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白
幡
洋
三
郎

し
ら
は
た
よ
う
ざ
ぶ
ろ
う

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

１
９
４
９
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大

学
院
農
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

主
な
著
書
に
『
庭
園
の
美
・
造
景
の

心
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
２
０
０

０
）、『
大
名
庭
園
‐
江
戸
の
饗
宴
』

（
講
談
社
、
１
９
９
７
）、

『
旅
行
ノ
ス
ス
メ
‐
昭
和
が
生
ん
だ
庶

民
の
新
文
化
』（
中
央
公
論
社
、
１
９

９
６
）
等
他
多
数
。

10

と
い
う
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
他
の
町

だ
と
数
十
年
〜
数
百
年
の
歴
史
し
か
な

い
わ
け
で
す
が
、
京
都
は
１
２
０
０
年

も
の
歴
史
が
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
人
の

知
恵
の
中
か
ら
う
ま
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が

生
ま
れ
、
そ
れ
が
蓄
積
し
て
い
る
か
ら

京
都
は
す
ご
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
た

だ
、
何
と
い
っ
て
も
歴
史
が
あ
る
こ
と

は
あ
り
が
た
い
。

水
と
暮
ら
す
に
は
そ
う
し
た
長
い
体

験
の
蓄
積
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一

種
の
教
訓
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

京
の
庭
園

元
は
貴
族
の
別
荘

東
山
の
麓
に
東
福
寺
と
い
う
臨
済
宗

の
寺
が
あ
り
ま
す
。
25
の
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う

（
山
内

の
寺
院
）
を
持
ち
、
塔
頭
ご
と
に
庭
園

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
は
枯

山
水
の
庭
が
多
い
の
で
す
が
、
寺
に
な

る
前
は
九
条
兼
実
（
１
１
４
９
〜
１
２

０
７
）
と
い
う
貴
族
の
別
荘
で
、
月
輪

つ
き
の
わ

殿ど
の

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
法
然
上
人

絵
伝
の
中
に
、
寝
殿
造
り
で
あ
っ
た
当

時
の
月
輪
殿
の
庭
園
の
様
子
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
流
れ
る
水
に
池
が
あ
り
、

湧
き
水
が
あ
り
と
、
水
の
い
ろ
い
ろ
な

形
を
取
り
入
れ
、
素
晴
ら
し
い
総
合
的

な
庭
園
を
造
り
上
げ
て
い
ま
す
。

貴
族
の
別
荘
と
し
て
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
後
、
寺
と
し
て
開
山
し
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
以
降
、
禅
宗
の
大
き
な
寺
と

し
て
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

か
し
扇
状
地
で
山
が
周
囲
に
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
川
が
流
れ
出
る
と
い
う
構
造

を
持
っ
た
土
地
は
、
京
都
以
外
に
日
本

中
ど
こ
に
も
あ
り
ま
す
。
京
都
が
「
水

の
文
化
」
と
い
う
点
で
関
心
を
持
た
れ

る
の
は
、
他
よ
り
抜
き
ん
で
た
都
市
を

人
工
的
に
造
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
困

っ
た
事
柄
に
解
決
策
を
与
え
て
き
た
と

い
う
知
恵
の
蓄
積
の
お
か
げ
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
が
水
に
関
わ
る
文
化
的
蓄

