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一

成
島
柳
北
と
『
花
月
新
誌
』

成
島
柳
北
の
名
は
、
殆
ど
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
柳

北
の
経
歴
を
略
記
す
る
。

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
代
々
将
軍
侍
講
を
勤
め
る
旗
本
・
成
島
稼
堂
の
三

男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
将
軍
侍
講
見
習
。
文
久
三

年
（
一
八
六
三
）
侍
講
免
職
。
三
年
に
わ
た
る
閉
居
の
後
、
慶
応
元
年
（
一
八

六
五
）
歩ほ

へ

兵い
の

頭か
み

並な
み

に
返
り
咲
き
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
外
国
奉
行
か
ら
会

計
副
総
裁
を
も
っ
て
隠
棲
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
浅
草
東
本
願
寺
学
塾
の

学
長
。
明
治
五
〜
六
年
に
か
け
て
欧
米
視
察
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
朝
野

新
聞
局
長
（
後
に
社
長
）。
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の
草
分
け
と
し
て
健
筆
を
揮
う
。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
讒ざ

ん

謗ぼ
う

律り
つ

及
び
新
聞
紙
条
例
違
反
の
か
ど
で
入
獄
四
ヶ

月
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
商
法
会
議
所
議
員
。
他
に
財
界
の
要
職
に
就

く
。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
没
。
享
年
四
十
八
歳
。

前
半
は
儒
学
者
と
し
て
、
後
半
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
生
き
た
文
人
・

柳
北
の
生
涯
を
か
え
り
み
る
と
、
日
記
や
朝
野
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
コ
ラ
ム
を

別
に
す
れ
ば
、
そ
の
著
作
は
意
外
に
少
な
い
。
柳
北
の
死
後
、
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）
に
博
文
館
の
『
文
芸
倶
楽
部
』
臨
時
増
刊
と
し
て
発
行
さ
れ
た

『
柳
北
全
集
』
一
冊
を
も
っ
て
、
そ
の
文
業
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
（
た
だ
し
漢
詩
は
抄
録
）
が
、
文
人
柳
北
の
実
像
を
知
る
に
は
、
明
治
十

年
（
一
八
七
七
）
一
月
よ
り
刊
行
さ
れ
た
柳
北
主
宰
の
雑
誌
『
花
月
新
誌
』
を

通
覧
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
適
当
で
あ
ろ
う
。

『
花
月
新
誌
』
の
基
本
デ
ー
タ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

◯�

造
本

タ
テ
二
十
セ
ン
チ
、
ヨ
コ
十
二
セ
ン
チ
。
和
紙
袋
綴
じ
。
本
文
九
丁
。

表
紙
一
丁
。
奥
付
一
丁
。
活
版
。

◯
定
価

四
銭
。
十
冊
分
の
前
金

三
十
六
銭
。
三
十
冊
分
の
前
金

一
円
。

◯�

発
行
回
数
と
部
数
。
明
治
十
年
一
月
の
第
一
号
か
ら
、
十
七
年
十
一
月
の
一

五
五
号
ま
で
。
月
二
〜
三
回
の
発
行
で
あ
る
が
、
後
半
は
少
な
く
な
る
。
明

治
十
四
年
の
年
間
二
三
、
七
一
四
部
が
ピ
ー
ク
。

◯
編
集
内
容

①
詩
文
を
中
心
と
す
る
。
漢
詩･

漢
文･

和
歌･

擬
古
文

②
戯
文･
随
筆

③
海
外
の
地
理･

風
俗･

文
化
の
紹
介

④
翻
訳
物

『
新
柳
情
譜
』

─
─
成
島
柳
北
の
風
流
韻
事
─
─

高

橋

昭

男
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⑤
投
稿
（
詩
文
）

具
体
的
な
編
集
内
容
を
第
一
号
で
見
て
み
よ
う
。

花
月
新
誌
の
引

川
田
甕お

う

江こ
う

題
言

成
島
柳
北
（
濹ぼ

く

上じ
よ
う

漁ぎ
よ

史し

）

七
福
神
圖
の
記
（
漢
文
）
菊
池
三
溪

評

頼

支
峯

山
中
静
逸

漢
詩

小
野
湖
山

評

成
島
柳
北

末す
え

廣ひ
ろ

鐡て
つ

腸
ち
よ
う

漢
詩

鱸す
ず
き

松し
よ
う

塘と
う

評

成
島
柳
北��

高
橋
愛
山

漢
詩

森

春し
ゆ
ん

濤と
う

評

末
廣
鐡
腸

成
島
柳
北

漢
詩

大
沼
枕
山

評

成
島
柳
北

桂
川
月
池

漢
詩

大
槻
磐
渓

評

成
島
柳
北

初
夢
歌
合
（
和
歌
）

古
川
松
根
（
肥
前
）

瘤
鬼
の
言
（
随
筆
）

成
島
柳
北
（
濹
上
漁
史
）

俳
句

高
畠
藍
泉

柳
橋
新
誌
三
編
序

成
島
柳
北
（
何か

有ゆ
う

仙せ
ん

史し

）
評

川
田
甕
江

執
筆
者
を
見
る
と
、
評
者
も
含
め
当
時
の
東
京
の
漢
詩
壇
の
お
歴
々
が
勢
揃

い
し
て
お
り
、
と
く
に
漢
詩
掲
載
の
五
人
の
大
物
に
対
し
、
柳
北
は
評
を
以
て

挨
拶
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
京
都
か
ら
菊
池
三
溪
が
参
加
し
て
い
る
が
、
発
刊

に
際
し
「
相
謀
り
」
計
画
し
た
か
ら
で
あ
る

）
1
（

。
柳
北
と
三
溪
は
古
い
付
合
い
で
、

柳
北
が
侍
講
職
を
罷
免
さ
れ
た
と
き
の
後
任
が
三
溪
で
あ
っ
た
。
こ
の
執
筆
陣

は
『
花
月
新
誌
』
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
に
し
て

も
終
刊
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
。
在
野
の
文
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

