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『
治
浪
詩
話
』
の
「
興
趣
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て

須
山

哲
治

は
じ
め
に

我
が
国
の
「
興
趣
」
解
釈
そ
の
一
ー
ーi

「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説

我
が
国
の
「
興
趣
」
解
釈
そ
の
こ
|
|
「
余
韻
」
説

四

中
国
お
よ
び
戦
前
の
我
が
国
の
「
興
趣
」
解
釈
|
|
|
「
感
興
」
説

五

士
口
ム
問

。
南
小
ニ
ロ
ロ

は
じ
め
に

南
宋
・
厳
羽
の
手
に
よ
る
詩
論
『
槍
浪
詩
話
』
は
、
中
国
詩
学
史
上
最
も
重
要
な
著
作
の
一
つ
で
あ
り
、
後
代
の
詩
論
、
特
に
、
明
末
の

公
安
派
や
、
清
初
の
神
韻
派
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
文
学
史
上
の
知
識
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
例
え
ば

唐
詩
を
時
代
ご
と
に
四
区
分
し
、
そ
の
中
で
も
盛
唐
詩
を
も
っ
と
も
文
学
的
価
値
の
高
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が
、
現
在
の
我
々
の

一
般
的
な
文
学
観
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
原
型
も
ま
た
、
厳
羽
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
本
格
的
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
「
槍
浪
詩
話
」
の
詩
論
は
、
現
代
の
文
学
観
に
対
し
て
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
い
い
方
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意

味
で
は
、
『
槍
浪
詩
話
』
の
詩
学
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
極
め
て
大
き
い
と
い
え
る
。

さ
て
、
そ
の
『
治
浪
詩
話
」

の
詩
論
の
特
色
の
一
つ
に
、
妙
倍
、
識
、
別
材
・
別
趣
な
ど
、
独
特
の
詩
学
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
概
念
は
い
ず
れ
も
、
『
治
浪
詩
話
』
の
詩
学
思
想
を
解
明
す
る
際
の
、
重
要
な
手
が
か
り
を
我
々
に
与
え
て

く
れ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
興
趣
」
も
、
そ
う
し
た
『
槍
浪
詩
話
』
独
特
の
用
語
の
一
つ
で
あ
る
。
「
興
趣
」
と
い
う
語
の
用
例
の
初
出
は
、

杜
甫
の
詩
「
西
枝
村
尋
置
草
堂
地
夜
宿
賛
公
土
室
二
首
」
の
其
二
に
見
え
る
句
、
「
従
来
支
許
詳
、
興
趣
江
湖
遡
」
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
詩
論
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
筆
者
の
調
査
の
限
り
で
は
、
『
槍
浪
詩
話
」
が
は
じ
め
て
の
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
「
興
趣
」
は
、
「
槍
浪
詩
話
』
の
諸
概
念
語
の
中
で
も
、
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
成
復
旺
は
、

「
彼
(
筆
者
注
、
厳
羽
を
指
す
)
は
興
趣
を
、
詩
の
本
質
で
あ
り
、
詩
に
内
在
す
る
美
的
特
質
と
見
な
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
成
復
旺
の

指
摘
の
よ
う
に
厳
羽
が
「
興
趣
」
を
詩
の
本
質
と
考
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
興
趣
」
は
、
厳
羽
の
詩
学
の
中
核
を
な
す
概
念
と
見
な

す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
「
興
趣
」
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
『
槍
浪
詩
話
』の
詩
学
思
想
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
最
も
根
本
的
な
要
件
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
興
趣
」
の
意
味
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
我
が
国
お
よ
び
中
国
に
お
い
て
、
す
で
に
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
は
そ
の
結
論
は
、
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
興
趣
」
の
意
味
を
解
明
す
る
た
め
の
最
初
の
段
階
と
し
て
、

従
来
の
先
行
研
究
の
成
果
|
!
特
に
第
二
次
大
戦
以
降
の
も
の
ー
ー
ー
を
ま
と
め
、
分
類
を
行
い
た
い
。
こ
の
作
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
興
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趣
」
の
意
味
を
い
く
つ
か
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。



抽
象
的
な
文
章
で
用
い
ら
れ
る
概
念
語
は
、
例
え
同
じ
語
で
あ
っ
て
も
、
文
脈
が
違
え
ば
そ
の
意
味
が
微
妙
に
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ

と
は
、
例
え
ば
西
洋
哲
学
・
思
想
研
究
な
ど
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
常
識
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
中
国
の
文
学
理
論
の
文
献
に
つ
い
て

も
、
ま
っ
た
く
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
概
念
語
の
意
味
を
決
定
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
の
語
の
意
味
を
文
脈
に
応
じ
て
類
型
化
す

る
作
業
が
必
須
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
興
趣
」
の
類
型
化
に
際
し
て
は
、
意
味
の
違
い
に
留
意
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら
も
考
察
し
た

い
。
具
体
的
に
は
、
劉
若
愚
が
提
唱
す
る
文
学
・
芸
術
を
構
成
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
、
「
世
界
・
作
者
・
作
品
・
読
者
」
の
四
つ
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
四
者
の
関
係
を
図
式
化
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
「
興
趣
」
に
関
す
る
先
行
研
究
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
こ
の
四
要
素
の

う
ち
い
ず
れ
に
立
脚
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
も
、
分
析
を
行
う
。

我
が
国
の

「
興
趣
」
解
釈
そ
の
一
・
I
l
l
-

「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
節
以
下
で
は
、
『
槍
浪
詩
話
』
の
「
興
趣
」
概
念
の
解
釈
に
関
す
る
、
特
に
戦
後
に
お
け
る
先
行
研
究
の
確

認
を
行
う
。
ま
ず
は
、
我
が
国
の
先
行
研
究
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

「
興
趣
」
が
い
か
な
る
意
味
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
と
戦
後
の
我
が
国
に
限
っ
て
も
諸
説
存
在
す
る
が
、
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
と
、
そ

