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―
―
水
落
ち
て
石
出
づ
る
た
と
え
、
歴
史
の
大
河
が
激
し
い
瀬
を
な

し
て
流
れ
を
変
え
る
と
き
、
人
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
き
様
は
そ
の
根
元

ま
で
あ
ら
わ
に
な
る
。
…
…
明
末
清
初
と
い
う
時
代
は
、
そ
う
し
た

意
味
で
し
ば
し
ば
振
り
返
ら
れ
る
時
代
で
あ
り
、
江
左
の
士
大
夫
た
ち

は
、
と
り
わ
け
厳
し
く
個
の
生
の
選
択
を
問
わ
れ
た
人
達
だ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
伊
藤
虎
丸
「「
言
志
」
か
ら
「
温
柔
敦
厚
」
へ
―
―
朱
彝

尊
に
お
け
る
政
治
と
文
学
」（『
近
代
の
精
神
と
中
国
現
代
文
学
』）
の
書

き
出
し
で
あ
る
。
本
書
評
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
論
文
を
も
う

一
度
読
み
直
し
た
の
は
、
著
者
の
黄
道
周
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
伊

藤
氏
の
朱
彝
尊
論
と
同
質
の
問
題
意
識
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書

が
対
象
と
す
る
黄
道
周
（
一
五
八
五
～
一
六
四
六
）
は
、
朱
彝
尊
（
一
六

二
九
～
一
七
〇
九
）
よ
り
も
年
齢
的
に
は
一
世
代
以
上
前
に
あ
た
り
、

む
ろ
ん
出
自
や
経
歴
も
異
な
る
。
な
か
ん
ず
く
清
朝
に
出
仕
し
た
か
否

困
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か
の
点
で
両
者
に
は
大
き
な
隔
た
り
を
認
め
う
る
も
の
の
、
と
も
に
明

末
清
初
と
い
う
激
動
の
時
代
を
生
き
た
士
大
夫
で
あ
る
一
点
は
共
通
し

て
い
る
。

　

私
事
に
亘
っ
て
恐
縮
な
が
ら
評
者
は
も
う
三
〇
年
ほ
ど
も
前
、
大
学

院
の
後
半
か
ら
就
職
し
た
て
の
頃
に
か
け
て
、
朱
彝
尊
研
究
を
手
が
け

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
だ
今
か
ら
ふ
り
返
る
と
そ
れ
は
、
朱
彝
尊
の
詩

論
や
詩
風
の
特
色
・
変
遷
を
表
面
的
に
な
ぞ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
明
末
清

初
と
い
う
時
代
背
景
と
真
に
切
り
結
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
伊
藤

氏
か
ら
も
「
東
洋
史
や
思
想
史
の
本
も
お
読
み
な
さ
い
」
と
ご
指
導
い

た
だ
い
た
苦
い
思
い
出
が
あ
る
。
こ
の
点
本
書
は
異
な
り
、
黄
道
周
が

生
き
た
時
代
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
、
そ
の
文
人
と
し
て
の
意
味

を
長
年
に
亘
っ
て
問
い
続
け
た
、
文
字
通
り
の
労
作
で
あ
る
。

　

著
者
の
河
内
利
治
さ
ん
は
、
評
者
が
か
つ
て
学
ん
だ
筑
波
大
学
大
学

河
内
利
治
著

黄
道
周
研
究

　

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4762966347&bookType=jp
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院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
各
国
文
学
専
攻
中
国
文
学
研
究
室
に

