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知
ら
れ
ざ
る
功
績

「
夕
や
け
小
や
け
の
赤
と
ん
ぼ
」。
三
木
露

風
作
詞
の
『
赤
と
ん
ぼ
』
で
あ
る
。「
こ
の

道
は
い
つ
か
来
た
道
」。
北
原
白
秋
作
詞
の

『
こ
の
道
』
で
あ
る
。「
か
ら
た
ち
の
花
が
咲

い
た
よ
」。
や
は
り
白
秋
作
詞
の
『
か
ら
た

ち
の
花
』
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
山
田
耕
筰
の

作
曲
だ
。

　
こ
れ
ら
の
歌
曲
や
童
謡
の
作
り
手
と
し
て

だ
け
で
も
、
耕
筰
の
名
は
日
本
の
文
化
芸
術

の
歴
史
に
永
く
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
が
、
彼

の
し
た
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
近
代

日
本
が
異
文
化
と
し
て
の
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
を
受
け
入
れ
、
噛
み
砕
く
。
そ
の
過
程

で
と
き
に
惑
い
、と
き
に
反
発
す
る
。そ
し
て
、

そ
の
先
に
日
本
人
な
ら
で
は
の
表
現
を
生
み

だ
そ
う
と
す
る
。
そ
の
苦
労
を
一
身
に
担
っ

た
の
が
耕
筰
だ
。
偉
大
な
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ

る
。

　
と
い
っ
て
も
、
道
を
切
り
開
い
た
だ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
や
森
鷗
外
を

思
い
だ
そ
う
。
彼
ら
は
日
本
近
代
文
学
の
開

拓
者
と
も
呼
べ
る
存
在
だ
が
、
と
同
時
に
漱

石
や
鷗
外
本
人
が
巨
峰
で
あ
り
、
彼
ら
の
作

品
自
体
が
古
典
で
あ
る
。
日
本
人
が
異
文
化

と
し
て
の
西
洋
近
代
小
説
に
倣
っ
て
、
日
本

語
で
日
本
人
の
思
想
や
感
性
や
教
養
を
活
か

し
て
書
く
の
な
ら
こ
う
な
る
。
そ
う
い
う
模

範
を
、
漱
石
や
鷗
外
は
い
き
な
り
究
極
的
な

と
こ
ろ
で
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

　
耕
筰
は
日
本
近
代
音
楽
に
お
け
る
漱
石
や

鷗
外
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
開
拓
者
に
し
て
達

成
者
だ
。『
こ
の
道
』
や
『
か
ら
た
ち
の
花
』

は
日
本
近
代
歌
曲
の
古
典
に
違
い
な
い
。
耕

筰
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て

「
歌
曲
王
」
と
呼
ば
れ
も
す
る
。
そ
し
て
、

歌
曲
や
童
謡
に
比
し
て
遜
色
の
な
い
仕
事
を
、

オ
ペ
ラ
や
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
分
野
で
も
し
て

い
る
。
漱
石
や
鷗
外
く
ら
い
に
耕
筰
に
つ
い

て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
て
よ
い
。

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
伝
道
師
と
し
て
来
日
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
の
資
格

も
持
つ
す
ぐ
れ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
音
楽
家
で
も

あ
っ
た
。
彼
は
旧
制
第
六
高
等
学
校
の
英
語

教
師
と
な
っ
た
。

　
夏
目
漱
石
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
前
に
は
旧
制

第
五
高
等
学
校
の
英
語
教
師
だ
っ
た
。
六
高

は
岡
山
。
五
高
は
熊
本
。
旧
制
高
校
は
近
代

日
本
の
エ
リ
ー
ト
養
成
教
育
の
頂
点
の
方
に

位
置
す
る
。
旧
制
高
校
生
は
帝
国
大
学
へ
の

入
学
を
約
束
さ
れ
る
。
そ
の
教
師
は
重
職
だ
。

耕
筰
は
姉
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
高
い
地
位
を

持
つ
義
兄
を
得
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
お
か
げ

と
も
言
え
る
。
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
夫
妻
は
岡
山

に
耕
筰
を
呼
び
寄
せ
た
。
行
進
曲
と
賛
美
歌

で
育
ち
、
西
洋
音
楽
に
深
い
親
し
み
を
抱
い

て
い
た
耕
筰
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
義
兄
に
、

豊
か
な
環
境
の
も
と
、
音
楽
の
て
ほ
ど
き
を

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
姉
夫
婦
は
耕
筰
を
私
学
の
関
西
学
院
に
進

学
さ
せ
た
。
耕
筰
の
人
生
が
関
西
と
結
び
付

く
。
15
の
年
か
ら
18
の
年
ま
で
。
多
感
な
時

期
を
耕
筰
は
神
戸
で
過
ご
し
た
。
関
西
学
院

は
や
は
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
学
校
で
あ
る
。

そ
こ
で
耕
筰
は
西
洋
音
楽
に
明
け
暮
れ
た
。

合
唱
団
に
参
加
し
、
オ
ル
ガ
ン
も
演
奏
し
た
。

賛
美
歌
だ
け
で
は
な
い
。
よ
り
幅
広
く
西
洋

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
触
れ
た
。
合
唱
曲
も
作

っ
た
。
つ
い
に
作
曲
家
を
目
指
す
よ
う
に
な

っ
た
。
姉
夫
婦
の
支
援
を
引
き
続
き
得
て
、

１
９
０
４
（
明
治
37
）
年
、
す
な
わ
ち
日
露

開
戦
の
年
、
上
野
の
東
京
音
楽
学
校
（
現
・

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
）
に
入
学
し
た
。

衆
も
育
っ
て
い
な
い
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

交
響
曲
や
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
歌
劇
に
も
な
か
な

か
触
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代
に
、
仮
に
才

能
あ
る
作
曲
家
が
居
た
と
し
て
も
、
日
本
人

が
交
響
曲
な
ど
を
作
る
の
は
ま
だ
時
期
尚
早
。

一
般
的
認
識
だ
っ
た
。

　
で
も
耕
筰
は
そ
ん
な
意
見
に
与
さ
な
か
っ

た
。
西
洋
流
の
近
代
文
学
を
志
せ
ば
、
翻
訳

や
短
編
小
説
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
長
編
小
説

を
書
い
て
み
る
も
の
だ
。
漱
石
や
鷗
外
が
そ

れ
を
や
っ
て
い
る
。
西
洋
美
術
を
学
べ
ば
、

小
さ
な
水
彩
画
で
は
満
足
で
き
ず
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
も
留
学
し
て
油
絵
の
大
作
を
描
く
だ

ろ
う
。
黒
田
清
輝
ら
が
現
に
そ
う
し
て
い
る
。

　
そ
れ
な
の
に
、
日
本
に
西
洋
音
楽
を
導
入

し
根
付
か
せ
て
文
明
開
化
の
実
を
挙
げ
よ
う

と
す
る
者
が
、
楽
器
演
奏
や
、
音
楽
理
論
の

修
得
や
、
小
規
模
の
歌
曲
と
か
ピ
ア
ノ
曲
と

か
吹
奏
楽
用
の
行
進
曲
の
創
作
に
と
ど
ま
っ

て
い
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
西
洋
文
学
の
華

が
長
編
小
説
に
、
西
洋
美
術
の
華
が
大
き
な

サ
イ
ズ
の
油
彩
画
に
あ
る
と
し
た
ら
、
西
洋

音
楽
の
そ
れ
は
や
は
り
大
規
模
な
作
品
だ
ろ

う
。
巨
大
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
や
オ
ペ
ラ
だ
ろ

う
。
あ
る
い
は
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
や
弦
楽
四

重
奏
曲
の
大
作
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
日
本
の

西
洋
音
楽
家
た
ち
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。

耕
筰
は
大
曲
作
り
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
や

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
や
シ
ュ
ー
マ
ン
の
ス
タ

イ
ル
を
熱
心
に
学
習
し
た
。

　
そ
ん
な
青
年
作
曲
家
に
目
を
か
け
た
の
が
、

東
京
音
楽
学
校
の
「
お
雇
い
外
国
人
教
師
」、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
で
あ

る
。
彼
は
ベ
ル
リ
ン
随
一
の
音
楽
学
校
、
ベ

ル
リ
ン
帝
室
高
等
音
楽
院
の
出
身
だ
っ
た
。

本
場
で
本
物
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
オ
ペ
ラ
に

触
れ
ら
れ
な
い
で
、
日
本
に
と
ど
ま
り
楽
譜

や
理
論
書
や
教
師
の
て
ほ
ど
き
で
勉
強
し
て

い
て
も
限
界
が
あ
る
。ヴ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ

ー
は
耕
筰
を
ベ
ル
リ
ン
の
母
校
で
学
ば
せ
た

か
っ
た
。

　
だ
が
先
立
つ
も
の
が
要
る
。
耕
筰
の
義
兄

に
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
が
居
る
と
い
っ
て
も
、
長

期
の
留
学
の
費
用
ま
で
は
さ
す
が
に
賄
い
き

れ
な
い
。
幸
田
延
や
瀧
廉
太
郎
の
よ
う
に
官

費
留
学
で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
い
つ
選
ば

れ
る
か
は
役
所
の
さ
じ
加
減
。
そ
こ
で
ヴ
ェ

ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
は
独
自
に
ス
ポ
ン
サ
ー
を

探
す
こ
と
に
し
た
。
彼
は
、
チ
ェ
ロ
を
個
人

的
に
教
え
て
い
た
三
菱
財
閥
の
岩
崎
小
弥
太

に
「
自
分
の
生
徒
に
将
来
性
の
豊
か
な
天
才

が
居
る
」
と
売
り
込
ん
だ
。
岩
崎
小
弥
太
は

耕
筰
へ
の
援
助
を
約
束
し
た
。
か
く
し
て
１

９
１
０
（
明
治
43
）
年
、
東
京
音
楽
学
校
研

究
科
の
学
生
だ
っ
た
耕
筰
は
ベ
ル
リ
ン
に
出

発
し
、
希
望
通
り
、
高
等
音
楽
院
に
入
学
。

カ
ー
ル
・
レ
オ
ポ
ル
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
師
事

し
て
、
留
学
３
年
目
の
１
９
１
２
（
大
正
元
）

年
、
交
響
曲
ヘ
長
調
『
勝
ち
ど
き
と
平
和
』

を
完
成
し
た
。
日
本
人
の
手
に
な
る
初
め
て

の
交
響
曲
で
あ
る
。
全
４
楽
章
の
堂
々
た
る

構
成
を
持
つ
。
耕
筰
の
志
が
ひ
と
つ
か
な
っ

た
。

　
し
か
し
、
耕
筰
は
そ
こ
で
ひ
と
つ
の
壁
に

ぶ
ち
当
た
っ
た
よ
う
だ
。
交
響
曲
は
、
西
洋

と
い
っ
て
も
特
に
は
「
哲
学
の
国
」
ド
イ
ツ

で
発
達
し
た
楽
曲
分
野
で
あ
る
。
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
５
番
『
運
命
』
な
ら
、

冒
頭
に
出
現
す
る
、「
運
命
が
戸
を
叩
く
」

た
っ
た
４
つ
の
音
の
組
み
合
わ
せ
が
、
全
４

楽
章
に
わ
た
っ
て
徹
底
し
て
使
い
込
ま
れ
、

一
分
の
す
き
も
な
く
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
音
楽
は
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
み
な
ら
ず
、
バ
ッ
ハ
で
も
ハ

イ
ド
ン
で
も
ワ
ー
グ
ナ
ー
で
も
、
限
ら
れ
た

素
材
を
明
快
な
論
理
の
も
と
に
極
限
ま
で
展

開
し
、
有
機
的
に
構
成
し
ぬ
い
て
出
来
て
い

る
。
な
ぜ
次
の
音
が
、
リ
ズ
ム
が
、
和
音
が
、

こ
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
い
つ
も
理

屈
で
説
明
で
き
る
の
が
ド
イ
ツ
的
な
音
楽
の

あ
り
よ
う
。
耕
筰
も
、
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
の
真
髄
は
ド
イ
ツ
の
伝
統
に
あ
る
も
の
と

