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小
山
勝
清

可
民
俗
主
義
文
学
論
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i
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解
題
1

l

松

友

覗

村

解

題

こ
こ
に
復
刻
す
る
『
民
俗
主
義
文
学
論
』
は
小
山
勝
清
の
最
後
の
著
作
で
あ
る
。
小
山
の
作
品
と
し
て
は
「
彦
一
頓
智
ぱ
な
し
L

（
『
少
年

倶
楽
部
』
昭
印
・

8luω

・
ロ
）
や
『
そ
れ
か
ら
の
武
蔵
』
（
昭
匁
・

7
1
9
、
東
都
書
房
）
が
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

必
ず
し
も

多
い
と
は
い
え
な
い
著
作
は
、
農
村
問
題
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
広
義
の
社
会
小
説
・
大
衆
時
代
小
説
・
児
童
文
学
・
動
物
文
学
な
ど
極
め

て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
小
山
の
思
想
的
・
伝
記
的
変
遷
を
跡
、
、
つ
け
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

『
民
俗
主
義
文
学
論
』

は
そ
の
最
終
的
な
到
達
点
の
ひ
と
つ

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
惜
し
む
ら
く
は
「
緒
論
L

が
残
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
全
体
像
を

と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

小
山
に
関
す
る
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
著
書
で
あ
る
高
田
宏
の
伝
記
『
わ
れ
山
に
帰
る
』
（
昭
防
・
印
、
新
潮
社
。
本
稿
に
お
け
る
小
山
の
伝

記
的
事
実
は
多
く
を
同
著
に
よ
っ
て
い
る
）
に
よ
れ
ば
、

当
時
、

故
郷
に
近
い
人
吉
の
病
院
の
床
に
あ
っ
た
小
山
の
病
勢
は
す
で
に
か
な
り
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悪
化
し
て
お
り
、
『
民
俗
主
義
文
学
論
』
は
そ
の
死
の
床
で
口
述
さ
れ
た
。

口
述
は
一
夜
で
す
ま
せ
た
。
長
男
が
印
刷
所
に
わ
け
を
話
し
て
、
た
っ
た
一
日
で
刷
り
上
げ
た
。
は
た
め
に
は
、
も
う
勝
清
の
命
は
尽

き

て

い

た

。

（

『

わ

れ

山

に

帰

る

』

）

発
行
は
昭
和
四
十
年
十
月
三
日
。

B
4
版
の
用
紙
五
枚
を
袋
綴
じ
に
し
た
十
頁
だ
て
の
も
の
で
、

一
頁
に
つ
き
一
行
日
宇
×
辺
行
の
謄
写

版
印
別
で
あ
る
。

発
行
か
ら
五
十
日
余
を
経
た
昭
和
四
十
年
十
一
月
二
十
六
日
、
小
山
は
他
界
し
た
。

『
民
俗
主
義
文
学
論
』
緒
論
は

「
歴
史
と
民
族
」
と
題
さ
れ
、
六
節
に
わ
か
れ
る
。

一
ー
ー
四
節
は
主
と
し
て
歴
史
学
と
の
比
較
の
立
場
か
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＊ 

ら
民
俗
学
の
方
法
的
特
質
と
成
立
過
程
と
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、

そ
の
民
俗
学
理
解
は
当
時
に
あ
っ
て
も
通
説
を
出
る
も
の
と
は
い
い
が
た

い
。
し
か
し
『
民
俗
主
義
文
学
論
』
の
眼
目
は
歴
史
学
批
判
で
も
民
俗
学
の
祖
述
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
「
民
俗
主
義
文
学
」
の
提
唱
に
あ

っ
た
。
残
さ
れ
た
緒
論
の
わ
ず
か
な
文
章
か
ら
構
想
を
推
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
が
、
最
後
の
二
節
に
は
そ
の
片
鱗
を
う
か
が
わ
せ

る
部
分
が
あ
る
。

第
五
節
で
は
、
民
俗
学
は
「
動
い
て
や
ま
ぬ
人
間
の
思
想
感
情
の
流
れ
」
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
た
め
「
論
理
で
な
く
て
文
学
的
形
態
を

と
る
」
と
し
、
柳
田
国
男
の
著
作
を
例
に
あ
げ
、
「
民
俗
を
尋
ね
て
の
紀
行
は
、
単
な
る
地
上
の
旅
で
は
な
い
。
無
始
か
ら
現
在
ま
で
流
れ
つ

づ
け
て
き
た
庶
民
の
生
活
の
川
を
、
過
去
に
む
か
つ
て
さ
か
の
ぼ
る
心
の
旅
路
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
著
作
は
「
わ
た
し
の
提
唱
す
る
民



俗
主
義
文
学
の
一
形
態
で
あ
る
」

と
の
べ
て
い
る
。

こ
の
弘
一
附
己
日
は
、

第
六
節
の
次
の
よ
う
な
結
び
に
至
り
つ
く
。

「
厳
密
な
歴
史
的
世
界
」

が
「
実
在
的
、
唯
物
的
、
非
芸
術
的
L

で
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
所
産
し
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
民
俗
的
世
界
」
の
「
本
質
は
す
べ
て
非
実
在
的
、

心
的
産
物
で
あ
る
神
に
つ
な
が
っ
て
し
お
り
、
「
そ
の
世
界
に
見
る
草
も
木
も
水
も
動
物
た
ち
も
、
神
も
L

「
人
聞
を
は
な
れ
て
の
存
在
で
な

そ
れ
ら
は
、
民
族
の
生
命
と
と
も
に
生
々
流
転
す
る
動
く

（
マ
マ
）

自
然
、
動
く
山
、
時
代
を
超
越
し
た
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
正
に
、
民
族
学
的
世
界
観
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

く
、
人
間
と
の
関
係
の
中
に
の
み
見
出
さ
れ
る
L

も
の
で
る
。
「
従
っ
て
ま
た
、

右
の
一
節
は
、

む
し
ろ
、
小
山
が
到
達
し
た
世
界
観
の
表
明
と
み
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
小
山
は
そ
れ
を
民
俗
学
に
託
し
た
の
だ
と
い
っ

