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四
五

明
治
三
十
九
年
二
月
、
文
部
大
臣
官
房
図
書
課
は
「
句
読
法
案
」
の
「
第
四
章

カ
ギ
」
に
「
カ
ギ
ハ
左
ノ
諸
種
ノ
場
合
ノ
右
ノ
肩
ト
左
ノ
脚
ト
ニ
施
ス
」
と
し
て
、

「
對
話
ノ
文
」「
獨
語
ノ
文
」「
獨
思
ノ
文
」「
引
用
ノ
文
」
を
掲
げ
た
。
こ
の
「
カ
ギ
」

を
用
い
て
い
る
の
が
『
一
握
の
砂
』
の
三
十
一
番
歌
、

「
さ
ば
か
り
の
事
に
死
ぬ
る
や
」

「
さ
ば
か
り
の
事
に
生
く
る
や
」

止
せ
止
せ
問
答

で
あ
る
。
一
首
は
こ
れ
ま
で
自
問
自
答
の
歌
と
し
て
読
み
解
か
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

心
の
裡
な
る
「
對
話
ノ
文
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
か
か
る
理
解
の
基

本
線
は
添
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
仮
に
「
カ
ギ
」
を
外
し
、

さ
ば
か
り
の
事
に
死
ぬ
る
や

さ
ば
か
り
の
事
に
生
く
る
や

止
せ
止
せ
問
答

と
し
て
も
、
心
中
の
揺
ら
ぎ
は
や
は
り
自
問
自
答
と
し
て
看
取
さ
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
カ
ギ
」
は
た
だ
発
問
を
表
示
し
て
い
る
に
留
ま
ら
ず
、
も
っ
と

微
妙
な
あ
や
を
一
首
に
齎
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
稿
で
は
「
カ
ギ
」

に
よ
っ
て
歌
に
対
話
を
取
り
込
む
手
法
に
着
目
し
、
一
首
に
お
け
る
そ
の
機
能
や
効

果
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
句
読
法
案
」
は
「
現
行
ノ
國
定
教
科
書
修
正
ノ
場
合
ニ
則
ル
ヘ
キ
標
準
ト
ナ
ス

ヲ
目
的
」
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
初
め
て
「
カ
ギ
」

「
フ
タ
ヘ
カ
ギ
」
の
符
号
が
誕
生
し
、
そ
の
用
法
が
規
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
明
治
三
十
七
年
三
月
に
修
正
再
版
を
発
行
し
た
教
育
學
術
研
究
會
編
纂
『
師
範
教
科

國
語
典
下
巻
』（
同
文
館
）
は
「
文
中
に
古
語
を
引
き
或
は
對
話
を
叙
す
る
時
は
、

常
に
「
」『
』
を
用
ゐ
る
。
こ
れ
を
括
弧
と
い
ふ
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
翌
三

十
八
年
十
二
月
の
『
日
本
文
典
講
義
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
で
和
田
万
吉
は
、

「
文
中
に
施
す
記
號
は
、
其
數
少
か
ら
ざ
れ
ど
、
最
も
重
要
に
し
て
缺
く
べ
か
ら
ず
、

且
つ
多
く
の
作
文
者
に
通
用
せ
ら
る
ヽ
も
の
は
、
左
の
二
三
種
に
過
ぎ
ず
」
と
述
べ

て
、
そ
の
「（
一
）
括
勾
」
に
「「

」
は
、
他
よ
り
引
用
の
語
・
句
・
文
を
表
す
る

も
の
に
て
、「
は
此
等
の
語
・
句
・
文
の

端
右
肩
邊
に
、
」
は
其
尾
端
左
脚
邊
に

附
す
。
此
記
號
は
又
、
談
話
の
文
を
地
の
文
よ
り
區
別
す
る
爲
、
外
國
語
を
國
語
よ

り
區
別
す
る
爲
な
ど
に
用
ゐ
ら
る
」
と
し
た
。「
句
読
法
案
」
は
「
教
科
書
調
査
委

員
會
ノ
審
議
ヲ
經
」
て
、
現
状
を
跡
付
け
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
経
過
、
対
話
の
表
記
方
法
の
軌
跡
に
つ
い
て
、
は
や
く
杉
本
つ
と
む
は
、

「
新
著
百
種
」
シ
リ
ー
ズ
の
調
査
か
ら
、
対
話
や
独
白
に
（（

））
や
＝
　
＝
が
用

い
ら
れ
る
な
ど
し
て
い
る
状
況
を
明
ら
か
に
し
、「
明
治
十
八
・
九
年
か
ら
明
治
三

十
五
年
・
四
十
年
の
間
」
に
「
種
々
の
試
み
が
、
新
し
さ
と
正
確
さ
と
入
り
ま
じ
っ

て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
」
と
述
べ
て
い
るq

。
ま
た
、
飛
田
良
文
は
多
様
な
句
読

さ
ば
か
り
の
事

―
『
一
握
の
砂
』
三
十
一
番
歌
を
め
ぐ
っ
て

―

河
　
　
野
　
　
有
　
　
時

さ
ば
か
り
の
事



表
示
の
試
み
を
紹
介
す
る
な
か
に
、「
我
楽
多
文
庫
」
の
「
美
妙
・
紅
葉
・
小
波
の

三
人
が
も
つ
、
き
わ
だ
っ
た
特
徴
は
、
会
話
表
示
の
符
号
」
で
あ
っ
て
、
美
妙
は
「

」、

紅
葉
は
（（

））、
小
波
は
「
と
＝
　
＝
だ
が
、
今
日
の
我
々
に
馴
染
み
の
美
妙
流

は
「
明
治
二
〇
年
前
後
に
お
い
て
、
最
も
新
し
い
注
目
す
べ
き
形
式
で
あ
っ
た
」w

と

指
摘
し
た
。
明
治
初
期
に
あ
っ
て
は
、
速
記
、
翻
訳
、
言
文
一
致
運
動
等
の
な
か
で

さ
ま
ざ
ま
な
句
読
法
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
新
聞
紙
上
を
一
瞥
す
る
だ
け

で
も
そ
の
腐
心
の
さ
ま
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
二
十
年
代
初
め
に
「
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
読
み
物
の
類
、
例
え
ば

