
著
者
が
昭
和
五
十
年
代
に
「
日
本
文
芸
学
」
等
禽
を
舞
台
と
し
て
次
☆
に

発
表
さ
れ
た
論
稿
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
る
。
近
年
、
平
家
物
語
研
究
は
多

様
な
展
開
を
見
せ
て
お
り
、
研
究
書
の
刊
行
も
相
次
い
で
い
る
が
、
そ
う
し

た
中
で
著
者
の
研
究
姿
勢
の
駁
も
際
立
っ
た
特
徴
は
、
文
芸
学
の
正
統
的
な

流
れ
を
受
け
継
い
で
、
作
品
の
文
芸
性
、
文
学
的
価
値
を
正
面
か
ら
問
わ
ん

と
す
る
姿
勢
を
一
貫
し
て
堅
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

こ
二
十
五
年
程
の
平
家
物
語
研
究
が
、
諸
本
論
や
古
態
論
・
原
態
諭
、
及
び

説
話
論
な
い
し
説
話
「
管
理
者
」
論
等
を
中
心
に
、
成
立
論
的
な
関
心
に
や

や
傾
斜
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て
き
た
中
で
、
作
品
の
文
芸
性
に
真
っ
向
か
ら
切

り
込
ま
ん
と
す
る
著
者
の
一
貫
し
た
姿
勢
は
貴
重
で
あ
り
、
文
学
研
究
と
は

何
か
と
い
う
根
本
問
題
に
関
わ
る
問
い
を
、
研
究
者
に
投
げ
か
け
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

と
り
わ
け
、
著
者
の
独
自
性
は
、
現
在
、
常
識
的
な
評
価
と
し
て
ほ
ぼ
定

着
し
た
感
の
あ
る
覚
一
木
の
「
達
成
」
に
疑
問
を
呈
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

著
者
自
身
が
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
点
の
追
究

が
、
質
量
両
面
に
お
い
て
本
書
の
中
心
を
占
め
て
い
る
と
言
っ
て
良
か
ろ

書
評堀

竹
忠
晃
著

「
平
家
物
語
論
序
説
」

『
平
家
物
語
論
序
説
』

佐
伯
真

う
。
第
五
章
弓
平
家
物
語
』
（
党
一
本
）
の
非
文
芸
的
側
面
」
と
い
う
表
題

が
、
そ
の
問
題
意
識
を
最
も
端
的
に
諮
っ
て
い
る
が
、
こ
の
章
の
み
な
ら

ず
、
本
書
の
各
所
に
覚
一
本
の
評
価
に
対
し
て
疑
問
を
呈
示
し
た
箇
所
が
見

受
け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
覚
一
本
の
「
非
文
芸
的
側
面
」
に
言
及
し
な
い
ま
で

も
、
「
覚
一
本
の
達
成
」
と
い
う
既
成
の
評
価
に
安
住
せ
ず
、
独
自
の
評
価

を
下
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
著
者
の
基
本
姿
勢
は
、
本
言
を
一
貫
し
て
支
え
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
、
覚
一
本
評
価
の
定
着
に
よ
っ
て
、
研
究
者

の
間
に
は
、
「
覚
一
本
の
達
成
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
結
論
を
持
っ
て
ゆ
き
さ

え
す
れ
ば
一
件
落
着
す
る
と
で
も
言
っ
た
よ
う
な
ム
ー
ド
、
あ
る
い
は
、
他

の
諸
木
が
「
覚
一
本
の
達
成
」
を
言
う
た
め
の
引
き
立
て
役
的
な
材
料
と
し

て
の
み
検
討
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
傾
向
さ
え
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し

た
中
で
、
既
成
の
評
価
に
安
易
に
よ
り
か
か
ら
ず
、
独
自
の
視
点
を
確
保
せ

ん
と
す
る
態
度
は
貴
重
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
態
度
は
、
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
第
二
章
で
は
「
宇
治
川
先

