
書

評

大
木
志
門
著

『
徳
田
秋
聲
の
昭
和

―
更
新
さ
れ
る
「
自
然
主
義
」』

小

林

修

先
ず
大
木
志
門
の
秋
聲
論
が
一
冊
に
ま
と
め
ら

れ
た
こ
と
に
心
か
ら
祝
意
を
表
し
た
い
。
お
よ
そ

十
年
間
の
歳
月
を
か
け
て
完
結
し
た
八
木
書
店
版

『
徳
田
秋
聲
全
集
』（
全
４２
巻
・
別
巻
１
）
に
大

学
院
時
代
か
ら
編
集
補
助
と
し
て
終
始
携
わ
り
、

続
い
て
新
設
の
徳
田
秋
聲
記
念
館
、
さ
ら
に
日
本

近
代
文
学
館
に
勤
務
し
な
が
ら
、
一
貫
し
て
秋
聲

文
学
を
考
え
続
け
て
来
た
持
続
的
営
為
の
結
実
が

本
書
で
あ
る
。
研
究
書
と
し
て
は
、
松
本
徹
『
徳

田
秋
聲
』（
昭
和
６３
年
）
以
来
の
本
格
的
な
秋
聲

研
究
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
ま
と
も
な
全
集
す
ら
無
か
っ
た
秋
聲
で
あ
る

が
、
そ
の
全
貌
を
初
め
て
集
大
成
し
た
『
徳
田
秋

聲
全
集
』
の
完
結
後
に
、
そ
れ
を
十
分
に
活
用
し

て
実
現
し
た
初
の
本
格
的
研
究
書
で
も
あ
る
。
秋

聲
文
学
に
関
心
を
寄
せ
る
一
人
と
し
て
、
ま
た
共

に
全
集
編
集
に
携
わ
っ
た
者
と
し
て
い
さ
さ
か
の

感
慨
な
し
と
し
な
い
。
最
初
に
一
言
祝
意
を
記
す

所
以
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
は
書
名
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
昭

和
期
の
秋
聲
、
す
な
わ
ち
「
町
の
踊
り
場
」
か
ら

『
仮
装
人
物
』
を
経
て
『
縮
図
』
に
至
る
後
期
の

秋
聲
文
学
に
新
し
い
角
度
か
ら
光
を
当
て
、
従
来

の
秋
聲
像
の
更
新
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
本

書
の
基
本
方
針
は
「
作
家
を
昭
和
戦
前
と
い
う

「
国
家
」
と
「
文
学
」
が
激
動
の
中
に
あ
っ
た
時

代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
き
直
し
、
政
治
・
文
化
・

経
済
な
ど
そ
の
外
延
の
様
々
な
事
象
を
も
テ
ク
ス

ト
と
し
て
分
析
し
、
作
家
や
作
品
と
再
接
続
す
る

こ
と
」
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
秋
聲
が
意

識
的
に
諸
状
況
に
呼
応
す
る
形
で
創
作
活
動
を

行
っ
て
い
た
作
家
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

自
閉
し
た
非
社
会
的
な
作
家
で
は
な
い
こ
と
を
証

明
し
よ
う
と
し
た
意
欲
的
な
研
究
書
で
あ
る
。

本
書
第
一
部
は
「
秋
聲
と
昭
和
十
年
前
後
の
文

壇
」
と
題
さ
れ
、
秋
聲
の
「
町
の
踊
り
場
」
に
よ

る
復
活
と
文
芸
復
興
期
の
磁
場
が
論
じ
ら
れ
、
続

い
て
『
仮
装
人
物
』
の
達
成
の
意
味
が
多
角
的
視

点
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
「
町
の
踊

り
場
」
は
川
端
康
成
に
よ
っ
て
「
解
脱
の
境
に
遊

ぶ
心
境
の
あ
り
が
た
さ
」「
伝
統
の
芸
の
美
し
さ
」

な
ど
と
高
く
評
価
さ
れ
て
文
壇
復
活
を
遂
げ
た

が
、
文
芸
復
興
期
の
文
壇
状
況
や
同
時
代
評
を
分

析
し
、
実
は
そ
れ
と
は
正
反
対
の
意
味
を
持
つ
作

品
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
「
不

思
議
な
構
築
性
に
満
ち
た
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
丹

念
に
分
析
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、喪
中
に
鮎
（
腥

さ
も
の
）
を
求
め
、
ダ
ン
ス
場
に
遊
ぶ
主
人
公
を

通
し
て
、
脱
俗
よ
り
も
俗
を
、
伝
統
よ
り
も
新
奇

を
求
め
る
姿
勢
に
こ
そ
こ
の
作
の
特
質
が
あ
り
、

時
代
へ
の
批
評
性
を
持
っ
た
復
帰
作
た
り
得
た
要

因
と
見
る
。
ま
た
、
作
中
の
鮎
を
巡
る
「
あ
る
」

「
な
い
」
と
い
う
奇
妙
な
挿
話
と
次
兄
の
婿
養
子

（
軍
人
）
と
の
会
話
「
戦
争
は
あ
り
ま
す
か
」

「
あ
り
ま
せ
ん
と
も
」
の
反
復
を
結
び
付
け
、「
作

中
の
時
間
は
満
州
事
変
と
日
中
戦
争
に
挟
ま
れ
た

時
期
で
あ
り
」、戦
争
も
「
あ
る
」
と
同
時
に
「
な

い
」
と
い
う
「
近
代
の
踊
り
場
」
状
況
の
中
で
、

ダ
ン
ス
場
へ
と
「
行
動
」
を
と
る
意
味
の
解
析
は

た
い
へ
ん
に
興
味
深
い
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
著

者
の
い
う
「
不
思
議
な
構
築
性
」
の
一
端
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
戦
間
（
戦
中
）
期
を

「
近
代
の
踊
り
場
」
状
態
と
呼
ぶ
の
は
、
語
呂
合

わ
せ
と
し
て
は
秀
逸
だ
が
、
こ
の
時
期
特
有
の
緊

迫
感
が
希
薄
化
す
る
の
で
は
と
の
違
和
感
も
残

る
。
著
者
も
引
用
す
る
深
田
久
弥
「
本
年
度
文
壇

の
回
顧
」
の
後
半
部
に
は
、「
こ
の
二
三
年
最
も
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世
間
を
騒
が
せ
た
言
葉
は
『
非
常
時
』
で
あ
っ

