
欧
米
に
お
け
る
日
本
中
世
文
学
の
研
究
と
紹
介

要
旨
欧
米
に
お
け
る
日
本
文
学
の
研
究
や
紹
介
（
翻
訳
篭
の
状
況
を
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
古
典
文
学
の
分
野
で
は
、
中
世
文
学
に

対
す
る
関
心
が
か
な
り
強
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
今
回
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
若
干
の
統
計
や
デ
ー
タ
を
示
し
た
上
で
、
欧
米
に
お
い
て

日
本
の
中
世
文
学
が
ど
の
よ
う
に
研
究
●
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
、
多
少
の
解
説
と
考
察
を
試
み
た
。
特
に
、
日
本
文
学
の
時
代
区
分
に
「
中

世
」
の
語
を
用
い
て
い
る
も
の
が
少
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。

丸
一

福
田
秀
一
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初
め
に
筆
者
の
個
人
的
な
統
計
を
報
告
す
る
。
こ
の
十
年
余
り
、
手
近
な
新
聞
記
事
で
海
外
あ
る
い
は
外
国
人
の
日
本
文
学
の
研
究
・

教
育
・
受
容
の
状
況
や
日
本
文
学
の
外
国
語
訳
な
ど
に
関
す
る
も
の
を
、
気
づ
い
た
折
ゐ
に
切
抜
い
て
フ
ァ
イ
ル
し
て
き
た
が
、
今
改
め

日
本
の
中
世
文
学
は
、
海
外
で
ど
の
よ
う
な
も
の
が
ど
の
位
研
究
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が

ど
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
解
説
・
紹
介
さ
れ
て
、
専
門
家
や
一
般
読
者
に
受
容
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
日
本
中
世
文

学
の
特
質
が
多
少
と
も
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
か
り
に
、
そ
う
し
た
特
質
が
顕
著
に
見
出
さ
れ
な
く
と
も
、
海
外
の
研
究
者
が

日
本
文
学
に
関
す
る
研
究
や
翻
訳
・
解
説
な
ど
を
公
に
し
た
際
に
、
そ
の
内
容
や
出
来
ば
え
に
つ
い
て
、
日
本
の
専
門
家
（
い
わ
ゆ
る
国

文
学
者
）
か
ら
の
批
評
・
批
判
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
不
満
や
淋
し
さ
を
よ
く
耳
に
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
冒
頭
の
よ
う
な
問
題
に
つ

い
て
、
あ
る
程
度
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
今
回
は
、
研
究
も
進
ん
で
お
り
、
か
つ
筆
者
が
多
少
は
理
解
で
き
る
欧
米
語
（
こ
の
こ
と
ば
は
も
ち
ろ
ん
言
語
学
的
に
は
問
題

が
あ
ろ
う
が
、
欧
米
諸
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
と
い
っ
た
便
宜
的
な
意
味
で
あ
る
）
で
書
か
れ
た
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
上
記
の
問

題
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、
欧
米
に
お
け
る
日
本
中
世
文
学
の
研
究
・
紹
介
は
ど
の
位
盛
ん
か

一
、
は
じ
め
に
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て
そ
れ
を
数
え
て
承
た
ら
、
〈
表
１
〉
の
如
く
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
筆
者
が
目
に
し
て
い
る
新
聞
の
種
類
は
多
く
な
い
。
こ
の
期
間
を
通
じ
て
購
読
し
て
い
る
の
は
『
朝
日
』
『
毎
日
』
の
二
紙

で
、
昭
和
五
○
年
頃
ま
で
と
五
八
年
後
半
は
こ
れ
に
『
読
売
』
が
加
わ
る
が
、
『
東
京
』
そ
の
他
の
新
聞
の
記
事
は
、
ご
く
稀
に
偶
然
に

入
手
し
た
も
の
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
購
読
し
て
い
る
新
聞
の
記
事
に
も
時
に
は
見
落
し
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
程

度
に
不
確
か
な
統
計
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
で
も
大
勢
、
特
に
相
対
的
な
量
は
、
判
る
で
あ
ろ
う
。

因
承
に
、
こ
こ
に
示
し
た
数
字
は
、
筆
者
が
切
抜
い
た
新
聞
記
事
を
貼
っ
た
台
紙
の
数
で
あ
っ
て
、
同
一
内
容
の
記
事
が
二
紙
以
上
に

出
た
場
合
と
か
直
接
の
関
連
記
事
と
か
は
一
枚
の
台
紙
に
貼
っ
て
あ
る
の
で
、
厳
密
に
言
え
ば
記
事
の
数
（
延
べ
数
）
と
は
少
し
異
な
る

中
世
の
内
訳
恥

〈
表
１
〉

海
外
・
外
国
語
の
日
本
文
学
関
係
新
聞
記
事
（
管
見
分
）

昭
四
五
’
五
七
和
歌
二
連
歌
一
平
家
／
平
曲
四
徒
然
一
徒
然
／
能
一
能
二

昭
五
八
連
歌
一
平
家
二
説
話
一
紀
行
一
能
四
狂
言
一

近近中中上全
現
代世世古代殻

九
一七

一
四

一
五

一
一
一

七
○

一 一 一

三四○○一八

一
○
九八

一
四

二
五

一
一
ハ

八
三

幸
若
一

親
駕
／
歎
異
抄
二
奈
良
絵
本
一
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右
の
よ
う
に
、
海
外
や
外
国
人
の
日
本
の
中
世
文
学
に
対
す
る
関
心
は
、
日
本
文
学
の
中
で
、
特
に
日
本
古
典
文
学
の
中
で
は
、
相
当

の
比
重
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
体
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
は
、
欧
米
人
な
ど
は
日
本
の
文
学
や
文
化
に

好
ん
で
彼
等
の
と
異
質
な
も
の
を
求
め
、
い
わ
ば
異
国
趣
味
の
目
で
見
よ
う
と
し
た
た
め
、
自
然
に
王
朝
や
中
世
と
い
っ
た
、
現
代
か
ら

遠
い
時
代
の
も
の
に
人
気
が
あ
り
、
近
現
代
作
家
で
も
漱
石
・
鴎
外
の
よ
う
な
理
知
的
な
、
あ
る
意
味
で
西
欧
的
な
側
面
の
強
い
も
の
よ

り
は
、
谷
崎
・
川
端
と
い
っ
た
情
趣
的
な
作
家
に
人
気
が
あ
る
の
だ
と
言
わ
れ
た
。
昨
今
は
そ
う
と
も
言
い
き
れ
な
い
が
、
や
は
り
そ
う

し
た
面
も
確
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
大
差
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
中
に
は
、
中
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
に
関
す
る
も
の
も
少
し
は
あ
る
が
、
ほ

と
ん
ど
は
欧
米
も
し
く
は
欧
米
語
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
特
定
の
時
代
に
分
け
得
な
い
「
全
般
」
に
次
い
で
近
現
代
が
多
い
こ
と
は
予
想
通
り
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
古
典
時

代
に
つ
い
て
見
る
と
、
中
世
文
学
に
関
す
る
も
の
が
他
の
時
代
よ
り
多
く
、
特
に
昨
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
一
年
間
は
、
そ
れ
が
甚
だ
顕

著
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
言
う
と
、
こ
こ
に
は
筆
者
の
専
攻
や
関
心
に
よ
る
偏
り
は
無
い
と
言
っ
て
よ
い
。
筆
者
は
、
日
本
文
学
と
言
わ

ず
日
本
文
化
（
芸
能
・
民
俗
・
宗
教
・
美
術
・
歴
史
等
々
）
と
外
国
人
と
の
関
わ
り
と
か
、
そ
の
海
外
で
の
受
容
・
研
究
と
か
に
関
す
る

記
事
は
、
努
め
て
洩
ら
さ
ず
に
拾
っ
て
き
た
つ
も
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
分
類
と
い
う
の
は
む
ず
か
し
い
も
の
で
、
中
世
文
学
と
分
類
し
た
も
の
の
中
に
は
平
曲
と
か
能
・
狂
言
な
ど
の
芸
能
に
わ
た
る

も
の
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
他
の
時
代
よ
り
多
く
な
る
だ
ろ
う
と
の
推
測
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
点
は
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
を

