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日
本
人
は
非
常
に
勉
強
熱
心
な
民
族
で
あ
り
、
い
つ
も
外
国
の
進
ん
だ
も
の
を
取

り
入
れ
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
千
数
百
年
前
か
ら
、
日
本
人
は
中
国
古
代
文
化
を
学

習
し
輸
入
し
て
き
た
。
相
当
長
い
間
、
日
本
の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
漢
詩
漢
文
は

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
日
本
で
は
、
中
国
の
古
典
文
学
は
広
く
知
ら
れ
て
盛

ん
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
古
い
も
の
で
あ
る
ほ
ど
、
日
本
人
は
詳
し
い
し
、
そ
の
研

究
も
深
い
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
今
ま
で
、
日
本
文
化
は
あ
ま
り
中

国
に
は
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
。
特
に
日
本
の
古
典
文
学
は
極
少
数
の
日
本
学
研
究
者

を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
て
い
な
い
。
日
本
人
の
も
っ
と
も
誇
り
と
す
る
『
源
氏

物
語
』
の
中
国
語
訳
の
出
版
さ
え
も
つ
い
四
、
五
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

時
代
の
進
展
に
し
た
が
っ
て
、
日
本
は
世
界
で
の
地
位
が
ま
す
ま
す
高
く
な
り
、
多

く
の
国
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ぎ
た
。
今
日
で
は
、
日
本
の
歴
史
や
文
化

を
研
究
す
る
人
も
日
ま
し
に
増
え
て
き
て
い
る
。
中
国
に
『
詩
経
』
が
あ
る
の
に
対

し
て
、
日
本
に
『
万
葉
集
』
が
あ
り
、
ま
た
中
国
に
飲
酒
、
讃
酒
で
世
に
名
を
知
ら

れ
た
「
酒
仙
」
「
詩
仙
」
が
い
た
の
に
対
し
て
、
日
本
に
も
こ
の
よ
う
な
歌
人
が
い

た
と
い
う
こ
と
も
、
現
在
の
大
部
分
の
中
国
人
に
は
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
酒
の
詩
に
関
す
る
論
著
も
け
っ
し
て
中
国
よ
り
少
な
く
な

い
こ
と
を
私
は
こ
こ
で
特
筆
し
て
お
ぎ
た
い
。
来
日
後
、
私
は
こ
の
種
の
著
書
を
読

ん
で
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
そ
の
深
い
見
解
に
驚
嘆
せ
ず
に
は
お
れ
な

い
。
以
下
に
記
し
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
私
の
普
段
の
読
書
の
雑
感
ば
か
り
で
あ
り
、

ま
と
ま
っ
た
文
章
で
な
い
ゆ
え
に
、
勝
手
に
「
管
見
」
と
い
う
題
を
つ
け
た
次
第
で

あ
る
。

　
酒
が
何
時
、
誰
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
か
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
誰
も
は
っ
き
り
と

説
明
で
き
な
い
難
題
で
あ
ろ
う
。
あ
る
人
は
、
酒
は
人
類
よ
り
も
先
に
こ
の
世
に
出

現
し
た
も
の
で
あ
り
、
落
ち
た
木
の
実
が
ひ
と
り
で
に
発
酵
し
て
酒
に
な
っ
た
と
推

測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
先
に
人
間
が
あ
っ
て
、
後
に
酒
が
造
ら

れ
た
と
考
え
て
い
る
。
中
国
の
酒
の
歴
史
は
極
め
て
古
い
。
伝
説
に
よ
る
と
、
夏
王

朝
の
萬
王
の
時
代
に
（
紀
元
前
2
1
世
紀
頃
）
、
儀
秋
と
い
う
人
が
は
じ
め
て
酒
を
造

り
、
禺
王
に
献
上
し
た
の
が
最
初
だ
そ
う
で
あ
る
。
日
本
の
「
正
月
の
屠
蘇
に
し
ろ
、

日
本
酒
に
し
ろ
ル
ー
ツ
は
中
国
で
あ
る
。
①
」

　
と
も
に
農
耕
を
文
化
の
基
盤
と
し
た
日
本
と
中
国
は
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
や
農

事
の
始
ま
り
と
終
わ
り
な
ど
に
、
多
種
多
様
な
祝
祭
日
を
設
け
、
自
然
、
飲
酒
の
機

会
も
多
か
っ
た
。
時
代
と
と
も
に
酒
の
種
類
も
増
え
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
人
々
の
酒
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曲

