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刊
行
に
あ
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て

刊
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叢
書
刊
行
に
あ
た
っ
て

北
嶋

昭

平
田
篤
胤
大
人
が
国
学
に
志
を
か
た
む
け
た
き
っ
か
け
と
い
う
の
は
、
織
瀬
女
と
結
婚
を
し
て
後
、
織
瀬
夫
人
が

屑
屋
か
ら
買
っ
た
反
古
の
中
に
余
り
汚
れ
て
い
な
い
一
冊
の
本
を
見
つ
け
て
、
篤
胤
大
人
に
差
し
出
し
た
と
き
か
ら

だ
と
い
う
。
そ
の
本
は
本
居
宣
長
翁
の
『
古
事
記
博
』
で
あ
っ
た
。
翁
の
著
書
を
読
ん
だ
篤
胤
大
人
は
以
来
皇
国
の

尊
厳
を
明
ら
め
ん
と
す
る
「
道
」
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
の
真
偽
の
程
は
と
も
か
く
と
し

て
、
翁
の
教
え
に
深
く
感
じ
入
り
、
後
に
大
人
自
身
が
「
基
の
門
（
本
居
門
）
に
入
り
、
益
々
古
道
の
上
も
な
く
尊
き
こ
と

を
覚
え
ま
し
て
、
夫
よ
り
は
只
管
に
此
の
道
を
学
び
」
（
『
気
吹
駄
』
）
は
じ
め
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
一
つ
の
き
っ
か
け
に
妻
で
あ
る
織
瀬
女
が
何
ら
か
の
関
係
を
も
っ
て
接
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

織
瀬
夫
人
に
関
す
る
著
書
は
少
な
い
。
渡
辺
刀
水
が
『
平
田
篤
胤
と
夫
人
』
（
昭
和
十
九
年
）
を
著
わ
し
た
も
の

が
あ
り
、
小
説
風
で
は
あ
る
が
、
大
人
と
夫
人
の
や
り
と
り
が
興
味
深
く
、
夫
人
の
愛
情
の
こ
ま
や
か
さ
が
窺
え
、

大
学
者
た
る
大
人
も
夫
人
に
さ
さ
え
ら
れ
た
而
も
多
々
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
書
は
大
人
の
研
究
に
長
い
間
費
や
し
て
き
た
著
者
の
御
尽
力
で
、
篤
胤
大
人
生
誕
二
百
年
祭
を
記
念
し
て
出
版
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
人
の
威
徳
を
顕
彰
す
る
機
会
と
し
て
、
夫
人
の
伝
記
を
も
ま
と
め
て
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
一
年
か
ら
早
く
も
十
年
を
経
て
、
こ
の
よ
き
著
書
が
手
許
に
些
少
と
な
り
、
生
挺
二
百
十
年
に
な
ら
ん
と

し
て
い
る
今
、
こ
れ
を
機
会
に
再
刊
す
る
こ
と
に
い
た
し
、
叢
香
の
第
一
餌
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
り

ま
す
。
皆
様
の
御
理
解
の
一
助
と
な
り
、
ま
た
広
く
愛
読
さ
れ
ま
す
｝
」
と
を
切
望
し
て
刊
行
の
こ
と
ば
と
い
た
し
ま
す
。

禰
高
神
社
宮
司

平
田
篤
胤
佐
藤
信
淵
研
究
所
及

４



そ
の
後
世
に
対
す
る
影
響
力
、
そ
の
学
の
深
き
と
広
き
は
、
弟
子
、
生
田
寓
の
「
古
今
千
載
の
一
人
、
宇
宙
一
寓
理

の
独
歩
」
と
評
し
た
一
」
と
を
以
っ
て
も
偉
大
さ
が
察
せ
ら
れ
る
。

一
」
の
大
学
者
の
功
績
も
、
夫
人
織
瀬
の
所
調
、
内
助
の
功
に
よ
る
も
の
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
平
田
大
人
の
歌
や
文
に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
、
又
織
瀬
夫
人
が
、
紙
屑
か
ら
古
典
の
香
か
れ
た
も
の

を
見
出
し
、
平
田
大
人
に
奨
め
ら
れ
、
国
学
に
志
す
に
至
っ
た
、
と
い
う
話
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
偲
ば
れ
る
。

織
瀬
夫
人
の
献
身
は
、
平
田
大
人
の
大
き
な
業
績
の
蔭
の
支
え
と
な
っ
て
居
っ
た
こ
と
が
、
感
得
き
れ
る
の
で
あ
る
。

現
在
、
平
田
篤
胤
大
人
の
研
究
の
第
一
人
者
は
、
伊
藤
裕
先
生
で
あ
ろ
う
。
こ
の
度
、
伊
藤
先
生
が
、
そ
の
研
鐵
の

豊
富
な
資
料
を
駆
使
し
て
織
瀬
夫
人
の
こ
と
を
書
か
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
時
宜
に
適
し
た
も
の
と
喜
び
に
堪
え
な
い
。

伊
藤
先
生
の
ご
労
苦
に
対
し
、
心
か
ら
感
謝
御
礼
申
し
上
ぐ
る
と
共
に
、
一
」
の
書
が
少
し
で
も
、
世
に
稗
益
す
る
と

こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
幸
甚
と
存
ず
る
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
本
の
出
版
に
種
々
奔
走
き
れ
た
、
桐
原
善
雄
氏
に
対
し
て
も
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
本
瞥
刊
行
の
こ

の
生
ん
だ
先
哲
で
あ
り
、
Ｚ

遍
く
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
》

と
ば
と
す
る
。

こ
の
頃
「
原
点
に
帰
れ
」
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
国
の
内
外
の
情
勢
が
複
雑
化
す
る
と
、
そ
の
国
の
本
質
を
見
極
め
る

こ
と
が
、
将
来
の
指
針
を
定
め
る
原
点
と
な
る
。

こ
こ
に
国
学
の
高
い
価
値
の
意
義
が
存
す
る
。
我
が
国
、
国
学
の
四
大
人
揮
尾
の
偉
人
。
平
田
篤
胤
大
人
は
、
秋
田

の
生
ん
だ
先
哲
で
あ
り
、
そ
の
思
想
は
、
わ
が
国
近
代
文
明
の
黎
明
た
る
、
明
治
維
新
の
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
は
、

刊
行
の
こ
と
ば

昭
和
五
十
一
年
四
月

前
彌
商
神
社
宮
司

北

岫

５
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昭
和
十
八
年
、
平
田
篤
胤
大
人
帰
幽
百
年
祭
に
参
加
し
た
簸
者
は
こ
の
暇
世
の
大
学
者
の
伝
記
の
あ
ま
り
に
も
不
傭

な
の
を
慨
し
、
そ
の
正
確
な
伝
記
を
物
に
し
よ
う
と
志
し
、
百
方
そ
の
資
料
を
蒐
集
し
、
先
学
の
所
説
を
聞
き
、
真
正

面
か
ら
篤
胤
と
い
う
一
個
の
人
物
を
縦
か
ら
横
か
ら
と
眺
め
て
そ
の
真
骨
頂
を
見
極
め
よ
う
と
力
め
、
そ
の
結
果
、
篤

胤
大
人
の
偉
大
性
を
つ
く
づ
く
と
感
じ
入
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
廼
平
田
篤
胤
伝
は
か
く
し
て
成
っ
た
。
し
か
し
表

に
出
た
篤
胤
大
人
を
見
た
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
家
庭
人
と
し
て
の
篤
胤
大
人
は
如
何
な
る
人
で
あ
っ
た
か
を
見

る
べ
き
だ
と
考
え
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
面
か
ら
篤
胤
大
人
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
は
資
料
の
不
足
か
ら
少
な
か

ら
ず
苦
し
ん
だ
が
、
あ
れ
こ
れ
と
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
資
料
を
入
手
し
得
て
、
家
庭
人
と
し
て
の
鱒
胤
大
人
が
わ
か
り
、

愈
々
そ
の
偉
大
性
を
理
解
し
得
た
が
、
こ
こ
で
筆
者
の
痛
烈
に
感
じ
た
こ
と
は
、
こ
の
篤
胤
大
人
の
偉
大
性
を
最
も
強

く
発
揮
苔
せ
た
人
が
、
篤
胤
大
人
の
背
後
に
存
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
こ
そ
篤
胤
大
人
の
畢
生
の
愛
人
、
織
瀬

夫
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
華
者
は
織
瀬
夫
人
に
焦
点
を
あ
て
て
調
査
研
究
し
、
そ
の
結
果
を
「
織
瀬
夫
人
伝
覚
書
」
と
題

し
て
、
さ
き
が
け
新
報
紙
上
に
発
表
し
た
。
い
ろ
い
ろ
の
反
響
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
後
も
資
料
の
発
見
に
つ
と
め
て
来

た
。
今
回
、
篤
胤
大
人
を
奉
祀
す
る
禰
高
神
社
か
ら
、
前
に
発
表
し
た
も
の
を
補
訂
整
理
し
て
一
本
に
ま
と
め
て
ほ
し

い
と
い
う
要
鋼
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
後
に
得
た
資
料
を
も
取
り
こ
ん
で
、
ま
と
め
あ
げ
た
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
新
た

に
得
た
資
料
は
勿
讃
摂
取
し
た
が
、
所
在
が
わ
か
り
な
が
ら
、
何
と
し
て
も
入
手
し
得
な
か
っ
た
資
料
を
取
り
入
れ
得

な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
鉱
者
と
し
て
は
遺
憾
千
万
で
、
今
後
を
期
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。

自
序

７



伊
邪
那
岐
伊
邪
那
美
二
柱
の
神
代
か
ら
、
こ
の
国
土
の
上
に
結
ば
れ
た
夫
蝿
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
数
は
ど
れ
だ
け

あ
る
も
の
か
、
簸
者
は
知
ら
な
い
。
将
来
に
も
ど
れ
だ
け
の
夫
婦
が
で
き
る
も
の
か
も
知
ら
な
い
。
た
だ
こ
の
無
限
に

存
す
る
夫
蝿
と
い
う
、
夫
蝿
の
う
ち
で
最
も
理
想
的
な
模
範
的
な
夫
蝿
と
い
え
ば
、
こ
の
鱒
Ⅲ
大
人
、
織
瀬
夫
人
の
夫

婦
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
夫
蝿
は
そ
の
最
初
の
人
物
選
定
、
つ
ま
り
夫
選
び
、
斐
週
び
か
ら
し
て
聡
明
な
選
び

方
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
大
空
の
星
の
数
ほ
ど
あ
る
無
数
の
中
か
ら
一
人
の
男
性
を
選
び
、
一
人
の
女
性
を
選

び
出
す
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
な
業
で
は
な
い
。
聡
明
を
要
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
こ
で
失
敗
し
た
ら
、
夫
婦

互
に
六
十
年
の
不
作
を
嘆
く
よ
り
外
は
な
く
な
る
。
一
旦
選
ん
だ
以
上
は
偕
老
同
穴
を
契
る
わ
け
だ
が
、
夫
は
夫
と
し

て
、
要
は
妻
と
し
て
互
に
相
補
っ
て
夫
々
一
個
の
人
格
完
成
を
期
し
、
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
夫
婦
剛
で
、

最
も
強
く
働
く
も
の
は
い
わ
ゆ
る
妹
の
力
、
妻
女
の
力
で
あ
る
。
夫
を
は
げ
ま
し
、
喜
び
勇
ん
で
奮
発
向
上
せ
し
め
る

の
も
、
夫
を
蔑
ろ
に
し
、
く
さ
ら
せ
駄
目
に
す
る
の
も
妻
女
の
力
で
あ
る
。
妹
（
い
も
）
の
力
を
自
覚
し
て
、
そ
の
力

を
夫
婦
生
活
の
中
に
十
分
に
伸
ば
す
と
き
、
夫
婦
共
々
生
き
甲
斐
あ
る
人
格
を
完
成
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
篤
胤
夫
婦
に

殊
に
織
瀬
夫
人
に
学
ぶ
と
こ
ろ
あ
ら
ぱ
、
そ
の
家
は
必
ず
栄
え
、
そ
の
国
は
必
ず
隆
運
を
迎
え
る
こ
と
期
し
て
待
つ
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
一
言
を
附
し
て
こ
の
小
箸
の
は
し
が
き
と
す
る
。

昭
和
五
十
一
年
四
月
二
十
日

箸
者
伊
藤
裕

８



平
田
篤
胤
は
確
か
に
曠
世
の
大
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
学
業
の
博
広
な
る
、
そ
の
学
の
深
遠
な
る
、
そ
の
学
の
国
家
社

会
に
及
ぼ
し
た
る
影
響
後
果
の
偉
大
な
ろ
ば
、
殆
ん
ど
絶
後
と
調
う
べ
き
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
稀
世
の
大
学
者
の
伝
記
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
い
。
国
学
四
大
人
の
う

ち
荷
田
春
満
賀
茂
真
淵
本
居
宣
長
の
三
大
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
学
業
に
つ
い
て
の
詳
密
な
る
研
究
と
そ
の
生
涯
に
つ

い
て
も
詳
密
精
細
な
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
篤
胤
に
つ
い
て
は
そ
の
学
説
に
つ
い
て
の
研
究
考
察
も
未