柳
北
の
風
流
韻
事
に
か
か
わ
る
見
識
で
あ
ろ
う
。

柳
北
に
と
っ
て
の
風
流
韻
事
と
は
何
か
。
濹
上
漁
史
名
の
「
題
言
」
に
尽
さ

れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

花
と
云
ふ
、
何
ぞ
必
し
も
梅
杏
桃
李
を
問
は
ん
。
月
と
云
ふ
、
何
ぞ
必
し

も
朏ひ

望ぼ
う

明め
い

魄は
く

を
論
ぜ
ん
。
夫そ

の
紅
楼
解
語
の
花
。
青せ

い

衫さ
ん

筆
端
の
花
。
亦
是

れ
絶
艶
の
人
を
動
か
す
も
の
有
り
。
才
人
方
寸
瑩え

い

々え
い

の
月
。
静
女
奩れ

ん

台だ
い

団だ
ん

々だ
ん

の
月
。
亦
是
れ
清せ

い

煇き

の
人
を
照
す
も
の
に
非
ず
や
。
然
ら
ば
則
四
時

各
所
何い

ず

く
に
往
く
と
し
て
花
月
な
ら
ざ
ら
ん
。
瓊け

い

筵え
ん

以
て
開
く
可
く
、
羽う

觴し
よ
う

以
て
飛
ば
す
可
し
。
是
れ
花
月
新
誌
の
作
る
所
以
な
り
。（
中
略
）
故

に
採
録
す
る
所
、
亦
唯
だ
余
の
好
む
所
に
従
ふ
の
み
。
世
の
新
誌
を
観
閲

す
る
者
。
請
ふ
之
を
詩
文
集
視
す
る
こ
と
莫
れ
。
又
之
れ
を
新
聞
紙
視
す

る
こ
と
莫
れ
。
道
徳
家
は
之
を
諧お

ど
け謔

と
嘲
り
、
軽け

い

噪そ
う

家か

は
之
を
陳ふ

る
し腐

と
罵

る
も
、
亦
敢
て
顧
慮
す
る
所
に
非
ず
。
果
し
て
其
の
眞
情
趣
を
識
ら
ん
と

す
る
者
あ
ら
ば
、
扁
舟
を
濹ぼ

く

江こ
う

に
棹さ

お

さ
し
、
孤こ

ひ

瓢よ
う

を
東と

う

台だ
い

に
提
げ
、
往
て

花か

神し
ん

と
月げ

つ

娥が

と
に
問
へ
。

こ
れ
を
意
訳
す
れ
ば
こ
う
な
る
。

咲
い
て
い
る
花
ば
か
り
が
花
で
は
な
い
。
月
の
満
ち
欠
け
、
照
る
月
曇
る

月
、
そ
れ
だ
け
が
月
で
は
な
か
ろ
う
。
美
人
の
か
ん
ば
せ
も
、
詩
人
が
つ

む
ぎ
だ
す
詩
篇
も
、
人
の
心
を
動
か
す
花
だ
。
詩
人
の
詩
魂
に
映
る
月
も

あ
れ
ば
、
美
女
の
化
粧
台
の
鏡
も
月
の
光
を
写
す
。
花
と
月
と
を
楽
し
む

の
に
、
時
と
場
所
を
選
ぶ
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
い
つ
だ
っ
て
宴
を
開
い
て

も
か
ま
わ
な
い
し
、
大
い
に
酒
を
飲
も
う
で
は
な
い
か
。
風
流
を
楽
し
む
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同
好
の
士
よ
、
気
が
向
い
た
ら
こ
の
小
誌
を
手
に
取
っ
て
く
れ
。
読
め
ば

わ
か
る
が
、
載
せ
て
い
る
の
は
皆
、
私
の
好
み
の
も
の
ば
か
り
だ
。
読
者

よ
、
た
の
む
か
ら
小
誌
を
詩
文
集
と
一
緒
に
し
な
い
で
欲
し
い
。
新
聞
の

雑
録
欄
と
は
中
身
が
違
う
ん
だ
。
あ
い
か
わ
ら
ず
の
戯
れ
言
だ
と
か
、
今

さ
ら
古
臭
い
だ
と
か
、
言
い
た
い
奴
に
は
言
わ
し
て
お
け
。
私
の
本
心
を

知
り
た
い
か
。
な
ら
ば
大
川
に
舟
を
浮
か
べ
て
酒
を
酌
み
な
が
ら
、
花
の

精
に
で
も
、
月
の
仙
女
に
で
も
尋
ね
て
み
る
が
い
い
。

こ
こ
に
、
柳
北
は
風
流
韻
事
を
仲
間
内
の
楽
し
み
か
ら
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を

通
じ
て
広
汎
な
読
者
と
共
有
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
風
流
韻
事
の
近
代
化
を
試

み
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
森
銑
三
翁
は
柳
北
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
文
章
に

し
て
お
ら
れ
る
が
、『
花
月
新
誌
』
に
つ
い
て
の
簡
に
し
て
要
を
得
た
一
文
を

紹
介
し
よ
う

）
2
（

。

『
花
月
新
誌
』
は
殆
ど
柳
北
の
個
人
雑
誌
の
感
が
あ
る
が
、
漢
文
に
、
漢

詩
に
狂
詩
に
、
仮
字
交
り
の
戯
文
に
、
随
筆
に
、
紀
行
に
、
正
し
く
三
面

六
臂
の
働
き
を
し
て
居
り
、
卒
然
と
し
て
書
流
さ
れ
た
や
う
な
そ
の
文
が

実
に
洗
練
を
極
め
て
ゐ
て
、
格
調
が
高
く
て
、
品
格
が
あ
っ
て
、
ふ
ざ
け

て
ゐ
る
や
う
で
、
そ
の
裡
に
悲
涼
な
響
き
の
籠
つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
つ
て
、

そ
れ
が
人
を
惹
き
つ
け
る
。
柳
北
が
一
代
の
才
人
だ
つ
た
こ
と
な
ど
、
今

さ
ら
い
は
ず
も
が
な
で
あ
る
が
、
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
も
、
実
に
得

難
い
人
だ
つ
た
こ
と
を
思
は
ざ
る
を
得
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
書
い
て
ゐ
る
も

の
は
何
を
読
ん
で
も
今
な
ほ
清
新
で
、
少
し
も
古
め
か
し
く
な
つ
て
い
な

い
。
そ
の
点
に
敬
意
が
払
は
れ
る
。

『
花
月
新
誌
』
は
明
治
十
年
代
を
代
表
す
る
文
芸
雑
誌
と
し
て
、
江
湖
の
広

い
支
持
を
得
て
い
た
。
当
時
の
文
芸
雑
誌
と
し
て
は
、
明
治
八
年
創
刊
の
森
春

濤
が
主
宰
す
る
漢
詩
文
専
門
の
『
新
文
詩
』
が
あ
り
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
漢

詩
人
の
多
く
が
、
政
府
高
官
系
の
詩
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
方
に
は
明
治
九
年

に
創
刊
の
服
部
撫
松
が
主
宰
す
る
『
東
京
新
誌
』
が
あ
り
、
幕
末
に
大
い
に
も

て
は
や
さ
れ
た
合
巻
と
同
じ
中
本
仕
立
て
で
、
戯
作･

奇
譚･

噂
話
な
ど
を
、

漢
文
で
掲
載
し
た
。

森
銑
三
翁
は
、「『
花
月
新
誌
』
こ
そ
は
、
わ
が
国
の
文
学
雑
誌
の
祖
と
し
て

認
む
べ
き

）
（
（

」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
漢
詩
文
オ
ン
リ
ー
の
高
踏
的
な
『
新
文

誌
』、
俗
受
け
を
ね
ら
う
『
東
京
新
誌
』
と
、
先
行
す
る
二
誌
を
に
ら
み
つ
つ

柳
北
の
目
指
し
た
も
の
は
、
ジ
ャ
ン
ル
を
限
定
せ
ず
、
伝
統
を
固
守
せ
ず
、
作

品
の
質
を
落
さ
ず
に
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
上
質
な
風
流
韻
事
の
世
界
を
紹
介

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

二

風
流
韻
事

柳
北
は
二
十
歳
こ
ろ
か
ら
、
花
柳
街
に
出
遊
を
は
じ
め
、
こ
の
遊
び
は
生
涯

尽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
く
に
柳
橋
の
風
情
を
愛
し
、
柳
橋
花
街
の
生
態

を
活
写
し
た
代
表
作
の
『
柳り

ゆ
う

橋き
よ
う

新し
ん

誌し

』
を
著
わ
し
て
い
る
が
、
ほ
か
に
も
明

治
七
年
、
東
本
願
寺
編
集
局
長
と
し
て
京
都
に
在
住
し
て
い
た
お
り
、
し
ば
し

ば
通
っ
た
祇
園
の
花
街
に
材
を
取
っ
た
『
京け

い

猫び
よ
う

一い
つ

斑ぱ
ん

』
を
草
し
て
い
る
。
そ

の
『
京
猫
一
斑
』
の
京
都
の
四
条
を
描
写
し
た
く
だ
り
で
、
要
約
す
る
と
次
の
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よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
世
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
こ
そ
文
字
で
あ
る
。
文
字
の
遊
び
と