陣
‐
｜
に
お
け
る
畠
山
重
忠
の
形
象
に
つ
い
て
、

「
延
慶
木
」
の
叙
述
の
方
が
、
よ
り
歴
史
的
真
実
性
を
そ
な
え
た
描
き

方
を
し
て
い
る
と
思
う
。
（
中
略
）
歴
史
的
真
実
に
近
い
表
現
を
か
り

に
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
で
評
す
る
な
ら
ば
、
「
覚
一
本
」
よ

り
延
慶
本
そ
の
他
の
読
み
本
の
方
が
、
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
強
く
そ
な
え
て

い
る
と
も
い
え
る
。
（
七
○
頁
）

あ
る
い
は
第
五
章
で
は
「
内
裏
炎
上
」
に
お
け
る
時
忠
の
形
象
に
つ
い
て
、

上
卿
と
し
て
臨
む
時
忠
の
心
情
が
問
題
に
さ
れ
ず
、
時
忠
の
行
為
の
み

が
描
写
さ
れ
る
「
覚
一
本
」
の
方
法
は
、
や
は
り
人
物
描
写
と
し
て
は
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一
面
的
で
、
片
寄
り
が
あ
り
、
真
実
性
に
欠
け
る
恨
み
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
、
時
忠
の
心
情
に
立
ち
入
っ
て
彼
の
行
為
を

描
く
「
延
慶
本
」
の
方
が
、
ま
だ
「
覚
一
本
」
に
比
較
し
て
歴
史
的
真

実
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
（
一
○
三
頁
）

ま
た
、
同
じ
章
で
「
祇
王
」
に
お
け
る
清
盛
の
形
象
に
つ
い
て
、

仏
を
抱
い
て
帳
台
の
内
へ
は
い
る
行
為
は
、
も
と
よ
り
優
美
さ
を
好
む

「
覚
一
本
」
の
編
者
に
と
っ
て
は
、
露
骨
で
卑
狼
な
行
為
か
も
知
れ
ぬ

が
、
清
盛
の
直
情
径
行
の
性
格
を
巧
み
に
表
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
の

点
「
覚
一
本
」
は
清
盛
の
造
型
に
、
「
屋
代
本
」
や
「
延
慶
本
」
等
と

比
較
し
た
場
合
、
温
和
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

が
逆
に
清
盛
の
人
物
造
型
の
面
で
、
リ
ア
ル
を
欠
く
結
果
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
一
○
五
頁
）

さ
ら
に
、
第
六
章
で
は
、
「
小
教
訓
」
に
お
け
る
重
盛
造
型
に
つ
い
て
、
源

平
闘
靜
録
等
と
対
比
し
て
、

「
覚
一
本
」
で
は
清
盛
は
最
初
か
ら
何
も
言
わ
な
い
の
で
、
重
盛
は
自

分
の
意
見
を
言
い
ま
く
っ
た
形
に
な
り
、
成
親
の
死
罪
撤
回
が
い
か
に

困
難
で
あ
る
か
の
印
象
を
も
与
え
な
い
し
、
か
え
っ
て
清
盛
に
対
し
て

重
盛
が
、
い
か
に
超
人
的
で
あ
る
か
の
感
を
与
え
て
、
現
実
的
緊
迫
感

に
欠
け
る
恨
み
が
あ
る
。
（
一
二
頁
）

と
い
っ
た
形
で
表
現
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
延
慶
本
や
四
部
本
・
闘
詳
録
等

の
読
み
本
系
諸
本
、
及
び
屋
代
本
等
と
対
比
し
て
、
「
歴
史
的
真
実
性
」
「
リ

‐
ア
リ
テ
ィ
」
「
現
実
感
」
と
い
っ
た
も
の
が
覚
一
本
に
欠
け
て
い
る
ｌ
と

い
う
指
摘
と
し
て
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
六
章
で
は
、

重
盛
像
に
関
す
る
限
り
、
「
覚
一
本
」
は
文
学
的
達
成
と
は
い
え
ず
、

む
し
ろ
、
そ
れ
は
文
学
に
お
け
る
真
実
性
の
喪
失
、
あ
る
い
は
、
挫
折

（
こ
こ
ま
で
言
う
べ
き
か
ど
う
か
の
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
が
）
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
「
四
部
本
」
や
「
闘
靜
録
」
等
の
読
み
本
系