信
じ
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
ら
の
秘
法
を
わ
が

も
の
と
す
る
こ
と
を
大
目
標
に
し
て
、
東
京

と
ベ
ル
リ
ン
で
研
鑽
を
積
ん
で
き
た
。

　
け
れ
ど
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
耕
筰
に
懐
疑

が
生
じ
た
。
幼
い
頃
か
ら
西
洋
音
楽
に
当
時

の
日
本
人
と
し
て
は
例
外
的
と
も
言
え
る
ほ

ど
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
は
ず
の
耕
筰
に
も
、

芸
術
を
理
屈
で
煎
じ
詰
め
る
と
い
う
の
が
、

ど
う
も
肌
に
合
わ
な
い
。
日
本
人
の
伝
統
感

覚
に
は
そ
こ
か
ら
外
れ
る
も
の
が
多
す
ぎ
る
。

余
白
を
重
ん
じ
る
と
か
、
俳
句
や
短
歌
の
よ

う
に
一
息
で
終
わ
る
短
い
も
の
に
価
値
を
み

い
だ
す
と
か
、
理
屈
を
わ
ざ
と
崩
し
た
り
、

プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
わ
ざ
と
歪
め
る
こ
と
を

よ
し
と
す
る
と
か
、
わ
ざ
わ
ざ
ぼ
か
し
を
入

れ
て
曖
昧
模
糊
に
し
て
し
ま
う
と
か
、
展
開

し
な
い
で
単
に
い
つ
ま
で
も
同
じ
も
の
を
繰

り
返
す
と
か
。

　
ド
イ
ツ
音
楽
の
真
髄
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

日
本
人
と
し
て
の
困
惑
が
深
ま
る
。
耕
筰
は

泥
沼
に
沈
ん
で
い
っ
た
。
だ
い
た
い
交
響
曲

や
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
な
ど
、
器
楽
だ
け
を
味

わ
う
習
慣
さ
え
、
日
本
人
の
感
性
か
ら
は
遠

い
の
で
は
な
い
か
。
歌
舞
伎
で
も
文
楽
で
も

能
で
も
神
楽
で
も
、
音
楽
は
演
劇
や
舞
踊
と

不
可
分
に
な
っ
て
い
る
。
雅
楽
に
も
踊
り
や

歌
を
伴
う
も
の
が
多
い
し
、
箏
の
音
楽
で
も

箏
だ
け
の
演
奏
よ
り
も
弾
き
な
が
ら
う
た
う

方
が
主
流
だ
。

　
す
る
と
日
本
の
作
曲
家
と
し
て
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
究
め
、
極
東
の
地
に
異
文
化
と
し

て
の
西
洋
音
楽
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
と

き
、
い
っ
た
い
何
を
作
れ
ば
よ
い
か
。
大
交

響
曲
が
日
本
人
に
は
無
茶
な
ら
、
残
る
の
は

グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
だ
ろ
う
。
歌
舞
伎
や
能

を
愛
す
る
日
本
人
に
必
要
な
、
西
洋
ク
ラ
シ

ッ
ク
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
新
し
い
音
楽
は
な

ん
と
い
っ
て
も
オ
ペ
ラ
。
耕
筰
の
結
論
だ
っ

た
。器
楽
だ
け
の
音
楽
と
し
て
も
、論
理
的
・

抽
象
的
な
展
開
を
、
時
間
を
か
け
て
追
う
も

の
で
は
な
く
、
筋
が
き
に
し
た
が
っ
て
進
む

バ
レ
エ
音
楽
や
交
響
詩
、
あ
る
い
は
俳
句
や

短
歌
の
よ
う
に
短
く
終
わ
る
小
品
が
、
日
本

に
は
向
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
耕
筰
は
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
て
い
る
う
ち

に
、「
羽
衣
伝
説
」
に
基
づ
く
オ
ペ
ラ
『
堕

ち
た
る
天
女
』
を
完
成
し
た
。
交
響
詩
『
曼

陀
羅
の
華
』
も
作
っ
た
。

『
曼
陀
羅
の
華
』
は
、
と
て
つ
も
な
い
大
編

成
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
用
い
な
が
ら
、
息
の

短
い
楽
想
を
断
片
的
に
連
ね
、
夢
の
よ
う
な

理
屈
の
な
い
筋
書
き
を
追
っ
て
ゆ
き
、
た
っ

た
数
分
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
不
思
議
な
音
楽

だ
。
６
拍
子
を
「
３
＋
２
＋
１
」
に
割
っ
た

何
と
も
不
合
理
で
不
均
衡
な
リ
ズ
ム
が
し
つ

こ
く
繰
り
返
さ
れ
も
す
る
。
要
す
る
に
仕
掛

け
が
日
本
的
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
響
き
の

具
合
も
ド
イ
ツ
音
楽
か
ら
離
れ
、
フ
ラ
ン
ス

の
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
や
ロ
シ
ア
の
ス
ク
リ
ャ
ー

ビ
ン
に
近
付
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ

ア
の
音
楽
に
は
、
ド
イ
ツ
的
な
論
理
的
展
開

に
な
び靡
か
ず
、
断
片
を
組
み
合
わ
せ
る
と
か
、

単
純
な
も
の
を
繰
り
返
す
と
か
い
う
志
向
が

あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
に
も
、
純
西
洋
風
と
も
言

え
る
長
調
や
短
調
の
音
階
か
ら
外
れ
て
、
日

本
の
旋
律
と
似
て
聞
こ
え
る
音
の
動
き
が
で

て
き
が
ち
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
よ
り
も
日
本
の

た
め
に
は
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
の
方
が
モ
デ

ル
に
な
る
。
耕
筰
の
発
見
で
あ
っ
た
。

憧
れ
て
も
、
耕
筰
に
と
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
が
つ
い
に
わ
が
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
よ

う
に
、
一
体
に
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
か

と
い
っ
て
西
洋
を
捨
て
る
こ
と
は
も
う
で
き

な
い
。
曖
昧
に
揺
れ
動
き
続
け
る
。
そ
れ
が

日
本
の
道
な
の
だ
。

　
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
が
、『
か
ら
た
ち
の
花
』

や
『
こ
の
道
』
ほ
ど
愛
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漱

石
の『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』や
鷗
外
の『
舞
姫
』

の
よ
う
な
地
位
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
黒
船
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
あ
ま
り
に
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
割
り
切
れ
な
さ
か
ら
永
遠
に
逃

れ
ら
れ
な
い
の
が
、
近
代
日
本
の
宿
命
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

『
黒
船
』
は
近
代
日
本
音
楽
が
生
み
だ
し
た
、

こ
の
国
の
最
高
の
自
画
像
と
も
思
え
る
。
自

画
像
を
見
つ
め
る
。
そ
こ
か
ら
次
の
お
の
れ

の
姿
も
思
い
浮
か
ぶ
。『
黒
船
』
が
も
っ
と

聴
か
れ
た
ら
よ
い
。
そ
う
思
っ
て
い
る
。

ム
や
情
感
を
仕
立
て
て
ゆ
く
こ
と
。
言
わ
ば

近
代
日
本
語
に
相
応
し
い
バ
ラ
ー
ド
の
確
立

だ
。
そ
の
成
果
が
『
こ
の
道
』
や
『
か
ら
た

ち
の
花
』
や
『
赤
と
ん
ぼ
』。
耕
筰
の
目
指

し
た
も
の
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
、
そ
れ

ら
は
今
日
ま
で
愛
唱
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
耕
筰
の
創
作
の
終
着
点
で

は
な
か
っ
た
。
肝
腎
な
の
は
オ
ペ
ラ
な
の
だ
。

そ
れ
は
ど
う
な
っ
た
か
。
歌
曲
や
童
謡
で
試

さ
れ
た
日
本
語
作
曲
法
と
、『
曼
陀
羅
の
華
』

以
来
の
柔
軟
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
書
法
と
は
、

グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
に
集
大
成
さ

れ
た
と
言
え
る
。
初
演
は
１
９
４
０
（
昭
和

15
）
年
。
こ
れ
こ
そ
耕
筰
畢
生
の
大
作
。
そ

こ
で
は
全
編
に
わ
た
っ
て
耕
筰
な
ら
で
は
の

バ
ラ
ー
ド
風
の
メ
ロ
デ
ィ
が
活
用
さ
れ
、
魅

惑
的
な
音
楽
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
筋
書
き
に
も
耕
筰
の
音
楽
家
と
し
て
の
軌

跡
が
反
映
す
る
。
時
は
幕
末
。
舞
台
は
伊
豆

半
島
の
下
田
。
そ
こ
で
若
い
日
本
人
女
性
が

尊
皇
攘
夷
の
志
士
と
ア
メ
リ
カ
人
外
交
官
と

の
あ
い
だ
で
板
挟
み
に
な
っ
て
悩
む
。
純
日

本
の
道
か
、
ひ
た
す
ら
な
西
洋
化
の
道
か
。

結
論
は
？
　
実
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ど
ち

ら
に
転
ぶ
か
が
物
語
と
し
て
は
定
か
に
な
ら

な
い
。
混
沌
と
し
た
ま
ま
幕
は
下
り
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
恐
ら
く
、
作
曲
家
の
考
え
る
答

え
は
両
極
端
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
復
古
調

の
日
本
に
徹
す
る
こ
と
も
、
日
本
を
捨
て
て

西
洋
に
徹
す
る
こ
と
も
、
日
本
の
選
択
と
し

て
は
適
切
で
な
い
。
常
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
落
と
し
ど
こ
ろ
を
求
め
て

悩
み
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
く
ら
西
洋
に

特
集
／
外
に
出
て「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
5
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日
本
の
交
響
楽・オ
ペ
ラ
の
隆
盛
に
尽
力
、日
本
の
近
代
音
楽
を
確
立
す
る
と
と

も
に
、日
本
語
の
特
徴
を
活
か
し
た
童
謡
を
数
多
く
制
作
し
、国
民
音
楽
の
創

造
に
も
尽
力
し
た
山
田
耕
筰
だ
が
、意
外
に
も
、そ
の
実
像
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
。の
ち
の
耕
筰
の
音
楽
観
や
思
想
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
ド
イ

ツ
留
学
の
経
験
を
中
心
に
、異
文
化
受
容
の
視
点
か
ら
作
曲
家
の
足
跡
を
辿

り
直
し
、そ
の
音
楽
に
刻
み
込
ま
れ
た
こ
の
国
の
姿
を
問
う
。

　
山
田
耕
筰
は
１
８
８
６
（
明
治
19
）
年
、

東
京
の
本
郷
で
生
ま
れ
た
。
漱
石
よ
り
も
19

歳
、
鷗
外
よ
り
も
24
歳
若
い
。
漱
石
や
鷗
外

に
相
当
す
る
洗
練
さ
れ
た
タ
レ
ン
ト
が
、
日

本
近
代
音
楽
史
で
は
文
学
史
よ
り
も
そ
れ
だ

け
遅
れ
て
現
れ
て
い
る
。
音
楽
史
の
方
が
展

開
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
音
楽
で
楽
器

の
演
奏
や
理
論
に
習
熟
す
る
に
は
、
個
人
と

し
て
も
時
間
が
か
か
る
。
語
学
は
辞
書
と
文

法
書
が
あ
れ
ば
学
べ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
だ
が

音
楽
と
な
る
と
、
教
科
書
の
ほ
か
に
、
楽
器

も
教
師
も
音
を
出
し
て
よ
い
場
所
も
必
要
だ
。

日
本
人
が
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
日
本
に

居
て
も
あ
る
程
度
ま
で
学
べ
る
環
境
の
整
う

ま
で
は
、
文
学
や
美
術
よ
り
も
一
般
に
歳
月

を
要
す
る
。
そ
の
ず
れ
が
、
耕
筰
と
漱
石
や

鷗
外
の
年
の
差
に
、
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

耕
筰
は
小
説
家
で
い
う
と
白
樺
派
の
志
賀
直

哉
よ
り
３
つ
、
同
じ
く
武
者
小
路
実
篤
よ
り

１
つ
年
下
に
な
る
。

　
白
樺
派
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
西
洋
音
楽
家
が

耕
筰
。
と
い
う
と
、
幼
い
頃
か
ら
西
洋
の
芸

術
に
も
惜
し
み
な
く
触
れ
ら
れ
、
異
文
化
を

存
分
に
吸
収
で
き
た
特
権
的
な
富
裕
層
の
出

身
な
の
か
と
想
像
し
た
く
も
な
る
。
だ
が
そ

う
で
は
な
い
。
耕
筰
の
家
は
む
し
ろ
貧
乏
だ

っ
た
。
父
親
は
も
と
は
三
河
国
の
重
原
藩
と

い
う
小
藩
の
侍
。
明
治
維
新
で
四
民
平
等
の

世
に
な
る
と
、
東
京
に
出
て
商
売
を
始
め
た
。

一
時
は
相
場
師
と
し
て
成
功
し
た
ら
し
い
。

け
れ
ど
、
耕
筰
が
２
歳
の
と
き
に
破
産
。
一

家
は
横
須
賀
に
移
り
、
父
親
は
古
本
屋
を
始

め
た
。

　
明
治
20
年
代
の
横
須
賀
で
小
さ
な
古
本
屋

の
息
子
と
し
て
幼
少
期
を
送
る
。
そ
ん
な
人

が
、
ど
う
や
っ
て
西
洋
音
楽
に
親
し
み
、
後

ば
幼
稚
園
に
行
く
年
齢
の
頃
の
話
だ
。

　
家
は
貧
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
賛
美
歌
と
行

進
曲
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
耕
筰
の
幼
年

期
の
音
楽
環
境
だ
っ
た
。
そ
の
あ
と
一
家
は

横
須
賀
を
離
れ
、
父
は
耕
筰
が
10
歳
の
年
に

逝
き
、
耕
筰
は
東
京
の
寄
宿
制
の
労
働
学
校

に
入
れ
ら
れ
る
。
学
校
と
印
刷
所
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
る
。

