
「
元
禄
七
年
」

(
日
本
古
典
全

3 

」
の
句
の
制
作
年
次
に
つ
い
て
は
、

オミ
ホ水

国島

外

るる、

再開

雑

記

七

「
舞
姫
」
に
お
い
て
、
太
田
豊
太
郎
に
関
わ
る
「
学
問
」
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
す
で
に

一
部
が
谷
沢
永

一
氏
に
よ
っ
て
夙
に
く

わ
し
く
論
じ
主
犯
、
ま
た
藤
本
千
鶴
子
氏
も
論
じ
て
い
(足
。
ど
ち
ら
も
く

わ
し
く
検
討
さ
れ
、
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
な
論
で
あ
る
が
、
こ
の
二
論
を

以
て
し
で
も
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

ま
だ
ま
だ
不
透
明
な
部
分
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
谷
沢
、

藤
本
両
氏
の
論
を
手
が
か
り
に
、
筆
者
な
り
の
読
み
方
を
示
し
て
み
た
い
。

「
舞
姫
」
中
、
「
学
問
」
と
い
う
語
は
六
箇
所
出
て
来
る
。
初
出
で
い

え
ば
、
『
国
民
之
友
』
第
六
十
九
号
附
録
「
藻
塩
草
」
の
ぺ
!
ジ
で
、
①

3
ペ
ー
ジ
下
段
本
文
凶
行
目
、
②
4
ペ
ー
ジ
下
段
ロ
行
目
、
③
7
ペ
ー
ジ

下
段
印
行
目
、
④
9
ペ
ー
ジ
下
段
2
行
目
、
⑤
同
日
行
目
、
⑥
日
ぺ

l
ジ

上
段
目

1
口
行
自
で
あ
る
。
「
学
問
」
と
い
う
こ
と
ば
は
使
わ
れ
て
い
な

く
て
も
、
学
問
を
意
味
す
る
部
分
は
、
何
箇
所
か
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
コ
一
子
問
」
と
い
う
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
他
の
箇
所
を
も
併
せ

与
え
て
、

豊
太
郎
に
と
っ
て
「
学
問
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で 仁)

嘉

音日

嘉

π<x. 
i竺主

あ
っ
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
舞
姫
」
中
の
六
箇
所
の
「
学
問
」
は
概
ね
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
ず
、
故
も
単
純
な
意
味
を
待
っ
て
い
る
の
が
②

で
あ
り
、
豊
太
郎
の
以
も
欲
し
て
い
る
学
聞
は
①
ぬ
⑤
で
あ
り
、
①
⑥
は

そ
の
中
間
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
①
⑤
は
豊
太
郎
自
身
の
口
か

ら
で
は
な
く
、
他
人
を
通
じ
て
の
豊
太
郎
の
「
学
問
」
の
把
握
と
い
う
側

面
を
持
っ
て
い
る
。

谷
沢
氏
は
命
⑤
を
中
心
に
し
て
論
じ
、
藤
本
氏
は
②
を
や
や
軽
く
、
他

を
ほ
ぼ
均
等
に
検
討
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
、
ま
ず
③
か
ら
取
り
上
げ
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
豊
太
郎
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
名
を
斥
さ
ん
は
仰
あ
れ
ど
同
郷
人
の
中
に
事
を
好
む
人
あ
り
て

余
が
様
々
芝
居
に
出
入
し
て
女
優
と
交
る
と
い
ふ

E
を
官
長
の
許
に

報
じ
ぬ
、
さ
ら
ぬ
だ
に
余
が
頗
る
慰
問
の
岐
路
に
走
る
を
知
り
て
憎

み
思
ひ
し
官
長
は
遂
に
旨
を
公
使
館
に
仰
へ
て
我
官
を
免
じ
我
職
を
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き
に
き

こ
こ
は
、
太
田
豊
太
郎
が
免
官
を
言
い
わ
た
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
免
官
の
理
由
は
、
こ
の
文
章
で
判
断
を
下
す
限
り
、
エ
リ
ス

と
の
交
際
を
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
判
定
し
た
官
長
の
決
定
で
あ
る
。
「
余
が

頗
る
撃
聞
の
岐
路
に
走
る
を
知
り
て
憎
み
思
ひ
し
」
と
は
、
豊
太
郎
の
憶

測
に
過
ぎ
な
い
。
一
人
称
小
説
に
お
い
て
、
他
人
の
心
の
中
な
ど
わ
か
る

筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
の
憶
測
は
多
少
見
当
外
れ
の
感
を
免

れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
官
長
が
豊
太
郎
の
学
問
の
「
岐
路
に
走
る
」
の

を
見
て
憎
む
必
然
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
豊
太
郎
の
学
問
は
、
あ
く
ま

で
私
的
な
も
の
で
あ
る
。
⑧
分
(
院
に
は
「
さ
て
故
郷
を
出
で
し
と
き
公
け

の
許
し
を
ば
兼
ね
て
得
た
れ
ば
公
事
の
暇
あ
る
ご
と
に
と
こ
ろ
の
大
撃
に

入
り
て
政
治
与
を
修
め
ん
と
名
を
簿
冊
に
記
さ
せ
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
「
公
事
の
暇
」
を
利
用
し
て
の
学
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
か
り

に
洋
行
の
目
的
の
「
一
課
の
事
務
を
取
調
べ
よ
」
と
い
う
命
令
を
補
強
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
公
け
の
許
し
」
を
得
た
私
的
行
動
に
過

