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日
本
の
多
く
の
古
典
が
、
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
に
古

典
研
究
家
と
い
わ
れ
る
学
者
・
文
人
の
手
に
よ
っ
て

ゆ
が
め
ら
れ
、
ま
た
き
つ
つ
け
ら
れ
て
き
た
か
は
、

戦
時
申
の
あ
の
「
古
典
精
神
」
の
一
方
的
呼
号
を
耳

に
し
〆
，
｝
き
た
も
の
の
追
憶
に
、
注
ぎ
く
と
よ
み
が

え
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
「
万
鷲
奮
不
の
精

神
」
は
、
あ
る
時
は
「
草
葬
の
心
」
「
衝
笑
の
文
学
」

と
し
て
力
説
さ
れ
、
あ
る
時
は
「
国
民
精
神
の
結

職
繭
」
と
し
て
礼
讃
を
あ
び
、
日
・
本
ロ
マ
ン
派
一
や
ア
ラ

ラ
ギ
派
の
文
学
論
や
、
短
歌
の
実
作
と
か
ら
ま
り
あ

い
な
が
ら
、
強
く
時
入
の
心
を
ひ
き
つ
け
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
　
「
近
代
の
よ
す
が
」
と
し

て
さ
え
、
美
辞
麗
句
の
な
か
に
昇
華
さ
れ
、
最
大
限

に
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
た
め
に
利
用
さ

れ
て
き
た
。

　
今
白
国
玉
文
学
の
問
題
が
、
現
実
的
課
題
を
ふ
霞

え
て
、
薪
し
い
視
角
か
ら
論
じ
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、

万
葉
集
が
い
っ
た
い
現
代
の
国
民
に
と
っ
て
、
　
「
文

化
遺
産
」
と
し
て
ど
の
よ
う
な
下
車
を
も
ち
、
ど
の

よ
う
に
5
け
つ
が
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
こ
と

は
、
か
つ
て
の
万
葉
論
の
影
響
力
が
大
き
け
れ
ば
大

き
い
だ
け
、
き
わ
め
て
切
実
な
問
題
と
し
て
わ
れ
わ

れ
に
迫
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
　
「
日
本
ロ
マ
ン

派
」
ら
と
の
対
決
を
さ
け
て
、
そ
の
止
揚
は
望
む
べ

く
亀
な
い
し
、
ま
た
そ
の
批
判
が
い
わ
ゆ
る
近
代
主

誌　

I
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
に
お
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
も
、
い
ま
さ
ら
多
雪
口
す
る
ま
で
も
な
い
。

　
こ
う
し
た
難
題
を
正
し
く
溌
展
さ
せ
、
万
荘
輩
｛
を

真
に
国
民
の
た
め
の
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
当
然

そ
の
形
成
の
場
が
論
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
ま
た
民
衆
と
官
僚
・
貴
族
の
階
級
的
諸
関
係
を

ぬ
き
に
し
て
詩
歌
の
本
質
に
迫
る
こ
と
の
で
き
な
い

こ
と
は
、
既
に
し
て
自
明
の
理
で
あ
る
．
．
先
に
第
一

論
集
「
奈
良
朝
の
政
治
と
民
衆
」
（
一
九
四
八
。
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

を
世
に
と
う
た
著
者
が
、
前
者
に
お
い
て
不
充
分
に

し
か
描
か
れ
え
な
か
っ
た
民
衆
の
動
き
を
、
単
な
る

浮
浪
・
逃
亡
と
い
う
農
民
闘
争
の
あ
り
方
だ
け
で
は

な
く
て
、
揺
役
に
対
す
る
不
満
・
た
た
か
い
が
豪
族

層
に
反
映
、
集
積
さ
れ
、
豪
貴
族
の
対
立
、
皇
位
纂

九
四

奪
へ
と
内
乱
の
様
相
を
お
び
て
拡
大
す
る
そ
の
根
抵

に
積
極
的
意
義
を
と
ら
え
よ
う
と
し
、
相
聞
歌
を
め

ぐ
る
地
方
農
民
集
団
一
－
・
そ
の
媒
介
層
と
し
て
の
豪

族
の
意
義
、
さ
ら
に
宮
廷
貴
族
集
団
の
皇
親
政
治
の

確
立
と
危
機
の
申
に
、
万
葉
誕
生
の
場
を
ほ
り
下
げ

よ
う
と
さ
れ
、
つ
い
に
そ
の
一
部
を
ま
と
め
て
本
書

に
集
成
さ
れ
た
の
も
、
前
述
の
諸
要
請
に
古
代
史
家

と
し
て
の
責
任
と
情
熱
と
を
も
っ
て
、
力
強
く
応
え

ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
は
た
し
て
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
著
者
の
歴
史
学
よ