　
宮
澤
賢
治
の
童
話
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
、

主
人
公
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
昼
に
学
校
が
終
わ

る
と
印
刷
所
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
活
字
を

拾
う
。
耕
筰
少
年
の
暮
ら
し
は
そ
れ
を
も
っ

と
徹
底
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
昼
間
は
印
刷

所
で
働
き
、
自
ら
学
費
や
生
活
費
を
稼
い
で
、

夜
に
学
ぶ
。
こ
の
労
働
学
校
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
教
会
の
経
営
だ
っ
た
。
や
は
り
賛
美

歌
が
あ
っ
た
。

　
音
楽
に
触
れ
る
機
会
は
保
た
れ
て
い
た
と

は
言
え
る
。
と
は
い
え
絵
に
描
い
た
よ
う
な

苦
学
だ
。
耕
筰
少
年
は
無
理
が
祟
っ
て
体
を

壊
し
た
。
療
養
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。

そ
の
あ
と
新
橋
駅
で
ボ
ー
イ
を
し
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
荷
物
預
か
り
や
運
搬
な
ど
の

雑
事
を
こ
な
す
少
年
労
働
者
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
耕
筰
の
人
生
に
光
明

が
射
し
て
く
る
。
転
機
は
14
歳
の
年
。
長
姉

に
引
き
取
ら
れ
た
。
彼
女
は
耕
筰
よ
り
13
年

上
。
母
親
以
上
に
熱
烈
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で

あ
る
。
苦
学
し
て
女
学
校
の
教
師
と
な
り
、

イ
ギ
リ
ス
人
と
結
婚
。
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
恒
子

と
な
っ
た
。
弟
の
面
倒
を
み
る
余
裕
が
つ
い

に
生
ま
れ
た
。

　
夫
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
は
プ

の
大
音
楽
家
に
な
れ
た
の
か
。
秘
密
は
ま
ず

家
庭
に
あ
る
。
耕
筰
の
母
方
は
一
族
揃
っ
て

明
治
初
期
か
ら
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ

た
。
耕
筰
も
日
曜
日
に
は
母
に
連
れ
ら
れ
て

教
会
に
通
い
、
賛
美
歌
を
う
た
っ
て
い
た
。

父
も
古
本
屋
を
潰
し
て
か
ら
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
伝
道
師
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
横
須
賀
と
い
う
町
。
日
本
海
軍

の
拠
点
だ
っ
た
。
軍
港
を
擁
す
る
軍
事
都
市

で
あ
る
。
実
は
軍
隊
に
音
楽
は
付
き
物
。
軍

楽
隊
で
あ
る
。
し
か
も
時
代
は
日
清
戦
争
に

向
か
う
頃
。
横
須
賀
で
は
海
軍
軍
楽
隊
の
演

奏
活
動
が
活
発
だ
っ
た
。
軍
隊
内
だ
け
で
な

く
市
中
で
も
市
民
向
け
に
頻
繁
に
腕
前
を
披

露
し
た
。
軍
の
宣
伝
の
一
環
と
い
っ
て
も
よ

い
。
市
民
に
親
し
ま
れ
る
海
軍
と
い
う
こ
と

だ
。
耕
筰
少
年
は
そ
の
海
軍
軍
楽
隊
の
ラ
ッ

パ
と
太
鼓
の
音
に
取
り
憑
か
れ
た
。「
ハ
ー

メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
ど
こ
ま
で
も
付
い

て
ゆ
く
少
年
少
女
の
よ
う
に
、
軍
楽
隊
か
ら

離
れ
ず
、
家
に
帰
ら
な
い
。
横
須
賀
の
町
で

は
有
名
な
子
供
だ
っ
た
と
い
う
。
今
で
言
え

　
そ
の
頃
の
日
本
に
作
曲
家
は
居
た
か
。
も

ち
ろ
ん
居
た
。
唱
歌
や
軍
歌
は
数
多
く
作
ら

れ
て
い
た
。
海
軍
軍
楽
隊
の
瀬
戸
口
藤
吉
が

『
軍
艦
行
進
曲
』
を
発
表
し
た
の
は
１
９
０

０
年
。
幸
田
露
伴
の
妹
、
幸
田
の
ぶ延

は
ア
メ
リ

カ
や
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
１
８
９
０
年
代
の

う
ち
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ
タ
を
作
っ
て

い
た
。
音
楽
界
期
待
の
星
、
瀧
廉
太
郎
が
、

ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
す
ぐ
に
結
核
を
発
症
し

て
帰
国
し
、『
荒
城
の
月
』
や
『
花
』
の
よ

う
な
名
歌
、
た
っ
た
２
つ
の
ピ
ア
ノ
曲
を
遺

し
て
早
逝
し
た
の
は
１
９
０
３
年
。
耕
筰
が

音
楽
学
校
に
入
学
す
る
前
年
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
タ
レ
ン
ト
は
出
現
し
は
じ
め

て
は
い
た
。
だ
が
、
本
格
的
な
オ
ペ
ラ
や
シ

ン
フ
ォ
ニ
ー
を
作
ろ
う
と
す
る
者
は
日
本
に

は
ま
だ
居
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
日
本
人
作

曲
家
が
そ
う
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
手
を
染
め
よ

う
と
し
て
も
、
こ
の
国
に
は
真
っ
当
な
オ
ペ

ラ
座
も
な
け
れ
ば
、
一
般
市
民
相
手
に
活
動

す
る
交
響
楽
団
も
で
き
て
い
な
い
。
つ
ま
り

演
奏
機
会
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
欲
す
る
聴

　
耕
筰
は
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
、
足
掛

け
５
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
留
学
を
切
り
上
げ

て
帰
国
し
た
。
そ
の
あ
と
は
も
う
純
然
た
る

交
響
曲
や
弦
楽
四
重
奏
曲
や
ソ
ナ
タ
の
類
い
、

あ
る
い
は
協
奏
曲
と
い
う
も
の
を
、
１
９
６

５
（
昭
和
40
）
年
に
逝
く
ま
で
ひ
と
つ
も
作

ら
な
か
っ
た
。
主
た
る
目
標
は
オ
ペ
ラ
に
し

ぼ
ら
れ
た
。
器
楽
だ
け
の
作
品
は
、
交
響
詩

の
よ
う
な
も
の
や
バ
レ
エ
音
楽
や
ピ
ア
ノ
の

小
品
に
限
ら
れ
た
。

　
日
本
の
作
曲
家
が
日
本
の
聴
衆
の
た
め
に

オ
ペ
ラ
を
作
る
。
想
定
さ
れ
る
言
語
は
む
ろ

ん
日
本
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
舞
伎
や
能

や
民
謡
や
わ
ら
べ
う
た
の
調
子
で
節
づ
け
し

て
い
て
は
、
文
明
開
化
の
日
本
の
欲
す
る
新

し
い
時
代
の
た
め
の
音
楽
に
は
な
る
ま
い
。

耕
筰
は
自
分
の
オ
ペ
ラ
の
た
め
の
理
想
の
メ

ロ
デ
ィ
の
ス
タ
イ
ル
を
求
め
て
、
大
正
時
代

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
、
膨
大
な
歌
曲
や
童

謡
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
探
究
さ

れ
た
の
は
、
日
本
語
の
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
に

忠
実
に
添
う
よ
う
に
音
程
を
上
げ
下
げ
し
て

旋
律
を
作
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
詩
人
の
朗

読
・
朗
唱
の
よ
う
な
調
子
で
テ
ン
ポ
や
リ
ズ

ま
だ
交
響
楽
団
も
な
い
時
代
、

西
洋
音
楽
と
格
闘
し
な
が
ら

日
本
的
表
現
を
追
い
求
め
、

こ
の
国
の
音
楽
史
を
牽
引
し
た

功
績
は
大
き
い
。

（
写
真
提
供
／
共
同
通
信
社
）

山
田
耕
筰
の
肖
像



転
機
と
し
て
の
ベ
ル
リ
ン
留
学

西
洋
音
楽
と
日
本
的
感
性
の
融
合

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
指
揮
を
す
る
山
田
耕
筰
。

日
本
の
伝
統
感
覚
を
活
か
し
つつ
、西
洋
音
楽
を

定
着
さ
せ
る
た
め
に
選
ば
れ
た
の
は
オ
ペ
ラ
だ
っ
た
。

（
写
真
提
供
／
共
同
通
信
社
）
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「
夕
や
け
小
や
け
の
赤
と
ん
ぼ
」。
三
木
露

風
作
詞
の
『
赤
と
ん
ぼ
』
で
あ
る
。「
こ
の

道
は
い
つ
か
来
た
道
」。
北
原
白
秋
作
詞
の

『
こ
の
道
』
で
あ
る
。「
か
ら
た
ち
の
花
が
咲

い
た
よ
」。
や
は
り
白
秋
作
詞
の
『
か
ら
た

ち
の
花
』
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
山
田
耕
筰
の

作
曲
だ
。

　
こ
れ
ら
の
歌
曲
や
童
謡
の
作
り
手
と
し
て

だ
け
で
も
、
耕
筰
の
名
は
日
本
の
文
化
芸
術

の
歴
史
に
永
く
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
が
、
彼

の
し
た
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
近
代

日
本
が
異
文
化
と
し
て
の
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
を
受
け
入
れ
、
噛
み
砕
く
。
そ
の
過
程

で
と
き
に
惑
い
、と
き
に
反
発
す
る
。そ
し
て
、

そ
の
先
に
日
本
人
な
ら
で
は
の
表
現
を
生
み

だ
そ
う
と
す
る
。
そ
の
苦
労
を
一
身
に
担
っ

た
の
が
耕
筰
だ
。
偉
大
な
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ

る
。

　
と
い
っ
て
も
、
道
を
切
り
開
い
た
だ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
や
森
鷗
外
を

思
い
だ
そ
う
。
彼
ら
は
日
本
近
代
文
学
の
開

拓
者
と
も
呼
べ
る
存
在
だ
が
、
と
同
時
に
漱

石
や
鷗
外
本
人
が
巨
峰
で
あ
り
、
彼
ら
の
作

品
自
体
が
古
典
で
あ
る
。
日
本
人
が
異
文
化

と
し
て
の
西
洋
近
代
小
説
に
倣
っ
て
、
日
本

語
で
日
本
人
の
思
想
や
感
性
や
教
養
を
活
か

し
て
書
く
の
な
ら
こ
う
な
る
。
そ
う
い
う
模

範
を
、
漱
石
や
鷗
外
は
い
き
な
り
究
極
的
な

と
こ
ろ
で
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

　
耕
筰
は
日
本
近
代
音
楽
に
お
け
る
漱
石
や

鷗
外
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
開
拓
者
に
し
て
達

成
者
だ
。『
こ
の
道
』
や
『
か
ら
た
ち
の
花
』

は
日
本
近
代
歌
曲
の
古
典
に
違
い
な
い
。
耕

筰
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て

「
歌
曲
王
」
と
呼
ば
れ
も
す
る
。
そ
し
て
、

歌
曲
や
童
謡
に
比
し
て
遜
色
の
な
い
仕
事
を
、

オ
ペ
ラ
や
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
分
野
で
も
し
て

い
る
。
漱
石
や
鷗
外
く
ら
い
に
耕
筰
に
つ
い

て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
て
よ
い
。

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
伝
道
師
と
し
て
来
日
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
の
資
格

も
持
つ
す
ぐ
れ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
音
楽
家
で
も

あ
っ
た
。
彼
は
旧
制
第
六
高
等
学
校
の
英
語

教
師
と
な
っ
た
。

　
夏
目
漱
石
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
前
に
は
旧
制

第
五
高
等
学
校
の
英
語
教
師
だ
っ
た
。
六
高

は
岡
山
。
五
高
は
熊
本
。
旧
制
高
校
は
近
代

日
本
の
エ
リ
ー
ト
養
成
教
育
の
頂
点
の
方
に

位
置
す
る
。
旧
制
高
校
生
は
帝
国
大
学
へ
の

入
学
を
約
束
さ
れ
る
。
そ
の
教
師
は
重
職
だ
。

耕
筰
は
姉
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
高
い
地
位
を

持
つ
義
兄
を
得
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
お
か
げ

と
も
言
え
る
。
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
夫
妻
は
岡
山

に
耕
筰
を
呼
び
寄
せ
た
。
行
進
曲
と
賛
美
歌

で
育
ち
、
西
洋
音
楽
に
深
い
親
し
み
を
抱
い

て
い
た
耕
筰
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
義
兄
に
、

豊
か
な
環
境
の
も
と
、
音
楽
の
て
ほ
ど
き
を

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
姉
夫
婦
は
耕
筰
を
私
学
の
関
西
学
院
に
進