抱
え
る
近
世
文
学
も
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
中
世
に
し
て
も
近
世
に
し
て
も
、
記
事
内
容
の
ウ
ェ
イ
ト
が
そ
れ
ら
の
文
学
よ
り
は
芸
能

と
し
て
の
側
面
に
あ
る
も
の
は
、
多
く
は
別
の
と
こ
ろ
（
日
本
文
化
）
へ
フ
ァ
イ
ル
し
て
、
こ
の
表
の
中
に
は
数
え
入
れ
て
な
い
。
そ
の
こ

と
も
断
っ
て
お
く
。

右
の
よ
う
に
、
港
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大
体
、
こ
う
し
た
現
象
の
原
因
・
理
由
を
追
究
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
そ
の
原
因
・
理
由
の
中
に
日
本
文

化
・
日
本
文
学
の
特
質
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
、
そ
の
追
究
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
今
は
そ
う
し
た
追
究
よ

り
も
、
欧
米
や
欧
米
語
に
お
け
る
日
本
中
世
文
学
の
受
容
の
実
態
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
象
た
い
。

そ
こ
で
次
に
、
欧
米
語
で
書
か
れ
出
版
さ
れ
た
日
本
中
世
文
学
の
翻
訳
・
研
究
・
紹
介
に
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
を
見
て
み
る
。
特

に
今
回
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
出
版
（
再
版
・
復
刊
を
含
む
）
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
そ
れ
ら
を
内
容
の
ジ
ャ
ン
ル
と
使
わ
れ
て
い
る
言

語
と
に
よ
っ
て
分
け
て
〈
表
２
〉
を
作
っ
て
承
た
。
無
論
一
個
人
の
管
見
で
あ
る
か
ら
遺
漏
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
新
聞

記
事
（
昭
五
四
・
一
・
一
六
『
朝
日
』
夕
刊
）
で
見
た
大
河
内
了
義
氏
の
『
歎
異
抄
』
の
独
訳
は
、
番
誌
類
で
も
未
見
で
あ
る
。
し
か
し

手
許
に
な
い
も
の
で
も
、
文
献
目
録
類
で
見
出
し
た
限
り
は
挙
げ
て
お
い
た
。

ｊ繩
た
だ
、
雑
誌
紀
要
論
文
ま
で
拾
う
と
相
当
の
数
に
な
っ
て
煩
わ
し
い
た
め
、
単
行
本
の
形
で
出
た
も
の
だ
け
を
挙
げ
た
が
、
本
当
を
言

く介
う
と
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
雑
誌
論
文
を
落
し
た
の
は
、
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。
日
本
で
も
そ
う
で
あ
る
が
欧
米
で
も
、
単
行
本
と
雑
誌
論
文

串
と
に
質
の
上
下
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
度
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
後
日
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
形
で
単
行
本
に
な
る
こ
と
も
稀

究研
で
は
な
い
。
特
に
買
冒
震
ミ
§
旨
罵
慈
§
§
の
如
き
は
、
連
載
・
分
載
さ
れ
た
も
の
が
や
が
て
一
冊
の
ハ
Ｉ
ド
ヵ
？
ハ
ー
（
旨
。
目
目
の
冨
冨

の琴
冨
ｇ
ｏ
己
８
言
◎
目
。
頤
圖
吾
）
と
な
っ
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
多
く
、
〈
表
２
〉
の
中
の
プ
ラ
ワ
ー
罰
◎
ず
の
鼻
困
．
国
８
言
胃
教
授
の
「
定
家
の

椎
正
治
百
首
」
や
ウ
ィ
ル
ソ
ン
言
筐
冒
日
困
・
三
三
一
碗
。
邑
氏
の
『
平
治
物
語
』
な
ど
も
そ
の
例
で
あ
る
。
Ｍ
Ｎ
（
旨
○
ミ
ミ
§
旨
嶌
暮
◎
鼠
８
）

畦
と
か
Ｈ
Ｊ
Ａ
Ｓ
（
国
耳
蔓
ミ
昼
昏
ミ
ョ
ミ
ミ
皆
§
轡
員
童
と
か
あ
る
い
は
蔦
。
富
。
言
§
（
鳥
、
恩
蔚
雰
普
昌
謹
、
罵
言
、
‐
§
包

るけ
諒
尋
、
寺
§
§
○
吟
§
§
陶
画
ご
急
ミ
喧
ハ
ン
ブ
ル
ク
東
ア
ジ
ア
自
然
・
民
族
学
協
会
『
会
報
』
）
と
か
い
っ
た
、
広
く
読
ま
れ
、
し
ぺ

おに
ル
も
高
い
雑
誌
に
戦
っ
た
論
文
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
学
位
論
文
に
多
い
私
家
版
的
・
限
定
版
的
に
出
版
さ
れ
た
も
の
ｌ
表
に
挙
げ
た

米欧
中
で
は
『
御
伽
草
子
』
『
と
は
ず
が
た
り
』
『
幸
若
舞
』
な
ど
の
例
が
あ
る
ｌ
と
比
べ
て
も
、
ど
ち
ら
が
多
く
学
界
を
益
し
て
い
る
か
、
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そ
う
い
っ
た
、
単
行
本
に
ま
だ
な
ら
な
い
雑
誌
紀
要
論
文
で
あ
る
た
め
に
今
回
の
表
に
現
れ
て
い
な
い
も
の
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
い
く

つ
か
例
示
す
れ
ば
、
先
ず
英
文
で
は
プ
ラ
ワ
ー
教
授
の
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
の
訳
と
研
究
（
Ｈ
Ｊ
Ａ
Ｓ
）
や
Ｓ
・
カ
ー
タ
ー
聾
の
ｇ
①
冒

９
耳
閂
氏
の
和
歌
連
歌
な
ど
の
論
考
（
Ｍ
Ｎ
）
、
Ｅ
・
カ
ト
ウ
国
一
の
ｇ
宍
画
《
◎
氏
の
『
筑
紫
道
記
』
の
訳
（
同
）
、
ミ
ル
ズ
ロ
◎
巨
函
富

国
冒
窒
的
博
士
の
『
曾
我
物
語
』
『
神
道
集
』
等
の
論
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
本
『
鼠
の
草
子
』
の
訳
（
共
に
Ｍ
Ｎ
）
、
Ｗ
・
マ
ッ
カ
ラ
ウ

ミ
罠
“
自
国
旨
８
皇
。
ｐ
召
教
授
の
『
承
久
記
（
慈
光
寺
本
）
』
の
訳
や
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
承
久
の
乱
の
記
事
の
研
究
（
同
上
）
、

オ
ニ
ー
ル
詞
ｐ
Ｑ
ｚ
①
薑
教
授
の
『
夢
跡
一
紙
』
の
訳
と
世
阿
弥
生
誕
年
に
つ
い
て
の
表
氏
説
批
判
（
Ｍ
Ｎ
）
、
ニ
ア
マ
ン
冨
画
鼻
］
．

ｚ
の
胃
自
画
目
氏
の
『
花
鏡
』
の
訳
（
同
）
、
Ｊ
・
ア
ラ
キ
嵜
日
の
切
目
少
尉
鼻
一
教
授
の
『
文
正
草
子
』
の
訳
や
『
百
合
若
』
論
（
共
に
Ｍ

Ｎ
）
そ
の
他
多
数
が
あ
り
、
Ｔ
・
ロ
ー
リ
ッ
ク
目
９
日
“
”
関
冒
冨
晒
氏
の
英
訳
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
含
園
昏
具
国
ｇ
§
芋

ｐ
薑
ｑ
浄
督
謎
恥
国
画
雪
冒
曽
昌
震
ｇ
§
侭
§
』
§
電
信
ミ
ミ
．
里
胃
の
８
ョ
国
辱
画
昌
旦
需
冒
望
昌
の
”
》
配
。
８
８
国
冒
胃
厨
ご

印
の
器
．
后
囹
）
の
解
説
に
は
、
『
無
名
草
子
』
に
つ
い
て
の
必
要
な
限
り
の
考
察
・
引
用
も
あ
る
。
謡
曲
の
訳
は
多
い
。

