
世
界
文
学
と
「
地
方
」

―
野
口
米
次
郎
と
シ
カ
ゴ
の
詩
雑
誌
『
ポ
エ
ト
リ
』

―

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

堀

ま
ど
か
（1）

片
山
廣
子
の
新
体
詩
「
あ
か
き
貝
」
に
つ
い
て

―
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
『
シ
ン
グ
・
ソ
ン
グ
童
謡
集
』
と
の
関
わ
り

―

･
･

永
井

泉
（18）

『
太
平
記
』
引
用
説
話
の
典
拠
と
文
脈

―
英
訳
『
太
平
記
』
の
注
記
を
端
緒
と
し
て

―

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

大
坪

亮
介

（32）

和
歌
と
漢
詩―

平
安
朝
に
お
け
る
実
例
を
め
ぐ
っ
て

―

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

山
本

真
由
子

（44）

芥
川
龍
之
介
か
ら
堀
辰
雄
へ

―
『
玉
書
』
の
受
容
か
ら
見
る
東
西
意
識

―

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

劉

娟

左
(31)

芥
川
龍
之
介
「
秋
山
図
」
な
ど

―
世
界
文
学
と
し
て
の
芥
川
作
品

―
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

奥
野

久
美
子

左
(18)

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
類
話
に
お
け
る
英
雄
像
比
較

―
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
、
百
合
若
大
臣
、
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ぺ

―

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

高
島

葉
子

左
(1)

あ
と
が
き

･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

（
ⅰ
）

二
〇
一
八
年
度
「
文
学
研
究
科
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
成
果
報
告
書
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『
太

平
記

』
引

用
説

話
の

典
拠

と
文

脈

�
英

訳
『

太
平

記
』

の
注

記
を

端
緒

と
し

て
�

大
坪

亮
介

『
太
平
記
』
で
語
ら
れ
る
説
話
の
中
に
は
、
長
文
化
し
て
本
筋
と
の
関
わ
り
も
薄
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
余

談
の
よ
う
に
見
え
る
。
英
語
圏
唯
一
の
『
太
平
記
』
翻
訳
に
見
ら
れ
る
注
記
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
反
映
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
見
方
に
修
正
を
迫
る
近
年
の
研
究
状
況
を
紹
介
し
、
典
拠
と
も
密
接
に
関
わ
り
あ
う
『
太

平
記
』
の
複
雑
な
説
話
引
用
の
あ
り
方
を
指
摘
す
る
。

は
じ
め
に

『
太
平
記
』

は
、
後
醍
醐
天
皇
の
鎌
倉
幕
府
打
倒
計
画
に

（
１

）

始
ま
り
、
建
武
政
権
の
成
立
と
崩
壊
、
室
町
幕
府
の
草
創
と
内
訌

を
描
い
た
軍
記
物
語
で
あ
る
。
全
四
十
巻
か
ら
成
り
、
叙
述
の
範

囲
は
お
よ
そ
六
十
年
に
も
及
ぶ
。
し
か
も
そ
の
作
品
世
界
は
、
和

・
漢
・
天
竺
の
様
々
な
引
用
説
話
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
説
話
の
多

く
は
、
作
中
で
語
ら
れ
る
出
来
事
の
先
例
（
類
例
・
反
例
と
も
に
）

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り

、
な
か
に
は
巻
二
十
八
の
漢
楚
合

（
２

）

戦
説
話
や
巻
三
十
七
の
長
恨
歌
説
話
の
よ
う
に
、
長
文
に
わ
た
り

説
話
が
語
ら
れ
る
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
長
文
の
説
話
は
、
と
も
す
れ
ば
先
例
を
示
す
と
い
う

役
割
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
を
端
的
に
示
す
事
例
が
、
英
語
圏
に
お
け
る
『
太

平
記
』
の
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
翻
訳
（
た
だ
し
、
序
か
ら
巻
十
二

ま
で
の
部
分
訳
）
で
あ
る
ヘ
レ
ン
・
ク
レ
イ
グ
・
マ
ッ
カ
ラ
氏

（
H

elen
C

raig
M

cC
ullough

）
の
『
太
平
記

中
世
日
本
の
年
代

記
』
（
以
下
、
英
訳
『
太
平
記
』
と
呼
ぶ
）
で
あ
る

。
後
掲

（
３

）

す
る
よ
う
に
、
こ
の
翻
訳
で
は
序
論
に
お
い
て
長
文
説
話
に
関
す

る
評
価
が
下
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
本
文
で
は
引
用
説
話
の
前
後

に
注
記
を
設
け
て
、
そ
の
説
話
の
役
割
や
概
要
な
ど
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
英
語
圏
の
読
者
に
馴
染
み
の
薄
い
説
話
が
多
く

語
ら
れ
る
『
太
平
記
』
を
読
み
進
め
て
い
く
上
で
、
こ
う
し
た
処
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置
が
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
一
方
で
、
近
年
の
『
太
平
記
』
研
究
は
、
単
に
先
例
を

示
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
複
雑
な
説
話
引
用
の
あ
り
方
を
解

明
し
つ
つ
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
の
紹
介
に
加

え
、
新
た
な
典
拠
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
引
用
説
話
の
文

脈
が
明
ら
か
と
な
る
事
例
に
つ
い
て
も
報
告
す
る
。

一
英
訳
『
太
平
記
』
の
引
用
説
話

ま
ず
は
、
英
訳
『
太
平
記
』
に
お
け
る
引
用
説
話
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
こ
う
。
訳
者
で
あ
る
ヘ
レ
ン
・
ク
レ
イ
グ
・
マ
ッ
カ
ラ

氏
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
名
誉
教
授
で
、
日
本

文
学
の
研
究
と
英
語
圏
へ
の
紹
介
に
多
大
な
功
績
を
残
し
た
。
英

訳
『
太
平
記
』
に
は
マ
ッ
カ
ラ
氏
に
よ
る
序
論
が
あ
り
、
そ
こ
で

は
『
太
平
記
』
の
概
要
と
武
士
を
中
心
と
し
た
中
世
日
本
社
会
の

歴
史
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
訳
文
は
流
布
本
を
底
本
と
す
る
『
新

釈
日
本
文
学
叢
書
』
に
基
づ
い
て
お
り
、
全
四
十
巻
あ
る
『
太
平

記
』
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
第
一
部
と
呼
ば
れ
る
巻
十
二
ま
で
の
部

分
訳
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
訳
文
に
は
脚
注
、
巻
末
に
は
主
要
語

句
の
索
引
ま
で
が
付
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
充
実
し
た
内
容
の
翻