学
さ
せ
た
。
耕
筰
の
人
生
が
関
西
と
結
び
付

く
。
15
の
年
か
ら
18
の
年
ま
で
。
多
感
な
時

期
を
耕
筰
は
神
戸
で
過
ご
し
た
。
関
西
学
院

は
や
は
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
学
校
で
あ
る
。

そ
こ
で
耕
筰
は
西
洋
音
楽
に
明
け
暮
れ
た
。

合
唱
団
に
参
加
し
、
オ
ル
ガ
ン
も
演
奏
し
た
。

賛
美
歌
だ
け
で
は
な
い
。
よ
り
幅
広
く
西
洋

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
触
れ
た
。
合
唱
曲
も
作

っ
た
。
つ
い
に
作
曲
家
を
目
指
す
よ
う
に
な

っ
た
。
姉
夫
婦
の
支
援
を
引
き
続
き
得
て
、

１
９
０
４
（
明
治
37
）
年
、
す
な
わ
ち
日
露

開
戦
の
年
、
上
野
の
東
京
音
楽
学
校
（
現
・

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
）
に
入
学
し
た
。

衆
も
育
っ
て
い
な
い
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

交
響
曲
や
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
歌
劇
に
も
な
か
な

か
触
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代
に
、
仮
に
才

能
あ
る
作
曲
家
が
居
た
と
し
て
も
、
日
本
人

が
交
響
曲
な
ど
を
作
る
の
は
ま
だ
時
期
尚
早
。

一
般
的
認
識
だ
っ
た
。

　
で
も
耕
筰
は
そ
ん
な
意
見
に
与
さ
な
か
っ

た
。
西
洋
流
の
近
代
文
学
を
志
せ
ば
、
翻
訳

や
短
編
小
説
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
長
編
小
説

を
書
い
て
み
る
も
の
だ
。
漱
石
や
鷗
外
が
そ

れ
を
や
っ
て
い
る
。
西
洋
美
術
を
学
べ
ば
、

小
さ
な
水
彩
画
で
は
満
足
で
き
ず
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
も
留
学
し
て
油
絵
の
大
作
を
描
く
だ

ろ
う
。
黒
田
清
輝
ら
が
現
に
そ
う
し
て
い
る
。

　
そ
れ
な
の
に
、
日
本
に
西
洋
音
楽
を
導
入

し
根
付
か
せ
て
文
明
開
化
の
実
を
挙
げ
よ
う

と
す
る
者
が
、
楽
器
演
奏
や
、
音
楽
理
論
の

修
得
や
、
小
規
模
の
歌
曲
と
か
ピ
ア
ノ
曲
と

か
吹
奏
楽
用
の
行
進
曲
の
創
作
に
と
ど
ま
っ

て
い
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
西
洋
文
学
の
華

が
長
編
小
説
に
、
西
洋
美
術
の
華
が
大
き
な

サ
イ
ズ
の
油
彩
画
に
あ
る
と
し
た
ら
、
西
洋

音
楽
の
そ
れ
は
や
は
り
大
規
模
な
作
品
だ
ろ

う
。
巨
大
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
や
オ
ペ
ラ
だ
ろ

う
。
あ
る
い
は
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
や
弦
楽
四

重
奏
曲
の
大
作
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
日
本
の

西
洋
音
楽
家
た
ち
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。

耕
筰
は
大
曲
作
り
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
や

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
や
シ
ュ
ー
マ
ン
の
ス
タ

イ
ル
を
熱
心
に
学
習
し
た
。

　
そ
ん
な
青
年
作
曲
家
に
目
を
か
け
た
の
が
、

東
京
音
楽
学
校
の
「
お
雇
い
外
国
人
教
師
」、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
で
あ

る
。
彼
は
ベ
ル
リ
ン
随
一
の
音
楽
学
校
、
ベ

ル
リ
ン
帝
室
高
等
音
楽
院
の
出
身
だ
っ
た
。

本
場
で
本
物
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
オ
ペ
ラ
に

触
れ
ら
れ
な
い
で
、
日
本
に
と
ど
ま
り
楽
譜

や
理
論
書
や
教
師
の
て
ほ
ど
き
で
勉
強
し
て

い
て
も
限
界
が
あ
る
。ヴ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ

ー
は
耕
筰
を
ベ
ル
リ
ン
の
母
校
で
学
ば
せ
た

か
っ
た
。

　
だ
が
先
立
つ
も
の
が
要
る
。
耕
筰
の
義
兄

に
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
が
居
る
と
い
っ
て
も
、
長

期
の
留
学
の
費
用
ま
で
は
さ
す
が
に
賄
い
き

れ
な
い
。
幸
田
延
や
瀧
廉
太
郎
の
よ
う
に
官

費
留
学
で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
い
つ
選
ば

れ
る
か
は
役
所
の
さ
じ
加
減
。
そ
こ
で
ヴ
ェ

ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
は
独
自
に
ス
ポ
ン
サ
ー
を

探
す
こ
と
に
し
た
。
彼
は
、
チ
ェ
ロ
を
個
人

的
に
教
え
て
い
た
三
菱
財
閥
の
岩
崎
小
弥
太

に
「
自
分
の
生
徒
に
将
来
性
の
豊
か
な
天
才

が
居
る
」
と
売
り
込
ん
だ
。
岩
崎
小
弥
太
は

耕
筰
へ
の
援
助
を
約
束
し
た
。
か
く
し
て
１

９
１
０
（
明
治
43
）
年
、
東
京
音
楽
学
校
研

究
科
の
学
生
だ
っ
た
耕
筰
は
ベ
ル
リ
ン
に
出

発
し
、
希
望
通
り
、
高
等
音
楽
院
に
入
学
。

カ
ー
ル
・
レ
オ
ポ
ル
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
師
事

し
て
、
留
学
３
年
目
の
１
９
１
２
（
大
正
元
）

年
、
交
響
曲
ヘ
長
調
『
勝
ち
ど
き
と
平
和
』

を
完
成
し
た
。
日
本
人
の
手
に
な
る
初
め
て

の
交
響
曲
で
あ
る
。
全
４
楽
章
の
堂
々
た
る

構
成
を
持
つ
。
耕
筰
の
志
が
ひ
と
つ
か
な
っ

た
。

　
し
か
し
、
耕
筰
は
そ
こ
で
ひ
と
つ
の
壁
に

ぶ
ち
当
た
っ
た
よ
う
だ
。
交
響
曲
は
、
西
洋

と
い
っ
て
も
特
に
は
「
哲
学
の
国
」
ド
イ
ツ

で
発
達
し
た
楽
曲
分
野
で
あ
る
。
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
５
番
『
運
命
』
な
ら
、

冒
頭
に
出
現
す
る
、「
運
命
が
戸
を
叩
く
」

た
っ
た
４
つ
の
音
の
組
み
合
わ
せ
が
、
全
４

楽
章
に
わ
た
っ
て
徹
底
し
て
使
い
込
ま
れ
、

一
分
の
す
き
も
な
く
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
音
楽
は
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
み
な
ら
ず
、
バ
ッ
ハ
で
も
ハ

イ
ド
ン
で
も
ワ
ー
グ
ナ
ー
で
も
、
限
ら
れ
た

素
材
を
明
快
な
論
理
の
も
と
に
極
限
ま
で
展

開
し
、
有
機
的
に
構
成
し
ぬ
い
て
出
来
て
い

る
。
な
ぜ
次
の
音
が
、
リ
ズ
ム
が
、
和
音
が
、

こ
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
い
つ
も
理

屈
で
説
明
で
き
る
の
が
ド
イ
ツ
的
な
音
楽
の

あ
り
よ
う
。
耕
筰
も
、
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
の
真
髄
は
ド
イ
ツ
の
伝
統
に
あ
る
も
の
と

信
じ
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
ら
の
秘
法
を
わ
が

も
の
と
す
る
こ
と
を
大
目
標
に
し
て
、
東
京

と
ベ
ル
リ
ン
で
研
鑽
を
積
ん
で
き
た
。

　
け
れ
ど
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
耕
筰
に
懐
疑

が
生
じ
た
。
幼
い
頃
か
ら
西
洋
音
楽
に
当
時

の
日
本
人
と
し
て
は
例
外
的
と
も
言
え
る
ほ

ど
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
は
ず
の
耕
筰
に
も
、

芸
術
を
理
屈
で
煎
じ
詰
め
る
と
い
う
の
が
、

ど
う
も
肌
に
合
わ
な
い
。
日
本
人
の
伝
統
感

覚
に
は
そ
こ
か
ら
外
れ
る
も
の
が
多
す
ぎ
る
。

余
白
を
重
ん
じ
る
と
か
、
俳
句
や
短
歌
の
よ

う
に
一
息
で
終
わ
る
短
い
も
の
に
価
値
を
み

い
だ
す
と
か
、
理
屈
を
わ
ざ
と
崩
し
た
り
、

プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
わ
ざ
と
歪
め
る
こ
と
を

よ
し
と
す
る
と
か
、
わ
ざ
わ
ざ
ぼ
か
し
を
入

れ
て
曖
昧
模
糊
に
し
て
し
ま
う
と
か
、
展
開

し
な
い
で
単
に
い
つ
ま
で
も
同
じ
も
の
を
繰

り
返
す
と
か
。

　
ド
イ
ツ
音
楽
の
真
髄
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

日
本
人
と
し
て
の
困
惑
が
深
ま
る
。
耕
筰
は

泥
沼
に
沈
ん
で
い
っ
た
。
だ
い
た
い
交
響
曲

や
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
な
ど
、
器
楽
だ
け
を
味

わ
う
習
慣
さ
え
、
日
本
人
の
感
性
か
ら
は
遠

い
の
で
は
な
い
か
。
歌
舞
伎
で
も
文
楽
で
も

能
で
も
神
楽
で
も
、
音
楽
は
演
劇
や
舞
踊
と

不
可
分
に
な
っ
て
い
る
。
雅
楽
に
も
踊
り
や

歌
を
伴
う
も
の
が
多
い
し
、
箏
の
音
楽
で
も

箏
だ
け
の
演
奏
よ
り
も
弾
き
な
が
ら
う
た
う

方
が
主
流
だ
。

　
す
る
と
日
本
の
作
曲
家
と
し
て
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
究
め
、
極
東
の
地
に
異
文
化
と
し

て
の
西
洋
音
楽
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
と

き
、
い
っ
た
い
何
を
作
れ
ば
よ
い
か
。
大
交

響
曲
が
日
本
人
に
は
無
茶
な
ら
、
残
る
の
は

グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
だ
ろ
う
。
歌
舞
伎
や
能

を
愛
す
る
日
本
人
に
必
要
な
、
西
洋
ク
ラ
シ

ッ
ク
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
新
し
い
音
楽
は
な

ん
と
い
っ
て
も
オ
ペ
ラ
。
耕
筰
の
結
論
だ
っ

た
。器
楽
だ
け
の
音
楽
と
し
て
も
、論
理
的
・

抽
象
的
な
展
開
を
、
時
間
を
か
け
て
追
う
も

の
で
は
な
く
、
筋
が
き
に
し
た
が
っ
て
進
む

バ
レ
エ
音
楽
や
交
響
詩
、
あ
る
い
は
俳
句
や

短
歌
の
よ
う
に
短
く
終
わ
る
小
品
が
、
日
本

に
は
向
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
耕
筰
は
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
て
い
る
う
ち

