
書
　
　
評

『
絹
絵
甥
日
本
史
料
集
成
嬰
墾
部
e
』

【

間
　
野
　
潜
　
龍

　
今
か
ら
三
年
前
、
奈
良
県
明
日
香
村
の
高
松
塚
古
墳
が
発
見
さ
れ
て
、
壁

面
に
書
か
れ
た
極
彩
色
男
女
群
像
、
四
神
、
日
月
像
、
天
井
の
星
座
、
白
銅

山
蛭
、
幾
多
の
遺
物
が
吾
々
の
眼
の
前
に
…
提
供
さ
れ
た
時
、
そ
の
築
造
年
代

や
被
葬
者
の
身
分
推
定
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
考
古
学
の
立
場
や
日
本
の
古
代

史
籍
か
ら
の
検
討
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
鋼
鏡
と
唐
鏡
と
の
比

較
、
壁
画
像
や
四
神
図
を
通
じ
て
、
唐
墓
や
高
勾
麗
古
墳
と
の
関
係
を
論
ず

る
な
ど
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
と
の
文
化
交
流
が
大
き
な
課
題
と
し
て
と
り
あ

げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
と
、
中
国
・
朝
鮮
と
の
闘
に
は
、

政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
古
来
よ
り
密
接
な
関

係
が
あ
り
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
関
係
史
料
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
史
籍
に

豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
霞
幕
と
中
国
・
朝
鮮
と
の
交
流
を
検

討
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
史
料
が
十
二
分
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
は
そ
の
史
料
が
活
か
さ
れ
や
す
い
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
大
き
く
分
け
る
と
次
の
三
つ
の
分
野
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
｝
は
日
本
に
存
在
す
る
中
国
・
朝
鮮
に
関
す
る
記
録

で
あ
る
。
そ
れ
は
古
く
は
臼
本
書
紀
を
は
じ
め
、
多
く
の
日
本
文
献
の
中
に

見
え
る
ほ
か
、
室
町
時
代
の
善
隣
国
宝
記
や
華
夷
変
態
な
ど
、
日
本
人
の
対

外
観
を
示
す
専
著
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
江
戸
時
代
の
和
船
の
漢
籍

も
、
こ
れ
ら
の
部
類
に
入
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
か
つ
て
筆
者
が
あ
る
篤

学
の
郷
土
史
家
か
ら
恵
与
を
受
け
た
寛
政
元
年
序
の
唐
土
歴
代
州
郡
沿
革
地

図
な
ど
も
、
広
い
意
味
で
は
こ
の
分
野
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で

第
二
の
分
野
は
、
中
国
・
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
関
係
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の

種
の
古
い
も
の
は
、
邪
馬
台
論
争
に
必
ら
ず
登
場
す
る
魏
志
倭
人
伝
を
は
じ

め
、
歴
代
正
史
の
日
本
関
係
史
料
、
そ
の
他
中
国
・
朝
鮮
の
史
籍
に
見
え
る

関
係
史
料
、
さ
ら
に
郷
増
悪
の
日
本
一
鑑
や
、
申
叔
舟
の
海
東
諸
国
記
な
ど

の
専
著
も
、
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
第
三
の
分
野
は
、
日

本
と
中
国
・
朝
鮮
と
の
相
互
交
流
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
一

の
分
野
、
も
し
く
は
第
二
の
分
野
に
関
係
し
て
お
り
、
お
お
む
ね
そ
の
い
つ

れ
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
れ
ら
の
史
料
を
実
際
に
利
用
す
る
と
な
る
と
、
そ
の
豊
富
な
こ
と

は
汗
牛
充
棟
も
た
だ
な
ら
ぬ
有
様
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
か
ら
零
細
な
史
料

ま
で
採
訪
蒐
集
す
る
て
と
は
、
予
想
も
で
き
ぬ
ほ
ど
の
苦
労
を
と
も
な
う
。

そ
の
上
、
日
本
史
の
研
究
者
が
中
園
・
朝
鮮
に
お
け
る
文
献
か
ら
史
料
を
採

訪
す
る
こ
と
は
、
中
洋
学
や
朝
鮮
史
の
研
究
者
が
日
本
に
お
け
る
記
録
か
ら

史
料
を
蒐
集
す
る
の
と
同
様
、
甚
だ
苦
心
の
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

本
書
は
、
そ
の
第
二
の
分
野
に
つ
い
て
、
特
に
中
国
・
朝
鮮
の
基
本
史
料
で

あ
る
明
実
録
、
清
実
録
、
李
朝
実
録
及
び
正
史
の
中
か
ら
、
日
本
関
係
の
史

料
を
蒐
集
整
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
今
回
ま
ず
朗
実
録
か
ら
の
史
料
蒐

集
の
第
一
冊
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
以
後
続
い
て
そ

の
他
の
部
分
も
順
次
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ま
と
ま
っ
た
段

階
で
私
見
を
の
べ
る
の
が
順
当
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
今
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評聡

