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藤

原

佐
　
　
理

1

そ

の

人

と

書

風

の

特

質

に

つ

い

て

1

は
　
じ
　
め
　
に

平
安
時
代
半
ば
に
出
現
し
た
藤
原
佐
理
は
､
1
般
的
に
は
和
様
を
創
始
し
た

小
野
道
風
の
後
を
受
け
継
ぎ
'
藤
原
行
成
へ
と
橋
渡
し
を
し
た
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
｡

三
人
の
書
は
'
和
様
と
称
さ
れ
よ
-
比
較
さ
れ
る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
三
人
を
取

り
巻
-
時
代
背
景
や
各
々
の
性
格
の
相
違
が
書
に
は
大
い
に
反
映
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
'
三
人
三
棟
の
個
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
道
風
と

行
成
は
質
の
違
い
は
あ
る
に
し
ろ
'
伝
統
的
形
質
を
大
き
く
踏
み
外
す
こ
と
な

く
'
常
に
均
整
の
と
れ
た
安
定
し
た
造
形
を
と
り
続
け
た
書
作
傾
向
に
は
共
通

し
た
流
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡
そ
れ
に
比
し
'
伝
統
か
ら
抜
け
出
し
'
情

操
に
ま
か
せ
独
走
す
る
佐
理
の
書
に
は
特
異
な
世
界
が
感
じ
ら
れ
る
｡

書
は
入
な
り
と
い
う
が
'
書
は
最
も
そ
の
人
の
人
間
性
が
出
や
す
い
芸
術
で

あ
る
と
思
う
｡
中
で
も
如
実
に
そ
の
傾
向
が
現
わ
れ
る
の
が
手
紙
で
あ
る
｡
幸

か
不
幸
か
佐
理
の
書
と
し
て
残
存
す
る
の
は
｢
詩
懐
紙
｣
を
除
-
と
手
紙
(
書

状
)
　
の
み
で
あ
る
｡
手
紙
に
は
'
そ
の
筆
者
の
人
間
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
顔

を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
最
近
書
道
界
で
は
展
覧
会
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
'
か
な
作
品
も
細

吉
　
　
ノ
　
　
美
恵
子

(
奈
艮
教
育
大
学
書
道
教
室
)

(
昭
和
六
十
年
四
月
三
十
日
受
理
)

字
か
ら
大
字
'
中
字
へ
と
移
行
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
中
で
'

師
風
の
追
随
に
よ
る
作
品
の
類
型
化
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
｡
そ
こ
で
へ
　
こ
れ
ら

か
ら
脱
却
し
た
作
品
創
り
の
手
掛
り
と
し
て
古
典
に
基
盤
を
求
め
る
傾
向
が
強

い
が
'
中
で
も
佐
理
の
書
を
学
ぶ
者
が
多
い
こ
と
に
私
は
注
目
し
て
み
た
い
｡

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
上
代
様
の
よ
う
に
良
質
で
は
あ
る
が
常
識
的
な
の
が
人
間
的

興
味
を
お
こ
さ
せ
な
い
の
か
｡
そ
れ
と
も
へ
　
個
性
を
尊
ぶ
現
代
人
の
芸
術
的
晴

好
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
こ
で
'
本
稿
で
は
'
佐
理
が
生
き
た
時
代
'
あ
る
い
は
彼
の
人
柄
を
通
し

て
現
代
注
目
さ
れ
る
佐
理
の
書
の
魅
力
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で

あ
る
｡

佐
理
の
人
と
そ
の
周
辺

佐
理
は
王
朝
時
代
を
に
な
っ
た
藤
原
北
家
の
出
で
あ
り
'
朱
雀
天
皇
の
天
慶

七
年
(
九
四
四
)
　
に
生
ま
れ
た
｡
そ
の
時
へ
　
父
敦
敏
は
左
近
衛
少
将
正
五
位
下
'

祖
父
実
頼
は
右
大
臣
'
外
祖
夫
元
名
は
丹
波
守
従
四
位
下
で
あ
り
'
彼
の
前
途

は
洋
々
た
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
｡

こ
の
年
'
小
野
道
風
は
五
十
1
歳
へ
　
行
成
は
二
十
九
年
後
の
天
禄
三
年
　
(
九

201
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七
二
)
　
に
生
ま
れ
て
い
る
｡
な
お
'
佐
理
の
名
は
普
通
は
　
｢
サ
-
｣
と
い
う
が
'

栄
華
物
語
'
大
鏡
に
は
　
｢
ス
ケ
マ
サ
｣
と
見
え
て
お
り
へ
　
名
は
訓
読
す
る
の
が

普
通
で
あ
る
か
ら
正
し
く
は
　
｢
ス
ケ
マ
サ
｣
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

十
世
紀
初
め
か
ら
十
一
世
紀
初
め
に
か
け
て
'
彼
ら
三
蹟
が
輩
出
し
た
時
代

は
'
詩
文
･
和
歌
が
と
も
に
盛
ん
で
あ
り
'
こ
れ
ら
和
歌
の
贈
答
や
犀
風
の
色

紙
形
を
書
-
た
め
に
書
芸
は
必
要
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
故
へ
　
当
時
の
書
芸
は
詩
文

･
和
歌
と
は
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
詩

文
･
和
歌
が
盛
ん
に
人
々
に
尊
重
さ
れ
愛
好
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
'
ま
た
'

書
芸
も
尊
重
さ
れ
'
愛
好
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
書
芸
が
盛
ん
に
な

り
'
す
ぐ
れ
た
能
書
家
が
輩
出
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
｡

藤
原
氏
略
系
図
(
図
1
)
を
見
る
と
'
佐
理
は
藤
原
北
家
実
頼
流
す
な
わ
ち
へ

小
野
官
流
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
実
額
の
孫
で
あ
り
'
和
漢
朗
詠
集
の
撰
者
と
し

て
有
名
な
公
任
と
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
｡
ま
た
'
行
成
を
重
用
し
た
氏
の
長
者

で
あ
る
道
長
と
も
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡

天
暦
元
年
(
九
四
七
)
'
佐
理
四
歳
の
時
'
父
敦
敏
が
死
ん
だ
｡
享
年
三
十

六
歳
｡
敦
敏
は
才
能
豊
か
で
'
多
-
の
人
に
期
待
さ
れ
て
お
り
'
そ
の
死
は
ひ

ろ
-
人
々
に
惜
し
ま
れ
た
｡
佐
理
は
こ
の
後
'
実
頼
の
養
育
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
｡
こ
の
祖
父
は
従
二
位
左
大
臣
兼
左
大
将
で
あ
っ
た
が
､
や
が
て
従
一
位

冬
嗣
　
-
　
長
良
　
-
　
基
経

に
進
み
'
摂
政
関
白
太
政
大
臣
と
な
り
一
門
で
あ
る
小
野
宮
家
を
統
御
す
る
こ

と
に
な
る
｡
そ
の
よ
う
な
中
で
'
佐
理
は
早
-
に
父
を
失
っ
た
も
の
の
'
祖
父

の
庇
護
の
も
と
七
へ
　
八
歳
頃
に
は
竜
殿
上
を
許
さ
れ
る
な
ど
'
は
な
ば
な
し
い

名
門
公
家
と
し
て
の
出
発
を
し
た
の
で
あ
る
｡
宮
人
と
し
て
の
佐
理
の
出
発
は

明
確
で
は
な
い
が
'
十
七
歳
の
時
近
衛
将
監
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
日
本
紀
略
』

で
わ
か
る
｡

応
和
元
年
(
九
六
1
)
十
八
歳
　
正
月
七
日
　
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
'

(
公
卿
補
任
)
同
月
昇
殿
を
許
さ
れ
た
｡
(
扶
桑
略
記
)
　
こ
の
時
へ
　
内
蔵
権
頚

小
野
道
風
も
初
め
て
昇
殿
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
(
扶
桑
略
記
)
　
時
に
道
風

は
六
十
八
歳
｡
当
時
第
一
級
の
手
書
き
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
人
で
あ
る
が
'

家
柄
が
低
い
た
め
'
こ
の
時
'
や
っ
と
昇
殿
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ

が
へ
　
佐
理
が
十
八
歳
で
'
功
も
能
も
無
い
の
に
昇
殿
を
許
さ
れ
た
の
は
'
実
頬

の
孫
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
翌
年
に
は
'
道
風
が
四
十
九
歳
で
任
ぜ

ら
れ
た
右
兵
衛
権
佐
に
佐
理
は
わ
ず
か
十
九
歳
な
が
ら
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

道
風
に
比
べ
る
と
佐
理
は
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

康
保
三
年
(
九
六
六
)
　
二
十
三
歳
　
こ
の
年
十
二
月
二
十
七
日
へ
　
小
野
道
風

が
七
十
三
歳
で
な
く
な
っ
た
｡

天
禄
元
年
(
九
七
〇
)
　
二
十
七
歳
　
五
月
十
八
日
に
は
従
一
位
摂
政
太
政
大

臣
実
瀬
が
七
十
一
歳
で
な
-
な
っ
た
｡
父
の
死
後
へ
　
庇
護
し
て
く
れ
た
祖
父
の

死
は
'
彼
に
と
っ
て
は
政
治
的
な
不
幸
の
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
が
'
同
時
に

能
書
家
と
し
て
の
出
発
に
な
る
の
で
あ
る
O
　
こ
の
年
の
十
7
月
十
七
日
'
大
嘗

会
の
悠
紀
'
主
基
の
界
風
の
色
紙
形
を
初
め
て
書
い
た
｡
(
帝
王
編
年
記
)

『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
　
に
よ
る
と

l
　
大
昔
禽
御
厨
風
大
事
也
｡
悠
紀
'
主
基
と
て
左
右
あ
り
｡
五
尺
六
帖
｡

四
尺
六
帖
｡
　
づ
～
左
右
に
あ
る
也
｡
五
尺
に
は
本
文
　
書
｡
四
尺
に
は
か

な
を
書
｡
は
か
せ
二
人
'
左
右
に
し
て
'
本
文
は
か
ん
が
へ
て
'
や
が
て

所
の
は
か
せ
討
よ
み
な
れ
ば
'
耳
も
兼
よ
む
也
o
　
さ
ら
ね
ば
別
の
人
も
よ

む
｡
悠
紀
の
方
の
奇
を
ば
へ
　
た
ゞ
か
ん
な
に
も
　
主
基
の
方
は
さ
う
に
書
0
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秘
説
也
｡