に
、「
羽
衣
伝
説
」
に
基
づ
く
オ
ペ
ラ
『
堕

ち
た
る
天
女
』
を
完
成
し
た
。
交
響
詩
『
曼

陀
羅
の
華
』
も
作
っ
た
。

『
曼
陀
羅
の
華
』
は
、
と
て
つ
も
な
い
大
編

成
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
用
い
な
が
ら
、
息
の

短
い
楽
想
を
断
片
的
に
連
ね
、
夢
の
よ
う
な

理
屈
の
な
い
筋
書
き
を
追
っ
て
ゆ
き
、
た
っ

た
数
分
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
不
思
議
な
音
楽

だ
。
６
拍
子
を
「
３
＋
２
＋
１
」
に
割
っ
た

何
と
も
不
合
理
で
不
均
衡
な
リ
ズ
ム
が
し
つ

こ
く
繰
り
返
さ
れ
も
す
る
。
要
す
る
に
仕
掛

け
が
日
本
的
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
響
き
の

具
合
も
ド
イ
ツ
音
楽
か
ら
離
れ
、
フ
ラ
ン
ス

の
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
や
ロ
シ
ア
の
ス
ク
リ
ャ
ー

ビ
ン
に
近
付
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ

ア
の
音
楽
に
は
、
ド
イ
ツ
的
な
論
理
的
展
開

に
な
び靡
か
ず
、
断
片
を
組
み
合
わ
せ
る
と
か
、

単
純
な
も
の
を
繰
り
返
す
と
か
い
う
志
向
が

あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
に
も
、
純
西
洋
風
と
も
言

え
る
長
調
や
短
調
の
音
階
か
ら
外
れ
て
、
日

本
の
旋
律
と
似
て
聞
こ
え
る
音
の
動
き
が
で

て
き
が
ち
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
よ
り
も
日
本
の

た
め
に
は
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
の
方
が
モ
デ

ル
に
な
る
。
耕
筰
の
発
見
で
あ
っ
た
。

憧
れ
て
も
、
耕
筰
に
と
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
が
つ
い
に
わ
が
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
よ

う
に
、
一
体
に
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
か

と
い
っ
て
西
洋
を
捨
て
る
こ
と
は
も
う
で
き

な
い
。
曖
昧
に
揺
れ
動
き
続
け
る
。
そ
れ
が

日
本
の
道
な
の
だ
。

　
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
が
、『
か
ら
た
ち
の
花
』

や
『
こ
の
道
』
ほ
ど
愛
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漱

石
の『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』や
鷗
外
の『
舞
姫
』

の
よ
う
な
地
位
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
黒
船
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
あ
ま
り
に
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
割
り
切
れ
な
さ
か
ら
永
遠
に
逃

れ
ら
れ
な
い
の
が
、
近
代
日
本
の
宿
命
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

『
黒
船
』
は
近
代
日
本
音
楽
が
生
み
だ
し
た
、

こ
の
国
の
最
高
の
自
画
像
と
も
思
え
る
。
自

画
像
を
見
つ
め
る
。
そ
こ
か
ら
次
の
お
の
れ

の
姿
も
思
い
浮
か
ぶ
。『
黒
船
』
が
も
っ
と

聴
か
れ
た
ら
よ
い
。
そ
う
思
っ
て
い
る
。

ム
や
情
感
を
仕
立
て
て
ゆ
く
こ
と
。
言
わ
ば

近
代
日
本
語
に
相
応
し
い
バ
ラ
ー
ド
の
確
立

だ
。
そ
の
成
果
が
『
こ
の
道
』
や
『
か
ら
た

ち
の
花
』
や
『
赤
と
ん
ぼ
』。
耕
筰
の
目
指

し
た
も
の
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
、
そ
れ

ら
は
今
日
ま
で
愛
唱
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
耕
筰
の
創
作
の
終
着
点
で

は
な
か
っ
た
。
肝
腎
な
の
は
オ
ペ
ラ
な
の
だ
。

そ
れ
は
ど
う
な
っ
た
か
。
歌
曲
や
童
謡
で
試

さ
れ
た
日
本
語
作
曲
法
と
、『
曼
陀
羅
の
華
』

以
来
の
柔
軟
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
書
法
と
は
、

グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
に
集
大
成
さ

れ
た
と
言
え
る
。
初
演
は
１
９
４
０
（
昭
和

15
）
年
。
こ
れ
こ
そ
耕
筰
畢
生
の
大
作
。
そ

こ
で
は
全
編
に
わ
た
っ
て
耕
筰
な
ら
で
は
の

バ
ラ
ー
ド
風
の
メ
ロ
デ
ィ
が
活
用
さ
れ
、
魅

惑
的
な
音
楽
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
筋
書
き
に
も
耕
筰
の
音
楽
家
と
し
て
の
軌

跡
が
反
映
す
る
。
時
は
幕
末
。
舞
台
は
伊
豆

半
島
の
下
田
。
そ
こ
で
若
い
日
本
人
女
性
が

尊
皇
攘
夷
の
志
士
と
ア
メ
リ
カ
人
外
交
官
と

の
あ
い
だ
で
板
挟
み
に
な
っ
て
悩
む
。
純
日

本
の
道
か
、
ひ
た
す
ら
な
西
洋
化
の
道
か
。

結
論
は
？
　
実
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ど
ち

ら
に
転
ぶ
か
が
物
語
と
し
て
は
定
か
に
な
ら

な
い
。
混
沌
と
し
た
ま
ま
幕
は
下
り
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
恐
ら
く
、
作
曲
家
の
考
え
る
答

え
は
両
極
端
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
復
古
調

の
日
本
に
徹
す
る
こ
と
も
、
日
本
を
捨
て
て

西
洋
に
徹
す
る
こ
と
も
、
日
本
の
選
択
と
し

て
は
適
切
で
な
い
。
常
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
落
と
し
ど
こ
ろ
を
求
め
て

悩
み
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
く
ら
西
洋
に

　
山
田
耕
筰
は
１
８
８
６
（
明
治
19
）
年
、

東
京
の
本
郷
で
生
ま
れ
た
。
漱
石
よ
り
も
19

歳
、
鷗
外
よ
り
も
24
歳
若
い
。
漱
石
や
鷗
外

に
相
当
す
る
洗
練
さ
れ
た
タ
レ
ン
ト
が
、
日

本
近
代
音
楽
史
で
は
文
学
史
よ
り
も
そ
れ
だ

け
遅
れ
て
現
れ
て
い
る
。
音
楽
史
の
方
が
展

開
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
音
楽
で
楽
器

の
演
奏
や
理
論
に
習
熟
す
る
に
は
、
個
人
と

し
て
も
時
間
が
か
か
る
。
語
学
は
辞
書
と
文

法
書
が
あ
れ
ば
学
べ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
だ
が

音
楽
と
な
る
と
、
教
科
書
の
ほ
か
に
、
楽
器

も
教
師
も
音
を
出
し
て
よ
い
場
所
も
必
要
だ
。

日
本
人
が
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
日
本
に

居
て
も
あ
る
程
度
ま
で
学
べ
る
環
境
の
整
う

ま
で
は
、
文
学
や
美
術
よ
り
も
一
般
に
歳
月

を
要
す
る
。
そ
の
ず
れ
が
、
耕
筰
と
漱
石
や

鷗
外
の
年
の
差
に
、
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

耕
筰
は
小
説
家
で
い
う
と
白
樺
派
の
志
賀
直

哉
よ
り
３
つ
、
同
じ
く
武
者
小
路
実
篤
よ
り

１
つ
年
下
に
な
る
。

　
白
樺
派
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
西
洋
音
楽
家
が

耕
筰
。
と
い
う
と
、
幼
い
頃
か
ら
西
洋
の
芸

術
に
も
惜
し
み
な
く
触
れ
ら
れ
、
異
文
化
を

存
分
に
吸
収
で
き
た
特
権
的
な
富
裕
層
の
出

身
な
の
か
と
想
像
し
た
く
も
な
る
。
だ
が
そ

う
で
は
な
い
。
耕
筰
の
家
は
む
し
ろ
貧
乏
だ

っ
た
。
父
親
は
も
と
は
三
河
国
の
重
原
藩
と

い
う
小
藩
の
侍
。
明
治
維
新
で
四
民
平
等
の

世
に
な
る
と
、
東
京
に
出
て
商
売
を
始
め
た
。

一
時
は
相
場
師
と
し
て
成
功
し
た
ら
し
い
。

け
れ
ど
、
耕
筰
が
２
歳
の
と
き
に
破
産
。
一

家
は
横
須
賀
に
移
り
、
父
親
は
古
本
屋
を
始

め
た
。

　
明
治
20
年
代
の
横
須
賀
で
小
さ
な
古
本
屋

の
息
子
と
し
て
幼
少
期
を
送
る
。
そ
ん
な
人

が
、
ど
う
や
っ
て
西
洋
音
楽
に
親
し
み
、
後

ば
幼
稚
園
に
行
く
年
齢
の
頃
の
話
だ
。

　
家
は
貧
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
賛
美
歌
と
行

進
曲
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
耕
筰
の
幼
年

期
の
音
楽
環
境
だ
っ
た
。
そ
の
あ
と
一
家
は

横
須
賀
を
離
れ
、
父
は
耕
筰
が
10
歳
の
年
に

逝
き
、
耕
筰
は
東
京
の
寄
宿
制
の
労
働
学
校

に
入
れ
ら
れ
る
。
学
校
と
印
刷
所
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
る
。

　
宮
澤
賢
治
の
童
話
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
、

主
人
公
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
昼
に
学
校
が
終
わ

る
と
印
刷
所
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
活
字
を

拾
う
。
耕
筰
少
年
の
暮
ら
し
は
そ
れ
を
も
っ

と
徹
底
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
昼
間
は
印
刷

所
で
働
き
、
自
ら
学
費
や
生
活
費
を
稼
い
で
、

夜
に
学
ぶ
。
こ
の
労
働
学
校
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
教
会
の
経
営
だ
っ
た
。
や
は
り
賛
美

歌
が
あ
っ
た
。

　
音
楽
に
触
れ
る
機
会
は
保
た
れ
て
い
た
と

は
言
え
る
。
と
は
い
え
絵
に
描
い
た
よ
う
な

苦
学
だ
。
耕
筰
少
年
は
無
理
が
祟
っ
て
体
を

壊
し
た
。
療
養
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。

そ
の
あ
と
新
橋
駅
で
ボ
ー
イ
を
し
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
荷
物
預
か
り
や
運
搬
な
ど
の

雑
事
を
こ
な
す
少
年
労
働
者
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
耕
筰
の
人
生
に
光
明

が
射
し
て
く
る
。
転
機
は
14
歳
の
年
。
長
姉

に
引
き
取
ら
れ
た
。
彼
女
は
耕
筰
よ
り
13
年

上
。
母
親
以
上
に
熱
烈
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で

あ
る
。
苦
学
し
て
女
学
校
の
教
師
と
な
り
、

イ
ギ
リ
ス
人
と
結
婚
。
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
恒
子

と
な
っ
た
。
弟
の
面
倒
を
み
る
余
裕
が
つ
い

に
生
ま
れ
た
。

　
夫
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
は
プ

の
大
音
楽
家
に
な
れ
た
の
か
。
秘
密
は
ま
ず

家
庭
に
あ
る
。
耕
筰
の
母
方
は
一
族
揃
っ
て

明
治
初
期
か
ら
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ

た
。
耕
筰
も
日
曜
日
に
は
母
に
連
れ
ら
れ
て

教
会
に
通
い
、
賛
美
歌
を
う
た
っ
て
い
た
。

父
も
古
本
屋
を
潰
し
て
か
ら
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
伝
道
師
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
横
須
賀
と
い
う
町
。
日
本
海
軍

の
拠
点
だ
っ
た
。
軍
港
を
擁
す
る
軍
事
都
市

で
あ
る
。
実
は
軍
隊
に
音
楽
は
付
き
物
。
軍

楽
隊
で
あ
る
。
し
か
も
時
代
は
日
清
戦
争
に

向
か
う
頃
。
横
須
賀
で
は
海
軍
軍
楽
隊
の
演

奏
活
動
が
活
発
だ
っ
た
。
軍
隊
内
だ
け
で
な

く
市
中
で
も
市
民
向
け
に
頻
繁
に
腕
前
を
披

露
し
た
。
軍
の
宣
伝
の
一
環
と
い
っ
て
も
よ

い
。
市
民
に
親
し
ま
れ
る
海
軍
と
い
う
こ
と

だ
。
耕
筰
少
年
は
そ
の
海
軍
軍
楽
隊
の
ラ
ッ

パ
と
太
鼓
の
音
に
取
り
憑
か
れ
た
。「
ハ
ー

メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
ど
こ
ま
で
も
付
い

て
ゆ
く
少
年
少
女
の
よ
う
に
、
軍
楽
隊
か
ら

離
れ
ず
、
家
に
帰
ら
な
い
。
横
須
賀
の
町
で

は
有
名
な
子
供
だ
っ
た
と
い
う
。
今
で
言
え

　
そ
の
頃
の
日
本
に
作
曲
家
は
居
た
か
。
も

ち
ろ
ん
居
た
。
唱
歌
や
軍
歌
は
数
多
く
作
ら

れ
て
い
た
。
海
軍
軍
楽
隊
の
瀬
戸
口
藤
吉
が

『
軍
艦
行
進
曲
』
を
発
表
し
た
の
は
１
９
０

０
年
。
幸
田
露
伴
の
妹
、
幸
田
の
ぶ延

は
ア
メ
リ

カ
や
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
１
８
９
０
年
代
の

う
ち
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ
タ
を
作
っ
て

い
た
。
音
楽
界
期
待
の
星
、
瀧
廉
太
郎
が
、

ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
す
ぐ
に
結
核
を
発
症
し

て
帰
国
し
、『
荒
城
の
月
』
や
『
花
』
の
よ

う
な
名
歌
、
た
っ
た
２
つ
の
ピ
ア
ノ
曲
を
遺

し
て
早
逝
し
た
の
は
１
９
０
３
年
。
耕
筰
が

音
楽
学
校
に
入
学
す
る
前
年
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
タ
レ
ン
ト
は
出
現
し
は
じ
め

