
中
村
さ
ん
の
「
戯
作
伽
」
が
川
ま
し
た
の
は
、

近
来
の
慶
淵
で
す
。
近
世
後
期
文
学
研
究
界
の
第

一
人
者
中
村
さ
ん
の
著
書
と
し
て
は
、
既
に
「
近

世
小
説
史
の
研
究
」
「
近
仙
作
家
研
究
」
の
中
に

も
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
ゐ
た
と
は
い
へ
、
単
行

本
と
し
て
は
、
遅
き
に
失
し
た
感
が
な
い
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
三
十
年
前
、
私
ら
は
、
中
村
さ
ん
の

そ
の
論
に
煙
に
ま
か
れ
、
刺
枚
さ
れ
、
私
如
き
も

卒
業
論
文
に
危
く
「
平
賀
洲
内
」
を
手
が
け
る
と

こ
ろ
で
し
た
。
そ
の
源
内
を
途
中
で
徐
て
ま
し
た

の
は
、
「
八
幡
の
澱
し
ら
ず
」
に
分
け
入
り
難
い

不
勉
強
の
私
を
自
党
し
た
か
ら
で
し
た
。
「
八
幡

の
激
し
ら
ず
を
」
「
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
、
向
ふ
側

へ
出
ら
れ
る
正
し
い
道
を
」
「
辿
り
得
」
る
の
は
、

大
変
な
難
事
な
の
で
す
。
三
十
年
前
既
に
な
み
な

み
な
ら
ぬ
蓄
積
の
あ
っ
た
中
村
さ
ん
に
「
戯
作
論
」

は
、
現
学
界
で
の
待
望
の
吉
と
い
へ
ま
せ
う
。

耆
評
中
村
幸
彦
氏
「
戯
作
論
」

書
評

中
村
幸
彦
氏

「
戯

作

論
L~－

穆
ｕ

人

ｊ

中
村
さ
ん
は
、
克
明
に
カ
ー
ド
を
採
る
人
で
、

三
十
年
前
、
中
村
さ
ん
の
書
斎
に
は
、
充
実
し
た

カ
ー
ド
ポ
ッ
ク
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
弓
天
下
の
町

人
Ⅷ
一
考
」
を
は
じ
め
豊
か
な
資
料
を
駆
使
し
た
的

確
な
論
考
の
数
角
は
、
そ
こ
を
足
場
に
生
れ
た
の

で
す
。
戯
作
は
開
拓
の
不
十
分
な
、
従
っ
て
、
「
詳

述
と
実
証
」
を
必
要
と
す
る
分
野
な
の
で
、
学
界

は
、
そ
の
学
風
か
ら
、
学
者
中
村
さ
ん
に
、
数
千

頁
に
も
及
ぶ
や
う
な
「
戯
作
の
大
諭
文
」
「
戯
作

の
大
著
」
を
、
期
待
し
た
か
と
思
ひ
ま
す
。
中
村

さ
ん
自
身
「
学
術
的
に
行
き
と
ど
い
た
も
の
を
と

念
願
す
る
な
ら
ば
、
一
々
に
私
の
知
る
限
り
を
詳

述
