ
え
に
私
小
説
と
い
う
名
称
の
発
生
以
前
も
当

然
後
ら
は
私
小
説
と
呼
び
う
る
作
を
な
し
て
，
い
る
心
「
主
人
公

1
作
者
」
の
方

式
は
近
代
に
限
ら
ず
、
と
お
い
昔
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
文
学
と
し

て
現
わ
れ
る
の
は
、
自
我
の
め
ざ
め
る
近
代
に
お
い
て
で
あ
る
。
西
洋
近
代
文

明
の
輸
入
に
よ
る
自
我
の
め
ざ
め
の
た
め
に
、
描
く
対
象
が
他
か
ら
自
己
に
向

け
ら
れ
た
時
、
私
小
説
の
根
本
「
主
人
公
H
H
作
者
」
の
方
式
が
文
学
と
し
て
蘇

った。し
か
も
小
林
秀
雄
他
、
多
く
の
人
が
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
は
西

洋
の
実
証
主
義
精
神
で
は
な
く
、
技
法
を
輸
入
し
た
。
そ
こ
に
生
ま
れ
た
自
然

主
義
の
実
証
的
技
法
が
、
わ
が
国
独
自
の
私
小
説
の
形
式
を
、
よ
り
堅
固
な
も

の
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
あ
ま
り
に
基
本
的
な
幼
稚
な
投
法
で
あ
っ
た

が
た
め
、
投
法
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
「
私
小
説
精
神
」
と
も

い
う
べ
き
数
々
の
概
念
で
も
っ
て
、
投
法
を
包
ん
で
し
ま
い
、
私
小
説
は
あ
た

か
も
精
神
主
義
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
き
た
。
結
局
彼
ら
は
自
分
達

が
加
工
し
た
加
工
品
を
、
本
来
的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
。
そ
う
い
う
逆
規

定
が
い
つ
の
ま
に
か
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
も
ち
ろ
ん
作
家
達
は
そ
れ

を
意
識
し
な
い
。
そ
う
、
私
小
説
の
投
法
が
生
み
出
し
た
効
果
に
酔
っ
て
し
ま

っ
て
、
意
識
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
識
さ
れ
な
い
主
客
の
転
倒

こ
そ
重
大
な
の
で
あ
る
。

「
人
生
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
、
氷
遠
の
目
標
に
向
っ
て
、
作
家
も
読
者

も
進
ん
で
ゆ
く
の
は
、
小
説
の
最
も
一
般
的
な
姿
で
は
あ
る
が
、
明
治
か
ら
大

正
へ
、
そ
れ
は
特
に
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
人
聞
を
作
る
こ
と
が
、
す
な
わ

ち
ょ
い
作
品
を
書
く
唯
一
の
方
法
だ
と
い
う
よ
う
な
、
唯
心
的
一
刀
法
が
信
じ
ら

れ
て
い
た
。
精
神
と
方
法
は
本
来
比
較
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
手
法
と
精
神
と
を
並
べ
た
場
合
、
精
神
の
方
を
上
と
す
る
錯
覚
は
、
今
で

も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
名
誉
も
財
産
も
投
げ
棄
て
て
、
創
作
に
努

め
て
い
る
と
い
う
精
神
的
自
慰
は
、
私
小
説
を
精
神
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
っ

た
。
私
小
説
は
実
に
生
き
方
の
問
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
私
小
説

は
方
法
な
ど
と
い
う
生
ぬ
る
い
も
の
か
ら
は
生
ま
れ
な
い
。
そ
れ
は
作
家
の
生

死
を
か
け
た
生
き
方
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
彼
ら
の
主
張
で
あ
っ
た
。

わ
き
目
も
ふ
ら
ず
、
唯
一
途
に
そ
う
い
う
境
地
に
う
ち
込
め
る
も
の
が
大
正

時
代
の
精
神
に
は
あ
っ
た
。

と
吉
田
精
一
は
書
い
て
い
る
。
時
代
精
神
に
最
も
合
う
方
法
と
し
て
栄
え
た
の

が
「
私
小
説
」
な
の
で
あ
り
、
私
小
説
に
、
本
来
的
に
そ
の
よ
う
な
精
神
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
昭
和
に
入
る
と
、
私
小
説
の
呈
す
る
様
子
が
変
わ
っ
て

き
た
の
も
、
大
正
期
の
時
代
精
神
が
昭
和
に
入
る
と
失
わ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で