て
よ
い
。

そ
し
て
そ
の
到
達
地
点
は
、
同
時
に
、
出
発
地
点
と
も
は
る
か
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。

小
山
は
明
治
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
、
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
四
浦
晴
山
に
生
ま
れ
た
。
九
州
中
部
の
山
村
の
風
土
や
民
俗
は
、

そ
の
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後
の
小
山
の
思
想
の
原
点
と
し
て
つ
ね
に
存
在
し
た
と
み
ら
れ
る
。

中
学
時
代
に
社
会
主
義
に
共
感
し
た
小
山
は
ま
も
な
く
上
京
し
、
大
正
七
年
、
堺
利
彦
に
入
門
す
る
。
し
か
し
真
の
転
機
は
翌
八
年
に
あ

っ
た
。
足
尾
銅
山
の
労
働
組
合
組
織
の
運
動
に
参
加
し
た
当
時
二
十
二
歳
の
小
山
は
、
大
正
八
年
十
一
月
末
の
ス
ト
突
入
で
幹
部
が
検
挙
さ

れ
た
あ
と
を
受
け
て
臨
時
顧
問
と
し
て
争
議
の
指
揮
を
と
り
、

J

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
携
え
た
決
死
隊
と
し
て
の
ち
に
知
ら
れ
る

「
レ
ッ
ド
隊
」

を
組
織
す
る
が
、

失
敗
し
拘
引
さ
れ
る
。

こ
の
間
の
事
情
は
小
山
の
「
足
尾
の
赤
組
｜
わ
が
青
春
ざ
ん
げ
録
」
（
『
民
主
公
論
』
昭
幻
・

8
）お

よ
び
『
足
尾
銅
山
労
働
運
動
史
』
（
昭
幻
・

6
、
足
尾
銅
山
労
働
組
合
）
に
詳
し
い
。

労
働
運
動
に
お
け
る
挫
折
は
小
山
に
帰
郷
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
大
正
九
年
四
月
末
に
帰
郷
し
た
小
山
は
そ
の
後
農
村
研
究
に
没
頭
し
、

そ
れ
は
や
が
て
『
或
村
の
近
世
史
』
（
大
同
・

5
、
東
英
閣
）
に
結
実
す
る
の
だ
が
、
同
著
の
な
か
で
小
山
は
、
明
治
十
年
の
西
南
戦
争
を
境

に
山
深
い
村
に
侵
入
し
て
き
た
近
代
社
会
の
論
理
と
、

そ
れ
が
も
た
ら
し
た
村
の
急
激
な
変
化
を
批
判
的
に
跡
守
つ
け
る
一
方
、
村
の

〈民



俗
〉
に
注
目
す
る
。
「
盗
人
晩
」

の
風
習
に
自
然
に
対
す
る
共
有
観
念
を
と
ら
え
、

あ
る
い
は
村
に
伝
承
さ
れ
る
怪
異
請
を
採
集
す
る
小
山

の
背
後
に
あ
る
思
想
は
、
た
と
え
ば
次
の
文
章
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。

夜
に
な
っ
た
。
地
上
を
蔽
う
た
、
金
に
な
る
す
べ
て
の
も
の
は
姿
を
失
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
諸
君
は
、
あ
の
山
の
姿
、
暗
に
つ
づ
く

広
漠
た
る
平
野
の
路
を
怖
ろ
し
い
と
は
思
は
ぬ
か
。

百
姓
達
よ
、
す
べ
て
を
金
で
価
値
を
量
る
今
日
に
、
斯
う
し
た
、
無
価
値
な
物
の
美
や
、
そ
の
価
値
を
隠
す
夜
の
神
秘
が
あ
る
こ
と

は
、
諸
君
に
と
っ
て
何
と
云
ふ
幸
福
な
こ
と
で
あ
っ
た
ら
う
。
こ
の
堕
落
し
き
っ
た
幻
滅
の
世
の
中
に
も
、
神
さ
ま
は
こ
の
一
つ
の
真

実
の
種
を
残
し
て
お
か
れ
た
の
だ
。

然
り
、
諸
君
よ
、
こ
れ
は
種
で
あ
る
。
こ
の
種
に
よ
っ
て
、
人
類
の
未
来
に
拡
が
る
理
想
の
社
会
に
入
る
事
が
出
来
る
。
又
こ
れ
を

種
に
、
動
物
や
自
然
と
さ
へ
自
由
に
往
来
し
た
と
い
ふ
、
人
聞
が
ず
っ
と
神
秘
で
あ
っ
た
先
祖
の
世
界
に
も
入
る
こ
と
が
出
来
る
の

だ

。

（

『

或

村

の

近

世

史

』

）

小
山
の
思
想
は
、
あ
え
て
類
別
す
る
な
ら
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
最
も
近
い
。
こ
の
こ
と
は
、
右
の
文
章
で
、
「
真
実
の
種
」
を
介
し
て
「
未

来
に
拡
が
る
理
想
の
社
会
」
と
「
人
聞
が
ず
っ
と
神
秘
で
あ
っ
た
」
原
初
的
世
界
と
が
等
価
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う

か
が
え
よ
う
。
し
か
し
さ
ら
に
遡
っ
て
い
け
ば
、

そ
れ
は
故
郷
相
良
村
の
原
始
共
産
制
的
な
村
落
形
態
と
、
そ
の
背
景
を
な
し
た
風
土
や
民

俗
に
至
り
つ
く
。

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
も
、
民
俗
学
も
、
内
実
は
そ
こ
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
大
正
九
年
の
帰
郷
は
、
故
郷
の
発
見
・
民
俗
的
世
界
の
発
見
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
小
山
の
民
俗
学
へ
の
接
近
は
柳
田
国
男
へ
の
入
門
を
機
に
急
速
に
深
ま
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
若
干

の
問
題
が
あ
る
。



『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
（
講
談
社
）
の
「
小
山
勝
清
」
の
項
目
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

