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進
藤 

康
子 

 

要
約 

江
戸
時
代
後
期
の
博
多
の
歌
人
、
大
隈
言
道
研
究
第
六
部
。 

言
道
の
歌
論
『
ひ
と
り
ご
ち
』『
こ
ぞ
の
ち
り
』
を
紹
介
し
、
そ
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
言

道
が
、
時
代
の
新
し
い
波
に
乗
り
、
独
自
の
境
地
へ
到
達
し
て
い
く
過
程
を
考
察
す
る
。
言

道
の
歌
論
は
、
当
時
の
最
先
端
の
中
央
歌
壇
の
歌
論
の
享
受
の
上
に
再
構
築
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
更
な
る
進
化
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
い
出
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
中
央
歌
壇
の
援
用
は
あ
り
な
が
ら
も
、
他
と
異
に
す
る
の
は
、
机
上
の
空
論

に
終
わ
ら
ず
、
実
際
の
歌
作
り
に
於
い
て
、
歌
論
に
即
し
た
成
果
が
出
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

殊
に
そ
の
歌
風
は
、
俗
語
を
も
使
用
し
、
独
自
の
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
が
個
性
的
で
あ
り
斬
新

で
あ
る
。「
幼
き
者
」
が
素
直
に
驚
く
よ
う
な
、
あ
り
の
ま
ま
の
感
性
で
、
心
の
中
に
咄
嗟
に

湧
き
出
る
つ
ぶ
や
き
を
捉
え
て
歌
と
す
る
（
「
嗟
歎
の
詞
即
ち
歌
な
り
」
「
お
の
づ
か
ら
う
め

き
出
で
た
る
磋
嘆
」
）。
ま
た
、
言
道
の
修
学
の
基
盤
の
一
つ
と
な
っ
た
、
漢
学
か
ら
の
影
響

（
袁
枚
、
李
卓
吾
、
周
南
峯
、
陶
淵
明
、
王
羲
之
、
広
瀬
淡
窓
等
）
も
大
き
く
、
特
に
、
李

卓
吾
の
「
童
心
の
説
」
と
の
共
通
理
念
や
、
明
の
『
五
雑
組
』
の
受
容
な
ど
に
も
言
及
し
た
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

大
隈
言
道
、
香
川
景
樹
、
李
卓
吾
、
五
雑
組
、
広
瀬
淡
窓
、
ひ
と
り
ご
ち 

 

 
 

 
 

 

⼀ 
 

前
号
に
続
き
、
言
道
の
歌
論
『
ひ
と
り
ご
ち
』
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
を
紹
介
し
、

そ
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
言
道
が
、
時
代
の
新
し
い
波
に
乗
り
、
独

自
の
境
地
へ
到
達
し
て
い
く
過
程
を
考
察
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 

二 

 

「
大
隈
言
道
研
究
Ⅴ
」
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
、
秋
山
光
彪
ら
の
江
戸

派
は
、
香
川
景
樹
の
桂
園
派
と
は
、
歌
論
上
対
立
し
て
い
た
。
文
政
十
三
年
に
、

景
樹
は
『
桂
園
一
枝
』
に
お
い
て
九
八
三
首
を
発
表
し
、
桂
園
派
の
粋
を
極
め

た
自
信
作
と
し
て
刊
行
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
見
た
江
戸
派
の
光
彪
は
、

同
年
す
ぐ
に
『
桂
園
一
枝
評
』
を
著
し
、『
桂
園
一
枝
』
を
非
難
し
た
。
そ
の
後
、

天
保
五
年
に
、
景
樹
が
、
門
下
の
中
川
自
休
に
筆
を
と
ら
せ
て
大
胆
に
弁
駆
さ

せ
た
の
が
『
大
ぬ
さ
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今
度
は
、
光
彪
の
門
人

で
あ
る
丹
羽
氏
嘩
が
、
天
保
八
年
『
大
ぬ
さ
弁
』
を
著
し
、
歌
壇
は
混
沌
と
し

た
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
京
都
、
江
戸
、
大
坂
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
方
、
福
岡

に
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
論
争
は
、
当
然
関
心
を
呼
び
、
言
道
の
歌
論
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。 

言
道
は
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
で
、
秋
山
光
彪
『
桂
園
一
枝
評
』
に
対
し
て
次
の

よ
う
に
評
釈
し
て
採
り
上
げ
て
い
る
。 

 

 
 

〇
桂
園
一
枝
評
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
京
師
景
樹
が
集
を
評
せ
り
。
小
倉
殿

人
秋
山
庄
兵
衛
光
彪
が
著
述
な
り
。
其
論
中
、
不
中
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、

す
べ
て
立
て
た
る
歌
の
心
得
論
ぜ
ず
し
て
、
一
首
一
首
の
歌
を
論
ず
る
ゆ

ゑ 
坊
主
を
髪
な
し
と
て
笑
ふ
如
き
論
あ
り
。
坊
主
は
無
髪
を
以
て
善
し
と

こ
そ
立
つ
ら
め
。
其
立
て
た
る
道
の
論
を
お
き
て
歌
の
善
凶
を
い
ふ
は
、

当
れ
る
事
あ
り
と
も
闇
の
礫
な
る
べ
し 

 
 
 
 
 
 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』
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大隈言道研究 第Ⅵ部 （進藤 康子） 
 

 

言
道
は
、
「
坊
主
を
髪
な
し
と
て
笑
ふ
如
き
論
あ
り
」
と
例
え
話
を
出
し
て
、

秋
山
光
彪
の
『
桂
園
一
枝
評
』
の
論
が
的
を
外
れ
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
首
一
首
の
歌
を
細
か
く
非
難
す
る
の
は
お
か
し
い
、
歌
集
全
体
の
歌
風
を
見

て
論
ず
る
べ
き
だ
と
江
戸
派
を
非
難
し
て
い
る
。
一
方
、
景
樹
に
対
し
て
は
、

次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

〇
景
樹
曰
、
歌
は
お
の
づ
か
ら
天
地
の
う
ち
に
は
ら
ま
り
て
、
ま
こ
と
よ
り

な
り
出
で
た
る
も
の
な
れ
ば
、
わ
ざ
と
設
け
て
歌
不
よ
り
い
へ
る
名
に
は
あ

ら
で
、
嗟
歎
の
詞
即
ち
歌
な
り
。
い
ま
譜
節
し
て
う
た
ふ
の
み
を
い
ふ
詞

な
ら
ず
。
さ
れ
ば
、
公
に
訴
ふ
る
な
ど
の
う
た
へ
も
、
悒
鬱
し
き
懐
ひ
を

き
こ
え
あ
ぐ
る
の
名
と
い
へ
り
。
鶏
の
な
く
を
う
た
ふ
と
い
ふ
も
其
の
ひ
く

声
の
長
け
れ
ば
な
り
。
世
に
う
た
は
る
な
ど
い
ふ
も
亦
し
か
な
り 

と
い
へ

り
。
言
道
曰
く
、
お
の
れ
此
七
八
年
ば
か
り
昔
ま
で
、
歌
の
さ
ま
を
さ
と

ら
ず
。
つ
ら
／
＼
思
ふ
に
、
わ
が
真
心
を
詠
む
時
は
、
い
と
／
＼
難
く
、
は

た
昔
ぶ
り
に
よ
り
て
詠
め
ば
、
古
人
の
如
き
歌
い
で
き
て
、
其
歌
お
の
が
も

の
と
も
思
は
れ
ず
。
さ
れ
ど
其
歌
古
へ
風
な
れ
ば
歌
に
と
り
て
は
よ
し
と
見

ゆ
る
歌
多
く
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
よ
め
ば
い
と
卑
し
く
異
様
な
る
心
地
し
て
、

わ
が
も
の
か
ら
い
や
し
め
ら
る
る
を
思
へ
ば
、
そ
の
世
に
似
ぬ
古
へ
風
の
歌

よ
ま
ん
よ
り
、
此
い
や
し
き
さ
ま
今
の
世
に
似
て
、
し
ば
し
学
び
の
ほ
ど

に
は
よ
し
と
い
ふ
べ
か
ら
ん
か 

 
 
 
 
 
 
 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』
中
、
言
道
は
景
樹
の
意
見
を
数
カ
所
引
用
し
、
歌
論
の
一

助
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
歌
は
お
の
づ
か
ら
天
地
の
う
ち
に
は
ら
ま
り
て
、
ま

こ
と
よ
り
な
り
出
で
た
る
も
の
な
れ
ば
、
わ
ざ
と
設
け
て
歌
不
よ
り
い
へ
る
名

に
は
あ
ら
で
」「
鶏
の
な
く
を
う
た
ふ
と
い
ふ
も
其
の
ひ
く
声
の
長
け
れ
ば
な
り
。

世
に
う
た
は
る
な
ど
い
ふ
も
亦
し
か
な
り
」
は
、
景
樹
の
『
桂
園
遺
文
』
と
『
新

学
異
見
』
か
ら
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
景
樹
の
論
の
上
に
立
っ
て
、
言
道
は
「
嗟
歎
の
詞
即
ち

歌
な
り
」
と
述
べ
、
昔
風
に
詠
め
ば
そ
れ
な
り
に
古
人
の
様
な
古
典
的
な
歌
は

出
来
る
が
、「
其
歌
お
の
が
も
の
と
も
思
は
れ
ず
」
と
、
自
分
と
い
う
個
性
の
な

い
歌
は
、
納
得
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
わ
が
こ
こ
ろ
を
よ
め
ば

い
と
卑
し
く
異
様
な
る
心
地
し
て
、
わ
が
も
の
か
ら
い
や
し
め
ら
る
る
」
と
悩

み
な
が
ら
も
更
に
進
ん
で
、
自
説
を
導
き
出
し
我
が
心
の
ま
ま
に
自
分
の
歌
を

詠
む
こ
と
の
難
し
さ
を
、
自
分
の
言
葉
で
述
べ
な
が
ら
、
ま
た
次
に
、
再
び
景

樹
の
論
を
引
く
。 

  
 

景
樹
の
い
へ
る
、
今
の
風
は
今
の
大
御
世
の
風
に
し
て
、
後
の
大
御
世
に

う
つ
り
た
ら
ん
後
に
明
か
に
回
顧
ら
れ
ん
と
い
へ
る
。
ま
こ
と
さ
る
べ
き

な
り
（
中
略
）
景
樹
の
い
へ
る
歌
は
、
思
慮
を
加
ふ
べ
き
も
の
な
ら
ね
ば 

古
へ
に
似
る
せ
ん
と
す
る
暇
あ
ら
ん
や
。
わ
が
こ
れ
を
似
せ
た
ら
ん
は 

や
が
て
飾
れ
る
為
の
み
。
ま
た
似
せ
ん
と
し
て
似
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
こ

れ
を
似
た
り
と
思
へ
る
は
、
い
と
あ
じ
き
な
し
と
い
へ
り
。
ま
こ
と
に
し

か
る
べ
き
な
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

言
道
は
、
こ
れ
に
対
し
て
「
ま
こ
と
さ
る
べ
き
な
り
」「
ま
こ
と
に
し
か
る
べ

き
な
り
」
と
肯
定
し
、
彼
自
身
の
説
に
、
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
、
援
用
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
景
樹
の
『
新
学
異
見
』
の
一
説
、 

 

（

）
二

－ 37 －

大隈言道研究　Ⅵ歌論　『ひとりごち』 『こぞのちり』　―言道の修学過程　 （下）　（進藤康子）



大隈言道研究 第Ⅵ部 （進藤 康子） 
 

 

言
道
は
、
「
坊
主
を
髪
な
し
と
て
笑
ふ
如
き
論
あ
り
」
と
例
え
話
を
出
し
て
、

秋
山
光
彪
の
『
桂
園
一
枝
評
』
の
論
が
的
を
外
れ
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
首
一
首
の
歌
を
細
か
く
非
難
す
る
の
は
お
か
し
い
、
歌
集
全
体
の
歌
風
を
見

て
論
ず
る
べ
き
だ
と
江
戸
派
を
非
難
し
て
い
る
。
一
方
、
景
樹
に
対
し
て
は
、

次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

〇
景
樹
曰
、
歌
は
お
の
づ
か
ら
天
地
の
う
ち
に
は
ら
ま
り
て
、
ま
こ
と
よ
り

な
り
出
で
た
る
も
の
な
れ
ば
、
わ
ざ
と
設
け
て
歌
不
よ
り
い
へ
る
名
に
は
あ

ら
で
、
嗟
歎
の
詞
即
ち
歌
な
り
。
い
ま
譜
節
し
て
う
た
ふ
の
み
を
い
ふ
詞

な
ら
ず
。
さ
れ
ば
、
公
に
訴
ふ
る
な
ど
の
う
た
へ
も
、
悒
鬱
し
き
懐
ひ
を

き
こ
え
あ
ぐ
る
の
名
と
い
へ
り
。
鶏
の
な
く
を
う
た
ふ
と
い
ふ
も
其
の
ひ
く

声
の
長
け
れ
ば
な
り
。
世
に
う
た
は
る
な
ど
い
ふ
も
亦
し
か
な
り 

と
い
へ

り
。
言
道
曰
く
、
お
の
れ
此
七
八
年
ば
か
り
昔
ま
で
、
歌
の
さ
ま
を
さ
と

ら
ず
。
つ
ら
／
＼
思
ふ
に
、
わ
が
真
心
を
詠
む
時
は
、
い
と
／
＼
難
く
、
は

た
昔
ぶ
り
に
よ
り
て
詠
め
ば
、
古
人
の
如
き
歌
い
で
き
て
、
其
歌
お
の
が
も

の
と
も
思
は
れ
ず
。
さ
れ
ど
其
歌
古
へ
風
な
れ
ば
歌
に
と
り
て
は
よ
し
と
見

ゆ
る
歌
多
く
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
よ
め
ば
い
と
卑
し
く
異
様
な
る
心
地
し
て
、

わ
が
も
の
か
ら
い
や
し
め
ら
る
る
を
思
へ
ば
、
そ
の
世
に
似
ぬ
古
へ
風
の
歌

よ
ま
ん
よ
り
、
此
い
や
し
き
さ
ま
今
の
世
に
似
て
、
し
ば
し
学
び
の
ほ
ど

に
は
よ
し
と
い
ふ
べ
か
ら
ん
か 

 
 
 
 
 
 