た
。
社
会
の
偽
り
な
き
鏡
で
あ
る
文
壇
に
こ
の

『
非
常
時
』
が
反
映
し
な
い
わ
け
は
な
い
。」
と

も
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
号
に
は
、
武
田

麟
太
郎
の
市
井
事
も
の
「
ダ
ン
ス
」
も
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
伏
字
の
多
い
こ
の
作
品
は
、
成
績
優
秀

な
苦
学
生
木
村
が
左
翼
活
動
・
逮
捕
・
出
所
を
経

て
ダ
ン
ス
教
師
に
な
っ
た
経
緯
が
語
ら
れ
る
が
、

そ
の
ダ
ン
ス
教
師
に
な
る
時
の
試
験
問
題
は
「
非

常
時
日
本
と
ダ
ン
ス
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
町

の
踊
り
場
」
に
お
け
る
ダ
ン
ス
の
意
味
に
つ
い
て

は
大
木
の
論
に
尽
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
え
て
無
い

物
ね
だ
り
を
承
知
で
言
え
ば
、
こ
う
し
た
武
田
の

作
品
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
論
じ
た
ら
、
な
お
良

か
っ
た
と
思
う
。

続
く
『
仮
装
人
物
』
に
関
し
て
は
、
雑
誌
『
行

動
』
に
よ
る
若
い
作
家
た
ち
と
の
交
流
や
学
芸
自

由
同
盟
の
代
表
に
就
任
す
る
な
ど
積
極
的
に
新
文

学
の
動
向
や
時
代
状
況
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
姿
勢
を

見
せ
、
併
せ
て
ジ
ッ
ド
や
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
摂
取

を
通
し
て
自
身
の
自
然
主
義
の
立
て
直
し
を
図
っ

た
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
」
と
し
て
『
仮
装
人
物
』

を
位
置
づ
け
る
。
こ
れ
は
大
杉
重
男
が
「
自
然
主

義
の
荘
厳
」
と
は
ジ
ッ
ド
や
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
経

由
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
「
自
然
主
義
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
化
」
だ
と
論
じ
た
こ
と
を
受
け
、
そ
れ
を
具

体
的
に
論
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
従
来
ま
と

も
に
取
上
げ
よ
う
と
さ
れ
な
か
っ
た
秋
聲
と
西
欧

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
摂
取
と
い
う
問
題
を
究
明

し
、
説
得
力
が
有
る
。
さ
ら
に
、
私
小
説
再
発
見

の
問
題
や
小
林
秀
雄
の
『
仮
装
人
物
』
評
を
通
し

て
位
相
を
異
に
す
る
「
職
業
心
理
」
と
「
作
家
気

質
」
の
問
題
を
検
討
し
、「
順
子
も
の
」
と
い
う

「
私
小
説
コ
ー
ド
」
に
密
着
し
た
作
品
群
に
懐
胎

さ
れ
て
い
た
「
職
業
心
理
」
を
切
断
す
る
主
体
の

現
わ
れ
が
「
作
家
気
質
」
だ
と
論
じ
、
こ
の
「
作

家
気
質
」
と
し
て
の
主
体
認
識
の
結
晶
が
「
順
子

も
の
」
を
昇
華
さ
せ
た
『
仮
装
人
物
』
の
達
成
と

見
る
。
続
く
文
芸
復
興
期
に
お
け
る
長
編
小
説
待

望
論
と
『
仮
装
人
物
』
と
の
関
係
を
「
封
建
的
」

日
本
文
学
の
超
克
の
観
点
か
ら
検
討
し
た
も
の
も

含
め
て
、
こ
れ
ら
の
論
考
が
著
者
の
い
う
固
定
し

た
自
然
主
義
作
家
像
か
ら
の
刷
新
の
実
態
を
も
っ

と
も
よ
く
表
し
て
い
る
。

第
二
部
は
、「
順
子
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
短
篇

群
や
『
仮
装
人
物
』
の
モ
デ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る

山
田
順
子
に
照
明
を
当
て
、
秋
聲
の
側
か
ら
は
見

え
な
か
っ
た
女
性
作
家
と
し
て
の
山
田
順
子
像
を

浮
き
彫
り
に
す
る
と
共
に
、「
順
子
事
件
」
な
る

も
の
や
「
順
子
も
の
」
の
意
義
を
再
考
し
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
順
子
の
郷
里
秋
田
県
由
利
本
荘

市
の
親
族
宅
か
ら
発
見
さ
れ
た
山
田
順
子
旧
蔵
の

ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
の
紹
介
か
ら
は
、
対
メ
デ
ィ

ア
に
お
い
て
自
己
表
象
の
操
作
に
意
識
的
で
有
り

続
け
た
順
子
の
自
意
識
が
具
体
的
に
紹
介
さ
れ
興

味
深
い
。
さ
ら
に
資
料
編
「
順
子
事
件
」
関
連
文

献
一
覧
も
貴
重
で
あ
る
。
総
じ
て
山
田
順
子
研
究

を
大
き
く
進
め
た
論
考
で
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

大
で
あ
っ
た
。
な
お
、
著
者
に
は
別
に
『
山
田
順

子
作
品
集

下
萌
ゆ
る
草
・
オ
レ
ン
ジ
エ
ー
ト
』

の
編
著
（
二
〇
一
二
、
八
、
亀
鳴
屋
）
が
あ
る
こ

と
も
付
記
し
て
お
く
。

第
三
部
は
「
戦
時
下
の
文
学
と
作
家
―
『
縮

図
』
の
周
囲
」
と
題
さ
れ
、
所
謂
文
芸
院
問
題
と

対
峙
し
た
秋
聲
の
「
政
治
性
」
を
詳
細
に
分
析
・

究
明
し
た
論
文
（
七
章
）
と
『
縮
図
』
自
筆
原
稿

お
よ
び
『
縮
図
』
挿
絵
原
画
（
内
田
巌
）
の
新
資

料
を
紹
介
し
な
が
ら
戦
争
と
『
縮
図
』
の
相
関
の

中
に
秋
聲
の
抵
抗
の
姿
勢
を
読
み
と
る
（
八
・
九

章
）
も
の
、
自
筆
原
稿
未
定
稿
の
検
討
か
ら
「
経

済
小
説
」
と
し
て
『
縮
図
』
を
読
み
、
こ
の
未
完

の
長
編
の
新
た
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

（
十
章
）
か
ら
成
る
。

先
ず
七
章
で
は
「
如
何
な
る
文
芸
院
ぞ
」
を
書

い
て
文
芸
の
国
家
統
制
に
反
対
し
、「
学
芸
自
由
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同
盟
」
の
幹
事
長
を
勤
め
政
治
的
弾
圧
か
ら
学
芸