維

に
対
す
る
感
情
も
深
く
な
っ
て
い
っ
た
。
冠
婚
葬
祭
、
い
ろ
ん
な
場
合
に
必
ず
酒
が

登
場
す
る
。
昔
、
中
国
の
江
南
で
は
、
子
供
の
生
ま
れ
た
時
に
、
親
が
酒
を
造
り
、

酒
が
め
を
地
下
に
埋
め
て
保
存
し
た
。
そ
し
て
、
子
供
が
成
長
し
て
結
婚
す
る
時
に
、

披
露
宴
の
酒
と
し
て
、
こ
れ
を
飲
む
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
古

代
中
国
の
詩
人
の
中
に
も
飲
酒
の
風
習
が
強
く
、
飲
ま
な
い
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か

っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
吉
日
や
花
と
月
の
美
し
い
時
の
み
で
な
く
、
普
段
で
も
杯
を

交
わ
し
な
が
ら
、
揮
毫
を
し
、
朗
唱
を
し
、
詩
文
を
も
の
し
て
い
た
。
そ
れ
が
ゆ
え

に
、
古
典
詩
は
酒
か
ら
生
ま
れ
た
と
誤
解
す
る
人
さ
え
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
飲
酒
の
善
し
悪
し
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
二
心
両
論
が
あ
り
、
簡
単
に
は
断
定
し

に
く
い
。
中
国
で
は
、
清
朝
ま
で
、
何
度
か
禁
酒
令
が
出
さ
れ
た
が
、
一
度
も
成
功

し
た
た
め
し
が
な
い
。
飲
酒
を
好
む
人
は
隠
語
を
用
い
て
ま
で
、
ひ
そ
か
に
酒
を
飲

ん
で
い
た
。
か
つ
て
「
竹
林
の
七
賢
人
」
は
清
酒
と
濁
酒
の
こ
と
を
聖
人
と
賢
人
と

呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
李
白
に
は
次
の
よ
う
な
有
名
な
詩
句
が
あ
る
。
「
己

聞
清
覧
聖
、
復
道
二
二
賢
」
（
昔
清
酒
を
聖
人
に
比
べ
た
と
聞
く
。
ま
た
濁
酒
を
賢

人
に
喩
え
た
と
言
う
②
1
李
白
「
月
下
濁
酌
」
）
と
こ
ろ
が
、
驚
く
こ
と
に
、
日

本
の
古
人
に
は
、
こ
の
中
国
の
隠
語
を
解
し
て
歌
を
も
の
し
た
者
が
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
大
伴
旅
人
の
「
酒
の
名
を
聖
と
お
ほ
せ
し
い
に
し
へ
の
大
き
聖
の
言
の
よ
ろ

し
さ
」
（
酒
の
名
を
聖
と
つ
け
た
昔
の
大
聖
人
の
言
葉
の
何
と
よ
い
こ
と
よ
③
一

「
桑
酒
の
歌
十
三
首
」
『
万
葉
集
』
窪
田
所
収
）
で
あ
る
。
岩
波
書
店
刊
『
日
本
古

典
文
学
大
系
』
や
小
学
野
上
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
中
の
、
各
々
の
『
万
葉
集
』

の
解
説
を
見
る
と
、
こ
こ
で
旅
人
が
上
の
中
国
の
「
竹
林
の
七
賢
人
」
の
故
事
を
踏

ま
え
て
、
こ
の
歌
を
作
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
く
も
日
中
の
古
典
は
密
接
な
関

わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
禁
酒
令
を
出
し
た
十
王
曹
操
は
、
逆

に
た
い
へ
ん
酒
が
好
き
だ
っ
た
ら
し
く
、
「
国
酒
当
歌
、
人
生
幾
何
…
…
真
薦
解
憂
、

唯
有
杜
康
」
（
酒
ハ
飲
ム
ベ
シ
歌
ウ
ベ
シ
、
人
ノ
A
叩
ハ
ハ
カ
ナ
キ
モ
ノ
ヨ
…
…
コ
ノ

憂
イ
如
何
一
一
解
ク
ベ
キ
、
杜
康
酒
ヨ
リ
ホ
カ
ニ
何
卒
ア
ル
ー
こ
の
日
本
の
伊
藤
正

文
氏
の
訳
も
ま
た
す
ぼ
ら
し
い
。
1
「
短
歌
行
」
）
と
い
う
名
句
を
残
し
て
い
る
。

　
昔
、
日
本
で
も
中
国
と
同
じ
よ
う
な
禁
酒
令
が
何
回
か
出
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
『
万
葉
集
』
の
歌
か
ら
も
、
こ
の
史
実
が
は
っ
き
り
と
伺
え
る
。
「
酒
杯
に
梅
の