 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』
中
、
言
道
は
景
樹
の
意
見
を
数
カ
所
引
用
し
、
歌
論
の
一

助
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
歌
は
お
の
づ
か
ら
天
地
の
う
ち
に
は
ら
ま
り
て
、
ま

こ
と
よ
り
な
り
出
で
た
る
も
の
な
れ
ば
、
わ
ざ
と
設
け
て
歌
不
よ
り
い
へ
る
名

に
は
あ
ら
で
」「
鶏
の
な
く
を
う
た
ふ
と
い
ふ
も
其
の
ひ
く
声
の
長
け
れ
ば
な
り
。

世
に
う
た
は
る
な
ど
い
ふ
も
亦
し
か
な
り
」
は
、
景
樹
の
『
桂
園
遺
文
』
と
『
新

学
異
見
』
か
ら
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
景
樹
の
論
の
上
に
立
っ
て
、
言
道
は
「
嗟
歎
の
詞
即
ち

歌
な
り
」
と
述
べ
、
昔
風
に
詠
め
ば
そ
れ
な
り
に
古
人
の
様
な
古
典
的
な
歌
は

出
来
る
が
、「
其
歌
お
の
が
も
の
と
も
思
は
れ
ず
」
と
、
自
分
と
い
う
個
性
の
な

い
歌
は
、
納
得
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
わ
が
こ
こ
ろ
を
よ
め
ば

い
と
卑
し
く
異
様
な
る
心
地
し
て
、
わ
が
も
の
か
ら
い
や
し
め
ら
る
る
」
と
悩

み
な
が
ら
も
更
に
進
ん
で
、
自
説
を
導
き
出
し
我
が
心
の
ま
ま
に
自
分
の
歌
を

詠
む
こ
と
の
難
し
さ
を
、
自
分
の
言
葉
で
述
べ
な
が
ら
、
ま
た
次
に
、
再
び
景

樹
の
論
を
引
く
。 

  
 

景
樹
の
い
へ
る
、
今
の
風
は
今
の
大
御
世
の
風
に
し
て
、
後
の
大
御
世
に

う
つ
り
た
ら
ん
後
に
明
か
に
回
顧
ら
れ
ん
と
い
へ
る
。
ま
こ
と
さ
る
べ
き

な
り
（
中
略
）
景
樹
の
い
へ
る
歌
は
、
思
慮
を
加
ふ
べ
き
も
の
な
ら
ね
ば 

古
へ
に
似
る
せ
ん
と
す
る
暇
あ
ら
ん
や
。
わ
が
こ
れ
を
似
せ
た
ら
ん
は 

や
が
て
飾
れ
る
為
の
み
。
ま
た
似
せ
ん
と
し
て
似
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
こ

れ
を
似
た
り
と
思
へ
る
は
、
い
と
あ
じ
き
な
し
と
い
へ
り
。
ま
こ
と
に
し

か
る
べ
き
な
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

言
道
は
、
こ
れ
に
対
し
て
「
ま
こ
と
さ
る
べ
き
な
り
」「
ま
こ
と
に
し
か
る
べ

き
な
り
」
と
肯
定
し
、
彼
自
身
の
説
に
、
そ
の
ま
ま
採
り
入
れ
、
援
用
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
景
樹
の
『
新
学
異
見
』
の
一
説
、 

 

 

 
 

 
 

〇
新
学
異
見
序
に
曰
、
神
世
の
歌
は
神
世
の
俗
言
、
万
葉
古
今
の
歌
は
、

大
泊
瀬
の
宮
よ
り
今
の
延
喜
の
御
世
迄
の
俗
言
な
る
こ
と
を
弁
え
ず 

 

 
と
、
引
用
し
、
こ
れ
に
付
け
加
え
る
よ
う
に
、
言
道
は
自
説
を
述
べ
る
。 

  
 

言
道
曰
、
こ
れ
は
古
学
復
活
の
人
を
さ
し
て
い
へ
る
な
り
。
然
る
に
今
の

世
は
俗
言
も
て
歌
を
い
ふ
こ
と
い
か
が
な
り
。
ま
た
延
喜
よ
り
大
泊
瀬
の

代
と
い
ふ
と
も
、
歌
に
は
漢
語
を
用
ゐ
ず
、
こ
な
た
の
詞
を
わ
ざ
と
選
び

て
歌
を
よ
め
る
は
い
か
に
。
さ
れ
ば
、
狂
歌
俳
諧
な
ど
の
俗
談
平
語
こ
そ 

今
の
世
の
お
の
づ
か
ら
な
る
調
な
る
べ
け
れ
。
さ
れ
ど
そ
は
い
と
卑
し
げ

な
れ
ば
、
殊
更
に
撰
み
て
わ
ざ
と
歌
を
も
の
す
る
も
是
非
な
き
わ
ざ
と
な

れ
る
か
（
中
略
）
歌
詞
を
習
ひ
て
か
ま
へ
て
詠
む
も
、
こ
こ
ろ
は
真
心
な

が
ら
、
作
は
つ
く
り
物
な
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
う
め
き
出
で
た
る
磋
嘆
と
は

い
ひ
が
た
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』

 
 

  

言
道
の
本
音
は
、「
狂
歌
俳
諧
な
ど
の
俗
談
平
語
」
で
歌
う
の
が
、
実
は
今
の

世
に
合
う
調
べ
で
は
な
い
か
と
提
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
俗
語
や
日
常
語
の

平
語
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
歌
は
下
品
に
な
り
卑
し
く
な
る
の
で
迷
う
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
し
て
、
歌
は
構
え
て
作
る
も
の
で
は
な
く
、「
真
心
」
を
詠
み
「
お
の

づ
か
ら
う
め
き
出
で
た
る
磋
嘆
」
を
歌
に
注
入
す
る
事
が
大
切
だ
と
、
言
道
な

り
に
解
釈
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
真
心
」
に
つ
い
て
更
に
次
の
様
に
、

景
樹
の
詞
を
借
り
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
言
道
の
景
樹
に
対
す
る
評
価
や
、
中

川
自
休
へ
の
言
及
も
あ
り
、
桂
園
派
、
江
戸
派
と
の
論
争
を
題
材
と
し
て
、
言

道
の
自
由
な
立
場
か
ら
論
を
繰
り
広
げ
て
い
る
の
で
言
道
そ
の
論
評
を
、
次
に

み
て
い
く
。 

  
 

〇
桂
園
一
枝
に
、
松
間
月
を
、 

 
 

洩
す
べ
き
松
の
こ
の
ま
の
心
と
も
知
ら
で
や
月
の
か
く
れ
そ
め
け
む 

小
倉
光
彪
が
云
、
人
の
見
る
を
厭
ひ
て
月
の
隠
る
る
心
は
絶
て
な
き
こ
と

な
り
。
此
歌
真
心
を
失
へ
り
。
彼
の
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
る
か
と
い
ひ
、

又
、
雲
が
く
れ
に
し
夜
半
の
月
か
な
、
な
ど
い
ひ
し
は
、
比
喩
の
歌
な
れ

ば
な
り
、
と
難
じ
た
り
。
そ
れ
を
陳
じ
て
、
大
幣
に
、
中
川
自
休
が
云
、

月
は
人
の
見
る
を
厭
ひ
て
隠
る
る
心
は
絶
て
な
し
と
や
。
師
は
さ
る
こ
と

を
ふ
つ
に
知
ら
れ
ず
。
人
に
見
ら
れ
じ
と
松
陰
に
月
の
忍
び
隠
れ
た
り
と

思
ひ
た
が
へ
ら
れ
た
る
な
ら
ん
云
々
と
な
じ
り
云
へ
り
。 

こ
の
難
陳
を
よ
く
よ
く
考
ふ
る
に
、
光
彪
、
月
は
心
の
な
き
も
の
と
定
む
る

こ
と
い
か
が
。
景
樹
ま
た
、
月
は
心
の
あ
る
も
の
と
定
む
る
も
い
か
が
。

 

共

に
真
心
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
有
も
な
し
も
共
に
定
ま
ら
ぬ
が
人
の
真
心
な

り
。
そ
の
こ
こ
ろ
も
て
よ
み
い
づ
る
が
歌
な
る
べ
し
。
こ
れ
は
こ
の
一
首

に
も
限
ら
ず
。
歌
毎
に
然
な
る
べ
し
。
こ
の
所
い
と
思
ひ
わ
き
が
た
け
れ

ど
、
た
だ
己
が
心
人
の
心
を
さ
ぐ
り
見
る
に
、
古
へ
も
今
も
同
じ
こ
と
に

て
、
不
決
な
る
が
本
心
な
り
。
か
の
阿
蘭
陀
な
ど
の
究
理
も
猶
不
決
に
こ

そ
あ
る
べ
け
れ
。
さ
れ
ば
詠
み
出
づ
る
歌
に
も
、
そ
の
不
決
よ
り
し
て
詠

ま
ぬ
歌
は
古
今
に
あ
る
べ
か
ら
ず
。 

さ
て
此
歌
を
、
ア
ノ
松
ノ
ア
ヒ
ダ
ヨ
リ
漏
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
モ
シ
ラ
ズ
シ
テ

月
ガ
松
ニ
カ
ク
レ
タ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
か
や
う
に
い
へ
ば
そ
の
歌
の
調
緩

な
る
故
に
、
月
は
常
に
法
度
心
の
あ
る
も
の
と
景
樹
は
思
ひ
つ
め
た
る
如

く
き
こ
ゆ
。
さ
る
心
い
か
で
か
あ
ら
む
。 

（
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こ
の
所
光
彪
が
い
へ
る
。
真
心
を
失
へ
る
な
り
。
さ
て
は
曇
ら
ば
入
り
ね

秋
の
夜
の
月
、
も
の
い
ひ
か
は
せ
、
な
ど
よ
め
る
を
い
か
に
と
い
は
む
。

こ
れ
は
、
常
に
心
の
あ
る
も
の
と
、
月
を
思
へ
る
に
は
あ
ら
ず
。
其
時
に

せ
ま
り
て
、
心
あ
る
方
に
い
ふ
が
人
の
詞
な
り
。
こ
の
歌
に
て
は
、
も
る
こ

と
知
ら
ぬ
月
の
影
か
な
、
ま
た
、
も
る
る
も
し
ら
で
月
ぞ
か
く
る
る
、 

 

な
ど
と
急
に
い
へ
ば
、
決
定
な
れ
ど
、
真
心
を
た
が
へ
ぬ
な
り
。
即
ち
其

時
の
せ
ま
り
た
る
心
を
直
に
い
ふ
に
て
、
譬
へ
ば
わ
が
忍
び
ゐ
た
る
も
知
ら

ぬ
月
じ
ゃ
と
も
い
ひ
、
邪
魔
に
な
る
枕
か
な
、
そ
ち
ら
に
よ
れ
、
な
ど
い

ふ
こ
と
、
無
情
の
物
な
ど
に
し
か
い
ふ
常
な
り
。
則
決
定
し
て
い
ふ
は
こ

こ
に
て
深
く
思
慮
し
て
、
此
歌
の
如
く
知
ら
で
や
月
の
か
く
れ
そ
め
け
む
、

と
い
ひ
て
は
、
さ
る
た
め
し
古
歌
に
も
あ
る
べ
か
ら
ず
。
今
の
人
心
に
も

あ
る
べ
か
ら
ず
。
光
彪
が
い
へ
る
此
譬
に
て
、
比
へ
ば
、
世
を
い
と
ひ
て
、

山
に
入
り
た
ら
ん
人
を
見
あ
ら
は
し
た
る
時
な
ど
の
こ
と
に
し
て
、
か
く

あ
ら
は
る
る
も
知
ら
で
、
か
く
れ
給
ひ
け
ん
の
こ
こ
ろ
な
ら
ば
さ
も
詠
む

べ
し
。
大
ぬ
さ
に
、
月
の
桂
も
秋
は
猶
お
そ
く
い
づ
る
月
に
も
あ
る
か
な
、

の
歌
な
ど
引
き
出
で
た
る
は
当
た
ら
ぬ
い
ひ
ざ
ま
な
り
（
中
略
） 

 
 

〇
景
樹
、
新
学
異
見
に
曰
、
按
ず
る
に
こ
は
ゆ
ゆ
し
き
妄
論
な
り
。
歌
は

情
の
ゆ
く
ま
に
／
＼
ひ
と
り
調
な
り
て
思
慮
を
加
ふ
べ
き
も
の
な
ら
ね
ば 

古
に
似
せ
ん
と
す
る
暇
あ
ら
ん
や
。
も
し
こ
れ
を
似
せ
た
ら
ん
は 

や
が

て
飾
れ
る
為
の
み
。
又
、
似
せ
ん
と
し
て
、
似
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
。
こ

れ
を
似
せ
て
似
た
り
と
思
ひ
を
ら
ん
は
い
と
あ
ぢ
き
な
し
と
い
へ
り
。 

 
 

言
道
曰
、
こ
れ
は
歌
の
正
論
に
て
即
ち
歌
は
か
か
る
も
の
な
る
べ
け
れ
ど

今
初
学
び
の
人
、
何
に
よ
り
て
か
歌
を
詠
み
出
で
ん
。
よ
く
似
せ
た
り
と

て
似
べ
き
物
な
ら
ね
ば
、
そ
を
見
て
歌
の
文
字
数
、
姿
の
あ
ら
ま
し
、
意

の
わ
け
な
ど
見
知
る
べ
き
よ
し
、
真
淵
ぬ
し
の
い
へ
る
な
り
。
学
び
の
道

な
く
ば
、
新
学
異
見
と
題
す
る
こ
と
も
あ
ら
じ 

 
 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

言
道
は
「
光
彪
、
月
は
心
の
な
き
も
の
と
定
む
る
こ
と
い
か
が
。
景
樹
ま
た 

月
は
心
の
あ
る
も
の
と
定
む
る
も
い
か
が
。
共
に
真
心
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず 

有
も
な
し
も
共
に
定
ま
ら
ぬ
が
人
の
真
心
な
り
」
と
指
摘
し
、
こ
こ
で
は
両
者

の
立
場
に
立
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
理
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
短
を
述
べ
、
歌
の
解

釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
言
道
の
言
説
に
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。
自
説
は
、「
其