お
け
る
先
輩
で
あ
る
。
正
確
に
い
え
ば
評
者
の
入
学
は
一
九
八
五
年
、

著
者
は
そ
の
翌
年
だ
か
ら
学
年
で
は
評
者
よ
り
一
つ
下
だ
が
、
そ
れ
以

前
に
、
同
大
学
芸
術
専
門
学
群
在
学
中
に
浙
江
美
術
学
院
（
現
中
国
美

術
学
院
）
へ
二
年
間
留
学
、
学
部
卒
業
後
、
一
旦
修
士
課
程
芸
術
研
究

科
へ
二
年
間
進
学
と
い
っ
た
経
歴
も
あ
る
。
こ
の
期
間
に
今
井
凌
雪

（
筑
波
）、
沙
孟
海
（
浙
江
）
と
い
う
名
だ
た
る
書
家
で
も
あ
る
二
人
の

恩
師
に
指
導
を
受
け
、
留
学
中
に
出
会
っ
た
黄
道
周
の
行
草
作
品
に
衝

撃
を
受
け
た
こ
と
か
ら
本
書
の
研
究
が
始
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
著
者
の

黄
道
周
研
究
は
書
家
と
し
て
の
側
面
か
ら
着
手
さ
れ
、
つ
い
で
中
国
文

学
の
手
法
か
ら
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
当
時
の
中
国
文
学
研
究

室
の
主
任
教
授
は
内
山
知
也
先
生
で
あ
り
、
内
山
先
生
は
唐
代
小
説
研

究
と
並
行
し
て
、
沈
周
・
文
徴
明
・
唐
寅
・
袁
宏
道
と
い
っ
た
明
代
文

人
に
関
す
る
論
考
を
次
々
と
発
表
さ
れ
て
い
て
、
一
九
八
六
年
一
一
月

に
は
『
明
代
文
人
論
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
こ
の
内
山
研
究
室
で
の
院
生

時
代
か
ら
著
者
の
文
人
論
と
し
て
の
黄
道
周
研
究
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

　

思
う
に
、
黄
道
周
研
究
の
難
し
さ
は
少
な
く
と
も
二
つ
あ
る
だ
ろ

う
。
一
つ
は
、
彼
が
残
し
た
作
品
が
詩
文
書
画
の
諸
芸
術
や
経
学
史
学

な
ど
多
岐
に
亘
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
通
じ
る
必
要
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
内
山
先
生
が
主
宰
さ
れ
た
明
清
文
人
研
究
会
の

中
で
、
そ
の
成
果
と
し
て
『
傅
山
』『
鄭
板
橋
』『
徐
文
長
』『
唐
寅
』

の
四
冊
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
共
同
研
究

で
あ
っ
た
。
著
者
は
本
書
に
お
い
て
こ
れ
に
単
独
で
挑
ん
で
お
り
、
ま

ず
は
こ
の
困
難
が
あ
る
。

　

本
書
は
序
章
「
研
究
序
説
」
で
研
究
の
目
的
と
黄
道
周
の
著
作
の
概

要
を
述
べ
、
第
一
章
「
黄
道
周
の
生
涯
」
で
そ
の
家
系
と
生
涯
を
概
観

し
て
詳
細
な
年
譜
を
作
成
し
、
第
二
章
「
黄
道
周
の
表
現
営
為
」
で

彼
が
遺
し
た
著
述
や
書
作
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
第
三
章
「
地
理

学
者
徐
霞
客
と
の
交
友
」・
第
四
章
「
詩
人
陳
子
龍
と
の
交
友
」・
第
五

章
「
翰
林
倪
元
璐
と
の
交
友
」
で
関
係
の
深
い
人
士
と
の
交
友
を
検
証

し
、
第
六
章
「
継
室
蔡
玉
卿
か
ら
見
た
黄
道
周
」
で
同
じ
く
書
を
よ
く

し
た
二
度
目
の
妻
・
蔡
玉
卿
の
生
涯
と
書
画
を
論
じ
、
第
七
章
「
黄

道
周
の
書
法
観
」
で
彼
の
書
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
第
八
章
「
後

世
へ
の
影
響
」
で
黄
道
周
の
書
跡
が
後
世
に
ど
う
評
価
さ
れ
伝
来
し
た

か
を
追
う
。
さ
ら
に
附
章
「
訳
注
「
黄
道
周
の
学
術
傾
向
」」
で
は
、

二
〇
一
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
初
の
排
印
本
の
別
集
『
黄
道
周
集
』（
中