し
て
、
自
然
と
、
分
量
だ
け
の
こ
と
だ
が
（
筆

者
云
、
｜
」
の
九
字
は
術
文
）
、
大
論
文
・
大
著
と
な
る

で
あ
ら
う
。
」
と
も
記
さ
れ
ま
す
。

「
し
か
し
、
戯
作
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
」
一
感

じ
て
ゐ
る
余
裕
派
的
と
か
小
味
と
か
云
っ
た
風
趣

と
、
『
大
愉
文
ｒ
Ｔ
「
大
著
‐
の
詔
と
が
、
」
「
ど
う

し
て
も
一
つ
に
な
ら
」
ず
、
「
戯
作
の
大
論
文
」
・

「
戯
作
の
大
著
」
を
「
賜
鹿
馬
鹿
し
い
、
黄
表
紙

の
外
迦
で
は
あ
る
ま
い
し
」
と
「
こ
ば
み
続
け
る
」

文
人
中
村
さ
ん
も
亦
、
私
は
極
く
自
然
に
首
術
川

米
る
の
で
す
が
、
そ
の
文
人
気
質
が
結
局
、
学
界

の
期
待
に
反
し
て
、
Ｂ
六
版
三
百
頁
の
こ
の
小
杵

と
な
っ
た
の
で
す
。

「
こ
れ
で
も
研
究
書
を
書
き
た
か
っ
た
私
は
、

そ
の
故
に
か
へ
っ
て
多
く
の
点
で
戯
作
の
側
に
妥

協
し
て
、
私
の
独
り
よ
が
り
の
気
持
か
ら
は
、
戯

作
相
応
に
、
こ
ん
な
小
柄
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ

た
。
主
目
的
た
る
戯
作
に
血
接
関
係
す
る
も
の
は
、

略
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
目
的

か
ら
遠
ざ
か
る
も
の
に
つ
い
て
は
八
そ
の
度
合
に

応
じ
て
、
そ
の
紀
述
に
、
排
述
と
実
証
を
一
堂
不

さ
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
の
か
は
り
、
参
考
諭
文

の
あ
げ
る
べ
き
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
に

し
た
。
」
と
、
そ
の
意
を
示
さ
れ
ま
す
。

「
詳
述
と
実
証
」
を
下
に
ふ
ま
へ
た
研
究
書
の

重
み
を
、
文
人
気
質
が
「
黙
約
の
文
章
」
に
さ
り

気
な
く
流
し
た
も
の
だ
け
に
、
初
学
者
に
は
、
そ

こ
に
あ
げ
ら
れ
た
参
考
論
文
を
辿
っ
た
り
、
そ
の

五
上



書
か
れ
て
な
い
と
こ
ろ
に
思
ひ
を
は
せ
た
り
、
相

当
の
努
力
を
払
は
ね
ば
、
理
解
し
難
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