の
自
由
を
守
ろ
う
と
し
た
秋
聲
、
文
芸
懇
話
会
か

ら
帝
国
芸
術
院
会
員
と
な
る
秋
声
の
「
政
治
性
」

に
つ
い
て
、
文
壇
の
動
向
や
新
官
僚
主
義
な
ど
政

治
状
況
も
含
め
て
幅
広
く
検
証
し
た
も
の
で
あ

る
。
で
き
れ
ば
、
日
本
文
学
報
国
会
小
説
部
会
長

と
な
る
ま
で
の
、
す
な
わ
ち
『
縮
図
』
以
後
の
秋

聲
に
お
け
る
政
治
意
識
も
考
察
し
て
ほ
し
か
っ

た
。第

八
章
は
、
徳
田
秋
聲
記
念
館
に
徳
田
家
か
ら

寄
託
さ
れ
た
『
縮
図
』
自
筆
原
稿
五
十
枚
（
二
百

字
詰
）
を
詳
細
に
検
討
し
、
新
聞
連
載
後
取
り
戻

し
た
と
見
ら
れ
る
定
稿
に
関
し
て
は
、
削
除
箇
所

と
情
報
局
に
よ
る
干
渉
や
検
閲
問
題
を
考
察
し
、

秋
聲
の
戦
時
下
に
お
け
る
時
局
と
の
闘
争
の
痕
を

検
証
し
て
い
る
。（
ち
な
み
に
大
木
は
内
閣
情
報

部
が
拡
大
改
組
さ
れ
て
で
き
た
の
が
「
内
閣
情
報

局
」
だ
と
記
し
て
い
る
が
、「
情
報
局
」
は
あ
っ

て
も
「
内
閣
情
報
局
」
と
い
う
組
織
は
存
在
し
な

い
。「
情
報
局
」
は
内
閣
直
属
か
ら
離
れ
た
独
立

の
官
庁
で
あ
る
。
多
く
の
人
が
誤
解
し
て
い
る
の

で
、
些
細
な
こ
と
な
が
ら
付
記
し
て
お
く
。）
さ

ら
に
未
定
稿
、
と
り
わ
け
「
素
描
一
」（
八
枚
）

に
関
し
て
は
、
現
行
の
「
素
描
一
」
の
内
容
と
は

全
く
異
な
る
ゆ
え
に
、未
完
に
終
わ
っ
た
『
縮
図
』

の
書
か
れ
ざ
る
姿
を
示
唆
し
て
興
味
深
い
。
実
は

こ
の
未
定
稿
「
素
描
一
」
の
存
在
は
、
既
に
雪
華

社
版
『
秋
聲
全
集
』
の
口
絵
写
真
に
一
枚
目
だ
け

が
紹
介
さ
れ
、
評
者
も
昔
原
稿
用
紙
に
写
し
取
っ

て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、「
口
絵
写
真
の
『
仮
装

人
物
』
と
『
縮
図
』
の
原
稿
は
発
表
さ
れ
た
も
の

と
は
別
の
物
で
あ
る
」
と
の
説
明
の
み
で
「
解

説
」
な
ど
に
は
何
も
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で

あ
る
。そ
の
後
、角
川
の
日
本
近
代
文
学
体
系
『
徳

田
秋
聲
集
』（
昭
和
４８
）
の
「
解
説
」
で
徳
田
一

穂
が
「『
縮
図
』
の
三
〇
回
、「
素
描
」
の
「
一
」

は
、
銀
子
の
生
涯
に
流
れ
込
む
か
、
均
平
の
生
活

に
反
省
の
目
を
向
け
る
か
で
、
作
者
が
思
い
惑
っ

た
形
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
い
て

お
く
。」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
遂
に
検
討
さ

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
資
料
で
あ
る
。
今
回
他

の
七
枚
を
含
め
て
連
載
一
回
分
と
見
ら
れ
る
異
稿

が
紹
介
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
大
木
も
こ
の
章

が
作
品
の
転
回
点
に
当
る
要
所
と
見
て
、
現
行

『
縮
図
』
と
の
比
較
検
討
に
よ
り
『
縮
図
』
の
創

作
意
図
を
考
察
し
て
い
る
。
未
定
稿
に
は
現
行

『
縮
図
』
に
は
登
場
し
な
い
「
野
田
」
と
い
う

「
華
族
の
庶
子
」
で
銀
子
に
よ
く
似
た
自
前
の
姐

さ
ん
と
壁
隣
り
に
逼
塞
し
て
い
る
人
物
が
描
か
れ

て
い
る
。
均
平
と
銀
子
の
「
写
し
絵
」
の
よ
う
な

二
人
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
男
が
女
を
搾
取
し

な
が
ら
日
々
を
安
逸
に
や
り
過
ご
し
て
ゆ
く
構
造

を
顕
在
化
さ
せ
、
花
柳
界
と
い
う
制
度
の
批
判
を

試
み
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

だ
が
こ
の
人
物
は
既
に
「
彼
女
達
の
身
の
う
へ
」

（
昭
一
〇
・
一
『
改
造
』）
に
同
様
の
挿
話
と
し

て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
作
品
で
は
、「
華
族
の

養
嗣
子
」
で
「
養
子
先
の
夫
人
に
死
な
れ
て
か

ら
、
わ
ざ
と
二
人
の
子
供
を
遺
し
て
」
花
柳
界
に

逼
塞
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
均
平
の
人

物
設
定
に
よ
り
近
い
形
と
い
う
よ
り
も
、
均
平
の

人
物
設
定
の
元
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
で
あ

る
。
そ
の
設
定
を
多
少
ず
ら
し
た
と
し
て
も
、
再

び
『
縮
図
』
に
使
用
す
る
の
に
た
め
ら
い
が
生
じ

た
の
で
は
、
と
想
像
す
る
の
だ
が
如
何
で
あ
ろ
う

か
？次

に
提
示
さ
れ
る
資
料
は
、
内
田
巌
に
よ
る

『
縮
図
』
挿
絵
の
原
画
で
あ
る
。
戦
争
を
潜
り
抜

け
て
残
っ
た
十
一
枚
を
紹
介
し
、
内
田
の
作
風
に

ま
で
踏
み
込
ん
で
戦
争
と
い
う
状
況
下
に
お
け
る

文
字
テ
ク
ス
ト
と
絵
画
テ
ク
ス
ト
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
考
察
し
た
も
の
で
、
前
章
に
続
い
て
読

み
応
え
が
あ
る
。大
木
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、

『
縮
図
』
が
中
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
、
有
島

生
馬
か
ら
「
文
章
よ
り
も
君
の
絵
が
刺
戟
し
た
の
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だ
よ
、
責
任
は
君
だ
よ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
内

田
は
誇
ら
し
く
回
想
し
て
い
る
。
小
説
と
挿
絵
の

協
同
か
ら
な
る
抵
抗
の
力
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

あ
ろ
う
。こ
れ
に
つ
い
て
評
者
が
想
起
す
る
の
は
、

『
縮
図
』
中
絶
の
年
の
年
末
に
同
じ
『
都
新
聞
』

に
発
表
さ
れ
た
河
上
徹
太
郎
の
「
新
世
紀
の
幕
―

文
壇
歳
末
雑
感
（
四
）
―
」
で
あ
る
。
河
上
は
、

こ
の
年
一
番
印
象
に
残
っ
た
小
説
は
『
縮
図
』
だ

と
述
べ
、
そ
の
中
絶
を
惜
し
ん
だ
後
、「
こ
の
作

品
は
秋
聲
氏
一
代
の
最
高
傑
作
で
あ
る
。
人
物
は

簡
潔
な
挙
措
の
う
ち
に
、
し
か
も
何
人
に
も
見
逃

し
得
ぬ
肉
体
と
宿
命
を
曳
摺
つ
て
動
き
更
に
亦
、

文
章
の
明
確
と
精
練
は
そ
の
比
を
見
な
い
の
で
あ

つ
た
。」
と
絶
賛
し
、「
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
松
島

に
遊
ぶ
場
面
が
あ
つ
た
が
、
䔥
條
た
る
冬
の
海
の

風
景
が
的
確
に
額
縁
に
納
め
ら
れ
」「
風
景
描
写

の
極
致
」
だ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
小

説
中
の
松
島
・
塩
竃
の
場
面
に
は
「
䔥
條
た
る
冬

の
海
の
風
景
」
描
写
は
見
当
た
ら
な
い
。
お
そ
ら

く
連
載
六
七
回
の
挿
絵
が
印
象
に
残
っ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
内
田
の
挿