れ
ら
は
以
下
の
よ
う
に
大
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
「
詩
的
情
緒
」
な
い
し
は
「
詩
的
快
楽
」
を
表
す
と
解
釈
す
る
説

②
詩
の
こ
と
ば
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
詩
的
余
韻
」
と
解
釈
す
る
説

本
稿
で
は
、
①
を
「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
、
②
を
「
余
韻
」
説
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
う
ち
「
詩
的
情
緒
・
詩

(283) -84-



的
快
楽
」
説
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
を
提
唱
し
た
代
表
的
人
物
と
し
て
は
、
荒
井
健
、
横
山
伊
勢
雄
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
以

前
に
青
木
正
児
が
提
唱
し
た
「
興
趣
」
解
釈
が
、
お
そ
ら
く
は
両
氏
の
説
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
青

木
の
説
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

青
木
は
「
興
趣
」
を
、
「
詩
の
命
意
・
立
格
・
用
字
の
善
悪
工
拙
以
外
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
微
妙
な
る
気
分
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
「
命
意
・
立
格
・
用
字
」
に
つ
い
て
は
、
宋
・
張
表
臣
『
珊
瑚
鈎
詩
話
』
に
「
学
詩
之
要
、
在
乎
立
格
、
命
意
、
用
字
而
己
(
詩

を
学
ぶ
の
要
は
、
立
格
、
命
意
、
用
字
に
在
る
の
み
)
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
一
節
に
つ
い
て
、
実
は
青
木
自
身
が
、
「
立
格
」
を
「
思

想
の
表
現
様
式
」
、
「
命
意
」
を
「
構
想
」
の
意
と
説
明
し
て
い
る
。
「
用
字
」
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
言
及
が
な
い
と

い
う
こ
と
を
逆
に
考
え
れ
ば
、
青
木
は
「
用
字
」
を
ご
く
一
般
的
な
意
味
で
と
ら
え
て
い
る
と
見
な
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
詩
作
に
お
け
る
こ
と
ば
の
用
い
方
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

青
木
の
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
対
す
る
解
釈
は
、
前
述
の
「
興
趣
」
に
対
す
る
説
明
に
も
援
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
彼
に
よ
れ
ば
、
「
興

趣
」
と
は
、
「
思
想
の
表
現
様
式
や
構
想
、
こ
と
ば
の
用
い
方
の
良
し
悪
し
、
上
手
い
下
手
以
外
の
部
分
で
感
じ
ら
れ
る
、
微
妙
な
気
分
的
感
覚
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
「
微
妙
な
る
気
分
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
青
木
は
い
っ
さ
い
説
明
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
彼
の
説
は

こ
れ
以
上
分
析
の
し
ょ
う
が
な
い
が
、
彼
の
こ
の
考
え
方
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
荒
井
や
横
山
の
「
詩
的
情
緒
・

詩
的
快
楽
」
説
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
荒
井
健
の
説
か
ら
確
認
す
る
。
彼
は
、
「
興
な
い
し
興
趣
と
は
す
な
わ
ち
詩
的
快
楽
(
詩
特
有
の
お
も
し
ろ
さ
)
で
あ
る
」
と

(282) 



述
べ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
多
分
に
わ
か
り
に
く
い
が
、
別
の
箇
所
で
彼
は
、
「
読
者
が
そ
の
作
品
か
ら
圧
倒
的
な
詩
的
情
緒
を
受
け
取
っ

(281) 

て
感
動
す
る
と
き
、
そ
れ
は
よ
ろ
こ
び
・
快
楽
と
し
か
い
い
あ
ら
わ
せ
な
い
:
:
:
。
そ
う
し
た
「
詩
的
快
楽
」
が
「
興
趣
」
で
あ
り
「
別
趣
」

で
あ
つ
だ
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
い
う
「
詩
的
快
楽
」
を
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
横
山
伊
勢
雄
の
説
を
見
て
い
き
た
い
。
彼
は
「
興
趣
」
に
つ
い
て
、
「
情
性
は
感
情
で
あ
る
か
ら
論
理
で
は
な
く
情
緒
と
し
て

詩
に
醸
し
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
興
趣
」
で
あ
る
。
興
趣
は
詩
的
情
緒
と
訳
し
て
よ
い
で
あ
ろ
日
」
と
説
明
し
て
い
る
。
横
山
は
「
興
趣
」

を
「
詩
的
情
緒
」
と
い
い
か
え
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
を
前
掲
の
荒
井
も
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
従
っ
て
、
横
山

の
場
合
も
、
「
興
趣
」
を
荒
井
と
同
様
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

① 

② 

困
③ 

さ
て
、
こ
こ
で
や
や
唐
突
だ
が
、
上
の
図
1

を
見
て
も
ら
い
た
い
。
こ
れ
は
、
劉
若
愚
が
作

-86-

文学・芸術を構成する四要素

成
し
た
図
を
基
に
し
た
も
の
で
、
文
学
や
芸
術
を
構
成
す
る
四
つ
の
要
素
と
、
そ
の
相
互
関
係

争
ニ
不
し
て
い
る
。

こ
の
図
の
う
ち
、
「
作
者
」
、
「
作
品
」
、
「
読
者
」
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
「
世
界
(
原
文
は

戸
『
巳
〈O
B
O
)」に
つ
い
て
は
、
多
少
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
劉
自
身
、
「
世
界
」
が
具
体
的

に
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
明
言
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
、
「
作
者
」
な
い

し
は
「
作
者
お
よ
び
読
者
」
を
取
り
ま
く
外
的
環
境
、
す
な
わ
ち
、
「
風
景
自
然
か
ら
事
物
・
境
遇
・

人
間
関
係
に
到
る
ま
で
の
全
て
」
を
含
ん
だ
概
念
と
考
え
る
の
が
、
も
っ
と
も
整
合
性
が
と
れ

図 1

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
図
式
に
よ
れ
ば
、
「
世
界
」
が
「
作
者
」
に
影
響
を
あ
た
え
て
創
作
意
欲
を
か