花
浮
べ
念
ふ
ど
ち
飲
み
で
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し
」
（
酒
杯
に
梅
の
花
を
浮
べ
て

親
し
い
仲
間
同
士
で
飲
ん
だ
そ
の
後
は
散
っ
て
も
か
ま
わ
ぬ
1
巻
八
・
一
六
五

六
）
と
い
う
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
の
答
え
と
し
て
、
「
官
に
も
許
し
給
へ
り
今
夜
の

み
飲
ま
む
酒
か
も
散
り
こ
す
な
ゆ
め
」
（
お
か
み
で
も
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
今
夜

だ
け
飲
む
酒
で
な
い
。
梅
よ
散
ら
な
い
で
く
れ
。
1
巻
八
・
一
六
五
七
）
と
い
う

歌
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
和
ふ
る
歌
」
に
は
、
「
右
、
酒
は
官
に
禁
制

し
て
い
は
く
、
京
中
間
里
、
集
署
す
る
こ
と
は
得
ざ
れ
、
た
だ
し
、
親
々
一
二
に
し

て
飲
治
す
る
こ
と
は
聴
許
す
、
と
い
ふ
。
こ
れ
に
よ
り
て
和
ふ
る
人
こ
の
発
句
を
作

る
。
」
と
い
う
左
注
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
禁
酒
令
は
「
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、

天
平
九
（
七
三
七
）
年
五
月
十
九
日
お
よ
び
天
平
宝
字
二
（
七
五
八
）
年
二
月
の
二

回
に
わ
た
っ
て
禁
酒
令
が
出
て
い
る
、
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
「
こ
こ
は
時
間
的
に
は

そ
れ
ら
の
禁
令
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
種
の
禁
酒
令
は
そ
れ
以
前

に
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑦
」
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
禁
酒
令
は
い
ず
れ
も
あ

ま
り
厳
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
今
日
で
は
、
人
々
は
科
学
的
方
法
を
利
用
し
て
、
酒
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。

魯
迅
と
親
交
の
深
か
っ
た
、
か
の
内
山
完
造
氏
は
あ
る
著
作
の
中
で
、
一
人
の
学
者

の
研
究
成
果
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
「
ア
ル
コ
ー
ル
の
量
は
常
人
な
ら
血

中
濃
度
○
，
一
パ
ー
セ
ン
ト
気
分
快
活
、
○
．
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
0
．
三
パ
ー
セ

ン
ト
で
足
も
と
フ
ラ
フ
ラ
し
て
お
し
ゃ
べ
り
の
興
奮
状
態
に
な
る
。
0
，
七
パ
…
セ

ン
ト
～
O
．
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
里
国
状
態
に
入
り
グ
デ
ン
グ
デ
ン
型
に
な
っ

て
運
動
障
害
を
起
こ
し
て
く
る
。
」
（
『
中
国
人
の
生
活
風
景
』
）
た
し
か
に
、
歴
史
上
、

狂
飲
の
た
め
失
敗
を
し
た
り
命
を
失
っ
た
り
し
た
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

ま
た
こ
の
酒
の
「
お
陰
」
で
古
代
文
学
史
上
に
何
人
か
の
特
色
の
あ
る
詩
人
が
生
ま
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れ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
は
、
飲
酒
詩
人
と
し
て
、
も
っ
と

も
有
名
な
の
は
陶
淵
明
と
李
白
で
あ
る
。
三
哲
明
（
三
六
五
－
四
二
七
）
は
東
晋

末
期
の
偉
大
な
詩
人
で
あ
り
、
周
知
の
通
り
、
飲
酒
は
陶
詩
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ

る
。
は
じ
め
て
陶
の
詩
文
集
を
ま
と
め
た
梁
の
薫
統
は
そ
の
序
文
中
で
陶
詩
に
は
「
篇

々
酒
有
り
」
だ
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
や
や
大
袈
裟
な
話
で
は
あ
る
が
、
現
存
の
百
二