ぎ
な
い
。
官
長
と
は
直
接
何
の
関
わ
り
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
太
田
豊
太
郎
が
免
官
の
理
由
の
裏
面
を
「
頗
る
事
聞

の
岐
路
に
走
る
を
知
り
て
憎
み
思
ひ
し
官
長
」
と
憶
測
し
た
こ
と
は
、
太

田
豊
太
郎
に
、
そ
の
よ
う
に
憶
測
さ
せ
る
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。
そ
の
理
由
は

O
X刀
節
の

官
長
は
も
と
心
の
ま
、
に
用
ゆ
ベ
き
器
械
を
こ
そ
作
ら
ん
と
し
た
れ

濁
立
の
思
想
を
懐
き
て
人
な
み
な
ら
ぬ
面
も
ち
し
た
る
男
を
い
か
で

か
喜
ぶ
べ
き
危
き
は
余
が
嘗
時
の
地
位
な
り
け
り
、
さ
れ
ど
こ
れ
の

み
に
て
は
向
ほ
我
地
位
を
覆
へ
す
に
は
足
ら
さ
り
け
ん
を
日
比
伯
林

の
留
事
生
の
中
に
で
或
る
勢
ひ
あ
る
一
群
と
余
と
の
間
に
面
白
か
ら

ぬ
関
係
あ
り
て
彼
人
々
は
余
を
猪
疑
し
、
又
た
遂
に
余
を
議
す
る
ま

で
に
至
り
ぬ

あ
た
り
に
あ
る
だ
ろ
う
。
官
長
の
本
音
は
、
こ
こ
で
豊
太
郎
を
免
官
に
し

た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
免
官
と
し
て
は
そ
の
方
が
筋
が
通
る
と

さ
え
言
い
得
る
。
「
女
優
と
交
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
私
的
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
「

一
課
の
事
務
を
取
調
べ
」
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
官
吏
が
「
連
り
に
法
制
の
細
目
に
拘
づ
ら
ふ
べ

き
に
あ
ら
ぬ
を
論
じ
て
一
た
び
法
の
精
神
を
だ
に
得
た
ら
ん
に
は
紛
々
た

る
諸
事
は
破
竹
の
如
く
な
る
べ
し
」
な
ど
と
広
言
し
た
の
で
は
、
明
ら
か

に
命
令
違
反
で
あ
る
。
な
ぜ
「
こ
れ
の
み
に
て
は
向
ほ
我
地
位
を
覆
へ
す

る
は
足
ら
」
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
単
に
「
女
優
と
交
る
し
と
い

う
こ
と
だ
け
が
免
官
の
理
由
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
免
官
に
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
が
理
由
と
な
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
「
赤
く
臼
く
面
を
塗
り
て
赫
然
た
る

色
の
衣
を
縛
ひ
蜘
俳
屈
に
座
し
て
客
を
延
く
女
を
見
て
は
往
き
て
こ
れ

に

就
」
い
た
り
「
貴
族
め
き
た
る
ι

鉢
音
に
で
も
の
い

ふ
『
レ
i
ベ
マ
ン
』
を

見
て
は
こ
れ
と
遊
」
ん
で
い
る
よ
う
な
同
郷
の
人
々
も
免
官
に
な

っ
て
よ

い
筈
で
あ
る
。
『
舞
姫
』
に
お
け
る
太
田
豊
太
郎
の
免
官
の
理
由
が
薄
弱

だ
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

話
が
わ
き
み
ち
に
そ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
豊
太
郎

が
憶
測
し
た
「
事
問
の
岐
路
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
豊
太
郎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。
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時
前
米
た
れ
ば
裏
み
て
も
裏
み
が
た
き
は
人
の
好
向
な
る
ら
ん
(
中
略
)

唯
だ
被
働
的
、
器
械
的
の
人
物
と
な
り
て
自
ら
悟
ら
ざ
り
し
が
今
、

二
十
五
と
な
り
て
既
に
久
し
く
こ
の
自
由
の
大
撃
の
風
に
あ
た
り
た

れ
ば
に
や
心
の
中
、
何
と
な
く
穏
か
な
ら
ず
、
奥
深
く
潜
み
し
異
の

「
我
」
は
次
第
々
々
に
表
て
に
頼
れ
て
昨
日
ま
で
の
我
な
ら
ぬ
我
を

攻
撃
す
る
に
似
た
り
(
略
)

今
ま
で
は
績
々
た
る
問
題
に
も
丁
寧
を
極
め
て
い
ら
へ
し
た
る
余
が

こ
の
頃
よ
り
官
長
に
寄
す
る
に
は
、
連
な
り
に
法
制
の
細
目
に
拘
づ
ら

ふ
べ
き
に
あ
ら
ぬ
を
論
じ
て
一
た
び
法
の
精
神
を
だ
に
得
た
ら
ん
に

は
紛
々
た
る
首
門
事
は
破
竹
の
如
く
な
る
べ
し
な
ど
、
臨
明
言
し
ぬ
叉
た

大
撃
に
て
は
法
科
の
講
症
を
絵
所
に
し
て
歴
史
文
撃
に
心
を
寄
せ
漸

く
熊
を
幌
む
境
に
入
り
ぬ

こ
の
思
考
過
程
も
、
「
学
問
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
筋
道
は
変
ら
な

い
。

法
学
は
実
学
で
あ
り
、
歴
史
・
文
学
は
虚
学
と
い
う
相
違
は
あ
る
だ

ろ
う
が
、
大
学
に
お
い
て
学
問
と
し
て
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は