き
立
て
、
「
作
者
」
の
そ
の
意
欲
が
「
作
品
」
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
作
品
」
は
「
読
者
」
に
よ
っ
て
鑑
賞
・
解
釈
さ
れ
、

そ
こ
で
生
じ
た
思
い
が
「
読
者
」
か
ら
ま
た
「
世
界
」
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
劉
は
、
こ
の
四
つ
の

う
ち
、
隣
り
合
う
各
要
素
の
関
係
は
、
決
し
て
一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
、
図
に
示
し
た
よ
う
に
双
方
肉
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
稿
で
は
、
第
一
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
「
興
趣
」
解
釈
に
対
し
て
、
劉
の
こ
れ
ら
四
要
素
の
う
ち
ど
の
側

面
が
も
っ
と
も
強
い
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
を
お
こ
な
い
た
い
。

そ
の
理
由
を
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
興
趣
」
と
い
う
概
念
が
、
「
作
者
」
と
「
読
者
」
の
ど
ち
ら
側
の
観
点
か
ら
述
べ
ら
れ

た
も
の
な
の
か
が
判
然
と
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
が
示
す
「
興
趣
」
の
意
味
の
解
釈
が
わ
か
り
に
く
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
と
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
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例
え
ば
、
「
中
国
文
学
理
論
批
評
発
展
史
』
は
、
「
興
は
作
者
の
観
点
を
重
視
し
た
い
い
方
で
、
趣
は
読
者
の
観
点
を
重
視
し
た
い
い
方
で

あ
る
」
と
、
「
興
趣
」
を
「
作
者
」
と
「
読
者
」
の
両
側
面
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
周
期
初
も
、
「
興
趣
」
の
「
趣
」
に
つ
い
て
、
「
作

者
の
側
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
人
が
表
現
す
る
詩
や
絵
画
の
境
地
の
こ
と
で
あ
り
、
読
者
の
側
か
ら
い
え
ば
、
詩
を
詠
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
感

得
す
る
味
わ
い
の
こ
と
で
あ
幻
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
作
者
」
と
「
読
者
」
の
両
側
面
を
含
む
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
「
興

趣
」
が
「
作
者
」
と
「
読
者
」
の
い
ず
れ
の
側
の
概
念
な
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
、
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
い

え
ば
、
そ
の
ほ
か
の
先
行
研
究
に
い
た
っ
て
は
、
「
作
者
」
側
な
の
か
「
読
者
」
側
な
の
か
と
い
う
観
点
に
立
脚
す
ら
し
て
い
な
い
も
の
も
、

多
数
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
論
、
劉
若
愚
が
提
唱
す
る
「
作
者
」
と
か
「
読
者
」
と
い
う
概
念
は
、
多
分
に
西
欧
近
代
思
想
が
生
み
出
し
た
文
学
観
に
基
づ
い
た
も

(280) 

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
概
念
を
、
中
国
の
古
代
文
学
に
そ
の
ま
ま
適
応
で
き
る
は
ず
が
な
い
こ
と
は
、
筆
者
も
十
分
に
承
知
し
て
い
る
つ
も



り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
「
興
趣
」
と
い
う
概
念
が
、
『
治
浪
詩
話
』
の
各
々
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
作
者
」
と
「
読
者
」
の
ど
ち
ら

(279) 

の
観
点
が
よ
り
濃
厚
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
「
結
論
」
に
示
す
よ
う
に
、
「
興
趣
」
に
関
す
る
先
行

研
究
を
こ
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
分
類
を
明
確
化
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
こ
う
し
た
分
析

は
、
「
興
趣
」
の
意
味
を
よ
り
明
白
に
判
断
す
る
上
で
決
し
て
無
用
と
は
い
え
な
い
と
、
筆
者
は
考
え
る
。

さ
て
、

で
は
荒
井
や
横
山
の
「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
を
、
劉
若
愚
の
提
唱
す
る
こ
の
図
式
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
と
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
荒
井
の
説
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
「
読
者
が
そ
の
作
品
か
ら
圧
倒
的
な
詩
的
情
緒
を
受
け
取
っ
て
感
動
す
る
と
き
」
と
い
う
解
釈
を

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
見
す
れ
ば
、
彼
が
こ
の
「
詩
的
情
緒
」
を
、
「
読
者
が
作
品
を
読
ん
で
感
動
す
る
時
に
得
ら
れ
る
感
情
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と

い
い
か
え
れ
ば
、
「
興
趣
」
を
、
「
読
者
」
と
「
作
品
」
と
の
聞
に
生
じ
る
概
念
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
泌

o

横
山
伊
勢
雄
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
の
説
は
、
「
興
趣
」
を
「
詩
的
情
緒
」
な
い
し
「
詩
的
快
楽
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
で

は
荒
井
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
若
干
の
相
違
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
荒
井
の
説
は
、
「
興
趣
」

を
「
読
者
」
が
「
作
品
」
か
ら
読
み
取
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
横
山
は
前
掲
の
よ
う
に
、
「
情
性
が
(
情
緒
と
し
て
)
詩
に
醸
し
だ

さ
れ
る
」
も
の
を
「
興
趣
」
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
詩
に
醸
し
だ
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
意
味
が
や
や
判
然
と
し
な

い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
そ
こ
に
「
読
者
」
の
視
点
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
明
白
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
醸

し
だ
さ
れ
る
」
と
は
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
「
表
現
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
横
山
は
「
興
趣
」
を
、
「
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
-
認
識
し
て
い
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
こ

と
か
ら
、
強
い
て
い
え
ば
彼
は
、
「
興
趣
」
を
、
「
読
者
」
の
視
点
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
作
品
」
そ
の
も
の
に
込
め
ら
れ
た
も
の
と
と
ら
え
て
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い
た
と
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
換
え
れ
ば
、
「
読
者
」
論
で
は
な
く
、
「
作
品
」
論
の
立
場

で
「
興
趣
」
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
、
再
び
劉
若
愚
の
図
を
用
い
て
説
明
す
れ
ば
、
上
の
図
2

