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は
じ
め
に

鴨
長
明
が
、
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
三
月
末
に
擱
筆
し
た
『
方
丈
記
』
は
、
比
較
的
早
い

時
期
か
ら
人
々
の
目
に
触
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
言
及
さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
、
今
日
に
至
っ
て

い
る
。
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
に
成
立
し
た
教
訓
説
話
集
『
十
訓
抄
』
で
は
、「
か
の
庵
に

も
、
折
琴
・
継
琵
琶
な
ど
を
と
も
な
へ
り
。（
中
略
）
数
寄
の
ほ
ど
い
と
や
さ
し
け
れ
」
と
評

し
て
、『
方
丈
記
』
を
、
草
庵
で
の
風
雅
な
生
活
を
描
い
た
作
品
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ

の
後
、
応
仁
の
乱
の
時
代
に
な
る
と
、
歌
人
・
連
歌
師
で
あ
る
心
敬
は
『
ひ
と
り
ご
と
』
の
中

で
、「
昔
、
鴨
長
明
方
丈
記
と
い
へ
る
双
紙
」
に
は
、
飢
饉
や
大
火
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、

そ
れ
を
「
浅
ま
し
く
も
偽
り
と
も
思
」
っ
て
い
た
が
、「
た
ち
ま
ち
に
、
か
か
る
世
を
見
侍
る
」

と
述
べ
て
、『
方
丈
記
』
の
前
半
に
記
さ
れ
て
い
る
災
害
描
写
を
自
分
自
身
の
体
験
と
重
ね
合

わ
せ
て
い
る
。
近
世
に
な
る
と
、『
方
丈
記
』
の
注
釈
書
も
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
仏
教
用

語
を
中
心
に
詳
し
い
語
釈
や
、
作
品
の
主
題
な
ど
も
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
、『
方
丈
記
』
は
ど
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
人
々
に
読
ま

れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
代
に
入
っ
て
、
最
初
の
画
期
的
な
『
方
丈
記
』
論
は
、

若
き
日
の
夏
目
漱
石
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。『
方
丈
記
』
の
近
代
は
、
漱
石
に
始
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
だ
文
科
大
学
英
文
科
学
生
だ
っ
た
漱
石
が
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
二
月

に
『
方
丈
記
』
を
英
訳
し
、
解
説
も
書
い
た
そ
の
時
、
初
め
て
鴨
長
明
の
心
奥
に
共
感
し
、

『
方
丈
記
』
を
自
分
自
身
の
生
き
方
の
道
標
と
す
る
近
代
人
の
出
現
を
見
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

「
漱
石
」
と
い
う
号
は
、
明
治
二
十
二
年
五
月
に
正
岡
子
規
宛
の
手
紙
に
書
い
た
の
が
初
出
で

あ
る
。

漱
石
に
よ
る
『
方
丈
記
』
再
発
見
は
、
そ
の
後
、
漱
石
の
弟
子
た
ち
の
双
璧
と
も
言
え
る
芥

川
龍
之
介
と
内
田
百
n
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
広
が
り
を
見
せ
た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
、『
方
丈

記
』
に
内
在
し
て
い
た
二
つ
の
方
向
性
、
す
な
わ
ち
「
災
害
記
」
と
「
閑
居
記
」
が
再
認
識
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
の
『
本
所
両
国
』
で
は
、
関
東
大
震
災
の
惨
状
へ
の
感
慨
が

『
方
丈
記
』
を
呼
び
起
こ
し
、
内
田
百
n
は
、
昭
和
二
十
年
三
月
の
東
京
大
空
襲
と
そ
の
後
の

生
活
を
『
新
方
丈
記
』
に
書
い
た
（
１
）

。

こ
の
内
田
百
n
と
同
時
期
の
体
験
に
基
づ
き
な
が
ら
、『
方
丈
記
』
を
し
て
、
一
気
に
現
代

文
学
の
領
域
に
定
置
さ
せ
た
の
が
、
堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

『
方
丈
記
』
の
現
代
は
、
堀
田
善
衞
に
始
ま
る
。

本
稿
で
は
、『
方
丈
記
私
記
』
を
中
心
に
、
堀
田
善
衞
の
文
学
活
動
に
お
け
る
『
方
丈
記
』

の
位
相
と
と
も
に
、『
方
丈
記
私
記
』
自
体
が
さ
ら
な
る
「
現
代
の
古
典
」
と
し
て
読
み
継
が

れ
、
文
化
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
諸
相
を
見
て
ゆ
き
た
い
。『
方
丈
記
私
記
』
は
、
鴨

長
明
の
『
方
丈
記
』
と
堀
田
自
身
の
体
験
を
取
り
混
ぜ
な
が
ら
、
乱
世
と
も
言
う
べ
き
現
代
を

い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
強
烈
な
問
題
意
識
の
も
と
に
綴
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。『
方
丈
記
私

記
』
を
ど
の
よ
う
に
文
学
史
の
上
で
位
置
付
け
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、『
方
丈
記
』
が
現

代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
文
学
的
な
位
相
に
あ
る
か
を
見
極
め
る
こ
と
で
も
あ
り
、ひ
い
て
は
、

『
方
丈
記
』
を
一
つ
の
実
例
と
し
て
、
古
典
文
学
が
、
い
か
に
し
て
現
代
文
学
た
り
得
る
か
、

と
い
う
考
察
に
も
お
の
ず
と

が
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
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要
　
旨

堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
は
、『
方
丈
記
』
を
め
ぐ
る
研
究
や
創
作
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位

置
を
占
め
、
ど
の
よ
う
な
独
自
の
文
学
的
な
達
成
を
遂
げ
た
の
か
。『
方
丈
記
私
記
』
と
関
連
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
を
、
近
代
文
学
の
中
に
広
く
探
索
す
る
と
と
も
に
、『
方
丈
記
』
研
究
の
動
向
も

含
め
て
、
文
学
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
よ
り
広
い
分
野
に
『
方
丈
記
私
記
』
が
及
ぼ
し
た
影
響
力
を
、

見
極
め
た
。
と
り
わ
け
、
本
稿
に
お
い
て
、
現
代
に
お
け
る
美
術
や
映
像
の
分
野
で
の
『
方
丈
記
私
記
』

の
大
き
な
影
響
力
を
見
出
し
た
こ
と
は
、「
現
代
文
学
と
し
て
の
古
典
文
学
の
可
能
性
」
と
い
う
普
遍

的
な
テ
ー
マ
へ
の
発
展
性
と
も

が
る
で
あ
ろ
う
。

島
　
内
　
裕
　
子
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一
　
近
代
文
学
者
に
よ
る
鴨
長
明
へ
の
関
心

堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
へ
の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
、
近
代
の
文
学
者
た
ち
が
、

鴨
長
明
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
心
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
て
い
る
か
を
概
観
し

て
お
き
た
い
。
い
わ
ば
「『
方
丈
記
私
記
』
前
史
」
と
も
い
う
べ
き
時
期
を
p
り
直
す
こ
と
に

よ
っ
て
、『
方
丈
記
私
記
』
と
い
う
作
品
の
輪
郭
も
、
よ
り
一
層
明
確
に
な
っ
て
く
る
と
思
う

か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
Ø
田
善
明
に
鴨
長
明
論
が
あ
る
が
、
初
出
誌
と
単
行
本
の
相
違
が
大
き

く
、
Ø
田
に
よ
る
長
明
論
の
研
究
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
佐
藤
春
夫
の
『
鴨

長
明
』
と
太
宰
治
の
『
右
大
臣
実
朝
』
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。

佐
藤
春
夫
の
『
鴨
長
明（
２
）

』
は
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
七
月
一
日
発
行
の
『
中
央
公
論
』

に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
冒
頭
は
、
都
の
貴
人
（
飛
鳥
井
雅
経
）
が
、
従
者
を
伴
っ

て
巨
椋
の
池
に
晴
れ
渡
っ
て
行
く
朝
霧
を
眺
め
て
い
た
か
と
思
う
と
、
日
野
の
里
へ
向
か
っ
て

歩
み
を
急
が
せ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
時
に
建
暦
元
年
夏
七
月
某
日
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
つ

ま
り
『
方
丈
記
』
成
立
の
前
年
の
夏
で
あ
る
。
雅
経
は
、
日
野
山
中
に
隠
棲
し
て
い
る
鴨
長
明

を
訪
れ
、
あ
る
「
隠
密
の
用
事
」
を
彼
に
託
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
用
事
と
は
本
来
、
雅
経

自
身
が
院
（
後
鳥
羽
院
）
か
ら
仰
せ
付
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
だ
が
、
鎌
倉
に
下
向
し
て
、
前

将
軍
頼
朝
公
の
法
要
に
出
席
し
、「
右
大
臣
の
蹴
鞠
や
御
和
歌
の
御
相
手
を
申
し
て
右
大
臣
ど

の
が
近
ご
ろ
の
御
様
子
を
心
の
奥
ふ
か
く
か
ら
さ
ぐ
り
出
す
と
い
ふ
大
役
」
だ
っ
た
。

久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
長
明
は
、
初
め
こ
そ
「
藤
の
衣
を
身
に
つ
け
て
糸
の
や
う
に
髪
の
乱

れ
た
見
も
知
ら
ぬ
翁
」
の
よ
う
に
見
え
た
が
、「
つ
く
づ
く
と
見
直
す
と
」「
な
る
ほ
ど
痩
せ

お
と
ろ
へ
て
見
る
か
げ
も
な
い
が
、
た
だ
な
ら
ぬ
光
を
帯
び
た
眼
の
あ
た
り
は
憂
と
も
憤
と
も

知
れ
ぬ
曇
に
た
て
こ
も
つ
た
風
情
が
む
か
し
の
ま
ま
の
故
人
を
偲
ば
せ
る
の
で
あ
つ
た
」
と
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
鴨
長
明
の
風
貌
は
、『
源
家
長
日
記
』
の
「
そ
の
後
、
思

ひ
が
け
ず
対
面
し
て
侍
り
し
に
、
そ
れ
か
と
も
見
え
ぬ
程
に
痩
せ
衰
へ
て
（
３
）

」
と
も
通
底
す
る
が
、

長
明
の
眼
差
し
に
憂
憤
を
深
く
孕
ん
だ
、
た
だ
な
ら
ぬ
光
を
宿
ら
せ
た
の
は
、
佐
藤
春
夫
の
鴨

長
明
に
対
す
る
人
物
評
と
し
て
注
目
し
た
い
。

長
明
は
久
闊
を
叙
す
う
ち
に
、
雅
経
の
申
し
出
を
「
朝
恩
を
ま
た
一
つ
加
へ
た
か
の
思
が
致

さ
れ
ま
す
」
と
快
諾
し
た
。
そ
の
夜
、
長
明
は
、「
荏

日
を
期
し
な
か
つ
た
事
を
今
の
う
ち

に
片
づ
け
て
し
ま
は
う
と
思
ひ
立
」
っ
て
、「
細
い
字
で
、
ゆ
く
河
の
な
が
れ
は
た
え
ず
し
て

し
か
も
ゝ
と
の
水
に
あ
ら
す
よ
と
み
に
う
か
ふ
う
た
か
た
は
か
つ
き
え
か
つ
む
す
ひ
て
…
…
と

書
き
は
じ
め
た
」。
つ
ま
り
、
佐
藤
春
夫
の
小
説
『
鴨
長
明
』
で
は
、
長
明
が
『
方
丈
記
』
を
、

鎌
倉
下
向
を
控
え
て
、
夜
の
明
け
る
ま
で
、
一
気
に
執
筆
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
出
発
が
近
づ
い
た
頃
、
山
守
の
少
年
に
向
か
っ
て
、
長
明
は
心
情
を
吐
露
す
る
。