「
樹
間

月
」e

で
は

片
桐

「
荒
木
さ
ん
と
や
ら
、
御
主
人
は
何
歳
と
か
仰
し
や
ッ
た
ナ
・・・
藤
五
郎
は

絹
子
の
方
を
顧
み
て
　
藤
五

「
ハ
イ
確
か
四
十
四
歳
何
ヶ
月
か
に
お
な
り
遊
ば
し

ま
す
、
奥
様
然
う
で
ご
ざ
い
ま
す
な
ァ
・・・
絹
子
は
一
心
に
眠
り
し
良
人
の
顔

を
見
て
を
り
し
が
、
急
に
克
己
の
方
に
向
ひ
て
　
絹
子

「
ハ
イ
六
ヶ
月
に
な
り
ま

す
　
片
桐

「
シ
テ
、
本
年
の
五
月
の
初
旬
か
ら
で
し
た
な
ァ
、
御
發
病
は
・・・・

絹
子

「
ハ
イ
、
先
刻
も
一
寸
申
上
げ
ま
し
た
が
、
日
は
確
か
に
記
臆
し
ま
せ
ん
が
、

二
日
か
三
日
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
例
刻
に
退
廳
し
ま
す
と
す
ぐ
に
、
今
日
は

少
し
氣
分
が
惡
い
か
ら
と
申
し
て
横
に
成
り
ま
し
た
が
、
そ
の
夜
の
十
一
時
ご

ろ
か
ら
烈
く
發
熱
い
た
し
ま
し
て
・・・・
　
片
桐

「
そ
の
晩
か
ら
譫
語
を
お
言
ひ

で
す
か
　
絹
子

「
ハ
イ
　
片
桐

「
そ
の
譫
語
は
如
何
い
ふ
事
を
・・・
絹
子
は
「
ハ

イ
・・・
と
言
ひ
て
答
へ
か
ね
藤
五
郎
と
顔
見
合
す
れ
ば
克
己
は
尚
も
語
を
繼
ぎ

て

の
よ
う
に
、
発
話
者
を
「
の
右
上
に
記
し
、
話
し
の
終
わ
り
は
一
字
分
空
白
を
設

け
る
こ
と
で
示
し
て
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
通
行
し
て
い
る
手
法
と
比

す
れ
ば
雑
然
と
し
た
印
象
は
否
め
な
い
が
、
話
し
の
語
尾
を
よ
く
見
る
と
、
次
の
発

話
に
続
い
て
い
く
か
地
の
文
へ
と
続
い
て
い
く
か
に
よ
っ
て
「
・・・・
」
と
「
・・・
」

を
使
い
分
け
る
と
い
う
細
か
な
配
慮
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規

格
が
標
準
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
時
期
の
「
虚
無

富
士
磐
梯
」r

で
は

「
御
免
下
さ
い
ま
し

表
口
の
格
子
戸
ひ
き
明
け
て
入
き
た
り
し
は
富
澤
町
の
太
物
問
屋
岩
代
屋
が
手

代
四
郎
三
な
り

「
ヘ
イ
誰
何
で
ご
ざ
い
ま
す
ヱ

と
立
出
た
る
は
彼
の
猪
苗
代
な
る
福
島
屋
が
息
子
太
三
郎
に
て
近
ご
ろ
東
京
へ

出
來
り
俗
に
呼
ぶ
淺
草
代
地
新
片
町
に
一
家
を
借
り
て
住
居
を
り

太
三

「
こ
れ
は
お
出
な
さ
い
・・・
四
郎
三
さ
ん
サ
ア
誰
も
居
り
ま
せ
ん
か
ら
ズ

ッ
と
此
方
へ
お
上
り
な
す
ツ
て
　
四
郎

「
そ
れ
は
お
淋
し
う
ご
ざ
い
ま
せ

う
・・・
で
は
御
免
下
さ
い
ま
シ

太
三
郎
は
南
草
盆
を
出
し
茶
な
ど
侑
め
て
待
遇
す
ほ
ど
に
四
郎
三
は
慇
懃
に
挨

拶
し
て

と
な
っ
て
お
り
、
対
話
の
箇
所
は
一
字
下
げ
で
示
さ
れ
た
。
要
は
、
話
し
手
が
交
代

す
る
と
き
や
会
話
文
か
ら
地
の
文
へ
と
移
行
す
る
と
き
に
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
者

に
知
ら
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
二
年
二
月
三
日
か
ら
掲
載
さ
れ
た
「
冩
眞
」t

の

（
廣
井
）
家
の
事
も
知
ら
さ
ず
小
生
の
名
も
云
は
ず
唯
呼
に
遣
つ
た
ら
來
さ
う

な
も
の
だ
が
（
お
若
）
中
々
参
り
ま
せ
ん
よ
（
廣
井
）
そ
い
つ
は
何
も
閉
口
し

た
」
廣
井
が
失
望
の

を
見
て
お
若
は
莞
爾
と
打
笑
ひ

や
、
二
十
六
日
に
始
ま
っ
た
「
壺
す
み
れ
」y

の

「
爾
う
で
す
か
、
成
程

馭
者
は
馬
の
手
綱
を
留
め
て
斜
め
に
路
上
を
見
透
し
た
り
「
助
公
ち
よ
い
と
見

て
遣
れ
ば
宜
い
「
見
て
遣
り
ま
せ
う
何
ぼ
何
ん
だ
つ
て
雨
が
降
つ
て
る
か
ら
氣

の
毒
だ
」
馬
丁
は
早
く
も
下
に
降
り
立
ち
捨
蔵
を
抱
き
起
こ
し
て

も
、
そ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
案
出
さ
れ
た
型
の
一
つ
で
あ
り
、
地
の
文
へ
移
る
際
に

は
」
で
話
し
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
凝

336

四
六



ら
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
数
々
の
趣
向
は
、
お
そ
ら
く
三
十
年
代
の
中
頃
ま
で
に
整
理

さ
れ
、
末
年
の
「
句
読
法
案
」
を
経
て
統
合
へ
と
向
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
こ
の
表
記
は
短
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