時
に
せ
ま
り
て
、
心
あ
る
方
に
い
ふ
が
人
の
詞
な
り
」「
即
ち
其
時
の
せ
ま
り
た

る
心
を
直
に
い
ふ
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
ま
た
、
時
と

し
て
、
景
樹
に
批
判
を
加
え
な
が
ら
も
、
表
現
の
原
動
力
を
「
ま
こ
と
」
を
尽

く
す
事
に
重
き
を
お
い
た
景
樹
の
歌
論
を
基
本
的
に
離
れ
る
事
は
な
い
。 

 

こ
の
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
の
論
を
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
た
の
が
、
天
保
十
四

年
頃
に
成
立
し
た
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
あ
っ
た
。
前
号
で
も
繰
り
返
し
取
り
上

げ
た
様
に
、
こ
の
冒
頭
に
、 

 
 

 
 

僕
か
り
に
木
偶
歌
（
人
形
）
と
号
け
た
る
物
あ
り
。
魂
霊
（
た
ま
し
い
）
な

く
て
姿
も
意
も
昔
の
も
の
な
り
。
か
か
る
歌
は
千
万
首
よ
め
り
と
も
、
籠

に
て
水
を
汲
む
が
ご
と
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』

 

  

と
、
今
ま
で
の
、
自
分
の
歌
の
詠
み
ぶ
り
を
「
木
偶
歌
（
人
形
）
」
と
名
付
け
、

古
人
の
歌
の
真
似
ば
か
り
し
て
き
た
魂
の
な
い
自
分
の
歌
は
、
同
様
に
魂
の
な

い
人
形
の
よ
う
な
物
で
、
す
べ
て
自
分
の
な
い
木
偶
歌
だ
っ
た
と
宣
言
し
て
い

る
。
こ
の
提
言
の
一
語
一
語
は
言
道
の
言
葉
だ
が
、
主
旨
は
、
景
樹
の
歌
論
が

（

）
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こ
の
所
光
彪
が
い
へ
る
。
真
心
を
失
へ
る
な
り
。
さ
て
は
曇
ら
ば
入
り
ね

秋
の
夜
の
月
、
も
の
い
ひ
か
は
せ
、
な
ど
よ
め
る
を
い
か
に
と
い
は
む
。

こ
れ
は
、
常
に
心
の
あ
る
も
の
と
、
月
を
思
へ
る
に
は
あ
ら
ず
。
其
時
に

せ
ま
り
て
、
心
あ
る
方
に
い
ふ
が
人
の
詞
な
り
。
こ
の
歌
に
て
は
、
も
る
こ

と
知
ら
ぬ
月
の
影
か
な
、
ま
た
、
も
る
る
も
し
ら
で
月
ぞ
か
く
る
る
、 

 

な
ど
と
急
に
い
へ
ば
、
決
定
な
れ
ど
、
真
心
を
た
が
へ
ぬ
な
り
。
即
ち
其

時
の
せ
ま
り
た
る
心
を
直
に
い
ふ
に
て
、
譬
へ
ば
わ
が
忍
び
ゐ
た
る
も
知
ら

ぬ
月
じ
ゃ
と
も
い
ひ
、
邪
魔
に
な
る
枕
か
な
、
そ
ち
ら
に
よ
れ
、
な
ど
い

ふ
こ
と
、
無
情
の
物
な
ど
に
し
か
い
ふ
常
な
り
。
則
決
定
し
て
い
ふ
は
こ

こ
に
て
深
く
思
慮
し
て
、
此
歌
の
如
く
知
ら
で
や
月
の
か
く
れ
そ
め
け
む
、

と
い
ひ
て
は
、
さ
る
た
め
し
古
歌
に
も
あ
る
べ
か
ら
ず
。
今
の
人
心
に
も

あ
る
べ
か
ら
ず
。
光
彪
が
い
へ
る
此
譬
に
て
、
比
へ
ば
、
世
を
い
と
ひ
て
、

山
に
入
り
た
ら
ん
人
を
見
あ
ら
は
し
た
る
時
な
ど
の
こ
と
に
し
て
、
か
く

あ
ら
は
る
る
も
知
ら
で
、
か
く
れ
給
ひ
け
ん
の
こ
こ
ろ
な
ら
ば
さ
も
詠
む

べ
し
。
大
ぬ
さ
に
、
月
の
桂
も
秋
は
猶
お
そ
く
い
づ
る
月
に
も
あ
る
か
な
、

の
歌
な
ど
引
き
出
で
た
る
は
当
た
ら
ぬ
い
ひ
ざ
ま
な
り
（
中
略
） 

 
 

〇
景
樹
、
新
学
異
見
に
曰
、
按
ず
る
に
こ
は
ゆ
ゆ
し
き
妄
論
な
り
。
歌
は

情
の
ゆ
く
ま
に
／
＼
ひ
と
り
調
な
り
て
思
慮
を
加
ふ
べ
き
も
の
な
ら
ね
ば 

古
に
似
せ
ん
と
す
る
暇
あ
ら
ん
や
。
も
し
こ
れ
を
似
せ
た
ら
ん
は 

や
が

て
飾
れ
る
為
の
み
。
又
、
似
せ
ん
と
し
て
、
似
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
。
こ

れ
を
似
せ
て
似
た
り
と
思
ひ
を
ら
ん
は
い
と
あ
ぢ
き
な
し
と
い
へ
り
。 

 
 

言
道
曰
、
こ
れ
は
歌
の
正
論
に
て
即
ち
歌
は
か
か
る
も
の
な
る
べ
け
れ
ど

今
初
学
び
の
人
、
何
に
よ
り
て
か
歌
を
詠
み
出
で
ん
。
よ
く
似
せ
た
り
と

て
似
べ
き
物
な
ら
ね
ば
、
そ
を
見
て
歌
の
文
字
数
、
姿
の
あ
ら
ま
し
、
意

の
わ
け
な
ど
見
知
る
べ
き
よ
し
、
真
淵
ぬ
し
の
い
へ
る
な
り
。
学
び
の
道

な
く
ば
、
新
学
異
見
と
題
す
る
こ
と
も
あ
ら
じ 

 
 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

言
道
は
「
光
彪
、
月
は
心
の
な
き
も
の
と
定
む
る
こ
と
い
か
が
。
景
樹
ま
た 

月
は
心
の
あ
る
も
の
と
定
む
る
も
い
か
が
。
共
に
真
心
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず 

有
も
な
し
も
共
に
定
ま
ら
ぬ
が
人
の
真
心
な
り
」
と
指
摘
し
、
こ
こ
で
は
両
者

の
立
場
に
立
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を
理
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
短
を
述
べ
、
歌
の
解

釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
言
道
の
言
説
に
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。
自
説
は
、「
其

時
に
せ
ま
り
て
、
心
あ
る
方
に
い
ふ
が
人
の
詞
な
り
」「
即
ち
其
時
の
せ
ま
り
た

る
心
を
直
に
い
ふ
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
ま
た
、
時
と

し
て
、
景
樹
に
批
判
を
加
え
な
が
ら
も
、
表
現
の
原
動
力
を
「
ま
こ
と
」
を
尽

く
す
事
に
重
き
を
お
い
た
景
樹
の
歌
論
を
基
本
的
に
離
れ
る
事
は
な
い
。 

 

こ
の
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
の
論
を
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
た
の
が
、
天
保
十
四

年
頃
に
成
立
し
た
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
あ
っ
た
。
前
号
で
も
繰
り
返
し
取
り
上

げ
た
様
に
、
こ
の
冒
頭
に
、 

 
 

 
 

僕
か
り
に
木
偶
歌
（
人
形
）
と
号
け
た
る
物
あ
り
。
魂
霊
（
た
ま
し
い
）
な

く
て
姿
も
意
も
昔
の
も
の
な
り
。
か
か
る
歌
は
千
万
首
よ
め
り
と
も
、
籠

に
て
水
を
汲
む
が
ご
と
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』

 

  

と
、
今
ま
で
の
、
自
分
の
歌
の
詠
み
ぶ
り
を
「
木
偶
歌
（
人
形
）
」
と
名
付
け
、

古
人
の
歌
の
真
似
ば
か
り
し
て
き
た
魂
の
な
い
自
分
の
歌
は
、
同
様
に
魂
の
な

い
人
形
の
よ
う
な
物
で
、
す
べ
て
自
分
の
な
い
木
偶
歌
だ
っ
た
と
宣
言
し
て
い

る
。
こ
の
提
言
の
一
語
一
語
は
言
道
の
言
葉
だ
が
、
主
旨
は
、
景
樹
の
歌
論
が

 

 
 

十
分
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
続
く
。 

  
 

古
人
は
師
な
り
、
吾
に
は
あ
ら
ず
、
吾
は
天
保
の
民
な
り 

古
人
に
は
あ
ら

ず
。
み
だ
り
に
古
人
を
執
す
れ
ば
、
吾
身
何
八
何
兵
衛
な
る
事
を
忘
る
。

意
の
う
は
べ
の
み
大
臣
の
如
く
な
り
て
、
よ
む
歌
さ
ぞ
尊
き
こ
と
に
て
も

あ
る
べ
け
れ
ど
（
中
略
）
或
歌
よ
み
に
諭
し
て
曰
、
真
似
な
ら
ば
易
き
物
、

歌
舞
伎
役
者
も
菅
相
公
に
な
る
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』 

 
 

 

言
道
と
い
え
ば
、
こ
の
『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
「
吾
は
天
保
の
民
な
り
、
古
人

に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
繰
り
返
し
紹
介
さ
れ
、
全
く
新
し
い
歌
論

を
繰
り
広
げ
た
如
く
に
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
佐
佐
木
信
綱
・
梅
野
満
雄

の
紹
介
以
来
で
あ
り
、
現
在
も
そ
の
言
道
評
価
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
言
道
は
、
景
樹
の
歌
論
を
引
用
し
、
一
部
は
、

自
分
の
も
の
と
し
て
咀
嚼
し
、
更
に
、
論
を
推
し
進
め
展
開
さ
せ
て
い
っ
て
お

り
、
当
時
の
時
代
の
最
先
端
の
流
れ
の
一
つ
に
乗
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。 

 

「
吾
は
天
保
の
民
な
り
、
古
人
に
は
あ
ら
ず
」
の
フ
レ
ー
ズ
に
関
し
て
も
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
常
に
、
言
道
の
歌
論
を
代
表
す
る
が
如
く
に
、
先
学
に
言

わ
れ
て
き
た
が
、
実
は
、
こ
の
時
代
の
新
た
な
息
吹
の
は
じ
ま
り
が
既
に
あ
っ

た
。 

 

丹
羽
亀
山
支
藩
の
勘
定
方
で
、
桂
園
派
の
歌
人
小
野
務
（
柿
園
）
で
あ
る
。

彼
の
随
筆
集
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
『
柿
園
随
筆
』
（
『
小
野
務
家

集
』
九
大
図
書
館
蔵
）
に
は
、
言
道
と
同
様
の
発
想
と
文
言
が
、
随
所
に
見
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
柿
園
随
筆
』
の
中
の
「
近
き
よ
の
人
の
さ
た
」

の
項
に
於
い
て
で
あ
る
。 

  
 

北
村
法
印
季
吟
は
よ
く
先
達
の
説
を
つ
た
へ
ら
れ
た
り
。
園
珠
庵
阿
闍
梨

契
沖
は
博
学
に
て
古
学
の
祖
な
り
。
本
居
翁
は
、
古
書
注
釈
確
論
お
ほ
し
。

こ
の
三
人
歌
は
よ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
。
岡
部
翁
真
淵
は
近
来
の
歌
の
上
手

な
り
。
さ
れ
ど
、
い
に
し
へ
に
な
づ
め
る
は
そ
の
弊
な
り
（
中
略
） 

香
川
大
人
貫
之
躬
恒
を
と
な
へ
て
、
文
化
の
人
は
文
化
の
風
を
よ
め
と
て
、

岡
部
翁
の
古
に
な
づ
め
る
を
、
や
ぶ
ら
れ
た
る
は
い
み
じ
き
功
な
り
。
さ

れ
ど
俗
語
を
好
み
て
よ
め
る
こ
と
は
そ
の
弊
な
る
べ
し
。
『
柿
園
随
筆
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
文
化
年
間
の
人
は
文
化
年
間
に
生
き
た
証
の
風

を
よ
め
」
と
い
う
こ
の
論
は
、
景
樹
か
ら
門
下
へ
、
務
へ
と
伝
わ
っ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
小
野
務
の
『
柿
園
随
筆
』
を
直
接
的
に
は
、
言
道
は
見
な
い
ま

で
も
、
こ
の
時
代
の
風
潮
は
十
分
摂
取
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
文
化
の
人
」

を
言
道
の
「
天
保
の
民
」
に
、
替
え
る
と
「
天
保
の
民
は
天
保
の
風
を
よ
め
」

と
な
り
得
る
。
言
道
は
こ
の
流
れ
に
乗
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
桂
園
派
の
諸
歌

論
を
前
提
に
し
て
、
ま
さ
に
「
天
保
の
民
」
な
ら
で
は
の
歌
を
歌
う
こ
と
、
こ

れ
こ
そ
に
真
の
眼
目
を
置
い
て
い
た
。 

次
の
よ
う
に
、
言
道
は
気
焔
を
吐
く
。 

  
 

善
歌
よ
ま
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
心
よ
り
は
じ
む
べ
し
。
心
を
種
と
し
て
吾
歌

を
詠
ず
る
に
、
俚
心
俗
意
も
と
よ
り
に
て
い
ま
だ
風
姿
髣
髴
た
る
事
を
不

得
、
年
を
経
月
に
わ
た
り
て
漸
に
す
こ
し
づ
つ
古
人
に
近
づ
く
。
全
く
不

似
を
以
て
古
人
に
ち
か
し
と
す
。
古
人
に
よ
く
に
た
る
を
以
て
古
人
に
遠

（

）
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し
と
す
。
古
歌
を
学
ぶ
道
の
い
と
／
＼
は
る
か
な
る
を
し
る
べ
し 

 
 

〇
歌
は
身
分
と
別
に
引
き
は
な
つ
も
の
に
あ
ら
ず
（
中
略
） 

 
 

〇
強
て
雅
を
か
ざ
り
偽
は
ら
ば
後
人
に
天
保
の
御
世
を
く
ら
ま
す
な
り 

後
よ
り
み
て
も
天
保
年
間
は
如
斯
あ
り
し
と
歌
の
趣
に
い
ち
じ
る
し
く
見

え
ん
こ
そ
歌
の
正
道
に
て
あ
ら
ま
ほ
し
き
わ
ざ
な
れ 

 