同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
豊
太
郎
の
内
面
の
変
化
は
、
要
す
る
に

豊
太
郎
の
本
来
の
好
尚
が
歴
史
・
文
学
に
あ
っ
て
、
法
学
に
な
か
っ
た
だ

け
だ
け
だ
と
い
う
に
過
、
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
学
と
歴
史
・
文
学
と
の

本
質
的
な
価
値
の
差
を
述
べ
た
り
、
ど
ち
ら
が
学
問
の
本
道
で
、
ど
ち
ら

が
岐
路
か
な
ど
と
差
別
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
な
け
れ

ば
⑨
⑤
の
「
我
撃
問
は
荒
み
ぬ
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
は
無
意
味
な
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
。
問
題
は
学
問
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
批

判
精
神
で
あ
る
。
官
長
か
ら
見
れ
ば
法
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
知
識
は
貴
重
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
批
判
精
神
は
余
計
な
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
学
問
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
批
判
精
神
を

「
岐
路
」
と
は
言
ャ7
ま
い
。
豊
太
郎
が
「
事
問
の
岐
路
に
走
る
」
と
憶
測

し
た
の
は
、
本
来
の
好
み
で
あ
る
歴
史
・
文
学
に
心
を
移
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
本
来
の
任
務
で
あ
る
「

一
課
の
事
務
の
取
調
べ
」
を
、

法
学
を
学
び
批
判
精
神
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
怠
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
う
し
ろ
め
た
さ
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
太
田
豊
太
郎
の
免
官
の
理
由
は
い
か
に
も
薄
弱
で
あ

る
。
某
省
が
高
い
費
用
を
出
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
し
た
官
吏
を
こ
ん

な
に
簡
単
に
上
司
の
感
情
に
、
ち
ょ
っ
と
理
由
づ
け
し
た
だ
け
で
免
官
に

し
て
い
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
浮
雲
一
」
の
内
海
文
三
も
、
あ
っ
さ
り
免

官
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
海
文
三
の
場
合
は
、
最
高
の
エ
リ
ー
ト

・コ
1

ス
を
歩
ん
で
い
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
留
学
中
だ

っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
役
所
に
と
っ
て
は
、
た
だ
多
過
、
ぎ
る
官
吏
の
一
人

だ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
豊
太
郎
は
全
く
立
場
が
異
な
る
。
彼
は

大
学
始
ま
っ
て
以
来
最
年
少
で
首
席
で
卒
業
し
、
期
待
さ
れ
て
某
省
に
入

り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
さ
れ
る
。
い
ず
れ
帰
国
す
れ
ば
、
某
省
の
幹
部
と
し

て
、
某
省
を
盛
り
立
て
て
ゆ
く
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
豊
太

(
4
)
 

郎
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
よ
く
武
島
務
が
擬
せ
ら
れ
る
が
、
武
島
務
と
て
豊

太
郎
と
立
場
が
ち
が
う
。
武
島
務
は
私
費
留
学
生
で
あ
り
、
武
島
務
が
免

官
に
な
っ
て
も
、
陸
軍
省
医
務
局
は
大
し
て
困
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
鴎
外
の
立
場
で
あ
っ
た
な
ら
、
陸
軍
省
は
そ
う
簡
単
に
免
官
に
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は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は
陸
軍
の
公
費
で
も
っ
て
、
当
時
、

世
界
の
最
高
水
準
を
誇
る
ド
イ
ツ
の
衛
生
学
を
学
ぶ
べ
く
派
遣
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
陸
軍
の
急
務
は
軍
陣
衛
生
の
整
備
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
最
も
期
待
の
で
き
る
鴎
外
を
ド
イ
ツ
に
派
遣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
仮
に
谷
口
謙
が
、
ど
の
よ
う
な
策
謀
を
め
ぐ
ら
し
た
と
し
て
も
、

鴎
外
は
免
官
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
帰
国
後
の
エ
リ

ー
ゼ
問
題
に
石
黒
忠
恵
が
陸
軍
省
内
部
を
押
え
た
の
も
、
帰
国
か
ら
数
年

間
、
鴎
外
が
石
黒
批
判
を
で
き
た
の
も
、
結
局
鴎
外
に
代
る
衛
生
学
者
が

居
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

「
舞
姫
L

に
お
け
る
太
田
豊
太
郎
は
、
鴎
外
ほ
ど
強
固
な
立
場
に
は
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
内
海
文
三
や
武
島
務
と
は
、
だ
い
ぶ
立
場
を
異
に
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
、
太
田
豊
太
郎
の
場
合
、
「急
ぐ

E

を
ば
報
告
書
に
作
り
で
送
り
、
さ
ら
ぬ
を
ば
察
し
留
め
て
幾
巻
を
ゃ
な
し

け
ん
」

「今
ま
で
は
頭
々
た
る
問
題
に
も
丁
寧
を
極
め
て
い
ら
へ
し
」
て
い

る
の
だ
か
ら
、
某
省
と
し
て
は
必
要
な
知
識
は
す
で
に
吸
収
し
て
し
ま
っ

て
い
る
と
も
丑一
守
え
る
。
従

っ
て
鴎
外
の
よ
う
に
強
固
な
立
場
に
あ
っ
た
と

も
言
え
な
い
。
と
は
一吉
田
え
、
国
費
を
多
額
に
か
け
て
送
っ
て
い
る
留
学
生

で
あ
る
。
代
り
を
容
易
に
得
難
い
人
材
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
て
も
、
豊
太
郎
の
免
官
は
理
由
薄
弱
と
の
批
判
が
出
て
釆