帰
郷
し
て
農
村
生
活
に
興
味
を
も
ち
、
再
度
上
京
し
、
一
一
年
、
柳
田
国
男
に
師
事
し
て
民
俗
学
の
勉
強
を
は
じ
め
た
。

著
作
に
『
或
村
の
近
世
史
』
（
大
一
四
・
五
月
来
英
閣
）
が
あ
る
。

こ
の
時
期
の

一
方
、
前
掲
の
『
わ
れ
山
に
帰
る
』
に
よ
れ
ば
、
小
山
は
大
正
十
二
年
六
月
の
共
産
党
大
検
挙
を
機
に
再
上
京
し
、
す
で
に
大
方
草
稿
が

完
成
し
て
い
た
「
或
村
の
近
世
史
」
を
『
日
本
青
年
』
に
連
載
す
る
が
、

そ
の
連
載
中
、
堺
利
彦
を
通
じ
て
柳
田
を
紹
介
さ
れ
、
大
正
十
三

年
に
入
門
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
小
山
の
長
女
ナ
ヲ
エ
氏
に
よ
れ
ば
、
小
山
は
大
正
十
年
頃
に
は
す
で
に
上
京
し
て
お
り
、
同
十
一
年
三
月
十
八
日
の
ナ
ヲ
エ
氏
誕
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生
の
少
し
前
に
帰
郷
し
、
誕
生
か
ら
約
一
か
月
後
に
再
度
上
京
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
従
え
ば
大
正
十
一
年
に
柳
田
に
師
事
し
た
可
能
性
は

あ
る
が
、
柳
田
は
同
十
一
年
五
月
か
ら
翌
年
十
一
月
ま
で
渡
欧
し
て
い
る
か
ら
、
十
一
年
に
柳
田
に
師
事
す
る
機
会
は
乏
し
か
っ
た
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

筑
摩
書
房
の
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
に
は
小
山
の
名
が
六
ヵ
所
に
出
る
が
、
こ
の
う
ち
最
も
早
い
も
の
は
、

「
山
の
人
生
L

（
大
日
・

1
｜

8
）
の
中
で
小
山
に
よ
る
球
磨
地
方
の
話
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
「
山
姥
」
「
山
女
L

の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
む
し
ろ
十
三
年
入
門
と
す

る
見
解
の
傍
証
に
な
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
決
定
的
な
資
料
を
欠
く
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

『
或
村
の
近
世
史
』
が
大
正
九
年
の
帰
郷

中
に
す
で
に
構
想
・
執
筆
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同
著
は
柳
田
民
俗
学
の
直
接
的
な
影
響
下
に
は
な
か
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

高
田
宏
に
よ
れ
ば
柳
田
師
事
の
期
間
は
四
年
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
間
に
あ
っ
て
も
小
山
は
柳
田
民
俗
学
の
本
質
を
自
ら
の
思

想
的
基
盤
と
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
『
民
俗
主
義
文
学
論
』
の
緒
論
に
示
さ
れ
た
思
想
は
、
『
或
村
の
近
世



史
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
そ
れ
と
、
基
本
的
に
同
質
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
書
か
れ
た
多
様
な
作
品
群
｜
｜
た
と
え
ば

『
牛
使
い
の
少
年
』
（
昭
M
）
、
『
そ
れ
か
ら
の
武
蔵
』
（
昭
犯
）
、
『
王
者
の
牙
』
（
昭
お
）
な
ど
ー
ー
を
通
じ
て
、

根
底
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
た

思
想
で
も
あ
っ
た
。
『
民
俗
主
義
文
学
論
』
は
、

そ
れ
ら
の
最
終
的
な
集
約
点
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。

山
が

「
緒
論
」

を
前
提
と
し
て
書
き
継
ご
う
と
し
て
い
た
こ
と
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、

や
は
り
不
明
と
い
う
ほ
か
は
な

い
。
し
か
し
、

こ
の
と
き
小
山
が
想
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
文
学
」
が
、
「
人
聞
が
ず
っ
と
神
秘
で
あ
っ
た
先
祖
の
世
界
」
を
志
向
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
『
民
俗
主
義
文
学
論
』
の
ま
な
ざ
し
は
、
民
俗
学
が
対
象
と
す
る
〈
古

代
的
な
る
も
の
〉
よ
り
は
る
か
に
遠
い
太
古
に
向
い
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
同
時
代
の
な
か
に
共
時
的
に
存
在
す
る
〈
古
層
〉
に

向
け
ら
れ
た
視
線
は
、
多
元
的
・
共
時
的
な
世
界
認
識
の
姿
勢
に
お
い
て
歴
史
学
と
対
置
さ
れ
、
同
時
に
民
俗
学
と
通
底
し
で
も
い
る
の
で

以
下
に
復
刻
す
る
『
民
俗
主
義
文
学
論
』
緒
論
は
、
そ
の
意
味
で
、
書
き
残
さ
れ
た
本
文
以
上
に
、
書
か
れ
な
か
っ
た
部
分
、
す
な
わ
ち
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あ
る
。

小
山
が
模
索
し
つ
つ
あ
っ
た
新
し
い
文
学
へ
の
可
能
性
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

復
刻
に
あ
た
っ
て
は
、

口
述
筆
記
の
た
め
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
誤
記
も
ふ
く
め
て
す
べ
て
原
文
ど
お
り
と
し
、
明
ら
か
な
誤
り
と
思

わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
傍
ら
に
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。

な
お
、
『
或
村
の
近
世
史
』
に
つ
い
て
は
現
在
調
査
中
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
報
告
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

最
後
に
、
現
地
相
良
村
で
の
調
査
に
協
力
を
惜
し
ま
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

『
民
俗
主
義
文
学
論
』

の
復
刻
を
御
快
諾
い
た
だ
い

た
う
え
、
同
資
料
の
複
写
を
お
送
り
下
さ
っ
た
小
山
ナ
ヲ
エ
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
現
地
で
の
調
査
に
関
し
て
は
、
小
山
未
知
夫
・

