
徳
川
猫
府
が、

征
夷
大
将
軍
シ
ス
テ
ム
の
機
能
の
た
め
に
命
脈
を
保
た
せ、

つ
い
に
は
自
縄
自
縛
の
陥
昨
と
も
な
っ
た
〈
天
島〉

に
ま
つ
わ
る
諾
々
の
事

象
を
仮
装
す
る
と
い
う
き
わ
ど
い
〈
遊
ぴ〉

に
対
し
て
過
敏
に
反
応
し、

殊

更
に
苛
烈
な
対
応
を
し
て
見
せ
た
の
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い
。

貝
合
せ

を
し、

歌
合
せ
を
し、

宮
廷
歌
人
に
仮
装
し
て
み
せ
る、

匹奔
臣
・

滞
士
ら
を

そ
の
中
心
に
含
む
一

群
を、

匹岱
府
当
局
が
ど
れ
だ
け
に
が
に
が
し
く
感
じ
て

い
た
こ
と
か
。

一

例
の
み
挙
げ
よ
う。

天
明
狂
歌
の
中
心
人
物
の
一

人
で
あ
っ
た
元
木
網

の
要
す
め
は、

狂
名
を
「
智
恵
内
子」

と
い
い
、

天
明
狂
歌
中
女
流
の
第
一

人
者
で
あ
っ
た。

し
か
し、

当
時
こ
の
狂
名
を
見
た
者
は
お
そ
ら
<
iBl
迩
い

な
く
「
智
子
内
親
杢」

を
思
い
浮
か
ぺ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

即
ち、

宝

暦
十
二
年
に
践
祐
し、

翌
十
三
年
に
即
位
し
た
後
桜
町
天
皇
の
前
名
で
あ
る
。

後
桜
町
は
明
和
七
年
ま
で
在
位
す
る
の
だ
か
ら、

古
い
話
で
は
な
い
。

そ
れ

ど
こ
ろ
か、

智
恵
内
子
が
竿
創
期
の
狂
歌
境
に
元
木
網
と
と
も
に
こ
の
名
で

ー
そ
の
逆
説
的
本
質
に
つ
い
て
1

天
明
狂
歌
と
は
何
か

加
わ
っ
た
の
は
明
利
六
年
頃
で
あ
り、

後
桜
町
は
未
だ
天
皇
の
位
に
あ
っ
た。

ア
ナ
グ
ラ
ム
め
い
た
こ
の
狂
名
「
ち
え
の
な
い
し
」

は、

し
か
と
は
尻
尾
を

つ
か
ま
せ
ぬ
も
の
の、

明
ら
か
に
〈
天
星〉

に
ま
つ
わ
る
何
事
か
を
茶
に
し

た
戯
名
で
あ
っ
た。

無
論
こ
こ
に
は、

後
桜
町
が
そ
の
生
涯
に
千
数
百
首
の

歌
を
残
し
た
ほ
ど
利
歌
に
堪
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
十
分
に
意
識
さ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も。

天
明
期
と
い
う
特
徴
的
な
社
会
相
を
象
徴
す
る
文
芸
と
し
て
、

艇
々
黄
表

紙
と
狂
歌
と
が
挙
げ
ら
れ
て
来
た
。

元
号
と
い
う
記
号
を
梢
成
す
る
〈
天〉

と
〈
明〉、

こ
れ
ら
二
文
字
の
外
延
そ
の
ま
ま
に
ど
こ
か
手
放
し
で
能
天
気

な
明
る
さ
が
一

七
八
0
年
代
（
天
明
年
間）

の
江
戸
を
覆
っ
て
い
る
と
一官
っ

て、

大
方
の
賛
同
を
得
ら
れ
る
に
述
い
な
い
。

そ
れ
は
田
沼
政
権
の
放
恣
な

イ
メ
ー
ジ
と
並
な
り
つ
つ
、

次
に
控
え
る
松
平
政
権
の
緊
縮
財
政
・

栴
紀
粛

正
策
と
の
対
照
に
於
て
一

附
際
立
っ
た
印
象
を
酸
し
て
い
る
の
で
あ
る
が、

そ
の
よ
う
な
明
る
さ
の
イ
メ
ー
ジ
の
少
な
く
な
い
部
分
を、

こ
の
十
年
程
の

石

上

敏

，



間
に
魯
か
れ
版
行
さ
れ
た
文
芸
が
賃
っ
て
い
る
の
で
も
あ
っ
た。
そ
し
て、

そ
の
中
心
と
さ
れ
て
来
た
の
が、

談
義
本
で
も
洒
落
本
で
も
な
く、

俳
諧
で

も
前
句
付
で
も
な
く、

黄
表
紙
で
あ
り
狂
歌
な
の
で
あ
る。

私
た
ち
は、
こ
の
時
期
を
含
ん
で
ほ
ほ
一
八
他
紀
に
す
っ
ぼ
り
と
収
ま
る

時
間
幣
が、

専
ら
暗
く
空
疎
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
把
握
さ
れ
て
来
た
文
学
史

の
短
く
な
い
歴
史
を
知
っ
て
い
る。
し
か
し
そ
れ
は、

そ
れ
ぞ
れ
数
名
ず
つ

の
堵
名
な
作
者
を
輩
出
し
た
元
禄
期
・
化
政
期
と
い
う
二
つ
の
時
間
に
集
中

的
に
照
明
が
当
て
ら
れ
た
反
作
用
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ

と
を
現
在
理
解
し
て
も
い
る。

＾
史〉

が、
ど
こ
ま
で
も
史
観
と
い
う
名
の
＾
観
11
イ
メ
ー
ジ〉
に
保
証

さ
れ
て
の
み
自
立
し
得
る
首
説
で
あ
る
以
上、
＾
歴
史〉

と
は、

畢
党
選
択

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
辿
続
（
と
断
絶）

以
外
の
何
物
で
も
な
く、

文
学
と
い

う
社
会
現
象
の
〈
史〉

も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
得
な
い。

天
明
狂
歌
が
天
明
狂
歌
と
し
て
の
独
自
性
を
保
ち
得
た
（
と、

現
在一
般

に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る）
の
は、

そ
れ
ら
狂
歌
群
の
風
体
の
独
自
性
（
と

い
う
イ
メ
ー
ジ）

も
さ
る
こ
と
な
が
ら、
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
生
み
出
さ
れ
た

＾
場〉
の
特
殊
イ
メ
ー
ジ
に
拠
る
所
が
大
き
い。
そ
の
〈
場〉

は
「
巡
動」

．
と
呼
ば
れ
た
り、

戒
い
は
「
巡」
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
来
た。
そ
し
て
そ
の

〈
場〉

と
は、

徹
頭
徹
尾、

か
つ
て
文
学
の
〈
史〉
に
出
現
し
た
も
の
の、

・

や
っ
し
（
仮
装）

で
あ
っ
た。
そ
れ
が
な
ぜ
こ
の
場
合
に
限
っ
て
特
殊
な
の

か。
も
ち
ろ
ん、

時
代
の
〈
相〉

が
そ
う
見
せ
る
の
で
あ
る。
な
ら
ぱ
〈
天

明〉

は
狂
歌
の
＾
史〉
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
特
殊
で
あ
っ
た
の
か。

実
際、

天
明
狂
歌
の
担
い
手
た
ち
は、
そ
の
独
自
性
を
主
張
し
て
や
ま
な

か
っ
た
が、

そ
の
主
張
は、

丁
度
こ
の
時
期
に
ピ
ー
ク
に
逹
し
た、
「
江

戸
っ
子」
と
い
う
詞
の
発
生
に
象
徴
さ
れ
る
江
戸
者
た
ち
に
よ
る
〈
江
戸〉

の
独
自
性・
俊
位
性
の
主
張
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
っ
た。
そ
の
意
味
で、