い
う
も
の
は
、
そ
こ
に
酒
が
入
ら
な
け
れ
ば
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

酒
が
あ
れ
ば
次
は
妓
女
が
来
る
こ
と
、
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
今

の
こ
の
道
の
達
人
は
皆
そ
う
言
っ
て
い
る
。
た
だ
酒
と
妓
女
だ
け
で
は
、

あ
ま
り
に
も
平
凡
で
俗
っ
ぽ
く
、
や
は
り
ま
わ
り
に
勝
れ
た
山
水
の
風
景

が
あ
っ
て
こ
そ
、
酒
と
妓
女
の
遊
び
が
ひ
と
き
は
盛
り
上
が
る
と
い
う
も

の
だ
。
四
条
と
い
う
土
地
は
、
名
妓
と
呼
ば
れ
る
美
女
、
芳
醇
な
酒
と
旨

い
も
の
、
山
の
秀
景
に
清
き
流
れ
と
、
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
世
に
も
稀
な
る

場
所
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
訪
れ
る
文
人
墨
客
は
花
鳥
風
詠
の
極
楽
郷

に
家
に
帰
る
こ
と
も
忘
れ
る
ほ
ど
没
入
し
て
し
ま
う
の
だ
。

要
す
る
に
柳
北
に
と
っ
て
の
遊
事
と
は
、
風
流
韻
事
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ

り
、
そ
の
場
限
り
の
歓
楽
に
酔
い
痴
れ
る
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
も
の
だ
か

ら
、
そ
の
歓
び
や
楽
し
み
を
詩
文
に
定
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
ち

な
み
に
風
流
人
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

す
な
わ
ち
真
の｢

風
流
の
人
物
」
と
は
、｢

文
采｣

｢

風
騒
」
に
す
ぐ
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
風
流
の
人
物

と
は
、

一

世
の
中
の
俗
事･

雑
事
に
こ
だ
わ
ら
ぬ
、
自
由
奔
放
で
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
な
人
物
。

二

世
の
中
の
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
は
無
視
し
、
自
由
闊
達
に
文
学･

芸
術
の

世
界
や
自
然
界
に
遊
ぶ
人
物
。

風
流
韻
事
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
か
ら
生
れ
た
。
そ
し
て
、
男
社
会
で

あ
る
過
去
の
中
国
で
は
「
風
流
」
の
語
義
は
女
の
世
界
へ
と
更
に
拡
大
す

る
。

三

世
の
中
の
俗
事･

雑
事
に
関
わ
ら
ず
、
女
に
の
め
り
こ
む
人
物
。
女

に
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
、
遊
郭
に
流い

つ

連づ
け

る
男
。
色
男
。
色
事
師
。

風
は
本
来
自
由
奔
放
、
変
幻
自
在
、
勝
手
気
儘
、
す
き
放
題
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
英
雄
豪
傑
、
文
人
墨
客
、
そ
し
て
色
事
師
に
た
と
え
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う

）
4
（

。

柳
北
は
こ
の
三
つ
の
条
件
を
十
分
に
備
え
た
「
風
流
の
人
物
」
で
あ
っ
た
。

柳
北
が
柳
橋
に
出
遊
を
始
め
た
の
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
頃
で
、
安
政
六

年
（
一
八
五
九
）
に
は
、『
柳
橋
新
誌
』
初
編
の
稿
が
な
っ
て
お
り
、
万
延
元

年
（
一
八
六
〇
）
に
は
初
編
の
追
補
が
成
っ
て
い
る
。『
柳
橋
新
誌
』
二
編
は

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
成
稿
で
あ
る
。
柳
北
の
遊
び
方
は
並
大
抵
の
も
の

で
な
く
、
こ
の
初
編
の
附
録
に
記
載
さ
れ
た
親
友
の
柳
河
春
三
の
回
想
（
明
治

二
年
頃
）
に
よ
る
と
、
柳
橋
に
落
し
た
金
は
二
千
両
を
下
ら
な
い
と
い
う
。
文

久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
は
、
馴
染
の
芸
者
お
蝶
を
側
室
に
置
い
て
い
る
く
ら

い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
初
編
に
描
か
れ
た
柳
橋
の
生
態
は
精
細
を
極
め
、
後

年
、
江
戸
文
化
を
追
慕
す
る
永
井
荷
風
を
し
て
、
あ
る
意
味
で
花
柳
世
界
の

「
聖
典
」
の
書
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る

）
5
（

。

と
こ
ろ
で
、
柳
北
が
『
柳
橋
新
誌
』
を
著
わ
し
た
動
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
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中
国
・
明
末
の
文
人
余よ

懐か
い

の
『
板は

ん

橋き
よ
う

雑ざ
つ

記き

』
が
あ
る
。
金
陵
（
南
京
）
郊
外

の
花
街
・
秦し

ん

淮わ
い

の
名
妓
の
列
伝
を
中
心
に
、
当
時
の
社
会
や
情
勢
を
回
想
し
た

書
で
、
わ
が
国
で
も
江
戸
時
代
中
期
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に
和
刻
本
が

出
版
さ
れ
て
い
る
。
異
民
族
の
清
に
蹂
躙
さ
れ
滅
ぼ
さ
れ
た
明
の
文
化
へ
の
限

り
無
い
追
憶
が
、
い
わ
ば
敗
者
の
美
学
を
か
も
し
て
わ
が
国
の
文
人
た
ち
を
魅

了
し
た
の
で
あ
る
。
柳
北
は
初
編
の
巻
末
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

余
曼
（
余
懐
）
翁
、
金
陵･
珠
市
の
名
妓
を
列
し
て
、
其
の
小
伝
を
作
り
、

佳
人
の
跡
、
百
世
朽
ち
ず
。
余
今
柳
橋
の
紅
裙
を
記
し
て
、
以
て
之
に
準

擬
せ
ん
と
欲
す
。
而
し
て
未
だ
一
個
の
行
実
記
す
べ
き
者
あ
る
を
詳
ら
か

に
せ
ず
。
乃
ち
徒
ら
に
聞
く
所
の
名
、
十
の
七
八
を
、
左
に
列
す
る
の
み
。

後
の
情
痴
余
が
如
き
者
、
若
し
其
の
事
を
索
め
て
、
其
の
伝
を
作
つ
て
、

以
て
曼
翁
の
挙
に
継
が
ば
、
則
ち
一
は
以
て
脂
粉
の
色
を
し
て
長
く
朽
ち

ざ
ら
し
め
、
一
は
以
て
斯
の
地
の
繁
華
を
後
日
に
徴あ

き
ら

む
べ
き
者
あ
ら
ん
。

と
し
て
、
百
二
十
余
人
の
芸
者
の
名
前
を
列
挙
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。『
板

橋
雑
記
』
は
名
妓
の
小
伝
あ
っ
て
の
書
で
あ
る
の
だ
が
、「
未
だ
一
個
の
行
実

記
す
べ
き
者
あ
る
を
詳
ら
か
に
せ
ず
」
と
し
て
、
彼
我
の
落
差
を
認
め
る
し
か

な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
柳
橋
新
誌
』
に
お
い
て
は
、
花
街
の
生
態
を
描
き

き
っ
て
い
る
も
の
の
、
範
と
し
た
『
板
橋
雑
記
』
に
あ
る
妓
女
の
小
伝
を
欠
く

う
ら
み
を
遺
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
「
筆
債
」
を
晩
年
に
果
し
た
も
の
が
、

