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第十二回
野の

口ぐ
ち　

武た
け

則の
り

『
空
車
』
が
暗
示
す
る
も
の
と
は

　

大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
四
月
十
三
日
、
鷗
外
は
三
十
五
年
間
務

め
た
陸
軍
省
を
退
官
し
、
在
野
の
文
士
と
な
っ
た
。
そ
の
十
日
後
の

四
月
二
十
三
日
、『
空む
な

車ぐ
る
ま』
と
題
す
る
難
解
で
抽
象
的
な
随
筆
を
書

き
上
げ
た
。
東
京
日
日
新
聞
、大
阪
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
の
は
、

二
カ
月
以
上
経
た
七
月
六
、
七
両
日
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
約
一
年
半
後
、
鷗
外
は
宮
内
省
に
再
出
仕
す
る
こ
と
に

な
る
が
、『
空
車
』
は
歴
代
天
皇
に
関
す
る
歴
史
事
業
に
取
り
組
ん

だ
動
機
だ
け
で
な
く
、
遺
言
の
謎
を
探
る
手
掛
か
り
に
な
る
と
筆
者

は
考
え
る
の
で
、
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

「
わ
た
く
し
の
意
中
の
車
は
大
い
な
る
荷
車
で
あ
る
。
其そ
の

構
造
は

極き
は

め
て
原
始
的
で
、
大だ
い

八は
ち

車ぐ
る
まと
云い

ふ
も
の
に
似
て
ゐ
る
。
只た
だ

大
き

さ
が
こ
れ
に
数
倍
し
て
ゐ
る
。
大
八
車
は
人
が
挽
く
の
に
此こ
の

車
は

馬
が
挽
く
。

（
中
略
）

　

わ
た
く
し
は
此
車
が
空
車
と
し
て
行
く
に
逢あ

ふ
毎ご
と

に
、
目
迎
へ

て
こ
れ
を
送
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
。
車
は
既
に
大
き
い
。
そ
し

な
ぜ
最
期
に「
馬
鹿
ら
し
い
！
」と
叫
ん
だ
の
か
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て
そ
れ
が
空
虚
で
あ
る
が
故ゆ
ゑ

に
、
人
を
し
て
一
層
そ
の
大
き
さ
を

覚
え
し
む
る
。
こ
の
大
き
い
車
が
大
道
狭
し
と
行ゆ

く
。
こ
れ
に
繋つ
な

い
で
あ
る
馬
は
骨
格
が
逞た
く
まし
く
、
栄
養
が
好い

い
。
そ
れ
が
車
に
繋

が
れ
た
の
を
忘
れ
た
や
う
に
、
緩
や
か
に
行
く
。
馬
の
口
を
取
つ

て
ゐ
る
男
は
背
の
直す
ぐ

い
大
男
で
あ
る
。
そ
れ
が
肥
え
た
馬
、
大
き

い
車
の
霊
で
で
も
あ
る
や
う
に
、
大
股
に
行
く
。
此
男
は
左さ

顧こ

右い
う

眄へ
ん

す
る
こ
と
を
な
さ
な
い
。
物
に
遭あ

つ
て
一
歩
を
緩
く
す
る
こ
と

を
も
な
さ
ず
、
一
歩
を
急
に
す
る
こ
と
を
も
な
さ
な
い
。
旁
若
無

人
と
云
ふ
語
は
此
男
の
た
め
に
作
ら
れ
た
か
と
疑
は
れ
る
。」
※

傍
線
は
筆
者

　

こ
の
車
に
遭
え
ば
、
騎
馬
の
人
も
、
貴
人
の
馬
車
も
、
富
豪
の
自

動
車
、
隊
伍
を
な
し
た
士
卒
も
、
送
葬
の
行
列
も
こ
と
ご
と
く
避
け

る
が
、「
此
車
は
一
の
空
車
に
過
ぎ
ぬ
」
と
い
う
。「
空
車
」
と
は
何

を
指
し
て
い
る
の
か
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
。

　

多
く
の
鷗
外
研
究
者
が
こ
の
作
品
に
つ
い
て
言
及
し
、「
多
年
の

官
職
の
重
荷
を
下
し
て
空
に
な
つ
た
我
身
の
似
姿
」（『
鷗
外
選
集　

第
十
三
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
小
堀
桂
一
郎
の
解
説
）
を

描
い
た
と
の
見
方
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

松
本
清
張
の
推
理
は
・
・
・

　
「
空
車
」
は
そ
の
ま
ま
読
め
ば
、
音
読
み
で
「
く
う
し
ゃ
」、
訓
読

み
な
ら
「
か
ら
ぐ
る
ま
」
と
な
る
。
だ
が
、鷗
外
は
「
む
な
る
ぐ
ま
」

と
読
ま
せ
、「
新あ
ら
たな

る
語
と
し
て
こ
れ
を
用
ゐ
る
」
と
記
す
。

大正五年七月六日の東京日日新聞の五面に掲載された『空車』
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作
家
の
松
本
清
張
は
『
両
像
・
森
鷗
外
』（
文
藝
春
秋
社
、
一
九

九
四
年
）
で
、「
こ
れ
は
臭
い
」
と
考
え
、
推
理
を
始
め
る
。
和
漢

洋
の
用
語
に
通
じ
た
鷗
外
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
こ
か
に
典
拠
が
あ
る

に
違
い
な
い
、
と
。

　

一
九
五
三
年
に
清
張
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
作
品
は
、
鷗
外
の
小

倉
滞
在
時
の
日
記
を
題
材
に
し
た
『
或あ

る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
だ
。

鷗
外
に
関
す
る
著
作
が
複
数
あ
り
、深
い
思
い
入
れ
を
持
っ
て
い
た
。

　

清
張
は
ま
ず
、
五
十
三
万
の
熟
語
を
収
録
し
「
漢
字
文
化
の
一
代

宝
庫
」
と
称
さ
れ
る
『
大
漢
和
辞
典
』（
諸
橋
轍
次
編
、大
修
館
書
店
）

を
め
く
る
。「
空
車
」
の
項
に
適
切
な
用
例
が
な
か
っ
た
一
方
、「
虚

車
」
の
項
に
「
虚
車
は
、
空
車
に
同
じ
」
と
出
て
い
る
の
を
見
つ
け

た
。
そ
の
用
例
の
一
つ
に
以
下
の
も
の
が
あ
っ
た
。

「
輪
轅
飾
り
て
入
る
も
、
徒
い
た
ず
らに
飾
り
を
庸も
ち

ゆ
る
に
あ
ら
ず
、
況い
わ

ん

や
虚
車
に
お
い
て
を
や
、
文
辞
は
芸
な
り
、
道
徳
は
実
な
り
」

　

清
張
は
「
車
の
輪
や
轅な
が
えに
装
飾
を
施
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
や

み
と
飾
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
虚
車
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
文

辞
は
芸
術
で
あ
る
、道
徳
は
内
容
で
あ
る
」
と
現
代
語
訳
し
た
。「
空

車
」
と
は
、無
用
に
飾
り
立
て
ら
れ
た
「
虚
車
」
の
こ
と
だ
と
い
う
。

　

こ
こ
ま
で
は
い
い
の
だ
が
、
そ
の
先
の
清
張
の
推
理
は
飛
躍
し
て

し
ま
う
。
暗
示
し
て
る
も
の
と
は
、
作
家
の
武む

者し
ゃ
の

小こ
う

路じ

実さ
ね

篤あ
つ

を
先

頭
と
す
る
日
本
近
代
文
学
の
一
派
・
白
樺
派
だ
と
推
論
し
た
。「
虚
車
」

と
直
接
表
現
し
て
は
、
白
樺
派
へ
の
揶
揄
が
見
破
ら
れ
て
し
ま
う
た

め
、
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　

だ
が
、
陸
軍
省
退
官
を
機
に
文
人
と
し
て
自
由
に
執
筆
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
文
豪
・
鷗
外
が
、
他
の
一
派
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
っ

た
と
は
考
え
に
く
い
。
隠
語
を
使
っ
て
ま
で
隠
そ
う
と
し
た
主
題
と

は
、
何
だ
っ
た
の
か
。

官
僚
が
け
ん
引
し
た
近
代
国
家
の
「
虚
」

　

先
ほ
ど
の
引
用
部
分
で
傍
線
を
引
い
た
の
は
、
鷗
外
の
作
品
や
書

簡
に
記
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。

　

ま
ず
車
を
挽
く
「
馬
」
で
あ
る
。『
空
車
』
が
書
か
れ
た
際
に
東

京
日
日
新
聞
に
連
載
中
だ
っ
た
『
渋
江
抽
斎
』
は
、
抽
斎
の
述
志
の

詩
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
鷗
外
は
こ
の
漢
詩
に
つ
い
て

「
老ら
う

驥き

櫪れ
き

に
伏ふ
く

す
れ
ど
も
、
志
こ
ゝ
ろ
ざ
し

千
里
に
在あ

り
と
い
う
意
が
此こ
の

中う
ち

に

蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
解
説
し
た
。「
老
驥
」
つ
ま
り
老
い
た
馬
で

も
志
を
失
っ
て
い
な
い
と
、
抽
斎
を
自
ら
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

