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丹
波
篠
山
の
地
に
生
を
享
け
、
城
跡
を
囲
む
堀
端
の
傍
ら
に
あ
っ
た
高
等
学
校
の
書
庫
で
古
書
籍
の
山
に
遭
遇
し
て
か
ら
京

都
の
地
に
至
る
ま
で
、
平
安
文
学
に
漠
然
と
あ
こ
が
れ
な
が
ら
日
を
送
っ
て
の
ち
、
高
等
学
校
で
充
実
し
た
教
員
生
活
の
日
々

を
過
ご
し
た
。
教
え
る
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
だ
と
の
格
言
を
胸
に
伝
統
校
で
の
授
業
と
研
究
と
を
併
せ
る
楽
し
さ
を
学
ん
だ
後
、

恩
師
鈴
木
弘
道
先
生
の
後
任
と
し
て
相
愛
大
学
に
移
り
、
田
中
重
太
郎
先
生
の
春
曙
文
庫
か
ら
も
多
く
を
学
ば
せ
て
も
ら
い
、

ま
た
、
宗
教
的
雰
囲
気
の
漂
う
教
育
環
境
に
な
じ
む
こ
と
も
で
き
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
母
校
で
あ
る
立
命
館
大
学
の
教
壇
に

立
つ
よ
う
に
な
り
、
衣
笠
山
の
ふ
も
と
の
研
究
室
か
ら
京
都
の
風
光
を
飽
く
こ
と
な
く
日
々
眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
半
世
紀

の
間
、
人
、
も
の
、
周
囲
の
こ
と
ご
と
が
自
分
の
研
究
に
寄
り
添
い
力
を
与
え
働
き
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
だ
と
、
過
ぎ

去
っ
て
か
ら
、
深
々
と
感
謝
の
気
持
ち
が
溢
れ
て
く
る
。
自
分
は
何
と
果
報
者
で
は
な
い
か
。
美
し
い
思
い
出
に
浸
っ
た
ま
ま

人
生
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
さ
ら
に
加
え
て
、
長
年
自
分
を
励
ま
し
お
導
き
く
だ
さ
っ
て
い
る
知
人
、
友
人
な
ど
相

集
い
、
御
研
究
の
成
果
の
一
端
を
お
示
し
く
だ
さ
る
と
い
う
あ
り
が
た
い
こ
と
ま
で
も
お
与
え
く
だ
さ
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う

な
幸
せ
な
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
も
思
い
、
感
謝
の
こ
と
ば
も
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。

余
算
山
の
端
に
さ
し
か
か
り
、
机
に
向
か
う
気
力
も
体
力
も
次
第
に
失
せ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
姿
を
憐
れ
ん
で
か
、
本
論
集
を
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企
画
し
て
く
だ
さ
っ
た
編
集
委
員
会
の
皆
様
、
ま
た
、
お
よ
そ
採
算
の
と
れ
な
い
は
ず
の
こ
の
よ
う
な
書
物
を
世
に
出
し
て

く
だ
さ
る
武
蔵
野
書
院
の
皆
様
、
共
々
に
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
六
年
五
月

中
　
　
西
　
　
健
　
　
治



iii 目　　次

目
　
　
　
次

序
　
　
文
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
西
健
治　
ⅰ

物
語
、
そ
の
「
性さ

が

」
を
問
う

　
　
　

─
「
散
逸
」
と
「
改
作
」
を
軸
に
し
て
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

原
　
豊
二　
1

か
ぐ
や
姫
の
和
歌
の
機
能

　
　
　

─
難
題
提
出
者
に
対
す
る
返
歌
の
検
討
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

曽
根
誠
一　
17

光
源
氏
初
期
の
杳
た
る
身
分

　
　
　

─
元
服
の
夜
の
「
そ
ひ
ぶ
し
」
と
高
麗
の
相
人
の
観
相
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

