
こ
の
度
、
山
下
久
夫
氏
の
『
秋
成
の
「
古
代
」
」
が
上
梓
さ
れ
た
。
著
者

は
常
々
一
雨
月
物
語
』
『
春
雨
物
語
』
以
外
の
秋
成
作
品
を
丁
寧
に
読
む
こ

と
の
必
要
性
を
説
か
れ
、
ま
た
「
難
波
人
」
秋
成
と
い
う
視
点
の
重
要
性
を

も
指
摘
し
て
お
ら
れ
た
が
、
本
書
に
よ
っ
て
、
著
者
が
脳
裏
に
描
い
て
い
た

で
あ
ろ
う
秋
成
の
世
界
の
全
体
像
が
、
明
確
な
輪
郭
を
伴
っ
て
鮮
や
か
に
眼

前
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
諜
の
構
成
は
次
の
辿
り
で
あ
る
。

〔
書
評
〕

第
患
い
記
述
さ
れ
る
「
古
代
」

第
《
節
「
焼
失
」
の
占
代
語
り

第
二
節
正
史
の
根
拠
を
問
う

第
三
節
復
古
の
朧
構
性

第
四
節
古
代
の
記
述
・
批
評
性

第
二
章
浮
上
す
る
九
壯
紀

第
悪
即
宣
長
・
真
淵
・
景
樹
Ｉ
「
古
今
集
仮
名
序
」
へ
の
ス

山
下
久
夫
「
秋
成
の
「
古
代
」
」
を
読
む

山
下
久
夫
『
秋
成
の
「
古
代
筐
を
読
む

ダ
ン
ス
（
ご

第
二
節
秋
成
・
「
御
国
ぶ
り
」
の
変
容
ｌ
「
古
今
集
仮
諮
序
」

へ
の
ス
タ
ン
ス
（
二
）

第
三
節
「
血
か
た
び
ら
」
の
「
御
国
ぶ
り
」
Ｉ
〈
譲
位
〉
を

め
ぐ
っ
て

第
四
節
「
天
津
処
女
」
の
「
御
国
ぶ
り
」
Ｉ
「
人
の
心
は
花

に
の
み
う
つ
り
栄
ゆ
る
」
中
で

第
五
節
「
海
賊
」
に
お
け
る
海
賊
の
申
し
』
〃
》
て

第
六
節
「
豫
之
也
安
志
夜
」
の
古
代
幻
視
Ｉ
「
在
五
中
将
物

禰
」
の
視
点

第
《
贄
牽
「
難
波
」
中
心
の
占
代
幻
想
１
１
「
金
砂
」
評
釈
を
通
し
て

第
一
節
幻
想
の
都
「
難
波
の
宵
」

第
皇
節
摂
津
脚
西
峠
へ
の
こ
だ
わ
り

第
三
節
「
水
運
の
難
波
」
へ
の
郷
愁
と
喪
失
感

第
川
節
「
難
波
の
海
」
幻
想
の
広
が
り
ｌ
ｌ
ｌ
ｆ
擬
刈
る
海
少

女
」
像
・
「
名
寸
隅
」
論

近
衞
典
子
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一
瞥
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
の
体
裁
は
秋
成
論
に
お
い
て
一
般
的
な
、

作
舳
別
の
論
集
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
小
説
、
国
学
、
和
歌
と
い
っ
た

ジ
ャ
ン
ル
別
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
基
本
に
据
え
ら
れ
て
い

る
の
は
脚
学
で
あ
る
が
、
蒋
荷
は
、
物
語
作
者
と
し
て
の
秋
成
に
大
き
な
比

重
が
か
か
っ
て
い
た
従
来
の
研
究
と
は
一
線
を
画
し
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
全