英
語
以
外
は
数
も
ぐ
ん
と
減
る
が
、
独
文
で
思
い
出
す
も
の
に
Ｗ
・
ナ
ウ
マ
ン
ミ
ｏ
犀
画
冒
吾
尾
日
目
。
教
授
の
『
撰
集
抄
』
の
訳

負
周
○
戴
輔
員
．
未
完
か
）
が
あ
り
、
仏
文
で
は
Ｊ
・
ピ
ジ
ョ
ー
冒
呂
の
旨
の
国
函
の
。
《
教
授
に
『
横
笛
草
子
』
の
訳
と
研
究
（
昏
涛
§

幕
青
雲
§
い
§
早
§
８
島
ｓ
§
§
、
『
日
仏
会
館
学
報
』
）
が
、
ロ
シ
ア
語
で
は
故
コ
ン
ラ
ッ
ド
冨
亘
画
昌
．
胃
ョ
員
教
授
の
『
方
丈

記
』
の
訳
（
一
九
二
○
年
頃
）
と
研
究
（
一
九
一
七
・
一
九
二
五
）
と
が
、
遺
著
と
し
て
出
た
『
伊
勢
物
語
』
の
訳
と
研
究
會
恥

量
冒
侭
薗
営
忍
》
厨
烏
旦
の
葛
。
〈
ｚ
画
巨
冨
〉
・
旨
。
の
ぎ
画
．
こ
ご
）
に
併
せ
収
め
ら
れ
て
い
る
の
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
る
。

そ
う
い
っ
た
事
情
を
も
念
頭
に
置
い
て
〈
表
２
〉
を
見
る
と
、
欧
米
人
の
研
究
や
翻
訳
は
、
中
世
文
学
の
全
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
、
あ

ま
り
偏
ら
ず
に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
中
で
は
、
擬
古
物
語
・
御
伽
草
子
や
歴
史
物
語
が
ほ
と
ん
ど
手
着
か
ず
で
、
軍
記
物
語

優
劣
は
つ
け
が
た
い
。
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ｊ諏
実
と
無
関
係
《

く介
と
こ
ろ
で
、

蝿
ト
が
置
か
れ
室

砿
と
し
た
も
の
一

の学
の
た
め
に
書
１

擢
に
こ
う
し
た
司

躰
も
、
あ
る
程
壺

腱
く
処
理
で
き
一

おに
Ｊ
も
ア
ワ
一
つ
、

米欧
日
本
の
昔
話

実
と
無
関
係
で

と
こ
ろ
で
、

く
処
理
で
き
て

や
史
論
な
ど
も
遅
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
作
品
の
分
量
と
日
本
で
の
注
釈
の
有
無
が
関
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
日
本

語
に
よ
る
注
釈
の
な
い
も
の
は
、
群
書
類
従
に
せ
よ
国
史
大
系
に
せ
よ
、
活
字
本
の
本
文
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
外
国
人
が
文
意
を
理
解
す

る
こ
と
は
、
通
例
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
ま
た
分
量
の
問
題
と
言
う
の
は
、
こ
の
表
に
見
る
よ
う
な
業
績
の
多
く
が
学
位
論
文
を
母
胎
と

し
て
い
る
の
で
、
研
究
に
従
事
す
る
期
間
に
あ
る
程
度
の
制
約
の
あ
る
こ
と
が
多
い
上
に
、
ま
た
そ
れ
を
出
版
す
る
段
階
で
も
、
分
段
の

多
い
も
の
が
不
利
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

今
、
こ
の
表
に
示
し
た
も
の
の
多
く
が
学
位
論
文
を
基
に
し
て
い
る
と
言
っ
た
が
、
学
位
論
文
は
そ
の
性
質
上
、
前
人
未
踏
の
も
の
が

要
求
さ
れ
る
。
従
っ
て
特
に
翻
訳
の
場
合
、
ま
だ
誰
も
（
少
な
く
と
も
そ
の
言
語
で
は
）
公
刊
し
て
い
な
い
も
の
を
手
が
け
る
の
が
先
ず

通
例
で
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
中
世
文
学
の
研
究
・
翻
訳
が
か
な
り
広
く
各
ジ
ャ
ン
ル
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
の
も
、
実
は
そ
う
し
た
事

通
例
で
、
さ
き
に
見
た
』

は
な
い
。

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
と
一
般
へ
の
紹
介
と
は
、
必
ず
し
も
両
立
し
な
い
も
の
で
も
な
い
が
、
通
例
ど
ち
ら
か
に
ウ
ェ
イ

ト
が
置
か
れ
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
置
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
多
い
。
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
原
則
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
を
主

と
し
た
も
の
で
、
中
に
若
干
『
能
入
門
』
『
狂
言
入
門
』
と
い
っ
た
、
日
本
文
学
愛
好
家
と
言
う
よ
り
も
日
本
文
化
に
関
心
を
持
つ
人
な

の
た
め
に
書
か
れ
た
入
門
・
解
説
書
も
、
著
者
が
著
名
な
学
者
で
あ
る
場
合
に
は
入
れ
て
お
い
た
が
、
能
・
狂
言
や
歌
舞
伎
・
文
楽
な
ど

に
こ
う
し
た
入
門
・
解
説
番
が
多
い
の
は
、
雅
楽
・
生
花
・
書
と
い
っ
た
、
文
学
以
外
の
各
ジ
ャ
ン
ル
と
同
様
で
あ
る
。
今
回
は
こ
こ
で

も
、
あ
る
程
度
文
学
と
し
て
の
ウ
ェ
イ
ト
が
あ
る
も
の
に
絞
ろ
う
と
し
た
が
、
こ
う
し
た
芸
能
文
学
の
宿
命
上
、
そ
の
辺
は
あ
ま
り
ぅ
ま

は
い
な
い
。

説
話
文
学
や
御
伽
草
子
の
翻
訳
・
研
究
は
、
少
な
く
と
も
筆
者
の
知
る
範
囲
で
は
、
表
に
見
る
よ
う
に
甚
だ
少
な
い
が
、

（
い
わ
ゆ
る
民
話
）
の
翻
訳
と
言
う
か
、
英
文
で
書
い
た
も
の
は
、
か
な
り
多
囎
最
近
出
た
Ｊ
・
カ
ー
弱
ツ
プ
菅
目
＄
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園
烏
§
教
授
の
津
曇
冒
営
昏
曾
冨
鴎
§
、
（
『
日
本
む
か
し
ぱ
な
と
、
徳
永
暢
三
解
説
注
釈
、
研
究
社
小
英
文
学
叢
書
、
昭
五
三
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
徳
永
氏
も
挙
げ
て
い
る
伊
國
冨
罵
ｏ
ａ
Ｐ
ｏ
ａ
詞
陽
８
号
）
《
爵
鳶
具
○
蔵
畠
§
§

富
国
．
弓
匡
昌
の
＆
嵐
。
目
后
ｇ
）
や
国
の
一
目
篇
＆
。
『
の
○
恩
宣
》
自
薦
島
督
翰
恩
、
辱
き
呼
号
弓
匡
呈
の
且
冨
。
ロ
ら
ざ
）
そ
の
他
が

あ
っ
て
、
『
舌
切
雀
』
『
桃
太
郎
』
『
か
ち
か
ち
山
』
等
を
収
め
、
殊
に
オ
ザ
キ
氏
の
に
は
『
浦
島
太
郎
』
『
羅
生
門
』
な
ど
も
入
っ
て
い

る
。
ま
た
弓
今
昔
物
語
」
よ
り
』
と
い
う
邦
題
を
有
す
る
閏
８
切
宣
ｚ
島
◎
言
８
こ
ぃ
瞬
偲
習
号
具
島
ｓ
§
弓
巨
三
の
＆
三
．
宮
尾
胃
）

に
は
、
《
弓
胃
』
８
昌
冨
庁
〉
．
と
題
し
て
『
徒
然
草
』
第
五
三
段
の
仁
和
寺
の
法
師
の
話
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
（
そ
し
て
カ
ー
カ
ッ
プ
教
授

は
そ
れ
を
参
考
に
し
て
《
自
席
斥
館
①
ａ
切
旦
冨
自
目
昌
目
①
冒
亘
の
こ
こ
話
の
第
二
を
書
い
て
い
る
）
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
中
世
文
学
と