絵
の
影
響
力
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
以
上
は
蛇

足
だ
が
、
さ
ら
に
大
木
は
内
田
が
自
負
す
る
日
本

髪
の
表
現
力
に
着
目
し
、「
髪
が
駆
動
す
る
物
語
」

と
し
て
、「
髪
」
に
よ
る
戦
争
と
の
闘
争
を
読
み

と
っ
て
お
り
説
得
力
が
あ
る
。（
私
も
こ
の
原
画

を
見
た
ば
か
り
で
な
く
、
戦
後
別
に
描
か
れ
た
銀

子
の
肖
像
画
四
枚
を
見
て
お
り
、
そ
の
日
本
髪
の

表
現
の
す
ば
ら
し
さ
は
忘
れ
が
た
い
。）

最
後
は
、「
素
描
一
」
未
定
稿
の
検
討
か
ら
、

秋
聲
が
当
初
持
っ
て
い
た
執
筆
意
図
「
花
柳
界
の

表
裏
を
あ
ば
い
て
み
せ
る
長
編
小
説
」
を
書
き
た

い
と
の
抱
負
と
関
連
さ
せ
、『
縮
図
』
を
「
経
済

小
説
」
と
し
て
読
み
直
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た

「
彼
女
達
の
身
の
う
へ
」
も
晴
子
（
小
林
政
子
）

の
元
へ
住
み
替
え
て
き
た
年
増
芸
者
の
行
き
詰

ま
っ
た
運
命
を
中
心
に
花
柳
界
の
裏
面
を
描
き
出

し
た
佳
編
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
発
展
さ

せ
た
『
縮
図
』
も
経
済
（
資
本
）
と
い
う
視
点
か

ら
花
柳
界
を
通
し
て
近
代
日
本
の
縮
図
を
描
き
出

そ
う
と
し
た
と
の
指
摘
は
、『
縮
図
』
の
隠
れ
た

側
面
と
奥
行
き
を
捕
ら
え
て
お
り
興
味
深
い
。
以

上
の
よ
う
に
、
本
書
は
従
来
の
秋
聲
研
究
を
刷
新

さ
せ
る
問
題
提
起
に
満
ち
た
意
欲
的
研
究
書
で
あ

る
。

【
付
記
】
本
稿
は
一
年
前
に
掲
載
予
定
の
も

の
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
の
怠
惰
か
ら
大
幅
に

遅
延
し
て
し
ま
っ
た
。
大
木
氏
お
よ
び
本
誌

関
係
者
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

（
こ
ば
や
し

お
さ
む

実
践
女
子
大
学
名
誉
教
授
）

高
松
亮
太
著

『
秋
成
論
攷

学
問
・
文
芸
・
交
流
』

近

衞

典

子

秋
成
の
生
涯
に
お
い
て
著
さ
れ
た
作
品
に
は
、

周
知
の
小
説
類
だ
け
で
な
く
多
く
の
国
学
関
係
の

著
作
や
和
歌
・
和
文
、
俳
諧
、
随
筆
、
煎
茶
の
書

な
ど
、
幅
広
く
豊
か
な
も
の
が
あ
る
。
特
に
秋
成

は
同
時
代
人
か
ら
「
歌
道
之
達
人
」
と
評
さ
れ
る

如
く
、
和
歌
お
よ
び
和
文
の
達
成
に
は
目
を
見
張

る
。
し
か
し
秋
成
研
究
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
、

そ
の
方
面
の
研
究
は
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
と

言
っ
て
よ
い
。
本
書
は
多
く
の
新
資
料
を
提
示
し

た
上
で
、
そ
の
豊
饒
な
る
沃
野
に
正
面
か
ら
切
り

込
み
、
丹
念
な
実
証
と
的
確
な
推
論
に
よ
っ
て
秋

成
と
そ
の
周
辺
の
和
学
の
展
開
の
あ
り
よ
う
を
浮

き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
欠
を
大
き

く
埋
め
る
好
著
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
故
に
登
場

す
る
従
来
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
多
く
の
人
名
や

書
名
に
振
り
仮
名
を
付
す
な
ど
、
読
み
易
い
工
夫

が
施
さ
れ
、
細
や
か
な
心
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
部

秋
成
の
和
学
活
動

第
一
章

秋
成
の
万
葉
集
講
義