「
わ
し
は
宜
の
子
だ
か
ら
宜
に
な
り
た
か
つ
た
の
だ
」「
わ
し
は
つ
い
親
代
々
の
宜
に

も
な
れ
な
い
で
し
ま
つ
た
よ
。
ふ
た
親
に
早
く
わ
か
れ
た
の
が
わ
し
の
不
運
の
は
じ
ま
り

だ
つ
た
ね
」「
わ
し
は
お
前
ほ
ど
の
年
の
こ
ろ
に
は
、
も
つ
た
い
な
く
も
白
鷺
と
同
じ
や

う
に
五
位
と
い
ふ
位
ま
で
い
た
だ
い
て
、
や
が
て
は
や
ん
ご
と
な
い
お
方
の
お
な
さ
け
で

わ
し
は
歌
で
お
仕
へ
申
す
や
う
な
忝
い
身
分
に
な
つ
た
」「
わ
し
は
宜
の
く
せ
に
宜
に

な
ら
う
と
も
せ
ず
に
歌
よ
み
に
な
つ
た
り
箏
や
琵
琶
を
習
つ
た
り
し
た
。
そ
れ
が
わ
し
の

不
心
得
の
も
と
で
あ
つ
た
」「
世
の
中
へ
出
て
行
つ
て
世
の
な
か
が
山
の
方
よ
り
住
み
憂

き
い
こ
と
を
自
然
追
々
に
悟
る
だ
ら
う
よ
」

佐
藤
春
夫
が
『
方
丈
記
』
の
原
文
に
、
山
守
の
小
童
を
「
友
と
し
て
遊
行
す
」
と
あ
る
部
分

を
捉
え
て
、
少
年
に
語
る
ス
タ
イ
ル
で
長
明
に
心
情
を
告
白
さ
せ
て
い
る
の
は
巧
み
で
あ
る
。

こ
れ
を
長
明
の
心
中
独
語
と
す
る
よ
り
も
、
ず
っ
と
自
然
で
雄
弁
な
語
り
口
が
可
能
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日
の
散
策
の
最
後
に
夕
焼
け
空
の
風
情
を
さ
ら
り
と
描
き
、
す
ぐ
次
に

は
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
建
暦
元
年
十
月
十
三
日
の
記
事
を
引
用
し
て
、
一
気
に
場
面
が
三
ヶ
月
後

の
鎌
倉
に
飛
ぶ
。

長
明
が
将
軍
家
に
た
び
た
び
謁
見
し
た
こ
と
、
頼
朝
の
御
忌
月
に
あ
た
り
、
法
華
堂
に
お
参

り
し
て
「
念
誦
読
経
ノ
間
懐
旧
ノ
涙
頻
リ
ニ
相
催
シ
、
一
首
ノ
和
歌
ヲ
堂
柱
ニ
注
」
し
た
こ
と

を
記
し
、「
草
モ
木
モ
靡
キ
シ
秋
ノ
霜
消
テ
空
シ
キ
苔
ヲ
払
フ
山
風
」
と
い
う
和
歌
も
掲
げ
て

い
る
。
な
お
、
春
夫
の
『
鴨
長
明
』
で
は
、
飛
鳥
井
雅
経
を
都
に
と
ど
め
て
、
長
明
単
独
の
下

向
と
し
て
い
る
。「
草
モ
木
モ
」
の
歌
に
対
し
て
佐
藤
春
夫
は
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て

い
る
。た

だ
長
明
が
鎌
倉
の
法
華
堂
の
柱
に
書
き
つ
け
た
と
い
ふ
草
も
木
も
の
一
首
を
再
三
吟
誦

し
て
み
て
感
ず
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
故
英
雄
を
追
弔
す
る
と
い
ふ
情
よ
り
も
言
外
の
実
感

と
し
て
は
彼
が
小
庵
の
あ
る
山
中
の
大
岩
の
上
に
落
ち
葉
を
吹
き
掃
ふ
風
に
吹
か
れ
て
岩

の
上
を
か
さ
こ
そ
と
鳴
る
落
ち
葉
を
な
つ
か
し
が
つ
て
る
か
の
や
う
な
一
種
の
里
ご
こ
ろ

を
か
ん
じ
さ
せ
る
の
を
お
ぼ
え
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ほ
ど
彼
は
あ
の
庵
室
の
生
活
を
愛

し
て
ゐ
た
の
を
知
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
叙
述
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
春
夫
が
、
長
明
の
鎌
倉
下
向
を
、
結
果
的
に
方

丈
の
庵
で
の
生
活
に
対
す
る
自
足
を
再
確
認
さ
せ
る
も
の
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
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て
い
よ
う
。
帰
京
し
て
、
再
び
日
野
の
外
山
に
戻
っ
た
長
明
が
、「
前
年
の
秋
の
未
定
稿
を
再

び
皮
籠
の
な
か
か
ら
取
り
出
し
て
炉
辺
で
推
敲
し
、
完
稿
を
心
が
け
た
」
と
書
き
、「
そ
の
全

く
成
つ
た
の
は
冬
も
終
つ
て
三
月
の
末
で
あ
つ
た
」
と
し
て
、『
方
丈
記
』
の
跋
文
に
記
さ
れ

た
擱
筆
の
時
期
と
整
合
性
を
持
た
せ
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

『
方
丈
記
』
の
跋
文
で
は
、「
今
、
草
庵
を
愛
す
る
も
、
閑
寂
に
着
す
る
も
、
障
り
な
る
べ
し
。

い
か
が
、
要
な
き
楽
し
み
を
述
べ
て
、
あ
た
ら
、
時
を
過
ぐ
さ
む
（
４
）

」
と
あ
り
、
鴨
長
明
は
草
庵

生
活
へ
の
愛
着
が
仏
道
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
苦
悩
し
て
い
る
。
そ
の
点
も

佐
藤
春
夫
は
配
慮
し
て
、「
鎌
倉
で
山
の
庵
を
愛
し
す
ぎ
て
ゐ
る
と
気
づ
い
て
以
来
、
鬱
屈
し

て
来
た
心
を
散
じ
よ
う
と
す
る
翁
の
心
」
の
表
れ
と
し
て
、
も
う
一
度
、
山
守
の
少
年
と
長
明

と
が
遊
行
す
る
シ
ー
ン
を
設
定
し
、
長
明
の
生
前
最
後
の
場
面
と
し
た
。
そ
れ
に
続
け
て
、

「
長
明
は
そ
の
後
二
年
を
経
て
建
保
六
年
秋
十
月
十
三
日
に
、
山
中
の
方
丈
で
入
寂
し
た
と
い

ふ
」
と
書
き
、
訃
報
を
知
っ
た
飛
鳥
井
雅
経
が
庵
に
残
さ
れ
て
い
た
『
方
丈
記
』
の
原
稿
に
読

み
耽
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、『
方
丈
記
』
末
尾
で
、
草
庵
生
活
へ
の
懐
疑
を
表
明
し
て
い
る
こ

と
に
対
し
て
、
雅
経
が
「
彼
の
業
の
深
い
気
の
毒
な
友
が
六
十
年
の
生
涯
を
∆
し
て
最
後
に
安

住
し
て
ゐ
た
か
の
や
う
に
見
え
た
こ
の
生
活
さ
へ
実
は
ま
だ
苦
悶
の
種
を
残
し
て
ゐ
た
の
を
知

つ
て
、
気
の
弱
い
く
せ
に
ど
こ
ま
で
も
お
の
れ
が
心
を
主
と
し
て
来
た
奴
と
し
て
お
の
れ
が
心

ゆ
く
ま
で
に
生
活
を
徹
し
よ
う
と
心
掛
け
て
ゐ
た
友
を
有
難
が
つ
た
」
と
書
き
、
さ
ら
に
、

「
後
鳥
羽
上
皇
が
二
度
ま
で
も
長
明
が
方
丈
の
あ
と
へ
行
幸
あ
つ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は

い
つ
い
か
な
る
折
で
あ
つ
た
か
を
詳
か
に
は
し
な
い
が
、
と
も
あ
れ
故
の
寵
臣
を
追
憶
あ
そ
ば

さ
れ
て
の
思
し
召
し
と
畏
多
い
極
み
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
最
後
は
、
都
に
出
た
山
守
の
少
年
の
「
後
日
に
就
て
は
そ
の
後
杳
と
し
て
一
向

に
伝
は
る
と
こ
ろ
を
見
聞
し
な
い
」
と
書
き
、「
今
も
ま
だ
三
界
に
流
転
し
て
ゐ
る
」
の
か
、

そ
れ
と
も
「
浄
土
宗
の
念
仏
に
よ
つ
て
極
楽
に
往
生
し
た
の
か
」
わ
か
ら
な
い
と
い
う
締
め
括

り
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
締
め
括
り
方
は
、
春
夫
の
親
し
い
友
人
だ
っ
た
芥
川
龍

之
介
『
羅
生
門
』
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

以
上
、
佐
藤
春
夫
の
短
編
小
説
『
鴨
長
明
』
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
か
な
り
詳
し
く
紹

介
し
た
の
は
、
近
代
文
学
に
お
い
て
鴨
長
明
を
主
人
公
と
す
る
作
品
と
し
て
、
長
明
の
心
情
が

よ
く
描
か
れ
て
お
り
、『
吾
妻
鏡
』
に
も
「
雅
経
朝
臣
ノ
挙
ニ
依
リ
テ
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る

飛
鳥
井
雅
経
と
、『
方
丈
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
山
守
の
少
年
の
二
人
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
ら
と
の
語
ら
い
の
中
で
、
長
明
の
心
境
吐
露
を
自
然
に
行
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
な
お
か
つ
『
吾
妻
鏡
』
に
記
載
さ
れ
て
有
名
な
、
長
明
の
鎌
倉
下
向
が
ど
の
よ
う
な
背
景

が
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
、
ま
た
、『
方
丈
記
』
の
執
筆
は
鎌
倉
下
向
と
ど
の
よ
う
な
前
後
関

係
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
長
明
に
か
か
わ
る
二
つ
の
大
き
な
π
に
対
し
て
、
佐
藤
春
夫
な
り
の

答
え
を
こ
の
作
品
の
中
で
披
瀝
し
て
い
る
。
鎌
倉
下
向
の
前
と
後
の
時
期
に
『
方
丈
記
』
の
執

筆
を
分
け
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
、
山
守
の
少
年
の
存
在
意
義
、
そ
し
て
長
明
に
と
っ
て
の
方

丈
の
庵
で
の
生
活
へ
の
愛
着
と
懐
疑
の
双
方
を
『
方
丈
記
』
の
末
尾
に
即
し
て
好
く
捉
え
て
お

り
、
ま
た
江
戸
時
代
に
言
わ
れ
て
い
た
、
後
鳥
羽
上
皇
の
長
明
旧
跡
へ
の
行
幸
伝
説
な
ど
も
取

り
込
み
つ
つ
、
総
合
的
に
鴨
長
明
の
人
物
像
と
生
き
方
を
描
い
た
好
短
編
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
、『
方
丈
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
よ
く
咀
嚼
し
て
取
り
込
み

つ
つ
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
述
、『
源
家
長
日
記
』、
江
戸
時
代
の
行
幸
伝
説
な
ど
、
当
時
、
鴨
長

明
に
関
し
て
知
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
総
合
的
に
取
り
込
ん
で
書
い
て
い
る
。
文
学
者
が
創
作
や

評
論
で
、
鴨
長
明
と
『
方
丈
記
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
を
考
察
す
る
際
に
は
、
佐
藤
春
夫

に
よ
る
『
鴨
長
明
』
が
、
基
準
作
と
し
て
十
分
に
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
先
に
は
引
用
し
な
か
っ
た
が
、
春
夫
の
『
鴨
長
明
』
に
は
、「
愛
読
す
る
書
物
を
持

つ
て
ゐ
る
人
は
多
い
け
れ
ど
も
そ
の
書
物
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
生
活
し
よ
う
と
企
て
る
人
も
稀

有
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
長
明
は
池
亭
記
を
愛
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
生
活
を
段
々
と
愛
読
の
書

に
近
づ
け
て
行
つ
た
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。『
池
亭
記
』
の
作
者
慶
滋
保
胤
を
主
人
公
と
す

る
小
説
『
連
環
記（
５
）

』
を
幸
田
露
伴
が
書
い
た
の
は
、
佐
藤
春
夫
の
『
鴨
長
明
』
に
遅
れ
る
こ

と
五
年
、
昭
和
十
五
年
だ
っ
た
。
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
美
術
史
家
の
前
川
誠
郎
に