『
ひ
と
り
ご
ち
』

 

  

こ
の
よ
う
に
「
天
保
」
と
い
う
、
自
分
が
今
生
き
て
い
る
時
代
そ
の
も
の
に

こ
だ
わ
り
「
後
よ
り
み
て
も
天
保
年
間
は
如
斯
あ
り
し
と
歌
の
趣
に
い
ち
じ
る

し
く
見
え
ん
こ
そ
歌
の
正
道
」
と
し
、
ま
た
ひ
い
て
は
自
分
の
「
歌
は
身
分
と

別
に
引
き
は
な
つ
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
身
分
に
お
い
て
も
、
我
が
立
場
を
弁
え
、

そ
の
立
場
で
の
表
現
を
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。 

「
先
づ
心
よ
り
は
じ
む
べ
し
。
心
を
種
と
し
て
吾
歌
を
詠
ず
る
」
と
、『
古
今

集
』
序
の
「
心
の
種
」
論
を
踏
ま
え
つ
つ
一

、
「
博
多
に
住
み
な
が
ら
そ
の
地
を

詠
め
る
歌
当
世
少
な
き
は
何
ぞ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
我
が
住
ん
で
い
る
居
所
も
、

時
代
も
、
身
分
も
、
自
分
の
「
真
の
歌
」
を
表
現
す
る
術
そ
の
も
の
で
あ
る
事

を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
景
樹
、
務
の
論
を
、
更
に
具
体
的
に
推
し
進

め
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。 

こ
れ
を
言
道
自
身
が
歌
の
実
作
に
於
い
て
実
践
す
る
と 

  
 

〇
己
れ
が
歌
を
卑
し
と
い
ふ
人
あ
り
。
下
賎
な
れ
ば
さ
も
在
べ
し
。
又
異

体
な
り
と
云
人
あ
り
（
中
略
）
物
に
触
れ
事
に
依
り
て
、
即
座
に
感
発
す
る

咏
嘆
な
り
。
詞
の
近
古
な
ど
を
撰
む
暇
あ
ら
ん
や
。
今
日
独
言
し
て
嘯
き

あ
る
く
が
歌
の
元
な
れ
ば
、
歌
を
以
て
歌
と
す
る
は
天
地
の
た
が
ひ
あ
る

こ
と
を
知
る
べ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』 

  

我
が
歌
は
「
異
体
」
と
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
物
に
触
れ
事
に
依
り

て
、
即
座
に
感
発
す
る
咏
嘆
な
り
」
、
「
独
言
し
て
嘯
き
あ
る
く
が
歌
の
元
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
時
そ
の
時
で
即
座
に
感
じ
て
発
す
る
言
葉
が
歌

で
あ
り
、
独
り
ご
と
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
の
が
歌
だ
と
述
べ
て
い
る
。
他
に
も

「
自
が
誠
忠
よ
り
ふ
と
言
ひ
出
る
な
れ
ば
自
然
の
物
と
い
ふ
べ
し
。
其
独
言
則

ち
咏
磋
な
れ
ば
歌
な
り
。
こ
れ
は
作
り
物
に
あ
ら
ず
。」
と
述
べ
て
お
り
、
言
道

の
歌
論
書
の
名
も
こ
の
「
独
言
」
つ
ま
り
「
ひ
と
り
ご
ち
」
か
ら
き
た
と
推
察

で
き
る
。 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』
か
ら
五
年
ほ
ど
経
っ
た
こ
の
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
の
景
樹

へ
の
評
価
は
、 

  
 

京
師
香
川
景
樹
が
云
、
歌
は
思
慮
を
加
ふ
べ
き
物
な
ら
ね
ば
、
い
に
し
へ

に
似
せ
ん
と
す
る
暇
あ
ら
ん
や
。
吾
こ
れ
を
似
せ
た
ら
ば
、
や
が
て
飾
れ

る
為
の
み
。
又
似
せ
ん
と
し
て
似
べ
き
物
な
ら
ん
や
…
と
言
へ
り
。
ま
こ

と
に
し
か
な
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』 

  

と
引
用
す
る
な
ど
、
一
貫
し
て
景
樹
を
規
範
と
し
肯
定
し
て
き
て
い
る
。
そ

の
反
対
に
、「
鈴
屋
翁
（
宣
長
）
の
う
ひ
山
ぶ
み
に
歌
の
論
あ
り
。
そ
の
論
う
た

を
作
り
物
に
許
し
た
る
趣
な
れ
ば 

己
は
と
ら
ず
」
と
、
鈴
屋
翁
の
歌
論
を
否

定
し
、
言
道
の
宣
長
批
判
は
強
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
言
道
の
歌
論
が
、

方
向
性
を
持
っ
て
ま
す
ま
す
固
ま
っ
て
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

三 

（
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し
と
す
。
古
歌
を
学
ぶ
道
の
い
と
／
＼
は
る
か
な
る
を
し
る
べ
し 

 
 

〇
歌
は
身
分
と
別
に
引
き
は
な
つ
も
の
に
あ
ら
ず
（
中
略
） 

 
 

〇
強
て
雅
を
か
ざ
り
偽
は
ら
ば
後
人
に
天
保
の
御
世
を
く
ら
ま
す
な
り 

後
よ
り
み
て
も
天
保
年
間
は
如
斯
あ
り
し
と
歌
の
趣
に
い
ち
じ
る
し
く
見

え
ん
こ
そ
歌
の
正
道
に
て
あ
ら
ま
ほ
し
き
わ
ざ
な
れ 

 

『
ひ
と
り
ご
ち
』

 

  

こ
の
よ
う
に
「
天
保
」
と
い
う
、
自
分
が
今
生
き
て
い
る
時
代
そ
の
も
の
に

こ
だ
わ
り
「
後
よ
り
み
て
も
天
保
年
間
は
如
斯
あ
り
し
と
歌
の
趣
に
い
ち
じ
る

し
く
見
え
ん
こ
そ
歌
の
正
道
」
と
し
、
ま
た
ひ
い
て
は
自
分
の
「
歌
は
身
分
と

別
に
引
き
は
な
つ
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
身
分
に
お
い
て
も
、
我
が
立
場
を
弁
え
、

そ
の
立
場
で
の
表
現
を
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。 

「
先
づ
心
よ
り
は
じ
む
べ
し
。
心
を
種
と
し
て
吾
歌
を
詠
ず
る
」
と
、『
古
今

集
』
序
の
「
心
の
種
」
論
を
踏
ま
え
つ
つ
一

、
「
博
多
に
住
み
な
が
ら
そ
の
地
を

詠
め
る
歌
当
世
少
な
き
は
何
ぞ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
我
が
住
ん
で
い
る
居
所
も
、

時
代
も
、
身
分
も
、
自
分
の
「
真
の
歌
」
を
表
現
す
る
術
そ
の
も
の
で
あ
る
事

を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
景
樹
、
務
の
論
を
、
更
に
具
体
的
に
推
し
進

め
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。 

こ
れ
を
言
道
自
身
が
歌
の
実
作
に
於
い
て
実
践
す
る
と 

  
 

〇
己
れ
が
歌
を
卑
し
と
い
ふ
人
あ
り
。
下
賎
な
れ
ば
さ
も
在
べ
し
。
又
異

体
な
り
と
云
人
あ
り
（
中
略
）
物
に
触
れ
事
に
依
り
て
、
即
座
に
感
発
す
る

咏
嘆
な
り
。
詞
の
近
古
な
ど
を
撰
む
暇
あ
ら
ん
や
。
今
日
独
言
し
て
嘯
き

あ
る
く
が
歌
の
元
な
れ
ば
、
歌
を
以
て
歌
と
す
る
は
天
地
の
た
が
ひ
あ
る

こ
と
を
知
る
べ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』 

  

我
が
歌
は
「
異
体
」
と
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
物
に
触
れ
事
に
依
り

て
、
即
座
に
感
発
す
る
咏
嘆
な
り
」
、
「
独
言
し
て
嘯
き
あ
る
く
が
歌
の
元
」
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
時
そ
の
時
で
即
座
に
感
じ
て
発
す
る
言
葉
が
歌

で
あ
り
、
独
り
ご
と
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
の
が
歌
だ
と
述
べ
て
い
る
。
他
に
も

「
自
が
誠
忠
よ
り
ふ
と
言
ひ
出
る
な
れ
ば
自
然
の
物
と
い
ふ
べ
し
。
其
独
言
則

ち
咏
磋
な
れ
ば
歌
な
り
。
こ
れ
は
作
り
物
に
あ
ら
ず
。」
と
述
べ
て
お
り
、
言
道

の
歌
論
書
の
名
も
こ
の
「
独
言
」
つ
ま
り
「
ひ
と
り
ご
ち
」
か
ら
き
た
と
推
察

で
き
る
。 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』
か
ら
五
年
ほ
ど
経
っ
た
こ
の
『
ひ
と
り
ご
ち
』
で
の
景
樹

へ
の
評
価
は
、 

  
 

京
師
香
川
景
樹
が
云
、
歌
は
思
慮
を
加
ふ
べ
き
物
な
ら
ね
ば
、
い
に
し
へ

に
似
せ
ん
と
す
る
暇
あ
ら
ん
や
。
吾
こ
れ
を
似
せ
た
ら
ば
、
や
が
て
飾
れ

る
為
の
み
。
又
似
せ
ん
と
し
て
似
べ
き
物
な
ら
ん
や
…
と
言
へ
り
。
ま
こ

と
に
し
か
な
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』 

  

と
引
用
す
る
な
ど
、
一
貫
し
て
景
樹
を
規
範
と
し
肯
定
し
て
き
て
い
る
。
そ

の
反
対
に
、「
鈴
屋
翁
（
宣
長
）
の
う
ひ
山
ぶ
み
に
歌
の
論
あ
り
。
そ
の
論
う
た

を
作
り
物
に
許
し
た
る
趣
な
れ
ば 

己
は
と
ら
ず
」
と
、
鈴
屋
翁
の
歌
論
を
否

定
し
、
言
道
の
宣
長
批
判
は
強
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
言
道
の
歌
論
が
、

方
向
性
を
持
っ
て
ま
す
ま
す
固
ま
っ
て
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

三 

 

 
 

 

と
こ
ろ
で
、
言
道
の
歌
論
へ
の
影
響
で
、
景
樹
と
共
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
が
、
日
田
咸
宜
園
の
広
瀬
淡
窓
二

で
あ
る
。
淡
窓
は
、
二
川
相
近
と
同
じ
亀
井

門
で
、
言
道
が
淡
窓
の
門
を
叩
い
た
天
保
十
年
の
二
年
前
、
天
保
八
年
に
淡
窓

の
『
遠
思
楼
詩
鈔
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
大
変
評
判
が
高
か
っ
た
た

め
、
言
道
も
当
然
目
を
通
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
相
近
の
師
説
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
そ
れ
に
繋
が
る
淡
窓
の
言
説
を
か
な
り
詠
み
込
ん
だ
あ
と
の
天
保
十

年
四
月
、
四
二
歳
で
の
遅
い
入
門
で
あ
っ
た
。 

 

言
道
の
在
塾
の
様
子
は
、
言
道
の
門
下
の
野
村
も
と
（
望
東
尼
）
三

の
『
講
歌

集
』
や
、『
扶
桑
会
雑
記
』
に
詳
し
い
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
白
楽
天
の
詩
や
蘇

東
坡
の
詩
の
講
義
を
受
け
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
、
ま
た
、
言
道
は
こ
こ
で
知
遇

を
得
て
来
賓
扱
い
に
な
っ
た
と
あ
る
。
言
道
の
淡
窓
へ
の
入
門
の
目
的
や
彼
の

受
け
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
言
及
が
あ
る
四

が
、
や
は
り
、
言
道
は
漢
詩

の
指
導
を
仰
ぐ
目
的
を
も
っ
て
、
当
時
名
声
の
高
か
っ
た
淡
窓
の
門
に
入
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
漢
詩
の
基
本
を
初
め
て
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
淡
窓
の
門

下
生
と
な
っ
て
、
漢
詩
漢
文
の
造
詣
を
更
に
深
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

実
際
の
滞
在
は
二
十
日
程
度
で
、
一
ヶ
月
に
も
満
た
な
か
っ
た
が
、
淡
窓
か
ら

詩
学
に
関
す
る
理
念
の
教
示
を
受
け
、
多
く
を
修
学
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
淡
窓
は
詩
の
世
界
で
自
己
の
天
分
を
尊
重
し
、
言
道
は
和
歌
の
世
界
で
故

人
の
模
倣
を
否
定
し
て
、
個
性
を
尊
重
し
て
い
る
点
で
共
鳴
し
合
っ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
こ
と
さ
ら
言
道
に
と
っ
て
は
、
思
案
中
の
我
が
歌
論
を
根
本
か
ら

再
確
認
す
る
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
、
入
門
の
最
大
の
目
的
と
し
て
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
私
は
推
察
す
る
五

。
何
故
な
ら
、
淡
窓
と
の
出
会
い
の
後
、
自
分

が
求
め
て
い
た
歌
風
や
理
念
に
確
信
を
得
た
の
か
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
の
天

保
十
年
ご
ろ
に
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
が
成
り
、
そ
し
て
、
そ
の
草
稿
を
も
と
に
、

更
に
『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
執
筆
に
取
り
掛
か
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。『
ひ
と
り

ご
ち
』
の
完
成
は
そ
の
四
～
五
年
後
と
な
る
。 

日
田
を
去
っ
た
後
も
、
淡
窓
と
の
交
流
は
続
き
、
天
保
十
三
年
三
月
、
淡
窓

は
、
福
岡
今
泉
の
言
道
の
自
宅
池
萍
堂
を
来
訪
、
そ
の
時
の
こ
と
を
淡
窓
は
詩

に
残
し
て
い
る
。
ま
た
弟
の
広
瀬
旭
荘
と
も
縁
が
あ
り
、
後
に
言
道
が
、『
草
径

集
』
出
版
の
た
め
に
大
阪
に
滞
在
し
、
奈
良
の
月
ケ
瀬
へ
と
、
文
人
墨
客
の
跡

に
杖
を
つ
い
た
時
、
そ
の
旅
の
宿
「
騎
鶴
楼
」
で
、
く
し
く
も
同
じ
宿
帳
に
、

旭
荘
は
漢
詩
と
絵
を
、
暫
く
し
て
言
道
は
和
歌
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
六