い
さ
さ
か
望
蜀
す
る
所
の
［
端
を
述
べ
て
、
今
後
の
刊
行
に
何
ら
か
の
参
考

と
し
て
頂
く
こ
と
も
、
ま
た
意
義
あ
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ

に
筆
を
と
っ
た
次
第
で
あ
る
。

二

　
最
初
に
、
日
明
関
係
の
基
本
史
料
を
蒐
集
す
る
た
め
の
中
国
側
の
史
籍
と

し
て
、
ま
ず
第
一
に
開
実
録
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
精
力
的
に
関
係
史
料
を
蒐

集
整
理
さ
れ
た
そ
の
意
欲
と
努
力
に
、
大
い
に
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。

か
つ
て
同
じ
よ
う
に
明
実
録
の
申
か
ら
史
料
を
蒐
集
校
勘
し
、
開
代
満
蒙
史

料
十
八
冊
を
編
纂
す
る
事
業
に
参
加
し
た
筆
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
作

業
が
、
如
何
に
細
心
の
注
意
力
、
た
ゆ
ま
ぬ
忍
耐
力
、
そ
し
て
史
料
の
理
解

力
を
要
求
さ
れ
る
か
を
痛
感
し
て
い
る
の
で
、
本
書
の
刊
行
に
注
が
れ
た
関

係
者
の
労
苦
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
で
き
あ
が
っ
た
史
料
集
が
、
今
後
一
人
で
も
多
く
の
研
究
者
を

稗
益
す
る
た
め
に
、
少
し
で
も
十
全
に
近
づ
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
も

の
が
あ
る
。

　
ま
ず
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
た
明
実
録
に
つ
い
て
、
…
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

お
よ
そ
明
実
録
と
は
、
明
代
の
太
祖
以
下
十
三
朝
の
実
録
を
総
称
し
た
も
の

で
、
総
数
二
九
　
四
巻
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
筆

者
の
「
蕃
書
実
録
私
考
」
（
神
田
博
士
還
暦
記
念
書
誌
学
論
集
所
収
）
、
「
明

実
録
の
研
究
」
（
明
代
満
蒙
史
研
究
所
収
）
、
「
明
実
録
に
つ
い
て
」
（
歴
史
教

育
十
二
一
九
）
に
叙
述
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
詳
論
す
る
こ
と
は
省
く
が
、

も
と
も
と
明
実
録
は
太
祖
実
録
と
か
英
宗
実
録
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
編

纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
媚
と
し
て
そ
の
皇
帝
が
崩
じ
、
次
の
新
帝
が
即

位
す
る
と
、
蕊
ち
に
纂
修
の
勅
が
出
て
編
纂
に
着
手
し
、
当
時
残
っ
て
い
る

諸
官
庁
の
記
録
や
、
各
地
の
史
料
を
集
め
、
皇
帝
を
は
じ
め
皇
室
に
関
す
る

一
切
の
鵠
来
事
、
祭
羅
薬
事
、
臣
下
へ
の
壷
漿
、
遠
人
の
撫
諭
、
封
爵
、
封

勲
、
そ
の
他
国
事
の
大
小
に
わ
た
り
、
詳
細
に
収
録
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
纂

修
が
終
る
と
、
正
副
二
本
を
造
っ
て
正
本
は
内
驚
（
後
に
旧
史
籏
）
、
副
本

は
古
今
通
集
庫
（
後
に
内
閣
）
に
収
め
、
歴
代
の
実
録
纂
修
の
時
と
か
、
閣

臣
の
閲
読
に
副
本
を
見
せ
る
ほ
か
、
部
外
者
に
は
一
切
伺
い
知
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
嘉
靖
十
三
年
七
月
よ
り
歴
朝
実
録
を
改
め
て
謄
写

し
、
銅
贋
に
入
れ
、
こ
れ
を
正
本
と
し
て
皇
史
炭
に
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、

さ
ら
に
万
暦
十
六
年
、
同
二
十
六
年
の
二
回
の
謄
写
が
あ
っ
て
、
開
末
に
は

四
種
の
実
録
が
朝
廷
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
今
罠
、
中
国
や
日
本
、
欧
米
な
ど
世
界
各
地
に
伝
わ
る
実
録
は
、

断
片
的
な
も
の
を
入
れ
る
と
、
三
十
余
角
に
も
の
ぼ
る
。
我
が
国
で
は
宮
内

庁
図
書
寮
、
国
会
図
書
館
、
内
閣
文
庫
、
東
洋
文
庫
、
東
大
、
京
大
な
ど
に

一
部
乃
至
数
部
所
蔵
し
て
い
る
。
ま
た
中
国
で
は
昭
和
十
六
年
梁
鴻
志
氏
が

影
印
し
た
江
蘇
国
学
図
書
館
本
が
あ
り
、
他
に
北
京
図
書
館
本
や
国
方
蕾
朗
館

本
な
ど
数
種
の
写
本
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
他
、
欧
米
に
も
幾
種
か
の
写
本
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
写
本
の
う
ち
に
は
、
開
末
の
四
種
の