て
は
い
た
。
だ
が
、
本
格
的
な
オ
ペ
ラ
や
シ

ン
フ
ォ
ニ
ー
を
作
ろ
う
と
す
る
者
は
日
本
に

は
ま
だ
居
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
日
本
人
作

曲
家
が
そ
う
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
手
を
染
め
よ

う
と
し
て
も
、
こ
の
国
に
は
真
っ
当
な
オ
ペ

ラ
座
も
な
け
れ
ば
、
一
般
市
民
相
手
に
活
動

す
る
交
響
楽
団
も
で
き
て
い
な
い
。
つ
ま
り

演
奏
機
会
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
欲
す
る
聴

　
耕
筰
は
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
、
足
掛

け
５
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
留
学
を
切
り
上
げ

て
帰
国
し
た
。
そ
の
あ
と
は
も
う
純
然
た
る

交
響
曲
や
弦
楽
四
重
奏
曲
や
ソ
ナ
タ
の
類
い
、

あ
る
い
は
協
奏
曲
と
い
う
も
の
を
、
１
９
６

５
（
昭
和
40
）
年
に
逝
く
ま
で
ひ
と
つ
も
作

ら
な
か
っ
た
。
主
た
る
目
標
は
オ
ペ
ラ
に
し

ぼ
ら
れ
た
。
器
楽
だ
け
の
作
品
は
、
交
響
詩

の
よ
う
な
も
の
や
バ
レ
エ
音
楽
や
ピ
ア
ノ
の

小
品
に
限
ら
れ
た
。

　
日
本
の
作
曲
家
が
日
本
の
聴
衆
の
た
め
に

オ
ペ
ラ
を
作
る
。
想
定
さ
れ
る
言
語
は
む
ろ

ん
日
本
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
舞
伎
や
能

や
民
謡
や
わ
ら
べ
う
た
の
調
子
で
節
づ
け
し

て
い
て
は
、
文
明
開
化
の
日
本
の
欲
す
る
新

し
い
時
代
の
た
め
の
音
楽
に
は
な
る
ま
い
。

耕
筰
は
自
分
の
オ
ペ
ラ
の
た
め
の
理
想
の
メ

ロ
デ
ィ
の
ス
タ
イ
ル
を
求
め
て
、
大
正
時
代

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
、
膨
大
な
歌
曲
や
童

謡
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
探
究
さ

れ
た
の
は
、
日
本
語
の
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
に

忠
実
に
添
う
よ
う
に
音
程
を
上
げ
下
げ
し
て

旋
律
を
作
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
詩
人
の
朗

読
・
朗
唱
の
よ
う
な
調
子
で
テ
ン
ポ
や
リ
ズ



音
楽
に
刻
ま
れ
た
日
本
の
自
画
像

『
黒
船
』《
序
景
》の
冒
頭
部
分
。

舞
台
は
幕
末
期
の
下
田
。黒
船
来
航
に
よ
り
、

西
洋
化
と
復
古
の
あ
い
だ
で
揺
れ
動
く

日
本
の
姿
が
描
か
れ
る
。

ス
コ
ア
の
表
紙
。

日
本
語
作
曲
法
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
書
法
な
ど
、

こ
の
作
品
は
そ
れ
ま
で
の
試
行
錯
誤
が
結
実
し
て
、

山
田
耕
筰
の
集
大
成
と
な
っ
た
。

24CEL March 201725 CEL March 2017

１
９
６
３
年
生
ま
れ
。政
治
学
者
、音
楽
評
論
家
。現
在
、

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
。著
書
に
、『
音
盤
考
現

学
』『
音
盤
博
物
誌
』（
第
18
回
吉
田
秀
和
賞
、第
30
回

サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
受
賞
）『
線
量
計
と
機
関
銃
』『
現

代
音
楽
と
現
代
政
治
』（
以
上
、ア
ル
テ
ス
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン

グ
）、『
未
完
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
』（
新
潮
選
書
、第
16
回
司
馬

遼
太
郎
賞
受
賞
）、『
近
代
日
本
の
右
翼
思
想
』（
講
談

社
選
書
メ
チ
エ
）、『
ゴ
ジ
ラ
と
日
の
丸
』（
文
藝
春
秋
）な

ど
多
数
。

K
atayam

a M
orihide

「
夕
や
け
小
や
け
の
赤
と
ん
ぼ
」。
三
木
露

風
作
詞
の
『
赤
と
ん
ぼ
』
で
あ
る
。「
こ
の

道
は
い
つ
か
来
た
道
」。
北
原
白
秋
作
詞
の

『
こ
の
道
』
で
あ
る
。「
か
ら
た
ち
の
花
が
咲

い
た
よ
」。
や
は
り
白
秋
作
詞
の
『
か
ら
た

ち
の
花
』
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
山
田
耕
筰
の

作
曲
だ
。

　
こ
れ
ら
の
歌
曲
や
童
謡
の
作
り
手
と
し
て

だ
け
で
も
、
耕
筰
の
名
は
日
本
の
文
化
芸
術

の
歴
史
に
永
く
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
が
、
彼

の
し
た
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
近
代

日
本
が
異
文
化
と
し
て
の
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク

音
楽
を
受
け
入
れ
、
噛
み
砕
く
。
そ
の
過
程

で
と
き
に
惑
い
、と
き
に
反
発
す
る
。そ
し
て
、

そ
の
先
に
日
本
人
な
ら
で
は
の
表
現
を
生
み

だ
そ
う
と
す
る
。
そ
の
苦
労
を
一
身
に
担
っ

た
の
が
耕
筰
だ
。
偉
大
な
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ

る
。

　
と
い
っ
て
も
、
道
を
切
り
開
い
た
だ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
や
森
鷗
外
を

思
い
だ
そ
う
。
彼
ら
は
日
本
近
代
文
学
の
開

拓
者
と
も
呼
べ
る
存
在
だ
が
、
と
同
時
に
漱

石
や
鷗
外
本
人
が
巨
峰
で
あ
り
、
彼
ら
の
作

品
自
体
が
古
典
で
あ
る
。
日
本
人
が
異
文
化

と
し
て
の
西
洋
近
代
小
説
に
倣
っ
て
、
日
本

語
で
日
本
人
の
思
想
や
感
性
や
教
養
を
活
か

し
て
書
く
の
な
ら
こ
う
な
る
。
そ
う
い
う
模

範
を
、
漱
石
や
鷗
外
は
い
き
な
り
究
極
的
な

と
こ
ろ
で
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

　
耕
筰
は
日
本
近
代
音
楽
に
お
け
る
漱
石
や

鷗
外
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
開
拓
者
に
し
て
達

成
者
だ
。『
こ
の
道
』
や
『
か
ら
た
ち
の
花
』

は
日
本
近
代
歌
曲
の
古
典
に
違
い
な
い
。
耕

筰
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て

「
歌
曲
王
」
と
呼
ば
れ
も
す
る
。
そ
し
て
、

歌
曲
や
童
謡
に
比
し
て
遜
色
の
な
い
仕
事
を
、

オ
ペ
ラ
や
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
分
野
で
も
し
て

い
る
。
漱
石
や
鷗
外
く
ら
い
に
耕
筰
に
つ
い

て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
て
よ
い
。

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
伝
道
師
と
し
て
来
日
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
の
資
格

も
持
つ
す
ぐ
れ
た
ア
マ
チ
ュ
ア
音
楽
家
で
も

あ
っ
た
。
彼
は
旧
制
第
六
高
等
学
校
の
英
語

教
師
と
な
っ
た
。

　
夏
目
漱
石
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
前
に
は
旧
制

第
五
高
等
学
校
の
英
語
教
師
だ
っ
た
。
六
高

は
岡
山
。
五
高
は
熊
本
。
旧
制
高
校
は
近
代

日
本
の
エ
リ
ー
ト
養
成
教
育
の
頂
点
の
方
に

位
置
す
る
。
旧
制
高
校
生
は
帝
国
大
学
へ
の

入
学
を
約
束
さ
れ
る
。
そ
の
教
師
は
重
職
だ
。

耕
筰
は
姉
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
高
い
地
位
を

持
つ
義
兄
を
得
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
お
か
げ

と
も
言
え
る
。
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
夫
妻
は
岡
山

に
耕
筰
を
呼
び
寄
せ
た
。
行
進
曲
と
賛
美
歌

で
育
ち
、
西
洋
音
楽
に
深
い
親
し
み
を
抱
い

て
い
た
耕
筰
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
義
兄
に
、

豊
か
な
環
境
の
も
と
、
音
楽
の
て
ほ
ど
き
を

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
姉
夫
婦
は
耕
筰
を
私
学
の
関
西
学
院
に
進

学
さ
せ
た
。
耕
筰
の
人
生
が
関
西
と
結
び
付

く
。
15
の
年
か
ら
18
の
年
ま
で
。
多
感
な
時

期
を
耕
筰
は
神
戸
で
過
ご
し
た
。
関
西
学
院

は
や
は
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
学
校
で
あ
る
。

そ
こ
で
耕
筰
は
西
洋
音
楽
に
明
け
暮
れ
た
。

合
唱
団
に
参
加
し
、
オ
ル
ガ
ン
も
演
奏
し
た
。

賛
美
歌
だ
け
で
は
な
い
。
よ
り
幅
広
く
西
洋

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
触
れ
た
。
合
唱
曲
も
作

っ
た
。
つ
い
に
作
曲
家
を
目
指
す
よ
う
に
な

っ
た
。
姉
夫
婦
の
支
援
を
引
き
続
き
得
て
、

１
９
０
４
（
明
治
37
）
年
、
す
な
わ
ち
日
露

開
戦
の
年
、
上
野
の
東
京
音
楽
学
校
（
現
・

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
）
に
入
学
し
た
。

衆
も
育
っ
て
い
な
い
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

交
響
曲
や
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
歌
劇
に
も
な
か
な

か
触
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代
に
、
仮
に
才

能
あ
る
作
曲
家
が
居
た
と
し
て
も
、
日
本
人

が
交
響
曲
な
ど
を
作
る
の
は
ま
だ
時
期
尚
早
。

一
般
的
認
識
だ
っ
た
。

　
で
も
耕
筰
は
そ
ん
な
意
見
に
与
さ
な
か
っ

た
。
西
洋
流
の
近
代
文
学
を
志
せ
ば
、
翻
訳

や
短
編
小
説
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
長
編
小
説

を
書
い
て
み
る
も
の
だ
。
漱
石
や
鷗
外
が
そ

れ
を
や
っ
て
い
る
。
西
洋
美
術
を
学
べ
ば
、

小
さ
な
水
彩
画
で
は
満
足
で
き
ず
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
も
留
学
し
て
油
絵
の
大
作
を
描
く
だ

ろ
う
。
黒
田
清
輝
ら
が
現
に
そ
う
し
て
い
る
。

　
そ
れ
な
の
に
、
日
本
に
西
洋
音
楽
を
導
入

し
根
付
か
せ
て
文
明
開
化
の
実
を
挙
げ
よ
う

と
す
る
者
が
、
楽
器
演
奏
や
、
音
楽
理
論
の

修
得
や
、
小
規
模
の
歌
曲
と
か
ピ
ア
ノ
曲
と

か
吹
奏
楽
用
の
行
進
曲
の
創
作
に
と
ど
ま
っ

て
い
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
西
洋
文
学
の
華

が
長
編
小
説
に
、
西
洋
美
術
の
華
が
大
き
な

サ
イ
ズ
の
油
彩
画
に
あ
る
と
し
た
ら
、
西
洋

音
楽
の
そ
れ
は
や
は
り
大
規
模
な
作
品
だ
ろ

う
。
巨
大
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
や
オ
ペ
ラ
だ
ろ

う
。
あ
る
い
は
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
や
弦
楽
四

重
奏
曲
の
大
作
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
日
本
の

西
洋
音
楽
家
た
ち
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
お
か
し
い
で
は
な
い
か
。