『
新
柳
情
譜
』
初
編･

二
編
な
の
で
あ
る

）
6
（

。

三
『
新
柳
情
譜
』
の
世
界

『
新
柳
情
譜
』
の
新
柳
と
は
新
橋
と
柳
橋
、
二
橋
の
花
街
を
意
味
し
、
情
譜

と
は
二
つ
の
花
街
の
芸
者
の
品
評
を
し
つ
つ
、
そ
の
系
統
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
花
月
新
誌
』
第
六
十
七
号
（
明
治
十
二
年
三
月
八
日

発
行
）
か
ら
第
九
十
号
（
明
治
十
三
年
一
月
）
ま
で
二
十
四
回
に
わ
た
り
連
載

さ
れ
て
お
り
、
一
回
か
ら
十
二
回
ま
で
が
初
編
、
十
三
回
か
ら
二
十
四
回
ま
で

を
二
編
と
す
る
。
一
回
あ
た
り
二
名
の
芸
者
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
初
編
は

一
回
か
ら
六
回
ま
で
新
橋
の
芸
者
二
名
ず
つ
、
七
回
か
ら
十
二
回
ま
で
は
柳
橋

の
芸
者
二
名
ず
つ
を
品
評
し
、
二
編
は
一
回
ご
と
に
新
橋
一
名
、
柳
橋
一
名
を

紹
介
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
花
月
新
誌
』
第
九
十

一
号
巻
末
の
稟
告
に
は
「
新
柳
情
譜
第
三
編
は
小
西
湖
佳
話
（
箕
作
秋
萍
の
連

載
随
筆
）
の
結
尾
を
待
て
載
せ
ん
と
す
」
と
の
予
告
が
出
て
い
る
が
、
そ
の
後
、

掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

初
編
、
二
編
と
も
新
橋
十
二
名
、
柳
橋
十
二
名
、
あ
わ
せ
て
二
十
四
名
が
品

評
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
四
と
い
う
数
字
は
、
初
編
の
末
尾
に
柳
北
本
人
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
余
、
斯
の
譜
を
編
し
、
有
名
校
書
（
芸
者
）
を

新
柳
二
橋
に
選
ぶ
。
各
十
二
名
。
蓋
し
二
十
四
番
花か

信し
ん

に
比
す
る
な
り
」。
二

十
四
番
花
信
と
は
、
二
十
四
節
気
の
小
寒
か
ら
穀
雨
ま
で
の
間
の
各
気
の
開
花

を
知
ら
せ
る
花
便
り
の
こ
と
で
、
通
常
は
二
十
四
番
花
信
風
と
よ
ば
れ
る
。
小

寒
か
ら
穀
雨
ま
で
は
八
つ
の
節
気
が
あ
り
、
一
つ
の
節
気
を
三
つ
の
候
に
分
け

て
八
倍
す
る
と
二
十
四
候
に
な
る
。
こ
れ
に
花
々
を
あ
て
る
の
で
あ
る
。

小
寒
＝
梅･
椿･

水
仙

大
寒
＝
沈
丁
花･

蘭･

山さ
ん

礬ば
ん

立
春
＝
黄
梅･
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桜
桃･

辛
夷

雨
水
＝
菜･

杏･

李

啓
蟄
＝
桃･

山
吹･

薔
薇

春
分

＝
海
棠･

梨･

木
蘭

清
明
＝
霧･

麦･

柳

穀
雨
＝
牡
丹
・
茶
靡
・
楝

柳
北
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
五
月
、
柳や

な

河が
わ

春し
ゆ
ん

三さ
ん

と
「
新
撰
柳
橋
二
十

四
番
花
信

）
7
（

」
と
題
し
て
、
当
時
の
柳
橋
の
芸
者
二
十
四
名
を
花
々
に
な
ぞ
ら
え

て
、
洒
落
た
一
枚
の
摺
り
物
に
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
友
人
知
己
に
配
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
新
撰
」
と
あ
る
よ
う
に
、
花
の
選
び
方
は
季
節
を
無

視
し
て
、
菊
、
百
日
紅
、
あ
や
め
、
鳳
仙
花
な
ど
も
並
べ
ら
れ
、
こ
れ
に
芸
者

名
を
あ
て
て
い
る
。

ち
な
み
に
『
花
月
新
誌
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
柳
北
の
連
載
も
の
を
列
挙
す

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

�

連
載
開
始

「
京
猫
一
斑

鴨
東
新
誌
」�

十
八
回�

（
明
治
七
年
成
稿
）�

二
号
明
治
十
年

「
小
仙
窟
」（
翻
訳
）�

八
回�

（
成
稿
時
未
詳
）�
二
十
号
明
治
十
年

「
澡
泉
紀
遊
」（
紀
行
）�

九
回�

（
書
下
ろ
し
）�

五
十
四
号
明
治
十
一
年

「
新
柳
情
譜
」�

二
十
四
回�

（
書
下
ろ
し
）�

六
十
七
号
明
治
十
二
年

「
航
薇
日
記
」（
紀
行
）�

三
十
五
回�

（
明
治
二
年
成
稿
）

�

八
十
二
号
明
治
十
二
年

「
航
西
日
乗
」（
紀
行
）�

二
十
回�

（
明
治
六
年
成
稿
）

�

百
十
八
号
明
治
十
四
年

連
載
も
の
で
書
下
ろ
し
は
少
な
い
な
か
で
、『
新
柳
情
譜
』
の
書
下
ろ
し
連

載
二
十
四
回
は
際
立
っ
て
い
る
。
柳
北
は
満
を
持
し
て
執
筆
に
あ
た
っ
た
よ
う

に
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
柳
北
の
こ
の
当
時
の
動
静
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
年
譜
を
参
考
に

見
て
み
た
い
。『
花
月
新
誌
』
が
創
刊
さ
れ
た
明
治
十
年
代
、
柳
北
が
社
長
を

つ
と
め
る
『
朝
野
新
聞
』
は
発
行
部
数
一
万
八
千
部
に
ま
で
成
長
し
、『
花
月

新
誌
』
の
売
り
上
げ
も
好
調
で
、
明
治
前
半
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
新

聞･

雑
誌
の
二
つ
の
メ
デ
ィ
ア
で
、
柳
北
は
押
し
も
押
さ
れ
ぬ
盟
主
と
し
て
君

臨
し
て
お
り
、
生
涯
に
お
け
る
絶
頂
期
に
あ
っ
た
。
財
界
に
も
重
き
を
な
し
、

明
治
十
二
年
七
月
に
は
、
来
日
し
た
前
ア
メ
リ
カ
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
の
接
待
委

員
を
つ
と
め
て
い
る
。
明
治
十
一
年
十
月
初
め
、
柳
北
は
か
つ
て
隠
棲
の
栖
と

し
て
い
た
向
島
の
「
松
菊
荘
」
を
建
て
直
し
、
知
名
の
士
を
招
い
て
新
築
披
露

の
宴
を
催
し
た
。

我
が
松
菊
荘
の
門も

ん

牆し
よ
う

は
旧
実
に
依
る
。
門
に
入
り
て
右
す
れ
ば
園
に
入

る
。
左
す
れ
ば
厨く

り
や

に
到
る
。
中
央
は
磚せ

ん

石せ
き

を
列
し
、
以
て
客
を
堂
に
延

く
。
堂
に
面
し
て
梅
数
十
株
を
栽
え
、
尽
く
雑
樹
を
外
圃
に
移
す
。
堂
の

左
は
翠
松
白
桜
若
干
株
を
排
列
し
、
下
に
蘭
菊
を
点
綴
す
。（
中
略
）
堂

は
小
に
し
て
、
楼
は
大
也
。
客
を
延
て
馳ち

眺ち
よ
う

款か
ん

語ご

し
、
且
つ
春
日
濹
堤

の
花
を
望
ん
で
会
飲
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
楼
南
は
我
が
梅
花
に
対
し
、