。 

 

と
こ
ろ
で
、
次
に
、
当
時
わ
が
国
で
も
流
行
し
て
い
た
、
清
の
乾
隆
壬
子
刻
、

袁
枚
著
の
『
随
園
詩
話
』
の
影
響
も
考
え
た
い
。
言
道
の
歌
論
の
形
態
は
、
中

国
の
詩
話
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
既
に
種
々
論
じ
ら
れ
て
お
り
七

、

淡
窓
も
言
道
も
個
性
の
発
揮
を
重
ん
じ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
袁
枚
も
個
性
を

尊
重
し
て
お
り
、
特
に
、
性
情
の
発
露
を
重
ん
じ
た
袁
枚
は
、「
凡
作
詩
者
、
各

有
身
分
、
又
各
有
心
胸
」
と
述
べ
、
詩
は
作
者
の
身
分
や
心
に
相
応
し
て
詠
ま

れ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
八

。 

 

身
分
、
性
情
に
応
じ
た
詩
と
は
、
前
述
し
た
言
道
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
歌
は

身
分
と
別
に
引
き
は
な
つ
も
の
に
あ
ら
ず
（
中
略
）
強
て
雅
を
か
ざ
り
偽
は
ら

ば
後
人
に
天
保
の
御
世
を
く
ら
ま
す
な
り 

後
よ
り
み
て
も
天
保
年
間
は
如
斯

あ
り
し
と
歌
の
趣
に
い
ち
じ
る
し
く
見
え
ん
こ
そ
歌
の
正
道
に
て
あ
ら
ま
ほ
し

き
わ
ざ
な
れ
」「
博
多
に
住
み
な
が
ら 

そ
の
地
を
詠
め
る
歌
当
世
少
な
き
は
何

ぞ
」
な
ど
随
所
に
で
て
く
る
理
念
で
あ
る
。 

 

淡
窓
に
も
同
様
の
理
念
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
淡
窓
は
、
当
時
流
行
し
た

『
随
園
詩
話
』
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た

（

）
七

二）

三）

四）

五）

八）

七）

六）
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が
っ
て
淡
窓
は
袁
枚
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
袁
枚
の
思
想

が
淡
窓
を
通
じ
て
言
道
の
歌
論
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
九

。 

 
さ
て
、
『
ひ
と
り
ご
ち
』
九
節
に
、
宋
末
の
周
南
峰
之
詩
の
引
用
が
あ
る
。 

  
 
 

閑
閲
風
騒
萬
巻
詩 

 

枯
花
摘
葉
尚
新
奇 

 
 
 

莫
嫌
句
裏
無
唐
律 

 

唐
句
吟
成
不
入
時 

こ
の
詩
い
か
に
も
感
ず
る
に
堪
え
た
り 

さ
れ
ど
新
奇
の
み
を
求
む
を 

わ
ざ
に
し
て
止
ま
ら
ん
や 

吾
心
の
置
所
定
ま
り
た
る
上
は 

是
よ
り

こ
そ 

己
が
磋
嘆
と
歌
と
等
し
く
な
ら
ん
の
場
所
に
出
た
る
な
れ
ば 

今
の
う
た
よ
き
こ
と
い
ま
だ
す
く
な
し 

 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』 

  

こ
の
「
周
南
峰
」
は
、『
聯
珠
詩
格
』
五
巻
（
『
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
』
所
収
）

中
の
「
用
莫
嫌
字
格
」
の
項
「
読
詩
周
南
峰
」
で
、
言
道
が
引
用
し
た
詩
が
出

て
く
る
。
こ
の
『
聯
珠
詩
格
』
は
、
詩
仏
（
大
窪
天
民
）
に
よ
る
和
刻
で
文
化

元
年
刊
に
出
さ
れ
た
も
の
と
、
須
静
主
人
に
よ
る
天
保
二
年
に
出
さ
れ
た
も
の

が
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
言
道
が
見
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

言
道
は
好
ん
で
「
陶
淵
明
の
詩
」
や
「
鄭
板
橋
の
詩
」
等
を
揮
毫
し
た
り
、
和

歌
の
題
に
も
採
用
し
て
い
る
。 

ま
た
、
言
道
は
『
ひ
と
り
ご
ち
』
九
節
に
、
明
の
陳
留
謝
肇
淛
著
の
『
五
雑

組(

俎)

』
を
引
用
し
て
い
る
。「
五
雑
組
と
云
ふ
書
に
、
畫
中
の
人
に
書
法
を
論

ず
る
所
に
曰
、
畫
に
似
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、
こ
こ
を
さ
る
事
い
よ
〳
〵
遠

し
と
い
へ
り
」
と
あ
り
、 

こ
れ
は
、
『
五
雑
組
』
巻
七
人
部
三(

寛
文
元
年
明
版
覆
刻
・
和
刻
本
漢
籍
随

筆
集)

の
「
書
学
」
の
項
に
あ
る
。 

 

「
右
将
軍(

王
義
之)

初
学
衛
夫(

中
略)

詩
家
畫
家
文
章
家
皆
当
識
破
不
独

書
也
」 

「
右
軍(

王
義
之)

蘭
亭
書(

中
略)

学
之
不
肯
佳
畫
畫
求
似
也
」「
此
是
善
学

古
人
者
如
必
畫
畫
求
似
如
優
孟
之
」 

「
臨
古
人
書
者
須
先
得
其
大
意
、
自
首
至
尾
従
容
玩
味
看
其
用
筆
之
法
従

何
従
何
起
耕
作
何
結
」 

「
体
勢
法
度
一
一
身
処
其
地
而
彷
彿
如
見
之
如
此
既
久
方
可
下
筆
下
筆
之

時
亦
勿
求
酷
似
」 

「
一
點
一
畫
心
求
肖
合
余
笑
臨
字
如
人
結
胎
」 

「
點
點
畫
畫
求
之
去
愈
遠
」 

 

こ
の
概
略
は
、
王
義
之
の
蘭
亭
の
書
を
唐
か
ら
元
ま
で
の
間
に
、
臨
摸
し
た

人
は
た
く
さ
ん
お
り
、
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
心
に
近
づ
け
る
と
こ
ろ
ま
で
就

い
て
学
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
一
点
一
画
ま
で
似
る
事
を
求
め
よ
う
と
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
よ
く
古
人
を
ま
な
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
し
、

一
点
一
画
ま
で
必
ず
模
倣
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
ら
、
そ
の
心
は
、
い
よ
い

よ
遠
く
離
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

く
し
く
も
、
先
人
の
歌
の
物
ま
ね
ば
か
り
す
る
「
木
偶
歌
」
を
捨
て
た
言
道

が
、
ま
さ
に
目
指
し
て
い
た
理
念
で
あ
っ
た
。
言
道
の
心
に
響
い
た
テ
ー
マ
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
言
道
の
提
言
の
一
例
と
し
て
こ
れ
を
直
接
採
り
上
げ
た
の
だ
。

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
言
道
は
、
宋
か
ら
明
の
随
筆
に
も
、
大
変
興
味
が

あ
り
、
よ
く
読
ん
で
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
伺
え
る
。
実
は
、
『
五
雑
組
』
に
は
、

先
に
述
べ
た
「
を
さ
な
さ
（
幼
さ
）
」
か
ら
繋
が
っ
て
く
る
「
童
心
の
説
」
を
説

（

）
八

九）
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が
っ
て
淡
窓
は
袁
枚
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
袁
枚
の
思
想

が
淡
窓
を
通
じ
て
言
道
の
歌
論
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
九

。 

 

さ
て
、
『
ひ
と
り
ご
ち
』
九
節
に
、
宋
末
の
周
南
峰
之
詩
の
引
用
が
あ
る
。 

  
 
 

閑
閲
風
騒
萬
巻
詩 

 

枯
花
摘
葉
尚
新
奇 

 
 
 

莫
嫌
句
裏
無
唐
律 

 

唐
句
吟
成
不
入
時 

こ
の
詩
い
か
に
も
感
ず
る
に
堪
え
た
り 

さ
れ
ど
新
奇
の
み
を
求
む
を 

わ
ざ
に
し
て
止
ま
ら
ん
や 

吾
心
の
置
所
定
ま
り
た
る
上
は 

是
よ
り

こ
そ 

己
が
磋
嘆
と
歌
と
等
し
く
な
ら
ん
の
場
所
に
出
た
る
な
れ
ば 

今
の
う
た
よ
き
こ
と
い
ま
だ
す
く
な
し 

 
 
 
 

『
ひ
と
り
ご
ち
』 

  

こ
の
「
周
南
峰
」
は
、『
聯
珠
詩
格
』
五
巻
（
『
唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
』
所
収
）

中
の
「
用
莫
嫌
字
格
」
の
項
「
読
詩
周
南
峰
」
で
、
言
道
が
引
用
し
た
詩
が
出

て
く
る
。
こ
の
『
聯
珠
詩
格
』
は
、
詩
仏
（
大
窪
天
民
）
に
よ
る
和
刻
で
文
化

元
年
刊
に
出
さ
れ
た
も
の
と
、
須
静
主
人
に
よ
る
天
保
二
年
に
出
さ
れ
た
も
の

が
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
か
を
言
道
が
見
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

言
道
は
好
ん
で
「
陶
淵
明
の
詩
」
や
「
鄭
板
橋
の
詩
」
等
を
揮
毫
し
た
り
、
和

歌
の
題
に
も
採
用
し
て
い
る
。 

ま
た
、
言
道
は
『
ひ
と
り
ご
ち
』
九
節
に
、
明
の
陳
留
謝
肇
淛
著
の
『
五
雑

組(

俎)

』
を
引
用
し
て
い
る
。「
五
雑
組
と
云
ふ
書
に
、
畫
中
の
人
に
書
法
を
論

ず
る
所
に
曰
、
畫
に
似
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、
こ
こ
を
さ
る
事
い
よ
〳
〵
遠

し
と
い
へ
り
」
と
あ
り
、 

こ
れ
は
、
『
五
雑
組
』
巻
七
人
部
三(

寛
文
元
年
明
版
覆
刻
・
和
刻
本
漢
籍
随

筆
集)

の
「
書
学
」
の
項
に
あ
る
。 

 

「
右
将
軍(

王
義
之)

初
学
衛
夫(

中
略)

詩
家
畫
家
文
章
家
皆
当
識
破
不
独

書
也
」 

「
右
軍(

王
義
之)

蘭
亭
書(

中
略)

学
之
不
肯
佳
畫
畫
求
似
也
」「
此
是
善
学

古
人
者
如
必
畫
畫
求
似
如
優
孟
之
」 

「
臨
古
人
書
者
須
先
得
其
大
意
、
自
首
至
尾
従
容
玩
味
看
其
用
筆
之
法
従

何
従
何
起
耕
作
何
結
」 

「
体
勢
法
度
一
一
身
処
其
地
而
彷
彿
如
見
之
如
此
既
久
方
可
下
筆
下
筆
之

時
亦
勿
求
酷
似
」 

「
一
點
一
畫
心
求
肖
合
余
笑
臨
字
如
人
結
胎
」 

「
點
點
畫
畫
求
之
去
愈
遠
」 

 

こ
の
概
略
は
、
王
義
之
の
蘭
亭
の
書
を
唐
か
ら
元
ま
で
の
間
に
、
臨
摸
し
た

人
は
た
く
さ
ん
お
り
、
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
心
に
近
づ
け
る
と
こ
ろ
ま
で
就

い
て
学
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
一
点
一
画
ま
で
似
る
事
を
求
め
よ
う
と
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
よ
く
古
人
を
ま
な
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
し
、

一
点
一
画
ま
で
必
ず
模
倣
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
ら
、
そ
の
心
は
、
い
よ
い

よ
遠
く
離
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

く
し
く
も
、
先
人
の
歌
の
物
ま
ね
ば
か
り
す
る
「
木
偶
歌
」
を
捨
て
た
言
道

が
、
ま
さ
に
目
指
し
て
い
た
理
念
で
あ
っ
た
。
言
道
の
心
に
響
い
た
テ
ー
マ
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
言
道
の
提
言
の
一
例
と
し
て
こ
れ
を
直
接
採
り
上
げ
た
の
だ
。

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
言
道
は
、
宋
か
ら
明
の
随
筆
に
も
、
大
変
興
味
が

あ
り
、
よ
く
読
ん
で
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
伺
え
る
。
実
は
、
『
五
雑
組
』
に
は
、

先
に
述
べ
た
「
を
さ
な
さ
（
幼
さ
）
」
か
ら
繋
が
っ
て
く
る
「
童
心
の
説
」
を
説

 

 
 

い
た
李
卓
吾
（
李
贄
）

一
〇

の
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
李
贄
先
仕
官
至
太
守
而
後
削
髪
為
僧
又
不
居
山
寺
而
遨
遊
四
方
以
干
権
貴

人
多
畏
其
口
而
善
待
之
」
人
部
四
（
巻
八
） 

「
李
贄
達
観
是
也
其
不
然
者
辛
而
免
耳
」
事
部
一
（
巻
一
三
） 

 

彼
は
、
明
時
代
の
異
端
邪
説
の
人
と
し
て
、
或
い
は
、
妖
人
と
し
て
、「
李
贄
」

の
名
で
、
『
明
史
』
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
五
雑
組
』
の
こ
の
部
分
を
も

言
道
も
実
際
に
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
高
い
。
と
す
る
と
、
直
接
的
で
は
な
い

に
し
て
も
、
明
儒
の
思
考
の
流
れ
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
も
、
日
本
の
一
地
方
歌

人
に
ま
で
及
ん
で
行
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
李
卓
吾
の
「
童
心
の
説
」
が
、

直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
距
離
も
時
間
も
遠
く
離
れ
た
言
道
に
ま
で
影