耕
筰
は
大
曲
作
り
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
や
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
や

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
や
シ
ュ
ー
マ
ン
の
ス
タ

イ
ル
を
熱
心
に
学
習
し
た
。

　
そ
ん
な
青
年
作
曲
家
に
目
を
か
け
た
の
が
、

東
京
音
楽
学
校
の
「
お
雇
い
外
国
人
教
師
」、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
で
あ

る
。
彼
は
ベ
ル
リ
ン
随
一
の
音
楽
学
校
、
ベ

ル
リ
ン
帝
室
高
等
音
楽
院
の
出
身
だ
っ
た
。

本
場
で
本
物
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
オ
ペ
ラ
に

触
れ
ら
れ
な
い
で
、
日
本
に
と
ど
ま
り
楽
譜

や
理
論
書
や
教
師
の
て
ほ
ど
き
で
勉
強
し
て

い
て
も
限
界
が
あ
る
。ヴ
ェ
ル
ク
マ
イ
ス
タ

ー
は
耕
筰
を
ベ
ル
リ
ン
の
母
校
で
学
ば
せ
た

か
っ
た
。

　
だ
が
先
立
つ
も
の
が
要
る
。
耕
筰
の
義
兄

に
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
が
居
る
と
い
っ
て
も
、
長

期
の
留
学
の
費
用
ま
で
は
さ
す
が
に
賄
い
き

れ
な
い
。
幸
田
延
や
瀧
廉
太
郎
の
よ
う
に
官

費
留
学
で
き
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
い
つ
選
ば

れ
る
か
は
役
所
の
さ
じ
加
減
。
そ
こ
で
ヴ
ェ

ル
ク
マ
イ
ス
タ
ー
は
独
自
に
ス
ポ
ン
サ
ー
を

探
す
こ
と
に
し
た
。
彼
は
、
チ
ェ
ロ
を
個
人

的
に
教
え
て
い
た
三
菱
財
閥
の
岩
崎
小
弥
太

に
「
自
分
の
生
徒
に
将
来
性
の
豊
か
な
天
才

が
居
る
」
と
売
り
込
ん
だ
。
岩
崎
小
弥
太
は

耕
筰
へ
の
援
助
を
約
束
し
た
。
か
く
し
て
１

９
１
０
（
明
治
43
）
年
、
東
京
音
楽
学
校
研

究
科
の
学
生
だ
っ
た
耕
筰
は
ベ
ル
リ
ン
に
出

発
し
、
希
望
通
り
、
高
等
音
楽
院
に
入
学
。

カ
ー
ル
・
レ
オ
ポ
ル
ト
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
師
事

し
て
、
留
学
３
年
目
の
１
９
１
２
（
大
正
元
）

年
、
交
響
曲
ヘ
長
調
『
勝
ち
ど
き
と
平
和
』

を
完
成
し
た
。
日
本
人
の
手
に
な
る
初
め
て

の
交
響
曲
で
あ
る
。
全
４
楽
章
の
堂
々
た
る

構
成
を
持
つ
。
耕
筰
の
志
が
ひ
と
つ
か
な
っ

た
。

　
し
か
し
、
耕
筰
は
そ
こ
で
ひ
と
つ
の
壁
に

ぶ
ち
当
た
っ
た
よ
う
だ
。
交
響
曲
は
、
西
洋

と
い
っ
て
も
特
に
は
「
哲
学
の
国
」
ド
イ
ツ

で
発
達
し
た
楽
曲
分
野
で
あ
る
。
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
５
番
『
運
命
』
な
ら
、

冒
頭
に
出
現
す
る
、「
運
命
が
戸
を
叩
く
」

た
っ
た
４
つ
の
音
の
組
み
合
わ
せ
が
、
全
４

楽
章
に
わ
た
っ
て
徹
底
し
て
使
い
込
ま
れ
、

一
分
の
す
き
も
な
く
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
音
楽
は
、
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
み
な
ら
ず
、
バ
ッ
ハ
で
も
ハ

イ
ド
ン
で
も
ワ
ー
グ
ナ
ー
で
も
、
限
ら
れ
た

素
材
を
明
快
な
論
理
の
も
と
に
極
限
ま
で
展

開
し
、
有
機
的
に
構
成
し
ぬ
い
て
出
来
て
い

る
。
な
ぜ
次
の
音
が
、
リ
ズ
ム
が
、
和
音
が
、

こ
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
い
つ
も
理

屈
で
説
明
で
き
る
の
が
ド
イ
ツ
的
な
音
楽
の

あ
り
よ
う
。
耕
筰
も
、
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
の
真
髄
は
ド
イ
ツ
の
伝
統
に
あ
る
も
の
と

信
じ
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
ら
の
秘
法
を
わ
が

も
の
と
す
る
こ
と
を
大
目
標
に
し
て
、
東
京

と
ベ
ル
リ
ン
で
研
鑽
を
積
ん
で
き
た
。

　
け
れ
ど
、
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
耕
筰
に
懐
疑

が
生
じ
た
。
幼
い
頃
か
ら
西
洋
音
楽
に
当
時

の
日
本
人
と
し
て
は
例
外
的
と
も
言
え
る
ほ

ど
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
は
ず
の
耕
筰
に
も
、

芸
術
を
理
屈
で
煎
じ
詰
め
る
と
い
う
の
が
、

ど
う
も
肌
に
合
わ
な
い
。
日
本
人
の
伝
統
感

覚
に
は
そ
こ
か
ら
外
れ
る
も
の
が
多
す
ぎ
る
。

余
白
を
重
ん
じ
る
と
か
、
俳
句
や
短
歌
の
よ

う
に
一
息
で
終
わ
る
短
い
も
の
に
価
値
を
み

い
だ
す
と
か
、
理
屈
を
わ
ざ
と
崩
し
た
り
、

プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
わ
ざ
と
歪
め
る
こ
と
を

よ
し
と
す
る
と
か
、
わ
ざ
わ
ざ
ぼ
か
し
を
入

れ
て
曖
昧
模
糊
に
し
て
し
ま
う
と
か
、
展
開

し
な
い
で
単
に
い
つ
ま
で
も
同
じ
も
の
を
繰

り
返
す
と
か
。

　
ド
イ
ツ
音
楽
の
真
髄
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

日
本
人
と
し
て
の
困
惑
が
深
ま
る
。
耕
筰
は

泥
沼
に
沈
ん
で
い
っ
た
。
だ
い
た
い
交
響
曲

や
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
な
ど
、
器
楽
だ
け
を
味

わ
う
習
慣
さ
え
、
日
本
人
の
感
性
か
ら
は
遠

い
の
で
は
な
い
か
。
歌
舞
伎
で
も
文
楽
で
も

能
で
も
神
楽
で
も
、
音
楽
は
演
劇
や
舞
踊
と

不
可
分
に
な
っ
て
い
る
。
雅
楽
に
も
踊
り
や

歌
を
伴
う
も
の
が
多
い
し
、
箏
の
音
楽
で
も

箏
だ
け
の
演
奏
よ
り
も
弾
き
な
が
ら
う
た
う

方
が
主
流
だ
。

　
す
る
と
日
本
の
作
曲
家
と
し
て
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
を
究
め
、
極
東
の
地
に
異
文
化
と
し

て
の
西
洋
音
楽
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
と

き
、
い
っ
た
い
何
を
作
れ
ば
よ
い
か
。
大
交

響
曲
が
日
本
人
に
は
無
茶
な
ら
、
残
る
の
は

グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
だ
ろ
う
。
歌
舞
伎
や
能

を
愛
す
る
日
本
人
に
必
要
な
、
西
洋
ク
ラ
シ

ッ
ク
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
る
新
し
い
音
楽
は
な

ん
と
い
っ
て
も
オ
ペ
ラ
。
耕
筰
の
結
論
だ
っ

た
。器
楽
だ
け
の
音
楽
と
し
て
も
、論
理
的
・

抽
象
的
な
展
開
を
、
時
間
を
か
け
て
追
う
も

の
で
は
な
く
、
筋
が
き
に
し
た
が
っ
て
進
む

バ
レ
エ
音
楽
や
交
響
詩
、
あ
る
い
は
俳
句
や

短
歌
の
よ
う
に
短
く
終
わ
る
小
品
が
、
日
本

に
は
向
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
耕
筰
は
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
て
い
る
う
ち

に
、「
羽
衣
伝
説
」
に
基
づ
く
オ
ペ
ラ
『
堕

ち
た
る
天
女
』
を
完
成
し
た
。
交
響
詩
『
曼

陀
羅
の
華
』
も
作
っ
た
。

『
曼
陀
羅
の
華
』
は
、
と
て
つ
も
な
い
大
編

成
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
用
い
な
が
ら
、
息
の

短
い
楽
想
を
断
片
的
に
連
ね
、
夢
の
よ
う
な

理
屈
の
な
い
筋
書
き
を
追
っ
て
ゆ
き
、
た
っ

た
数
分
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
不
思
議
な
音
楽

だ
。
６
拍
子
を
「
３
＋
２
＋
１
」
に
割
っ
た

何
と
も
不
合
理
で
不
均
衡
な
リ
ズ
ム
が
し
つ

こ
く
繰
り
返
さ
れ
も
す
る
。
要
す
る
に
仕
掛

け
が
日
本
的
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
響
き
の

具
合
も
ド
イ
ツ
音
楽
か
ら
離
れ
、
フ
ラ
ン
ス

の
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
や
ロ
シ
ア
の
ス
ク
リ
ャ
ー

ビ
ン
に
近
付
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ

ア
の
音
楽
に
は
、
ド
イ
ツ
的
な
論
理
的
展
開

に
な
び靡
か
ず
、
断
片
を
組
み
合
わ
せ
る
と
か
、

単
純
な
も
の
を
繰
り
返
す
と
か
い
う
志
向
が

あ
る
。
メ
ロ
デ
ィ
に
も
、
純
西
洋
風
と
も
言

え
る
長
調
や
短
調
の
音
階
か
ら
外
れ
て
、
日

本
の
旋
律
と
似
て
聞
こ
え
る
音
の
動
き
が
で

て
き
が
ち
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
よ
り
も
日
本
の

た
め
に
は
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
の
方
が
モ
デ

ル
に
な
る
。
耕
筰
の
発
見
で
あ
っ
た
。

憧
れ
て
も
、
耕
筰
に
と
っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
が
つ
い
に
わ
が
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
よ

う
に
、
一
体
に
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
か

と
い
っ
て
西
洋
を
捨
て
る
こ
と
は
も
う
で
き

な
い
。
曖
昧
に
揺
れ
動
き
続
け
る
。
そ
れ
が

日
本
の
道
な
の
だ
。

　
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
が
、『
か
ら
た
ち
の
花
』

や
『
こ
の
道
』
ほ
ど
愛
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漱

石
の『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』や
鷗
外
の『
舞
姫
』

の
よ
う
な
地
位
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
黒
船
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
あ
ま
り
に
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
割
り
切
れ
な
さ
か
ら
永
遠
に
逃

れ
ら
れ
な
い
の
が
、
近
代
日
本
の
宿
命
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

『
黒
船
』
は
近
代
日
本
音
楽
が
生
み
だ
し
た
、

こ
の
国
の
最
高
の
自
画
像
と
も
思
え
る
。
自

画
像
を
見
つ
め
る
。
そ
こ
か
ら
次
の
お
の
れ

の
姿
も
思
い
浮
か
ぶ
。『
黒
船
』
が
も
っ
と

聴
か
れ
た
ら
よ
い
。
そ
う
思
っ
て
い
る
。

ム
や
情
感
を
仕
立
て
て
ゆ
く
こ
と
。
言
わ
ば

近
代
日
本
語
に
相
応
し
い
バ
ラ
ー
ド
の
確
立

だ
。
そ
の
成
果
が
『
こ
の
道
』
や
『
か
ら
た

ち
の
花
』
や
『
赤
と
ん
ぼ
』。
耕
筰
の
目
指

し
た
も
の
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
、
そ
れ

ら
は
今
日
ま
で
愛
唱
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
耕
筰
の
創
作
の
終
着
点
で

は
な
か
っ
た
。
肝
腎
な
の
は
オ
ペ
ラ
な
の
だ
。

そ
れ
は
ど
う
な
っ
た
か
。
歌
曲
や
童
謡
で
試

さ
れ
た
日
本
語
作
曲
法
と
、『
曼
陀
羅
の
華
』

以
来
の
柔
軟
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
書
法
と
は
、

グ
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
『
黒
船
』
に
集
大
成
さ

れ
た
と
言
え
る
。
初
演
は
１
９
４
０
（
昭
和

15
）
年
。
こ
れ
こ
そ
耕
筰
畢
生
の
大
作
。
そ

こ
で
は
全
編
に
わ
た
っ
て
耕
筰
な
ら
で
は
の

バ
ラ
ー
ド
風
の
メ
ロ
デ
ィ
が
活
用
さ
れ
、
魅

惑
的
な
音
楽
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
筋
書
き
に
も
耕
筰
の
音
楽
家
と
し
て
の
軌

