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川
端
康
成
「
東
海
道
」
論 

 

―

〈
文
献
引
用
〉
を
手
が
か
り
に―

 

丸 

山 

絵 

梨 

奈 

 

は
じ
め
に 

 

川
端
康
成
の
「
東
海
道
」
は
、「
満
洲
日
日
新
聞
」
紙
上
で
一
九
四
三
年
（
昭

和
一
八
年
、
奥
付
は
康
徳
一
〇
年
）
七
月
二
〇
日
か
ら
一
〇
月
三
一
日
ま
で
連

載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
初
収
は
作
者
の
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
天
授
の
子
』

（
昭
和
五
〇
年
六
月
、
新
潮
社
）
で
あ
り
、
本
書
巻
末
で
川
端
香
男
里
が
「
覚

書
」
と
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
紙
上
で
の
連
載
は
第
四
八
回
で
終
了

し
た
が
、
原
稿
は
第
五
四
回
分
ま
で
執
筆
さ
れ
、
満
洲
へ
送
ら
れ
、
そ
れ
以
降

行
方
不
明
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
川
端
の
妻
・
秀
子
の
手
に
よ
る
原
稿
の
写
し

が
残
さ
れ
て
い
た
お
か
げ
で
、
第
四
九
回
分
が
欠
け
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
を

収
録
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

先
行
研
究
に
お
い
て
、
本
作
を
論
の
俎
上
に
の
せ
る
際
に
は
、
後
続
作
品
に

及
ぼ
し
た
影
響
に
焦
点
が
当
た
る
こ
と
が
多
い
。

（

1

）

こ
れ
は
中
期
以
降
の
川
端

康
成
文
学
に
お
い
て
、
小
説
と
伝
統
文
化
、
あ
る
い
は
日
本
観
と
の
密
接
な
関

係
が
、
研
究
の
主
た
る
関
心
領
域
と
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。

（

2

）

 

し
か
し
、
川
端
と
〈
伝
統
〉
あ
る
い
は
〈
日
本
〉
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
蓄

積
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
研
究
の
な
か
で
、
意
外
に
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、

川
端
が
み
ず
か
ら
の
小
説
の
創
作
基
盤
と
し
た
、
文
献
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ

ろ
う
。「
東
海
道
」
に
は
主
人
公
で
あ
る
植
田
健
吉
が
、
娘
で
あ
る
絹
子
に
古
典

の
知
識
を
教
授
す
る
際
に
、
古
い
文
献
や
当
時
の
研
究
か
ら
の
引
用
を
、
膨
大

な
量
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
一
方
、
昭
和
一
八
年
一
一
月
一
九

日
附
の
片
岡
鉄
兵
宛
の
書
簡
に
「
東
海
道
で
は
か
な
り
本
を
読
ん
で
、
い
い
癖

が
つ
い
た
」
と
書
き
、
ま
た
昭
和
一
八
年
一
二
月
一
四
日
附
の
藤
田
圭
雄
宛
の

書
簡
に
「
歴
史
古
典
の
読
書
癖
つ
き
て
本
代
に
困
却
の
程
」
と
も
漏
ら
し
た
川

端
の
読
書
量
は
、
相
当
な
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
た
。「
東
海
道
」
は
い
わ
ば
、
戦

中
の
川
端
の
読
書
体
験
が
文
献
引
用
と
い
う
形
で
、
小
説
の
方
法
と
し
て
表
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
ま
ず
は
、「
東
海
道
」
作
中
の
典
拠
を
可
能
な
限
り
洗
い
出
し
、
作

品
の
本
文
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
献
引
用
が
い
か
に
本
作
の
根
底
を

支
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
中
に
取
り
込
ま

れ
て
い
る
の
か
を
探
る
作
業
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
り
、
川
端
の
読
書
体
験
の
具

体
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

そ
の
上
で
、
川
端
が
当
時
小
説
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
た
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の
か
を
考
え
る
こ
と
が
、
本
研
究
の
目
的
で
あ
る
。 

  
 

 
一 

 

「
東
海
道
」
は
文
学
史
家
で
あ
る
植
田
建
吉
が
、
娘
で
あ
る
絹
子
を
相
手
に
、

主
と
し
て
平
安
末
期
、
室
町
、
鎌
倉
時
代
の
古
典
の
知
識
を
教
授
す
る
と
い
う

構
成
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
教
授
の
際
に
、
古
い
文
献
や
当
時
の
研
究
か
ら
の

引
用
・
参
考
が
、
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
際
立
っ
た
特
徴
が
あ
る
。 

植
田
が
絹
子
に
最
初
に
教
授
す
る
の
は
、
小
野
小
町
と
菅
原
孝
標
女
の
二
名

に
つ
い
て
で
あ
る
。
植
田
は
小
町
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
小
町
の
時
代
に
は
、
ま
だ
日
本
語
の
文
章
を
書
く
者
が
な
か
つ

た
ん
だ
よ
。
国
文
は
文
章
と
思
は
れ
て
な
か
つ
た
ん
だ
。
文
章
と
い
ふ
と
、

漢
文
の
こ
と
だ
つ
た
。（
万
葉
集
）
を
忘
れ
た
や
う
に
、
和
歌
は
衰
へ
て
し

ま
つ
て
、
漢
詩
が
全
盛
だ
つ
た
。
勅
撰
漢
詩
集
の
詩
人
連
中
も
、
名
前
ま

で
唐
の
詩
人
の
真
似
が
し
た
く
て
、
自
分
の
姓
名
の
字
を
わ
ざ
と
け
づ
つ

て
、
三
字
名
を
は
や
ら
せ
て
ゐ
た
ん
だ
よ
。
さ
う
い
ふ
時
に
生
れ
て
、
日

本
の
新
し
い
歌
を
歌
ひ
出
し
た
の
が
、
小
町
や
業
平
な
ん
だ
か
ら
ね
。
こ

れ
が
や
が
て
、（
古
今
集
）
の
時
代
に
な
り
、（
源
氏
物
語
）
の
時
代
に
な

る
ん
だ
よ
。
小
町
や
業
平
は
、
民
族
の
自
覚
、
王
朝
文
化
の
先
覚
者
な
ん

だ
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
植
田
は
小
町
を
「
民
族
の
自
覚
、
王
朝
文
化
の
先
覚
者
」
と

し
て
讃
え
る
一
方
で
、
孝
標
女
を
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。 

 

「
更
級
日
記
」
は
思
ひ
出
の
美
し
さ
で
あ
る
。
過
去
を
悔
い
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
却
つ
て
過
去
を
い
き
い
き
と
夢
み
か
へ
し
た
か
の
や
う
な
、
書
き

ぶ
り
で
あ
る
。 

「
枕
の
草
子
」
な
ど
の
や
う
に
、
そ
の
日
を
そ
の
日
に
歌
ふ
栄
華
を
、
孝

標
女
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。 

十
三
の
少
女
が
、
物
語
の
都
に
あ
こ
が
れ
て
来
て
み
る
と
、
も
う
そ
の

花
の
盛
り
は
過
ぎ
て
ゐ
て
、
そ
の
凋
落
を
見
る
、
端
役
を
振
り
あ
て
ら
れ

た
の
だ
つ
た
。 

一
条
天
皇
の
御
代
に
、
孝
標
女
も
生
れ
は
し
た
が
、
宮
廷
女
流
文
学
の

盛
り
に
生
き
る
に
は
、
三
十
年
か
五
十
年
お
そ
か
つ
た
。
彼
女
が
二
十
の

年
に
、
藤
原
道
長
は
六
十
二
で
死
ん
だ
。 

し
か
し
、
孝
標
女
が
い
い
時
に
生
れ
合
せ
た
と
し
て
も
、
宮
廷
に
才
華

を
競
ふ
と
い
ふ
人
柄
で
は
な
い
。 

幼
い
時
は
、
そ
の
宮
廷
の
物
語
に
あ
こ
が
れ
、
長
じ
て
は
、
そ
の
宮
廷

の
思
ひ
出
に
あ
こ
が
れ
る
の
が
、
や
は
り
適
役
で
あ
つ
た
ら
う
。 

 