八
木
夫
兵
衛
・
八
木
達
男
・
仲
田
剛
の
各
氏
の
御
助
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
に
か
え
た
い
。



復

菜リ
民
俗
主
義
文
学
論

緒

さE』

民間

｜
｜
歴
史
と
民
族
｜
｜

民
俗
学
と
は
、
民
間
伝
承
の
信
仰
、
風
俗
、
習
慣
、
伝
説
、
民
話
、
民
謡
、
祭
礼
行
事
等
を
採
集
し
、
研
究
の
資
料
と
し
て
、
庶
民
社
会

の
過
去
に
お
け
る
生
活
と
そ
の
変
遷
を
究
明
す
る
学
問
で
あ
る
。

人
間
社
会
の
過
去
の
変
遷
を
究
明
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
歴
史
学
同
様
で
あ
る
が
、
歴
史
学
の
研
究
資
料
は
文
学
を
も
っ
て
書
き

残
さ
れ
た
過
去
の
記
録
で
あ
り
、
歴
史
学
者
は
そ
れ
ら
の
文
献
資
料
を
発
見
収
集
し
て
、
真
偽
を
考
証
し
、
内
容
を
検
討
し
、
人
類
社
会
の

興
亡
変
遷
の
歴
史
を
構
成
す
る
。

考
古
学
も
ま
た
同
様
な
目
的
を
も
っ
て
、
発
掘
さ
れ
た
古
代
の
遺
物
、
遺
跡
を
研
究
し
こ
れ
を
資
料
と
し
て
古
い
時
代
の
生
活
様
式
と
そ

の
変
遷
推
移
を
究
明
す
る
。
ま
た
人
類
学
は
、
発
掘
さ
れ
た
人
骨
な
ど
を
資
料
と
し
て
古
代
人
の
体
質
、
形
体
を
研
究
し
、
人
類
の
起
源
と

進
化
の
過
程
を
究
明
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
同
じ
人
類
の
過
去
を
究
明
す
る
学
問
も
、
研
究
の
対
象
た
る
資
料
如
何
に
よ
っ
て
名
称
が
ち
が
う
の
で
あ
る
が
、

そ
の
成

果
も
ま
た
別
々
で
あ
る
。
現
在
、

わ
れ
ら
は
人
類
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
化
石
の
研
究
に
よ
り
、
人
類
の
祖
先
が
す
で
に
十
数
万
年
地
上
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
考
古
学
は
石
器
の
研
究
に
よ
り
数
万
年
前
か
ら
現
代
人
の
直
接
の
祖
先
で
あ
る
人
類
が
世
界
各
地
に
生
存
し

て
い
た
こ
と
を
わ
れ
ら
に
教
え
た
。

日
本
に
お
い
て
は
、
明
治
初
年
貝
塚
が
発
見
さ
れ
て
以
来
、
考
古
学
が
年
を
お
っ
て
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
遺
跡
古
墳
の
発
掘
に
よ

り
、
日
本
に
も
新
旧
石
器
時
代
が
あ
り
、
同
時
に
縄
文
式
土
器
使
用
し
た
先
住
民
族
と
弥
生
式
土
器
を
使
っ
た
現
日
本
人
の
祖
先
が
あ
っ
た

こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。

新
石
器
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
入
っ
て
よ
う
や
く
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
支
那
の
貌
書
な
ど
の
文
献
記
録
が
現
わ
れ
、

い
わ
ゆ
る
歴
史
時
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代
に
入
っ
た
。
記
録
は
い
う
ま
で
も
な
く
文
字
の
発
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
、
日
本
書
記
も
日
本
に
文
字
が
渡
来
し
て
か
ら
の
産

物
で
あ
る
が
、
共
に
民
族
の
過
去
の
歩
み
を
記
録
し
た
史
書
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
が
民
族
社
会
の
構
成
、
発
展
、
国
家
の
形
成
に
と
っ
て
、

い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
民
族
国
家
発
展
と
共
に
、
文
学
文
化
も
大
い
に
の
び
、
時
代
を
重
ね
る
と
共
に
歴
史
の
資
料
と
な
る
記
録
も
豊
富
と
な
り
、

現
代
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
、
古
代
に
つ
い
て
は
、
戦
後
歴
史
学
者
が
記
紀
の
神
代
篇
を
削
除
し
、
考
古
学
を
取
り
入
れ
て
、
石
器
時

代
、
古
墳
時
代
を
つ
ぎ
た
し
た
が
、
兎
に
角
、
現
代
人
は
、
長
い
日
本
民
族
の
み
な
ら
ず
人
類
の
歴
史
を
明
ら
か
に
脳
裡
に
描
き
、
歴
史
の

流
れ
の
中
に
お
け
る
現
代
人
の
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
歴
史
は
、
別
個
の
学
問
で
あ
る
考
古
学
、
人
類
学
を
も
包
含
し
た
形
を
も
っ
て
、

わ
れ
ら
は
過
去
を
語
る
の
で
あ
る
が
、
現

代
は
別
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
い
え
ば
、
明
治
以
前
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
社
会
全
般
完
全
に
物
語
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
日
本
の



み
な
ら
ず
、
欧
米
に
お
い
て
も
、
歴
史
が
権
力
階
級
の
た
め
の
も
の
、
あ
る
い
は
権
力
階
級
を
中
心
に
し
た
も
の
で
、

一
般
庶
民
の
も
の
で

な
い
こ
と
が
す
で
に
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
と
お
り
、

歴
史
構
成
の
資
料
た
る
記
録
文
献
が
、

文
字
の
発
明
（
日
本
に
お
い
て

は
渡
来
）
の
所
産
で
あ
り
、

そ
の
文
字
が
庶
民
に
普
及
せ
ず
、

治
産
階
級
の
専
用
物
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、

記
録
が
治
者
を
中
心
と
し
た
記

録
に
な
る
の
は
当
然
で
、
時
代
を
の
ぼ
れ
ば
の
ぼ
る
ほ
ど
、
こ
の
傾
向
は
強
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
治
産
階
級
の
記
録
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