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第
二
章

秋
成
の
実
朝
・
宗
武
を
め
ぐ
る
活
動

第
三
章

秋
成
と
蘆
庵
社
中

―
雅
交
を
論
じ
て
『
金
砂
』
に
及
ぶ
―

第
二
部

秋
成
の
学
問
と
文
芸

第
一
章

秋
成
の
師
伝
観
と
『
戴
恩
記
』

第
二
章

秋
成
歌
論
の
一
側
面

―
『
十
五
番
歌
合
』
を
め
ぐ
っ
て
―

第
三
章
『
春
雨
物
語
』「
目
ひ
と
つ
の
神
」
の

和
歌
史
観

第
四
章

『
春
雨
物
語
』
の
「
命
禄
」

―
「
目
ひ
と
つ
の
神
」
を
論
じ
て
主
題

と
稿
本
の
問
題
に
及
ぶ
―

第
三
部

秋
成
の
和
学
と
そ
の
周
辺

第
一
章

山
地
介
寿
の
在
洛
時
代

第
二
章

荒
木
田
久
老
『
万
葉
集
槻
乃
落
葉
四

之
巻
解
』
の
生
成

第
三
章

林
鮒
主
の
和
学
活
動
と
交
流

第
四
章

林
鮒
主
年
譜
稿

お
わ
り
に

本
書
に
は
主
と
し
て
秋
成
の
京
都
移
住
以
降
の

学
問
研
究
の
あ
り
方
、
そ
の
分
析
か
ら
抽
出
さ
れ

る
秋
成
の
思
想
と
文
藝
と
の
交
渉
、
そ
し
て
後
世

に
お
け
る
享
受
の
具
体
相
が
丹
念
に
描
か
れ
る
。

以
下
、
高
松
氏
の
論
旨
に
従
い
、
適
宜
概
観
し
て

い
き
た
い
。

第
一
部
で
は
秋
成
の
国
学
研
究
に
お
け
る
門
人

の
存
在
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
。
享
和
三
年
前
後

か
ら
始
ま
る
僧
斉
収
と
秋
成
と
の
交
流
を
踏
ま

え
、『
藤
簍
冊
子
』
の
成
立
過
程
も
視
野
に
収
め

つ
つ
、『
金
砂
』
成
立
へ
の
大
坂
の
蘆
庵
社
中
の

関
与
を
明
ら
か
に
す
る
第
三
章
は
論
の
ス
ケ
ー
ル

が
大
き
く
、特
に
興
味
を
引
か
れ
た
。今
後
の
様
々

な
論
点
を
胚
胎
す
る
好
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
部
で
は
『
雨
月
物
語
』「
仏
法
僧
」
の
典

拠
に
『
戴
恩
記
』
を
挙
げ
、
こ
の
書
が
秋
成
の
学

問
観
形
成
の
一
端
を
担
っ
た
可
能
性
を
指
摘
。
ま

た
『
春
雨
物
語
』「
目
一
つ
の
神
」
に
お
い
て
歌

道
衰
退
は
『
春
雨
物
語
』
執
筆
か
ら
約
五
百
年

前
、
歌
道
家
が
二
条
・
冷
泉
・
京
極
に
分
裂
す
る

時
期
を
想
定
し
て
い
る
と
し
、『
蒙
求
』「
張
翰
適

意
」
の
故
事
か
ら
「
帰
郷
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
摘
出

す
る
な
ど
、
次
々
と
新
し
い
典
拠
や
解
釈
が
繰
り

出
さ
れ
、作
品
の
よ
り
深
い
読
解
へ
と
誘
わ
れ
る
。

第
三
部
で
は
、
林
鮒
主
、
山
地
介
寿
と
い
っ
た

秋
成
の
次
世
代
の
人
物
の
著
作
や
人
間
関
係
に
新

た
な
光
を
当
て
、
秋
成
の
交
友
や
学
問
の
広
が
り

を
綿
密
に
立
証
す
る
。
京
の
鈴
門
と
秋
成
と
の
距

離
感
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、な
ど
、

大
い
に
発
想
を
刺
激
さ
れ
、
面
白
か
っ
た
。

問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
を
次
々

に
解
明
し
て
い
く
高
松
氏
の
正
攻
法
の
研
究
は
見

事
と
言
う
ほ
か
な
く
、
胸
の
す
く
思
い
で
一
気
に

拝
読
し
た
。
本
書
の
大
き
な
功
績
の
一
つ
は
多
く

の
新
資
料
を
発
掘
し
つ
つ
、
精
密
な
読
解
に
基
づ

き
数
々
の
新
知
見
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
新
資
料
に
す
べ
て
影
印
が
添
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
高
松
氏
の
真
摯
な
研
究
態
度
の
反
映
で
あ