訳
が
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
』
（
一
九
六
〇
年
～
一
九

六
二
年
刊
）
に
先
立
つ
一
九
五
九
年
に
ア
メ
リ
カ
で
公
刊
さ
れ
た

こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
実
際
に
、
こ
の
翻
訳
に
接
し
た
市
古

貞
次
氏
は
以
下
の
よ
う
に
賞
賛
し
て
い
る

。
（

４
）

こ
の
よ
う
に
日
本
に
お
い
て
も
現
代
語
訳
も
出
さ
れ
て
い
な

い
「
太
平
記
」
を
、
完
訳
し
よ
う
と
し
た
の
が
マ
ッ
カ
ー
ロ

氏
（
筆
者
注
、
マ
ッ
カ
ラ
氏
の
こ
と
）
で
あ
る
。
（
中
略
）

欧
米
に
お
け
る
日
本
文
学
の
研
究
は
戦
後
、
盛
ん
で
あ
り
、

す
ぐ
れ
た
研
究
書
も
現
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
、
そ
れ
ら
の

中
で
も
労
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。
人
名
な
ど
の
よ
み

方
や
細
い
訳
語
に
つ
い
て
は
な
お
誤
り
が
少
な
く
な
い
よ

（
マ

マ
）

う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地
味
な
、
原
典
に
忠
実
な
訳
書

が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
い
に
慶
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
翻
訳
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
英
語
圏

の
日
本
文
学
研
究
に
お
い
て
、
『
太
平
記
』
は
長
い
間
関
心
の
対

象
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
英
語
圏
で
は
唯
一
と

い
っ
て
よ
い
『
太
平
記
』
研
究
者
で
あ
る
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
セ
ー
ザ

氏
は
、
西
洋
の
『
太
平
記
』
研
究
と
英
訳
『
太
平
記
』
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る

。
（

５
）

『
太
平
記
』
は
、
不
幸
な
こ
と
に
西
洋
の
言
語
に
お
い
て
い

ま
だ
重
大
な
学
術
的
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
、
前
近

代
の
最
も
重
要
な
古
典
文
学
作
品
の
一
つ
と
し
て
名
を
は
せ

て
い
る
。
（
中
略
）
日
本
国
外
で
『
太
平
記
』
を
扱
っ
た
論

文
は
、
一
九
五
九
年
の
マ
ッ
カ
ラ
氏
に
よ
る
画
期
的
な
序
文
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お
よ
び
巻
十
二
ま
で
の
翻
訳
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

部
分
的
な
翻
訳
に
過
ぎ
ず
、
原
文
に
あ
る
多
く
の
仏
教
的
挿

話
や
中
国
の
歴
史
的
な
話
を
省
い
て
い
る
。

セ
ー
ザ
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
外
で
の
『
太
平
記
』
の
専
論
は
マ

ッ
カ
ラ
氏
の
も
の
の
み
と
い
う
状
態
が
続
い
て
お
り
、
し
か
も
翻

訳
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
原
文
の
挿
話
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
さ
ら
に
英
訳
『
太
平
記
』
を
瞥
見
す
る
と
、
こ
れ
以
外
に

も
、
長
文
の
引
用
説
話
に
は
原
文
に
な
い
独
自
の
処
置
が
施
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
、
英
訳
『
太
平
記
』
に
お
け
る
引
用
説
話

の
位
置
付
け
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、

C
hapter12

"T
he

B
uilding

of
the

G
reat

Palace
E

nclosure;
T

he
M

atter
of

the
Shrine

of

Sugaw
ara

no
M

ichizane
（
原
文
「
大
内
裏
造
営
の
事
附
聖
廟
の
御

事
」
）
を
例
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
の
章
段
は
、
念
願
の
鎌
倉
幕
府
打
倒
を
成
し
遂
げ
た
後
醍
醐

天
皇
が
な
が
ら
く
廃
絶
し
て
い
た
大
内
裏
再
建
を
企
て
た
こ
と
を

語
る
。
こ
の
箇
所
の
翻
訳
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
傍
線
を
付
し
た

よ
う
に
、
引
用
説
話
の
前
後
に
［

］
を
設
け
て
、
説
話
の
概
略

と
そ
の
意
味
が
補
足
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

翌
年
（
筆
者
注
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
の
建
武
元
年
〈
一
三
三

四
〉
）
一
月
十
二
日
に
、
貴
族
た
ち
は
天
皇
に
以
下
の
報
告

を
行
な
っ
た
。

「
陛
下
に
関
す
る
事
柄
は
き
わ
め
て
多
く
な
っ
て
し
ま
い
、

百
の
官
庁
は
限
界
に
き
て
お
り
ま
す
。
四
方
の
長
さ
が
た
っ

た
四
百
七
十
五
ヤ
ー
ド
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
こ
の
宮
殿
の
範

囲
は
狭
く
、
儀
式
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
も
し
百
二
十
ヤ
ー
ド
ず
つ
各
辺
を
長
く
し
て
も
、
ホ
ー

ル
や
建
物
が
建
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、
古
代
の
皇
居
と
同
様

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
内
裏
が
建
設
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
」

彼
ら
が
そ
う
言
っ
た
の
で
、
天
皇
は
安
芸
国
と
周
防
国
に

そ
の
費
用
を
分
担
す
る
よ
う
命
じ
、
日
本
の
全
て
の
土
地
に

い
る
地
頭
や
御
家
人
の
年
間
税
収
の
二
十
分
の
一
を
確
保
し

た
。

[
以
下
、
本
来
の
大
内
裏
の
説
明
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
ら

に
菅
原
道
真
（
八
四
五
～
九
〇
三
）
の
長
い
伝
記
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。
道
真
は
追
放
さ
れ
た
大
臣
で
、
そ
の
怒
れ
る
魂

が
大
内
裏
の
焼
失
を
招
い
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
]

さ
て
、
古
い
大
内
裏
は
、
秦
の
始
皇
帝
の
都
で
あ
る
咸
陽

宮
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た
。
･
･
･
･
･
･

（
筆
者
注
、
以
下
、
大
内
裏
の
建
物
や
調
度
を
列
挙
し
、
次

の
二
つ
の
説
話
を
語
る
。

Ａ
弘
法
大
師
が
大
内
裏
の
扁
額
を
書
い
た
際
、
奢
侈
へ
の

戒
め
を
込
め
た
。
そ
の
文
字
を
難
じ
た
小
野
道
風
が
病

気
に
か
か
っ
た
と
い
う
説
話
（
以
下
「
Ａ
神
筆
説
話
」

と
呼
ぶ
）



- 35 -

Ｂ
『
北
野
天
神
縁
起
』
を
典
拠
と
す
る
道
真
の
生
涯
と
怨

霊
化
（
以
下
「
Ｂ
天
神
説
話
」
と
呼
ぶ
）
）

[
伝
記
の
終
わ
り
]