植
田
は
、
小
町
を
日
本
文
化
の
枠
組
み
で
提
示
す
る
の
に
対
し
、
孝
標
女
の

こ
と
は
、
宮
廷
女
流
文
学
の
全
盛
期
に
憧
れ
て
い
る
「
端
役
」
だ
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
植
田
は
小
町
と
比
べ
て
、

孝
標
女
を
さ
ほ
ど
評
価
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
植

田
は
、
孝
標
女
を
小
町
よ
り
劣
っ
た
人
物
と
見
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
孝
標
女
と
い
う
「
端
役
」
を
、
話
題
の
中
心
に
据
え
て
語
る
こ
と
で
、

孝
標
女
を
文
化
の
創
始
者
で
あ
る
小
町
と
、
同
等
に
評
価
し
よ
う
と
試
み
て
い
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る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
理
由
は
、
植
田
が
孝
標
女
と
小
町
と
を
比
較
す
る
際
に
使
用
す
る
、「
夢
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、

植
田
は
、
孝
標
女
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
見
な
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え

ば
、「
更
級
日
記
」
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
植
田
の
言
葉
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。 

 

 

東
路

あ
づ
ま
ぢ

の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
の
上
総
の
片
田
舎
で
、
こ
の
子
は
、

物
語
と
い
ふ
も
の
に
、
あ
こ
が
れ
を
持
つ
や
う
に
な
つ
て
、 

「―

等
身
に
薬
師
仏
を
つ
く
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
人
ま
に
み
そ

か
に
入
り
つ
つ
（
京
に
と
く
あ
げ
給
ひ
て
、
物
語
の
多
く
候
ふ
な
る
、
あ

る
か
ぎ
り
見
せ
た
ま
へ
）
と
、
身
を
す
て
て
、
額(

ぬ
か)

を
つ
き
祈
り
申

す
ほ
ど
に
、
十
三
に
な
る
年
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、
九
月
三
日
に
か
ど
で
し

て…
…

。」 

と
い
ふ
、
書
き
出
し
の
と
こ
ろ
を
、
植
田
は
読
ん
で
聞
か
せ
た
。 

 

植
田
は
、
孝
標
女
が
ま
ず
は
、「
物
語
」
に
「
あ
こ
が
れ
」
て
い
る
こ
と
に
言

及
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
以
外
に
も
、
孝
標
女
が
「
物
語
り
も
と
め
て
見
せ
よ
、

物
語
り
も
と
め
て
見
せ
よ
」
と
「
母
に
せ
が
む
」
場
面
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
植
田
に
と
っ
て
、「
物
語
」
に
「
あ
こ
が
れ
を
持
つ
」
孝

標
女
像
が
、
重
要
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
植
田
は
、
小
町
と
孝

標
女
を
「
夢
」
の
「
発
見
者
」
と
し
て
も
評
価
し
て
い
る
。 

 

小
町
と
孝
標
女
と
は
、
日
本
の
文
学
に
夢
を
発
見
し
た
人
と
も
い
ふ
。 

 

植
田
の
孝
標
女
に
対
す
る
評
価
は
、
池
田
亀
鑑
『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
』（
昭

和
二
年
二
月
、
至
文
堂
）
の
、
次
の
部
分
に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

即
ち
蜻
蛉
日
記
に
於
て
は
、
夢
は
、
何
等
内
面
的
な
意
義
を
も
た
な
い

偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
夢
が
、
必
然
的
な
意
味
を
も
つ
て
意
識
の

上
に
の
ぼ
つ
て
来
る
の
は
、
源
氏
を
へ
て
き
た
更
級
日
記
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
更
級
日
記
の
作
者
は
、
日
本
文
学
の
歴
史
に
於
て
、
最
初

に
夢
を
見
出
し
た
女
性
で
あ
ら
う
。 

（
池
田
亀
鑑
『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
』
） 

  

池
田
は
、「
夢
」
と
い
う
視
点
か
ら
、「
蜻
蛉
日
記
」
の
道
綱
母
と
、「
更
級
日

記
」
の
孝
標
女
と
を
比
較
し
て
い
る
。
そ
の
際
、「
内
面
的
な
意
義
」
の
有
無
か

ら
、
孝
標
女
を
高
く
評
価
し
、「
最
初
に
夢
を
見
出
し
た
女
性
」
と
い
っ
た
、
文

学
史
的
意
義
を
見
出
し
て
も
い
る
。「
東
海
道
」
に
も
ま
た
、「
蜻
蛉
日
記
」
と

「
更
級
日
記
」
と
を
比
較
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。 

 

し
か
し
孝
標
女
の
夢
は
、
物
語
の
世
界
の
夢
を
夢
み
た
の
で
、
い
は
ば

夢
を
夢
み
た
人
で
あ
つ
た
。 

道
綱
母
と
孝
標
女
だ
け
が
、
五
十
を
過
ぎ
て
か
ら
自
叙
伝
を
書
け
た
と

い
ふ
こ
と
は
、
二
人
が
妻
と
し
て
母
と
し
て
、
地
味
に
た
し
か
に
生
き
た

や
う
な
人
柄
の
あ
ら
は
れ
だ
が
、「
更
級
日
記
」
に
は
「
蜻
蛉
日
記
」
の
や

う
な
身
も
だ
え
が
な
い
。 

と
こ
ろ
が
生
涯
夢
幻
の
中
に
ゐ
て
、
現
実
を
失
つ
て
ゐ
た
故
に
、
か
へ
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つ
て
こ
の
孝
標
女
ほ
ど
、
現
実
な
生
活
を
送
つ
た
人
は
い
な
か
つ
た
。 

 
植
田
は
、
道
綱
母
と
孝
標
女
と
が
「
五
十
を
過
ぎ
て
か
ら
自
叙
伝
を
書
け
た
」

理
由
と
し
て
、「
二
人
が
妻
と
し
て
母
と
し
て
、
地
味
に
確
か
に
生
き
た
や
う
な

人
柄
」
を
指
摘
し
て
み
せ
る
が
、
た
だ
、
孝
標
女
に
だ
け
は
「
身
も
だ
え
」
す

る
も
の
を
感
じ
る
と
語
る
。
そ
の
上
で
、
孝
標
女
を
「
生
涯
夢
幻
の
中
」
に
い

て
、「
現
実
」
を
失
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
「
現
実
な
生
活
」
を
送
れ

た
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
逆
説
的
な
孝
標
女
理
解
の
前
提
は
、
次
の
よ
う
な
、

池
田
亀
鑑
『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
』
の
説
に
、
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

更
級
日
記
の
こ
の
絶
対
主
観
の
特
質
は
、
和
泉
式
部
に
見
ら
れ
る
や
う

な
、
客
観
に
対
立
し
、
客
観
か
ら
切
り
離
し
た
消
極
的
な
主
観
の
象
牙
の

塔
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
を
、
創
造
し
、
統
一
す
べ
き

最
高
絶
対
な
主
観
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
世
界
は
、
と

り
も
な
ほ
さ
ず
、
詩
の
中
の
詩
の
世
界
で
あ
る
。
物
語
の
中
の
物
語
の
世

界
で
あ
る
。
夢
の
中
の
夢
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
美
」
へ
の
心
か

ら
な
る
陶
酔
が
あ
り
、
虚
無
へ
の
無
限
の
恍
惚
が
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。 

（
略
） 

し
か
し
な
が
ら
、
更
級
日
記
に
於
け
る
夢
幻
の
世
界
は
、
彼
女
に
於
て
、

決
し
て
現
実
な
ら
ぬ
空
虚
の
世
界
で
は
な
い
。
最
も
充
実
し
た
、
し
か
も
、

最
も
真
実
な
る
べ
き
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
現
実
以
上
に
現
実
ら
し
い