の
諸
本
の
方
が
、
よ
り
具
象
性
に
富
ん
で
お
り
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

で
あ
る
と
い
え
る
。
（
一
○
八
頁
）

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
亜
盛
像
の
問
題
に
限
ら
ず
、
「
覚
一
本
の
非
文

芸
的
側
面
」
に
対
す
る
著
者
の
追
究
は
、
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
論
理
に
よ

っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
指
摘
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
現
在
の
研
究
状
況
の
中
で
貴
重
で

あ
る
と
同
時
に
、
基
本
的
に
正
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
読
み
本
系
、
あ
る

い
は
覚
一
本
以
前
の
初
期
諸
本
と
目
さ
れ
る
諸
本
に
は
、
し
ば
し
ば
生
☆
し

い
リ
ア
ル
な
描
写
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
比
較
し
て
見
た
時
に
、
覚

一
本
の
整
っ
た
叙
述
が
空
々
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な

い
。
「
覚
一
本
の
達
成
」
と
い
う
常
識
的
な
評
価
も
そ
う
し
た
点
に
お
い
て

相
対
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
意
味
で
著
者
の
指
摘
は
正
し
く

評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
欲
を
言
え
ば
、
「
歴
史
的
真
実
性
」
「
リ
ァ
リ
テ
ィ
」
等
と
い
っ

た
言
葉
で
評
価
さ
れ
る
、
そ
れ
ら
非
・
覚
一
本
的
な
要
素
も
、
そ
の
内
実
を

問
う
な
ら
ば
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
は
ず
で
、
た
と
え
ば
、
「
忠
度
都
落
」

に
お
い
て
門
を
閉
じ
て
震
え
て
い
る
俊
成
を
描
く
こ
と
が
事
件
の
実
際
の
状

況
に
近
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
（
第
一
章
）
と
二
‐
祇
王
」
に
お
い

て
仏
を
帳
台
に
連
れ
込
む
渭
盛
を
描
く
こ
と
が
生
々
し
い
現
実
味
を
感
じ
さ
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せ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
同
じ
「
現
実
性
」
｜
‐
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
に
お
け
る
畠
山
重
忠
の
形
象
に
つ
い
て

を
用
い
得
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
同
じ
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
読
み
本
系
「
覚
一
本
‐
｜
の
手
法
を
何
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
か
。
あ
る
状
況
の
本
質

か
ら
感
じ
ら
れ
る
「
リ
ァ
リ
テ
ィ
」
に
は
種
々
の
要
素
が
あ
る
と
思
わ
れ
的
な
物
質
を
巧
み
に
取
り
出
し
、
そ
れ
を
純
粋
に
濾
過
し
て
、
エ
キ
ス

る
。
た
と
え
ば
、
延
慶
本
等
が
歴
史
的
現
実
に
よ
り
密
着
し
て
い
る
が
故
に
の
み
を
持
っ
て
き
た
と
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
物
像
が
出
来
上
る
の

保
持
し
て
い
る
迫
真
感
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
的
真
実
味
（
水
原
一
氏
が
」
歴
史
か
も
知
れ
な
い
。
現
実
を
あ
る
意
味
で
は
象
徴
化
し
て
い
る
よ
う
な
手

的
関
連
」
と
し
て
呈
示
す
る
読
解
や
小
林
美
和
氏
の
所
謂
「
史
的
風
土
性
」
法
で
あ
ろ
う
。
（
六
九
頁
）

に
関
わ
る
問
題
）
と
い
っ
た
も
の
と
、
読
み
本
系
一
般
に
見
て
と
れ
る
心
情
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
は
覚
一
本
の
一
而
を
鋭
く
捉
え
た
評
言
と
言