り
す
る
万
葉
論
が
、
　
「
文
学
の
国
と
法
則
を
ふ
み
に

じ
り
、
交
学
を
歴
史
の
植
民
地
に
な
し
つ
つ
あ
る
」

も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
政
治
史
が
い
わ
れ
る
よ

う
に
「
正
史
に
依
拠
せ
ら
れ
す
ぎ
る
」
も
の
で
あ
る

か
は
、
何
よ
り
も
よ
く
こ
の
害
物
が
、
そ
5
し
た
反

聞
に
解
答
を
あ
た
え
て
い
る
。

　
片
脇
弧
は
前
篇
と
後
篇
に
分
た
れ
、
前
篇
に
は
万
葉

集
の
具
体
的
な
作
歌
に
つ
い
て
の
、
文
学
創
造
の
主

体
、
お
よ
び
そ
の
諸
契
機
が
述
べ
ら
れ
、
万
葉
の
滋

養
の
誕
生
す
る
場
が
歴
史
的
に
解
明
せ
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
自
身
史
学
の
論
文
で
あ
る
と
同
時
に
、
独

自
の
文
学
論
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。
後
篇
に
は

署
者
が
最
近
き
わ
め
て
精
力
的
に
な
さ
れ
つ
つ
あ
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る
、
古
代
内
乱
史
の
二
・
三
の
唱
題
が
克
明
に
提
起
、

さ
れ
、
近
江
遽
都
（
六
六
七
年
）
　
よ
り
壬
申
の
乱

（
六
七
二
年
）
を
へ
て
、
天
平
末
の
橘
奈
良
麻
呂
の

変
に
お
よ
ぶ
一
世
紀
間
－
万
葉
の
世
紀
が
、
皇
親

政
治
よ
り
貴
族
政
治
へ
の
移
行
の
内
部
に
一
1
農
民

闘
争
と
豪
族
の
動
き
を
基
軸
と
す
る
－
鋭
く
論
及

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
離
物
の
な
り
た
ち
が
論
文
集
で

あ
る
た
め
、
そ
の
述
作
に
重
複
が
あ
り
、
ま
た
和
歌

山
よ
り
京
都
へ
の
移
住
の
間
に
、
方
法
論
の
深
化
と

視
角
の
変
貌
が
あ
っ
て
、
読
者
を
し
て
若
干
の
と
玄

ど
い
を
さ
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
書
に
あ
り

が
ち
な
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
覚
え
さ
せ
な
い
の
は
、
氏

独
得
の
交
戦
力
と
真
剣
な
模
索
お
よ
び
ご
嘉
し
た
思

想
的
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
末
尾
に
付
せ
ら

れ
た
年
表
は
、
古
代
史
研
究
家
は
勿
論
の
こ
と
、
一

般
の
読
者
に
と
っ
て
も
、
詳
細
か
つ
明
瞭
に
歴
史
の

歩
み
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
良
心
的

な
作
製
が
な
さ
れ
、
前
著
の
年
表
を
修
正
増
補
し
て

六
四
五
－
八
〇
五
年
間
の
主
要
事
項
が
凋
記
さ
れ
て

お
り
、
著
者
の
周
到
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と

も
、
本
書
の
価
値
を
よ
り
た
か
か
ら
し
め
て
い
る
。

　
い
ま
本
害
の
批
判
に
入
る
ま
え
に
、
簡
単
に
そ
の

論
点
を
各
論
に
つ
い
て
ま
ず
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

葺史
じ噛書

却朗一

前
篇
の
う
ち
で
、
最
も
早
く
公
表
さ
れ
た
の
は
、
清

水
三
男
氏
の
追
悼
記
念
会
で
の
講
演
速
記
「
古
代
農

民
の
労
働
と
闘
争
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
奈
艮
朝
に

埋
け
喝
右
畿
濃
畳
悪
善
皮
ψ
概
署
が
ヂ
汰
化
敏
新
か

ら
光
仁
期
の
政
治
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
の
中
に
ま

と
め
ら
れ
、
樒
役
労
働
に
苦
闘
す
る
農
民
の
姿
が
リ

ア
ル
に
描
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
は
た
ら
く
民
衆

の
じ
っ
た
い
に
ふ
れ
な
い
で
、
奴
隷
制
の
型
を
ど
ん

な
に
論
議
し
て
も
、
論
議
が
空
疎
に
な
る
こ
と
を
自

覚
す
る
著
者
の
あ
せ
り
が
、
浮
浪
・
逃
亡
の
強
調
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ち
　
ヨ
　
　
ヒ
　
ョ
ゑ

し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
既
に
万
葉
の
基

調
と
し
て
の
相
聞
の
意
義
が
重
視
さ
れ
、
階
級
的
諸

関
係
を
ぬ
き
に
し
た
古
代
国
家
二
元
論
の
批
判
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
の
多
く
の
論
述
の
プ
ロ
ロ