世
界
で
あ
る
。
彼
女
に
於
て
は
、
自
然
は
芸
術
を
模
倣
す
る
も
の
で
あ
る
。

矛
盾
と
不
合
理
の
穢
土
の
や
う
な
現
実
の
世
界
は
、
彼
女
に
於
て
は
、
そ

れ
自
身
、
か
へ
つ
て
美
し
き
「
芸
術
の
宮
殿
」
で
さ
へ
も
あ
る
。
そ
こ
に
、

実
生
活
の
夢
幻
化
が
あ
り
、
理
想
化
が
あ
り
、
魔
化
が
あ
る
と
思
は
れ
る

の
で
あ
る
。 

 
 

（
池
田
亀
鑑
『
宮
廷
女
流
日
記
文
学
』） 

 

つ
ま
り
、
池
田
は
、
孝
標
女
の
「
夢
幻
の
世
界
」
と
は
、「
真
実
な
る
べ
き
世

界
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
現
実
以
上
に
現
実
ら
し
い
世
界
」
だ
と
い
う
。

よ
う
す
る
に
、
孝
標
女
に
よ
っ
て
「
夢
幻
化
」
し
た
「
実
生
活
」
そ
の
も
の
が
、

「
芸
術
」
や
「
理
想
」
で
あ
り
、「
魔
化
」
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

川
端
は
、
国
文
学
者
で
あ
る
池
田
の
言
説
を
、
ま
さ
に
国
文
学
者
と
し
て
造
形

し
た
植
田
に
「
引
用
」
さ
せ
る
こ
と
で
、「
東
海
道
」
を
創
作
し
て
い
く
。 

し
か
し
な
が
ら
、
小
町
と
孝
標
女
と
を
結
び
付
け
る
の
は
、
植
田
独
自
の
観

点
で
あ
る
と
い
え
る
。
孝
標
女
は
植
田
に
よ
っ
て
、
小
町
と
対
等
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
以
上
の
も
の
と
し
て
、
押
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
植
田
は
、
小
町
の
「
夢
」
を
以
下
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
。 

 

「
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
こ
そ
う
た
て
世
の
中
を
思
ひ
は
な
れ
ぬ
ほ
だ
し
な

り
け
り
」 

と
小
野
小
町
も
う
た
つ
た
が
、
ま
だ
小
町
の
夢
は
、
現
実
を
夢
み
た
も
の

で
、
い
は
ば
夢
を
生
き
た
人
で
あ
つ
た
。 

 
植
田
の
小
町
の
「
夢
」
に
対
す
る
評
価
は
、
前
田
善
子
『
小
野
小
町
』（
昭
和

一
八
年
六
月
、
三
省
堂
）
の
、
次
の
部
分
と
類
似
し
て
い
る
。 

 

小
町
の
場
合
に
つ
い
て
見
る
に
、
そ
の
生
来
の
芸
術
家
的
天
分
は
、
現
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実
的
に
さ
れ
得
な
い
悲
恋
の
境
遇
を
し
て
、
現
実
を
離
れ
理
想
の
世
界
の

思
慕
と
し
て
の
夢
に
生
か
す
事
に
よ
つ
て
、
自
ら
を
救
は
う
と
し
て
ゐ
る

の
で
あ
つ
て
、
彼
女
の
恋
愛
歌
の
中
、
数
多
の
夢
の
歌
が
特
に
優
れ
て
ゐ

る
の
を
見
て
も
、
う
な
づ
け
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
「
夢
見
る
心
」
と
い
ふ

よ
り
も
更
に
「
夢
を
求
め
る
心
」
は
彼
女
の
精
神
生
活
の
中
核
を
な
し
て

を
り
、
こ
こ
に
浪
漫
的
な
精
神
が
育
ま
れ
て
行
つ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。 

 
 

（
中
略
） 

小
町
の
世
界
観
の
中
に
、
美
し
く
成
長
し
て
行
つ
た
古
代
浪
漫
精
神
は
、

彼
女
の
生
活
に
於
て
は
、
夢
を
思
慕
す
る
形
を
と
つ
て
あ
ら
は
れ
た
。 

 

 
 

（
前
田
善
子
『
小
野
小
町
』） 

 

前
田
は
、
小
町
の
「
古
代
浪
漫
精
神
」
が
、
そ
の
「
生
活
」
に
お
い
て
、「
夢

を
思
慕
す
る
形
」
と
な
っ
て
現
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
植
田

が
、
小
町
と
孝
標
女
を
「
夢
」
を
、
媒
介
に
対
比
し
た
こ
と
の
根
拠
を
知
る
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
と
同
時
に
、
植
田
独
自
の
指
摘
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ

ま
り
小
町
の
「
夢
」
が
、「
現
実
」
に
叶
わ
ぬ
「
悲
恋
」
ゆ
え
に
夢
見
ら
れ
た
「
理

想
」、
す
な
わ
ち
、「
現
在
」
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
孝
標
女
の
「
夢
」
へ
の

憧
れ
が
、
「
思
ひ
出
」
や
「
過
去
」
と
し
て
、
「
夢
み
か
え
し
た
か
の
や
う
な
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
孝
標
女
と
小
町
と
の
「
夢
」
の
内
実
に
、
こ

の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
も
、

植
田
が
こ
う
し
た
孝
標
女
像
を
見
出
す
背
景
に
あ
る
も
の
を
、
さ
ら
に
当
時
の

国
文
学
研
究
に
関
す
る
文
献
か
ら
見
出
し
て
み
た
い
。 

  
 

 

二 

 

孝
標
女
を
物
語
世
界
の
「
夢
」
に
憧
れ
た
人
物
と
す
る
見
方
は
、
植
田
独
自

の
観
点
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
近
代
に
お
け
る
初
期
の
段
階
の
「
更
級
日
記
」

研
究
で
あ
る
、
藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
全
史 

平
安
朝
編
』（
明
治
三
八
年
一
〇

月
、
開
成
社
）
に
お
い
て
既
に
認
め
ら
れ
る
。 

 

更
級
日
記
を
読
み
て
、
著
者
の
性
行
を
察
す
る
に
、
殊
に
著
し
く
覚
ゆ

る
は
、
そ
の
幻
想
に
耽
溺
せ
し
こ
と
是
な
り
。
幼
き
よ
り
昔
物
語
を
好
み
、

上
総
に
あ
り
て
光
源
氏
の
事
な
ど
、
所
々
、
人
の
話
に
聞
き
て
、「
等
身
に

薬
師
仏
を
作
り
て
、
手
洗
ひ
な
ど
し
て
、
一
間
に
み
そ
か
に
入
り
つ
ゝ
、

京
に
疾
く
上
せ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
侍
る
な
る
、
あ
る
限
見
せ
た
ま

へ
と
、
身
を
捨
て
て
額
を
つ
き
祈
り
申
」
し
た
り
き
。 

（
藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
全
史 

平
安
朝
編
』
） 

  

植
田
の
孝
標
女
へ
の
評
価
の
根
本
に
は
、
孝
標
女
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
認

識
が
あ
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
植
田
が
物
語
の
「
夢
」
に
耽
溺
し
た

文
学
者
と
い
う
孝
標
像
を
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
る
。 

川
端
は
、
植
田
に
孝
標
女
に
つ
い
て
評
価
さ
せ
る
際
、
孝
標
女
の
物
語
へ
の

憧
憬
に
基
づ
く
「
夢
」
の
要
素
に
着
目
し
、
当
時
の
研
究
も
そ
う
し
た
要
素
を

含
む
箇
所
を
積
極
的
に
参
考
に
し
て
い
た
。 

そ
れ
で
は
、
川
端
が
孝
標
女
の
「
夢
」
に
耽
溺
す
る
文
学
者
と
し
て
の
一
面

を
、
殊
更
強
調
し
て
み
せ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。 
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当
時
の
「
更
級
日
記
」
研
究
に
お
い
て
、
孝
標
女
の
「
夢
」
へ
の
耽
溺
と
並