描
写
の
覚
一
本
と
は
異
な
っ
た
性
格
（
山
下
宏
明
・
兵
藤
裕
己
・
今
井
正
之
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
延
慶
本
等
に
見
え
る
「
リ
ァ
リ
テ
ィ
」
を
削
り
落
と
し

助
等
々
の
各
氏
が
問
題
と
し
た
「
内
面
的
屈
折
」
の
問
題
）
と
、
さ
ら
に
、
つ
つ
も
、
覚
一
本
が
目
指
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
「
象
徴
化
」
と
い
う
言
葉

盛
衰
記
に
至
っ
て
特
に
顕
著
に
な
る
詳
細
な
描
写
・
細
部
へ
の
こ
だ
わ
り
に
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
、
部
分
に
よ
り
、
ま
た
分
析
の

（
松
尾
葦
江
氏
の
所
謂
「
饒
舌
さ
」
）
と
は
、
各
々
重
な
り
合
い
な
が
ら
、
視
点
に
よ
っ
て
は
、
「
様
式
化
」
「
典
型
化
」
「
集
約
化
」
「
理
想
化
」
等

微
妙
に
ず
れ
て
、
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
一
言
で
は
包
括
し
切
れ
な
い
も
の
を
灸
の
言
葉
で
置
き
換
え
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
見
に
過
ぎ
な
い
が
、
覚
一

感
じ
さ
せ
る
。
本
書
は
覚
一
本
の
文
芸
性
を
問
う
と
い
う
問
題
意
識
を
基
調
本
の
「
達
成
」
と
「
非
文
芸
性
」
と
を
統
一
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
こ

と
す
る
の
で
、
そ
れ
以
外
の
諸
本
の
読
解
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
う
し
た
言
葉
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
党
一
本
（
な
い
し
語
り
本
）
の
方
法
そ

た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
諸
本
の
「
文
芸
性
」
を
部
分
的
に
せ
よ
覚
の
も
の
を
、
よ
り
詳
し
く
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
一
面
で
リ
ァ
リ

一
本
以
上
に
評
価
す
る
以
上
は
、
そ
う
し
た
考
察
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
か
テ
ィ
を
喪
失
し
つ
つ
、
一
面
で
は
作
品
世
界
の
巾
に
聴
き
手
・
読
み
手
を
同

も
知
れ
ず
（
た
と
え
ば
盛
衰
記
が
時
と
し
て
見
せ
る
露
悪
趣
味
を
ど
う
「
評
化
さ
せ
る
感
動
的
な
叙
述
を
生
み
出
し
た
の
は
、
共
に
そ
の
よ
う
な
覚
一
本

価
‐
｜
す
る
か
等
）
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。
な
り
の
方
法
の
功
罪
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
覚
一
本
の
み
の
問
題
の
範
囲
内
で
も
、
そ
う
し
た
「
非
文
芸
性
」
そ
の
点
に
関
連
し
て
、
第
一
章
に
は
、
・
平
家
物
語
の
編
者
や
語
り
手
に
つ

と
従
来
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
文
芸
的
達
成
」
と
が
如
何
に
有
機
的
に
い
て
、
世
阿
弥
の
物
真
似
と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
捉
え
た
上
で
、

関
連
す
る
の
か
、
そ
の
統
一
的
把
握
、
あ
る
い
は
両
者
を
共
に
生
み
出
す
メ
彼
ら
は
『
平
家
物
語
』
に
登
場
し
て
く
る
人
物
の
行
動
や
心
情
を
そ
の

力
’
一
ズ
ム
の
解
明
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
人
物
に
即
し
て
で
き
る
だ
け
、
そ
の
人
物
に
な
り
き
る
こ
と
に
努
め

あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
前
引
の
「
宇
治
川
先
陣
」
た
。
『
平
家
物
語
』
は
平
氏
の
没
落
と
い
う
悲
劇
的
運
命
を
全
体
と
し

『
平
家
物
語
術
序
説
』
八
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て
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
平
氏
の
没
落
と
悲
劇
的
運
命
を
、

物
悲
し
く
悲
哀
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
、
語
る
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ

ず
、
聴
衆
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
（
五
一
頁
）

と
の
指
摘
も
あ
る
。
「
あ
は
れ
」
の
語
に
対
す
る
分
析
か
ら
導
か
れ
た
こ
の
よ

う
な
考
察
は
、
第
四
章
弓
平
家
物
語
』
の
無
常
観
」
に
も
深
く
関
わ
り
、

作
品
世
界
に
の
め
り
込
ん
だ
編
者
や
語
り
手
に
よ
る
登
場
人
物
へ
の
同
化
な

い
し
同
情
・
哀
憐
が
、
叙
情
性
に
も
結
び
つ
く
「
物
語
と
し
て
の
方
法
」
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
無
常
観
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
（
五
一
頁
）
と
第

四
章
（
八
七
頁
）
と
で
、
評
価
に
幾
分
か
の
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
も
見
受
け

ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
、
無
常
観
は
当
時
の
常
識
的
な
思
想
で
あ
る
と
し
て

も
、
作
品
の
内
部
に
深
く
浸
透
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
覚
一
本
の
「
叙

情
的
側
面
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
ｌ
と
い
っ
た
あ
た
り
が
、
著
者
の
言

わ
ん
と
す
る
所
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
「
物
語
と
し
て
の
方

法
」
が
、
思
想
に
も
深
く
関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
「
叙
情
性
」
と
「
文
芸
性
」
さ
ら
に
思
想
性
と
い
っ
た
各
左
の
側
面
が

有
機
的
な
関
連
の
も
と
に
把
握
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
と
読
め
、
そ
の
分
析
の

方
向
性
に
共
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
分
析
が
、
先

に
述
べ
た
よ
う
な
「
非
文
芸
性
」
と
如
何
に
関
わ
る
の
か
、
今
一
つ
論
及
に

乏
し
く
、
ま
た
、
右
の
よ
う
に
や
や
強
引
に
要
約
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、

各
章
・
各
部
分
の
分
析
の
相
互
の
関
連
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
点
は
、
一
冊
の
研
究
書
の
ま
と
ま
り
と
い

う
意
味
で
は
、
暇
璋
を
残
し
た
感
も
あ
る
。

全
く
の
私
見
だ
が
、
そ
も
そ
も
文
学
作
品
へ
の
「
評
価
」
を
下
す
と
い
う

こ
と
は
、
即
ち
評
価
す
る
側
の
評
価
軸
が
問
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
重
要
な
の
は
、
結
論
と
し
て
ど
の
作
品
を
（
あ
る
い
は
ど
の
異
本
を
）

高
く
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
よ
り
も
、
如
何
な
る
基
準
に
よ
っ
て
評

仙
を
下
す
の
か
、
そ
の
展
望
を
示
す
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
極
端
に
言
え

ば
、
複
数
の
作
品
や
異
本
の
う
ち
、
ど
れ
を
高
く
評
価
す
る
か
と
い
う
結
論

自
体
は
、
単
な
る
好
悪
の
主
観
の
み
に
よ
っ
て
さ
え
下
し
得
る
か
ら
で
あ

る
。
無
論
、
本
書
の
下
す
評
価
は
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
も
の
で
は
な
く
、

右
に
見
た
よ
う
に
覚
一
本
の
方
法
へ
の
深
い
洞
察
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
結
論
も
大
方
の
平
家
物
語
読
者
の
共
感
を
呼
ぶ
に

足
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
突
っ
込
ん
だ
分
析
を
、
無
い
も
の
ね
だ
り

