
ー
香
に
関
す
る
「
う
つ
し
」

1

移
し
の
香
と
移
香

第

三

章

「
v

つ
つ
し
」
に
関
す
る
熟
語
「
，
つ
つ
し
ご
と
ろ
」
」
う
っ
し
い

ろ」は
省
く
こ
と
に
す
る
。

人
注
V

板
橋
倫
行
絞
注
「
今
鏡
」
町
朝
日
新
聞
社
刊
日
本
古
典
全
書

群
書
類
従
第
二
十
六
巻
「
世
俗
浅
深
秘
抄
上
」
仰
頁

輔
一
伽
国
史
大
系
「
延
喜
式
後
篇
」
左
右
馬
寮
同
一
貝

頁

2. 3. 

古
川
弘
文
館

お
伽
草
子
の
性
格
に
て〉

し、

て
の

恋

愛

物

を

序

室
町
時
代
よ
り
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
お
伽
草
子
は
、
政
権
が

貴
族
か
ら
氏
士
へ
と
移
動
し
た
鎌
倉
時
代
後
の
、
め
ま
ぐ
る
し
い
変
遷
時
期
の

文
学
と
し
て
種
々
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。

南
北
朝
の
争
乱
後
、
下
組
上
と
い
う
風
潮
が
生
れ
公
家
は
没
落
の
色
を
呈
し

始
め
た
。
そ
の
反
面
、
著
し
く
殆
頭
し
た
地
方
豪
族
、
下
級
武
士
、
富
裕
町
人

4. 

古
今
要
覧
橋
器
材
部
馬
具
閉
山
頁

今
泉
定
介
編
故
実
叢
書
「
後
松
日
記
」

弘
文
館

5. 10 9. 

群今増新続群
書泉補訂群書
類定図書類
従介史類従
「編大従「
飾故系武御
抄実「家穣
」叢吾部行

書妻二幸
「鏡十・
西」五服
宮 536「飾
記頁諸部
」 鞍類

日第
記三
Lーー し一－

162 410 
頁 頁

6. 7. 8. 

古
川
弘
文
館

f
l
h
M
V
J＼
『
口

μ

コh
ム
ベ
ノ
ゐ
H
A

考
察
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中

心

lこ

同
文
科
四
年
三
十
五
号

典

子

日

中

は
、
経
済
力
、
社
会
的
地
位
の
上
昇
に
伴
い
文
化
的
教
養
を
身
に
つ
け
よ
う
と

し
、
彼
ら
の
要
求
に
応
え
て
、
王
朝
物
語
を
模
倣
し
た
も
の
、
民
間
説
話
、
民

間
伝
承
、
神
伝
普
及
を
目
的
と
し
た
神
仏
の
功
徳
や
本
地
の
由
来
な
ど
が
、
国

語
風
の
口
語
り
や
、
絵
巻
物
、
奈
良
絵
本
と
共
に
、
次
第
に
書
写
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
主
朝
物
語
が
貴
族
中
心
で
あ
っ
た
の
が
、
お
伽
草
子
で

は
武
士
、
僧
侶
、
庶
民
も
多
く
登
場
し
、
更
に
、
異
類
ま
で
登
場
し
て
多
種

多
様
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
舞
台
も
さ
ま
ざ
ま
に
な
り
、
内
容
も
、
恋
愛
物
を



は
じ
め
、
立
身
出
世
物
、
異
類
物
、
本
地
物
、
出
世
遁
世
物
と
あ
ら
ゆ
る
方
面

に
わ
た
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
お
伽
草
子
は
、
作
者
、
読
者
層
の
拡
大
、
内
容
範
囲

・
趣
向
の
多
種
多
様
性
を
第
一
の
特
色
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
内
容
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
恋
愛

物
は
依
然
と
し
て
か
な
り
多
く
の
部
分
を
占
め
て
他
を
圧
し
て
い
る
。
成
京
時

期
か
ヨ
り
し
て
も
、
恋
愛
中
心
の
王
朝
物
語
の
影
響
は
強
く
残
っ
て
い
る
し
、
ま

た
、
新
興
階
級
を
反
映
し
た
新
趣
向
な
ど
か
ら
は
、
貴
族
的
公
家
的
要
素
、
あ

る
い
は
庶
民
的
要
素
な
ど
興
味
あ
る
問
題
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
乙
で
、
恋
愛
物
・

を
中
心
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
と
お
し
て
お
伽
草
子
の
性
格
を
考
察
し
て

み
た
い
と
思
う
。

考
察
に
あ
た
り
、
「
続
群
書
類
従
」
第
十
八
輯
上
「
日
本
文
学
大
系
」
第
十

！？
F
Z
I
b
h札

h

s

g

ら

九
巻
、
「
御
侮
草
議
出
日
本
古
典
英
学
大
系
を
使
用
し
た
。

二
、
本

論

第
一
章
お
伽
草
子
の
語
義
及
び
分
類
に
つ
い
て

伽
の
語
源
、
御
伽
衆
、
お
伽
草
子
の
語
義
、
成
立
な
ど
に
つ
い
て
、

へ

注

1

）

（

注

2
V

（注
3
U

ぺ注
4
）

（

注

5
）

忠
親
氏
、
市
古
貞
次
氏
、
荒
木
良
雄
氏
、
、
柳
田
国
男
氏
、
折
口
信
夫
氏
の
説

を
引
挙
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
説
を
た
て
て
お
ら
れ
て
、
未
だ
定
説
と
い
，
つ