大
よ
そ
、
読
者
と
い
ふ
も
の
は
、
常
に
予
想
を

も
っ
て
書
物
に
接
す
る
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
の

予
想
が
そ
の
書
物
に
よ
っ
て
充
さ
れ
ま
す
と
、
そ

の
書
物
は
大
変
に
立
派
な
書
物
で
、
胤
分
も
大
変

に
向
上
し
た
か
の
や
う
な
気
に
な
り
ま
す
。
か
く

て
、
一
般
読
書
階
級
の
常
識
と
上
下
す
る
程
の
凡

害
が
、
世
評
を
博
す
る
に
至
る
の
で
す
。

が
、
こ
の
書
物
は
、
さ
う
し
た
世
間
通
用
の
常

識
と
は
、
隔
絶
し
た
中
身
を
も
っ
て
ゐ
ま
す
。
中

村
さ
ん
の
名
に
こ
は
も
て
す
れ
ば
別
で
す
が
、
初

学
者
に
は
、
恐
ろ
し
く
取
っ
着
き
の
悪
い
、
第
一

章
か
第
二
章
く
ら
ゐ
で
投
げ
出
し
た
く
な
る
書
物

で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

中
途
か
ら
言
ふ
の
も
変
な
の
で
す
が
、
私
が
話

し
か
け
て
ゐ
る
の
は
、
初
学
者
で
す
。
一
人
前
の

人
に
は
自
分
の
眼
が
あ
る
は
ず
で
、
新
刊
紹
介
を

必
要
と
す
る
の
は
、
初
学
者
に
限
る
と
恩
ふ
の
で

す
が
、
初
学
者
に
対
し
て
、
特
に
、
近
世
文
学
、

就
中
、
後
期
で
も
や
ら
う
と
す
る
な
ら
、
初
学
者

の
予
想
を
裏
切
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
参
考

論
文
を
辿
り
、
深
く
考
へ
て
へ
辛
抱
強
く
、
こ
の

書
物
を
理
解
し
よ
う
と
、
努
力
す
る
こ
と
を
す
す

め
た
い
と
思
ふ
の
で
す
。
さ
う
す
れ
ば
は
じ
め
て
、

初
学
者
は
、
近
世
後
期
文
学
に
対
す
る
本
物
の
基

礎
知
識
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
ひ
ま
す
。
寝

こ
ろ
ん
で
で
も
理
解
出
来
る
や
う
な
吾
物
を
何
十

冊
沈
ん
で
も
無
意
味
な
の
で
す
。
つ
い
で
に
老
爺

心
か
ら
申
し
添
へ
ま
す
と
、
取
っ
沸
き
悪
い
と
言

ひ
ま
し
て
も
、
表
現
だ
け
が
難
し
い
も
の
、
む
し

ろ
中
身
の
な
い
た
め
に
表
現
だ
け
を
難
し
く
し
た

も
の
と
、
中
身
の
豊
か
な
故
に
難
し
い
の
と
は
、

は
っ
き
り
区
別
し
て
も
ら
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

読
ん
だ
あ
と
で
、
自
分
の
知
識
乃
至
は
思
想
が
、

ど
れ
だ
け
改
め
ら
れ
豊
か
に
さ
れ
た
か
ど
う
か
で

そ
の
事
は
区
別
出
来
ま
す
の
で
、
虚
心
な
ら
、
誰

に
て
も
す
ぐ
に
感
じ
と
ら
れ
ま
す
。

閑
話
し
ば
ら
く
体
題
し
て
、
こ
こ
ら
で
内
容
の

紹
介
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
す
が
、
も
と
も

と
「
黙
約
の
文
章
」
な
の
で
、
要
約
な
ど
Ⅲ
来
ま

せ
ず
、
致
し
方
な
く
、
は
じ
め
に
疎
目
次
を
あ
げ
、

化
か
の
口
添
へ
に
、
お
茶
を
湖
さ
う
と
恩
ひ
ま
す
。

疎
目
次

前
言
（
七
頁
）

五
八

第
一
章
戯
作
の
意
義
（
一
九
頁
）

第
二
章
戯
作
の
発
生
と
そ
の
精
神
目
（
一
二
頁
）

ｌ
文
人
趣
味
と
そ
の
推
移
’

第
三
章
戯
作
の
発
生
と
そ
の
精
神
口
三
四
頁
）

ｌ
離
世
的
精
神
１

節
四
章
前
川
戯
作
界
（
一
九
頁
）

第
五
章
後
期
戯
作
界
（
三
四
頁
）

館
六
章
戯
作
表
現
の
特
色
㈲
（
三
五
画
）

ｌ
発
想
法
’

一
う
が
ち

二
ち
ゃ
か
し

第
七
章
戯
作
表
現
の
特
色
口
（
四
四
頁
）

ｌ
構
成
法
’

第
八
章
戯
作
表
現
の
特
色
日
（
二
六
頁
）

ｌ
趣
向
の
形
式
’

第
九
章
戯
作
文
章
の
特
色
（
二
八
頁
）

鋪
十
章
戯
作
作
風
の
推
移
（
一
三
頁
）

後
語
ｌ
近
代
へ
の
接
続
Ｉ
（
二
四
頁
）

あ
と
か
き
（
五
頁
）

索
引
（
一
二
瓦
）

ま
づ
、
中
村
さ
ん
が
、
こ
の
本
を
書
か
れ
た
理

由
を
紹
介
し
ま
す
。
「
前
言
」
に
大
よ
そ
次
の
如

く
記
さ
れ
ま
す
。

’