十
余
首
の
陶
詩
に
は
、
た
し
か
に
ほ
ぼ
半
数
の
詩
に
酒
が
出
て
く
る
。
こ
ん
な
に
た

く
さ
ん
飲
酒
詩
を
味
ん
だ
の
は
中
国
詩
史
で
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
の
詩
史
に
お
い
て

も
極
め
て
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
陶
淵
明
の
「
群
雨
猫
飲
」
（
長
雨
に
濁
り
飲
む
）
、
「
飲

酒
」
「
止
酒
」
（
酒
を
止
め
る
）
な
ど
の
詩
篇
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
た

と
え
ぽ
「
菊
を
採
る
東
籠
の
下
　
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
」
が
「
飲
酒
」
の
詩
句

だ
と
い
え
ぽ
、
日
本
の
読
者
も
す
ぐ
あ
れ
か
と
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
「
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
ず
き

雨
濁
飲
」
も
、
「
試
み
に
酌
め
ば
百
情
遠
く
、
膓
を
重
ぬ
れ
ぽ
　
忽
ち
天
を
点
る
し

と
い
う
詩
句
を
紹
介
す
れ
ば
、
そ
れ
が
い
か
に
も
陶
墨
書
ら
し
い
思
想
と
感
情
の
反

映
で
あ
る
こ
と
が
ご
理
解
頂
け
る
だ
ろ
う
。

　
李
白
（
七
〇
一
－
七
六
二
）
は
誌
代
の
最
も
す
ぐ
れ
た
詩
人
の
一
人
で
あ
る
。

時
代
か
ら
言
え
ば
、
陶
豊
明
は
飲
酒
詩
の
大
先
輩
で
は
あ
る
が
、
そ
の
詩
の
数
量
と

狂
飲
ぶ
り
に
お
い
て
は
、
陶
淵
明
と
は
と
て
も
李
白
に
及
ば
な
か
っ
た
。
李
白
自
身

も
認
め
た
よ
う
に
「
百
年
三
万
六
千
日
　
一
日
須
傾
三
百
杯
」
（
人
生
百
年
と
い
っ

て
も
三
万
六
千
日
に
す
ぎ
ず
、
一
日
に
三
百
杯
を
飲
ま
ね
ぽ
な
ら
ぬ
一
「
裏
陽
歌
」
）
。

彼
の
摯
友
で
あ
る
杜
甫
は
そ
の
狂
酔
状
態
を
次
の
よ
う
に
描
い
た
。
「
李
白
一
斗
詩

百
篇
、
長
安
市
上
酒
家
眠
。
天
子
呼
来
不
上
船
、
自
称
臣
是
酒
中
仙
。
」
（
李
白
は
一

斗
の
酒
を
飲
む
と
百
篇
も
の
詩
を
歪
む
。
長
安
の
街
の
酒
屋
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
寝
て

し
ま
う
。
天
子
の
お
召
し
が
あ
っ
て
も
舟
に
乗
ろ
う
と
せ
ず
、
自
分
の
こ
と
を
酒
の

仙
人
と
言
っ
た
。
1
「
忌
中
八
仙
歌
」
）
李
白
は
酒
を
多
く
飲
ん
だ
だ
け
に
、
詩

も
た
く
さ
ん
作
っ
た
。
「
将
進
酒
」
（
酒
を
さ
さ
げ
進
む
る
歌
）
、
「
把
酒
問
罪
」
（
杯

を
も
っ
て
月
に
問
う
）
な
ど
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
想
象
に
富
ん
だ
詩
句
は
今
で
も
中

国
人
に
愛
論
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
い
つ
も
狂
酔
の
精
神
状
態
で
詩
を
詠
ん
だ

た
め
か
、
李
詩
の
修
辞
は
超
人
的
な
と
こ
ろ
が
多
く
、
「
白
髪
三
千
丈
」
「
雪
花
大
竃

席
」
（
雪
の
花
片
が
ム
シ
ロ
の
如
し
）
の
よ
う
な
表
現
は
、
普
通
の
詩
人
に
は
と
て

も
模
倣
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
日
本
の
古
典
に
も
、
酒
を
素
材
に
し
た
作
品
が
少
く
な
い
。
『
古
事
記
』
の
「
須