天
明
狂
歌
が
「
江
戸
天
明
狂
歌」
と
〈
江
戸〉

を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
は

故
な
き
こ
と
で
は
な
い。
ま
ず
こ
こ
に
天
明
狂
歌
が
江
戸
天
明
狂
歌
と
し
て

論
ぜ
ら
れ
る
必
然
が
あ
る。
し
か
し、

天
明
狂
歌
と
い
う
呼
称
は、

な
べ
て

包
括
的
な
呼
称
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に、

同
時
代
（
天
明
期）

に
現
れ
た
も

の
で
は
な
い。

管
見
の
限
り、
天
保
期
を
中
心
に、

回
別
の
対
象
と
し
て
の

「
天
明」
と
い
う
象
徴
的
な
年
号
を、

回
顧
の
対
象
と
し
て
の
狂
歌
の
風
体

に
冠
し
た
も
の
が、
天
明
狂
歌
と
い
う
術
語
の
先
駆
的
な
用
例
で
あ
っ
た。

即
ち
天
明
狂
歌
と
は、

そ
も
そ
も
〈
史〉
と
い
う
遠
梨
の
内
に
の
み
存
在
す

る
風
猥
の
呼
ぴ
名
で
あ
っ
た。

確
か
に
天
明
狂
歌
に
は、
＾
江
戸〉

と
い
う

都
市、
〈
天
明〉
と
い
う
時
代
相
を
象
徴
す
る
何
か
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。

天
明
狂
歌
は、
こ
の
期
の
江
戸
文
芸
全
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に、

同
時

代
の
上
方
文
芸
と
は
そ
の
内
実・
性
質
を
述
え
る。
当
代
の
江
戸
・
上
方
以

外
の
狂
歌
は
無
視
が
許
さ
れ
る
程
撒
的
に
些
少、

か
つ
質
的
に
無
特
徴
で

あ
っ
た
か
ら、
い
ま
上
方
狂
歌
の
み
を
対
照
す
れ
ば、

そ
こ
に
は
貞
柳一
派

の
規
範
が
確
固
と
し
て
在
っ
た
が
故
に
江
戸
天
明
狂
歌
的
な
性
格
の
混
入
は

他
の
地
域
よ
り
も
遅
れ
た
し、

そ
れ
ら
は
終
に
江
戸
狂
歌
と
同
質
化
し
な
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か
っ
た。
天
明
狂
歌
の
発
生
以
降、
上
方
狂
歌
の
記
述
も
そ
こ
そ
こ
に
急
逃

•
江
戸
中
心
に
記
述
さ
れ
る
一
殷
的
な
文
学
吏
（
狂
歌
史）
か
ら
は
読
み
取
り

難
い
が、

実
は
江
戸
狂
歌
の
方
が
翡
速
度
で
変
質
を
遂
げ、

天
明
狂
歌
的
な

る
も
の
は
み
る
み
る
解
体
し
て、
上
方
ま
で
の
波
及
力
は
持
ち
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る。
断
っ
て
お
く
が、

私
は
こ
こ
で、

党
政
改
革
で
見
せ
し
め
的
に

粛
正
の
標
的
と
さ
れ
た
狂
歌
が、

戯
作
同
様
に
変
質
を
余
供
な
く
さ
れ
た
と

．
い
う
類
の
こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い。

そ
し
て、
そ
の
迷
度
は、

従
来
の
ど
の
よ
う
な
参
考
搭
に
術
か
れ
て
い
た

よ
り
も
（
大
半
の
狂
歌
概
説
は、
四
方
亦
良
と
朱
楽
菅
江
の
天
明
五
年
刊

「
徳
和
歌
後
万
戟
集」

編
集
に
ま
つ
わ
る
ぽ
や
き
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る

が）

速
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の
こ
と
は
後
に
論
ず
る
と
し
て、

現
象

而
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば、
天
明
狂
歌
は、

解
体
に
乗
じ
る
も
の
と
歯
止
め

を
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
て、

そ
れ
ぞ
れ
の
側
で
そ
れ
ぞ
れ
の

速
度
で
崩
壊
し
て
行
っ
た。
そ
の
Jbl
壊・
解
体
の
過
程
で、

広
く
（
よ
り
正

確
に
ば、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
的
に）

各
地
を
巻
き
込
み
な
が
ら、

地
域
毎
に
伝

播
者
の
流
派・
伝
播
の
時
期・
地
方
の
固
有
性
な
ど
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異

な
っ
た
変
質
の
様
相
を
見
せ
て、
し
か
し
や
は
り
狂
歌
の
＾
天
明
性〉
は、

・

高
速
度
で
崩
壊
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る。
ー
こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば、

化

政
腑・
天
保
間
の
確
立
と
崩
壊
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
言
い
方
も
出
来
る

わ
け
だ
が。

で
は
天
明
狂
歌
の
解
体
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る
勢
力、

即
ち
石
川

雅
望
を
中
心
と
す
る
一
派
が、
天
明
狂
歌
性
を
保
持
し
継
承
し
得
た
か
と
言

え
ば、
そ
う
で
は
な
か
っ
た。
む
し
ろ
そ
れ
を
保
持
し
得
な
か
っ
た
と
い
う

事
実
の
内
に
こ
そ、
天
明
狂
歌
の
本
質
は
示
さ
れ
て
い
る。
雅
望
ら
が
保
持

し
よ
う
と
し
た
も
の
は、

狂
歌
の
風
体
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
り、
石
川
淳
の

所
謂
「
運
動」
（「
江
戸
人
の
発
想
法
に
つ
い
て」）、

言
い
換
え
れ
ば
狂
歌
創

出
の
＾
場〉
で
あ
っ
た。
田
中
擾
子
氏
は
こ
れ
を
「
辿」
と
い
う
タ
ー
ム
で

析
出
し
て
見
せ
た
が
（「
江
戸
の
想
像
力」
な
ど）、
こ
と
天
明
狂
歌
に
限
っ

て
言
え
ば、
そ
れ
は
当
代
学
芸
の
一
般
的
な
創
出
形
態
で
あ
っ
た
「
辿」
と

は
些
か
性
質
を
界
に
し
て
い
た。
端
的
に
言
っ
て、
天
明
狂
歌
と
は
徹
頭
徹

尾
王
朝
和
歌
の
や
っ
し
11
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と、
つ
ま
り

「
述」
の
「
連」、
い
わ
ば
メ
タ
述
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
し
か

し
こ
こ
に
陥
卵
は
あ
っ
た。
換
言
す
れ
ば、

そ
の
逆
説
の
内
に
こ
そ、

天
明

狂
歌
の
本
質
は
あ
っ
た。
こ
こ
で
大
田
南
畝
の
一
酋
に
耳
を
仰
け
て
み
た
い。

日
本
大
き
に
狂
歌
は
や
り、

別
て
東
都
に
上
手
多
く、
か
り
に
も
落
術

な
ど
い
ふ
様
な
部
劣
な
歌
を
よ
む
事
な
き
正
風
体
の
狂
歌
辿
中・・：··

（
天
明
二
年
刊
「
江
戸
花
海
老」

序）

こ
れ
が、
「
お
ほ
よ
そ
狂
詠
は
時
の
興
に
て
よ
む
な
る
を、
こ
と
が
ま
し

く
つ
ど
ひ
を
な
し
て
詠
む
し
れ
者
こ
そ
を
こ
な
れ。
我
も
い
ざ
し
れ
者
の
仲

間
入
せ
ん」
（「
弄
花
集」

序）
と、
天
明
狂
歌
の
源
流
と
も
呼
ぷ
ぺ
き
新
し

い
狂
歌
の
〈
場〉
に
参
入
す
る
に
当
た
っ
て
宜
哲
し
た
南
畝
の
天
明
時
の
言

で
あ
っ
た。
し
か
も
こ
れ
は、

従
来、

天
明
狂
歌
の
実
質
的
な
ス
タ
ー
ト
の

年
で
あ
る
と
取
り
沙
汰
さ
れ
て
来
た
天
明
三
年
前
夜
の
言
な
の
で
あ
る。

「
正
風
体」
と
は
落
魯
体
に
対
す
る
品
俗、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
狂
歌
を