大
正
六
年
十
二
月
に
宮
内
省
に
再
出
仕
し
た
際
も
、
親
友
の
賀
古
鶴

戸
宛
書
簡
で
自
ら
を
馬
に
例
え
、「
老
い
ぬ
れ
ど
馬
に
鞭む
ち

う
ち
千
里

を
も
走
ら
ん
と
お
も
ふ
年
立
ち
に
け
り
」
と
の
歌
を
送
っ
て
い
る
。

　
『
空
車
』
の
馬
は
、「
車
に
繋
が
れ
た
の
を
忘
れ
た
や
う
に
」
ゆ
っ

く
り
と
着
実
に
前
進
す
る
。鷗
外
の
小
説
家
デ
ビ
ュ
ー
作『
舞
姫
』（
明

治
二
十
三
年
）
で
、
主
人
公
の
若
い
官
吏
・
太お
お

田た

豊と
よ

太た

郎ろ
う

は
留
学
先

の
ド
イ
ツ
で
一
時
は
自
由
な
精
神
を
得
た
と
思
い
き
や
、
結
局
、
国

家
に
仕
え
る
官
僚
と
し
て
の
運
命
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
悟

る
。
豊
太
郎
は
自
ら
を
「
足
を
縛
し
て
放
た
れ
し
鳥
」
に
例
え
、「
足
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の
糸
は
解
く
に
由
な
し
」
と
嘆
く
。
こ
の
糸
は
「
天あ
ま

方が
た

伯は
く

」
の
手
中

に
あ
る
。
山
県
有
朋
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
大
臣
で
あ
る
。

　
「
左
顧
右
盻
」
は
、
鷗
外
が
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
直
後
、
明
治

二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
十
月
十
四
日
の
賀
古
宛
書
簡
に
見
え
る
。

ド
イ
ツ
で
交
際
し
た
女
性
が
来
日
し
た
も
の
の
、
最
終
的
に
別
れ
を

決
意
し
た
際
に
記
し
た
言
葉
だ
。
恋
人
と
共
に
自
由
に
生
き
る
か
、

そ
れ
と
も
国
家
に
仕
え
る
か
。右
往
左
往
し
て
た
め
ら
っ
て
来
た
が
、

悩
む
こ
と
を
捨
て
て
官
僚
と
し
て
仕
え
る
覚
悟
を
決
め
た
心
境
が
綴

ら
れ
た
書
簡
と
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、「
空
車
」
を
挽
く
「
馬
」
は
鷗
外
ら
官
僚
、「
馬
の
口
を

取
つ
て
ゐ
る
」「
背
の
直
い
大
男
」
は
山
県
ら
政
治
家
だ
と
読
み
取

れ
る
。
実
際
、
山
県
は
当
時
の
日
本
人
と
し
て
は
身
長
が
高
か
っ
た

（
伊
藤
之
雄
『
山
県
有
朋
』
文
藝
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
年
）。
国
家
の

手
綱
を
取
る
指
導
者
は
、「
左
顧
右
眄
」せ
ず
前
進
す
る
の
み
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
官
僚
が
け
ん
引
し
、
政
治
家
が
手
綱
を
握
り
、
人
々
が

こ
と
ご
と
く
避
け
る
「
大
き
い
車
」
と
は
、
近
代
国
家
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
天
皇
で
あ
る
。

　
「「
空
車
」が
暗
示
す
る
の
は
天
皇
制
と
い
う
タ
ブ
ー
で
は
な
い
か
」

と
指
摘
し
た
の
は
、池
内
健
二
氏
だ
（
池
内
『
森
鷗
外
と
近
代
日
本
』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）。
カ
ン
ト
や
デ
カ
ル
ト
を
研
究

し
た
天
理
図
書
館
司
書
で
、
鷗
外
研
究
の
専
門
家
で
は
な
い
が
、
鋭

い
指
摘
だ
。

　

鷗
外
が
隠
し
た
主
題
と
は
「
天
皇
制
、
天
皇
的
日
本
の
雅
の
伝
統

あ
る
い
は
雅
と
礼
の
文
明
の
歴
史
」
で
、「
も
と
も
と
か
ら
空
虚
で

あ
っ
た
わ
け
は
な
い
が
、
今
、
近
代
に
お
い
て
は
、
天
皇
制
も
礼
の

文
化
も
形
式
だ
け
の
空
虚
な
も
の
で
し
か
な
い
」
と
い
う
問
題
意
識

だ
と
い
う
。
天
皇
を
中
心
と
す
る
近
代
国
家
を
「
空
虚
」
だ
と
直
接

的
に
表
現
し
て
は
、
当
時
の
日
本
社
会
で
は
不
敬
と
な
る
。
隠
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
動
機
は
十
分
あ
る
。

　

伊
藤
博
文
や
山
県
ら
が
制
度
設
計
し
た
近
代
日
本
国
家
は
、
実
動

部
隊
で
あ
る
若
き
官
僚
た
ち
に
け
ん
引
さ
れ
た
。
国
造
り
を
担
う
自

負
を
持
ち
、
精
力
に
あ
ふ
れ
、
脇
目
も
振
ら
ず
前
進
し
続
け
た
様
を
、

「
骨
格
が
逞
し
く
、
栄
養
が
好
い
」
と
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

よ
う
や
く
官
僚
と
し
て
の
人
生
を
終
え
た
時
、
馬
車
馬
の
よ
う
に

け
ん
引
し
て
き
た
日
本
と
い
う
国
家
は
、
ま
だ
「
普
請
中
」
で
内
実

は
「
空
虚
」
で
あ
っ
た
。
実
務
を
担
っ
た
鷗
外
に
は
、
そ
れ
が
よ
く

見
え
て
い
た
。
大
正
四
年
秋
に
大
正
天
皇
の
即
位
礼
と
大
嘗
祭
に
出

席
し
、
近
代
国
家
と
し
て
初
め
て
執
り
行
わ
れ
た
代
替
わ
り
の
儀
式

を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
い
く
ら
古
式
ゆ
か
し
い
儀
式
で
飾
り

付
け
た
と
し
て
も
、
内
実
と
の
乖
離
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
空
回
り

で
虚
し
く
見
え
て
く
る
。
解
放
感
や
空
の
境
地
と
い
う
よ
り
も
、
寂

寥
や
悲
哀
を
感
じ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

「
新
た
な
る
形
式
を
求
め
」

　

陸
軍
退
官
か
ら
約
一
年
半
後
の
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
十
二
月

三
日
、
鷗
外
は
随
筆
『
礼
儀
小
言
』
を
書
き
上
げ
た
。
同
月
二
十
五
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日
に
図
書
頭
兼
帝
室
博
物
館
総
長
に
就
任
し
、
翌
大
正
七
年
一
月
一

日
か
ら
十
日
に
か
け
て
東
京
日
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
（
大
阪
毎
日

新
聞
は
同
五
日
か
ら
十
四
日
）。

　
『
礼
儀
小
言
』
は
「
人
生
の
所あ
ら

有ゆ
る

形
式
に
は
、
そ
の
初
め
生
じ
た

時
に
、
意
義
が
あ
る
。
礼
を
し
て
荘
重
な
ら
し
む
る
も
の
は
其そ
の

意
義

で
あ
る
」
と
記
す
。
か
つ
て
儀
礼
が
生
ま
れ
た
時
、
人
々
は
そ
の
意

義
を
理
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
儀
礼
が
厳
か
で
重
々
し
い
の
は
、

儀
礼
に
意
義
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
を
経
る
と
形

ば
か
り
と
な
り
、
そ
の
意
義
は
忘
れ
去
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
時
を

経
て
、形
骸
化
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
形
式
を
壊
し
て
し
ま
え
ば
、

形
式
だ
け
で
な
く
、
残
っ
て
い
た
本
来
の
意
義
ま
で
壊
す
こ
と
に
な

る

─
と
い
う
の
が
趣
旨
だ
。

「
今
は
あ
ら
ゆ
る
古
き
形
式
の
将ま
さ

に
破
棄
せ
ら
れ
む
と
す
る
時
代

で
あ
る
。（
中
略
）
人
は
何な
に

故ゆ
ゑ

に
昔
形
式
に
寓
し
て
あ
つ
た
意
義

を
保
存
せ
む
こ
と
を
謀
ら
ぬ
の
で
あ
ら
う
か
」

　

鷗
外
は
葬
礼
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
お
け
る

形
式
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
意
義
ま
で
も
が
失
わ
れ
て
い
る
現

状
を
憂
え
る
。
で
は
、危
機
的
状
況
に
ど
う
対
処
し
た
ら
よ
い
の
か
。

「
畢ひ
っ

竟き
ょ
う

此こ
の

問
題
の
解
決
は
新あ
ら
たな
る
形
式
を
求
め
得
て
、
意
義
の
根

本
を
確
保
す
る
に
あ
る
。
我
邦
人
を
し
て
真
に
礼
あ
ら
し
む
る
に

あ
る
」

　

鷗
外
研
究
者
の
山
崎
一か
ず

頴ひ
で

氏
は
「
ま
さ
に
「
礼
儀
小
言
」
は
帝
室

博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
就
任
の
挨
拶
と
し
て
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
る
」（
山
崎
「
二　

鷗
外
の
元
号
、
諡
号
に
関
す
る
見
解
」）『
森

鷗
外
論
攷
完
』
翰
林
書
房
、
二
〇
二
二
年
）
と
位
置
づ
け
る
。
個
人

の
礼
の
模
範
と
な
る
よ
う
な
国
家
の
礼
に
つ
い
て
、古
の
形
式
を「
創

ら
れ
た
伝
統
」
と
し
て
近
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
に
際
し
、「
新
な

る
形
式
」
と
し
て
整
え
直
す
と
い
う
意
気
込
み
で
宮
内
官
僚
と
し
て

再
出
仕
し
た
の
だ
。
そ
こ
に「
不
調
べ
」が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。『
空