と
あ
り
'
悠
紀
'
主
基
御
厨
風
を
書
い
た
人
は
当
時
の
貴
族
文
化
人
に
限
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
道
風
は
朱
雀
'
村
上
天
皇
｡
行
成
は
三
慨
'
後
一
価
天

皇
'
そ
し
て
'
佐
理
は
囲
融
'
花
山
'
1
候
天
皇
の
三
代
の
犀
風
を
書
い
た
こ

と
が
わ
か
り
'
こ
の
間
彼
は
第
1
級
の
手
書
き
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
｡

佐
理
は
'
貞
元
二
年
(
九
七
七
)
　
三
十
四
歳
の
時
'
前
年
焼
亡
し
た
内
裏
の

再
建
さ
れ
た
新
し
い
殿
舎
や
門
の
額
の
揮
壷
を
命
じ
ら
れ
た
｡
そ
の
時
の
こ
と

を
　
『
日
本
紀
略
』
　
に
'

ス

八
月
丁
卯
'
造
宮
行
事
権
左
中
弁
菅
原
輔
正
朝
臣
奏
二
覧
内
裏
殿
舎
門
等

ヲ

　

　

　

　

　

　

　

　

ス

　

　

　

　

　

　

　

ジ

タ

▼

ヒ

　

　

'

　

　

サ

ル

　

　

ヲ

　

　

ノ

　

　

ノ

'

マ

フ

額
一
左
中
弁
佐
理
香
レ
之
｡
天
皇
感
二
其
筆
跡
｣
給
二
勅
禄
一
'
其
後
令
レ
懸
レ

サ

　

　

　

　

　

　

　

t

i

　

　

　

　

・

　

　

　

　

r

 

r

.

　

　

　

′

'
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L

舎
O
錐
レ
未
レ
終
レ
功
依
J
t
吉
日
]
也
｡

と
あ
る
｡
円
融
天
皇
は
'
佐
理
の
そ
の
筆
跡
の
み
ご
と
な
の
に
感
嘆
さ
れ
て
'

勅
禄
を
腸
さ
れ
'
ま
た
こ
の
賞
と
し
て
位
一
階
を
進
め
ら
れ
て
'
正
四
位
下
に

叙
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
(
公
卿
補
任
)
　
そ
こ
で
へ
　
こ
の
頃
佐
理
は
名
実
と
も

に
当
代
第
l
級
の
能
書
家
と
し
て
不
動
の
地
位
を
得
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
0

何
故
な
ら
ば
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
　
に
よ
る
と
'

一
　
額
は
第
一
大
事
也
｡
さ
れ
ど
お
は
-
古
本
を
見
て
書
｡
額
に
と
り
て

大
内
額
｡
書
か
ふ
る
所
ど
も
の
あ
る
也
｡

と
あ
り
'
当
時
は
大
嘗
会
の
御
厨
風
や
掲
額
を
書
-
事
を
最
も
重
要
な
事
と
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
額
は
そ
れ
を
掲
げ
る
門
の
顔
で
あ
り
'
そ
の
門
か
ら
入

る
者
に
畏
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
は
や
は
り
古
法
に
の

っ
と
っ
て
書
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
'
揮
竃
者
に
は
小
野
美
材
を
は
じ
め
'

弘
法
大
師
･
橘
逸
勢
へ
　
嵯
峨
天
皇
の
三
筆
や
'
遺
風
'
佐
理
'
行
成
'
定
額
へ

兼
行
'
弘
粋
へ
　
源
左
府
'
入
道
殿
下
な
ど
が
選
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ

し
て
皆
褒
賞
を
も
ら
っ
て
い
た
｡

貞
元
二
年
'
六
波
羅
蜜
寺
の
額
を
書
い
た
｡
ま
た
'
永
観
元
年
　
(
九
八
三
)

藤
原
佐
理
-
そ
の
人
と
書
風
の
特
質
に
つ
い
て
-
(
吉
川
美
恵
子
)

新
造
の
円
融
寺
の
落
慶
供
養
が
行
わ
れ
'
そ
の
時
の
願
文
も
佐
理
が
清
書
し
た
｡

円
融
寺
は
円
融
天
皇
の
御
願
寺
で
あ
る
｡
佐
理
の
書
跡
を
愛
好
さ
れ
た
円
融
天

皇
は
'
佐
理
の
書
い
た
願
文
に
満
足
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

永
観
二
年
(
九
八
四
)
佐
理
は
四
十
一
歳
に
な
っ
た
｡
こ
の
年
も
内
裏
が
造

官
さ
れ
へ
　
例
に
よ
っ
て
佐
理
が
宮
門
及
び
殿
舎
の
額
を
書
い
た
｡
そ
し
て
'
そ

の
功
に
よ
り
'
従
三
位
に
昇
叙
さ
れ
た
｡
す
な
わ
ち
'
佐
理
は
先
に
述
べ
た
よ

う
な
名
門
の
出
で
あ
り
'
そ
の
上
す
ぐ
れ
た
手
書
き
で
あ
っ
た
か
ら
重
ん
ぜ
ら

れ
た
の
で
あ
る
｡
が
'
も
し
手
書
き
で
な
け
れ
ば
位
階
の
昇
進
は
も
っ
と
遅
れ

た
に
違
い
な
い
｡
寛
和
元
年
(
九
八
五
)
十
一
月
へ
　
同
二
年
(
九
八
六
)
十
1

月
に
は
相
次
い
で
大
嘗
会
の
犀
風
の
色
紙
形
を
書
い
て
い
る
｡
(
帝
王
編
年
記
)

当
時
'
佐
理
の
外
に
大
嘗
会
の
犀
風
の
色
紙
形
を
書
く
大
役
を
つ
と
め
る
こ
と

が
で
き
る
は
ど
の
手
書
き
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

さ
て
'
彼
の
書
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
今
日
佐
理

の
遺
墨
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
を
上
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡
し
か
し
'

遺
感
な
が
ら
｢
詩
懐
紙
｣
を
除
-
と
'
全
部
手
紙
(
書
状
)
　
で
あ
る
こ
と
も
見

逃
せ
な
い
｡

◇
詩
懐
紙
　
安
和
二
年
(
二
十
六
歳
)

祖
父
の
関
白
実
頬
の
家
で
お
こ
な
わ
れ
た
詩
会
で
書
い
た
懐
紙
で
あ
る
｡

｢
倭
漠
任
意
｣
　
と
注
し
て
あ
る
の
は
'
こ
の
題
｢
隔
レ
水
花
光
合
｣
　
で

和
歌
を
詠
ん
で
も
よ
い
L
t
　
漢
詩
を
作
っ
て
も
よ
い
と
の
こ
と
で
'
佐

理
は
漢
詩
を
出
し
て
い
る
｡

◇
恩
命
帖
　
天
元
五
年
　
(
三
十
九
歳
)

こ
の
年
正
月
十
七
日
に
宮
中
の
年
中
行
事
で
あ
る
射
礼
に
'
下
命
の
矢

の
調
達
が
間
に
合
わ
ず
'
そ
の
晴
れ
の
儀
式
に
不
手
際
が
あ
っ
た
'
そ

の
と
き
の
詫
び
状
で
あ
る
｡
返
し
書
に
は
'
筆
を
求
め
ら
れ
て
探
し
て

い
る
こ
と
が
み
え
'
文
房
四
宝
関
係
の
古
文
書
と
し
て
も
貴
い
｡

◇
国
申
文
帖
　
天
元
五
年
(
三
十
九
歳
)
　
〟
女
車
帖
″
　
と
も
い
わ
れ
る
｡
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関
白
藤
原
頗
忠
の
娘
'
連
子
が
'
円
融
天
皇
の
女
御
と
し
て
入
内
す
る

に
際
し
て
'
飾
り
立
て
た
牛
車
に
供
奉
を
仰
せ
つ
か
っ
た
佐
理
が
'
無

断
欠
席
を
し
た
詫
び
状
で
あ
る
｡

◇
去
夏
帖
　
永
観
二
年
(
四
十
歳
頃
)

屋
敷
の
修
造
に
関
し
て
陳
情
し
た
状
｡

◇
離
洛
帖
　
正
暦
二
年
　
(
四
十
八
歳
)

大
宰
大
式
の
発
令
を
受
け
そ
任
国
に
赴
任
す
る
に
当
た
り
へ
　
赤
間
泊

(
下
関
市
)
か
ら
京
都
に
申
し
送
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
時
の
関
白
藤
原

道
隆
に
赴
任
の
挨
拶
を
怠
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
'
退
陣
の
甥
'
誠
信

を
介
し
て
送
っ
た
詫
び
状
で
あ
る
｡

◇
頭
弁
帖
　
長
徳
四
年
(
五
十
五
歳
)

何
か
を
主
上
に
奏
聞
し
よ
う
と
し
'
頭
弁
に
抑
留
さ
れ
へ
　
後
生
の
為
の

願
い
だ
か
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
愁
訴
し
た
状
｡
四
カ
月
後
佐
理
は

こ
の
世
を
去
る
の
で
あ
る
｡

ほ
か
に
'
わ
ず
か
二
行
な
が
ら
へ
　
手
紙
の
断
簡
が
あ
る
｡
ま
た
'
そ
の
他
へ

伝
承
さ
れ
る
歌
切
も
多
-
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
確
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
残
さ
れ
た
書
状
の
多
く
が
佐
理
自
身
の
怠
慢
か
ら
起

っ
た
結
果
へ
の
詫
び
状
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
執
筆
態
度
は
'

お
よ
そ
相
手
に
わ
び
を
入
れ
る
よ
う
な
'
つ
つ
ま
し
い
態
度
で
筆
を
運
ぶ
の
で

は
な
く
へ
　
脱
字
が
あ
っ
た
り
､
書
き
損
じ
の
上
に
重
ね
書
き
を
し
た
り
ぞ
ん
ざ

い
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
い
っ
こ
う
に
頓
着
な
く
'
平
気
で
書

き
流
す
こ
と
の
で
き
た
佐
理
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

『
大
鏡
』
(
巻
之
二
)
　
に
よ
れ
ば
'

故
中
開
白
殿
東
三
傑
つ
く
ら
せ
総
て
へ
　
勧
障
子
に
苛
･
給
ど
も
か
1
せ
姶

し
色
橋
形
を
へ
　
こ
の
大
武
に
か
1
せ
た
ま
し
給
け
る
を
'
い
た
く
人
さ
は

が
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
ま
い
り
て
か
1
れ
な
ば
'
よ
か
り
ぬ
べ
か
り
け
る
を
'