坂
本
信
道　
37

看
病
す
る
者
の
「
食
」

　
　
　

─
光
源
氏
と
薫
を
比
較
し
て
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

荻
田
み
ど
り　
57



iv目　　次

女
一
の
宮
の
女
房
・
小
宰
相
に
つ
い
て

　
　
　

─
付
、「
土
な
ど
の
こ
こ
ち
」
小
考
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

吉
海
直
人　
77

『
浜
松
中
納
言
物
語
』「
か
う
や
う
け
ん
の
后
」
の
唐
土
の
宮
廷
不
参
再
考

　
　
　

─
文
脈
・
宮
廷
表
現
か
ら
み
る
男
主
人
公
と
の
逢
瀬
の
宿
世
に
お
け
る
〈
装
置
〉
─
……

松
浦
あ
ゆ
み　
93

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
「
た
ぐ
ひ
」

　
　
　

─
衛
門
督
北
の
方
が
果
た
す
役
割
と
物
語
展
開
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八
島
由
香　
113

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
吉
野
の
聖
の
予
言
を
め
ぐ
っ
て
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
槻
福
子　
129

『
寝
覚
物
語
』
読
解
の
試
み

　
　
　

─
歌
語
「
天
の
原
」
な
ど
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
西
健
治　
145



v 目　　次

寝
覚
物
語
本
文
整
定
試
案

　
　
　

─
「
こ
と
な
し
び
」
と
「
こ
と
な
ら
ひ
」
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

須
藤
　
圭　
163

『
夜
の
寝
覚
』
に
お
け
る
登
場
人
物
の
意
志
と
主
題
の
関
係

　
　
　

─
「
あ
な
が
ち
な
り
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
─
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

池
田
彩
音　
185

『
夜
の
寝
覚
』
第
一
部
の
男
君
造
型

　
　
　

─
「
を
さ
む
」・「
し
づ
む
」
を
中
心
に
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

石
橋
　
孝　
203

『
夜
の
寝
覚
』
研
究
と
古
筆
切
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

横
井
　
孝　
223

「
虫
愛
づ
る
姫
君
」
の
虫
た
ち

　
　
　

─
神
話
世
界
と
の
交
歓
─
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

野
村
倫
子　
243

『
雲
隠
六
帖
』
テ
ク
ス
ト
と
〈
源
氏
物
語
世
界
〉
に
関
す
る
若
干
の
考
察
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
島
正
二　
257



vi目　　次

和
泉
式
部
「
物
思
へ
ば
」
歌
と
貴
船
神
社
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
浦
俊
介　
277

紫
式
部
の
物
の
気
（
物
の
怪
）
観

　
　
　

─
『
紫
式
部
集
』
四
四
番
歌
、「
男
」
は
「
護
法
神
」
を
召
喚
で
き
る
か
─
……
…
…
…
…
…

星
山
　
健　
297

平
安
時
代
の
女
御
と
更
衣

　
　
　

─
宇
多
・
醍
醐
朝
の
後
宮
に
ま
つ
わ
る
疑
問
四
題
─
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

高
橋
照
美　
309

中
野
康
章
旧
蔵
『
鹿
百
首
』
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

川
崎
佐
知
子　
327

『
後
普
光
園
院
殿
鷹
百
韻
連
歌
』
考
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
坪
　
舞　
339

衣
笠
本
『
紫
式
部
物
語
・
和
泉
式
部
物
語
』
校
訂
試
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

藤
井
佐
美　
359



vii 目　　次

大
庭
賢
兼
の
和
歌

　
　
　

─
地
名
を
詠
み
込
む
歌
に
着
目
し
て
─
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

西
本
寮
子　
383

「
扇
市
」
攷

　
　
　

─
本
邦
禅
林
に
お
け
る
陸
游
詩
受
容
を
中
心
に
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
本
　
大　
397