（
筆
者
注
、
以
下
そ
の
後
の
大
内
裏
再
建
と
焼
失
が
語
ら
れ
、

多
額
の
出
費
を
伴
う
後
醍
醐
の
大
内
裏
再
建
が
批
判
さ
れ
る
）

大
内
裏
造
営
の
計
画
が
語
ら
れ
た
後
、
大
内
裏
の
殿
舎
や
調
度
の

説
明
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
『
北
野
天
神
縁
起
』
に
由
来
す

る
説
話
へ
と
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
読
者
の
便
宜
の
た
め
で

あ
ろ
う
が
、
説
話
の
概
略
と
そ
の
意
味
の
注
記
に
つ
い
て
は
、
引

用
説
話
に
対
す
る
訳
者
マ
ッ
カ
ラ
氏
の
次
の
よ
う
な
認
識
が
反
映

し
て
い
よ
う

。
（

６
）

い
く
つ
か
の
詩
的
な
一
節
を
除
け
ば
、
軍
記
物
語
は
シ
ン
プ

ル
で
直
接
的
な
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
最
良
の
も
の

は
、
た
ぶ
ん
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
サ
ー
ガ
に
匹
敵
し
、
最
悪
の

も
の
は
平
板
で
陳
腐
で
あ
る
。
も
し
名
を
挙
げ
る
た
め
の
努

力
が
な
さ
れ
る
な
ら
、
軍
記
物
語
は
な
じ
み
の
あ
る
和
漢
の

古
典
文
学
や
歴
史
的
事
件
を
、
類
例
や
暗
示
と
し
て
い
く
ぶ

ん
単
調
に
用
い
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は

長
い
余
談
へ
と
展
開
し
て
し
ま
う
。

こ
の
記
述
で
は
、
説
話
引
用
自
体
が
退
屈
で
、
長
文
の
も
の
に
い

た
っ
て
は
余
談
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
か
な
り
否
定
的
な
評
価
が

下
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
右
の
説
話
と
前

後
の
注
記
を
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
説
話
引
用
は
、
大
内
裏
炎
上
の

先
例
を
示
す
と
い
う
本
来
の
役
割
か
ら
は
み
出
し
て
道
真
の
伝
記

を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
窺
え
よ
う
。
確
か
に
、
『
太

平
記
』
の
説
話
の
中
に
は
、
巻
三
十
七
の
長
恨
歌
説
話
の
よ
う
に
、

「
別
の
主
題
を
顕
在
化
さ
せ
た
結
果
、
本
筋
と
の
連
関
に
緊
密
さ

を
欠
く
」

も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
英
訳
『
太
平
記
』
が
右

（
７

）

の
よ
う
な
理
解
を
示
し
、
長
文
説
話
に
わ
ざ
わ
ざ
注
記
を
付
し
た

の
も
、
謂
れ
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
最
近
、
こ
の
説
話
に
関
し
て
森
田
貴
之
氏
が
注
目
す

べ
き
論
考
を
発
表
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
説
話
に
は
典
拠
の
存

在
も
介
在
す
る
複
雑
な
説
話
同
士
の
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
と

い
う
の
で
あ
る

。
次
章
で
は
森
田
氏
の
論
考
に
拠
り
、
そ
の

（
８

）

具
体
的
な
様
相
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
、
『
太

平
記
』
の
引
用
は
英
訳
が
主
と
し
て
依
拠
し
た
『
新
釈
日
本
文
学

叢
書
』
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

二
『
太
平
記
』
引
用
説
話
の
文
脈

ま
ず
は
、
英
訳
の
引
用
で
は
省
略
し
た
、
巻
十
二
「
大
内
裏
造

営
の
事
附
聖
廟
の
御
事
」
の
Ａ
神
筆
説
話
を
挙
げ
る
。

（
筆
者
注
、
大
内
裏
の
殿
舎
や
調
度
品
を
列
挙
し
た
後
）
い

み
じ
く
造
並
べ
ら
れ
た
り
し
大
内
裏
、
天
災
を
消
す
に
便
な
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く
、
回
禄
度
々
に
及
ん
で
今
は
昔
の
礎
の
み
残
れ
り
。
回
禄

の
由
を
尋
ぬ
る
に
、
彼
唐
堯
虞
舜
の
君
は
、
志
那
四
百
州
の

主
と
し
て
、
其
徳
天
地
に
応
ぜ
し
か
共
、
茆
茨
不
剪
、
柴
椽

不
削
と
こ
そ
申
し
伝
へ
た
れ
。
矧
や
粟
散
国
の
主
と
し
て
、

此
大
内
を
造
ら
れ
た
る
事
、
其
徳
相
応
ず
べ
か
ら
ず
。
後
王

若
し
無
徳
に
し
て
、
居
安
か
ら
し
め
ん
と
欲
し
給
は
ゞ
、
国

の
財
力
も
之
に
依
つ
て
尽
く
べ
し
と
、
高
野
大
師
之
を
鑒
み
、

門
々
の
額
を
書
か
せ
給
ひ
け
る
に
、
大
極
殿
の
大
の
字
の
、

中
を
引
切
つ
て
火
と
云
ふ
字
に
成
し
、
朱
雀
門
の
朱
を
米
と

云
ふ
字
に
ぞ
遊
し
け
る
。
小
野
道
風
之
を
見
て
、
大
極
殿
は

火
極
殿
、
朱
雀
門
は
米
雀
門
と
ぞ
難
じ
た
り
け
る
。
大
権
の

聖
者
未
来
を
鑒
み
て
書
き
給
へ
る
事
を
、
凡
俗
と
し
て
難
じ

申
た
り
け
る
罰
に
や
、
其
後
よ
り
、
道
風
筆
を
執
れ
ば
、
手

戦
ひ
て
文
字
正
し
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
草
書
に
妙
を
得
た
る
人