謄
遅
筆
の
　
都
か
と
思
わ
れ
る
写
本
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
写
本
は
、
明

末
清
初
、
も
し
く
は
清
艶
に
な
っ
て
写
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
の

四
種
の
う
ち
の
ど
れ
か
か
ら
転
々
と
伝
写
さ
れ
た
訳
で
、
ま
ず
嘉
靖
十
年
代

の
聖
遷
以
後
に
、
内
閣
副
本
か
ら
伝
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
伝
写
の
間
に
、
誤
写
、
脱
落
、
省
略
あ
る
い
は
書
き
か
え
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
た
と
思
わ
れ
、
，
今
日
の
写
ホ
相
互
に
か
な
り
相
違
す
る
部
分
が
で
て
き
た

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
明
実
録
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
テ
キ
ス
ト

の
選
択
と
、
可
能
な
か
ぎ
り
そ
の
校
勘
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
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今
回
本
書
が
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
申
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
で

景
印
し
た
明
実
録
で
あ
る
。
こ
れ
は
旧
北
京
図
書
館
本
を
底
本
と
し
て
い
る

ほ
か
、
別
に
広
方
雷
謡
本
や
抱
勲
績
本
等
、
か
つ
て
中
国
に
伝
承
さ
れ
て
き

た
数
種
の
写
本
と
校
勘
し
て
、
　
「
明
実
録
校
勘
記
」
を
付
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
三
十
余
意
に
も
の
ぼ
る
写
本
を
比
較
検
討
し
た
場
合
、
｝
概
に
ど
の
写

本
が
最
良
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
十
三
朝
毎
に
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
が
あ
り
、

ま
た
中
に
は
同
じ
系
統
の
写
本
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら

を
大
き
く
概
観
す
る
と
す
れ
ば
、
我
が
国
の
宮
内
庁
本
を
用
い
る
こ
と
も
一

方
法
だ
が
、
本
書
が
一
般
に
普
及
し
て
い
る
中
央
研
究
院
本
に
依
拠
し
た
こ

と
は
、
ま
ず
妥
当
な
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
中
央
研
究
院
本
の
太
宗

実
録
な
ど
は
、
も
と
も
と
＝
二
〇
巻
で
あ
る
も
の
が
二
七
四
巻
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
混
然
太
宗
実
録
の
巻
数
の
表
示
は
、
も
と
の
巻
数
を
も
併
せ
て
表

示
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
夜
雨
で
示
さ
れ
て
い
る
校
勘
は
、
申
言
研
究
院
で
つ
く
っ
た
校
勘

記
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
上
欄
に
列
記
さ
れ
た
が
、
こ
の
校
勘
記
は
も
と
も

と
中
国
に
存
在
し
た
写
本
の
み
を
利
用
し
て
つ
く
っ
た
校
勘
記
で
あ
り
、
我

が
国
に
伝
わ
っ
て
い
る
多
く
の
写
本
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
我
が
国
の
写
本
を
少
し
で
も
利
規
し
て
校
勘
が
補
足
さ
れ
て
お
れ
ば
、

よ
り
一
層
良
き
も
の
が
得
ら
れ
た
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
。

三

　
さ
て
実
際
に
史
料
蒐
集
を
行
う
段
階
に
な
っ
て
、
ま
ず
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
抄
出
の
基
準
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
本
書
で
は
凡
例
の
第
一
に
、
　
「
明
と
琉
球
を
含
む
日
本
と
の
関
係
を

示
す
資
料
を
抄
出
編
纂
し
た
」
と
な
っ
て
お
り
、
お
よ
そ
日
明
の
交
流
史
料

は
全
面
的
に
抄
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
一
つ
の
方
針
が
立
て
ら
れ

る
と
、
必
然
的
に
こ
の
方
針
に
従
っ
て
、
史
料
の
脱
落
は
鋭
意
避
け
る
べ
き

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
明
実
録
の
よ
う
に
大
部
の
書
物
か
ら
の
抄
出
で
あ
れ
ば
、

や
む
を
得
な
い
点
も
あ
る
が
、
利
用
者
は
こ
れ
を
も
っ
て
す
べ
て
と
考
え
て

接
す
る
の
で
、
そ
の
脱
落
は
最
少
限
度
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
書
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
か
り
に
本
書