だ
し
く
、
そ
の
評
価
も
褒
肚
区
々
と
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
の
生
涯
の
伝
記
に
至
っ
て
は
十
分
な
究
明
が
な
き
れ
て
い

な
い
。
そ
の
学
説
の
正
当
な
評
価
解
説
の
為
に
も
、
そ
の
生
涯
の
徹
底
的
究
明
が
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
の
に
篤
胤
の

伝
と
い
え
ば
、
養
嗣
子
鉄
胤
の
手
に
成
っ
た
『
犬
整
君
御
一
代
略
記
』
を
唯
一
の
種
本
と
し
、
そ
れ
に
多
少
の
伝
説
や
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
附
加
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
多
い
。

子
が
一
代
記
一
一
自
カ
ラ
記
ス
ベ
シ
ト
常
ニ
ハ
宣
（
ノ
タ
マ
）
ヒ
シ
カ
ド
、
其
暇
元
〈
ナ
）
ク
シ
テ
終
二
成
シ
玉
ハ
ザ

リ
キ
イ
ト
惜
シ
（
御
一
代
略
記
、
以
下
略
記
ト
イ
フ
。
）

織
瀬
夫
人
伝

９



一
、
享
和
元
年
、
八
月
十
三
日
刀
自
君
嫁
シ
来
リ
玉
ヘ
リ
。
御
実
家
ハ
駿
河
国
沼
津
城
主
水
野
侯
ノ
藩
士
石
橋
宇

右
衛
門
ノ
女
ニ
テ
一
一
十
歳
一
一
成
り
玉
フ
御
名
ハ
織
瀬
君
ト
申
ス
。
御
子
三
人
ア
リ
下
二
出
・

享
和
二
年
五
月
廿
日
嫡
男
常
太
郎
出
生
、
六
月
廿
日
常
太
郎
早
世

「
文
化
二
年
、
正
月
十
六
日
女
千
枝
子
出
生
、
後
二
鉄
胤
ノ
妻
ト
成
し
リ
。

｜
、
文
化
五
年
、
四
月
十
八
日
半
兵
衛
神
楽
坂
ニ
テ
出
生
、
以
上
男
女
三
人
、
産
土
神
ハ
筑
土
明
神
二
坐
シ
マ
セ
リ
。

｜
、
文
化
九
年
、
八
月
廿
七
日
母
君
亡
ク
ナ
リ
玉
ヘ
リ
、
御
年
三
十
一

と
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
に
は
井
上
頼
圀
博
士
が
先
考
か
ら
聞
き
伝
え
た
と
い
う
、
あ
る
時
紙
屑
買
い
よ
り
反

古
を
買
っ
た
中
に
古
事
記
の
古
本
が
あ
っ
た
の
を
夫
人
が
見
つ
け
て

こ
れ
は
皇
国
の
古
史
な
れ
ば
必
ず
読
み
給
う
べ
し
と
い
っ
た
の
が
、
篤
胤
の
古
学
研
究
の
発
端
と
な
っ
た
と
い
う
伝
説
。

ま
た
夫
人
物
故
の
年
に
脱
稿
し
た
霊
能
真
柱
の
下
巻
の
中
に
「
我
が
魂
の
行
方
は
疾
く
に
定
め
お
け
り
。
そ
は
何
処

と
い
う
に
、
な
き
が
ら
は
何
処
の
土
と
な
り
い
と
も
魂
は
翁
の
も
と
に
住
か
な
む
、
今
年
卒
篭
て
る
妻
を
供
な
い
」
の
条

な
が
ら
、
多
少
の
誤
も
と

行
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
。

り
に
Ｄ
も
多
い
。

篤
胤
そ
の
人
の
伝
記
が
既
に
こ
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
そ
の
学
者
に
内
助
の
功
を
積
ん
だ
妻
室
の
生
涯
を
浮

彫
り
に
し
て
見
る
こ
と
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な
い
。
御
一
代
略
記
は
名
論
自
称
略
記
で
あ
っ
て
誠
実
丹
念
な
鉄
胤
の
華
の

な
が
ら
、
多
少
の
誤
も
あ
り
、
書
き
漏
ら
し
も
あ
り
こ
の
中
か
ら
、
妻
室
に
関
す
る
事
柄
を
捜
索
し
て
も
わ
ず
か
数
十

と
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
四
大
人
中
年
代
的
に
は
最
も
近
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
ま
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歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

い
ぶ
色
の
や

や
、
気
吹
舎
歌
集
の
中
の
歌
ぐ
ら
い
の
Ｊ
Ｕ
の
で
あ
る
。

一
代
の
大
学
者
の
内
助
の
人
、
織
瀬
夫
人
の
伝
記
資
料
と
し
て
は
以
上
に
尽
き
る
。
あ
ま
り
に
乏
し
い
で
は
あ
る

ま
い
か
。
篤
胤
が
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
熱
涙
を
落
と
し
つ
つ
、
そ
の
死
を
悲
し
み
追
慕
と
追
憶
と
に
悲
涙
を
お
と
し
著

述
の
中
に
ま
で
、
そ
の
内
助
の
功
を
た
た
え
た
織
瀬
夫
人
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
っ
と
詳
細
な
伝
記
が
あ
っ
て

然
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

著
者
は
か
ね
て
か
ら
、
秋
田
か
ら
身
を
起
し
て
、
刻
苦
勉
学
、
そ
の
学
一
世
を
震
憾
し
、
廻
天
動
地
の
大
業
を
成

し
と
げ
た
篤
胤
の
正
真
の
伝
記
を
轡
き
た
い
と
志
し
、
学
者
と
し
て
の
篤
胤
家
庭
人
と
し
て
の
篤
胤
を
調
査
し
、

篤
胤
の
生
涯
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
る
資
料
の
蒐
集
に
い
き
ざ
か
努
力
し
て
来
た
が
、
こ
れ
は
一
貧
学
究

の
倒
底
能
く
す
べ
き
業
で
は
な
く
、
徒
ら
に
望
洋
の
噸
を
繰
り
返
す
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
辛
う
じ
て
箆
胤
自
蛾
の

「
系
譜
草
稿
、
鉄
胤
蔽
の
親
類
書
其
の
他
多
少
の
記
録
の
断
簡
数
種
を
得
た
。
別
に
委
く
記
せ
る
も
の
あ
り
」
と

あ
る
の
を
是
非
入
手
し
た
い
と
諸
方
を
苔
が
し
た
が
得
ず
、
曽
孫
盛
胤
翁
に
た
づ
ね
て
も
全
く
所
在
が
不
明
で
落

胆
し
た
が
、
其
の
後
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
霊
能
其
柱
の
初
稿
の
断
簡
を
得
た
。
簸
者
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
総
合
し

て
考
え
る
と
、
従
来
よ
り
は
い
く
ぶ
ん
織
瀬
夫
人
の
像
が
は
っ
き
り
す
る
の
を
感
じ
た
。
そ
こ
で
覚
え
轡
を
作
っ

て
お
こ
う
と
思
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

生
き
て
再
び
故
郷
の
土
は
踏
む
ま
い
と
堅
く
誓
っ
て
、
久
保
田
城
下
を
出
た
大
和
田
正
吉
少
年
は
風
餐
雨
宿
の
困
難

の
幾
山
河
の
旅
路
を
た
ど
っ
て
辛
う
じ
て
江
戸
に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
寛
政
七
年
〈
一
七
九
五
年
）
の
春
、
正
吉
二
十
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と
あ
る
。

か
く
て
江
戸
で
の
苦
学
生
活
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
数
年
の
間
の
生
活
の
実
際
は
殆
人
ど
不
明
の
ま

ま
で
あ
る
。
正
吉
の
半
兵
衛
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
は
、
正
義
博
学
の
師
に
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
父
か
ら

の
庭
訓
の
如
く
外
国
の
事
を
知
る
学
者
で
は
な
く
、
皇
国
の
こ
と
を
知
る
博
学
の
師
を
さ
が
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う

い
う
師
に
は
殆
人
ど
め
ぐ
り
逢
え
な
か
っ
た
。
と
に
か
く
、

或
い
は
学
事
の
為
に
使
わ
れ
、
又
は
仮
に
主
取
を
し
て
打
過
ぎ
玉
へ
る
こ
と
四
五
年
、
其
の
川
の
辛
苦
噸
雛
云
フ

ペ
キ
や
う
な
か
り
き
と
後
に
語
り
玉
へ
り
外
に
記
録
ナ
キ
故
そ
の
御
履
歴
委
う
知
る
こ
と
能
は
ず
（
御
一
代
略
記
）

と
に
か
く
こ
う
し
て

っ
た
に
迎
い
な
い
。

正
吉
の
幼
少
年
時
代
は
、
肉
親
に
も
兄
弟
か
ら
も
愛
ぎ
れ
る
こ
と
の
な
い
あ
ま
り
に
悲
し
い
運
命
に
育
っ
た
。
生
ま

れ
落
ち
る
と
す
ぐ
里
子
に
出
き
れ
、
鍵
子
に
出
さ
れ
、
家
か
ら
出
た
り
、
戻
っ
た
り
の
生
活
の
う
ち
に
生
家
大
和
田
家

の
家
風
に
は
容
れ
ら
れ
な
い
も
の
が
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
父
母
か
ら
も
兄
弟
か
ら
も
疎
外
き
れ
、
子
と
し

て
の
扱
い
も
兄
弟
と
し
て
の
待
遇
も
与
え
ら
れ
ず
、
と
う
と
う
士
分
の
待
遇
を
打
切
ら
れ
、
下
男
同
棟
の
待
遇
の
樫
か

ら
奮
然
と
し
て
江
戸
に
は
出
て
は
み
た
が
、
ま
だ
前
髪
の
ま
ま
の
姿
で
あ
っ
た
。
十
五
歳
元
服
も
実
名
胤
行
も
御
一
代

略
記
の
修
飾
で
し
か
な
か
っ
た
。
当
時
の
秋
田
藩
士
の
子
と
し
て
は
、
廿
歳
に
し
て
し
か
も
前
髪
な
ど
は
異
例
で
あ
っ

た
に
迎
い
な
い
。
正
吉
少
年
は
、
江
戸
に
蒜
く
と
同
時
に
前
髪
を
剃
り
お
と
し
て
、
元
服
し
て
半
兵
衛
と
名
乗
っ
た
。

と
に
か
く
こ
う
し
て
一
人
前
の
男
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
大
江
戸
の
中
で
何
か
の
職
に
就
い
て
自
活
す
る
の
に
不
都
合
だ

当
時
の
江
戸
は
不
景
気
で
就
職
難
の
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
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一
昨
年
は
楽
翁
侯
が
自
ら
伊
豆
相
模
の
海
岸
を
巡
視
し
た
ほ
ど
外
国
船
が
、
近
海
に
出
没
し
て
物
情
騒
然
た
る
時
で

あ
っ
た
。
前
年
に
は
向
こ
う
十
ヵ
年
に
わ
た
る
倹
約
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
た
し
、
江
戸
の
生
活
は
し
だ
い
に
窮
屈
に
な

り
つ
つ
あ
っ
た
。
無
一
文
の
半
兵
衛
は
そ
う
し
た
大
江
戸
の
中
で
職
に
あ
り
つ
く
為
に
ど
ん
な
に
苦
労
し
た
こ
と
か
。

記
録
を
欠
く
の
で
全
く
わ
か
ら
な
い
。

伝
説
に
よ
れ
ば
、
半
兵
衛
は
大
八
車
の
挽
子
車
力
と
な
り
、
火
消
し
人
足
と
な
り
、
次
に
市
川
団
十
郎
の
家
に
寄
食

し
て
、
そ
の
子
女
の
家
庭
教
師
の
よ
う
な
事
に
従
い
、
次
に
商
家
の
飯
炊
き
夫
に
な
っ
た
と
い
う
。
半
兵
衛
は
ど
ん
な

境
遇
に
あ
っ
て
も
、
寸
暇
を
得
れ
ば
必
ず
読
書
勉
学
に
専
心
す
る
の
で
あ
っ
た
。
職
を
選
ぶ
に
も
読
書
勉
学
に
条
件
の

よ
い
の
を
選
ぶ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
八
車
の
挽
子
の
職
は
重
労
働
で
、
家
庭
で
下
男
待
遇
の
時
か
ら
力
仕

事
に
馴
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
疲
労
が
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
の
で
読
書
の
時
間
も
余
力
も
な
か
っ
た
の
で
火
消
人
足
に

火
消
人
足
は
火
事
の
な
い
と
き
は
閑
暇
に
な
る
の
で
、
半
兵
衛
に
は
好
条
件
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
当

時
の
火
消
人
足
と
い
う
も
の
は
至
っ
て
殺
伐
野
蛮
な
も
の
で
、
人
命
な
ど
を
い
き
ざ
か
も
尊
重
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な

気
風
が
な
か
っ
た
。
或
時
、
同
僚
の
一
人
が
頭
取
の
意
に
逆
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
で
な
ぶ
り
殺
し
同
様
に
た
た
き