積
で
す
。

平
安
京
以
降
の
京
都
の
人
は
、
先
に

家
を
建
て
、
水
を
探
し
、
井
戸
を
掘
り
、

湿
地
帯
を
上
手
に
住
宅
地
に
変
え
る
知

恵
で
、
水
と
何
と
か
折
り
合
い
を
つ
け

て
き
ま
し
た
。「
京
都
人
は
賢
い
か
ら

水
を
上
手
に
使
っ
て
い
る
」
と
言
う
ほ

ど
、
京
都
人
を
ほ
め
る
気
は
あ
り
ま
せ

ん
。
先
に
都
市
計
画
を
造
っ
て
し
ま
っ

た
か
ら
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
何
と

か
す
る
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
。
鴨
川

も
つ
け
か
え
た
し
、
堀
川
を
わ
ざ
わ
ざ

掘
っ
た
の
も
洪
水
対
策
で
す
。
水
が
出

て
困
る
か
ら
流
路
を
う
ま
く
造
っ
た
と

い
う
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
結
果

と
し
て
水
を
上
手
に
使
う
と
い
う
文
化

に
育
っ
て
い
き
ま
す
。

私
は
「
水
と
暮
ら
す
京
都
」
と
い
う

言
い
方
を
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し

て
は
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

そ
れ
は
水
の
こ
と
を
賢
く
良
く
知
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
必
要
に

迫
ら
れ
長
い
時
間
を
か
け
て
問
題
に
適

応
し
続
け
て
き
た
歴
史
を
持
っ
て
い
る
、

水
の
都
京
都

実
は
都
市
計
画
が
優
先
し
て

で
き
た
都
市

Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
『
ア
ジ
ア
古
都
物
語
‐
京

都
千
年
の
水
脈
』（
日
本
放
送
出
版
協

会
、
２
０
０
２
）
の
中
で
、
地
下
水
盆

の
上
に
平
安
京
の
都
市
発
展
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
れ
ま
で
に
な
い
京
都
像
を
描

い
て
い
ま
す
。
京
都
以
外
に
も
日
本
全

国
の
盆
地
で
、
水
と
と
も
に
生
き
て
い

く
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
京
都
は
他
の
都
市
と
比
べ
ス

ケ
ー
ル
が
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
で
地
下

水
盆
の
上
に
形
成
さ
れ
た
都
市
と
し
て
、

特
に
注
目
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

と
は
言
う
も
の
の
平
安
京
の
計
画
段

階
で
、
す
で
に
水
の
流
れ
や
地
下
水
脈

等
が
完
全
に
わ
か
っ
て
い
た
と
は
と
て

も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
政
治

的
、
心
理
的
、
宗
教
的
感
覚
で
立
地
を

決
め
た
部
分
が
大
き
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
都
市
の
形
が

で
き
て
か
ら
「
し
ま
っ
た
、
え
ら
い
と

こ
ろ
に
道
路
を
造
っ
て
し
ま
っ
た
」
と

い
っ
た
失
敗
を
繰
り
返
し
て
、
水
と
う

ま
く
折
り
合
い
を
つ
け
る
や
り
方
を
身

に
つ
け
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

計
画
都
市
だ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
ひ
と
つ

解
決
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
水
と
闘

い
、
妥
協
・
共
存
を
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

知
恵
が
蓄
積
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

確
か
に
水
の
条
件
は
良
か
っ
た
。
し

庭園は総合生活空間
写
真
左
　
現
在
の
神
泉
苑

（
６
ペ
ー
ジ
最
終
段
に
注
が
あ
り
ま
す
）
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よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
引
き
受
け
手
と