車
』
を
記
し
た
際
に
感
じ
た
の
は
、
自
ら
の
心
だ
け
で
な
く
、
長
年

仕
え
て
き
た
国
家
の
空
虚
さ
だ
っ
た
。
そ
れ
を
埋
め
る
よ
う
に
、
猛

烈
な
勢
い
で
歴
史
事
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

創
作
か
ら
実
践
へ

　

礼
と
形
式
を
巡
る
鷗
外
の
考
え
方
は
、
小
説
『
興お
き

津つ

弥や

五ご

右え衛
門も
ん

の
遺
書
』（
大
正
元
年
）
に
表
れ
て
い
る
。
明
治
天
皇
の
大
喪
当
日

に
起
き
た
陸
軍
大
将
・
乃の

木ぎ

希ま
れ

典す
け

の
殉
死
に
触
発
さ
れ
、
執
筆
さ
れ

た
。

　

江
戸
時
代
前
期
、
肥
後
・
細
川
藩
士
の
興
津
弥
五
右
衛
門
が
、
主

君
の
十
三
回
忌
に
殉
死
す
る
際
に
し
た
た
め
た
遺
書
の
体
裁
を
と

る
。
か
つ
て
主
君
の
命
で
、
茶
事
に
使
う
珍
し
い
香こ
う

木ぼ
く

を
探
し
た
際

の
こ
と
で
あ
る
。「
香か
う

木ぼ
く

は
無
用
の
翫
ぐ
わ
ん

物ぶ
つ

に
有こ
れ

之あ
り

、
過
分
の
大
金
を

擲な
げ
う
ち

候そ
ろ

事こ
と

は
不し
か
る
べ
か
ら
ず

可
然
」
と
廉
価
な
末う
ら

木き

を
購
入
す
る
よ
う
主
張
し
た

相
方
に
対
し
、
興
津
は
「
茶ち
ゃ

儀ぎ

は
無
用
の
虚き
ょ

礼れ
い

な
り
と
申
さ
ば
、
国

家
の
大た
い

礼れ
い

、
先
祖
の
祭さ
い

祀し

も
総す
べ

て
虚
礼
な
る
べ
し
」
と
、
高
価
な
元も
と

木き

を
買
う
べ
き
だ
と
訴
え
た
。
口
論
の
末
、
興
津
は
相
方
を
斬
り
殺
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し
て
し
ま
う
。
元
木
を
持
ち
帰
っ
て
切
腹
を
申
し
出
る
が
、
主
君
は

「
総す
べ

て
功こ
う

利り

の
念
を
以も
つ

て
物
を
視み

候さ
ふ
らは

ば
、
世
の
中
に
尊た
ふ
とき

物
は
無

く
な
る
べ
し
」と
い
た
わ
り
、と
が
め
な
か
っ
た
。
そ
の
恩
義
が
淡
々

と
綴
ら
れ
る
。

　

香
木
や
茶
儀
を
題
材
に
取
り
な
が
ら
、
功
名
や
利
得
に
執
着
す
る

こ
と
な
く
形
式
や
型
に
専
念
す
る
武
士
の
姿
を
描
い
た
。
以
後
、
鷗

外
の
創
作
は
歴
史
小
説
に
移
る
が
、
武
家
社
会
に
生
き
る
人
々
の
姿

を
通
じ
て
、
為
す
べ
き
事
に
専
念
す
る
人
間
の
生
き
方
を
描
く
こ
と

が
、
全
体
を
通
じ
た
テ
ー
マ
と
な
る
。
中
で
も
『
渋
江
抽
斎
』
を
は

じ
め
と
す
る
江
戸
時
代
後
期
の
考
証
学
者
を
題
材
と
し
た
史
伝
は
、

鷗
外
が
理
想
と
す
る
世
界
だ
っ
た
。

　

た
と
え
役
に
立
た
な
い
虚
礼
と
言
わ
れ
よ
う
と
も
、
国
家
の
大
礼

を
整
え
る
宮
内
官
僚
と
し
て
の
公
務
は
、
鷗
外
が
歴
史
小
説
や
史
伝

で
描
い
た
武
士
の
姿
に
通
じ
る
。
小
説
と
し
て
創
作
に
と
ど
ま
っ
て

い
た
鷗
外
の
思
想
が
、
宮
内
官
僚
と
し
て
歴
史
事
業
に
取
り
組
む
こ

と
で
実
践
を
伴
う
も
の
と
な
っ
た
。

「
神
は
有
る
も
の
に
し
て
置
き
た
い
」

　

図
書
寮
編
修
官
の
吉
田
増ま
す

蔵ぞ
う

は
、
役
所
の
食
堂
で
鷗
外
と
食
事
を

し
な
が
ら
雑
談
し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。『
元
号
考
』
に
取
り

組
ん
で
い
た
最
晩
年
の
こ
と
だ
。

「
あ
る
時
天
と
か
神
と
か
い
う
問
題
に
触
れ
た
の
で
、
私
は
儒
学

の
天
と
い
う
字
に
は
、
自
然
界
の
天
と
宗
教
的
の
天
と
哲
学
的
の

天
と
の
三
種
の
意
義
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
哲
学
的
の
天
、
即
ち
道
徳
的
の
天
を
主
張
し
て
宗
教
的
の
天
即

ち
神
霊
的
の
天
に
反
対
す
る
人
が
あ
っ
た
の
で
、先
生
（
＝
鷗
外
）

は
徐お
も
むろ
に
僕
は
矢
張
り
神
は
有
る
も
の
に
し
て
置
き
た
い
と
言
わ

れ
た
」（
吉
田
「
鷗
外
先
生
を
追
憶
し
て
」『
文
学
』
一
九
三
六
年

六
月
、
宗
像
和
重
編
『
鷗
外
追
想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
年
所

収
）

　

鷗
外
の
考
え
る
「
哲
学
的
の
天
」
と
「
宗
教
的
の
天
」
と
は
、
ど

ち
ら
か
一
方
を
排
し
た
り
、
取
っ
た
り
す
る
の
で
な
く
、「
不
離
不

即
の
間
に
在
る
」
と
の
考
え
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
吉
田
は
推

し
量
る
。

　

史
料
に
基
づ
く
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
神
は
有
る
も
の
に
し

て
置
き
た
い
」
と
い
う
姿
勢
で
、
歴
史
事
業
に
臨
ん
で
い
た
の
だ
。

神
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
神
が
有
る
「
か
の
や

う
に
」
振
る
舞
う
と
い
う
態
度
で
あ
ろ
う
。
国
家
と
個
人
の
間
に
矛

盾
や
葛
藤
は
な
く
、
自
分
が
な
す
べ
き
「
為し

事ご
と

」
に
黙
々
と
取
り
組

む
だ
け
で
あ
る
。
鷗
外
は
「
仕
事
」
を
表
記
す
る
際
、「
為
事
」
の

字
を
使
っ
て
い
た
。「
事こ
と

を
為な

す
」
と
い
う
自
ら
の
姿
勢
を
表
し
た

の
だ
ろ
う
。

か
の
や
う
に
の
哲
学

　

小
説
『
か
の
や
う
に
』（
明
治
四
十
五
年
）
は
、
信
仰
に
基
づ
く

神
話
と
科
学
的
事
実
に
基
づ
く
歴
史
を
巡
る
問
題
を
描
い
た
。
室
町
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時
代
前
期
に
お
け
る
南
朝
と
北
朝
の
ど
ち
ら
の
天
皇
が
正
統
で
あ
る

か
、
が
論
争
と
な
っ
た
「
南
北
朝
正せ
い
じ
ゅ
ん閏

問
題
」
を
受
け
て
執
筆
さ

れ
た
。
国
史
の
研
究
を
志
す
洋
行
帰
り
の
主
人
公
の
五ご

条じ
ょ
う

秀ひ
で

麿ま
ろ

に

こ
う
語
ら
せ
る
。

「
祖
先
の
霊
が
あ
る
か
の
や
う
に
背う
し
ろ後
を
顧
み
て
、
祖
先
崇
拝
を

し
て
、
義
務
が
あ
る
か
の
や
う
に
、
徳
義
の
道
を
踏
ん
で
、
前
途

に
光
明
を
見
て
進
ん
で
い
く
」

　

神
話
は
事
実
に
基
づ
く
歴
史
で
は
な
い
と
否
定
す
る
と
、「
危
険

思
想
だ
と
云
は
れ
」「
人
生
の
重
大
な
物
の
一い
っ

角か
く

が
崩
れ
始
め
て
」

し
ま
う
社
会
の
下
、
神
話
が
事
実
で
あ
る
「
か
の
や
う
に
」
振
る
舞

う
生
き
方
を
迫
ら
れ
る
。
当
時
の
日
本
で
は
妥
協
す
る
し
か
な
か
っ

た
一
方
、
五
条
は
留
学
先
の
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
を

称
賛
す
る
。

「
教
義
や
寺
院
の
歴
史
を
し
つ
か
り
調
べ
た
も
の
が
出
来
て
ゐ
る

と
、
教
育
の
あ
る
も
の
は
、
志
こ
こ
ろ
ざ
しさ
へ
あ
れ
ば
、
専
門
家
の
綺
麗

に
洗
ひ
上
げ
た
、
滓か
す

の
こ
び
り
付
い
て
ゐ
な
い
教
養
を
も
覗の
ぞ

い
て

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
を
覗
い
て
見
る
と
、
信
仰
は
し
な
い

ま
で
も
、
宗
教
の
必
要
性
丈だ
け

は
認
め
る
や
う
に
な
る
。
そ
こ
で
穏

健
な
思
想
家
が
出
来
る
」（『
鷗
外
近
代
小
説
集　

第
六
巻
』
岩
波

書
店
、
二
〇
一
二
年
）

　