そ
の
記
録
が
重
点
を
政
治
上
、
経
済
上
、
軍
事
上
の
大
事
件
に
お
く
の
も
自
然
で
あ
り
、

私
的
の
も
の
よ
り
公
的
の
記
録
に
な
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
記
録
を
材
料
と
し
た
歴
史
が
民
族
興
亡
、
社
会
機
構
の
変
遷

を
含
む
権
力
の
推
移
を
主
題
と
し
、
思
想
、
文
化
、
宗
教
、
風
習
等
を
も
っ
て
肉
づ
け
さ
れ
て
い
る
の
も
当
然
の
結
果
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
歴
史
は
い
つ
の
時
代
で
も
住
民
の
大
多
数
を
占
め
て
い
る
被
治
者
階
級
｜
｜
庶
民
自
体
の
生
活
の
実
態
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
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ど
ふ
れ
て
い
な
い
。
庶
民
は
常
に
納
税
の
対
象
で
あ
っ
て
も
権
力
の
争
奪
の
外
に
あ
り
、
歴
史
の
影
の
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
武
士
階
級
が
書
い
た
見
聞
録
、
卑
史
小
説
の
た
ぐ
い

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
庶
民
に
関
す
る
記
録
も
多
く
な
っ
た
が
、

で
あ
っ
て
、

し
か
も
外
見
で
あ
り
、
庶
民
そ
れ
自
体
の
記
録
で
は
な
い
。
庶
民
が
何
を
考
え
何
を
感
じ
、
何
を
信
じ
い
か
に
生
活
し
た
か
p

目
を
皿
に
し
て
歴
史
書
を
さ
が
し
て
も
、
こ
れ
に
答
え
る
記
録
は
皆
無
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
述
の
と
お
り
、
歴
史
の
本
質
、
成
り
立
ち
に
よ
る
も
の
で
、

い
た
し
か
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
さ
で
し
か
ら
ば
、
歴
史
の
こ

わ
れ
ら
は
、
歴
史
書
に
よ
ら
ず
し
て
、
庶
民
の
聞
に
っ
た
わ
っ
て
い
る
伝
説
、
説

話
、
民
俗
、
祭
礼
な
ど
に
よ
っ
て
、
歴
史
書
に
な
い
農
民
の
姿
を
身
近
か
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
族
学
と
は
実
に
こ
の
伝
承
の
民
俗

の
空
間
を
埋
め
る
も
の
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
！

を
学
的
に
究
明
す
る
学
問
な
の
で
あ
る
。



民
俗
学
は
、
民
間
伝
承
、
風
俗
習
慣
を
研
究
す
る
学
問
と
し
て
英
国
に
起
っ
た
が
、
日
本
で
は
明
治
後
年
柳
田
国
男
氏
が
研
究
の
緒
を
開

き
、
独
自
の
研
究
を
重
ね
て
、
学
問
と
し
て
体
系
づ
け
に
成
功
し
た
。

し
か
し
、
柳
田
氏
の
民
俗
学
が
日
本
学
界
か
ら
独
立
の
学
問
と
し
て
認
め
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
長
い
時
日
が
か
か
っ
た
。
歴
史
は
そ
の
発

生
も
古
く
人
間
の
過
去
を
知
る
学
問
と
し
て
の
首
席
に
あ
り
、

ア
カ
デ
ミ
ー
派
で
は
国
権
と
む
す
び
つ
き
絶
大
な
権
威
を
も
っ
て
い
た
。

そ

の
歴
史
は
前
述
の
と
お
り
記
録
文
献
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
記
録
文
献
を
尊
重
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
民
族
学
は
、
文
献
に
よ
ら
ず
、
考
古
学
の
よ
う
に
器
物
遺
跡
に
も
よ
ら
ず
、
言
葉
や
行
為
に
よ
っ
て
、
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
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て
い
る
も
の
を
蒐
集
研
究
す
る
の
だ
か
ら
、
歴
史
学
者
は
そ
の
資
料
の
確
実
性
を
理
由
に
長
い
間
学
問
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
た
か
も
裁
判
所
に
お
い
て
物
的
証
拠
を
尊
重
し
、
物
的
証
拠
の
な
い
発
言
を
信
用
し
な
い
の
と
よ
く
似
て
い
る
。

次
に
歴
史
に
お
い
て
は
、
決
定
さ
れ
た
時
と
所
が
非
常
に
重
大
で
あ
る
。
し
か
る
に
民
間
の
伝
承
に
は
そ
れ
が
な
い
。
た
と
え
ば
民
俗
学

の
一
資
料
で
あ
る
民
話
（
お
と
ぎ
話
）
の
多
く
は
、

「
む
か
し
あ
る
と
こ
ろ
に
L

と
い
う
言
葉
で
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
の
む
か
し
が
い
つ

の
頃
か
、

あ
る
と
こ
ろ
が
い
ず
れ
の
地
で
あ
る
か
判
明
し
な
い
の
で
あ
る
。
民
俗
学
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
採
集
し
た
時
日
と
処
で
、
こ

の
点
、
考
古
学
に
共
通
し
て
い
る
。

か
よ
う
な
理
由
で
、
柳
田
氏
の
研
究
は
、

そ
の
著
書
は
文
学
作
品
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
つ
つ
も
学
問
と
し
て
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
民
間
に
は
多
く
の
協
力
者
が
現
わ
れ
、
民
俗
資
料
の
蒐
集
は
全
国
各
地
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

か
く
て
、
戦
後
は
、
民
俗
学
と
い
う
言
葉
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
考
古
学
の
遺
跡
発
掘
と
共
に
、
民
俗
学
的



調
査
が
若
い
学
徒
に
よ
り
集
団
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

一
方
、
柳
田
氏
を
中
心
と
す
る
民
俗
学
者
に
よ
り
学
と
し
て
の
体
系
づ
け
も

完
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
史
学
界
も
戦
前
と
は
変
貌
を
と
げ
た
の
で
、
民
俗
学
も
学
と
し
て
学
界
か
ら
認
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（