も
あ
る
。
私
小
説
は
形
式
な
の
だ
。
透
明
な
器
な
の
だ
。
内
容
物
に
よ
っ
て
何

色
に
も
変
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

大
正
時
代
の
優
れ
た
作
品
の
過
半
は
、
そ
の
作
家
の
持
つ
思
想
や
彼
の
属
す

る
流
派
を
と
は
ず
、
花
袋
の
『
蒲
団
』
の
形
式
を
踏
襲
し
て
、
そ
の
延
長
上

に
書
か
れ
た
。

と
中
村
光
夫
は
書
い
て
い
る
、
が
、
『
蒲
団
』
の
形
式
の
新
鮮
さ
が
小
説
界
を
リ

ー
ド
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
『
蒲
団
』
の
思
想
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
『
蒲
団
』
に
は
流
派
を
越
え
て
共
鳴
を
呼
ぶ
精

神
な
ど
な
い
。
あ
る
の
は
私
小
説
的
手
法
か
ら
規
定
さ
れ
た
、
私
の
い
う
二
次

的
一
種
の
ム
ー
ド
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
し
ば
し
ば
私
小
説
精
神
と
い
う

名
で
、
表
わ
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
私
小
説
へ
の
信
頼
は
、
た
し
か
に
一
次
的
な
も

の
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
「
精
神
」
な
ど
と
呼
ん
で
は
い
け
な
い
と
考
え
る
。
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極
端
に
い
え
ば
、
そ
れ
と
て
も
「
方
法
」
の
範
障
に
属
す
る
。
私
小
説
へ
の
信

頼
、
す
な
わ
ち
自
己
告
白
へ
の
信
頼
は
一
人
の
も
の
で
は
な
い
。
時
間
的
空
間

的
に
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
方
法
こ
そ
そ
う
い
う
広
が
り
｜
｜
感
情
の
必
然

性
に
よ
っ
て
、
誰
に
で
も
い
つ
で
も
採
用
さ
れ
う
る
ー
ー
を
持
っ
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
「
精
神
」
は
同
一
作
家
内
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
数
人

の
作
家
間
に
、
偶
然
の
共
通
性
は
あ
る
に
し
て
も
、
本
来
一
作
家
一
作
品
ご
と

の
、
一
回
性
に
生
き
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

私
小
説
の
源
流
を
辿
る
に
、
白
樺
と
自
然
主
義
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
を
「
精
神
」
と
「
方
法
」
と
い
う
見
方
に
立
っ
て
考
え
直
し
て
み
よ

う
。
白
樺
と
自
然
主
義
の
結
合
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
私
小
説
で
あ
る
と
す
る

な
ら
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
私
小
説
に
は
独
自
の
完
全
な
世
界
が
あ
る
は
ず
だ
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
樺
派
の
私
小
説
、
自
然
主
義
の
私
小
説
な
ど
と
概

念
の
併
用
が
で
き
る
と
い
う
事
は
、
生
成
過
程
に
於
て
、
流
派
と
は
違
う
別
の

も
の
に
変
質
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
方
法
意
識
の
み
が
抽
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
「
方
法
」
だ
っ
た
。
私
小
説
が
精
神
で
あ
っ
た
ら

自
然
主
義
小
説
の
中
に
私
小
説
が
あ
ら
わ
れ
、
白
樺
派
小
説
の
中
に
私
小
説
が

現
わ
れ
る
と
い
う
現
象
は
起
こ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
主
人
公
U
作
者
L

と
い
う
方
法
は
、
作
家
の
思
想
表
白
手
段
と
し
て
、
も
っ
と
も
直
接
的
で
、
有

効
で
あ
っ
た
か
ら
、
私
小
説
は
一
刀
法
と
し
て
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
小
説
ジ
ャ

γ

ル
、
あ
ら
ゆ
る
傾
向
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
い
に
は
詩
の
分
野
に
ま
で
進

出
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
あ
え
て
「
私
詩
」
と
い
っ
た
太
田
静
一
は
ゆ

き
す
ぎ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
詩
は
一
人
称
に
よ
る
発
想
を
基

本
と
し
て
い
る
。
伊
藤
整
が
私
小
説
を
「
詩
と
随
筆
と
の
中
間
に
あ
る
も
の
」

と
し
て
考
え
た
の
も
、
詩
の
基
本
的
告
白
性
と
の
通
い
を
認
め
て
の
事
だ
ろ

〉
勺
ノ
。

私
小
説
に
あ
げ
ら
れ
た
反
抗
の
声
が
途
中
で
と
、
ぎ
れ
、
逆
に
私
小
説
の
影
響

を
受
け
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
現
象
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
私
小
説

は
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
方
法
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら

使
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
方
法
」
だ
か
ら
相
手
を
選
、
は
な