く
違
う
新
た
な
切
り
川
、
「
秋
成
に
と
っ
て
の
「
古
代
」
と
は
一
体
何
で
あ

っ
た
の
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
て
あ
ら
ゆ
る
作
姉
を

俎
上
に
上
げ
、
そ
こ
に
通
底
す
る
秋
成
の
問
題
意
識
を
挟
り
出
そ
う
と
試
み

る
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
主
に
『
遠
陀
延
五
篭
」
『
安
々
言
」
を
題
材
と
し
て
、

秋
成
が
向
ら
の
火
災
体
験
を
迎
じ
て
古
文
献
へ
の
懐
疑
を
募
ら
せ
、
本
居
宣

長
と
鋭
く
対
立
し
た
と
い
う
周
知
の
事
実
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
。
特
に
、

天
徳
川
年
の
内
裏
炎
上
に
対
す
る
秋
成
の
特
別
な
関
心
を
認
め
、
そ
れ
を
秋

第
五
節
今
宮
村
漁
村
を
語
る

第
四
章
評
釈
の
窓
意
性
と
創
造
性
ｌ
『
金
砂
』
評
釈
を
読
む

第
一
節
束
歌
・
防
人
歌
評
釈
の
意
味
Ｉ
逸
脱
・
抵
抗
の
評
釈

第
二
節
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
評
釈
誉
『
金
砂
」
ｌ
秋
成
に
お
け
る

憶
良
論
の
洲
迦
（
二

第
三
節
老
い
・
病
．
ｆ
胆
い
の
モ
チ
ー
フ
ー
秋
成
に
お
け
る

憶
良
論
の
川
越
（
・
》

第
四
節
貧
窮
間
群
歌
評
釈
に
つ
い
て
ｌ
秋
成
に
お
け
る
憶
良

論
の
問
題
（
一
三

成
が
古
文
献
の
不
確
実
性
を
論
じ
る
際
の
明
確
な
戦
略
と
位
置
付
け
る
。
宣

長
の
一
古
事
記
」
絶
対
化
に
対
し
て
、
秋
成
は
一
応
は
『
Ｈ
本
書
紀
」
を
正

史
と
与
え
て
い
た
。
し
か
し
、
時
勢
の
要
論
に
応
じ
て
川
段
階
の
禰
纂
を
経

た
（
著
苦
は
こ
れ
を
秋
成
の
「
断
続
編
蟇
諭
」
と
名
付
け
る
）
一
Ｈ
本
書
紀
」

が
、
何
ゆ
え
に
旺
史
と
い
う
公
的
椛
威
性
を
持
つ
の
か
。
「
Ⅱ
本
諜
紀
」
の

正
史
た
る
根
拠
を
問
う
と
い
う
視
廊
が
「
速
陀
延
八
益
」
『
安
々
言
」
に
兄

ら
れ
る
隠
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
將
荷
は
．
雪
司
い
、
秋
成
は
古
代
の
理
想

が
「
ど
の
よ
う
に
し
て
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
」
を
決
し
て
手

放
さ
な
い
、
と
い
う
点
が
、
繰
り
返
し
強
洲
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
性

の
喪
失
を
不
可
避
と
受
け
止
め
た
上
で
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
を
歴
史
の
一
餉

一
餉
に
注
視
し
な
が
ら
問
い
続
け
る
秋
成
の
批
評
意
識
に
注
Ⅱ
す
る
の
で
あ

り
、
こ
の
冷
徹
な
「
知
」
の
あ
り
方
に
、
懐
徳
唯
の
影
禅
を
見
る
。
そ
し
て
、

真
淵
や
宣
長
の
唱
え
る
古
代
も
所
詮
は
「
私
」
で
あ
り
理
想
化
さ
れ
た
枇
界

で
し
か
な
い
と
看
破
し
た
秋
成
が
、
脚
学
の
枠
組
み
の
虚
構
性
を
鋭
く
突
き

な
が
ら
も
、
そ
れ
を
外
側
か
ら
批
判
す
る
の
で
は
な
く
敢
え
て
こ
の
国
学
の

構
図
の
内
側
に
飛
び
込
み
、
向
ら
の
新
た
な
構
図
を
捉
え
直
そ
う
と
し
た
、

と
す
る
。
こ
の
結
論
は
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
く
、
ま
た
今
見
、
粁
者
の
展