ん
で
、
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
孝
標
女
が
、
平
安
末

期
と
い
う
時
代
を
象
徴
す
る
文
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
藤

岡
作
太
郎
『
国
文
学
全
史 

平
安
朝
編
』
に
お
い
て
、
以
下
の
所
見
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。 

 

更
科
日
記
が
現
実
の
社
会
に
趣
味
を
感
ぜ
ざ
る
は
、
著
者
が
個
人
的
性

格
の
然
ら
し
め
た
る
は
固
よ
り
な
り
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
一
面
は
当
代
の

思
潮
の
然
ら
し
め
た
る
も
の
に
し
て
、
著
者
は
離
れ
て
も
離
れ
ら
れ
ざ
る

こ
の
思
潮
を
代
表
し
た
る
も
の
な
る
が
如
し
。（
略
）
か
く
し
て
当
時
の
公

衆
は
現
実
に
満
足
せ
ず
し
て
、
ひ
た
す
ら
に
過
去
を
憧
憬
せ
り
。
清
紫
の

二
女
を
は
じ
め
先
代
の
人
は
進
ん
で
世
に
交
は
り
、
世
を
見
て
、
世
を
写

せ
り
。
今
や
あ
ら
ず
、
現
在
を
傾
衰
の
時
と
見
、
そ
の
時
に
遇
ひ
た
る
自

己
に
対
す
る
信
念
も
厚
か
ら
ず
、
今
を
捨
て
ゝ
古
を
恋
ひ
、
実
境
に
求
め

ず
し
て
粉
本
に
求
む
。
こ
ゝ
に
お
い
て
か
倣
古
模
擬
の
風
は
生
じ
ぬ
。
こ

れ
既
に
狭
衣
、
浜
松
の
証
す
る
と
こ
ろ
、
更
科
日
記
の
著
者
ま
た
こ
の
時

風
を
一
身
に
代
表
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。 

 
 

（
藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
全
史 

平
安
朝
編
』） 

 

藤
岡
の
、
孝
標
女
が
平
安
末
期
と
い
う
、
過
去
を
憧
憬
し
た
時
代
を
象
徴
す

る
存
在
で
あ
る
と
す
る
所
見
は
、
久
松
潜
一
「
日
記
文
学
と
女
性
」
（
藤
村
作

『
日
本
文
学
聯
講 

第
一
期
』
昭
和
二
年
一
月
、
中
興
館
）
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
る
。 

 

か
く
て
現
実
の
世
界
か
ら
文
学
の
世
界
に
憧
憬
れ
、
更
に
宗
教
的
世
界

に
入
つ
た
の
が
著
者
の
心
境
の
展
開
で
あ
つ
た
か
と
思
は
れ
る
。
そ
こ
に

は
現
実
の
世
界
か
ら
、
よ
り
よ
き
も
の
へ
の
創
造
に
対
す
る
純
粋
な
る
思

念
が
見
ら
れ
る
と
思
ふ
。
而
し
て
こ
れ
は
一
人
の
女
性
の
心
境
の
推
移
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
一
面
か
ら
見
る
と
、
平
安
時
代
末
期
の
心
境
を
示
し
て

居
る
と
も
い
は
れ
る
と
思
ふ
。 

 
 

（
久
松
潜
一
「
日
記
文
学
と
女
性
」） 

 

久
松
の
、「
平
安
時
代
末
期
の
心
境
を
示
し
て
居
る
」
孝
標
女
の
「
心
境
の
展

開
」
が
、「
現
実
の
世
界
か
ら
、
よ
り
よ
き
も
の
へ
の
創
造
に
対
す
る
純
粋
な
る

思
念
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
所
見
は
、
こ
れ
以
降
の
研
究

に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
保
田
與
重
郎
「
更
級
日
記
」（
「
国
語
・

国
文
」
星
野
書
店 

昭
和
一
〇
年
八
月
、
後
「
コ
ギ
ト
」
第
四
四
号
（
昭
和
一

一
年
一
月
発
行
）
に
再
掲
載
）
を
見
て
み
よ
う
。 

 

更
級
の
作
者
も
少
女
時
代
か
ら
老
年
に
及
ぶ
歴
史
に
か
り
て
、
こ
の
わ

が
国
史
上
に
美
し
い
エ
ツ
セ
イ
に
、
人
間
の
あ
り
の
ま
ゝ
の
姿
を
描
き
残

し
て
ゐ
る
。
人
が
空
想
し
て
現
実
を
考
へ
た
り
、
心
の
現
実
的
発
展
や
進

歩
を
考
へ
つ
ゝ
あ
る
時
期
の
記
録
で
な
い
。
精
神
の
段
階
的
な
成
長
が
書

か
れ
た
の
で
も
な
く
、
こ
の
時
代
の
精
神
の
一
典
型
的
な
様
態
が
描
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
発
展
し
た
り
進
歩
し
た
り
、
今
日
は
昨
日
よ
り
進
ん
で

ゐ
る
心
の
姿
を
眺
め
た
も
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
現
実
へ
の
空
想
の
地
も

な
く
天
も
な
く
な
つ
た
今
日
の
様
態
を
描
い
た
ま
で
で
あ
つ
た
。 

 
 

（
保
田
與
重
郎
「
更
級
日
記
」） 
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「
更
級
日
記
」
を
「
今
日
は
昨
日
よ
り
進
ん
で
ゐ
る
心
の
姿
を
眺
め
た
も
の

で
な
く
、
そ
れ
ら
の
現
実
へ
の
空
想
の
地
も
な
く
天
も
な
く
な
つ
た
今
日
の
様

態
を
描
い
た
」
作
品
で
あ
る
と
す
る
、
保
田
の
時
代
観
は
、
久
松
よ
り
藤
岡
の

そ
れ
に
近
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
と
も
平
安
末
期
を
文
化
の
衰
退
期
と

し
て
認
識
し
、
か
つ
て
の
王
朝
の
栄
華
を
ひ
た
す
ら
に
憧
憬
し
た
時
代
だ
と
認

識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
所
見
は
や
が
て
、
佐
山
済
『
女
流
日
記
』

（
昭
和
一
五
年
二
月
、
日
本
評
論
社
）
の
よ
う
に
、「
更
級
日
記
」
に
「
全
体
を

押
し
包
む
暗
さ
か
な
し
さ
と
い
ふ
」「
作
品
の
う
へ
に
映
つ
た
時
代
の
影
」
を
読

み
取
ら
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

も
と
も
と
紫
式
部
日
記
と
、
こ
の
日
記
と
の
間
に
は
そ
の
か
か
れ
た
う

へ
で
は
ほ
ぼ
五
十
年
あ
ま
り
の
隔
た
り
を
持
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
時
代
の
性

格
は
、
非
常
な
変
動
崩
壊
の
時
期
な
の
で
あ
る
か
ら
わ
づ
か
に
五
十
年
と

い
つ
て
も
、
そ
こ
に
は
か
な
り
の
ひ
ら
き
や
違
ひ
が
出
て
来
る
と
お
も
ふ
。

紫
式
部
日
記
に
は
ま
だ
王
朝
と
い
ふ
時
代
の
若
々
し
さ
が
み
ら
れ
、
そ
の

完
璧
の
壮
麗
さ
と
い
ふ
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、
更
級
に
な
る
と
全
体
を
押

し
包
む
暗
さ
か
な
し
さ
と
い
ふ
も
の
は
ど
う
し
て
も
否
み
が
た
い
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
作
品
の
う
へ
に
映
つ
た
時
代
の
影
で
あ
る
。 

 
 

（
佐
山
済
『
女
流
日
記
』
） 

  

孝
標
女
を
、
平
安
末
期
の
象
徴
と
し
て
見
る
こ
れ
ら
の
研
究
の
所
見
を
見
る

と
、「
東
海
道
」
に
お
け
る
植
田
の
孝
標
女
像
に
、
単
純
に
物
語
世
界
の
「
夢
」

を
憧
憬
し
た
人
物
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
新
た
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。 