も
の
が
な
い
。

そ
の
中
で
、
わ
ず
か
に
共
通
点
と
い
え
る
も
の
は
、
お
伽
は
、
何
ら
か
の
か

た
ち
で
、
相
手
又
は
仲
間
が
い
た
と
い
う
と
と
と
、
ほ
と
ん
ど
夜
に
行
な
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
桑
田
氏
の
「
御
伽
衆
、
御
哨
衆
」
よ
り
考
え
て
、
戦
国
時
代
に
、

御
伽
衆
が
職
業
人
と
し
て
現
わ
れ
る
以
前
の
、
室
町
時
代
の
武
家
、
僧
侶
、
公

桑

田

家
社
会
の
人
々
、
そ
れ
に
加
え
て
町
衆
と
呼
ば
れ
る
新
興
階
級
の
庶
民
た
ち
の

聞
で
行
な
わ
れ
た
御
伽
、
つ
ま
り
、
そ
の
御
伽
の
席
で
語
ら
れ
た
話
、
あ
る
い

は
絵
巻
物
、
奈
良
絵
本
の
絵
解
な
ど
が
、
こ
の
お
伽
草
子
の
中
心
を
な
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

次
に
分
類
で
あ
る
が
、
お
伽
草
子
は
、
一
作
口
問
中
に
題
材
と
な
る
数
穏
の
要

素
を
含
ん
で
お
り
、
単
一
な
内
容
で
な
い
作
品
が
多
い
。

ζ

れ
は
、
第
一
の
特

色
で
あ
る
内
容
の
多
種
多
様
性
が
原
因
と
も
な
っ
て
い
て
、
た
と
え
ば
、
「
物

く
さ
太
郎
」
は
、
恋
愛
求
婚
談
、
童
話
、
カ
身
出
世
談
、
あ
る
い
は
本
地
物
と

い
う
よ
う
に
、
作
品
中
の
要
素
の
と
り
方
で
、
違
っ
た
類
別
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

v

お
伽
草
子
命
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
純
粋
の
恋
愛
物
も
数
篇
あ
る
。
し
か
し
、

「
物
く
さ
太
郎
」
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一
作
品
中
に
数
種
の
要
素
を
持
っ

て
い
石
作
品
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
筋
だ
け
辿
れ
ば
恋
受
物
で

あ
る
は
ず
の
も
の
が
、
そ
れ
以
外
の
要
素
の
方
が
強
く
て
読
者
に
鮮
明
な
印
象

を
与
え
る
た
め
、
そ
の
要
素
で
種
別
さ
れ
て
恋
愛
物
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
要
素
に
は
劣
る
け
れ
ど
も
、
恋
愛
的
要
素
も
強
く
出
さ
れ
て
お

れ
ば
、
一
応
恋
愛
物
的
作
品
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
る
に
十
分
足
る
の
で
そ

れ
ら
も
恋
愛
物
に
入
れ
て
と
り
あ
っ
か
う
こ
と
に
し
た
。
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第
二
章

恋
愛
物
の
性
格

お
伽
草
子
の
恋
愛
物
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
は
、
主
人
公
に
身
分
的
共
通
点

の
あ
る
も
の
を
分
類
別
に
ま
と
め
て
、
比
較
、
考
察
す
る
方
法
が
適
当
と
考
え

る
。
そ
こ
で
、
川
公
家
物
、

ω庶
民
物
、

ω武
家
物

ω僧
侶
物
、
同
異
類
物
の

順
序
に
従
っ
て
、
恋
愛
物
を
分
類
し
、
考
察
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
公
家
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
「
忍
音
物
語
」
「
岩
屋
草
子
」

一一「

鉢



5
－－w位
除
骨
手
』

d
－E
嶺
Z

イt
I~ 

か
づ
き
」
「
美
人
く
ら
べ
」
な
ど
が
あ
る
。
「
忍
音
物
語
」
は
擬
古
物
語
の
系
列

を
ひ
く
悲
恋
遁
世
談
で
あ
り
、
他
の
三
篤
は
、
落
窪
物
語
7
住
吉
物
語
’
の
系
列

を
ひ
く
継
子
物
で
あ
る
。
し
か
し
‘
継
子
物
と
い
っ
て
も
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、

後
の
恋
愛
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
糸
口
的
な
も
の
と
言
え
る
。

と
乙
ろ
で
、
「
鉢
か
づ
き
』
の
女
主
人
公
は
、
地
方
豪
族
の
姫
君
で
あ
る
。

そ
の
姫
君
が
s

し
か
も
鉢
を
頭
に
被
っ
た
み
に
く
い
姿
で
公
家
と
結
ぼ
れ
る
に

至
る
過
程
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
難
闘
を
越
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
σ

し
か

レ
ト
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
条
件
が
、
あ
る
程
度
、
未
然
に
準
備
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鉢
を
被
っ
た
み
に
く
い
姿
に
も
ま
さ
る
「
手
足
の
美

し
さ
尋
常
げ
」
で
あ
り
、
鉢
を
被
っ
た
様
子
に
は
、
中
将
に
言
わ
せ
る
と
、

「
楊
梅
桃
李
の
花
の
香
に
、
雲
間
の
月
の
さ
し
出
（
で
〉
て
、
二
月
な
か
ば
の

糸
柳
の
ー
、
風
に
乱
る
』
よ
そ
ほ
ひ
も
、
能
の
内
の
撫
子
の
、
露
重
げ
に
物
弱

〈
、
は
づ
か
し
げ
に
で
そ
ば
み
た
る
、
顔
の
愛
敬
の
い
つ
く
し
く
。
楊
貴
妃
李

夫
人
も
，
い
か
で
が
こ
れ
に
ま
さ
る
べ
き
風
情
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
一
最
大
の
難
関
と
も
い
う
べ
き
「
嫁
4
ら
ぺ
」
の
席
に
臨
ん
だ
時
治
鉢
は