の
よ
う
に
求
め
て
し
ま
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
私
の
主
観
的
な
思
い
に
よ
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
本
吉
に
も
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
覚
一
本
に
比
べ

て
の
初
期
諸
本
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
い
ち
早
く
指
摘
し
た
高
木
市
之
助

「
中
世
展
望
ｌ
平
家
の
窓
か
ら
ｌ
」
（
一
九
六
○
初
出
）
に
お
い
て
は
、

覚
一
本
の
「
様
式
美
」
が
西
尾
実
の
所
謂
「
中
世
的
な
も
の
」
と
し
て
完
成

さ
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
初
期
諸
木
の
「
古
態
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
「
中

世
を
と
お
し
て
つ
い
に
挫
折
に
お
わ
っ
た
未
完
成
者
」
で
あ
る
と
い
っ
た
展

望
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
永
積
安
明
氏
の
屋
代
本
・
覚
一
本
評

価
が
、
日
本
中
世
に
お
け
る
叙
事
詩
的
な
も
の
を
求
め
る
評
価
軸
に
の
っ
と

っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
書
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
先
行

の
研
究
に
対
す
る
肯
定
な
り
批
判
な
り
の
論
述
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。

無
論
、
先
行
論
文
を
直
接
引
用
し
た
り
論
評
し
た
り
す
る
形
式
を
求
め
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
近
似
的
問
題
を
扱
う
先
行
の
研
究
に
対
し
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て
、
ど
の
よ
う
な
展
望
を
用
意
さ
れ
た
覚
一
本
評
価
で
あ
る
の
か
、
尋
ね
て

み
た
い
誘
惑
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
小
文
の
最

初
に
「
成
立
論
的
関
心
に
傾
斜
し
て
い
る
」
と
し
た
簸
近
の
平
家
物
語
研
究

に
お
い
て
も
、
そ
の
後
で
若
干
は
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
覚
一
本
と
そ
の
他

の
諸
本
を
対
比
し
て
文
芸
性
や
物
語
と
し
て
の
方
法
を
考
え
よ
う
と
す
る
議

論
は
、
決
し
て
少
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
近
似
し
た
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
多
様
に
試
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
前
引
の
よ
う
な
覚

一
本
の
「
象
徴
性
」
や
、
語
り
手
の
作
品
世
界
へ
の
没
入
と
い
っ
た
点
に
つ

い
て
は
、
比
較
的
早
く
か
ら
ご
く
最
近
に
至
る
ま
で
、
山
下
宏
明
氏
等
に
よ

っ
て
多
角
的
に
論
及
さ
れ
て
い
る
問
題
に
通
う
面
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書

の
考
察
対
象
が
「
忠
度
都
落
」
や
「
祇
王
」
等
、
従
来
の
研
究
で
し
ば
し
ば

と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
章
段
に
関
わ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
だ
け
に
、
著
者

自
身
が
本
書
の
研
究
を
研
究
史
的
に
如
何
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
点

も
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
。
本
書
へ
の
書
評
の
枠
を
逸
脱
し
て
付

け
加
え
る
と
、
本
書
所
収
論
文
の
発
表
時
期
と
並
行
し
て
、
近
似
し
た
問
題

へ
の
多
彩
な
論
及
が
、
現
在
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
今
後
、

そ
う
し
た
ご
く
最
近
の
研
究
動
向
を
も
踏
ま
え
た
上
で
、
文
芸
学
に
立
脚
し

た
著
者
の
論
理
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
か
、
大
変
興
味
深
い
。

き
て
、
党
一
本
の
文
芸
性
・
非
文
芸
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
ぱ
か
り
紙
面
を

費
し
て
き
た
が
、
本
書
は
決
し
て
そ
の
点
の
み
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

譜
木
論
・
古
態
諭
・
祇
王
説
話
の
広
が
り
等
、
論
点
は
多
岐
に
わ
た
り
、
著

者
の
関
心
の
広
さ
を
示
し
て
い
る
。
古
態
論
に
つ
い
て
は
一
’
六
章
の
各
所

で
も
延
慶
本
等
の
読
み
本
系
の
古
態
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
第
七
章
で
は