ー
グ
が
簗
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
共
に
読
者
の
見
逃

し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
一
六
八
i
一
七
〇
頁
）

　
つ
い
で
「
万
葉
に
お
け
る
慶
雲
期
の
諸
様
絹
」
に

あ
っ
て
は
、
大
宝
令
に
も
と
つ
く
諸
制
度
が
、
二
つ

の
方
向
一
1
支
配
者
層
の
私
的
土
地
所
有
の
形
成
と

楽
士
労
働
に
と
も
な
5
階
級
分
化
の
進
行
（
筆
者
誰
）

1
か
ら
崩
さ
れ
て
ゆ
く
黒
雲
期
の
歴
博
的
意
義
が

み
き
わ
め
ら
れ
、
　
「
藤
原
富
の
役
民
の
作
歌
に
つ
い

て
」
の
具
体
的
研
究
に
よ
っ
て
、
大
君
と
御
民
と
の

階
級
関
係
が
明
確
化
さ
れ
、
左
千
夫
の
「
職
工
の
長
」

i
役
罠
論
の
辛
辣
な
批
判
と
茂
吉
の
　
「
役
民
の

歌
」
共
作
者
、
助
力
者
と
し
て
の
人
身
論
へ
の
検
討

を
通
じ
て
、
　
「
宮
廷
儀
礼
の
場
で
5
た
う
た
め
の
制

作
」
　
（
四
四
頁
）
と
し
て
の
思
入
の
類
歌
で
あ
る
所

以
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
根
概
を
な

す
「
現
御
神
の
政
治
観
念
」
が
、
改
新
以
後
の
デ
ィ

ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
成
立
事
精
－
特
に
万
葉
盛
期
と

藤
原
宮
［
一
生
産
享
受
の
場
と
し
て
の
宮
廷
と
の
関

係
に
お
い
て
説
明
さ
れ
、
卓
見
が
披
歴
さ
れ
る
。

　
奈
良
朝
初
期
の
農
民
闘
争
と
の
連
関
の
う
え
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
「
貧
窮
聞
答
歌
の
成
立
」
な
る
論
考