と
れ
て
、
し
か
も
、
そ
の
中
か
ら
金
銭
財
宝
が
現
わ
れ
、
又
、
一
公
家
出
身
の
他

の
嫁
た
ち
応
劣
ら
ぬ
す
ぐ
れ
た
詩
歌
管
絃
の
才
能
を
発
揮
し
た
。

と
の
よ
う
に
、
女
主
人
公
に
貴
族
的
風
情
、
教
養
を
最
初
か
ら
盛
る
乙
と
に

よ
っ
て
、
身
分
的
不
自
然
さ
、
不
合
理
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
言
い
変
え
る
な
ら
ば
、
身
分
的
執
着
心
の
捨
て
難
さ
の
現
わ
れ
と

も
言
え
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
下
魁
上
の
世
相
を
背
景
に
、
庶
民
同
乙
乙
で

は
農
民
、
薦
入
、
町
人
な
ど
を
総
じ
て
庶
民
と
呼
ぷ
）
を
総
じ
て
庶
民
と
呼

ぶ
）
を
文
芸
上
に
浮
び
上
ら
せ
た
庶
民
物
に
も
一
指
摘
す
る
ζ

と
が
で
き
る
の
で

あ
る
．

r. 
ム

ま
す
公
家
K
僕
す
ヲ
也
、
も
¢
と
し
て

一
忍
音
品
物
語
」

一
岩
屋
草
子
」

ー「

鉢

も

L
む
こ
ろ
で
、
庶
民
物
の
恋
愛
の
裂
は
次
の
三
つ
を
指
摘
す
る
乙
と
が
で
き

る

。

，

、

－

ω
公
家
の
若
君
と
庶
民
の
娘

ω
庶
民
と
公
家
の
姫
君

ω
庶
民
と
女
房
、
遊
君

ωの
例
と
し
て
は
「
交
正
さ
う
し
」
が
あ
る
。
主
人
公
は
、
関
白
殿
下
の
御
子

二
位
の
中
将
と
鹿
島
の
塩
焼
文
正
の
娘
で
あ
り
、
そ
れ
に
し
て
も
、
中
将
が
、

富
豪
方
あ
る
と
は
い
え
元
を
た
だ
せ
ば
塩
焼
の
身
分
の
者
の
所
へ
、
商
人
に
身

を
や
っ
し
て
は
る
ば
る
鹿
島
ま
で
下
る
の
は
、
恋
の
た
め
に
は
身
分
の
上
下
も

障
害
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
恋
愛
至
上
主
義
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
一

方
で
は
V
J

公
家
意
識
の
低
俗
化
、
権
威
の
低
下
と
も
言
え
る
。

乙
乙
で
、
一
つ
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
女
性
は
末
繁
昌
の
手
段
と

し
て
む
し
ろ
そ
の
出
生
が
望
ま
れ
、
祝
福
さ
れ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
手
〈
正
さ
う
し
」
の
左
に
引
用
す
る
文
一
章
で
明
ら
か
で
あ
る
。

「
男
子
に
て
ま
し
ま
さ
ば
、
大
宮
司
一
に
乙
そ
っ
か
は
れ
さ
せ
給
は
ん
に
、

御
か
た
ち
す
ぐ
れ
た
る
姫
た
ち
に
て
候
へ
ば
、
国
々
の
大
名
、
い
ず
れ
か
饗

に
な
ら
せ
給
は
一
ざ
る
べ
き
、
叉
は
大
宮
司
殿
の
公
道
と
申
（
す
）
と
も
、
御

製
に
な
ら
せ
給
ふ
ペ
レ
、
と
れ
ほ
ど
し
か
る
べ
き
ζ
と
な
し
」

こ
の
よ
う
に
、
女
性
に
と
っ
て
は
身
分
よ
り
も
容
貌
性
質
、
詩
歌
管
絃
の
才
能

が
即
ち
実
力
で
あ
っ
て
、
「
氏
な
く
し
て
玉
の
輿
に
の
る
」
と
は
正
し
く
こ
の

こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
身
分
、
素
性
は
低
く
て
台
、
富
の
力
で

自
分
の
主
の
大
宮
司
あ
る
い
は
国
司
、
・
文
名
の
権
威
に
屈
せ
ず
求
婚
を
退
け
る

と
い
う
乙
と
ほ
は
、
下
剤
上
の
世
相
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に

ωの
例
と
じ
て
ご
す
法
師
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
寸
法
師
の
恋
愛
と

い
合
の
は
、
京
で
身
を
寄
せ
た
宰
相
の
邸
で
姫
君
を
見
そ
め
、
「
い
か
に
も
し
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て
案
を
め
ぐ
ら
し
、
わ
が
女
房
に
せ
ば
や
」
と
思
い
悪
賢
い
小
細
工
を
し
て
姫

君
を
得
て
‘
中
納
言
に
ま
で
出
世
す
る
の
で
あ
る
。
一
恋
の
成
立
に
お
い
て
も
‘

巣
に
策
略
と
打
出
の
小
槌
の
威
力
の
み
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
純

粋
な
愛
情
は
感
じ
と
れ
な
い
。
し
か
し
、
草
子
の
終
り
に
，
策
略
に
よ
る
出
世

で
あ
る
け
れ
ど
も
よ
き
事
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
と
と
ろ
に
は
、
下
魁
上
の