の
半
ば
を
開
い
て
全
体
の
二
十
分
の
一
、
す
な
わ
ち
一
二
九
頁
あ
た
り
か
ら

約
十
五
頁
程
を
と
り
あ
げ
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
大

き
な
脱
落
は
、
＝
二
一
頁
二
行
目
の
次
に
「
黒
色
実
録
巻
五
一
、
宜
徳
四
年

二
月
心
立
朔
、
丙
申
、
賜
朝
鮮
国
使
臣
翁
島
等
九
人
、
琉
球
国
使
臣
謂
慈
淳

世
等
十
三
人
、
語
口
幣
表
裏
及
金
聾
襲
衣
、
有
差
」
が
あ
り
、
当
然
こ
れ
は

採
録
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
文
中
の
脱
落
も
注
意
す
べ
ぎ
こ
と
で
、

一
三
九
頁
三
行
目
の
「
四
方
番
国
皆
来
朝
」
の
次
に
「
貢
」
が
落
ち
て
お
り
、

こ
の
記
事
で
は
さ
ら
に
次
の
行
の
「
今
」
は
「
令
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
史
料
を
正
確
に
写
し
と
る
こ
と
も
、
史
料
集
と
し
て
の
基
本
的
な

要
請
で
あ
る
が
、
一
三
六
頁
二
行
目
「
脱
監
」
の
壁
は
、
テ
キ
ス
ト
で
は
常

に
「
台
」
で
書
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
原
文
に
則
し
て
「
台
」
と
し
た
方
が

い
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
三
七
頁
二
行
目
「
郭
伯
馬
齢
」
の
「
慈
」
な
ら
び

に
四
行
目
の
「
慈
」
は
、
い
つ
れ
も
「
戴
」
で
あ
り
、
」
四
一
頁
八
行
目
の

「
柔
者
朶
児
只
」
の
「
柔
」
は
「
秦
」
、
同
じ
行
の
「
阿
失
合
木
」
の
「
合
」

は
「
答
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
三
〇
頁
の
上
欄
の
「
綿
一
綿
」

の
上
の
「
綿
」
は
「
錦
」
に
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
如
何
に
史
料
集
は
原

文
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
史
料
の
抄
出
の
方
法
に
つ
い
て
、
｝
つ
の
記
事
の
中
に
日
明
関
係

で
な
い
部
分
が
混
入
し
て
い
る
場
合
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
か
が
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問
題
に
な
る
。
た
と
え
ば
一
七
八
頁
に
「
錦
衣
衛
指
揮
愈
事
王
瑛
言
八
事
」

と
あ
り
、
王
瑛
の
い
う
八
事
の
う
ち
、
七
事
は
全
く
霞
明
関
係
に
か
か
わ
り

の
な
い
記
事
で
あ
る
時
、
本
書
で
は
必
要
の
あ
る
部
分
の
み
を
採
っ
て
、
他

は
省
略
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
用
の
部
分
を
カ
ッ
ト
す
る
と
い
う
原
則

に
し
た
が
え
ば
、
一
三
二
頁
の
九
行
目
の
「
賜
朝
鮮
困
使
臣
夢
中
二
等
、
琉

球
国
漢
山
王
使
臣
護
泰
緊
結
平
等
、
妙
襲
撃
表
裏
、
有
事
」
の
記
事
は
、
「
朝

鮮
国
使
臣
書
中
至
等
」
の
部
分
を
カ
ッ
ト
す
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
本

書
で
は
短
文
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
全
文
を
収
録
さ
れ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち

そ
こ
に
い
さ
さ
か
不
統
一
の
部
分
が
見
ら
れ
、
史
料
抄
出
の
上
で
混
乱
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
か
っ
て
筆
者
ら
が
編
纂
し
た
明
代
満
蒙
史
料
で
も
、

原
劉
と
し
て
無
関
係
の
記
事
は
カ
ッ
ト
す
る
方
法
を
と
っ
た
が
、
い
つ
れ
に

し
て
も
厳
密
に
は
決
め
か
ね
る
場
合
も
あ
り
甚
だ
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
し

か
し
原
則
と
し
て
定
め
た
方
法
に
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
従
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
こ
う
し
て
幾
つ
か
の
問
題
点
を
挙
げ
て
き
た
が
、
何
と
い
っ
て
も
彪
大
な

明
実
録
の
中
か
ら
関
係
史
料
を
え
ら
び
出
す
努
力
、
さ
ら
に
そ
の
史
料
を
読

ん
で
句
読
を
つ
け
、
人
名
に
は
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
つ
け
て
明
示
す
る
と
い
う

作
業
は
大
変
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
苦
労
に
は
頭
の
さ
が
る
思
い
が
す
る
の

で
あ
る
。
た
だ
し
人
名
に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
つ
け
る
場
合
、
日
本
関
係
の
人

名
に
は
そ
れ
ほ
ど
判
別
困
難
な
も
の
も
な
か
ろ
う
が
、
朝
貢
記
事
な
ど
に
は
、

他
の
地
域
の
人
名
に
一
考
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
二
〇
九
頁
に

「
達
思
弓
長
宮
司
故
土
官
達
思
刺
男
乃
児
只
監
簗
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
達
思
刺
の
男
、
乃
児
一
二
樂
」
と
二
人
の
人
物
に
分
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