『
明
星
』
に
は
明
治
三
十
三
年
九
月
の
第
六
号
に

禿
に
た
る
細
筆
も
ち
て
「
我
戀
も
今
日
を
限
り
」
と
か
き
し
る
す
か
な

が
あ
る
ほ
か
、
同
年
十
二
月
の
第
九
号
に
は
晶
子
の

夕
ぐ
れ
の
戸
に
よ
り
君
が
う
た
ふ
歌
『
う
き
里
さ
り
て
ゆ
き
て
歸
ら
じ
』

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
翌
年
に
も

小
草
云
ひ
ぬ
『
酔
へ
る
涙
の
色
に
さ
か
む
そ
れ
ま
で
か
く
て
さ
め
ざ
れ
な
少
女
』

（
鳳
晶
子
「
お
ち
椿
」
第
一
一
号
、
明
三
四
・
二
）

む
つ
れ
つ
つ
す
み
れ
の
云
ひ
ぬ
蝶
の
云
ひ
ぬ
『
風
は
ね
が
は
じ
』『
雨
に
幸
あ
ら
む
』

（
増
田
ま
さ
子
「
若
紫
」
第
一
二
号
、
明
三
四
・
五
）

な
ど
が
あ
っ
て
、
当
初
か
ら
引
用
や
擬
人
的
な
手
法
に
『
』（「
」）
が
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
るu

。
そ
の
な
か
で
も
、
ま
ず
目
に
付
く
の
は
井
上
賢

順
の

野
の
中
に
『
美
』
を
説
く
君
の
御
聲
消
え
て
星
の
吹
雪
に
崇
き
み
す
が
た

（
第
一
八
号
、
明
三
四
、
一
二
）

や

さ
び
し
み
の
『
秋
』
な
る
宮
の
新
ま
ゐ
り
萩
と
も
咲
か
ぬ
髪
ほ
そ
き
人

（
与
謝
野
晶
子
「
と
あ
る
日
」
卯
歳
第
九
号
、
明
三
六
・
九
）

天
よ
り
か
地
よ
り
か
知
ら
ず
唯
わ
か
き
い
の
ち
食
む
べ
く
迫
る
『
時
』
な
り

（
石
川
白
蘋
「
沈
吟
」
卯
歳
第
一
一
号
、
明
三
六
・
一
一
）

の
類
の
、
特
定
の
語
句
を
『
』
で
括
り
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
諸
歌
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
括
ら
れ
た
語
の
共
通
性
か
ら
も
、
当
代
の
西
洋
詩
の
翻
訳
の
表
記
を
借
り

た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
は
明
治
三
十
年
代
の
後
半
に
し
ば
し

ば
詠
出
さ
れ
た
が
、
明
治
四
十
年
代
に
入
る
と
、
四
十
三
年
七
月
の
『
創
作
』（
第

一
巻
第
五
号
）
に
掲
載
さ
れ
、『
桐
の
花
』
に
も
収
め
ら
れ
た

美
く
し
き
「
夜
」
の
横
顔
を
見
る
ご
と
く
遠
き
街
見
て
心
ひ
か
れ
ぬ

な
ど
が
詠
ま
れ
は
し
た
が
、
次
第
に
数
を
減
ら
し
て
い
る
。
入
れ
違
い
に
登
場
し
て

く
る
の
が

『
な
に
ゆ
ゑ
に
啼
く
や
雲
雀
よ
』『
人
ふ
た
り
さ
は
な
に
ゆ
ゑ
に
草
に
ね
む
る
や
』

（
平
野
万
里
「
さ
く
ら
貝
」
巳
歳
第
五
号
、
明
三
八
・
五
）

の
よ
う
な
『
』
に
よ
っ
て
対
話
を
取
り
入
れ
た
歌
な
の
で
あ
っ
た
。

対
話
形
式
の
歌
は
明
治
四
十
年
の
秋
の
頃
か
ら
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
年
が
明
け

る
と
『
明
星
』
終
刊
ま
で
に

『
い
ま
だ
日
は
遠
き
か
』『
さ
な
り
昇
る
べ
く
は
や
黒
檀
の
階
も
な
し
』

（
吉
井
勇
「（
新
詩
社
詠
草
）
そ
の
拾
八
」
未
歳
第
一
〇
号
、
明
四
〇
・
一
〇
）

『
う
な
だ
れ
て
何
か
も
と
ほ
る
』『
眠
る
べ
き
か
く
れ
家
と
め
て
わ
れ
は
も
と
ほ
る
』

（
吉
野
白
村
「
新
詩
社
詠
草
」
申
歳
第
三
号
、
明
四
一
・
三
）

『
汝
は
な
ど
て
さ
は
餓
ゑ
訴
ふ
』『
た
だ
訴
ふ
穀
を
食
む
ら
く
生
き
た
る
わ
れ
は
』

（
長
島
豊
太
郎
「
新
詩
社
詠
草
」
申
歳
第
五
号
、
明
四
一
・
五
）

『
な
ど
て
さ
は
そ
の
常
磐
木
を
培
ふ
や
』『
君
が
功
徳
を
た
た
へ
む
が
た
め
』

（
西
平
守
亮
「
新
詩
社
詠
草
」
申
歳
第
六
号
、
明
四
一
・
六
）

『
君
道
を
迷
へ
り
』『
否
よ
ゆ
く
方
を
知
ら
ぬ
に
迷
ふ
こ
と
わ
り
も
な
し
』

（
渡
辺
紫
「（
新
詩
社
詠
草
）
其
拾
壹
」
申
歳
第
八
号
、
明
四
一
・
八
）

『
何
見
ゆ
る
』『
眞
闇
の
な
か
に
君
が
面
こ
は
我
が
眼
よ
り
追
ひ
得
ざ
る
か
げ
』

（
松
本
民
蔵
「
新
詩
社
詠
草
」
申
歳
第
九
号
、
明
四
一
・
一
〇
）

『
そ
そ
走
る
朽
葉
よ
あ
は
れ
何
を
追
ふ
』『
捕
へ
が
た
な
き
風
の
行
方
を
』

（
本
告
笹
舟
「
新
詩
社
詠
草
」
終
刊
号
、
明
四
一
・
一
一
）

の
ほ
か
多
数
が
集
中
的
に
制
作
さ
れ
た
。
選
歌
欄
に
も

『
我
馬
よ
老
い
し
瞳
に
何
を
見
る
』『
物
の
命
の
末
期
を
ぞ
見
る
』
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（
樋
渡
花
明
「『
馬
』