る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

⑥
の

「
学
問
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
次
の
よ
う
な
文
脈
で
出
て
来
る
。

魯
西

E
行
の
努
を
問
ひ
慰
め
て
後
わ
れ
と
共
に
東
に
鋳
へ
る
心
は
な

き
か
君
が
撃
問
こ
そ
わ
が
測
り
知
る
所
な
ら
ね
語
撃
の
み
に
で
世
の

用
を
ば
な
す
べ
し

こ
の
部
分
に
つ
い
て
藤
本
千
鶴
子
氏
が
極
め
て
示
唆
に
富
む
発
言
を
し

て
い
る
。大

臣
は
官
長
と
ち
が

っ
て
「
我
学
問
」
を
尊
敬
し
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
帰
国
し
て
当
分
は
語
学
だ
け
利
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、

こ
れ
だ
け
の
信
任
が
あ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
に
は
天
方
内
閣
の
外
交
問

題
の
相
談
役
と
し
て
、
「
見
識
」
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
(
こ
れ
は
、
日
本
の
近
代
化
路
線
の
内
側
か
ら
の
レ

l
ル
の
訂

正
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
身
は
束
縛
さ
れ
て
も
精
神
の
自

由
を
保
つ
生
き
方
で
あ
る
)
、
(
後
略
)

と
は
い
え
、
天
方
伯
の
こ
と
ば
は
、
人
を
あ
や
つ
る
術
に
長
け
た
、

二
通
り
に
受
け
と
れ
る
玉
虫
色
の
表
現
で
あ
る
。
天
方
伯
は
、
真
底

太
田
の
の
学
問
を
尊
敬
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
(
中
略
)語
学
力
だ

け
必
要
な
の
だ
と
釘
を
き
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
(
後
略
)

非
常
に
興
味
深
い
読
み
方
だ
が

(た
だ
し
、
「
尊
敬
」
と
い
う
よ
り
「
尊

重
」
と
言
っ
た
方
が
よ
い
よ
う
に
も
思
う
)、
こ
こ
は
や
は
り
天
方
伯
の
こ

と
ば
通
り
、
「
測
り
知
る
所
な
ら
ね
」
と
受
け
取

っ
た
方
が
よ
い
の
で
は
な

(
5
)
 

か
ろ
う
か
。
福
本
彰
氏
は
「
『魯
西
亜
行
』
の
期
間
及
、び
『
翻
訳
』
程
度
で

『
測
り
知
る
』
こ
と
の
で
き
る

『学
問
』
の
程
度
な
ど
、
常
識
的
に
言

っ

て
高
が
知
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

『学
問
』
と
内
容
な
ど
吟
味
で
き
な
い
の

は
当
然
で
、

『
そ
れ
は
要
す
る
に
ど
う
で
も
良
い
、
最
終
的
に
は
そ
こ
を

問
う
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
』
で
は
な
く
て
、

『そ
こ
を
問
う
』
て
も
、

。600
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現
段
階
で
は
自
分
の
限
で
判
断
の
仕
様
が
な
い
か
ら
一
恥
棚
上
げ
し
て
お

い
て
、
短
期
間
で
判
り
や
す
い

『
語
学
』
力
の
才
能
を
見
て
、
そ
れ
だ
け

で
十
分
役
立
つ
者
と
思

つ
て
の
言
葉
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
」

(6
)
 

と
重
松
泰
雄
氏
の
論
を
批
判
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
筆
者
の
注
目
し
た
い
の
は
、
「
君
が
撃
問
こ
そ
わ
が
測
り
知
る

所
な
ら
ね
語
学
の
み
に
で
世
の
用
を
ば
な
す
べ
し
」
と
天
方
伯
が
述
べ
て

い
る
点
で
あ
る
。
天
方
伯
の
学
問
観
は
、
あ
く
ま
で
「
世
の
用
」
を
な
す

べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
太
田
豊
太
郎
の
学
問
は
、
「
歴
史
文
与

な
ど
に
心
を
寄
せ
漸
く
蕉
を
鴫
む
境
に
入
」

っ
た
も
の
で
あ
る
。
実
学
的

な
法
学
な
ど
か
ら
、
歴
史
や
文
学
な
ど
の
虚
学
に
及
ん
で
学
聞
が
佳
境
に

入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
天
方
伯
か
ら
「
学
問
」
的
に
期
待
さ

れ
た
と
し
て
も
、
天
方
伯
と
豊
太
郎
と
で
は
学
問
の
意
味
が
異
な
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
豊
太
郎
が
天
方
伯
に
期
待
す
る
の
は
「
名
替
を
挽
き
か

へ
」
す
こ
と
で
あ
り
、
功
名
の
念
を
満
た
す
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
た
め
に
は
、
か
つ
て
身
に
つ
け
た
法
学
も
活
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、

現
在
の
学
問
の
飢
え
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
天
方
伯
は
、
福
本
氏
の
い
う
「
学
問
」
と
ち
が

っ
た
面
で
太

田
豊
太
郎
を
試
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
⑮
分
節
に
も
出
て
来
る
が
、