に
は
、
民
衆
の
動
き
を
「
揺
役
の
廃
絶
か
ら
自
由
な

農
民
的
土
地
所
有
を
志
向
す
る
進
歩
的
な
う
ご
き
」

と
し
て
と
ら
え
ん
と
す
る
、
新
し
い
視
角
が
う
ち
だ

さ
れ
て
い
る
が
（
一
〇
〇
頁
）
、
、
孤
立
分
散
的
に
、

公
地
一
公
民
制
の
ワ
ク
内
に
し
ば
ら
れ
る
農
民
が
、

行
基
を
申
心
に
「
百
姓
集
会
」
を
も
ち
、
権
力
闘
争

へ
の
た
ち
あ
が
り
を
な
し
つ
つ
あ
る
点
が
、
デ
ィ
テ

ー
ル
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
点
は
、
後
篇
の

「
行
基
論
」
や
「
大
仏
開
眼
記
」
の
申
で
、
　
「
新
し

い
ゆ
き
か
た
を
の
ぞ
む
豪
族
を
壕
舎
し
、
う
ち
捨
て

ら
れ
た
民
衆
を
動
か
す
し
ご
と
」
と
し
て
行
基
の
運

九
五
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書

評

動
が
評
価
さ
れ
、
豪
族
と
し
て
の
背
景
の
析
繊
か

ら
、
上
層
農
民
・
豪
族
を
媒
介
と
す
る
民
衆
の
闘
争

焚
が
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
わ
け
だ
。

　
こ
の
書
物
の
巻
頭
を
飾
る
「
万
葉
の
世
紀
」
に
は

「
万
葉
は
律
令
初
期
に
う
ま
れ
た
歌
の
集
大
成
」
と

規
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
形
成
に
は
「
大
化
改

新
と
そ
の
後
の
政
治
発
展
が
決
定
的
条
件
」
を
な
し

た
わ
け
で
、
儒
役
と
生
産
と
の
矛
盾
の
な
か
に
あ
が

く
万
葉
盛
期
の
農
民
の
哀
切
な
叫
び
を
東
激
の
リ
ア

リ
テ
ィ
に
と
ん
だ
相
聞
の
ひ
び
き
に
求
め
、
享
楽
の

場
と
し
て
の
貴
族
集
団
が
、
礼
典
、
歌
舞
に
よ
っ
て

い
よ
く
「
み
や
び
」
化
し
て
ゆ
き
、
貴
族
宮
人
と

民
衆
の
距
離
は
、
人
麿
以
後
さ
ら
に
深
ま
．
つ
て
ゆ

き
、
風
雅
へ
の
逸
脱
は
、
民
謡
と
の
し
た
し
い
つ
な

が
り
を
失
っ
た
伝
統
の
集
積
に
の
み
依
存
し
て
ゆ

く
、
万
葉
詩
人
の
変
質
過
程
が
、
鮮
か
に
描
か
れ
て

い
る
。
と
り
わ
け
万
葉
最
大
の
特
徴
を
相
聞
歌
の
清

漸
に
み
ち
た
開
花
に
み
、
民
謡
に
映
ず
る
絹
聞
め
理

解
な
ど
は
、
他
の
追
随
を
諮
さ
ぬ
も
の
が
あ
り
、

（
一
三
一
一
四
頁
）
万
葉
末
期
を
代
表
す
る
政
治
家

文
人
一
家
持
が
、
つ
い
に
歌
わ
ぬ
入
と
な
っ
て
ゆ
く

理
由
を
「
天
平
め
内
乱
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
古
代

天
嘉
制
の
危
機
」
に
帰
せ
ら
れ
る
あ
た
り
は
、
従
来

の
諸
説
を
抜
ん
で
る
も
の
が
あ
る
。

　
後
篇
に
収
め
ら
れ
た
「
大
化
の
改
新
と
律
令
体

制
」
に
お
い
て
は
、
改
新
後
の
政
治
史
が
平
安
朝
へ

の
展
望
と
い
う
広
い
視
野
の
下
に
取
扱
わ
れ
て
い
る

が
、
　
「
収
奪
の
関
係
に
お
い
て
は
、
声
繕
以
下
が
そ

れ
ら
官
人
・
族
長
（
氏
・
姓
を
お
び
る
族
長
身
分
の

層
一
筆
者
註
）
の
家
族
に
も
お
よ
ん
で
き
て
い
た
と

こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
未
分
化
な
も
の
を
そ
れ
ら
の
聞

に
の
こ
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

指
…
摘
は
、
　
（
一
入
二
頁
）
白
鳳
文
化
の
一
面
が
、
素

朴
な
人
民
の
層
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
　
　
族
長
的
地

方
豪
族
を
媒
介
と
し
て
一
と
い
う
所
見
と
共
に
注

目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
　
「
班
田
農
民
・
漏
話
・
雑

戸
・
乃
至
奴
鯨
・
家
人
の
多
様
な
闘
争
」
　
が
　
「
重

盗
・
地
方
豪
族
乃
至
上
閥
農
民
の
私
有
地
」
と
結
び

つ
い
て
ゆ
く
過
程
の
内
部
に
　
「
生
産
を
に
な
う
階

層
」
の
前
進
と
新
し
い
歴
史
的
性
能
の
自
ら
に
よ
る

形
成
を
よ
み
と
ら
れ
ん
と
す
る
の
は
、
前
著
に
比
し

て
大
い
な
る
展
開
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
と
こ
ろ
で
「
壬
申
の
乱
前
後
」
や
「
白
鳳
末
期
の

諸
聞
題
」
に
い
た
る
と
、
著
者
の
論
究
す
る
皇
親
政

治
の
内
容
と
デ
ィ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
統
意
識
の
あ

り
方
が
よ
り
一
層
明
か
に
な
っ
て
く
る
。
先
の
論
交

九
六

で
は
、
壬
申
の
乱
が
大
規
模
な
戦
争
に
ま
で
編
集
し

た
理
由
を
、
専
制
権
力
と
公
民
と
の
基
本
的
対
立
に

お
い
て
明
確
化
し
、
皇
位
纂
鷺
を
め
ぐ
る
「
官
人
・

豪
族
の
積
極
的
な
参
加
と
、
か
れ
ら
も
、
政
治
的
彪

機
の
な
か
に
、
強
大
な
権
力
者
の
出
現
を
の
ぞ
ん
で

い
た
事
情
」
の
析
出
か
ら
、
白
鳳
の
皇
親
政
治
の
も

つ
デ
ィ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
が
、
よ
り
詳
細
に
追

及
さ
れ
、
家
持
ら
が
「
山
柿
の
門
」
を
こ
と
さ
ら
に

問
題
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
人
麿
や
赤
人
に
み
ら
れ
る

宮
廷
詩
人
の
類
型
が
み
ご
と
に
論
述
さ
れ
る
。
後
の

論
稿
で
は
、
長
屋
王
の
変
に
い
た
る
、
白
鳳
の
皇
親

政
治
の
危
機
と
、
皇
親
政
治
家
と
し
て
の
長
屋
王
が

う
ち
た
お
さ
れ
、
貴
族
政
治
の
方
向
へ
と
転
換
し
て

ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
が
、
万
葉
詩
賦
と
の
関
連
の
申
で
叙