世
相
が
認
め
ら
れ
る
。

次
に

ωの
例
と
し
て
は
「
物
く
さ
太
郎
」
「
猿
源
氏
草
紙
」
が
あ
る
。
「
物

く
さ
太
郎
」
は
、
信
濃
の
国
の
物
く
さ
者
で
あ
っ
た
彼
が
、
京
で
の
賦
役
で
急

に
ま
め
な
男
に
な
り
、
そ
の
帰
り
、
清
水
観
音
で
辻
取
を
し
て
妻
を
捜
す
と
こ

ろ
か
ら
話
は
展
開
す
る
。
乙
乙
で
登
場
す
る
の
が
歌
の
謎
解
き
で
あ
る
。
更
に

「
猿
源
氏
草
紙
」
に
お
い
て
は
‘
五
条
の
橋
の
上
で
網
代
の
輿
の
女
性
を
垣
間

見
‘
思
案
の
あ
げ
く
、
大
名
に
扮
装
し
て
近
づ
く
こ
と
に
成
功
す
る
。
乙
れ
ら

二
草
子
の
恋
の
成
就
に
お
け
る
重
要
な
鍵
は
、
和
歌
連
歌
の
才
能
と
次
々
に
障

害
を
乗
り
越
え
て
目
的
を
達
し
よ
う
と
す
る
行
動
力
で
あ
っ
た
。

以
上
述
べ
た
四
篇
は
‘
い
ず
れ
も
庶
民
を
主
人
公
に
し
た
恋
愛
求
婚
談
で
あ

り
‘
立
身
出
世
談
で
あ
る
。
庶
民
物
と
し
て
、
農
民
、
鰯
売
な
ど
の
下
層
階
級

の
者
を
主
人
公
に
し
た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
り
、
下
姐
上
を
背
背
に
し
た
庶
民

階
級
の
拾
頭
が
感
じ
と
ら
れ
る
。

し
か
し
、

ζ

れ
ら
だ
け
で
、
純
粋
に
庶
民
物
と
し
て
呼
べ
る
だ
ろ
う
か
。

な
る
ほ
ど
、
庶
民
的
精
神
の
盛
り
上
り
、
立
身
出
世
に
対
す
る
積
極
的
な
意

欲
、
あ
る
い
は
教
養
、
知
識
欲
の
反
映
は
随
所
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
庶

民
と
し
て
描
か
れ
た
「
物
く
さ
太
郎
」
「
一
寸
法
師
」
は
、
最
後
に
は
、
先
祖

を
尋
ね
て
み
れ
ば
天
皇
、
貴
族
で
あ
っ
た
と
い
う
お
ち
が
つ
い
て
い
る
し
．

「
猿
源
氏
草
紙
」
に
し
て
も
、
大
名
に
扮
装
し
な
け
れ
ば
相
手
の
女
性
に
近
づ

け
な
か
っ
た
し
、
和
歌
と
い
う
貴
族
的
教
養
を
備
え
さ
せ
て
い
て
、
暗
示
的
な

余
韻
を
残
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
‘
庶
民
同
士
の
恋
愛
談
が

一
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
‘
庶
民
生
活
に
定
着
し
た
、
庶
身
自
身
の
題
材
を
享
受
す

る
と
い
う
乙
と
は
な
く
‘
庶
民
の
夢
と
願
望
が
託
さ
れ
た
草
子
を
読
む
乙
と
に

よ
っ
て
、
期
待
と
満
足
を
味
わ
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
武
家
の
恋
愛
に
つ
い
て
は
、
「
三
人
法
師
」
「
横
笛
草
紙
」
「
さ
い

き
」
な
ど
が
あ
る
。
乙
れ
ら
の
草
子
に
は
）
い
ず
れ
も
武
士
と
さ
る
邸
の
女
一
民

と
の
恋
愛
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
男
女
の
仲
を
媒
介
し
て
い
る
最

も
重
要
な
も
の
が
和
歌
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
女
主
人
公
た
ち
は
女
房
と
い
う

立
場
か
ら
、
和
歌
的
教
養
に
つ
い
て
は
改
め
て
き
口
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
相
手
を
つ
と
め
る
武
士
た
る
彼
等
に
も
、
当
然
和
歌
的
教
養
が
要

求
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
主
人
公
た
ち
は
、
和
歌
的
教
養
は
附
加
さ
れ
て

い
る
し
、
性
格
的
雰
閤
気
と
し
て
も
猫
々
し
い
と
ζ

ろ
は
な
く
、
返
っ
て
、
恋

の
病
に
臥
せ
っ
て
し
ま
う
（
三
人
法
師
）
な
ど
武
士
ら
し
か
ら
ぬ
貴
族
的
な
弱

々
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
文
武
両
道
」
を
武
士
の
理
想
像
と
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
前
時
代
的
な
も
の
へ
の
憧
僚
、
執
着
が
も
武
士
の
世
界
に
も
多
分

に
残
存
し
て
い
る
乙
と
が
窺
え
る
。

な
お
、
筋
書
か
ら
み
て
‘
は
じ
め
の
恋
愛
か
ら
一
転
し
て
悲
劇
に
終
ら
せ
、

出
家
遁
世
さ
せ
る
描
き
方
は
、
仏
教
思
想
盛
ん
な
、
い
か
に
も
中
世
的
な
効
果

を
醸
し
出
し
て
い
る
。
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そ
の
仏
教
思
想
の
繁
栄
が
中
世
文
芸
に
浸
透
し
た
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
お
伽
草
子
に
も
顕
著
に
現
わ
れ
、
縁
起
、
仏
教
説
話
な
ど
宗
教
的
宣
伝
を