都
謬
は
一
夜
に
な
し
果
て
つ
「
カ
イ
ゼ
ル
ホ

l
フ
」

へ
遁
ふ

εは
こ

れ
よ
り
漸
く
繁
く
な
り
も
て
行
く
程
に
初
め
は
伯
の
言
葉
も
用
事
の

み
な
り
し
が
後
に
は
近
比
故
郷
に
で
あ
り
し
-
と
な
ど
を
懇
げ
て
余

が
意
見
を
問
ひ
折
に
燭
れ
で
は
遁
中
に
で
人
々
の
失
策
あ
り
し

εど

も
を
告
げ
て
打
笑
ひ
玉
ひ
ぬ

と
、
「
近
比
故
郷
に
で
あ
り
し
さ
な
ど
を
挙
げ
て
余
が
意
見
を
問
」
ふ
の

は
、
い
わ
ば
天
方
伯
が
豊
太
郎
に
対
し
試
験
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま

た
、
「
遁
中
に
て
人
々
の
失
策
あ
り
し
芝
ど
も
を
告
げ
」
る
の
は
、
豊
太

郎
の
反
応
を
見
て
、
そ
の
人
物
を
判
断
す
る
材
料
を
集
め
て
い
る
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
結
果
が
、
ロ

シ
ア
行
き
へ
の
誘
い
と
な
り
、
ロ
シ

ア
で
の
「
こ
の
間
、
偽
蘭
西
語
を
最
も
園
滑
に
使
ふ
も
の
は
余
な
る
が
ゆ

ゑ
に
賓
主
の
聞
に
周
旋
し
て
事
を
耕
、
ず
る
も
の
も
ま
た
多
く
は
余
な
り
き
」

と
い
う
活
躍
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
こ
の
間
、
天
方
伯
は
豊
太

郎
の
実
力
を
測

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
エ
リ
ス
か
ら
の
手
紙
の
中
に

も
「
書
き
お
く
り
玉
ひ
し
如
く
大
臣
の
君
に
重
く
用
ゐ
ら
れ
玉
は
ば
」
と
、

天
方
伯
の
反
応
を
豊
太
郎
は
敏
感
に
感
じ
取

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
⑥
の
場
合
の
「
学
問
」
と
は
、
政
治
家
の
ブ
レ
イ
ン
と
し
て
、

ま
た
官
僚
と
し
て
そ
の
仕
事
の
実
際
に
役
立
つ
学
問
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま

で
天
方
伯
の
考
え
る
「
学
問
」
で
あ
り
、
豊
太
郎
の
希
求
す
る
学
問
と
は

別
物
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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追
記

本
稿
は

『森
鴎
外
研
究
』
第
三
号
(
平
成
元
年
十
二
月
三
十

一

日
、
和
泉
書
院
)
に
「
『
舞
姫
』
に
つ
い
て
の
諸
問
題
(
二
)
」
と

し
て
掲
載
す
る
予
定
の
原
稿
の

一
部
で
あ
っ
た
が
、
締
切
り
に

間
に
合
わ
な
か

っ
た
の
で
、
本
誌
に
発
表
し
た
。
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J¥ 

『
う
た
か
た
の
記
』
は
、
佐
藤
春
夫
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
鴎
外
の
初
期

(7
)
 

三
部
作
中
、
最
も
文
学
的
に
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
『
舞

姫
』
に
比
較
す
れ
ば
矛
盾
点
も
少
な
く
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
『
舞
姫
』
以
上

に
波
湖
に
豊
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
が
、
『
舞
姫
』
の
よ
う
な
人
間
の
生
き

方
に
関
わ
る
問
題
点
が
『
舞
姫
』
よ
り
少
な
く
、
『
舞
姫
』
よ
り
純
粋
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
や
や
軽
い
作
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
み
難
い
。
こ

の
よ
う
な
単
純
な
感
想
は
さ
て
お
き
、
『
う
た
か
た
の
記
』
に
も
、
『
舞
姫
』

に
似
た
矛
盾
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
初
出
の
『
し
が
ら

み
草
紙
』
で
は
第
日
ぺ

l
ジ
上
段
に
あ
る
。

こ
の
時
、
二
黙
三
黙
、
粒
太
き
雨
は
車
上
の
二
人
が
衣
を
打
ち
し
が
、

瞬
く
ひ
ま
に
繁
く
な
り
て
、
湖
上
よ
り
の
横
し
ぶ
き
、
あ
ら
、
か
に

お
と
づ
れ
来
て
、
紅
を
潮
し
た
る
少
女
が
片
頬
に
打
ち
つ
く
る
を
、

さ
し
覗
く
巨
勢
が
心
は
、
唯
そ
ら
に
の
み
ゃ
な
り
ゆ
く
ら
む
。
少
女

は
伸
び
あ
が
り
で
、
「
御
者
、
酒
手
は
取
ら
す
べ
し
、
疾
く
揺
れ
、

一
策
加
へ
よ
、
今
一
策
」
。
と
叫
び
て
、
右
手
に
巨
勢
が
頚
を
抱
き
、

己
れ
は
項
を
そ
ら
せ
て
仰
視
た
り
。
巨
勢
は
繁
の
如
き
少
女
が
配
に
、

我
頭
持
た
せ
、
た
J

夢
の
こ
、
ち
し
て
其
の
姿
を
見
た
り
し
が
、
彼

凱
旋
門
上
の
女
紳
パ
ワ
リ
ヤ
ま
た
胸
に
浮
び
ぬ
。

【。。甲

小
堀
桂
一
郎
氏
は
、
こ
の
部
分
を
評
し
て
、
「
馬
車
の
上
で
帽
子
を
脱
ぎ

す
で
、
金
髪
を
風
に
な
び
か
せ
な
が
ら
叫
ぶ
マ
リ
イ
は
巨
勢
の
眼
に
は
ま

た
し
て
も
獅
子
に
ひ
か
せ
た
車
の
上
な
る
女
紳
パ
ワ
リ
ア
の
よ
う
に
映
る
。

た
わ
む
れ
に
言
え
ば
マ
リ
イ
の
モ
デ
ル
は
パ
ワ
リ
ア
と
で
も
言
う
べ
き
か
山

(
9
)
 