「
池
亭
記
と
方
丈
記（
６
）

」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
保
胤
が
池
亭
で
の
生
活
を

楽
し
ん
だ
よ
う
に
、
長
明
に
と
っ
て
も
ま
た
彼
の
終
の
住
居
と
な
っ
た
方
丈
で
の
暮
ら
し
の
歓

び
を
述
べ
る
こ
と
こ
そ
が
主
題
な
の
で
あ
る
」
と
、
長
明
に
と
っ
て
の
保
胤
の
存
在
の
大
き
さ

が
特
筆
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
太
宰
治
の
『
右
大
臣
実
朝
』
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
作
品
は
題
名
か
ら
し
て
も
、

鴨
長
明
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
脇
役
で
あ
る
が
、
春
夫
の
『
鴨
長
明
』
で
も
重
要
な
テ
ー
マ

と
な
っ
て
い
た
源
実
朝
と
の
会
見
シ
ー
ン
が
、
こ
こ
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
長
明
の

姿
は
、
佐
藤
春
夫
が
描
い
た
長
明
と
は
全
く
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
比
較

し
て
み
た
い
。

太
宰
治
の
『
右
大
臣
実
朝（
７
）

』
は
、
昭
和
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
書
き
下
ろ
し
の
長
編
小
説

で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、「
私
」
と
い
う
、
か
つ
て
実
朝
に
仕
え
た
人
物
が
、
実
朝
の
死
後
二

十
年
が
経
過
し
た
時
点
で
、
往
時
を
回
顧
し
て
語
る
形
式
を
採
っ
て
い
る
。『
吾
妻
鏡
』
か
ら

の
引
用
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
箇
所
ご
と
に
か
な
り
長
い
引
用
と
な
っ
て
お
り
、
一
見
す

る
と
、
歴
史
小
説
の
よ
う
な
趣
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
朝
の
言
葉
が
片
仮
名
で
記
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
中
に
は
、「
ア
カ
ル
サ
ハ
、
ホ
ロ
ビ
ノ
姿
デ
ア
ロ
ウ
カ
」
な
ど
、
太
宰
文
学
の
名
言

と
し
て
有
名
な
言
葉
が
含
ま
れ
る
。

『
右
大
臣
実
朝
』
に
は
実
朝
と
の
会
見
シ
ー
ン
以
外
に
も
鴨
長
明
が
登
場
し
、
主
人
公
の
実
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朝
を
除
け
ば
、
宋
の
陳
和
o
と
並
ぶ
ほ
ど
の
大
き
な
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

作
品
の
中
で
長
明
は
、
実
朝
か
ら
見
る
と
、「
ナ
カ
ナ
カ
、
世
捨
人
デ
ハ
ナ
イ
」
と
か
「
信
仰

ノ
無
イ
人
ラ
シ
イ
」
な
ど
と
、
辛
辣
に
評
さ
れ
て
い
る
し
、
長
明
の
風
貌
に
つ
い
て
も
、
語
り

手
の
「
私
」
に
第
一
印
象
と
し
て
、「
さ
だ
め
し
眼
光
も
鋭
く
、
人
品
い
や
し
か
ら
ず
、
御
態

度
も
堂
々
と
し
て
居
ら
れ
る
に
違
い
な
い
」
と
想
像
し
て
い
た
の
に
、「
ぽ
っ
ち
ゃ
り
と
太
っ

て
小
さ
い
、
見
ど
こ
ろ
も
な
い
下
品
の
田
舎
じ
い
さ
ん
で
、
お
顔
色
は
お
猿
の
よ
う
に
赤
く
て
、

鼻
は
低
く
、
お
頭
は
禿
げ
て
居
ら
れ
る
し
、
お
歯
も
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
御
様
子
で
、

そ
う
し
て
御
態
度
は
ど
こ
や
ら
軽
々
し
く
落
ち
つ
き
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
語
ら
せ
て
い
る
の

は
、
長
明
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
他
に
例
を
見
な
い
。
そ
の
後
の
記
述
で
も
、「
あ
の
ひ
ね
く

れ
切
っ
た
よ
う
な
御
老
人
」「
あ
の
小
さ
く
て
貧
相
な
、
き
ょ
と
ん
と
な
さ
れ
て
居
ら
れ
た
御

老
人
」
な
ど
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
『
右
大
臣
実
朝
』
で
は
、
栄
西
に
対
し
て
も

「
私
た
ち
の
眼
に
は
、
た
だ
お
ず
る
い
よ
う
な
飄
逸
の
僧
正
さ
ま
」
と
書
い
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、『
右
大
臣
実
朝
』
で
は
、
長
明
と
の
和
歌
問
答
が
実
朝
に
対
し
て
及
ぼ
し
た

甚
大
な
影
響
と
い
う
点
が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。「
そ
の
十
月
に
は
鴨
の
長

明
入
道
さ
ま
に
お
逢
い
に
な
り
、
稲
妻
の
胸
に
ひ
ら
め
く
が
如
く
一
瞬
に
し
て
和
歌
の
奥
義
を

感
得
な
さ
れ
、
そ
れ
以
後
の
お
歌
は
こ
と
ご
と
く
珠
玉
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
い
ま
は
、
は
や
御

年
二
十
二
歳
、
御
自
身
も
、
こ
の
と
し
を
も
っ
て
、
わ
が
歌
の
絶
頂
と
お
見
極
め
を
つ
け
ら
れ

た
御
様
子
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、（
下
略
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
鴨
長
明
の
鎌
倉
下

向
は
実
朝
と
の
会
見
を
通
し
て
、
長
明
が
実
朝
の
和
歌
の
師
と
な
る
も
く
ろ
み
が
飛
鳥
井
雅
経

に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
長
明
自
身
も
そ
れ
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
す

で
に
実
朝
は
藤
原
定
家
と
い
う
当
代
一
の
歌
人
と
師
弟
関
係
に
あ
り
、
こ
の
も
く
ろ
み
は
失
敗

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
太
宰
治
の
『
右
大
臣
実
朝
』
は
、
全
く
異
な
る
解
釈
を

採
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
長
明
が
、
実
朝
に
と
っ
て
「
和
歌
開
眼
」
の
機
縁
と
し
て
大
き
く
扱
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
佐
藤
春
夫
の
『
鴨
長
明
』
と
太
宰
治
の
『
右
大
臣
実
朝
』
を
比
較
し
て
み
た
。
長
明

の
側
か
ら
実
朝
と
の
会
見
を
描
い
た
春
夫
と
、
実
朝
の
側
か
ら
長
明
を
描
い
た
太
宰
で
は
、
最

初
か
ら
違
い
が
大
き
く
、
太
宰
が
鴨
長
明
を
自
作
に
登
場
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
春
夫
の
『
鴨
長

明
』
を
ど
の
程
度
意
識
し
た
か
は
、
明
確
に
は
測
り
が
た
い
。
け
れ
ど
も
、
太
宰
の
作
品
で
は
、

実
朝
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
一
層
明
確
に
す
る
た
め
に
鴨
長
明
の
人
物
造
型
が
行
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
主
人
公
た
る
実
朝
は
、
語
り
手
の
「
私
」
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら

れ
る
中
か
ら
お
の
ず
と
輪
郭
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
補
強
し
、
実
朝
の

存
在
自
体
を
相
対
化
す
る
人
物
と
し
て
、
鴨
長
明
が
こ
の
作
品
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担
わ
さ

れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。

な
お
、
こ
こ
で
鴨
長
明
か
ら
は
少
し
離
れ
て
し
ま
う
が
、
昭
和
十
八
年
に
は
小
林
秀
雄
の

『
実
朝
』
も
、『
文
学
界
』
の
二
月
・
五
月
・
六
月
に
連
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
年
前
の
昭
和

十
七
年
に
は
保
田
與
重
郎
の
『
後
鳥
羽
院
』
が
増
補
新
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
、
こ
こ
に
実
朝

が
「
後
鳥
羽
院
の
御
計
画
に
志
を
合
は
せ
た
と
い
ふ
伝
説
」
へ
の
言
及
も
あ
る
（
８
）

。

以
上
、「『
方
丈
記
私
記
』
前
史
」
を
p
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昭
和
十
年
代
後
半
の
時
期
に

は
、
鴨
長
明
お
よ
び
長
明
と
も
因
縁
浅
か
ら
ぬ
実
朝
を
め
ぐ
っ
て
、
文
学
者
た
ち
の
創
作
や
論

考
が
、
意
外
に
活
発
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
か
ら
約
三
十
年
後
、
太
平
洋
戦
争
の
終
戦

を
境
と
し
て
、
堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
の
登
場
は
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
、
如
何
な
る

点
で
独
自
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
　
堀
田
善
衞
『
方
丈
記
私
記
』
の
始
発

堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
は
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
に
筑
摩
書
房
か
ら
刊
行

さ
れ
た
。『
方
丈
記
私
記
』
は
題
名
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、『
方
丈
記
』
と
堀
田
自

身
の
戦
中
体
験
を
交
叉
さ
せ
な
が
ら
論
じ
た
評
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
堀
田
は
『
方
丈
記
私
記
』

以
前
に
も
、
い
く
つ
か
の
著
作
の
中
で
『
方
丈
記
』
に
触
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
河
』
は
、

昭
和
三
十
四
年
一
月
『
中
央
公
論
　
文
芸
特
集
』
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品

の
副
題
に
は
「
わ
が
方
丈
記
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
一
九
六
六
年
か
ら
二
年
余
に
わ
た
っ
て
雑

誌
に
連
載
さ
れ
、
六
八
年
九
月
に
一
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
（
９
）

」
と
い
う
『
若
き
日
の
詩
人
た
ち
の

肖
像
』（
昭
和
四
十
三
年
、
新
潮
社
、
以
下
『
肖
像
』）
に
も
、『
方
丈
記
』
の
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
方
丈
記
私
記
』
以
前
の
『
方
丈
記
』
に
か
か
わ
る
こ
れ
ら
の
著
作

も
視
野
に
収
め
た
う
え
で
、『
方
丈
記
私
記
』
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、

堀
田
善
衞
が
『
方
丈
記
』
に
い
つ
頃
か
ら
関
心
を
持
ち
、
彼
に
と
っ
て
『
方
丈
記
』
が
ど
の
よ

う
な
書
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
『
方
丈
記
私
記
』
で
は
、

ど
の
よ
う
に
深
め
ら
れ
、
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
p
る
こ
と
は
、『
方
丈
記
』
と
い
う
古
典
作

品
が
、
現
代
の
文
学
者
の
著
述
活
動
の
原
動
力
と
な
り
う
る
こ
と
の
検
証
と
も
な
る
。
堀
田
に

お
け
る
『
方
丈
記
』
体
験
の
大
き
さ
を
論
じ
た
論
文
に
、
武
田
友
寿
「『
方
丈
記
私
記
』・
終
末

の
な
か
の
発
端

―
堀
田
善
衞
論
」（『
三
田
文
学
』
六
十
三
号
、
一
九
七
六
年
十
月
）
が
あ

る
。
た
だ
し
、
武
田
論
文
で
は
、『
河
』
に
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
、『
方
丈
記
私
記
』
の
考

察
に
入
る
前
に
、
簡
単
に
、『
方
丈
記
私
記
』『
河
』『
肖
像
』
の
三
作
を
比
較
し
て
お
き
た

い
。こ

の
三
作
は
、
刊
行
順
に
並
べ
る
と
、『
河
』『
肖
像
』『
方
丈
記
私
記
』
と
な
る
が
、
書
か

れ
て
い
る
内
容
の
時
代
順
に
並
べ
る
と
、『
肖
像
』『
方
丈
記
私
記
』『
河
』
と
な
る
。
す
な
わ
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ち
、『
肖
像
』
は
、
昭
和
十
一
年
二
月
二
十
五
日
に
上
京
す
る
場
面
か
ら
始
ま
り
、
郷
里
に
帰