り
、
今
後
の
研
究
の
発
展
の
見
地
か
ら
も
、
誠
に

有
難
い
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
、
新
資
料
に
つ
い

て
少
し
く
私
見
を
加
え
て
お
き
た
い
。

第
一
部
第
二
章
「
秋
成
の
実
朝
・
宗
武
を
め
ぐ

る
活
動
」
は
、
源
実
朝
・
田
安
宗
武
と
い
う
二
人

の
万
葉
調
歌
人
に
対
す
る
秋
成
周
辺
の
関
心
を
浮

き
彫
り
に
し
た
、
意
欲
的
な
論
考
で
あ
る
。
論
は

ま
ず
、『
和
歌
類
葉
集
』（
大
江
茂
樹
撰
）
所
載
の

賀
茂
真
淵
筆
と
明
記
さ
れ
る
奥
書
と
、『
金
槐
和

歌
集
』
全
七
一
九
首
の
中
か
ら
秋
成
が
一
七
五
首

を
抄
出
し
た
『
金
槐
和
歌
集
抜
萃
』
所
載
の
秋
成

筆
と
さ
れ
る
奥
書
、
こ
の
ほ
ぼ
同
文
の
二
つ
の
奥

書
に
つ
い
て
、
両
者
と
も
秋
成
筆
で
あ
る
と
断
じ

る
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
実

朝
・
宗
武
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
『
金
槐
和
歌
集
』『
天

降
言
』
の
「
抜
粋
」
と
い
う
営
為
の
広
が
り
と
そ

の
意
味
を
丁
寧
に
跡
付
け
て
い
く
。
そ
の
視
線
は

近
代
の
正
岡
子
規
に
ま
で
及
び
、
そ
の
論
法
は
誠
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に
鮮
や
か
で
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

た
だ
、
次
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
な

点
も
な
い
で
は
な
い
。

『
天
降
言
』
の
抜
粋
で
あ
る
『
田
安
亜
槐
御

歌
』
の
奥
書
、「
此
間
に
、
つ
ば
ら
に
金
槐
集
の

抜
粋
と
こ
れ
の
亜
槐
卿
の
歌
と
の
、
後
の
世
な
が

ら
上
つ
代
の
す
が
た
に
自
然
お
も
ほ
え
ぬ
る
よ

し
、
く
さ
�
�
書
し
る
し
け
る
。
ま
た
其
後
に
歌

／
宇
治
川
の
そ
こ
の
こ
つ
み
と
な
が
れ
て
も
そ
の

根
は
く
ち
ぬ
瀬
々
の
あ
じ
ろ
ぎ
／
阮
秋
成
記
」

（
四
六
頁
）
に
つ
い
て
、
高
松
氏
は
こ
れ
を
秋
成

の
新
出
奥
書
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
、
こ
の
奥
書
の

内
容
に
つ
い
て
、「
此
間
に
」
が
抜
粋
本
の
末
尾

の
意
か
「
以
前
」
と
い
う
程
度
の
意
か
不
明
瞭
で

あ
る
も
の
の
、「「
く
さ
�
�
書
し
る
し
け
る
」
と

い
う
内
容
が
、
魚
臣
本
奥
書
の
そ
れ
と
正
し
く
対

応
し
て
い
る
」
と
し
て
、
秋
成
か
ら
魚
臣
に
初
度

の
抜
粋
本
、
鮒
主
に
再
度
の
抜
粋
本
が
与
え
ら
れ

た
か
と
推
察
さ
れ
る
。
氏
の
説
は
、
実
朝
・
宗
武

の
詠
風
を
論
じ
た
魚
臣
本
の
奥
書
部
分
を
カ
ッ
ト

し
、
鮒
主
所
持
本
で
は
代
わ
り
に
こ
の
奥
書
を
置

い
た
と
解
釈
し
て
の
立
論
で
あ
ろ
う
。

こ
の
立
論
に
、
大
筋
で
は
異
論
は
な
い
。
し
か

し
、「
此
間
に
」
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
の
内
容
に

つ
い
て
も
う
少
し
別
の
解
釈
も
成
り
立
つ
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
奥
書
が
秋
成
筆