廣
幡
忠
幸
と
慈
照
院
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

本
多
潤
子　
417

『
醒
睡
笑
』
巻
之
五
「
婲
心
」
に
お
け
る
狂
歌
咄
の
特
質
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

児
島
啓
祐　
437

『
出
世
景
清
』
題
意
考

　
　
　

─
景
清
の
「
出
世
」
を
め
ぐ
っ
て
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

竹
内
洪
介　
453

芭
蕉
晩
年
の
作
風
と
『
源
氏
物
語
』

　
　
　

─
近
江
蕉
門
か
ら
伊
賀
蕉
門
へ
─
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

髙
井
悠
子　
465



viii目　　次

川
越
市
旧
袋
町
祇
園
社
『
牛
頭
天
王
縁
起
絵
巻
』
か
ら
見
る
近
世
牛
頭
天
王
信
仰
の
特
徴
……

鈴
木
耕
太
郎　
481

一
言
の
失
、
一
言
の
信

　
　
　

─
僧
正
遍
昭
の
「
ま
こ
と
す
く
な
し
」
と
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
─
……
…
…
…
…
…
…
…
…

藏
中
し
の
ぶ　
499

石
川
五
右
衛
門
「
釜
ヶ
淵
伝
承
」
考
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
本
　
淳　
515

鹿
児
島
県
三
島
村
の
う
つ
ぼ
舟
伝
説
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

原
田
信
之　
533

海
外
に
お
け
る
和
刻
本
漢
籍
受
容
の
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

東
野
　
陸　
551

編
集
後
記
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

執
筆
者
紹
介
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

569 567



1 物語、その「性
さが

」を問う

物
語
、
そ
の
「
性さ

が

」
を
問
う
─
「
散
逸
」
と
「
改
作
」
を
軸
に
し
て

─原
　
　
　
　
豊
　
　
　
二

一
　
は
じ
め
に

日
本
の
物
語
文
学
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
的
な
性
質
が
あ
る
の
か
。
こ
の
古
く
て
新
し
い
問
題
に
向
き
合
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
も
っ

と
も
こ
う
し
た
議
論
は
し
ば
し
ば
抽
象
的
に
陥
り
が
ち
で
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
古
代
・
中
世
の
物
語
文
学
に
限
定
す
る
わ
け
で

あ
る
が
、
物
語
文
学
の
生
成
と
蓄
積
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
一
種
の
新
陳
代
謝
と
も
考
え
ら
れ
る
「
散
逸
」
と
「
改
作
」
の
問
題
に
正

面
か
ら
向
き
合
っ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

二
　
散
逸
物
語
と
は
？

物
語
文
学
に
関
わ
る
教
育
や
研
究
の
場
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
散
逸
物
語
」
と
い
う
問
題
に
向
き
合
わ
な
く
て
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
現
存
す
る
物
語
文
学
作
品
と
は
別
に
多
く
の
散
逸
し
た
物
語
が
あ
り
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
く
て
は
、
現
存
す
る
物
語
の

読
解
に
も
支
障
が
生
じ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
文
学
史
的
事
実
と
し
て
も
無
視
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な



2

い
だ
ろ
う
。「
散
逸
物
語
」
の
研
究
は
、
主
に
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
登
場
人
物
を
中
心
と
し
た
復
元
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
と
稿
者
は
認

識
し
て
い
る
。
先
行
研
究
者
に
よ
る
復
元
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
体
の
豊
か
な
想
像
力
に
依
存
す
る
傾
向
も
あ
っ
た
と
は
思
う
が
、

「
散
逸
物
語
」
研
究
の
お
お
よ
そ
の
フ
レ
ー
ム
を
提
示
し
た
点
は
大
い
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
の
話
で
あ
る
が
、「
散
逸
物
語
」
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、「
散
逸
物
語
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
物
語
の
本

文
が
基
本
的
に
残
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
他
の
文
献
資
料
に
そ
の
書
名
や
登
場
人
物
、
和
歌
、
作
品
へ
の
批
評
が
残
る
も