っ
て
い
た
主
人
公
が
召
集
令
状
を
受
け
取
る
場
面
で
終
わ
る
、
四
部
構
成
の
自
伝
的
長
篇
小
説

で
あ
る
。

『
方
丈
記
私
記
』
は
、
そ
の
冒
頭
部
が
『
肖
像
』
末
尾
の
時
期
の
さ
ら
に
少
し
後
、
昭
和
二

十
年
三
月
九
日
か
ら
始
ま
り
、
三
月
十
八
日
の
東
京
大
空
襲
に
続
く
体
験
を
梃
子
と
し
て
、

『
方
丈
記
』
を
自
分
の
視
点
で
読
み
直
し
、
時
代
の
あ
り
よ
う
を
思
索
し
た
評
論
で
、
全
十
章

か
ら
な
る
。
そ
の
第
三
章
で
、「
先
年
、
自
伝
的
な
小
説
を
書
い
た
際
に
、
そ
の
若
い
主
人
公

の
大
学
生
が
」
と
言
及
し
て
い
る
の
が
、『
肖
像
』
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
『
方
丈
記
私
記
』

は
、
初
出
誌
、
単
行
本
、
お
よ
び
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
四
月
発
行
の
新
潮
文
庫
版

『
方
丈
記
私
記
』（
巻
末
に
、
山
本
健
吉
に
よ
る
解
説
を
付
す
）
と
、
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八

八
）
九
月
第
一
刷
発
行
の
ち
く
ま
文
庫
『
方
丈
記
私
記
』（
巻
末
に
、
一
八
八
〇
年
九
月
号

「
國
文
學
」
掲
載
の
、
五
木
寛
之
と
堀
田
善
衞
に
よ
る
対
談
「
方
丈
記
再
読
」
を
再
録
し
て
い

る
）
を
参
照
し
た
。

『
河
』
は
、
副
題
に
「
わ
が
方
丈
記
」
と
あ
る
が
、
作
品
中
に
直
接
『
方
丈
記
』
が
ま
と
ま

っ
て
引
用
さ
れ
る
の
は
最
後
の
場
面
で
あ
る
。『
河
』
は
、
世
界
各
地
の
河
を
実
際
に
見
て
、

現
地
で
の
実
体
験
と
人
々
と
の
交
流
の
中
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
戦
後
ま
で
の
時
代
の

流
れ
を
描
く
。
そ
の
よ
う
な
現
実
世
界
は
、
日
本
の
中
世
の
無
常
観
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
一
方
で
、『
方
丈
記
』
の
記
述
に
あ
る
よ
う
な
人
生
観
や
無
常
観
が
た
と
え
あ
っ
た

と
し
て
も
、「
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
」
と
い
う
心
境
に
な
っ
て
、「
私
」
は
カ
イ
ロ
か
ら
日
本

に
帰
国
す
る
。
こ
の
作
品
の
最
後
を
引
用
し
よ
う
。

涼
し
い
風
が
吹
い
て
い
た
。

明
日
は
、
砂
漠
を
越
え
、
も
ろ
も
ろ
の
大
河
を
再
び
越
え
て
、
日
本
だ
…
…
。
異
様
に

そ
れ
は
異
域
ば
か
り
へ
は
み
出
す
ぎ
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
、
が
結
局
、
こ
れ
は
わ
が
方
丈

の
記
で
あ
ろ
う
。
エ
コ
ロ
も
ム
ル
シ
ィ
も
ジ
ャ
ン
ヌ
も
一
日
と
し
て
同
じ
日
を
お
く
り
は

し
な
い
で
あ
ろ
う
、
彼
等
も
ま
た
我
慢
強
く
か
つ
ね
ば
り
強
く
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
毎
日

変
え
て
行
く
。
ゆ
く
河
の
な
が
れ
は
た
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
…
…
。

現
実
と
の
折
り
合
い
を
つ
け
つ
つ
、
現
実
へ
の
批
判
精
神
を
保
ち
続
け
よ
う
と
す
る
、
堀
田

の
生
き
る
姿
勢
を
表
明
し
て
、
作
品
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

『
方
丈
記
』
を
め
ぐ
る
感
想
や
思
索
が
詳
し
く
開
陳
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
方
丈

記
』
を
媒
介
と
し
て
、「
私
」
の
点
在
す
る
体
験
が
、
実
際
に
見
た
世
界
各
地
の
河
で

ぎ
合

わ
さ
れ
、
世
界
が
広
が
り
を
持
つ
面
と
し
て
自
分
の
中
に
定
位
さ
れ
る
。
そ
の
起
点
と
な
っ
た

の
が
、『
方
丈
記
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
『
河
』
で
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
た

こ
と
が
、
堀
田
に
と
っ
て
、
後
年
『
方
丈
記
私
記
』
の
執
筆
へ
と

が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

こ
の
作
品
は
、「
エ
ジ
プ
ト
人
の
ム
ル
シ
ィ
」
と
「
カ
メ
ル
ー
ン
生
れ
の
エ
コ
ロ
」
と
「
私
」

の
三
人
が
橋
の
欄
干
に
寄
り
か
か
っ
て
、
涼
し
い
風
に
吹
か
れ
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
冒

頭
の
一
文
は
、「
涼
し
い
風
が
吹
い
て
い
た
」、
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
作
品
中
で
、
冒
頭
を

含
め
て
合
計
七
回
繰
り
返
さ
れ
、
ま
る
で
詩
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
よ
う
だ
。
ち
な
み
に
、
堀
田
は

詩
人
と
し
て
出
発
し
た
文
学
者
で
あ
る
。
彼
は
昭
和
十
八
年
に
同
人
雑
誌
『
批
評
』
に
参
加
し

て
、
詩
や
評
論
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、『
方
丈
記
私
記
』
と
の

が
り
が
注
目
さ

れ
る
『
西
行

（
10
）

』
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
最
初
に
『
批
評
』
に
発
表
さ
れ
た
堀
田
の
作
品
は
、

「
今
宵
何
を
語
ら
う
…
…
」「
祈
り
」
の
二
編
の
詩
（
第
五
巻
第
七
号
、
昭
和
十
八
年
七
月
）
や
、

「
何
処
へ
？
（
立
原
道
造
論
）」
と
詩
「
挽
歌

―
み
ま
か
れ
る
美
し
き
詩
人
に

―
」「
明
る

く
歌
の
や
う
に
」（
第
五
巻
第
八
号
、
昭
和
十
八
年
八
月
）
な
ど
で
あ
っ
た
。

さ
て
、『
河
』
は
、
番
号
は
付
し
て
い
な
い
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
行
間
を
空
け
て
、
全
体
が

六
節
に
区
切
ら
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
第
一
節
に
五
回
、
最
終
章
の
第
六

節
に
二
回
出
て
来
る
が
、
そ
れ
以
外
の
節
に
は
出
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
、
最
初
と
最
後
は
同
じ

カ
イ
ロ
の
ナ
イ
ル
川
で
あ
る
が
、
第
二
節
・
第
三
節
・
第
四
節
・
第
五
節
は
、
そ
れ
ぞ
れ
場
面

が
世
界
各
地
に
渉
り
、
各
地
域
で
の
「
私
」
の
体
験
が
回
想
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
国
際
的
な

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
小
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
た
背
景
に
は
、
昭
和
三
十
三

年
五
月
末
か
ら
八
月
上
旬
ま
で
の
海
外
渡
航
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
堀
田
善
衞
に
お
け
る
海
外

体
験
、
と
り
わ
け
国
際
会
議
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
山
下
宏
明
「
国
際
会
議
と
文
学

―
堀

田
善
衞
に
即
し
て

―
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
』
二
十
四
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）

が
あ
る
。

第
一
節
は
、
北
欧
で
知
り
合
っ
た
私
と
ム
ル
シ
ィ
と
エ
コ
ロ
が
、
ア
フ
リ
カ
や
中
国
や
日
本

の
政
治
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
や
理
想
を
語
り
合
う
。
第
二
節
は
一
九
四
六
年
上
海
を
舞
台
に
、

捕
虜
に
な
っ
て
重
慶
の
放
送
局
か
ら
来
た
木
葉
信
一
と
私
が
黄
浦
江
を
眺
め
な
が
ら
の
対
話
か

ら
始
ま
る
。「
河
っ
て
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
ず
う
っ
と
つ
づ
い
て
い
て
、
い
や
な
も
の
だ
な
」

「
中
国
の
地
獄
は
河
底
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
ね
」
と
い
う
木
葉
に
対
し
て
、
私
が
「
西
遊

記
に
出
て
来
る
妖
怪
の
沙
悟
浄
や
、
魚
怪
の
黒
卵
道
人
と
か
」「
こ
の
河
底
の
一
万
三
千
の
妖

怪
と
い
う
の
が
、
悉
く
み
な
哲
学
者
思
想
家
で
、
流
沙
河
の
河
底
と
い
う
の
が
中
国
哲
学
の
倉

庫
み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
ん
だ
」
な
ど
と
言
う
場
面
に
は
、
中
島
敦
の
『
わ
が
西
遊
記
』
を
思

わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。『
河
』
の
副
題
が
、「
わ
が
方
丈
記
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
か
か

わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
黄
河
の
復
旧
工
事
の
た
め
に
や
っ
て
来
た
デ
ン
マ
ー
ク
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人
の
デ
ィ
ル
ク
セ
ン
や
、
山
本
と
い
う
日
本
人
と
結
婚
し
た
中
国
人
の
女
性
の
悲
劇
も
書
か
れ

て
い
る
。
第
三
節
は
、
パ
リ
の
セ
ー
ヌ
川
、
第
四
節
は
、
東
京
か
ら
ア
ラ
ス
カ
の
ア
ン
カ
レ
ジ

ま
で
の
空
の
旅
で
見
た
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
流
れ
る
幾
筋
も
の
河
の
こ
と
、
第
五
節
は
タ
シ

ュ
ケ
ン
ト
か
ら
サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ
車
で
移
動
し
な
が
ら
中
央
ア
ジ
ア
の
シ
ー
ル
・
ダ
リ
ア
河
を

見
た
こ
と
、
そ
し
て
、
第
六
節
が
再
び
、
冒
頭
の
ナ
イ
ル
河
の
場
面
に
戻
る
。

三

『
方
丈
記
私
記
』
当
時
の
文
学
状
況

こ
の
よ
う
に
、
堀
田
の
三
作
品
を
押
さ
え
た
上
で
、『
方
丈
記
私
記
』
が
刊
行
さ
れ
た
昭
和

四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
七
月
前
後
の
文
学
状
況
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
『
方
丈

記
私
記
』
は
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
前
に
、
ま
ず
昭
和
四
十
五
年
七
月
号
か
ら
昭
和
四

十
六
年
四
月
号
ま
で
、『
展
望
』
に
連
載
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
作
品

が
発
表
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
方
丈
記
私
記
』
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
昭
和
四
十
五
年
七
月

か
ら
、
三
島
由
紀
夫
の
『
天
人
五
衰
』
が
『
新
潮
』
に
連
載
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
連
載
は
、
翌

四
十
六
年
一
月
ま
で
続
い
た
か
ら
、
ま
さ
に
堀
田
の
『
方
丈
記
私
記
』
と
同
時
進
行
だ
っ
た
。

そ
の
三
島
由
紀
夫
が
割
腹
自
殺
し
た
の
が
、
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
だ
っ
た
。

昭
和
四
十
六
年
二
月
に
は
、
二
つ
の
実
朝
論
が
出
た
。
論
者
は
、
中
野
孝
次
と
吉
本
隆
明
で

あ
る
。
ま
ず
、
中
野
孝
次
「
怨
念
の
散
歩
…
…
実
朝
、
ホ
モ
・
レ
リ
ギ
オ
ー
ズ
ス
の
文
学
」

（
文
芸
季
刊
誌
『
す
ば
る
』
第
三
号
、
一
九
七
一
年
冬
）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ

や
ノ
ッ
ク
ス
な
ど
を
援
用
し
な
が
ら
、
定
家
や
長
明
、
さ
ら
に
は
心
敬
も
招
来
し
て
、
特
に
定

家
に
代
表
さ
れ
る
新
古
今
美
学
を
「
本
歌
取
り
文
化
圏
」
と
命
名
し
、「
本
歌
取
り
文
化
共
同

体
」
と
し
て
の
日
本
文
化
論
を
一
方
に
際
立
た
せ
、
そ
の
対
極
に
実
朝
を
位
置
付
け
て
い
る
。

『
す
ば
る
』
第
三
号
に
、「
特
集
　
根
源
的
な
問
い
」
の
一
編
と
し
て
、
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