、
戯
作
は
、
「
現
代
の
日
本
人
が
、
自
国
の
文
学

的
古
典
」
の
中
で
、
「
最
も
冷
淡
に
あ
つ
か
」
ひ

「
蔑
視
」
す
る
作
品
で
、
「
日
本
文
学
研
究
の
対

象
と
し
て
」
も
「
最
も
取
り
残
さ
れ
た
分
野
」
な

の
で
す
が
、
「
か
く
も
」
「
現
代
人
と
戯
作
の
間

に
」
「
疎
隔
を
来
し
た
の
」
は
「
何
故
」
か
と
問

ふ
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

「
明
治
以
後
の
近
代
文
学
」
に
あ
っ
て
は
そ
れ

「
以
前
の
日
本
の
古
典
文
学
と
如
何
に
し
て
絶
縁

す
る
か
の
方
途
」
・
が
、
「
最
大
の
方
途
」
の
「
反

面
」
と
し
て
「
顕
然
と
存
在
し
」
て
ゐ
ま
し
た
の

で
、
中
で
も
近
世
文
学
、
特
に
「
最
も
近
代
に
近

い
時
代
で
、
最
も
き
び
し
く
否
定
さ
れ
た
も
の
の

中
に
こ
の
戯
作
が
あ
」
り
、
さ
う
し
た
「
文
壇
」
．

の
「
思
潮
」
が
支
配
し
て
、
「
国
文
学
者
の
間
で

も
」
「
戯
作
の
評
価
」
を
低
く
し
た
と
い
ふ
の
で

す
。

「
現
代
文
学
は
、
様
式
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は

あ
る
が
、
作
品
の
内
容
を
専
一
と
す
る
。
換
言
す

れ
ば
何
を
あ
っ
か
ふ
か
が
第
一
の
問
題
で
あ
る
が
、

戯
作
は
ど
う
書
く
か
が
常
に
第
一
の
関
心
事
で
、

換
言
す
れ
ば
、
表
現
を
主
と
す
る
文
学
だ
っ
た
や

う
で
あ
る
。
」
戯
作
の
「
気
分
、
椎
図
的
へ
類
型
、

害
評
中
村
幸
彦
氏
「
戯
作
袖
」

喜
劇
性
、
表
現
第
一
主
義
な
ど
が
、
日
本
の
そ
れ

以
前
の
文
学
に
既
に
、
例
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

日
本
文
学
の
歴
史
の
長
い
間
の
残
澤
の
如
く
、
そ

れ
ら
が
混
然
と
し
て
、
濃
厚
に
、
戯
作
の
中
に
沈

澱
し
て
ゐ
て
、
噸
酵
す
る
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
の

点
か
ら
も
、
古
い
日
本
文
学
と
一
応
絶
縁
し
た
現

代
文
学
か
ら
見
れ
ば
、
最
も
典
質
的
な
文
学
だ
と

い
ふ
こ
と
に
も
な
る
。
」
と
も
、
「
戯
作
が
広
く
肚

界
文
学
を
見
渡
し
て
、
珍
し
い
文
学
で
あ
っ
た
こ

と
に
は
間
違
な
」
く
、
「
外
国
文
学
に
は
認
め
ら

れ
な
い
日
本
的
な
特
異
さ
が
、
濃
く
こ
こ
に
は
あ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
も
書
か
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
「
戯
作
は
ど
う
や
ら
、
非
現
代
的
で

あ
る
と
共
に
、
非
西
欧
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
現
代

的
、
西
欧
的
方
法
で
相
対
す
る
時
、
そ
の
本
質
に

ま
で
せ
ま
り
得
な
い
も
の
が
残
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
今
の
研
究
方
法
で
割
り
切
れ
な
い
故
を
も

っ
て
、
軽
視
し
て
ゐ
る
所
が
、
も
し
戯
作
の
本
質

で
あ
る
の
な
ら
ば
、
戯
作
を
軽
視
し
て
ゐ
る
の
で

は
な
く
、
戯
作
に
翻
弄
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い

か
と
の
疑
惟
も
な
い
で
は
な
い
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
以
下
の
検
討
に
お
い
て
は
、
何
か
と
ら
は

れ
た
方
法
を
も
っ
て
相
対
す
る
の
で
は
な
く
、
戯

作
に
州
来
る
だ
け
即
し
て
考
へ
て
行
か
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
、
自
ら
戒
心
せ
ね
ば
な
ら
な
い
や
う
で

あ
る
。
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
達
し
ま
す
。

私
は
先
き
に
、
こ
の
本
は
要
約
出
来
な
い
と
書

き
ま
し
た
が
、
強
ひ
て
抜
き
書
き
し
て
み
て
、
中

村
さ
ん
の
意
を
正
確
に
伝
へ
て
ゐ
な
↓
い
こ
と
を
思

は
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
前
言
」

の
こ
の
結
び
は
、
ひ
ど
く
控
へ
め
な
が
ら
、
中
村

さ
ん
が
こ
の
「
戯
作
論
」
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
伎
養
と
、
戯
作
の
本
質
に
対
す
る
見
通
し
と
、