　
つ
ぎ
に
注
意
す
べ
者
問
題
点
は
、
す
べ
て
の
記
事
の
年
月
の
朔
日
に
対
し

て
、
西
暦
で
も
っ
て
頭
注
に
示
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
大
き
な
誤
り
が
見
つ
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
よ
う
な
史
料
集
は
、
必
然
的
に
年
月
日
が
正
確

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
近
年
来
、
小
中
学
生
の
教
科
書
に
も
す
べ

て
西
暦
で
年
月
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
本
書
の
史
料
を
利
用
す
る

た
め
に
、
西
暦
で
換
算
し
た
年
月
日
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
有
益
で
あ

る
。
日
本
史
で
利
用
す
る
場
合
の
た
め
に
、
更
に
日
本
の
暦
日
も
あ
れ
ば
と

も
思
わ
れ
る
が
、
西
暦
で
一
応
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
も
と
に
考
え
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
別
に
年
表
を
用
い
て
知
る
こ
と
も
出
来
る
。
欲
を

い
え
ば
、
一
九
五
九
年
越
中
国
で
刊
行
さ
れ
た
「
清
実
録
経
済
資
料
輯
要
」

の
よ
う
に
、
各
記
事
に
す
べ
て
西
暦
の
年
月
日
を
併
記
し
て
あ
れ
ば
、
よ
り

良
か
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
西
暦
年
月
日
の
換
算
が
正
確
さ
を
欠
い
て
い
た
場
合
は
、

か
え
っ
て
大
き
な
障
害
に
な
る
。
そ
こ
で
上
欄
に
あ
る
西
麿
に
つ
い
て
、
す

べ
て
を
検
討
し
て
み
た
が
、
そ
の
う
ち
ま
ず
一
頁
か
ら
太
祖
実
録
の
み
を
挙

げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

頁
三〇九五一

誤

一

一一

黶
＜
n
九
・

剛
三
七
〇
・

＝
二
七
二
・

一
三
七
二
・

一
三
七
三
・

一七

五二六六八

正

一
三
六
九
・

一
三
七
〇
・

一
三
七
二
・

一
三
七
二
・

＝
二
七
三
・

一一 ｵ二三二

四一五八七
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四三三三三三ニ　一一一一一一
一一 ｪ六四三五〃九八七六四

五五四　 四

六〇九〃五

｝
三
七
三
・

一
三
七
四
・

一
三
七
四
・

；
一
七
五
・

二
諜
七
五
・

一
三
七
六
・

一
三
八
○
・

一
三
八
四
・

；
天
工
・

｝
三
八
六
・

　
三
八
八
・

一
三
九
一
・

；
一
九
一
・

一
三
九
一
・

∴
三
九
三
・

　
三
九
三
・

一
三
九
五
・

一
三
九
五
・

一
三
九
八
・

二九一九五九八三二一〇六二四五ニ一八七

八四二七二〇一七九三六〇八〇二二五九一

一
三
七
三
・

一
三
七
四
・

一
三
七
四
・

一
三
七
五
・

一
三
七
五
・

一
＝
一
七
六
・

＝
二
八
○
・

一
三
八
四
・

一
三
八
四
・

一
三
八
六
・

一
三
八
八
・

一
三
九
一
・

＝
二
九
㎜
・

＝
二
九
一
・

一
三
九
三
・

＝
二
九
三
・

（
削
除
）

＝
二
九
五
・

＝
二
九
八
・

九五九八三ニー〇六二四五ニ一八七

七一九〇六八二五九七九一一五八○

九
・
…
五

二
・
｛
七

　
こ
の
う
ち
印
欄
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
一
・
二
を
除
く
他
は
、
す
べ
て

一
～
一
〇
日
の
ず
れ
が
畠
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
体
ど
う
し
て
生
じ
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
凡
例
に
よ
る
と
、
　
「
太
陽
暦
へ
の
置
換
は
三
正
綜
覧
に
よ
っ
た
」
と
い
う

が
、
闇
題
は
そ
の
よ
り
方
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
凡
そ
三
正
綜
覧
は
明
治

十
三
年
内
務
省
地
理
局
で
編
纂
せ
ら
れ
、
和
本
綴
り
で
上
下
二
冊
で
あ
っ
た

が
、
昭
和
七
年
復
刻
さ
れ
て
一
冊
本
と
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
年
に
も
再

刻
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
昭
和
鶏
十
年
の
再
刻
本
に
は
欠
け
て
い
る
昭
和
七