な
る
寺
を
探
し
て
お
き
ま
す
。
子
供
を

寺
に
配
し
、
生
命
の
安
全
を
保
証
し
、

政
争
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う
出
家
宣
言

を
さ
せ
る
。
文
化
と
い
う
の
は
政
治
と

離
れ
た
と
こ
ろ
に
で
き
上
が
る
も
の
で

す
。
京
都
は
政
争
が
激
し
か
っ
た
か
ら

こ
そ
、
貴
族
の
子
弟
に
寺
院
で
文
化
生

活
を
営
ま
せ
た
こ
と
が
、
周
縁
部
で
の

文
化
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。和

歌
も
、
美
術
も
、
庭
園
も
そ
う
で

す
。
で
す
か
ら
、
別
荘
に
立
派
な
庭
園

が
で
き
、
そ
の
後
に
宗
教
施
設
に
引
き

継
が
れ
、
よ
り
精
神
的
な
裏
付
け
も
与

え
ら
れ
て
い
く
の
は
、
ご
く
自
然
な
流

れ
と
も
い
え
ま
す
。

つ
ま
り
庭
園
と
い
う
の
は
、
政
治
の

世
界
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
文

化
生
活
を
す
る
人
が
知
恵
を
集
め
、
腕

に
よ
り
を
か
け
て
造
る
美
的
な
空
間
で

も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
が
京
都
の
鎌

倉
期
ぐ
ら
い
ま
で
の
、
庭
園
の
立
地
の

背
景
に
あ
る
考
え
方
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

庭
園
を
育
て
る
様
々
な
経
緯

ま
た
、
政
治
と
は
「
ま
つ
り
ご
と
」

で
あ
っ
て
、「
祭
り
」
と
切
り
離
し
て

み
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
神
の
声
を

聞
き
、
権
威
を
も
っ
て
命
令
を
伝
え
る

の
が
「
ま
つ
り
ご
と
」
な
の
で
す
。

政
と
祭
り
の
た
め
の
遊
興
を
行
う
屋

外
の
集
会
場
が
庭
園
で
す
。
せ
せ
ら
ぎ

が
あ
り
鳥
が
飛
ん
で
く
る
よ
う
な
、
し

か
し
、
蛇
や
ム
カ
デ
が
い
な
い
と
い
っ

た
人
間
に
と
っ
て
快
適
な
環
境
が
造
ら

れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
も
、
京
都
の
庭

園
が
洗
練
さ
れ
て
い
く
流
れ
で
す
。

さ
ら
に
、
庭
園
に
は
宗
教
的
背
景
も

あ
り
ま
す
。「
奈
良
の
仏
像
、
京
の
庭

園
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、

今
で
も
奈
良
に
は
仏
像
を
見
に
行
き
、

京
都
に
は
庭
園
を
見
に
行
き
ま
す
。
奈

良
時
代
の
寺
院
は
、
平
地
に
法
隆
寺
、

興
福
寺
、
薬
師
寺
な
ど
の
伽
藍
を
造
り

ま
し
た
。
伽
藍
の
中
で
も
仏
典
の
授
業

を
す
る
講
堂
が
大
切
と
さ
れ
ま
し
た
。

今
で
い
え
ば
、
教
室
に
あ
た
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
奈
良
時
代
ま
で