- 11 -
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詠
む
姿
勢
を
酋
っ
た
も
の
で
あ
る
が、
そ
れ
は
早
く
か
ら
江
戸
狂
歌
の
担
い

手
と
し
て
そ
の
中
心
に
い
た
南
畝
の
セ
ク
ト
主
義・
占
有
意
識
を
踏
な
く
も

物
器
っ
て
い
る。
南
畝
自
身、
こ
れ
ら
の
極
点
を
愛
憎
同
居
的
に
揺
れ
な
が

ら、

究
政
改
革
を
渡
り
に
船
と
狂
歌
坦
の
一
線
か
ら
退
場
す
る
ま
で、

そ
の

〈
場〉
に
倦
怠
感
を
辞
ら
せ
て
行
っ
た
わ
け
で
あ
る。
そ
し
て、

南
畝
を
最

大
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
天
明
狂
歌
師
た
ち
は、

例
え
ば
右
の
発

言
に
即
し
て
言
え
ば、

反
落
咎
体・
正
風
体
と
い
う
掛
声
を
金
科
玉
条
と
し

て、
容
易
に
そ
の
〈
制
度〉
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
っ
た。

つ
ま
り
天
明
狂
歌
は、
そ
の
人
的
象
徴
た
る
大
田
南
畝
の
内
に
す
ら
既
に

解
体
の
契
機
を
含
む、

実
に
危
う
い
＾
述
動〉
で
あ
っ
た。
別
の
哲
い
方
を

す
れ
ば、
天
明
狂
歌
を
特
徴
づ
け
る
や

っ
し
の
論
理
は、

言
説
の
形
で
は

（
い
か
に
南
畝
の
力
を
も
っ
て
し
て
も、
と
い
う
こ
と
は
実
府
的
に）

伝
逹

不
可
能
で
あ
っ
た。
そ
れ
は、
例
え
ば、
あ
る
「
会」
の
空
気
を
反
映
し
た、

あ
る一
首
の
狂
歌
の
内
に
し
か
存
在
し
得
な
い
反
論
理
的
な
論
理
で
あ
っ
た。

こ
れ
は、
天
明
狂
歌
の
テ
ン
シ
ョ
ン
の
高
さ
が
も
た
ら
し
た
自
ず
か
ら
な
る

棉
趨
で
あ
り、
そ
の
よ
う
な
反
復・
継
承
の
不
可
能
性
の
故
に
こ
そ
〈
天
明

狂
歌〉
と
い
う
特
殊
な
タ
ー
ム
が
而
立
し
得
て
い
る。
例
え
ば、

白
鳳
文

化・
元
禄
文
化
と
い
う
言
い
方
は
あ
る
c

し
か
し、
近
世
期
に
限
ら
ず、
果

た
し
て
単
独
の
ジ
ャ
ン
ル
が
年
号
を
冠
し
た
呼
称
を
持
ち、
そ
れ
が
現
代
に

口

至
る
ま
で
通
用
し
て
い
る
と
い
う
事
例
が、
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か。

更
に
も
う一
っ、
こ
れ
も
ま
た
天
明
狂
歌
の
特
色
と
し
て
背
定
的
に
把
拙

さ
れ
て
来
た、
社
会
的
な
階
屑
を
越
え
た
〈
運
動〉
の
拡
が
り
と
い
う
要
紫

が
そ
の
解
体
を
迅
め
た。
江
戸
狂
歌
以
前
に
完
成
を
見
た
上
方
狂
歌
が、
ま

が
り
な
り
に
も
そ
の
ス
タ
イ
ル
と
一
定
の
歌
格
を
長
く
維
持
出
来
た
の
は、

限
ら
れ
た
社
会
階
陪・
教
狡
レ
ペ
ル
の
人
々
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
か

ら
に
外
な
ら
な
い。
そ
の
特
権
的
な
〈
場〉
で
こ
そ、
狂
歌
の
論
は
大
ま
じ

め
で
論
じ
ら
れ
得
た
の
で
あ
り、
し
か
し
そ
れ
ら
を
論
ず
る
人
々
が
限
定
さ

れ
て
い
た
が
故
に
論
は
一
般
に
波
及
し
て
行
か
な
か
っ
た
（
そ
の
意
味
で、

上
方
狂
歌
は
ま
さ
に
伝
統
的
和
歌
の
血
脈
を
引
い
て
い
た）。
こ
の
例
に
照

ら
す
ま
で
も
な
く、
も
し
天
明
狂
歌
の
担
い
手
た
ち
が
（
そ
の
出
発
時
の
よ

う
に）

同
程
度
の
教
狡
の
界
に
限
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば、
お
そ
ら
く
こ
の
時

期
の
狂
歌
は、
そ
の
テ
ン
シ
ョ
ン
の
窃
さ
を
独
占
的
に
（
幾
ら
か）

長
（
保

ち
得
た
だ
ろ
う。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば、
＾
天
明
狂
歌〉

な
ど
と
い
う
呼

称
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し、

和
学
者
グ
ル
ー
プ
の
余
技

と
い
う―
つ
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
で
済
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も。

あ
る
文
芸
形
態
の
（
享
受
培
で
は
な
く）

創
出
母
体
の
教
密
に、
大
き
な

落
差
が
あ
る。
そ
の
内
部
で
発
侶
さ
れ
た
言
説
が、
創
出
倍
に
す
ら
其
っ
当

に
伝
わ
っ
て
行
か
な
い。
こ
の
こ
と
の
含
む
意
味
は、
や
は
り
小
さ
く
な
い。

従
来
こ
の
こ
と
は、

南
畝
た
ち
の
退
散
の
理
由
と
し
て
の
み
百
わ
れ
て
来
た

わ
け
で
あ
る
が、
む
し
ろ
天
明
狂
歌
の
本
質
を
考
え
る
上
で、
改
め
て
注
目

す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う。

和
歌、
も
し
く
は
そ
れ
が
志
向・
体
現
す
る
〈
雅〉
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
カ

ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
狂
歌
と
い
う
構
図
で
は
招
き
得
な
い
天
明
狂
歌
の
内
実

と
は、
そ
れ
ら
が
は
じ
め
か
ら
〈
雅〉
を
指
向
す
る
契
機
を
内
包
し
て
い
た
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と
い
う
倒
立
性
で
あ
る。
天
明
期
以
後
の
天
明
狂
歌
の
変
質
と
は、

そ
こ
に

．
何
ら
か
の
新
し
い
要
素
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
い
。

権
威
化・
月
並
化
・
硬
直
化、

そ
の
全
て
は
既
に
し
て
天
明
狂
歌
的
な
る
も

の
の
内
に
在
っ
た。
即
ち、
天
明
狂
歌
の
〈
運
動〉
と
は、

新
た
な
る
狂
歌

理
念
の
痰
得
へ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
な
ど
で
は
な
く、

狂
歌
の
本
竹
の
解
体
の

過
程、
こ
れ
を
し
も
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
呼
ぺ
る
の
で
あ
れ
ば、
そ
の
変
成
過