佐
之
男
命
の
大
蛇
退
治
」
や
『
お
伽
草
子
』
の
「
酒
呑
童
子
」
な
ど
の
物
語
に
お
い

て
、
酒
は
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
上
の
支
え
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
記
紀
歌
謡
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
よ
　
み
　
き

万
葉
集
の
中
で
も
、
酒
は
無
視
で
き
ぬ
役
割
を
果
し
た
。
「
豊
御
酒
」
（
ト
ヨ
は
褒
め

　
　
　
　
ま
ち
ざ
け

言
葉
）
、
「
二
号
」
（
帰
っ
て
く
る
人
の
無
事
を
祈
り
ま
た
祝
福
し
て
造
り
待
つ
酒
）
、

　
こ
と
な
く
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
く
し

「
無
事
酒
」
（
飲
め
ば
無
事
平
安
に
な
る
酒
）
、
「
笑
酒
」
な
ど
の
表
現
は
、
酒
の
効

用
を
充
分
に
表
わ
し
て
い
る
し
、
非
常
に
鮮
明
な
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
古
代
日
本
人
の
食
生
活
の
習
慣
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
中

国
の
古
典
と
比
べ
れ
ば
、
日
本
の
飲
酒
詩
文
の
数
量
は
ま
だ
多
い
と
は
言
え
な
い
。

飲
酒
詩
の
中
で
、
比
較
的
目
立
つ
も
の
は
大
伴
旅
人
（
六
六
五
一
七
三
一
）
の
「
大

宰
帥
大
伴
卿
の
酒
を
讃
え
る
歌
十
三
首
」
で
あ
る
。
漢
文
学
の
造
詣
の
深
か
っ
た
旅

人
の
歌
は
、
形
に
し
ろ
、
内
容
に
し
ろ
、
中
国
文
学
の
影
響
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
。

「
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
毒
に
成
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む
」
（
中
途

半
端
に
人
間
で
い
ず
に
酒
壼
に
な
っ
て
し
ま
い
た
い
も
の
だ
。
そ
う
し
た
ら
、
酒
に

た
っ
ぷ
り
染
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
だ
ろ
う
。
一
巻
三
・
三
四
三
④
）
こ
の
歌
の
出

典
は
『
商
工
集
』
（
撰
者
不
詳
。
全
十
五
巻
の
う
ち
今
は
二
巻
し
か
伝
わ
ら
ぬ
と
い

う
。
）
嗜
酒
篇
の
畑
中
の
故
事
で
あ
る
。
上
半
は
酒
が
好
き
で
、
死
ぬ
前
に
、
自
分

が
死
ん
だ
ら
窯
の
そ
ば
に
埋
め
よ
。
数
百
年
後
に
土
と
化
し
て
、
里
下
に
な
っ
た
ら
、

本
望
だ
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
も
、
前
出
の
二
種
の
『
万
葉
集
』
の
注
釈
に
き

ち
ん
と
載
っ
て
お
り
、
旅
人
が
ど
の
中
国
の
古
典
を
踏
ま
え
た
か
、
日
本
人
に
す
ぐ

分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
旅
人
の
文
学
生
涯
は
、
彼
が
大
宰
帥
に
な
っ
て
九
州
に
赴
い
て
か
ら
始
ま
っ
た
。

田

日
中
の
詩
管
見



曲

維

と
く
に
注
目
さ
れ
た
の
は
旅
人
を
中
心
と
し
て
出
来
た
筑
紫
歌
壇
で
あ
る
。
そ
の
時

代
、
日
本
全
土
は
大
陸
文
化
吸
収
の
ブ
ー
ム
に
包
ま
れ
て
い
た
。
長
安
京
を
模
し
て
、

奈
良
の
都
を
造
り
、
唐
朝
に
学
ん
で
律
令
制
を
実
施
し
た
。
宮
廷
で
も
、
時
々
詩
宴

を
催
し
た
り
し
て
、
歌
人
た
ち
は
積
極
的
に
唐
詩
を
模
倣
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

大
宰
府
で
も
旅
人
の
家
に
大
勢
の
人
々
が
寄
り
集
っ
て
「
梅
花
」
の
宴
を
開
き
、
酒

を
飲
み
、
歌
を
作
っ
て
い
た
（
梅
花
の
歌
三
十
二
首
・
巻
繊
　
八
一
五
－
八
四
六
、

八
四
五
～
八
五
二
）
。

　
大
宰
府
は
地
理
的
に
優
位
に
あ
り
、
中
国
文
化
を
輸
入
す
る
窓
口
で
あ
っ
た
。
筑

紫
歌
壇
の
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
は
、
も
と
も
と
中
国
文
化
の
教
養
が
豊
か
な
人
達