の
、
と
言
う
し
か
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
他
の
文
献
資
料
に
そ
の
痕
跡
が
全
く
残
ら
ず
、
本
文
も
現
存
し
な
い
物
語
作
品
は
、「
散
逸
物

語
」
と
は
登
録
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
表
記
の
矛
盾
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
通
常
指
示
さ
れ
る
「
散
逸
物
語
」
と
は
、
何
ら

か
の
形
で
の
残
存
が
あ
り
、
完
全
な
意
味
で
は
「
散
逸
物
語
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
散
逸
物
語
」
は
資

料
研
究
の
立
場
か
ら
は
十
分
に
「
現
存
物
語
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

何
も
言
葉
遊
び
を
弄
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
「
散
逸
物
語
」
と
い
う
言
い
方
が
、
教
育
や
研
究
の
場
で
い
く
ら
か
の
混
乱
を

生
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
同
時
に
、
復
元
研
究
に
主
眼
を
置
い
た
研
究
で
は
見
過
ご
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
実
は
考
え
て
い
る
。

も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。『
夜
の
寝
覚
』
も
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
も
と
も
に
現
存
す
る
本
文
以
外
に
も
、
多
く
の
本
文

（
こ
こ
で
は
巻
と
い
う
べ
き
か
）
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
す
る
と
失
わ
れ
た
部
分
の
復
元
研
究
が
同
時
に
行
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
の
手
法
は
、
散
逸
物
語
の
復
元
と
そ
れ
な
り
に
似
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
両
作

品
を
「
散
逸
物
語
」
と
す
る
見
方
は
ほ
ぼ
聞
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
古
筆
切
一
葉
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
、
現
存
物
語
の
本
文
に
は
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
の
古
筆
切
を
「
散
逸
物
語
」
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
『
夜
の
寝
覚
』
や
『
浜
松
中
納
言
物

語
』
と
の
違
い
は
現
存
本
文
の
残
存
率
の
差
で
し
か
な
く
、
両
者
を
執
拗
に
乖
離
さ
せ
る
こ
と
は
論
理
的
に
は
間
違
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
「
散
逸
物
語
」
の
研
究
が
確
固
と
し
て
行
わ
れ
た
根
拠
は
、『
無
名
草
子
』
や
『
拾
遺
百
番
歌
合
』『
風
葉
和
歌
集
』
な
ど
の
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具
体
的
な
資
料
の
伝
存
で
あ
り
、
主
に
こ
う
し
た
鎌
倉
時
代
初
期
前
後
の
遺
産
を
通
し
て
成
り
立
っ
た
研
究
分
野
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
資
料
か
ら
『
在
明
の
別
れ
』
な
ど
「
散
逸
物
語
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
比
較
的
近
年
、
そ
の
本
文

が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
「
散
逸
物
語
」
か
ら
離
脱
す
る
場
合
も
あ
り
、
個
別
具
体
的
な
作
品
に
お
い
て
は
そ
の
枠
組
み
か
ら
の
加
除
が
あ

り
得
る
の
で
あ
る
。三

　
改
作
さ
れ
た
物
語

さ
て
、
こ
こ
で
は
「
散
逸
」
と
い
う
問
題
系
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
「
改
作
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
み
た
い
。
比
較
的
資
料
が
残
っ

て
い
る
も
の
と
し
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
（
古
本
）』
と
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
の
関
係
が
あ
る
。
知
ら
れ
る
通
り
、
両
者
は
と
も
に
『
無

名
草
子
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
比
較
を
旨
と
し
た
批
評
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
無
名
草
子
』
で
は
古
本
の
拙
劣
さ
に
注
目
し
、
今

本
の
洗
練
さ
れ
た
内
容
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
改
作
の
作
品
に
つ
い
て
は
一
般
論
と
し
て
「
何
事
も
も
の
ま
ね
び
は
必
ず
も