自
ら
は
そ
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
な
く
て
も
、
信
仰
の
必
要
性
を

認
め
、
根
拠
と
な
る
歴
史
に
つ
い
て
正
面
か
ら
調
べ
る
こ
と
は
で
き

る
は
ず
だ
、
と
。

　

執
筆
時
の
鷗
外
は
、
陸
軍
の
高
級
官
僚
だ
っ
た
。
神
話
に
基
づ
く

「
万
世
一
系
の
天
皇
」
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
、

近
代
国
家
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
天
皇
を
中
心
と
し
た
制
度
を
必

要
と
す
る
立
場
に
い
る
。
個
人
の
思
想
の
自
由
を
確
保
し
つ
つ
、
国

家
の
秩
序
を
保
つ
に
は
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
、
と
い
う
問
い
へ

の
試
案
が
『
か
の
や
う
に
』
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

晩
年
に
宮
内
官
僚
と
し
て
「
か
の
や
う
に
の
哲
学
」
を
実
践
し
た

の
が
、『
帝
諡
考
』
や
『
元
号
考
』
だ
っ
た
。

明
か
さ
れ
た
『
元
号
考
』
の
編
集
手
法

　

鷗
外
が
「
最
大
著
述
」
と
位
置
づ
け
、
死
の
間
際
ま
で
取
り
組
ん

だ
『
元
号
考
』
は
、「
大た
い

化か

」（
六
四
五
～
五
〇
年
）
以
来
続
く
日
本

に
お
け
る
元
号
の
典
拠
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。漢
字
二
文
字（
飛

鳥
時
代
の
一
時
期
は
四
文
字
）
の
典
拠
と
さ
れ
た
漢
籍
と
引
用
文
、

提
案
者
、
選
考
過
程
な
ど
が
定
型
的
に
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
実
務
で

活
用
す
る
資
料
と
し
て
価
値
は
あ
っ
て
も
、
一
般
向
け
の
読
み
物
で

は
な
い
。
こ
れ
ま
で
内
容
を
分
析
し
た
研
究
は
皆
無
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
中
国
哲
学
研
究
者
の
水
上
雅
晴
氏
が
論
文
「
森
鷗
外
『
元
号

考
』の
編
纂
に
つ
い
て
─『
元
秘
別
録
』と
の
関
係
を
中
心
に
─
」（『
斯

文
』
斯
文
会
、
二
〇
二
三
年
所
収
）
で
編
集
手
法
を
明
ら
か
に
し
、

内
容
に
疑
問
を
突
き
付
け
た
。

　

鷗
外
が
い
わ
ゆ
る
「
種
本
」
と
し
た
の
が
、『
元げ
ん

秘ぴ

別べ
つ

録ろ
く

』
だ
と

い
う
。
鎌
倉
時
代
の
学
者
・
高た
か

辻つ
じ

長な
が

成な
り

が
記
し
た
元
号
の
先
例
集
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『
元げ
ん

秘ぴ

抄し
ょ
う』

の
付
録
と
し
て
作
成
さ
れ
た
書
物
で
、
長
成
の
死
後
も

増
補
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
高
辻
家
は
公
家
の
菅
原
家
の
嫡
流
で
、
元

号
考
案
を
長
年
に
わ
た
り
担
っ
た
家
だ
。

　

た
だ
し
、『
元
秘
別
録
』
は
「
養よ
う

老ろ
う

」（
七
一
七
～
二
四
年
）
を
起

点
に
記
述
が
始
ま
り
、
記
録
が
ほ
ぼ
途
切
れ
る
こ
と
な
く
残
さ
れ
て

い
る
の
は
「
延え
ん

喜ぎ

」（
九
〇
一
～
二
三
年
）
以
降
で
あ
る
。『
元
秘
別

録
』
に
記
述
が
な
い
部
分
は
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
元
号
考
』
で
は
十
世
紀
以
前
の
元
号
に
つ
い
て
も
、
典
拠
と
さ

れ
る
漢
籍
と
引
用
文
が
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
は
考
案
者
や

選
考
過
程
に
関
す
る
記
述
が
一
切
な
い
。
元
号
に
は
典
拠
が
あ
る
も

の
だ
と
い
う
前
提
が
一
般
に
流
布
し
て
い
る
が
、
水
上
氏
の
研
究
に

よ
る
と
、
実
際
に
日
本
の
元
号
が
漢
籍
に
典
拠
を
持
つ
こ
と
が
常
態

化
す
る
の
は
、
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
以
前
は
史

料
が
少
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
縁
起
の
い
い
出
来
事
に
伴
う
瑞ず
い

祥
し
ょ
う

改
元
に
よ
り
、「
白は
く

雉ち

」「
慶け
い

雲う
ん

」
な
ど
典
拠
が
な
く
て
も
好
字
と
分

か
る
元
号
が
多
か
っ
た
（
水
上
「
年
号
勘
文
と
漢
籍
引
文
」、
高
田

宗
平
編
『
日
本
漢
籍
受
容
史
』
八
木
書
店
、
二
〇
二
二
年
所
収
）。

つ
ま
り
、
元
号
の
漢
字
二
文
字
は
、
典
拠
の
漢
文
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
い
な
い
と
い
う
の
だ
。

　

で
は
、『
元
号
考
』
は
十
世
紀
以
前
の
元
号
の
典
拠
に
つ
い
て
、

何
を
根
拠
に
記
述
し
た
の
か
。
水
上
氏
が
調
査
で
明
ら
か
に
し
た
の

は
、『
佩は
い

文ぶ
ん

韻い
ん

府ぷ

』
と
い
う
中
国
・
清
の
時
代
に
編
集
さ
れ
た
熟
語

集
に
あ
る
用
例
が
、『
元
号
考
』
の
多
く
の
記
述
と
重
な
る
こ
と
だ
っ

た
。「
佩
文
」
と
は
、
編
集
を
命
じ
た
康こ
う

熙き

帝て
い

の
書
斎
名
で
あ
る
。

　
『
佩
文
韻
府
』
は
鷗
外
の
蔵
書
が
整
理
さ
れ
た
「
鷗
外
文
庫
目
録　

和
漢
書
之
部
目
録
」（
東
京
大
学
付
属
図
書
館
）
に
も
含
ま
れ
、「
鷗

外
も
そ
の
熱
心
な
利
用
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
」（
小
島
憲
之
『
こ

と
ば
の
重
み
─
鷗
外
の
謎
を
解
く
漢
語
─
』新
潮
社
、一
九
八
四
年
）。

　

つ
ま
り
、
元
号
の
漢
字
二
文
字
の
典
拠
と
な
り
そ
う
な
漢
籍
と
引

用
文
を
、複
数
並
べ
た
だ
け
と
い
う
の
だ
。
水
上
氏
は
「
年
号
の
「
背

景
」
と
な
り
得
る
文
章
を
示
す
以
上
の
意
味
は
な
い
」「
引
文
は
、

制
定
さ
れ
た
年
号
の
文
字
と
の
間
に
実
質
的
な
つ
な
が
り
は
な
く
、

『
元
号
考
』
の
中
に
提
示
す
る
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ

る
」
と
結
論
づ
け
た
。

『
帝
諡
考
』
の
編
集
手
法
は

　

大
正
十
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
帝
諡
考
』
は
歴
代
天
皇
の
お
く

り
名
の
典
拠
を
定
型
的
に
整
理
し
た
も
の
で
、『
元
号
考
』
と
同
じ

よ
う
な
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
鷗
外
は
『
帝
諡
考
』
も
同
様
の
手
法

で
編
集
し
た
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
試
し
に
『
佩は
い

文ぶ
ん

韻い
ん

府ぷ

』
を
め

く
っ
て
み
た
。

　

鷗
外
所
蔵
本
は
一
四
八
巻
と
膨
大
だ
が
、
国
立
国
会
図
書
館
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
検
索
す
る
と
、
明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
も
の
や
貴

重
本
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
で
き
た
。
漢
字
二
字
あ
る
い
は
三

字
の
熟
語
が
、
末
字
の
韻
ご
と
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
漢
詩
を
作
る

際
、
例
え
ば
四
句
か
ら
成
る
絶
句
な
ら
、
起
句
、
承
句
、
結
句
の
下
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の
字
は
同
じ
響
き
の
字
で
韻
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
索
す

る
に
は
現
代
日
本
で
は
な
じ
み
が
薄
い
平
ひ
ょ
う

仄そ
く

の
知
識
が
必
要
だ
が
、

コ
ツ
さ
え
つ
か
め
れ
ば
作
詩
を
す
る
上
で
便
利
に
使
え
そ
う
だ
。

　

画
像
が
最
も
鮮
明
な
鳳
文
館
蔵
版
（
明
治
十
八
年
）
で
、
試
し
に

「
武
」
の
字
を
調
べ
る
。「
神
武
」「
聖
武
」「
文
武
」
の
熟
語
が
記
さ

れ
て
い
る
。
天
皇
の
諡
号
だ
。

　
「
神
武
」
の
項
に
は
、
①
易
（
易
経
）
②
漢
書
叙
伝
③
班
固
竇
車

騎
北
征
頌
④
唐
書
⑤
杜
甫
投
哥
舒
翰
詩
⑥
南
史
陶
弘
景
伝

─
の
六

つ
の
出
典
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
神
武
」
の
熟
語
が
含
ま
れ
た
例
文
が
記

さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
①
～
④
が
、『
帝
諡
考
』
に
ほ
ぼ
同
じ
例
文
で