関
白
殿
わ
た
ら
せ
姶
'
上
達
部
･
殿
上
人
な
ど
さ
る
べ
き
人
　
-
　
ま
い
り

つ
ど
ひ
て
の
ち
に
t
 
R
た
か
く
ま
た
れ
た
て
ま
つ
り
て
ま
い
り
姶
け
れ
ば
'

す
こ
し
骨
な
く
お
ぼ
し
め
さ
る
れ
ど
'
さ
り
と
て
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね

ば
t
　
か
き
て
ま
か
で
給
に
'
女
装
束
か
づ
け
さ
せ
給
を
'
さ
ら
で
も
あ
り

ぬ
べ
-
お
ぼ
さ
る
れ
ど
'
す
つ
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
'
そ
こ
ら
の
人
の
な

か
を
わ
け
い
で
ら
れ
け
る
な
ん
'
猶
慨
怠
の
失
錯
な
り
け
る
｡
｢
の
ど
か

な
る
け
さ
と
く
も
う
ち
ま
い
り
て
か
1
れ
な
ま
し
か
ば
t
　
か
ゝ
ら
ま
L
や

は
｣
　
と
ぞ
'
み
な
人
も
お
も
ひ
'
み
づ
か
ら
も
お
ぼ
し
た
り
け
る
｡
殿
を

も
そ
し
り
ま
う
す
人
く
有
け
り
｡

と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
｡
そ
れ
故
へ
　
『
大
鏡
』
　
(
巻
之
二
)
　
で
は
佐
理
を
評
し
て
'

御
心
ば
へ
ぞ
慨
患
者
'
す
こ
し
は
如
泥
人
と
も
き
こ
え
っ
べ
-
お
は
せ
し
｡

と
い
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
性
格
は
怠
け
者
で
だ
ら
し
な
い
人
と
'
み
ん
な

が
噂
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
朝
昼
の
区
別
な
く
酒
を
飲
む
｡

し
ぜ
ん
'
朝
廷
の
公
事
も
お
ろ
か
'
つ
き
あ
い
も
疎
か
に
な
る
｡
残
さ
れ
た
詫

び
状
も
'
も
と
は
酒
が
原
因
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
思
え
る
.
決
し

て
賢
明
な
人
で
は
な
い
が
'
そ
れ
で
も
善
良
な
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡
そ
の
点
そ
つ
の
な
い
行
成
と
は
ま
っ
た
く
対
称
的
で
あ
る
｡
行
成
は
'
清

涼
殿
の
障
子
の
本
文
を
書
す
る
の
に
　
｢
朝
間
｣
　
に
し
て
い
る
｡
(
『
権
記
』
長
保

三
年
五
月
十
五
日
｡
寛
弘
元
年
十
1
月
五
日
に
も
｢
今
朝
｣
清
涼
殿
の
南
麻
の

御
障
子
の
色
紙
形
を
書
し
て
い
る
｡
)
　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
'
今
日
に
お
い
て

も
す
ぐ
れ
た
芸
術
家
に
は
奇
行
が
あ
っ
た
り
'
非
常
識
な
面
が
悶
々
み
ら
れ
る
｡

佐
理
も
ま
た
芸
術
家
肌
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

正
暦
二
年
(
九
九
一
)
佐
理
は
参
議
兵
部
卿
を
辞
し
て
'
大
宰
大
弐
に
任
ぜ

ら
れ
て
い
る
が
'
翌
年
'
筑
前
国
司
に
命
じ
て
検
田
使
が
秋
月
に
入
勘
す
る
の

を
制
止
し
た
大
宰
府
の
符
に
草
名
を
書
い
て
い
る
｡
そ
れ
は
か
な
り
激
し
い
語

調
で
入
勘
を
制
止
し
て
い
る
点
'
佐
理
の
気
性
の
激
し
さ
を
し
の
ば
せ
る
も
の

で
あ
る
｡
同
じ
-
九
州
で
'
正
暦
五
年
(
九
九
四
)
宇
佐
八
幡
の
神
大
と
闘
乱

す
る
と
い
う
事
件
を
お
こ
し
て
'
大
式
を
免
官
に
な
っ
て
い
る
｡
事
件
の
顛
末

は
つ
ま
び
ら
か
に
知
れ
ぬ
こ
と
で
あ
り
'
あ
る
い
は
佐
理
本
人
の
あ
ず
か
り
し

ら
ぬ
'
部
下
の
お
こ
し
た
事
件
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
そ
の
事
件
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の
あ
と
そ
れ
に
よ
っ
て
佐
理
が
病
気
を
理
由
に
し
て
'
大
宰
府
使
に
会
わ
な
か

っ
た
｡
こ
れ
は
朝
廷
に
対
す
る
対
韓
(
抵
抗
す
る
こ
と
)
と
認
め
ら
れ
'
つ
い

に
大
宰
大
式
の
任
を
解
か
れ
'
都
に
召
還
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
し

た
と
こ
ろ
に
も
佐
理
そ
の
人
の
個
性
の
激
し
い
と
こ
ろ
が
想
像
で
き
る
の
で
あ

る
｡
喧
嘩
ぼ
や
く
'
ま
た
強
硬
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
後

に
説
-
彼
の
書
風
が
遺
風
や
行
成
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
よ
う
な
澱
刺
た
る
勢
い

の
あ
る
の
も
'
こ
の
よ
う
な
性
格
と
も
大
い
に
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡

ま
た
へ
　
佐
理
の
人
格
を
知
る
上
で
こ
の
よ
う
な
話
が
あ
る
｡
寛
和
二
年
(
九

八
六
)
　
四
十
三
歳
の
時
'
小
白
河
の
家
で
法
華
八
講
が
行
な
わ
れ
た
が
'
そ
こ

に
集
ま
っ
た
公
卿
の
よ
う
す
を
清
少
納
言
が
か
な
り
詳
し
く
『
枕
草
子
』
　
に
書

い
て
い
る
｡
そ
し
て
'
佐
理
に
つ
い
て
は
'

佐
理
の
宰
相
(
a
)
な
ど
も
み
な
若
や
ぎ
た
ち
て
'
す
べ
て
尊
き
こ
と
の

か
ぎ
り
も
あ
ら
ず
t
　
を
か
し
き
見
も
の
な
り
｡

と
あ
る
｡
佐
理
は
四
十
三
歳
に
も
な
っ
て
'
若
い
人
と
同
じ
よ
う
に
少
々
は
め

を
は
ず
し
て
い
た
ら
し
い
｡
参
議
と
い
う
地
位
に
あ
る
人
の
よ
う
に
は
見
え
な

か
っ
た
ら
し
い
｡
公
家
と
し
て
の
慎
し
み
も
無
-
'
ふ
ざ
け
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
'
佐
理
は
人
前
を
つ
く
ろ
は
な
い
'
本
心

を
偽
り
飾
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
い
わ
ゆ
る
人
の
い
い
'

正
直
な
人
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡

次
に
'
も
う
一
つ
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
彼
を
取
り
巻
-
時
代
背
景
で
あ

る
｡
実
勅
が
存
命
中
は
官
位
も
順
調
に
昇
進
し
た
が
'
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
｡

天
延
三
年
(
九
七
五
)
従
四
位
上
に
叙
せ
ら
れ
る
が
'
こ
れ
は
実
に
五
年
ぶ
り

の
昇
進
で
あ
っ
た
｡
天
元
元
年
(
九
七
八
)
　
三
十
五
歳
の
時
'
関
白
正
二
位
藤

原
頼
忠
が
太
政
大
臣
を
拝
命
し
た
た
め
佐
理
は
参
議
を
命
ぜ
ら
れ
た
｡
や
っ
と

公
卿
の
末
席
に
連
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
天
元
四
年

(
九
八
一
)
従
三
位
を
辞
退
し
'
子
の
頼
房
に
官
位
を
譲
っ
た
の
で
あ
る
｡
頼

房
は
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
が
'
こ
の
時
の
佐
理
は
'
前
年
元
服
し
た
従
兄
弟

の
藤
原
公
任
の
ま
ば
ゆ
い
姿
が
浮
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
｡
自
分
の
子
も
晴
れ

藤
原
佐
和
-
そ
の
人
と
書
風
の
特
質
に
つ
い
て
-
(
吉
川
美
恵
子
)

の
舞
台
を
早
-
踏
ま
せ
た
い
t
　
と
願
う
心
が
'
自
分
に
替
え
て
頼
房
の
出
世
を

願
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
彼
の
昇
進
は
ま
た
一
歩
後
退
し
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
佐
理
は
額
な
ど
の
揮
毒
に
よ
り
従
三
位
に
な
る
が
'

彼
の
周
囲
に
目
を
や
る
と
'
心
中
穏
や
か
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
｡
何
故

な
ら
ば
へ
　
永
延
二
年
(
九
八
八
)
従
三
位
道
長
が
参
議
を
と
び
越
え
て
権
中
納

言
に
進
ん
で
い
る
｡
そ
し
て
右
大
臣
為
光
の
子
藤
原
誠
信
が
正
四
位
下
に
叙
せ

ら
れ
佐
理
と
同
じ
参
議
の
列
に
入
っ
て
来
た
の
で
あ
る
｡
誠
信
は
佐
理
の
妹
の

子
で
'
佐
理
よ
り
二
十
歳
若
-
'
此
の
時
二
十
五
歳
｡
佐
理
に
と
っ
て
は
甥
の

出
世
を
喜
ぶ
よ
り
も
'
子
供
の
よ
う
な
甥
と
同
列
に
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
い

自
分
の
立
場
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
氏
長
者
'
摂
政
に

な
る
と
'
道
長
は
正
二
位
に
進
み
'
秋
に
は
中
宮
大
夫
に
な
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
に
藤
原
氏
の
中
で
も
摂
関
家
が
権
力
と
富
貴
を
ほ
し
い
ま
ま
L
t
　
他
の

者
は
い
か
に
有
能
な
士
で
あ
っ
て
も
自
由
に
志
を
の
ば
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
｡

佐
理
は
正
暦
二
年
(
九
九
一
)
　
に
参
議
兵
部
卿
を
辞
し
て
'
大
宰
大
弐
と
し

て
九
州
に
赴
-
｡
佐
理
が
ど
う
し
て
上
級
の
官
を
辞
し
て
'
下
級
の
官
を
望
ん

だ
の
か
よ
-
わ
か
ら
な
い
が
'
都
で
志
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
ず
'
地
方
官
へ