程
を
指
し
て
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た。
何
の
技
巧
も
包
含
せ
ず、

何

の
理
念
も
伴
わ
ぬ
も
の
と
し
て
大
手
を
振
っ
て
開
陳
さ
れ
て
よ
い、

敢
え
て

言
え
ば
落
俳
よ
り
も
非
文
芸
的
で
あ
る
文
字
の
辿
な
り
に
保
証
さ
れ
た
変
質

の
過
程、
そ
の
全
体
像
こ
そ
が
天
明
狂
歌
な
の
で
あ
る。

例
え
ば、
天
明
期
以
降
に
狂
歌
を
指
し
て
い
わ
れ
る
「
た
は
れ
う
た」
に

は、

本
来
の
字
義
の
「
戯
歌」
と
は
別
に`

自
嘲
を
込
め
た
「
痴
歌」
「
呆

歌」
「
惚
歌」
な
ど
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が、

当
時
の
用
例
よ
り
確
認

出
来
る。
確
か
に
そ
れ
ら
は、

南
畝
や
菅
江
が
早
く
決
め
つ
け
た
よ
う
に、

蒻
し
く
垂
れ
流
さ
れ
る、
な
に
や
ら
狂
歌
ら
し
き
も
の
の
総
称
な
の
で
あ
っ

、ro天
明
三
年
正
月
刊
の
『
万
収
狂
歌
集」
が
天
明
期
の
狂
歌
プ
ー
ム
に
火
を

点
け
た
と
い
う
事
梢
は、

当
代
か
ら
の
多
く
の
証
言
も
あ
っ
て
動
く
ま
い。

し
か
し
一
方
で、
こ
の
年
三
月、
「
万
戟
狂
歌
集」
の
版
元
で
も
あ
る
認
橙

煎一ー一
郎
他
か
ら、
「
狂
歌
よ
み
方
引
歌」
と
副
俎
し
た
元
木
網
絹
『
浜
の

き

さ
ご」
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る。
「
よ
み
方
の
心
得」
に

始
ま
る
こ
の
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
は
従
来
等
閑
視
さ
れ
て
来
た
が、
天
明
狂
歌
の

実
態
を
知
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
（
こ
れ
が
等
閑
視
さ
れ
て
来
た
と

い
う
こ
と
こ
そ
が、

従
来
の
天
明
狂
歌
観
の
内
実
を
物
語
っ
て
い
る）。

紺
者
の
元
木
網
は、
こ
の
年
七
月
成
の
狂
歌
師
名
鑑
「
狂
歌
師
細
見」
に、

江
戸
中
の
半
分
が
門
人
で
あ
る
と
記
さ
れ
た
如
く、

狂
歌
坦
に
於
け
る
実
質

的
な
影
饗
力
（
つ
ま
り、

南
畝
の
位
相
と
は
些
か
異
な
っ
て）
の
弛
大
な
狂

歌
師
で
あ
っ
た。
「
狂
歌
師
細
見」
に
先
ん
じ
て
四
月
に
成
っ
た
「
狂
歌
知

足
振」
で
は、

他
の
狂
歌
辿
が
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
中、

木
網
の

グ
ル
ー
プ
は
冒
頭
か
ら
名
称
な
し
で
記
載
さ
れ、

明
ら
か
に
主
流
派
の
扱
い

を
受
け
て
い
る。

こ
の
「
浜
の
き
さ
ご
j

が
出
さ
れ
て
暫
く
類
紺
の
出
版
を
見
な
い
こ
と
は、

予
測
さ
れ
る
術
要
に
毀
み
て、
こ
の
牲
が
天
明
期
狂
歌
師
た
ち
の
殆
ど
唯一

の
ガ
イ
ド
と
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る。
ほ
ぽ
十
年
後
か
ら、
こ
の
挫

の
ひ
そ
み
に
倣
っ
て、

雨
後
の
筍
の
よ
う
に
狂
歌
手
引
栂
の
類
が
出
さ
れ
た

こ
と
も、
こ
の
柑
の
長
く
続
い
た
規
範
力
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う。
例
え
ば、

既
に
天
明
初
年
に
南
畝
の
行
き
方
に
界
を
唱
え
て
い
た
唐
衣
橘
洲
の
「
狂
歌

初
心
抄」
（
党
政
三
年）、
か
つ
て
南
畝
と
汲
弛
の
タ
ッ
グ
を
組
ん
だ
朱
楽
荷

江
の
「
狂
歌
大
体」
（
同
年）

な
ど
が
狂
歌
の
制
股
化
の
過
程
か
ら
生
ま
れ、

そ
の
後
の
狂
歌
の
方
向
を
瓜
ね
て
規
制
し
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る。

た
だ
し、
よ
り
重
要
な
こ
と
は、

そ
れ
よ
り
十
年
前、

従
来
の
〈
文
学

史〉
で
は
天
明
狂
歌
出
発
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
見
傲
さ
れ
る
天
明
三
年
に、

- 13 -
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保
守
的
か
つ
功
利
的、

い
わ
ば
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
最
も
反
・

天
明
狂
歌

的
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が、

天
明
狂
歌
の
炎
質
的
中
心
で
あ
る
元
木
網
に
よ
っ

て
咎
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る。

こ
の
世
の
重
要
性
は、

そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

更
に
注
意
す
ぺ
き

は、

こ
の
沿
に
序
文
を
寄
せ
て
木
網
の
姿
勢
に
賛
同
の
意
を
表
し
た
の
が、

外
な
ら
ぬ
四
方
赤
良
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る。

先
に
赤
良
の
立
楊
を
代
弁
す
る

言
は
聞
い
た。

こ
こ
で
は
木
網
の
立
楊
を
最
も
よ
く
象
徴
す
る
酋
を
引
く。

狂
歌
に
法
な
し
と
い
へ
ど
も
歌
に
す
が
り
て
よ
み、

歌
の
式
に
よ
る
べ

し
。

こ
れ
が
元
木
網
の、

天
明
三
年
時
の一
i

日
で
あ
る
。

パ
ロ
デ
ィ
で
も
洒
落
で

も
な
く、

彼
は
大
ま
じ
め
に
語
っ
て
い
る。

し
か
し、

こ
れ
全
く
貞
徳
・

行

風
以
来
の
行
き
方
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
テ
ー
ゼ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

い
や、

貞
柳
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
「
狂
歌
を
泳
む
は
た
ゞ

箔
の
小
袖
に
縄
幣
せ

る
を
風
体
と
定
め
て
学
ぺ
よ」
（
『
狂
歌
兵
寸
鋭
j

栗
祠
亭
木
沿
序）

と
比
ペ

て
も、

明
ら
か
に
数
歩
後
退
し
て
い
る
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず、

こ
の
態
に
於

い
て
木
網
が
「
狂
歌
詠
み
」
（
天
明
狂
歌
師）

の
必
見
咎
と
し
て
挙
げ
た
の

は、
「
堀
川
百
首
狂
歌
集」
（
池
田
正
式
編、

党
文
十
一

年
刊）
「
古
今
夷
鼎

集」
（
生
白
党
行
風
編、

同
六
年
刊）
「
後
挽
夷
曲
集」
（
同
十
二
年
刊）
「
吾

吟
我
集」
（
石
田
未
得
品、

脱
安
二
年
成）

と、

何
れ
も
未
だ
室
町
の
辿
風

か
ら
脱
し
切
ら
ぬ
近
泄
初
期
に
編
ま
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た。