東
は
我
が
桜
花
を
揖ゆ

う

し
、
西
と
北
と
は
遠
く
堤
上
の
花
を
望
む
。
命な

づ
け

て
四
顧
皆
花
楼
と
云
ふ

）
8
（

。

濹
上
漁
史･

柳
北
に
と
っ
て
新
装
な
っ
た
松
菊
荘
は
、
風
流
韻
事
を
楽
し
む

場
と
し
て
の
理
想
郷
で
あ
っ
た
が
、
柳
北
の
外
孫
に
あ
た
る
大
島
柳
一
氏
に
よ

れ
ば
、「
柳
北
は
、
家
に
ゐ
る
と
訪
客
た
え
ず
、
じ
つ
に
、
応
接
に
い
と
ま
な

か
っ
た
と
い
ふ

）
9
（

」
と
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
柳
北
の
私
的
な
社
交
場
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と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
柳
北
は
多
忙
で
あ
っ
た
。
仕
事
や
社
交
の
み

な
ら
ず
、
文
事
に
闌た

け
た
名
士
と
い
う
こ
と
か
ら
、
原
稿
、
揮き

毫ご
う

、
碑
文
の
撰

に
い
た
る
ま
で
、
依
頼
が
引
き
も
切
ら
な
い
状
態
と
な
り
、
身
動
き
が
と
れ
な

ほ
ど
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
柳
北
は
『
花
月
新
誌
』
第
六
十
九
号
に
載
せ
た
「
閑

忙
小
言
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

漁
史
は
記
者
な
り
。
朝
な
夕
な
耳
に
聴
き
筆
に
写
し
て
片
時
の
暇
も
な
く
、

い
と
煩
は
し
き
身
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
。
さ
れ
ど
己
れ
自
ら
は
文
字
の
道
に

疎
き
も
、
只ひ

た

管す
ら

歌
読
み
詩
作
る
事
の
好
ま
し
け
れ
ば
、
斯
く
花
月
の
一
社

を
開
き
て
忙
中
に
閑
を
求
め
て
、
他
人
の
金
玉
を
輯あ

つ

め
、
本
誌
を
綴
る
事

と
は
な
り
に
き
。（
中
略
）
試
み
に
思
へ
、
詩
歌
に
役
せ
ら
る
ゝ
も
、
文

字
に
役
せ
ら
る
ゝ
も
、
名
利
に
役
せ
ら
る
ゝ
も
、
其
の
役
せ
ら
る
ゝ
や
一

な
り
。
漁
史
は
物
に
役
せ
ら
る
ゝ
事
の
痛
く
嫌
ひ
な
れ
ば
、
縦た

と
ひ令

風
雅
の

道
な
り
と
も
、
人
に
迫
る
ゝ
は
好
ま
し
か
ら
ず
。
斯
く
言
は
ば
漁
史
も
月

花
に
の
み
は
役
せ
ら
る
ゝ
も
厭
は
ず
や
と
問
ふ
人
有
ら
ん
。
漁
史
と
て
も

凡
夫
な
り
。
月
花
に
役
せ
ら
る
ゝ
の
み
は
免
れ
難
し
と
心
に
悟
り
た
れ
ば
、

此
事
ば
か
り
は
宥ゆ

る

し
給
ひ
ね
。

「
漁
史
と
て
も
凡
夫
な
り
。
月
花
に
役
せ
ら
る
ゝ
は
免
れ
難
し
と
心
に
悟
り

た
れ
ば
」
と
、
心
中
を
明
か
し
て
い
る
。「
閑
忙
小
言
」
が
載
っ
た
『
花
月
新

誌
』
第
六
十
九
号
の
二
号
前
の
第
六
十
七
号
か
ら
『
新
柳
情
譜
』
が
連
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
し
か
も
初
編･

二
編
併
せ
て
二
十
四
回
の
連
載

が
極
め
て
短
期
間
に
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
編
に
関
し
て
言
え
ば
、
十
二

回
目
の
最
終
回
が
同
年
七
月
三
十
日
発
行
の
七
十
八
号
で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か

五
ヶ
月
し
か
か
か
っ
て
い
な
い
。
柳
北
は
『
新
柳
情
譜
』
執
筆
に
か
な
り
の
時

間
を
費
や
し
、『
柳
橋
新
誌
』
で
成
し
得
な
か
っ
た
芸
者
の
品
評
に
全
力
を
傾

け
た
と
思
わ
れ
る
。

森
銑
三
翁
は
「
成
島
柳
北
と
名
妓
た
ち

）
（（
（

」
と
題
す
る
文
章
で
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
新
柳
情
譜
」
は
、
成
島
柳
北
の
著
作
中
の
第
一
に
推
す
べ
き
も
の
だ
と

思
ふ
。
私
は
以
前
か
ら
さ
う
極
め
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
『
花
月
新

誌
』
に
連
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
博
文
館
で
版
に
し
た
『
柳
北
全
集
』

に
も
収
め
て
な
い
も
の
だ
か
ら
、
柳
北
の
著
書
と
し
て
『
柳
橋
新
誌
』
や

『
京
猫
一
斑
』
は
読
ん
で
ゐ
る
人
も
、「
新
柳
情
譜
」
の
こ
と
は
存
外
知
ら

な
い
（
中
略
）。
全
体
で
四
十
八
人
と
い
ふ
多
数
の
歌
妓
が
取
上
げ
ら
れ

て
ゐ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
そ
の
扱
ひ
方
が
変
化
の
妙
を
極
め
て

ゐ
て
、
更
に
単
調
に
陥
ら
ず
、
よ
く
四
十
八
人
の
四
十
八
態
を
書
き
分
け

て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
一
読
柳
北
な
ら
で
は
の
感
を
深
う
す
る
。
し
か
も
そ

の
四
十
八
章
に
は
、
七
絶
の
一
首
づ
つ
が
添
へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
詩
と
文
と

相
俟
つ
て
、
余
韻
の
尽
き
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
書
は
、
繰

返
し
て
読
ん
で
、
飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
好
著
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

『
新
柳
情
譜
』
は
森
銑
三
翁
が
こ
の
文
章
を
書
か
れ
た
当
時
で
も
、
世
の

人
々
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
作
品
で
あ
る
。
花
柳
街
が
全
盛
を
極
め
る
の
は
、

明
治
以
降
、
昭
和
の
初
め
こ
ろ
ま
で
で
、
永
井
荷
風
の
一
連
の
花
柳
小
説
も
そ
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れ
以
後
は
、
舞
台
が
カ
フ
ェ
や
玉
ノ
井
よ
う
な
私
娼
窟
に
変
っ
て
い
く
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
時
代
風
俗
の
変
化
よ
り
も
、
忘
れ
去
ら
れ
る
最
大
の
要
因
は
、

漢
文
と
い
う
文
体
に
あ
る
。
森
翁
が
か
ほ
ど
ま
で
に
こ
の
作
品
を
称
賛
し
、
評

価
さ
れ
た
の
は
、「
簡
潔
な
漢
文
」
で
あ
る
か
ら
で
、「
仮
名
交
じ
り
に
書
き
下

ろ
し
た
り
し
て
は
、
原
文
の
妙
が
減
殺
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
地
下
の
柳
北

を
顰ひ

ん

蹙し
ゆ
く

せ
し
め
る
こ
と
に
な
ら
う

）
（（
（

」
と
嘆
息
し
て
お
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
森
翁
が
『
新
柳
情
譜
』
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
仮
名
交
じ
り
文

と
い
う｢

暴
挙
を
敢
へ
て
」
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
柳
北

の
簡
潔
な
漢
文
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
初
編
第
九
回
の
錦
八
（
柳
橋
）
を
、