し
て
の
御
伽
草
子
や
説
話
文
学
の
翻
訳
・
紹
介
と
は
言
え
な
い
の
で
、
こ
の
表
に
は
入
れ
て
な
い
。

こ
の
表
で
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
＊
＊
を
付
し
た
二
つ
の
作
品
で
あ
る
。
一
つ
は
仮
称
「
レ
ン
ガ
」
、
一
つ
は
新
作
狂
言
で
、
「
レ
ン

ガ
」
の
方
は
『
文
学
』
の
〈
外
国
人
の
日
本
文
学
研
究
〉
特
集
（
昭
五
七
・
二
一
）
に
大
岡
信
氏
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
が
、
新
作
狂

言
（
「
完
壁
な
家
来
達
目
冨
崩
号
。
庁
除
目
画
自
誌
」
、
「
魔
法
の
ふ
ん
ど
し
弓
言
冨
画
四
。
蜀
巨
且
。
“
罫
」
、
「
場
違
い
の
女
神
弓
冨

冨
曾
冒
。
＆
の
。
＆
①
、
の
」
の
三
番
）
は
、
狂
言
を
実
に
う
ま
く
真
似
て
英
語
で
フ
ァ
ル
ス
を
創
っ
た
も
の
で
、
実
演
し
て
も
好
評
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
日
本
中
世
文
学
の
、
そ
し
て
そ
れ
が
共
に
芸
能
に
ま
た
が
る
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
欧
米
の
現
代
芸
術
に
一
つ
の
新
し
い

方
法
を
導
入
す
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
面
白
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
欧
米
の
日
本
文
学
研
究
で
は
、
中
世
文
学
の
個
奄
の
作
品
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
ジ
ャ
ン
ル
に
偏
ら
ず
研
究
や
紹

三
、
そ
こ
に
「
中
世
文
学
」
と
い
う
捉
え
方
は
あ
る
か
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介
が
盛
ん
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
研
究
も
あ
る
程
度
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
世
文
学
を
全
体
と
し
て
捉
え
た
も
の
や
中
世
文

学
の
本
質
を
論
じ
た
も
の
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
も
っ
て
一
冊
の
単
行
本
の
形
に
し
た
も
の
は
、
ま
だ
無
い
よ
う
で
あ
る
。
〈
表
２
〉
に

「
中
世
文
学
全
般
」
の
棚
を
設
け
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。

大
体
、
「
中
世
」
と
い
う
語
を
、
日
本
文
学
史
の
時
代
区
分
に
、
彼
等
は
必
ず
し
も
多
く
用
い
な
い
。
「
中
世
」
の
語
は
ド
イ
ツ
語
で
は

冨
冒
①
巨
厨
旬
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
言
。
冒
冒
畠
①
で
あ
ろ
う
が
、
英
語
文
献
で
の
実
例
が
旨
①
島
①
ぐ
匙
（
旨
冨
冒
）
の
他
に
冨
箆
皇
の
農
陽

も
あ
り
、
殊
に
「
何
食
世
紀
の
」
と
記
す
の
が
多
い
の
に
気
づ
く
。
彼
等
が
「
中
世
」
と
言
わ
ず
「
何
を
世
紀
の
」
と
言
う
の
は
、
彼
等

が
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
（
例
え
ば
英
独
仏
露
な
ど
の
）
文
学
史
を
考
え
る
と
き
の
普
通
の
習
慣
が
出
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
等
は
当
面
研
究

し
た
作
品
作
家
以
外
の
日
本
文
学
史
の
流
れ
や
時
代
区
分
に
つ
い
て
敢
え
て
物
議
を
か
も
す
よ
う
な
用
語
を
使
わ
ず
逃
げ
る
ｌ
良
く
言

え
ば
謙
虚
な
姿
勢
を
示
す
ｌ
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
日
本
の
中
世
文
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
文
学
と
は
相
当
に
異
質
で
あ
る
た
め

に
、
敢
え
て
「
中
世
」
の
語
を
避
け
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
辺
は
筆
者
に
は
よ
く
分
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
表
題
に
「
中
世
」
の
語
を

含
む
も
の
が
少
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

因
承
に
、
「
中
世
」
及
び
「
足
軽
」
「
預
所
」
以
下
の
日
本
中
世
史
研
究
に
お
け
る
概
念
と
術
語
の
翻
訳
に
関
し
て
は
、
一
九
八
一
年
八

月
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
に
日
米
の
専
門
家
九
名
（
日
本
か
ら
は
速
水
融
・
石
井
進
・
黒
田
俊
雄
・
永
原
慶
二
の
四
氏
）
が
集
っ
て
開
か
れ
た

研
究
会
の
成
果
に
基
く
、
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ル
ざ
冒
毒
宣
言
昌
函
農
教
授
の
《
《
弓
日
日
“
画
ａ
ｏ
ｏ
国
８
宮
の
旨
苛
富
国
の
“
の
旨
の
島
の
ぐ
巴

関
“
８
畠
”
シ
ロ
冒
皀
ご
旨
８
農
の
犀
。
堅
の
日
“
・
｛
弓
尉
自
“
一
農
。
冒
薯
言
ミ
ミ
ー
ミ
ｓ
§
§
恩
、
専
震
鳥
霞
．
弓
旨
目
ら
題
）
が
詳
し
く
、

有
益
で
あ
る
。

欧
米
語
で
刊
行
さ
れ
る
日
本
中
世
の
作
家
・
作
品
あ
る
い
は
ジ
ャ
ン
ル
の
研
究
や
翻
訳
の
表
題
に
「
中
世
」
の
語
を
用
い
る
も
の
が
少

な
い
の
は
、
既
刊
の
欧
米
語
に
よ
る
日
本
文
学
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
や
欧
米
語
で
書
か
れ
た
日
本
文
学
史
に
お
け
る
時
代
区
分
の
名
称
と
も
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関
係
が
あ
ろ
う
。
欧
米
に
お
け
る
日
本
文
学
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
通
観
し
て
み
た
い
と
思
う
が
、
姑
く
欧
米
語
の
主
要
な
日
本

文
学
史
や
選
集
を
見
る
と
、
周
知
の
通
り
欧
米
語
に
よ
る
最
初
の
日
本
文
学
史
は
Ｗ
．
Ｇ
．
ア
ス
ト
ン
の
一
八
九
九
年
の
も
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
、
「
第
四
篇
（
注
、
巻
国
ｏ
鳥
を
「
篇
」
と
訳
し
て
お
く
。
芝
野
六
助
は
「
編
」
と
し
て
い
る
）
ｌ
鎌
倉
時
代
宍
“
目
鼻
目
画

弔
①
風
＆
（
二
八
六
’
一
三
三
二
）
（
学
芸
の
衰
退
ロ
邑
冒
の
旦
伊
⑦
胃
凰
眉
）
」
「
第
五
篇
ｌ
南
北
朝
及
び
室
町
時
代
ｚ
卸
日
冒
宮
‐
。
ｇ

四
目
冨
巨
８
日
“
・
巨
石
ｇ
ｏ
号
（
一
三
三
二
’
一
六
○
三
）
（
暗
黒
時
代
ロ
画
島
津
鴨
）
」
と
あ
っ
て
、
「
中
世
」
の
語
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
文
学
史
が
今
や
歴
史
的
意
味
し
か
持
た
な
い
こ
と
も
周
知
で
あ
る
。

も
う
一
段
新
し
い
Ｋ
・
フ
ロ
レ
ン
ッ
の
『
日
本
文
学
史
』
（
一
九
○
六
）
は
、
平
安
初
期
か
ら
室
町
（
安
土
桃
山
を
含
む
）
末
ま
で
を
大

き
く
「
中
世
冨
胃
の
巨
蔚
こ
と
し
ｌ
斎
藤
清
衛
博
士
の
『
中
世
日
本
文
学
』
よ
り
は
大
分
古
い
ｌ
、
そ
れ
を
前
後
二
期
に
分
っ

て
、
平
安
時
代
を
「
古
典
主
義
時
代
鼎
冒
濤
曾
号
尉
〆
匿
閉
園
威
匡
、
鎌
倉
及
び
室
町
時
代
を
「
擬
古
典
時
代
で
宮
廷
文
学
の
崩
壊