開
す
る
論
と
先
行
の
論
と
の
差
異
は
微
小
に
見
え
る
。
し
か
し
以
下
の
章
に

お
い
て
、
次
第
に
苫
者
の
Ⅱ
諭
兇
が
鮮
や
か
に
姿
を
現
わ
す
の
だ
。

第
二
章
は
ま
ず
『
古
今
集
」
の
問
題
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
、
他
の
国
学
者

と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
「
古
今
集
」
に
お
い
て
も
先
述
し
た
天
徳
川
年
の
文

献
焼
失
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
と
考
え
る
秋
成
の
特
異
な
立
場
が
浮
彫
り

に
さ
れ
る
ｃ
そ
し
て
、
「
古
今
集
」
撰
録
時
の
嵯
峨
帝
、
仁
明
帝
の
時
代
か
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ら
延
喜
年
間
に
至
る
時
の
流
れ
の
中
で
万
葉
風
の
「
御
国
ぶ
り
」
が
い
か
に

変
容
し
て
い
っ
た
か
を
見
つ
め
る
秋
成
の
眼
差
し
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち

奈
良
朝
と
九
○
五
年
の
「
古
今
集
」
成
立
の
間
の
、
「
九
世
紀
」
へ
の
秋
成

の
視
線
を
捉
え
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
九
世
紀
を
記
述
し
よ
う
と
す
る

秋
成
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
「
春
雨
物
語
』
中
の
歴
史
物
語
群
「
血
か
た
び

ら
」
「
天
津
処
女
」
「
海
賊
」
、
及
び
「
豫
之
也
安
志
夜
」
が
論
じ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
第
一
章
で
指
摘
さ
れ
た
秋
成
の
問
題
意
識
、
「
失
わ
れ
た
古
代
」

「
虚
構
さ
れ
た
古
代
」
と
い
う
視
座
が
、
秋
成
を
国
学
研
究
へ
、
小
説
執
筆

へ
、
そ
し
て
新
た
な
る
古
代
の
幻
視
へ
と
導
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
秋
成

の
歴
史
認
識
や
小
説
作
法
に
つ
い
て
は
従
来
も
多
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
は
往
々
に
し
て
、
小
説
読
解
の
た
め
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
秋
成
の

国
学
上
の
言
説
を
利
用
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
九
枇
紀
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
導
入
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
別
個
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
秋

成
の
歴
史
認
識
や
国
学
的
立
場
と
「
春
雨
物
語
」
な
ど
に
描
か
れ
る
小
説
世

界
と
が
、
こ
こ
に
対
等
の
も
の
と
し
て
有
機
的
に
つ
な
が
り
、
筆
者
は
点
と

点
が
一
本
の
線
で
結
ば
れ
た
よ
う
な
爽
快
感
を
味
わ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、

秋
成
の
「
執
筆
す
る
」
と
い
う
営
み
が
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。

続
く
第
三
章
は
、
万
葉
集
評
釈
書
「
金
砂
」
を
題
材
に
し
た
、
こ
れ
ま
で

誰
も
論
じ
た
こ
と
の
な
い
「
難
波
宮
」
と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
の
秋
成
国

学
へ
の
切
り
込
み
で
あ
り
、
著
者
が
最
も
力
を
入
れ
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
と
思
う
。
第
一
章
で
秋
成
が
国
学
の
内
側
に
と
ど
ま
り
「
自
ら
の
新
た

な
構
図
を
捉
え
直
そ
う
と
し
た
」
と
結
論
付
け
た
、
そ
の
新
た
な
構
図
の
提

山
下
久
夫
「
秋
成
の
「
古
代
」
」
を
読
む

示
、
す
な
わ
ち
秋
成
自
身
の
理
想
の
古
代
像
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
か
、
と

