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一　
「
事
始
」
の
事
始
め

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
五
月
、
日
野
校
舎
に
文
学
部
が
あ
っ

た
こ
ろ
、学
内
で
中
古
文
学
会
の
春
季
大
会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
際
、

関
連
行
事
と
し
て
香
雪
記
念
館
で
併
催
し
た
の
が
「
源
氏
物
語
展
」

（
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
・
中
古
文
学
会
の
共
催
）。『
源

氏
物
語
』
明
融
本
・
古
活
字
本
、『
紫
式
部
集
』、
寂
恵
本
『
拾
遺
集
』

な
ど
な
ど
、
実
践
女
子
大
学
所
蔵
本
の
精
髄
と
も
い
う
べ
き
古
典
籍

を
公
開
し
、
参
集
し
た
方
々
の
好
評
を
い
た
だ
い
た
。『
源
氏
物
語
』

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
力
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
、
さ
ら
な
る
公
開
要
請
の
声
に
応
え
る
か
た
ち
で
当
該
物

語
の
展
覧
会
を
学
内
で
開
く
機
会
が
多
く
な
り
、
二
〇
〇
九
年
一
一

月
に
、
実
践
女
子
学
園
創
立
一
一
〇
周
年
記
念
と
し
て
「
源
氏
物
語

の
古
筆
切
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
展
覧
会
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
ひ
と

つ
の
転
機
に
な
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
―
―
と
い
う
の
は
、「
古
筆

切
」
が
一
般
的
な
関
心
か
ら
外
れ
た
、
か
な
り
専
門
的
な
分
野
で
あ

り
、
敬
遠
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
当
方
の
思
い
込
み
に
反
し

て
、
一
般
の
多
く
の
参
加
者
に
恵
ま
れ
、
同
種
の
企
画
を
希
望
す
る

声
も
う
か
が
っ
て
、
関
心
が
必
ず
し
も
低
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
実

感
し
た
か
ら
で
あ
る
。

右
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
ご
登
壇
ね
が
っ
た
田

中
登
（
関
西
大
学
教
授
）・
池
田
和
臣
（
中
央
大
学
教
授
）・
別
府
節

子
（
出
光
美
術
館
学
芸
員
）・
今
西
祐
一
郎
（
国
文
学
研
究
資
料
館

館
長
）（
以
上
、
発
表
順
）、
ま
た
そ
の
ほ
か
に
も
仁
平
道
明
（
和
洋

女
子
大
学
教
授
）
の
各
氏
を
先
達
と
し
て
、
そ
の
後
も
継
続
的
に
指

導
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
り
、当
方
が
専
門
の
標
的
と
す
る
『
源
氏
物
語
』

源
氏
物
語
古
筆
切
事
始

― 
筆
者
不
明
の
断
簡
を
よ
む 

―

横　

井　
　

孝
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へ
の
傾
斜
と
あ
い
ま
っ
て
、
当
該
物
語
の
収
集
を
ポ
ツ
ポ
ツ
と
は
じ

め
た
の
が
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。

茶
掛
け
の
作
品
な
ど
を
代
表
と
し
て
「
古
筆
切
」
と
し
て
流
通
す

る
も
の
と
い
え
ば
、
な
ん
と
い
っ
て
も
歌
切
が
圧
倒
的
な
量
で
は
あ

る
が
、
そ
ち
ら
の
方
は
す
で
に
情
報
量
も
豊
富
で
あ
り
、
か
つ
、
有

力
な
研
究
も
多
く
見
い
だ
し
う
る
。
当
方
の
よ
う
な
後
発
の
ビ
ギ

ナ
ー
の
参
入
す
る
余
地
は
、
か
な
り
限
定
的
に
思
え
る
。
一
方
、
歌

切
と
の
比
較
で
あ
れ
ば
数
量
と
し
て
は
遠
く
及
ば
な
い
も
の
の
、
物

語
類
の
断
簡
は
、
鎌
倉
期
の
初
中
期
の
も
の
が
（
相
対
的
に
は
）
数

多
く
見
出
せ
る
の
に
対
し
て
、
写
本
の
多
く
が
室
町
期
書
写
の
も
の

が
主
体
を
占
め
る
、
と
い
う
対
比
的
な
現
状
が
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
池
田
亀
鑑
ら
の
膨
大
な
作
業
に

よ
っ
て
『
校
異
源
氏
物
語
』『
源
氏
物
語
大
成
』
に
結
実
し
て
以
来
、

大
島
本
源
氏
物
語
は
青
表
紙
本
中
最
も
信
頼
す
べ
き
一
証
本
で

あ
る
が
、
そ
の
数
量
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
形
態
・
内
容
に
お

い
て
稀
有
の
伝
本
で
あ
り
、
校
異
源
氏
物
語
の
底
本
と
し
て

採
択
、
そ
の
稿
を
起
し
た
当
時
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
後

二
十
余
年
に
至
る
も
こ
れ
を
凌
駕
す
る
伝
本
の
出
現
を
聞
か
な

い（
１
）。

と
い
う
池
田
の
指
し
示
し
た
方
向
に
沿
っ
て
、
大
島
本
は
絶
対
的
な

地
位
に
ま
で
押
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
近
年
に
お
よ
ん
で
よ
う
や
く

再
検
討
が
は
じ
ま
っ
た（

２
）が
、
現
在
公
刊
さ
れ
て
い
る
活
字
本
の
ほ
と

ん
ど
が
底
本
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
大
島
本
の
呪
縛
」
の

た
め
に
、
か
え
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
研
究
は
大
き
く
立
ち
後

れ
て
い
る
。
大
島
本
の
問
題
点
は
、
乱
暴
な
く
く
り
方
を
す
れ
ば
、

要
す
る
に
室
町
期
の
写
本
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
根
ざ
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
文
を
検
討
し
た
結
果
、
遡
源
で
き
る

可
能
性
が
あ
る

―
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
前
提
条
件
や
論

証
過
程
が
お
お
か
た
に
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
平
安
時
代
作
品

に
お
け
る
室
町
後
期
書
写
と
い
う
時
間
差
は
、
問
題
と
し
て
重
く
の

し
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
古
筆
切
は
、
し
ょ
せ
ん
書
物
が
解
体
さ
れ
た
断
片
で
あ
っ

て
、
物
語
全
体
か
ら
み
れ
ば
ご
く
一
部
の
本
文
で
し
か
な
い
こ
と
、

零
細
な
資
料
が
諸
方
に
点
在
（
も
し
く
は
散
在
）
す
る
た
め
に
、
集

中
的
な
検
討
を
妨
げ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
障
害
（neck

）
は
誰

し
も
想
到
し
う
る
こ
と
で
、
近
年
ま
で
は
そ
れ
を
克
服
さ
せ
る
魅
力

が
研
究
者
た
ち
に
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
数
年
の
う
ち
に
、
古
筆
切
の
も
つ
情
報
の
重
要
性

に
つ
い
て
、
研
究
者
た
ち
の
間
で
深
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
断
片
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
本
文
研
究
に
お
い
て
は
も
は

や
看
過
し
が
た
い
、
と
い
う
気
運
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
古
筆
切
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
・
田
中
登
は
、
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今
目
の
前
に
あ
る
一
枚
の
断
簡
の
本
文
が
何
系
統
で
あ
れ
、
と

に
か
く
、
そ
れ
が
鎌
倉
書
写
の
も
の
な
ら
、
鎌
倉
時
代
に
そ
の

よ
う
な
形
で
源
氏
を
呼
ん
で
い
た
人
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と

だ
け
は
確
か
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
人
た
り
と
も
、
こ
れ
を
否