下
っ
て
'
公
家
と
し
て
の
わ
-
に
捕
わ
れ
な
い
自
由
な
生
活
を
望
ん
だ
の
で
は

な
か
ろ
う
か
｡

そ
の
後
へ
　
兵
部
卿
へ
再
任
す
る
の
が
実
に
八
年
後
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
八

年
間
彼
に
と
っ
て
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
名
門
の
誇
り
と
才
能
が
無
視
さ
れ
'

日
の
当
ら
ぬ
所
へ
追
い
や
ら
れ
た
怒
り
の
八
年
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ

S
k佐

理
の
晩
年
の
履
歴
は
'
先
に
述
べ
た
宇
佐
神
大
と
の
聞
乱
事
件
な
ど
に
よ

っ
て
あ
ま
り
芳
し
く
な
か
っ
た
上
'
書
の
面
に
お
い
て
も
'
す
で
に
後
輩
の
行

成
が
頭
角
を
現
わ
し
て
い
た
｡
温
厚
で
'
信
望
厚
-
'
道
長
の
書
役
を
つ
と
め

た
こ
の
才
あ
る
行
成
の
出
現
は
'
佐
理
に
と
っ
て
は
如
何
な
る
存
在
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
｡
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佐
理
が
最
晩
年
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
｢
頭
弁
帖
｣
は
死
を
予
感
し
た
佐
理

の
後
生
に
何
か
申
請
し
た
上
奏
文
の
奏
間
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
頭
弁
で
あ
っ
た

行
成
の
手
に
よ
り
抑
留
さ
れ
'
つ
い
に
天
聴
に
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
佐

理
の
人
生
最
後
の
夢
を
行
成
が
阻
ん
だ
の
で
あ
り
'
こ
の
書
状
に
は
佐
理
と
行

成
と
の
激
し
い
確
執
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡

ま
た
'
『
江
談
抄
』
　
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
話
も
あ
る
｡

佐
理
生
遺
憾
二
行
成
一
事
｡

次
談
話
及
二
古
事
『
前
奥
州
云
｡
佐
理
卿
平
生
時
｡
行
成
卿
可
レ
書
1
進

某
所
額
]
之
由
o
蒙
]
t
勅
命
]
不
レ
被
レ
奏
｡
先
達
候
之
由
欲
〓
書
蓮
一
之
間
｡

佐
理
生
姦
乗
而
悩
ェ
行
成
｡
及
二
数
日
.
而
痛
惜
云
々
｡

時
を
同
じ
く
し
た
先
輩
へ
　
後
輩
の
二
人
の
能
書
家
の
新
旧
交
代
劇
が
な
か
っ

た
と
は
い
え
ま
い
｡
こ
の
話
は
そ
れ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

な
お
'
佐
理
の
女
は
'
『
大
鏡
』
　
に

大
式
に
お
と
ら
ず
女
手
か
き
に
お
は
す
め
り

と
あ
り
へ

ま
た
へ
　
『
栄
華
物
語
』
(
根
合
の
巻
)
　
の
天
喜
四
年
(
一
〇
五
六
)
　
四
月
三
十

日
　
皇
后
宮
寛
子
の
歌
合
せ
の
談
に
'

皇
后
宮
守
合
せ
さ
せ
給
｡
左
春
右
秋
な
り
｡
(
中
略
)
　
奇
は
巻
物
二
に
て
'

黄
金
の
表
紙
､
玉
を
貰
き
て
紐
に
し
た
り
｡
槍
は
こ
れ
も
題
に
従
ひ
て
書

き
た
り
｡
担
任
の
中
納
言
樺
大
夫
の
母
北
方
(
佐
理
女
也
)
書
き
給
へ
り
｡

九
十
徐
の
大
の
へ
　
さ
ば
か
り
塗
り
か
た
め
書
き
た
る
槍
に
'
露
も
墨
が
れ

.
せ
ず
書
き
か
た
め
給
へ
る
､
云
々

と
能
書
の
誉
高
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

さ
す
が
に
佐
理
の
女
だ
け
に
'
能
書
と
し
て
膚
催
し
た
ら
し
い
｡

な
お
'
詳
し
く
は
別
表
の
年
譜
を
参
鳳
さ
れ
た
い
O

文
献
上
に
あ
ら
わ
れ
た
佐
理
の
評
価

佐
理
の
特
徴
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
藤
原
明
衛
の
　
『
新
猿
楽
記
』
が
あ
げ
ら

れ
る
｡
こ
れ
は
佐
理
の
時
代
と
あ
ま
り
離
れ
て
い
な
い
の
で
'
そ
の
記
述
は
信

用
で
き
る
も
の
と
思
う
｡
引
用
す
る
と
'
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

大
郎
主
ハ
者
能
書
也
｡
古
文
｡
正
文
｡
任
信
｡
行
革
案
｡
真
字
｡
仮
名
｡

遣
手
等
之
上
手
也
｡
筆
勢
如
二
浮
雲
↓
字
行
若
二
流
水
『
義
之
之
垂
露
ノ
点
0

道
風
之
貫
花
ノ
文
｡
和
尚
之
五
筆
之
跡
｡
佐
理
之
一
墨
之
様
.
皆
悉
莫
レ
不
二

習
伝
『

王
義
之
を
筆
頭
に
当
時
の
能
書
家
と
そ
の
書
跡
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
潔
に
言
い

表
わ
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
　
｢
垂
れ
る
露
の
よ
う
な
美
し
い
点
｣
と
い
う
意
味

で
'
義
之
の
書
は
高
雅
清
韻
で
あ
る
こ
と
を
い
う
｡
小
野
道
風
は
｢
貫
花
文
｣

と
表
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
花
は
珠
と
同
じ
意
味
で
　
｢
珠
を
貫
く
よ
う
な
形
｣

を
い
い
'
そ
れ
ほ
ど
美
し
い
形
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
和
尚
(
空
海
)
　
に
つ

い
て
は
　
｢
五
筆
之
跡
｣
　
で
あ
る
が
'
｢
多
種
多
様
に
書
-
こ
と
が
で
き
る
｣
　
と

い
う
特
色
で
あ
ろ
う
｡
空
海
に
つ
い
て
は
'
同
時
に
手
と
足
と
口
で
五
本
の
筆

を
持
ち
'
一
度
に
五
行
書
い
た
と
い
う
伝
説
も
あ
る
が
'
｢
風
信
帖
｣
｢
濯
頂
記
｣

｢
金
剛
般
若
経
開
題
｣
｢
座
右
銘
｣
｢
真
言
七
祖
像
賛
｣
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
字
形
へ

用
筆
'
書
風
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
'
｢
大
和
州
益
田
池
碑
銘
｣
や

｢
言
言
七
祖
像
賛
｣
な
ど
で
は
'
蒙
･
隷
･
楢
･
行
･
草
･
飛
白
な
ど
を
残
し

て
い
る
こ
と
を
も
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
'
佐
理
の
　
｢
一
塁
之
様
｣
と
は
何
で
あ
ろ
う
｡
佐
理
の
真
跡
と
い
わ
れ

て
い
る
書
状
類
を
み
て
み
る
と
'
7
応
に
点
画
に
お
け
る
用
筆
は
変
化
に
富
ん

で
い
る
｡
ま
た
数
字
を
一
筆
で
書
き
流
し
て
い
る
｡
ま
る
で
漢
字
を
仮
名
の
連

綿
体
の
よ
う
に
す
ら
す
ら
書
い
て
い
る
｡
そ
う
す
る
と
他
の
書
跡
と
違
う
特
徴

は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡
｢
1
墨
之
様
｣
　
と
は
　
｢
数
字
を
1
字
の

よ
う
に
書
き
流
す
｣
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

そ
こ
で
へ
　
佐
理
が
道
風
や
行
成
と
違
っ
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
の
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か
次
に
見
て
み
た
い
｡

ま
ず
'
『
重
之
集
』
は
佐
理
と
同
時
代
の
源
重
之
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
'

そ
の
詞
書
に
'

三
位
の
大
武
　
(
佐
理
)
　
は
｡
故
小
野
官
の
大
殿
(
賞
頼
)
　
の
御
子
な
り
｡

わ
ら
は
よ
り
殿
上
な
と
し
給
へ
り
け
り
｡
宰
相
を
か
へ
し
た
て
ま
つ
ら
れ

て
｡
大
武
に
な
ら
れ
て
下
絵
へ
る
を
｡
道
風
は
な
ち
て
は
O
　
い
と
か
し
こ

き
手
書
に
お
は
し
て
｡
手
本
な
ど
は
筑
紫
へ
ぞ
書
き
に
つ
か
は
し
け
る
｡

か
な
の
御
手
本
書
に
下
さ
せ
給
ふ
け
る
を
｡
か
く
べ
き
歌
ど
も
よ
み
て
え

ん
と
の
給
へ
ば
｡
あ
た
ら
し
き
昔
の
も
書
あ
つ
め
て
奉
る
｡
此
歌
の
人
も
｡

世
の
中
心
か
な
は
ぬ
を
｡
う
き
も
の
に
思
-
た
れ
る
に
ゃ
あ
ら
ん
｡
大
武

の
か
く
て
置
給
へ
る
よ
し
な
ど
も
あ
る
べ
し
｡
所
々
の
お
か
し
き
な
と
も

あ
る
べ
し
｡

と
あ
る
｡
佐
理
の
仮
名
は
残
存
し
な
い
が
'
こ
の
こ
と
よ
り
仮
名
の
手
本
も
書

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
当
時
'
都
に
は
佐
理
ほ
ど
の
草
仮
名
の
上
手
な
人

は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
一
条
天
皇
は
佐
理
を
大
事
大
式
に
任
じ
て
'

九
州
へ
下
ら
せ
た
こ
と
を
後
悔
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

ま
た
'
『
御
堂
関
自
記
』
　
(
下
巻
　
寛
仁
二
年
十
月
二
十
二
日
)
　
の
条
に
'

此
日
土
細
門
行
幸
.
(
中
略
)
須
レ
献
二
御
遼
物
『
左
大
将
取
二
本
和
宮
『
入
二

道
風
二
巻
､
佐
理
書
唱
和
集
】
嘗

と
あ
る
｡
こ
れ
は
佐
理
が
死
後
二
十
年
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
日
道
長
の
土
御