森
翁
に
な
ら
い
仮
名
交
じ
り
文
で
見
て
み
よ
う
。

新
柳
情
譜�
濹
上
漁
史
戯
稿

�
秋
風
道
人
漫
評

錦
八
（
柳
橋
）

戊
辰
干か

ん

戈か

の
後
、
余
、
二
三
幕
僚
と
、
縦し

よ
う

酒し
ゆ

、
懐お

も
ひ

を
遣や

り
、
毎つ

ね

に
飲
す

る
に
妓
を
徴
す
。
識
る
所
、
数
十
人
。
而
し
て
其
の
今
に
存
す
る
者
、
唯

だ
錦
八
一
人
の
み
。
当
時
、
錦
八
、
嬌
小
に
し
て
奇き

捷し
よ
う

。
酒
を
飲
む
こ

と
数
斗
。
酔
へ
ば
則
ち
放
言
、
人
を
罵
る
。
勢
ひ
当
る
べ
か
ら
ず
。
余
、

呼
ん
で
隼し

ゆ
ん

姐そ

と
曰い

ふ
。
其
の
小
に
し
て
鋭
な
る
を
以
て
な
り
。
嘗
て
濹

の
魚う

お

十じ
ゆ
う

楼ろ
う

に
飲
む
。
余
、
愛
狗
有
り
。
尾び

し
て
来
る
。
乃
ち
与
ふ
る
に

肉
を
以
て
す
。
衆
犬
、
皆
な
環か

ん

視し

朶だ

頤い

。
然
れ
ど
も
余
を
畏
れ
て
動
か
ず
。

錦
八
既
に
酔
ふ
。
瞋い

か

り
て
曰
く
、「
何
ぞ
偏
な
る
」。
手
に
盤
肉
を
攫つ

か

み
、

尽
く
衆
犬
に
投と

う

畀ひ

す
。
一
坐
皆
な
驚
く
。
然
れ
ど
も
錦
八
、
志
操
も
亦
た

人
に
過
ぐ
る
者
有
る
な
り
。
深
川
の
豪
商
、
美
濃
善
、
錦
八
に
昵じ

つ

し
、
竟

に
購
ひ
て
小し

よ
う

星せ
い

と
為
す
。
後
、
善
の
家
道
漸
く
衰
へ
、
其
の
妻
妾
皆
な

棄
て
去
る
。
錦
八
独
り
去
ら
ず
し
て
曰
く
、「
旧
恩
豈あ

に
報
ぜ
ざ
る
べ
け

ん
や
」
と
。
乃
ち
復
た
籍
を
掲
げ
、
技
を
售う

り
以
て
善
を
養
ふ
。
善
、
錦

八
に
衣
食
す
る
、
三
五
年
。
竟
に
往
く
所
を
知
ら
ず
。
錦
八
、
今
猶
ほ
善

く
飲
む
。
然
れ
ど
も
、
酔
へ
ば
則
ち
大
息
し
て
曰
く
、「
妾
、
老
ひ
た
り
。

復
た
肉
を
攫
み
狗
に
投
ず
る
の
意
気
無
し
」
と
。
余
、
為
に
愀し

ゆ
う

然ぜ
ん

た
り
。

一
肱
舊
夢
十
餘
年

一い
つ

肱こ
う

の
旧
夢

十
余
年

樽
酒
相
逢
且
黯
然

樽そ
ん

酒し
ゆ

相
逢
ひ
て

且
つ

黯あ
ん

然ぜ
ん

縦
使
身
非
謫
居
客

縦た
と
ひ使

身
は
謫た

く

居き
よ

の
客
に
非
ざ
る
も

青
衫
掩
涙
聴
哀
絃

青せ
い

衫さ
ん

涙
を
掩
ひ
て

哀
絃
を
聴
く

評
に
云
ふ
。
漁
史
、
嘗
て
幕
府
の
貴
官
為
り
。
鞠
躬
盡
瘁
、
蓋
し
亦
た
労

せ
り
。
時
勢
一
変
、
官
を
棄
て
て
顧
み
ず
。
放
浪
、
自
ら
娯
し
む
。
而
し

て
裁
抑
す
べ
か
ら
ず
の
気
有
り
。
時
に
筆
端
に
見
る
。
則
ち
此
の
篇
、
豈

に
一
歌
妓
の
為
に
嘆
き
を
発
す
る
の
み
な
ら
ず
。

（
欄
外
頭
評
）

①
嬌
小
の
二
字
、
清
新
を
描
出
す

②
酔
妓
の
嬌
瞋
の
状
、
見
る
が
如
し

③
肉
を
攫
む
の
気
概
、
此
れ
に
見
ゆ

毎
回
、「
新
柳
情
譜
」
の
表
題
の
下
に
、「
濹
上
漁
史
戯
稿
」「
秋
風
道
人
漫

評
」
と
記
さ
れ
、「
錦
八
（
柳
橋
）」
の
よ
う
に
、
芸
者
名
と
花
街
名
が
あ
る
。
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ま
ず
芸
者
の
品
評
が
記
さ
れ
、
次
に
、
品
評
を
受
け
た
七
言
絶
句
、
そ
し
て
品

評
と
漢
詩
に
対
す
る
評
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
、
返
り
点
と
送
り
仮
名
が
施
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
欄
外
に
は
頭
評
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
返
り

点
も
、
送
り
仮
名
も
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。

品
評
と
七
言
絶
句
は
柳
北
（
濹
上
漁
史
）
の
筆
に
な
る
。
品
評
に
は
、
芸
者

の
来
歴
、
容
貌
、
性
格
、
逸
話
な
ど
が
書
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、「
戯
稿
」
と

へ
り
く
だ
っ
て
は
い
る
が
、
本
来
、
硬
質
で
あ
る
漢
文
体
で
、
俗
の
世
界
に
生

き
る
花
街
の
芸
者
の
生
態
を
、
巧
み
な
戯
文
に
変
換
し
て
読
者
を
興
味
津
々
と

さ
せ
る
。
ま
さ
に
「
簡
潔
な
漢
文
」
そ
の
も
の
で
、
し
か
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
、
時

に
諧
謔
を
交
え
、
技
巧
の
か
ぎ
り
を
尽
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
現
代
語
に
訳
し

て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
文
意
に
な
ろ
う
。

戊
辰
戦
争
が
終
り
、
ご
一
新
の
世
に
な
っ
て
か
ら
、
私
は
幕
臣
で
あ
っ
た

数
人
の
同
僚
と
痛
飲
し
て
は
懐
旧
談
に
ふ
け
っ
て
い
た
。
飲
む
た
び
に
芸

者
を
呼
ん
で
い
た
か
ら
、
名
前
だ
け
で
何
十
人
も
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
が

今
で
は
錦
八
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
る
。
そ
の
頃
の
錦
八
は
小
柄
で
色
っ

ぽ
く
、
す
ば
し
こ
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
飲
め
ば
斗
酒
な
お
辞
せ
ず
、
酔

え
ば
大
声
を
出
し
て
わ
め
き
、
罵
声
を
浴
び
せ
、
そ
の
勢
い
た
る
や
、
手

の
付
け
よ
う
が
な
か
っ
た
。
私
は
ハ
ヤ
ブ
サ
の
錦
八
と
仇
名
を
つ
け
た
。

小
柄
で
敏
捷
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
頃
、
隅
田
川
沿
い
の
魚

十
と
い
う
料
理
屋
に
錦
八
を
連
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
の
愛
犬
も