吉
田
健
一
「
文
学
が
文
学
で
な
く
な
る
時
」
に
続
い
て
、
第
二
番
目
に
位
置
す
る
こ
の
評
論
は
、

目
次
に
よ
れ
ば
「
二
百
二
十
枚
」
と
銘
打
っ
て
あ
り
、
一
挙
に
掲
載
さ
れ
た
力
作
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
「
怨
念
の
散
歩
」
で
中
野
孝
次
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
、『
方
丈
記
私
記
』
の
最

終
章
に
は
興
味
深
い
類
似
性
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
し
た

い
。な

お
、
中
野
孝
次
は
、
後
年
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
清
貧
の
思
想
』（
草
思
社
、
一

九
九
二
年
）
全
二
十
四
章
中
、
二
つ
の
章
で
鴨
長
明
に
触
れ
て
い
る
。「
四
、
鴨
長
明
と
方
丈

の
庵
　
三
界
は
只
心
ひ
と
つ
な
り
」
と
「
七
、
鴨
長
明
が
讃
え
た
芸
道
一
筋
の
名
手
た
ち
　
数

奇
の
心
、
数
奇
者
の
み
が
知
る
」
で
あ
る
。
第
七
章
は
鴨
長
明
が
ま
と
め
た
仏
教
説
話
集
『
発

心
集
』
に
書
か
れ
て
い
る
笙
と
篳
篥
の
名
手
の
話
だ
が
、
冒
頭
に
は
『
方
丈
記
』
か
ら
庵
の
室

内
描
写
を
引
用
し
て
、「
し
か
も
好
む
と
こ
ろ
の
琴
・
琵
琶
ま
で
あ
る
、
い
わ
ば
風
流
人
の
住

居
で
あ
る
」
と
も
書
い
て
い
る
。
第
四
章
は
、『
方
丈
記
』
論
で
、
こ
こ
で
は
鴨
長
明
を
兼
好

と
比
べ
て
、
長
明
は
「
煩
悩
の
人
」
で
あ
り
、「『
方
丈
記
』
の
面
白
さ
は
そ
の
人
間
臭
さ
に

よ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、
中
野
孝
次
は
、『
清
貧
の
思
想
』
か
ら
十
余
年
後
、『
す
ら
す
ら
読
め
る
方
丈
記
』

（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
）
を
刊
行
し
て
、
こ
こ
で
『
方
丈
記
』
自
体
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん

で
い
る
。
こ
の
本
の
特
徴
は
、
本
の
帯
に
、「
総
ル
ビ
つ
き
原
文
　
著
者
オ
リ
ジ
ナ
ル
現
代
語

訳
つ
き
」
と
銘
打
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
代
人
に
わ
か
り
や
す
く
、
し

か
も
文
学
者
に
よ
る
解
説
と
現
代
語
訳
に
よ
っ
て
、『
方
丈
記
』
そ
の
も
の
を
、「
現
代
文
学
」

と
し
て
提
供
す
る
点
に
出
版
の
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
試
み
は
成
功
し
て
い
る
と
思

う
。
冒
頭
に
「
本
書
に
収
録
の
『
方
丈
記
』
は
、
大
福
光
寺
本
を
底
本
と
し
た
簗
瀬
一
雄
訳
注

『
方
丈
記
』（
角
川
文
庫
）
に
よ
っ
た
」
と
明
記
し
て
、
全
体
を
六
章
に
分
け
、
そ
れ
を
さ
ら
に

細
分
化
し
て
、合
計
三
十
七
節
に
分
け
て
い
る
簗
瀬
一
雄
の
原
文
の
区
切
り
方
に
従
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
中
野
孝
次
は
、『
清
貧
の
思
想
』
と
『
す
ら
す
ら
読
め
る
方
丈
記
』
で
、
参
考
文
献

に
堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
は
挙
げ
て
い
な
い
。

『
方
丈
記
』
と
『
金
槐
和
歌
集
』、
長
明
と
実
朝
、
こ
の
一
対
の
中
世
文
学
と
文
学
者
は
、
現

代
文
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
で
縒
り
合
わ
さ
れ
な
が
ら
、
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
実
朝
の
水
脈
も
ま
た
深
い
。

昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
年
）
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
の
翌

月
、
同
年
八
月
に
吉
本
隆
明
『
源
実
朝
』（
日
本
詩
人
選
12
、
筑
摩
書
房
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
吉
本
の
実
朝
論
に
は
、
鴨
長
明
と
の
会
見
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ

の
本
の
冒
頭
は
、
太
宰
治
の
『
右
大
臣
実
朝
』
と
小
林
秀
雄
の
『
実
朝
』
へ
の
言
及
か
ら
始
ま

る
。
両
書
の
実
朝
像
の
違
い
が
、
片
や
「
太
宰
の
ひ
そ
か
に
願
い
つ
づ
け
た
自
画
像
」
と
し
て

の
実
朝
で
あ
り
、
片
や
「
戦
乱
の
な
か
で
、
あ
る
意
味
で
孤
独
で
あ
っ
た
小
林
秀
雄
自
身
が
、

実
朝
に
移
入
さ
れ
て
い
る
」、
と
い
う
の
が
吉
本
の
把
握
だ
っ
た
。
吉
本
の
実
朝
論
は
、
全
十

一
章
の
う
ち
、
合
計
四
章
を
和
歌
に
割
い
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
ろ
う
。

吉
本
の
場
合
、
実
朝
と
対
置
さ
れ
る
の
は
、
長
明
で
も
定
家
で
も
な
く
、
そ
れ
は
二
代
将
軍

頼
家
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
実
朝
の
存
在
を
関
東
武
士
の
政
治
と
倫
理
の
中
で
考
察
す
る
と
と
も

に
、
暗
殺
さ
れ
た
実
朝
を
聖
徳
太
子
伝
説
に
な
ぞ
ら
え
て
、
祭
り
上
げ
ら
れ
た
末
に
犠
牲
に
さ

れ
た
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
源
氏
三
代
の
将
軍
が
絶
え
、
北
条
氏
が
実
権
を
握
る
政
治

の
季
節
と
そ
の
終
焉
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
六
年
は
、
中
野
孝
次
の
実
朝
論
「
怨

念
の
散
歩
」、
堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』、
吉
本
隆
明
の
『
源
実
朝
』
と
い
う
三
作
が
、

文
字
通
り
踵
を
接
し
て
刊
行
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
十
年
代
半
ば
も
ま
た
、
一
つ
の
政
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治
の
季
節
の
終
焉
だ
っ
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。

四

『
方
丈
記
私
記
』
の
構
想
と
構
成

さ
て
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
堀
田
自
身
の
内
部
で
は
、『
方
丈
記
』
が
か
な
り
早
い
時

期
か
ら
関
心
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
『
方
丈
記
私
記
』
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
作
品
に
結
実
す

る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
外
部
要
因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

中
世
思
想
史
を
専
門
と
す
る
大
隅
和
雄
は
『
方
丈
記
に
人
と
栖
の
無
常
を
読
む
』（
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
で
、
明
治
以
後
は
、「
半
ば
批
判
し
て
少
し
だ
け
肯
定
す
る
と
い
っ
た

よ
う
な
『
方
丈
記
』
の
読
み
方
」
が
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
た
後
で
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指

摘
を
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、『
方
丈
記
』
研
究
史
の
中
で
、『
方
丈
記
』
に
対
す
る
見
方

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
俯
瞰
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』

の
位
置
付
け
と
、『
方
丈
記
私
記
』
の
受
け
入
れ
ら
れ
方
に
も
触
れ
て
い
る
点
で
、
参
考
に
な

る
見
解
で
あ
る
の
で
、
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
よ
う
。

と
こ
ろ
が
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
る
少
し
前
か
ら
、『
方
丈
記
』
の
本
論
や
文
学
的
な
価

値
は
後
半
で
は
な
く
て
前
半
に
あ
る
の
で
、
そ
こ
を
重
視
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う

議
論
が
で
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
が
大
学
に
在
学
し
た
昭
和
二
十
年
代
の
後
半
は
そ
う
い

う
解
釈
が
非
常
に
盛
ん
だ
っ
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
中
世
文
学
の
研
究
者
の
中
で
指

導
的
な
地
位
に
あ
っ
た
永
積
安
明
氏
が
、『
方
丈
記
』
の
価
値
は
前
半
の
部
分
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
早
く
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
永
積
安
明
『
中
世
文
学
論
』
日
本
評
論

社
、
一
九
四
四
年
）。

前
半
の
部
分
は
、
確
か
に
世
の
中
と
い
う
も
の
を
た
い
へ
ん
リ
ア
ル
に
描
き
だ
し
て
い

る
。
飢
饉
の
描
写
で
あ
る
と
か
、
戦
乱
で
混
乱
す
る
様
子
、
京
都
の
町
が
崩
壊
し
て
い
く

過
程
が
迫
力
の
あ
る
文
章
で
綴
ら
れ
て
お
り
ま
す
。『
方
丈
記
』
の
そ
う
い
う
部
分
は
、

『
平
家
物
語
』
な
ど
に
も
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
部
分
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
章

の
迫
力
は
、『
平
家
物
語
』
以
上
だ
。『
方
丈
記
』
は
後
半
に
な
っ
て
弱
気
に
な
っ
て
、

気
の
迷
い
か
ら
あ
あ
い
う
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
は
た
い
へ
ん
醒
め
た

目
で
世
の
中
を
じ
っ
と
見
詰
め
た
前
半
の
方
が
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
し

た
。戦

後
、
昭
和
四
十
年
ご
ろ
ま
で
は
『
方
丈
記
』
を
読
ん
だ
り
解
説
す
る
場
合
は
、
そ
う

い
う
読
み
方
が
一
般
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
文
学
者
の
間
に
も
そ
う
い
う
読
み
方
が

だ
ん
だ
ん
浸
透
し
ま
し
て
、
堀
田
善
衞
が
『
方
丈
記
』
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
は
、
戦
後

の
知
識
人
に
広
く
読
ま
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
『
方
丈
記
』
の
主
に
前
半
の

こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。（
堀
田
善
衞
『
方
丈
記
私
記
』
ち
く
ま
文
庫
、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
八
年
）。
こ
の
よ
う
に
、
後
半
に
は
ほ
と
ん
ど
価
値
を
認
め
な
い
と
い
う
『
方
丈

記
』
の
読
み
方
が
一
般
的
で
し
た
。

国
文
学
研
究
史
の
潮
流
の
中
に
『
方
丈
記
私
記
』
を
位
置
付
け
て
い
る
論
と
し
て
、
傾
聴
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。『
方
丈
記
私
記
』
は
、「
戦
後
の
知
識
人
に
広
く
読
ま
れ
た
」
だ
け
で
な
く
、

そ
の
後
も
、
文
学
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
そ
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
、「
現

代
文
学
の
古
典
」
と
し
て
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
な
ぜ
『
方
丈
記
私
記
』

が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
影
響
力
を
持
ち
得
た
の
か
に
つ
い
て
の
探
究
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ

う
。
本
稿
の
問
題
意
識
も
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。
本
稿
が
こ
れ
ま
で
、『
方
丈
記
』
そ
の
も
の

の
研
究
史
で
は
な
く
、『
方
丈
記
私
記
』
前
史
と
も
い
う
べ
き
文
学
的
な
動
向
を
概
観
し
て
き

た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
方
丈
記
私
記
』
は
、
国
文
学
研
究
の
成
果
の
上
に
立
っ
て
文
学
者
が
遂
行
し
た
典
型
で
あ

り
、
永
積
安
明
た
ち
に
よ
っ
て
『
方
丈
記
』
読
解
の
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
大
き
な
要