と
言
う
。
越
智
治
雄
氏
は
、
こ
の
引
用
文
の
直
前
を
挙
げ
て
「
瞬
時
の
生

の
燃
焼
に
す
べ
て
を
賭
け
て
悔
い
な
い
マ
リ
イ
の
情
熱
が
溢
れ
て
い
る
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
み
な
、
鴎
外
の
熱
っ
ぽ
い
文

章
に
ご
ま
か
さ
れ
て
、
こ
の
文
章
中
の
矛
盾
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
そ

の
矛
盾
と
は
何
か
。
鴎
外
は
、
「
少
女
は
伸
び
あ
が
り
で
、
(
中
略
)
右
手

に
巨
勢
が
頚
を
抱
き
(
中
略
)
巨
勢
は
紫
の
如
き
少
女
が
肩
に
、
我
頭
持

た
せ
」
と
書
い
て
い
る
。
坐

っ
て
い
る
巨
勢
が
伸
び
上
っ
た
少
女
の
肩
に
、

ど
う
や
っ
て
頭
を
持
た
せ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
次
の
描
写

「
少
女
は
(
中
略
)
右
手
に
巨
勢
が
頚
を
抱
き
、
(
中
略
)
巨
勢
は
紫
の

如
き
少
女
が
肩
に
、
我
頭
を
持
た
せ
、
た
ゾ
夢
の
こ
h

ち
し
て
其
の
姿
を

見
た
り
し
が
、
彼
凱
旋
門
上
の
女
神
パ
ワ
リ
ヤ
ま
た
胸
に
浮
び
ぬ
。
」
で
あ

る
が
、
こ
ん
な
器
用
な
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
巨
勢
は
マ
リ
イ
に
頚

を
抱
か
れ
、
マ
リ
イ
の
一
周
に
頭
を
持
た
せ
て
い
る
。
肩
の
上
に
頭
を
載
せ
、

そ
の
頚
に
マ
リ
イ
の
腕
を
ま
か
れ
て
、
ど
う
し
て
マ
リ
イ
の
姿
が
見
え
る

の
か
。
こ
の
部
分
の
主
眼
は
当
然
最
後
の
「
彼
凱
旋
門
上
の
女
紳
パ
ワ
リ

ヤ
ま
た
胸
に
浮
び
ぬ
。」
と
い
う
文
章
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
章
は
、

冒

頭
の
「
幾
頭
の
獅
子
の
挽
け
る
車
の
上
に
、
勢
よ
く
突
立
ち
た
る
、
女
紳

『
パ
ワ
リ
ヤ
』
の
像
は
、
先
王
ル
ウ
ド
ヰ
ヒ
第
一
世
が
此
凱
旋
門
に
据
ゑ

さ
せ
し
な
り
と
い
ふ
。
」
と
い
う
文
章
と
相
応
じ
て
い
る
。

- 90 -

九
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『
舞
姫
』
が
映
画
化
さ
れ
、
二
度
ほ
ど
見
て
そ
の
感
想
を
『
森
鴎
外
研

究
』
第
三
号
に
書
く
予
定
だ
っ
た
が
、
結
局
時
間
が
な
か
っ
た
の
で
、
ち

ょ
っ
と
ご
こ
に
書
き
つ
け
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
趣
旨
と
は
ち
ょ
っ
と
ち

が
う
の
だ
が
。

映
画
『
舞
姫
』
は
、
映
画
と
し
て
の
特
性
上
も
、
原
作
『
舞
姫
』
と
は

か
な
り
変
え
ら
れ
て
い
る
。

『舞
姫
』
の
筋
そ
の
も
の
が
か
わ
っ
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
実
際
の
鴎
外
を
も
取
入
れ
、
『
独
逸
日
記
』
『
文
づ
か
ひ
』

『ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
な
ど
が
混
入
し
て
い
る
。
問
題
は
、
原
作
が

か
な
り
読
み
づ
ら
い
作
品
の
上
、

一
応
読
め
た
と
し
て
も
ま
ず
正
確
に
は

読
め
な
い
作
品
だ
け
に
、
映
画
だ
け
を
見
て
、
鴎
外
の
『
舞
姫
』
と
は
こ

の
よ
う
な
作
品
な
の
か
と
誤
解
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
原
作
を

読
ん
で
か
ら
、
こ
の
映
画
を
見
て
も
、
ま
た
次
に

『舞
姫
』
を
読
む
と
、

つ
い
、
郷
ひ
ろ
み
と
リ
ザ
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
顔
が
浮
ん
で
来
る
か
ら
厄
介
で
あ

ヲ匂

。だ
い
た
い
、
太
田
豊
太
郎
を
軍
医
に
す
る
必
然
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
。
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
軍
医
で
あ
れ
ば
、
仮

に
免
官
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
世
界
的
な
細
菌
学
の
権
威
コ
ッ
ホ
の
も
と

で
研
究
を
続
け
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
医
者
の
資
格

を
と
り
、
ド
イ
ツ
に
留
ま
る
ご
と
も
容
易
で
あ
っ
た
筈
で
、
某
省
の
官
吏

の
免
官
と
は
意
味
が
違
う
の
で
あ
る
。
副
島
和
三
郎

(福
島
安
正
大
尉
)