つ
い
て
き
た
の
で
、
肉
を
与
え
た
の
だ
が
、
ま
わ
り
に
い
た
野
良
犬
ど
も

は
涎
を
垂
ら
す
だ
け
で
じ
っ
と
見
て
い
る
。
私
の
顔
色
を
う
か
が
っ
て
動

こ
う
と
も
し
な
い
。
そ
れ
を
見
た
錦
八
は
酔
い
に
ま
か
せ
て
怒
り
だ
し
、

「
何
だ
ィ
、
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
皿
に
盛
っ
た
肉
を
手
づ
か
み

に
し
て
野
良
犬
ど
も
に
全
部
抛
り
投
げ
た
。
そ
ば
に
い
た
連
中
は
驚
き
あ

き
れ
た
の
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
錦
八
の
心
意
気
の
人
を
上
回
る
と
こ
ろ
な
の

だ
。
深
川
の
豪
商
の
美
濃
善
が
、
錦
八
に
ぞ
っ
こ
ん
惚
れ
込
ん
で
身
請
け

し
、
囲
い
者
に
し
た
。
そ
の
後
、
美
濃
善
の
家
は
没
落
し
、
妻
妾
す
べ
て

散
り
散
り
に
去
っ
て
行
っ
た
の
だ
が
、
錦
八
だ
け
は
出
て
行
か
ず
、
こ
う

言
っ
た
と
い
う
。「
お
世
話
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て
旦
那
を

抛
っ
て
お
け
ま
し
ょ
う
か
」。
そ
こ
で
錦
八
は
元
に
も
ど
っ
て
看
板
を
掲

げ
、
稼
い
だ
金
で
美
濃
善
を
養
っ
た
そ
う
な
。
美
濃
善
は
錦
八
に
厄
介
に

な
る
こ
と
十
五
年
、
そ
の
後
、
行
方
知
ら
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
錦
八

は
今
で
も
よ
く
飲
む
が
、酔
え
ば
溜
息
混
じ
り
に
ぼ
や
い
て
い
る
。「
あ
ー

あ
、
あ
た
し
も
年
を
と
っ
た
よ
、
昔
み
た
い
に
肉
を
引
っ
つ
か
ん
で
犬
に

抛
り
投
げ
る
な
ん
て
、
到
底
ム
リ
な
話
さ
」。
私
は
そ
れ
を
聞
い
て
何
と

も
寂
し
い
思
い
を
し
た
も
の
だ
。

現
代
語
の
文
章
に
な
お
す
と
、
こ
の
よ
う
に
倍
近
く
の
字
数
が
増
え
、
仮
名

交
じ
り
文
に
し
て
も
、
仮
名
の
分
だ
け
字
数
が
増
え
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

「
簡
潔
な
漢
文
」
の
表
現
力
の
豊
か
さ
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
し

て
も
柳
北
が
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
柳
橋
の
往
時
を
回
顧
し
つ
つ
、
錦
八
と
い

う
気
っ
風
の
い
い
、
義
理
と
人
情
に
あ
つ
い
芸
者
の
言
動
が
活
写
さ
れ
て
、
爽

快
感
が
み
な
ぎ
る
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
老
い
た
錦
八
が
酔
っ
て
漏
ら

す
繰
り
言
に
、
柳
北
は
「
愀
然
」
と
し
て
杯
を
口
に
運
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
品
評
を
受
け
た
七
言
絶
句
に
は
、
柳
北
の
こ
う
い
う
心
境
が
詠
わ
れ

て
い
る
。

ほ
ん
の
一
時
の
夢
を
見
た
よ
う
に
思
っ
て
い
た
が
、
も
う
十
有
余
年
に
も

な
る

酒
を
酌
み
交
わ
し
久
闊
を
叙
し
て
い
て
も
、
何
と
な
く
心
寂
し
い

自
分
は
島
流
し
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が

若
か
っ
た
こ
ろ
の
事
を
思
い
出
す
と
涙
が
に
じ
ん
で
き
て
、
も
の
悲
し
い

糸
の
音
に
耳
を
か
た
む
け
る
の
だ

柳
北
の
詩
文
に
、
評
者
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
記
す
。

柳
北
君
は
、
か
つ
て
幕
府
の
上
席
の
臣
で
あ
り
、
粉
骨
砕
身
、
そ
の
役
目

を
奉
じ
て
い
た
。
ご
一
新
と
な
り
、
時
の
流
れ
が
大
き
く
変
る
と
、
さ
っ

さ
と
身
を
引
き
、
未
練
も
な
し
に
浪
人
の
気
軽
さ
を
楽
し
ん
で
い
た
。
す

な
わ
ち
、
人
に
へ
つ
ら
わ
な
い
と
い
う
気
概
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
文
章

を
見
れ
ば
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
篇
は
、
ひ
と
り
の
芸
者
の
嘆
き
節

を
披
露
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。

柳
北
は
江
戸
開
城
の
前
日
、
役
を
返
上
し
て
向
島
須
崎
村
の
松
菊
荘
に
隠
棲

す
る
が
、
三
十
歳
を
越
し
た
ば
か
り
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
絶
句
に
は
、
そ
れ
か

ら
「
十
余
年
」
経
っ
た
明
治
十
二
年
の
柳
北
の
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
『
板
橋
雑
記
』
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
清
に
滅
ぼ
さ
れ
た
明

の
遺
臣
・
余
懐
が
、
南
京
・
秦
淮
の
歌
妓
の
小
伝
を
記
し
つ
つ
、
往
時
を
追
想

し
て
い
る
の
が
『
板
橋
雑
記
』
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
柳
北
に

と
っ
て
も
幕
臣
を
辞
し
て
隠
棲
し
て
か
ら
十
余
年
の
歳
月
を
閲
し
て
、
は
じ
め

て
過
去
を
振
り
返
る
心
境
に
な
り
、『
新
柳
情
譜
』
を
執
筆
し
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
。

評
者
は
さ
ら
に
欄
外
に
短
い
頭
評
を
つ
け
る
。
こ
こ
で
は
文
章
表
現
の
キ
イ

ワ
ー
ド
に
対
し
て
の
短
評
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
①
若
き
こ
ろ
の
錦
八
を
「
嬌

小
」
と
表
現
し
て
い
る
事
に
注
目
し
、「
精
神
（
生
気
が
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
）」

を
見
事
に
描
出
し
た
と
す
る
。
②
「
錦
八
既
に
酔
ふ
。
瞋
り
て
曰
く
。
何
ぞ
偏

な
る
」
の
描
写
に
対
し
、
酔
っ
た
芸
者
が
怒
り
ま
く
っ
て
い
る
様
子
が
、
ま
る

で
眼
前
に
そ
の
情
景
を
見
て
い
る
よ
う
だ
と
評
す
る
。
③
肉
を
引
っ
つ
か
ん
で

野
良
犬
に
投
げ
つ
け
る
錦
八
の
気
迫
あ
る
行
動
を
、「
攫
肉
の
気
概
、
此
れ
に

見
ゆ
」
と
し
て
、
錦
八
の
心
意
気
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
人
の
芸
者
を
、
漢
文
・
漢
詩
・
漢
文
に
依
る
評
言
・
漢
文

に
よ
る
短
評
と
四
つ
の
表
現
方
法
で
構
成
し
、
品
評
し
た
小
伝
が
『
新
柳
情

譜
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

最
後
に
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
は
、
秋
風
道
人
と
い
う
評
者
は
何
者
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
秋
風
道
人
と
い
う
雅
号
を
も
つ
人
物
が
見
当
た
ら

な
い
の
で
あ
る
。『
花
月
新
誌
』
の
同
人
の
誰
か
が
評
者
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
が
、
該
当
者
が
い
な
い
。
短
期
間
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た