と
に
は
劣
る
わ
ざ
な
る
を
）
（
（

」
と
も
言
っ
て
お
り
、
改
作
の
成
功
は
稀
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
の
よ
う
だ
。『
無
名
草
子
』
の
時
代
、
二
種

あ
っ
た
『
と
り
か
へ
ば
や
』
で
あ
る
が
、
古
本
の
本
文
は
後
に
失
わ
れ
、
今
本
つ
ま
り
改
作
本
の
み
が
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
改
作
と
い
う
営
為
に
よ
っ
て
、
本
文
の
淘
汰
が
な
さ
れ
た
例
と
し
て
見
え
る
点
で
興
味
深
い
。
古
本
の
本
文
が
「
散
逸
」
し
、
改
作

本
の
方
が
現
存
す
る
例
と
し
て
、『
住
吉
物
語
』
や
『
海
人
の
刈
藻
』
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
改
作
本
の
優
位
性
に
よ
っ
て

そ
の
書
写
に
偏
り
が
生
じ
、
結
果
、
古
本
の
本
文
は
書
写
さ
れ
な
く
な
っ
て
「
散
逸
」
し
た
と
い
う
認
識
だ
け
で
捉
え
て
よ
い
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

と
い
う
の
は
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
場
合
、
改
作
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
存
す
る
写
本
は
す
べ
て
近
世
期
の
同
一
祖
本
か
ら
派
生

し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
物
理
的
な
現
存
に
つ
い
て
は
偶
然
性
の
結
果
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、『
無
名
草
子
』

も
述
べ
る
よ
う
に
改
作
本
の
方
が
洗
練
さ
れ
て
い
て
優
性
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
そ
れ
が
稀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
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ら
、
改
作
本
の
方
が
「
書
写
さ
れ
る
価
値
」
の
あ
る
も
の
と
言
い
切
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
れ
で
も
、「
散
逸
」
と
い
う
現
象
と
「
改
作
」
と
い
う
営
為
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
同
一
題
名
と
い
う
極
め
て
重
要

な
両
者
の
一
体
性
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
と
り
か
へ
ば
や
』
に
顕
著
な
よ
う
に
、
そ
の
題
名
自
体
が
こ
の
物
語
の
構
想
を

示
し
て
い
る
わ
け
で
、
古
本
も
今
本
も
大
き
な
と
こ
ろ
で
は
そ
の
内
容
は
類
似
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

全
体
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、『
無
名
草
子
』
や
『
拾
遺
百
番
歌
合
』『
風
葉
和
歌
集
』
な
ど
か
ら
見
る
に
、
物
語
文
学
作
品
の
残
存

率
は
か
な
り
低
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
物
理
的
に
現
存
す
る
方
が
珍
し
い
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、「
散
逸
」
と
い
う
物
理
現

象
自
体
は
起
こ
り
得
る
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、「
改
作
」
が
故
に
、
直
接
的
に
「
散
逸
」
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
理
屈
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
こ
れ
も
物
語
文
学
作
品
の
残
存
率
の
問
題
と
し
て
、
比
較
的
改
作
本
の
現
存
が
目
立
っ
て
お
り
、「
同
一
題
名
」
と
い
う
枠
の

中
で
言
え
ば
、
古
本
の
「
散
逸
」
傾
向
は
そ
れ
は
そ
れ
で
認
知
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
「
散
逸
」
と
同
様
な
の
で
あ
る
が
、「
改
作
」
の
定
義
も
だ
い
ぶ
難
し
い
。『
無
名
草
子
』
で
は
現
存
の
『
と
り
か

へ
ば
や
』
を
「
今
」
と
い
う
語
で
区
分
け
し
て
い
る
が
、
い
っ
た
い
何
を
も
っ
て
「
改
作
」
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
『
源
氏
物