記
さ
れ
る
。
⑤
の
杜
甫
は
詩
聖
と
呼
ば
れ
た
唐
の
詩
人
、
⑥
の
陶と
う

弘こ
う

景け
い

は
中
国
・
南
朝
の
道
士
だ
っ
た
。
漢
詩
は
儒
教
経
典
や
王
朝
の
歴

史
書
に
比
べ
格
が
下
が
り
、
神
仙
思
想
を
基
に
す
る
道
教
は
厭
世
的

だ
。初
代
天
皇
を
権
威
付
け
る
典
拠
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
聖
武
」
の
項
は
、
書
（
書
経
）
な
ど
四
つ
の
出
典
と
例
文
が
記

さ
れ
、
そ
の
全
て
が
『
帝
諡
考
』
に
記
さ
れ
る
。

　
「
文
武
」
の
項
も
、
書
な
ど
八
つ
の
出
典
と
例
文
が
記
さ
れ
、
こ

の
う
ち
六
つ
が『
帝
諡
考
』と
重
な
る
。『
帝
諡
考
』に
記
さ
れ
な
か
っ

た
二
つ
の
出
典
は
、
文
武
天
皇
よ
り
後
世
の
漢
詩
だ
っ
た
。

　
『
佩
文
韻
府
』
に
記
さ
れ
た
三
人
の
天
皇
に
関
す
る
例
文
は
、
天

皇
諡
号
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
除
く
と
、
全
て
『
帝
諡
考
』
に

採
用
さ
れ
て
い
た
。『
帝
諡
考
』
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
『
逸

周
書
』
の
「
諡
法
解
」
な
ど
諡
号
の
ル
ー
ル
を
著
し
た
漢
籍
や
、「
武
」

の
字
が
諡
号
に
使
わ
れ
た
中
国
皇
帝
の
歴
史
書
が
引
用
さ
れ
る
が
、

そ
れ
を
除
く
多
く
の
出
典
と
引
文
は
『
佩
文
韻
府
』
に
拠
っ
て
い
る

よ
う
だ
。

　

さ
ら
に
、『
佩
文
韻
府
』
で
「
明
」
の
字
を
調
べ
る
と
、「
欽
明
」「
斉

明
」
の
熟
語
が
記
さ
れ
る
。「
欽
明
」
に
は
例
文
が
二
つ
あ
り
、「
書
」

『
佩
文
韻
府
』（
鳳
文
館
、
明
治
十
八
年
）
の
「
武
」
の
項
目
。
神
武
、
聖
武
、
文
武
の
熟
語
が
含
ま
れ
る
例
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
＝
国
立
国
会
図
書
館

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
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アジア時報

の
「
欽
明
文
思
安
安
」
が
『
帝
諡
考
』
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
も
う

一
つ
の
例
文
は
、
後
世
の
歴
史
書
だ
っ
た
。「
斉
明
」
に
記
さ
れ
た

三
つ
の
例
文
は
、
全
て
『
帝
諡
考
』
に
記
載
が
あ
る
。

　

一
方
、「
用
明
」「
舒
明
」「
元
明
」
の
天
皇
諡
号
は
『
佩
文
韻
府
』

の
熟
語
に
は
な
い
。
こ
の
う
ち
『
帝
諡
考
』
に
記
さ
れ
た
典
拠
の
引

用
文
は
「
舒
明
」
が
二
つ
、「
元
明
」
は
五
つ
と
、
他
の
天
皇
の
も

の
よ
り
少
な
い
。『
佩
文
韻
府
』
に
記
載
が
な
い
天
皇
諡
号
は
、『
帝

諡
考
』
に
記
さ
れ
る
典
拠
が
少
な
い
傾
向
が
あ
る
。

　

中
で
も
顕
著
な
の
が
「
安
寧
」
だ
。『
帝
諡
考
』
に
二
十
二
も
の

多
数
の
典
拠
が
示
さ
れ
、
こ
の
う
ち
十
個
が
『
佩
文
韻
府
』
と
一
致

し
た
。
実
在
が
疑
わ
し
い
古
代
の
第
三
代
天
皇
の
諡
号
に
多
数
の
典

拠
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、『『
佩
文
韻
府
』
に
拠
っ
た
た
め
だ

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
典
拠
と
言
え
る
か
ど
う
か
疑
問
も
残

る
。

　

全
て
の
天
皇
諡
号
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
が
今
後
必
要
と
な
る

が
、史
料
が
な
い
、も
し
く
は
元
号
に
典
拠
が
な
か
っ
た
時
代
を
『
佩

文
韻
府
』
に
拠
っ
て
補
う
『
元
号
考
』
の
手
法
が
、
先
だ
っ
て
編
集

さ
れ
た
『
帝
諡
考
』
で
も
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

典
拠
が
あ
る
「
か
の
よ
う
に
」

　

初
代
の
神
武
天
皇
か
ら
第
四
十
四
代
の
元
正
天
皇
（
在
位
七
一
五

～
七
二
四
年
）
ま
で
の
漢
風
諡
号
は
、
第
四
十
二
代
の
文
武
天
皇
を

除
き
、
淡お
う

海み
の

三み

船ふ
ね

に
よ
っ
て
七
六
二
～
七
六
四
年
に
一
括
し
て
撰
進

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
野
村
朋
弘
『
諡　

天
皇
の
呼
び
名
』）。

三
船
は
、
壬
申
の
乱
で
敗
れ
た
大
友
皇
子
（
明
治
時
代
に
天
皇
と
し

て
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
弘
文
天
皇
の
諡
号
が
贈
ら
れ
た
）
の

ひ
孫
で
、
大だ
い

学が
く

頭の
か
みや
文も
ん

書じ
ょ
う

博は
か

士せ

を
務
め
た
奈
良
時
代
後
期
の
学
者

だ
。

　

た
だ
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
諡
号
に
そ
の
漢
字
を
選
ん
だ
の
か
、

詳
し
い
こ
と
は
史
料
に
残
さ
れ
て
い
な
い
。
編
集
さ
れ
て
間
も
な
い

『
日
本
書
紀
』
を
読
む
な
ど
各
天
皇
の
業
績
を
調
べ
た
上
で
、
中
国

か
ら
輸
入
さ
れ
た
「
諡
法
解
」
な
ど
の
漢
籍
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
を
当
て
は
め
た
と
推
測
で
き
る
だ
け
だ
。

　

漢
風
諡
号
は
第
五
十
代
の
桓
武
天
皇
（
同
七
八
一
～
八
〇
六
年
）

を
境
と
し
て
一
般
的
に
贈
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
後
は
退
位
後
の
御

所
の
地
名
な
ど
で
呼
ぶ
追
号
が
主
流
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
江
戸
時

代
後
期
を
除
き
漢
風
諡
号
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
奈
良
時

代
後
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
約
四
十
年
間
に
過
ぎ
な
い
。

　
『
帝
諡
考
』
で
は
、
古
代
か
ら
飛
鳥
時
代
ま
で
二
十
九
人
の
天
皇

の
国
風
諡
号
に
つ
い
て
「
号ご
う
し諡

を
弁べ
ん
べ
つ別

す
べ
き
徴
ち
ょ
う
し
ょ
う

証
な
し
」
と
、
見

極
め
る
た
め
の
確
か
な
根
拠
が
な
い
と
記
す
。「
国
風
諡
の
明
あ
き
ら
かに

徴

す
べ
き
者
」
は
第
四
十
一
代
の
持じ
と
う統
天
皇
（
同
六
九
〇
～
六
九
七
年
）

以
下
七
人
の
み
と
い
う
の
だ
。『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』
な
ど

に
記
述
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
上
調
べ
る
手
立
て
は
な
い
。
こ
ち
ら

も
漢
風
諡
号
と
同
様
、
贈
ら
れ
た
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
の
は
短
期

間
だ
。
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神
話
や
伝
承
に
基
づ
く
古
代
の
天
皇
が
後
世
の
創
作
だ
と
す
れ

ば
、
国
風
諡
号
に
根
拠
が
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
神
武
創
業
以
来

の
万
世
一
系
と
い
う
物
語
を
、
仰
々
し
く
厳
か
に
飾
り
付
け
た
と
し

て
も
、
内
実
は
虚
な
「
空む
な

車ぐ
る
ま」

で
あ
る
。

　

一
方
、「
神
武
」「
天
武
」「
桓
武
」
な
ど
の
漢
風
諡
号
に
は
、
各

天
皇
の
項
目
に
多
数
の
漢
籍
を
典
拠
と
し
て
示
す
。
淡
海
三
船
が
何

を
根
拠
に
選
ん
だ
の
か
史
料
か
ら
分
か
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
厳
密

に
は
こ
ち
ら
も
「
号
諡
を
弁
別
す
べ
き
徴
証
な
し
」
と
断
っ
た
上
で
、

典
拠
で
な
い
か
と
類
推
さ
れ
る
例
文
と
し
て
断
っ
た
上
で
、
典
拠
で

は
な
い
か
と
類
推
さ
れ
る
例
文
と
し
て
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
だ
。

　

だ
が
、
宮
内
官
僚
と
し
て
の
鷗
外
に
は
、
天
皇
神
話
の
虚
構
を
暴

露
し
、
否
定
す
る
と
い
う
発
想
は
働
か
な
い
。
よ
り
強
固
に
、
そ
し

て
正
確
に
補
強
す
る
の
が
官
吏
の
職
務
で
あ
る
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、「
諡
法
解
」
な
ど
の
他
に
、『
佩
文
韻
府
』
を
活