の
め
し
、
そ
れ
を
余
燧
の
く
す
ぶ
る
中
に
投
げ
こ
ん
で
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
「
ム
シ
死
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
半
兵
衛
は
こ
れ
を
見
て
大
志
あ
る
者
の
身
を
お
く
所
で
は
な
い
と
さ
と
っ
て
こ
こ
を
と
び
出
し
た
。
と
び
出

し
た
の
は
即
ち
、
失
職
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ど
ん
な
手
蔓
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
市
川
団
十
郎
の
食
客
と
な
り
、

団
十
郎
が
立
派
な
俳
優
に
仕
立
て
よ
う
と
大
い
に
好
遇
し
、
子
女
の
家
庭
教
師
の
よ
う
な
仕
事
を
与
え
た
と
い
う
。
半

移
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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兵
衛
は
こ
こ
で
歌
舞
伎
に
つ
い
て
の
知
見
を
得
た
よ
う
で
あ
り
、
浄
瑠
璃
の
稽
古
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。
半
兵
術
は
此

処
で
一
応
生
活
の
安
定
を
得
た
が
、
団
十
郎
の
期
待
す
る
よ
う
に
た
と
え
千
両
役
者
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は

わ
が
初
志
の
大
名
を
あ
げ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
当
時
の
俳
優
仲
川
の
生
活
が
あ
ま
り
に
も
狼
雑
醜
随
な
の

に
呆
れ
、
こ
こ
も
大
志
あ
る
身
を
お
く
べ
き
所
で
な
い
こ
と
を
ざ
と
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た
手
蔓
が
あ
っ
た
の

か
、
常
磐
橋
見
附
近
く
の
商
家
で
、
飯
た
き
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
ぎ
っ
そ
く
そ
こ
の
飯
た
き
に
移

っ
た
と
い
う
。
当
時
飯
た
き
と
い
う
の
は
一
人
前
の
人
川
の
す
る
仕
事
で
な
く
、
半
人
前
の
人
間
の
す
る
賎
業
と
さ
れ
、

給
金
も
随
っ
て
低
か
っ
た
。
し
か
し
半
兵
術
が
敢
て
こ
れ
に
と
び
つ
い
た
の
は
、
飯
さ
え
た
け
ば
そ
の
他
に
は
何
の
仕

事
も
な
く
読
瞥
の
時
間
を
得
ら
れ
る
こ
と
、
殊
に
こ
の
商
家
の
台
所
に
は
常
夜
燈
が
あ
っ
て
、
夜
間
も
読
替
が
存
分
に

で
き
る
と
い
う
好
条
件
が
あ
る
の
で
と
り
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
篤
胤
は
郷
里
に
い
た
頃
、
下
男
待
遇
で
飯
た
き
も
馴

れ
て
い
た
筈
だ
か
ら
随
分
よ
い
飯
を
た
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
飯
た
き
が
終
わ
れ
ば
早
速
読
替
に
取
り
か
か
り
音
吐
朗

々
の
伊
噌
の
声
が
厨
の
中
か
ら
響
く
の
で
あ
っ
た
。
当
時
常
磐
橋
見
附
は
五
万
石
以
上
の
諸
侯
が
当
番
で
警
備
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
或
る
年
備
中
松
山
の
城
主
板
倉
氏
が
当
番
の
と
き
た
ま
た
ま
剛
に
上
が
っ
て
い
た
時
、
濠
を
隔
て
た
商

家
あ
た
り
か
ら
朗
々
た
る
噸
晤
の
声
が
聞
こ
え
た
。
板
倉
氏
は
折
柄
不
審
に
思
っ
た
が
、
そ
の
時
は
そ
れ
な
り
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
三
年
後
、
又
警
衛
の
任
仁
当
り
再
び
こ
の
峨
晤
の
声
を
聞
き
、
三
年
も
同
じ
よ
う
に
読
替
を
続
け
て
い

が
し
ら

る
と
は
奇
特
と
皿
》
い
、
番
頭
の
平
田
藤
兵
術
を
通
わ
し
て
鯛
査
せ
し
め
た
と
こ
ろ
、
出
羽
佐
竹
藩
士
の
子
が
飯
た
き

し
な
が
ら
、
勉
学
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
ば
か
り
か
、
こ
の
飯
た
き
は
嘗
っ
て
平
田
藤
兵
衛
の
門
に
兵
学
を
学
び

に
来
た
こ
と
の
あ
る
半
兵
術
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
瀬
兵
術
も
鷲
い
た
。
こ
れ
が
縁
と
な
り
平
田
藤
兵
術
の
養
子
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に
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
き
苔
つ
は
も
と
よ
り
正
確
な
こ
と
は
知
る
由
も
な
い
。

系
譜
草
稿
に
よ
れ
ば
商
家
の
飯
た
き
か
ら
す
ぐ
に
平
田
家
の
養
子
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
某
旗
本
家
に
奉
公
し
て
い

た
と
い
う
。
「
仮
に
主
取
も
し
て
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
一
季
半
季
の
わ
た
り
仲
川
か
何
か
で
奉
公
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
寛
政
十
二
年
そ
の
勉
学
ぶ
り
と
朴
実
な
人
と
な
り
と
を
感
賞
し
て
平
田
家
の
養
子
に
迎
え
ら
れ
て
、
半
兵

衛
は
数
年
に
亘
る
苦
学
生
活
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

養
父
平
田
藤
兵
衛
は
山
鹿
流
の
兵
学
者
で
、
世
禄
五
十
石
窟
政
六
年
以
来
、
板
倉
氏
の
婿
に
当
る
族
本
本
多
修
理
の

奥
付
を
命
ぜ
ら
れ
、
牛
込
神
楽
坂
の
本
多
家
の
屋
敷
に
住
ん
で
い
た
。
半
兵
衛
が
引
取
ら
れ
た
の
は
こ
の
家
で
あ
っ
た
。

養
母
は
井
伊
兵
部
少
輔
の
藩
士
小
林
氏
の
出
で
、
名
は
そ
え
と
い
っ
た
。
女
の
子
が
一
人
い
た
が
、
安
永
八
年
に
わ
ず

か
三
歳
で
早
世
し
た
。
そ
の
後
は
子
が
生
ま
れ
ず
、
寛
政
九
年
井
伊
兵
部
少
輔
の
藩
士
山
口
氏
の
子
、
藤
五
郎
を
養
罰

子
と
し
た
が
、
十
八
歳
で
天
死
し
て
し
ま
っ
た
。
篤
胤
が
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

鱒
胤
は
か
つ
て
篤
穐
の
兵
学
の
門
弟
で
あ
っ
た
。
倦
む
こ
と
を
知
ら
ぬ
そ
の
刻
苦
勉
学
ぶ
り
と
、
朴
実
な
人
柄
と
を

感
賞
し
て
養
子
に
迎
え
た
が
前
述
の
通
り
め
あ
わ
せ
る
娘
が
な
か
っ
た
。

篤
胤
入
家
の
翌
年
享
和
元
年
六
月
十
六
日
「
そ
え
」
が
亡
く
な
っ
た
。
門
弟
の
常
に
出
入
り
す
る
家
に
主
婦
が
い
な

そ
こ
で
篤
胤
に
新
婦
を
迎
え
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
御
一
代
略
記
に
は
い
た
っ
て
簡
潔
に
「
享
和
元
年
八
月

十
三
日
、
刀
自
君
嫁
シ
来
玉
ヘ
リ
。
御
実
家
は
駿
河
国
沼
津
城
主
、
水
野
侯
ノ
藩
士
石
橋
宇
右
衛
門
常
房
主
ノ
女
ニ
テ

二
十
歳
二
成
り
玉
フ
。
御
名
ハ
織
瀬
君
卜
申
ス
。
」
と
見
え
る
。

く
て
は
万
事
都
合
が
悪
い
。
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篤
胤
自
記
の
覚
書
に
よ
れ
ば
、
織
禰
、
お
り
せ
、
り
せ
、
里
勢
と
ざ
ま
ざ
ま
の
文
字
を
用
い
て
い
る
。
父
常
房
は
小

川
町
猿
楽
丁
森
川
の
向
か
い
大
久
保
八
郎
左
衛
門
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
（
鉄
胤
の
覚
え
野
）
。
織
瀬
は
幼
名
を
お
き

ち
と
い
い
、
其
の
後
米
次
、
吾
ら
に
お
り
せ
と
改
め
た
。
織
瀬
の
母
は
武
州
豊
島
郡
沼
袋
村
百
姓
次
郎
左
衛
門
の
女
で

あ
っ
た
。
お
き
ち
、
消
右
術
門
の
二
子
を
産
ん
だ
が
、
お
き
ち
が
八
歳
に
な
っ
た
と
き
、
病
気
の
た
め
離
別
し
尼
に
な

っ
て
、
釈
知
法
禅
尼
と
呼
ば
れ
た
。
釈
知
法
禅
尼
の
死
後
、
弔
う
も
の
が
な
い
の
を
悲
し
ん
だ
篤
胤
は
「
祭
る
人
な
け

れ
ば
子
々
孫
々
永
代
我
が
家
に
て
祭
る
く
し
忽
怠
」
と
轡
き
し
る
し
て
い
る
。
後
に
鉄
胤
が
そ
の
墓
所
を
罪
ね
た
と
こ

ろ
、
そ
の
浄
正
寺
は
所
替
に
な
っ
て
所
在
を
失
い
墓
碑
を
集
め
埋
め
て
、
そ
の
印
に
建
て
た
と
い
う
石
碑
を
拝
し
て
弔

っ
て
き
た
こ
と
を
覚
え
書
き
に
認
め
て
い
る
。
こ
の
実
母
が
離
別
さ
れ
た
後
に
お
き
ち
に
継
母
が
き
た
。
実
母
と
同
じ

く
沼
袋
村
の
生
ま
れ
、
百
姓
権
左
衛
門
の
姉
で
織
瀬
（
お
き
ち
）
の
二
十
五
歳
の
年
ま
で
存
命
し
た
。
こ
の
継
母
に
つ

い
て
他
に
何
の
記
録
も
な
い
の
で
、
お
り
せ
や
消
右
衛
門
と
の
折
り
合
い
に
つ
い
て
何
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
と
に

か
く
織
瀬
の
少
女
時
代
継
母
の
手
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

織
瀬
が
い
く
つ
の
時
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
某
旗
本
に
奉
公
に
出
て
奥
勤
め
を
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
行
儀
見
習
い

と
し
て
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
旗
本
の
名
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
だ
が
確
か
め
る
方
法
も
な
い
ｃ
そ
の

施
本
の
奥
勤
め
の
中
に
織
瀬
は
鱒
胤
（
半
兵
衛
）
と
相
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
奉
公
に
出
た
年
次
の
前
後
は
明
ら
か
で

な
い
が
、
半
兵
術
と
織
瀬
は
時
を
同
じ
く
し
て
、
そ
の
旗
本
に
奉
公
し
て
い
た
。
篤
胤
の
系
譜
草
稿
に
、
「
篤
胤
平
田

家
相
続
の
前
方
或
る
旗
本
に
仕
え
た
る
時
、
り
せ
は
そ
の
奥
に
勤
め
居
り
し
を
」
と
記
し
て
あ
る
。
半
兵
術
は
ど
ん
な

身
分
ど
ん
な
役
割
で
奉
公
し
た
の
か
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
学
者
に
な
ろ
う
と
い
う
大
志
を
胸
に
秘
め
て
寸
暇
を
愉
人
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が
、
互
い
の
愛
情
は
次
第
に
深
ま
り
募
っ
て
い
っ
た
。
つ
い
て
は
「
親
の
許
苔
ざ
る
を
ひ
そ
か
に
相
約
し
」
（
系
譜

草
稿
）
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
。
親
の
許
し
も
な
し
に
ひ
そ
か
に
将
来
を
相
約
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
当

時
と
し
て
は
ど
こ
で
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
殊
に
二
人
は
今
、
武
家
屋
敷
に
奉
公
中
の
身
で
あ
る
。
武
家

「
あ
は
れ
、
此
女
よ
、
互
に
い
と
若
か
り
し
時
よ
り
親
魂
〈
む
つ
た
ま
）
あ
へ
る
由
あ
り
て
」
（
霊
能
真
性
初
橘
）

と
書
い
た
よ
う
に
半
兵
衛
と
織
瀬
は
い
つ
か
相
愛
の
間
柄
に
な
っ
た
。
ま
ぎ
に
相
寄
る
魂
で
あ
っ
た
。

半
兵
衛
の
人
と
な
り
と
そ
の
異
常
な
勉
学
ぶ
り
と
に
織
瀬
は
鷲
異
と
畏
敬
と
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
し
、
織
瀬
の
教
養

と
愛
情
と
に
半
兵
衛
は
心
ひ
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
間
に
贈
答
の
歌
な
ど
あ
っ
た
か
と
想
わ
れ
る
が
、
ど
こ

か
ら
も
発
見
き
れ
て
い
な
い
。

で
読
替
に
励
み
、
か
た
わ
ら
平
田
藤
兵
衛
に
つ
い
て
兵
学
の
勉
学
に
い
そ
し
ん
で
、
刻
苦
精
励
、
お
そ
ら
く
か
な
り
の

博
学
に
な
っ
て
居
り
、
数
年
の
辛
酸
の
生
活
裡
に
相
応
人
物
も
で
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
篤
胤
は
元
来
人
な
っ
っ
こ
い