華
書
局
）
の
巻
頭
に
載
せ
る
陳
来
氏
の
論
考
「
黄
道
周
的
生
平
与
思
想
」

よ
り
そ
の
学
術
に
関
わ
る
部
分
を
訳
出
し
、
結
章
「
明
末
に
生
き
た
文

人
の
一
典
型
」
で
再
度
そ
の
経
歴
と
著
述
・
交
友
を
ふ
り
返
り
、
研
究

の
総
括
を
行
っ
て
い
る
。
附
録
と
し
て
底
本
に
し
た
別
集
・
陳
寿
祺
編

『
明
漳
浦
黄
忠
端
公
全
集
五
十
巻
・
年
譜
二
巻
』（
内
閣
文
庫
蔵
・
道
光

十
年
本
、
以
下
『
黄
漳
浦
集
』）
の
全
詩
文
名
の
目
次
と
題
名
に
現
れ
る
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人
名
を
五
十
音
順
に
し
た
一
覧
な
ど
が
巻
末
に
置
か
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
著
者
は
黄
道
周
と
い
う
一
文
人
に
つ
い
て
、
詩
文
・
書
・
学
術
・

交
友
と
い
っ
た
諸
方
面
か
ら
の
多
角
的
な
考
究
を
単
独
で
試
み
て
お

り
、
一
々
の
資
料
の
丹
念
な
調
査
や
読
解
に
対
す
る
苦
労
が
ひ
し
ひ
し

と
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

そ
し
て
困
難
の
二
つ
め
は
、
彼
に
お
け
る
詩
文
書
画
が
あ
く
ま
で
も

「
余
技
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
清
初
に
は
「
詩
文
書
画

は
文
人
の
余
技
で
あ
る
と
考
え
る
伝
統
派
文
人
」
と
「
職
業
と
し
て
独

自
の
価
値
を
持
つ
芸
術
だ
と
考
え
る
新
興
書
画
家
」
が
並
存
し
、
黄
道

周
は
前
者
の
代
表
だ
と
す
る
（
序
章
第
一
節
・（
四
））。
つ
ま
り
本
人
の

意
識
で
は
余
技
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
の
難
し
さ
で

あ
る
。

　

と
り
わ
け
書
に
つ
い
て
は
、福
本
雅
一「
黄
道
周
」（『
明
末
清
初
二
集
』）

が
「
書
を
作
る
は
是
れ
学
問
中
の
第
七
、
八
」（
黄
道
周
「
書
品
論
」）
を

引
用
し
つ
つ
、「
彼
の
書
を
見
る
時
、
こ
の
言
葉
を
反
芻
す
る
こ
と
は
、

恐
ら
く
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
、
松
村
昂
「『
死
は
吾

が
分
な
り
』
―
―
黄
道
周
と
倪
元
璐
―
―
」（『
明
清
詩
文
論
考
』）
で
も
、

黄
道
周
と
倪
元
璐
の
書
跡
を
鑑
賞
す
る
に
あ
た
り
、「
そ
の
前
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
言
説
や
行
為
の
実
際
を
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か

ら
、
彼
ら
の
書
跡
が
、
そ
の
行
動
ど
お
り
で
あ
る
の
か
、
は
た
ま
た
意

外
な
側
面
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
鑑
賞
や
評
価

が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
そ
も
そ
も
黄
道
周
は
日
本
で
は

一
般
に
は
ま
ず
書
家
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
あ
と
で
彼
の
作
品
に
に
じ

み
で
る
明
末
の
烈
士
と
し
て
の
側
面
が
意
識
さ
れ
る
と
い
う
順
序
を
と

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
著
者
の
研
究
も
ま
さ
に
そ
う
で
あ
り
、
最
初

は
美
学
と
し
て
の
書
法
観
の
追
究
や
書
画
作
品
の
解
題
・
分
析
か
ら
始

ま
っ
て
、
つ
い
で
そ
の
思
想
や
交
友
の
考
察
に
移
っ
た
。
そ
の
人
物
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
し
て
彼
の
芸
術
の
真
の
意
義
を
考
究
す
る
こ