定
し
去
る
こ
と
は
で
き
ま
い（

３
）。

と
い
い
、
ま
た
こ
れ
に
先
立
っ
て
、

鎌
倉
中
期
以
前
に
遡
る
源
氏
物
語
古
筆
切
三
種
を
紹
介
、
そ
の

本
文
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
…
…
こ
こ
で
い
う
河
内
本
系
や

青
表
紙
本
系
と
い
う
の
は
、
そ
の
書
写
年
代
か
ら
、
現
在
我
々

が
言
う
と
こ
ろ
の
河
内
本
、
青
表
紙
本
成
立
以
前
の
、
そ
れ
ぞ

れ
祖
本
系
統
の
本
文
の
謂
で
あ
る
。
こ
う
し
た
本
文
は
、『
源

氏
物
語
大
成
』
の
諸
本
分
類
に
従
え
ば
、取
り
も
直
さ
ず
別
本
、

そ
れ
も
後
の
混
成
本
で
は
な
く
、
青
表
紙
本
や
河
内
本
成
立
以

前
の
古
伝
本
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
…
…
鎌
倉
中
期
に
ま
で

遡
る
源
氏
物
語
の
古
筆
切
は
、
平
安
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
古
伝
本
的
別
本
の
姿
を
我
々
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

４
）。

と
も
指
摘
し
て
い
る
。
田
中
が
常
日
ご
ろ
口
に
す
る
よ
う
に
、
藤
原

定
家
や
源
親
行
ら
が
本
文
校
訂
の
作
業
を
す
る
前
後
に
流
通
す
る

『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
む
し
ろ
「
別
本
」
が
あ
た
り
ま
え

な
の
だ
。
大
島
本
、
あ
る
い
は
定
家
本
系
統
の
本
文
が
い
か
に
「
信

頼
す
べ
き
証
本
」
と
見
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
室

町
期
の
本
文
の
も
た
ら
す
一
情
景
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
べ
き
な
の

で
あ
る
。
も
は
や
「
冊
子
体
だ
け
の
本
文
伝
流
史
は
い
び
つ
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」
と
は
、
別
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る（

５
）。

二　

古
筆
切
入
門

古
筆
切
に
よ
る
研
究
の
ネ
ッ
ク
と
し
て
、右
に
「
諸
方
に
点
在
（
も

し
く
は
散
在
）
す
る
た
め
に
、
集
中
的
な
検
討
を
妨
げ
て
い
る
」
こ

と
を
挙
げ
た
。

さ
し
あ
た
り
通
覧
の
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
と

し
て
、

▼
小
松
茂
美
編
『
古
筆
学
大
成　

第
23
巻
、
物
語
・
物
語
注
釈
一
』

（
講
談
社
、
一
九
九
二
年
六
月
刊
）、『
同
、
第
24
巻
、
物
語
注

釈
二
／
物
語
・
歌
論
・
歌
謡
』（
同
、
一
九
九
三
年
一
一
月
刊
）

▼
久
曽
神
昇
『
源
氏
物
語
断
簡
集
成
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇

年
一
二
月
刊
）

▼
小
林
強
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
」（
伊
井
春
樹

編
『
本
文
研
究
―
考
証
・
情
報
・
資
料
―
第
６
集
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
四
年
五
月
刊
、
所
収
）
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▽
「
古
筆
切
所
収
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
・

電
子
資
料
館http://base1.nijl.ac.jp/~kohitu/

）

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
汎
用
性
の
あ
る
も
の
を
含
め
て

も
、『
源
氏
物
語
』
に
ほ
ぼ
特
化
し
た
資
料
集
と
い
う
と
、
こ
の
く

ら
い
の
も
の
な
の
だ
。

古
筆
切
の
素
性
を
知
る
手
立
て
の
有
力
な
ひ
と
つ
に
ツ
レ
を
探

す
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。『
古
筆
学
大
成
』『
断
簡
集
成
』
の
よ
う

に
図
版
を
通
し
て
比
較
で
き
れ
ば
、
検
索
方
法
と
し
て
最
も
有
効
で

あ
り
、『
大
成
』
の
分
類
が
基
準
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
と
て

も
完
全
で
は
な
く
、
結
局
は
諸
方
の
資
料
・
情
報
を
収
集
す
る
し
か

な
い
の
が
現
状
だ
。

図
版
で
確
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
一
堂

の
も
と
に
会
し
た
手
鑑
を
検
す
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
。

『
古
筆
手
鑑
大
成
』
全
一
六
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年

一
一
月
～
一
九
九
五
年
一
二
月
）

陽
明
文
庫
の
「
陽
明
叢
書
」（
思
文
閣
出
版
）

徳
川
黎
明
会
の
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
」（
同
）

細
川
家
永
青
文
庫
の
「
永
青
文
庫
叢
刊
」（
汲
古
書
院
）

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
の「
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
」（
朝
日
新
聞
社
）

等
々
の
な
か
の
古
筆
手
鑑
所
収
の
巻
冊
が
あ
り
、
名
だ
た
る
手
鑑

―
国
宝
四
大
手
鑑
「
藻
塩
草
」「
見
努
世
友
」「
翰
墨
城
」「
大
手
鑑
」

な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、各
種
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
、

単
行
本
と
し
て
豪
華
な
大
型
の
複
製
本
が
あ
る
。
ま
た
、
各
機
関
や

個
人
の
収
集
の
結
果
と
し
て
、
近
年
刊
行
の
入
手
し
や
す
い
と
こ
ろ

で
も
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
れ
ば
、

▼
藤
井
隆
・
田
中
登
『
国
文
学
古
筆
切
入
門
』
三
冊
（
和
泉
書
院
、

一
九
八
七
年
二
月
～
一
九
九
二
年
五
月
刊
）

▼
田
中
登
編
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
』
五
冊
（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
三
月
～
二
〇
一
〇
年
九
月
刊
）

▼
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
筆
へ
の
誘
い
』（
三
弥
井
書
店
、

二
〇
〇
五
年
三
月
刊
）

▼
石
澤
・
久
保
木
・
佐
々
木
・
中
村
編
『
日
本
の
書
と
紙

―

古
筆
手
鑑
『
か
た
ば
み
帖
』
の
世
界
』（
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
二
年
六
月
刊
）

▼
田
中
登
編
著
『
古
筆
の
楽
し
み
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五

年
二
月
刊
）

な
ど
、
こ
の
分
野
で
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
資
料
集
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
書
中
の
解
説
・
解
題
は
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
ば
か
り
で
裨

益
す
る
と
こ
ろ
大
き
い
が
、
こ
の
中
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
情
報
を

抽
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
を
横
断
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
、
右
に

掲
げ
た
小
林
強
の
「
集
成
稿
」
が
あ
り
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
電

子
資
料
館
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
も
は
や
そ
れ
だ
け
で
は
古
筆
切
資
料

の
情
報
が
日
々
更
新
さ
れ
て
い
る
の
に
追
い
つ
か
な
い
、
と
い
う
憾
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み
が
あ
る
。
と
な
る
と
、
古
筆
切
の
素
性
を
知
る
た
め
に
は
、
相
当

な
手
間
の
か
か
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

―
し
か
し
、
現
実
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ

う
ま
だ
る
っ
こ
し
い
方
法
を
、
皆
が
皆
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
教
え
て
く
れ
る
。