な
れ
ば
、
戦
う
て
書
け
る
も
、
軈
て
筆
勢
に
ぞ
成
り
に
け
る
。

遂
に
大
極
殿
よ
り
火
出
て
、
諸
司
八
省
悉
く
焼
け
に
け
り
。

程
な
く
又
造
営
有
り
し
を
、
北
野
天
神
の
御
眷
属
火
雷
気
毒

神
、
清
涼
殿
の
坤
の
柱
に
落
掛
り
給
ひ
し
時
焼
け
け
る
と
ぞ

承
る
。
（
以
下
略
。
Ｂ
天
神
説
話
に
続
く
）

大
内
裏
は
そ
も
そ
も
本
朝
に
不
相
応
で
あ
り
、
空
海
は
門
の
扁
額

を
書
く
際
に
戒
め
を
込
め
た
。
小
野
道
風
が
こ
の
字
を
難
じ
た
と

こ
ろ
中
風
に
罹
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
大
極
殿
か
ら
出

火
、
再
建
さ
れ
も
の
の
北
野
天
神
の
眷
属
に
よ
っ
て
火
災
に
遭
っ

た
こ
と
を
語
り
、
Ｂ
天
神
説
話
へ
と
続
く
。

実
は
こ
の
Ａ
神
筆
説
話
の
流
れ
は
、
左
に
概
要
を
示
す
通
り
、

他
の
類
話
と
は
異
な
る
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。

・
Ａ
神
筆
説
話
の
類
話

①
『
大
師
御
行
状
集
記
』
（
寛
治
三
年
〈
一
〇
八
九
〉
）

・
空
海
が
筆
を
投
げ
応
天
門
の
扁
額
を
完
成
さ
せ
た
。

②
『
弘
法
大
師
御
伝
』
（
文
暦
元
年
〈
一
二
三
四
〉
）

・
空
海
筆
の
皇
嘉
門
の
文
字
に
精
霊
が
宿
る
。

③
十
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』
（
元
応
元
年
〈
一
三
一

九
〉
以
前
）

・
藤
原
行
成
が
門
を
修
造
し
た
際
、
大
師
の
冥
覧
を
畏
れ

た
。

④
『
本
朝
神
仙
伝
』
（
平
安
後
期
）

・
空
海
筆
の
朱
雀
門
の
文
字
を
難
じ
た
小
野
道
風
が
夢
で

空
海
の
使
い
に
首
を
踏
ま
れ
る
。

⑤
『
古
今
著
聞
集
』
（
建
長
六
年
〈
一
二
五
四
〉
）

・
小
野
道
風
が
空
海
筆
の
美
福
門
・
朱
雀
門
の
文
字
を

難
じ
る
と
、
中
風
に
な
り
手
が
震
え
た
。

※
大
内
裏
焼
失
に
関
す
る
記
述
は
な
し
。

⑥
『
源
平
盛
衰
記
』
（
十
四
世
紀
前
半
頃
か
）

・
小
野
道
風
が
空
海
筆
の
大
極
殿
の
文
字
を
「
火
極
殿
」
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と
難
じ
、
そ
の
将
来
を
不
安
視
。
実
際
に
安
元
の
大
火

が
起
こ
る
。

※
北
野
天
神
に
よ
る
火
災
と
は
関
係
な
し
。

①
『
大
師
御
行
状
集
記
』
か
ら
③
十
巻
本
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』

ま
で
は
、
小
野
道
風
は
出
て
こ
な
い
。
④
『
本
朝
神
仙
伝
』
に
は

道
風
が
空
海
の
字
を
非
難
し
た
と
あ
り
、
⑤
『
古
今
著
聞
集
』
で

は
、
道
風
が
登
場
し
て
空
海
の
文
字
を
難
じ
て
中
風
に
な
っ
た
と

こ
ろ
ま
で
は
『
太
平
記
』
と
共
通
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
大
内

裏
焼
失
と
の
関
連
が
示
さ
れ
な
い
。
最
後
の
⑥
『
源
平
盛
衰
記
』

は
『
太
平
記
』
に
い
ち
ば
ん
近
い
も
の
の
、
北
野
天
神
と
は
関
連

付
け
て
語
ら
れ
て
い
な
い
。
類
話
と
比
較
す
る
と
、
『
太
平
記
』

の
Ａ
神
筆
説
話
は
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
し

か
も
Ａ
神
筆
説
話
は
、
後
続
す
る
Ｂ
天
神
説
話
の
典
拠
『
北
野
天

神
縁
起
』

を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
説
話
引
用
の
文

（
９

）

脈
が
浮
き
彫
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
以
下

の
箇
所
で
あ
る
。

円
融
院
の
御
宇
の
比
を
い
、
貞
元
々
年
よ
り
天
元
五
年
に

い
た
る
ま
で
七
年
の
間
に
、
三
度
ま
で
内
裏
焼
亡
あ
り
け
り
。

（
中
略
）
一
条
院
御
宇
に
、
正
二
位
従
一
位
左
大
臣
の
官
位

を
ば
送
り
奉
り
給
。
か
の
位
記
の
詔
書
に
、
勅
使
菅
原
幹
正
、

正
暦
余
念
八
月
十
九
日
に
太
宰
府
に
下
付
、
廿
日
安
楽
寺
に

参
り
て
、
御
位
記
の
箱
を
案
上
に
指
置
き
、
再
拝
し
て
よ
み

給
し
に
、
ひ
と
つ
の
絶
句
の
詩
の
化
現
し
侍
り
し
に
、
第
一

の
不
思
議
と
お
ぼ
へ
て
お
そ
ろ
し
。

忽
驚

二朝
使

一排
二荊
棘

一
官
品
高
加
拝
感
成

雖
レ悦

三仁
恩
覃

二邃
窟

一
但
羞
存
没
左
遷
名

件
正
文
は
外
記
の
つ
ぼ
ね
に
納
ら
れ
て
、
け
ふ
ま
で
侍
る
な

り
。
道
風
が
筆
跡
に
少
も
か
は
ら
ざ
り
け
り
。
誠
に
弘
法
大

師
の
、
「
菅
丞
相
我
違
世
の
身
な
り
。
小
野
道
風
は
わ
が
順

世
の
身
な
り
」
と
示
し
給
た
る
も
、
是
に
て
ぞ
実
事
と
は
覚

ゆ
る
。

円
融
院
の
御
宇
に
三
度
内
裏
が
焼
失
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
受
け

て
一
条
院
の
時
代
に
道
真
に
官
位
が
送
ら
れ
た
。
安
楽
寺
で
位
記

を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、
一
首
の
詩
が
化
現
し
た
。
そ
の
筆
跡
は
小
野

道
風
と
同
じ
で
あ
り
、
空
海
が
道
真
は
自
身
の
「
違
世
の
身
」
、

道
風
は
「
順
世
の
身
」
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
に
符
合
し
て
い
た

と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
天
神
説
話
の
典
拠
で
あ
る
『
北
野
天
神
縁
起
』

で
は
、
内
裏
焼
失
に
関
わ
る
箇
所
で
空
海
・
小
野
道
風
・
菅
原
道

真
と
い
う
興
味
深
い
連
関
が
示
さ
れ
て
い
る
。
『
太
平
記
』
で
は

こ
う
し
た
連
関
を
踏
ま
え
た
上
で
、
Ａ
神
筆
説
話
に
導
か
れ
る
か

た
ち
で
Ｂ
天
神
説
話
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
Ｂ
天
神
説
話
の
末
尾
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、