語
』
の
諸
本
の
よ
う
に
本
文
の
異
同
程
度
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
改
作
」
と
は
見
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
あ
ま
り
に
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
を
変
化
さ
せ
過
ぎ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
「
改
作
」
を
超
え
て
「
創
作
」
に
近
づ
く
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
改
作
」

と
は
程
よ
い
加
減
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
変
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
全
体
の
構
想
の
変
化
は
最
小
限
に
留
め
、
個
別
的
な
人
物
造

型
や
場
面
生
成
、
ま
た
こ
れ
ら
に
関
わ
る
表
現
の
レ
ベ
ル
で
の
変
化
を
主
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

四
　
長
編
物
語
の
「
挿
入
的
改
作
」

短
編
や
中
編
の
物
語
に
比
べ
て
、
長
編
の
物
語
は
改
作
が
さ
れ
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『
う
つ
ほ
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
の

全
面
的
な
改
作
と
い
う
の
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
作
品
に
全
く
改
作
的
営
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
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言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
を
例
に
考
察
し
て
い
き
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
成
立
後
、
そ
の
圧
倒
的
な
文
章
の
長
さ
を
乗
り
越
え
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
梗
概
本
が
作
ら
れ

た
。
古
筆
切
に
残
さ
れ
る
梗
概
本
の
ほ
か
、『
源
氏
小
鏡
』
や
『
源
氏
大
鏡
』
さ
ら
に
近
世
に
お
い
て
は
北
村
湖
春
に
よ
る
『
源
氏
物
語

忍
草
』
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
作
中
和
歌
を
重
視
し
、

い
く
ら
か
の
注
釈
的
な
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

た
だ
、
梗
概
本
は
『
源
氏
物
語
』
そ
れ
自
体
を
乗
り
越
え
よ
う
と
か
、
そ
こ
ま
で
行
か
ず
と
も
対
等
を
目
指
す
と
い
う
姿
勢
が
見
出
し

づ
ら
く
、『
源
氏
物
語
』
自
体
を
凌
駕
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
梗
概
本
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
改
作
」
の
一
つ
の
ス
タ

イ
ル
で
あ
る
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
し
、
現
代
の
『
源
氏
物
語
』
の
入
門
書
の
類
い
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
「
改
作
」

の
流
れ
と
蓄
積
は
日
本
文
化
全
体
に
刺
激
を
与
え
続
け
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
他
の
手
法
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
の
改
作
作
品
と
し
て
、『
山
路
の
露
』『
雲
隠
六
帖
』、
ま
た
宣
長
に
よ
る
『
手
枕
』
が

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
作
品
の
成
立
時
期
や
時
代
状
況
は
異
な
っ
て
お
り
、
一
概
に
言
え
な
い
が
、
実
は
い
く
ら
か
の
共
通
点
が
あ
る
か
と
思

う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
三
つ
の
作
品
は
い
ず
れ
も
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
に
書
か
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
描
こ
う
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
光
源
氏
の
死
、
ま
た
夢
浮
橋
巻
の
後
、
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
出
会
い
な
ど
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
隙
間
を
埋

め
る
よ
う
な
形
で
の
改
作
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
こ
で
は
「
挿
入
的
改
作
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
み
た
い
。

す
な
わ
ち
、『
源
氏
物
語
』
の
全
面
的
な
改
作
は
そ
の
分
量
か
ら
見
て
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
後

代
の
人
物
が
考
え
た
と
こ
ろ
が
挿
入
的
に
描
か
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
挿
入
的
改
作
は
、『
源
氏
物
語
』
を
よ
く
知
る
読

者
に
と
っ
て
は
歓
迎
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
改
作
は
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
存
在
に
全
く
依
存
す