そ
の
研
究
方
法
を
的
確
に
示
嵯
す
る
も
の
と
言
へ

ま
せ
う
。

か
う
し
た
前
提
か
ら
、
戯
作
の
本
質
が
追
求
さ

れ
る
の
が
本
論
な
の
で
、
本
来
な
ら
、
次
い
で
、

本
論
の
解
説
を
す
ゞ
へ
き
で
す
が
、
こ
の
密
度
の
濃

い
本
論
を
要
約
し
な
が
ら
紹
介
す
る
こ
と
は
、
私

の
手
に
負
へ
ぬ
こ
と
ゆ
ゑ
、
紹
介
頁
数
の
少
な
さ

を
口
実
に
、
本
論
の
紹
介
は
先
記
の
疎
目
次
に
強

ひ
て
譲
っ
て
、
一
挙
に
「
後
語
」
に
と
び
ま
す
。

「
前
言
」
の
意
図
か
ら
、
本
論
で
は
「
戯
作
文

学
の
持
っ
た
現
代
文
学
と
の
異
質
的
な
も
の
に
重

点
を
置
い
」
て
述
ゞ
へ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
「
後
語
」

で
は
、
む
し
ろ
そ
の
反
対
の
点
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ

五
九



ま
す
。
「
歴
史
的
に
見
て
、
戯
作
と
近
代
の
小
説

と
は
、
全
く
否
定
的
に
の
み
接
続
す
る
か
と
云
へ

ぱ
、
さ
う
の
み
と
も
限
ら
「
一
ず
、
「
そ
の
間
の
」

継
承
関
係
を
た
ぐ
り
出
し
て
、
「
簡
略
に
、
図
式

的
に
記
」
さ
れ
た
も
の
で
す
。
と
い
ふ
こ
と
は
、

本
論
と
無
関
係
に
述
べ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
本

論
を
深
め
た
と
こ
ろ
に
、
↓
一
ゞ
、
の
反
面
と
し
て
、
は

じ
め
て
出
て
来
る
見
解
で
す
の
で
、
そ
の
点
、
本

論
を
省
略
し
て
、
｜
‐
後
語
‐
一
に
及
ぶ
紹
介
の
意
味

も
若
干
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
、
気
安

め
を
言
っ
て
置
き
亥
す
。

戯
作
文
学
と
現
代
文
学
と
の
「
異
質
的
な
」
「
様

相
」
の
中
に
も
、
「
ス
ト
ー
リ
ー
鋪
一
主
義
の
説

話
」
か
ら
「
人
間
社
会
の
探
求
」
へ
の
「
指
向
」
、

「
短
編
の
集
合
」
か
ら
「
長
細
」
化
へ
の
傾
向
、

「
聴
覚
的
文
章
か
ら
視
覚
的
な
も
の
へ
の
変
化
」
、

「
口
語
文
脈
」
の
「
進
歩
」
、
「
写
実
的
な
物
の
見

方
や
表
現
の
仕
方
」
の
「
部
分
的
」
な
「
進
歩
」
、

「
小
説
批
評
」
の
成
立
な
ど
、
戯
作
文
学
に
お
い

て
も
、
「
大
勢
は
、
小
説
を
と
り
ま
く
外
郭
や
表

現
の
面
で
は
近
代
を
指
向
す
る
‐
も
の
が
多
か
っ
た

が
、
思
念
的
な
面
で
は
、
近
代
未
だ
し
の
感
が
濃

厚
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
そ
の
理
由
を
、

戯
作
は
「
漸
く
実
用
的
な
払
楽
と
し
て
存
在
価
値

を
服
め
ら
れ
た
だ
け
」
の
「
俗
で
第
二
文
芸
で
あ

っ
た
か
ら
」
と
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
、
そ
れ
に
対
す
る
雅
で
第
一
文
芸
で

あ
る
漢
文
学
や
和
歌
な
ど
を
願
ま
す
と
、
例
へ
ば
、

香
川
景
樹
の
和
歌
理
論
は
「
既
に
近
代
に
入
る
か

と
さ
へ
思
は
れ
る
が
、
作
品
そ
の
も
の
を
見
れ

ば
、
」
「
古
今
集
以
来
の
伝
統
か
ら
全
く
脱
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
」
と
い
ふ
現
象
も
見
ら
れ
る
の
で