用
す
れ
ば
、
典
拠
と
な
り
そ
う
な
漢
籍
を
複
数
並
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
漢
風
諡
号
に
典
拠
が
あ
る
「
か
の
や
う
に
」
整
理
す
る
こ
と
で
、

古
代
の
天
皇
も
実
在
し
た
「
か
の
や
う
に
」
著
述
す
る
こ
と
が
で
き
、

万
世
一
系
で
天
皇
が
続
い
て
来
た
と
い
う
物
語
を
補
強
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

　

そ
れ
は
鷗
外
が
敬
愛
す
る
渋
江
抽
斎
が
実
践
し
た
、
考
証
家
の

「
道
」
と
も
合
致
し
て
い
た
。
鷗
外
が
信
じ
る
に
た
り
得
る
国
家
へ

と
鍛
え
上
げ
る
修
養
で
も
あ
り
、
虚
だ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
官
僚
人
生

に
意
味
を
与
え
る
積
極
的
な
意
図
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
帝
諡
考
』
も
『
元
号
考
』
も
史
料
に
基
づ
き
考
証
し
た
作
品
で
、

鷗
外
が
歴
史
小
説
や
史
伝
を
執
筆
し
た
際
に
用
い
た
「
歴
史
其そ
の

儘ま
ま

」

の
手
法
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
依
拠
し
た
史
料
は
歴
史
上
の
事

実
と
言
え
る
の
か
。
実
態
は
天
皇
の
歴
史
の
空
白
を
埋
め
る
創
作
と

も
い
え
る
作
業
で
、「
歴
史
離
れ
」
に
も
な
っ
て
い
た
。

　
『
帝
諡
考
』
の
構
成
は
、
古
代
の
天
皇
に
つ
い
て
、
国
風
諡
号
の

根
拠
が
確
認
で
き
な
い
と
し
て
実
在
に
疑
問
を
突
き
付
け
か
ね
な
い

一
方
、
漢
風
諡
号
の
根
拠
は
漢
籍
を
用
い
て
補
強
す
る
巧
妙
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
国
風
諡
号
に
重
き
を
置
く
か
、
漢
風
諡
号
に
重
き

を
置
く
か
、
で
作
品
の
評
価
は
真
逆
に
な
る
。
国
風
諡
号
の
記
述
に

注
目
し
た
山
崎
一
頴
氏
は
、
鷗
外
が
大
正
九
年
四
月
二
十
八
日
の
賀

古
宛
書
簡
で
「
諡
の
ヿこ
と

が
済
ん
で
（
印
刷
は
ま
だ
許
さ
れ
ず
）」
と

記
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
宮
内
省
か
ら
発
行
す
る
我
が
国
最
初
の

『
帝
諡
考
』
に
「
号
諡
を
弁
別
す
べ
き
徴
証
な
し
」
の
記
述
が
あ
っ

て
い
い
の
か
。（
中
略
）
政
府
上
層
部
で
な
ん
ら
か
の
意
見
交
換
が

行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
」
と
推
測
す
る
（『
森

鷗
外
論
攷
完
』）。

　

確
か
な
こ
と
は
、
鷗
外
が
天
皇
の
神
話
を
盲
信
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
だ
。「『
帝
諡
考
』
は
よ
く
出
来
た
」
と
、
鷗
外
は
満
足

げ
に
話
し
て
い
た
と
い
う
（
森
潤
三
郎
『
鷗
外　

森
林
太
郎
』）。
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遺
言
の
謎

　

大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
七
月
九
日
に
病
没
し
た
鷗
外
は
、
そ

の
三
日
前
に
遺
言
を
口
述
し
、
大
学
時
代
か
ら
の
親
友
で
陸
軍
医

だ
っ
た
賀
古
鶴
戸
が
書
き
取
っ
た
。「
余よ

は
石い
わ

見み
の

人ひ
と

森
林
太
郎
と
し

て
死
せ
ん
と
欲
す
」
と
し
て
、「
宮
内
省
陸
軍
の
栄
典
は
絶
対
に
取

り
や
め
を
請
ふ
」
と
い
う
内
容
だ
。
死
に
臨
ん
で
「
奈い

か何
な
る
官
憲

威
力
と
雖
い
え
ど
も

此こ
れ

に
反
抗
す
る
事
を
得
ず
と
信
ず
」
と
い
う
、
激
し
い

文
言
も
記
さ
れ
て
い
る
。
元
々
は
「
官
権
威
」
と
書
か
れ
よ
り
直
接

的
な
表
現
だ
っ
た
が
、「
官
憲
威
力
」
に
修
正
さ
れ
た
跡
が
残
る
。

最
後
は
「
こ
れ
唯
一
の
友
人
に
云い

ひ
残
す
も
の
に
し
て
何
人
の
容よ
う

喙か
い

（
＝
横
か
ら
く
ち
ば
し
を
挟
む
こ
と
）
を
も
許
さ
ず
」
と
い
う
固
い

決
意
で
締
め
く
く
ら
れ
た
。

　

生
前
の
し
が
ら
み
を
捨
て
一
個
人
と
し
て
死
に
赴
き
た
い
と
い
う

の
は
誰
し
も
が
抱
く
自
然
な
感
情
だ
と
し
て
も
、
一
貫
し
て
官
僚
と

し
て
生
き
な
が
ら
、
最
後
に
な
ぜ
栄
典
を
拒
否
し
、「
官
憲
威
力
」

と
い
う
国
家
権
力
の
介
入
を
拒
む
と
言
い
残
し
た
の
か
。
官
僚
の
み

な
ら
ず
、
文
豪
・
森
鷗
外
の
名
声
す
ら
捨
て
去
る
と
い
う
の
だ
。
こ

の
遺
言
を
ど
う
読
み
解
く
か
は
、「
鷗
外
論
の
最
も
大
き
な
、
そ
し

て
最
後
の
課
題
」（『
鷗
外
追
想
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
年
、
宗
像

和
重
の
解
説
）
と
さ
れ
る
。

　

従
来
の
解
釈
は
新
旧
二
説
に
大
別
さ
れ
る
。
戦
中
か
ら
戦
後
は
、

官
僚
と
し
て
鬱
屈
し
た
不
平
、
反
抗
、
怨
念
な
ど
の
現
れ
と
見
る
説

鷗外の遺言書が記された石碑＝三鷹市の禅林寺
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が
唱
え
ら
れ
た
。
例
え
ば「
死
を
以
て
す
る
官
権
へ
の
抗
議
で
あ
り
、

ま
た
他
方
に
お
い
て
は
官
権
か
ら
の
被
害
妄
想
の
や
う
な
感
も
な
い

で
は
な
い
」（
唐
木
順
三
「
鷗
外
の
精
神
」
筑
摩
書
房
、一
九
四
三
年
。

『
唐
木
順
三
全
集
第
二
巻
』
一
九
六
七
年
、
筑
摩
書
房
所
収
）
と
い

う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
昭
和
三
十
年
代
以
降
は
、
一
人
の
人
間
と
し
て
安

ら
か
に
死
に
た
い
と
い
う
意
思
の
表
れ
と
す
る
説
が
多
く
見
ら
れ

る
。「「
森
林
太
郎
と
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
」
／
そ
の
気
持
ち
を
そ
の

ま
ま
そ
っ
と
尊
重
し
た
い
」（
平
川
祐
弘
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
河

出
書
房
新
社
、
一
九
七
一
年
）、「
晩
年
の
或
る
種
の
思
索
・
修
行
の

結
果
と
し
て
の
悟
達
を
示
す
も
の
」「
安
心
立
命
の
境
地
」（
小
堀
桂

一
郎
『
森
鷗
外

─
日
本
は
ま
だ
普
請
中
だ

─
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
〇
一
三
年
）
と
い
う
解
釈
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
官
職
を

離
れ
た
一
個
人
と
し
て
死
ぬ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
は
変
わ
り
な

い
。

　

病
床
に
あ
た
っ
た
看
護
婦
・
伊
藤
久
子
は
以
下
の
よ
う
に
書
き
記

す
。「

そ
れ
は
、
意
識
が
不
明
に
な
つ
て
、
御
危
篤
に
陥
る
一
寸
前
の

夜
の
こ
と
で
し
た
。
枕
元
に
侍
し
て
ゐ
た
私
は
、
突
然
、
博
士
の

大
き
な
声
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

『
馬
鹿
ら
し
い
！
馬
鹿
ら
し
い
！
』

　

そ
の
お
声
は
全
く
突
然
で
、
そ
し
て
大
き
く
太
く
高
く
、
そ
れ
が

臨
終
の
床
に
あ
る
お
方
の
声
と
は
思
は
れ
な
い
ほ
ど
力
の
こ
も
つ

た
、
そ
し
て
明
晰
な
は
つ
き
り
と
し
た
お
声
で
し
た
。

　
『
ど
う
か
な
さ
い
ま
し
た
か
。』

　

私
は
静
か
に
お
枕
元
に
い
ざ
り
寄
つ
て
、
お
顔
色
を
覗
き
ま
し
た

が
、
そ
れ
き
り
お
答
は
な
く
て
、
う
と

く
と
眠
を
嗜
む
で
居
ら
れ

る
御
様
子
で
し
た
。」（
伊
藤
「
感
激
に
満
ち
た
二
週
日　

文
豪
森
鷗

外
先
生
の
臨
終
に
侍
す
る
の
記
」『
家
庭
雑
誌
』
第
八
巻
第
十
一
号
、

博
文
館
、
一
九
二
二
年
）

　