そ
の
上

で
木
網
は、
「
浜
の
き
さ
ご」

冒
頭
近
く
に
掲
げ
た
「
地
口
に
な
ら
ぬ
や
う

に
よ
む
ぺ
し
」

と
い
う
「
教
訓」

を
繰
り
返
し、
「
古
き
集
に
も
地
口
に
よ

み
た
る
狂
歌
も
所
々
に
み
ゆ
れ
ど、

地
口
に
な
り
た
る
歌
は
と
る
べ
か
ら

ず」

と
強
甜
し
て
い
る
（
こ
の
「
古
き
集」

に
は、
『
吾
吟
我
集』

辺
り
が

意
識
さ
れ
て
い
る）
。

加
え
る
に、

例
歌
も
右
の
四
集
を
中
心
に
取
っ
て
い

る
の
が
該
咎
で
あ
っ
た。

そ
れ
ら
の
中
に
は、

成
立
時
に
は
先
鋭
的
な
哲
語

遊
戯
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
が、

結
呆
的
に
成

立
以
来
百
年
余
を
経
て
圭
角
が
取
れ、

微
温
的
な
権
威
・

格
式
を
線
っ
た
貞

徳
・

未
得
・

行
風
ら
の
詠
掌
が、

あ
ら
ま
ほ
し
き
モ
デ
ル
と
し
て
天
明
狂
歌

師
た
ち
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
並
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も、

近
他
前
期

の
歌
語
辞
典
「
浜
の
ま
さ
ご」

を
意
識
し
た
こ
の
タ
イ
ト
ル
は、

木
網
が
志

向
す
る
所
を
語
っ
て
余
り
あ
る
だ
ろ
う。

地
ロ
・

洒
落
・

穿
ち、

即
ち
倍
湖
が
そ
の
生
命
で
あ
る
と
信
じ
て
来
た
私

た
ち
の
〈
天
明
狂
歌
観〉

と
は、
一

体
何
で
あ
っ
た
の
か。

そ
れ
は、

後
に

蜀
山
人
の
名
で
伝
説
化
さ
れ
も
す
る
大
田
南
畝
を
中
心
に、

何
人
か
の
狂
歌

師
と、

限
ら
れ
た
狂
歌
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
天
明
狂
歌
を
語
っ
て

来
た、

長
い
間
の
低
頗
な
〈
史〉

が
生
み
出
し
た
幻
想
に
過
ぎ
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か。

天
明
狂
歌
の
担
い
手
た
ち
の、

空
前
絶
後
と
言
う
ぺ
き
尾
龍
あ
り
不
敬
あ

り
の
狂
名
が
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
醸
成
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
は
間
述

い
な
い
。

実
際、

天
明
狂
歌
を
説
く
概
説
掛
の
大
半
は、

天
明
狂
歌
師
の
狂

名
に
言
及
し
て
そ
の
幾
つ
か
を
例
示
し、

南
畝
歌
を
中
心
と
す
る
代
表
的
な

数
首
を
挙
げ
て
事
足
れ
り
と
し
て
来
た
。

営
う
ま
で
も
な
い
が、

狂
歌
と
狂

名
は
同
列
に
論
じ
得
な
い
。

も
し
仮
に
狂
名
・

戯
号
が
文
芸
の
一

種
で
あ
る



と
す
る
立
場
が
成
立
す
る
と
し
て
も。

．

こ
の
点
に
関
し
て
は、
既
に
朱
楽
菅
江
が
「
狂
哲
駕
蛙
集」
（
天
明
五
年

刊）
に、こ

の
頃
も
は
ら
狂
歌
を
世
に
も
て
あ
そ
ぴ
て
殊
に
戯
れ
た
る
表
徳
を
云

ひ
罵
る
に
言
葉
は
さ
し
た
る
を
か
し
き
ふ
し
云
出
さ
ざ
り
け
れ
ば

云
々
と
喝
破
し
て
い
る
所
で
あ
る。
こ
れ
に
統
く
「
焚
船
の
昴
も
ち
な
ら
ぬ

狂
歌
師
も
葛
西
み
や
げ
の
名
ば
か
り
ぞ
よ
き」
と
い
う
歌
は
広
く
知
ら
れ
る

が、
そ
の
狂
名
す
ら
が
天
明
期
に
は
〈
制
度〉
の
下
に
生
み
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
と、
滑
稽
な
狂
名
の
代
表
例
と
し
て
し
ば
し
ば
そ
の
名
を
挙
げ
ら
れ
る

朱
菅
江
（
あ
っ
け
ら
か
ん
公）
に
悪
態
を
つ
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば、

天
明
狂
歌
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は一
体
何
処
に
求
め
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ

ろ
う
か。

巌
も
単
純
に
言っ
て、
天
明
狂
歌
師
た
ち
の
狂
名
の
多
く
は
面
白
い、
し

か
し
狂
歌
の
多
く
は
面
白
く
な
い。
そ
し
て、
彼
ら
の
狂
名
の
〈
意
味〉
と

は、
そ
れ
ら
が
和
歌
の
伝
統
（
史）
に
登
場
す
る
歌
人
た
ち
の
名
前
の
パ
ロ

デ
ィ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る。
こ
こ
で
は、
先
の
朱
楽
菅
江
の
楊

合
が、
菅
公
11
菅
原
道
直会
で
あ
っ
た
と
い
う
例
を
挙
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う。

焦
5-
1、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
上
に、
本
稲
冒
頭
に
述
ぺ
た
「
智
恵
内
子」
と

い
う
狂
名
も
位
骰
し
て
い
た。

し
か
し、
荷
江
や
赤
良
の
意
志
を
超
え
て、
こ
こ
に
も
江
戸
狂
歌
師
た
ち

の
権
威
化
へ
の
契
機
が
仕
掛
け
ら
れ
る
こ
と
と
なっ
た。
寃
政
期
を
経
て、

文
化
期
か
ら
斯
若
と
な
る
狂
名
の
紫
芳・
庵
号・
亭
号
化
へ
の
な
し
Jvl
し
の

変
化
は、
そ
の
帰
結
に
過
ぎ
な
か
っ
た。
勅
揆
集
の
時
代・
風
俗
の、
あ
ら

ゆ
る
レ
ベ
ル
で
の
仮
装
を
滑
稽
の
具
と
し
て
見
せ
た
の
が、
明
和
か
ら
安
永

に
か
け
て
国
学
者
内
山
椿
軒
の
門
に
先
躯
的・
原
型
的
に
出
現
し
た
〈
天
明

狂
歌〉
で
あ
っ
た。
し
か
し、
天
明
期
に
大
挙
し
て
現
れ
た
自
称
狂
歌
師
た

ち
は、
宮
廷
歌
人・
貨
族
歌
人
の
＾
雅〉
を
仮
装
す
る
こ
と
で
天
明
狂
歌
の

埴
に
参
入
し
な
が
ら、
そ
の
＾
雅〉
を
相
対
化
出
来
ず
に、
＾
雅〉
を
仮
装

す
る
快
感
に
の
み
蚕
食
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る。

天
明
狂
歌
師
の
肖
像
集
と
し
て
代
表
的
な
「
吾
要
曲
狂
歌
文
庫」
（
天
明

六
年
刊）
と、
続
く
『
古
今
狂
歌
袋
j

（
同
七
年
刊）
の
肖
像
が、
あ
か
ら

さ
ま
に
百
人一
首
の
仮
装
で
あ
っ
た
こ
と
は、
こ
の
文
脈
の
上
で
把
え
る
必

要
が
あ
る。
勿
論
「
万
戟
狂
歌
集」
が
勅
横
集
「
千
戟
和
歌
集』
の
パ
ロ

デ
ィ
と
し
て
成
功
し
た
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
仮
装
へ
の
指
向
を
決
定
づ
け
た