門
邸
に
行
幸
の
後
1
粂
天
皇
へ
の
献
上
品
の
中
に
'
道
風
の
書
二
巻
と
共
に
佐

理
筆
の
唱
和
集
な
る
も
の
が
見
え
て
い
る
｡
当
時
名
筆
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い

た
道
風
と
肩
を
な
ら
べ
て
佐
理
の
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
'
何

と
い
っ
て
も
佐
理
の
筆
跡
に
対
す
る
時
の
人
々
の
高
い
評
価
の
現
わ
れ
に
外
な

ら
な
い
｡

『
古
今
著
聞
集
』
　
に
も

昔
佐
理
大
武
'
任
は
て
1
の
ぼ
ら
れ
け
る
に
､
道
に
て
伊
興
の
三
島
明
神

の
託
宣
あ
り
て
､
か
の
杜
の
額
か
か
れ
た
り
け
る
も
め
で
た
か
り
け
り

藤
原
佐
理
-
そ
の
人
と
書
風
の
特
質
に
つ
い
て
-
(
富
川
美
恵
子
)

と
あ
る
｡
同
じ
話
が
『
大
鏡
』
(
巻
二
)
　
に
も
｢
佐
理
が
舟
で
伊
予
の
国
の
前

を
通
っ
た
時
'
海
が
荒
れ
'
そ
れ
が
三
島
神
社
の
主
が
佐
理
に
額
を
書
か
せ
る

た
め
に
し
た
仕
業
で
あ
っ
た
｣
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
も
ま
た
'

神
に
み
こ
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
｡ま

た
　
藤
原
忠
親
の
日
記
『
山
塊
記
』
の
永
暦
元
年
(
二
六
〇
)
十
二
月

五
日
の
条
に
も
'
忠
親
が
右
大
臣
公
能
の
家
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
'
公
能
は
｢
手

本
一
合
｣
を
取
り
出
し
て
見
せ
て
-
れ
た
と
こ
ろ
'
い
ず
れ
も
｢
神
妙
物
｣
で

あ
っ
て
'
そ
の
中
に
　
｢
佐
理
詩
清
書
｣
も
み
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

さ
て
次
に
'
我
が
国
に
お
い
て
最
も
古
い
再
論
で
あ
る
｢
大
木
抄
｣
　
｢
才
葉

抄
｣
｢
夜
鶴
庭
訓
抄
｣
　
が
佐
理
の
書
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
興
味
の

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

ま
ず
　
安
元
三
年
(
一
一
七
七
)
七
月
二
日
藤
原
教
長
が
'
高
野
山
で
書
芸

に
関
し
て
'
行
成
七
世
の
孫
藤
原
伊
経
に
話
し
た
こ
と
を
筆
録
し
た
　
『
才
柴

抄
』
を
み
る
と
'

法
性
寺
殿
は
'
む
か
し
の
手
書
に
は
'
道
風
｡
佐
理
｡
行
成
｡
此
三
人
を

能
書
と
宣
り
｡
此
三
人
に
三
徳
三
失
あ
る
也
｡
道
風
は
'
強
-
書
て
少
し

俗
道
也
｡
強
き
は
徳
へ
　
俗
道
は
失
也
｡
佐
理
は
'
や
さ
し
く
し
て
よ
わ

し
｡
や
さ
し
き
は
徳
へ
　
よ
わ
き
は
失
也
｡
行
成
は
'
打
付
に
愛
敬
有
て
'

手
の
少
し
正
念
な
き
也
｡
愛
は
徳
'
無
二
正
念
一
は
失
也
｡

と
あ
る
｡
し
か
し
'
｢
離
洛
帖
｣
　
な
ど
は
ど
う
み
て
も
弱
い
と
は
思
え
な
い
の

で
当
を
得
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
｡
ま
た
　
同
様
な
こ
と
が
『
筆
法
才
葉

抄
』
　
に
､佐

理
ノ
筆
跡
ハ
'
極
テ
ヤ
サ
シ
キ
姿
也
｡
菅
へ
バ
'
京
女
璃
ノ
ユ
､
シ
ク

イ
ミ
ジ
キ
ガ
如
シ
｡

と
見
え
て
い
る
｡
こ
れ
ら
二
つ
の
評
は
'
佐
理
の
真
跡
で
は
な
-
'
真
跡
と
い

わ
れ
て
い
た
　
｢
綾
地
切
｣
　
や
　
｢
新
楽
府
断
簡
｣
な
ど
に
対
す
る
評
で
あ
ろ
う

か
｡
古
人
の
批
評
の
基
礎
に
な
っ
た
書
蹟
と
今
み
る
と
こ
ろ
の
遺
品
と
同
じ
で
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な
い
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
ま
た
　
平
安
時
代
末
に
は
道
風
や
行
成

や
佐
理
の
書
跡
は
'
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
-
な
っ
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
｡

ま
た
'
批
評
と
し
て
お
も
し
ろ
い
と
思
う
も
の
に
　
『
耕
麟
抄
』
　
(
巻
第
二
)

の
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
｡

四
声
之
字
事
'
昔
'
大
師
･
道
風
へ
　
皆
平
声
也
.
髭
禦
槻
㌔
比
'
以
レ
之

手
本
ノ
最
上
ト
ス
｡
上
声
字
'
佐
理
卿
御
手
也
｡
字
姿
浮
テ
'
ハ
ハ
メ
キ

テ
'
タ
ダ
ヂ
也
｡
去
声
字
へ
一
向
異
様
也
｡
入
声
字
'
弘
誓
院
殿
ノ
御
手

跡
也
｡
筆
使
強
力
ク
ビ
タ
-
｡
此
三
声
ヲ
習
人
ハ
'
手
跡
災
難
ヲ
書
出
也
｡

手
本
ヲ
見
ニ
ハ
'
四
声
ヨ
ク
ヨ
ク
見
ル
ナ
ル
ベ
シ
ト
イ
へ
-
0

｢
大
師
｣
　
は
空
海
の
こ
と
で
あ
る
｡
空
海
や
道
風
の
書
跡
は
　
｢
平
声
｣
　
に
た
と

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
字
形
が
端
正
で
あ
る
も
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
｡
佐

理
の
書
跡
は
｢
上
声
｣
　
に
あ
た
る
と
し
て
'
佐
理
の
　
｢
上
声
｣
'
弘
誓
院
殿
の

｢
入
声
｣
を
習
う
と
手
跡
は
災
難
を
書
き
出
し
'
よ
-
な
い
と
い
っ
て
お
り
へ

佐
理
の
書
が
難
の
有
る
書
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
し
'

こ
の
表
現
は
'
佐
理
の
書
跡
に
は
個
性
が
強
調
さ
れ
て
い
て
､
佐
理
独
自
の
風

が
は
っ
き
り
芸
術
品
と
し
て
裏
返
し
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
習
う
に
通
さ

な
い
と
い
う
の
は
す
ば
ら
し
い
書
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
決
し
て
同
じ
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
　
藤
原
伊
行
の
　
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
　
に
は
'
佐
理
に
関
す
る
記
述
は
無

い
｡
先
に
述
べ
た
　
『
才
葉
抄
』
　
の
評
価
も
的
を
得
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
伊
行
は
世
尊
寺
家
の
人
で
あ
り
'
世
尊
寺
流
を
正
統
と
す
る
彼
に
と
っ
て

は
異
端
的
な
佐
理
の
書
は
無
視
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

次
に
　
尊
円
親
王
の
　
『
大
木
抄
』
　
に
は
第
十
八
条
｢
大
木
道
の
一
流
へ
　
本
朝

異
朝
に
超
え
た
る
事
｣
　
と
し
て
'

(
前
略
)
佐
理
｡
行
成
は
'
遺
風
が
膿
を
う
つ
し
き
た
る
｡
野
跡
｡
佐
跡
｡

樺
跡
此
三
賢
を
末
代
の
今
に
い
た
る
ま
で
へ
　
此
道
の
規
模
と
し
て
こ
の
む

事
へ
　
面
々
彼
遺
風
を
模
也
｡
(
後
略
)

と
あ
り
へ
　
遺
風
'
佐
理
'
行
成
を
三
貴
と
称
し
て
尊
重
し
て
い
る
｡
し
か
し
'

行
成
は
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
佐
理
に
つ
い
て
は
三
賢
の
1
人
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
｡
ま
た
'
｢
本
朝
一
鉢
な
れ
ど
も
へ

時
代
に
付
て
筆
鉢
分
明
事
｣
　
の
中
に
は
'
｢
(
前
略
)
真
名
は
佐
跡
を
被
レ
撲
歎
｡

(
後
略
)
｣
　
の
一
項
が
み
え
る
が
'
他
に
特
別
な
記
述
が
な
い
｡
尊
円
親
王
は
'

世
尊
寺
家
の
行
房
'
行
声
に
つ
い
て
書
芸
を
学
ん
だ
の
で
'
世
尊
寺
流
の
先
祖

で
あ
る
行
成
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
の
も
領
け
畠
の
で
あ
る
.