が
、
極
め
て
卑
小
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
福
島
大
尉
が
ど
う
あ
れ
、

陸
軍
省
医
務
局
か
ら
派
遣
さ
れ
た
軍
医
を
、
わ
ざ
わ
ざ
望
遠
鏡
ま
で
持
っ

て
監
視
に
出
か
け
、
免
官
に
追
い
込
む
よ
う
な
パ
カ
な
真
似
を
す
る
筈
も

な
い
。
前
述
の
ご
と
く
陸
軍
に
と
っ
て
衛
生
制
度
の
整
備
は
急
務
で
あ

っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
出
会
い
の
場
所
も
あ
ま
り

適
当
で
は
な
い
。
モ
ン
ビ
ジ
ュ

l
橋
の
上
で
は
人
通
り
も
多
い
だ
ろ
う
し
、

ま
た
、
見
方
に
よ
っ
て
は
エ
リ
ス
が
橋
の
上
か
ら
投
身
自
殺
を
し
よ
う
と

(
叩
)

し
て
い
た
と
も
と
れ
る
。
篠
田
正
浩
監
督
の
直
話
に
よ
れ
ば
、
戦
災
の
た

め
エ
リ
ス
を
も
た
れ
て
泣
か
せ
る
よ
う
な
適
当
な
教
会
が
見
つ
か
ら
な
か

っ
た
か
ら
だ
そ
う
だ
が
、
教
会
の
円
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
エ
リ
ス
の
困
惑
ぶ

り
が
浮
き
上
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
救
い
を
求
め
る
場
所
、

そ
の
教
会
の
門
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。

リ
ザ
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
エ
リ
ス
と
イ
メ
ー
ジ
が
ち
が
う
と
い
う
者
が
多
い
。

そ
の
上
、
貧
困
な
筈
の
エ
リ
ス
の
着
て
い
る
衣
裳
は
豪
華
に
過
ぎ
る
の
で

は
な
い
か
。
「
掌
上
の
舞
を
も
な
し
え
ぬ
べ
き
少
女
」
と
い
う
感
じ
で
は
な

い
。
豊
太
郎
の
母
は
、
息
子
の
免
官
の
あ
と
自
殺
が
未
遂
に
終
り
船
中
に

祝
電
を
打
っ
て
い
る
。
一

方
、
エ
リ
ス
は
流
産
は
し
た
も
の
の
発
狂
せ
ず
、

「
ト
ヨ
タ
ロ

l
」
と
叫
び
な
が
ら
、
豊
太
郎
と
相
沢
謙
吉
の
乗

っ
た
馬
車

を
追
い
か
け
て
ゆ
く
。
概
し
て
、
原
作
の
雰
囲
気
と
は
ち
が
っ
た
も
の
で

あ

っ
た
と
い
う
感
が
強
い
。
こ
の
映
画
に
つ
い
て
は
、
篠
田
監
督
自
身
の

(
日
)

談
話
や
記
事
が
い
く
つ
か
あ
り
、
吉
野
俊
彦
氏
も
「
映
画
『
舞
姫
』
と
森

(
ロ

)

(

日
)

鴎
外
」
、
長
谷
川
泉
氏
も
「
日
独
合
作
映
画

『舞
姫
』
を
観
て
」
を
書
い
て

い
る
。
篠
田
監
督
の
発
言
は
、
こ
の
映
画
の
製
作
意
図
を
は
っ
き
り
と
示

し
て
い
る
。
要
約
し
、
推
測
す
れ
ば
、
本
来
は
一
つ
の
東
西
ベ
ル
リ
ン
を
、

一
つ
の
ベ
ル
リ
ン
と
し
て
も
と
に
も
ど
し
た
い
と
い
う
ド
イ
ツ
の
希
望
を

入
れ
て
の
合
作
映
画
だ

っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
映
画
が
公
開
さ
れ

句
E
A

nヨ
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て
数
ヵ
月
後
、
実
際
上
ベ
ル
リ
ン
の
壁
は
消
滅
し
た
。
吉
野
氏
や
長
谷
川

氏
の
映
画
評
は
、
原
作
と
の
比
較
も
綴
密
だ
が
、
篠
田
監
督
の
場
合
は
、

鴎
外
に
関
す
る
専
門
家
で
な
い
上
、
記
憶
だ
け
で
発
言
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
若
干
の
思
い
ち
が
い
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
や
む
を
得
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
製
作
の
舞
台
裏
が
明
か
さ
れ
て
興
味

を
持
て
る
。

た
だ
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
い
か
に
映
画
が
名
作
で
あ
ろ
う
と
、
映

画

『舞
姫
』
と
原
作

『舞
姫
』
は
異

っ
た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

映
画
を
見
た
だ
け
で
、
原
作
を
読
ん
だ
な
ど
と
い
う
勘
ち
が
い
を
起
す
者

が
い
な
い
よ
う
願
う
。

十

現
在
ま
で
、
筆
者
は

『舞
姫
』
論
に

つ
い
て
、
あ
る
い
は
森
鴎
外
に
関

す
る
論
考
に
関
し
て
、
か
な
り
批
判
的
な
意
見
を
書
き
連
ね
て
来
た
。
ま

だ
ま
だ
筆
者
が
問
題
に
し
た
い
鴎
外
論
は
数
多
い
。
し
か
し
、
他
人
の
こ

と
を
云
々
す
る
前
に
自
分
自
身
の
失
敗
も
書
か
な
い
の
で
は
不
公
平
に
な

る
の
で
、
今
回
は
自
己
批
判
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
代
り
、
次
回
か
ら