と
は
不
可
能
と
い
う
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
本
書
で
は
黄
道
周
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
彼

が
忠
孝
の
儒
者
と
し
て
抗
清
の
立
場
を
堅
持
し
た
生
き
方
を
貫
い
た

の
は
、
ま
ず
宋
学
を
学
ん
だ
父
・
黄
季
の
影
響
に
淵
源
が
あ
る
（
第
一

章
第
一
・
二
節
）。
そ
し
て
経
史
の
学
問
が
彼
自
身
の
思
想
基
盤
を
作
り
、

当
時
の
政
治
集
団
で
あ
る
東
林
党
の
人
士
と
の
交
友
の
中
で
正
義
の
気

風
を
会
得
し
、
読
書
学
問
に
よ
っ
て
腐
敗
し
た
政
治
を
正
そ
う
と
す
る

精
神
を
文
学
結
社
で
あ
る
復
社
に
伝
え
よ
う
と
し
た
。
著
者
は
そ
の
際

に
彼
が
経
学
と
共
に
重
ん
じ
た
の
は
史
学
で
あ
っ
た
と
す
る
（
第
二
章

第
一
節
）。

　

そ
の
現
わ
れ
の
一
つ
と
本
書
を
読
ん
で
感
じ
た
の
は
『
広
名
将
伝
』

な
る
著
作
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
代
の
名
将
百
数
十
人
の
伝
記
に
黄
道
周

が
批
注
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、『
黄
漳
浦
集
』
巻
三
十
四
・
三
十
五
に

収
め
る
「
懿
畜
」
と
い
う
歴
代
の
忠
臣
の
伝
記
と
あ
い
補
う
（
第
二
章
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第
三
節
）。

　

さ
ら
に
杜
甫
の
詩
が
当
時
の
時
事
を
詠
じ
て
「
詩
史
」
と
呼
ば
れ
る

の
と
同
じ
側
面
が
黄
道
周
の
詩
に
も
あ
る
。
著
者
が
と
り
上
げ
て
い
る

の
は
『
黄
漳
浦
集
』
巻
四
十
四
に
収
め
る
二
首
で
、
こ
れ
ら
は
順
治
二

年
（
一
六
四
五
）
か
ら
黄
道
周
が
処
刑
さ
れ
る
そ
の
翌
年
に
か
け
て
作

ら
れ
た
も
の
で
、
抗
戦
の
の
ち
す
で
に
清
兵
の
捕
虜
と
な
っ
て
い
る
自

身
の
心
境
が
吐
露
さ
れ
る
（
第
二
章
第
四
節
）。

　

こ
の
よ
う
な
詩
か
ら
は
、
黄
道
周
が
最
後
ま
で
清
朝
に
抵
抗
し
て
明

朝
へ
の
忠
節
を
貫
い
た
こ
と
が
よ
く
窺
え
る
が
、
一
方
で
朝
廷
の
重
臣

で
あ
り
な
が
ら
政
治
的
に
は
無
力
で
、
所
詮
は
「
無
能
の
忠
臣
」
だ
っ

た
と
す
る
厳
し
い
見
方
も
存
す
る
（
福
本
雅
一
「
孤
臣
の
死
」『
頽
筆
集
』）。

こ
れ
に
対
し
著
者
は
、
黄
道
周
は
経
史
の
幅
広
い
学
問
を
行
動
の
基
盤

と
し
、
消
憂
の
た
め
で
は
な
く
自
ら
の
主
義
主
張
を
提
唱
す
る
た
め
の

媒
介
と
し
て
詩
文
や
書
画
を
制
作
し
た
気
概
あ
る
文
人
だ
っ
た
が
、
崇

禎
帝
か
ら
は
諫
言
を
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
政
治
が
衰
退
し
悪
化
す
る
時