述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
著
者
が
慶
雲
期
一
和
銅

期
、
．
養
老
期
一
天
平
期
と
律
令
体
量
の
ワ
ク
を
破
っ

て
伸
び
て
ゆ
く
農
民
の
公
地
1
1
公
民
制
か
ら
の
離
脱

を
発
展
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
見
逃
し
え

な
い
点
で
あ
る
。
　
（
一
一
三
九
頁
）
こ
の
書
物
に
は
、

大
映
「
大
仏
開
眼
」
に
歴
史
考
証
を
担
当
し
た
二
者

の
体
験
録
や
、
一
九
五
二
年
度
歴
史
学
研
究
大
会
に

対
す
る
批
判
丈
「
最
近
の
歴
史
掌
界
に
お
け
る
主

潮
」
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
大
仏
造
立
の
矛
盾

（．29の



を
、
行
基
の
弟
子
で
あ
る
天
才
の
非
業
の
最
期
や
東

激
の
編
聞
の
こ
こ
ろ
を
通
し
て
、
昆
衆
の
が
わ
か
ら

体
現
し
よ
5
と
す
る
著
者
の
努
力
は
、
交
章
に
に
じ

み
で
る
教
条
主
義
へ
の
批
判
と
丘
ハ
に
、
よ
く
そ
の
風

格
を
伝
え
る
も
の
が
あ
る
。

　
以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
の
も
つ
古
代
史

学
に
審
与
す
る
業
績
は
、
ま
こ
と
に
多
大
で
あ
り
、

社
会
構
成
史
へ
の
警
告
と
批
判
は
、
全
篇
に
み
な
ぎ

っ
て
い
る
。
万
葉
論
を
め
ぐ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
対

決
を
、
農
民
闘
争
の
中
に
求
め
、
古
代
国
家
二
元
論

へ
の
検
討
を
、
デ
ス
ポ
ッ
ト
i
豪
族
・
農
民
の
基

本
朗
な
階
級
関
係
の
矛
盾
の
う
え
に
展
開
せ
ん
と
す

る
著
者
の
努
力
は
、
そ
れ
な
り
に
多
く
の
成
果
を
あ

げ
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
論
の
賛
否
を
と

わ
ず
、
い
ま
北
山
氏
の
所
論
を
ぬ
き
に
吉
代
政
治
史

を
論
じ
え
な
い
ま
で
に
、
そ
の
説
得
力
の
も
つ
影
響

ほ
大
き
い
。
．
け
れ
ど
屯
、
そ
こ
に
は
ま
だ
残
さ
れ
た

問
題
点
や
未
解
決
な
分
野
が
、
問
題
作
な
り
に
内
包

さ
れ
て
い
る
。
以
下
所
見
を
の
べ
て
、
著
者
の
御
教

示
を
得
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
は
、
文
学
創
造
の
契
機
に
関
し
て
の

聞
懸
で
あ
る
。
生
産
と
享
受
と
ぼ
ま
る
っ
き
り
別
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
宮
廷
が
享
受
の
中
・
心
で
あ

書

評

り
、
　
（
六
一
頁
）
、
　
農
民
は
箔
役
と
生
産
と
の
矛
盾

の
な
か
に
あ
が
き
、
た
た
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
に

（
四
頁
）
勿
論
異
論
は
な
い
が
、
　
「
民
衆
は
宮
廷
の

繁
栄
に
何
ら
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
。
い
や
か
え
っ
て

そ
の
繁
栄
を
支
え
て
犠
牲
と
な
っ
た
の
だ
が
、
貴

　
　
　
　
　
　
つ
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
め
　
　
　
も
　
　
　
む
　
　
ヘ
　
　
　
セ
　
　
　
ぷ
　
　
　
セ
　
　
も