行
成
は
佐
理
を
継
承
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
'
主
と
し
て
道
風
の
書
風

を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
｡
道
風
の
書
風
は
形
式
を
主
と
し
て
い
る
の
で
模

し
や
す
く
t
　
か
つ
'
そ
の
優
麗
典
雅
に
し
て
豊
潤
腕
姻
な
姿
態
と
趣
致
と
は
'

藤
原
貴
族
の
好
尚
に
合
致
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
'
道
風
の
書
風
は
一
般
に

愛
好
さ
れ
へ
尊
重
さ
れ
た
｡
そ
れ
に
反
し
て
'
佐
理
の
個
性
を
強
調
し
た
書
は
'

公
家
的
な
美
意
識
か
ら
は
評
価
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
芸
術
性
に
お
い

て
は
一
番
上
位
か
と
思
わ
れ
た
佐
理
の
ど
と
き
も
'
多
少
の
追
随
者
は
あ
る
に

し
て
も
遂
に
は
主
流
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
　
往
来
物
に
も
佐
理
の
名
が
見
え
る
｡

『
異
制
庭
訓
往
来
』
に
は
'
わ
が
国
の
手
書
き
と
し
て
'
遺
風
･
行
成
･
美

材
･
佐
理
･
逸
勢
を
挙
げ
て
い
る
｡
ま
た
　
『
尺
素
往
来
』
　
に
は
道
風
･
佐
理

･
行
成
を
｢
三
軍
と
い
い
｡
藤
原
文
昌
(
政
)
･
小
野
保
時
(
諾
蜘
)
･
紀
時

文
･
菅
原
文
時
を
｢
四
輩
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
三
賢
は
第
l
流
の
手
書
き
で
あ

り
'
四
輩
は
第
二
流
の
手
書
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
も
ま

た
た
だ
の
手
書
き
と
い
わ
れ
た
だ
け
L
P
へ
　
そ
の
書
蹟
が
尊
重
さ
れ
へ
　
そ
の
書
風

が
慕
わ
れ
た
の
は
道
風
と
行
成
だ
け
で
あ
っ
た
｡

『
遊
学
往
来
』
　
に
は

安
和
冷
泉
院
之
御
代
へ
　
正
三
位
兼
左
兵
衛
藤
原
佐
理
卿
者
'
於
二
永
一
字
一

成
二
五
形
図
4
所
レ
謂
雪
中
落
巌
点
'
牛
片
角
折
点
'
野
口
長
立
点
'
半
月

雲
之
点
へ
　
遠
山
雲
行
之
点
等
也
｡

と
あ
る
｡
よ
-
似
て
い
る
が
'
『
玉
章
秘
伝
抄
』
　
に
も

冷
泉
院
細
字
へ
　
五
二
位
兼
左
兵
衛
佐
藤
原
佐
理
卿
者
'
於
二
永
字
丁
成
∴
　
五
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形
図
4
所
レ
謂
霊
中
落
巌
点
'
半
片
角
折
点
'
半
月
雲
山
点
'
野
日
長
立
点
へ

遠
山
雲
引
点
等
也
｡

と
見
え
る
が
'
こ
れ
は
『
遊
学
往
来
』
　
の
名
称
の
方
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

『
願
麟
抄
』
　
(
十
凹
世
紀
初
)
　
に
は

鋸
生
類
品
者
'
六
十
四
篇
'
道
風
｢
八
形
'
佐
理
ノ
十
二
様
等
ノ
家
々
手

書
ノ
得
物
ヲ
可
]
自
伝
l
一
也
｡

と
見
え
へ
　
空
海
の
　
｢
五
形
｣
と
蝕
し
た
意
味
で
　
｢
士
二
様
｣
が
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
様
な
類
は
'
道
風
や
行
成
に
も
あ
る
｡
し
か
し
　
こ
れ

ら
は
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
へ
　
鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代
に
道
風

∴
付
成
･
佐
理
に
仮
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

十
七
世
紀
半
ば
に
な
る
と
'
和
様
の
形
式
化
の
中
で
'
お
家
流
へ
の
批
判
と

し
て
唐
様
の
勃
輿
が
お
こ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
'
唐
様
を
見

直
す
新
鮮
な
日
で
古
典
の
中
で
の
佐
理
の
書
が
見
直
さ
れ
た
例
と
し
て
次
の
よ

う
な
事
柄
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

細
井
広
沢
の
　
『
観
驚
百
滞
j
i
　
(
巷
四
へ
　
第
L
十
八
'
和
朝
甑
辛
佐
理
神
妙
の

:
U
)
　
I
I
t

佑
理
筆
へ
　
不
レ
可
レ
説
候
者
轍
へ
　
具
勢
偏
加
∴
大
師
御
手
跡
l
'
及
二
袖
感
l
･
之

人
也
へ

と
見
え
て
い
る
｡
｢
大
師
｣
　
は
空
海
で
あ
る
｡
和
様
を
書
-
者
は
'
優
麗
典
雅

な
遺
風
や
行
成
の
書
跡
を
愛
好
L
t
　
尊
重
す
る
が
'
庸
株
を
書
い
た
広
沢
は
'

厳
し
く
て
強
い
筆
力
の
佐
理
の
書
跡
を
愛
好
し
た
よ
う
で
あ
る
｡

陽
明
文
庫
に
佐
理
の
消
息
の
断
簡
t
 
l
行
'
十
六
字
が
有
る
が
'
そ
の
裏
に
'

近
衛
家
燕
は
'

佐
理
消
息
∴
行
'
不
慮
得
レ
之
へ
　
珍
重
へ
　
天
禄
｢
年
間
月
初
日
へ

と
書
い
て
い
る
.
家
燕
が
佐
理
の
書
跡
を
得
て
喜
ん
だ
こ
と
へ
　
そ
れ
を
珍
重
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

黒
川
道
拓
の
　
『
遠
碧
軒
随
筆
E
m
　
(
下
之
二
)
　
に
は
'

日
本
の
手
跡
の
二
l
跡
の
内
へ
　
行
成
･
道
風
の
世
に
切
れ
多
し
｡
佐
野
卿
が

藤
原
佑
理
-
そ
の
<
上
書
風
の
特
質
に
つ
い
て
-
　
(
吉
川
美
恵
子
)

大
切
な
る
物
な
り
｡
道
風
が
名
も
高
け
れ
ど
も
へ
　
手
跡
は
佐
理
卿
第
一
也
｡

中
華
の
書
､
朱
書
の
芸
又
志
の
目
録
に
'
日
本
佐
理
が
書
7
巷
と
あ
れ
ば
､

二
子
l
史
の
内
に
も
し
る
し
お
-
｡
さ
れ
ば
へ
　
中
華
に
も
重
宜
す
と
見
ゆ
｡

日
本
に
残
る
内
に
伏
見
殿
に
佐
理
が
又
二
枚
あ
り
｡
そ
の
内
一
枚
へ
　
新
院

の
机
所
に
ま
ゐ
る
｡
患
文
十
三
年
五
月
九
日
の
炎
上
に
へ
　
こ
の
又
も
焼
失

す
｡
こ
れ
.
1
枚
の
外
は
又
も
な
く
へ
　
又
こ
れ
は
ど
な
が
き
も
の
な
に
に
て

も
な
し
へ
　
焼
失
何
よ
り
も
情
を
事
な
り
｡

と
あ
る
O
　
こ
の
よ
う
に
上
し
世
紀
に
な
り
初
め
て
佐
理
の
雷
跡
を
第
一
と
断
言

す
る
も
の
が
現
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

最
後
に
'
江
戸
時
代
の
手
習
い
の
実
際
を
述
べ
た
　
『
男
重
宝
記
』
　
の
巻
二
の

中
に
も
へ
　
古
来
能
書
と
い
わ
れ
た
　
｢
三
跡
｣
　
な
ど
の
筆
法
'
あ
る
い
は
又
房
四

圭
の
使
用
に
つ
い
て
吉
か
れ
て
い
る
｡
｢
∴
跡
｣
　
に
つ
い
て
は
へ
　
圭
町
時
代
の

r
J
遊
学
往
来
』
　
な
ど
に
よ
り
な
が
ら
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

一
'
小
野
道
風
｢
八
形
へ
　
筆
法
と
い
ふ
ハ
　
鳥
相
　
蛇
形
　
枯
松
立
　
獅

子
尾
　
垂
露
　
卜
藤
　
上
霊
　
山
雨
　
雲
出
　
雨
足
　
椎
尾
点
　
仁

頭
　
龍
足
折
点
　
高
峯
墜
右
　
乱
撃
落
.
J
点
　
月
輸
　
方
丈
　
人
血

｢
∴

.

.
藤
原
佐
理
二
子
五
形
と
い
ふ
ハ
　
雪
中
落
岩
点
　
牛
片
角
折
点
　
野

口
長
立
点
　
半
月
裳
出
之
点
　
遠
山
雲
行
之
点

工
　
藤
原
行
成
筆
法
｢
六
形
と
い
ふ
ハ
　
往
還
　
梅
枝
　
鉄
切
　
飛
鳥

枯
隼
　
落
石
　
池
入
　
江
牛
尾
　
早
生
水
　
流
出
　
古
隼
　
乱
糸

下
登
　
-
二
右
　
散
右
　
海
岸
右
平
　
巌
立
一

と
あ
り
へ
　
佐
理
の
書
は
　
｢
.
i
字
五
形
｣
　
と
表
し
て
い
る
｡
｢
雪
中
落
石
点
｣
　
以

下
に
つ
の
点
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
想
像
の
城
を
出
な
い
が
'
佑
理

の
点
画
が
一
点
.
幽
変
貌
す
る
こ
と
や
'
い
ろ
ん
な
雰
囲
気
を
持
つ
こ
と
を
い

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
か
よ
う
に
時
代
が
下
っ
て
も
'
お
家
流
の
み
な
ら
ず

庶
民
の
中
に
は
道
風
･
佐
理
∴
付
戊
の
名
が
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
｡
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佐
理
の
書
風
の
変
遷
と
特
質

佐
理
の
書
と
し
て
残
存
す
る
も
の
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
大
部
分
が
手
紙
で

あ
る
.
棚
や
餅
風
の
色
紙
形
の
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
思
い
を

馳
せ
る
の
み
で
あ
る
｡
し
か
し
　
彼
の
人
格
か
ら
し
て
も
最
も
特
徴
を
表
わ
し

て
い
る
も
の
は
や
は
り
残
さ
れ
た
手
紙
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
書
風
の
推
移
を
探
る

に
は
極
め
て
資
料
に
乏
し
い
が
'
一
一
十
歳
半
ば
か
ら
'
三
上
歳
末
へ
　
四
十
代
後

半
へ
　
五
十
歳
半
ば
の
書
が
何
と
か
残
存
L
t
　
人
生
の
歩
み
に
つ
れ
た
推
移
を
一

応
通
覧
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

ま
ず
　
｢
詩
懐
紙
｣
を
見
る
と
'
当
時
新
棟
の
書
と
し
て
流
行
し
て
い
た
遺
風

の
影
響
が
濃
好
で
あ
る
｡
ま
た
　
王
義
之
'
献
之
ら
の
書
風
の
影
響
も
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
｡
佐
理
も
膏
年
期
に
お
い
て
は
深
-
伝
統
書
の
修
得
に
つ
と

め
た
と
思
わ
れ
る
｡
後
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
由
奔
放
さ
は
見
ら
れ
な
い
が
'

仔
細
に
み
る
と
伝
統
の
書
風
の
中
に
独
自
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
｡
こ
と
に
細

持
　
　
懐
　
　
紙

小
野
道
風
筆
　
扉
風
上
代

-
療
風
乾

*
?
-
V
漣

･
超
音
制
郡

も
`
山
花
す
確
*
<
*

抱
席
末
漣
鯨
敷
津

の
総
催
事
サ
鴫
,
誠
も
息

4
-
v
　
　
漣
･
I
鴻
舶
嘗

㍗
-
東
野
を

竺I"'凄･･

華
･
弟
　
　
一
路
･
)
.