い
。
あ
ら
ゆ
る
流
派
か
ら
選
択
さ
れ
う
る
要
素
を
、
そ
れ
自
身
の
中
に
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
私
小
説
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
に
よ

り
近
い
と
い
え
る
。
自
然
主
義
で
は
な
い
リ
ア
リ
ズ
ム
に
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
一

分
野
と
認
め
て
も
よ
い
。
唯
リ
ア
リ
ズ
ム
の
中
で
特
殊
な
地
位
を
占
め
る
の
は

「
主
人
公
リ
作
者
」
の
方
式
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
視
点
が
自
己
に
向
け
ら

れ
て
い
る
点
で
る
。

私
小
説
は
機
関
誌
を
持
た
な
い
。
白
樺
派
の
「
白
樺
』
、
新
感
覚
派
の
「
文

芸
時
代
』
な
ど
と
い
う
、
各
自
の
傾
向
の
全
容
を
一
不
す
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て

い
な
い
。
そ
の
事
か
ら
も
、
白
樺
派
、
新
感
覚
派
等
と
い
う
「
流
派
」
と
の
違

い
が
し
の

J

ば
れ
よ
う
。
同
人
を
組
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
私
小
説

作
家
と
い
わ
れ
る
も
の
の
多
く
が
、
世
間
的
な
交
際
を
断
ち
、
ひ
た
す
ら
作
品

の
素
材
た
る
生
活
を
生
き
て
い
た
た
め
、
は
な
は
だ
個
人
主
義
的
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
最
後
の
一
点
の
み
が
誤
っ
て
い
る
o

不
必
要
ど
こ
ろ
か
「

わ
れ
わ
れ
意
識
」
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
私
小
説
作
家
達

の
中
に
は
、
い
ろ
ん
な
主
義
主
張
の
人
が
混
つ
で
い
る
o

そ
れ
ら
が
同
人
を
組

む
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
私
小
説
作
家
の
個
々
人
に
、
同
じ

手
法
を
採
っ
て
い
る
親
し
さ
は
あ
る
に
し
て
も
、
精
神
上
の
つ
な
が
り
を
意
識

す
る
事
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

措
く
材
料
を
求
め
て
実
生
活
を
演
技
す
る
と
い
う
、
深
刻
な
る
滑
稽
さ
が
、

あ
た
り
前
の
事
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
も
、
私
小
説
の
方
法
を
よ
り
有
効
な
も
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の
に
し
よ
う
と
し
た
現
わ
れ
と
み
た
い
。
彼
ら
は
作
品
の
完
壁
を
求
め
て
、
作
出
合
っ
た
時
、
私
は
そ
の
意
を
強
く
し
た
。
し
か
し
彼
が
「
自
覚
」
と
い
う
時

品
の
上
に
危
機
を
設
定
す
る
だ
け
で
は
満
足
で
き
ず
に
、
実
生
活
に
危
機
を
経
あ
る
い
は
「
方
法
化
」
と
い
う
時
、
お
の
ず
か
ら
意
味
し
て
い
る
歴
史
的
突
然

験

し

よ

う

と

し

た

の

で

あ

る

。

の

変

異

、

出

現

、

．

あ

る

い

は

利

用

と

い

う

こ

と

を

、

私

は

そ

の

中

に

含

ま

せ

た

危
機
感
の
前
で
私
小
説
が
威
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
く
な
い
。
私
小
説
は
本
来
、
創
作
方
法
な
の
で
あ
っ
て
、
流
れ
の
中
で
突
然
に

る
。
な
ぜ
な
ら
緊
迫
し
た
場
面
で
は
、
作
者
も
読
者
も
昇
華
し
た
感
情
を
持
つ
起
っ
た
形
な
の
で
は
な
い
。
た
だ
方
法
だ
と
い
う
事
を
思
い
出
し
た
の
で
あ

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
ん
な
時
、
直
接
的
で
生
な
感
動
を
与
え
る
私
小
説
の
方
る
。

法
は
、
感
情
表
白
の
手
段
と
し
て
、
最
も
要
求
に
あ
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
方
法
的
自
覚
の
結
果
た
る
、
伊
藤
整
や
高
見
順
ら
の
、
も
は
や
変
貌
し
た
作

に
危
機
感
の
質
的
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
の
前
に
迫
っ
た
危
機
の
告
白
に
は
品
に
も
、
大
正
期
の
作
品
と
通
う
血
脈
が
認
め
ら
れ
る
。
血
脈
と
は
何
か
。
私

私
小
説
と
い
う
形
式
を
と
る
事
が
、
お
お
か
た
の
必
然
で
あ
る
。
そ
こ
に
私
小
小
説
の
方
法
で
あ
る
。
方
法
だ
け
は
何
の
変
化
も
み
せ
ず
に
生
き
て
い
る
。
大