す
。

こ
の
あ
と
、
巻
末
に
、
中
村
さ
ん
は
、
吹
の
如

く
記
さ
れ
ま
す
。
ｌ

か
く
考
へ
て
来
る
と
、
俗
文
学
の
世
界
で
は
、

近
代
的
表
現
を
志
向
し
て
の
進
歩
が
あ
っ
た
が
、

精
神
的
覚
岬
が
伴
は
な
か
っ
た
。
雅
文
学
の
世
界

で
は
、
近
代
的
文
学
粘
神
の
覚
州
は
次
鯆
に
栂
め

ら
れ
る
が
、
近
代
的
な
表
現
が
そ
れ
に
そ
ば
な
か

っ
た
。
各
は
そ
の
片
端
な
ま
典
で
、
近
代
的
な
も

の
を
別
灸
に
発
達
さ
せ
た
形
で
明
沿
へ
流
れ
込
ん

だ
の
で
あ
る
。
坪
内
泣
迩
は
『
小
説
神
髄
』
で
賜

泳
を
批
難
し
た
が
、
辿
逓
の
文
学
人
情
説
よ
り
は
、

馬
琴
の
勧
懲
的
作
品
の
方
が
、
思
想
の
文
学
的
消

化
と
い
ふ
点
で
、
迩
迩
よ
り
一
歩
先
ん
じ
て
ゐ
た

六
○

所
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
正
岡
子
規
は

香
川
景
樹
と
そ
の
桂
園
派
の
和
歌
を
批
錐
し
、
「
景

樹
と
い
ふ
男
は
く
だ
ら
ぬ
男
な
る
事
、
（
中
略
）
若

し
彼
の
晶
負
せ
ん
者
あ
ら
ば
尽
く
同
罪
た
る
》
へ
き

者
な
り
」
．
（
『
歌
話
』
）
と
ま
で
述
ぺ
た
が
、
子
規
の

打
立
て
た
文
学
観
と
、
最
も
近
い
考
へ
を
持
っ
て

ゐ
た
の
は
実
は
景
樹
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
し
か
る

に
辿
迩
も
子
規
も
、
馬
寒
や
景
樹
の
持
っ
た
悪
い

部
分
を
の
み
攻
撃
し
た
。
自
己
ら
と
相
違
す
る
面

の
み
を
攻
撃
し
て
、
同
系
の
部
分
に
眼
を
か
け
よ

う
と
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
兼
者
云
、
そ
の

遁
遥
や
子
規
の
言
ふ
こ
と
の
み
に
盲
従
し
て
、
自
分
の

眼
で
那
災
を
碓
め
な
か
っ
た
の
が
、
文
塩
の
思
潮
で
あ

り
、
ひ
い
て
は
、
国
文
学
界
の
評
価
で
も
あ
っ
た
の
で

す
。
）鋪

二
文
芸
の
述
し
た
表
現
、
鋪
一
文
芸
の
達
し

た
思
念
の
各
☆
の
新
し
い
も
の
を
、
第
一
文
芸
の

達
し
た
文
学
の
芸
術
的
評
価
の
下
に
統
合
す
れ
ば
、

近
代
文
学
が
、
勿
論
小
説
を
も
含
め
て
、
成
立
す

る
か
と
思
は
れ
る
段
階
に
、
明
治
を
前
に
し
て
、

日
本
の
文
学
界
も
達
し
て
ゐ
た
と
も
見
え
る
の
で

あ
る
。
が
そ
れ
は
形
式
的
な
理
解
で
あ
っ
て
、
実

際
に
そ
の
統
合
は
至
難
鴉
で
あ
っ
て
、
舗
一
、
鮒



二
両
文
学
界
と
も
に
、
さ
う
し
た
力
と
可
能
性
は

な
か
な
か
に
生
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
し
こ
こ
に

第
一
、
第
二
文
芸
界
に
共
に
通
じ
た
人
が
あ
っ
た

な
ら
ば
、
如
何
で
あ
ら
う
か
。
実
は
俳
譜
を
や
り

和
歌
を
た
し
な
ん
だ
正
岡
子
規
は
、
さ
う
し
た
人

で
あ
っ
た
。
古
典
文
学
の
雅
俗
に
親
し
ん
だ
坪
内

迩
遥
も
実
は
さ
う
し
た
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
近

代
文
学
の
創
始
者
で
あ
り
得
た
、
一
つ
の
原
因