…
…
当
時
勤
め
て
い
た
大
学
の
、
骨
董
好
き
の
同
僚
か
ら
、
北

浜
に
お
も
し
ろ
い
店
が
あ
る
か
ら
一
度
行
っ
て
み
た
ら
と
薦
め

ら
れ
る
ま
ま
に
…
…
ラ
ッ
シ
ュ
時
を
や
り
過
ご
す
ま
で
の
時
間

つ
ぶ
し
、
と
店
に
入
っ
て
み
た
。

「
ヤ
ア
、
先
生
、
珍
し
く
こ
ん
な
モ
ノ
が
手
に
入
り
ま
し
た
」

と
い
っ
て
主
人
が
見
せ
た
の
は
、
さ
し
て
厚
冊
と
も
思
え
ぬ
手

鑑
一
帖
。
見
れ
ば
、
桃
山
や
江
戸
の
色
紙
あ
り
、
短
冊
あ
り
で
、

こ
れ
で
は
ね
、
と
諦
め
か
か
っ
た
私
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た

の
は
、
何
か
絵
巻
の
詞
書
と
お
ぼ
し
き
一
枚
の
切
。
極
札
に
は

寂
蓮
と
あ
る
。
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
れ
ば
、
た
し
か
に
断
簡
の
書

風
は
、
い
く
ら
か
扁
平
な
、
し
か
し
大
振
り
の
力
強
い
も
の
で
、

平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
書
道
史
上
流
行
し
た
、
い
わ

ゆ
る
寂
蓮
様
の
も
の
。
こ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
と
値
段
を

主
人
に
聞
い
て
み
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
給
料
一
月
分
。
ボ
ー
ナ
ス

ま
で
に
は
間
が
あ
る
し
、
さ
て
ど
う
し
た
も
の
か
と
、
し
ば
し

躊
躇
し
た
も
の
の
、
こ
れ
だ
け
の
見
事
な
切
に
は
、
め
っ
た
に

お
目
に
か
か
れ
る
も
の
で
は
な
し
、
え
い
、
ま
ま
よ
、
と
い
う

の
で
、
く
だ
ん
の
一
枚
、
帖
か
ら
剝
が
し
て
も
ら
い
、
家
に
持

ち
帰
る
こ
と
に
し
た（

６
）。

そ
れ
が
大
和
文
華
館
蔵
所
蔵
、
鎌
倉
期
物
語
絵
巻
の
傑
作
の
ひ
と

つ
、
国
宝
『
寝
覚
物
語
絵
巻
』
の
失
わ
れ
た
一
部

―
つ
ま
り
ツ
レ

の
断
簡
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
心
躍
る
さ
ま
は
微
笑
ま
し
く
も

羨
ま
し
い
が
、
出
会
い
以
前
か
ら
の
「
準
備
」
が
い
か
に
大
切
か
を

物
語
る
挿
話
な
の
で
あ
る
。

右
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
め
る
本
に
は
、「
未
知
の
断
簡
を
何
の
何

切
と
確
定
す
る
た
め
に
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
筋
道
を
た
ど
る
こ

と
に
な
る
の
か
」（
五
二
頁
）
と
い
う
、
ビ
ギ
ナ
ー
に
と
っ
て
は
あ

り
が
た
い
手
引
き
が
あ
っ
た
り
、「
古
筆
切
を
学
問
と
し
て
扱
う
」

（
一
四
八
頁
）
具
体
的
な
指
針
と
し
て
、「
書
写
年
代
／
筆
者
／
書
風

／
料
紙
／
書
写
内
容
」
と
い
う
至
極
ま
っ
と
う
な
方
法
が
示
さ
れ
て

い
た
り
、
小
冊
な
が
ら
、
古
筆
切
を
研
究
す
る
う
え
で
の
基
本
的
な

立
場
が
示
さ
れ
て
い
て
、
参
照
・
玩
味
す
べ
き
一
書
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
や
は
り
弁
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
前
提
と
し
て
存
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
右
の
書
の

な
か
で
、
い
つ
も
の
骨
董
屋
に
顔
を
出
し
た
著
者
に
、

―
「
取
り

出
し
て
き
た
も
の
を
見
れ
ば
、
ど
う
や
ら
古
筆
切
」、「
時
代
の
下

が
る
色
紙
や
短
冊
に
交
じ
っ
て
、
中
に
ち
ょ
っ
と
古
そ
う
な
も
の
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が
…（
マ
マ
）…

。
清
輔
の
内
裏
切
だ
」（
八
四
～
八
五
頁
）
と
い
う
閃
き
。

―
当
該
の
分
野
の
研
究
者
な
ら
ず
と
も
、
学
問
の
従
事
者
、
あ
る

い
は
プ
ロ
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
当
然
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
出
会
い
以
前
か
ら
の
「
準
備
」
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
が
察
せ
ら
れ
る
一
節
で
は
あ
る
の
だ
。
稿
者
の
ご
と
き

初
学
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
（dilettante

）
が
、
拳
々
服
膺
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

三　

小
野
道
風
筆
？
『
源
氏
物
語
』

稿
者
が
兼
務
す
る
文
芸
資
料
研
究
所
の
所
蔵
に
か
か
る
無
銘
の
古

筆
手
鑑
が
あ
る
（
写
真
１
）。
表
紙
を
披
け
ば
、
ま
ず
そ
の
巻
頭
に

目
に
入
る
の
が
聖
武
天
皇
・
光
明
皇
后
の
経
典
の
断
簡
と
、
ま
さ
し

く
手
鑑
と
し
て
は
本
格
的
な
も
の

―
と
い
い
た
い
の
は
や
ま
や
ま

な
れ
ど
、
陽
明
文
庫
の
国
宝
「
大
手
鑑
」
や
、
出
光
美
術
館
の
こ
れ

ま
た
国
宝
「
見
努
世
友
」
で
見
る
そ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
大
聖
武
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
名
物
切
中
の
名
物
切
と
は
著
し
く
品
格
が
異
な

る
し
、
ほ
か
に
も
あ
や
し
げ
な
も
の
が
あ
っ
て
、
専
門
家
筋
か
ら
は

一
見
し
て
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
て
し
ま
う
類
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、「
在
原
朝
臣
業
平
」
筆
の
極
め
の
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
断

簡
な
ど
と
い
う
珍
品
が
あ
る
。
も
う
そ
れ
だ
け
で
、
こ
の
手
鑑
の
素

性
が
知
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。

そ
の
な
か
に
、
こ
の
一
枚
が
押
さ
れ
て
い
た
（
写
真
２
）。
御
覧

の
と
お
り
、
三
蹟
の
ひ
と
り
「
小
野
道
風
」
と
い
う
極
札
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
道
風
は
康
保
三
年
（
九
六
七
）
一
二
月
に
正
四
位
下
行

内
蔵
頭
を
極
官
と
し
て
享
年
七
三
で
没
し
て
い
る
の
で
、
寛
平
六
年

（
八
九
四
年
）
の
出
生
で
あ
る
。

断
簡
の
寸
法
は
、
縦
一
七
・
〇
㎝
、
横
一
六
・
〇
㎝
。
料
紙
は
斐
紙
。

一
面
一
〇
行
書
、
右
端
が
若
干
化
粧
裁
ち
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
や 〔写真 1〕古筆手鑑（実践女子大学文芸資料研究所蔵）

〔写真 2〕伝小野道風筆『源氏物語』断簡（実践女子大学文芸資料研究所蔵）
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そ
の
な
か
に
、
こ
の
一
枚
が
押
さ
れ
て
い
た
（
写
真
２
）。
御
覧

の
と
お
り
、
三
蹟
の
ひ
と
り
「
小
野
道
風
」
と
い
う
極
札
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
道
風
は
康
保
三
年
（
九
六
七
）
一
二
月
に
正
四
位
下
行