こ
れ
も
謎
め
い
て
い
る
。
何
に
対
し
て
臨
終
の
床
で
憤
っ
て
い
た

の
か
。
死
に
臨
ん
で
横
や
り
が
入
る
こ
と
を
拒
ん
だ
「
官
憲
威
力
」

と
は
何
を
指
す
の
か
が
、
手
掛
か
り
に
な
る
は
ず
だ
。

「
お
上
へ
対
し
無
礼
に
な
ら
な
い
や
う
に
」

　

賀
古
は
「
通
夜
筆
記
」（『
明
星
』
第
二
巻
第
三
号
、
一
九
二
二
年

八
月
。
宗
像
和
重
編
『
鷗
外
追
想
』
岩
波
書
店
、二
〇
二
二
年
所
収
）

で
、
鷗
外
が
語
っ
た
遺
言
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「「
自
分
は
一
個
の
石
見
の
人
、
森
林
太
郎
で
死
に
た
い
。
死
ん

だ
以
上
す
べ
て
の
事
は
お
上
へ
対
し
無
礼
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し

て
く
れ
。
墓
標
は
不
折
君
に
書
い
て
貰
っ
て
く
れ
。
単
に
「
森
林

太
郎
墓
」
と
し
て
、
そ
れ
に
一
字
も
加
え
て
く
れ
る
な
」
と
私
に

遺
言
し
、
そ
の
夜
か
ら
漸
次
昏
睡
状
態
に
入
り
、
九
日
の
朝
七
時

に
絶
息
い
た
さ
れ
ま
し
た
」

　

お
お
む
ね
遺
言
を
要
約
し
た
内
容
だ
。
た
だ
、「
お
上
へ
対
し
無

礼
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
」
と
い
う
部
分
だ
け
が
、
遺
言
の
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憤
り
と
異
な
る
ど
こ
ろ
か
、正
反
対
の
趣
旨
と
な
っ
て
い
る
。「
お
上
」

は
天
皇
、
も
し
く
は
主
君
の
こ
と
だ
。

　

死
後
し
ば
ら
く
遺
言
の
全
文
は
秘
さ
れ
た
が
、
機
微
に
触
れ
る
部

分
を
賀
古
が
婉
曲
に
言
い
直
し
た
上
で
、
公
に
向
け
て
発
表
し
た
コ

メ
ン
ト
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
「
お
上
へ
対
し
無

礼
に
な
ら
な
い
よ
う
」
と
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ

た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
そ
れ
は
鷗
外
の
言
葉
だ
っ
た
の
か
。

　

平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
、
遺
言
を
巡
る
新
資
料
が
島
根
県
津
和

野
町
の
森
鷗
外
記
念
館
に
入
っ
た
。
賀
古
が
鷗
外
の
死
の
前
後
に
、

親
類
の
加
藤
拓た
く

川せ
ん

へ
送
っ
た
書
簡
で
あ
る
。
拓
川
は
鷗
外
と
賀
古
の

共
通
の
友
人
で
も
あ
っ
た
。
死
の
翌
月
の
大
正
十
一
年
八
月
二
日
付

書
簡
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
森
の
遺
言
は
乍い
か
ん
な
が
ら

遺
憾
充
分
に
が
ん
ば
る
事
能あ
た

は
ざ
り
し
が
、
其そ
の

筋す
じ

へ
不
敬
に
渡
ら
ぬ
程
度
に
切
り
上
げ
申
も
う
し

候そ
う
ろ
う」

　

十
分
に
頑
張
る
こ
と
が
出
来
ず
、
は
な
は
だ
残
念
で
あ
る
が
、
そ

の
筋
に
対
し
て
敬
意
を
欠
く
こ
と
が
な
い
程
度
に
切
り
上
げ
た
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
賀
古
は
何
を
「
が
ん
ば
る
事
」
が
で
き
な
か
っ

た
の
か
。「
其
筋
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。

　

山
崎
一
頴
氏
は
「
遺
言
の
内
容
に
賀
古
の
意
志
が
介
入
し
て
い
る

可
能
性
が
濃
厚
」
だ
と
し
て
、「
鷗
外
の
口
述
は
、
現
行
の
遺
言
以

外
の
言
辞
の
あ
っ
た
可
能
性
さ
え
窺
わ
せ
る
」
と
推
論
す
る
（
山
崎

『
森
鷗
外
論
攷
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
。
初
出
は
『
跡
見
学
園

女
子
大
学
国
文
学
科
報　

第
二
十
五
号
』
一
九
九
七
年
）。
そ
し
て
、

元
号
と
諡
号
に
対
し
鷗
外
が
不
満
を
示
し
た
二
通
の
賀
古
宛
書
簡

（
大
正
九
年
四
月
二
十
八
日
と
、
推
定
、
大
正
十
年
六
月
八
日
＝
実

際
は
十
月
八
日
）
を
根
拠
に
、「「
其
筋
へ
不
敬
」
と
い
う
文
言
は
、「
宮

内
省
」
以
外
に
な
は
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
元
号
と
諡

号
が
「
不
調
べ
」「
不
体
裁
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
分

野
の
専
門
機
関
の
設
置
や
専
門
家
の
育
成
に
動
こ
う
と
し
な
い
宮
内

省
へ
の
憤
り
が
鷗
外
か
ら
発
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
賀
古
が
抑
え
よ
う
と

し
た
。
そ
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
遺
言
が
作
ら
れ
た
と
い
う
説
だ
。

憤
り
の
文
言
は
、
遺
言
に
書
き
記
さ
れ
た
も
の
よ
り
激
し
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
宮
城
教
育
大
名
誉
教
授
の
渡
辺
善
雄
氏
は
別
の
解

釈
を
示
し
た
（「
鷗
外
の
遺
言
と
栄
典
制
度

─
新
史
料
・
加
藤
拓

川
宛
賀
古
鶴
所
書
簡
の
意
味
す
る
も
の

─
」『
鷗
外
』
六
十
三
号
、

森
鷗
外
記
念
館
、
一
九
九
八
年
）。
賀
古
は
鷗
外
の
遺
言
通
り
に
栄

典
辞
退
を
関
係
方
面
に
働
き
か
け
た
が
、
天
皇
の
名
に
お
い
て
賜
る

栄
典
を
固
辞
す
る
の
は
「
不
敬
」
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
、
辞
退
の
働

き
か
け
を
、「
不
敬
に
渡
ら
ぬ
程
度
に
切
り
上
げ
た
」
と
拓
川
に
伝

え
た
と
い
う
説
だ
。「
遺
言
は
鷗
外
の
勤
務
先
で
あ
る
と
と
も
に
栄

典
を
扱
う
宮
内
省
に
提
示
し
て
、
栄
典
と
「
外
形
的
取
扱
ひ
」
を
辞

退
す
る
た
め
の
書
式
で
あ
っ
た
」
と
位
置
づ
け
る
。

「
栄
典
は
取
り
や
め
を
請
ふ
」
の
真
意

　
「
が
ん
ば
る
事
」
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
と
は
、
山
崎
説
で
は
、
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鷗
外
の
憤
り
を
遺
言
に
記
す
際
に
婉
曲
な
表
現
に
修
正
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
指
す
。
渡
辺
説
で
は
、
鷗
外
の
遺
言
を
尊
重
し
て
栄
典
を

辞
退
す
る
こ
と
で
、
見
解
が
分
か
れ
る
。

　

た
だ
、
死
の
前
日
の
七
月
八
日
、
摂
政
宮
（
後
の
昭
和
天
皇
）
か

ら
お
見
舞
品
が
贈
ら
れ
、
特
旨
を
以
て
位
階
が
従
二
位
へ
と
一
つ

上
っ
て
い
る
、
意
識
が
薄
れ
る
中
だ
っ
た
と
し
て
も
、
生
前
に
遺
言

が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鷗
外
自
身
も
栄
典
辞
退

の
実
行
に
は
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
む
し
ろ
、「
官
権
威
力
」
に
対
す
る
憤
り
を
書
き
残
し
た
こ
と

に
意
味
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
山
崎
説
に
分
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

一
方
、
山
崎
、
渡
辺
両
説
と
も
「
其
筋
」
が
宮
内
省
で
あ
る
こ
と

は
一
致
す
る
。「
栄
典
は
絶
対
に
取
り
や
め
を
請
ふ
」と
い
う
表
現
は
、

天
皇
に
対
し
て
不
敬
だ
と
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
賀
古
が

「
通
夜
筆
記
」で「
お
上
へ
対
し
無
礼
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
」

と
鷗
外
が
言
い
残
し
た
と
強
調
し
た
、
と
い
う
渡
辺
氏
の
指
摘
に
は

説
得
力
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
お
上
へ
対
し
無
礼
に
な
ら
な
い
よ
う

に
し
て
く
れ
」
は
、鷗
外
自
身
の
言
葉
で
な
く
、鷗
外
の
立
場
を
慮
っ

た
賀
古
の
創
作
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
八
月
二
日
付
で
拓
川

に
宛
て
た
賀
古
書
簡
は
、
官
僚
と
し
て
の
鬱
屈
し
た
感
情
を
示
し
た

と
の
旧
来
の
説
を
補
強
す
る
材
料
と
な
る
。

　

賀
古
が
「
お
上
」「
其
筋
」
に
「
無
礼
」「
不
敬
」
に
当
た
ら
な
い

よ
う
配
慮
す
る
一
方
、
鷗
外
の
遺
言
で
は
「
官
憲
威
力
（
官
権
威
）」

に
対
し
て
は
激
し
い
憤
り
が
記
さ
れ
る
。「
官
憲
威
力
」
を
拒
否
す

る
が
、「
お
上
」
は
別
物
の
よ
う
だ
。

　