∴
一
　
n
-
 
*
¥
¥
:
〟
.
.

墜
　
蝣
w
　
′
甲
･
w
*
蝣
一
.
.

喜
･
畏
H
埠
.

*
M
t
a
蝣
ォ
¥
苧
､
.
.
8

環

絶慧

*?

再
二

線
の
鋭
さ
t
　
等
の
転
変
の
妙
は
そ
の
感
性
の
鋭
さ
を
す
で
に
し
の
ば
せ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
｡

二
｢
七
歳
の
佐
理
に
は
養
い
の
父
で
あ
っ
た
祖
父
実
勅
の
死
と
い
う
大
き
な

出
来
事
が
あ
っ
た
｡
ま
た
へ
　
当
代
第
一
の
能
書
家
と
し
て
影
響
の
大
き
か
っ
た

道
風
も
康
保
.
二
年
　
(
九
六
六
)
　
に
は
亡
-
な
り
へ
　
∴
十
歳
以
後
に
は
佐
理
の
個

性
が
発
揮
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
頃
か
ら
宮
廷
の
犀
風

の
色
紙
形
や
内
裏
の
殿
舎
の
裾
な
ど
の
揮
壷
を
行
う
当
代
随
一
の
能
書
家
と
し

て
名
声
を
博
す
る
の
で
あ
る
｡

四
十
歳
前
後
の
　
｢
固
碑
文
帖
｣
｢
恩
命
帖
｣
｢
去
夏
帖
｣
　
の
二
通
の
書
に
接
す

る
と
'
晩
年
益
々
円
熟
し
て
い
-
彼
の
個
性
を
す
で
に
く
っ
き
り
描
き
出
し
て

い
る
｡
こ
の
書
は
'
書
状
だ
け
に
辛
意
に
書
か
れ
た
も
の
で
'
決
し
て
一
点
1

画
を
丹
念
に
書
い
た
も
の
で
は
な
い
が
'
そ
れ
だ
け
に
個
々
の
造
形
や
'
連
綿

が
極
め
て
自
然
で
瓢
逸
で
あ
る
｡
こ
れ
は
彼
が
感
覚
的
な
才
に
恵
ま
れ
て
い
た

以
上
に
'
厳
し
い
基
礎
の
修
練
を
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る
｡

佐
理
の
書
状
に
見
る
漢
字
の
造
形
は
'
目
ま
ぐ
る
し
い
ほ
ど
歪
曲
さ
れ
て
い

る
が
'
そ
れ
を
巧
に
綴
っ
て
美
し
い
連
綿
姿
態
を
な
し
て
い
る
｡
｢
一
墨
之
様
｣

と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
｡
(
図
2
)
　
普
通
1
部
は
成
功
し
て
も
'

文
字
と
文
字
が
有
機
的
に
連
り
'
全
体
的
な
構
成
美
を
生
む
の
は
な
か
な
か
至

難
の
業
で
あ
る
｡
特
に
こ
れ
だ
け
派
手
に
つ
づ
け
て
書
け
ば
'
大
概
う
る
さ
く
'

騒
が
し
い
感
じ
に
な
る
の
に
実
に
見
事
な
造
形
と
へ
　
そ
の
歪
曲
へ
　
文
字
の
左
右

傾
斜
の
巧
み
な
バ
ラ
ン
ス
が
'
空
間
把
握
の
確
か
さ
と
相
侯
っ
て
力
と
力
が
衝

突
す
る
こ
と
な
-
'
変
化
と
統
一
を
保
っ
て
い
る
の
は
仝
-
鷲
-
よ
り
は
か
な

い
の
で
あ
る
｡
(
図
3
)

少
し
分
析
的
に
み
て
見
る
と
'
軽
や
か
な
-
ズ
ム
の
中
に
要
所
で
き
り
っ
と

引
き
締
め
た
'
繊
細
な
筆
づ
か
い
を
見
逃
せ
な
い
｡
更
に
細
か
く
見
る
と
'
普

通
草
書
体
の
旋
回
す
る
線
は
曲
線
が
多
い
よ
う
だ
が
'
佐
理
の
書
で
は
案
外
前

線
の
集
合
体
で
l
字
を
構
成
し
て
い
る
｡
(
図
4
)
　
ま
た
'
文
字
群
を
集
合
さ

せ
る
場
合
は
'
行
頭
の
文
字
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
簡
略
化
す
る
方
法
を
と
っ
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て
い
る
｡
明
る
く
見
え
る
一
面
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡

｢
無
｣
と
い
う
文
字
を
取
り
上
げ
へ
　
空
海
'
道
風
へ
　
行
成
の
そ
れ
と
比
較
す

る
中
で
佐
理
の
書
の
特
質
を
探
っ
て
み
た
｡
空
海
と
遺
風
は
あ
る
意
味
で
よ
-

似
て
い
る
｡
ま
た
行
成
も
空
海
や
道
風
と
の
繋
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
｡
そ
の
中

で
佐
理
の
書
だ
け
特
異
性
を
放
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
｢
言
で
言
え
ば
'
か
な
的

と
で
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
た
佐
理
の
書

は
'
確
か
な
歴
史
の
流
れ
の
中
に
生
ま
れ
'
漢
字
か
ら
仮
名
を
生
み
出
し
た
過

程
を
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
｡
(
図
6
)

脚
部
が
右
へ
少
し
寄
っ
て
い
-
形
に
も
か
な
の
原
型
を
思
わ
せ
る
　
(
図
5
)

息
瓜
の
か
な
作
品
が
人
へ
ん
多
-
な
っ
た
今
日
'
行
脚
の
処
理
の
仕
方
の
良

い
資
料
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
日
本
人
の
好
み
と
い
う
の
は
固
定
化
し

た
も
の
よ
り
も
'
流
動
し
た
も
の
に
対
し
て
強
-
傾
い
て
ゆ
-
よ
う
に
思
え
る
｡

佐
理
の
流
れ
と
い
う
の
は
､
佐
理
の
体
の
中
に
在
る
佐
理
自
身
の
　
｢
流
れ
｣
　
の

表
出
で
あ
り
'
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
彼
の
-
ズ
ム
な
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
こ
の
-
ズ
ム
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
強
い
て
い
う

な
ら
へ
　
唐
の
中
興
に
出
た
狂
草
の
達
人
で
あ
る
張
旭
や
懐
素
な
ど
の
影
響
が
考

え
ら
れ
る
が
'
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
身
に
つ
け
へ
　
そ
こ
か
ら
自
然
に
出
た
彼
独
自

の
-
ズ
ム
な
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
こ
の
書
状
を
臨
書
す
る
に
あ
た
っ
て
は
､

前
述
し
た
　
｢
一
塁
之
様
｣
　
の
特
異
性
を
体
得
し
た
上
で
'
-
ズ
ム
に
の
っ
て
､

空
間
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
視
野
の
拡
が
り
が
最
も
大
切
で
あ
る
｡
∴
l
 
∫
.
二
子

を
唯
何
と
な
-
並
べ
て
書
-
よ
う
な
臨
書
学
習
で
は
佐
理
の
真
を
得
る
こ
と
は

到
底
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

こ
う
し
て
み
て
見
る
と
'
漢
字
ば
か
り
で
あ
り
な
が
ら
'
そ
の
線
性
は
造
形

性
と
も
絡
み
合
っ
て
多
分
に
か
な
的
で
あ
る
｡
線
運
動
に
よ
っ
て
又
字
の
形
態

を
生
み
出
し
'
文
字
全
体
を
一
体
化
さ
せ
て
い
-
と
い
っ
た
日
本
人
的
感
性
に

根
ざ
し
た
表
現
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
'
こ
の
よ
う
な
佐
理
特
有
の
-
ズ
ム
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
'
｢
国
中
文

帖
｣
等
で
使
わ
れ
て
い
る
　
｢
以
･
有
･
加
･
可
･
供
∴
凧
･
故
･
詐
･
之
･
四

藤
原
佐
押
-
そ
の
人
と
書
風
の
特
質
に
つ
い
て
-
　
(
吉
川
美
点
子
)
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上
　
を
花
督
患
=

･
所
･
博
･
耳
･
能
･
波
･
頗
･
者
･
‖
･
非
･
不
･
遥
･
春
･
未
･
美
･
見

･
身
･
無
･
女
･
也
･
為
･
由
･
徐
･
麗
｣
等
は
そ
の
ま
ま
草
の
仮
名
と
し
て

使
用
で
き
る
｡
ま
た
へ
　
偏
と
労
へ
　
上
部
と
卜
部
を
取
り
替
え
た
り
t
 
l
画
を
は

ず
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
t
　
よ
り
多
-
の
佐
理
風
の
文
字
を
†
夫
へ
　
創
造
で

き
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
文
字
は
現
代
の
作
品
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
'
ま
た
新
た
な
制
作
の
糧
と
も
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
と
に
'
現
代
の
大
字
作

品
は
古
筆
の
拡
大
だ
け
で
は
作
品
に
な
り
難
い
｡
そ
こ
で
へ
　
佐
理
の
造
形
や
線

性
は
今
述
べ
た
よ
う
に
多
分
に
か
な
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
へ
　
我
々
の
作
品

(
か
な
)
　
に
は
自
然
に
と
け
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

四
｢
歳
半
ば
に
し
て
書
か
れ
た
　
｢
難
洛
帖
｣
　
を
見
れ
ば
'
感
受
性
豊
か
な
天

才
児
佐
理
の
感
を
更
に
強
め
る
｡
佐
理
書
状
の
う
ち
で
'
こ
の
状
が
最
も
墨
気

が
あ
り
へ
　
迫
力
に
満
ち
て
い
る
｡
｢
国
中
文
帖
｣
　
か
ら
｢
年
｡
こ
の
力
強
い
舵

条
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
道
風
や
行
成
が
時
代
の
法
度
の
内
に
自

己
主
張
を
さ
け
へ
　
む
し
ろ
形
式
を
尊
重
し
'
艶
麗
と
優
美
の
世
界
に
生
き
た
の

に
対
し
'
佐
理
は
こ
の
時
代
の
類
型
か
ら
離
れ
へ
　
彼
の
胸
奥
に
あ
る
唐
様
風
の

教
養
実
力
が
噴
出
し
'
和
様
で
あ
り
な
が
ら
木
蘭
奔
放
'
骨
気
溢
れ
る
野
性
的

な
書
を
大
胆
に
物
に
し
た
こ
と
は
全
く
驚
異
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
の
書