年
刊
の
解
題
に
は
、
甚
だ
興
味
の
あ
る
記
載
が
見
ら
れ
る
。
　
「
近
来
一
般
社

会
に
歴
史
思
想
が
勃
興
し
て
「
今
霞
の
歴
史
」
と
い
う
よ
う
な
記
事
が
往
々

見
受
け
ら
れ
る
が
、
過
虫
の
暦
日
を
取
扱
ふ
に
は
左
の
諸
点
の
注
意
を
要
す

る
」
と
し
て
、
第
一
に
「
時
候
の
相
違
が
あ
る
。
三
月
三
日
を
桃
の
節
句
と

し
此
日
桜
田
事
変
の
降
雪
は
有
名
で
あ
る
が
、
今
日
の
三
月
三
日
な
ら
ば
降

雪
も
珍
し
く
な
い
」
と
い
い
、
第
三
に
「
年
の
相
違
を
生
ず
る
。
孝
明
天
皇

の
崩
御
は
慶
応
二
年
十
二
月
二
十
五
日
（
発
喪
記
録
は
二
十
九
日
置
で
御
祭

日
は
太
陽
暦
戸
戸
に
よ
っ
て
翌
年
　
月
三
十
田
と
な
っ
て
い
る
。
親
心
上
人

は
弘
長
二
年
十
　
月
二
十
八
日
の
入
目
で
西
本
願
寺
は
太
陽
暦
に
推
請
し
て

翌
年
｝
月
十
六
日
と
し
、
東
本
願
寺
は
瞬
暦
を
直
に
当
て
て
明
治
四
十
四
年

六
百
五
十
年
忌
を
鴬
み
、
翌
年
酒
本
願
寿
は
同
年
忌
を
執
行
し
た
。
回
暦
と

の
関
係
も
亦
此
の
如
く
文
久
二
年
十
二
月
十
二
日
晶
川
御
澱
山
英
国
公
使
館

の
焼
打
は
爽
人
は
千
八
百
十
三
年
一
月
三
十
一
日
と
記
録
し
て
い
る
。
反
対

に
ル
イ
十
六
世
の
最
後
、
西
紀
一
千
七
百
九
十
三
廊
＋
一
目
〃
二
十
一
日
は
我
年

表
の
上
で
は
寛
政
五
年
に
当
る
け
れ
ど
も
、
実
は
寛
政
四
年
十
二
月
十
日
の

事
で
あ
る
。
是
等
は
年
表
の
み
に
依
て
歴
史
を
速
断
す
る
こ
と
の
如
何
に
危

険
な
る
か
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
ま
た
陳
垣
氏
の
中
西
圓
史
日
暦
叙
に
も
述
べ
て
い
る
こ
と
と

照
応
す
る
。
彼
は
い
う
。
　
「
民
国
紀
元
以
前
、
中
西
暦
法
不
同
、
西
暦
歳
首

値
在
中
麿
歳
暮
、
少
者
差
十
余
日
、
多
者
差
五
十
余
属
、
今
普
通
年
表
多
砥

為
中
西
年
之
比
照
、
而
月
日
闘
焉
、
拠
此
計
年
、
中
西
暦
下
意
一
歳
之
差
異
、

例
如
陸
九
淵
之
卒
、
在
宋
紹
煕
三
年
、
拠
普
通
年
表
為
西
暦
之
一
一
九
二
年
、

本
無
愛
着
、
然
九
淵
之
卒
在
十
二
月
十
四
日
、
以
西
暦
紀
之
、
当
為
一
一
九
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三
年
一
月
十
八
日
」
と
あ
り
、
全
く
三
正
綜
覧
と
同
じ
問
題
を
論
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
い
さ
さ
か
余
談
に
わ
た
る
が
、
か
な
り
緊
要
な
問
題
と
も
思
わ
れ
る
の
で
、

か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
を
述
べ
よ
う
。
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
八
日
の
北
日

本
薪
聞
の
「
読
書
コ
ー
ナ
ー
」
に
、
次
の
よ
う
な
十
二
歳
の
小
学
生
の
投
書

が
掲
載
さ
れ
た
。
　
「
一
学
期
に
ぼ
く
た
ち
は
國
語
の
本
で
、
福
沢
諭
吉
を
学

習
し
ま
し
た
。
そ
の
国
語
の
本
に
は
、
福
沢
論
吉
が
生
れ
た
の
は
一
八
三
五

年
で
あ
る
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
読
ん
だ
「
明
治
文
化

を
築
い
た
五
人
」
と
い
う
題
の
本
の
申
で
は
福
沢
諭
吉
は
一
八
三
四
年
に
生

れ
た
、
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
ぼ
く
は
そ
れ
を
疑
問
に
思
い
、
家