族
ら
の
文
学
は
直
接
的
経
験
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら

れ
、
自
他
の
作
を
ひ
ろ
く
受
容
し
て
生
活
の
愉
悦
を

さ
か
ん
に
し
た
た
め
、
民
謡
の
な
か
か
ら
も
か
れ
ら

の
共
感
を
よ
ぶ
相
聞
緻
を
採
集
し
あ
る
い
は
そ
れ
を

洗
練
し
、
そ
う
し
た
も
の
が
万
葉
集
の
独
特
の
部
分

を
形
成
し
て
い
る
」
（
一
六
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
点

は
、
黙
過
す
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
著
書
の
所
見
に

し
た
が
え
ば
、
挽
歌
の
基
調
と
し
て
の
相
聞
的
情

緒
、
あ
る
い
ほ
澱
族
集
団
と
民
謡
と
の
つ
な
が
り

は
、
直
接
的
経
験
に
も
と
づ
い
て
採
集
さ
れ
、
創
造

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
芋
茎

的
経
験
の
歴
史
的
内
容
を
明
か
に
し
な
い
限
り
は
、

入
麿
の
野
鱒
詩
嚢
と
し
て
の
偉
大
さ
「
妻
死
せ
し
後

泣
血
哀
働
し
て
作
れ
る
歌
」
　
（
巻
二
一
二
〇
七
）
と

東
歌
に
み
ら
れ
る
民
謡
の
相
聞
や
、
　
更
に
「
纂
し

あ
ら
ば
小
泊
瀬
山
の
石
城
に
も
隠
ら
ば
共
に
な
思
ひ

そ
吾
が
青
」
　
（
巻
一
六
1
⊥
二
八
〇
六
）
、
　
あ
る
い
は

コ
言
痛
け
ば
小
泊
瀬
山
の
石
城
に
も
率
て
籠
ら
な
む

恋
ひ
そ
吾
妹
」
　
（
常
陸
風
土
記
）
な
ど
と
う
た
わ
れ

た
農
畏
の
哀
切
な
叫
び
と
の
へ
だ
た
り
は
、
少
し
も

明
か
に
な
っ
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
宮
廷
詩

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
あ
　
　
も

人
の
あ
い
だ
に
「
直
接
的
経
験
を
は
な
れ
伝
統
の

集
積
に
依
存
し
て
ゆ
く
」
事
情
が
、
　
（
ニ
ニ
頁
）
い

ま
一
歩
わ
れ
わ
れ
に
追
っ
て
こ
な
い
の
で
も
あ
ろ

う
。
皇
子
等
、
王
等
、
百
官
入
等
、
天
下
公
畏
と
区

別
さ
れ
な
が
ら
、
、
族
長
の
家
族
も
ま
た
専
制
国
家
の

収
奪
に
さ
ら
さ
れ
、
社
会
的
に
未
分
化
な
も
の
を
も

ち
な
が
ら
、
権
力
支
配
の
支
柱
と
し
て
官
入
贋
に
く

み
い
れ
ら
れ
て
い
っ
た
、
デ
ィ
ス
ポ
テ
ィ
ヅ
ク
な
支

配
の
実
態
の
・
甲
で
、
入
麿
が
「
生
活
感
情
を
た
た
え

た
民
謡
を
詩
の
ゆ
た
か
な
源
泉
と
し
て
汲
み
出
し
加

工
し
え
た
」
理
由
、
　
（
二
一
入
漁
）
相
聞
に
お
い
て

の
み
、
宮
廷
と
民
聞
に
細
い
交
洗
を
保
ち
え
た
理
・
田

が
、
そ
の
直
接
的
経
験
の
内
容
と
し
て
ほ
り
下
げ
ら

れ
な
け
れ
ば
、
「
へ
だ
た
り
」
と
「
つ
な
が
り
」
の

二
重
性
は
明
か
に
な
ら
ず
、
舎
人
等
に
と
っ
て
天
武

川
嘉
が
「
彼
等
に
残
存
し
た
彼
等
の
英
雄
で
あ
り
」
、

詩
人
天
武
天
皇
が
「
畏
謡
と
の
創
作
上
の
交
感
現

象
」
の
上
に
作
歌
す
る
と
い
う
高
木
・
西
郷
両
氏
ら

の
所
見
を
完
全
に
論
破
し
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
5

か
【
、
こ
の
点
は
吉
野
の
當
を
詠
じ
た
人
受
の
二
面
性

九
七

（295）



評

す
な
わ
ち
一
は
現
御
神
の
呪
縛
に
潔
く
う
ち
か
け
ら

れ
、
一
は
天
皇
を
神
ぞ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
る

で
忘
れ
去
っ
て
し
断
つ
た
よ
う
に
作
歌
さ
れ
る
態
度

（
四
五
頁
）
、
　
声
調
の
奥
を
流
れ
て
い
る
沈
痛
の
ひ

び
き
（
近
江
荒
都
の
歌
や
「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
河

の
綱
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
行
方
し
ら
ず
も
」
な
ど
）

と
藤
原
富
に
お
け
る
快
い
リ
ズ
ム
の
幸
福
そ
5
な
連

作
（
四
〇
一
四
二
）
の
差
異
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
し

ご
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
こ
こ
に
署
者
の
「
人
麿

論
」
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
こ
と
が
、
　
「
山
柿
の
門
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
・

白
鳳
風
の
宮
猛
詩
の
内
部
で
、
悪
騒
と
赤
人
の
歌
風

の
ち
が
い
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
憶
良
と

の
系
列
の
相
違
を
み
き
わ
め
て
ゆ
く
足
場
と
な
り
う

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
箆
一
一
の
点
は
、
相
聞
を
め
ぐ
る
農
民
集
団
の
問
題

に
つ
い
て
で
あ
る
。
　
「
殿
の
仲
子
」
的
ア
ト
モ
ス
フ
．

イ
ア
を
媒
介
と
し
て
、
絹
聞
は
上
昇
転
化
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
東
歌
な
ど
に
あ
ら

わ
れ
る
相
聞
の
理
解
を
、
　
「
家
族
関
係
の
特
殊
な
あ

り
方
」
i
夫
婦
別
居
に
の
み
に
求
め
る
こ
と
が
は
た

し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
儒
役
に
よ
る
徴
聚
に
対
し

て
、
ひ
と
つ
の
抵
抗
関
係
が
、
夫
婦
別
居
の
残
存
の

申
に
み
ら
れ
る
こ
と
ば
喜
実
で
あ
ろ
う
が
、
　
（
一
四

頁
）
む
し
ろ
問
題
は
夫
婦
別
居
に
も
と
つ
く
本
源
追

入
聞
性
の
ロ
マ
ン
ス
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
5

し
た
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
要
役
へ
め
哀
訴
が
、

相
聞
の
お
し
ら
か
な
、
清
純
な
恋
歌
へ
の
発
展
を
阻

筈
し
て
い
る
点
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
人
畜
な
万
葉
人
的
ロ
マ
ン
ス
を
入
間