の
で
あ
る
が、
し
か
し
そ
れ
が
端
緒
な
の
で
は
な
か
っ
た
し、
形
骸
化
の
始

ま
り
で
す
ら
な
か
っ
た。
言
わ
ば
そ
れ
ら
は、
〈
天
明
狂
歌〉
の
標
高
を
示

す
水
地
点
に
し
て、
同
時
に
背盆
標
だ
っ
た
の
で
あ
る。

右
に
述
べ
た
よ
う
な
〈
雅〉
へ
の
指
向
は、
何
よ
り
も
先
ず
甜
度
な
技
術

を
要
求
さ
れ
る。
本
来
選
別
さ
れ
て
い
た
パ
ロ
デ
ィ
の
対
象
は
時
代
の
流
れ

に
晒
さ
れ
て、
も
は
や
余
り
に
も
明
確
な
フ
レ
ー
ム
を
も
ち、
制
度
化
し
て

い
る。
無
論
そ
れ
ゆ
え
に
バ
ロ
デ
ィ
の
対
象
た
り
得
た
の
で
あ
る
が、
い
か

ん
せ
ん
凡
附
と
の
距
離
が
あ
り
す
ぎ
る。
言
い
換
え
れ
ば
〈
遊
ぴ〉
が
人
を

選
ぶ
の
で
あ
る。
狂
歌
に
先
立
っ
て
盛
行
し
た
川
柳
に
は
＾
俗〉
に
居
直
る

こ
と
で
凡
附
な
り
の
お
か
し
み
が
あ
り
得
た
し、
月
並
み
な
り
に
沿
稽
感
が
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源っ
た。
し
か
し、
敢
え
て
＾
雅〉
を
指
向
す
る
天
明
狂
歌
は
そ
の
よ
う
な

わ
け
に
は
い
か
な
い。
楽
展
落
ち
と
心り
い
姿
勢
の
笑
い
の
強
要
は
僅
か
で
も

外
れ
れ
ば
笑
う
に
笑
え
ず、
工
知
半
解
の
知
的
裸
り
は
下
ら
な
さ
を
通
り
越

し
て
悲
恒
感
す
ら
深
う。
結
局、
自
称
狂
歌
師
た
ち
が
そ
こ
か
ら
逃
げ
た
の

は、
理
の
当
然
で
あ
っ
た。

そ
の
よ
う
に
し
て
逃
げ
た
先
の一
っ
が、
例
え
ば
「
め
で
た
さ」
で
あ
っ

た。
「
め
で
た
さ」
を
テ
ー
マ
に
し
た
狂
歌
は、
だ
か
ら
既
に
し
て
〈
天
明

狂
歌〉
で
は
な
い。
楳
り
返
す
が、
〈
天
明
狂
歌〉
と
は、
〈
雅〉
の
衣
装
を

借
り
て
こ
れ
に
対
峙
し
よ
う
と
す
る
不
敵
な
意
志
を
秘
め、
尚
い
テ
ン
シ
ョ

ン
の
上
に
危
う
い
パ
ラ
ン
ス
を
俣っ
た
狂
泳
の、
言
わ
ば
あ
ら
か
じ
め
失
な

わ
れ
た
幻
想
で
あ
っ
た。
確
か
に
天
明
期
以
降
の
臆
し
い
狂
歌
の
多
く
は、

「
め
で
た
さ」
を
テ
ー
マ
に
泳
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た。
久
保
田
啓ー
氏
の

論
（「「
め
で
た
さ」
の
季

節ーー↓大
明
狂
歌
の
本
質」
「
栢
文
研
究j
55、

一
九
八
三
年）
は、
そ
の
意
味
で
卓
論
で
あ
っ
た。
し
か
し
そ
れ
は、
当
代

の
地
本
の
大
半
が
新
春
刊
行
を
恨
例•
吉
例
と
す
る
と
い
う
大
枠
の
中
で、

狂
歌
集
の
多
く
が
歳
旦
躯
化
し
た
こ
と
に
よ
る
帰
結
で
あ
っ
た。
加
え
る
に、

更
に
大
き
な
枠
紐
み
の
中
で
狂
歌
は
俎
詠
化
し
た。
狂
歌
集
の
大
部
分
が、

歳
旦
集
を
含
め
て
題
詠
歌
集
で
あ
っ
た
結
果
と
し
て。

そ
れ
で
も
な
お、
従
来
の
天
明
狂
歌
幻
想
を
物
差
し
に
用
い
て
天
明
期
に

詠
ま
れ
た
狂
歌
を
測
る
こ
と
は、
批
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う。
し
か
し
そ
の

ょ
う
な
計
盈
化
か
ら
結
論
を
導
く
の
で
あ
れ
ば、
お
そ
ら
く
天
明
期
に
詠
ま

れ
た
狂
歌
の
九
十
九
バ
ー
七
ン
ト
は
〈
天
明
狂
歌〉
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る。

言
い
換
え
れ
ば、
危
う
い
パ
ラ
ン
ス
を
保
ち
得
な
か
っ
た
が
ゆ
え
の
天
明

合広〉
狂
歌
と
い
う
倒
立
の
内
に、
〈
天
明
狂
歌〉
の
本
質
は
あ
る。
も
し

天
明
期
に
詠
ま
れ
た
狂
歌
の
綜
合
か
ら
そ
の
性
質
を
抽
出
す
る
な
ら
ば、
そ

れ
は
大
方
に
し
て
狂
歌一
般
と
径
庭
な
く、
つ
ま
り
〈
天
明
狂
歌〉
た
り
得

な
い。
ま
た、
天
明
期
に
詠
ま
れ
た
狂
歌
を
純
粋
に
数
批
的
に
計
祉
す
る
の

で
あ
れ
ば、
そ
の
依
向
は
例
え
ば
「
め
で
た
さ」
を
指
向
す
る
か
も
知
れ
な

い。
如
上、
狂
歌
集
の
大
半
が
歳
旦
集
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る。

し
か
し、
も
は
や
そ
こ
に
狂
歌
の
＾
天
明〉
性
は
な
く、
そ
う
で
あ
れ
ば、

そ
れ
ら
は
＾
天
明
狂
歌〉
で
は
な
か
っ
た。

か
く
て
狂
歌
は、
近
代
に
至
っ
て
終
息
す
る
ま
で、
そ
の
殆
ど
が
歳
旦
狂

歌
を
含
む
姐
詠
歌
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
飽
く

ま
で
も
凡
甜
と
月
並
み
を
許
容
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り、
二
人
目
三
人
目

の
四
方
赤
良
の
出
現
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た。
月
並
み
で
あ
っ

て
構
わ
な
い。
む
し
ろ
月
並
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
何
よ
り
も
「
辿」

或
い
は
「
社」
と
い
う
共
同
体
の
安
稔
の
た
め
に。
否、
よ
り
以
上
に

「
私」
の
安
堵
の
た
め
に。
い
く
ら
で
も
同
じ
よ
う
な
歌、
ど
こ
か
で
見
た

よ
う
な
歌
が
並
ん
で
い
て
梢
わ
な
い。
何
年
経
と
う
と
代
わ
り
映
え
し
な
く

て
構
わ
な
い。
そ
の
よ
う
な
再
生
脱
シ
ス
テ
ム
の
運
動
の
中
で、
狂
歌
の
コ

ト
パ
は
弛
緩
し
希
薄
化
し
た。
供
給
シ
ス
テ
ム
と
受
容
シ
ス
テ
ム
は
野
合
し

て、
狂
歌
集
は、
木
の
形
を
し
た
伝
香
板
化
し
た。

因
み
に、
狂
歌
が
な
ぜ
近
代
に
至
っ
て
衰
滅
し
た
か
と
は
し
ば
し
ば
問
わ
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六