遺
言
で
は
栄
典
を
辞
退
す
る
と
繰
り
返
し
、
最
後
に
「
何
人
の
容

喙
を
も
許
さ
ず
」
と
念
を
押
す
。
山
崎
氏
は
、
遺
言
の
底
流
に
「
劇

し
さ
」「
不
満
の
意
」「
咆ほ
う

哮こ
う

す
る
獅
子
の
荒
ぶ
る
心
」
が
あ
る
と
見

る
。
宮
内
省
に
対
す
る
憤
り
は
、「
天
皇
制
国
家
の
制
度
と
し
て
の

政
が
、
典
故
の
確
か
さ
の
上
に
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
の
公
憤
で
あ

る
」（『
森
鷗
外
論
攷
』）
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
典
故
の

確
か
さ
を
宮
内
官
僚
と
し
て
整
備
し
よ
う
と
し
た
鷗
外
に
対
し
、
横

や
り
を
入
れ
た
の
は
誰
か
。

「
官
憲
威
力
」
と
は
誰
を
指
す
の
か

　

鷗
外
は
官
僚
と
作
家
と
い
う
「
二
生
」
を
生
き
た
。
文
豪
と
し
て

名
声
を
得
な
が
ら
も
、
生
涯
、
官
僚
と
し
て
国
家
に
尽
く
し
た
。
軍

医
と
し
て
巨
大
な
官
僚
組
織
で
あ
る
陸
軍
で
出
世
を
遂
げ
、
最
後
に

仕
え
た
の
は
、
近
代
国
家
の
中
心
で
あ
る
天
皇
に
関
す
る
事
務
を
司

る
宮
内
省
だ
っ
た
。
そ
こ
で
歴
史
分
野
の
専
門
職
官
僚
を
率
い
た
。

皇
室
の
危
機
に
直
面
し
、
天
皇
の
歴
史
的
根
拠
を
確
か
な
も
の
に
し

よ
う
と
す
る
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、『
帝
諡
考
』『
天
皇
皇
族
実

録
』
や
六
国
史
の
定
本
化
が
あ
っ
た
。
行
政
官
と
し
て
図
書
寮
の
組

織
拡
充
を
一
時
は
成
し
遂
げ
た
も
の
の
、
更
に
大
き
な
国
家
権
力
、

つ
ま
り
「
官
憲
威
力
」
に
翻
弄
さ
れ
、
挫
折
し
た
。
庇
護
者
だ
っ
た

山
県
有
朋
の
死
、
山
県
と
対
立
す
る
牧
野
伸
顕
の
宮
内
大
臣
就
任
と

官
制
改
革
に
よ
る
リ
ス
ト
ラ
、
そ
し
て
政
治
力
を
駆
使
し
て
自
ら
の
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野
心
の
た
め
に
事
を
遂
げ
よ
う

と
す
る
伊
東
巳
代
治
に
よ
る
介

入
で
あ
る
。
連
載
第
八
～
十
一

回
で
触
れ
た
通
り
だ
。

　

賀
古
に
遺
言
を
口
述
す
る
場

面
で
、「
官
権
威
」も
し
く
は「
官

憲
威
力
」
と
語
っ
た
時
、
念
頭

に
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
具
現
化

と
し
て
の
牧
野
や
伊
東
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。
賀
古
と
の
せ
め

ぎ
合
い
の
末
に
婉
曲
な
表
現
に

落
ち
着
い
た
と
す
れ
ば
、
名
指

し
し
て
い
た
可
能
性
す
ら
あ
り

得
る
。

　

空か
ら

で
虚う
つ

ろ
な
『
空む
な

車ぐ
る
ま』
の
よ

う
に
映
っ
た
国
家
の
体
裁
を
整

え
、
形
式
と
意
義
を
一
致
さ
せ

よ
う
と
、
鷗
外
は
歴
史
事
業
に

情
熱
を
傾
け
た
。
そ
の
実
現
に

横
や
り
を
入
れ
た
張
本
人
か
ら

形
ば
か
り
の
栄
典
を
与
え
ら
れ

る
こ
と
は
、屈
辱
で
し
か
な
い
。

宮
内
省
は
栄
典
を
所
管
し
、

ト
ッ
プ
は
宮
内
大
臣
で
あ
る
。
栄
典
を
受
け
た
と
し
て
も
、
形
式
と

意
義
が
一
致
し
な
い
「
虚
礼
」
で
あ
る
。

　

小
説
『
ウ
ィ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』（
明
治
四
十
二
年
）
が
発
禁

処
分
を
受
け
た
翌
年
に
執
筆
さ
れ
た
戯
曲
『
フ
ア
ス
チ
エ
ス
』
は
、

当
局
の
言
論
統
制
を
題
材
に
取
っ
た
。
文
士
と
役
人
を
前
に
、「
デ

モ
ン
」（
悪
霊
、
鬼
神
）
に
語
ら
せ
た
セ
リ
フ
も
、
臨
終
の
床
で
鷗

外
の
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
や
い
。
役
人
。
国
家
は
貴
様
に
オ
オ
ソ
リ
チ
イ
（
＝
権
威
）
を

与
へ
て
ゐ
る
。
威
力
を
与
へ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ん
の
為
め
に
与

へ
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ふ
ん
だ
。（
中
略
）
威
力
は
正
義
の
行
は
れ

る
た
め
に
与
へ
て
あ
る
の
だ
ぞ
。ち
と
学
問
や
芸
術
を
尊
敬
し
ろ
」

（『
鷗
外
近
代
小
説
集　
　

第
二
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）

　

役
人
（
官
憲
）
に
よ
る
威
力
（
権
力
）
の
行
使
の
あ
り
方
を
問
う

て
い
る
。
歴
史
事
業
と
い
う
実
践
を
伴
う
「
学
問
」
に
従
事
し
た
鷗

外
に
と
っ
て
、
牧
野
や
伊
東
の
横
や
り
に
は
「
正
義
」
や
「
尊
敬
」

が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

宮
内
公
文
書
館
に
保
管
さ
れ
た
百
年
前
の
公
文
書
か
ら
浮
か
び
上

が
る
宮
内
官
僚
・
森
林
太
郎
の
公
務
を
踏
ま
え
て
遺
言
を
読
む
と
、

官
憲
威
力
に
対
す
る
反
抗
や
栄
典
の
取
り
や
め
は
、
自
ら
官
で
あ
り

な
が
ら
、
さ
ら
に
上
の
官
権
威
に
対
す
る
憤
り
と
言
え
る
。「
馬
鹿

ら
し
い
！
」
と
の
叫
び
も
、同
じ
文
脈
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

奇
し
く
も
山
県
も
死
の
三
週
間
ほ
ど
前
、
病
床
で
「
何
だ
、
馬
鹿
、

殺
し
て
仕し

舞ま

へ
、
馬
鹿
な
、
馬
鹿
な
」
と
大
声
で
叫
び
、
目
を
覚
ま

野口　武則（のぐち・たけのり）氏
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し
た
。
看
病
し
て
い
た
軍
医
に
向
か
い
、「
今
、
原
を
殺
せ
し
と
き

の
夢
を
見
た
、
原
と
云い

ふ
男
は
実
に
偉
い
男
で
あ
つ
た
、
あ
ゝ
云
ふ

人
間
を
む
ざ

く
殺
さ
れ
て
は
日
本
は
た
ま
つ
た
も
の
で
な
い
」
と

述
べ
た
と
い
う
（『
岡
義
武
、 

林
茂
校
訂
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期

の
政
治　

松
本
剛
吉
政
治
日
誌
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
大
正

十
一
年
一
月
十
日
条
）。
山
県
閥
か
ら
首
相
と
な
っ
た
桂
太
郎
、
寺

内
正
毅
が
失
脚
、
死
去
し
、
後
継
者
不
在
の
中
、
山
県
は
政
党
政
治

家
の
原
敬
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
原
も
、
山
県
よ

り
先
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

遺
言
口
述
の
翌
日
、
鷗
外
は
『
元
号
考
』
に
つ
い
て
、「
ふ
た
た

び
こ
れ
に
か
か
る
よ
う
に
な
れ
ば
・
・
・
」
と
妹
・
喜
美
子
の
夫
で

あ
る
小
金
井
良よ
し

精き
よ

に
語
っ
た
。
組
織
と
し
て
取
り
組
ん
だ
『
天
皇
皇

族
実
録
』と
六
国
史
関
連
の
事
業
に「
官
憲
威
力
」の
横
や
り
が
入
っ

た
こ
と
に
憤
り
を
感
じ
な
が
ら
も
、
個
人
と
し
て
執
筆
を
続
け
て
い

た
『
元
号
考
』
だ
け
は
完
成
さ
せ
た
い
と
い
う
、
絶
望
の
中
に
お
け

る
一
縷
の
望
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
元
号
考
』が「
最
大
著
述
」

で
あ
る
と
自
ら
評
し
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。

　

陸
軍
医
、
宮
内
官
僚
と
し
て
終
生
国
家
に
尽
く
し
た
鷗
外
だ
っ
た

が
、
最
後
は
官
憲
威
力
に
裏
切
ら
れ
た
。
一
個
人
と
し
て
死
に
赴
こ

う
と
し
た
の
は
、
国
家
へ
の
憤
り
が
前
提
と
な
る
。
達
観
し
た
安
ら

か
な
境
地
と
は
程
遠
い
。
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次
回
は
「
最
終
回　

石
見
人
と
し
て
死
せ
ん
と
欲
す
」