因
と
し
な
が
ら
も
、
堀
田
善
衞
の
内
面
と
『
方
丈
記
』
が
激
し
く
触
れ
あ
っ
て
発
火
し
た
こ
と

を
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。『
方
丈
記
』
と
い
う
古
来
著
名
な
作
品
を
、
自
分
こ
そ
が
真
に

理
解
し
、
究
明
で
き
る
と
い
う
自
負
。
そ
れ
は
『
方
丈
記
』
に
描
か
れ
て
い
る
五
大
災
厄
と
同

様
の
体
験
を
実
際
に
自
分
も
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
上
に
立
脚
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
自
信
と
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
生
じ
て
来
る
熱
気
が
全
編
を
覆
っ
て
い
る
。

さ
て
、『
方
丈
記
私
記
』
は
全
十
章
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
ト
ル
は
ほ
と
ん
ど
が

『
方
丈
記
』
の
原
文
の
一
節
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
全
体
像
を
概
観
す
る
た
め
に
、
タ
イ
ト
ル
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

一
　
そ
の
中
の
人
、
現
し
心
あ
ら
む
や

二
　
世
の
乱
る
ゝ
瑞
相
と
か

三
　
羽
な
け
れ
ば
、
空
を
も
飛
ぶ
べ
か
ら
ず

四
　
古
京
は
す
で
に
荒
れ
て
、
新
都
は
い
ま
だ
成
ら
ず

五
　
風
の
け
し
き
に
つ
ひ
に
ま
け
ぬ
る

六
　
あ
は
れ
無
益
の
事
か
な

七
　
世
に
し
た
が
へ
は
、
身
く
る
し

八
　
世
中
に
あ
る
人
と
栖
と

九
　
夫
、
三
界
は
只
心
ひ
と
つ
な
り
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十
　
阿
弥
陀
仏
、
両
三
遍
申
し
て
や
み
ぬ

こ
の
中
で
、
第
五
章
の
「
風
の
け
し
き
に
つ
ひ
に
ま
け
ぬ
る
」
は
、
鴨
長
明
の
和
歌
か
ら
採

ら
れ
、
第
六
章
の
「
あ
は
れ
無
益
の
事
か
な
」
は
鴨
長
明
が
ま
と
め
た
歌
論
書
『
無
名
抄
』
か

ら
採
ら
れ
て
い
る
。

『
方
丈
記
私
記
』
は
、
そ
の
冒
頭
が
、「
私
が
以
下
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
実
を
言

え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
古
典
の
一
つ
で
あ
る
鴨
長
明
『
方
丈
記
』
の
鑑
賞
で
も
、
ま
た
、
解
釈
、

で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
私
の
、
経
験
な
の
だ
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

堀
田
が
自
分
の
経
験
と
長
明
に
絡
め
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
本
書
の
前
半
部
で
あ
る

第
五
章
ま
で
で
あ
り
、
第
六
章
か
ら
は
、
長
明
の
経
歴
や
当
時
の
歴
史
に
即
し
て
の
記
述
が
ほ

と
ん
ど
で
、
自
分
自
身
の
こ
と
は
後
景
に
退
い
て
い
る
。
堀
田
の
内
部
で
、
次
第
に
鴨
長
明
に

即
し
た
書
き
方
へ
と
執
筆
態
度
が
方
向
転
換
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
私
記
』
は
、
決

し
て
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
堀
田
自
身
の
体
験
と
『
方
丈
記
』
を
ぴ
た
り
と
寄
り
添
わ
せ
て
論

が
進
ん
で
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
堀
田
個
人
の
体
験
を
越
え
て
、
よ
り
大
き
な
文
脈

で
『
方
丈
記
』
を
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
最
終
章
で
は
、
歴

史
の
あ
り
方
と
文
化
の
伝
統
と
い
う
二
つ
の
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
さ
ら
に
捉
え
直
す
か
と
い

う
視
点
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

『
方
丈
記
私
記
』
の
末
尾
部
分
に
は
、「
歴
史
と
社
会
、
本
歌
取
り
主
義
の
伝
統
、
仏
教
ま
で

が
、
全
否
定
さ
れ
た
と
き
に
、
彼
（
引
用
者
注
・
鴨
長
明
）
に
は
は
じ
め
て
『
歴
史
』
が
見
え

て
来
た
。
皇
族
貴
族
集
団
、
朝
廷
一
家
の
や
ら
か
し
て
い
る
こ
と
と
、
災
殃
に
あ
え
ぐ
人
民
の

こ
と
が
等
価
の
も
の
と
し
て
、
双
方
が
く
っ
き
り
と
見
え
て
来
た
。
そ
こ
に
方
丈
記
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
自
身
が
歴
史
と
化
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
う
し
て
か
か
る
『
閑
居
の
気

味
』
は
、
中
世
芸
術
家
た
ち
の
憧
憬
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
ま
た
今
度
は
鴨
長
明
自
体
が
本
歌

取
り
の
対
象
に
さ
れ
て
し
ま
う
」、
と
あ
る
。

こ
の
言
葉
を
以
て
『
方
丈
記
私
記
』
を
締
め
括
っ
た
堀
田
善
衞
は
、
文
化
伝
統
の
強
S
な
生

命
力
を
冷
徹
に
見
据
え
る
一
方
で
、
そ
れ
ま
で
書
き
綴
っ
て
き
た
み
ず
か
ら
の
思
索
を
相
対
化

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
見
事
に
『
方
丈
記
』
末
尾
と
、
遙
か
に
呼
応
し
あ
っ
て
い
る
よ
う

に
わ
た
く
し
に
は
思
え
る
が
、
中
野
孝
次
の
「
怨
念
の
散
歩
」
と
読
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ま

た
違
っ
た
光
景
が
見
え
て
く
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
『
方
丈
記
私
記
』
は
、
昭
和
四
十
六

年
の
刊
行
に
先
だ
っ
て
、
最
初
は
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
七
月
か
ら
四
十
六
年
四
月
ま

で
『
展
望
』
に
連
載
さ
れ
た
。
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
あ
た
る
昭
和
四
十
六
年
二
月
一
日
発
行
の

『
す
ば
る
』
第
三
号
に
、
中
野
孝
次
の
実
朝
論
「
怨
念
の
散
歩
」
が
発
表
さ
れ
て
、
そ
こ
で
も

「
本
歌
取
り
」
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
堀
田
の
『
方
丈
記
私
記
』
最
終
章
は
、
そ
の
二
箇

月
後
の
四
月
掲
載
で
あ
る
。
堀
田
は
中
野
の
実
朝
論
を
、
最
終
章
を
書
く
前
に
読
ん
だ
可
能
性

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ぎ
り
ぎ
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
い
は
読
ん
だ
か
も
知
れ
ぬ
。
も
ち
ろ

ん
、
読
ん
で
お
ら
ず
、
偶
然
の
一
致
と
い
う
可
能
性
も
大
き
い
。
と
い
う
の
は
、『
展
望
』
連

載
の
最
終
回
で
は
中
野
孝
次
の
実
朝
論
へ
の
言
及
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
行
本
で

は
「
こ
こ
で
し
ば
ら
く
中
野
氏
の
書
か
れ
た
と
こ
ろ
に
な
ら
っ
て
」
と
あ
り
、『
す
ば
る
』
の

号
数
も
明
記
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
人
の
文
学
者
が
、
鴨
長
明
と
源
実
朝
と
い
う
直
接
対
面
も
し
て
い
る
二

人
の
歴
史
上
の
人
物
を
め
ぐ
っ
て
思
索
を
巡
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
新
古
今
時
代
の
文

学
的
な
潮
流
で
あ
る
「
本
歌
取
り
」
を
堀
田
と
中
野
の
双
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
取
り
上
げ

て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
中
野
孝
次
は
、「
本
歌
取
り
文
化
共
同
体
」「
本
歌
取
り
文
化
圏
」

と
い
う
概
念
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
朝
を
藤
原
定
家
の
よ
う
な
「
新
古
今
歌
人
」

た
ち
と
対
置
し
た
。
堀
田
も
『
方
丈
記
私
記
』
の
最
終
章
で
、「
本
歌
取
り
主
義
の
伝
統
」
に

触
れ
て
、
長
明
を
歴
史
の
遠
景
の
中
に
封
じ
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
鴨
長
明
と

『
方
丈
記
』
の
強
力
な
呪
縛
か
ら
、
み
ず
か
ら
を
解
放
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
鴨
長
明

と
『
方
丈
記
』
を
巡
る
み
ず
か
ら
の
言
説
が
、
そ
れ
ら
の
「
本
歌
取
り
」
か
ら
免
れ
て
い
る
か
、

と
い
う
自
問
自
答
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
問
自
答
は
、『
方
丈
記
』
を
書
き
綴
っ
て
き
た
長

明
が
、
方
丈
の
庵
へ
の
愛
着
に
気
づ
き
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
自
問
自
答
し
た
こ
と
に

が
っ
て

い
る
よ
う
に
わ
た
く
し
に
は
見
え
る
。

堀
田
が
「
彼
自
身
が
歴
史
と
化
し
た
の
で
あ
る
」
と
書
い
た
の
は
、
堀
田
自
身
が
そ
の
よ
う

に
長
明
を
「
歴
史
化
」
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
長
明
や
『
方
丈
記
』
よ
り
も
さ
ら
に
大

き
な
「
歴
史
」
と
い
う
概
念
に
堀
田
が
実
体
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
堀

田
文
学
が
、『
方
丈
記
私
記
』
の
執
筆
を
経
て
、
藤
原
定
家
や
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
ラ
・
ロ
シ
ュ

フ
コ
ー
、
ゴ
ヤ
な
ど
を
次
々
に
描
き
出
し
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
さ
に
そ
の
方
法
論
を
獲
得
さ
せ
た
記
念
碑
的
な
作
品
が
、『
方
丈
記
私
記
』
だ
っ
た
と

考
え
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
堀
田
自
身
の
文
学
世
界
か
ら
目
を
転
じ
れ
ば
、『
方
丈
記
私
記
』
は
、
こ

の
作
品
自
体
が
自
立
し
た
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
、
現
代
文
学
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め

て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
『
方
丈
記
私
記
』
以
後
の
展
開
を
、
最
後
に
概
観
し
た
い
。

五

『
方
丈
記
私
記
』
の
展
開

堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
鴨
長
明
を
中
心
に
取
り

上
げ
て
い
る
点
で
、
佐
藤
春
夫
の
『
鴨
長
明
』
と
共
通
す
る
が
、
長
明
と
同
時
代
の
人
物
で
言
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え
ば
、
実
朝
を
論
じ
た
作
品
の
方
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
が
逆

に
『
方
丈
記
私
記
』
を
際
立
た
せ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
本
の
直
接
・
間
接

の
影
響
が
、
各
方
面
に
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
方
丈
記
私
記
』
の
最
末
尾
で
堀
田
が
、

「
今
度
は
鴨
長
明
自
体
が
本
歌
取
り
の
対
象
に
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
書
い
た
こ
と
は
、
堀
田
の

『
方
丈
記
私
記
』
自
体
が
そ
の
後
あ
る
意
味
で
「
本
歌
取
り
」
さ
れ
て
ゆ
く
文
学
史
を
予
兆
さ

せ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
文
学
面
に
お
け
る
影
響
と
し
て
上
田
三
四
二
の
『
俗
と
無
常
』、

造
形
芸
術
面
に
お
け
る
影
響
と
し
て
、
柄
澤
齊
の
版
画
集
『
方
丈
記
』、
さ
ら
に
は
、
映
像
芸

術
面
に
お
け
る
影
響
と
し
て
、
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
「
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
が
描
く
乱
世
。

堀
田
善
衞
展
」
を
挙
げ
た
い
。

先
に
、
中
野
孝
次
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
言
及
し
た
上
田
三
四
二
『
俗
と
無
常

―
徒
然
草

の
世
界
』（
講
談
社
）
は
、
六
章
か
ら
な
る
徒
然
草
論
で
あ
る
。
そ
の
第
一
章
は
「『
方
丈
記
』

か
ら
『
徒
然
草
』
へ
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
『
方
丈
記
』
に
も
か
な
り
の
力
点
が
置
か
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
上
田
の
『
方
丈
記
』
に
対
す
る
姿
勢
は
か
な
り
厳
し
く
、「
私
の
長
明
に
対
す