跡
が
反
映
す
る
。
時
は
幕
末
。
舞
台
は
伊
豆

半
島
の
下
田
。
そ
こ
で
若
い
日
本
人
女
性
が

尊
皇
攘
夷
の
志
士
と
ア
メ
リ
カ
人
外
交
官
と

の
あ
い
だ
で
板
挟
み
に
な
っ
て
悩
む
。
純
日

本
の
道
か
、
ひ
た
す
ら
な
西
洋
化
の
道
か
。

結
論
は
？
　
実
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
ど
ち

ら
に
転
ぶ
か
が
物
語
と
し
て
は
定
か
に
な
ら

な
い
。
混
沌
と
し
た
ま
ま
幕
は
下
り
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
恐
ら
く
、
作
曲
家
の
考
え
る
答

え
は
両
極
端
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
復
古
調

の
日
本
に
徹
す
る
こ
と
も
、
日
本
を
捨
て
て

西
洋
に
徹
す
る
こ
と
も
、
日
本
の
選
択
と
し

て
は
適
切
で
な
い
。
常
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
落
と
し
ど
こ
ろ
を
求
め
て

悩
み
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
く
ら
西
洋
に

　
山
田
耕
筰
は
１
８
８
６
（
明
治
19
）
年
、

東
京
の
本
郷
で
生
ま
れ
た
。
漱
石
よ
り
も
19

歳
、
鷗
外
よ
り
も
24
歳
若
い
。
漱
石
や
鷗
外

に
相
当
す
る
洗
練
さ
れ
た
タ
レ
ン
ト
が
、
日

本
近
代
音
楽
史
で
は
文
学
史
よ
り
も
そ
れ
だ

け
遅
れ
て
現
れ
て
い
る
。
音
楽
史
の
方
が
展

開
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
音
楽
で
楽
器

の
演
奏
や
理
論
に
習
熟
す
る
に
は
、
個
人
と

し
て
も
時
間
が
か
か
る
。
語
学
は
辞
書
と
文

法
書
が
あ
れ
ば
学
べ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
だ
が

音
楽
と
な
る
と
、
教
科
書
の
ほ
か
に
、
楽
器

も
教
師
も
音
を
出
し
て
よ
い
場
所
も
必
要
だ
。

日
本
人
が
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
日
本
に

居
て
も
あ
る
程
度
ま
で
学
べ
る
環
境
の
整
う

ま
で
は
、
文
学
や
美
術
よ
り
も
一
般
に
歳
月

を
要
す
る
。
そ
の
ず
れ
が
、
耕
筰
と
漱
石
や

鷗
外
の
年
の
差
に
、
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

耕
筰
は
小
説
家
で
い
う
と
白
樺
派
の
志
賀
直

哉
よ
り
３
つ
、
同
じ
く
武
者
小
路
実
篤
よ
り

１
つ
年
下
に
な
る
。

　
白
樺
派
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
西
洋
音
楽
家
が

耕
筰
。
と
い
う
と
、
幼
い
頃
か
ら
西
洋
の
芸

術
に
も
惜
し
み
な
く
触
れ
ら
れ
、
異
文
化
を

存
分
に
吸
収
で
き
た
特
権
的
な
富
裕
層
の
出

身
な
の
か
と
想
像
し
た
く
も
な
る
。
だ
が
そ

う
で
は
な
い
。
耕
筰
の
家
は
む
し
ろ
貧
乏
だ

っ
た
。
父
親
は
も
と
は
三
河
国
の
重
原
藩
と

い
う
小
藩
の
侍
。
明
治
維
新
で
四
民
平
等
の

世
に
な
る
と
、
東
京
に
出
て
商
売
を
始
め
た
。

一
時
は
相
場
師
と
し
て
成
功
し
た
ら
し
い
。

け
れ
ど
、
耕
筰
が
２
歳
の
と
き
に
破
産
。
一

家
は
横
須
賀
に
移
り
、
父
親
は
古
本
屋
を
始

め
た
。

　
明
治
20
年
代
の
横
須
賀
で
小
さ
な
古
本
屋

の
息
子
と
し
て
幼
少
期
を
送
る
。
そ
ん
な
人

が
、
ど
う
や
っ
て
西
洋
音
楽
に
親
し
み
、
後

ば
幼
稚
園
に
行
く
年
齢
の
頃
の
話
だ
。

　
家
は
貧
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
賛
美
歌
と
行

進
曲
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
耕
筰
の
幼
年

期
の
音
楽
環
境
だ
っ
た
。
そ
の
あ
と
一
家
は

横
須
賀
を
離
れ
、
父
は
耕
筰
が
10
歳
の
年
に

逝
き
、
耕
筰
は
東
京
の
寄
宿
制
の
労
働
学
校

に
入
れ
ら
れ
る
。
学
校
と
印
刷
所
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
る
。

　
宮
澤
賢
治
の
童
話
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
、

主
人
公
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
昼
に
学
校
が
終
わ

る
と
印
刷
所
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
活
字
を

拾
う
。
耕
筰
少
年
の
暮
ら
し
は
そ
れ
を
も
っ

と
徹
底
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
昼
間
は
印
刷

所
で
働
き
、
自
ら
学
費
や
生
活
費
を
稼
い
で
、

夜
に
学
ぶ
。
こ
の
労
働
学
校
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
教
会
の
経
営
だ
っ
た
。
や
は
り
賛
美

歌
が
あ
っ
た
。

　
音
楽
に
触
れ
る
機
会
は
保
た
れ
て
い
た
と

は
言
え
る
。
と
は
い
え
絵
に
描
い
た
よ
う
な

苦
学
だ
。
耕
筰
少
年
は
無
理
が
祟
っ
て
体
を

壊
し
た
。
療
養
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。

そ
の
あ
と
新
橋
駅
で
ボ
ー
イ
を
し
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
荷
物
預
か
り
や
運
搬
な
ど
の

雑
事
を
こ
な
す
少
年
労
働
者
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
耕
筰
の
人
生
に
光
明

が
射
し
て
く
る
。
転
機
は
14
歳
の
年
。
長
姉

に
引
き
取
ら
れ
た
。
彼
女
は
耕
筰
よ
り
13
年

上
。
母
親
以
上
に
熱
烈
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で

あ
る
。
苦
学
し
て
女
学
校
の
教
師
と
な
り
、

イ
ギ
リ
ス
人
と
結
婚
。
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
恒
子

と
な
っ
た
。
弟
の
面
倒
を
み
る
余
裕
が
つ
い

に
生
ま
れ
た
。

　
夫
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ガ
ン
ト
レ
ッ
ト
は
プ

の
大
音
楽
家
に
な
れ
た
の
か
。
秘
密
は
ま
ず

家
庭
に
あ
る
。
耕
筰
の
母
方
は
一
族
揃
っ
て

明
治
初
期
か
ら
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ

た
。
耕
筰
も
日
曜
日
に
は
母
に
連
れ
ら
れ
て

教
会
に
通
い
、
賛
美
歌
を
う
た
っ
て
い
た
。

父
も
古
本
屋
を
潰
し
て
か
ら
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
伝
道
師
に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
横
須
賀
と
い
う
町
。
日
本
海
軍

の
拠
点
だ
っ
た
。
軍
港
を
擁
す
る
軍
事
都
市

で
あ
る
。
実
は
軍
隊
に
音
楽
は
付
き
物
。
軍

楽
隊
で
あ
る
。
し
か
も
時
代
は
日
清
戦
争
に

向
か
う
頃
。
横
須
賀
で
は
海
軍
軍
楽
隊
の
演

奏
活
動
が
活
発
だ
っ
た
。
軍
隊
内
だ
け
で
な

く
市
中
で
も
市
民
向
け
に
頻
繁
に
腕
前
を
披

露
し
た
。
軍
の
宣
伝
の
一
環
と
い
っ
て
も
よ

い
。
市
民
に
親
し
ま
れ
る
海
軍
と
い
う
こ
と

だ
。
耕
筰
少
年
は
そ
の
海
軍
軍
楽
隊
の
ラ
ッ

パ
と
太
鼓
の
音
に
取
り
憑
か
れ
た
。「
ハ
ー

メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
に
ど
こ
ま
で
も
付
い

て
ゆ
く
少
年
少
女
の
よ
う
に
、
軍
楽
隊
か
ら

離
れ
ず
、
家
に
帰
ら
な
い
。
横
須
賀
の
町
で

は
有
名
な
子
供
だ
っ
た
と
い
う
。
今
で
言
え

　
そ
の
頃
の
日
本
に
作
曲
家
は
居
た
か
。
も

ち
ろ
ん
居
た
。
唱
歌
や
軍
歌
は
数
多
く
作
ら

れ
て
い
た
。
海
軍
軍
楽
隊
の
瀬
戸
口
藤
吉
が

『
軍
艦
行
進
曲
』
を
発
表
し
た
の
は
１
９
０

０
年
。
幸
田
露
伴
の
妹
、
幸
田
の
ぶ延
は
ア
メ
リ

カ
や
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
１
８
９
０
年
代
の

う
ち
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ソ
ナ
タ
を
作
っ
て

い
た
。
音
楽
界
期
待
の
星
、
瀧
廉
太
郎
が
、

ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
す
ぐ
に
結
核
を
発
症
し

て
帰
国
し
、『
荒
城
の
月
』
や
『
花
』
の
よ

う
な
名
歌
、
た
っ
た
２
つ
の
ピ
ア
ノ
曲
を
遺

し
て
早
逝
し
た
の
は
１
９
０
３
年
。
耕
筰
が

音
楽
学
校
に
入
学
す
る
前
年
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
タ
レ
ン
ト
は
出
現
し
は
じ
め

て
は
い
た
。
だ
が
、
本
格
的
な
オ
ペ
ラ
や
シ

ン
フ
ォ
ニ
ー
を
作
ろ
う
と
す
る
者
は
日
本
に

は
ま
だ
居
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
日
本
人
作

曲
家
が
そ
う
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
手
を
染
め
よ

う
と
し
て
も
、
こ
の
国
に
は
真
っ
当
な
オ
ペ

ラ
座
も
な
け
れ
ば
、
一
般
市
民
相
手
に
活
動

す
る
交
響
楽
団
も
で
き
て
い
な
い
。
つ
ま
り

演
奏
機
会
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
欲
す
る
聴

　
耕
筰
は
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
、
足
掛

け
５
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
留
学
を
切
り
上
げ

て
帰
国
し
た
。
そ
の
あ
と
は
も
う
純
然
た
る

交
響
曲
や
弦
楽
四
重
奏
曲
や
ソ
ナ
タ
の
類
い
、

あ
る
い
は
協
奏
曲
と
い
う
も
の
を
、
１
９
６

５
（
昭
和
40
）
年
に
逝
く
ま
で
ひ
と
つ
も
作

ら
な
か
っ
た
。
主
た
る
目
標
は
オ
ペ
ラ
に
し

ぼ
ら
れ
た
。
器
楽
だ
け
の
作
品
は
、
交
響
詩

の
よ
う
な
も
の
や
バ
レ
エ
音
楽
や
ピ
ア
ノ
の

小
品
に
限
ら
れ
た
。

　
日
本
の
作
曲
家
が
日
本
の
聴
衆
の
た
め
に

オ
ペ
ラ
を
作
る
。
想
定
さ
れ
る
言
語
は
む
ろ

ん
日
本
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
舞
伎
や
能

や
民
謡
や
わ
ら
べ
う
た
の
調
子
で
節
づ
け
し

て
い
て
は
、
文
明
開
化
の
日
本
の
欲
す
る
新

し
い
時
代
の
た
め
の
音
楽
に
は
な
る
ま
い
。

耕
筰
は
自
分
の
オ
ペ
ラ
の
た
め
の
理
想
の
メ

ロ
デ
ィ
の
ス
タ
イ
ル
を
求
め
て
、
大
正
時
代

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
、
膨
大
な
歌
曲
や
童

謡
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
探
究
さ

れ
た
の
は
、
日
本
語
の
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
に

忠
実
に
添
う
よ
う
に
音
程
を
上
げ
下
げ
し
て

旋
律
を
作
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
詩
人
の
朗

読
・
朗
唱
の
よ
う
な
調
子
で
テ
ン
ポ
や
リ
ズ

１
９
２
９
年

歌
劇『
黒
船
』よ
り
《
序
景
》ヴ
ォ
ー
カ
ル
・
ス
コ
ア