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

我
が
国
の

「
興
趣
」
解
釈
そ
の
こ
|
|
「
余
韻
」
説

続
い
て
、
も
う
一
方
の
「
余
韻
」
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
余
韻
」
説
と
は
、

「
興
趣
」
を
「
詩
の
こ
と
ば
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
詩
的
余
韻
」
と
解
釈
す
る
立
場
で
あ
る
。

こ
の
説
に
立
脚
す
る
論
者
と
し
て
は
、
林
田
慎
之
助
、
桜
田
芳
樹
の
両
氏
が
あ
げ
ら
れ
る
。

89-

ま
ず
林
田
の
解
釈
か
ら
確
認
し
た
い
。
彼
は
「
興
趣
」
を
、
「
要
す
る
に
、
美
観
を
と
も
な
う

こ
と
だ
ま
の
ひ
び
き
で
あ
り
、
香
り
高
い
余
韻
を
の
こ
す
感
情
の
こ
だ
ま
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て

い
る
。

彼
の
こ
の
表
現
は
、
多
分
に
抽
象
的
か
つ
文
学
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
正
確
に
判
断
す
る
こ

と
は
難
し
い
。

一
見
、
前
述
の
「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と

読
め
な
く
も
な
い
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
、
「
美
観
を
と
も
な
う
こ
と
だ
ま
の
ひ
び
き
」
と
か
、
「
香

り
高
い
余
韻
」
な
ど
の
表
現
に
、
従
来
の
「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
に
は
な
い
新
た
な
観
点

が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
「
こ
と
だ
ま
」
、
す
な
わ
ち
詩
的
言
語
に
込

(278) 

め
ら
れ
た
、
な
い
し
は
詩
的
言
語
を
超
え
た
「
ひ
び
き
」
と
か
「
余
韻
」
を
、
「
興
趣
」
と
考
え



① 

② 
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て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
従
来
に
は
な
い
観
点
に
着
目
し
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え

(277) 

方
を
「
余
韻
」
説
と
命
名
し
て
、
別
途
分
類
し
た
。

さ
て
、
林
田
は
こ
の
「
余
韻
」
説
に
つ
い
て
、
右
の
引
用
の
よ
う
に
簡
単
に
言
及
す
る
に
止
ま
つ

て
い
る
が
、
こ
れ
を
よ
り
本
格
的
に
、
か
つ
明
確
な
形
で
提
唱
し
た
の
が
、
桜
田
芳
樹
で
あ
る
。

桜
田
は
「
興
趣
」
を
、
「
読
者
の
心
に
共
鳴
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
、
詩
的
感
興
で
あ
る
)
」

と
説
明
す
る
。
「
詩
的
感
興
」
と
い
う
表
現
を
一
見
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
桜
田
の
考
え
方
は
む
し
ろ
、

後
述
す
る
「
感
興
」
説
に
属
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
論
考
の
別
箇
所

で
、
彼
は
「
余
韻
・
余
味
・
含
蓄
と
い
う
詩
的
情
緒
全
て
を
包
み
こ
ん
で
「
興
趣
」
と
言
い

以

ハ
U

下
略
)
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
余
韻
・
余
味
・
含
蓄
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
彼
が
「
余
韻
」

説
の
立
場
で
「
興
趣
」
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
よ
う
に
「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
は
、
「
興
趣
」
を
「
読
者
と
作
品
」

な
い
し
は
「
作
品
」
そ
の
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
て
い
た
が
、
実
は
「
余
韻
」
説
に
つ
い

て
も
、
少
な
く
と
も
桜
田
の
場
合
は
、
「
読
者
と
作
品
」
と
い
う
ま
っ
た
く
同
様
の
観
点
に
立
脚

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
桜
田
は
前
掲
の
引
用
に
お
い
て
、
「
興
趣
」
を
、
「
読
者

の
心
に
共
鳴
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
」
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
例
に
よ
っ
て

劉
若
愚
の
図
を
借
り
て
図
式
化
す
る
と
、
上
の
図

3

の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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中
国
お
よ
び
戦
前
の
我
が
国
の

「
興
趣
」
解
釈l
l

「
感
興
」
説

以
上
が
、
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
「
興
趣
」
解
釈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
戦
前
の
我
が
固
に
は
、
こ
れ
ら
と
は
ま
た
異
な
っ
た
解
釈

が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
「
感
血
ハ
」
説
で
あ
る
。

「
感
興
」
説
と
は
、
「
興
趣
」
を
「
創
作
者
(
詩
で
い
え
ば
詩
人
)
が
、
風
景
・
事
物
な
ど
の
外
的
環
境
に
触
発
さ
れ
て
心
を
動
か
す
こ
と
」

と
解
釈
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
興
趣
」
を
、
劉
若
愚
の
四
要
素
の
う
ち
、
「
世
界
」
と
「
作
者
」
と
の
聞
に
生

ず
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。

例
え
ば
鈴
木
虎
雄
は
、
戦
前
に
発
表
し
た
著
書
に
お
い
て
、
「
興
趣
」
を
こ
の
立
場
で
解
釈
し
て
い
る
。
彼
は
「
興
趣
」
と
「
性
情
」
と

こ
こ
れ

を
同
義
で
あ
る
と
し
、
『
詩
品
』
序
の
「
若
し
乃
ち
春
風
春
鳥
、
秋
月
秋
蝉
、
夏
雲
暑
雨
、
冬
月
祁
寒
は
、
斯
れ
四
候
の
諸
を
詩
に
感
ぜ
し

む
る
者
な
り
」
以
下
の
一
節
を
引
用
し
た
上
で
、
「
性
情
」
と
い
う
概
念
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

-91-

彼
(
筆
者
注
、
鍾
蝶
を
さ
す
)
は
詩
が
性
情
に
本
づ
く
べ
き
こ
と
を
知
り
、
人
が
或
は
四
季
の
変
化
に
応
じ
、
或
は
一
身
の
境
遇
機
会