人
で
あ
り
、
柔
和
な
人
で
あ
っ
た
か
ら
入
づ
き
あ
い
も
悪
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
団
十
郎
家
寄
食
中
に
か
な
り
の

歌
舞
伎
通
に
な
っ
て
い
た
し
、
浄
瑠
璃
は
殊
に
素
人
ば
な
れ
の
の
ど
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
奉
公
の
暇
に
肌
搬
が
ら
所

望
き
れ
れ
ば
さ
わ
り
の
一
く
苔
り
位
き
ら
り
と
や
っ
て
の
け
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
苦
学
生
に
あ
り
が
ち
な
コ

チ
コ
チ
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
暗
い
険
の
な
い
明
朗
澗
達
な
青
年
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

織
瀬
は
奥
勤
め
の
中
で
稽
古
事
は
い
ろ
い
ろ
力
を
入
れ
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
中
で
も
和
歌
は
か
な
り
で
き
た
ら
し

い
。
今
に
遣
る
作
品
か
ら
見
れ
ば
古
典
の
教
養
も
世
間
並
み
に
身
に
つ
け
た
ら
し
い
。
い
わ
ゆ
る
十
語
五
草
ぐ
ら
い
は

い
。
今
に
遣
る
作
品
か
会

こ
な
し
た
も
の
ら
し
い
。
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屋
敷
で
は
内
と
表
と
は
厳
然
た
る
け
じ
め
が
あ
り
、
男
女
七
歳
に
し
て
席
を
同
じ
う
せ
ず
、
不
義
は
御
家
の
御
法
度
と

し
て
不
当
な
ほ
ど
厳
格
だ
っ
た
時
代
で
あ
る
。

親
の
許
し
も
な
し
に
し
か
も
奉
公
中
の
身
で
ひ
そ
か
に
夫
婦
約
束
す
る
な
ど
は
当
時
と
し
て
は
言
語
道
断
の
沙
汰
で

あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
も
の
の
あ
わ
れ
を
知
る
、
所
謂
わ
け
知
り
の
殿
様
な
ら
ば
、
お
手
打
の
夫
婦
と
な
り
し
を
更
衣

と
い
っ
た
よ
う
な
粋
な
裁
き
も
な
い
こ
と
も
あ
る
ま
い
が
、
そ
ん
な
の
は
よ
ほ
ど
タ
ガ
の
ゆ
る
ん
だ
緩
怠
な
家
風
の

家
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
た
び
不
義
露
顕
と
も
な
れ
ば
、
不
義
者
の
名
に
呼
ば
れ
て
お
庭
先
に
引
き
出
さ
れ
、
紫
麺

一
閃
、
首
足
所
を
異
に
し
、
犬
猫
の
よ
う
に
捨
て
ら
れ
る
の
が
オ
チ
で
あ
る
。
二
人
の
愛
情
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど

悲
し
い
恋
愛
で
あ
り
、
命
が
け
の
恋
愛
で
あ
っ
た
。

こ
う
な
っ
た
上
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
・

ゆ
っ
く
り
櫛
え
て
時
節
の
到
来
を
待
つ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
織
瀬
は
や
が
て
二
十
歳
に
な
る
ｃ
二
十
歳
を
越

し
て
は
当
時
と
し
て
は
婚
期
遅
れ
だ
。
婚
期
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
と
他
か
ら
の
縁
談
に
乗
り
出
し
て
来
た
な
ら
ば
、
運

命
は
ど
う
変
転
す
る
か
分
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
「
自
分
の
選
ん
だ
人
を
見
て
下
き
い
」
と
い
っ
て
、
他
を
拒
む
と

い
う
よ
う
な
こ
と
の
で
き
る
時
代
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
っ

織
瀬
の
悶
々
と
し
た
胸
中
を
半
兵
衛
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
。
半
兵
衛
は
半
兵
衛
で
こ
の
難
問
を
い
か
に
解
決

す
べ
き
か
に
千
考
万
慮
煩
悶
し
た
に
違
い
な
い
。
半
兵
衛
に
こ
う
い
う
難
題
に
は
よ
く
神
に
祈
る
人
で
あ
っ
た
か
ら

ど
ん
な
に
か
熟
祷
を
繰
り
返
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
織
瀬
の
婚
期
遅
れ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
半
兵
衛
の
方
と
て
も

ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
半
兵
衛
が
学
者
と
し
て
一
家
を
成
す
の
は
果
た
し
て
何
れ
の
日
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の
こ
と
か
。
織
瀬
の
家
は
小
身
と
は
言
へ
、
水
野
侯
の
藩
士
、
れ
っ
き
と
し
た
家
柄
で
あ
る
。
織
瀬
が
何
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
、
素
性
も
知
れ
な
い
貧
書
生
に
と
つ
が
せ
て
く
れ
る
わ
け
が
な
い
。

半
兵
衛
が
石
橋
家
に
結
婚
を
申
込
む
た
め
に
は
、
学
者
と
し
て
多
少
世
に
知
ら
れ
る
か
、
も
し
く
は
一
人
前
の
士
分

と
し
て
立
身
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
の
半
兵
衛
の
境
界
で
は
何
と
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
半
兵
衛
は
日
々
夜

々
い
か
に
焦
燥
に
苦
悶
し
た
こ
と
か
。

半
兵
衛
に
平
田
家
の
養
嗣
子
問
題
の
起
こ
っ
た
の
は
そ
の
こ
ろ
で
あ
る
。
平
田
藤
兵
衛
は
、
商
家
の
飯
た
き
奉
公

を
し
て
い
た
半
兵
衛
を
引
き
と
っ
て
門
人
に
し
て
く
れ
た
恩
義
あ
る
人
で
あ
る
。

そ
の
恩
人
が
、
半
兵
衛
の
超
人
的
な
勉
学
ぶ
り
と
朴
実
な
人
柄
と
を
感
賞
し
て
養
嗣
子
と
し
て
迎
え
よ
う
と
い
う
の

半
兵
衛
と
し
て
は
、
ま
き
に
己
れ
を
知
る
人
の
為
に
断
乎
と
し
て
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
半
兵
衛
と
し
て
は
こ
の
懇
望
に
は
感
激
し
な
が
ら
も
た
や
す
く
は
決
し
兼
る
事
情
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の

は
、
織
瀬
と
の
密
約
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
半
兵
衛
は
こ
の
問
題
に
深
刻
な
襖
悩
に
陣
吟
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

恩
義
あ
る
師
の
藤
兵
衛
の
懇
望
は
半
兵
衛
に
と
っ
て
は
世
に
も
あ
り
が
た
い
仕
合
せ
に
違
い
な
い
。
兵
学
者
藤
兵
衛

の
養
嗣
子
と
な
れ
ば
当
然
れ
っ
き
と
し
た
水
野
藩
の
士
と
し
て
、
石
橋
家
へ
結
婚
申
込
み
も
可
能
と
な
る
筈
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
織
瀬
と
の
堅
い
ち
ぎ
り
で
あ
る
。
藤
兵
衛
に
は
娘
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
養
子
と
い
っ
て
も
夫
婦
義
子

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
物
堅
い
武
家
の
慣
習
と
し
て
密
事
（
み
そ
か
ご
と
）
の
上
に
成
っ
た
織
瀬
と
の

間
柄
を
そ
の
ま
ま
認
容
し
て
も
ら
え
る
で
あ
ろ
う
か
、
す
こ
ぶ
る
疑
問
で
あ
る
。

で
あ
る
。
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こ
れ
は
と
て
も
可
能
性
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
平
田
家
と
し
て
は
、
半
兵
衛
は
か
つ
し
た
経
緯
で
入
家
せ
し
め
た

の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
せ
め
て
そ
の
嫁
だ
け
は
、
養
父
母
の
い
ず
れ
か
の
血
縁
の
も
の
か
、
も
し
く
は
何
ら
か
の
ゆ

か
り
の
あ
る
も
の
を
迎
え
た
い
と
い
う
の
が
真
実
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
現
に
若
死
し
た
養
子
藤
五
郎
は
養
母
そ
え
の

ゆ
か
り
の
井
伊
兵
部
藩
士
山
口
氏
か
ら
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。
半
兵
衛
の
嫁
も
養
父
母
い
ず
れ
か
の
ゆ
か
り
の
も
の
を

選
び
た
い
と
い
う
の
が
願
い
で
あ
ろ
う
。
織
瀬
と
の
密
約
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
貰
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
可
能
性
の

乏
し
い
こ
と
と
詔
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
半
兵
衛
は
と
に
も
か
く
に
も
、
せ
め
て
そ
の
嫁
だ
け
は
、
養
父
母
の
い
ず
れ
か

の
血
縁
の
者
か
、
も
し
く
は
何
ら
か
の
ゆ
か
り
の
あ
る
も
の
を
迎
え
た
い
と
い
う
の
が
切
な
い
願
い
で
あ
ろ
う
。
現
に

前
の
護
子
藤
五
郎
は
養
母
そ
え
の
ゆ
か
り
の
井
伊
兵
部
の
藩
士
山
口
氏
か
ら
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。

若
し
そ
う
い
う
こ
と
に
で
も
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
半
兵
衛
と
し
て
は
如
何
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
養
嗣
子
問
題
は
断

乎
と
し
て
、
こ
と
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

独
立
独
歩
、
他
に
た
よ
ら
ず
、
名
を
成
す
と
い
う
の
が
半
兵
衛
の
初
志
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
に
固
執
し

て
い
て
は
、
織
瀬
と
の
契
約
を
果
た
す
日
が
何
れ
の
時
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。

恩
師
の
懇
望
に
応
ず
る
こ
と
は
、
織
瀬
を
め
と
る
必
要
条
件
の
一
つ
結
婚
申
込
み
が
で
き
る
自
分
の
身
分
を
満
た
す

こ
と
に
は
な
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
堅
い
ち
ぎ
り
を
破
却
す
る
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
織
瀬
は

は
じ
め
か
ら
こ
の
養
子
問
題
に
は
多
分
の
疑
惑
を
い
た
だ
い
て
い
た
。
半
兵
衛
は
織
瀬
と
の
偕
老
同
穴
の
契
は
い
か
な

る
事
が
あ
っ
て
も
絶
対
に
破
却
し
な
い
こ
と
を
、
神
に
か
け
て
誓
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

「
己
れ
大
志
あ
れ
ば
か
ね
て
人
の
家
は
続
か
じ
と
思
へ
り
し
を
、
さ
て
は
り
せ
を
め
と
る
こ
と
能
は
ざ
る
こ
と
と
恩
ひ
て
、
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か
く
て
半
兵
衛
は
平
田
家
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
。
名
を
改
め
て
篤
胤
と
称
し
た
。
藤
兵
衛
篤
穏
の
一
宇
と
生
家
の
通

り
字
胤
と
を
組
合
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
篤
胤
は
織
瀬
と
の
堅
い
ち
ぎ
り
は
深
く
胸
に
秘
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

織
瀬
に
対
し
て
は
自
分
の
決
意
の
程
を
明
確
に
し
て
来
た
に
違
い
な
い
。
が
胸
中
焦
燥
の
念
を
禁
じ
難
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
養
子
に
な
る
に
し
て
も
、
そ
の
家
元
と
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
江
戸
市
中
に
一
処
も
身
寄
り
の
な
い
篤
胤

に
同
情
し
た
の
は
兵
学
の
同
門
高
久
喜
兵
衛
文
吉
で
あ
る
。
文
吉
は
篤
胤
の
叔
父
に
な
り
、
篤
胤
の
家
元
と
な
っ
て
、

鱒
胤
を
送
り
出
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
高
久
も
半
兵
衛
の
苦
学
力
行
ぶ
り
に
は
ほ
と
ほ
と
感
心
し
、
畏
敬
し
て

い
た
の
で
、
何
か
と
世
話
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
（
御
一
代
略
記
）

篤
胤
は
高
久
に
対
し
て
生
涯
そ
の
恩
義
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
（
鉄
胤
覚
書
）

篤
胤
が
養
子
に
入
っ
た
時
、
養
父
篤
穏
は
す
で
に
六
十
九
歳
、
養
母
の
年
齢
は
不
明
で
あ
る
が
、
初
孫
の
顔
を
見
て

死
に
た
い
と
あ
せ
る
年
齢
か
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
す
で
に
二
十
五
に
も
な
る
養
子
を
迎
え
な
が
ら
、
こ
の
養
母
の
生
存

中
に
嫁
を
迎
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
ど
う
し
た
わ
け
か
分
ら
な
い
。

縁
談
が
あ
っ
て
も
篤
胤
の
前
々
か
ら
、
お
そ
れ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
、
拒
み
つ
づ
け
た
の
か
、
そ
れ
と

り
せ
と
相
談
し
て
平
田
の
家
の
養
子
と
は
な
れ
る
也
二
系
譜
草
稿
）
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
間
の
消
息
が
う
か
が

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
相
談
し
て
」
は
お
そ
ら
く
は
形
だ
け
で
内
容
は
「
説
得
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
若
き
日
の
半
兵
衛
の
苦