Ａ
神
筆
説
話
と
同
様
の
文
脈
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
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る
。

是
を
以
て
上
一
人
よ
り
下
万
民
に
至
る
ま
で
、
渇
仰
の
首
を

傾
け
ず
と
云
ふ
人
は
な
し
。
誠
に
奇
特
無
双
の
霊
社
也
。
去

程
に
、
治
暦
四
年
八
月
十
四
日
、
内
裏
造
営
の
事
始
有
つ
て
、

後
三
条
院
の
御
宇
延
久
四
年
四
月
十
五
日
遷
幸
あ
り
。
（
中

略
）
目
出
か
り
し
に
、
幾
程
も
な
く
、
又
安
元
二
年
に
、
日

吉
山
王
の
御
祟
に
依
つ
て
、
大
内
の
諸
寮
一
宇
も
残
ら
ず
焼

け
に
し
後
は
、
国
の
力
衰
へ
て
、
代
々
の
聖
主
も
、
今
に
至

る
ま
で
造
営
の
沙
汰
も
無
か
り
つ
る
に
、
い
ま
兵
革
の
後
、

世
未
だ
安
か
ら
ず
。
国
弊
へ
民
苦
み
て
馬
を
華
山
の
陽
に
帰

さ
ず
。
牛
を
桃
林
の
野
に
放
た
ず
、
大
内
裏
作
ら
る
べ
し
と

て
、
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
我
朝
に
未
だ
用
ひ
ざ
る
紙
銭

を
作
り
、
諸
国
の
地
頭
、
御
家
人
の
所
領
に
、
課
役
を
懸
け

ら
る
ゝ
条
、
神
慮
に
も
違
ひ
、
驕
誇
の
端
と
も
成
り
ぬ
と
、

眉
を
顰
む
る
智
臣
も
多
か
り
け
り
。

傍
線
部
で
は
い
わ
ゆ
る
安
元
の
大
火
か
ら
大
内
裏
が
廃
絶
し
た
こ

と
を
語
り
、
二
重
傍
線
部
で
は
後
醍
醐
の
大
内
裏
造
営
を
批
判
し

て
い
る
。
Ａ
神
筆
説
話
と
同
様
、
Ｂ
天
神
説
話
に
お
い
て
も
大
内

裏
焼
失
と
大
内
裏
造
営
批
判
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
森
田
氏
は
『
太
平
記
』
当
該
説
話
の
背
景
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

再
び
内
裏
造
営
批
判
の
文
脈
を
確
認
し
て
幕
を
閉
じ
る
。
こ

の
文
脈
（
筆
者
注
、
大
内
裏
造
営
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
）
は

『
太
平
記
』
の
中
へ
、
北
野
天
神
縁
起
を
導
く
役
割
を
担
っ

て
い
た
Ａ
神
筆
説
話
と
同
じ
で
あ
り
、
『
太
平
記
』
の
北
野

天
神
縁
起
の
冒
頭
を
末
尾
は
、
共
に
造
営
批
判
で
整
合
的

（
マ

マ
）

で
あ
る
。
作
者
は
、
弘
法
大
師
や
小
野
道
風
と
菅
原
道
真
と

の
説
話
的
つ
な
が
り
を
自
覚
し
た
上
で
、
北
野
天
神
縁
起
の

前
に
Ａ
神
筆
説
話
を
配
し
、
弘
法
大
師
説
話
と
北
野
天
神
縁

起
と
い
う
二
つ
の
説
話
の
連
関
に
よ
っ
て
造
営
批
判
の
文
脈

を
構
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
神
筆
説
話
と
Ｂ
天
神
説
話
の
典
拠
を
視
野
に
収

め
た
詳
細
な
分
析
に
よ
っ
て
、
単
な
る
先
例
の
提
示
に
と
ど
ま
ら

な
い
『
太
平
記
』
の
複
雑
な
説
話
引
用
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
章
で
は
、
筆
者
が
わ
ず
か
に
付
け
加

え
得
る
こ
と
と
し
て
、
巻
三
十
五
の
い
わ
ゆ
る
「
北
野
通
夜
物
語
」

を
取
り
上
げ
、
新
た
な
典
拠
の
指
摘
に
よ
っ
て
説
話
引
用
の
文
脈

が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
事
例
を
報
告
し
た
い
。

三
典
拠
の
解
明
か
ら
見
え
る
説
話
引
用
の
文
脈

巻
三
十
五
「
北
野
通
夜
物
語
」
は
、
あ
る
秋
の
半
ば
過
ぎ
に
北

野
社
に
三
人
の
人
物
（
遁
世
者
・
雲
客
・
法
師
）
が
集
い
、
長
期
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化
す
る
戦
乱
の
原
因
に
つ
い
て
談
論
す
る
章
段
で
あ
る
。
問
題
の

説
話
は
、
遁
世
者
が
語
る
箇
所
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

昔
は
民
苦
を
問
ふ
使
と
て
、
勅
使
を
国
々
へ
下
さ
れ
て
、
民

の
苦
を
問
ひ
給
ふ
。
其
故
は
、
（
Ａ
）
君
は
民
を
以
て
体
と

為
し
、
民
は
食
を
以
て
命
と
為
す
、
夫
穀
尽
き
ぬ
れ
ば
民
窮

し
、
民
窮
し
ぬ
れ
ば
年
貢
を
備
ふ
る
事
な
し
。
（
Ｂ
）
疲
馬

の
鞭
を
恐
れ
ざ
る
が
如
く
、
王
化
を
も
恐
れ
ず
、
利
潤
を
先

と
し
て
、
常
に
非
法
を
行
ふ
。
民
の
誤
る
処
は
吏
の
科
也
。

吏
の
不
善
は
、
国
王
に
帰
す
。
君
良
臣
を
選
ま
ず
、
利
を
貪

る
輩
を
用
ふ
れ
ば
、
暴
悪
を
恣
に
し
て
、
百
姓
を
虐
ぐ
れ
ば
、

民
の
憂
天
に
昇
て
災
変
を
な
す
。
災
変
起
れ
ば
国
土
乱
る
。

是
上
慎
ま
ず
下
侮
る
故
也
。
国
土
若
し
乱
れ
ば
、
君
何
ぞ
安

か
ら
ん
。
百
姓
荼
毒
し
て
、
四
海
逆
浪
を
な
す
。
さ
れ
ば

（
Ｃ
）
湯
武
は
火
に
身
を
投
げ
、
桃
林
の
社
に
祭
り
、
（
Ｄ
）

大
宗
は
蝗
を
呑
ん
で
、
命
を
園
囿
の
間
に
任
す
。
己
を
責
て

天
意
に
叶
ひ
、
民
を
撫
で
て
地
声
を
顧
み
給
へ
と
也
。
則
ち

知
ん
ぬ
（
Ｅ
）
王
者
憂
楽
は
衆
と
同
じ
か
り
け
り
と
云
ふ
事

を
、
白
楽
天
も
書
置
侍
り
き
。

遁
世
者
は
か
つ
て
「
民
苦
を
問
ふ
使
」
（
問
民
苦
使
）
が
諸
国
に

派
遣
さ
れ
て
い
た
と
語
る
。
説
話
と
い
う
よ
り
も
漢
籍
由
来
の
表

現
を
駆
使
し
た
政
道
論
と
い
っ
た
趣
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