7

7
）
 

し
か
し
、
民
俗
学
の
学
と
し
て
の
本
質
を
わ
き
ま
え
て
い
る
の
は
少
数
の
専
問
学
者
だ
け
で
、
イ
ン
テ
リ
！
と
よ
ば
れ
る
人
た
ち
の
多
く

は
、
明
白
に
把
握
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

民
俗
学
も
歴
史
学
と
同
じ
く
科
学
の
一
つ
で
あ
る
。
民
俗
学
は
ま
ず
研
究
の
対
象
た
る
資
料
の
蒐
集
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
種
類
は
、
民

聞
の
信
仰
、
祭
礼
の
慣
習
、
民
謡
、
民
話
、
舞
踊
、
年
間
の
行
事
、
方
言
等
、
凡
そ
古
く
か
ら
民
間
に
口
か
ら
口
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
一
切

と
が
あ
る
。
但
し
、

そ
れ
そ
の
も
の
の
面
白
さ
で
な
く
、

あ
く
ま
で
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
し
て
価
値
を
重
視
す
る
。

な
お
、
採
集
の
場
合
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の
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
舞
踊
、
信
仰
、
祭
礼
等
に
は
、

そ
れ
に
付
属
す
る
器
物
服
飾
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
蒐
集
の
対
象
と
な
る
こ

は
、
前
述
の
と
お
り
、
時
と
場
所
を
明
記
し
、
第
三
者
の
加
工
ふ
ん
し
ょ
く
を
避
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

日
本
は
民
間
伝
承
の
宝
庫
と
い
わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
農
村
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、

い
ろ
ん
な
資
料
が
滅
亡
寸
前
の
形
な
が
ら
現
存
し

て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
採
集
は
比
較
的
安
易
で
あ
り
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
直
接
自
分
の
心
に
つ
な
が
る
事
柄
で
あ
る

か
ら
、
民
俗
学
者
で
な
く
と
も
、
た
だ
一
地
方
の
採
集
で
あ
っ
て
も
そ
れ
自
身
意
識
が
あ
り
、
充
分
楽
し
め
、
心
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。わ

け
で
も
民
謡
、
郷
土
舞
踊
は
、
民
俗
学
の
民
間
へ
の
侵
透
と
あ
わ
せ
、
観
光
資
料
と
し
て
各
地
の
民
謡
、
民
話
、
舞
踊
が
発
掘
さ
れ
再

評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。



し
か
し
、
こ
れ
は
民
俗
学
的
見
地
か
ら
の
発
掘
再
評
価
で
な
く
、
地
方
観
光
と
マ
ス
・
コ
ミ
の
合
作
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
民
謡
、
民

話
、
舞
踊
、

そ
の
地
だ
け
に
あ
る
特
有
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
宣
伝
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
の
も
の
が
い
つ

の
時
代
、
誰
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
か
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
。

む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
民
俗
学
法
則
に
相
反
す
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
民
俗
学
は
、
歴
史
学
者
か
ら
対
象
と
な
る
民
俗
資
料
が
そ
の
発
生

の
時
と
所
を
証
明
で
き
ぬ
こ
と
の
故
に
、
独
立
し
た
学
と
し
て
の
資
格
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
逆
に
こ
れ
は
民
俗
学
の
学
た
る
重

要
な
本
質
で
あ
る
。

即
ち
、
民
俗
学
が
資
料
を
検
討
し
て
求
め
る
も
の
は
、
年
代
で
も
な
く
、
歴
史
的
事
件
で
も
な
く
、
個
人
に
関
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
庶

民
の
も
の
の
考
え
方
、
事
柄
で
も
形
で
も
な
く
感
情
と
思
想
な
の
で
あ
る
。
庶
民
は
太
古
か
ら
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
記
録
を
残
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
が
、

そ
の
代
り
、
生
活
の
思
想
感
情
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
信
仰
様
式
、
祭
礼
、
民
話
、
民
謡
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
今

日
民
俗
と
称
す
る
も
の
を
伝
承
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

そ
の
民
俗
を
追
求
し
て
古
き
を
訪
ね
た
ら
、
庶
民
の
そ
う
し
た
風
習
を
生
み
だ

し
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
考
え
方
と
そ
の
変
遷
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

四

か
よ
う
に
、
現
存
す
る
日
本
の
民
俗
は
、
多
年
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
生
当
時
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
な
い
。

人
間
社
会
は
、
た
え
ず
変
遷
し
て
行
く
、

日
本
の
庶
民
の
生
活
も
少
し
ず
つ
、
し
か
し
絶
え
ざ
る
変
遷
を
へ
て
今
日
に
至
っ
た
。
生
活
手

段
、
生
産
手
段
等
の
変
化
進
展
が
そ
の
要
因
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
に
つ
れ
て
、
も
の
の
感
じ
方
、
考
え
方
も
か
わ
り
、
生
活
の
様
式
も
か

わ
っ
て
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
風
俗
習
慣
も
少
し
ず
つ
形
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
の
み
か
、

全
く
消
え
去
っ
た
も
の
も
あ
ろ
う



し
、
す
っ
か
り
形
を
変
え
た
も
の
、
元
の
意
味
を
失
っ
た
も
の
、
か
つ
て
は
有
要
で
あ
っ
た
も
の
が
今
は
ろ
う
習
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
も
の

す
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
人
口
が
増
加
し
、
住
居
地
域
が
広
大
に
な
る
に
つ
け
、
元
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
風
土
の
影
響
を
受
け
、
別
々

な
も
の
に
分
化
し
た
も
の
も
あ
る
。
現
代
日
本
民
俗
学
が
研
究
の
対
象
と
し
て
採
集
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
変
貌
し
た
風
俗
習
慣
な

の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
た
だ
一
つ
の
資
料
を
も
っ
て
本
源
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
、
到
底
科
学
的
の
成
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
し
、
民
俗
学
は