説
の
出
現
と
な
る
の
で
あ
る
。

E
期
が
単
な
る
告
白
、
昭
和
十
年
代
が
自
己
の
内
部
に
入
り
込
ん
だ
分
析
で
あ

こ
の
事
は
転
向
文
学
に
現
わ
れ
た
私
小
説
に
も
云
え
る
事
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
る
に
し
て
も
、
内
的
心
情
表
白
お
よ
び
真
実
追
求
の
手
段
と
し
て
、
も
っ
と
も

タ
リ
ア
文
学
は
元
来
自
己
を
主
張
す
る
よ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
主
張
す
る
事
代
表
的
な
形
式
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

を
本
体
と
し
て
い
た
。
し
か
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
絶
た
れ
た
時
、
武
器
を
奪
わ
現
代
に
お
い
て
も
、
小
説
の
真
実
性
追
求
の
、
ぎ
り
ぎ
り
の
到
達
点
と
も
い

れ
た
嘆
き
は
自
己
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
せ
つ
ぽ
つ
ま
っ
た
心
情
を
表
白
い
う
る
の
で
は
あ
る
。
し
か
も
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
は
、
こ
れ
は
同
時
に

す
る
に
は
、
私
小
説
こ
そ
最
も
手
近
な
方
法
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
私
小
説
小
説
（
物
語
）
の
、
も
っ
と
も
原
始
的
な
形

l
（
略
）
｜
と
同
じ
で
は
あ
る

が
文
学
精
神
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
あ
の
よ
う
な
ス
ム
ー
ス
な
私
ま
い
か
。

小
説
へ
の
歩
み
は
出
来
な
か
っ
た
と
思
う
。
と
阿
部
知
ニ
が
い
う
の
も
、
私
小
説
の
方
法
が
最
も
茶
本
的
、
代
表
的
形
式
で

さ
て
次
に
は
私
小
説
の
変
貌
と
い
う
事
実
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
な
ん
と
し
あ
る
事
を
証
明
す
る
も
の
だ
と
思
う
。

て
も
、
変
貌
の
事
実
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
小
説
が
「
方
法
」
な
ら
こ
こ
で
興
味
を
ひ
く
こ
と
は
、
精
神
主
義
に
酔
っ
て
い
た
頃
の
私
小
説
家
は

、
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
だ
と
い
う
予
想
を
裏
切
っ
て
、
確
か
に
大
正
と
、
自
分
が
そ
の
作
法
に
満
足
す
る
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
久
米
正
雄
な
ど
、

昭
和
の
私
小
説
は
違
う
。
そ
の
矛
盾
を
解
く
た
め
に
、
次
の
事
を
思
い
出
し
て
『
私
小
説
』
『
心
境
小
説
』
に
就
か
れ
ん
事
を
希
望
す
る
。

も
ら
い
た
い
。
大
正
期
に
は
精
神
が
強
調
さ
れ
て
、
私
小
説
本
来
の
方
法
意
識
と
い
う
ま
で
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
が
、
方
法
を
自
覚
し
た
後
の
私
小
説
家
の

が
な
か
っ
た
事
を
。
一
見
み
え
る
私
小
説
の
変
貌
は
、
こ
の
方
法
を
万
法
と
し
態
度
は
消
極
的
で
あ
る
。

て
意
識
す
る
し
か
な
い
か
、
そ
の
無
自
覚
か
ら
自
覚
へ
の
移
り
で
あ
る
。
自
分
の
甲
羅
に
似
せ
て
穴
を
堀
っ
て
ゐ
る
だ
け
だ
。
と
い
う
尾
崎
一
雄
の
言

私
小
説
的
自
覚
が
そ
の
変
貌
の
特
色
で
あ
る
。
と
い
っ
て
い
る
瀬
沼
茂
樹
に
葉
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清
ら
か
な
流
れ
を
、
み
す
み
す
け
が
し
た
う
し
ろ
め
た
さ
は
終
生
拭
ひ
去
る

べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
川
崎
長
太
郎
の
言
葉
等
は
、
そ
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

「
主
人
公
H
H
作
者
」
と
い
う
方
式
は
、
時
と
し
て
「
主
人
公
の
心
情
U
作
者

の
心
情
」
と
い
う
方
式
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
今
ま
で
私
が
「
主
人
公
H
H
作
者

」
と
表
現
し
た
も
の
に
は
、
勿
論
「
主
人
公
の
心
情

l
作
者
の
心
情
」
の
形
式

を
含
め
て
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
方
式
は
、
私
小
説
の
変
貌
の