響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
代
は
確
実
に
、
こ
れ
ら
を
迎
え

る
準
備
が
出
来
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。 

 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』
三
節
に 

言
を
飾
ら
ず
し
て
、
お
の
が
心
を
い
ふ
な
れ
ば
、
無
情
の
物
に
も
こ
こ
ろ

あ
る
が
ご
と
く
い
ふ
。
ま
た
、
を
さ
な
く
い
ふ
、
こ
れ
ぞ
歌
の
本
心
な
り

け
る 

と
あ
り
、「
幼
さ
」
の
感
性
で
純
粋
に
感
動
す
る
心
、
ほ
と
ば
し
る
心
の
動
き
を

重
視
し
て
い
る
点
と
も
実
に
呼
応
す
る
の
で
あ
る
。 

当
時
の
詩
壇
は
、
陽
明
学
の
老
荘
観
に
影
響
さ
れ
、
殊
に
陽
明
学
左
派
の
「
胸

中
よ
り
ほ
と
ば
し
る
憤
り
」
に
ま
か
せ
た
思
想
は
、
王
竜
渓
を
経
て
、
李
卓
吾

へ
と
受
け
継
が
れ
、「
憤
り
」
は
、「
作
者
個
人
の
内
面
か
ら
あ
ふ
れ
出
す
情
感
」

と
し
て
の
「
憤
り
」
、
つ
ま
り
、
「
個
人
の
内
面
的
感
情
の
放
出
」
と
な
り
、
そ

れ
が
老
荘
思
想
と
し
て
、
春
台
や
樗
山
な
ど
に
受
け
継
が
れ
、
秋
成
辺
り
に
ま

で
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
っ
た
一
一

。 

こ
れ
を
さ
ら
に
、
言
道
の
歌
論
に
於
い
て
延
長
し
て
考
え
て
み
る
と
、
様
々

な
現
象
に
気
づ
く
。
も
と
も
と
は
「
憤
り
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、「
作
者
個
人
の

内
面
か
ら
あ
ふ
れ
出
す
情
感
」
と
な
り
、「
個
人
の
内
面
的
感
情
の
放
出
」
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
「
ほ
と
ば
し
り
出
る
心
」
は
、
詩
壇
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

当
然
な
が
ら
、
和
文
、
和
学
、
和
歌
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
一
二

。
景
樹
の

歌
論
の
影
響
が
強
い
言
道
に
お
い
て
は
、
こ
と
さ
ら
そ
の
風
潮
は
強
く
、
言
道

の
歌
論
『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
眼
目
の
、
幼
き
「
心
の
発
露
」
へ
と
連
綿
と
続
く

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

四 

  

既
に
考
察
し
て
き
た
通
り
、
言
道
は
、
相
近
、
景
樹
、
淡
窓
、
袁
枚
な
ど
か

ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。『
こ
ぞ
の
ち
り
』
や
『
ひ
と
り

ご
ち
』
の
理
念
が
、
凡
そ
先
人
の
研
究
の
上
に
構
築
さ
れ
た
思
想
で
あ
っ
た
に

せ
よ
、
言
道
の
特
記
す
べ
き
点
は
、
そ
れ
ら
を
十
分
に
咀
嚼
し
、
自
分
の
置
か

れ
た
立
場
か
ら
の
歌
論
の
発
信
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

『
古
今
集
』
仮
名
序
の
精
神
を
摂
取
し
、「
心
の
種
」
の
精
神
に
裏
付
け
ら
れ

た
、
仮
名
序
の
指
針
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
言
道
の
生
き
て
い
る
当
時
に
即
し
て

新
た
に
解
釈
し
、
現
代
に
も
通
じ
る
歌
論
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
点
が
、
大

い
に
評
価
出
来
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
古
今
集
の
時
代
の
歌
の
心
を
今
の

言
葉
に
言
い
換
え
、
新
し
く
解
釈
し
、
古
今
集
の
精
神
を
、
時
代
に
即
し
て
、

新
た
な
時
代
に
お
け
る
古
今
集
の
精
神
の
復
古
の
発
信
が
出
来
て
い
る
点
で
あ

（
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る
。 し

か
も
、
歌
論
だ
け
が
先
行
し
て
い
な
い
、
歌
論
の
実
践
が
伴
っ
た
歌
人
で

あ
っ
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
道
の
言
道
た
る
新
し
さ
は
、
古
典
に
裏
付
け

さ
れ
た
歌
論
と
と
も
に
、
実
作
に
お
い
て
、
古
今
集
の
時
代
に
即
し
た
現
代
版

で
あ
り
、
言
道
の
時
代
に
於
い
て
は
、
感
動
の
有
り
ど
こ
ろ
も
変
わ
り
、
新
体

は
、
異
体
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
心
に
感
ず
る
ま
ま
に
詠
ず
る
こ
と
は
古

今
集
の
精
神
と
等
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。 

そ
の
結
果
、
心
の
つ
ぶ
や
き
の
ま
ま
の
歌
は
異
体
で
あ
り
、
新
体
で
あ
り
、

斬
新
で
あ
り
得
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
道
は
、
魂
の
こ
も
っ
て
い

な
い
木
偶
歌
か
ら
離
脱
し
、
心
を
今
の
言
葉
に
乗
せ
て
、
よ
う
や
く
、
自
分
の

歌
に
個
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
言
道
は
自
分
の
生

き
た
時
代
を
捉
え
、
そ
こ
に
十
分
に
心
を
働
か
せ
て
独
自
の
感
性
を
発
揮
し
て

い
っ
た
。 

言
道
が
具
象
を
好
み
眼
前
の
観
察
力
に
す
ぐ
れ
、
物
事
を
ま
っ
す
ぐ
に
見
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
自
己
の
実
感
を
大
切
に
温
め
、
感
性
を
磨
き
続
け
る
努

力
を
行
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、「
実
感
」
や
「
感
性
」
が
古
典
に
裏

付
け
さ
れ
伝
統
に
則
っ
た
新
し
さ
で
あ
る
と
言
う
確
信
を
持
つ
た
め
に
、「
雅
言
」

を
学
び
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
後

に
し
か
、
我
が
心
を
表
わ
す
言
葉
は
出
て
こ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し

て
言
道
が
、
ま
さ
に
実
作
に
於
い
て
、
独
自
の
言
葉
を
紡
ぎ
出
せ
た
歌
人
だ
っ

た
こ
と
が
、
今
猶
我
々
を
新
し
さ
で
魅
了
さ
せ
る
一
因
で
あ
る
と
思
う
。 

我
々
は
言
道
の
歌
論
に
も
、
そ
の
試
行
錯
誤
の
跡
を
見
る
。
彼
は
、
自
分
の

唱
え
る
所
の
「
磋
嘆
」
す
な
わ
ち
瞬
時
に
よ
ぎ
る
感
性
の
発
露
で
あ
る
感
動
や

驚
き
を
、
こ
と
ば
と
し
て
表
現
す
る
難
し
さ
に
「
詞
思
ふ
ま
ま
に
な
ら
で
、
あ

る
は
変
体
と
な
り
、
こ
と
よ
う
な
る
歌
と
な
る
」
と
そ
の
悩
み
を
述
べ
、「
よ
く

雅
言
を
心
の
ま
ま
に
習
ひ
得
て 

其
後
は
心
詞
も
お
の
づ
か
ら
な
る
ま
こ
と
の

歌
と
な
る
べ
し
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
歌
論
に
即
し
た
実
作
例
を
言
道
の
家

集
『
草
径
集
』
よ
り
見
て
み
る
。 

 

 

９ 
 
 

け
さ
み
れ
ば
な
び
く
か
す
み
の
お
の
れ
か
ら 

か
ゝ
げ
て
見
す
る
た
か
宮
の
さ
と 

 

 

７
１ 

 

さ
そ
ひ
ゆ
く
ち
か
ら
つ
か
れ
て
散
る
花
を 

な
が
る
ゝ
水
に
ゆ
づ
る
山
風 

 

 

７
３ 

 

と
も
す
れ
ば
ち
り
ゆ
く
花
を
送
り
来
て 

蝶
さ
へ
て
ふ
と
あ
や
ま
た
れ
け
り 

 

 
 

９
４ 

 

わ
ら
は
べ
の
手
を
の
が
れ
こ
し
蝶
な
ら
む 

は
ね
破
て
も
飛
が
ゝ
な
し
さ 

 

 

１
０
４ 

と
も
す
れ
ば
ふ
せ
や
の
ま
ど
を
出
ま
ど
ひ
て 

 
 
 
 

あ
け
た
る
方
も
し
ら
ぬ
蝶
か
な 

 

 

１
５
２ 

い
も
が
背
に
ね
ぶ
る
わ
ら
は
の
う
つ
ゝ
な
き 

手
に
さ
へ
め
ぐ
る
風
車
か
な 

 

 

（
十
）
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２
６
４ 

さ
び
し
さ
に
手
を
の
み
く
め
る
夕
暮
れ
も 

小
草
は
露
の
玉
を
も
ち
け
り 

 

 
２
６
５ 

か
く
れ
ゐ
て
わ
が
あ
と
さ
ら
ぬ
影
法
師 

ゐ
な
ら
び
て
だ
に
月
を
み
よ
か
し 

 

 

３
４
５ 

な
に
を
す
る
い
と
ま
も
な
し
と
ゝ
し
毎
に 

ひ
の
み
じ
か
さ
を
わ
ぶ
る
こ
ろ
か
な 

 

３
６
７ 

う
す
ぐ
も
の
見
ゆ
と
も
見
え
ぬ
そ
ら
よ
り
や 

ふ
る
と
も
ふ
ら
ぬ
時
雨
ふ
る
ら
む 

 

 

５
９
１ 

こ
れ
の
み
や
け
ふ
は
あ
り
つ
る
こ
と
な
ら
む 

松
の
み
一
お
ち
し
夕
ぐ
れ 
 

 

６
２
４ 

わ
が
す
め
る
さ
と
に
は
高
き
嶺
も
な
し 

夏
み
る
雪
は
垣
の
う
の
は
な 

 

 

７
８
７ 

世
の
中
の
は
し
た
も
の
な
る
わ
が
身
こ
そ 

花
に
ま
ぢ
か
き
す
の
こ
に
は
を
れ 

 

 

８
７
５ 

は
き
だ
め
の
ち
り
の
し
た
な
る
芋
す
ら
も 

こ
は
お
や
こ
そ
つ
き
て
あ
り
け
れ 

 

 

９
６
８ 

品
た
か
き
こ
と
も
ね
が
は
ず
ま
た
の
世
は 

ま
た
わ
が
身
に
ぞ
な
り
て
き
な
ま
し 

 
 

 

こ
の
よ
う
に
『
草
径
集
』
に
於
い
て
、
言
道
な
ら
で
は
の
個
性
、
実
情
、
真

心
が
読
み
取
れ
、
あ
る
時
は
幼
き
者
の
よ
う
な
、
素
直
で
あ
り
の
ま
ま
に
つ
ぶ

や
く
趣
き
の
歌
を
多
く
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

例
え
ば
、
７
１
番
歌
「
さ
そ
ひ
ゆ
く
ち
か
ら
つ
か
れ
て
散
る
花
を
な
が
る
ゝ

水
に
ゆ
づ
る
山
風
」
で
は
、
桜
の
花
び
ら
が
風
に
散
り
ゆ
く
の
を
見
て
、
擬
人

法
を
使
い
な
が
ら
美
し
い
情
景
を
切
り
取
り
、
写
生
画
の
よ
う
な
歌
に
仕
上
げ

て
い
る
。
落
ち
て
い
く
花
び
ら
を
上
へ
上
へ
と
、
山
風
が
支
え
て
来
た
が
、
も

う
誘
う
力
が
無
く
な
り
、
今
度
は
、
そ
の
花
び
ら
を
流
れ
る
川
の
水
に
託
し
た

よ
と
い
っ
た
歌
。
９
番
歌
は
、『
枕
草
子
』
の
御
簾
を
「
か
ゝ
げ
て
見
す
る
」
や

白
居
易
の
『
白
氏
文
集
』
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
も
、
馴
染
み
の
あ
る
福
岡
の
地

名
「
高
宮
」
を
読
み
込
ん
で
い
る
。 

ま
た
、
７
３
、
９
４
、
１
０
４
番
歌
は
、
い
ず
れ
も
蝶
を
詠
ん
で
い
る
。
小

さ
い
も
の
、
壊
れ
や
す
い
、
儚
い
も
の
へ
の
慈
し
み
が
、
な
に
げ
な
い
日
常
の

中
で
の
出
来
事
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
７
３
番
歌
は
、
中
国
の
荘
子
の
「
胡

蝶
の
夢
」
を
下
敷
き
に
し
て
、
散
る
花
び
ら
を
追
っ
て
い
る
の
は
、
蝶
な
の
か
、

蝶
が
花
び
ら
な
の
か
と
幻
想
的
な
仕
上
が
り
と
な
っ
て
い
る
。
９
４
番
歌
も
、

子
供
た
ち
に
よ
く
見
る
光
景
で
あ
る
。
子
供
の
手
か
ら
逃
れ
た
蝶
の
羽
は
破
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
、
そ
れ
で
も
飛
ぼ
う
と
す
る
力
な
き
弱
者
に
心
を
寄
せ
て
い

る
。
１
０
４
番
歌
も
同
様
に
、
窓
か
ら
入
っ
て
き
た
蝶
の
た
め
に
出
口
を
開
け

て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
わ
か
ら
ず
に
い
る
よ
、
と
誰
で
も
体
験
し
た
こ
と
の
あ

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
歌
に
す
る
。 
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る
。 し

か
も
、
歌
論
だ
け
が
先
行
し
て
い
な
い
、
歌
論
の
実
践
が
伴
っ
た
歌
人
で

あ
っ
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
道
の
言
道
た
る
新
し
さ
は
、
古
典
に
裏
付
け

さ
れ
た
歌
論
と
と
も
に
、
実
作
に
お
い
て
、
古
今
集
の
時
代
に
即
し
た
現
代
版

で
あ
り
、
言
道
の
時
代
に
於
い
て
は
、
感
動
の
有
り
ど
こ
ろ
も
変
わ
り
、
新
体

は
、
異
体
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
心
に
感
ず
る
ま
ま
に
詠
ず
る
こ
と
は
古

今
集
の
精
神
と
等
し
い
と
考
え
ら
れ
た
。 

そ
の
結
果
、
心
の
つ
ぶ
や
き
の
ま
ま
の
歌
は
異
体
で
あ
り
、
新
体
で
あ
り
、

斬
新
で
あ
り
得
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
道
は
、
魂
の
こ
も
っ
て
い