は
ま
た
批
判
を
展
開
す
る
。

拙
著
「
森
鴎
外
|

|
初
期
文
芸
評
論
の
論
理
と
方
法
L

に
関
し
て
は
、

福
本
彰
氏
の
書
評
が
あ
る
が
、
福
本
氏
が
手
抜
き
と
批
判
し
て
い
る
部
分

は
、
殆
ど
当

っ
て
い
る
。

か
な
り
以
前
の
失
敗
で
は
、
『
評
言
と
構
想
』
第
五
輯
に
掲
載
さ
れ
た
、

「
鴎
外
と
忍
月
」
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
筆
者
は
鴎
外
の

「
レ
ツ
シ
ン
グ

が
事
を
記
す
」
を
『
月
草
』
所
収
と
し
て
い
る
が
、
記
憶
だ
け
で
書
い
た

誤
り
で
、
実
際
は
『
か
げ
草
』
所
収
で
あ
る
。

最
近
『
妨
害
月
刊
』
第
5
巻
6
号
に
「
鴎
外
と
日
本
の
医
界
」
を
書
い

た
。
こ
の
中
で
鴎
外
は
「
医
学
的
な
活
動
で
は
決
し
て
『
鴎
外
』
と
は
称

し
て
い
な
い
L

と
書
い
た
。
こ
れ
も
筆
者
の
記
憶
ち
が
い
で
あ
る
。
こ
こ

で
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
蔵

『文
づ
か
ひ
』
原
稿
複

製
版
解
説
で
、
貼
紙
の
箇
所
を
は
が
し
て
書
き
直
し
た
部
分
を
抜
き
出
し

た
。
し
か
し
、
手
許
の
、
原
稿
の
コ
ピ

l
に
訂
正
箇
所
だ
け
を
書
き
加
え

た
も
の
を
も
と
に
し
て
リ
ス
ト
を
作
っ
た
の
で
、
脱
落
が
か
な
り
と
若
干

(
M
)
 

の
誤
り
が
あ
っ
た
。

山
崎

一
穎
氏
に
指
摘
さ
れ
た
が
、
事
情
や
む
を
得
な

い
と
は
言
え
、
手
抜
き
に
は
ち
が
い
な
い
。

ワ匂nヨ

、ぽ

「
鴎
外
『
舞
姫
』
の
発
想
」
(
関
西
大
学
『
国
文
学
』

一
八
号
、
昭
辺

・

7

の
ち
「
明
治
期
の
文
芸
評
論
」

〈
昭
必

・
5

八
木
書
庖
〉
に
再
録
)

2
、
「
『
舞
姫
』
の
構
造
と
新
し
さ
」
(
『
日
本
近
代
文
品
子
』
二
六
集

昭
日

-m
)

3
、
嘉
部
嘉
隆
編
「
森
鴎
外

『舞
姫
』
諸
本
研
究
と
校
本
」
(
昭
臼
・

1
桜
楓

社
)
中
の

「分
節
の
立
て
方
」
に
よ
る
。

4
、
長
谷
川
泉
「
森
鴎
外
と
武
島
務
」

(『
日
本
近
代
文
学
』

一
三
集

昭
6
・

日
)

5
、
「
『贋
物
』
横
行
世
界
で
の

『本
物
』
志
向
の
達
成
度
」

(
『
樟
蔭
国
文
学
』

十
九
号
、
昭
貯
・

2
)
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か
な
り
似
翫
グ
，
扶
郎
て
H
H

42旦
一E
t
相
究
』

2
3」車
1
3
1

1

'

「
『
舞
姫
』
再
説
|
|
『
特
殊
の
面
白
あ
る
才
子
住
人
の
物
語
』」
(
『
文
学

論
輯
』一一
六
号
、
昭
日

・
ロ
)

7、

「森
鴎
外
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
(
『
群
像
』
昭

μ
・
9
、
の
ち
「
近
代

日
本
文
学
の
展
望
」

〈
昭
羽

・
2
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
刊
〉
所
収
)

8
、
「
若
き
日
の
森
鴎
外
」
(
昭
付

-m、
東
京
大
学
出
版
会
)

9
、
「
う
た
か
た
の
跡
」

(『文
学
』
昭
U
-
U
)

日
、
森
鴎
外
研
究
会
企
画
「
鴎
外
・
激
石
文
学
の
旅
」

(一

九
八
八

・
九
)

で
、
た
ま
た
ま
西
ベ
ル
リ
ン
の
ホ
テ
ル
が
同
じ
で
あ

っ
た
た
め
、
ガ
イ
ド

を
通
し
て
、
篠
田
監
督
の
部
屋
に
招
か
れ
、
お
話
を
伺
っ
た
。

口、

一
例
と
し
て
、
「
『舞
姫
』
雑
感
」

(『
文
芸
春
秋
』
平
1
・
5
)
が
あ
り
、

ま
た
郷
ひ
ろ
み
も

『文
芸
春
秋
』
に
書
い
て
い
る
。

ロ、

「映
画

『舞
姫
』
と
森
鴎
外
」
(
『別
冊
文
芸
春
秋
』
平
1
・

m)

口、

「鴎
外
」
(
森
鴎
外
記
念
会
)
第
初
号

(平
1
・
7
)
所
収

M
H

、

「
『文
づ
か
ひ
』
の
複
製
の
意
義
」
(
『
森
鴎
外
研
究
』
第
三
号
、
平
1
・
ロ
)

6 
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