し
い
胸
の
中
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

半
兵
衛
は
一
ま
づ
平
田
家
の
養
嗣
子
と
な
る
。
然
る
後
、
織
瀬
を
迎
え
る
方
途
を
じ
っ
く
り
と
識
ず
る
と
い
う
心
組

み
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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も
高
久
叔
父
な
ど
を
介
し
て
、
織
瀬
と
の
密
約
の
事
を
藤
兵
衛
に
打
ち
あ
け
て
も
そ
れ
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
一

切
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
年
は
そ
の
ま
ま
に
過
ぎ
た
。
翌
年
に
な
っ
て
も
全
然
進
展
し
な
い
。
篤
胤
も
織
瀬
も
固
唾
を
飲

む
よ
う
に
し
て
、
成
行
に
気
を
操
ん
で
注
目
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
篤
胤
人
家
の
翌
年
六
月
十
六
日
養
母
の
そ
え
が

亡
く
な
っ
た
。
そ
の
七
七
日
の
忌
が
過
ぎ
た
ば
か
り
の
八
月
十
三
日
に
織
瀬
が
花
嫁
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
な
る
ま
で
は
叔
父
分
高
久
と
平
田
家
の
間
に
複
雑
な
交
渉
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
種
々
辛
苦
の
上
に
て
双

方
の
親
等
熟
談
の
上
に
て
此
時
に
嫁
し
来
れ
る
な
り
。
」
（
系
譜
草
稿
）

と
篤
胤
は
日
記
し
て
い
る
。
「
種
々
辛
苦
の
上
」
と
い
い
、
「
双
方
の
親
等
熟
談
の
上
」
と
い
い
容
易
な
ら
ざ
る
経
緯

が
、
そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
の
高
久
が
如
何
に
斡
旋
交
渉
に
努
め
た
か
は
十
分
想
像
き
れ
る
と
こ
ろ

織
瀬
は
平
田
家
の
花
嫁
と
し
て
と
つ
い
だ
と
い
う
よ
り
は
、
い
き
な
り
主
婦
の
座
に
着
か
き
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

新
婚
の
甘
夢
ど
こ
ろ
の
沙
汰
で
は
な
か
っ
た
。

平
田
家
の
家
計
の
上
か
ら
は
明
る
き
や
豊
か
さ
を
期
待
す
る
こ
と
は
到
底
困
難
で
あ
っ
た
。
家
計
の
切
り
盛
り
の
容

易
で
な
い
こ
と
を
見
た
織
瀬
は
こ
の
家
計
の
中
で
も
何
と
か
工
夫
し
て
楽
し
い
家
庭
を
作
り
、
夫
の
勉
学
に
支
障
の
な

い
よ
う
に
し
て
行
く
の
が
、
己
れ
の
使
命
だ
と
当
初
か
ら
覚
悟
を
堅
め
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
は
篤
胤
の
身
辺
は
多
事
忽
忙
の
年
で
あ
っ
た
。
六
月
に
養
母
そ
え
の
死
、
八
月
に
織
瀬
の
入
家
、
十
二
月
六

日
に
は
篤
胤
の
実
母
が
秋
田
で
硯
し
た
。
実
母
の
存
生
中
に
、
篤
胤
は
、
平
田
家
養
子
入
家
の
こ
と
、
織
瀬
と
の
結
婚

の
こ
と
を
報
じ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
実
母
の
死
を
篤
胤
が
知
ら
せ
を
受
け
た
の
か
ど
う
か
、
篤
胤
は
何
に
も
普
い
て

が
、
そ
』

で
あ
る
。
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い
な
い
。
筆
ま
め
な
篤
胤
の
手
記
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
知
ら
せ
も
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

享
和
元
年
（
一
八
○
二
年
）
は
篤
胤
の
生
涯
中
で
も
大
切
な
年
で
あ
る
。
『
御
一
代
略
記
』
に
「
春
初
め
て
鈴
屋
大
人
の

著
書
を
見
て
大
き
に
古
学
に
志
を
起
し
、
同
七
月
、
松
坂
に
名
簿
を
捧
げ
玉
う
」
と
あ
る
。
即
ち
篤
胤
の
思
想
学
問
の

方
向
の
一
大
転
換
の
行
わ
れ
た
年
で
あ
る
。

篤
胤
は
そ
れ
ま
で
専
ら
漢
字
に
の
み
勉
励
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
雛
然
と
し
て
国
学
に
志
を
起
し
た
の

で
あ
る
。
平
田
古
道
学
の
濫
鵤
を
な
す
年
で
あ
っ
た
。
や
っ
と
求
め
来
っ
た
正
義
博
学
の
師
に
め
ぐ
り
あ
え
た
わ
け
で

あ
る
。
宣
長
大
人
の
正
し
い
学
風
と
広
大
無
辺
の
学
殖
と
に
深
く
傾
倒
し
、
我
が
学
問
の
方
向
の
決
定
を
得
た
の
で
あ

る
。
こ
の
「
春
初
め
て
」
読
ん
だ
の
は
鈴
屋
本
の
何
を
読
ん
だ
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
鈴
屋
本
は
江
戸
で
も
か
な
り
流

布
し
て
い
た
筈
だ
か
ら
手
に
入
れ
る
の
に
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
友
人
に
堤
朝
風
斎
藤
彦
満
ら
の
鈴
屋

門
下
が
い
た
の
で
あ
る
か
ら
便
宜
も
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

七
月
鈴
屋
入
門
と
い
う
の
は
『
御
一
代
略
記
』
の
記
事
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
筆
者
鉄
胤
の
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

先
学
既
に
説
あ
り
。
篤
胤
は
後
、
享
和
二
年
宣
長
の
実
子
春
庭
の
門
人
に
な
っ
て
い
る
。
入
門
の
こ
と
は
と
も
か
く
、

鈴
屋
本
を
む
き
ぼ
る
よ
う
に
日
々
夜
々
読
み
ふ
け
っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
い
き
苫
か
問
題
が
あ
る
。

文
化
元
年
の
縞
に
成
る
『
王
が
つ
ま
道
の
し
る
べ
』
の
賊
に
「
前
を
と
つ
年
の
秋
の
頃
よ
り
翁
（
本
居
宣
長
の
こ
と
）

の
を
し
へ
に
入
り
そ
め
て
た
の
し
く
た
ふ
と
く
途
じ
る
き
道
に
な
む
た
ち
入
り
ぬ
れ
ば
」
と
あ
っ
て
「
秋
の
頃
」
か

ら
、
と
い
う
こ
と
に
弁
○
る
。

前
引
井
上
頼
圀
博
士
が
先
考
か
ら
聞
き
伝
え
た
と
い
う
「
篤
胤
紙
屑
頁
よ
り
反
古
あ
ま
た
貢
取
ら
れ
し
が
、
そ
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の
中
に
古
事
記
の
古
本
あ
り
し
を
そ
の
妻
、
之
を
見
て
日
く
つ
」
は
皇
国
の
古
史
な
れ
ば
必
ず
読
み
給
ふ
く
し
」

と
。
依
り
て
、
「
こ
れ
を
熟
読
玩
味
し
て
は
じ
め
て
皇
国
の
古
学
を
研
究
す
べ
き
志
を
起
せ
り
と
い
ふ
」
の
物

語
に
よ
れ
ば
、
享
和
元
年
織
瀬
人
家
の
後
の
こ
と
と
な
り
て
前
の
「
秋
の
頃
」
と
い
う
の
と
合
致
す
る
が
「
春

初
め
て
」
と
い
う
の
と
甑
賂
す
る
の
み
な
ら
ず
「
出
定
笑
語
講
本
に
見
え
る
次
の
こ
と
と
も
甑
鰯
す
る
。
此
の

本
は
文
化
六
年
、
京
橋
の
山
下
町
で
古
道
大
意
、
仏
道
の
大
意
、
俗
神
道
大
意
な
ど
と
共
に
講
説
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
本
居
宣
長
の
随
筆
玉
か
つ
ま
を
読
み
、
そ
の
巻
八
に
出
て
い
る
富
永
仲
基
の
「
出
定
後
語
」
の
存
在

を
は
じ
め
て
知
り
、
百
方
手
を
尽
し
て
古
本
屋
を
さ
が
し
注
文
し
て
、
と
う
と
う
京
都
か
ら
送
っ
て
も
ら
っ
た
と

い
う
い
き
さ
つ
長
々
と
物
語
り
、
今
年
か
ら
ら
八
年
の
こ
と
で
ご
ざ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
講
釈
を
し
た

た
文
化
六
年
か
ら
八
年
前
と
い
え
ば
、
享
和
元
年
に
な
る
が
、
出
定
後
語
が
方
々
の
本
屋
か
ら
注
文
が
あ
る
さ

い
大
阪
の
某
書
店
で
、
そ
の
夏
の
こ
ろ
土
蔵
の
中
か
ら
、
そ
の
版
木
を
見
つ
け
て
あ
わ
て
て
刷
り
出
し
た
の
で

あ
る
。
篤
胤
は
そ
の
こ
ろ
は
す
で
に
京
都
の
古
本
屋
か
ら
得
た
の
を
読
ん
で
い
た
。
「
最
早
入
り
は
せ
ぬ
が
注

文
い
た
し
た
る
事
故
、
是
非
な
く
其
の
節
み
な
買
っ
て
お
い
た
で
ご
ざ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
て
見
れ
ば
玉
か
つ
ま
を
読
ん
だ
の
は
享
和
元
年
の
夏
以
前
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
結
婚
以

前
、
す
で
に
宣
長
の
著
書
を
読
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
前
を
と
つ
年
の
秋
は
、
さ
ら
に
そ
の
前
年
の
秋
、
寛
政
十

二
年
の
秋
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

篤
胤
の
国
学
志
向
の
年
は
か
く
て
、
享
和
元
年
で
は
な
く
、
そ
の
年
以
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
。
寛

政
十
二
年
以
前
と
す
る
と
、
前
に
引
い
た
織
瀬
入
家
の
後
、
織
瀬
か
ら
一
古
事
記
の
古
本
を
勧
め
ら
れ
た
の
が
、
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篤
胤
国
学
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
と
す
る
の
と
合
わ
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
こ
う
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
漢
字
に
専
心
梢
進
し
て
き
た
鯆
胤
を
し
て
錦
然
国
学
に
転
向
さ
せ
薦
胤
国
学
、
古
道

学
の
由
っ
て
来
る
所
を
Ⅲ
弟
述
に
鰯
り
き
か
せ
る
と
き
、
結
妬
以
前
の
密
約
時
代
を
避
け
て
、
結
峨
後
の
こ
と

と
し
て
蟠
っ
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
実
は
織
瀬
と
の
密
約
時
代
、
結
蛎
の
伽
年
こ
ろ
に
た
ま
た
ま
ｆ
に
入
れ
た
古

珈
紀
の
古
本
を
統
秤
に
無
我
夢
中
に
な
っ
て
い
た
平
氏
術
に
噸
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
う
し
て
篤
胤
は
古
事
妃
の
研
究
か
ら
、
古
聯
紀
伝
え
古
来
紀
伝
か
ら
本
居
学
へ
と
遮
進
し
、
享
利
元
年
の
存

頃
は
す
っ
か
り
、
本
居
学
に
傾
倒
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
翌
年
の
著
述
呵
妄
灘
を
見
れ
ば
す
で
に
本
居
学
の
什
髄
を
得
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
琉
胤
の
頭
脳
明
蜥
を

以
っ
て
し
て
も
、
た
か
が
半
年
や
一
年
の
速
成
勉
強
で
な
い
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

あ
は
れ
此
女
よ
、
子
が
道
の
学
び
を
助
け
成
せ
る
功
こ
こ
ら
あ
り
て
（
霊
能
真
柱
初
稿
断
片
）
と
篤
胤
が
涙
な
が
ら

に
追
憶
し
て
い
る
の
は
、
織
瀬
入
家
後
の
献
身
的
な
内
助
の
功
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
ら
の
功
の
中
に
は
、
篤

胤
国
学
の
端
緒
と
な
っ
た
古
事
記
の
古
本
の
こ
と
を
特
に
挙
げ
て
奉
公
中
朋
毅
の
目
を
禅
っ
て
物
陰
に
忍
ん
で
古
事
記

の
古
本
を
こ
っ
そ
り
半
兵
衛
に
手
渡
し
し
た
姿
を
追
憶
し
て
、
あ
、
平
田
古
道
学
の
端
緒
は
実
は
織
瀬
が
与
え
て
く
れ

た
の
で
あ
っ
た
と
妻
に
対
す
る
無
限
の
感
謝
を
以
っ
て
追
憶
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

あ
く
る
享
和
二
年
、
正
月
に
は
織
瀬
は
身
重
に
な
っ
て
い
た
。
淋
し
い
明
け
暮
れ
を
送
っ
て
い
る
養
父
篤
穏
を
い
た

わ
り
、
研
学
に
精
進
す
る
夫
に
仕
え
て
充
実
し
た
一
日
一
日
を
送
り
迎
え
て
い
た
。

正
月
十
七
日
に
は
養
父
は
隠
居
噸
を
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
身
体
強
壮
な
る
に
仏
り
、
隠
居
ま
か
り
な
ら
ぬ
と
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享
和
三
年
の
叉
に
は
鱒
胤
夫
婦
に
悲
揃
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
常
太
郎
が
あ
か
も
が
き
（
麻
疹
）
に
か
か
っ
た
。