状
は
'
彼
の
眼
が
へ
　
そ
の
足
が
外
へ
向
い
へ
　
外
へ
踏
み
出
し
た
時
の
も
の
で
あ

る
｡
ま
さ
し
く
旅
の
途
次
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
九
州
へ
向
っ
た
彼
の
心

中
を
想
う
と
'
歴
史
の
流
れ
の
中
で
時
代
に
追
わ
れ
た
人
間
が
書
い
た
文
字
に

は
お
の
ず
か
ら
抵
抗
的
な
も
の
を
骨
子
に
据
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
は

王
朝
ム
ー
ド
に
浸
っ
た
'
あ
の
日
本
的
優
美
の
世
界
か
ら
流
れ
て
-
る
風
潮
に

対
す
る
佐
理
の
抵
抗
へ
の
発
露
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

自
由
奔
放
の
爽
快
美
と
は
ま
さ
に
こ
の
　
｢
離
溶
帖
｣
を
さ
す
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
筆
圧
を
充
分
た
め
込
ん
だ
張
り
の
あ
る
紙
に
喰
い
込
ん
だ
厳
し
い
線
質

(
図
7
)
'
造
形
的
に
は
卜
部
を
き
り
っ
と
ひ
き
し
め
て
逆
1
Q
.
角
形
的
な
も
の

が
多
く
見
ら
れ
る
｡
(
図
8
)
　
中
で
も
私
を
ひ
き
つ
け
る
の
は
墨
量
や
筆
圧
の

変
化
か
ら
来
る
静
と
動
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
で
あ
る
｡
落
着
い
た
書
き
出
し
へ
　
胸
の
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ノ
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一

l
′

.
･
､
　
-
v
r
*
>
頑

高
鳴
り
を
見
せ
る
か
の
よ
う
に
墨
を
つ
け
墨
を
つ
け
書
き
込
ん
で
中
心
の
山
場

を
い
や
が
1
二
に
も
盛
り
上
げ
て
い
る
中
央
部
'
静
ま
り
を
思
わ
せ
る
後
半
部
｡

筆
圧
と
墨
量
の
変
化
に
よ
る
息
の
長
い
運
筆
が
尖
に
爽
や
か
で
見
事
で
あ
る
｡

起
承
転
結
を
演
じ
た
作
品
づ
-
り
の
形
式
を
こ
の
書
状
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
で
あ
る
｡

最
晩
年
の
書
｢
頭
弁
帖
｣
は
死
の
四
カ
月
前
に
あ
た
る
五
十
五
歳
の
時
の
も

の
で
あ
る
｡
書
風
は
往
年
の
張
り
や
奔
放
さ
は
影
を
ひ
そ
め
､
和
様
的
で
あ
る
｡

｢
離
溶
帖
｣
か
ら
L
t
　
八
年
｡
す
っ
か
り
穏
や
か
に
な
っ
た
線
質
は
何
を
物
語

る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
年
と
共
に
変
様
す
る
自
然
の
摂
理
か
'
あ
る
い
は
和
様
が

株
式
化
す
る
時
代
の
流
れ
な
の
か
｡
し
か
し
'
細
微
で
温
潤
な
る
運
筆
は
滋
味

を
合
ん
で
や
は
り
味
わ
い
深
い
｡
筆
先
を
殺
し
な
が
ら
運
筆
す
る
息
の
長
い
呼

吸
に
独
得
の
線
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

む
　
す
　
び

佐
理
が
生
き
た
時
代
は
'
貴
族
達
が
立
身
出
世
の
た
め
に
へ
　
船
と
へ
つ
ら
い

と
に
浮
身
を
や
つ
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
中
で
彼
は
〟
如
泥
人
″

と
い
わ
れ
へ
　
世
事
に
長
け
た
人
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
の
生
涯
は
世
渡
り
の
ま
ず

さ
か
ら
上
流
か
ら
離
れ
へ
　
官
僚
貴
族
の
主
導
権
争
い
の
波
に
翻
奔
さ
れ
る
姿
を

ま
ざ
ま
ざ
と
浮
彫
り
に
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
私
は
こ
の
佐
理
の
　
″
愚
直
″
さ

に
親
し
み
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡
決
し
て
時
代
に
迎
合
す
る
こ
と
な
-
'
和
様

へ
と
急
速
に
進
む
時
代
を
背
に
頑
な
な
ま
で
に
自
分
自
身
を
生
き
た
人
で
あ
る
｡

彼
の
書
と
は
彼
の
生
き
ざ
ま
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
｡
〟
慨
怠
人
″
　
と
い

う
よ
り
は
'
む
し
ろ
稀
に
み
る
　
〟
生
粋
人
″
　
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
0

そ
れ
故
'
和
様
を
正
統
化
す
る
者
か
ら
は
佐
理
の
書
は
異
端
視
さ
れ
る
傾
向

に
あ
り
'
十
ヒ
世
紀
'
唐
様
の
勃
興
と
共
に
彼
を
第
7
と
評
価
す
る
者
が
現
わ

れ
､
そ
し
て
へ
　
今
日
ま
た
佐
理
の
書
は
多
-
の
人
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
書
の
評
価
と
は
時
代
を
越
え
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
｡

藤
原
佐
理
～
そ
の
人
と
書
風
の
特
質
に
つ
い
て
-
(
吉
川
美
恵
子
)
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我
々
は
と
も
す
れ
ば
時
代
に
あ
っ
た
'
時
代
に
受
け
る
作
品
へ
と
流
さ
れ
が

ち
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
中
で
真
の
書
と
は
と
改
め
て
問
い
直
さ
れ
た
よ
う
な

気
が
す
る
｡

前
述
し
た
よ
う
に
書
は
最
も
人
間
性
が
出
や
す
い
も
の
で
あ
る
｡
彼
の
愚
直

さ
は
時
と
し
て
失
態
を
演
じ
た
ら
し
い
が
'
ま
た
偉
大
な
書
を
も
世
に
残
し
た

の
で
あ
る
｡
そ
ん
な
意
味
で
私
は
佐
理
へ
の
尊
敬
を
更
に
厚
-
L
t
　
不
世
出
の

天
才
を
そ
こ
に
み
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
佐
理
の
書
が
現
代

の
書
の
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
作
品
化
さ
れ
'
生
き
続
け
て
い
る
か
t

と
い
う
具
体
的
な
分
析
に
ま
で
残
念
な
が
ら
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
他

に
稿
を
改
め
て
記
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

故
日
比
野
五
鳳
氏
が
'
｢
筆
を
持
つ
時
'
　
い
つ
も
自
分
自
身
に
言
っ
て
き
か

せ
る
こ
と
は
'
ま
ず
へ
　
気
張
っ
て
い
て
気
張
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ

る
｡
気
張
ら
な
い
と
き
は
心
が
澄
ん
で
'
筆
も
よ
く
働
い
て
く
れ
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
t
 
l
枚
ま
た
l
枚
と
書
い
て
い
く
中
に
'
い
つ
の
ま
に
か
気
張
っ
て

い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
心
を
取
り
直
す
こ
と
が
あ
る
｡
意
欲
が
な
か
っ
た
ら

進
歩
は
あ
り
え
な
い
が
へ
　
意
欲
過
剰
は
自
分
を
い
つ
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
当
然

破
綻
が
く
る
｡
自
ら
の
あ
り
の
ま
ま
が
出
た
ら
へ
　
頁
に
う
れ
し
い
｡
｣
と
言
わ
れ

た
こ
と
ば
を
思
い
起
こ
す
｡
佐
理
の
書
と
は
そ
う
い
っ
た
意
味
で
自
分
を
偽
る

こ
と
な
く
'
彼
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

時
代
を
越
え
た
佐
理
の
書
の
魅
力
は
こ
れ
な
の
か
も
知
れ
な
い
｡

3

3

3

間

春
名
好
重
｢
藤
原
佐
理
｣
人
物
叢
書
5
8
　
吉
川
弘
文
館
　
昭
和
3
6
年

春
名
好
重
｢
特
集
　
藤
原
佐
理
｣
墨
美
第
9
 
1
号
　
墨
美
社
　
昭
和
3
4
年
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Ono-no-Tof缶(894-966), Fujiwara-no-Sari (944-998) and Fujiwara-no-Kozei (972-1027)

who appeared in the tenth century after the three eminent calligraphers, known as ``Sam-

pitsu (Three Brushes, i. e. K正kai (774-835), Emperor Saga (786-842), Tachibana-no-Haya-

nari (?-842)) have been called "Sanseki" (Three Brush Traces; another set of three emi-

nent calligraphers), and they are the representative masters of Japanese calligraphy who

started and established ``wayo" (the Japanese style) which means the break from the di-

rect influence of "karayo" (the Chinese style) that had originated in China and then later

was introduced to Japan. Sari, one of the above-mentioned ``Sanseki", was a very unique

person who has greatly influenced the present-day calligraphers like us in our fundamental

attitudes towards making our own calligraphic works. The purpose of this paper is to

give a tentative explanation for the charm of his art by paying special attention to his

way of lije and the age in which he lived.

Sari was born to the north branch of the reputable Fujiwara Clan, and he lost his

father when he was four years old and then lost his grandfather, too, who had been his

guardian after the death of his father. That prevented him from holding an important

place in the political world of his days. But he was very good at writing calligraphic

works on tablets and ``shikishi" (square pieces of fancy paper) attached to "byobu" (fold･

ing screens) and he gradually became known as one of the丘nest calligraphic artists.

Only a few of his works are now extant-that is, Shikaishi and five letters. Judging

from his calligraphical characteristics that we can see in those extant works of his, he was

not a mere successor to TOfd who started ``wayo", but he established his own free style

with the aesthetic and rhythmical writing of his own.

The main feature of Sari's calligraphy has been traditionally called "ichiboku-no-yo
-サ

(the style of ink in one streamline), which means writing several characters with one stroke,

but at the same time, giving variations to each character, which reminds us of ``renmen-

tai" (the style of unbroken line) of ``kana" syllabary.

It is often said that when you see a man's writing you can see the man. Sari's calli-

graphic style seems to have much to do with his own personality and the historical back一

ground of the age in which he lived. He was never a worldly･wise man and he was

sometimes even called jodeinin" (a loose man). But he doggedly lived up to his own

way of life without going with the current of his times. We can say that Sari's writing

is nothing but his own sincere attitude towards life itself.