る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

こ
れ
ら
の
挿
入
的
改
作
の
う
ち
、『
源
氏
物
語
』
に
本
来
存
在
し
て
い
た
本
文
が
発
見
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
言
説
を
示
し
て
い
る
も
の
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が
あ
る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。『
山
路
の
露
』
の
以
下
の
序
文
は
そ
の
本
文
の
発
見
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
か
の
光
源
氏
の
御
末
の
薫
大
将
と
聞
こ
え
し
御
あ
た
り
の
こ
と
な
れ
ば
、
そ
の
続
き
め
い
た
る
こ
そ
、
い
と
か
た
は
ら

い
た
う
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
ゆ
め
ゆ
め
さ
に
は
侍
ら
ず
。
た
だ
か
の
小
野
の
里
人
に
尋
ね
逢
ひ
た
り
し
あ
り
さ
ま
、
こ
な
た
か
な
た

の
御
気
色
①
く
は
し
う
見
け
る
人
の
、
夢
の
や
う
な
る
御
仲
の
あ
は
れ
に
忍
び
が
た
く
お
ぼ
え
け
る
ま
ま
に
、
②
何
と
な
く
筆
の
す

さ
み
に
書
き
置
き
侍
る
、
そ
の
人
、
心
に
も
さ
こ
そ
人
に
は
漏
ら
さ
ざ
り
け
ん
を
、
か
り
そ
め
な
る
旅
の
空
に
て
、
主
さ
へ
は
か
な

く
な
り
に
け
れ
ば
、
あ
だ
な
る
人
の
、
そ
の
行
く
末
を
と
ぶ
ら
は
ん
と
て
、
藻
塩
草
か
き
集
め
け
る
そ
ぞ
ろ
ご
と
ど
も
、
み
な
選
り

出
で
て
、
経
の
紙
に
漉
か
せ
け
る
つ
い
で
に
、
③
こ
れ
を
見
つ
け
、

「
何
の
聞
き
所
あ
る
節
も
な
け
れ
ど
も
、
果
て
い
か
な
ら
ん
と
思
ひ
わ
た
る
人
の
行
方
な
り
け
る
」

と
見
る
ば
か
り
の
、
せ
め
て
を
か
し
さ
に
④
残
し
置
き
け
る
に
や
あ
ら
ん
）
（
（

。

文
脈
が
複
雑
な
の
で
、
文
意
を
と
る
の
が
や
や
難
し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
傍
線
部
に
即
し
て
考
え
て
み
る
。
線
部
①
の
「
く
は
し

う
見
け
る
人
」
で
あ
る
が
、
こ
の
人
物
（
Ａ
）
は
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
現
実
に
見
た
か
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。（
物
語
の
手
法
と
し

て
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
虚
構
作
品
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
物
は
実
存
し
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。）

そ
れ
で
、
こ
の
「
く
は
し
う
見
け
る
人
」
は
線
部
②
「
何
と
な
く
筆
の
す
さ
み
に
書
き
置
き
侍
る
」
の
通
り
、
そ
の
内
容
を
書
記
し
、
こ

こ
に
書
記
さ
れ
た
物
語
が
で
き
あ
が
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
人
物
が
亡
く
な
っ
た
後
、
遺
品
整
理
で
あ
ろ
う
か
、
新
た
に
線
部
③
「
こ
れ

を
見
つ
け
」
た
人
物
（
Ｂ
）
が
登
場
す
る
。
こ
の
人
物
は
短
い
感
想
を
述
べ
て
、
線
部
④
が
示
す
よ
う
に
こ
の
書
記
さ
れ
た
物
語
を
捨
て

ず
に
残
し
た
ら
し
い
。
線
部
④
「
せ
め
て
を
か
し
さ
に
残
し
置
き
け
る
に
や
あ
ら
ん
」
は
草
子
地
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
に

や
あ
ら
ん
」
は
推
量
で
あ
り
、
最
後
に
こ
の
序
文
の
書
き
手
で
あ
る
人
物
（
Ｃ
）
の
語
り
に
辿
り
着
く
の
で
あ
る
。