目
的
に
し
た
草
子
を
は
じ
め
、
前
時
代
に
な
い
新
し
い
題
材
を
扱
っ
た
創
作
物

も
み
ら
れ
・
僧
侶
の
世
界
が
広
く
描
か
れ
て
い
る
。



中
で
も
、
児
物
語
は
、
仏
教
小
説
の
新
境
地
を
開
い
て
い
る
。
こ
れ
は
不
自

然
な
男
色
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
寺
院
生
活
を
す
る
僧
侶
た
ち
に
と
っ
て
、
一
一
ノ

の
慰
み
で
あ
り
、
唯
一
の
艶
色
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ζ

‘
の
児
物

語
は
決
っ
て
恋
愛
遁
世
談
に
終
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
設
定
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
，
っ
か
。

思
う
に
、
僧
僧
侶
自
身
、
男
色
が
不
自
然
な
関
係
で
あ
り
、
理
性
を
欠
い
た

行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
暗
黙
の
う
ち
に
悟
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
だ

か
ら
、

μ
仏
教
の
神
聖
さ
、
一
回
向
貴
さ
が
犯
さ
れ
な
い
た
め
に
も
児
を
普
通
の
恋
愛

談
に
登
場
す
る
よ
う
な
女
性
に
み
な
す
、
つ
ま
り
児
の
女
性
化
を
行
い
、
あ
る

い
は
真
の
仏
道
修
行
に
入
る
だ
め
の
方
便
で
あ
石
と
い
う
風
に
説
い
て
、
そ
の

難
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
異
類
物
で
あ
る
が
、
そ
の
恋
愛
の
型
に
は
次
の
二
つ
が
あ
る
。

ω
人
間
と
異
類
の
恋
愛
（
怪
婚
談
と
も
言
え
る
）

山
間
男
性
が
異
類
の
場
合

同
。
女
性
が
異
類
の
場
合

ω
異
類
同
士
の
恋
愛

異
類
と
は
人
間
と
類
を
異
に
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
動
物
、
植
物
及
び
無
生

物
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
生
物
無
生
物
に
人
聞
の
心
を
賦
与
し
、
人
間
そ
の
も
の

と
し
て
行
動
さ
せ
る
と
い
う
擬
人
化
の
趣
向
に
よ
る
む
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

例
え
ば
女
性
な
ら
ば

juuJ

「
容
顔
美
麗
に
，
つ
つ
く
し
く
）
心
ざ
ま
な
ら
び
な
く
侍
り
て
、
春
は
花
の
も

と
に
て
日
を
暮
し
、
秋
は
隈
な
き
月
影
に
、
心
を
す
ま
し
、
詩
歌
、
管
絃
に

く
が
ら
ず
」
（
木
幅
狐
）

と
あ
り
芭
異
類
物
と
言
っ
て
、
恋
愛
の
動
機
か
ら
成
就
に
到
る
ま
で
を
人
間
同

士
の
恋
愛
と
比
較
し
て
も
、
格
別
事
新
し
い
ち
の
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

第
三
章

異
類
物
な
ら
で
は
の
悲
劇
性
、
喜
劇
性
に
は
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
る

王
朝
物
語
の
踏
襲
及
び
中
世
の
新
趣
向
に
つ
い
て

第
二
章
で
は
、
分
類
別
に
恋
愛
物
を
考
察
し
て
き
た
が
、
つ
い
で
、
王
朝
物

語
の
貴
族
的
内
容
、
趣
向
を
踏
襲
し
た
も
の
と
、
下
刻
上
の
世
相
を
背
景
と
し

た
新
興
階
級
の
も
た
冒
り
し
た
新
趣
向
に
つ
い
て
、
項
目
別
に
述
べ
て
み
た
い
と

田守つ。王
朝
物
語
の
踏
襲

ω主
人
公
の
設
定

身
分
的
執
着

ω恋
愛
成
立
に
お
け
る
和
歌
の
贈

答ω恋
愛
の
発
端

垣
間
見
の
趣
向

ω舞
台京

都
中
心

ω仏
教
思
想

中
世
の
新
趣
向

的
主
人
公
の
設
定

「
恋
に
身
分
の
隔
て
な
し
」

ω恋
愛
成
立
に
お
け
る
和
歌
以
外

の
方
法

ω恋
愛
の
発
端

辻
取
り

∞
舞
台地

方
へ
拡
大

ω宗
教
思
想
の
影
響

申
し
子
そ
の
他
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ωの
主
人
公
の
設
定
で
あ
る
が
、
平
安
文
学
で
は
ほ
と
ん
ど
貴
族
に
限
ら
れ