で�

は�

な�

い�

可
能
性
も
、
同
時
に
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
高
松
氏

の
緻
密
に
し
て
画
期
的
な
論
に
大
い
に
刺
激
を
受

け
、
僭
越
な
が
ら
以
下
に
卑
見
を
述
べ
た
い
。

『
田
安
亜
槐
御
歌
』
本
文
に
お
い
て
、
こ
の
奥

書
以
前
に
は
宗
武
の
和
歌
三
十
七
首
が
記
さ
れ
る

の
み
で
、「
く
さ
�
�
」
の
内
容
に
該
当
す
る
内

容
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
一
方
、
高
松
氏
が

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
沢
真
風
は
林
鮒
主
よ
り
提

示
さ
れ
た
『
金
槐
和
歌
集
』『
田
安
亜
槐
御
歌
』

の
う
ち
、『
金
槐
和
歌
集
』
は
板
本
に
校
合
し
た

た
め
こ
こ
に
は
省
略
し
、『
田
安
亜
槐
御
歌
』
の

み
を
写
し
留
め
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
書
の

成
立
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
改
め
て
こ
の
奥
書

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
。

「
金
槐
集
の
抜
粋
と
こ
れ
の
亜
槐
卿
の
歌
と

の
、
後
の
世
な
が
ら
上
つ
代
の
す
が
た
に
自
然
お

も
ほ
え
ぬ
る
よ
し
」
を
「
つ
ば
ら
に
」「
く
さ

�
�
書
し
る
し
け
る
」
文
章
と
は
何
か
。
そ
れ
は

高
松
氏
が
先
に
秋
成
筆
と
断
定
さ
れ
た
『
金
槐
和

歌
集
抜
萃
』
奥
書
、
及
び
『
上
田
秋
成
全
集
』
第

十
一
巻
所
収
の
天
理
図
書
館
蔵
『
天
降
言
』
や
魚

臣
本
に
見
ら
れ
る
秋
成
筆
の
奥
書
（
今
ど
ち
ら
か

に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
）
の
内
容
そ
の
も
の
を

指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を

「
本
来
、
底
本
と
し
た
『
金
槐
和
歌
集
抜
萃
』
や

『
田
安
亜
槐
御
歌
』
に
は
実
朝
や
宗
武
を
称
揚
す

る
そ
れ
ぞ
れ
の
奥
書
が
記
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う

意
味
の
注
記
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
此

間
に
…
」
は
「
ま
た
其
後
に
歌
」
と
対
応
し
、『
田

安
亜
槐
御
歌
』
に
お
い
て
は
【
此
間
に
】（
宗
武

の
和
歌
群
と
秋
成
歌
「
宇
治
川
の
」
と
の
間
に
）

秋
成
が
『
天
降
言
』
に
付
し
た
の
と
同
内
容
の
奥

書
が
あ
っ
た
が
、
今
は
省
略
、
底
本
に
は
【
ま
た

其
後
に
】（
奥
書
に
続
け
て
）「
宇
治
川
の
」
の

【
歌
】
が
あ
っ
た
、
と
説
明
す
る
一
文
な
の
で
は

な
い
か
。

あ
る
い
は
、
当
初
真
風
が
鮒
主
か
ら
示
さ
れ
た

の
が
『
金
槐
和
歌
集
』『
田
安
亜
槐
御
歌
』
の
二

作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
此
間
に
」

は
単
に
『
田
安
亜
槐
御
歌
』
だ
け
で
は
な
く
『
金

槐
和
歌
集
抜
萃
』
も
含
め
た
二
作
品
を
指
し
て
、

こ
の
二
種
の
抜
粋
本
、
及
び
最
後
の
歌
と
い
う
三

つ
の
塊
の
【
間
に
】
そ
れ
ぞ
れ
の
奥
書
が
挟
み
込

ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
写
本
で
は
そ
れ
ら
は
共
に

省
略
し
た
、最
後
の
歌
は
次
の
通
り
、と
し
て
「
宇

治
川
の
」
の
歌
が
置
か
れ
て
い
た
、
と
も
考
え
得

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
こ
の
奥
書
の
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筆
記
者
を
秋
成
と
す
る
の
は
少
々
不
自
然
な
感
じ

が
し
な
い
で
も
な
い
。「
阮
秋
成
記
」
の
表
記
が

係
る
の
は
そ
の
直
前
の
和
歌
の
み
で
あ
っ
て
、「
ま

た
其
後
に
歌
」
ま
で
は
、
転
記
者
の
メ
モ
で
あ
る

可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
倉
卒
な
る
案
に
し
て
、
大

き
な
見
当
違
い
で
あ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
が
、
と

り
あ
え
ず
一
案
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
『
田
安
亜
槐
御
歌
』
に

は
魚
臣
本
の
持
つ
秋
成
奥
書
は
記
し
留
め
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
仮
に
こ
の
筆
記
者
が
秋
成

で
な
か
っ
た
場
合
の
、
そ
の
理
由
に
も
思
い
を
馳

せ
て
み
た
い
。『
天
降
言
』
全
文
を
載
せ
る
天
理
図

書
館
蔵
本
と
抜
粋
本
『
天
降
言
』（
魚
臣
本
）
の
奥

書
が
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
、
全

文
の
写
本
は
既
に
筆
記
者
の
手
元
に
あ
り
、
今
こ

こ
で
の
筆
記
者
の
関
心
は
「
秋
成
が
ど
の
歌
を
選

ん
だ
か
」
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
奥
書
が
ほ
ぼ

同
文
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
省
略
す
る
の
は
自
然
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
例
は
逆
接
的
に
、
秋
成

の
和
歌
的
審
美
眼
に
対
す
る
門
人
ら
の
強
い
関
心

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
奥
書
か
ら
読
み
取
れ
る
（
か
も
し
れ
な

い
）
も
う
一
つ
の
可
能
性
を
縷
々
申
し
述
べ
て
き

た
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
高
松
氏

の
立
論
の
価
値
は
い
さ
さ
か
も
減
ず
る
も
の
で
は

な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
奥
書
に
「
金
槐
集
の

抜
粋
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
高
松

氏
が
本
章
段
で
推
測
し
た
通
り
、
鮒
主
が
見
て
い

た
書
が
『
金
槐
和
歌
集
』
で
は
な
く
『
金
槐
和
歌

集
抜
萃
』
で
あ
る
こ
と
が
確
定
的
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
こ
の
奥
書
の
内
容
は
、
こ
の
写
本
の
享
受
者

に
お
い
て
『
田
安
亜
槐
御
歌
』
と
並
ん
で
『
金
槐

和
歌
集
抜
萃
』
も
奥
書
が
秋
成
筆
で
あ
る
と
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
っ
て
お
り
、
高
松

氏
の
推
論
の
正
し
さ
を
証
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
新
出
歌
「
宇
治
川
の
」
が
秋
成
作
で

あ
る
こ
と
も
揺
る
が
な
い
。
我
々
は
こ
の
一
首
、

万
葉
調
歌
人
で
あ
る
先
達
二
人
を
称
揚
す
る
に
万

葉
語
「
こ
つ
み
」
を
用
い
、
今
に
至
る
ま
で
そ
の

伝
統
が
絶
え
な
い
こ
と
を
寿
ぐ
、
秋
成
ら
し
い
一

首
に
新
た
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

次
に
取
上
げ
た
い
の
は
秋
成
の
自
歌
合
を
論
じ

た
第
二
部
第
二
章
「
秋
成
歌
論
の
一
側
面
―
『
十

五
番
歌
合
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」
で
あ
る
。
こ
の
章

で
は
、
永
ら
く
所
在
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
旧
沖

森
直
三
郎
氏
所
蔵
の
伝
瑚
璉
尼
筆
本
が
今
や
高
松

氏
の
元
に
帰
し
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
従

来
知
ら
れ
て
い
た
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
所

蔵
本
（
お
よ
び
京
大
本
）
と
、
こ
の
伝
瑚
璉
尼
筆

本
と
は
別
系
統
で
あ
る
と
い
う
刮
目
す
べ
き
結
論

に
至
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
政
八
〜
十
年
頃
に
成
立

し
た
伝
瑚
璉
尼
筆
本
の
判
詞
が
秋
成
自
身
の
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
天
理
本
は
荷
田
信
美
判
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
優
劣
の
判
定
が
異
な
っ
て
い
る
の