は
庭
園
に
興
味
が
い
か
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

平
安
京
に
移
る
こ
ろ
は
、
仏
教
の
性

格
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
奈
良
時
代
の

僧
侶
は
仏
典
を
勉
強
し
た
社
会
の
リ
ー

ダ
ー
で
し
た
。
桓
武
天
皇
は
彼
ら
の
政

治
的
影
響
力
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
一
つ

の
理
由
に
、
平
城
京
か
ら
平
安
京
に
遷

都
を
決
め
ま
す
。
こ
の
た
め
東
寺
と
西

寺
は
例
外
で
す
が
、
平
安
京
に
は
寺
を

造
ら
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
安
初
期
の

仏
教
者
は
市
外
の
山
麓
に
庵
を
造
り
、

そ
こ
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
周
囲
に
は
清

流
や
滝
や
岩
山
が
あ
り
ま
す
が
、
宅
地

と
し
て
の
条
件
は
よ
く
な
い
。
そ
う
い

う
経
緯
が
あ
る
た
め
、
京
都
の
仏
教
は
、

平
安
時
代
の
初
め
か
ら
庭
園
と
共
存
し

て
い
た
の
で
す
。

桓
武
天
皇
は
仏
教
を
遠
ざ
け
ま
し
た

が
、
貴
族
も
人
間
で
す
か
ら
悩
み
も
出

て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
屋
敷
の
中
に
持

仏
堂
を
建
て
て
、
そ
れ
を
拝
み
ま
し
た
。

寺
は
東
寺
と
西
寺
の
二
つ
し
か
造
ら
せ

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
寺
で
は
な
く
仏

様
に
拝
む
の
な
ら
ば
持
仏
堂
を
建
て
れ

ば
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
貴
族

が
亡
く
な
る
と
持
仏
堂
を
寄
進
し
て
、

市
内
に
徐
々
に
寺
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

寺
が
結
果
的
に
こ
れ
だ
け
立
派
な
庭

園
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の

よ
う
な
時
代
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
で

す
。
宗
教
施
設
が
こ
ん
な
に
立
派
な
庭

園
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
世
界
に
も
あ

ま
り
例
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス

ト
教
は
自
然
を
崇
拝
す
る
の
で
は
な
く

唯
一
神
を
第
一
と
し
ま
す
し
、
神
道
も

自
然
そ
の
も
の
の
中
に
社
を
造
る
だ
け

で
す
。
仏
教
だ
け
が
芸
術
的
な
庭
園
を

育
て
た
の
も
根
拠
の
あ
る
話
で
す
。

水
の
あ
る
庭
、
水
の
無
い
庭

庭
園
に
は
、
流
れ
る
水
、
溜
ま
る
池
、

湧
い
て
出
る
泉
、
と
い
く
つ
か
水
の
要

素
が
あ
り
ま
す
。
人
工
的
な
庭
園
と
い

う
点
で
京
都
で
最
も
古
い
の
は
、
平
安

初
期
に
造
ら
れ
て
そ
の
わ
ず
か
な
一
部

が
残
り
、
現
在
も
二
条
城
の
南
に
隣
接

し
て
い
る
神
泉
苑
で
す
。
京
都
の
最
初

の
庭
園
は
、
池
と
湧
き
水
が
基
本
要
素

庭園は総合生活空間

に
京
の
庭
園
は
、
貴
族
が
所
有
し
て
い

た
別
荘
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
一
つ
の

流
れ
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
宇
治
の
平
等
院
も
そ
う
で

す
。
平
等
院
は
１
０
５
２
年
に
寺
に
な

り
ま
す
が
、
そ
の
前
身
は
藤
原
氏
の
別

荘
「
宇
治
院
」
で
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ

以
前
に
、
宇
多
天
皇
や
源
融

み
な
も
と
の
と
お
るの
別
荘
地

で
あ
っ
た
時
期
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
場

所
こ
そ
、
山
紫
水
明
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ

し
い
場
所
で
、
宇
治
川
の
流
れ
を
前
に

水
の
別
荘
を
築
い
て
い
ま
す
。
も
う
一

つ
、
嵯
峨
野
も
貴
族
の
別
荘
地
で
す
。

こ
こ
に
も
桂
川
が
あ
り
、
嵐
山
の
穏
や

か
な
山
が
あ
り
ま
し
た
。

平
安
京
の
立
派
な
庭
園
と
い
う
の
は
、

天
皇
の
神
泉
苑
を
発
端
に
し
て
、
支
配

階
級
で
あ
る
貴
族
が
造
り
上
げ
、
周
辺

の
山
並
み
と
宇
治
、
嵯
峨
野
で
で
き
上

が
っ
た
と
い
う
見
取
り
図
が
描
け
る
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
水
が
中
世
ぐ
ら

い
ま
で
京
都
の
庭
に
影
響
を
与
え
て
い

た
の
は
間
違
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
後

に
、
宗
教
施
設
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

貴
族
に
は
や
た
ら
と
子
供
が
で
き
ま

す
。
後
継
者
を
作
る
た
め
で
し
ょ
う
が
、

後
継
者
に
な
れ
る
の
は
わ
ず
か
な
人
間

で
す
。
後
継
者
に
な
れ
な
か
っ
た
子
供

た
ち
は
、
ど
ん
ど
ん
出
家
さ
せ
ま
す
。

多
子
化
時
代
に
は
収
容
施
設
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
宗
教
施