平
出
修
選
」
申
歳
第
六
号
、
明
四
一
・
六
）

『
何
處
よ
り
來
て
何
處
へ
か
吹
く
風
ぞ
』『
我
ま
た
知
ら
ず
た
だ
か
く
は
吹
く
』

（
川
合
紅
浪
「『
風
』

石
川

木
選
」
申
歳
第
七
号
、
明
四
一
・
七
）

が
あ
っ
て
、
そ
の
流
行
の
程
を
伝
え
て
い
るi

。

だ
が
、
こ
の
期
に
見
せ
た
急
速
な
広
ま
り
は
一
過
性
の
現
象
で
、
四
十
二
、
三
年

に
か
け
て
は
時
に
残
響
が
耳
に
入
る
程
度
に
ま
で
に
な
り
、
短
歌
史
の
な
か
に
安
定

し
、
継
続
し
て
広
く
歌
い
つ
が
れ
る
技
法
と
ま
で
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
要
因
を

国
崎
望
久
太
郎
は
「
こ
う
し
た
対
話
形
式
は
、
三
十
一
音
の
制
約
さ
れ
た
形
式
の
な

か
で
は
ほ
と
ん
ど
成
功
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」o

か
ら
で
あ
る
と
評
し
た
が
、

対
話
形
式
と
短
歌
と
い
う
詩
型
に
生
じ
る
軋
み
は
「
三
十
一
音
の
制
約
」
に
の
み
由

来
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
掲
の
平
野
万
里
「『
な
に
ゆ
ゑ
に
啼

く
や
雲
雀
よ
』」
の
一
首
は
、
三
十
一
音
の
な
か
に
雲
雀
と
草
に
横
た
わ
る
ふ
た
り

を
上
下
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
な
か
に
収
め
つ
つ
、
交
わ
さ
れ
た
や
り
取
り
に
よ
っ
て

軽
妙
な
気
分
を
よ
く
演
出
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
は
類
型
に
堕
し
て
ゆ
き
そ
う

な
歌
柄
で
は
あ
る
が
、
対
話
形
式
を
導
入
せ
ず
に
こ
れ
だ
け
の
要
素
を
盛
り
込
も
う

と
す
れ
ば
か
な
り
の
難
題
と
な
る
に
違
い
な
い
。「
三
十
一
音
の
制
約
」
は
む
し
ろ

歌
人
の
腕
の
見
せ
所
で
あ
っ
て
工
夫
を
引
き
出
す
。
対
話
形
式
の
歌
に
お
い
て
問
題

と
な
る
の
は
、
そ
う
し
た
詩
型
の
長
短
で
は
な
く
、
対
話
形
式
と
い
う
行
き
方
が
歌

と
い
う
器
に
馴
染
む
か
ど
う
か
と
い
う
根
源
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
明
治
三
十
九
年
十
月
の
『
明
星
』（
午
歳
第
一
〇
号
）
に
掲
載
さ
れ
た

万
里
の『

誰
そ
立
つ
は
そ
と
も
の
夜
の
く
ら
や
み
に
』『
方
違
に
ぞ
來
し
人
わ
れ
は
』

に
着
目
し
て
み
よ
う
。「
誰
で
す
か
、
そ
と
の
夜
の
く
ら
や
み
に
立
っ
て
い
る
の
は
」

と
問
わ
れ
て
私
は
「
方
違
に
来
た
者
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
、
と
で
も
解
し
て
お
け

ば
さ
し
て
不
自
然
で
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
一
首
だ
が
、
そ
こ
で
は
重
要
な
問
題

が
素
通
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
私
は
」

を
括
弧
の
外
に
出
し
て
、「
と
答
え
ま
し
た
」
を
補
っ
た
理
解
の
あ
り
方
な
の
だ
。

そ
も
そ
も
こ
の
歌
は
、「
誰
か
」
と
問
わ
れ
て
「
私
は
方
違
に
来
た
者
で
す
」
と
答

え
た
の
か
、
不
審
者
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
答
が
返
っ
て
き
た
の
か
判
然
と

し
な
い
。
あ
る
い
は
、
暗
闇
で
耳
に
し
た
会
話
を
描
き
出
し
て
い
る
だ
け
な
の
か
も

し
れ
な
い
。『
』
を
用
い
た
二
人
の
対
話
の
直
截
的
な
表
現
は
、
対
話
す
る
二
人
の

肉
声
だ
け
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、
そ
の
設
定
ま
で
を
詳
ら
か
に
は
し
な
い
の
で
あ

る
。
一
首
の
眼
目
は
、
ト
書
き
や
地
の
文
の
よ
う
な
説
明
的
な
文
脈
を
退
け
て
場
面

の
現
前
性
を
極
度
に
高
め
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

中
川
一
政
は
「
創
作
詠
草
」（『
創
作
』
第
一
巻
第
七
号
、
明
四
三
・
九
）
に
次
の

よ
う
な
歌
を
寄
せ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
歌
に
お
け
る
「

」
の
極
限
の
姿
を
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
わ
れ
死
な
ば
紀
伊
の
わ
が
子
と
ふ
る
さ
と
の
本
念
寺
と
へ
告
げ
く
れ
よ
か
し
」

す
べ
て
の
歌
句
を
括
弧
に
括
っ
た
こ
の
一
首
は!0

、
私
の
肉
声
を
描
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
が
私
に
託
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
の
か
判
断
が
つ
か

な
い
。
前
に
置
か
れ
た
「
窓
か
け
の
白
き
に
薬
に
ほ
ふ
あ
り
昏
睡
の
人
の
息
の
し
づ

け
さ
（
伯
母
の
病
に
）」!1

と
読
み
合
わ
せ
て
、
お
そ
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
と
推
測
す

る
と
、
そ
の
声
の
直
截
的
な
描
写
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
か
の