の
問
題
で
は
な
い。

れ
て
来
た
問
い
で
あ
っ
た。
答
え
は
二
つ。
近
代
文
学
は
パ
ロ
デ
ィ
を
許
さ

．
ず、
も
じ
り
が
ひ
ど
く
下
賤
な
ふ
る
ま
い
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る。
も
う一

つ
は、
今
述
ぺ
た
通
り
で
あ
る。

狂
歌
師
の
多
く
は
点
者
化
し
宗
匠
化
し
た
の
で
あ
る
か
ら、
彼
ら
に
は
縄

張
り
争
い
が、
門
人
た
ち
に
は
撲・
非
撰
に
関
わ
っ
て
の
幾
許
か
の
緊
張
が

存
し
た
で
あ
ろ
う。
し
か
し
そ
れ
ら
は、
い
ず
れ
に
し
て
も、
も
は
や
文
学

こ
の
よ
う
に
し
て、
江
戸
狂
歌
は
そ
の
生
産
の
〈
場〉
だ
け
が
限
り
な
く

拡
散
し、
そ
れ
ぞ
れ
に
月
並
み
狂
歌
が
飽
く
こ
と
な
く
再
生
産
さ
れ
続
け
た。

そ
ん
な
セ
ク
ト
化
し
た
末
端
狂
歌
集
を
読
ん
で
い
て、
時
に
は
秀
歌
ー•
—
天

明
狂
歌
以
上
に
天
明
狂
歌
ら
し
い一
首
に
巡
り
逢
う
こ
と
も
な
い
で
は
な
い。

そ
れ
ら
を
集
め
て
行
け
ぱ、
天
明
三
年
に
詠
ま
れ
た
天
明
狂
歌
風
の
狂
歌
の

数
よ
り、
天
保
三
年
の
そ
れ
の
ほ
う
が
多
い
と
い
う
こ
と
も、
あ
る
い
は
起

こ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い。
し
か
し、
こ
の
間
の
狂
歌
人
口
の
拡
大
は
百
倍

で
は
収
ま
る
ま
い。
こ
れ
を
質
的
拡
散
と
呼
ば
ず
し
て
何
と
呼
ぶ
ぺ
き
で
あ

ろ
う
か。

営
わ
れ
る
よ
う
な、
低
教
投
陪
が
大
挙
し
て
押
し
寄
せ
た
こ
と
に
よ
る
狂

歌
の
低
質
化、
そ
れ
は
確
か
に一
面
の
其
理
で
あ
る。
し
か
し、
表
培
的
な

爽
理
で
あ
ろ
う。
先
に
見
た
通
り、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
前、
内
山
椿
軒
門
に

於
け
る
出
発
の
時
点
で、
そ
こ
に
は
〈
天
明
狂
歌〉
の
天
明
性
を
解
体
さ
せ

る
契
機
が
時
限
装
骰
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た。

言
い
換
え
よ
う。
＾
天
明
狂
歌〉
の
生
命
は、
そ
の一
首
ご
と
に、
ま
た

は
ど
れ
か一
首
に
存
す
る
の
で
は
な
い。
そ
の
意
味
で、
石
111
淳
氏
の
所
謂

「
運
動」
は、
そ
の
本
質
の一
而
を
鋭
く
衝
い
て
い
る。
し
か
し、
こ
れ
も

ま
た
飽
く
ま
で
も
本
質
の一
而
で
あ
っ
た。
〈
天
明
狂
歌〉
は
解
体
す
べ
く

し
て
肝
体
し、
五
七
五
七
七
と
い
う
形
態
の
み
を
保
ち
つ
つ、
狂
歌
で
は
あ

る
が
天
明
狂
歌
で
は
な
い
も
の
に
変
貌
し
て
い
っ
た。
誰
の
目
に
も
明
ら
か

な
よ
う
に、
南
畝
を
中
心
に
天
明
期
に
詠
ま
れ
た
狂
歌
群
は、
戯
文
芸
と
し

て
の
狂
歌
の
〈
史〉
に
お
い
て
明
ら
か
に
頂
点
を
形
成
し
て
い
る。
そ
れ
は、

そ
れ
ら
が
和
歌
（
短
歌）
の
〈
史〉
に
お
け
る
も
っ
と
も
窃
い
テ
ン
シ
ョ
ン

の
歌
群
と
対
決
し、
拮
抗
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
詠
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る。

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に、
歌
格
の
維
持
は
困
難、
殆
ど
不
可
能
で
あ
っ
た。

一
方、
〈
天
明
狂
歌〉
は、
本
質
的
に
選
ば
れ
た
者
た
ち
に
の
み
可
能
な

特
殊
な
性
質
の
文
芸
で
あ
っ
た。
し
か
し`

も
し
限
定
さ
れ
た
担
い
手
た
ち

の
独
占
状
態
が
続
い
て
も`

そ
の
内
的

契機
に
よ
っ
て
解
体
し
た
で
あ
ろ
う。

そ
の
よ
う
に、
〈
天
明
狂
歌〉
は
独
特
な
〈
場〉
を
作
り
出
す
こ
と
で
〈
天

IJj
狂
歌〉
た
り
得、
そ
れ
が
ゆ
え
に
解
体
の
迷
度
を
速
め
る
こ
と
と
な
っ
た。

こ
の
よ
う
な
逆
説
性
·

i

回
性
こ
そ、
天
明
狂
歌
が
〈
天
明
狂
歌〉
と
い
う

特
別
な
呼
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
続
け
て
い
る
所
以
で
は
な
か
ろ
う
か。

天
明
初
頭
の一
時
期
を
中
心
に、
折
り
煎
な
る
よ
う
に
し
て
現
れ
た
狂
歌

群
に
対
す
る
「
ち
ょ
っ
と
述
っ
た
感
じ」
（
そ
れ
は、
狂
歌
自
体
の
「
感
じ」

で
あ
る
と
同
時
に、
そ
れ
ら
を
詠
む
た
め
に
突
拍
子
も
な
い
狂
名
の
仮
而
を
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被
っ
て、
大
挙
し
て
現
れ
た
自
称
狂
歌
師
の
群
れ
や、
彼
ら
が
集
団
で
行

な
っ
た
数
々
の
ふ
ざ
け
た
催
し
の
発
す
る
「
感
じ」
で
も
あ
る）
を
ずっ
と

私
た
ち
は
抱
き
続
け
て
き
た゚

ー
或
い
は、
南
畝
た
ち
の
目
論
見
は、
見

事
に
成
功
し
た
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い。

繰
り
返
す。
こ
の
よ
う
に
〈
天
明
狂
歌〉
は、
そ
の
成
立
の
時
点
か
ら
既

に
解
体
の
契
機
を
胚
胎
し
て
い
た。
も
し、
こ
れ
が
散
文
形
態
の
戯
文
芸
で

あ
っ
た
な
ら
ば、
そ
れ
で
も
作
者
は
自
ず
か
ら
選
ば
れ
た
は
ず
で
あ
り、
つ

．
ま
り
入
口
は
比
較
的
狭
か
っ
た
と
言
え
る。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お、
寛
政