る
抜
き
が
た
い
偏
見
」
と
さ
え
み
ず
か
ら
述
べ
て
い
る
。『
俗
と
無
常
』
は
、「
方
丈
記
的
な

る
も
の
」
へ
の
否
定
に
貫
か
れ
た
書
物
と
言
え
よ
う
。
そ
の
際
に
も
、
直
接
の
詳
し
い
言
及
は

見
ら
れ
ぬ
も
の
の
、
堀
田
の
『
方
丈
記
私
記
』
の
存
在
は
無
視
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

『
俗
と
無
常
』
は
、『
方
丈
記
私
記
』
を
意
識
し
な
が
ら
、
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

直
接
詳
し
く
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
か
え
っ
て
、
両
者
の
深
く
水
面
下
に
潜
っ
た

が
り
を

思
わ
せ
る
。

た
と
え
ば
、
上
田
も
座
談
会
の
場
に
お
い
て
は
、『
方
丈
記
私
記
』
へ
の
感
想
を
求
め
ら
れ

て
、「
堀
田
さ
ん
の
あ
れ
は
、
結
局
長
明
の
こ
ろ
の
五
大
災
厄
で
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
堀

田
さ
ん
の
戦
争
体
験
と
を
一
緒
に
し
て
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
ね
」「
政
治
的
人
間
と
し
て
の
長

明
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
強
調
し
て
、
何
か
そ
こ
に
黒
い
長
明
の
像
と
い
っ
た
も
の
を
取
り
出
し

て
い
ま
す
」
な
ど
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
座
談
会
は
、
一
九
七
四
年
一
一
月
号
の
『
群
像
』

に
掲
載
さ
れ
た
《
日
本
文
学
通
史
へ
の
試
み
・
長
明
と
兼
好
》
で
、
出
席
者
は
、
寺
田
透
・
上

田
三
四
二
・
久
保
田
淳
の
三
氏
で
あ
る
。

上
田
が
『
徒
然
草
』
を
論
ず
る
際
に
、『
方
丈
記
』
は
や
は
り
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
論
拠
で

あ
り
つ
づ
け
た
か
ら
こ
そ
、『
徒
然
草
』
の
輪
郭
を
明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
出
来

た
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
何
か
を
論
ず
る
際
に
は
、
そ
の
対
極
と
な
る
よ
う
な
何
か
が
必
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
太
宰
が
実
朝
を
論
ず
る
際
に
長
明
を
対
置
し
た
よ
う
に
。

『
俗
と
無
常
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
三
月
で
、
堀
田
善
衞
の

『
方
丈
記
私
記
』
刊
行
後
、
五
年
が
経
過
し
て
い
る
。『
俗
と
無
常
』
で
『
方
丈
記
私
記
』
に
言

及
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
一
箇
所
、「
た
し
か
に
、『
方
丈
記
』
は
「
一
面
、
住
居
に
つ
い
て

の
エ
ッ
セ
イ
」（
堀
田
善
衞
『
方
丈
記
私
記
』）
の
お
も
む
き
が
あ
り
」
と
い
う
一
言
だ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
引
用
し
て
い
る
言
葉
は
、『
方
丈
記
私
記
』
全
編
か
ら
あ
え
て
こ
こ

を
抜
き
出
す
必
然
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
箇
所
で
あ
る
。
文
学
者
が
み
ず
か
ら
の
執
筆
に
∆

け
る
凄
み
を
さ
え
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
言
及
の
仕
方
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
、
堀
田
の
『
方
丈
記
私
記
』
に
対
峙
す
る
一
方
の
文
学

書
と
し
て
上
田
の
『
俗
と
無
常
』
が
書
か
れ
、
読
み
継
が
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。『
俗
と
無
常
』
は
書
名
を
、『
徒
然
草
を
読
む
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九

八
六
年
）
と
変
え
て
再
刊
さ
れ
た
。
今
、
手
元
に
あ
る
『
徒
然
草
を
読
む
』
は
、
二
〇
〇
七
年
、

第
二
十
三
刷
で
あ
る
。

上
田
三
四
二
の
『
方
丈
記
私
記
』
受
容
が
、
陰
画
だ
と
し
た
ら
、
版
画
家
の
柄
澤
齊
に
は
、

版
画
集
『
方
丈
記
』
が
あ
り
、「『
方
丈
記
私
記
』
私
記
」
と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ
さ
え
あ
る

点
で
、
直
截
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
柄
澤
齊
は
現
代
に
お
い
て
、『
方
丈
記
』
と

『
方
丈
記
私
記
』
の
双
方
に
密
接
に
か
か
わ
る
芸
術
家
で
あ
る
。
柄
澤
自
身
も
「『
方
丈
記
私
記
』

私
記
」
の
中
で
、「『
方
丈
記
』
と
、
そ
れ
に
も
増
し
て
『
方
丈
記
私
記
』
が
大
好
き
」
と
述

べ
て
い
る
。
エ
ッ
セ
イ
「『
方
丈
記
私
記
』
私
記
」
と
い
う
題
名
か
ら
し
て
、
堀
田
の
文
学
精

神
の
継
承
を
感
じ
さ
せ
る
セ
ン
ス
に
Á
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
わ
た
く
し
が
柄
澤
齊
と
『
方
丈
記
』
と
の

が
り
を
知
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
六

年
秋
に
鎌
倉
の
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
柄
澤
齊
展
」
に
お
い
て
、
版
画
集

『
方
丈
記
』
か
ら
四
点
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
時
で
あ
っ
た
。
木
口
凹
版
で
白
い
紙

（
三
八
・
五
×
五
七
・
五
㎝
）
の
中
央
に
、
余
白
を
大
き
く
残
し
な
が
ら
、
水
滴
や
扇
形
な
ど

の
抽
象
的
な
図
形
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
。「
無
常
を
争
ふ
さ
ま
　
い
は
ば
朝
顔
の
露
に
異

な
ら
ず
」（
水
滴
の
図
）、「
風
に
堪
へ
ず
吹
き
切
ら
れ
た
る
焔
　
飛
ぶ
が
如
く
し
て
」（
扇
形

の
図
）
な
ど
、『
方
丈
記
』
の
原
文
が
短
く
切
り
出
さ
れ
て
、
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。
極

度
に
簡
素
で
抽
象
的
な
画
面
構
成
に
よ
っ
て
、『
方
丈
記
』
の
世
界
が
現
前
し
て
い
る
こ
と
に

驚
か
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
展
覧
会
で
は
、
全
十
六
点
か
ら
な
る
と
い
う
版
画
集
『
方
丈
記
』
の

全
貌
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、『
柄
澤
齊
　
木
口
木
版
画
集
　
一
九
七
一

―

一
九
九
六
』（
阿
部
出
版
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
っ
て
、
全
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
論
考
、
中
川
素
子
「
版
画
集
方
丈
記
　
柄
澤
齊
」（
坂
本
満
編
『
ブ
ッ

ク
・
ア
ー
ト
の
世
界
』
所
収
、
水
声
社
、
二
〇
〇
六
年
）
も
読
む
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
こ
の

作
品
の
概
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、『
方
丈
記
』
の
版
画
化
と
い
う
新
し
い
展
開
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。

中
川
論
文
に
よ
れ
ば
、
版
画
集
『
方
丈
記
』
は
、「
亡
き
師
の
日
和
崎
尊
夫
に
捧
げ
」
ら
れ

て
い
る
と
い
う
。
こ
の
作
品
の
構
成
に
つ
い
て
、
中
川
論
文
で
は
、
全
十
六
点
が
、『
方
丈
記
』
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の
ど
の
箇
所
を
表
し
て
い
る
か
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
「『
方
丈
記
』
は
十
二
章
で
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、『
版
画
集
　
方
丈
記
』
は
、
一
章
と
十
二
章
が
二
枚
、
九
章
が
三
枚
、
そ

の
他
の
章
は
各
一
枚
の
計
十
六
枚
」
と
し
て
い
る
の
が
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
。

『
方
丈
記
』
自
体
に
は
、
も
と
も
と
章
や
節
の
区
切
り
は
な
く
、
現
代
の
注
釈
書
や
研
究
書

で
は
、
研
究
者
が
各
自
の
観
点
か
ら
区
切
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
に
よ
っ
て
区
切
り
方
は

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
先
に
は
、
中
野
孝
次
と
大
隅
和
雄
が
と
も
に
角
川
文
庫
の
簗
瀬
一
雄
訳
注

本
の
全
三
十
七
節
と
い
う
か
な
り
細
分
化
し
た
区
切
り
方
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
述
べ
た
。
管
見

に
入
っ
た
『
方
丈
記
』
で
、
中
川
論
文
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
十
二
章
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

安
良
岡
康
作
『
方
丈
記
　
全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
〇
年
）
で
あ
っ
た
。
こ
の

本
の
構
成
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
中
川
論
文
で
「
一
章
と
十
二
章
が
二
枚
、
九
章
が
三

枚
、
そ
の
他
の
章
は
各
一
枚
の
計
十
六
枚
」
と
い
う
紹
介
文
と
一
致
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
柄

澤
齊
自
身
が
付
け
た
タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
表
記
（
平
仮
名
と
漢
字
の
交
じ
り
具
合
）
は
、
各
種

の
『
方
丈
記
』
の
テ
キ
ス
ト
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
の
で
、
柄
澤
に
よ
る
独
自
の
書
き
方
が

採
用
さ
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
版
画
集
『
方
丈
記
』
の
全
タ
イ
ト
ル
を
挙
げ
て
お

き
た
い
。
現
代
の
芸
術
家
が
、『
方
丈
記
』
の
原
文
の
ど
の
箇
所
に
着
目
し
て
版
画
化
し
た
か

が
一
目
で
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

一
　
行
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て

二
　
無
常
を
争
ふ
さ
ま
　
い
は
ば
朝
顔
の
露
に
異
な
ら
ず

三
　
風
に
堪
へ
ず
吹
き
切
ら
れ
た
る
焔
　
飛
ぶ
が
如
く
し
て

四
　
家
の
う
ち
の
資
材
　
数
を
尽
く
し
て
空
に
あ
り

五
　
古
京
は
す
で
に
荒
て
　
新
都
は
い
ま
だ
な
ら
ず

六
　
道
の
ほ
と
り
に
飢
ゑ
死
ぬ
る
も
の
の
た
ぐ
ひ
　
数
も
不
知

七
　
山
は
崩
れ
て
河
を
埋
み
　
海
は
傾
き
て
陸
地
を
ひ
た
せ
り

八
　
世
に
し
た
が
へ
ば
身
苦
し
　
し
た
が
は
ね
ば
狂
せ
る
に
似
た
り

九
　
広
さ
は
わ
づ
か
に
方
丈
　
高
さ
は
七
尺
が
う
ち
な
り

十
　
西
南
に
竹
の
つ
り
棚
を
構
へ
て
　
黒
き
皮
籠
三
合
を
置
け
り

十
一
　
冬
は
雪
を
あ
は
れ
ぶ
　
積
り
消
ゆ
る
さ
ま
罪
障
に
た
と
へ
つ
べ
し

十
二
　
か
し
こ
に
小
童
あ
り
　
時
々
来
り
て
あ
ひ
と
ぶ
ら
ふ

十
三
　
わ
れ
今
　
身
の
為
に
む
す
べ
り
　
人
の
為
に
作
ら
ず

十
四
　
魚
は
水
に
あ
か
ず
　
魚
に
あ
ら
ざ
れ
ば
そ
の
心
を
知
ら
ず

十
五
　
一
期
の
月
か
げ
傾
き
て
　
余
算
の
山
の
端
に
近
し

十
六
　
汝
姿
は
聖
人
に
し
て
　
心
は
濁
り
に
染
め
り

以
上
の
よ
う
に
、
柄
澤
の
作
品
で
は
、『
方
丈
記
』
全
体
を
版
画
化
し
て
お
り
、
前
半
の
災

害
記
と
後
半
の
閑
居
記
が
『
方
丈
記
』
の
原
文
に
占
め
る
割
合
と
対
応
し
て
い
る
。
前
半
部
が

八
枚
目
ま
で
、
後
半
部
が
そ
れ
以
後
と
、
ち
ょ
う
ど
釣
り
合
っ
て
い
る
。

柄
澤
齊
に
よ
る
堀
田
善
衞
に
対
す
る
エ
ッ
セ
イ
に
も
触
れ
た
い
。
エ
ッ
セ
イ
は
、『
堀
田
善

衞
全
集
』
第
二
期
15
『
エ
ッ
セ
イ
・
ス
ペ
イ
ン
四
三
〇
日
』
の
月
報
（
一
九
九
四
年
七
月
）
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
柄
澤
は
堀
田
文
学
の
全
体
像
を
「
と
う
と
つ
だ
け
れ
ど
も
、
私
は