て
い
た
が
、
お
伽
草
子
に
お
い
て
は
僧
侶
、
庶
民
が
加
わ
り
、
更
に
、
異
類
ま

で
も
出
現
を
み
た
。
し
か
し
、
登
場
人
物
と
し
て
は
、
依
然
と
し
て
公
家
が
多

く
を
占
め
て
い
る
。
主
人
公
が
庶
民
で
あ
っ
て
も
、
一
人
一
人
を
見
る
と
先
祖

が
天
皇
、
貴
族
で
あ
っ
た
り
、
才
能
、
教
養
、
容
姿
な
ど
何
ら
か
の
貴
族
的
要

素
が
あ
勺
て
初
め
て
恋
愛
も
成
立
し
で
い
る
乙
と
は

A

既
に
述
ぺ
た
と
お
り
で

あ
る
。
争



と
乙
ろ
で
、
そ
の
容
姿
に
関
す
る
描
写
の
表
現
が
甚
だ
類
型
的
な
の
に
気
が

つ
く
。
た
と
え
ば
女
性
な
ら
ば
、

「
形
ち
は
春
の
花
、
菊
翠
の
か
ん
ぎ
し
を
や
か
に
、
育
祭
の
ま
ゆ
ず
み
は
・

は
な
や
か
に
し
て
、
遠
山
の
桜
に
こ
と
な
ら
ず
。
嶋
岬
絹
た
る
両
緩
は
、
秋
の

螺
の
羽
に
と
と
な
ら
ず
」
〈
物
く
さ
太
郎
）

「
物
に
た
と
へ
ば
、
場
貴
妃
、
漢
の
李
夫
人
、
わ
が
朝
の
衣
通
姫
、
小
野
小

町
、
明
殿
の
后
、
女
御
更
衣
と
申
〈
す
）
と
も
、
い
か
で
か
こ
れ
に
は
ま
さ

る
べ
き
」
（
三
人
法
師
）

男
性
な
ら
ば
、

「
み
め
か
た
ち
に
す
ぐ
れ
、
優
に
や
さ
し
さ
御
姿
、
昔
を
申
さ
ば
源
氏
の
大

将
、
在
原
業
平
か
と
申
（
す
）
ば
か
り
な
り
」

と
、
こ
の
よ
う
に
、
十
中
八
九
ま
で
同
様
の
美
辞
麗
句
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
言
い
変
え
る
な
ら
ば
、
平
安
時
代
に
賛
美
さ
れ
、
懐
憶
さ
れ
た
日
本
、

外
国
の
古
今
の
美
男
美
女
は
、
中
世
に
あ
っ
て
も
変
る
こ
と
な
く
賛
美
、
憧
慢

の
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
主
人
公
た
ち
の
言
葉
を
列
記
す
る
。

ω「
い
か
な
ら
ん
賎
の
女
の
子
な
り
と
も
・
そ
の
か
た
ち
す
ぐ
れ
た
ら
ん
人

な

ら

ば

：

：

：

」

（

木

幡

狐

）

ω
「
な
み
／
＼
な
ら
ん
も
の
を
、
い
か
で
か
妻
に
迎
へ
ん
。
い
か
な
る
公
卿

殿
上
人
の
娘
な
ら
で
は
、
久
じ
か
ら
ぬ
う
き
世
に
何
か
せ
ん
」

（
の
せ
猿
さ
う
し
）

ω「
う
き
世
に
長
ら
へ
ば
、
い
か
な
ら
ん
殿
上
殿
上
人
、
関
白
殿
下
な
ど
の

北
の
方
と
も
い
は
れ
な
ん
、
な
み
／
＼
な
ら
ん
住
居
は
、
思
ひ
も
よ
ら

ず

」

（

木

幡

狐

〉

ωに
つ
い
て
は
、
「
猿
源
氏
草
紙
」
に
「
高
き
も
賎
し
き
も
、
恋
の
道
に
へ
だ

で
な
け
れ
ば
：
：
：
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
が
‘
こ
れ
も
ま
さ
に
そ
の
意
を
伝

え
る
三
位
中
将
の
言
葉
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ブ
身
分
、
家
柄
に
拘
泥
し
な
い
下

魁
上
の
世
相
の
反
映
さ
れ
た
一
思
想
と
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し‘

ω、
ωの
よ
う
な
言
葉
は
、
王
朝
貴
族
、
公
家
社
会
に
対
す
る
異
常
な
ま

で
の
憧
僚
と
共
に
、
身
分
、
家
柄
に
対
す
る
根
強
い
執
着
心
の
現
れ
を
盛
っ
た

結
婚
観
と
も
言
え
る
一
思
想
と
み
て
よ
い
。
武
士
が
政
治
社
会
、
経
済
の
実
権

を
握
る
に
到
っ
て
・
圧
迫
さ
れ
失
墜
せ
ら
れ
た
中
世
の
公
家
階
級
で
あ
つ
だ
け

れ
ど
も
、
武
士
、
庶
民
た
ち
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
大
い
な
る
憧
僚
と
願
望
の

的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に

ωに
つ
い
て
述
べ
て
い
く
と
、
和
歌
は
貴
族
的
震
囲
気
を
持
っ
て
お

り
、
内
容
、
場
面
の
構
成
上
に
変
化
を
与
え
、
技
巧
に
よ
り
醸
し
出
す
暗
示
的

効
果
、
あ
る
い
は
作
情
性
を
狙
つ
て
の
詠
歌
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
王
朝
物
語
の
恋
の
成
立
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
和

歌
は
、
時
代
を
経
た
中
世
の
お
伽
宜
子
に
お
い
て
も
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い

る。

η〆’句

中
で
も
変
っ
た
和
歌
の
趣
向
と
し
て
は
、
「
物
く
さ
太
郎
」
の
「
謎
解
き
」

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
の
物
語
を
展
開
さ
せ
る
契
機
と
な
り
、
恋
愛
の
成
就
、

ひ
い
て
は
立
身
出
世
の
糸
口
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
ロ
更
に
、
「
猿
源
氏
草

紙
」
で
は
‘
和
歌
の
才
能
、
知
識
を
駆
使
さ
せ
る
ζ

と
に
よ
り
、
同
じ
く
恋
愛
一

事
就
の
糸
口
と
す
る
趣
向
が
と
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
方
で
は
和
歌
の
趣
向
を
全
然
用
い
ず
に
、
恋
愛
を
成
功
さ
せ
て

い
る
草
子
も
あ
る
。
そ
れ
は
コ
寸
法
師
」
で
あ
っ
て
、
恋
愛
成
功
の
手
段
と

し
て
す
る
賢
い
策
略
を
用
い
、
和
歌
の
必
要
性
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