か
、
先
行
研
究
で
は
Ａ
か
ら
Ｅ
の
表
現
の
典
拠
が
既
に
近
世
の
注

釈
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た

。
す
な
わ
ち
、
Ａ
は
『
礼
記
』

（
１

０
）

「
緇
衣
」
、
Ｂ
は
『
塩
鉄
論
』
詔
聖
、
Ｃ
は
『
呂
氏
春
秋
』
九
「
順

民
」
、
Ｄ
は
『
貞
観
政
要
』
八
「
論
務
農
第
三
十
」
、
Ｅ
は
『
白

氏
文
集
』
一
「
諷
諭
一
」
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
は
こ

の
箇
所
は
全
体
に
わ
た
る
一
つ
の
典
拠
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

十
三
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
弘
法
大
師
絵
伝
の
一
つ
『
高
野
大
師

行
状
図
画
』

で
あ
る
。
諸
本
中
最
も
多
く
現
存
す
る
と
い

（
１

１
）

う
十
巻
本
（
元
応
元
年
〈
一
三
一
九
〉
以
前
）
に
拠
り
、

（
１

２
）

讃
岐
国
を
訪
れ
た
問
民
苦
使
が
幼
い
空
海
を
見
出
す
と
い
う
箇
所

を
次
に
挙
げ
る
。

昔
問
民
苦
使
と
て
お
ほ
や
け
よ
り
御
使
を
国
々
へ
下
さ
れ

て
、
民
の
苦
を
と
は
せ
給
け
り
。
其
故
は
、
君
は
民
を
も
て

体
と
す
。
民
は
食
を
も
て
天
と
す
。
穀
つ
き
ぬ
れ
ば
、
民
窮

し
ぬ
。
民
窮
ぬ
れ
ば
、
礼
備
る
事
な
し
。
疲
馬
の
む
ち
を
お

そ
れ
ざ
る
が
如
く
、
王
化
を
も
お
そ
れ
ず
。
利
潤
を
さ
き
と

し
て
非
法
を
行
ず
。
民
の
あ
や
ま
つ
と
こ
ろ
は
吏
の
と
が
也
。

吏
の
不
善
を
ば
国
主
に
帰
す
。
又
君
良
吏
を
ゑ
ら
ば
ず
し
て
、

貪
佞
の
と
も
が
ら
を
用
れ
ば
、
暴
虎
を
ほ
し
き
ま
ゝ
に
し
て
、

百
姓
を
し
え
た
ぐ
。
民
の
う
れ
へ
天
に
の
ぼ
り
て
災
変
を
な

す
。
災
変
お
こ
れ
ば
国
土
み
だ
る
。
こ
れ
上
の
つ
ゝ
し
ま
ざ

る
よ
り
お
こ
り
、
下
の
お
ご
れ
る
よ
り
な
る
。
国
土
若
み
だ

れ
な
ば
、
君
な
に
を
も
て
か
や
す
か
ら
む
。
百
姓
荼
毒
し
て
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四
海
逆
浪
を
な
す
。
さ
れ
ば
陽
武
火
に
な
げ
て
身
を
桃
林
の

社
に
ま
つ
り
、
太
宗
蝗
を
の
み
て
命
を

国
囿
の
あ
ひ
だ

（
マ

マ
）

に
ま
か
す
。
お
の
れ
を
せ
め
て
天
意
に
か
な
へ
民
を
な
で
ゝ

地
聖
を
か
え
り
み
給
。
則
し
り
ぬ
、
王
者
之
心
憂
楽
衆
生
と

を
な
じ
か
り
け
り
と
云
事
を
と
こ
そ
、
楽
天
も
か
き
を
き
侍

れ
。

網
掛
け
部
分
の
よ
う
な
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、
『
高
野
大
師
行

状
図
画
』
と
『
太
平
記
』
が
ほ
ぼ
同
文
関
係
に
あ
る
こ
と
は
一
目

瞭
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
当
該
箇
所
の
表
現
に

関
す
る
典
拠
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
実
は
こ
の
箇
所
全
体
に
わ

た
る
依
拠
資
料
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
典

拠
の
存
在
か
ら
は
、
問
民
苦
使
説
話
と
そ
の
次
に
語
ら
れ
る
説
話

と
の
深
い
連
関
ま
で
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
問
民
苦
使
説
話
の
後