は
、

こ
の
近
世
に
起
っ
て
、
近
世
を
通
じ
て
分
れ
て
来

た
雅
俗
の
両
作
品
に
親
し
み
、
又
身
に
つ
け
て
ゐ

た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
方
に
通
じ
、
親
ん

だ
だ
け
で
、
雅
俗
を
潭
和
統
合
し
得
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
平
賀
源
内
や
上
田
秋
成
ら
も
、
雅
俗

に
出
入
し
た
が
、
ま
だ
遁
遙
、
子
規
ま
で
に
至
ら

な
か
っ
た
。
明
治
に
入
っ
て
、
西
欧
の
文
学
作
品

と
文
学
意
識
、
又
、
人
間
社
会
に
つ
い
て
の
新
思

想
の
輸
入
が
あ
っ
て
、
迩
遙
や
子
規
ら
は
そ
の
洗

醤
評
中
村
幸
彦
氏
「
戯
作
諭
」

礼
を
う
け
た
。
こ
の
西
欧
的
な
も
の
を
媒
介
と
し

て
、
雅
俗
二
つ
の
文
学
界
に
発
生
し
た
‐
も
の
が
、

な
ほ
幾
多
の
変
転
を
経
な
が
ら
、
統
合
し
て
、
近

代
文
学
、
近
代
小
説
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
が
戯
作
と
近
代
小
説
と
の
関
係
の
図
式
で

あ
る
。
小
説
史
の
現
実
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
明
治

十
八
年
『
小
説
神
髄
』
が
冊
て
、
小
説
は
芸
術
の

一
に
し
て
、
人
情
を
主
脳
と
し
、
「
限
り
な
き
人

間
の
情
慾
を
限
り
あ
る
小
冊
子
の
う
ち
に
網
羅

し
」
、
之
を
も
て
あ
そ
べ
る
読
者
を
し
て
自
然
に

反
省
せ
し
め
る
も
の
、
「
党
に
は
伝
奇
、
戯
曲
を

凌
駕
し
、
文
壇
上
の
最
大
美
術
の
其
随
一
」
と
な

る
ゞ
へ
き
を
予
言
し
た
。
同
二
十
五
年
内
田
不
知
庵

の
一
‐
文
学
一
班
』
に
は
、
「
文
学
と
は
人
生
に
属

す
る
諸
現
象
の
研
究
」
と
明
記
し
て
あ
る
。
戯
作

を
戯
作
で
あ
ま
ん
じ
せ
し
め
た
小
説
観
は
か
く
て

払
拭
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
し
い

「
創
作
」
と
よ
ぶ
小
説
が
や
が
て
生
れ
出
る
。
そ

れ
で
も
、
「
小
説
は
美
術
な
り
、
実
用
に
供
ふ
、
へ

き
も
の
に
あ
ら
ね
ば
、
其
実
益
を
あ
げ
っ
ら
は
む

こ
と
な
か
／
、
に
曲
こ
と
な
る
べ
し
」
と
云
ひ
つ

つ
も
、
「
小
説
神
髄
』
も
、
流
石
に
新
し
い
意
味

の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
小
説
の
四
大
碑
益
を

か
か
げ
た
。
石
橋
忍
月
の
進
歩
的
な
一
評
論
の
中
に

も
、
小
説
の
効
用
を
説
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

は
小
説
を
娯
楽
と
見
て
軽
視
す
る
古
い
風
習
を
さ

け
る
為
に
は
当
時
と
し
て
も
な
ほ
不
可
欠
な
処
置

だ
っ
た
こ
と
を
思
ふ
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
１

以
上
で
、
「
後
語
」
が
終
り
ま
す
。
至
っ
て
放

跳
な
紹
介
で
す
が
、
紹
介
を
抜
か
し
た
本
論
を
誠

む
気
を
、
初
学
者
に
起
し
て
も
ら
へ
た
ら
、
幸
ひ

で
す
。

一
ハ
ー