川
端
は
、
文
化
衰
退
期
と
し
て
の
平
安
末
期
と
い
う
、
時
代
の
象
徴
と
し
て

の
孝
標
女
の
存
在
を
念
頭
に
、
孝
標
女
の
物
語
世
界
の
「
夢
」
へ
の
憧
憬
を
、

「
東
海
道
」
作
中
で
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
平
安
末
期
と
い
う

時
代
を
、
か
つ
て
の
王
朝
の
「
夢
」
が
物
語
、
つ
ま
り
は
、
言
葉
で
の
み
保
存
・

継
承
さ
れ
る
時
代
と
し
て
、
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
し
て
、
こ
の
言
葉
で
の
み
保
存
・
継
承
さ
れ
る
文
化
の
在
り
方
こ
そ
、「
東

海
道
」
の
主
た
る
題
材
で
あ
る
中
世
を
記
述
す
る
際
、
最
も
鮮
明
に
光
が
当
て

ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

  
 

 

三 

 

こ
う
し
た
川
端
の
試
み
は
、
室
町
時
代
の
代
表
的
な
文
化
人
の
一
人
で
あ
る

三
条
西
実
隆
と
、
天
才
連
歌
師
の
宗
祇
と
の
関
係
に
お
い
て
、
よ
り
明
瞭
な
輪

郭
を
有
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。 

川
端
は
植
田
に
、「
連
歌
は
宗
祇
に
極
ま
つ
た
」
と
宗
祇
の
天
才
性
を
評
価
さ

せ
る
一
方
、
宗
祇
が
残
し
た
数
々
の
功
績
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
語
ら
せ
る
こ

と
は
し
な
い
。
植
田
同
様
「
連
歌
の
発
達
は
宗
祇
が
出
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
最

も
頂
点
に
達
し
た
」
と
し
て
い
る
、
吉
澤
義
則
『
室
町
文
学
史
』（
昭
和
一
一
年

一
二
月
、
東
京
堂
）
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
、
水
無
瀬
三
吟
百
韻
と
延
徳
二
年

の
湯
山
に
お
け
る
百
韻
に
お
い
て
、
宗
祇
が
連
歌
に
も
た
ら
し
た
「
連
歌
が
芸

術
的
意
味
を
有
す
る
に
至
つ
た
」
革
新
に
つ
い
て
も
、
植
田
は
一
切
言
及
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。 
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各
句
は
文
法
的
に
は
何
等
の
連
絡
関
係
を
有
し
な
い
が
、
第
一
句
は
第
二

句
と
対
立
す
る
時
に
そ
の
二
句
の
調
和
に
よ
つ
て
一
つ
の
詩
境
を
創
造

す
る
。
こ
れ
が
芸
術
的
の
価
値
の
大
な
る
点
で
従
来
の
連
歌
に
は
殆
ど
見

な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
従
来
の
は
附
け
方
の
巧
妙
な
も
の
の

み
を
残
し
て
お
い
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
且
つ
句
相
互
の
間
に
連
歌
が
あ

つ
た
。
例
へ
ば 

吉
野
山
二
た
び
春
に
な
り
に
け
り 

年
の
内
よ
り
年
を
迎
へ
て
（
後
鳥
羽
院
） 

の
如
く
で
あ
る
。 

然
る
に
宗
祇
以
後
は
、
各
句
は
相
互
に
文
法
的
の
関
係
は
な
い
け
れ
ど

も
二
句
の
対
立
す
る
時
に
連
想
の
調
和
配
合
が
自
ら
一
詩
境
を
構
成
す

る
。
随
つ
て
連
想
に
制
限
が
加
へ
ら
れ
な
い
為
に
余
韻
た
る
も
の
を
生
じ

た
。 

 
 

（
吉
澤
義
則
『
室
町
文
学
史
』） 

 

加
え
て
、
重
要
な
の
は
、
植
田
が
宗
祇
に
つ
い
て
語
る
際
に
、
必
ず
実
隆
と

の
関
係
を
通
し
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。「
東
海
道
」
作
中
で
、
実
隆
と
宗
祇
に
つ

い
て
語
ら
れ
た
箇
所
は
、
主
と
し
て
、
先
述
し
た
原
勝
郎
『
東
山
時
代
に
於
け

る
一
縉
紳
の
生
活
』
を
参
考
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
の
「
東
海
道
」

作
中
か
ら
の
引
用
と
、『
東
山
時
代
に
於
け
る
一
縉
紳
の
生
活
』
の
参
考
箇
所
と

を
見
れ
ば
、
作
中
で
の
宗
祇
は
、
実
隆
と
の
関
係
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。 

原
勝
郎
『
東
山
時
代
に
於
け
る
一
縉
紳
の
生
活
』（
昭
和
一
六
年
四
月
、
創
元

社
）
か
ら
の
作
中
へ
の
引
用
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
指
摘
で
き
る
。 

 

講
義
が
終
る
か
終
ら
ぬ
う
ち
に
、
宗
祇
は
あ
わ
た
だ
し
く
、「
古
今
集
聞

書
」
や
切
紙
以
下
の
相
伝
の
も
の
を
、
悉
く
函
に
納
め
、
封
を
し
て
、
都

の
実
隆
に
送
つ
た
。（
略
）
も
つ
と
も
、「
古
今
集
聞
集
」
な
ど
は
、
か
ね

て
実
朝
に
相
伝
の
は
ず
で
、
晩
年
の
宗
祇
が
遠
国
の
旅
に
出
る
時
に
は
、

こ
れ
ら
の
大
切
な
秘
伝
書
を
一
纏
め
に
し
て
、
実
隆
に
預
け
て
ゆ
く
例
で

あ
つ
た
。（
略
）
こ
の
「
古
今
伝
授
」
の
秘
物
一
切
が
、
越
後
か
ら
到
来
す

る
と
、
実
隆
は
ま
こ
と
に
道
の
冥
加
と
自
愛
し
て
、
こ
こ
に
秘
伝
を
完
全

に
承
け
つ
い
だ
わ
け
で
あ
る
。 

（
川
端
康
成
「
東
海
道
」） 

 

斯
く
席
暖
ま
る
遑
も
な
く
京
田
舎
を
出
入
し
た
宗
祇
は
、
晩
年
遠
国
下

向
の
時
と
な
る
と
、
其
平
素
最
も
大
切
に
し
て
い
る
古
今
集
聞
書
以
下
、

和
歌
、
左
伝
、
抄
物
等
を
一
合
の
荷
に
纏
め
、
人
丸
の
影
像
と
共
に
之
を

実
隆
の
許
に
預
け
て
出
発
す
る
を
例
と
し
た
。（
略
）
宗
祇
が
此
等
の
も
の

を
、
旅
行
に
際
し
て
実
隆
に
預
け
る
こ
と
ゝ
し
た
と
云
ふ
の
は
、
単
に
不

在
中
の
紛
失
を
恐
れ
た
為
め
の
み
で
は
な
い
。
実
は
長
享
二
年
宗
祇
の
北

国
行
の
際
実
隆
と
の
間
に
約
束
が
結
ば
れ
、
老
体
で
も
あ
り
、
遠
国
へ
下

向
す
る
と
再
会
は
期
し
難
い
事
で
あ
る
か
ら
、
若
し
旅
先
き
で
万
一
の
事

が
あ
り
帰
京
叶
は
ぬ
仕
儀
と
な
つ
た
な
ら
ば
、
聴
書
等
を
実
隆
に
附
与
し

よ
う
と
云
つ
た
の
で
あ
る
。
従
つ
て
之
を
実
隆
に
預
け
る
と
云
ふ
の
は
、

万
一
の
際
其
儘
留
め
置
く
や
う
に
と
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
果
し
て
宗
祇

は
其
歿
す
る
前
年
即
ち
文
亀
元
年
の
九
月
に
、
古
今
集
聞
書
切
紙
以
下
相

伝
の
儀
悉
く
凾
に
納
め
封
を
施
し
て
実
隆
の
許
へ
送
り
届
け
た
。
実
隆
之
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を
記
し
て
、
誠
以
道
之
冥
加
也
、
尤
所
深
秘
也
と
云
つ
て
居
る
。 