設
の
一
つ
の
機
能
で
し
た
。
長
男
が
家

を
継
い
だ
と
き
、
他
の
子
供
が
反
対
勢

力
と
な
っ
て
ケ
ン
カ
の
種
に
な
ら
な
い



12

で
し
た
。

神
泉
苑
は
、
中
国
の
四
神
相
応
の
考

え
方
に
し
た
が
っ
て
立
地
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
東
西
南
北
を
表
す
、
青
龍

（
東
）、
白
虎
（
西
）、
朱
雀

す
ざ
く

（
南
）、
玄

武
（
北
）
の
中
で
、
宮
殿
の
西
南
側
に

大
き
な
池
が
あ
る
こ
と
が
、
中
国
の
都

城
計
画
の
前
例
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で

す
。
ま
た
、
こ
こ
は
東
山
、
北
山
か
ら

流
れ
て
き
た
伏
流
水
が
溜
ま
る
所
で
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
大
き
な
池
を
文
化

的
に
解
釈
し
、
庭
園
化
し
、
宮
中
の
宴

会
は
こ
こ
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、
水
の
無
い
庭
園
も
あ
り
ま
す
。

御
所
に
紫
宸
殿
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

南
側
正
面
は
「
南
庭

な
ん
て
い

」
と
い
い
、
白
砂

が
敷
か
れ
、
右
近
の
桜
、
左
近
の
橘
が

植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、
家
臣

が
天
皇
の
勅
令
を
聞
く
と
い
う
儀
礼
に

使
う
も
の
で
、
水
が
な
い
庭
で
す
。
宮

廷
の
「
廷
」
と
い
う
字
に
「
ま
だ
れ
」

を
つ
け
た
ら
庭
に
な
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、「
庭
」
の
原
形
は
、
水
の
無
い
場

所
で
す
。「
園
」
は
植
物
で
囲
わ
れ
て

い
る
所
と
い
う
意
味
で
、
水
が
流
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
が
結
び
つ
き
「
庭
園
」

と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

つ
ま
り
、
水
の
あ
る
庭
、
無
い
庭
の
２

種
類
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
水
の
あ
る
庭
に
、
か
つ

て
は
「
苑
」
と
い
う
字
を
当
て
て
い
ま

し
た
。
水
も
植
物
も
あ
る
し
、
流
れ
も

あ
れ
ば
泉
も
あ
る
。
水
を
使
う
「
苑
」

で
は
、
流
水
、
溜
ま
っ
た
水
、
湧
き
水

が
使
わ
れ
、
総
合
的
な
庭
園
が
造
ら
れ

て
い
き
ま
す
。

反
対
に
、
水
を
使
わ
な
い
「
廷
」
は
、

竜
安
寺
の
石
庭
や
、
禅
寺
の
枯
山
水
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
方
向
に
発
展
し
て
い

き
ま
す
。
つ
ま
り
、
水
が
流
れ
て
い
る

よ
う
に
見
立
て
る
様
式
が
生
ま
れ
て
き

ま
す
。
こ
の
精
神
的
背
景
に
は
、
水
と

石
と
木
へ
の
憧
憬
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
精
神
か
ら
、
知
恵
と
し
て
生
ま
れ
て

き
た
の
が
枯
山
水
の
よ
う
な
様
式
で
し

ょ
う
。

庭
園
は
求
め
ら
れ
る
使
い
方

に
適
応
し
て
き
た

町
衆
は
京
都
の
中
だ
け
で
形
成
さ
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

祇
園
祭
を
支
え
た
町
人
た
ち
も
、
貿
易

で
栄
え
た
堺
と
か
か
わ
り
な
が
ら
大
き

く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
し
て

い
る
の
が
、
山
鉾
の
飾
り
に
使
わ
れ
る

ゴ
ブ
ラ
ン
織
。
日
本
の
織
物
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
海
外
貿
易
で
利
益
を
得