和
歌
の
有
す
る
公
家
的
要
素
に
依
存
し
な
い
、
つ
ま
り
、
恋
愛
に
お
け
る
貴
族

的
雰
囲
気
、
情
趣
を
否
定
し
た
恋
愛
の
成
立
で
あ
り
、
下
魁
上
と
い
う
世
相
に



適
合
し
た
新
し
い
方
法
の
出
現
と
い
え
る
。

ζ

の
よ
う
に
、
和
歌
尊
重
の
一
方
で
は
．
和
歌
の
贈
答
に
依
存
し
な
い
恋
愛

の
成
立
が
拙
か
れ
始
め
、
以
前
の
物
語
形
式
と
違
っ
た
趣
向
の
物
語
が
登
場
す

る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
そ
の
和
歌
と
の
関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
王
朝
物
語
の
名
残
り
を
と
ど

め
て
い
る
の
は
、

ωの
垣
間
見
の
趣
向
で
あ
る
。
そ
れ
は
（
恋
愛
の
発
端
と
し

て
、
「
猿
源
氏
草
紙
」
に
も
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
源
氏
物
語

の
柏
木
と
女
三
の
宮
の
話
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
っ
て
、
乙
の
お
伽
草
子
に
お

い
て
も
一
描
写
は
簡
単
で
は
あ
る
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

公
家
、
あ
る
い
は
上
流
階
級
の
女
性
は
、
一
般
人
前
に
は
滅
多
に
姿
を
現
わ

さ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
女
性
を
登
場
さ
せ
て
、
ー
種
々
の
階
層
の
男
性
と

恋
愛
さ
せ
る
た
め
、
そ
れ
で
い
て
貴
族
性
、
高
貴
性
を
失
わ
せ
な
い
た
め
に

も
、
む
の
垣
間
見
の
趣
向
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
乙
で
、
こ
の
矛
盾
、
不
合

理
性
を
と
り
除
く
た
め
に
、
そ
の
舞
台
を
屋
外
に
持
っ
て
い
き
、
例
え
ば
、

「
猿
源
氏
草
紙
」
の
よ
う
に
五
条
の
橋
の
上
で
川
風
に
吹
か
れ
た
よ
う
に
し

て
、
垣
間
見
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
趣
向
を
と
っ
で
い
る
。
な
お
、
乙
の
垣

間
見
合
有
効
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
女
性
の
美
貌
は
必
要
条
件
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

と
乙
ろ
で
、
恋
愛
の
発
端
の
一
つ
と
し
て
、
「
物
く
さ
太
郎
」
に
「
辻
取

り
」
と
い
う
風
習
が
み
ら
れ
る
。
本
文
中
に
、
「
辻
取
り
と
は
、
男
も
つ
れ

ず
‘
型
車
wt
も
乗
ら
ぬ
女
房
の
、
み
め
よ
き
、
わ
が
自
に
か
』
る
を
と
る
事
、

天
下
、
．
の
御
ゆ
る
し
に
て
有
（
る
）
な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
三
貝

族
的
情
骨
を
尊
重
す
る
「
垣
間
見
」
の
よ
う
な
偶
然
な
出
会
い
和
歌
の
贈
答
に

依
存

L
f恋
漫
の
成
立
を
否
定
し
た
。
庶
民
の
積
極
的
な
行
動
へ
の
意
欲
の
表

現
で
あ
る
。

次
に

ωの
恋
愛
の
行
な
わ
れ
る
舞
台
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
物
語
で
は
‘
そ

の
殆
ん
ど
が
貴
族
の
生
活
す
る
京
都
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
お
伽
草
子
で

は
登
場
人
物
が
広
範
囲
に
宣
っ
て
い
る
し
、
武
士
が
関
東
か
ら
興
っ
た
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
地
方
を
舞
台
と
す
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え

純
粋
に
地
方
だ
け
の
舞
台
は
ま
れ
で
あ
っ
て
、
立
身
出
世
、
賦
役
‘
訴
訟
な
ど

の
た
め
に
京
都
に
上
っ
た
り
、
そ
の
反
面
、
「
文
正
さ
う
し
」
の
よ
う
に
、
素

性
も
し
れ
ぬ
庶
民
の
娘
と
の
恋
を
成
就
す
る
た
め
、
鹿
島
く
ん
だ
り
ま
で
旅
を

す
る
趣
向
と
い
う
よ
う
に
京
都
と
地
方
を
結
ん
だ
場
面
構
成
を
用
い
て
、
公
家

的
色
彩
、
と
地
方
的
色
彩
あ
る
い
は
道
行
文
の
趣
向
を
盛
り
込
ん
だ
変
化
に
富

ん
だ
新
し
い
内
容
の
も
の
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
勢
力
の

拡
大
が
文
学
に
も
浸
透
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
お
伽
草
子
の
特
色
で
あ
る
多
種

多
様
性
の
一
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

-21 -

と
乙
ろ
で
、
平
安
時
代
に
興
っ
た
法
華
経
、
浄
土
教
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉

に
か
け
て
の
社
会
変
動
の
激
し
い
時
期
に
、
一
数
種
の
新
仏
教
と
し
て
発
展
し
、

広
く
民
聞
に
も
普
及
し
、
中
世
文
芸
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
幾
分
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

中
で
も
、
古
代
に
発
し
た
子
宝
思
想
に
基
づ
き
、
中
世
の
仏
教
思
想
に
影
響

さ
れ
て
文
学
に
現
わ
れ
た
も
の
に
「
申
し
子
」
が
あ
る
。
「
子
の
な
い
場
合
に

は
、
神
仏
に
子
ど
も
が
授
か
る
よ
う
に
と
祈
念
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
。
乙