（
原
勝
郎
『
東
山
時
代
に
於
け
る
一
縉
紳
の
生
活
』） 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
推
測
で
き
る
の
は
、
植
田
に
宗
祇
に
つ
い
て
語
ら
せ
る

こ
と
で
、
宗
祇
自
身
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
実
隆
に
つ
い
て
語
ら

せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
作
品
の
裏
側
に
隠
さ
れ
た
川
端

の
意
図
で
あ
る
。
川
端
は
、
優
れ
た
芸
術
家
で
あ
る
宗
祇
の
背
後
に
隠
れ
が
ち

な
、
文
化
活
動
の
支
援
者
と
し
て
の
実
隆
の
存
在
を
、
植
田
に
宗
祇
に
つ
い
て

語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
川
端
の
意
図
は
、
植
田
に
将
軍
足
利
義
尚
の
死
に
対
す
る
、
実
隆

と
宗
祇
の
反
応
の
違
い
を
、
以
下
の
よ
う
に
評
価
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
表

れ
て
い
る
。
植
田
は
、
将
軍
足
利
義
尚
の
死
に
対
す
る
、
実
隆
と
宗
祇
の
反
応

の
違
い
を
、
宗
祇
が
「
戦
国
に
古
典
の
道
を
貫
い
た
一
筋
の
誠
実
」
を
持
っ
て

い
た
の
に
対
し
、
実
隆
は
「
幕
府
に
媚
び
、
武
家
に
縋
り
、
無
為
無
力
の
公
家

は
、
波
の
ま
に
ま
に
あ
き
ら
め
て
、
今
日
か
ら
見
る
と
、
む
し
ろ
意
外
に
の
ん

き
な
も
の
で
、
実
隆
も
世
の
習
ひ
を
出
な
か
つ
た
」「
宗
祇
に
く
ら
べ
る
と
、
実

隆
は
よ
ほ
ど
現
世
的
な
楽
天
家
だ
つ
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
植
田
の
評

価
は
、
と
も
す
れ
ば
、
宗
祇
と
比
較
し
て
実
隆
が
劣
っ
て
い
る
と
見
な
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
植
田
は
、
一
時
代

の
文
化
の
頂
点
を
極
め
た
天
才
宗
祇
に
対
す
る
、
文
化
の
伝
播
者
と
し
て
の
実

隆
の
存
在
を
語
り
た
か
っ
た
が
た
め
に
、
あ
え
て
実
隆
を
こ
の
よ
う
に
評
価
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

文
化
の
伝
播
者
と
し
て
の
実
隆
像
は
、
一
条
兼
良
と
の
比
較
に
お
い
て
も
語

ら
れ
て
い
る
。 

 

十
五
歳
で
正
二
位
権
大
納
言
、
二
十
歳
で
内
大
臣
、
二
十
三
歳
で
右
大

臣
と
い
ふ
や
う
な
、
一
条
家
の
関
白
兼
良
に
く
ら
べ
て
、
西
三
条
家
の
実

隆
は
、
家
柄
や
官
位
が
下
る
の
は
無
論
、
古
典
学
も
兼
良
に
及
ば
な
い
も

の
の
、
戦
乱
の
世
に
皇
朝
文
化
の
伝
統
を
保
持
し
、
宮
廷
に
あ
つ
て
文
事

の
庇
護
に
つ
と
め
た
貴
族
と
し
て
、
兼
良
は
祖
父
良
基
の
志
を
つ
ぎ
、
ま

た
実
隆
は
兼
良
の
風
を
伝
へ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
。 

実
隆
は
兼
良
ほ
ど
、
我
の
烈
し
い
人
で
は
な
か
つ
た
や
う
で
、
却
つ
て

そ
の
た
め
に
、
風
雅
の
交
り
を
広
く
し
て
、
文
運
を
下
に
流
す
役
は
つ
と

め
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
で
も
あ
つ
た
。 

 

植
田
は
「
一
条
家
の
関
白
兼
良
に
く
ら
べ
て
、
西
三
条
家
の
実
隆
は
、
家
柄

や
官
位
が
下
る
の
は
無
論
、
古
典
学
も
兼
良
に
及
ば
な
い
」
と
し
て
、
宗
祇
の

場
合
と
同
様
、
兼
良
に
対
す
る
実
隆
を
低
く
見
る
よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
る

も
の
の
、「
実
隆
は
兼
良
ほ
ど
、
我
の
烈
し
い
人
で
は
な
か
つ
た
や
う
で
、
却
つ

て
そ
の
た
め
に
、
風
雅
の
交
り
を
広
く
し
て
、
文
運
を
下
に
流
す
役
は
つ
と
め

た
」
と
語
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
文
化
人
と
し
て
以
上
に
、
文
化
の
伝
播
者
と

し
て
の
実
隆
像
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

植
田
は
、「
鎌
倉
に
武
士
の
文
化
が
興
つ
て
ゐ
た
の
に
、
室
町
に
は
幕
府
が
京

に
帰
つ
て
、
平
安
王
朝
の
文
化
の
模
倣
、
言
は
ば
文
芸
復
興
、
文
化
の
公
武
合

体
を
招
い
た
」
と
し
、
そ
の
中
心
に
は
「
源
氏
物
語
」
が
あ
つ
た
と
語
る
。
さ

ら
に
、「
源
氏
」
が
「
至
上
無
二
の
手
本
と
仰
が
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
室

町
時
代
で
あ
る
」
と
し
、「
必
条
の
教
養
や
趣
味
と
い
ふ
以
上
に
、
精
神
や
生
活

を
隷
属
さ
せ
た
」
と
し
た
上
で
、
実
隆
を
そ
う
し
た
「
室
町
の
源
氏
風
な
も
の
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の
典
型
の
一
人
」
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
。 

植
田
は
ま
た
、
実
隆
が
書
写
し
た
「
源
氏
物
語
」
が
、
室
町
と
い
う
一
時
代

を
創
造
し
た
と
評
価
し
、「
実
隆
の
源
氏
物
語
が
東
海
道
を
下
つ
て
、
江
戸
時
代

の
国
学
者
の
勤
皇
を
東
海
道
に
生
み
、
明
治
の
皇
政
の
都
が
東
海
道
を
遷
つ
た

と
言
つ
て
も
、
牽
強
付
会
で
は
な
か
ら
う
」
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
植
田

は
実
隆
を
室
町
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
降
の
時
代
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ

し
た
、
偉
大
な
文
化
の
伝
播
者
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
植
田
は
実
隆
の
古
典
研
究
者
と
し
て
の
一
面
を
語
っ
て
い
な
い
。
一

方
、
森
末
義
彰
『
東
山
時
代
と
そ
の
文
化
』（
昭
和
一
七
年
九
月
、
秋
津
書
房
）

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

 

三
条
西
実
隆
は
、
宗
祇
の
講
説
を
聞
い
て
か
ら
、
自
ら
も
深
く
こ
れ
を

研
究
し
、
人
々
の
た
め
に
も
し
ば
し
ば
伊
勢
物
語
を
講
釈
し
た
。
船
橋
宣

賢
の
「
伊
勢
物
語
惟
清
抄
」
は
、
こ
の
実
隆
の
講
説
を
聴
い
て
記
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
他
実
隆
の
講
説
は
子
公
条
に
も
伝
へ
ら
れ
て
大
き
な
影

響
を
次
代
に
の
こ
し
て
ゐ
る
。
実
隆
は
ま
た
人
々
の
も
と
め
に
応
じ
て
、

伊
勢
物
語
を
書
写
す
る
こ
と
実
に
十
数
回
に
及
ん
だ
。
天
福
本
伊
勢
物
語

が
ひ
ろ
く
流
布
を
見
た
の
は
、
そ
の
功
の
一
半
は
実
隆
に
あ
つ
た
と
い
つ

て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
の
ち
伊
勢
物
語
の
研
究
は
、
近
世
に
入
り
細

川
幽
斎
の
「
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
」
に
よ
つ
て
集
大
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