性
一
般
に
解
消
す
る
こ
と
は
勿
論
で
き
な
い
し
、
夫

婦
別
居
論
（
七
〇
頁
）
の
み
か
ら
は
、
農
民
の
歌
声

が
、
残
塁
の
歌
声
が
、
歓
喜
の
歌
声
で
な
く
「
な
げ

き
の
叫
び
」
で
あ
る
理
由
は
、
更
に
具
体
化
し
て
こ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
豊
胸
と
い
わ
れ
て

も
末
期
の
家
持
ら
の
恋
の
な
げ
き
と
異
な
る
わ
け

を
、
い
ま
少
し
具
体
的
に
説
得
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
で
「
え
だ
ち
」
の
大
き
な

し
ご
と
で
も
あ
っ
た
「
防
入
」
の
鍬
へ
の
論
及
が
待

望
さ
れ
、
そ
う
し
た
点
へ
の
論
述
の
不
足
が
、
折
角

の
所
論
を
挫
折
せ
し
め
て
い
る
感
が
な
い
で
は
な

い
．
、

　
第
三
の
点
は
、
豪
族
・
上
履
曲
農
民
の
把
握
の
し
か

た
に
つ
い
で
あ
る
。
氏
や
姓
を
お
び
る
前
代
の
族
長

層
は
、
デ
ィ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
な
支
配
機
構
の
申
に
、

収
菊
を
う
け
な
が
ら
、
官
人
層
と
し
て
そ
の
支
柱
と

九
八

な
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
中
央
豪
族

乃
至
官
僚
貴
族
と
地
方
豪
族
（
国
造
－
郡
司
）
と
の

歴
史
的
把
握
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
社
会
未
分
化
と

は
い
う
も
の
の
、
そ
の
間
に
発
展
差
が
あ
っ
た
筈
で

あ
り
、
ま
た
民
衆
の
側
に
た
つ
族
長
的
性
絡
が
、
世

製
的
王
権
の
確
立
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
デ
ィ
ス
ポ

テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
へ
の
傾
斜
を
も
つ
た
と
し
て
も
、

五
六
世
紀
よ
り
七
八
世
紀
へ
か
け
て
の
公
地
1
1
公
民

制
の
貫
徹
と
矛
盾
…
の
灘
発
の
中
で
、
支
配
者
一
軍
裳

層
の
権
力
亥
配
と
の
関
係
は
、
そ
の
聞
に
階
級
的
分

裂
と
動
揺
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ

の
点
著
者
が
、
官
僚
豪
貴
族
と
し
て
、
ア
プ
リ
オ
リ

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
き
ら
い
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
壬
申
の
乱
が
宮
廷
内
の
反
対
派
貴
族
、
官
人
、

地
方
豪
族
ら
の
呼
応
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た

に
違
い
な
い
が
、
　
（
二
一
九
頁
）
な
ぜ
天
武
側
が
勝

利
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
デ

ィ
ス
ポ
テ
ィ
ッ
ク
な
神
子
意
識
の
昂
り
や
歴
史
の
偶

然
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
場

合
に
も
や
は
り
近
江
朝
を
支
持
す
る
貴
族
、
宮
人
層

と
大
海
人
皇
子
の
皇
位
纂
奪
に
呼
応
す
る
貴
族
・
官

人
・
地
方
豪
族
の
絹
違
が
、
一
応
は
論
じ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
で
な
い
と
農
民
層
に
み

（　296　）



な
ぎ
る
不
満
は
、
所
詮
不
満
と
し
て
と
ど
ま
り
、
乱

後
に
お
け
る
た
た
か
い
の
前
進
。
生
長
の
意
義
は
過

少
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
行
基
論
を
め
ぐ
る
上
層
農
民
の
聞
題