に
あ
る
事
典
類
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

　
牧
書
店
「
明
治
文
化
を
築
い
た
五
人
」
一
八
三
四
年

　
学
研
「
学
習
大
百
科
事
典
」
一
八
三
四
年

　
研
秀
出
版
「
日
本
の
歴
史
下
」
一
八
三
四
年

　
集
英
社
「
日
本
歴
史
全
集
1
0
」
一
八
三
四
年

　
小
学
館
「
小
学
五
年
生
付
録
人
名
事
典
」
一
八
三
四
年

　
新
人
物
往
来
社
「
歴
史
と
人
物
」
一
八
三
五
年

　
光
村
図
書
「
小
学
新
国
語
陸
上
」
一
八
三
五
年

　
暁
図
書
「
学
習
事
典
」
一
八
三
五
年

　
日
本
当
芋
協
会
「
新
日
・
本
切
手
カ
タ
ロ
グ
」
　
一
八
三
五
年

　
こ
の
よ
う
に
本
に
よ
っ
て
一
八
三
四
年
や
五
年
と
書
い
て
あ
っ
た
ら
テ
ス

ト
な
ん
か
に
福
沢
諭
吉
は
何
年
に
生
ま
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
が
で
た
ら
解

け
ま
せ
ん
。
本
当
の
福
沢
諭
吉
の
生
年
月
日
は
い
つ
で
し
ょ
う
か
。
」

　
こ
の
小
学
生
の
切
実
な
質
問
は
、
ま
さ
に
吾
々
歴
史
研
究
に
た
ず
さ
わ
る

者
へ
の
警
鐘
で
は
な
か
ろ
う
か
。
心
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ

れ
か
ら
十
日
程
へ
て
、
同
じ
新
聞
に
黒
部
某
な
る
人
物
の
投
雷
が
現
れ
た
。

「
先
日
の
本
欄
に
福
沢
諭
告
の
生
年
月
日
は
？
と
富
山
市
水
橋
大
町
の
小
学

生
が
質
問
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
小
学
生
は
い
く
つ
か
の
事
典
や
歴
史
を
し

ら
べ
、
福
沢
の
生
れ
た
の
は
一
八
三
五
年
で
あ
る
と
い
う
の
と
、
一
八
三
四

年
に
生
れ
た
と
い
う
の
と
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
語

読
本
で
は
一
八
三
五
年
と
書
い
て
あ
る
。

　
福
沢
は
い
う
ま
で
も
な
く
啓
蒙
思
想
家
、
一
九
五
八
年
か
ら
同
六
四
年
に

わ
た
っ
て
出
版
さ
れ
た
「
福
沢
諭
吉
全
集
」
全
二
十
一
巻
（
岩
波
書
店
）
に

よ
る
と
、
一
八
三
五
年
生
れ
と
あ
り
、
ま
た
同
じ
岩
波
書
店
か
ら
出
版
し
た

石
波
幹
明
著
の
「
福
沢
諭
吉
伝
」
に
も
一
八
三
五
年
、
同
じ
く
岩
波
書
店
版

の
羽
仁
五
郎
著
「
白
石
・
聖
慮
」
に
も
一
八
三
五
年
と
あ
る
か
ら
、
国
語
読

本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
諭
吉
の
生
ま
れ
年
は
一
八
三
五
年
が
正
し

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
国
語
読
本
の
は
、
こ
の
「
福
沢
諭
吉
全

集
」
に
よ
っ
た
も
の
だ
と
思
う
。
緒
方
洪
庵
が
長
崎
に
蘭
学
塾
を
開
い
た
の

と
、
大
阪
で
開
い
た
め
と
年
が
一
年
違
う
よ
う
に
、
一
八
三
四
年
生
れ
と
あ

る
の
は
藩
蔵
屋
敷
に
生
れ
た
末
子
と
い
う
こ
と
か
ら
起
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
く
わ
し
く
は
学
者
の
説
を
ま
ち
た
い
」
と
。

　
こ
の
最
後
の
結
論
に
よ
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
訳
で
、
す
み
や
か
に
研

究
者
が
正
し
い
答
を
与
え
る
義
務
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
正
綜
覧
の
必
要
な

所
以
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
三
正
綜
覧
の
解
題
に
い
う
所
の
「
年
表
の
み
に
依

っ
て
歴
史
を
速
断
す
る
こ
と
の
如
何
に
危
険
な
る
か
」
を
想
起
せ
し
め
る
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
三
正
綜
覧
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
、

福
沢
諭
吉
が
生
れ
た
の
は
、
「
天
保
五
年
十
二
月
十
二
罠
」
で
、
西
暦
に
換

話
す
る
と
、
一
八
三
五
年
一
月
十
日
号
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
天
保
五

年
だ
け
を
と
れ
ば
一
八
三
四
年
、
年
月
日
に
よ
れ
ば
、
一
八
三
五
年
と
な
る
。
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（
筆
者
は
前
者
を
当
年
法
、
後
者
を
紀
日
法
と
称
し
て
い
る
）
。
つ
ま
り
三

正
綜
寛
を
見
れ
ば
、
そ
の
換
算
が
た
や
す
く
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
正
綜
覧
は
大
い
に
利
用
価
値
が
あ
る
が
、
　
（
た
だ
所
々
に

誤
り
が
あ
る
こ
と
も
古
く
か
ら
雷
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
）
し
か
し
今
、