よ
ほ
ど
悪
性
の
麻
疹
だ
っ
た
ら
し
く
あ
ら
ゆ
る
手
当
て
を
し
て
も
そ
の
効
な
く
、
鯆
胤
の
神
々
へ
の
祈
捗
も
そ
の
験

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
実
は
本
多
の
奥
方
の
方
か
ら
内
願
し
て
引
き
制
ぬ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
鯆
穏
は
天

明
三
年
か
ら
お
姫
徽
付
き
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
錠
脊
に
当
た
り
、
本
多
へ
御
輿
入
り
と
同
時
に
、
そ
の
奥
附
を
命
ぜ
ら

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
奥
方
か
ら
い
へ
ぱ
よ
い
爺
や
で
引
止
め
述
助
も
し
た
に
述
い
な
い
（
系
識
革
稿
）
。
心
な
ら
ず
も

老
骨
に
む
ち
打
っ
て
、
奉
公
に
は
げ
ん
で
い
た
。

織
瀬
は
正
月
に
は
身
並
に
な
っ
て
、
苦
し
く
な
っ
て
い
た
。
寂
し
い
生
活
の
中
に
も
赤
ん
坊
の
産
声
の
Ⅲ
か
さ
れ
る

こ
と
と
轡
ん
で
、
心
待
ち
に
し
て
い
た
、
こ
の
一
家
に
は
明
る
き
が
見
え
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。

鯛
胤
は
時
折
ひ
ど
く
不
気
嫌
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
不
気
峨
は
自
分
で
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
何
と
い
う
わ
け
も
な
し
に
や
つ
あ
た
り
を
し
、
む
や
み
に
織
瀬
に
当
り
散
ら
し
た
り
す
る
の
で
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
織
瀬
は
決
し
て
吾
か
ら
う
こ
と
な
く
、
鱒
胤
の
気
分
の
縮
ま
る
の
を
待
っ
た
。
こ
う
い
う
と
き
、
と
も

す
れ
ば
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
な
ど
い
っ
て
平
素
の
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
て
互
に
傷
つ
け
合
ひ
、
言
葉
を
投
げ
つ
け
あ
っ

て
不
気
嫌
を
一
層
深
刻
な
も
の
に
し
が
ち
な
も
の
で
あ
る
が
、
織
瀬
夫
人
は
堅
く
そ
れ
を
つ
つ
し
ん
だ
。
帯
一
流
、
半

襟
一
つ
買
っ
て
く
れ
た
こ
と
も
な
い
甲
斐
性
な
し
と
一
言
い
え
ば
篤
胤
も
一
言
も
な
く
な
る
筈
だ
が
、
そ
ん
な
賜
鹿
な

こ
と
は
絶
体
に
口
に
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
鱒
胤
の
最
も
痛
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
痛
い
と
こ
ろ
を
突
く
こ
と
は
、

夫
の
一
心
不
乱
に
進
め
て
い
る
学
業
以
外
に
心
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
学
業
の
進
歩
の
障
害
に
な
る
こ
と
を
十

分
儒
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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な
く
、
六
月
二
十
日
に
と
う
と
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
手
痛
い
衝
撃
で
あ
っ
た
。
夫
蜥
の
醜
き
は
も
と
よ
り
初
孫
挺
生

を
喜
ん
で
い
た
お
じ
い
き
ん
の
鯆
穏
の
落
胆
も
大
き
か
っ
た
。
平
田
家
は
再
び
ひ
っ
そ
り
と
し
た
寂
し
き
に
閉
ざ
苔
れ

た
。
不
幸
は
よ
く
続
い
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
織
瀬
の
実
父
常
房
が
八
月
十
三
日
に
頚
故
し
た
。
六
十
余
歳
で
あ
っ
た

た
。
不
幸
は

（
鉄
胤
手
記
）

愛
児
の
死
、
父
の
死
、
》

は
生
計
に
専
念
し
て
い
た
。

こ
の
頃
篤
胤
は
「
徳
行
記
」
と
い
う
も
の
を
作
り
、
刻
成
し
て
世
に
送
っ
た
。
何
門
の
先
薙
名
古
屋
の
鈴
木
鵬
と
合

作
し
た
も
の
で
、
仁
敬
誕
知
勇
の
五
徳
に
つ
い
て
解
説
し
た
楠
単
な
も
の
で
あ
る
が
、
著
作
出
版
の
最
初
の
も
の
で
あ

たた
◎◎

明
け
て
享
和
四
年
二
月
に
改
元
が
あ
っ
て
、
文
化
元
年
、
篤
穏
は
こ
と
し
も
隠
居
願
が
叶
わ
ず
相
か
わ
ら
ず
老
骨
を

は
げ
ま
し
て
勤
務
し
て
い
た
。

鱒
胤
の
学
業
の
進
歩
は
著
し
く
、
人
の
師
と
な
る
に
足
る
だ
け
の
造
詣
を
菰
ん
だ
の
で
、
家
塾
を
Ⅲ
く
こ
と
に
し
て

た
・
塾
の
名
は
「
典
菅
（
ま
す
げ
）
乃
厘
」
、
し
か
し
入
門
し
た
の
は
わ
ず
か
三
人
そ
れ
も
同
藩
の
人
ば
か
り
で
あ
っ

っ
た
。

鯆
胤
は
学
事
の
か
た
わ
ら
、
人
な
み
に
和
歌
の
稽
古
を
し
て
い
た
が
、
師
匠
は
何
ぴ
と
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
新

古
今
風
の
美
し
い
も
の
で
、
実
感
実
情
な
ど
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
遊
戯
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
歌
稿
は
今
も
平
田

家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
鱒
胤
は
そ
れ
に
「
む
だ
ご
と
」
と
題
し
て
い
る
。
気
吹
舎
歌
架
に
は
こ
れ
を
「
つ
く
り
う

｡

Ⅲ
な
る
不
幸
に
沈
み
な
が
ら
も
、
鯆
胤
の
精
進
一
路
の
勉
学
ぶ
り
に
希
望
を
つ
な
い
で
織
瀬
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な
か
っ
た
。

六
月
廿
日
、
長
男
常
太
郎
の
三
回
忌
を
営
ん
だ
。
鱒
胤
は
「
忘
れ
ね
ば
恩
ひ
山
で
ね
ど
し
か
す
が
に
今
日
と
恩
へ
ぱ

面
影
に
立
つ
一
と
詠
ん
だ
。
千
枝
子
の
す
ぐ
す
ぐ
育
つ
の
を
見
て
は
、
篤
胤
夫
婦
も
亡
児
の
齢
を
か
ぞ
え
ず
に
届
ら
れ

肋
し
Ⅲ
び
つ

翌
文
化
一
一
年
、
篤
胤
は
い
よ
い
よ
而
立
の
年
を
迎
え
た
。
鯨
胤
は
す
で
に
自
分
の
学
問
の
上
に
確
乎
と
し
た
立
脚
地

を
堅
め
進
む
べ
き
将
来
の
方
向
を
は
っ
き
り
見
定
め
、
字
義
通
り
の
而
立
の
年
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。

正
月
十
六
日
、
織
瀬
は
女
の
子
を
産
ん
だ
。
千
枝
子
と
名
づ
け
た
。
の
ち
お
長
と
改
め
鉄
胤
の
妻
と
な
り
母
の
名
を

継
い
で
織
瀬
と
い
ひ
、
明
治
け
一
年
、
八
十
四
歳
ま
で
長
寿
を
得
た
人
で
あ
る
。
千
枝
子
の
発
行
は
至
っ
て
順
洲
で
あ

織
荊
に
も
、
国
学
者
の
姿
で
あ
る
以
上
、
歌
を
た
し
な
む
よ
う
に
勤
め
た
が
、
織
瀬
は
も
と
も
と
歌
は
か
な
り
出
来

た
ら
し
い
が
、
「
わ
が
苔
と
び
た
る
心
に
は
、
歌
よ
み
番
の
こ
と
な
ど
よ
く
弁
へ
た
る
女
は
、
か
え
っ
て
な
つ
か
し
げ

な
く
、
此
方
よ
り
こ
と
ご
と
の
は
か
な
苔
を
、
下
に
は
笑
い
居
る
ら
む
と
心
お
か
る
る
な
れ
ば
、
人
も
苔
こ
そ
恩
う
ら

め
、
ぎ
て
は
人
の
親
し
ぴ
も
あ
し
か
れ
ば
よ
ま
ず
も
あ
り
な
む
」
と
い
っ
て
詠
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
世

話
女
房
で
、
歌
を
詠
ん
だ
り
学
問
の
あ
る
女
と
な
る
こ
と
を
き
ら
い
、
夫
に
仕
え
、
縫
父
を
い
た
わ
り
、
家
計
に
専
念

し
て
い
く
こ
と
に
生
き
が
い
を
見
出
し
て
、
歌
を
よ
む
風
流
ど
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
の
が
典
突
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

た
」
と
し
て
、
吉

移
っ
て
行
っ
た
。

ろ
う
。

っ
た
。

真
実
の
歌
の
「
ま
さ
う
た
」
と
区
別
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
真
情
実
感
を
率
直
に
歌
い
あ
げ
る
歌
風
に
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文
化
四
年
織
瀬
に
は
寂
し
い
年
で
あ
っ
た
。
篤
胤
が
医
者
に
な
り
、
元
端
と
名
を
改
め
、
三
才
に
な
っ
た
ば
か
り
の

千
枝
子
を
連
れ
、
守
山
町
の
ち
の
京
橋
の
南
陽
町
に
転
居
し
て
開
業
し
た
か
ら
で
あ
る
。

家
計
不
如
意
を
立
て
直
そ
う
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
た
だ
で
ぢ
え
不
如
意
の
小
身
の
窮
乏
の
家
計
が
板
倉
藩
の
財
政
逼

迫
か
ら
、
藩
か
ら
の
支
給
が
滞
り
が
ち
で
あ
り
、
本
多
家
奥
付
の
給
与
も
僅
か
な
も
の
で
あ
り
、
活
計
愈
々
窮
乏
の
余

幾
な
き
に
至
っ
た
た
め
で
あ
る
。
篤
胤
は
養
父
の
手
前
何
か
と
収
入
の
道
を
求
め
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
少
年
時
代
に

学
ん
だ
医
者
の
道
だ
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
転
居
な
ど
せ
ず
に
牛
込
神
樂
坂
の
屋
敷
の
中
で
開
業
し
た
ら

く
り
に
心
を
砕
い
て
い
た
。

文
化
二
年
篤
胤
は
『
鬼
神
新
論
』
の
初
稿
を
書
き
『
伊
勢
両
寓
御
鎮
座
部
類
』
の
稿
を
終
え
た
。

平
田
神
道
学
の
基
礎
が
藩
々
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
鬼
神
新
論
の
稿
が
出
来
る
と
、
先
雅
服
部
中
廠
に
送
っ
て
見
せ

十
一
月
に
は
浄
待
し
て
伊
勢
に
送
り
、
奉
庭
大
平
に
も
見
て
も
ら
っ
た
。
本
居
家
で
も
篤
胤
の
力
趾
を
か
な
り
、
蝿
め

て
い
た
ら
し
く
江
戸
在
住
門
下
生
七
人
の
中
に
篤
胤
を
か
ぞ
え
て
い
る
。

鯆
胤
の
典
菅
乃
屋
は
こ
と
し
入
門
者
二
名
を
燗
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
養
父
篤
穏
は
老
衰
し
な
が
ら
も
本
多
東
奥
付

を
勤
め
て
い
た
。
隠
居
願
は
こ
と
し
も
却
下
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

文
化
三
年
、
織
瀬
は
二
十
六
歳
に
な
っ
た
。
千
枝
子
は
順
調
に
育
っ
た
。
鱒
胤
の
研
究
は
神
道
中
心
に
進
め
ら
れ
、

日
本
の
神
々
の
神
髄
を
理
解
掌
握
す
べ
く
、
西
洋
の
宗
教
と
の
比
較
研
究
も
試
み
て
い
た
。
禁
制
の
切
支
丹
関
係
の
脊

物
も
か
な
り
に
あ
ぎ
っ
て
い
る
。
そ
の
研
究
ノ
ー
ト
に
「
本
教
自
鞭
策
」
と
名
づ
け
て
、
平
田
家
の
門
外
不
出
の
内
普

と
し
た
。
真
菅
乃
屋
の
門
人
は
九
人
に
な
っ
た
。
織
瀬
に
夫
の
学
業
の
大
成
を
期
待
し
な
が
ら
、
心
細
い
家
計
の
や
り
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よ
か
り
そ
う
な
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
実
は
養
父
篤
穏
が
ひ
ど
い
医
者
ぎ
ら
い
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
人
は
も
と
も
と
西
尾
隠
岐
守
の
藩
医
の
天
野
道
順
景
徳
の
子
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
生
来
医
業
ぎ
ら
い
で
弟
道
順
に

家
督
を
継
が
せ
、
自
分
は
軍
学
の
平
田
家
の
養
子
と
な
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
の
医
者
ぎ
ら
い
の
養
父
の
家
で
開
業
し
、