で
、
彼
ら
の
作
品
が
中
国
詩
人
の
作
品
に
酷
似
し
て
い
る
の
も
無
理
は
な
い
。
「
梅

花
」
の
宴
に
這
っ
た
一
人
で
、
ま
た
中
国
人
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
山
上
憶

良
で
．
あ
る
。
「
貧
窮
問
答
歌
」
で
、
憶
良
は
寒
夜
に
濁
蓋
し
、
民
泊
を
念
じ
た
貧
士

の
像
を
浮
き
ぼ
り
に
し
て
い
る
。
酒
を
精
神
の
糧
に
し
、
貧
困
に
も
め
げ
ず
「
君
子

固
窮
」
と
い
う
節
操
を
守
る
と
い
う
詩
心
は
陶
淵
明
か
ら
源
流
を
引
い
て
い
る
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
ゆ

わ
れ
る
。
「
貧
窮
問
答
歌
」
の
「
糟
湯
酒
」
は
、
本
物
の
酒
で
は
な
く
、
酒
の
糟
を

湯
に
と
い
た
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
、
酒
の
代
用
品
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
筑
前
国
守

で
あ
っ
た
億
良
が
困
貧
の
ど
ん
底
に
落
ち
て
、
ろ
く
な
酒
も
飲
め
な
か
っ
た
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
間
者
に
憶
良
の
面
影
は
あ
る
が
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
人
物
と
み
た
方
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
陶
有
明
と
山
上
憶
良

が
「
貧
困
」
を
主
題
と
す
る
創
作
の
着
眼
点
は
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
陶
淵

明
が
自
分
自
身
の
こ
と
を
忠
実
に
詩
に
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
山
上
憶
良
が
虚
構
の

人
物
を
歌
っ
た
と
こ
ろ
に
、
両
者
の
相
違
点
が
見
ら
れ
て
い
る
。
早
良
は
糟
当
選
を

飲
み
な
が
ら
、
少
し
し
か
な
い
髭
を
な
で
て
か
ら
い
ば
り
し
て
い
る
男
に
自
分
を
託

し
て
、
貧
し
い
農
民
を
救
え
な
い
自
分
の
立
場
を
自
嘲
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
こ
の
世
に
は
い
ろ
い
ろ
な
事
物
が
存
在
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
事
物
は
ま
た
詩
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
形
で
作
品
の
中

に
表
わ
さ
れ
る
。
何
を
素
材
に
し
、
ど
の
よ
う
な
角
度
か
ら
描
く
か
、
こ
れ
は
ま
っ

た
く
詩
人
た
ち
の
選
択
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
詩
人
の
人
生
観
や
文
学
観
も

作
品
に
反
映
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
陶
面
明
、
李
白
、
大
伴
旅
人
た
ち
の
詩
や
歌
を

読
む
と
、
悲
哀
に
満
ち
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
不
遇
や
人
生
の
苦
か
ら
生
じ
た
哀
傷

の
情
に
胸
を
打
た
れ
な
い
も
の
は
い
ま
い
。

　
陶
高
明
の
憂
愁
は
お
も
に
「
大
済
蒼
生
」
（
民
を
救
う
）
と
い
う
志
を
実
現
で
ぎ

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
そ
の
点
憶
良
も
同
じ
気
持
を
持
っ
て
い
る
こ

と
は
前
述
し
た
）
。
彼
は
「
雑
詩
十
二
首
・
其
二
」
で
次
の
よ
う
に
昧
ん
だ
。
「
日
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

郷
人
去
、
有
志
不
獲
鰐
、
念
此
懐
疑
棲
、
終
暁
不
能
賦
し
（
日
月
人
を
郷
て
て
去
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