史
学
と
ち
が
っ
て
、
科
学
的
方
法
を
用
い
て
い
る
。

そ
れ
は
全
国
各
地
域
か
ら
採
集
し
た
も
の
を
部
門
別
に
比
較
分
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
結
果
、
発
生
的
に
は
同
じ
根
拠
か
ら
出
た
風
習
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
地
域
に
よ
っ
て
ち
が
っ
た
姿
を
し
て
伝
承
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
民
俗
が
一
地
域
だ
け
に
孤
立
し
て
た
だ
一
つ
残
っ
て
い
る
場
合
は
皆
無
と
い
う
こ
と
も

な
お
重
大
な
こ
と
は
、
同
種
の
も
の
を
比
較
し
た
時
、

そ
れ
は
地
域
的
差
違
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
伝
承
の
途
中
変
形
の
度
合
が
強
い
も
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証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

の
と
弱
い
も
の
の
差
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
原
形
に
近
い
も
の
と
遠
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
民
俗

学
者
は
一
つ
の
資
料
か
ら
時
間
の
流
れ
に
そ
う
で
過
去
へ
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
、
非
科
学
的
推
理
の
代
り
に
、
同
種
の
民
俗
を
全
国
に
集
め

る
こ
と
に
よ
り
、
原
形
に
近
い
も
の
に
一
段
一
段
と
近
ず
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
変
形
の
過
程
を
研
究
し
て
、

思
惟
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
決
し
て
き
れ
る
こ
と
が
な
い
民
族
の
生
命
の
流
れ
と
共
に
流
転
し
て
や
ま
ぬ
民
俗

を
把
握
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

歴
史
の
資
料
た
る
記
録
に
は
、
流
転
も
変
化
も
な
い
過
去
の
墓
石
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
俗
学
の
資
料
た
る
風
俗
習
慣
は
、
人
類
の
生
命

と
と
も
に
流
転
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
民
俗
学
は
、
民
族
の
生
命
の
流
れ
の
中
に
生
き
た
ま
ま
の
人
間
の
姿
を
認
識
把
握
す
る
こ
と
が
で



き
る
の
で
あ
る
。玉

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
国
の
歴
史
は
過
去
の
記
録
文
献
を
研
究
し
、
得
た
る
と
こ
ろ
の
政
治
、
経
済
、
軍
事
、
宗
教
、
文
化
等
の
史
実
を

時
代
ご
と
に
総
合
し
、
古
き
よ
り
新
し
き
年
代
順
に
記
述
し
て
構
成
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
民
俗
学
の
記
述
は
、
前
述
の
と
お
り
同
種
の
民
俗
資
料
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
よ
り
過
去
に
さ
か
の
ぼ
ろ

う
と
す
る
。

し
か
し
、

い
つ
と
い
う
年
代
が
な
く
、
基
準
が
な
い
か
ら
、

す
べ
て
の
資
料
を
総
合
し
て
一
時
代
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き

ぬ
。
民
謡
は
民
謡
、
祭
礼
は
祭
礼
と
、
別
々
に
記
述
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
民
俗
的
世
界
を
構
成
す
る
。

ま
た
歴
史
は
、
き
れ
ぎ
れ
に
固
定
し
た
史
実
を
積
み
重
ね
つ
な
ぎ
合
せ
て
構
成
す
る
が
、
民
俗
学
は
切
れ
目
の
な
い
水
の
流
れ
を
た
ど
る

よ
う
に
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

歴
史
研
究
に
お
い
て
は
、
史
実
と
い
う
割
り
切
っ
た
答
が
出
る
が
、
民
俗
学
の
資
料
に
は
無
限
の
過
去
を
ふ
ん
で
い
る
の
で
、
歴
史
の
よ

う
に
割
り
切
っ
た
結
論
を
出
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
し
か
し
、
民
俗
学
が
求
め
る
答
は
、

一
度
き
り
し
か
起
ら
ぬ
繰
り
返
す
こ
と
の
で

き
ぬ
事
件
で
は
な
い
。
動
い
て
や
ま
ぬ
人
間
の
思
想
感
情
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
の
起
伏
変
遷
を
流
れ
の
ま
ま
に
記
述
す
る
こ
と
が
、

民
俗
学
が
得
る
と
こ
ろ
の
成
果
で
あ
る
。

こ
の
故
、
民
俗
学
の
記
述
は
、
論
理
で
な
く
て
文
学
的
形
態
を
と
る
。
が
、
資
料
そ
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
芸
術
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
こ
れ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
民
謡
、

民
話
、
郷
土
舞
踊
、

民
芸
品
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

民
間
信
仰
の
諸
儀
式
、
祭
礼
の
様
式

等
、
す
べ
て
芸
術
的
表
現
を
と
っ
て
い
る
。



柳
田
国
男
氏
の
著
述
が
民
俗
の
き
び
し
い
科
学
的
研
究
の
成
果
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
か
ら
文
学
作
品
と
見
ら
れ
、
結
論
ら
し
き

も
の
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
を
い
ぶ
か
る
む
き
が
あ
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。

柳
田
氏
の
著
書
は
、
民
俗
の
各
方
面
に
わ
た
る
が
、

そ
の
記
述
の
多
く
も
各
地
域
の
民
俗
を
た
ど
る
紀
行
文
の
ご
と
き
形
態
を
と
っ
て
い

る
。
が
、

こ
の
民
俗
を
尋
ね
て
の
紀
行
は
、
単
な
る
地
上
の
旅
で
は
な
い
。
無
始
か
ら
現
在
ま
で
流
れ
つ
守
つ
け
て
き
た
庶
民
の
生
活
の
川

を
、
過
去
に
む
か
つ
て
さ
か
の
ぼ
る
心
の
旅
路
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
の
紀
行
文
の
全
体
が
あ
ら
わ
す
柳
田
氏
の
思
想
感
情
を
通
じ
祖
先

（
マ
マ
）

思
想
の
曲
折
を
よ
み
と
る
の
で
あ
る
。
は
て
し
な
る
旅
路
の
紀
行
文
で
あ
る
。

の
生
活
、

感
情
、

終
り
が
な
い
か
ら
結
論
も
な
い
。

し
か

し
、
読
む
人
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
を
出
す
こ
と
は
さ
ま
た
げ
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
し
た
柳
田
氏
の
著
書
は
、
わ
た
し
が
提
唱

す
る
と
こ
ろ
の
民
俗
主
義
文
学
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

-1.... 