堀
田
さ
ん
の
す
べ
て
の
著
作
が
一
巻
の
、
新
し
い
『
方
丈
記
』
な
の
だ
と
思
え
て
く
る
こ
と
が

あ
る
」
と
し
て
、『
方
丈
記
私
記
』
を
結
び
目
と
し
て
、
堀
田
の
文
学
活
動
に
お
け
る
一
九
七

〇
年
あ
た
り
ま
で
を
、
五
大
災
厄
の
記
述
が
あ
る
『
方
丈
記
』
の
前
段
に
な
ぞ
ら
え
、
そ
れ
以

後
を
「
省
察
と
安
息
の
日
常
を
記
し
た
」『
方
丈
記
』
の
後
段
に
た
と
え
る
と
い
う
、
実
に
ユ

ニ
ー
ク
な
把
握
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
堀
田
善
衞
に
は
「
コ
ン
パ
ク
ト
な
空
間
へ
の
強
い
愛

着
心
が
あ
る
よ
う
に
思
え
」、
長
明
の
庵
も
、「
タ
イ
ム
・
マ
シ
ー
ン
」
で
あ
り
、「
長
明
が
方

丈
（
タ
イ
ム
・
マ
シ
ー
ン
）
を
駆
っ
て
上
空
か
ら
記
録
し
た
天
変
地
異
の
あ
り
さ
ま
」
が
ス
ト

ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
や
微
速
度
撮
影
の
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
よ
う
な
『
方
丈
記
』
の
記
述
で
あ
る
よ

う
な
気
が
し
て
く
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

『
方
丈
記
』
と
『
方
丈
記
私
記
』
に
対
す
る
新
し
い
読
み
方
が
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
読
み
方
が
不
断
に
提
示
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
あ
る
作
品
の
命
脈
を

い

で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
監
督
宮
崎
駿
に
よ
る
堀
田
文
学
へ
の
強
い
共
感
と
二
〇
〇
八
年
秋
の

「
堀
田
善
衞
展
」
に
お
け
る
「
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
が
堀
田
作
品
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
化
を

試
み
た
ら
」
と
い
う
展
示
テ
ー
マ
は
、
造
形
芸
術
へ
の
『
方
丈
記
私
記
』
の
新
た
な
展
開
と
し

て
、
そ
の
水
脈
が

が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
都
築
響
一
『
着
倒
れ
方
丈
記
』（
青
幻
舎
、
二
〇
〇
八
年
）
に
触
れ
た
い
。
こ
れ

は
、
小
さ
な
自
室
で
好
き
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
有
名
ブ
ラ
ン
ド
の
衣
服
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
す
現
代

の
若
者
た
ち
を
撮
影
し
た
写
真
集
で
あ
る
。『
方
丈
記
』
と
の
通
底
を
見
て
い
る
写
真
家
の
批

評
精
神
が
、
横
Á
し
て
い
る
。
こ
の
本
も
ま
た
、
も
う
一
つ
の
『
方
丈
記
私
記
』
で
あ
ろ
う

か
。

お
わ
り
に

堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
は
、
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
を
ど
の
よ
う
に
現
代
文
学
の
中

で
再
生
さ
せ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
考
察
し
て
き
た
。『
方
丈
記
』
研
究
史
に
お
い
て
は
、

『
方
丈
記
』
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
先
ず
先
行
し
、
作
者
で
あ
る
鴨
長
明
の
人
間
像
の
研
究
が
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本
格
化
す
る
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
が
夏
目
漱
石
に
よ
る
長
明
へ

の
共
感
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、『
方
丈
記
』
研
究
は
、『
方
丈
記
』
の
ど
の
部
分
が
中
心
テ
ー

マ
で
あ
る
か
と
い
う
視
点
が
前
面
に
出
て
い
た
。
堀
田
善
衞
の
『
方
丈
記
私
記
』
も
『
方
丈
記
』

の
前
半
に
力
点
を
置
い
て
い
る
点
は
、
そ
の
よ
う
な
『
方
丈
記
』
研
究
の
動
向
と
軌
を
一
に
す

る
面
が
見
ら
れ
る
が
、
堀
田
自
身
の
文
学
活
動
の
中
で
は
、『
方
丈
記
』
に
対
す
る
持
続
す
る

関
心
が
あ
り
、
そ
の
自
然
な
延
長
線
上
で
『
方
丈
記
私
記
』
も
書
か
れ
た
と
思
う
。『
方
丈
記

私
記
』
は
、
後
の
時
代
ま
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
文
学
の
領
域
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
こ
こ
に
『
方
丈
記
私
記
』
の
圏
域
の
広
が
り
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
古
典
文

学
が
、
現
代
に
お
い
て
他
の
芸
術
分
野
に
転
生
し
て
い
る
、
そ
の
ひ
と
つ
の
実
例
と
な
る
の
が

『
方
丈
記
私
記
』
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
作
品
の
存
在
感
の
大
き
さ
が
改
め
て
実
感

さ
れ
る
。

今
回
の
論
考
で
は
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
を
俯
瞰
す
る
こ
と
に
や
や
力
点
が
か
か
り
す

ぎ
た
か
と
も
思
う
。
今
後
は
、
今
回
取
り
上
げ
た
諸
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳

細
な
研
究
を
続
け
る
と
と
も
に
、『
方
丈
記
』
が
及
ぼ
し
て
い
る
文
化
的
な
広
が
り
に
つ
い
て
、

さ
ら
な
る
具
体
例
の
発
見
と
考
察
に
努
め
た
い
。

注

（
１
）
夏
目
漱
石
・
芥
川
龍
之
介
・
内
田
百
n
に
お
け
る
『
方
丈
記
』
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
１
）
島
内
裕
子
「in

this
unrealw

orld

―
内
田
百
n
『
新
方
丈
記
』
の
位
相
」（『
文
藝
別
冊
　
総

特
集
　
内
田
百
n
』、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
１
）
島
内
裕
子
「alone

in
this

w
orld

―
若
き
日
の
漱
石
と
『
方
丈
記
』」（『
漱
石
全
集
』
第
二
十

六
巻
月
報
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
２
）『
定
本
　
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
十
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
所
収
。
引
用
は
、
こ
れ
に
よ

っ
た
。

（
３
）『
源
家
長
日
記
』
は
、『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
五
・
歌
文
部
に
よ
っ
た
が
、
表
記
・
句
読
点
等
、

私
意
に
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

（
４
）『
方
丈
記
』
の
引
用
は
、
三
木
紀
人
校
注
『
方
丈
記
　
発
心
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、

一
九
七
六
年
）
に
よ
る
。

（
５
）『
露
伴
全
集
』
・
第
六
巻
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
八
年
）。

（
６
）『
図
書
』
六
六
六
号
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
十
月
）。

（
７
）『
右
大
臣
実
朝
』
は
、
新
潮
文
庫
、
平
成
十
五
年
（
三
十
三
刷
）
に
よ
っ
た
。

（
８
）
太
宰
治
・
小
林
秀
雄
・
保
田
與
重
郎
の
実
朝
論
に
関
し
て
、
野
口
武
彦
は
「
三
人
の
実
朝

―
言

語
の
危
機
と
危
機
の
言
語
」（
中
央
公
論
社
、『
海
』、
一
九
八
三
年
四
月
号
）
で
、
太
宰
の
『
右
大

臣
実
朝
』
は
「
保
田
文
芸
学
へ
の
た
く
ま
ざ
る
揶
揄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
９
）
集
英
社
文
庫
版
『
若
き
日
の
詩
人
た
ち
の
肖
像
』（
下
）
所
収
、
篠
田
一
士
の
「
解
説
」
に
よ
る
。

（
10
）
復
刻
版
『
批
評
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
六
年
）
第
六
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
復
刻
版
『
批
評
』

付
録
」
の
磯
田
光
一
に
よ
る
「
解
説

―
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
詩
と
真
実
」
一
三
頁
か
ら
一
四
頁
参

照
。

（
11
）
題
名
の
「
す
ら
す
ら
読
め
る
」
と
い
う
言
葉
は
、、
ひ
ろ
さ
ち
や
『
す
ら
す
ら
読
め
る
歎
異
抄
』、

筒
井
紘
一
『
す
ら
す
ら
読
め
る
南
方
録
』
と
い
う
同
様
の
題
の
本
が
、
本
書
の
終
わ
り
の
広
告
頁
に

出
て
い
る
の
で
、
シ
リ
ー
ズ
名
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
そ
ぐ
わ
な
い
感
が
あ
る
。

（
12
）『
清
貧
の
思
想
』
の
参
考
文
献
の
中
に
、
他
は
古
典
全
集
や
研
究
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

上
田
三
四
二
『
俗
と
無
常

―
『
徒
然
草
』
の
世
界
』（
講
談
社
、
一
九
七
六
年
）
を
入
れ
て
い
る
。

（
13
）
こ
の
本
は
、
冒
頭
の
「『
方
丈
記
』
の
テ
キ
ス
ト
」
に
お
い
て
、「
こ
こ
で
は
角
川
文
庫
を
テ
キ
ス

ト
に
し
て
、
読
ん
で
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
中
野
孝
次
の
『
す
ら
す
ら
読
め
る

方
丈
記
』
と
同
様
に
簗
瀬
一
雄
訳
注
の
角
川
文
庫
版
『
方
丈
記
』
を
使
用
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い

る
。
大
隅
和
雄
の
場
合
も
、『
方
丈
記
』
の
原
文
を
簗
瀬
本
に
従
っ
て
、
全
三
十
七
節
に
分
け
て
原

文
を
掲
載
し
な
が
ら
、
解
説
を
進
め
て
い
る
。「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
全
十
回
の
公
開
講
座
の

録
音
テ
ー
プ
に
よ
り
、「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
話
し
こ
と
ば
を
、
文
章
語
に
し
た
り
」
し
た
と
あ
る
が
、

文
体
は
一
貫
し
て
「
で
す
・
ま
す
調
」
で
あ
る
。

（
14
）
版
画
集
『
方
丈
記
』
の
全
図
が
、『
柄
澤
齊
　
木
口
木
版
画
集
　
一
九
七
一
ー
九
九
六
』
に
所
収

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
栃
木
県
立
美
術
館
小
勝
禮
子
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
き
、
ま
た
同
書
の
閲
覧

に
つ
い
て
は
、
日
本
大
学
芸
術
学
部
江
古
田
図
書
館
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
二
〇
〇
八
年
十
一
月
四
日
受
理
）
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The Sphere of Hotta Yoshie’s Hojoki-shiki
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ABSTRACT

This paper tries to consider what sort of literary result Hotta Yoshie’s Hojoki-shiki attained. The English
translation of Hojoki made by Natsume Soseki and the short story titled Kamono-Chomei by Sato Haruo,
both written before Hotta’s work, pay attention to the inner mentality of Chomei as expressed in Hojoki.
Hotta tried to find something similar to the great air raid on Tokyo, which he himself experienced, in the
descriptions of natural disasters in Hojoki. That is why Hojoki has been widely read as a literary piece of
modern significance.

I should add that Karasawa Hitoshi, a woodblock artist who loved to read Hojoki-shiki, made a collection
of prints titled Hojoki, while Miyazaki Hayao, the famous animator, tried to make an animated version of
Hojoki-shiki. Through these instances we can see the extent of influence Hotta’s work has given to
contemporary artists.