い
う
問
い
に
対
す
る
、
著
者
の
大
胆
な
新
説
の
提
示
で
あ
る
。
著
者
は
再
興

さ
れ
た
「
難
波
宮
」
と
「
味
経
宮
」
へ
の
秋
成
の
強
い
関
心
を
指
摘
し
、
さ

ら
に
「
味
経
」
は
現
在
の
「
淡
路
応
」
で
あ
る
と
飛
躍
す
る
特
異
な
論
の
腱

開
に
注
目
し
て
、
秋
成
の
隠
棲
の
地
と
も
な
っ
た
淡
路
庄
は
秋
成
の
心
の
故

郷
で
あ
り
、
上
代
の
薗
朴
さ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
。
さ
ら
に
、

秋
成
の
視
線
は
遠
く
攝
津
国
西
岸
に
ま
で
延
び
て
、
か
つ
て
あ
っ
た
は
ず
の

難
波
の
海
の
賑
わ
い
を
幻
視
し
て
い
る
と
し
て
、
郷
愁
と
喪
失
感
を
伴
っ
た

古
代
語
り
の
様
子
が
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
秋
成
の
執
筆
態
度
は
、
歴

史
を
語
り
つ
つ
史
実
を
自
在
に
離
れ
て
い
く
、
窓
意
が
創
造
を
生
み
出
す

『
春
雨
物
語
」
と
全
く
同
様
で
あ
ろ
う
。
国
学
の
成
果
な
ど
度
外
視
し
て
、

あ
り
得
べ
き
古
代
の
「
難
波
」
が
つ
む
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
な

る
万
葉
集
の
和
歌
評
釈
と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
顔
を
覗
か

せ
る
秋
成
の
思
想
の
根
幹
に
迫
ろ
う
と
す
る
、
魅
力
的
な
新
説
の
登
場
で
あ

る
。
こ
の
目
新
し
い
論
の
当
否
は
、
今
後
活
発
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
今
、
秋
成
の
難
波
観
と
い
う
こ
と
に
限
定
し
て
、
思
い
付
く
ま
ま
に
い

く
つ
か
の
疑
問
を
記
せ
ば
、
秋
成
の
「
攝
津
国
西
岸
へ
の
こ
だ
わ
り
」
は
、

結
局
ど
こ
に
収
敵
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
秋
成
が
淡
路
庄
を
退

隠
の
地
に
選
ん
だ
こ
と
に
、
秋
成
の
積
極
的
な
意
思
を
認
め
る
べ
き
か
。
ま

さ
に
退
隠
し
た
時
に
出
版
さ
れ
た
『
書
初
機
嫌
海
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
「
洛
外

半
狂
人
」
の
「
洛
」
に
は
古
代
の
難
波
宮
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
か
。
秋
成

の
故
郷
と
い
う
も
の
を
考
え
た
時
に
、
堂
島
の
位
置
付
け
は
ど
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
か
。
…
今
ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
い
地
点
に
心
が
い
ざ
な
わ
れ
る
、
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刺
激
的
な
論
で
あ
る
。

あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
著
者
は
古
代
文
学
研
究
の
岐
前
線
に
も
加
わ
っ
て

啓
発
を
受
け
た
と
い
い
、
そ
の
成
果
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
た
論
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
第
三
章
を
読
解
す
る
た
め
に
は
大
阪
の
古
代
史
及
び
地
理
に
つ
い

て
の
深
く
正
確
な
知
識
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
論
の
当
否
を
検
討
す
る
に

も
、
著
者
と
同
程
度
の
理
解
が
求
め
ら
れ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
秋
成
は
堂
島

の
商
家
の
主
で
あ
り
、
そ
の
周
辺
は
我
が
庭
の
如
く
、
日
常
生
活
の
中
で

日
々
巡
り
歩
き
熟
知
し
て
い
た
場
所
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
要
求

さ
れ
る
知
識
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
正
直
に
申
せ
ば
、
筆
者
が
最
も
読