に
従
ひ
て
種
々
な
る
感
情
を
動
か
す
ご
と
に
其
情
を
外
に
陳
べ
て
自
己
を
慰
む
る
は
詩
に
由
る
に
如
く
は
な
し
と
し
:
:
:
(
以
下
略
)
。

つ
ま
り
彼
は
、
「
性
情
(
す
な
わ
ち
興
趣
)
」
を
、
「
詩
人
が
四
季
の
変
化
や
境
遇
な
ど
に
感
応
し
て
自
身
の
感
情
を
動
か
す
こ
と
」
と
解
釈

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
の
別
箇
所
で
も
、
『
梁
書
』
に
見
え
る
粛
子
顕
の
列
伝
の
記
載
、
「
風
は
春
朝
に
動
き
、
月
は
秋
夜
に
明
し
。

つ
ね
(
げ
)

早
雁
初
鷲
、
開
花
落
葉
、
来
る
有
り
て
斯
に
応
じ
、
毎
づ
ね
巳
む
能
は
ざ
る
な
り
」
を
引
用
し
た
上
で
、
「
其
の
四
時
の
景
物
に
対
す
る
興
趣
、

(276) 



油
然
湧
き
来
り
、
己
む
能
は
ず
し
て
文
辞
と
な
る
を
い
ふ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
彼
が
「
興
趣
」
を
「
感
興
」
説
で
解
釈
し

て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

(275) 

も
っ
と
も
、
鈴
木
の
以
上
の
説
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ー
、
こ
れ
が
鈴
木

自
身
の
「
興
趣
」
解
釈
な
の
か
、
そ
れ
と
も
『
詩
品
』
お
よ
び

『
梁
書
』
の
該
当
部
分
の
説
明
に
過
ぎ
な
い
の
か
が
判
然
と
し
な
い
、

2 

鈴
木
は
「
興
趣
」
を
、
「
外
在
す
る
景
物
と
作
者
と
の
感
応
」
と
い
う
、

い
わ
ば
「
世
界
」
と
「
作
者
」
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
「
感
応
の

結
果
作
者
に
生
じ
た
思
い
を
詩
に
表
現
す
る
」
と
い
う
、
「
作
者
」
と
「
作
品
」
と
の
関
係
ま
で
含
め
て
と
ら
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、

の
二
点
の
疑
問
で
あ
る
。

し
か
し
鈴
木
は
、
戦
後
ま
も
な
く
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
、
「
興
趣
」
を
、
「
広
義
に
於
て
は
吾
人
の
惰
が
事
物
に
触
れ
て
動
か
さ
る
る

状
態
を
い
う
。
即
ち
一
般
に
謂
う
所
の
感
興
な
り
。
羽
の
謂
わ
ゆ
る
「
興
趣
」
も
感
興
の
一
の
場
合
た
る
に
過
ぎ
ず
」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
を
見
れ
ば
、
彼
の
「
興
趣
」
解
釈
が
「
世
界
と
作
者
」
の
観
点
に
立
脚
す
る
「
感
興
」
説
で
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
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鈴
木
虎
雄
以
外
に
「
興
趣
」
を
「
感
興
」
説
で
解
釈
し
て
い
た
人
物
と
し
て
、
太
田
青
丘
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
は
「
興
趣
」
を
、
「
強
ひ

て
興
趣
を
説
明
す
る
な
ら
ば
、
之
れ
を
対
象
に
対
し
て
、
性
情
よ
り
神
来
的
に
発
す
る
感
動
の
揺
曳
と
で
も
い
ふ
べ
き
か
」
、
「
こ
の
境
地
に

あ
っ
て
は
、
我
と
対
象
と
の
対
立
は
撤
回
せ
ら
れ
て
、
我
と
物
と
は
融
通
し
、
物
あ
る
を
意
識
せ
ず
、
我
あ
る
こ
と
を
も
忘
る
、
に
至
る
。

即
ち
悦
惚
忘
我
の
三
昧
境
で
あ
っ
て
、
「
興
趣
」
の
境
地
も
こ
、
に
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
以
上
を
見
れ
ば
、
彼
も
ま
た
「
感
興
」
説
の
立

場
で
「
興
趣
」
を
解
釈
し
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
こ
で
い
ま
一
度
注
意
を
促
し
た
い
の
は
、
鈴
木
や
太
田
の
「
感
興
」
説
が
、
い
ず
れ
も
戦
前
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
戦

後
の
先
行
研
究
に
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
戦
後
の
我
が
国
に



お
け
る
「
興
趣
」
解
釈
の
主
流
は
、
「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
と
「
余
韻
」
説
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
中
国
に
お
け
る
「
興
趣
」
解
釈
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
現
在
に
お
い
て
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
鈴
木
や

太
田
と
同
じ
く
「
感
興
」
説
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

例
え
ば
周
劫
初
は
、
「
興
趣
」
の
「
興
」
に
つ
い
て
、
「
感
興
」
の
意
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
詩
人
が
外
界
事
物
の
誘
発
を
受
け
る
こ
と

で
生
ま
れ
る
思
い
や
情
緒
上
の
波
動
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
敏
沢
は
「
興
趣
」
を
、
「
景
(
筆
者
注
、
外
在
す
る
風
景
や
事
物
な
ど
を

指
す
)
に
触
れ
て
情
(
筆
者
注
、
作
者
の
思
い
を
指
す
)
が
生
じ
、
そ
の
景
と
情
と
が
交
融
す
る
(
筆
者
注
、
交
わ
り
融
け
る
)
こ
と
」
と

解
釈
し
て
い
る
。
成
復
旺
も
、
「
偶
然
あ
る
風
景
に
接
し
て
そ
の
景
色
が
目
に
か
な
い
、
心
に
か
な
っ
た
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
心
や
感
情
の

趣
き
」
と
か
、
「
情
性
が
、
特
定
の
あ
る
境
遇
や
風
物
と
感
応
し
た
と
き
に
生
ま
れ
る
趣
き
」
と
と
ら
え
て
い
泌

o

『
中
国
文
学
理
論
批
評
発

展
史
」
も
、
「
杜
甫
ら
多
く
の
詩
人
お
よ
び
詩
学
理
論
批
評
家
が
い
う
「
詩
興
」
と
か
「
感
興
」
と
は
、
い
ず
れ
も
、
外
在
す
る
事
物
に
感