よ
う
な
臨
場
感
が
際
立
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
真
に
迫
っ
た
場
面
で
は
、
語

ら
れ
る
内
容
が
前
景
化
し
そ
れ
を
語
る
行
為
自
体
の
方
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
な
い
よ

う
に
、
こ
の
歌
の
場
合
で
も
背
後
の
詠
み
手
の
影
は
薄
ら
い
で
い
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
だ
か
ら
、「
と
答
え
ま
し
た
」
や
「
と
託
さ
れ
た
」
を
補
足
し
て
、
例
の

ご
と
く
「
私
」
の
表
白
で
あ
っ
た
こ
と
に
閉
じ
ら
れ
る
よ
う
な
習
慣
的
な
鑑
賞
は
こ

の
種
の
歌
の
表
現
が
志
向
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
よ
う
な
歌
は
、
作
中
で
も
「
私
」
を
め
ぐ
っ
て
、
通
常
の
享
受
法
に

揺
ら
ぎ
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
万
里
の
一
首
に
対
し
て
示
し

た
受
け
取
り
方
は
、「
私
は
」
を
括
弧
の
外
に
出
し
、「
と
答
え
ま
し
た
」
を
補
っ
た
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も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
作
中
の
「
わ
れ
」
の
語
を
詠
み
手
の
「
私
」
と
重
ね

合
わ
せ
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
通
常
、
歌
の
な
か
に
「
わ
れ
」
の
語
が
あ
れ
ば
、

そ
う
称
し
て
い
る
人
物
が
仕
手
で
あ
り
、
独
白
、
詠
嘆
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
万
里
の
歌
に
関
し
て
言
え
ば
、
作
中
の
「
わ
れ
」
な
る
語
は
登
場

人
物
の
一
人
を
指
す
が
、
単
に
そ
の
言
葉
の
発
話
者
で
、「
私
」
と
は
別
の
人
物
で

あ
る
と
想
定
し
て
も
特
に
不
都
合
は
な
い
だ
ろ
う
。

若
山
牧
水
『
別
離
』
に
は

「
君
よ
君
よ
わ
れ
若
し
死
な
ば
い
づ
く
に
か
君
は
行
く
ら
む
」
手
を
と
り
て
い
ふ

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
対
話
形
式
で
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
も
同
様
の
現
象
が
生

じ
て
い
る
。
一
首
が
、
も
し
「
」
の
な
い

君
よ
君
よ
わ
れ
若
し
死
な
ば
い
づ
く
に
か
君
は
行
く
ら
む
手
を
と
り
て
い
ふ

と
い
う
歌
で
あ
っ
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
「
わ
れ
」
が
手
を
取
っ
て
言
っ
た
と
鑑
賞
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
私
が
死
ん
だ
ら
あ
な
た
は
ど
こ
に
行
く
の
で
す
か
と
（
私
は
あ

な
た
の
）
手
を
取
っ
て
言
っ
た
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
四
句
ま
で

が
「
」
で
括
ら
れ
る
と
、
わ
れ
／
君
の
構
図
は
反
転
可
能
に
な
る
。「
も
し
私
が
死

ん
だ
ら
あ
な
た
は
ど
こ
に
行
く
の
で
す
か
」
と
（
あ
な
た
は
私
の
）
手
を
取
っ
て
言

っ
た
と
い
う
よ
う
に
。
ど
う
も
、『
』（「
」）
に
よ
っ
て
歌
に
声
が
持
ち
込
ま
れ
る

と
、
特
に
対
話
の
み
で
開
示
さ
れ
た
場
で
は
、
そ
う
言
っ
た
の
か
、
言
わ
れ
た
の
か
、

主
客
の
関
係
が
一
様
で
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
人
称
を
頼
っ
て
無
条
件
に
「
わ
れ
」

の
語
に
一
首
の
世
界
を
纏
め
上
げ
る
よ
う
な
読
解
が
当
然
の
こ
と
と
は
な
ら
な
く
な

る
よ
う
で
あ
る
。『
』（「
」）
を
用
い
て
肉
声
を
響
か
せ
る
歌
は
、
五
七
五
七
七
の

型
に
寄
せ
て
詠
ま
れ
な
が
ら
も
、
短
歌
と
い
う
器
に
内
在
す
る
「
私
」
の
機
能
を
逆

手
に
と
っ
た
奇
巧
の
作
と
で
も
評
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

錦
仁
は
和
歌
の
形
式
を

「〈
私
１
〉
は
『〈
私
２
〉
は
こ
う
体
験
し
感
じ
た
』
と
記
す
」

と
し
て
、「
読
者
に
対
し
、
二
人
の
〈
私
〉
は
間
違
い
な
く
同
一
人
な
の
だ
と
思
わ

せ
る
」
表
現
機
能
を
指
摘
し
た
が!2

、
対
話
を
取
り
込
ん
だ
歌
は
場
面
の
現
前
性
に
よ

っ
て
背
後
の
詠
み
手
で
あ
る
「
私
」
が
消
失
し
た
か
の
よ
う
に
し
た
り
、「
わ
れ
」

の
語
が
指
示
す
る
人
物
が
作
中
に
立
ち
現
れ
る
「
私
」
と
は
別
人
だ
っ
た
り
、
直
線

的
に
両
者
が
結
び
つ
か
な
か
っ
た
り
し
て
、「
私
」
に
収
束
し
て
い
く
歌
の
原
理
に

対
す
る
異
和
を
孕
み
込
ん
で
い
る
歌
な
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
歌