内
蔵
頭
を
極
官
と
し
て
享
年
七
三
で
没
し
て
い
る
の
で
、
寛
平
六
年

（
八
九
四
年
）
の
出
生
で
あ
る
。

断
簡
の
寸
法
は
、
縦
一
七
・
〇
㎝
、
横
一
六
・
〇
㎝
。
料
紙
は
斐
紙
。

一
面
一
〇
行
書
、
右
端
が
若
干
化
粧
裁
ち
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
や

〔写真 2〕伝小野道風筆『源氏物語』断簡（実践女子大学文芸資料研究所蔵）
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や
特
徴
の
あ
る
字
体
で
、連
綿
は
さ
ほ
ど
長
く
な
い
。
そ
の
内
容
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
読
め
る
。

つ
く
わ
か
御
方
の
中
つ
か
さ
中
将 

１

な
と
や
う
の
人

く
つ
れ
な
き
御
も
て 

２

な
し
な
か
ら
み
た
て
ま
つ
る
ほ
と
こ 

３

そ
な
く
さ
め
つ
れ
な
に
こ
と
に
つ 

４

け
て
か
と
お
も
へ
と
も
い
の
ち
あ
り
て 

５

こ
の
世
に
又
か
へ
る
や
う
も
あ
ら
ん
を 

６

も
か
ち
つ
け
ん
と
お
も
は
む
ひ
と
は 

７

こ
な
た
に
さ
ふ
ら
へ
と
の
た
ま
ひ
て 

８

か
み
し
も
み
な
ま
う
の
ほ
ら
せ
給 

９

わ
か
君
の
御
め
の
と
た
ち
は
な
ち
る
さ
と 
10

末
尾
に
「
は
な
ち
る
さ
と
」
と
あ
る
の
か
ら
見
当
が
つ
く
ご
と
く
、

『
源
氏
物
語
大
成
』
で
検
索
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
須
磨
の
巻
の
一
節
、

四
〇
六
頁
８
～
12
行
目
に
あ
た
る
本
文
と
わ
か
る
。

当
該
の
切
は
、
な
ん
と
伝
小
野
道
風
筆
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
珍

品
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
兼
好
法
師
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
小

野
道
風
が
書
け
る
和
漢
朗
詠
集
」
の
洒
落
で
あ
ろ
う
か
。『
徒
然
草
』

第
八
八
段
に
登
場
す
る
お
節
介
な
「
あ
る
人
」
の
よ
う
に
「
紫
式
部

0

0

0

撰
ば
れ
た
る
物
を
、
道
風
書
か
ん
事
、
時
代
や
違
ひ
侍
ら
ん
。
覚
束

な
く
こ
そ
」
と
い
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

極
め
の
印
も
「
政
■
」（
？
）
の
ご
と
く
見
え
る
が
、
既
知
の
古

筆
鑑
定
家
で
は
な
い
ら
し
く
、
管
見
に
し
て
見
た
こ
と
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
際
、
村
上
翠
亭
・
高
城
弘
一
ほ
か
『
古
筆
鑑
定

必
携　

古
筆
切
と
極
札
』（
淡
交
社
、
二
〇
〇
四
年
三
月
刊
）、
あ
る

い
は
そ
れ
に
影
印
が
併
載
さ
れ
て
い
る
「
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
印

譜
」（
慶
応
三
年
〈
一
八
六
七
〉
仲
冬
〈
一
一
月
〉
板
）
が
極
印
を

探
す
必
須
の
ア
イ
テ
ム
（item

）
な
の
で
あ
る
が
、
未
収
録
の
印
で

あ
る
よ
う
だ
。

―
と
な
れ
ば
、「
伝
小
野
道
風
筆
『
源
氏
物
語
』」
と
い
う
珍
品

は
失
笑
の
種
と
し
て
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
関
の
山
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
稿
者
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
筆
跡
に

か
す
か
な
記
憶
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
古
筆
切
の

世
界
に
分
け
入
る
た
め
の
文
字
通
り
の
入
門
書
、
藤
井
隆
・
田
中
登

『
続
々
国
文
学
古
筆
切
入
門
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
年
五
月
刊
）

に
「
伝
世
尊
寺
行
能
筆
六
半
切
〔
源
氏
物
語
〕」
と
し
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

藤
井
氏
の
許
可
を
得
た
の
で
、
次
に
そ
の
本
か
ら
図
版
を
転
載
す

る
（
写
真
３
）。
比
較
し
て
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

同
書
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「
須
磨
の
巻
の
も
の
、
縦
一
七
・
五
セ
ン

チ
、
横
一
六
・
二
セ
ン
チ
、
料
紙
は
斐
紙
と
思
わ
れ
る
。
本
文
系
統

は
青
表
紙
本
系
統
」（
一
七
八
頁
）
と
あ
る
。

〔写真 3〕伝世尊寺行能筆『源氏物語』断簡（藤井隆蔵）
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一
見
し
て
両
者
の
酷
似
は
見
て
取
れ
る
と
思
う
。
文
芸
資
料
研
究

所
蔵
手
鑑
の
断
簡
（
Ａ
）
の
10
行
目
「
は
な
ち
る
さ
と
」
と
藤
井
氏

蔵
断
簡
（
Ｂ
）
５
行
目
の
「
花
ち
る
さ
と
」
の
共
通
部
分
、
Ａ
４
行

目
「
つ
れ
」
と
Ｂ
９
行
目
「
つ
れ
」、
両
者
の
二
文
字
分
の
オ
ド
リ

字
の
形
、
な
ど
共
通
部
分
を
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
Ａ
Ｂ
と
も
に
須
磨
の
巻
の
断
簡
で
あ
っ
て
、

寸
法
も
ほ
ぼ
同
じ
く
、
藤
井
氏
の
解
説
の
と
お
り
Ｂ
は
『
源
氏
物
語

大
成
』
四
一
九
頁
12
行
目
～
四
二
〇
頁
２
行
目
に
相
当
し
、
両
者
ま

さ
し
く
ツ
レ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

行
能
を
伝
称
筆
者
と
す
る
断
簡
は
『
古
筆
学
大
成
』
で
は
二
種
を

数
え
、さ
ら
に
右
書
『
入
門
』
で
は
さ
ら
に
白
鶴
美
術
館
（
神
戸
市
）

蔵
手
鑑
の
一
葉
、
そ
し
て
藤
井
氏
蔵
の
も
の
が
増
補
さ
れ
、
都
合
四

種
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
四
種
目
の
そ
れ
に
一
枚
追
加
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
本
文
系
統
は
、『
源
氏
物
語
大
成
』
の
底
本
本
文
に
対

し
て
、
表
記
の
差
異
の
ほ
か
は
ま
っ
た
く
異
同
が
な
い
。
藤
井
氏
の

指
摘
の
と
お
り
、
定
家
本
系
統
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

四　

筆
者
不
明
夕
霧
の
巻
断
簡

右
と
は
別
に
、
過
日
、
文
芸
資
料
研
究
所
に
収
め
る
こ
と
が
で
き

た
数
枚
の
古
筆
切
が
あ
る
。
手
鑑
か
屏
風
に
貼
ら
れ
て
い
た
形
跡
が

あ
り
、
な
か
に
は
著
し
く
日
焼
け
し
て
し
ま
っ
て
文
字
の
判
読
し
に

く
い
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
が
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
初

期
こ
ろ
の
書
写
と
見
な
し
う
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
た
だ
、
極
札
が

な
か
っ
た
せ
い
か
、
相
場
よ
り
も
や
や
入
手
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ

た
。極

札
と
い
う
も
の
は
、
前
節
の
「
伝
小
野
道
風
筆
源
氏
物
語
」
の

よ
う
に
ま
っ
た
く
ア
テ
に
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
筆
者
名

な
く
こ
そ
」
と
い
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

極
め
の
印
も
「
政
■
」（
？
）
の
ご
と
く
見
え
る
が
、
既
知
の
古

筆
鑑
定
家
で
は
な
い
ら
し
く
、
管
見
に
し
て
見
た
こ
と
の
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
際
、
村
上
翠
亭
・
高
城
弘
一
ほ
か
『
古
筆
鑑
定

必
携　

古
筆
切
と
極
札
』（
淡
交
社
、
二
〇
〇
四
年
三
月
刊
）、
あ
る

い
は
そ
れ
に
影
印
が
併
載
さ
れ
て
い
る
「
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
印

譜
」（
慶
応
三
年
〈
一
八
六
七
〉
仲
冬
〈
一
一
月
〉
板
）
が
極
印
を

探
す
必
須
の
ア
イ
テ
ム
（item

）
な
の
で
あ
る
が
、
未
収
録
の
印
で

あ
る
よ
う
だ
。

―
と
な
れ
ば
、「
伝
小
野
道
風
筆
『
源
氏
物
語
』」
と
い
う
珍
品

は
失
笑
の
種
と
し
て
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
関
の
山
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
稿
者
に
と
っ
て
幸
運
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
筆
跡
に

か
す
か
な
記
憶
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
古
筆
切
の

世
界
に
分
け
入
る
た
め
の
文
字
通
り
の
入
門
書
、
藤
井
隆
・
田
中
登

『
続
々
国
文
学
古
筆
切
入
門
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
年
五
月
刊
）

に
「
伝
世
尊
寺
行
能
筆
六
半
切
〔
源
氏
物
語
〕」
と
し
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

藤
井
氏
の
許
可
を
得
た
の
で
、
次
に
そ
の
本
か
ら
図
版
を
転
載
す

る
（
写
真
３
）。
比
較
し
て
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

同
書
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「
須
磨
の
巻
の
も
の
、
縦
一
七
・
五
セ
ン

チ
、
横
一
六
・
二
セ
ン
チ
、
料
紙
は
斐
紙
と
思
わ
れ
る
。
本
文
系
統

は
青
表
紙
本
系
統
」（
一
七
八
頁
）
と
あ
る
。

〔写真 3〕伝世尊寺行能筆『源氏物語』断簡（藤井隆蔵）
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は
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
の
「
時
代
相
応
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
少
な

く
な
い
。
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
か
は
、
要
す
る
に
評
者
の
眼
力
と
い

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
稿
者
の
よ
う
な
経
験
に
乏
し
く
非
力
な

初
心
者
に
は
、
極
札
が
な
い
と
い
う
事
態
は
手
が
か
り
が
な
い
に
等

し
い
。
結
局
こ
の
よ
う
な
時
、
古
筆
切
の
素
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る

方
法
は
、
ツ
レ
を
探
す
の
が
最
も
順
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〔
写
真
４
〕
の
一
枚
は
未
装
の
断
簡
。
縦
一
二
・
〇
㎝
、
横

一
一
・
九
㎝
と
い
う
小
六
半
切
。料
紙
は
鳥
の
子
。一
面
八
行
書
き
で
、

九
箇
所
ほ
ど
朱
点
が
見
え
る
。
虫
損
と
染
み
が
あ
る
ほ
か
、
斜
め
に

折
れ
た
痕
が
あ
る
。
内
容
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
読
め
る
（「
・
」
は
朱

点
を
表
す
）。

い
り
て
・
た
ゝ
ひ
え
に
ひ
え
給
・
上
下
さ
は
き 
１

た
ち
て
・
願
な
と
た
て
ゝ
の
ゝ
し
る
・
ふ
るか 
２

き
ち
か
ひ
に
て
今
は
い
の
ち
を
か
き  

３

り
の
山
こ
も
り
も
・
か
く
ま
て
お
ほ
ろ 

４

け
な
ら
す
い
て
い
む
事
た
て
・
た
ん 

５

こ
ほ
ち
て
返
い
ら
ん
程
の
・
め
い
ほ
く 

６

な
く
・
仏
も
つ
ら
く
お
も
ほ
え
給
へ
き 

７

事
と
・
心
を
ゝ
こ
し
こ
し
ら
へ
い
の 

８

『
源
氏
物
語
』
夕
霧
の
巻
、
夕
霧
の
不
実
に
気
を
揉
ん
で
い
た
落

葉
の
宮
の
母
・
一
条
御
息
所
の
病
勢
が
急
変
す
る
場
面
。『
源
氏
物

語
大
成
』
一
三
三
八
頁
８
～
11
行
目
に
相
当
す
る
が
、
２
行
目
「
た

て
ゝ
」
は
別
本
の
保
坂
本
・
国
冬
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
等
が
同

じ
く
、定
家
本
系
・
河
内
本
と
も
に「
た
て
」に
作
る
。
３
行
目「
の
ゝ

し
る
」
は
陽
明
文
庫
本
・
保
坂
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
等
が
同
じ

く
、
定
家
本
系
・
河
内
本
と
も
に
「
の
ゝ
し
り
給
」
と
す
る
。
定
家

本
系
統
で
は
な
く
、
朱
点
が
あ
る
と
は
い
え
、
河
内
本
で
も
な
い
ら

し
く
、
現
在
の
分
類
で
は
別
本
と
す
る
し
か
な
い
本
文
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
２
行
目
下
部
、
本
行
「
ふ
る
」
と
書
い
て
、
や
や
薄
い
墨

で
ミ
セ
ケ
チ
さ
れ
、
右
に
「
か
」
と
傍
書
す
る
。

手
が
か
り
は
、
さ
き
に
引
い
た
先
達
の
指
針
に
よ
れ
ば
、「
書
写

年
代
／
筆
者
／
書
風
／
料
紙
／
書
写
内
容
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
く
に
筆
跡
・
寸
法
・
書
写
内
容
（
こ
の
場
合
、『
源
氏
物
語
』
夕

霧
の
巻
）
を
目
安
に
す
る
ほ
か
な
い
。

「
古
筆
切
所
収
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
夕
霧
の
巻
を
検
索
し
た

と
こ
ろ
、ヒ
ッ
ト
し
た
の
は『
古
筆
手
鑑
大
成
』第
四
巻
の「
藻
塩
草
」

（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
の
後
円
融
天
皇
の
竹
屋
切
と
同
一
六
巻
の

「
古
筆
手
鑑
」（
金
沢
市
立
中
村
記
念
美
術
館
蔵
）
源
氏
物
語
抜
書
の

二
点
の
み
。

小
林
強
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
」
に
は
、
後
小
松

院
の
項
に
「《
別
本
》
第
52
回
東
西
老
舗
大
古
書
市
出
品
目
録
抄
（
京

王
新
宿
店
・
平
成
14
年
７
月
）
―
166
（
夕
霧
・1312

頁
３
行
～
・

〔写真 4〕筆者不明『源氏物語』断簡（実践女子大学文芸資料研究所蔵）
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葉
の
宮
の
母
・
一
条
御
息
所
の
病
勢
が
急
変
す
る
場
面
。『
源
氏
物

語
大
成
』
一
三
三
八
頁
８
～
11
行
目
に
相
当
す
る
が
、
２
行
目
「
た

て
ゝ
」
は
別
本
の
保
坂
本
・
国
冬
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
等
が
同

じ
く
、定
家
本
系
・
河
内
本
と
も
に「
た
て
」に
作
る
。
３
行
目「
の
ゝ

し
る
」
は
陽
明
文
庫
本
・
保
坂
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
等
が
同
じ