志
あ
る
も
聾
す
る
を
獲
ず
、
此
れ
を
念
い
て
軒
店
を
平
ぎ
、
暁
に
終
る
ま
で
静
か
な

る
能
わ
ず
。
⑤
」
彼
の
出
生
後
、
家
運
が
ま
す
ま
す
衰
え
て
い
く
中
で
、
青
年
時
代

に
は
、
彼
の
生
活
は
も
う
か
な
り
貧
し
く
な
っ
て
い
た
。
当
時
は
門
閥
制
度
が
ひ
ど

く
、
官
界
も
暗
黒
の
世
で
あ
っ
た
。
陶
淵
明
は
何
回
か
微
官
を
務
め
た
あ
げ
く
、
溝

隠
の
道
を
選
ば
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
生
活
は
ま
さ
に
自
分
の
亡
ん
だ
通

り
、
「
耕
植
不
足
以
自
給
、
幼
稚
車
室
、
匹
婦
儲
粟
、
生
々
所
要
、
未
見
其
術
」
（
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
ち
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
か
め
　
　
ち
エ
ぞ
く

植
も
っ
て
み
ず
か
ら
給
す
る
に
足
ら
ず
。
幼
稚
、
室
に
盈
つ
る
も
、
餅
に
儲
粟
な
く
、

生
生
の
資
と
す
る
と
こ
ろ
、
い
ま
だ
そ
の
術
を
見
ず
⑥
）
陶
言
明
は
終
生
政
治
の
失

意
と
生
活
の
貧
困
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
、
飲
酒
は
帰
帆
と
お
な
じ
く
、

現
実
か
ら
の
や
む
え
ぬ
逃
避
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
李
白
も
や
は
り
一
生
不
運
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
奮
其
智
能
、
願
事
輔
弼
」
（
才
能

を
発
揮
し
て
、
天
子
の
力
に
な
る
大
臣
に
な
り
た
い
）
と
い
う
遠
大
な
志
を
抱
い
て

い
た
。
し
か
し
、
唐
玄
宗
は
彼
を
た
だ
の
「
御
用
文
人
」
と
し
て
利
用
し
た
か
っ
た
。

権
勢
を
軽
蔑
し
、
卑
屈
な
態
度
を
拒
否
し
た
李
白
は
、
不
幸
も
憂
愁
も
人
一
倍
多
く

抱
え
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
「
瀞
蕩
千
古
愁
、
留
連
百
壼
飲
」
（
千
古
の
愁
を
洗
ひ
流

さ
ん
と
、
百
壼
の
酒
を
飲
み
つ
づ
け
る
一
「
友
人
会
宿
し
）
李
白
は
「
長
酔
不
醒
」

（
い
つ
ま
で
酔
う
て
醒
め
た
く
な
い
一
「
将
士
酒
」
）
に
よ
っ
て
、
心
の
憂
愁
を

肥



追
払
お
う
と
努
め
た
が
、
中
々
思
う
通
り
に
は
行
か
ず
、
結
局
「
抽
刀
断
水
水
直
流
、

挙
杯
消
愁
愁
宰
相
」
（
刀
を
抽
い
て
水
を
断
て
ば
水
が
更
に
流
れ
る
。
酒
を
飲
ん
で

愁
を
解
け
ば
愁
が
更
に
増
す
一
「
宣
州
謝
眺
楼
薫
別
校
書
叔
雲
」
）
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
李
白
の
飲
酒
の
心
理
は
悲
劇
性
が
非
常
に
強
い
。

　
陶
、
李
と
違
っ
て
、
大
伴
旅
人
の
不
幸
と
悲
し
み
は
一
生
涯
の
も
の
で
は
な
く
、

一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
旅
人
は
大
伴
氏
と
い
う
由
緒
あ
る
貴
族
の
出
身

で
あ
り
、
恵
ま
れ
た
環
境
の
下
で
、
後
に
は
正
三
位
に
の
ぼ
っ
た
高
官
で
あ
っ
た
。

幸
運
な
人
間
に
は
よ
い
作
品
は
出
せ
ぬ
と
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
旅
人
は
大
宰
帥

に
な
っ
て
九
州
に
赴
任
し
た
後
、
は
じ
め
て
歌
人
と
し
て
大
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。

山
上
憶
良
が
揺
役
や
貢
納
に
あ
え
い
で
い
た
民
の
苦
悩
を
「
貧
窮
問
答
歌
」
で
詠
ん

だ
と
す
れ
ぽ
、
大
伴
旅
人
は
「
評
注
歌
十
三
首
」
で
個
人
の
憂
悶
と
孤
愁
を
歌
っ
た

と
い
え
よ
う
。
人
生
苦
の
実
感
を
歌
っ
た
の
は
両
者
の
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。　