を
詠
ん
だ
歌
人
達
は
そ
う
い
っ
た
歌
の
仕
組
み
へ
の
関
心
を
不
可
避
的
に
高
め
た
に

違
い
な
い
。
対
話
形
式
の
歌
に
は
好
み
で
も
あ
る
の
か
、
同
じ
人
物
に
よ
っ
て
繰
り

返
し
て
歌
わ
れ
た
の
だ
が
、

木
は
こ
れ
を
好
ん
だ
一
人
だ
っ
た!3

。

当
該
歌
「
『
さ
ば
か
り
の
事
に
死
ぬ
る
や
』
／
『
さ
ば
か
り
の
事
に
生
く
る

や
』
／
止
せ
止
せ
問
答
」
が
、
例
え
ば
、「
結
論
の
な
い
生
の
思
索
に
飽
き
疲
れ
た

自
分
の
心
を
描
く
」!4

よ
う
な
「
心
の
中
の
自
問
自
答
」!5

の
歌
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
一
首
が
、

「
断
然
文
学
を
止
め
よ
う
。」
と
一
人
で
言
っ
て
み
た
。

「
止
め
て
、
ど
う
す
る
？
　
何
を
す
る
？
」

「D
eath

」
と
答
え
る
ほ
か
は
な
い
の
だ
。
実
際
予
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の

だ
？!6

と
い
う
「
ロ
ー
マ
字
日
記
」
の
混
迷
の
な
か
に
歌
わ
れ
た
こ
と
ま
で
透
か
し
見
せ
る

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
砂
山
か
ら
死
ぬ
こ
と
を
や
め
て
帰
っ
て
き
た
不
如
意
の
男

の
像
と
相
俟
っ
て
そ
の
物
語
を
産
出
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同

時
に
、
一
首
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
短
歌
表
現
上
の
問
題
か
ら
も
捉
え
返

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
当
該
歌
の
表
現
上
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
試
み
に
土
岐
哀
果
『
黄
昏
に
』
の
一
首

『
働
か
ぬ
ゆ
ゑ
、
貧
し
き
な
ら
む
、』

『
働
き
て
も
、
貧
し
か
る
べ
し
、』

『
と
も
か
く
も
、
働
か
む
。』
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を
併
置
し
て
み
た
い
。

藤
沢
全
は
こ
れ
に
「
複
数
の
労
働
者
に
よ
る
対
話
を
表
面
化
さ
せ
た
か
の
ご
と
く

だ
が
、
作
者
自
身
の
自
我
（
も
し
く
は
分
岐
し
た
自
我
間
の
）
さ
さ
や
き
と
解
せ
な

く
も
な
い
」!7

と
の
念
入
り
な
注
を
付
し
た
。
少
し
倍
率
を
上
げ
て
見
れ
ば
、
歌
末
の

句
点
に
対
し
て
、
一
行
目
、
二
行
目
の
末
尾
は
読
点
と
な
っ
て
お
り
、『
』
に
よ
り

各
行
の
自
立
性
が
保
持
さ
れ
な
が
ら
も
、『
』
で
括
ら
れ
た
中
身
は
一
文
と
し
て
読

み
下
せ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の
こ
と
が
、
複
数
の
労
働
者

の
対
話
と
一
人
の
胸
中
で
の
呟
き
と
い
う
異
な
る
読
み
を
包
み
込
む
こ
と
を
可
能
に

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
倍
率
を
緩
め
て
い
れ
ば
ま
ず
二
人
乃
至
三
人
の
対
話
と

し
て
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
だ
ろ
う
。
一
首
の
構
図
は
、
一
行
目
（
初
句
・
二
句
）

と
二
行
目
（
三
句
・
四
句
）
の
応
酬
が
三
行
目
（
結
句
）
に
行
き
着
い
て
打
ち
切
ら

れ
る
と
い
う
類
で
、
こ
れ
は
当
該
歌
と
同
型
で
あ
る
。
だ
が
、
当
該
歌
は
哀
果
『
黄

昏
に
』
の
一
首
と
は
全
く
違
っ
た
手
法
を
取
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
一
握
の
砂
』
三
十
一
番
歌
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
の
は
、
一
行
目
、
二
行
目
の

発
問
が
わ
ざ
わ
ざ
「

」
で
括
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
ま
し
て
三
行
目
は
そ
う
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、『
』（「
」）
の
使
用
が
流
行
し
た
際
に
、
一
首
の
な
か
で
『
』（「
」）

を
用
い
た
部
分
と
用
い
な
い
部
分
を
併
存
さ
せ
た
歌
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は

『
請
ふ
君
よ
そ
の
面

を
。』『
諾
し
汝
も
黝
の
服
を
。』
二
方
に
去
る

（
北
原
白
秋
「
新
詩
社
詠
草
」『
明
星
』
未
歳
第
一
一
号
、
明
四
〇
・
一
一
）

『
鐵
の
管
そ
は
何
處
ま
で
走
れ
る
や
』
工
人
『
わ
れ
も
知
ら
ぬ
境
に
』

（
吉
井
勇
「
新
詩
社
詠
草
」『
明
星
』
申
歳
第
一
号
、
明
四
一
・
一
）

「
何
處
へ
行
く
」「
知
ら
ず
」
と
誰
か
云
へ
る
と
き
運
命
の
戸
は
音
も
せ
で
あ
く

（
萬
造
寺
齋
「
灰
色
と
桃
色
と
」『
ス
バ
ル
』
第
二
年
第
一
二
号
、
明
四
三
・
一
二
）

の
よ
う
に
、
対
話
と
そ
の
状
況
の
説
明
に
分
か
た
れ
て
い
た
。
対
し
て
当
該
歌
の
結

句
は
、
基
本
的
に
「

」
で
括
ら
れ
て
い
な
い
地
の
文
で
あ
り
な
が
ら
説
明
や
補
足

で
は
な
く
、
発
せ
ら
れ
た
疑
問
に
直
接
答
え
る
よ
う
に
配
さ
れ
て
い
る
。
一
首
の
妙

は
「

」
を
使
用
し
た
直
截
的
な
表
現
に
よ
っ
て
、
ま
ず
生
の
声
を
想
起
さ
せ
て
お

い
て
、
本
来
的
に
は
階
層
の
異
な
る
は
ず
の
地
の
文
を
も
っ
て
そ
れ
に
応
じ
て
み
せ

た
点
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
止
せ
止
せ
」
が
議
論
し
て
い
る
何
者
か
に
直
に

語
り
か
け
る
印
象
を
醸
し
出
す
こ
と
も
あ
っ
て
、
議
論
の
場
に
お
い
て
示
さ
れ
た
見

解
の
一
部
か
と
見
紛
う
ほ
ど
の
こ
の
結
句
は
、「
」
に
括
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
こ
う