ｚ
画
号
産
開
の
厨
。
富
国
①
岸
巨
冒
旦
ぐ
閂
註
屋
号
吋
冨
房
呂
の
口
匡
房
国
冨
旦
と
し
て
い
る
。

も
う
一
歩
進
ん
で
、
戦
前
の
欧
文
日
本
文
学
史
の
最
高
峰
と
言
う
べ
き
Ｗ
・
グ
ン
デ
ル
ト
の
『
日
本
文
学
』
（
一
九
二
九
）
で
は
、
第

一
期
舎
．
崩
凰
ｏ
除
）
す
な
わ
ち
上
代
を
「
日
本
文
学
の
始
原
と
最
初
の
開
花
シ
ョ
霞
凋
の
ロ
且
閏
胃
の
国
胃
の
号
同
旨
冨
昌
”
ｏ
篇
目

屋
房
昌
冨
己
、
第
二
期
す
な
わ
ち
平
安
時
代
を
「
平
安
時
代
の
宮
廷
文
学
ロ
厨
冨
房
⑤
篇
冒
５
国
日
吋
号
廓
国
凰
色
目
農
」
と
規
定
し
た

後
に
、
第
三
期
を
「
仏
教
的
武
家
的
特
質
の
文
学
己
討
Ｆ
津
閏
胃
日
冒
鼎
獄
言
旨
号
ｍ
国
匡
匙
匡
、
日
扁
巨
己
号
の
宛
胃
胃
日
日
”
」
と
称

し
て
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
を
そ
の
前
期
、
室
町
時
代
を
そ
の
後
期
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
特
質
が
要
領
よ
く
説
か
れ
て
い
る
が
、

こ
の
辺
に
は
尾
上
八
郎
博
士
の
『
日
本
文
学
新
史
』
（
大
正
三
Ⅱ
一
九
一
四
）
や
津
田
左
右
吉
博
士
の
『
国
民
思
想
の
研
究
』
（
大
正
五
’

一
○
、
戦
前
に
は
第
四
巻
『
平
民
文
学
の
時
代
中
』
ま
で
）
、
特
に
後
者
の
影
響
は
あ
ろ
う
。

戦
後
、
欧
米
人
の
日
本
文
学
研
究
・
理
解
に
最
も
大
き
な
寄
与
を
し
た
の
は
、
Ｄ
・
キ
ー
ン
教
授
の
『
日
本
文
学
選
集
』
と
『
日
本
文
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学
（
論
）
』
で
あ
る
が
、
後
者
（
『
日
本
文
学
』
）
は
、
周
知
の
よ
う
に
詩
歌
・
小
説
・
戯
曲
の
三
形
態
に
分
っ
て
日
本
文
学
の
特
質
を
分

析
し
た
も
の
で
、
時
代
区
分
論
は
見
ら
れ
な
い
。
『
選
集
』
の
方
は
、
一
般
へ
の
配
慮
も
あ
ろ
う
が
、
「
鎌
倉
時
代
ス
ロ
ョ
画
百
国
勺
凰
＆

（
巨
鴎
Ｉ
屋
圏
）
」
「
室
町
時
代
冨
巨
８
日
：
三
勺
目
＆
（
畠
認
‐
息
ｇ
）
」
と
あ
っ
て
、
目
次
に
は
「
中
世
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、

解
説
（
冒
寓
◎
号
昌
目
）
に
は
、
「
別
離
は
日
本
の
中
世
ｌ
鎌
倉
及
び
室
町
時
代
の
作
品
に
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
」
命
名
胃
胃
５
国

］
ぬ
画
８
目
唾
冨
昌
昏
の
ョ
①
旨
号
①
葛
門
言
畠
、
。
鷺
冨
冒
冨
昌
①
“
①
日
且
房
く
堅
胃
昌
且
１
号
①
穴
色
日
鼻
巨
圖
色
目
冨
員
◎
目
色
３
９
閏
。
号
．
）

と
あ
っ
て
、
「
中
世
冨
巴
篇
箇
一
胃
１
８
奇
）
」
の
語
が
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
時
代
区
分
名
称
の
言
い
換
え
に
過
ぎ
ず
、
入
門
的

な
書
物
の
故
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
時
代
の
文
学
の
特
質
に
つ
い
て
の
多
少
の
記
述
（
後
述
）
は
あ
る
も
の
の
、
い
か
な
る
意
味
で
「
中

世
」
と
称
し
得
る
の
か
、
あ
ま
り
深
い
議
論
は
見
ら
れ
な
い
。

ｊ繩
・
時
代
区
分
名
に
ほ
と
ん
ど
い
わ
ゆ
る
政
治
史
区
分
が
用
い
ら
れ
て
い
る
中
で
、
管
見
の
中
で
章
立
て
に
「
中
世
」
の
語
が
見
え
る
の

く介
嶢
Ｌ
・
マ
ニ
ー
ノ
Ｆ
◎
富
農
旨
言
◎
氏
の
伊
文
『
日
本
文
学
史
』
（
一
九
五
七
・
二
版
）
と
、
ピ
ジ
ョ
ー
教
授
ら
の
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
の

蝿
『
日
本
文
学
（
史
）
』
（
一
九
八
三
）
で
あ
る
。
た
だ
、
前
者
は
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
の
次
に
「
中
世
目
一
旨
＆
一
①
ぐ
。
（
屋
乞
ｌ
］
ｇ
い
）
」

砿
と
題
す
る
章
を
置
い
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
は
、
次
に
「
徳
川
時
代
」
と
来
る
の
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
南
北
朝
・
室
町
・
安
土
桃
山
時

の》
代
の
言
い
換
え
に
過
ぎ
ず
、
恐
ら
く
章
題
を
簡
潔
に
す
る
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
を
特
に
「
中
世
的
」
と
捉
え

繩
た
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
後
者
（
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
）
で
も
同
じ
で
、
こ
ち
ら
は
平
安
時
代
と
徳
川
時
代
と
の
間
に
「
中

躰
世
伊
①
日
。
］
の
昌
侭
の
」
を
置
い
て
い
る
が
、
特
に
「
中
世
」
の
概
説
・
総
論
は
な
く
（
こ
れ
は
他
の
時
代
で
も
同
じ
で
あ
る
）
、
や
は
り

碗
「
鎌
倉
室
町
時
代
」
の
言
い
換
え
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

お拝
西
独
の
Ｂ
・
レ
ヴ
ィ
ン
教
授
は
、
教
材
用
に
原
文
に
よ
る
『
日
本
文
学
選
』
を
編
み
、
そ
の
注
解
も
著
し
て
い
る
が
、
そ
の
本
文
篇

欧
（
日
本
語
原
文
）
の
方
の
目
次
に
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
用
い
る
「
中
世
」
「
近
世
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
解
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篤
の
方
を
見
る
と
、
「
中
世
文
学
冨
旨
の
巨
蔚
１
房
言
屋
篇
目
白
こ
の
後
に
括
弧
し
て
「
鎌
倉
室
町
時
代
屍
画
目
色
百
国
‐
冨
胃
◎
目
月
三

圃
凰
己
と
付
し
て
い
る
。
上
代
・
中
古
等
も
同
様
で
あ
る
が
、
欧
米
の
学
生
・
読
者
に
対
し
て
は
、
こ
う
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る

畠
ノ
。

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
欧
米
の
日
本
文
学
史
の
時
代
区
分
名
称
は
、
い
わ
ゆ
る
政
治
史
的
区
分
が
優
勢
で
あ
る
。
「
中
世
」
と
い
う

語
が
無
い
わ
け
で
は
無
い
が
、
そ
れ
は
常
に
「
鎌
倉
室
町
時
代
」
と
付
記
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、

古
代
・
中
世
・
近
世
と
か
上
代
・
中
古
・
中
世
・
近
世
と
か
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
相
対
時
間
に
よ
る
区
分
あ
る
い
は
抽
象
的
時
代
区
分
の

名
称
が
ま
だ
十
分
に
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
も
、
文
学
史
の
時
代
区
分
に
「
中
世
」
の
語
が
登
場
し
た
の