期
以
降、
化
政・
天
保・
硲
末
へ
と
続
く
散
文
文
芸
の
給
体
と
し
て
の
質
的

低
下
は
目
を
覆
い
た
く
な
る
程
顕
著
で
あっ
た。
一
方
狂
歌
は、
一
見
し
た

と
こ
ろ
入
口
が
広
か
っ
た。
だ
か
ら
自
称
狂
歌
師
た
ち
が
殺
到
し
た。
そ
の

権
威
的
傾
向
に
誘
引
さ
れ
た
者
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う。
し
か
し、
彼
ら
が
返

く
か
ら
見
た
そ
の
城
は、
見
た
目
よ
り
ず
っ
と
近
づ
き
に
く
か
っ
た。

お
そ
ら
く、
〈
天
明
狂
歌〉
が
特
異
な
位
柑
と
瞬
間
的
な
沸
騰
期、
そ
し

．
て
高
レ
ペ
ル
の
沿
稽
を
有
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば、
狂
歌
と
い
う
文

芸
形
式
は、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
を
牽
さ
付
け
ず
に
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う。

確
か
に
そ
の
誘
引
力
こ
そ
が
現
象
的
な
天
明
狂
歌
の
命
取
り
と
な
っ
た
と
見

え
る。
た
だ
し
こ
こ
に
は
〈
天
明
狂
歌〉
の
本
質
は
な
い。
如
上、
そ
の
本

．
質
は、
〈
天
明
狂
歌〉
そ
の
も
の
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
逆
説
の
内
に
こ
そ

在
っ
た。

〈
天〉
と
＾
明〉、
こ
の
能
天
気
に
明
る
い
語
構
成
は一
体
何
な
の
か
と

し
ば
し
ば
思
う。

本
稿
の
甘
頭、
私
は、
そ
の
外
延
そ
の
ま
ま
の
気
分
が
〈
江
戸〉
に
源っ

て
い
る
と
術
い
た
0

〈
江
戸〉
と
は
む
ろ
ん
都
市・
江
戸
の
間
で
あ
る。
そ

し
て
そ
の
よ
う
に
困
い
た
と
き、
実
は
あ
る
位
相
に
お
い
て
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

の
閲
伯
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
＾
地
方〉
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る。
あ
る
位
相。
天
明
期
に
お
け
る
＾
江
戸〉
と

〈
地
方〉
と
の
相
関
は、
何
と
現
在
に
お
け
る
A

日
本〉
と
＾
肱
界〉
と
の

相
関
に
よ
く
似
通っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う。
天
明
期
の
狂
歌
師
た
ち
の
お
祭

り
騒
ぎ
を
も
た
ら
し
た
の
は、
実
は
人
肉
食
か
ら
逃
れ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
に
も
追

い
詰
め
ら
れ
た
〈
地
方〉
の
現
実、
刻
々
と
伝
わ
り
来
る
そ
の
悲
惨
な
梢
報

だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か。

〈
平〉
と
＾
成〉、
表
而
的
に
は
盤
石
の
よ
う
に
ゆ
る
ぎ
も
し
な
い
平
籾

な
現
実
の
背
後
に
迫
り
く
る
も
の、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
私
た
ち
の
時
代
の
狂

喋
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
よ
う
に。
ま
た、
そ
れ
に
続
け
て
〈
阪
神
大
淀

災〉
〈
オ
ウ
ム〉
〈
沖
縄〉
が
照
射
し
て
い
る
よ
う
に。

以
上、
狂
歌
の
事
例
を一
切
挙
げ
ず
に
〈
天
明
狂
歌〉
を
論
じ
た。
述
ペ

た
通
り、
恣
意
的
に
摘
ん
だ
数
首
の
検
討
か
ら
は
〈
天
明
狂
歌〉
の
何
た
る

か
を
論
じ
得
ぬ
か
ら
で
あ
る。
さ
ら
に
は、
天
明
期
に
詠
ま
れ
た
狂
歌
を
全

て
列
挙
し
た
と
こ
ろ
で、
や
は
り
〈
天
明
狂
歌〉
の
何
た
る
か
は
理
解
出
来

........ 

ノ‘
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さ
と
し

な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
っ
た。

．

た
だ
し、
言
う
ま
で
も
な
く、
天
明
期
に
詠
ま
れ
た
狂
歌
が
存
在
せ
ず
し

て
〈
天
明
狂
歌〉
と
い
う
概
念・
呼
称
が
出
現
す
る
は
ず
も
な
い。
そ
の
意

味
で、
本
稲
の
論
旨
は
天
明
狂
歌
の
実
作
群
へ
と
帰
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る。

＾
天
明
狂
歌〉
を
語
る
こ
と
に
は、
恰
も
武
蔵
野
の
逃
げ
水
を
追
い
か
け

る
よ
う
な
も
ど
か
し
さ
が
つ
き
ま
と
う。
石
川
淳
の
よ
う
に
こ
れ
を
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
の
内
に
定
位
す
る
視
点
は
確
か
に
必
要
で
あ
り、
諏
要
で
あ
っ
た。

し
か
し
そ
れ
は、
た
だー
つ
の
こ
と
を
甜っ
て
静
止
す
る
視
点
で
も
あ
っ
た。

〈
天
明
狂
歌〉
と
は、
何
よ
り
も
〈
政
治〉
と
の
相
互
関
連
の
内
に
探
ら

れ
る
ぺ
き
概
念
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
ゆ
え、
序
論
と
し
て、
以
上
の

文
章
を
緩っ
た
次
第
で
あ
る。

（
注
記）

本
私
で
は、
天
明
狂
歌
と
〈
天
明
狂
歌〉
を
使
い
分
け
て
お
り、
後
者
が

私
の
考
え
る
本
質
的
な
天
明
狂
歌
を
示
し
て
い
る。
た
だ
し、
そ
の
定
義
化

が
完
了
す
る
ま
で、
文
脈
上
天
明
狂
歌
と
の
み
表
記
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と

を
お
断
り
し
て
お
き
た
い。（

い
し
が
み

大
阪
商
業
大
学
助
教
授）

（
平
成
八
年一
月
ー
十
二
月）

研
究[
柔
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
日

単
行
本

感
情・
態
度
を
表
す
日
本
語
音
声
の
表
出
診
断・
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築

に
関
す
る
研
究
（
細
田
和
雄）

平
安
日
記
文
学

土
佐
日
記・
蛸
蛉
日
記・
和
泉
式
部
日
記・
更
級
日
記

総
合
語
梨
索
引
（
勉
誠
社）

「
親
鸞
型
人
伝
絵」
絣
話
（
光
華
女
子
大
学・
短
期
大
学
其
宗
文
化
研
究

所）否
定・
仮
定
表
現
の
変
容

西
美
濃
大
垣
市
に
お
け
る
動
態
と
方
酋
の
イ

メ
ー
ジ
（
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所）

山
梨
英
和
短
期
大
学
創
立
三
十
周
年
記
念

日
本
文
芸
の
系
陪
（
山
梨
英
和

短
期
大
学
日
本
文
学
会）

長
尾
高
明
先
生
来
甲
記
念
論
集

新
し
い
国
語
教
育
の
基
培
（
長
尾
高
明
先

生
華
甲
記
念
論
集
刊
行
会）

雑
誌
•

紀
要

愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集

国
文
学
科
編
（
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
国
文

学
科•
愛
知
県
立
女
子
短
期
大
学
国
文
学
科）

四
四

愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会）

一
八、
一
九

愛
知
大
学
国
文
学
（
愛
知
大
学
国
文
学
会）

三
五、
三
六

愛
文
（
愛
媛
大
学
法
文
学
部
国
語
国
文
学
会）
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