く
、
定
家
本
系
・
河
内
本
と
も
に
「
の
ゝ
し
り
給
」
と
す
る
。
定
家

本
系
統
で
は
な
く
、
朱
点
が
あ
る
と
は
い
え
、
河
内
本
で
も
な
い
ら

し
く
、
現
在
の
分
類
で
は
別
本
と
す
る
し
か
な
い
本
文
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
２
行
目
下
部
、
本
行
「
ふ
る
」
と
書
い
て
、
や
や
薄
い
墨

で
ミ
セ
ケ
チ
さ
れ
、
右
に
「
か
」
と
傍
書
す
る
。

手
が
か
り
は
、
さ
き
に
引
い
た
先
達
の
指
針
に
よ
れ
ば
、「
書
写

年
代
／
筆
者
／
書
風
／
料
紙
／
書
写
内
容
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
く
に
筆
跡
・
寸
法
・
書
写
内
容
（
こ
の
場
合
、『
源
氏
物
語
』
夕

霧
の
巻
）
を
目
安
に
す
る
ほ
か
な
い
。

「
古
筆
切
所
収
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
夕
霧
の
巻
を
検
索
し
た

と
こ
ろ
、ヒ
ッ
ト
し
た
の
は『
古
筆
手
鑑
大
成
』第
四
巻
の「
藻
塩
草
」

（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
の
後
円
融
天
皇
の
竹
屋
切
と
同
一
六
巻
の

「
古
筆
手
鑑
」（
金
沢
市
立
中
村
記
念
美
術
館
蔵
）
源
氏
物
語
抜
書
の

二
点
の
み
。

小
林
強
「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
稿
」
に
は
、
後
小
松

院
の
項
に
「《
別
本
》
第
52
回
東
西
老
舗
大
古
書
市
出
品
目
録
抄
（
京

王
新
宿
店
・
平
成
14
年
７
月
）
―
166
（
夕
霧
・1312

頁
３
行
～
・

〔写真 4〕筆者不明『源氏物語』断簡（実践女子大学文芸資料研究所蔵）
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伝
持
為
筆
）」「
か
う
や
な
目
録『
拾
遺
鶏
肋
』号
外（
平
成
10
年
６
月
）

―
７
（
夕
霧
・1312

頁
14
行
～
・
図
版
不
鮮
明
）」「
出
本
進
氏
蔵

手
鑑
（
夕
霧
・1322

頁
12
行
～
）」「
京
都
古
書
組
合
総
合
目
録
10

号
―1896
（
夕
霧
・1365

頁
13
行
～
）」「
高
城
弘
一
氏
蔵
無
銘
手

鑑
Ｆ
（
夕
霧
・1373
頁
14
行
～
・
極
札
欠
）」
の
五
点
を
掲
載
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
ほ
ん
と
う
に
幸
運
な
こ
と
に
、
ご
く
身
近

な
と
こ
ろ
に
ツ
レ
と
お
ぼ
し
き
切
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も
最
近
文
芸
資

料
研
究
所
で
別
途
に
入
手
し
た
一
葉（
写
真
５
）だ
っ
た
。〔
写
真
４
〕

と
比
較
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

写
真
５
の
断
簡
（
乙
）
の
寸
法
は
、
縦
一
三・四
㎝
、
横
一
二・〇
㎝

の
小
六
半
切
。
書
写
者
不
明
切
（
甲
）
の
方
が
や
や
小
さ
い
が
、
写

真
で
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
、
甲
は
四
囲
が
化
粧
裁
ち
さ
れ
て

小
さ
く
な
っ
た
も
の
。
一
面
八
行
書
き
で
、
朱
点
が
あ
る
こ
と
、
や

や
右
肩
上
が
り
の
筆
跡
、
そ
し
て
何
よ
り
乙
も
甲
同
様
に
夕
霧
の
巻

の
断
簡
で
あ
る
こ
と
で
、
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

本
文
内
容
は
、
落
葉
の
宮
の
母
・
一
条
御
息
所
の
葬
儀
に
夕
霧
が

弔
問
す
る

―
つ
ま
り
甲
に
近
接
す
る
場
面
で
、

に
そ
・
い
れ
た
て
ま
つ
る
・
や
ま
と
の
か
み 

１

い
て
聞
え
て
・
な
く

く
か
し
こ
ま
り 

２

聞
ゆ
・
つ
ま
と
の
す
の
こ
に
を
し 

３

か
ゝ
り
給
て
・
女
房
た
ち
よ
ひ
い
た 

４

さ
せ
給
を
・
あ
る
か
き
り
は
心
は
お
さ
ま
ら 

５

す
・
物
も
お
ほ
え
ぬ
ほ
と
な
り
・
か
く
わ
た
り 

６

給
へ
る
に
そ
・
い
さ
ゝ
か
な
く
さ
め
て
・ 

７

少
将
の
君
ま
い
る
・
物
も
の
給
い
て 

８

と
い
う
も
の
。
同
じ
く
夕
霧
の
巻
、
一
三
四
〇
頁
11
～
14
行
目
に
相

当
す
る
。
２
行
目
「
に
そ
」
は
別
本
の
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
等
が
同

じ
く
、
定
家
本
・
河
内
本
「
に
」
と
す
る
。
２
行
目
「
い
て
聞
え
て
」

は
諸
本
「
い
て
き
て
」
で
、
断
簡
の
独
自
異
文
。
４
行
目
「
給
て
」

は
定
家
本
系
横
山
本
・
河
内
本
の
七
毫
源
氏
・
大
島
本
と
同
じ
く
、

他
の
諸
本
は
「
給
う
て
」、
４
行
目
「
女
房
た
ち
」
と
あ
る
の
は
麦

生
本
・
阿
里
莫
本
、
他
は
「
女
房
」
の
み
。
４
～
５
行
目
「
よ
ひ
い

た
さ
せ
給
を
」
に
つ
い
て
は
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
が
同
じ
く
、
鳳
来

寺
本
が「
よ
ひ
い
た
さ
せ
給
ふ
に
」、他
は「
よ
ひ
い
て
さ
せ
給
ふ
に
」。

６
行
目
「
物
も
」
は
国
冬
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
が
同
じ
く
、
他

は
「
も
の
」
の
み
。
８
行
目
「
少
将
の
君
」
は
陽
明
文
庫
本
・
保
坂

本
・
国
冬
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
が
同
じ
く
、
定
家
本
・
河
内
本

は「
少
将
の
君
は
」と
す
る
。こ
れ
も
別
本
の
本
文
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

伝
称
筆
者
の
「
後
小
松
院
」（
一
三
七
七
～
一
四
三
三
）
は
北
朝

第
六
代
に
し
て
、
後
円
融
天
皇
の
第
一
皇
子
。『
夜
の
寝
覚
』
末
尾

欠
巻
部
断
簡
の
伝
称
筆
者
で
知
ら
れ
る
後
光
厳
天
皇
の
孫
に
あ
た

る
。

〔写真 5〕伝後小松院筆『源氏物語』断簡（実践女子大学文芸資料研究所蔵）
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さ
せ
給
を
・
あ
る
か
き
り
は
心
は
お
さ
ま
ら 

５

す
・
物
も
お
ほ
え
ぬ
ほ
と
な
り
・
か
く
わ
た
り 

６

給
へ
る
に
そ
・
い
さ
ゝ
か
な
く
さ
め
て
・ 

７

少
将
の
君
ま
い
る
・
物
も
の
給
い
て 

８

と
い
う
も
の
。
同
じ
く
夕
霧
の
巻
、
一
三
四
〇
頁
11
～
14
行
目
に
相

当
す
る
。
２
行
目
「
に
そ
」
は
別
本
の
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
等
が
同