患
者
を
出
入
り
き
せ
る
こ
と
は
篤
胤
に
は
と
て
も
忍
び
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
守
山
町
開
業
と
な
っ
た
が
、
元

端
先
生
の
医
業
は
ぢ
っ
ば
り
は
や
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
当
時
の
医
者
仲
間
の
醜
晒
な
や
り
方
に
あ
い
そ
を
つ
か

し
て
、
そ
の
組
合
に
入
ら
ず
、
孤
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
（
志
都
岩
屋
）
。
門
前
雀
羅
、
後
年
あ
れ
ほ
ど
医
道
で

名
を
あ
げ
て
生
神
様
だ
の
生
薬
師
如
来
だ
の
と
騒
が
れ
た
篤
胤
も
此
処
で
も
、
全
く
は
や
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
尾
張

町
に
居
を
移
し
た
。
場
所
を
か
え
た
ら
と
思
っ
た
の
か
家
賃
が
滞
っ
て
追
い
出
さ
れ
た
の
か
い
づ
れ
と
も
わ
か
ら
な
い
。

文
化
五
年
、
神
楽
坂
の
自
宅
に
養
父
を
い
た
わ
り
な
が
ら
、
さ
び
し
い
生
活
を
し
て
い
た
織
瀬
は
四
月
十
四
日
男
の

子
を
産
ん
だ
。
こ
の
子
に
は
自
分
の
若
か
り
し
日
の
名
、
半
兵
衛
を
与
え
た
。
こ
の
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
病
弱
で
、
ど

う
も
発
育
が
悪
か
っ
た
。
名
を
又
五
郎
と
改
め
た
り
し
た
が
、
半
兵
衛
は
文
政
元
年
九
月
病
気
で
死
ん
だ
。
十
一
歳
で

あ
っ
た
。

医
師
元
端
は
尾
張
町
で
も
や
は
り
は
や
ら
な
か
っ
た
。
医
師
元
端
は
一
向
は
や
ら
な
か
っ
た
が
、
古
道
学
者
平
川
嫡

胤
の
名
は
急
激
に
世
に
知
ら
れ
て
来
た
。
真
菅
乃
屋
の
門
人
は
十
六
人
に
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
と
し

は
大
変
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
と
い
う
の
は
神
祇
伯
白
川
家
か
ら
、
諸
国
付
属
の
神
職
に
、
も
っ
ぱ
ら
古
道
学
を
教
授

す
る
よ
う
依
嘱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
白
川
家
は
全
天
下
の
神
職
を
取
締
ま
る
神
祗
省
の
長
官
で
あ
る
。
そ
こ
で
白
川
家

の
学
則
を
訂
正
し
た
。
そ
れ
は
全
面
的
に
篤
胤
の
考
え
で
訂
正
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
は
こ
の
訂
正
学
則
に
よ
っ
て
神
職
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生
来
の
能
弁
に
任
せ
て
縦
横
無
尽
に
説
き
来
た
り
、
説
き
去
り
、
俗
耳
に
も
入
り
易
い
、
し
か
も
興
味
あ
る
平
易
な

説
き
方
で
、
目
に
一
丁
字
も
な
い
者
に
も
感
動
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
熱
烈
巧
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
痛
烈
な
批
判
は
果
然
儒
者
僧
徒
か
ら
の
猛
烈
な
執
勧
な
反
駁
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
反
論
が
強
く
な
れ
ば
な
る
程
、

篤
胤
は
い
っ
そ
う
力
が
湧
き
強
烈
深
刻
な
批
判
と
い
う
よ
り
は
猛
烈
果
敢
な
攻
撃
に
な
っ
て
い
っ
た
。

儒
者
僧
徒
は
そ
の
批
判
攻
撃
に
対
し
て
反
論
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
篤
胤
の
尖
説
な
論
法
と
底
知
れ
な
い
謹
蓄
の
前
に

は
と
て
も
太
刀
打
ち
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
篤
胤
は
こ
の
講
説
の
為
に
完
全
な
原
稿
ｌ
一
言
一
句
ロ
で
語

の
教
授
を
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
篤
胤
は
心
中
そ
の
責
任
の
重
大
さ
を
痛
感
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
神

祗
伯
の
支
配
下
に
あ
る
神
職
は
全
国
の
約
半
数
し
か
な
か
っ
た
。
残
る
半
数
は
篤
胤
が
嘗
て
俗
神
道
と
し
て
罵
倒
し
た

卜
部
神
道
の
吉
田
三
位
の
配
下
に
属
し
て
い
た
。
吉
田
神
道
は
純
粋
の
神
道
に
あ
ら
ず
し
て
、
儒
教
仏
教
の
混
雑
し
た

神
道
で
篤
胤
の
い
う
通
り
、
俗
神
道
俗
悪
な
神
道
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
後
年
に
至
っ
て
吉
田
家
か
ら
も
、
そ
の
配
下
の
神
職
に
指
導
す
る
よ
う
に
依
頼
き
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
全
国
の
神
職
は
こ
と
ご
と
く
篤
胤
の
指
導
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
て
篤
胤
の
神
道
界
に

於
け
る
地
位
が
如
何
に
重
大
で
あ
っ
た
か
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
篤
胤
は
よ
う
や
く
そ
の
志
を
伸
べ
ろ
日
が
近
づ
い

た
の
で
あ
る
。
篤
胤
も
胸
中
こ
の
こ
と
を
喜
び
自
分
の
責
任
の
重
大
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

翌
文
化
六
年
、
篤
胤
は
京
橋
山
下
町
に
移
っ
た
。
も
う
医
者
は
や
め
、
も
っ
ぱ
ら
古
道
の
講
説
に
力
を
注
い
だ
。

古
道
学
の
立
場
か
ら
儒
教
の
弊
を
批
判
し
、
仏
教
を
批
判
し
、
俗
神
道
を
批
判
攻
撃
し
、
歌
道
を
説
き
、
医
道
を
説

し８

ズニ
。
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る
通
り
の
口
語
の
原
稿
を
作
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
努
力
も
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
後
年
に
整
理
訂
補
き
れ
て
出
版
き
れ
る
時
、
門
人
何
某
筆
記
な
ど
と
記
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
別
な
特
別

の
理
由
の
あ
る
こ
と
で
、
実
は
篤
胤
の
自
筆
の
原
稿
そ
の
も
の
を
出
版
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
祷
闘
的
舌
戦
講
説
は
各
方
面
に
容
易
な
ら
ぬ
敵
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
国
学
者
篤
胤
の
名
声
を
天

下
に
高
か
ら
し
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

識
説
に
励
む
か
た
わ
ら
「
伊
勢
物
語
梓
弓
」
と
い
う
註
釈
本
の
稿
を
急
い
で
い
た
。

篤
胤
の
葱
戦
闘
力
の
よ
う
な
勉
学
椚
進
も
、
収
益
の
増
加
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
家
計
は
い
つ
も
相
か

わ
ら
ず
窮
乏
で
、
織
瀬
の
や
り
く
り
の
苦
労
は
絶
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
篤
穏
は
七
十
七
歳
、
こ
の
三
月
隠
居
願
が

や
っ
と
聴
届
け
に
な
り
、
「
生
涯
二
人
扶
持
被
下
之
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
俸
禄
五
十
石
｛
実
は
五
十
俵
）
が

二
人
扶
持
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
ひ
ど
い
減
俸
で
あ
る
。
お
役
御
免
に
な
っ
た
飾
穏
は
急
激
に
老
衰
し
て
、
そ
の
十
一

月
六
日
病
段
し
た
。
織
瀬
の
昼
夜
を
分
た
ぬ
看
病
も
元
端
篤
胤
の
手
を
尽
し
た
治
療
も
定
命
に
は
抗
し
得
な
か
っ
た
。

葬
儀
は
至
っ
て
簡
素
で
あ
っ
た
。
同
じ
長
屋
の
人
々
の
ほ
か
、
山
下
町
、
守
山
町
の
人
々
が
六
人
、
葬
送
の
時
刻

も
少
々
早
か
っ
た
の
で
、
葬
送
に
間
に
合
わ
ず
、
寺
に
駆
け
つ
け
た
の
が
、
織
瀬
の
実
兄
猜
右
衛
門
、
篤
胤
の
叔
父
分

高
久
文
吉
そ
の
他
四
人
と
い
う
寂
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
（
篤
胤
自
筆
覚
書
〉
の
野
送
帳
の
末
の
覚
書
に
は
、

「
一
ば
ん
桶
の
う
す
い
は
こ
、
九
れ
ん
だ
い
、
高
桃
灯
二
張
か
り
位
牌
、
た
ら
ひ
、
ひ
し
ゃ
く
、
な
わ
、
ご
ざ
の
代
金

〆
一
歩
二
朱
」
と
あ
る
。
簡
素
と
い
う
よ
り
は
あ
ま
り
に
貧
弱
な
葬
儀
で
あ
っ
た
の
だ
。
人
倫
に
厚
く
情
誼
に
こ
ま
や

か
な
篤
胤
夫
婦
も
貧
窮
し
て
い
て
は
如
何
と
も
な
し
得
な
か
っ
た
も
の
と
見
え
る
。
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翌
文
化
七
年
、
篤
胤
は
講
説
に
油
が
乗
っ
て
盛
ん
に
説
き
ま
く
っ
た
。
儒
学
の
病
弊
を
説
く
に
儲
書
を
以
て
し
、
仏

教
の
害
毒
を
説
く
に
は
七
万
八
十
巻
の
大
蔵
経
を
三
度
も
読
む
と
い
う
や
り
方
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
説
く
所
、
鋭
鋒

当
た
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
か
た
わ
ら
前
年
講
説
し
た
台
本
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
。

医
道
大
意
を
整
理
補
訂
し
て
「
志
都
乃
岩
屋
」
の
稿
本
と
し
た
。

織
瀬
は
神
楽
坂
の
お
長
屋
を
出
て
、
山
下
町
に
移
り
、
家
族
同
居
、
千
枝
子
六
才
、
半
兵
衛
三
才
親
子
四
人
の
水
入

医
道
大
意

歌
道
大
意

玉
多
須
薯

な
ど
の
多
数
の
い
わ
ゆ
る
「
大
意
」
本
を
作
っ
た
。

こ
の
大
意
本
は
平
易
な
口
語
で
綴
ら
れ
、
一
読
直
ち
に
理
解
し
得
る
も
の
で
、
平
田
国
学
入
門
害
と
し
て
股
も
好
適

な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
大
意
本
作
製
の
た
め
に
寸
刻
を
惜
し
ん
で
精
励
し
た
。
全
く
寝
食
を
忘
れ
て
の
梢
励
で
あ
っ
た
。

ら
ず
の
生
活
で
あ
っ
た
。

翌
文
化
八
年
篤
胤
三
十
六
才
、
春
か
ら
講
義
の
台
本
を
整
理
補
訂
し
て

古
道
大
意

俗
神
道
大
意

漢
学
大
意

仏
道
大
意
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未
五
月

篇
胤

昼
夜
兼
行
の
強
行
軍
の
よ
う
な
勉
学
ぶ
り
で
、
箆
胤
は
六
斎
（
月
六
回
の
休
日
）
の
曰
だ
け
は
袴
を
脱
ぎ
、
夜
荷
を

着
て
蒲
団
に
寝
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
は
机
に
よ
り
か
か
っ
て
座
唾
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。

織
瀬
は
時
折
り
、
わ
け
も
な
く
叱
ら
れ
た
り
、
当
り
ち
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
織
瀬
は
決
し
て
苔
か
ら
わ
ず
、

そ
の
怒
り
が
お
さ
ま
る
よ
う
に
仕
向
け
る
の
で
、
そ
の
怒
り
が
を
き
ま
れ
ば
、
ふ
だ
ん
の
や
さ
し
い
夫
で
あ
り
、
よ
き

父
親
で
一
体
に
愛
情
濃
や
か
な
夫
で
、
学
者
の
家
に
あ
り
が
ち
な
ひ
や
や
か
ぎ
な
ど
と
い
う
も
の
は
無
か
っ
た
。

こ
の
年
の
十
月
、
織
瀬
は
結
婚
後
初
め
て
寂
し
い
思
い
を
し
た
。
と
い
う
の
は
駿
河
の
門
人
た
ち
の
招
き
で
、
筑
胤

が
駿
府
に
で
か
け
、
翌
年
の
春
ま
で
家
を
あ
け
た
か
ら
で
あ
る
。
実
は
篤
胤
の
昼
夜
兼
行
の
寸
刻
を
惜
し
む
ガ
ム
シ
ャ

ラ
な
勉
学
が
師
の
健
康
を
害
し
は
せ
ぬ
か
と
気
遣
っ
た
、
門
人
た
ち
が
気
保
養
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
意
図
で
、
旅

に
連
れ
出
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
駿
河
の
門
人
、
柴
崎
直
古
の
家
に
行
っ
て
見
る
と
、
こ
の
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
遠
近
の
門
弟
達
が
寄
っ
て
、

こ
の
為
寸
刻
も
惜
し
か
っ
た
。

替
斎
の
入
口
に
次
の
よ
う
な
貼
紙
を
し
て
無
駄
話
の
来
訪
防
止
を
は
か
っ
た
。

口
演

無
之
候
事

此
節
別
し
て
著
述
取
急
ぎ
に
付
、
学
用
窮
理
談
の
外
、
世
俗
無
用
の
長
談
抑
用
捨
可
被
下
侯
塾
生
と
錐
も
学
獅