代
の
中
で
悲
劇
的
運
命
を
辿
っ
た
と
結
論
づ
け
る
（
結
章
ほ
か
）。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
著
者
の
黄
道
周
に
対
す
る
肯
定
的
な
ま
な
ざ
し
は
本

書
の
中
で
一
貫
し
て
い
る
。

　

著
者
の
専
門
的
な
識
見
が
最
も
発
揮
さ
れ
る
の
は
黄
道
周
の
書
法
観

や
書
跡
を
論
じ
た
第
七
章
と
第
八
章
で
あ
り
、
そ
こ
で
も
上
述
の
黄
道

周
観
を
背
景
に
、
人
品
・
人
格
と
芸
術
性
と
の
関
係
か
ら
考
察
が
な
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
遒し

ゅ
う
び媚
」
の
評
語
を
軸
に
し
た
書
法
美
の
分
析

は
、
前
著
『
書
法
美
学
の
研
究
』
で
の
考
証
も
踏
ま
え
た
著
者
の
独
擅

場
で
、
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
た
だ
本
書

の
目
的
は
そ
う
し
た
表
現
営
為
そ
の
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
基

盤
に
し
て
「
黄
道
周
を
中
心
と
す
る
明
末
の
文
人
交
友
の
実
体
を
立
証
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す
る
こ
と
」（
序
章
第
一
節
）
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
評
価

を
加
え
る
こ
と
は
も
と
よ
り
評
者
の
力
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、
本

書
が
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
の
豊
富
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る

こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

　

最
後
に
書
学
の
素
人
か
ら
素
朴
な
質
問
を
し
て
み
た
い
。
黄
道
周
の

書
法
観
を
論
じ
て
の
結
論
で
「
人
品
と
書
品
を
混
同
す
る
前
近
代
的
な

視
点
か
ら
書
芸
術
を
論
じ
る
と
い
う
陥
穽
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
」
と
指
摘
す
る
箇
所
が
あ
る
（
第
七
章
第
一
節
）。
恐
ら
く
倪
元
璐
に

対
す
る
過
度
な
高
評
価
や
逆
に
張
瑞
図
に
全
く
言
及
し
な
い
態
度
を
指

す
の
だ
ろ
う
。
た
だ
一
方
で
黄
道
周
の
書
芸
術
が
そ
の
人
品
の
高
さ
ゆ

え
に
評
価
さ
れ
て
き
た
の
も
事
実
だ
と
思
わ
れ
る
（
第
八
章
第
一
・
二
・

四
節
）。
彼
が
明
末
清
初
と
い
う
苦
難
の
時
代
を
い
か
に
生
き
た
か
と

い
う
こ
と
と
、
そ
の
書
芸
術
と
し
て
の
価
値
は
切
り
離
せ
な
い
と
評
者

も
感
じ
る
が
、
こ
の
「
人
品
」
と
書
の
関
係
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

　

冒
頭
に
と
り
上
げ
た
伊
藤
論
文
の
末
尾
で
、
清
朝
に
お
け
る
学
術
の

変
質
、
た
と
え
ば
致
用
の
学
が
な
ぜ
考
証
だ
け
に
な
っ
た
か
と
い
う
問

い
は
、
朱
彝
尊
の
詩
論
の
微
妙
な
変
化
と
実
は
関
係
す
る
こ
と
を
氏
は

示
唆
し
て
い
た
。
著
者
は
黄
道
周
の
精
神
と
行
動
は
清
朝
の
考
証
学

（
実
践
を
重
ん
じ
る
「
経
済
の
学
」
の
意
で
著
者
は
用
い
る
）
へ
展
開
し
て

い
く
と
す
る
が
、
彼
の
詩
文
書
画
に
具
体
的
に
そ
れ
が
ど
う
現
れ
る
の

か
、
そ
の
様
相
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
感
じ
る
。
著
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
で
あ
る
黄
道
周
研
究
が
今
後
さ
ら
に
深
化
す
る
中
で
、
こ
う
し
た
困

難
な
課
題
も
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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