な
い
木
偶
歌
か
ら
離
脱
し
、
心
を
今
の
言
葉
に
乗
せ
て
、
よ
う
や
く
、
自
分
の

歌
に
個
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
言
道
は
自
分
の
生

き
た
時
代
を
捉
え
、
そ
こ
に
十
分
に
心
を
働
か
せ
て
独
自
の
感
性
を
発
揮
し
て

い
っ
た
。 

言
道
が
具
象
を
好
み
眼
前
の
観
察
力
に
す
ぐ
れ
、
物
事
を
ま
っ
す
ぐ
に
見
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
自
己
の
実
感
を
大
切
に
温
め
、
感
性
を
磨
き
続
け
る
努

力
を
行
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、「
実
感
」
や
「
感
性
」
が
古
典
に
裏

付
け
さ
れ
伝
統
に
則
っ
た
新
し
さ
で
あ
る
と
言
う
確
信
を
持
つ
た
め
に
、「
雅
言
」

を
学
び
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
後

に
し
か
、
我
が
心
を
表
わ
す
言
葉
は
出
て
こ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し

て
言
道
が
、
ま
さ
に
実
作
に
於
い
て
、
独
自
の
言
葉
を
紡
ぎ
出
せ
た
歌
人
だ
っ

た
こ
と
が
、
今
猶
我
々
を
新
し
さ
で
魅
了
さ
せ
る
一
因
で
あ
る
と
思
う
。 

我
々
は
言
道
の
歌
論
に
も
、
そ
の
試
行
錯
誤
の
跡
を
見
る
。
彼
は
、
自
分
の

唱
え
る
所
の
「
磋
嘆
」
す
な
わ
ち
瞬
時
に
よ
ぎ
る
感
性
の
発
露
で
あ
る
感
動
や

驚
き
を
、
こ
と
ば
と
し
て
表
現
す
る
難
し
さ
に
「
詞
思
ふ
ま
ま
に
な
ら
で
、
あ

る
は
変
体
と
な
り
、
こ
と
よ
う
な
る
歌
と
な
る
」
と
そ
の
悩
み
を
述
べ
、「
よ
く

雅
言
を
心
の
ま
ま
に
習
ひ
得
て 

其
後
は
心
詞
も
お
の
づ
か
ら
な
る
ま
こ
と
の

歌
と
な
る
べ
し
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
歌
論
に
即
し
た
実
作
例
を
言
道
の
家

集
『
草
径
集
』
よ
り
見
て
み
る
。 

 

 

９ 
 
 

け
さ
み
れ
ば
な
び
く
か
す
み
の
お
の
れ
か
ら 

か
ゝ
げ
て
見
す
る
た
か
宮
の
さ
と 

 

 

７
１ 

 

さ
そ
ひ
ゆ
く
ち
か
ら
つ
か
れ
て
散
る
花
を 

な
が
る
ゝ
水
に
ゆ
づ
る
山
風 

 

 

７
３ 

 

と
も
す
れ
ば
ち
り
ゆ
く
花
を
送
り
来
て 

蝶
さ
へ
て
ふ
と
あ
や
ま
た
れ
け
り 

 

 
 

９
４ 

 

わ
ら
は
べ
の
手
を
の
が
れ
こ
し
蝶
な
ら
む 

は
ね
破
て
も
飛
が
ゝ
な
し
さ 

 

 

１
０
４ 

と
も
す
れ
ば
ふ
せ
や
の
ま
ど
を
出
ま
ど
ひ
て 

 
 
 
 

あ
け
た
る
方
も
し
ら
ぬ
蝶
か
な 

 

 

１
５
２ 

い
も
が
背
に
ね
ぶ
る
わ
ら
は
の
う
つ
ゝ
な
き 

手
に
さ
へ
め
ぐ
る
風
車
か
な 
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１
５
２
番
歌
「
い
も
が
背
に
ね
ぶ
る
わ
ら
は
の
う
つ
ゝ
な
き
」
で
、
子
供
が

背
に
負
わ
れ
て
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
姿
が
あ
り
、「
手
に
さ
へ
め
ぐ
る
風
車
か

な
」
で
、
そ
の
手
に
は
、
今
ま
で
遊
ん
で
い
た
風
車
が
相
変
わ
ら
ず
回
っ
て
い

る
よ
と
、
普
段
の
日
常
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
詠
ん
で
い
て
、
小
さ
い
子
供
へ
の

眼
差
し
の
温
か
さ
と
、
庶
民
の
生
活
感
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
く
る
。 

２
６
４
、
２
６
５
番
歌
の
擬
人
法
は
、
発
想
の
面
白
さ
が
あ
り
、
読
む
者
の

共
感
を
誘
う
。
自
分
は
寂
し
く
て
、
ひ
と
り
孤
独
に
手
を
組
ん
で
い
る
の
に
、

ふ
と
足
元
を
見
る
と
、
小
さ
な
草
で
さ
え
、
な
ん
と
そ
の
手
に
露
を
抱
え
て
煌

め
い
て
友
が
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
詠
ん
で
い
る
。
２
６
５
番
歌
は
影
法
師
に

話
し
か
け
て
い
る
。
寂
し
い
か
ら
、
後
ろ
に
い
な
い
で
、
僕
の
横
に
居
て
一
緒

に
月
を
見
て
く
れ
よ
、
と
つ
ぶ
や
く
。
ふ
と
寂
し
く
思
っ
た
瞬
間
を
捉
え
、
純

粋
な
感
性
で
そ
の
心
の
動
き
を
言
葉
に
し
て
い
く
。 

３
４
５
、
５
９
１
番
歌
は
、
い
と
ま
（
暇
）
や
、
静
か
に
流
れ
る
時
を
歌
っ

た
も
の
だ
が
、「
な
に
を
す
る
い
と
ま
も
な
し
」
と
老
人
ら
し
い
「
侘
び
」
を
言

い
、
ま
た
、「
松
の
み
一
お
ち
し
夕
ぐ
れ
」
で
は
、
今
日
の
出
来
事
と
い
っ
た
ら
、

松
の
実
が
ひ
と
つ
落
ち
た
こ
と
だ
け
だ
っ
た
と
、
ま
る
で
、
会
話
で
も
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
自
然
で
平
易
な
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。 

７
８
７
、
９
６
８
番
歌
は
、「
世
の
中
の
は
し
た
も
の
な
る
わ
が
身
」
と
自
分

の
現
状
を
詠
い
、
低
い
身
分
で
も
、
大
好
き
な
桜
の
花
の
す
ぐ
近
く
に
自
分
は

居
た
い
と
述
べ
、
来
世
も
こ
の
身
分
が
い
い
と
詠
ん
で
い
る
。
「
は
し
た
も
の
」

は
、
雑
役
の
召
使
い
、
世
の
中
に
居
場
所
の
な
い
中
途
半
端
な
者
と
い
う
意
味

で
、
古
典
和
歌
に
は
用
例
は
少
な
い
。 

特
に
、
８
７
５
番
歌
の
「
は
き
だ
め
の
ち
り
」
も
、
古
典
和
歌
で
は
用
い
な

い
言
葉
。
ど
こ
に
で
も
転
が
っ
て
い
そ
う
な
芋
を
見
て
写
実
的
に
詠
ん
で
い
る

だ
け
で
な
く
、
人
も
芋
と
同
様
に
、
貧
し
い
掃
き
だ
め
の
よ
う
な
家
で
も
、
親

子
は
し
っ
か
り
と
心
が
結
ば
れ
寄
り
添
っ
て
い
る
よ
と
寓
意
を
込
め
て
い
る
。 

ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
日
常
の
素
材
を
歌
に
し
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
里
、

身
分
、
そ
し
て
天
保
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
を
大
切
に
し
た
。
自
分
の
心
が
動

い
た
と
き
、
心
と
と
も
に
歌
が
ほ
と
ば
し
り
出
る
の
を
筆
録
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
家
集
『
草
径
集
』
に
お
い
て
、
言
道
は
、
歌
論
に
即
し
て
実

情
を
大
切
に
し
て
実
作
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
そ
の
感
性
や
発
想
の
お
も

し
ろ
さ
は
、
群
を
抜
き
、
景
樹
や
務
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
彼
ら
の
歌
と
は
趣
き

を
異
に
し
、
独
自
の
歌
語
の
世
界
を
更
に
押
し
進
め
た
。
言
葉
の
平
易
な
親
し

み
や
す
さ
と
、
小
さ
な
者
へ
の
慈
し
み
、
さ
さ
や
か
な
こ
と
へ
の
観
察
力
の
す

る
ど
さ
が
、
後
世
の
人
々
を
も
魅
了
し
た
。
言
道
は
、
情
景
を
切
り
取
り
、
瞬

時
に
言
葉
に
置
き
換
え
、
ス
ケ
ッ
チ
す
る
が
如
く
言
葉
に
色
を
載
せ
て
い
く
。

こ
れ
は
、
幕
末
と
い
う
時
代
に
生
き
、
し
か
も
、
博
多
と
い
う
地
方
の
土
壌
が

育
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
言
道
は
、
景
樹
ら

の
歌
を
う
ま
く
咀
嚼
し
、
更
に
、
心
の
発
露
を
求
め
、
そ
の
表
現
を
、
俗
語
や

平
語
も
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歌
の
世
界
を
自
在
に
広
げ
る
こ
と
を
可
能
に

し
た
逸
材
の
歌
人
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
道

の
修
学
過
程
の
一
端
を
知
り
得
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら

の
資
料
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
地
方
歌
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
時
代
に
生

き
、
そ
の
流
れ
を
摑
み
、
博
多
か
ら
も
歌
論
を
発
信
し
よ
う
と
試
み
た
歌
人
の

意
気
込
み
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。 

し
か
も
、
そ
れ
は
、
完
全
に
古
き
時
代
の
古
典
を
否
定
し
た
か
の
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
現
存
す
る
そ
の
周
辺
の
資
料

（
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を
紐
解
い
て
い
く
と
、「
古
今
集
序
」
の
精
神
、
古
典
の
粋
を
集
め
た
そ
の
精
神

に
則
り
、
古
典
の
再
解
釈
を
す
る
事
に
よ
り
、
自
身
の
「
木
偶
歌
」
か
ら
抜
け

出
し
新
風
を
生
み
出
し
た
。
歌
人
言
道
の
生
活
に
即
し
た
、
身
の
丈
に
合
っ
た

歌
を
、
自
然
体
の
平
易
な
言
葉
で
、
歌
に
す
る
こ
と
を
模
索
し
た
。
そ
れ
を
後

人
が
「
唯
一
の
改
革
的
歌
人
」「
新
調
」「
ひ
と
り
言
道
が
そ
の
卓
抜
な
る
」
、「
革

命
」
と
呼
ん
だ
が
た
め
に
、「
言
道
観
」
は
独
り
歩
き
し
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
っ

た
。 し

か
し
、
今
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
完
全
に
新
し
い
も
の
を
革
命
的
に
創

造
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
心
を
「
を
さ
な
く
」
つ
ま
り
、

誠
の
感
動
を
基
に
、
素
直
に
心
の
ま
ま
に
詠
ず
る
こ
と
が
、
古
今
集
の
精
神
に

通
じ
る
こ
と
を
言
道
は
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
、
時
代
に
即
し
た
感
動
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
た
素
直
な
表
現
を
模
索
し
、
歌
づ
く
り
に
実
践
で
き
た
こ
と
こ
そ

が
、
言
道
な
ら
で
は
の
新
し
さ
で
あ
っ
た
。 

例
え
ば
『
こ
ぞ
の
ち
り
』
十
六
節
で
、
「
歌
は
人
情
を
い
ひ
て
別
に
物
な
し
」

と
言
い
切
り
、『
こ
ぞ
の
ち
り
』
九
節
で
「
今
の
人
の
平
語
の
如
く
歌
詞
を
自
由

に
せ
ず
は
、
お
の
が
心
の
ま
ま
を
い
ひ
い
づ
る
こ
と
難
か
る
べ
し
」
と
提
示
し

て
い
る
。
ま
た
十
一
節
で
は
「
わ
が
心
を
専
ら
い
ひ
た
る
ぞ
わ
が
も
の
な
り
け

る
」「
歌
人
、
今
の
民
な
る
も
の
を
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
今
生
き
て
い
る
人

は
、
今
の
言
葉
を
用
い
て
、
当
時
の
わ
が
言
葉
に
言
い
換
え
て
歌
を
詠
じ
る
べ

き
だ
と
提
言
し
た
こ
と
が
、
結
果
的
に
近
代
的
な
歌
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ

が
、
言
道
に
と
っ
て
、
古
典
の
再
解
釈
と
し
て
示
し
た
歌
論
の
実
践
と
な
り
、

そ
の
根
本
理
念
は
伝
統
に
則
っ
た
古
典
の
新
た
な
復
古
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
古
今
集
の
精
神
を
自
分
の
生
き
た
そ
の
当
時
の
立
ち
位
置
で
、
復
活
さ
せ

た
言
道
の
功
績
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。 

そ
し
て
、
こ
の
自
由
清
新
な
「
個
性
の
尊
重
」
と
い
う
文
学
観
の
大
き
な
流

れ
を
、
詩
壇
か
ら
、
国
学
的
土
壌
に
加
え
、
秋
成
の
摂
取
援
用
か
ら
、
同
時
代

人
宣
長
へ
、
和
歌
文
学
の
思
想
へ
と
流
れ
一
三

、
真
淵
、
蘆
庵
、
景
樹
へ
と
連
な

り
、
言
道
も
そ
の
流
れ
に
乗
っ
た
こ
と
は
、
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

時
、
折
り
し
も
黒
船
が
立
ち
寄
り
、
神
風
思
想
一
色
へ
流
る
か
と
見
え
た
が
、

言
道
は
、
広
足
一
四

や
、
望
東
尼
が
翻
弄
さ
れ
た
方
向
と
は
微
妙
に
立
場
を
異
に

し
、
幕
末
の
政
治
的
動
乱
と
は
、
程
よ
い
距
離
を
取
り
な
が
ら
、
ま
さ
に
、
新

し
い
大
き
な
時
代
の
う
ね
り
に
乗
っ
て
、
他
と
共
に
押
し
上
が
っ
た
。
景
樹
な

ど
の
歌
論
を
援
用
し
、
或
い
は
、
直
接
取
り
入
れ
な
が
ら
、
取
捨
選
択
し
、
自

己
の
個
性
を
見
つ
め
、
豊
か
な
情
感
、
真
情
の
発
露
を
見
つ
め
、
天
保
に
生
き

る
歌
人
と
し
て
の
意
気
込
み
を
歌
論
に
示
し
た
。 

そ
し
て
、
そ
れ
を
実
際
に
実
践
に
移
し
、「
を
さ
な
き
」
心
を
解
き
放
つ
た
め

に
、
一
日
に
、
百
首
以
上
の
歌
を
作
り
を
続
け
る
こ
と
を
、
自
分
に
も
弟
子
に

も
課
し
た
の
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 

五 

 