じ
て
生
じ
た
創
作
衝
動
や
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
抑
制
で
き
ず
に
発
す
る
こ
と
」
と
解
釈
し
、
「
厳
羽
の
い
う
「
興
」
も
、
彼
の
前
後
の

詩
学
者
た
ち
が
言
及
し
た
「
興
」
と
一
致
す
る
」
と
説
明
し
て
い
淀

o

以
上
が
い
ず
れ
も
、
「
興
趣
」
を
「
感
興
」
説
で
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、

一
見
し
て
明
ら
か
と
い
え
る
、
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
中
国
に
も
、
「
感
興
」
説
以
外
の
立
場
を
と
る
論
者
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
そ
の
内
に
「
感

興
」
説
の
要
素
も
含
む
と
と
ら
え
て
い
る
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

顧
易
生
の
解
釈
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
彼
は
「
興
」
に
は
、
「
1

、
詩
人
が
外
界
の
事
物
に
感
応
し
て
発
す
る
思
い
、
2

、
連
想
、
腕
曲
、

含
蓄
な
ど
の
表
現
方
法
、
3
、
仮
託
す
る
こ
と
、
現
実
の
内
容
と
社
会
的
な
働
き
と
を
持
っ
こ
い
切
」
の
三
つ
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
。
「

1
」
は
「
感

血
ハ
」
説
、
「2
」
は
「
余
韻
」
説
、
「
3

」
は
、
い
わ
ゆ
る
詩
の
六
義
の
「
興
」
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
同
書
に
お
い
て
彼
は
、
「
厳
羽
が
重
ん
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じ
た
の
は
、
上
述
の
1

、

2

番
目
の
興
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
興
趣
」
の
「
興
」
は
、
「
感

血
ハ
」
説
と
「
余
韻
」
説
の
双
方
の
側
面
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
頼
力
行
・

李
清
良
も
、
同
様
に
「
興
趣
」
を
「
感
興
」
説
と
「
余
韻
」
説
の
両
側
面
か
ら
解
釈
し
て
い
泌

o

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
中
国
の
「
興
趣
」
解
釈
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
感
興
」
説
の
立
場
そ
の
も
の
か
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
「
感
興
」
説
を
部
分
的
に
含
む
と
い
う
観
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。さ

て
、
本
節
の
最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
「
感
興
」
説
を
、
劉
若
愚
の
図
式
を
用
い
て
分
析
し

て
お
き
た
い
。
本
節
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
感
興
」
説
と
は
、
「
作
者
が
外
的
環
境
に
触

発
さ
れ
て
心
を
動
か
す
こ
と
」
と
解
釈
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
興
趣
」

を
、
劉
若
愚
の
い
う
「
世
界
」
と
「
作
者
」
と
の
聞
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
と
と
ら
え
る
見
方
と

い
え
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
を
図
式
化
す
れ
ば
、
上
の
図

4

の
よ
う
に
な
る
。

五

結
ヨふ
員岡

以
上
、
我
が
固
と
中
国
に
お
け
る
『
槍
浪
詩
話
』
の
「
興
趣
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
、
「
詩
的
情
緒
・

詩
的
快
楽
」
説
、
「
余
韻
」
説
、
お
よ
び
「
感
興
」
説
に
分
類
し
、
分
析
を
行
っ
た
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
分
析
を
す
べ
て
ま
と
め
る
形
で
、
も
う
一
度
図
式
化
し
て
み

れ
ば
、
次
頁
の
図
5

の
ご
と
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
図
を
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
中
国
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と
戦
後
の
我
が
固
と
で
は
、
「
興
趣
」
の
解
釈
に
お
い
て
立
脚
す
る
観
点
に
、
大
き
な
対
立
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
対
立
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
『
治
浪

詩
話
』
の
「
興
趣
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
様
な
意
味
で
解
釈
す
る
の
が
適
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
筆
者
は
、
1

、
ま
ず
「
興
趣
」
概
念
の
音
山
味
的
中
心
を
な
す
「
興
」
に
つ
い
て
、

そ
の
意
味
の
歴
史
的
変
遷
を
探
り
、
2

、
続
い
て

『
槍
浪
詩
話
』の
文
脈
に
も
注
意
し
な
が
ら
、
「
興

趣
」
の
意
味
を
解
釈
す
る
、
と
い
う
手
法
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
調
査
お
よ
び

分
析
結
果
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
論
じ
る
予
定
で
あ
針
。

-95-

、
平
占

(
1
)成
復
旺
主
編
『
中
国
美
学
範
曙
辞
典
』
(
中
国
人
民
大
学
出
版
社
一
九
九
五
)

(
2
)
青
木
正
児
『
支
那
文
学
批
評
史
』
(
『
青
木
正
児
全
集
』
第
一
巻
所
収
春
秋
社

(
3
)前
掲
青
木
『
支
那
文
学
批
評
史
』

(
4
)荒
井
健
・
興
膳
宏
『
文
学
論
集
」
(
『
中
国
古
典
文
明
選
』
十
三
朝
日
出
版
社
一
九
七
二
)
。

な
お
、
こ
の
引
用
文
か
ら
、
荒
井
は
「
興
」
と
「
興
趣
」
と
を
同
義
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が

伺
え
る
が
、
こ
の
点
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。
実
は
筆
者
は
、
「
興
」
概
念
こ
そ
が
「
興
趣
」

の
意
味
の
中
核
を
な
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
「
興
」
の
意
味
の
歴
史
的
変
遷
の
調
査
が
、
「
興
趣
」

の
意
味
を
決
定
す
る
直
接
の
手
が
か
り
の
一
つ
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
荒
井
の
「
興
日
興
趣
」