表
白
す
る
「
私
」
の
存
在
が
紡
ぎ
出
さ
れ
る
よ
う
に
織
り
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
う
し
て
浮
上
し
て
く
る
「
私
」
は
紛
れ
も
な
く
、
背
後
の
詠
み
手
で
あ

る
「
私
」
と
結
ぼ
れ
る
歌
を
歌
た
ら
し
め
る
一
人
称
の
主
体
で
あ
ろ
う
。

別
言
す
れ
ば
、
止
せ
止
せ
問
答
、
と
い
う
結
句
は
こ
の
表
白
が
「
私
」
の
現
在
的

な
発
話
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
露
に
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
、
一
行
目

二
行
目
の

「
さ
ば
か
り
の
事
に
死
ぬ
る
や
」
／
「
さ
ば
か
り
の
事
に
生
く
る
や
」

は
、
一
端
、
そ
う
い
う
声
が
飛
び
交
う
現
場
に
配
置
さ
れ
て
も
、
結
句
に
至
っ
て

「
私
」
の
現
在
的
な
発
話
の
形
の
な
か
に
据
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
意
味
付
け
な
く
投
げ
出
さ
れ
た
こ
の
言
葉
の
発
信
者

や
受
信
者
の
具
体
像
を
掴
む
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
声
は
「
私
」
の

な
か
で
再
現
前
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
響
い
て
く
る
だ
ろ
う
。
一
首
が
自
問
自
答
の

歌
と
解
さ
れ
る
所
以
は
そ
う
い
っ
た
点
に
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
生
の
意
義
を
突
き
詰
め
よ
う
と
す
る
声
が
「
私
」
の
胸
中
に
谺
し
て
い

る
と
し
て
も
、「
私
」
が
生
を
め
ぐ
る
究
極
的
な
問
題
に
対
し
て
声
を
上
げ
て
切
り

結
ぼ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
歌

の
表
現
は
、
対
論
の
場
に
直
接
的
に
介
入
せ
ず
、
こ
の
深
刻
な
問
い
に
対
し
て
距
離

を
置
い
て
押
し
黙
る
「
私
」
の
位
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
一
首
は
明
治
四
十
年
頃
か
ら
の
一
時
期
に
集
中
的
に
詠
作
さ
れ
た
対
話
を
取
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り
込
む
技
法
を
用
い
な
が
ら
、
直
接
的
な
発
話
を
交
わ
す
者
と
相
対
す
る
沈
黙
の
裡

に
言
葉
を
反
芻
す
る
「
私
」
を
歌
い
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

上
田
博
は
こ
の
歌
に
つ
い
て

五
句
の
「
止
せ
止
せ
」
に
、
切
羽
詰
ま
っ
た
心
情
を
言
葉
の
や
り
と
り
の
範
囲

の
中
に
押
し
込
ん
で
お
こ
う
と
す
る
心
の
動
き
の
微
妙
が
示
さ
れ
て
い
よ
う!8

。

と
看
破
し
た
が
、
そ
の
よ
う
に
心
が
動
く
状
況
の
一
つ
に
、
現
在
的
な
発
話
の
形
が

と
ら
れ
る
詠
作
の
い
ま
そ
の
と
き
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
止
せ
止
せ
問
答
」

と
は
異
な
る
結
句
、
問
い
に
対
す
る
答
た
り
得
る
結
句
の
詠
出
に
逡
巡
し
た
揚
げ
句

に
こ
う
言
い
さ
し
て
し
ま
っ
た
作
歌
の
場
を
思
い
描
く
の
は
無
用
の
詮
索
と
い
う
も

の
で
は
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
歌
詠
む
こ
と

で
し
ば
ら
く
留
め
置
い
て
い
る
あ
り
様
は
如
何
に
も
こ
の
歌
人
ら
し
い
よ
う
に
思
わ

れ
て
し
ま
う
。

〈
付
記
〉
引
用
は
『
石
川

木
全
集
』（
昭
五
十
三
年
一
月
〜
昭
和
五
十
五
年
三

月
に
よ
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

注q

杉
本
つ
と
む
「
句
読
点
・
記
号
の
用
法
と
近
代
文
学
」（『
国
文
学
研
究
』
第
三
五

集
、
昭
四
二
・
三
）

w

飛
田
良
文
『
東
京
語
成
立
史
の
研
究
』（
平
四
・
九
、
東
京
堂
出
版
）
な
お
、
大
熊

智
子
は
「
引
用
符
を
用
い
た
会
話
文
表
記
の
成
立
」（『
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
』

第
八
四
号
、
平
七
・
九
）
に
お
い
て
、
鈎
括
弧
の
史
的
考
察
か
ら
会
話
文
を
表
示
す

る
鈎
括
弧
の
「
開
き
の
部
分
は
庵
点
か
ら
、
閉
じ
の
部
分
は
鉤
画
か
ら
変
化
し
た
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

e

明
治
二
十
一
年
七
月
十
日
（
第
一
回
）
〜
九
月
五
日
（
第
五
十
回
）。
引
用
は
九
月

二
日
（
第
四
十
八
回
）
の
一
部
で
あ
る
。

r

明
治
二
十
一
年
七
月
二
十
九
日
（
第
一
回
）
〜
八
月
三
十
一
日
（
第
廿
九
回
）。
引

用
は
八
月
二
十
五
日
（
第
廿
四
回
）
の
一
部
で
あ
る
。

t

明
治
二
十
二
年
二
月
三
日
（
第
一
）
〜
三
月
九
日
（
第
三
十
）。
引
用
は
三
月
二
日

（
第
二
十
四
）
の
一
部
で
あ
る
。

y

明
治
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
（
一
）
〜
四
月
十
四
日
（
四
十
）。
引
用
は
三
月
二