に
は
、
次
の
よ
う
な
説
話
が
続
く
。

･
･
･
･
･
･
さ
れ
ば
延
喜
帝
は
寒
夜
に
御
衣
を
脱
が
れ
、
民
の
苦

を
愍
み
給
ひ
し
だ
に
、
正
し
く
地
獄
に
落
ち
給
ひ
け
る
を
、

笙
岩
屋
の
日
蔵
上
人
は
見
給
ひ
け
る
と
こ
そ
承
れ
。
彼
上
人

承
平
四
年
八
月
一
日
午
時
頓
死
し
て
、
十
三
日
ぞ
御
座
し
け

る
。
其
程
夢
に
も
非
ず
、
幻
に
も
非
ず
、
金
剛
蔵
王
の
善
巧

方
便
に
て
、
三
界
流
転
の
間
、
六
道
四
生
の
栖
を
見
給
ひ
け

る
に
、
等
活
地
獄
の
別
処
、
鉄
崛
地
獄
と
て
あ
り
。
（
中
略
）

其
中
に
焼
炭
の
如
く
な
る
罪
人
四
人
在
り
。
叫
喚
す
る
声
を

聞
け
ば
、
忝
く
も
延
喜
帝
に
て
ぞ
御
座
し
け
る
。
（
中
略
）

上
人
畏
つ
て
唯
涙
に
咽
び
給
ふ
。
帝
の
宣
は
く
、
汝
我
を
敬

ふ
事
勿
れ
。
冥
途
に
は
罪
業
無
き
を
以
て
主
と
す
。
然
れ
ば

貴
賤
上
下
を
論
ず
る
こ
と
な
し
。
我
は
五
種
の
罪
に
依
つ
て
、

此
地
獄
に
堕
ち
た
り
。
一
に
は
父
寛
平
法
皇
の
御
身
命
を
背

き
奉
り
、
久
し
く
庭
上
に
見
下
し
奉
り
し
咎
、
二
に
は
讒
言

に
依
つ
て
、
咎
な
き
才
人
を
流
罪
し
た
り
し
報
、
三
に
は
自

ら
の
御
敵
と
号
し
て
、
他
の
衆
生
を
損
害
せ
し
咎
、
四
に
は

月
中
の
斎
日
に
、
本
尊
を
開
か
ざ
る
咎
、
五
に
は
日
本
の
王

法
を
甚
じ
き
事
に
思
ひ
て
、
人
間
に
著
心
の
深
か
り
し
咎
、

此
五
を
根
本
と
為
し
て
、
自
余
の
罪
業
無
量
也
。
故
に
苦
を

受
く
る
事
無
尽
也

醍
醐
天
皇
は
寒
夜
に
御
衣
を
脱
い
で
民
の
苦
し
み
を
思
い
や
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
地
獄
に
堕
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

日
蔵
上
人
は
目
の
当
た
り
に
し
た
と
い
う
。
こ
の
醍
醐
天
皇
堕
地

獄
説
話
は
、
安
楽
寺
本
『
北
野
天
神
縁
起
』
に
拠
っ
て
い
る
こ
と

が
先
学
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り

、
問
民
苦
使
説
話

（
１

３
）

と
そ
れ
に
続
く
醍
醐
天
皇
堕
地
獄
説
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
高
野
大

師
行
状
図
画
』
と
『
北
野
天
神
縁
起
』
を
典
拠
と
す
る
説
話
が
連

続
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
典
拠
に
注
目
し
て

み
た
と
き
、
先
に
見
た
巻
十
二
の
例
と
同
様
、
こ
こ
で
も
空
海
・

北
野
天
神
と
い
う
連
関
に
よ
っ
て
二
つ
の
説
話
が
結
び
つ
け
ら
れ
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て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
「
北
野
通
夜
物
語
」
で
は
、
そ

の
連
関
に
よ
っ
て
政
道
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
う
文
脈
が
構

成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

。
（

１
４

）

こ
の
よ
う
に
、
『
高
野
大
師
行
状
図
画
』
と
い
う
新
た
な
典
拠

の
存
在
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
民
苦
使
記
事
と
醍

醐
天
皇
堕
地
獄
譚
と
の
説
話
的
な
つ
な
が
り
と
文
脈
と
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
『
太
平
記
』
が
説
話
を
引
用
す
る
際

に
用
い
た
複
雑
な
手
法
を
示
す
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。

お
わ
り
に

『
太
平
記
』
に
お
け
る
長
文
の
説
話
引
用
は
、
一
見
す
る
と
南

北
朝
動
乱
の
歴
史
を
語
る
上
で
の
夾
雑
物
の
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
英
訳
『
太
平
記
』
の
注
記
は
、
序
文
や
脚
注
な
ど
と
同
様
、

英
語
圏
の
読
者
を
『
太
平
記
』
の
世
界
に
誘
う
た
め
の
効
果
的
な

工
夫
で
あ
る
と
同
時
に
、
右
の
よ
う
な
長
文
説
話
に
対
す
る
理
解

を
反
映
し
て
い
よ
う
。

本
稿
で
は
、
『
太
平
記
』
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た

長
文
説
話
に
対
す
る
理
解
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
に
つ
い
て

報
告
し
た
。
加
え
て
、
『
太
平
記
』
の
引
用
説
話
に
つ
い
て
は
、

海
外
と
り
わ
け
中
国
の
研
究
者
に
よ
る
最
近
の
成
果
も
注
目
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
巻
三
十
八
「
大
元
軍
事
」
で
は
、
宋
と
元
の
合
戦

に
関
す
る
長
文
の
説
話
が
語
ら
れ
る
。
張
静
宇
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
こ
の
説
話
か
ら
は
、
中
国
宋
元
代
の
流
行
や
巷
間
で
語
ら

れ
た
講
談
と
い
っ
た
文
化
を
摂
取
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る

。
（

１
５

）

そ
も
そ
も
現
存
『
太
平
記
』
の
成
立
に
は
、
大
陸
の
最
新
の
文

化
を
摂
取
し
得
た
五
山
禅
僧
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

。
そ
の
た
め
、
『
太
平
記
』
に
夥
し
く
引
用
さ
れ
て
い
る

（
１

６
）

説
話
を
読
み
解
く
に
は
、
右
の
よ
う
な
研
究
の
国
際
的
な
広
が
り

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
、
個
々
の

説
話
の
意
図
や
文
脈
を
読
み
ほ
ぐ
し
て
い
く
作
業
と
同
時
に
、
海

外
の
研
究
者
と
の
協
力
に
よ
る
広
範
な
典
拠
調
査
の
余
地
が
残
さ

れ
て
い
よ
う
。

一
方
、
西
洋
で
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
研
究
者
の
間
で
南
北

朝
時
代
に
対
す
る
注
目
が
集
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う

。
西

（
１

７
）

洋
の
哲
学
・
文
学
理
論
を
援
用
し
た
『
太
平
記
』
の
作
品
論
が
試

み
ら
れ

、
『
太
平
記
』
を
世
界
文
学
の
一
つ
と
し
て
捉
え

（
１

８
）

る
べ
き
と
の
提
言
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る

。
と
は
い

（
１

９
）

え
、
マ
ッ
カ
ラ
氏
以
降
『
太
平
記
』
の
英
訳
が
公
刊
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
『
太
平
記
』
の
専
論
も
ほ
ぼ
な
い
と
い
う
状
況
は
変
わ

ら
な
い
。
本
稿
で
紹
介
し
た
引
用
説
話
の
研
究
動
向
は
、
南
北
朝

時
代
を
知
る
た
め
の
必
須
文
献
と
も
い
う
べ
き
『
太
平
記
』
の
読
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み
方
に
再
検
討
を
迫
る
も
の
と
い
え
、
西
洋
で
関
心
が
高
ま
っ
て

い
る
と
い
う
南
北
朝
時
代
の
研
究
に
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ

う
。以
上
よ
り
す
れ
ば
、
説
話
引
用
の
典
拠
と
文
脈
に
着
眼
し
た
考

察
は
、
国
際
的
な
性
格
を
帯
び
つ
つ
あ
る
『
太
平
記
』
研
究
を
今

後
推
し
進
め
て
い
く
上
で
、
有
益
な
着
眼
点
と
な
り
得
る
も
の
と

い
え
よ
う
。

〈
注
〉

（
）
『
太
平
記
』
原
文
の
引
用
は
、
英
訳
『
太
平
記
』
が
依
拠

1

し
た
物
集
高
量
校
注
『
新
釈
日
本
文
学
叢
書
』
（
日
本
文
学
叢
書

刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
に
拠
る
。

（
）
松
尾
葦
江
『
軍
記
物
語
論
究
』
（
若
草
書
房
、
一
九
九
六

2

年
〈
初
出
は
一
九
九
四
年
〉
）
一
二
七
頁
。

（
）

H
elen

C
raig

M
cC

ullough
"T

aiheiki:A
C

hronicle
of

M
edieval

3

Japan".
C

olum
bia

U
niversity

Press,1959

本
稿
で
は
タ
ト
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
版
（
二
〇
〇
八
年
）
を
用
い

た
。
以
下
、
英
文
資
料
の
引
用
は
私
に
訳
し
た
。

（
）
市
古
貞
次
「
マ
ッ
カ
ー
ロ
氏
の
英
訳
太
平
記
」
（
『
国
語

4

と
国
文
学
』
第
三
十
七
巻
第
四
号
、
一
九
六
〇
年
）
一
四
七
頁
。

（
）

Jerem
y

A
.

SA
T

H
E

R
"T

he
m

yth
of

peace:
"T

aiheiki"
and

the

5

rhetoric
of

w
ar

"
ProQ

uest
D

issertations
Publishing,

2012
,p9

（
）
英
訳
『
太
平
記
』
「
序
論
」
十
五
～
十
六
頁
。

6

（
）
北
村
昌
幸
『
太
平
記
世
界
の
形
象
』
（
塙
書
房
、
二
〇
一

7

〇
年
〈
初
出
は
二
〇
〇
五
年
〉
）
一
八
七
頁
。

（
）
森
田
貴
之
「
『
太
平
記
』
と
弘
法
大
師
説
話
」
（
『
太
平
記
』

8

国
際
研
究
集
会
編
『
『
太
平
記
』
を
と
ら
え
る
』
第
二
巻
、
笠
間

書
院
、
二
〇
一
五
年
）
三
十
六
頁
～
七
十
一
頁
。

（
）
引
用
は
、
『
日
本
思
想
大
系
』
に
拠
る
。

9

（
）
近
世
の
『
参
考
太
平
記
』
に
既
に
指
摘
が
あ
り
、
こ
れ
を

10

日
本
古
典
文
学
大
系
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
と
い
っ
た
現
代
の
注

釈
書
も
踏
襲
し
て
い
る
。

（
）
引
用
は
、
『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
所
収
十
巻
本
に
拠
る
。

11

（
）
黒
田
智
「
弘
法
大
師
絵
の
中
世
」
（
人
間
文
化
研
究
機
構

12

国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
絵
が
物
語
る
日
本

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ス

ペ
ン
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
訪
ね
て
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一

四
年
）
五
十
五
頁
。

（
）
後
藤
丹
治
『
太
平
記
の
研
究
』
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
三

13

八
年
）
一
五
六
頁
。

（
）
た
だ
し
、
問
民
苦
使
説
話
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
次
に
示

14
す
よ
う
に
諸
本
に
よ
る
異
同
が
あ
る
。
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・
主
要
諸
本
に
お
け
る
両
説
話
の
有
無

『
太
平
記
』
諸
本

問
民
苦
使

醍
醐
天
皇
堕
落
地
獄

説
話

説
話

神
田
本

×
×

玄
玖
本

○
○

神
宮
徴
古
館
本

○
○

西
源
院
本

○
○

梁
田
本

×
×

内
閣
文
庫
本

○
○

米
沢
本

○
×

梵
舜
本

×
×

天
正
本

×
×

義
輝
本
（
教
運
本
)

×
×

京
大
本

×
×

日
置
本

○
○

基
本
的
に
問
民
苦
使
説
話
・
醍
醐
天
皇
堕
地
説
話
と
も
に
有
す
る

も
の
と
、
い
ず
れ
も
有
さ
な
い
諸
本
と
に
大
別
で
き
る
。
そ
の
先

後
関
係
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、
問
民
苦
使
説
話
を
有
す
る
諸
本

が
ほ
ぼ
両
説
話
を
セ
ッ
ト
で
語
る
点
は
、
本
稿
の
推
測
の
傍
証
と

な
る
か
も
し
れ
ず
、
精
査
を
要
す
る
。

（
）
張
静
宇
「
『
太
平
記
』
巻
三
十
八
「
大
元
軍
事
」
と
宋
元

15

文
化
」
（
『
太
平
記
』
研
究
国
際
集
会
編
『
『
太
平
記
』
を
と
ら
え

る
』
第
二
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
十
二
頁
～
三
十
五
頁
。

（
）
森
田
貴
之
「
『
太
平
記
』
と
元
詩

�
成
立
環
境
の
一
隅

�
」

16

（
『
国
語
国
文
』
第
七
十
六
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）
十

七
頁
。

（
）
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
セ
ー
ザ
「
南
北
朝
時
代
の
重
要
性
と
世
界

17

文
学
と
し
て
の
『
太
平
記
』
」（
『
太
平
記
』
研
究
国
際
集
会
編
『
『
太

平
記
』
を
と
ら
え
る
』
第
三
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
七

十
一
頁
～
七
十
六
頁
。

（
）
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
セ
ー
ザ
「
下
剋
上
へ
の
道

�
『
太
平
記
』

18

に
見
る
観
応
擾
乱
と
足
利
権
力
の
神
話
」
（
『
太
平
記
』
研
究
国

際
集
会
編
『
『
太
平
記
』
を
と
ら
え
る
』
第
一
巻
、
笠
間
書
院
、

二
〇
一
四
年
）
一
〇
〇
頁
～
一
一
七
頁
。

（
）
注
（

）
に
同
じ
。

19

17

※
本
稿
は

JSPS
科
研
費
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）
課
題

番
号

17K
13388

）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



「
研
究
科
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
成
果
報
告
書

『
日
本
文
学
を
世
界
文
学
と
し
て
読
む
』

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
三
月
三
十
一
日
発
行

編
集

山
本

真
由
子

発
行

大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

〒
五
五
八
―
八
五
八
五

大
阪
市
住
吉
区
杉
本
三
―
三
―
一
三
八

電
話
〇
六
―
六
六
〇
五
―
三
一
一
四

印
刷

博
進
印
刷
株
式
会
社

〒
五
五
九
―
〇
〇
〇
二

大
阪
市
住
之
江
区
浜
口
東
二
―
七
―
二
四