過
程
に
お
い
て
発
生
し
た
の
で
は
な
い
。
発
生
当
時
私
小
説
と
は
、
心
境
小
説

で
あ
っ
た
事
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
「
主
人
公
の
心
情
l
作
者
の
心
情
」
の
方
が

先
行
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
極
端
に
進
め
た
結
果
が
「
主
人
公

H
H
作
者
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
私
小
説
的
虚
構
と
い
わ
れ
る
も
の

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
事
実
を
辿
る
こ
と
の
み
が
、
私
小
説

の
姿
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
『
浦
団
』
の
合
評
で

材
料
が
事
実
で
あ
る
と
否
と
は
兎
に
角
、
作
者
の
心
的
閲
歴
ま
た
は
情
生
涯

を
い
つ
は
ら
ず
飾
ら
ず
告
白
し
発
表
し
得
ら
れ
た
と
云
う
態
度

に
対
し
て
驚
い
た
と
い
う
小
栗
風
葉
の
言
葉
か
ら
も
、
ま
た
葛
西
善
蔵
の
作
品

に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
等
か
ら
も
、
一
言
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

「
主
人
公
の
心
情
H
H
作
者
の
心
情
」
と
い
う
時
、
私
小
説
は
本
格
小
説
と
区

別
が
つ
か
な
い
程
拡
大
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
が
、
そ
こ
は
お
の
ず
か
ら
限
度
が

あ
る
。
作
者
の
心
情
を
よ
り
有
効
に
あ
ら
わ
す
た
め
、
あ
る
い
は
真
実
追
求
の

た
め
の
あ
る
程
度
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
許
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
私
小
説
と
い

う
「
方
法
」
の
過
程
性
が
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
選
択
描
出
の
性
格
が
理
解

さ
れ
よ
う
。

私
は
今
ま
で
、
創
作
主
体
者
の
位
置
に
身
を
置
い
て
、
私
小
説
と
は
創
作
行
為

の
過
程
に
お
い
て
と
ら
れ
る
一
方
法
で
あ
る
事
を
論
じ
て
き
た
。
そ
の
私
小
説

の
方
法
と
は
「
私
小
説
的
方
法
は
否
定
さ
る
べ
き
」
と
か
、
「
私
小
説
は
克
服

さ
る
べ
き
」
と
い
わ
れ
る
程
、
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
彼

ら
が
試
み
た
自
己
暴
露
は
、
西
洋
流
の
憐
性
の
意
識
の
少
な
い
日
本
で
は
（
特

に
私
小
説
作
家
に
は
、
古
風
な
封
建
道
徳
に
生
き
て
い
る
人
が
多
か
っ
た
。
）

自
己
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
問
い
か
け

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
意
識
を
な
ぜ
回
し
反
錯
し
て
自
己
表
現
を
試
み
る
私

小
説
の
方
法
は
、
小
説
全
体
か
ら
み
た
場
合
、
何
も
排
斥
さ
れ
る
必
要
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
方
法
と
し
て
の
私
小
説
の
未
来
に
お
け
る
可
能
性
に
、
私
は
期

待
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
私
小
説
と
は
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
自
己
表
出
手
段
で

あ
る
o

基
本
的
な
も
の
に
は
そ
れ
だ
け
、
可
能
性
も
多
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
。

わ
れ
わ
れ
の
文
学
は
あ
ら
ゆ
る
文
体
と
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
い
て
自
己
探
検
し

自
己
告
白
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
反
・
文
学
の
攻
撃
に
た
ち
む
か
う
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
る
る
。

と
い
う
大
江
健
三
郎
の
言
葉
は
、
小
説
の
未
来
へ
の
提
言
で
あ
る
。
「
「
私
』

を
征
服
」
し
な
い
か
ぎ
り
、
出
私
小
説
の
方
法
は
生
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
小
説

は
「
私
」
へ
の
挑
戦
で
あ
る
o

以
上
、
私
小
説
と
は
創
作
方
法
に
名
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
、
と
い
う
事

を
の
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
つ
の
も
の
に
帰
結
し
た
私
の
足
は
、
再
び

現
象
の
微
細
な
部
分
に
向
っ
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
思
う
と
、
今
ま

で
の
作
業
の
す
べ
て
が
徒
労
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
に
な
る
。
単
純
な
法
則
で
は

解
決
で
き
な
い
現
実
が
、
待
ち
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
。
仮
説
は
あ
く
ま
で
仮
説

で
あ
る
。（

卒
業
論
文
「
私
小
説
諭
の
原
点
」
よ
り
抄
出
〉

-40 -