だ
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
新
資
料
の
紹
介
、
的
確

な
分
析
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
た
新
見
の
提
示

と
、
大
変
刺
激
的
な
、
ま
さ
に
三
拍
子
揃
っ
た
論

文
で
、
新
し
い
資
料
に
出
会
う
喜
び
を
感
じ
な
が

ら
、
大
変
楽
し
く
拝
読
し
た
。

興
味
深
く
感
じ
た
の
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な

点
で
あ
る
。
高
松
氏
は
伝
瑚
連
尼
筆
本
を
対
象
と

し
て
そ
の
判
詞
を
分
析
し
、
秋
成
の
詠
歌
方
法
を

「
題
詠
観
」
や
「
面
影
の
尊
重
」
な
ど
七
つ
の
観

点
か
ら
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ
、「
①

「
よ
せ
」
の
重
視
」
の
項
（
一
二
八
頁
）
で
、「
き

ぎ
す
」
を
題
と
す
る
左
歌
「
岡
ご
え
の
小
松
ま
じ

り
の
つ
ゝ
じ
原
あ
り
か
を
見
せ
て
な
く
雉
子
か

な
」
に
つ
い
て
、
伝
瑚
璉
尼
筆
本
の
判
詞
に
「
岡

ご
え
と
あ
ら
ば
、
ゆ
き
か
ふ
こ
と
葉
も
あ
ら
ま
ほ

し
う
覚
ゆ
る
」
と
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ

れ
を
念
頭
に
、
高
松
氏
が
「
岡
越
」
と
「
雉
」
の

取
合
せ
の
証
歌
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
歌
、「
子
を

お
も
ふ
道
の
さ
さ
原
岡
越
に
誰
ふ
み
た
て
て
雉
な
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く
ら
ん
」（
正
徹
『
草
根
集
』）
を
見
れ
ば
、
確
か

に
こ
こ
に
も
道
中
の
往
来
を
意
味
す
る
詞
句
「
ふ

み
た
て
て
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
秋
成
の
和

歌
を
見
て
み
る
と
、
実
は
こ
の
語
は
対
と
な
っ
て

い
る
右
歌
「
春
雨
に
垣
根
の
小
柴
ふ
み
た
て
ゝ
や

ど
り
が
ほ
に
も
き
ゞ
す
啼
く
也
」
に
見
え
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
秋
成
は
、
判
詞
の
中
で
思
わ
ず
、

問
わ
ず
語
り
に
自
ら
の
詠
歌
の
勘
所
を
明
か
し
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
歌
と

も
秋
成
作
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
秋
成
は

右
歌
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
こ
の
語
に
代
わ
り
得
る

言
葉
を
探
し
当
て
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
左
歌
の
「
瑕

瑾
」
と
自
覚
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と

制
作
過
程
が
想
像
さ
れ
、
面
白
さ
は
倍
増
す
る
。

一
方
、
天
理
本
の
判
詞
は
「
左
、
見
る
が
如
く
に

仕
立
ら
れ
た
り
。
右
、
墻
ね
ふ
み
立
て
や
ど
り
顔

も
面
白
か
れ
ど
、
小
松
交
り
の
躑
躅
原
に
あ
り
か

を
み
せ
て
な
ど
、
し
ら
べ
高
く
い
と
長
閑
に
て
、

け
し
き
ま
さ
り
て
承
る
」
と
す
る
。
こ
れ
が
信
美

判
だ
と
す
る
な
ら
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
制
作
の
裏

側
ま
で
は
思
い
及
ば
ず
、
一
般
的
な
判
詞
に
落
ち

着
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

判
詞
の
違
い
に
注
目
す
る
、
と
い
う
高
松
氏
の

分
析
方
法
は
的
確
か
つ
有
益
で
あ
り
、
鋭
敏
な
る

感
覚
を
持
つ
氏
の
手
に
よ
っ
て
更
に
深
め
ら
れ
た

読
解
を
ぜ
ひ
読
ん
で
み
た
い
。

な
お
、
翻
刻
に
お
け
る
、
意
味
に
関
わ
る
読
み

誤
り
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
率
直
に
申

し
上
げ
て
お
き
た
い
。
勿
論
こ
れ
は
揚
げ
足
を
取

る
つ
も
り
は
全
く
な
く
、
今
後
の
作
品
読
解
に
関

わ
る
重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
八
八
頁
五
行
目
、「
夕
顔
」
と
題
す
る
兼
題

和
歌
の
詞
書
中
に
あ
る
「
げ
に
こ
し
の
花
」
は
、

文
脈
か
ら
考
え
て
朝
顔
の
漢
名
、「
け
に
ご
し
（
牽

牛
子
）
の
花
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
三
七
頁
二

行
目
「
甘
心
と
す
」
に
つ
い
て
、
一
五
九
頁
の
影

印
で
は
「
甘
心
せ
す
」
と
読
め
る
よ
う
に
思
わ

れ
、
意
味
の
上
か
ら
も
「
…
の
詞
甘
心
せ
ず
、
落

句
も�

す
こ
し
俳
諧
め
き
た
め
れ
ば
」（
傍
点
筆
者
）

の
方
が
通
り
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、如
何
。

と
も
あ
れ
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
数
多
く
の
新

資
料
が
提
示
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
今
後
の
秋

成
研
究
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
論
点
が
幾
つ
も

提
示
さ
れ
た
本
書
を
一
読
す
る
と
、
こ
こ
か
ら
ま

た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
研
究
が
始
ま
っ
て
い
く
で
あ

ろ
う
予
感
に
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
ら
れ
る
。
高
松
氏
の

今
後
の
ご
研
究
に
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。

（
二
〇
一
七
年
二
月

笠
間
書
院

三
六
八
ペ
ー

ジ

本
体
八
五
〇
〇
円
）

（
こ
の
え

の
り
こ

駒
澤
大
学
教
授
）
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