れ
が
申
し
子
で
あ
る
。
（
そ
の
結
果
授
け
ら
れ
た
子
も
申
し
子
と
よ
ば
れ
る
〉

」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
文
正
さ
う
し
」
の
二
人
の
娘
、
「
物
く
さ

太
郎
」
「
一
寸
法
師
」
も
そ
の
申
し
子
の
一
人
で
あ
る
。

そ
の
他
、
随
所
々
々
に
仏
教
思
惣
が
流
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
女
性
の
美
貌

そ
形
容
す
る
の
に
、
古
今
の
美
女
の
例
を
引
く
と
同
時
に
、
三
十
二
相
、
八
十

種
好
と
い
う
仏
像
の
美
に
も
喰
え
て
い
る
。
更
に
は
、



＼
A

い
よ
し
／
＼
是
も
前
世
の
宿
縁
な
り
、
か
や
う
に
物
思
ひ
か
け
ら
る
』
も
・

今
止
な
ら
ぬ
縁
犯
て
と
そ
か
く
も
有
ハ
る
）
ち
ん
」
・
（
物
く
さ
太
郎
〉
・

有
人
聞
の
習
は
、
一
樹
の
蔭
．
一
河
の
流
れ
を
汲
む
事
も
‘
他
生
の
縁
と
申

（
す
凶
也
。
ひ
と
村
雨
の
雨
宿
り
、
い
づ
れ
も
乙
の
世
な
ら
ぬ
縁
と
こ
そ
、

間
a

〈
き
）
伝
ヘ
候
へ
」
（
横
笛
革
紙
）

と
あ
る
よ
う
に
、
男
女
の
仲
ま
で
も
仏
教
に
基
づ
い
た
思
想
の
土
に
成
り
立
司

て
い
る
の
で
あ
る
。

お
伽
草
子
に
反
映
し
た
中
世
仏
教
の
中
の
三
例
に
つ
い
て
述
べ
た
け
れ
ど

も
、
そ
の
他
、
神
仏
の
利
生
、
神
仏
の
加
護
、
霊
験
、
山
山
家
遁
世
、
極
楽
往
生

な
ど
の
例
を
み
る
だ
け
で
も
‘
い
か
に
仏
教
色
が
濃
厚
で
あ
る
か
、
ひ
い
て

は
、
中
世
が
、
い
か
に
仏
教
の
普
く
浸
透
し
た
時
代
で
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

豆
、
む
す
び

お
伽
草
子
の
性
格
に
つ
い
て
、
恋
愛
物
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
が
、
歴
史

的
に
、
中
世
と
い
う
過
渡
的
位
置
に
お
け
る
特
殊
な
性
格
を
含
ん
で
い
る
ζ

と

が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
平
安
時
代
の
王
朝
物
語
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
と
同
時

に
、
中
世
の
下
剤
上
の
世
相
、
仏
教
思
想
の
反
映
が
あ
り
、
両
者
が
相
交
錯
し

て
、
華
子
の
中
に
存
志
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
の
が
恋
愛
物
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

恋
愛
の
型
と
し
て
は
、
登
場
人
物
が
広
範
囲
に
な
っ
た
関
係
上
、
種
々
の
階
級

の
者
と
の
恋
愛
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
題
材
の
新
趣
向
が
み
ら
れ

る
が
、
恋
愛
の
趣
向
に
つ
い
て
は
．
貴
族
的
情
緒
を
尊
重
す
る
傾
向
が
多
分
に

あ
る
た
め
、
王
朝
物
語
の
様
相
を
呈
し
、
そ
れ
に
仏
教
思
想
を
交
え
た
恋
愛
の

成
立
に
仕
立
て
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
、
貴
族
的
な
趣
向
、
庶
民
的
な
趣
向
を
具
体
的
な
例
を
用
い
て

考
察
し
た
結
果
、
・
庶
民
の
拾
頭
が
著
し
ミ
感
じ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
v

彼
等
の
そ

の
積
極
性
や
意
欲
は
J

究
極
的
に
は
、
富
三
優
雅
な
公
家
的
生
活
、
公
家
的
教

養
、
都
へ
の
あ
乙
が
れ
に
他
な
ら
ず
、
依
然
と
し
て
、
身
分
的
執
着
の
根
強
さ

が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
内
容
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
お
伽
草
子
は
、
折
口
信
夫
氏
や
島
淫

久
基
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
老
幼
婦
女
子
を
相
手
と
す
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
読
者
層
、
作
家
層
に
つ
い
て
は
、
本
論
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
室
町
時
代
の
武
家
、
僧
侶
、
公
家
社
会
の
人
々
、
そ
れ
に
加
え
て
町
衆
と

呼
ば
れ
る
経
済
力
、
教
養
の
あ
る
新
興
階
級
の
人
々
と
す
る
乙
と
が
、
最
も
妥

当
だ
と
恩
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
乙
の
お
伽
草
子
に
、
よ
り
庶
民
性
が
加
わ
り
、
近
世
初
期
の
啓
蒙

思
想
も
反
映
し
て
、
教
養
の
低
い
人
々
の
知
識
、
教
養
と
娯
楽
を
提
供
す
る
も

の
と
し
て
、
仮
名
草
子
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
読
者
、
作
者
、
主
入
公
と
し
て
、
庶
民
が
新
た
に
加
わ

っ
た
文
学
と
し
て
、
中
世
の
新
時
代
的
な
趣
向
や
感
覚
の
蔚
芽
、
盛
り
上
り
が

認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
、
貴
族
性
を
脱
皮
す
る
こ
と
が
で
き
す
、

む
し
ろ
、
尚
古
思
想
に
内
包
さ
れ
た
文
学
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
に
到
っ
た

の
で
あ
る
。
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