日
（
五
）
の
一
部
で
あ
る
。

u

『
明
星
』
以
前
の
歌
で
対
話
を
用
い
た
例
と
し
て
、
佐
竹
寿
彦
は
『
全
釈
　
み
だ

れ
髪
研
究
』（
昭
四
〇
・
一
〇
、
有
朋
堂
）
に
お
い
て
『
現
代
短
歌
大
系
　
第
二
巻
』

（
昭
二
七
・
四
、
河
出
書
房
）
に
も
収
め
ら
れ
た
明
治
三
二
年
五
月
十
二
の
「
読
売
新

聞
」
紙
上
の
「
わ
か
菜
會
詠
草
（
其
五
）（
つ
ヾ
き
）」
か
ら
、
一
晶
の

ひ
ら

く
と
散
り
か
ふ
花
を
追
ひ
ゆ
き
て
「
ま
て
よ
」
と
小
蝶
「
春
を
語
ら
な
」

を
示
し
、「
當
時
の
新
體
詩
か
ら
の
攝
取
で
あ
ら
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑧
　
山
本
健
吉
は
『
漱
石
　

木
　
露
伴
』（
昭
四
七
・
一
〇
、
文
藝
春
秋
）
に
お
い
て

「
こ
の
よ
う
な
問
答
体
の
歌
は
、『
明
星
』
に
流
行
し
て
」
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
草
壁
焔
太
は
『
二
つ
の
流
星
　

木
と
牧
水
』（
昭
五
一
・
六
、
日
賀
出
版
社
）

に
、「
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
使
っ
た
セ
リ
フ
入
り
の
歌
は
万
里
が
流
行
さ
せ
て
い
た
形
で
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

o

国
崎
望
久
太
郎
『
増
訂
　

木
論
序
説
』（
一
九
六
六
・
一
、
法
律
文
化
社
）

!0

若
山
牧
水
『
路
上
』（
明
四
四
・
九
、
博
信
堂
）
に
は
同
工
の

『
あ
れ
見
給
へ
落
葉
木
立
の
日
あ
た
り
に
す
ま
い
よ
げ
な
る
小
さ
き
貸
家
』

が
あ
る
。

!1

一
連
は
、「
窓
か
け
の
」
の
一
首
の
あ
と
に
、「
」
を
用
い
た

「
か
く
あ
り
て

ち
う
べ
き
日
も
計
ら
れ
ず
老
い
た
る
友
に
逢
は
ま
ほ
し
さ
よ
」

「
わ
れ
死
な
ば
紀
伊
の
わ
が
子
と
ふ
る
さ
と
の
本
念
寺
と
へ
告
げ
く
れ
よ
か
し
」

が
続
い
て
い
る
。

!2

錦
仁
「
西
行
地
獄
絵
の
歌
」（『
国
文
学
』
第
三
九
巻
第
一
三
号
、
平
六
・
一
一
）

錦
は
「
大
切
な
の
は
、〈
私
２
〉
は
〈
私
１
〉
に
対
し
常
に
別
人
に
な
り
う
る
可
能
性

を
は
ら
む
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、〈
私
１
〉
と
〈
私
２
〉
の
関
係
性
か
ら
「
和
歌
独
自

の
虚
構
化
」
や
「
和
歌
と
い
う
機
能
体
の
も
つ
巧
み
な
〈
仕
掛
け
〉」
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

!3

岩
城
之
徳
は
『
石
川

木
必
携
』（
昭
五
六
・
九
、
學
灯
社
）
で
、「

木
の
歌
に

お
け
る
問
答
形
式
は
珍
し
い
」
と
す
る
が
、

『
誰
そ
先
き
に
疎
み
そ
め
し
は
』『
君
ぞ
』
と
は
か
た
み
に
い
は
ず
涙
こ
ぼ
れ
ぬ
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（「
新
詩
社
詠
草
」『
明
星
』
未
歳
第
八
号
、
明
四
〇
・
八
）

の
ほ
か
、「
石
破
集
」
の
三
首

『
い
づ
ら
行
く
』『
君
と
わ
が
名
を
北
極
の
氷
の
岩
に
刻
ま
む
と
行
く
』

『
な
に
を
見
て
さ
は
戦
く
や
』『
大
い
な
る
牛
な
が
し
目
に
我
を
見
て
行
く
』

『
工
人
よ
何
を
つ
く
る
や
』『
重
く
し
て
持
つ
べ
か
ら
ざ
る
鉄
槌
を
鍛
つ
』

（『
明
星
』
申
歳
第
七
号
、
明
四
一
・
七
）

や
、
歌
稿
ノ
ー
ト
に
も

『
検
非
違
使
よ
な
ど
か
く
我
を
縛
せ
る
や
』『
汝
心
に
三
度
姦
せ
り
』

「
何
故
に
手
を
ば
と
ら
ざ
る
」「
見
よ
そ
こ
を
わ
が
亡
き
父
に
肖
し
人
ぞ
ゆ
く
」

（「
暇
ナ
時
」）

「
何
思
ふ
」「
我
大
い
な
る
い
つ
は
り
に
満
都
の
士
女
を
驚
殺
せ
む
ず
」

（「
明
治
四
十
一
年
作
歌
ノ
ー
ト
」）

等
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
選
歌
欄
で
も
、
既
に
引
い
た
「
風
」
の
題
に
加

え
て
明
治
四
十
一
年
八
月
申
歳
第
八
号
の
「
見
」
で
も
上
崎
清
太
郎
の

『
何
か
見
る
』『
は
た
知
ら
ざ
れ
ど
か
の
海
を
た
だ
我
見
る
に
心
足
ら
ね
ば
』

を
取
っ
て
お
り
、
手
法
の
一
つ
と
し
て
十
分
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

!4

今
井
泰
子
注
釈
『
日
本
近
代
文
学
大
系
二
三
　
石
川

木
集
』（
昭
四
四
・
一
二
、

角
川
書
店
）

!5

山
本
健
吉
『
漱
石
　

木
　
露
伴
』（
昭
四
七
・
一
〇
、
文
藝
春
秋
）

!6

「
ロ
ー
マ
字
日
記
」
四
月
十
七
日

!7

『
和
歌
文
学
大
系
七
七
　
一
握
の
砂
・
黄
昏
に
・
収
穫
』（
平
一
六
・
四
、
明
治
書
院
）

!8

上
田
博
『
石
川

木
歌
集
全
歌
鑑
賞
』（
二
〇
〇
一
・
一
一
、
お
う
ふ
う
）

（
東
京
都
立
航
空
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授
）
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