た
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

中
世
末
期
の
堺
で
は
、
町
な
か
で
自

然
の
暮
ら
し
、
山
里
風
の
暮
ら
し
を
し

た
い
と
い
う
人
が
い
た
よ
う
で
す
。
都

会
の
住
居
に
山
里
風
の
狭
い
茶
室
を
造

り
、
わ
び
、
さ
び
の
感
覚
を
伴
っ
た
空

間
を
造
る
。
海
外
貿
易
で
繁
栄
し
、
人

工
的
な
都
市
生
活
を
極
め
た
と
き
に
、

水
と
か
木
と
か
石
と
い
っ
た
自
然
に
嗜

空
間
と
い
う
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て

庭
園
に
求
め
ら
れ
る
機
能
が
変
わ
り
、

使
い
方
が
変
わ
り
ま
す
。
し
か
も
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
空
間
で
も
あ
っ

た
。
現
在
は
、
観
光
客
が
混
み
合
う
空

間
で
す
が
。

各
時
代
が
求
め
た
機
能
に
適
し
て
造

ら
れ
て
き
た
庭
園
の
機
能
を
、
我
々
は

上
手
に
引
き
受
け
て
使
い
こ
な
し
て
い

る
か
と
い
う
と
、
疑
問
に
感
じ
ま
す
。

か
つ
て
の
人
々
は
船
遊
び
も
す
れ
ば
、

月
見
の
時
は
縁
台
を
用
意
し
て
酒
を
飲

み
、
花
見
の
宴
で
は
ワ
イ
ワ
イ
騒
い
だ

に
違
い
な
い
。
庭
園
の
形
は
残
っ
て
い

る
け
れ
ど
、
機
能
は
萎
ん
で
い
る
の
が

現
代
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
使
う
庭

で
は
な
く
、
た
だ
目
で
鑑
賞
す
る
庭
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
現
状
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

私
は
庭
園
を
「
総
合
生
活
空
間
」
と

考
え
て
い
ま
す
。
水
も
た
だ
精
神
的
に

き
れ
い
と
思
う
の
で
は
な
く
、
水
を
汲

ん
で
飲
ん
だ
り
、
お
茶
を
点
て
た
り
、

使
っ
て
み
る
。
水
の
機
能
と
い
う
の
は

た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
で
す
。

庭
園
の
使
い
方
が
次
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
モ
デ
ル
に
な
る
。
現
代
人
は
快

適
さ
を
望
み
、
夏
は
空
調
が
な
け
れ
ば

生
き
て
い
け
な
い
と
言
い
ま
す
が
、
庭

園
を
通
し
て
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
を

学
べ
ば
、
屋
外
生
活
の
復
権
や
空
調
に

頼
っ
た
人
工
的
な
生
活
の
見
直
し
に
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の

が
そ
の
理
由
で
す
。
屋
外
の
庭
は
見
た

好
が
戻
っ
て
い
く
の
は
、
今
と
同
じ
で

す
。
有
名
な
の
は
「
市
中
の
山
居
」
と

い
う
言
葉
。
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ー

ス
と
い
う
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
書

い
た
『
日
本
教
会
史
』（
邦
訳
・
岩
波

書
店
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
に
ロ
ー
マ
字
綴
り
で
こ
の
言
葉
が

出
て
き
ま
す
。「
堺
の
町
人
達
の
間
に
、

そ
う
い
う
趣
味
が
最
近
流
行
っ
て
い
る
。

町
中
に
自
然
風
の
小
さ
な
座
敷
を
つ
く

り
、
そ
こ
で
茶
を
楽
し
む
」
と
。
都
会

で
失
わ
れ
た
自
然
を
楽
し
む
心
情
。
そ

れ
が
茶
室
に
な
り
、
坪
庭
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。
こ
れ
が
京
都
に
入
っ
て
き
ま