と
見
な
す
考
え
方
は
、
筆
者
の
こ
の
考
え
方
の
妥
当
性
を
裏
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
六
九
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「
興
趣
」
と
「
興
」
と
の
関
連
、
お
よ
び
「
興
」
の
意
味
の
歴
史
的
変
遷
の
調
査
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
『
治
浪
詩
話
』
の
「
興
趣
」

に
つ
い
て
|
|
「
興
」
概
念
を
中
心
に
」
(
掲
載
誌
未
定
)
に
お
い
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

(
5
)前
掲
荒
井
・
興
膳
『
文
学
論
集
』

(
6
)
横
山
伊
勢
雄
「
槍
浪
詩
話
好
情
の
復
権
」
(
伊
藤
、
激
平
編
『
中
国
の
古
典
文
学
作
品
選
読
』
所
収
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
二

(
7
)
E
B
gア
ペ
ピ
ロ
(
劉
若
愚
Y
内
宣
言
足
同
J
E
Sミ
2

ミ
ロ
R
S
S
F
d
R
〈
O
同
氏
司
え
内E
g
m。
p
o
m
p
-司
、
司

(
8
)
張
少
康
・
劉
三
富
「
中
国
文
学
理
論
批
評
発
展
史
(
下
巻
)
』
(
北
京
大
学
出
版
社
一
九
九
五
)

(
9
)
周
助
初
『
中
国
文
学
批
評
小
史
』
(
長
江
文
芸
出
版
社
一
九
八
一
)

(
叩
)
実
は
こ
の
点
、
荒
井
の
よ
う
に
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、
前
述
の
青
木
の
説
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
青
木
は
、
前
掲
の
引
用
に

お
い
て
、
「
興
趣
」
を
「
感
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
微
妙
な
る
気
分
」
と
解
釈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
感
ぜ
ら
れ
る
」
と
は
、
文
脈
か

ら
、
「
作
品
か
ら
感
じ
ら
れ
る
」
こ
と
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
読
者
」
が
「
作
品
」

か
ら
感
じ
取
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
日
)
注
(
6
)に
示
し
た
よ
う
に
、
横
山
が
こ
の
解
釈
を
述
べ
た
の
は
一
九
八
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
は
、
そ
れ
よ
り
一
四
年
前
に

発
表
さ
れ
た
論
文
、
横
山
伊
勢
雄
「
槍
浪
詩
話
の
研
究
」
(
『
東
京
教
育
大
学
紀
要
国
文
学
漢
文
学
論
叢
』
第
十
二
輯
所
収
東
京
教
育
大

学
文
学
部
一
九
六
七
)
に
お
い
て
彼
は
、
「
喜
怒
哀
楽
の
情
に
発
す
る
詩
情
を
興
趣
と
呼
ぴ
(
以
下
略
)
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
九
八
一
年

の
論
考
に
見
え
る
「
詩
的
情
緒
」
と
、
こ
こ
で
い
う
「
詩
情
」
と
を
同
義
と
見
な
せ
ば
、
彼
の
こ
の
説
も
「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
に

分
類
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
「
詩
情
」
は
、
純
粋
に
「
作
品
」
の
観
点
か
ら
の
言
葉
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
喜
怒
哀
楽

の
情
に
発
す
る
詩
情
」
の
「
喜
怒
哀
楽
の
情
」
と
は
、
「
作
者
」
の
「
情
」
を
さ
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
「
槍

浪
詩
話
の
研
究
」
の
別
箇
所
で
彼
は
、
本
稿
で
も
引
用
し
た
社
甫
の
詩
の
一
句
「
興
趣
江
湖
、
週
」
に
つ
い
て
、
「
こ
の
興
趣
は
「
お
も
む
き
」
、
「
の

び
や
か
な
心
」
の
意
味
に
理
解
さ
れ
る
。
と
も
か
く
、
興
趣
と
は
、
感
情
の
色
々
な
方
向
に
う
ご
く
動
き
を
総
称
す
る
言
葉
で
あ
る
。
厳
羽

に
お
い
て
は
、
妙
悟
に
近
く
、
玄
妙
な
心
を
さ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
も
説
明
す
る
。
こ
の
「
お
も
む
き
、
の
び
や
か
な
心
」
を
、
仮

に
「
詩
的
情
緒
」
と
同
義
と
見
な
す
と
し
て
も
、
「
感
情
の
色
々
な
方
向
に
う
ご
く
動
き
」
の
「
感
情
」
が
、
「
作
者
(
こ
の
場
合
は
杜
甫
)
」

の
そ
れ
を
さ
す
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
九
六
七
年
の
段
階
で
は
、
彼
は
「
興
趣
」
を
、
「
作
品
」
で
は
な
く
、
「
作
者
」
の
観

点
に
立
脚
す
る
「
詩
的
情
緒
・
詩
的
快
楽
」
説
で
と
ら
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
同
論
文
に
お
い
て
、
「
興
趣

(271) -96-



も
こ
れ
(
筆
者
注
、
「
気
象
」
の
こ
と
。
横
山
に
よ
れ
ば
、
詩
人
の
気
質
|
|
個
性
|
|
の
表
出
さ
れ
た
も
の
を
さ
し
、
精
神
的
活
力
と
も
い

い
か
え
ら
れ
る
)
に
近
い
が
、
気
象
ほ
ど
生
の
も
の
で
は
な
く
、
詩
の
内
容
で
も
あ
り
、
余
情
を
も
含
め
た
、
詩
の
こ
こ
ろ
を
さ
す
」
と
か
、

「
興
趣
と
は
、
も
の
ご
と
に
ふ
れ
て
お
こ
る
感
情
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
一
般
に
感
興
の
お
も
し
ろ
さ
を
い
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
前
者
は
、

本
稿
第
二
節
で
取
り
上
げ
る
「
余
韻
」
説
、
後
者
は
第
三
節
で
取
り
上
げ
る
「
感
興
」
説
と
も
通
じ
る
解
釈
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
以

上
か
ら
、
一
九
八
一
年
の
段
階
と
比
較
し
て
、
こ
の
頃
の
横
山
は
、
「
興
趣
」
を
、
よ
り
広
く
、
か
っ
多
面
的
な
側
面
を
持
つ
暖
昧
な
も
の
と