大
宰
帥
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
左
遷
で
は
な
か
っ
た
が
、
六
十
歳

す
ぎ
で
こ
の
よ
う
な
辺
地
へ
の
就
任
は
、
旅
人
に
と
っ
て
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
も

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
任
地
で
旅
人
に
と
っ
て
最
大
の
不
幸
な
事
が
起
き
た
。

す
な
わ
ち
、
同
伴
し
て
九
州
に
下
っ
た
愛
妻
と
の
永
遠
の
別
れ
で
あ
る
。
こ
の
シ
。

ッ
ク
は
、
旅
人
を
し
て
、
一
層
人
生
の
は
か
な
さ
を
認
識
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
都

の
春
恋
、
亡
妻
の
思
慕
、
暮
年
の
哀
嘆
な
ど
は
コ
讃
酒
十
三
首
」
の
哀
傷
な
基
調
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
ひ
と
つ
き

な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
験
な
き
も
の
を
念
は
ず
は
一
塁
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む

べ
く
あ
る
ら
し
」
（
甲
斐
の
な
い
物
思
い
な
ど
せ
ず
、
一
杯
の
濁
酒
を
飲
む
べ
き
で

あ
る
ら
し
い
1
巻
三
・
三
三
八
）
「
賢
し
み
と
物
言
ふ
よ
り
は
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣

き
す
る
し
ま
さ
り
た
る
ら
し
」
（
賢
が
っ
て
物
を
言
う
よ
り
は
酒
を
飲
ん
で
酔
い
泣

き
す
る
ほ
う
が
ま
さ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
－
十
三
・
三
四
一
）
飲
酒
の
礼
讃
、
「
酔

い
泣
き
」
の
心
持
ち
、
賢
人
ぶ
っ
て
物
を
言
う
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
感
か
ら
⑧
、
旅

人
の
現
実
へ
の
不
満
も
い
さ
さ
か
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
酒
は
人
間
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
を
も
っ
て
お
り
、
日
常
生
活
の
み
で
な
く
、

文
学
の
世
界
で
も
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
し
か
し
、
普
段
の
酒
と
は
違
っ
て
、

文
学
の
中
の
「
酒
」
は
非
日
常
性
が
強
く
、
抽
象
さ
れ
た
特
殊
な
イ
メ
ー
ジ
を
有
す

る
こ
と
も
あ
る
。
「
酔
場
之
意
不
在
酒
」
（
欧
陽
脩
「
酔
山
亭
記
」
）
で
あ
り
、
古
代

の
詩
人
や
歌
人
が
酒
を
飲
ん
だ
り
酒
を
讃
え
た
り
し
た
本
当
の
目
的
は
、
酒
の
力
を

借
り
て
、
人
生
や
時
弊
を
論
じ
、
内
心
の
感
慨
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
四
月
に
来
日
し
て
以
来
、
国
語
科
の
先
生
方
に
い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
っ
て
お

り
、
こ
の
度
の
拙
文
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
白
方
勝
教
授
と
加
藤
国
安
助
教
授
に

御
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
言
葉
を
捧
げ
る
次
第
で
あ
る
。

注
①
『
中
国
の
社
会
へ
の
散
歩
』
中
野
謙
二

　
②
青
木
正
児
注

　
③
④
高
木
市
之
助
注

　
⑤
一
海
知
義
注

　
⑥
松
枝
茂
夫
注

　
⑦
『
万
葉
集
』
（
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
）
よ
り

　
⑧
高
木
市
之
助
氏
は
、
こ
の
賢
人
ぶ
っ
た
人
を
憶
良
と
み
て
、
酒
宴
を
途
中
で
抜
け
出
し
て

　
　
帰
っ
て
い
く
時
の
「
憶
良
ら
は
今
は
ま
か
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
吾
を
待
つ
ら

　
　
ん
そ
」
の
歌
に
旅
人
が
反
発
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
「
あ
な
醜
く
賢
し
ら
を
す
と
酒
飲

　
　
ま
ぬ
人
を
よ
く
見
れ
ば
猿
に
か
も
似
る
」
の
「
の
賢
し
ら
」
を
す
る
人
も
憶
良
で
あ
る
。

　
　
『
吉
野
の
鮎
』
所
収
「
二
つ
の
生
」
参
照
。

（
昭
和
六
十
一
年
十
月
十
一
日
　
受
理
）
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日
中
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見