『
平
家
物
語
論
序
説
』

「
祇
王
」
に
関
し
て
南
都
本
の
古
態
が
、
第
十
章
で
は
有
王
説
話
に
関
し
て

四
部
本
の
古
態
が
説
か
れ
る
。
特
に
後
者
は
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
論
点
へ

の
言
及
を
含
む
点
で
刺
激
的
で
あ
り
、
私
事
な
が
ら
、
こ
の
論
文
と
ほ
ぼ
同

時
期
に
同
じ
部
分
を
扱
う
拙
文
を
草
し
た
私
に
と
っ
て
は
反
省
を
迫
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
「
素
朴
・
単
純
か
ら
複
雑
へ
、
複
雑
か
ら
抽
象
化

へ
」
（
一
二
六
頁
）
と
い
う
、
諸
本
流
動
の
方
向
性
に
対
す
る
著
者
の
基
本

的
な
見
方
は
、
覚
一
本
等
を
捉
え
る
に
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以

前
の
初
期
諸
本
の
整
理
に
あ
た
っ
て
は
、
な
お
論
理
の
精
密
化
が
必
要
で
あ

る
ま
い
か
。
「
素
朴
」
さ
の
認
定
方
法
と
い
う
問
題
と
同
時
に
、
中
間
形
態

と
過
渡
形
態
の
同
一
視
（
た
と
え
ば
第
七
章
で
は
南
都
本
か
ら
延
慶
本
を
経

て
党
一
本
へ
、
と
い
う
コ
ー
ス
が
示
さ
れ
る
）
の
当
否
に
も
問
題
を
感
じ

た
。
諸
本
の
変
化
が
、
果
た
し
て
、
あ
る
一
定
の
方
向
へ
の
定
ま
っ
た
流
れ

と
し
て
捉
え
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点

は
、
現
在
の
平
家
物
語
諸
本
研
究
全
体
が
抱
え
て
い
る
問
題
で
あ
ろ
う
．

ま
た
、
第
八
章
・
第
九
草
は
、
第
七
章
を
承
け
て
、
祇
王
説
話
の
広
が
り

を
、
謡
曲
『
籠
祇
王
』
『
紀
伊
続
風
土
記
」
あ
る
い
は
『
刀
後
聞
』
『
平
家

族
伝
抄
』
や
滋
賀
県
野
洲
郡
の
『
奴
王
寺
縁
起
』
（
略
縁
起
）
等
々
、
多
く

の
資
料
を
用
い
て
辿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
地
方
誌
へ
の
綿
密
な
目
配
り
が
行

き
届
い
て
お
り
、
一
‐
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
大
学
院
時
代
に
は
岡
見
正
雄
氏

の
指
導
を
受
け
た
と
い
う
著
者
の
一
方
の
面
目
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
第
八
章
で
は
粉
河
寺
に
ま
つ
わ
る
法
然
の
伝
承
（
盛
衰
記
等
）

や
、
盛
久
の
霊
験
諄
（
長
門
本
・
謡
曲
『
盛
久
』
）
が
「
籠
祇
王
』
に
摂
取

さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
第
九
章
で
は
『
平
家
族
伝
抄
』
が
盛
衰
記
の
影
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響
を
受
け
つ
つ
三
．
平
家
物
語
』
異
伝
集
」
と
し
て
編
集
さ
れ
た
と
説
か
れ