ノ、
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わ
れ
ら
は
、
歴
史
を
読
み
、
歴
史
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
な
世
界
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
の
過
去
の
世

界
に
組
織
を
見
、
人
物
を
見
、
政
治
、
経
済
、
文
化
、
宗
教
を
見
る
。
が
、
こ
こ
で
も
歴
史
を
構
成
す
る
資
料
の
制
約
か
ら
の
が
れ
る
こ
と

は
で
き
ぬ
、
即
ち
、
す
べ
て
が
史
実
｜
｜
実
在
し
た
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
厳
密
な
歴
史
的
世
界
と
い
う
も
の
は
、
き
わ

め
て
実
在
的
、
唯
物
的
、
悲
芸
術
的
に
構
成
さ
れ
、

リ
ア
リ
ズ
ム
の
所
産
で
あ
る
。

こ
の
故
に
、
史
実
に
き
び
し
い
日
本
の
史
学
者
は
、
日
本
の
国
史
を
再
検
討
し
、
非
現
実
的
、
精
神
的
な
神
代
を
抹
殺
し
、
神
武
紀
元
を

否
定
し
、
日
本
の
政
治
家
が
建
国
以
来
堅
持
し
て
き
た
世
界
的
使
命
を
抹
殺
し
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
が
過
去
の
歴
史
的
世
界
に
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
も
の
を
感
ず
る
の
は
、
歴
史
の
せ
い
で
は
な
く
、

む
し
ろ
非
実
在
的
、
唯
心
的
、
芸
術
的
な
神
話
の
せ
い
で
あ
り
、
史
実
を
無
視
し



た
物
語
、
稗
史
小
説
の
お
か
げ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
現
代
の
歴
史
世
界
か
ら
生
れ
る
歴
史
的
世
界
観
が
、

い
わ
ゆ
る
唯
物
史
観
と
な
る
の
も
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
歴
史
の
記
述
が
歴
史
的
世
界
を
形
成
す
る
よ
う
に
、
考
古
学
も
人
類
学
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
世
界
を
形
づ
く
る
が
、

い
ず
れ
も

唯
物
的
、
実
在
的
で
、
神
話
を
放
逐
す
る
役
目
を
う
け
も
ち
、
歴
史
と
協
力
関
係
に
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
、
民
俗
学
も
ま
た
、
民
俗
学
的
世
界
を
造
成
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
、
歴
史
的
世
界
と
同
じ
く
構
成
す
る
資
料
が

も
の
を
舌
pnノ
。
民
俗
学
の
資
料
で
あ
る
民
俗
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
す
べ
て
が
芸
術
的
で
あ
る
が
、
非
現
実
的
な
言
語
と
動
作
で
あ

つ
く
ら
れ
た
芸
術
作
品
で
あ
る
。
す
べ
て
が
儀
式
化
、
芸
術
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
実
（
実
在
）
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
神
を
祭
る
祭

礼
も
、
年
間
の
行
事
も
芸
術
化
さ
れ
、
生
産
も
祭
で
あ
り
、
労
働
も
歌
謡
を
生
ん
だ
。
物
を
か
た
ど
る
民
芸
品
も
実
用
を
は
な
れ
非
現
実
的

一
言
で
い
え
ば
、
民
族
的
世
界

りに
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
本
質
は
す
べ
て
非
実
在
的
、
心
的
産
物
で
あ
る
神
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
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は
、
人
聞
が
思
惟
し
表
現
し
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
見
る
人
も
草
も
木
も
水
も
動
物
た
ち
も
、
神
も
自
然
の
ま
ま
の
存
在
で
な
く
、

人
間
の
主
観
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
山
も
木
も
草
も
動
物
も
、
人
間
の
生
活
の
中
の
存
在
で
あ
る
。
人
間
を
は
な
れ
て
の
存

在
で
な
く
、
人
間
と
の
関
係
の
中
に
の
み
見
出
さ
れ
る
人
間
の
山
、
人
間
の
動
物
な
の
で
あ
る
。
生
物
学
者
が
見
る
自
然
で
な
く
、
人
間
の

を
超
越
し
た
人
間
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
民
族
の
生
命
と
と
も
に
生
々
流
転
す
る
動
く
自
然
、
動
く
山
、
時
代

そ
し
て
、
こ
れ
が
正
に
、
民
族
学
的
世
界
観
と
な
る
の
で
あ
る
。

生
活
と
結
び
つ
い
た
自
然
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、

後

記

よ
う
や
く
の
こ
と
で
民
俗
主
義
文
学
論
の
第
一
分
冊
を
お
届
け
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

一
日
も
早
く
出
版
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の



で
す
が
、
熊
大
病
院
か
ら
人
吉
の
手
塚
病
院
に
移
っ
て
以
後
、

生
死
の
門
を
さ
ま
よ
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
今
日
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
ど
う
に
か
危
機
は
脱
し
た
と
い
う
も
の
の
、
体
力
の
回
復
ま
で
に
は
ま
だ
日
時
を
要
し
ま
す
の
で
、
と
り
あ
え
ず
分
冊
に
し
て
出
版
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

今
回
は
民
俗
主
義
文
学
論
の
緒
論
の
み
で
す
が
、
次
回
か
ら
各
論
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
二
回
分
冊
を
発
行
し
た
の
ち
に
、
民
族
主
義
文
学
会
の
会
則
と
い
っ
た
も
の
を
つ
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、

最
後
に
、
皆
さ
ま
の
ご
批
判
、
ご
意
見
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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