は
昭
和
の
初
め
頃
か
と
思
わ
れ
、
『
日
本
文
学
聯
講
第
二
巻
中
世
』
（
昭
二
）
な
ど
が
古
い
例
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
論
集
の

冒
頭
で
こ
の
時
代
を
概
観
し
た
久
松
博
士
の
論
題
は
「
近
古
文
学
の
概
論
」
と
あ
り
、
「
近
古
文
学
は
古
代
文
学
と
近
世
文
学
と
の
間
に
位

す
る
文
学
で
あ
っ
て
、
又
之
を
中
世
文
学
と
も
言
は
れ
る
の
で
あ
り
、
政
治
史
上
か
ら
い
へ
ぱ
鎌
倉
室
町
時
代
に
現
れ
た
文
学
で
あ
る
」

と
い
う
説
明
も
あ
る
。
国
文
学
者
以
外
で
は
平
泉
澄
博
士
の
『
中
世
に
於
け
る
精
神
生
活
』
（
大
正
一
五
）
が
古
く
、
し
か
も
保
元
の
乱

か
ら
中
世
と
す
る
な
ど
、
久
松
博
士
に
影
響
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
戦
前
に
普
及
し
た
次
田
潤
博
士
の
『
国
文
学
史
新
講
』
（
昭

七
’
二
）
や
戦
前
で
最
も
詳
し
い
東
京
堂
の
『
日
本
文
学
全
史
』
な
ど
も
「
鎌
倉
〈
時
代
）
」
「
室
町
（
時
代
）
」
と
い
っ
た
区
分
を
用
い

て
お
り
、
日
本
文
学
史
書
の
章
又
は
巻
を
「
上
代
・
中
古
・
中
世
…
」
と
広
く
題
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
久

松
博
士
編
『
日
本
文
学
史
入
門
』
（
昭
二
四
）
や
至
文
堂
の
『
日
本
文
学
史
』
（
昭
三
○
’
三
五
）
な
ど
が
、
比
較
的
早
い
例
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
個
別
の
研
究
書
の
表
題
に
は
、
昭
和
十
年
頃
か
ら
「
中
世
」
の
語
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。
斎
藤
博
士
の
『
中
世
日
本
文
学
』

（
昭
一
○
）
が
平
安
か
ら
江
戸
前
半
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
同
じ
頃
斎
藤
博
士
は
『
近
古
時
代
文
芸
思
潮
史
応
永
．
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永
享
篇
』
（
昭
二
）
と
題
す
る
著
書
を
出
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
中
世
」
と
「
近
古
」
と
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
、
斎
藤
博

士
の
ケ
ー
ス
は
別
に
処
理
し
た
方
が
よ
い
。

ほ
ぼ
鎌
倉
室
町
時
代
に
当
る
概
念
と
し
て
「
中
世
」
を
用
い
た
早
い
例
と
し
て
は
、
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
六
年
十
月
の
特
集
「
中

世
文
学
号
」
が
あ
り
、
次
い
で
は
（
以
下
敬
称
略
）
、
阪
口
玄
章
『
思
想
を
中
心
と
し
た
る
中
世
国
文
学
の
研
究
』
（
昭
九
）
、
久
松
『
中
世

に
於
け
る
文
学
道
の
建
立
』
（
昭
一
三
）
、
風
巻
景
次
郎
『
中
世
の
文
学
伝
統
』
（
昭
一
三
）
、
荒
木
良
雄
『
中
世
文
学
の
形
象
と
精
神
』

（
昭
一
四
）
、
石
田
吉
貞
『
中
世
草
庵
の
文
学
』
（
昭
二
ハ
）
、
後
藤
丹
治
『
中
世
国
文
学
研
究
』
（
昭
一
八
）
、
簗
瀬
一
雄
『
中
世
日
本
文
学

序
説
』
（
和
一
八
）
、
永
積
安
明
『
中
世
文
学
論
』
（
昭
一
九
）
、
釘
本
久
春
『
中
世
歌
論
の
性
格
』
（
昭
一
九
）
等
と
続
き
、
戦
後
の
永
島

福
太
郎
『
中
世
文
芸
の
源
流
』
（
昭
一
三
）
、
久
松
『
中
世
和
歌
史
序
説
』
（
昭
一
三
）
、
太
田
水
穂
『
日
本
和
歌
史
論
中
世
篇
』
（
昭
二

ｊ緬
四
）
以
下
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
多
く
を
数
え
る
。

介
特
に
記
憶
す
べ
き
は
、
西
尾
実
『
日
本
文
芸
史
に
お
け
る
中
世
的
な
も
の
』
（
昭
二
九
）
‐
が
契
機
に
な
っ
た
か
の
如
く
、
昭
和
三
十
年

く蝿
前
後
、
日
本
文
学
史
に
お
け
る
「
中
世
」
と
は
い
か
な
る
時
代
か
、
ま
た
「
中
世
」
の
初
め
と
終
を
ど
こ
に
置
く
べ
き
か
、
中
世
文
学
の

砿
本
質
は
何
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
し
き
り
と
議
論
さ
れ
た
こ
と
で
、
一
千
九
年
十
月
に
は
『
国
語
と
国
文
学
』
が
「
日
本
文
学
史

の学
に
お
け
る
中
世
の
成
立
」
と
い
う
特
集
を
編
ん
で
お
り
、
前
述
の
至
文
堂
の
『
日
本
文
学
史
中
世
』
の
冒
頭
で
も
、
編
集
担
当
の
市
古

槌
博
士
に
よ
っ
て
中
世
の
始
終
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
八
年
に
結
成
さ
れ
た
中
世
文
学
会
で
も
、
初
期
に
は
し
ば
し
ば
こ
う
し
た

躰
点
が
議
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
今
で
は
日
本
の
研
究
者
の
間
で
は
、
中
世
文
学
や
「
中
世
」
に
つ
い
て
の
共
通
概
念
が

蝿
大
凡
は
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
欧
米
の
学
者
に
は
、
そ
う
し
た
議
論
を
見
な
い
。
唯
一
つ
管
見
に
入
っ
た
の
は
Ｅ
・
プ
ッ
ッ
ァ
ー

おに
團
慧
覺
馬
巨
蔚
胃
氏
の
冒
本
文
学
ｌ
史
的
概
説
二
§
§
§
§
§
§
、
縫
電
富
ミ
ミ
。
§
鳥
弓
．
号
冒
営
・
｛

米欧
戸
号
。
目
印
の
印
画
・
屋
囹
）
で
、
目
次
及
び
中
扉
に
は
「
中
世
」
（
冨
巴
一
①
畠
一
勺
§
ａ
Ｐ
ｐ
匡
韻
８
扇
ｇ
）
と
あ
っ
て
、
そ
の
概
説
に
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｜
こ
の
次
に
、
同
選
集
に
採
っ
た
『
増
鏡
』
の
一
節
（
「
久
米
の
皿
山
」
の
ほ
と
ん
ど
全
文
、
後
醍
醐
帝
の
隠
岐
遷
幸
な
ど
）
に
ふ
れ
て
前

引
の
「
別
離
は
」
云
々
の
語
が
出
る
の
で
あ
る
が
、
政
治
的
事
情
か
ら
都
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
南
朝
の
君
臣
な
ど
と
別
に
、
「
世

を
背
い
て
自
ら
各
地
に
隠
遁
し
た
人
の
多
い
」
（
弓
の
愚
急
の
３
日
画
昌
目
①
冒
言
９
画
８
農
①
急
。
Ｈ
匡
旨
島
借
巨
降
〕
ぐ
◎
旨
貝
胃
辱

伽
の
①
産
眉
Ｈ
の
昏
帰
旨
◎
国
の
。
Ｒ
画
目
。
牙
の
廓
円
の
日
◎
房
三
色
８
）
こ
と
を
指
摘
し
て
、
『
徒
然
草
』
の
解
説
に
移
っ
て
い
る
。

キ
ー
ン
教
授
の
中
世
文
学
概
論
は
、
こ
の
あ
と
「
死
と
死
者
の
世
界
」
食
８
昏
色
且
昏
の
葛
◎
周
匡
◎
胃
言
号
且
）
と
い
う
語
か
ら
能
の