闕
疑
抄
の
根
底
を
な
す
も
の
は
、
実
に
兼
良
・
宗
祇
・
実
隆
ら
の
研
究
の

成
果
で
あ
つ
た
。
こ
の
点
に
於
い
て
も
、
東
山
時
代
に
於
け
る
、
こ
の
三

者
が
伊
勢
物
語
研
究
史
上
に
の
こ
し
た
功
績
に
は
、
大
い
に
見
る
べ
き
も

の
が
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 
 

 

（
森
末
義
彰
『
東
山
時
代
と
そ
の
文
化
』） 

 

こ
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
実
隆
に
は
兼
良
や
宗
祇
に
劣
ら
な
い
優

れ
た
「
伊
勢
物
語
」「
源
氏
物
語
」
研
究
者
と
し
て
の
一
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
植
田
が
古
典
研
究
者
と
し
て
の
実
隆
に
つ
い
て
、
言
及
す
る
こ
と
は

ま
っ
た
く
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
も
、
川
端
の
、
実
隆
を
文
化
の
伝
播
者
に
位

置
付
け
よ
う
と
す
る
操
作
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
川
端
は
、
実
隆
を
優
れ
た
芸
術
家
で
あ
る
宗
祇
と

比
較
し
、
彼
の
文
化
の
伝
播
者
と
し
て
の
一
面
以
外
を
削
除
す
る
こ
と
で
、
偉

大
な
文
化
の
伝
播
者
と
し
て
の
実
隆
像
を
、
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
た

の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
気
に
な
る
の
は
、
川
端
が
こ
う
ま
で
し
て
文
化
の

伝
播
者
と
し
て
の
実
隆
像
を
、
確
立
し
よ
う
と
し
た
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
室

町
と
い
う
時
代
の
性
格
を
、
実
隆
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。 

 

当
時
の
研
究
に
お
い
て
、
室
町
時
代
は
、
文
化
の
伝
播
力
が
か
つ
て
な
く
高

ま
っ
た
時
代
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。 

 

勢
力
の
下
向
と
と
も
に
、
文
化
の
普
及
下
向
と
い
ふ
事
も
、
特
に
注
意
す

べ
き
此
の
時
代
の
現
象
で
あ
る
（
略
）
応
仁
の
大
乱
の
前
後
に
な
る
と
日

蓮
宗
、
一
向
宗
の
如
き
は
此
の
混
乱
の
時
代
に
旧
教
会
の
迫
害
か
ら
殆
ん

ど
全
く
解
放
せ
ら
れ
て
、
土
民
の
間
に
其
教
化
を
伸
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

い
ひ
か
へ
れ
ば
、
此
の
時
代
に
於
い
て
、
始
め
て
下
層
社
会
は
宗
教
に
生

き
た
の
だ
と
い
へ
や
う
。
之
れ
と
同
時
に
、
学
問
も
普
及
下
向
し
た
。
古

来
我
国
の
良
教
員
は
、
宗
教
家
で
あ
つ
た
か
ら
、
宗
教
の
普
及
下
向
は
、
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同
時
に
学
問
文
学
普
及
で
あ
つ
た
。
遊
行
僧
の
地
方
の
遊
行
化
導
・
真
宗
・

曹
洞
宗
の
僧
侶
の
地
方
布
教
の
如
き
、
必
ず
学
問
の
地
方
普
及
に
間
接
に

功
が
あ
つ
た
。
而
し
て
此
の
混
乱
の
時
代
に
於
け
る
学
問
教
育
の
普
及
に

つ
い
て
は
、
外
に
次
ぎ
の
如
き
重
要
視
す
べ
き
原
因
が
あ
つ
た
。
中
央
の

混
乱
は
、
勢
ひ
公
卿
を
地
方
に
駆
逐
し
た
。
又
此
の
混
乱
か
ら
、
歌
文
を

業
と
す
る
者
が
現
は
れ
て
絶
え
ず
回
国
し
て
、
学
問
、
文
学
を
伝
へ
た
。 

（
長
沼
賢
海
『
大
日
本
史
講
座 

第
五
巻 

室
町
時
代
史
』） 

 

こ
う
し
た
時
代
観
は
、
原
の
『
東
山
時
代
に
於
け
る
一
縉
紳
の
生
活
』
に
お

い
て
も
、「
足
利
時
代
の
其
既
往
に
比
し
て
異
り
、
従
ひ
て
藤
原
時
代
と
大
に
同

じ
か
ら
ざ
る
点
は
、
文
明
の
伝
播
力
の
強
弱
の
差
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
長
沼
賢
海
『
大
日
本
史
講
座 

第
五
巻 
室
町
時
代
史
』
（
昭
和
九
年
二

月
、
雄
山
閣
）
に
お
い
て
も
、「
文
化
の
普
及
下
向
」
と
い
う
言
葉
で
同
じ
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
当
時
室
町
時
代
は
、
文
化
の
伝
播
時
代
と
し
て
み
な
さ
れ
て

お
り
、
植
田
が
こ
う
し
た
時
代
観
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
、「
室
町
の
こ
の
時

分
は
、
文
物
が
凋
落
衰
微
の
奈
落
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
一
方
か
ら

見
る
と
、
文
芸
復
興
の
や
う
だ
し
、
文
化
の
遍
歴
時
代
で
、
東
海
道
は
な
か
な

か
お
も
し
ろ
か
つ
た
ん
だ
よ
」
と
、
絹
子
に
語
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。 

 

川
端
は
、
植
田
に
偉
大
な
文
化
の
伝
播
者
と
し
て
の
実
隆
に
つ
い
て
語
ら
せ

る
こ
と
で
、
文
化
の
伝
播
時
代
と
し
て
の
室
町
と
い
う
時
代
像
を
、
描
き
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
室
町
時
代
の
文
化
の
伝
播
を
、
文
化

を
保
存
・
継
承
し
よ
う
と
す
る
中
世
全
体
の
、
文
化
的
営
為
の
一
環
と
見
な
す

時
、
第
二
章
で
指
摘
し
た
、
文
化
が
保
存
・
継
承
さ
れ
る
時
代
と
し
て
の
中
世

が
、
読
者
の
眼
前
に
実
相
を
持
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

「
東
海
道
」
と
い
う
作
品
の
価
値
は
、
文
化
の
保
存
・
継
承
と
い
っ
た
営
為

を
、
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
重
視
す
る
近
代
的
な
、〈
小
説
〉
と
い
う
枠
組

み
の
中
で
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

植
田
は
、「
原
形
の
動
か
ぬ
」「
地
質
学
の
地
層
や
化
石
」
で
あ
る
「
岩
石
の

書
」
に
対
し
て
、「
伊
勢
物
語
」
な
ど
の
「
人
間
の
書
」
の
価
値
は
、「
人
々
の

心
で
書
き
改
め
ら
れ
、
書
き
加
へ
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
に
」
存
在
す
る
と
し
、

「
さ
う
い
ふ
こ
と
の
最
早
な
い
の
は
、
近
代
の
不
幸
の
や
う
に
も
思
は
れ
る
」

と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
磯
の
鴫
立
庵
を
訪
れ
た
際
に
、
保
存
・
継
承
を
主

と
す
る
、
中
世
の
文
化
的
営
為
と
近
代
文
学
と
の
本
質
的
違
い
に
つ
い
て
、
以

下
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。 

 

「
鴫
立
庵
が
代
々
あ
る
の
も
、
ま
あ
、
歌
舞
伎
役
者
の
襲
名
や
、
お
稽
古

ご
と
の
名
取
り
み
た
い
な
も
ん
だ
よ
。
戸
籍
の
名
前
を
代
へ
る
ん
だ
つ
て
、

先
代
を
襲
名
す
る
の
な
ら
、
特
別
に
簡
単
な
届
け
で
す
む
ら
し
い
か
ら

ね
。」 

と
、
植
田
は
絹
子
に
言
つ
た
。 

し
か
し
、
植
田
の
領
分
の
文
学
で
は
、
こ
の
や
う
な
習
は
し
が
、
実
は

最
も
少
い
の
だ
つ
た
。
文
学
の
本
質
に
、
こ
れ
と
反
す
る
と
こ
ろ
が
最
も

多
い
せ
ゐ
だ
つ
た
。 

日
本
の
芸
道
一
般
か
ら
言
ふ
と
、
古
今
伝
授
や
庵
号
継
承
な
ど
、
不
審
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が
る
の
が
を
か
し
い
の
だ
つ
た
。 