解
に
手
間
取
っ
た
の
も
こ
の
章
で
あ
る
。
現
実
問
題
と
し
て
、
た
と
え
ば
難

波
が
七
世
紀
当
時
、
海
運
で
世
界
に
開
か
れ
た
日
本
随
一
の
都
市
で
あ
っ
た

こ
と
、
都
が
平
城
京
に
移
っ
て
も
難
波
宮
は
相
変
わ
ら
ず
副
都
と
し
て
隆
盛

を
誇
っ
て
い
た
こ
と
、
淀
川
・
大
和
川
の
大
幅
な
流
域
変
更
が
難
波
宮
の
盛

衰
に
関
わ
る
こ
と
な
ど
の
「
難
波
宮
」
の
歴
史
的
・
地
理
的
位
置
付
け
は
、

ほ
と
ん
ど
読
者
の
共
通
認
識
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

読
者
を
同
じ
土
俵
に
乗
せ
る
た
め
に
も
、
飛
鳥
宮
、
平
城
京
、
平
安
京
と
い

う
一
般
的
な
時
間
軸
の
上
に
難
波
宮
を
位
置
付
け
た
古
代
大
阪
史
、
及
び
関

連
す
る
地
図
を
掲
出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
理
解
の
大
き
な
一
助
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
Ⅲ
章
で
は
引
き
続
き
「
金
砂
」
を
取
り
上
げ
、
秋
成
の
万
葉
集
評
釈
の

方
法
を
丹
念
に
追
う
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
「
楢
の
杣
」
と
「
金
砂
」

を
初
め
て
二
つ
の
独
立
し
た
「
作
品
」
と
し
て
弁
別
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

正
親
町
三
条
公
則
へ
の
献
上
を
意
識
し
た
公
的
な
性
格
を
持
つ
「
楢
の
杣
」

と
、
自
ら
の
た
め
だ
け
に
書
か
れ
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
『
金
砂
』
。
こ

の
二
書
の
執
筆
姿
勢
の
違
い
を
明
確
に
し
、
『
金
砂
」
に
よ
り
積
極
的
な
位

置
付
け
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
何
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
評
釈
が
付
さ
れ
た
の

か
、
と
い
う
秋
成
の
意
識
に
ま
で
深
く
降
り
立
っ
た
考
察
が
な
さ
れ
る
。
も

は
や
注
釈
書
の
体
を
な
し
て
い
な
い
、
限
り
な
く
創
作
に
近
い
『
金
砂
」
と

い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
秋
成
に
と
っ
て
の
「
執
筆
す
る
」
営
み
を
考
え

る
大
き
な
手
掛
か
り
が
、
ま
た
一
つ
提
供
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
駆
け
足
で
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
従
来
の
秋
成
研
究
書

に
慣
れ
た
目
に
は
非
常
に
斬
新
に
映
る
本
書
の
記
述
ス
タ
イ
ル
は
、
冒
頭
に

述
べ
た
よ
う
な
著
者
の
問
題
意
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
何
ゆ
え
に
歴
史
は
そ
う
動
い
た
か
」
と
い
う
秋
成
の
問
い
が
そ
の
ま
ま
転

化
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
著
者
は
「
何
ゆ
え
に
秋
成
は
そ
う
書
い
た
か
」
と

い
う
問
い
に
あ
く
ま
で
も
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
作

品
が
等
価
に
置
か
れ
、
新
た
な
る
解
釈
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
何

よ
り
の
功
績
は
、
片
寄
り
の
あ
る
秋
成
研
究
の
現
状
に
大
き
な
風
穴
を
開
け
、

謙
虚
に
秋
成
作
品
を
読
む
こ
と
の
大
切
さ
と
面
白
さ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
示
し

て
く
れ
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

（
森
話
社
二
○
○
四
年
一
○
月
二
五
日
三
九
三
頁

本
体
価
格
七
五
○
○
円
）

（
こ
の
え
・
の
り
こ
駒
澤
大
学
助
教
授
）
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