解
説
に
入
っ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
以
上
引
用
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
要
を
得
た
中
世
文
学
概
観
が
欧
米
の
学

と
か
の
語
も
見
ら
れ
る
。

当
る
節
を
「
鎌
倉
室
町
時
代
」
と
題
し
た
上
、
「
中
世
文
学
」
の
概
念
角
篇
８
口
８
胃
旦
色
《
《
目
の
島
の
ぐ
堅
胄
⑦
国
冒
門
①
ご
）
に
つ
い
て
の

議
論
も
見
ら
れ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
久
松
博
士
編
『
日
本
文
学
』
（
有
信
堂
、
昭
三
五
）
の
訳
で
、
彼
等
と
し
て
の
論
で
は
な
い
。

彼
等
の
中
に
は
、
日
本
文
学
史
に
相
当
あ
る
い
は
極
め
て
精
通
し
て
、
そ
の
時
代
ご
と
の
差
異
特
質
を
把
握
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
学
者

も
い
る
。
例
え
ば
キ
ー
ン
教
授
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
『
日
本
文
学
選
集
』
の
解
説
に
お
い
て
、
収
め
た
作
品
に
ふ
れ
つ
つ
日
本
文
学
の
特

質
を
史
的
に
通
観
し
て
い
る
が
、
『
新
古
今
集
』
の
条
で
は
当
時
（
鎌
倉
時
代
）
の
詩
歌
に
「
陰
諺
と
孤
独
」
（
吾
の
堅
Ｃ
Ｏ
目
色
且
醜
。
胃
且
①
）

が
見
出
さ
れ
る
と
言
い
、
特
に
当
時
の
代
表
的
歌
人
西
行
の
歌
は
、
「
言
語
に
お
け
る
最
も
美
し
く
愁
わ
し
い
も
の
」
（
民
①
目
易
舜
ず
恩
巨
．

覺
昌
画
己
目
①
盲
目
言
々
冒
吾
の
一
画
眉
巨
樹
の
）
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

続
い
て
教
授
は
、
「
同
様
な
憂
愁
」
（
夢
①
ｍ
画
日
の
目
の
毎
月
言
一
こ
が
『
平
家
物
語
』
に
見
ら
れ
、
特
に
記
憶
に
残
る
の
は
少
年
敦
盛
の

死
や
山
里
の
女
院
の
生
活
の
描
写
に
見
る
「
淋
し
さ
と
悲
し
象
」
（
一
．
目
の
旨
の
“
ｍ
画
且
の
。
貝
◎
葛
）
で
あ
る
と
か
、
平
安
貴
族
も
口
に
は
し

た
が
実
感
を
持
た
な
か
っ
た
「
世
の
無
常
」
（
牙
の
ぐ
騨
冒
ご
具
乏
日
巨
辱
昏
冒
照
）
が
破
壊
と
災
害
の
日
に
意
味
を
獲
得
し
て
、
鴨
長
明

の
『
方
丈
記
』
に
「
わ
れ
わ
れ
は
中
世
の
闇
の
奥
か
ら
の
叫
び
を
聞
く
」
（
署
の
胃
自
画
。
ｑ
｛
８
日
昼
の
肩
画
風
具
日
呂
一
の
箇
匡
胃
昏
⑦
器
）
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そ
れ
で
も
、
個
別
研
究
の
中
に
、
そ
の
作
品
や
ジ
ャ
ン
ル
の
特
質
を
論
じ
て
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
て
中
世
的
特
質
の
指
摘
．

把
握
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
以
下
、
や
や
偶
然
的
に
目
に
ふ
れ
た
、
そ
う
し
た
言
説
を
例
示
し
て
み
る
。

か
つ
て
わ
れ
わ
れ
の
間
で
「
古
代
の
落
日
」
か
「
中
世
の
光
輝
（
あ
る
い
は
曙
光
）
」
か
が
論
じ
ら
れ
た
『
新
古
今
集
』
を
独
訳
（
共

訳
）
し
て
レ
ク
ラ
ム
文
庫
に
収
め
た
Ｈ
・
ハ
ン
ミ
ッ
チ
国
ｏ
２
題
箆
日
日
旨
呂
教
授
は
、
そ
の
解
説
倉
員
同
旨
雷
言
巨
畠
）
で
和
歌
史
叙

ｊ細
述
に
力
を
入
れ
、
同
集
の
中
世
的
性
格
に
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
一
言
、
「
あ
ら
ゆ
る
精
神
文
化
の
領
域
に
か
す
か
な
変
化
を

く介
も
た
ら
し
た
新
時
代
の
初
め
に
」
（
色
目
呼
胆
冒
冒
の
一
口
①
門
昌
①
巨
①
旨
帰
一
《
丘
一
の
画
具
昌
①
ロ
頤
①
厨
烏
①
目
の
各
芦
の
蔚
邑
の
旨
の
回
砦
胃
冨
甸
ｇ
言
色
目
①
一

蝿
ず
門
冒
唄
）
成
っ
た
集
と
言
っ
て
い
る
。

砿
訳
書
に
「
中
世
」
の
語
を
入
れ
た
数
少
な
い
学
者
Ｈ
・
プ
ル
チ
ョ
ウ
霞
の
号
の
鼻
同
．
里
匡
筋
。
言
箸
博
士
は
、
紀
行
文
学
が
中
世
に
多
い

の準
原
因
と
し
て
政
権
の
公
武
二
分
と
そ
れ
に
よ
る
全
般
的
な
不
安
を
挙
げ
、
ま
た
中
世
文
学
を
支
配
し
た
仏
教
思
想
・
神
仏
習
合
思
想
や
和

雑
歌
陀
羅
尼
観
な
ど
が
当
時
の
仏
徒
や
隠
者
に
文
学
へ
走
ら
せ
た
と
言
っ
て
い
る
。

躰
中
世
文
学
に
隠
者
の
活
躍
や
無
常
観
を
見
る
こ
と
は
、
日
本
の
学
者
に
導
か
れ
て
で
あ
ろ
う
が
へ
特
に
軍
記
・
日
記
・
随
筆
文
学
を
扱

るけ
っ
た
人
の
解
説
に
は
よ
く
見
ら
れ
、
例
え
ば
Ｏ
・
ベ
ン
ル
○
“
８
寓
国
ｇ
一
教
授
の
独
訳
『
徒
然
草
』
（
恩
画
意
§
穴
§
言
函
騨
寄
負
忌
冒
勇
屑
篭

おに
画
昌
冬
、
啓
一
涛
発
環
員
§
ミ
侭
昌
ｓ
・
旨
“
里
．
乞
留
）
の
「
あ
と
が
き
」
（
ｚ
鱈
呂
葛
。
風
）
に
見
る
兼
好
伝
は
、
南
朝
に
仕
え
た
な
ど
戦
前
の

米欧
レ
ベ
ル
だ
が
、
兼
好
が
「
世
の
無
常
を
深
く
感
じ
」
（
胃
冨
の
一
号
号
再
ぐ
の
侭
曽
警
ｏ
房
農
皇
①
冒
庶
胃
ご
“
号
｛
冨
言
巨
雪
）
云
含
と
は
書

生
や
一
般
読
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
一
応
喜
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
節
の
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
う
し
た
広
い
視
野
の
発
言
を
し
て
い
る
欧
米
の
学
者
は
決
し
て
多
く
な
い
。
尤
も
前
述
の
よ
う
に
学
位
論
文
を
仕
上
げ
た
程
度
の

段
階
で
は
、
特
に
学
位
論
文
が
相
当
の
深
さ
と
独
創
性
と
を
要
求
す
る
だ
け
に
、
そ
う
し
た
広
い
視
野
を
望
む
の
は
無
理
か
も
知
れ
な

、

。

１
Ｖ

－191－



か
れ
て
い
る
。
Ｖ
・
Ｎ
・
ゴ
レ
グ
リ
ァ
ー
ド
三
画
島
旦
尉
ｚ
・
の
。
周
①
警
且
博
士
も
露
訳
『
徒
然
草
』
禽
習
宮
‐
起
富
量
叱
腺
号
凌
ｇ