先
人
の
足
跡
に
従
つ
て
、
名
所
古
蹟
に
お
百
度
を
踏
む
だ
け
で
、
無
名

の
山
川
を
み
だ
り
に
歩
か
ぬ
の
が
、
日
本
の
芸
の
修
行
の
道
だ
し
、
精
神

の
道
し
る
べ
だ
つ
た
。 

さ
う
し
て
、
こ
れ
は
厳
し
く
深
か
つ
た
。 

  

川
端
は
、
植
田
の
よ
う
な
、
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
重
視
し
、
新
た
な

作
品
を
創
出
す
る
こ
と
に
の
み
価
値
を
見
出
す
、
近
代
的
な
文
学
観
か
ら
外
れ

た
視
点
か
ら
、
文
化
の
在
り
方
を
見
つ
め
よ
う
と
す
る
人
物
の
目
を
通
し
て
、

「
東
海
道
」
で
文
化
が
保
存
・
継
承
さ
れ
る
時
代
と
し
て
の
、
中
世
を
描
く
こ

と
で
、
近
代
的
な
視
点
か
ら
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
文
化
へ
の
見
方
を
し

よ
う
と
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
東
海
道
」
の
後
続
作
品
に
お
い
て
、
川
端

は
文
化
の
保
存
・
継
承
と
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
を
追
及
し
続
け
て
い
た
。 

ま
た
、
戦
後
の
川
端
の
活
動
に
も
、
新
た
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

川
端
は
「
貸
本
店
」（「
日
本
読
書
新
聞
」
第
三
三
二
号
、
昭
和
二
〇
年
一
二
月

二
〇
日
）
に
お
い
て
、
戦
中
の
鎌
倉
文
庫
の
経
営
が
「
食
ふ
た
め
」
で
あ
る
と

同
時
に
、「
文
学
者
の
仕
事
と
し
て
の
貸
本
店
で
あ
つ
た
こ
と
も
無
論
で
あ
る
」

と
述
べ
、
「
千
名
二
千
名
の
会
員
を
擁
し
、
幾
万
の
人
々
に
文
学
を
与
へ
て
来

た
」
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
が
、
こ
の
鎌
倉
文
庫
の
経
営
に
も
、「
東
海
道
」
と

同
様
文
化
の
保
存
・
継
承
の
意
識
が
働
い
て
い
た
。
鎌
倉
文
庫
を
「
敗
戦
時
に

唯
一
つ
開
か
れ
て
ゐ
た
美
し
い
心
の
窓
」
と
称
し
、「
本
の
あ
る
こ
と
日
本
一
の

店
だ
と
私
は
言
つ
て
ゐ
た
。
平
和
時
代
と
変
ら
ぬ
書
物
の
溢
れ
て
ゐ
た
店
は
、

事
実
国
内
に
こ
こ
一
つ
し
か
な
か
つ
た
だ
ら
う
」
と
す
る
、
川
端
の
言
葉
に
は
、

文
化
の
保
存
・
継
承
の
場
と
し
て
、
立
派
に
機
能
し
た
鎌
倉
文
庫
へ
の
誇
り
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

鎌
倉
文
庫
は
戦
争
中
の
五
月
に
開
設
し
た
。
私
共
が
店
番
を
し
、
手
車

や
リ
ユ
ツ
ク
・
サ
ツ
ク
で
本
を
運
搬
す
る
の
を
見
て
、
阿
呆
ら
し
い
こ
と
、

勿
体
な
い
こ
と
と
い
つ
て
く
れ
た
人
も
あ
つ
た
が
、
こ
れ
で
食
ふ
ん
だ
も

の
な
ん
で
も
な
い
と
私
は
答
へ
た
。
事
実
で
あ
つ
た
。
昨
年
度
の
私
の
原

稿
料
は
八
百
円
代
、
印
税
は
な
く
、
従
つ
て
今
年
は
綜
合
所
得
税
を
払
つ

て
ゐ
な
い
。
食
ふ
た
め
の
と
端
的
に
答
へ
た
の
も
偽
り
で
な
か
つ
た
。
し

か
し
文
学
者
の
仕
事
と
し
て
の
貸
本
店
で
あ
つ
た
こ
と
も
無
論
で
あ
る
。

発
表
も
発
行
も
抑
圧
さ
れ
て
ゐ
た
文
学
作
品
も
、
貸
本
と
し
て
読
ま
れ
る

こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
小
さ
い
店
に
過
ぎ
な
い
が
、
千
名

二
千
名
の
会
員
を
擁
し
、
幾
万
の
人
々
に
文
学
を
与
へ
て
来
た
の
で
あ
る
。 

 
 

（
川
端
康
成
「
貸
本
店
」
） 

 

今
後
は
、
鎌
倉
文
庫
の
経
営
、
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
へ
の
参
加
、
日
本
近
代
文

学
館
の
設
立
な
ど
の
活
動
と
、
川
端
が
「
東
海
道
」
に
お
い
て
そ
の
価
値
を
主

張
し
た
、
保
存
・
継
承
と
い
う
形
の
文
化
的
営
為
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
に
対
す
る
再
考
と
共
に
考
察
を
進
め
た
い
。 

 

注 （

1

）
森
本
穣
「
戦
時
下
の
川
端
康
成 

―

そ
の
古
典
受
容
を
中
心
と
し
て―

」

（「
国
語
国
文
論
集 

第
七
号
」
昭
和
五
二
年
八
月
、
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
科
）
及
び

杉
井
和
子
「「
住
吉
」
連
作
に
お
け
る
〈
私
〉
の
遍
歴
」（
『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞 

別
冊 

川
端
康
成 

旅
と
ふ
る
さ
と
』
平
成
一
一
年
一
一
月
、
ぎ
ょ
う
せ
い
） 
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（

2

）
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
川
端
の
日
本
観
を
論
じ
た
先
行
研
究
は
、
大
別
し
て
、

古
典
受
容
の
文
化
的
側
面
を
重
視
す
る
研
究
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
に
接
続
す
る

研
究
に
分
か
れ
る
。
古
典
受
容
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
羽
鳥
徹
哉
「
戦

争
時
代
の
川
端
康
成
」（
『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
六
年
四
月
号
、
ぎ
ょ
う
せ
い
）

が
川
端
作
品
に
表
れ
た
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
に
戦
争
に
よ
り
抑
圧
さ
れ
機
械
的
に
な
り
が

ち
な
人
間
性
を
和
ら
げ
る
働
き
を
見
出
し
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
か
ら
論
じ
た
も

の
と
し
て
は
、
野
寄
勉
「
削
除
さ
れ
る
黙
契―

削
除
版
「
過
去
」
に
つ
い
て―

」（
「
群

系 

第
一
四
号
」（
平
成
一
三
年
一
〇
月
、
群
系
の
会
）
が
、
川
端
は
終
戦
直
後
の
日
本
人

の
自
堕
落
で
無
反
省
な
醜
態
を
作
品
の
上
に
克
明
に
描
い
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。 

 

※
「
東
海
道
」
本
文
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
川
端
康
成
『
川
端
康
成
全
集 

第
二
三
巻
』

（
昭
和
五
九
年
八
月
三
版
、
昭
和
五
六
年
二
月
初
版
発
行
、
新
潮
社
）
に
拠
る
。
ま
た
、

傍
線
は
す
べ
て
投
稿
者
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、JS

T
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ

ロ
グ
ラ
ムJP

M
JP

S
2

1
2

4

の
支
援
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。 