る
。
後
者
の
『
平
家
族
伝
抄
』
と
盛
衰
記
と
の
関
係
は
、
直
接
的
依
拠
関
係

の
立
証
と
し
て
は
未
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
興
味
深

い
問
題
提
起
を
含
ん
で
い
よ
う
。

さ
て
、
本
書
の
巻
末
は
、
第
十
一
章
「
平
清
盛
論
序
説
」
に
よ
っ
て
し
め

く
く
ら
れ
る
。
清
盛
の
「
悪
」
に
は
、
「
鰭
り
」
の
心
な
ど
の
「
内
的
要
因
」

と
天
魔
の
跳
梁
す
る
末
法
の
世
と
い
う
「
外
的
要
因
」
と
が
あ
る
こ
と
、
ヘ

ー
ゲ
ル
等
の
言
う
「
英
雄
」
の
概
念
に
は
あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の

の
、
そ
の
片
鱗
は
う
か
が
え
る
こ
と
、
読
み
本
系
で
は
清
盛
を
戯
画
化
す
る

傾
向
が
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
第
三
の
戯
画
化
の
問
題
は
、
重
盛
と
の
対

決
の
場
面
に
お
け
る
長
門
本
・
盛
衰
記
の
描
写
を
と
り
あ
げ
た
も
の
だ
が
、

重
盛
と
の
対
照
に
お
い
て
清
盛
が
戯
画
化
さ
れ
る
の
は
、
読
み
本
系
で
増
幅

さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
諸
本
全
体
に
多
か
れ
少
な
か
れ
共
通
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
を
読
み
本
系
の
傾
向
と
言
う
た
め
に
は
、
他
の
部
分
（
た
と

え
ば
こ
の
章
の
前
半
部
に
引
か
れ
る
延
慶
本
の
清
盛
権
者
論
な
ど
）
と
、
こ

の
指
摘
が
如
何
に
関
わ
る
か
ｌ
と
い
っ
た
問
題
が
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
「
英
雄
」
造
型
の
問
題
と
如
何
に

関
わ
る
か
等
、
本
章
の
残
す
課
題
を
拾
い
上
げ
れ
ば
論
点
は
多
く
な
ろ
う

が
、
本
章
は
、
そ
う
し
た
大
き
な
課
題
に
挑
戦
し
つ
つ
、
性
急
・
安
易
な
つ

じ
つ
ま
合
わ
せ
を
図
る
こ
と
な
く
、
「
序
説
」
と
し
て
著
者
の
基
本
的
な
視

点
に
関
わ
る
幾
つ
か
の
問
題
提
起
を
き
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
と

り
も
直
さ
ず
、
平
家
物
語
研
究
が
目
指
す
べ
き
根
本
的
な
課
題
で
も
あ
る
。

「
序
説
」
と
言
え
ば
、
こ
の
害
そ
の
も
の
が
『
平
家
物
語
論
序
説
」
と
題

き
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
著
者
の
意
図
は
、
本
書
全
体
に
わ
た
っ
て
、
平
家

物
語
論
全
般
に
関
わ
る
根
本
的
な
問
題
の
数
々
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
こ
と
が
文
学
研
究
の
根
本
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
以
上
、

整
理
さ
れ
た
結
論
が
簡
単
に
出
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、

性
急
に
結
論
を
求
め
る
か
の
如
き
評
言
に
終
始
し
た
こ
の
小
文
は
、
全
く
の

的
外
れ
で
は
な
か
っ
た
か
と
恐
れ
る
。
本
書
の
如
き
根
本
的
な
問
題
提
起
へ

の
解
答
を
、
自
分
で
は
全
く
出
し
得
ぬ
ま
ま
、
「
序
説
」
の
さ
ら
な
る
展
開

に
よ
っ
て
教
示
を
得
た
い
と
願
う
ば
か
り
の
怠
惰
な
後
進
の
感
想
を
記
し
た

の
み
で
あ
り
、
本
書
の
価
値
を
正
し
く
紹
介
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
評
者
の
非
力
を
御
詫
び
す
る
他
な
い
。

（
一
九
八
五
年
十
月
刊
、
桜
楓
社
、
二
二
六
頁
、

六
八
○
○
円
）

（
さ
え
当
こ
・
し
ん
い
ち
）
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