す
。
町
民
が
庭
園
を
考
え
る
と
き
自
由

に
な
る
ス
ペ
ー
ス
の
余
裕
が
な
い
も
の

で
す
か
ら
、
茶
の
湯
が
「
狭
い
空
間
で

よ
ろ
し
い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
の
は
、

京
都
向
け
に
は
都
合
が
良
か
っ
た
。

坪
庭
の
他
に
、
も
う
一
つ
庭
と
い
う

単
語
を
使
う
の
は
、
通
り
庭
で
す
。
町

屋
で
は
表
通
り
か
ら
横
を
通
り
、
座
敷

の
中
を
邪
魔
し
な
い
で
奥
ま
で
行
け
る

通
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
京
の
町
屋

で
は
、
通
り
庭
と
言
い
ま
す
。
そ
こ
に

竈
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
木
も
な
け
れ

ば
池
も
川
も
何
も
な
い
。
そ
こ
で
料
理

を
つ
く
っ
た
り
座
敷
に
上
げ
る
も
の
の

準
備
な
ど
の
作
業
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
庭
園
に
は
時
代
背
景

や
使
う
人
々
に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
使

い
方
や
機
能
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
人

間
が
作
業
を
す
る
場
所
と
し
て
始
ま
り
、

園
は
植
物
が
育
つ
場
所
、
室
町
時
代
ま

で
は
石
と
水
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
空
間
、

江
戸
時
代
は
森
と
泉
を
組
み
合
わ
せ
た



え
る
と
、
汚
さ
な
い
、
滞
ら
せ
な
い
た

め
の
新
し
い
ア
イ
デ
ア
が
出
て
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
交
通
の
邪
魔

に
な
る
か
ら
川
を
埋
め
る
、
と
い
う
開

発
理
念
か
ら
都
市
を
守
る
た
め
に
は
、

や
は
り
コ
ン
セ
プ
ト
が
必
要
で
す
。
こ

れ
ま
で
の
暮
ら
し
方
、
水
と
の
つ
な
が

り
を
守
る
た
め
に
は
、
京
を
庭
園
都
市

と
し
て
見
た
い
で
す
ね
。

以
前
、
建
築
評
論
家
の
川
添
登

か
わ
ぞ
え
の
ぼ
る

氏
が
、

３
０
０
の
大
名
が
上
屋
敷
、
中
屋
敷
、

下
屋
敷
と
す
べ
て
庭
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
江
戸
を
庭
園
都
市
と

呼
び
ま
し
た
。
京
都
は
そ
れ
と
は
異
な

り
、
山
に
囲
ま
れ
川
が
あ
り
谷
が
あ
り

ま
す
。
盆
地
の
中
に
コ
ン
パ
ク
ト
な
空

間
が
広
が
り
、
借
景
に
も
恵
ま
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
そ
れ
全
体
を
庭
園
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
京
都
全
体
が
一
つ

の
総
合
庭
園
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、

将
来
の
都
市
を
考
え
て
み
て
は
ど
う
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

庭
園
都
市
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
す

か
ら
、
都
市
の
利
用
者
は
で
き
る
だ
け

歩
く
。
自
家
用
車
は
辛
抱
し
て
も
ら
い
、

庭
園
都
市
京
都
の
入
り
口
で
降
り
て
散

策
す
る
。
海
外
に
は
、
自
家
用
車
は
都

市
周
辺
部
に
駐
車
し
、
そ
こ
か
ら
先
の

都
心
部
ま
で
は
公
共
交
通
機
関
に
乗
り

継
い
で
い
く
パ
ー
ク
・
ア
ン
ド
・
ラ
イ

ド
方
式
が
あ
り
ま
す
ね
。
京
都
で
も
、

周
辺
の
旧
来
の
庭
園
の
辺
り
に
う
ま
く

駐
車
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
。
地
下
鉄

と
市
電
ぐ
ら
い
は
残
し
て
も
い
い
で
す

ね
。
そ
れ
に
加
え
て
、
新
た
に
水
の
上

を
動
く
よ
う
な
交
通
機
関
が
で
き
れ
ば
、

さ
ら
に
い
い
。

こ
の
方
式
が
各
地
で
使
わ
れ
れ
ば
お

も
し
ろ
い
。
盆
地
な
ら
で
は
の
知
恵
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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庭園は総合生活空間