文
章
で
あ
る
か
ら
、
評
者
は
柳
北
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
い
る
人
物
と
見
て
よ
い
。

当
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
通
信
手
段
は
今
日
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
、

文
章
を
遣
り
取
り
す
る
に
も
、
郵
便
事
情
は
よ
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
身
近
な
人
物
の
筆
頭
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
朝
野
新
聞
の
同
僚
で
あ
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り
、『
花
月
新
誌
』
に
も
参
加
し
て
詩
文
に
も
闌
け
、
柳
北
と
と
も
に
下
獄
し

た
こ
と
も
あ
る
末
広
鉄
膓
な
の
だ
が
、
比
定
は
で
き
な
い
。
と
な
る
と
、
評
者

は
柳
北
本
人
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

実
は
『
花
月
新
誌
』
の
第
二
十
二
号
か
ら
連
載
が
は
じ
ま
る
「
新し

ん

橋き
よ
う

佳か

話わ

」

と
い
う
花
柳
小
説
が
あ
り
、
筆
者
は｢

秋
風
道
人

編
」
と
あ
り
評
者
は
「
半

酔
居
士

評
」
と
な
っ
て
い
る
。「
新
橋
佳
話
」
は
新
橋
花
街
の
芸
者
・
鶴
児

と
客
筋
の
三
人
の
官
員
の
物
語
で
、
花
街
に
お
け
る
恋
の
達
引
き
が
描
か
れ
た
、

江
戸
時
代
の
人
情
本
の
系
統
の
作
品
で
あ
る
。
初
編
と
二
編
が
あ
る
が
、
二
編

は
第
四
十
三
号
を
も
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
二
十
四
回
に
わ

た
る
長
い
連
載
を
も
た
さ
れ
た
人
物
と
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
。
新
橋
花
街
の
生

態
が
詳
細
に
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秋
風
道
人
＝
柳
北
と
い
う
考
え
が

棄
て
き
れ
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
「
秋
風
道
人

編
」
と
あ
る
「
七
湯
清
話
」
と

い
う
連
載
が
第
五
十
三
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
あ
り
、
箱
根
を
中
心
と
す
る

温
泉
随
筆
で
あ
る
。
柳
北
は
大
の
温
泉
好
き
で
あ
っ
た
。「
澡
泉
紀
遊
」
と
い

う
、
こ
れ
も
箱
根
周
辺
の
温
泉
廻
り
の
紀
行
文
を
、
濹
上
漁
史
名
で
第
五
十
四

号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で
連
載
し
て
い
る
。
第
五
十
四
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま

で
、
二
つ
の
温
泉
も
の
が
同
時
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
箱
根
や
熱
海
の
温
泉
に

通
い
詰
め
た
柳
北
な
ら
、
二
本
立
て
の
温
泉
も
の
を
連
載
す
る
こ
と
な
ど
、
造

作
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ひ
と
り
の
人
物
が
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
い
分
け
て
、
同
一
の
誌
面
に
掲
載
す
る

こ
と
は
、
こ
の
当
時
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
。
少
し
時
代
は
下
が
る
が
、

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
郷
土
研
究
』
と
い
う
民
俗
学
の

雑
誌
は
、
二
年
後
か
ら
は
柳
田
国
男
が
一
人
で
編
集
し
、
多
い
と
き
に
は
十
通

り
以
上
の
名
前
を
使
い
分
け
て
執
筆
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る

）
（（
（

。

四

お
わ
り
に

『
新
柳
情
譜
』
に
つ
い
て
の
解
説
を
試
み
た
の
だ
が
、
こ
の
作
品
が
現
代
の

我
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
軽
々
に
は
言
え
な
い
。
筆
者
は

『
成
蹊
人
文
研
究
』
第
二
十
三
号
に
、「『
新
柳
情
譜
』
初
編
註
釈
」
を
掲
載
す

る
に
あ
た
り
、
こ
の
作
品
を
精
読
し
て
み
た
が
、
か
な
り
難
解
な
部
分
も
あ
っ

て
、
揖
斐
高
先
生
の
多
大
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
た
め
一
応
の
体
裁

は
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
何
分
に
も
特
殊
な
花
街
と
い
う
世
界
を
題
材
と

し
た
作
品
で
も
あ
り
、
ま
た
漢
文
読
解
力
の
不
足
も
あ
っ
て
、
意
に
満
た
ぬ
箇

所
も
多
々
あ
る
。
し
か
し
、
森
銑
三
翁
の
言
わ
れ
た
「
簡
潔
な
漢
文
」
の
魅
力

に
は
、
あ
る
程
度
接
近
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
作
の
テ
キ
ス
ト

は
き
わ
め
て
入
手
し
に
く
い
。『
花
月
新
誌
』
原
本
か
、
昭
和
四
十
六
年
（
一

九
七
一
）
に
肥
田
皓
三
氏
が
手
が
け
た
『
新
柳
情
譜
』
の
み
の
復
刻
版
の
小
冊

子
、
そ
し
て
ゆ
ま
に
書
房
の
『
花
月
新
誌
』
復
刻
版
の
み
で
あ
る
。

注
１�

「
西
京
の
菊
池
三
溪
翁
と
相
謀
り
、
諸
大
家
の
文
章
詩
歌
其
の
他
面
白
き
物
を
選
ん

で
編
纂
し
、
来
年
の
一
月
四
日
よ
り
弊
社
に
て
売
出
し
候
ま
ゝ
御
贔
屓
願
ひ
升
」。
明

治
九
年
十
一
月
二
十
五
日
発
行
の
『
朝
野
新
聞
』
紙
上
の
予
告
記
事
。

２�

『
森
銑
三
著
作
集
』
続
編
第
九
巻
「
書
物
」
雑
誌
四
二
三
頁

中
央
公
論
社
一
九
九
三

３

前
掲
書
第
五
巻
「
成
島
柳
北
」
一
六
七
頁

４

一
海
知
義
『
風･

一
語
の
辞
典
』
四
六
・
四
七
・
四
八
頁

三
省
堂
一
九
九
六

５�

『
荷
風
全
集
』
第
十
六
巻
「
柳
橋
新
誌
に
つ
き
て
」
二
八
三
頁

岩
波
書
店
一
九
六
四

６�

『
前
田
愛
著
作
集
』
第
一
巻
「『
板
橋
雑
記
』
と
『
柳
橋
新
誌
』」
四
九
一
頁

筑
摩

書
房
一
九
八
九



─ 95 ─

成蹊國文 第四十九号 （2016）

７

早
稲
田
大
学
古
典
藉
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
新
撰
柳
橋
二
十
四
番
花
信
」

８
『
柳
北
全
集
』「
松
菊
荘
の
略
記
」
二
十
頁

博
文
館
一
八
九
七

９

大
島
柳
一
『
柳
北
談
叢
』
一
八
四
頁

昭
和
刊
行
会
一
九
四
三

10
『
森
銑
三
著
作
集
』
続
編
第
五
巻
「
成
島
柳
北
と
名
妓
た
ち
」
一
七
五
頁

11

前
掲
書
同
項
一
七
六
頁

12�

「
柳
田
が
『
郷
土
研
究
』
誌
上
で
、
数
多
く
の
筆
名
を
使
用
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ

と
で
あ
り
、
こ
と
に
最
終
号
で
は
十
四
の
筆
名
を
駆
使
し
、
一
冊
分
全
部
を
一
人
で
書

き
あ
げ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
」。
柳
田
國
男
研
究
会
『
柳
田
國
男
伝
』
四
七
七
頁

三
一
書
房
一
九
八
八

�

（
た
か
は
し
・
あ
き
お

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