じ
く
、
定
家
本
・
河
内
本
「
に
」
と
す
る
。
２
行
目
「
い
て
聞
え
て
」

は
諸
本
「
い
て
き
て
」
で
、
断
簡
の
独
自
異
文
。
４
行
目
「
給
て
」

は
定
家
本
系
横
山
本
・
河
内
本
の
七
毫
源
氏
・
大
島
本
と
同
じ
く
、

他
の
諸
本
は
「
給
う
て
」、
４
行
目
「
女
房
た
ち
」
と
あ
る
の
は
麦

生
本
・
阿
里
莫
本
、
他
は
「
女
房
」
の
み
。
４
～
５
行
目
「
よ
ひ
い

た
さ
せ
給
を
」
に
つ
い
て
は
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
が
同
じ
く
、
鳳
来

寺
本
が「
よ
ひ
い
た
さ
せ
給
ふ
に
」、他
は「
よ
ひ
い
て
さ
せ
給
ふ
に
」。

６
行
目
「
物
も
」
は
国
冬
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
が
同
じ
く
、
他

は
「
も
の
」
の
み
。
８
行
目
「
少
将
の
君
」
は
陽
明
文
庫
本
・
保
坂

本
・
国
冬
本
・
麦
生
本
・
阿
里
莫
本
が
同
じ
く
、
定
家
本
・
河
内
本

は「
少
将
の
君
は
」と
す
る
。こ
れ
も
別
本
の
本
文
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

伝
称
筆
者
の
「
後
小
松
院
」（
一
三
七
七
～
一
四
三
三
）
は
北
朝

第
六
代
に
し
て
、
後
円
融
天
皇
の
第
一
皇
子
。『
夜
の
寝
覚
』
末
尾

欠
巻
部
断
簡
の
伝
称
筆
者
で
知
ら
れ
る
後
光
厳
天
皇
の
孫
に
あ
た

る
。

〔写真 5〕伝後小松院筆『源氏物語』断簡（実践女子大学文芸資料研究所蔵）
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こ
う
し
て
、
古
筆
切
研
究
の
場
に
二
枚
を
さ
ら
に
提
供
で
き
る
こ

と
に
な
っ
た
。
小
林
強
「
集
成
稿
」
に
指
摘
す
る
五
点
（
個
人
蔵
な

ど
現
在
稿
者
が
確
認
で
き
な
い
も
の
も
含
む
が
）、さ
ら
に〔
写
真
５
〕

の
断
簡
の
存
在
に
よ
っ
て
、
極
札
の
欠
け
て
い
る
〔
写
真
４
〕
の
切

に
、
こ
の
後
小
松
院
の
名
を
伝
称
筆
者
と
し
て
冠
す
る
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
あ
る
。
ツ
レ
を
探
索
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宙
ぶ
ら
り
ん

の
古
筆
に
ひ
と
ま
ず
の
着
地
点
（
本
文
研
究
の
座
標
）
を
与
え
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

五　

筆
者
不
明
断
簡
、
そ
の
他

前
節
の
筆
者
不
明
切
と
同
時
に
入
手
し
た
も
の
の
、
稿
者
が
日
常

に
埋
没
し
て
、
精
査
の
時
を
得
な
い
う
え
に
、
右
と
同
様
な
「
幸
運
」

に
恵
ま
れ
て
い
な
い
断
簡
が
あ
る
。
本
稿
の
余
白
に
掲
示
し
て
、
こ

れ
も
好
学
の
方
々
の
議
論
に
供
し
よ
う
。

〔
写
真
６
〕
が
そ
の
一
葉
。

寸
法
は
、
縦
一
六
・
一
㎝
、
横
一
六
・
一
㎝
。
料
紙
は
斐
紙
と
思
わ

れ
る
が
、
陽
に
焼
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
文
字
が
判
読

し
づ
ら
い
。〔
写
真
６
〕
は
画
像
処
理
を
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
読
み

や
す
く
な
っ
て
い
る
。

も
ん
な
と
も
い
と
お
ほ
く
よ
み
給
ゆ
き 

１

ふ
か
く
ふ
り
つ
み
人
め
た
え
た
る
そ 

２

け
に
お
も
ひ
や
る
か
た
な
か
り
け
る
と
し
も 

３

か
へ
り
ぬ
春
の
し
る
し
も
み
え
ぬ
を
こ
ほ
り 

４

わ
た
れ
る
水
の
を
と
せ
ぬ
さ
え
心
ほ
そ
く
て 

５

君
に
そ
ま
と
ふ
と
の
給
し
人
は
こ
ゝ
ろ
う 

６

し
と
お
も
ひ
は
て
に
た
れ
と
な
を
そ
の 

７

を
り
の
事
な
と
は
わ
す
れ
す 

８

か
き
く
ら
す
の
や
ま
の
ゆ
き
を
な
か
め
て
も 

９

ふ
り
に
し
事
そ
け
ふ
は
か
な
し
き 

10

な
と
れ
い
の
な
く
さ
め
の
て
な
ら
ひ
を 

11

本
断
簡
は
手
習
の
巻
、
小
野
の
里
に
新
年
を
迎
え
た
浮
舟
が
、
凍

て
つ
く
寒
さ
の
中
、
匂
宮
と
の
情
愛
の
過
去
を
回
想
し
、
手
習
に
歌

を
詠
む
場
面
。
二
〇
四
〇
頁
12
行
目
～
二
〇
四
一
頁
３
行
目
に
相
当

す
る
。

２
行
目
「
た
え
た
る
そ
」
伝
二
条
為
明
筆
本
・
桃
園
文
庫
本
な
ど

の
別
本
と
同
じ
く
、
定
家
本
・
河
内
本
諸
本
は
「
た
え
た
る
比
そ
」、

４
行
目
「
み
え
ぬ
」
は
諸
本
「
み
え
す
」、
６
行
目
「
こ
ゝ
ろ
う
し

と
」
は
定
家
本
等
と
同
じ
だ
が
、河
内
本
・
保
坂
本
「
心
う
し
と
は
」。

８
行
目
「
を
り
の
事
な
と
は
」
は
、
微
細
な
異
同
が
多
く
、
定
家
本

系
の
榊
原
家
本
「
な
と
」
を
補
入
と
し
、
高
松
宮
家
本
・
阿
里
莫
本
・

国
冬
本
等
「
な
と
」（
あ
る
い
は
「
な
と
は
」）
を
欠
く
。
10
行
目
「
け

〔写真 6〕筆者不明『源氏物語』手習断簡（実践女子大学文芸資料研究所蔵）
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こ
う
し
て
、
古
筆
切
研
究
の
場
に
二
枚
を
さ
ら
に
提
供
で
き
る
こ

と
に
な
っ
た
。
小
林
強
「
集
成
稿
」
に
指
摘
す
る
五
点
（
個
人
蔵
な

ど
現
在
稿
者
が
確
認
で
き
な
い
も
の
も
含
む
が
）、さ
ら
に〔
写
真
５
〕

の
断
簡
の
存
在
に
よ
っ
て
、
極
札
の
欠
け
て
い
る
〔
写
真
４
〕
の
切

に
、
こ
の
後
小
松
院
の
名
を
伝
称
筆
者
と
し
て
冠
す
る
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
あ
る
。
ツ
レ
を
探
索
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宙
ぶ
ら
り
ん

の
古
筆
に
ひ
と
ま
ず
の
着
地
点
（
本
文
研
究
の
座
標
）
を
与
え
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