以
上
、
こ
の
地
方
歌
人
の
修
学
過
程
の
一
端
を
、
歌
論
の
流
れ
を
通
し
て
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
た
思
う
。
幕
末
期
の
学
術
・
思
想
・
文
芸
な
ど
の
諸
々
の

様
相
が
、
言
道
の
歌
論
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
、
言
道
を
手
掛
か
り

に
、
こ
れ
ら
の
歌
論
か
ら
修
学
の
過
程
を
辿
る
こ
と
は
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と

続
く
近
世
後
期
の
文
芸
史
の
縮
図
を
見
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。 

今
後
は
、
九
州
大
学
に
残
る
言
道
書
簡
集
の
精
査
や
、
言
道
が
関
わ
っ
た
警

固
神
社
絵
馬
や
桜
井
神
社
絵
馬
の
顕
彰
、
及
び
、
飯
塚
、
大
阪
、
奈
良
の
月
ケ

大隈言道研究 第Ⅵ部 （進藤 康子） 
 

１
５
２
番
歌
「
い
も
が
背
に
ね
ぶ
る
わ
ら
は
の
う
つ
ゝ
な
き
」
で
、
子
供
が

背
に
負
わ
れ
て
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
姿
が
あ
り
、「
手
に
さ
へ
め
ぐ
る
風
車
か

な
」
で
、
そ
の
手
に
は
、
今
ま
で
遊
ん
で
い
た
風
車
が
相
変
わ
ら
ず
回
っ
て
い

る
よ
と
、
普
段
の
日
常
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
詠
ん
で
い
て
、
小
さ
い
子
供
へ
の

眼
差
し
の
温
か
さ
と
、
庶
民
の
生
活
感
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
く
る
。 

２
６
４
、
２
６
５
番
歌
の
擬
人
法
は
、
発
想
の
面
白
さ
が
あ
り
、
読
む
者
の

共
感
を
誘
う
。
自
分
は
寂
し
く
て
、
ひ
と
り
孤
独
に
手
を
組
ん
で
い
る
の
に
、

ふ
と
足
元
を
見
る
と
、
小
さ
な
草
で
さ
え
、
な
ん
と
そ
の
手
に
露
を
抱
え
て
煌

め
い
て
友
が
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
詠
ん
で
い
る
。
２
６
５
番
歌
は
影
法
師
に

話
し
か
け
て
い
る
。
寂
し
い
か
ら
、
後
ろ
に
い
な
い
で
、
僕
の
横
に
居
て
一
緒

に
月
を
見
て
く
れ
よ
、
と
つ
ぶ
や
く
。
ふ
と
寂
し
く
思
っ
た
瞬
間
を
捉
え
、
純

粋
な
感
性
で
そ
の
心
の
動
き
を
言
葉
に
し
て
い
く
。 

３
４
５
、
５
９
１
番
歌
は
、
い
と
ま
（
暇
）
や
、
静
か
に
流
れ
る
時
を
歌
っ

た
も
の
だ
が
、「
な
に
を
す
る
い
と
ま
も
な
し
」
と
老
人
ら
し
い
「
侘
び
」
を
言

い
、
ま
た
、「
松
の
み
一
お
ち
し
夕
ぐ
れ
」
で
は
、
今
日
の
出
来
事
と
い
っ
た
ら
、

松
の
実
が
ひ
と
つ
落
ち
た
こ
と
だ
け
だ
っ
た
と
、
ま
る
で
、
会
話
で
も
し
て
い

る
か
の
よ
う
な
自
然
で
平
易
な
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。 

７
８
７
、
９
６
８
番
歌
は
、「
世
の
中
の
は
し
た
も
の
な
る
わ
が
身
」
と
自
分

の
現
状
を
詠
い
、
低
い
身
分
で
も
、
大
好
き
な
桜
の
花
の
す
ぐ
近
く
に
自
分
は

居
た
い
と
述
べ
、
来
世
も
こ
の
身
分
が
い
い
と
詠
ん
で
い
る
。
「
は
し
た
も
の
」

は
、
雑
役
の
召
使
い
、
世
の
中
に
居
場
所
の
な
い
中
途
半
端
な
者
と
い
う
意
味

で
、
古
典
和
歌
に
は
用
例
は
少
な
い
。 

特
に
、
８
７
５
番
歌
の
「
は
き
だ
め
の
ち
り
」
も
、
古
典
和
歌
で
は
用
い
な

い
言
葉
。
ど
こ
に
で
も
転
が
っ
て
い
そ
う
な
芋
を
見
て
写
実
的
に
詠
ん
で
い
る

だ
け
で
な
く
、
人
も
芋
と
同
様
に
、
貧
し
い
掃
き
だ
め
の
よ
う
な
家
で
も
、
親

子
は
し
っ
か
り
と
心
が
結
ば
れ
寄
り
添
っ
て
い
る
よ
と
寓
意
を
込
め
て
い
る
。 

ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
日
常
の
素
材
を
歌
に
し
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
里
、

身
分
、
そ
し
て
天
保
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
を
大
切
に
し
た
。
自
分
の
心
が
動

い
た
と
き
、
心
と
と
も
に
歌
が
ほ
と
ば
し
り
出
る
の
を
筆
録
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
家
集
『
草
径
集
』
に
お
い
て
、
言
道
は
、
歌
論
に
即
し
て
実

情
を
大
切
に
し
て
実
作
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
そ
の
感
性
や
発
想
の
お
も

し
ろ
さ
は
、
群
を
抜
き
、
景
樹
や
務
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
彼
ら
の
歌
と
は
趣
き

を
異
に
し
、
独
自
の
歌
語
の
世
界
を
更
に
押
し
進
め
た
。
言
葉
の
平
易
な
親
し

み
や
す
さ
と
、
小
さ
な
者
へ
の
慈
し
み
、
さ
さ
や
か
な
こ
と
へ
の
観
察
力
の
す

る
ど
さ
が
、
後
世
の
人
々
を
も
魅
了
し
た
。
言
道
は
、
情
景
を
切
り
取
り
、
瞬

時
に
言
葉
に
置
き
換
え
、
ス
ケ
ッ
チ
す
る
が
如
く
言
葉
に
色
を
載
せ
て
い
く
。

こ
れ
は
、
幕
末
と
い
う
時
代
に
生
き
、
し
か
も
、
博
多
と
い
う
地
方
の
土
壌
が

育
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
言
道
は
、
景
樹
ら

の
歌
を
う
ま
く
咀
嚼
し
、
更
に
、
心
の
発
露
を
求
め
、
そ
の
表
現
を
、
俗
語
や

平
語
も
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歌
の
世
界
を
自
在
に
広
げ
る
こ
と
を
可
能
に

し
た
逸
材
の
歌
人
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

『
こ
ぞ
の
ち
り
』『
ひ
と
り
ご
ち
』
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
道

の
修
学
過
程
の
一
端
を
知
り
得
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら

の
資
料
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
地
方
歌
人
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
時
代
に
生

き
、
そ
の
流
れ
を
摑
み
、
博
多
か
ら
も
歌
論
を
発
信
し
よ
う
と
試
み
た
歌
人
の

意
気
込
み
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。 

し
か
も
、
そ
れ
は
、
完
全
に
古
き
時
代
の
古
典
を
否
定
し
た
か
の
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
現
存
す
る
そ
の
周
辺
の
資
料

（
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三
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瀬
な
ど
に
散
在
す
る
言
道
資
料
調
査
に
よ
り
、
近
世
文
芸
史
の
中
で
の
彼
の
文

事
と
活
動
を
再
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

     

注 
                                        

         

 

⼀)
言
道
は
、
『
ひ
と
り
ご
ち
』
二
十
六
節
で
「
心
を
種
と
す
る
事
を
忘
れ
じ
」「
古

今
の
序
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
出
せ
る
な
い
と

へ
り
。
心
と
目
と
耳
と
な
り
」
と
五
感
を
使
っ
て
歌
を
詠
じ
る
事
を
繰
り
返
し
述
べ
、

最
終
章
で
は
「
古
今
集
を
よ
く
よ
く
見
て
知
る
べ
し
」
と
、
最
後
の
最
後
ま
で
記
し

置
い
て
い
る
。
言
道
に
と
っ
て
の
若
い
四
十
代
当
時
の
揺
る
が
ぬ
古
典
解
釈
の
提
示

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
と
さ
ら
印
象
づ
け
て
い
る
。 

⼆)
広
瀬
淡
窓
（
天
明
二
～
安
政
三
）
、
江
戸
時
代
後
期
の
儒
学
者
。
漢
詩
人
。
日
田

に
、
私
塾
「
咸
宜
園
」
を
創
設
。
福
岡
の
亀
井
南
冥
門
下
。
『
淡
窓
詩
話
』
な
ど
。

弟
は
、
旭
荘
。
大
阪
で
活
躍
し
た
。
言
道
の
入
門
は
、
天
保
十
年
四
月
十
日
、
言
道

四
十
二
歳
の
時
。 

三)
野
村
も
と
（
望
東
尼
）
（
文
化
三
～
慶
応
三
）、
幕
末
の
女
流
歌
人
。
夫
貞
貫
と

と
も
に
、
大
隈
言
道
の
門
下
生
と
な
る
が
、
夫
の
死
後
、
高
杉
晋
作
、
平
野
国
臣
な

ど
と
出
会
い
、
勤
皇
歌
人
の
道
を
歩
む
。
『
向
陵
集
』
（
大
隈
言
道
序
）
『
ひ
め
し
ま

日
記
』
『
上
京
日
記
』
『
防
州
日
記
』
な
ど
が
あ
る
。 

四)
宇
佐
美
喜
三
八
は
、
淡
窓
が
古
人
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
詩
や
虚
説
仮
構
の
詩
を
、

と
も
に
俳
優
の
扮
装
に
譬
え
て
ゐ
る
の
は
木
偶
歌
の
思
想
と
同
様
で
あ
る
と
の
見

解
を
示
し
、
淡
窓
が
古
人
の
模
倣
を
斥
け
お
の
れ
の
天
分
を
尊
重
す
る
事
と
、
言
道

が
古
人
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
「
木
偶
歌
」
を
排
斥
し
真
心
を
詠
む
こ
と
が
共
通
し
、

ま
た
個
性
の
尊
重
に
つ
い
て
は
、
淡
窓
も
言
道
も
学
び
に
よ
っ
て
自
己
の
個
性
の
発

露
を
助
長
さ
せ
る
事
が
共
通
し
て
い
る
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。（
『
近
世
歌
論
の
研
究 

漢
学
と
の
交
渉
』
和
泉
書
院
研
究
叢
書
３
８
、
一
九
八
八
年
） 

五)
拙
稿
「
草
径
集
」
『
和
歌
文
学
大
系
七
四
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。 

                                        
 

六)
拙
稿
「
幕
末
期
月
瀬
紀
行
の
世
界
─
騎
鶴
楼
画
帖
、
梅
武
書
画
帖
」『
江
戸
文
学

２
８
』
ペ
リ
カ
ン
社
、
二
〇
〇
三
年
。 

七)
上
田
英
夫
の
「
大
隈
言
道
」（
『
近
世
の
歌
人 

日
本
歌
人
講
座
５
』
弘
文
堂
、

一
九
六
九
年
）
の
論
説
は
、
宇
佐
美
の
論
と
同
趣
旨
で
あ
り
、
ま
た
、
穴
山
健
「
大

隈
言
道
」（
『
近
世
の
和
歌 

和
歌
文
学
講
座
８
』
勉
誠
社
、
一
九
九
四
年
）
で
も
「
言

道
は
、
ど
う
い
う
目
的
で
淡
窓
の
も
と
に
入
門
し
、
ど
ん
な
影
響
を
淡
窓
か
ら
受
け

た
の
か
。
こ
の
事
に
つ
い
て
宇
佐
美
喜
三
八
氏
の
論
考
を
超
え
る
も
の
は
な
い
。
」

と
述
べ
て
、
宇
佐
美
の
論
文
を
ベ
ー
ス
に
し
て
種
々
論
じ
て
い
る
。 

⼋)
注
三
参
照
。 

九)
同
右
参
照
。 

⼗)
李
卓
吾
（
一
五
七
二
～
一
六
〇
二
）
、
中
国
明
時
代
の
思
想
家
。
陽
明
学
左
派
に

属
す
る
。
『
焚
書
』
『
続
焚
書
』
『
蔵
書
』
『
李
氏
文
集
』
な
ど
が
あ
る
。 

●)
中
野
三
敏
は
、
『
戯
作
研
究
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
）
の
中
で
、
今
ま

で
は
、
儒
教
道
徳
擁
護
の
た
め
の
、
既
成
道
徳
、
既
成
倫
理
の
中
で
の
「
憤
り
」
で

し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
次
に
、
作
者
個
人
の
内
面
か
ら
あ
ふ
れ
出
す
情
感
と
し
て

の
「
憤
り
」
は
、
個
人
の
内
面
的
感
情
の
放
出
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
は
作
者
の
「
個
性
」
の
表
現
と
な
り
、
豊
か
な
情
感
そ
の
も
の
を
培
う
の

に
役
に
立
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
陽
明
学
左
派
の
「
憤
り
」
な
ど
の
論
説
を
採
り
入

れ
た
わ
が
国
の
文
人
が
「
個
性
の
内
面
的
感
情
の
放
出
」
へ
と
繋
が
っ
た
こ
と
を
言

及
さ
れ
た
。 

●)
同
右
参
照
。 

●)
同
右
参
照
。 

●)
中
島
広
足
（
寛
政
四
～
元
治
元
）
、
江
戸
時
代
後
期
の
熊
本
藩
士
。
国
学
者
で
歌

人
。
大
隈
言
道
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
号
は
橿
園
。
長
崎
で
活
動
し
た
。
国
学
を
長

瀬
真
幸
に
学
び
、
本
居
大
平
に
は
、
歌
稿
の
添
削
を
仰
い
だ
。 

（
十
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