と
も
関
連
し
て
い
る
。
　
「
い
わ
ゆ
る
浮
浪
の
な
か
に

得
度
を
求
め
る
上
層
農
民
の
子
弟
が
ふ
え
」
　
（
一
〇

四
頁
）
　
「
王
臣
の
力
を
か
り
て
資
人
と
な
り
、
ま
た

得
度
の
便
を
も
と
め
、
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、
か
れ

ら
は
課
役
を
の
が
れ
、
そ
の
上
に
何
ら
か
の
特
権
に

、
あ
り
つ
こ
う
と
し
て
」
　
（
コ
五
四
頁
）
行
基
ら
の
も

と
に
集
う
の
だ
が
、
こ
の
時
、
中
・
下
戸
の
民
衆
た

ち
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
5
に
行
基
運
動
の
中
に
三

鷹
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。
慶
雲
一
和
銅
、
養
老
一

天
平
と
階
級
分
化
の
進
行
に
と
も
な
う
等
外
戸
や
下

戸
の
増
大
を
考
え
る
時
、
こ
5
し
た
上
層
農
民
と
か

れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
提
携
し
た
の
か
、
限
ら
れ
た
史

麟
で
は
あ
る
が
、
私
的
土
地
所
膚
の
拡
大
と
結
合
と

い
う
こ
と
ば
の
意
昧
を
、
も
っ
と
発
掘
し
て
ゆ
く
必

要
が
あ
り
、
初
期
庄
園
の
萌
芽
の
問
題
を
併
せ
て
今

後
追
究
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
古

代
家
族
」
と
か
「
共
同
体
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
概

念
を
さ
け
て
、
問
題
を
ほ
り
下
げ
ら
れ
た
著
者
の
叙

述
に
、
な
お
民
衆
が
5
か
ん
で
こ
な
い
と
い
わ
れ
る

磐

評

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
中
・
下
戸
ら
下
層
農
昆
の
歴

史
的
発
展
と
た
た
か
い
へ
の
参
加
の
実
縮
に
つ
い
て

で
あ
ろ
う
か
。
い
蜜
も
し
こ
う
し
た
点
が
明
か
に
せ

ら
れ
5
る
な
ら
ば
、
大
仏
造
立
を
矛
盾
の
相
と
し
て

と
ら
え
る
し
ご
と
が
、
も
っ
と
リ
ア
ル
に
描
か
れ
う

る
の
で
は
な
か
ろ
5
か
。
と
も
あ
れ
、
万
葉
年
代
を

近
江
濃
都
後
の
一
世
紀
聞
に
求
め
ら
れ
た
著
者
の
卓

見
は
、
今
後
な
お
多
く
の
検
討
を
へ
て
、
聚
静
的
に

継
受
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
が
、
最
後
に
二
つ

の
疑
問
点
を
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
は
、
慶
雲

期
に
お
け
る
崩
壊
の
様
相
が
、
藤
原
宮
の
末
期
の
祉

会
的
矛
盾
と
し
て
、
既
に
人
麿
の
詠
歌
に
反
映
さ
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
　
（
七
四
頁
）
そ
の
歴
史
事
情

は
も
少
し
デ
ィ
テ
ー
ル
に
描
か
れ
る
必
要
が
な
い
か

と
い
う
こ
と
と
、
他
の
一
は
養
老
律
令
の
皆
7
6
成
一
貴

族
社
会
と
は
い
・
つ
も
の
、
一
応
律
令
体
制
の
修
補
、

維
ゆ
狩
一
か
日
さ
れ
て
ゆ
く
プ
灘
セ
ス
と
閾
騨
運
し
て
、
白
翼

々
政
治
を
支
柱
す
と
る
デ
ィ
ス
ポ
テ
ィ
ズ
ム
の
あ
り

方
と
、
律
令
体
制
と
よ
ば
れ
る
歴
史
的
内
容
と
は
一

応
き
り
は
な
し
て
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。

　
著
者
の
論
述
が
、
三
一
六
世
紀
の
見
透
し
の
う
え

に
た
て
ら
れ
な
が
ら
、
な
お
公
に
所
論
の
慶
開
を
み

な
か
っ
た
こ
と
と
、
・
本
　
穫
の
性
質
上
是
非
収
録
し
て

ほ
し
か
っ
た
「
白
鳳
の
草
野
詩
人
」
（
万
葉
七
）
の

労
作
が
、
の
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
本
書
の
た
め
に

惜
し
む
も
の
の
一
人
で
あ
る
が
、
第
三
論
集
の
刊
行

と
英
雄
時
代
論
の
具
体
的
論
究
を
、
い
ま
強
く
切
望

す
る
。
ひ
ご
ろ
著
者
の
掌
恩
を
う
け
る
も
の
と
し

て
、
二
・
三
の
疑
問
点
を
の
べ
て
御
示
教
を
仰
ぐ
次

第
で
あ
る
が
、
筆
者
の
浅
学
の
故
に
、
論
点
を
誤
解

し
た
点
が
あ
る
な
ら
ば
、
御
寛
恕
を
願
い
た
い
。
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蔓
）
発
行

の
同
博
物
館
地
質
学
部
案
内
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
本

書
は
、
化
石
人
類
研
究
の
入
門
書
と
し
て
も
す
ぐ
れ

て
い
る
。
著
者
は
本
書
の
前
半
で
読
者
に
問
題
の
理

解
に
必
要
な
基
礎
的
知
識
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
動

物
界
分
類
と
そ
の
進
化
論
的
意
義
、
自
然
淘
汰
、
入

類
の
進
化
の
過
程
、
そ
れ
を
証
拠
づ
け
る
佑
石
資

料
、
化
石
を
使
っ
て
行
う
議
論
に
必
要
な
地
質
年

代
、
等
に
つ
き
説
明
し
、
古
生
物
学
者
が
化
石
し
た

九
九

（　297　）