五　

筆
者
不
明
断
簡
、
そ
の
他

前
節
の
筆
者
不
明
切
と
同
時
に
入
手
し
た
も
の
の
、
稿
者
が
日
常

に
埋
没
し
て
、
精
査
の
時
を
得
な
い
う
え
に
、
右
と
同
様
な
「
幸
運
」

に
恵
ま
れ
て
い
な
い
断
簡
が
あ
る
。
本
稿
の
余
白
に
掲
示
し
て
、
こ

れ
も
好
学
の
方
々
の
議
論
に
供
し
よ
う
。

〔
写
真
６
〕
が
そ
の
一
葉
。

寸
法
は
、
縦
一
六
・
一
㎝
、
横
一
六
・
一
㎝
。
料
紙
は
斐
紙
と
思
わ

れ
る
が
、
陽
に
焼
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
文
字
が
判
読

し
づ
ら
い
。〔
写
真
６
〕
は
画
像
処
理
を
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
読
み

や
す
く
な
っ
て
い
る
。

も
ん
な
と
も
い
と
お
ほ
く
よ
み
給
ゆ
き 

１

〔写真 6〕筆者不明『源氏物語』手習断簡（実践女子大学文芸資料研究所蔵）
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ふ
は
」
は
高
松
宮
家
本
・
国
冬
本
な
ど
が
一
致
す
る
が
、
定
家
本
・

河
内
本
と
も
に
「
け
ふ
も
」
と
す
る
。
当
該
断
簡
も
別
本
の
一
種
と

見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
切
に
は
極
札
が
欠
け
て
い
る
が
、
実
は
裏
面
左
端
に
書
き
入

れ
が
あ
り
、「
為
忠
卿
」と
墨
書
さ
れ
て
い
る（

７
）。

二
条
為
忠（
一
三
〇
九

～
一
三
七
三
）
な
ら
ば
、
二
条
為
世
の
孫
、
為
藤
の
子
。『
古
筆
名

葉
集
』
に
「
源
氏
」
の
記
載
は
な
く
、
小
林
強
「
集
成
稿
」
に
「
八

木
書
店
古
書
目
録
51
号
（
若
菜
下
）」「
久
曽
神
昇
『
源
氏
物
語
断
簡

集
成
』
22
図
（
蜻
蛉
）」
の
二
点
を
挙
げ
る
も
の
の
、
当
該
切
の
ツ

レ
で
は
な
い
。

古
筆
切
を
な
が
め
て
い
る
と
、
特
徴
あ
る
筆
跡
の
も
の
は
記
憶
に

残
り
や
す
く
、
ツ
レ
を
探
す
際
に
も
そ
れ
が
役
に
立
つ
場
合
が
少
な

く
な
い
。
し
か
し
、
当
該
断
簡
の
よ
う
に
「
伝
為
忠
筆
？
」
の
よ
う

な
収
ま
り
の
悪
い
断
簡
の
場
合
、「
ど
こ
か
で
見
た
よ
う
な
筆
跡
」

と
思
い
つ
つ
、
な
か
な
か
ツ
レ
に
め
ぐ
り
あ
う
「
幸
運
」
に
恵
ま
れ

に
く
い
。

古
筆
切
に
精
通
し
た
研
究
者
は
、
こ
の
点
お
そ
ろ
し
く
記
憶
が
よ

い
と
し
か
思
え
な
い
。
本
稿
第
二
節
に
「
出
会
い
以
前
か
ら
の
「
準

備
」
が
い
か
に
大
切
か
」
と
説
い
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
稿
者
自
身

へ
の
誡
め
に
他
な
ら
な
い
。
不
学
を
恥
じ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ひ
た

す
ら
諸
賢
の
叱
正
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

注（
１
） 

池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成　

巻
七　
研
究

資
料
篇
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
五
六
年
一
月
刊
）
第
二
部
第
一
章
第
三
節
「
大
島
本
源
氏
物

語
の
伝
来
と
そ
の
学
術
的
価
値
」
七
三
頁
。

（
２
） 

伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
論
と
そ
の
研
究
世
界
』（
風
間
書
房
、

二
〇
〇
二
年
一
一
月
刊
）、
中
古
文
学
会
関
西
部
会
編
『
大
島
本

源
氏
物
語
の
再
検
討
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
刊
）、

佐
々
木
孝
浩
『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六

年
六
月
刊
）
な
ど
の
所
収
論
文
参
照
。

（
３
） 田
中
登
「
古
筆
切
の
発
生
と
源
氏
物
語
」（
実
践
女
子
大
学
文
芸

資
料
研
究
所
『
年
報
』
第
二
九
号
、二
〇
一
〇
年
三
月
）、三
七
頁
。

（
４
） 田
中
登
『
古
筆
切
の
国
文
学
的
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
七

年
九
月
刊
）
第
六
章
第
二
節
「
源
氏
物
語
の
古
筆
切
」
三
〇
七
頁
。

（
５
） 

横
井
孝
「
源
氏
物
語
鎌
倉
期
本
文
の
可
能
性
」（
中
古
文
学
会

関
西
部
会
編
『
源
氏
物
語　

本
文
研
究
の
可
能
性
』
和
泉
書
院
、

〈
二
〇
一
六
年
五
月
刊
行
予
定
だ
っ
た
が
、
か
な
り
遅
延
し
て
お

り
、
未
刊
〉
所
収
）。

（
６
） 田
中
登
『
失
わ
れ
た
書
を
求
め
て

―
私
の
古
筆
収
集
物
語
』（
青

簡
舎
、
二
〇
一
〇
年
四
月
刊
）、
一
六
五
～
一
六
六
頁
。

（
７
） 
書
き
入
れ
に
割
印
の
よ
う
な
長
方
形
の
墨
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

図
版
（
写
真
７
）
参
照
。

〔写真 7〕手習断簡の裏面
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（
よ
こ
い　

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）

注（
１
） 

池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成　

巻
七　
研
究

資
料
篇
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
五
六
年
一
月
刊
）
第
二
部
第
一
章
第
三
節
「
大
島
本
源
氏
物

語
の
伝
来
と
そ
の
学
術
的
価
値
」
七
三
頁
。

（
２
） 

伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
論
と
そ
の
研
究
世
界
』（
風
間
書
房
、

二
〇
〇
二
年
一
一
月
刊
）、
中
古
文
学
会
関
西
部
会
編
『
大
島
本

源
氏
物
語
の
再
検
討
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
刊
）、

佐
々
木
孝
浩
『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六

年
六
月
刊
）
な
ど
の
所
収
論
文
参
照
。

（
３
） 田
中
登
「
古
筆
切
の
発
生
と
源
氏
物
語
」（
実
践
女
子
大
学
文
芸

資
料
研
究
所
『
年
報
』
第
二
九
号
、二
〇
一
〇
年
三
月
）、三
七
頁
。

（
４
） 田
中
登
『
古
筆
切
の
国
文
学
的
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
七

年
九
月
刊
）
第
六
章
第
二
節
「
源
氏
物
語
の
古
筆
切
」
三
〇
七
頁
。

（
５
） 

横
井
孝
「
源
氏
物
語
鎌
倉
期
本
文
の
可
能
性
」（
中
古
文
学
会

関
西
部
会
編
『
源
氏
物
語　

本
文
研
究
の
可
能
性
』
和
泉
書
院
、

〈
二
〇
一
六
年
五
月
刊
行
予
定
だ
っ
た
が
、
か
な
り
遅
延
し
て
お

り
、
未
刊
〉
所
収
）。

（
６
） 田
中
登
『
失
わ
れ
た
書
を
求
め
て

―
私
の
古
筆
収
集
物
語
』（
青

簡
舎
、
二
〇
一
〇
年
四
月
刊
）、
一
六
五
～
一
六
六
頁
。

（
７
） 

書
き
入
れ
に
割
印
の
よ
う
な
長
方
形
の
墨
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

図
版
（
写
真
７
）
参
照
。
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