切
言
底
（
弓
い
員
の
闇
員
の
唱
閏
）
．
厨
号
蔚
冨
ぐ
。
〈
ｚ
自
冨
〉
・
冨
。
”
す
画
．
こ
き
）
の
英
文
要
約
命
日
目
冒
画
ご
）
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
を
貫

く
思
想
が
三
つ
あ
る
と
言
い
、
「
仏
教
的
無
常
観
」
（
芸
①
国
巨
邑
三
騨
箆
の
脚
＆
号
の
津
畠
ｑ
，
ぐ
色
目
噂
．
①
吾
の
目
の
量
目
呉
胃
の
ａ
農

●

８
風
匡
望
昏
冒
鴨
）
、
「
尚
古
思
想
」
（
号
①
匙
①
画
旦
筍
の
偶
①
切
凰
。
昌
冒
号
①
鹿
印
８
号
昌
胃
。
８
脇
）
、
そ
し
て
「
〈
も
の
の
あ
は
れ
〉
の
概
念
」

（
号
の
匙
ｇ
ｇ
巨
凰
ぐ
閏
い
農
唇
旦
昏
の
言
。
苫
。
，
苫
。
負
冒
ミ
⑮
１
号
の
〈
①
旨
冨
昌
日
①
員
具
号
旨
鴨
〉
）
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
題
名
に
「
中
世
」
の
語
を
有
す
る
Ｇ
・
Ｇ
・
ス
ヴ
ィ
リ
ド
フ
の
①
。
『
閏
の
．
呼
胃
昼
。
ぐ
氏
の
『
日
本
の
中
世
散
文

説
話
』
（
患
ｓ
Ｓ
鼻
亀
魯
司
興
昏
恩
鼻
亀
画
営
烏
園
噸
の
厨
巨
葛
鱒
，
厨
烏
且
”
弓
。
〈
ｚ
画
巨
汀
〉
・
富
。
烏
ぐ
製
ら
田
）
に
は
、
「
中
世
の
」
と
い
う

語
は
時
々
出
る
が
、
そ
の
定
義
や
「
中
世
的
性
格
」
の
検
討
は
見
ら
れ
ぬ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
本
の
ウ
ェ
イ
ト
は
む
し
ろ
「
説
話
」
の
ジ

ャ
ン
ル
的
位
置
の
検
討
に
あ
り
、
高
橋
貢
・
志
村
有
弘
・
春
田
宣
の
三
氏
の
各
著
書
に
お
け
る
各
説
話
集
の
論
が
た
び
た
び
引
用
さ
れ
て

ジ
ャ
ン
ル
論
は
他
で
も
盛
ん
で
、
特
に
中
世
と
限
ら
な
い
が
、
日
記
文
学
は
彼
等
が
ご
く
近
い
も
の
を
持
た
な
い
故
に
、
そ
の
ジ
ャ
ン

ル
定
位
が
関
心
を
引
く
よ
う
で
あ
る
。
Ｔ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
目
い
く
①
冨
邑
、
屍
凰
降
①
ぐ
色
博
士
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
顎
『
と
は
ず
が
た
り
』
（
望
嘗
恥

』
尋
＆
圏
冒
目
曾
亀
２
．
局
§
且
”
さ
○
《
一
○
富
ぃ
８
の
．
ｐ
画
目
ぐ
》
》
．
勺
８
ぐ
島
ぐ
．
乞
曽
）
も
、
対
象
が
一
般
読
書
人
だ
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ

の
解
説
（
胃
の
号
畠
。
劇
〈
Ⅱ
昏
吊
言
Ｏ
ａ
〉
）
で
は
日
記
文
学
論
に
か
な
り
の
筆
を
さ
い
て
お
り
、
Ｊ
・
ピ
ジ
ョ
ー
教
授
の
大
著
『
道
行
文
』

Ｓ
患
＆
営
濫
諒
寺
§
・
園
冨
ｏ
旨
の
．
‐
勺
．
冒
凰
８
自
己
２
ぐ
の
碑
層
８
閑
．
勺
胃
厨
．
届
雷
）
の
末
尾
に
も
、
「
付
録
Ｉ
」
と
し
て
、
「
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
の
日
記
の
問
題
」
（
Ｆ
①
胃
号
添
日
①
号
斡
詳
壷
８
日
日
の
鴨
胃
の
）
が
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
ふ
れ
た
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
五
七
．

八
）
。

い
る
。

〈
表
２
〉
に
挙
げ
た
ゲ
ネ
ス
氏
の
『
中
世
短
篇
小
説
お
伽
草
子
の
日
本
語
（
国
語
）
史
的
研
究
』
や
シ
フ
ェ
－
ル
教
授
の
『
中
世
の
能
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以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
中
世
文
学
は
、
か
な
り
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
・
作
品
に
わ
た
っ
て
欧
米
語
に
翻
訳
さ
れ
、
殊
に
詩
歌
・

物
語
・
謡
曲
な
ど
に
は
一
般
向
き
の
翻
訳
も
多
い
。
特
に
今
回
は
、
最
近
の
傾
向
や
趨
勢
を
知
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
現
在
一
般
読
者

や
専
門
家
が
入
手
し
や
す
い
、
い
わ
ば
流
布
し
て
い
る
も
の
を
中
心
に
見
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
、
〈
表
２
〉
に
は
前
述
の
よ
う
に
戦

後
新
刊
・
復
刊
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
挙
げ
た
が
、
『
百
人
一
首
』
や
『
方
丈
記
』
『
謡
曲
』
な
ど
い
く
つ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
・
作
品
に
は
、

戦
前
に
も
多
く
の
主
と
し
て
一
般
的
翻
訳
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
専
門
学
者
に
よ
る
精
密
な
翻
訳
や
手
堅
い
研
究
で

わ
れ
わ
れ
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
よ
く
見
る
と
、
翻
訳
さ
れ
た
言
語
も
、
英
語
に
次
い
で
独
・
仏
語
の
は
多
少
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
手
着
か
ず
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ

り
、
ロ
シ
ア
語
以
下
と
な
れ
ば
翻
訳
・
研
究
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
作
品
・
ジ
ャ
ン
ル
の
数
は
微
々
た
る
も
の
と
な
る
。
筆
者
の
調
査
が
不

備
で
目
に
入
ら
な
か
っ
た
も
の
も
い
く
ら
か
は
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
日
本
文
学
に
関
心
を
持
つ
一
般
読
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
翻
訳

や
そ
の
国
の
日
本
学
者
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
翻
訳
・
研
究
が
〈
表
２
〉
を
そ
れ
ほ
ど
上
回
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
ソ
連
・
チ
ェ
コ

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
な
ど
い
く
つ
か
の
国
に
つ
い
て
筆
者
が
そ
の
国
の
専
門
家
か
ら
得
た
情
報
か
ら
も
言
え
る
。

し
か
し
こ
こ
に
も
日
進
月
歩
が
あ
る
。
英
・
米
；
独
・
仏
（
そ
れ
に
コ
ン
ラ
ッ
ド
教
授
以
来
の
ソ
連
を
加
え
て
も
よ
い
）
な
ど
い
く
つ

か
の
国
を
除
け
ば
、
日
本
文
学
の
研
究
や
紹
介
の
歴
史
は
ま
だ
半
世
紀
に
満
た
ず
《
む
し
ろ
今
後
に
期
待
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
ｒ
そ
し
て
ま

と
狂
言
』
は
、
タ
イ
ト
ル
に
は
「
中
世
」
の
と
あ
る
が
、
い
か
な
る
点
で
中
世
な
の
か
、
成
立
が
室
町
期
で
あ
る
こ
と
の
他
に
は
特
に
説

く
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に
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た
、
欧
米
語
に
よ
る
日
本
文
学
の
研
究
・
翻
訳
の
刊
行
は
、
こ
の
と
こ
ろ
内
外
で
す
こ
ぶ
る
盛
ん
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
わ
れ
わ
れ
は
、

で
き
る
だ
け
そ
の
成
果
か
ら
汲
む
べ
き
と
こ
ろ
を
虚
心
に
汲
む
と
同
時
に
、
そ
の
所
説
・
理
解
に
対
し
て
、
賛
否
い
ず
れ
に
せ
よ
積
極
的

に
対
応
す
る
こ
と
を
、
同
学
の
者
と
し
て
心
が
け
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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