こ
の
明
代
の
史
料
で
あ
る
明
実
録
の
年
月
臼
換
算
に
お
い
て
は
、
た
だ
三
正

綜
覧
に
書
か
れ
て
い
る
月
日
を
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
所
に
大
き
な
誤
り
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
正
綜
箆
は
日
本
の
暦
を
西
暦
に
当
て
は
め
る

に
は
適
し
て
い
る
が
、
中
国
の
暦
を
西
暦
に
換
算
す
る
に
は
、
そ
こ
に
一
考

を
要
す
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
三
正
綜
覧
は
日
本
の
麿
を
基
準
に
し
て
い
る

か
ら
で
、
た
と
え
ば
洪
武
二
年
正
月
丙
申
朔
は
、
日
本
の
所
で
は
南
朝
正
平

二
十
四
年
正
月
丁
酉
朔
と
書
い
て
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
西
暦
一
三
六
九

年
二
月
八
日
置
、
臼
本
の
二
酉
朔
に
当
る
同
で
あ
り
、
中
国
の
丙
申
朔
は
二

月
七
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
挙
げ
た
陳
垣
の
二
十
二
二
閾
表
を
み

れ
ば
、
当
然
二
月
七
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
十
史
朔
認
識
も
ま
れ
に
は

誤
り
は
あ
る
が
、
本
書
の
換
算
に
は
十
分
に
利
用
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ど

う
し
て
こ
れ
を
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、
い
ろ
い
ろ
と
気
の
つ
い
た
点
を
書
き
な
ら
べ
た
が
、
要
す
る
に
史

料
集
と
い
う
も
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
苦
労
を
要
し
て
も
、
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と

は
な
く
、
し
か
も
そ
れ
ほ
ど
に
報
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
期
待

す
る
所
ま
た
多
き
た
め
に
、
無
理
な
注
文
を
出
し
た
所
も
あ
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
が
、
関
係
者
の
方
々
の
努
力
に
深
く
敬
意
を
表
し
て
筆
を
欄
く
。

　
　
　
（
A
5
判
　
三
二
〇
頁
　
一
九
七
五
年
四
月
　
国
書
刊
行
会
　
四
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
外
閣
語
穴
学
敦
授
　
二
重

森
本
公
誠
著

『
初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代
エ
ジ
プ
ト
税
制

史
の
研
究
』

佐
藤
圭
四
郎

　
嚢
に
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
よ
り
編
著
『
デ
リ
ー
』
　
（
山
本
達
郎
．

荒
松
雄
・
月
輪
時
房
・
合
著
。
昭
和
四
二
一
四
五
年
）
全
三
冊
が
公
刊
さ
れ

て
イ
ス
ラ
ム
イ
ン
ド
の
遺
跡
調
査
・
社
会
文
化
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
国

際
的
に
貢
献
し
た
が
へ
い
ま
ま
た
藪
に
森
本
公
誠
博
士
の
高
著
『
初
期
イ
ス

ラ
ム
縛
代
エ
ジ
プ
ト
税
制
史
の
研
究
』
が
洋
行
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
欧
米
の

イ
ス
ラ
ム
学
の
水
準
に
比
し
て
著
し
い
立
ち
遅
れ
を
み
せ
て
い
る
吾
国
の
西

ア
ジ
ア
史
学
界
に
お
い
て
、
原
史
料
を
縦
横
に
駆
使
し
た
最
初
の
本
格
的
な

専
著
が
出
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
ひ
ろ
く
本
邦
斯
掌
の
た
め
そ
の
功
業
を

讃
え
た
い
。

　
イ
ス
ラ
ム
政
治
社
会
の
研
究
に
お
い
て
財
政
史
の
占
め
る
比
窺
は
大
き
く
、

国
家
財
政
の
解
明
に
は
、
税
制
の
研
究
が
不
可
欠
の
要
素
を
成
す
。
イ
ス
ラ

ム
体
制
下
に
お
い
て
税
制
機
構
が
完
備
し
た
時
期
を
一
応
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
時

代
に
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
こ
の
課
題
に
取
組
む
発
端

と
な
り
、
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
を
行
っ
た
基
礎
研
究
は
、
　
〔
付
論
〕
と
し

て
巻
末
に
収
め
ら
れ
た
「
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
国
家
財
政
」
で
あ
る
。
カ
リ
フ
、

ム
ク
タ
デ
ィ
ル
の
治
世
に
宰
糟
ア
リ
i
・
イ
ブ
ソ
・
イ
ー
サ
に
よ
っ
て
国
家

財
政
に
導
入
さ
れ
た
有
名
な
予
算
制
度
を
申
心
に
お
い
て
複
雑
な
税
務
行
政

機
構
の
分
析
を
行
い
、
巨
額
の
前
期
的
資
本
を
用
い
て
国
庫
貸
付
と
穀
物
投
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