目
に
も
美
し
い
し
、
そ
の
空
間
を
使
っ

て
食
事
を
す
れ
ば
一
層
お
い
し
く
感
じ

ま
す
。
庭
園
は
、
水
に
触
れ
ば
心
地
よ

く
、
風
を
感
じ
、
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る

と
い
っ
た
、
五
感
を
総
動
員
し
て
感
じ

る
楽
し
み
を
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

な
ぜ知

恵
は
積
み
重
な
る
の
か

京
都
人
は
先
人
の
知
恵
を
尊
重
し
ま

す
。
先
人
の
蓄
積
を
背
負
う
生
き
方
と

い
う
の
は
、
本
人
に
新
し
い
才
覚
が
な

く
て
も
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
一
方
で
は
、
先
人
の
知
恵
を
越
え

た
、
新
し
い
も
の
を
考
え
出
す
必
要
も

あ
り
ま
す
。
新
し
い
も
の
は
内
部
の
人

間
だ
け
で
は
な
か
な
か
考
え
つ
き
ま
せ

ん
か
ら
、
や
は
り
、
都
に
来
て
く
れ
る

人
か
ら
吸
収
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
回
転
し

た
こ
と
で
、
京
都
が
都
市
と
し
て
持
続

し
て
き
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ

ム
が
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
所
か
ら

は
人
が
離
れ
、「
私
た
ち
が
守
り
ま
す
」

と
い
く
ら
内
部
で
言
っ
て
も
無
理
な
の

で
す
。
京
都
も
、
京
都
人
が
た
だ
「
守

り
ま
す
」
と
言
っ
て
も
無
理
で
す
。
全

国
か
ら
京
都
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。

都
市
を
利
用
し
に
く
る
人
々
が
、
も

し
一
攫
千
金
だ
け
を
狙
う
よ
う
に
な
る

と
、
蓄
積
と
革
新
を
生
み
出
す
よ
う
な

人
間
関
係
を
築
く
こ
と
は
難
し
い
で
し

ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
東
京
で
は

新
し
い
ア
イ
デ
ア
は
搾
取
さ
れ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
京
都
で
は
あ
り

が
た
い
こ
と
に
、
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を

外
か
ら
も
ら
い
、
古
い
く
せ
に
新
し
い

か
の
よ
う
に
生
き
延
び
て
い
る
と
い
う
、

ま
あ
、
え
げ
つ
な
い
シ
ス
テ
ム
を
１
２

０
０
年
も
続
け
て
き
て
い
ま
す
。
で
も
、

永
続
き
す
る
都
市
と
い
う
の
は
、
本
来

み
ん
な
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
。

も
し
あ
る
人
が
家
業
を
継
が
ね
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
京
都
の
人
な
ら

「
古
い
し
、
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
」
と

ま
わ
り
か
ら
応
援
し
て
く
れ
ま
す
。
だ

か
ら
、
や
め
ら
れ
な
い
で
す
ね
。
そ
う

い
う
こ
と
に
反
発
し
て
出
て
い
く
人
も

い
な
く
は
な
い
の
で
す
が
、
な
ぜ
か
歴

史
が
繋
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

京
都
を
庭
園
都
市
に
す
る

今
、
京
都
全
体
を
庭
園
と
見
て
は
ど

う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
京
都
と
い
う

都
市
を
庭
園
と
し
て
見
立
て
て
み
れ
ば
、

い
か
に
水
を
上
手
に
利
用
す
る
か
を
考
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