し
て
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
ロ
)
林
田
慎
之
助
「
厳
羽
の
詩
学
」
(
小
尾
博
士
古
稀
記
念
事
業
会
編
『
小
尾
博
士
古
稀
記
念
中
国
学
論
集
』
所
収
汲
古
書
院
一
九
八
三
)

(
日
)
桜
田
芳
樹
「
厳
羽
の
『
槍
浪
詩
話
』
|
伝
統
回
帰
と
そ
の
再
構
成
」
(
伊
藤
虎
丸
・
横
山
伊
勢
雄
編
『
中
国
の
文
学
論
』
所
収
汲
古
書
院

一
九
八
七
)

(
凶
)
林
田
の
「
余
韻
」
説
に
つ
い
て
は
、
ど
の
観
点
に
立
脚
す
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
、
「
香
り
高
い
余
韻
を
の
こ
す
感
情

の
こ
だ
ま
」
と
い
う
表
現
が
、
手
が
か
り
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
「
感
情
」
を
、
「
作
者
」
が
「
作
品
」
に
込
め
た
も
の
と
と
ら
え

れ
ば
、
林
田
は
「
興
趣
」
を
「
作
者
」
と
「
作
品
」
と
の
聞
に
発
生
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
林
田
が

こ
の
「
感
情
」
を
、
注
(
叩
)
に
示
し
た
青
木
の
場
合
と
同
様
に
、
「
読
者
」
が
「
作
品
」
か
ら
読
み
取
る
も
の
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
文
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
林
田
は
自
ら
の
「
余
韻
」
説
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
の
詳
細
な
分
析

は
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
や
む
な
く
、
彼
の
説
は
分
類
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

(
日
)
原
文
「
若
乃
春
風
春
鳥
、
秋
月
秋
蝉
蝉
、
夏
雲
暑
雨
、
冬
月
祁
寒
、
斯
四
候
之
感
諸
詩
者
也
」
。

(
凶
)
鈴
木
虎
雄
『
支
那
詩
論
史
』
(
弘
文
堂
書
房
一
九
二
七
初
版
、
一
九
六
七
新
装
版
)

(
口
)
原
文
「
風
動
春
朝
、
月
明
秋
夜
、
早
雁
初
鷲
、
開
花
落
葉
、
有
来
斯
応
、
毎
不
能
巳
也
」
。

(
同
)
鈴
木
虎
雄
「
詩
禅
相
関
の
諸
詩
説
」
(
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
八
巻
一
号
一
九
五

O
)

(
ゆ
)
両
者
の
引
用
と
も
、
太
田
青
正
『
中
国
象
徴
詩
学
と
し
て
の
神
韻
説
の
発
展
』
(
『
太
田
青
正
著
作
選
集
』
第
三
巻
所
収

一
九
八
九
)
を
参
照
。

(
加
)
前
掲
周
財
初
『
中
国
文
学
批
評
小
史
』
。
な
お
、
彼
の
「
趣
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
第
二
節
に
引
用
し
て
い
る
の
で
、

照
さ
れ
た
い
。

-97-

桜
楓
社

そ
ち
ら
を
参
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(
幻
)
敏
沢
『
中
国
文
学
理
論
批
評
史
』
(
人
民
文
学
出
版
社

(
2
)前
掲
成
復
旺
『
中
国
美
学
範
鴎
辞
典
』

(
お
)
前
掲
張
少
康
・
劉
三
富
『
中
国
文
学
理
論
批
評
発
展
史
(
下
巻
)
』
。
な
お
、
こ
の
引
用
は
、
「
興
趣
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
興
趣
」
を
構

成
す
る
一
要
素
で
あ
る
「
興
」
概
念
に
対
す
る
説
明
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
同
書
で
は
、
「
興
趣
と
興
致
と
意
興
の
三
つ
の
概
念
は
、
基
本
的

な
意
味
は
同
じ
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
興
趣
」
、
「
興
致
」
、
「
意
興
」
の
三
者
に
は
唯
一
「
興
」
と
い
う
概
念
の
み
が

共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
同
書
に
お
い
て
は
、
「
興
」
が
こ
の
三
つ
の
概
念
の
少
な
く
と
も
意
味
的
な
中
核
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
同
書
に
お
け
る
「
興
」
の
解
釈
を
、
事
実
上
「
興
趣
」
概
念
全
体
の
意
味
解
釈
と

ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
見
な
し
て
も
、
決
し
て
武
断
に
は
あ
た
る
ま
い
。

(
M
A
)復旦
大
学
中
文
系
古
典
文
学
教
研
組
『
中
国
文
学
批
評
史
(
中
冊
)
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
二

(
笥
)
こ
の
引
用
も
、
注
(
お
)
と
同
様
、
「
興
趣
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
一
部
で
あ
る
「
興
」
の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
注

(
4
)や
(
お
)
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
興
」
は
「
興
趣
」
概
念
の
意
味
的
中
心
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
引
用
に
お
け
る
「
興
」
の
解
釈
を
、
「
興
趣
」
全
体
(
少
な
く
と
も
そ
の
中
核
部
分
)
の
意
味
の
解
釈
と
見
な
し
て
も
、
さ
ほ
ど
問
題
は

な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
な
お
、
「
趣
」
に
つ
い
て
は
、
顧
易
生
は
同
書
に
お
い
て
、
「
味
わ
い
、
趣
き
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

(
話
)
頼
力
行
・
李
清
良
『
中
国
文
学
批
評
史
』
(
湖
南
教
育
出
版
社
二O
O

三
)

(
幻
)
前
掲
拙
稿
「
『
槍
浪
詩
話
』
の
「
興
趣
」
に
つ
い
て
|
|
「
興
」
概
念
を
中
心
に
」
を
参
照
。

一
九
八
二

(269) -98-

付
記

本
稿
は
、
平
成
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(
奨
励
研
究

課
題
番
号

1
8
9
0
3
0
1
3
)

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