疑
問
の
外
呼
ぶ
こ
と
な
く
ぱ
来
べ
か
ら
ず
。
道
義
論
弁
の
事
に
於
て
は
終
日
終
夜
の
長
談
た
り
と
も
些
か
厭
い
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其
の
中
、
古
史
成
文
、
古
史
徴
、
裳
能
典
柱
の
三
部
は
平
田
国
学
の
骨
髄
を
成
す
も
の
で
、
そ
の
後
の
幾
等
身
の
箸

述
は
、
い
わ
ば
こ
の
三
部
の
轡
の
註
脚
と
も
蝋
荷
と
も
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
の
参
考
将
で
し
か
も
こ

の
短
日
月
に
な
し
枠
た
こ
と
は
、
自
己
の
力
ば
か
り
で
は
到
嘘
不
可
能
と
忠
へ
た
し
、
神
々
の
恩
軌
に
よ
る
こ
と
大
な

る
こ
と
を
考
え
、
全
く
奇
跡
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

織
瀬
は
こ
の
超
人
的
齋
励
努
力
の
執
蕊
だ
と
は
知
る
由
も
な
く
、
年
末
に
も
、
年
始
に
も
帰
宅
し
な
い
夫
の
旅
の
空

を
思
っ
て
、
「
も
し
や
巽
子
へ
の
愛
精
が
輔
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
な
ど
と
心
を
瓶
め
な
が
ら
各
ぴ
し
い
旨
の
歌
な

ど
を
詠
み
つ
つ
、
そ
の
帰
り
を
ひ
っ
そ
り
と
待
ち
わ
び
て
い
た
。

を
作
り鉱古古
上

げ能史
た史
Ｃn0r 「U÷

休
の
超
人
的
な
努
力
で

古
史
成
文

古
史
徴

鐡
能
典
枕

た
か
っ
て
平
素
疑
問
に
し
て
い
る
こ
と
を
髄
問
し
て
来
る
の
で
、
と
て
も
気
保
養
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
門
弟
達
の
応
対

に
明
け
蕪
れ
て
早
く
も
十
一
一
月
に
な
っ
た
。
鰯
胤
は
柴
崎
家
の
脈
か
な
ひ
と
Ⅲ
に
Ⅲ
じ
｝
』
も
っ
て
、
か
ね
て
排
こ
う
と
Ｌ

が
け
な
が
ら
、
響
け
な
か
っ
た
も
の
を
此
処
で
香
こ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
門
弟
達
の
持
ち
合
わ
せ
の

轡
物
を
数
部
借
り
あ
つ
め
そ
れ
を
資
料
と
し
て
著
述
に
と
り
か
か
っ
た
。
そ
れ
は
十
二
月
五
日
の
こ
と
、
大
晦
日
ま
で

完
成
す
る
よ
う
仁
と
神
に
折
得
し
て
執
箙
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
願
の
皿
０
、
大
晦
日
の
夜
半
ま
で
か
か
っ
て
不
眠
不

噸初初

案稿稿
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草
稿
を
、

超
え
た
。

『
古
史
成
文
』
『
古
史
成
問
』
『
霊
能
其
注
』
の
草
稿
を
瞥
き
上
げ
た
篤
胤
は
、
文
化
人
年
十
二
月
大
晦
日
の
夜
半
感
極
ま

っ
て
、
神
々
の
恩
頼
に
奉
謝
の
誠
を
苔
菩
げ
た
。
執
鑓
中
錐
側
に
途
藩
し
て
に
つ
ち
も
、
さ
つ
ち
も
い
か
な
く
な
っ
た
こ

と
幾
度
か
。
そ
の
つ
ど
神
々
に
熱
彬
を
苔
ぎ
げ
、
神
緬
の
趣
感
に
よ
っ
て
、
前
人
未
発
の
見
解
を
得
て
は
箙
を
進
め
、

こ
の
短
い
期
川
に
こ
れ
だ
け
の
草
稿
が
出
来
た
の
で
あ
っ
た
。
ど
ん
な
に
蝿
し
か
っ
た
こ
と
か
。

「
此
古
史
上
巻
或
問
共
に
辛
未
十
二
月
五
日
の
日
よ
り
華
を
起
し
、
其
大
晦
日
の
夜
ま
で
に
初
稿
し
睾
人
ぬ
。
あ
な
う

れ
し
、
箕
は
駿
府
に
て
也
、
平
田
篤
胤
」
と
踊
る
よ
う
な
、
は
ね
上
が
る
よ
う
な
文
字
で
裏
表
紙
に
書
き
つ
け
た
。

そ
の
古
史
上
巻
が
「
古
史
成
文
神
代
部
の
初
の
名
。
或
問
と
あ
る
の
が
改
め
ら
れ
て
『
古
史
微
』
と
な
っ
た
。
撒
能

奥
性
の
名
を
上
げ
て
な
い
の
は
、
い
ま
だ
片
成
り
の
覚
え
沸
き
翻
肛
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
平
田

国
学
の
根
本
梢
髄
を
な
す
三
部
の
番
の
初
稿
は
、
駿
府
の
旅
先
で
、
し
か
も
不
十
分
な
参
考
排
を
以
っ
て
杵
い
た
、
こ
の

草
稿
を
、
江
戸
に
持
ち
冊
っ
て
補
訂
脱
稿
す
る
の
を
楽
し
み
に
雪
の
捕
え
る
の
を
待
っ
て
駿
府
を
辞
し
、
箱
根
の
峠
を

千
枝
子
は
八
歳
に
な
り
、
半
兵
術
は
五
歳
に
な
っ
て
、
母
と
共
に
久
し
ぶ
り
に
帰
っ
た
父
を
喜
び
迎
え
た
の
で
あ
る

か
ら
、
鯆
胤
は
草
戟
の
紐
も
解
か
ず
、
大
少
も
と
ら
ず
、
子
を
次
々
抱
き
上
げ
て
頬
ず
り
な
ど
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
織
瀬
は
ど
う
し
た
こ
と
か
、
ひ
ど
く
衰
弱
し
て
元
気
が
な
か
っ
た
。
鯆
胤
は
医
潜
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の

健
康
異
常
を
看
過
ご
す
わ
け
が
な
い
。
ぎ
っ
そ
く
そ
の
治
療
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
が
恢
復
が
は
か
ば
か
し
く
な

く
、
三
月
に
入
る
と
寝
た
り
、
起
き
た
り
の
容
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
子
供
が
い
る
の
で
完
全
な
静
養
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

3６



篤
胤
は
霊
能
真
柱
の
稿
を
急
ぎ
な
が
ら
も
、
こ
の
こ
と
が
心
に
か
か
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
筆
が
進
ま
な
か
っ
た
。

か
つ
て
鑑
能
真
柱
の
概
要
だ
け
を
書
き
あ
げ
た
と
き
、
織
瀬
に
見
せ
る
と
、
非
常
に
喜
ん
で
、
い
つ
も
は
詠
む
｝
」
と
を

し
な
か
っ
た
歌
な
ど
詠
ん
で
称
賛
し
て
く
れ
た
書
で
あ
る
。
こ
の
書
は
人
の
霊
魂
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
ど
こ
か
に

つ
い
て
究
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
病
勢
は
ど
ん
ど
ん
募
っ
て
行
っ
た
。
鴬
胤
は
夜
も
昼
も
枕
頭
に
つ
き
っ
き
り
で
、
看
病

に
専
念
し
た
。
今
は
読
書
や
執
筆
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
万
事
を
放
榔
し
て
愛
妻
の
病
を
癒
す
べ
く
、
自
分
の
持
つ
医
療

の
術
の
限
り
を
尽
く
し
、
更
に
知
友
か
ら
の
知
慧
を
か
り
も
し
て
朝
も
夕
も
懸
命
に
努
力
し
、
神
々
に
い
つ
も
の
よ
う

に
一
心
に
折
講
し
た
。
「
此
の
病
癒
苔
ず
ぱ
や
ま
じ
（
霊
能
真
柱
）
」
と
干
々
に
心
を
砕
い
た
の
で
あ
る
。
が
、
い
っ
こ

う
に
効
験
が
見
え
な
い
。
衰
弱
は
一
日
一
日
と
甚
だ
し
く
篤
胤
も
気
が
気
で
な
く
な
っ
た
。
門
弟
の
山
野
義
勝
と
い
う

の
が
忠
実
に
仕
え
て
ゐ
た
。
二
人
の
子
ど
も
が
よ
く
義
勝
に
な
つ
い
て
ゐ
た
が
、
母
の
病
勢
が
進
む
に
つ
れ
て
子
供
が

不
き
げ
人
に
な
り
、
腹
を
立
て
て
泣
い
た
り
、
わ
め
い
た
り
す
る
の
で
そ
れ
を
だ
ま
し
た
り
す
か
し
た
り
、
義
勝
の
苦

労
も
一
通
り
で
は
な
か
っ
た
。
母
親
は
こ
の
二
人
の
子
が
い
じ
ら
し
く
て
い
じ
ら
し
く
て
泣
く
よ
り
他
な
か
っ
た
。

「
義
勝
や
、
わ
た
し
が
死
ん
だ
ら
、
こ
の
子
供
を
頼
み
ま
す
よ
。
」
な
ど
と
心
細
い
こ
と
を
息
も
絶
え
絶
え
い
う
よ
う

医
術
の
限
り
を
尽
く
し
、
神
々
に
祈
っ
て
も
、
そ
の
験
現
わ
れ
ず
、
そ
の
八
月
廿
七
曰
織
瀬
は
と
う
と
う
息
を
引
き

と
っ
た
。
夫
を
思
い
、
子
を
思
い
、
ま
だ
三
十
一
歳
と
い
う
若
き
で
、
は
か
な
く
消
え
て
行
っ
た
織
瀬
の
死
は
あ
ま
り

に
も
悲
惨
で
あ
っ
た
。
二
十
歳
の
年
、
姑
の
い
な
い
家
に
嫁
い
で
花
嫁
か
ら
一
足
飛
び
に
主
婦
の
座
に
つ
い
て
、
乏
し

「
義
勝
や
、

に
な
っ
た
。
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「
若
か
り
し
よ
り
、
親
魂
（
む
つ
た
ま
）
あ
へ
る
由
あ
り
て
、
男
女
〈
ぬ
を
と
）
と
な
り
て
、
十
二
年
が
ほ
ど
親
し
め

り
し
に
と
相
愛
の
仲
と
な
っ
た
頃
か
ら
、
結
姉
前
後
の
苦
悩
、
以
来
十
二
年
の
辛
酸
な
生
活
、
追
憶
は
果
て
し
も
な
い
。

予
こ
の
ご
ろ
そ
と
や
、
物
々
し
く
気
是
に
な
り
つ
れ
ど
、
も
と
は
枇
紙
破
り
の
胆
あ
し
言
性
に
て
怒
の
つ
の
り
て
は
、

い
家
計
の
や
り
く
り
に
心
を
労
し
、
老
い
た
剛
に
仕
え
、
生
れ
つ
き
病
弱
な
子
の
捉
育
に
辛
労
し
、
一
切
を
捨
て
て
卵

心
学
那
に
功
猛
梢
進
す
る
夫
を
は
げ
ま
し
、
ま
め
や
か
に
仕
え
て
十
二
年
、
そ
の
夫
が
い
よ
い
よ
世
に
出
よ
う
と
し
て

い
る
時
に
も
ろ
く
も
、
つ
い
え
に
織
瀬
の
生
涯
は
あ
ま
り
に
も
あ
わ
れ
で
あ
っ
た
。

愛
妾
の
死
に
は
き
す
が
の
鯆
胤
も
気
が
転
倒
し
て
、

天
地
の
神
は
無
き
か
も
お
は
す
か
も
こ
の
禍
を
兇
つ
つ
ま
す
ら
む

あ
ま
り
の
悲
暎
に
神
々
を
も
、
う
ら
む
よ
う
な
歌
さ
え
よ
ま
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
文
字
通
り
最
愛
の
妻
を
失
っ

た
筋
胤
は
、
か
ね
て
剛
鵬
を
も
っ
て
自
任
し
て
い
た
が
、
只
々
鋤
笑
す
る
よ
り
他
な
か
っ
た
。
葬
儀
の
日
の
こ
と
、
亡

き
母
の
納
棺
を
見
た
千
枝
子
と
又
五
郎
は

「
お
母
ち
や
ま
を
ど
う
し
て
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
入
れ
る
の
、
早
く
早
く
出
し
て
、
出
苔
な
く
ち
ゃ
だ
め
だ
め
、
お
母
ち

冥
福
を
祈
る
の
み
だ
っ
た
。

の
人
だ
。

や
ま
早
く
出
し
て
。
」

と
位
き
わ
め
き
な
が
ら
、
人
々
を
ひ
っ
か
く
の
を
見
た
篤
胤
は
「
ほ
と
ほ
と
魂
も
消
え
な
む
と
す
る
」
思
い
で
涙
を

野
辺
送
り
が
す
ん
で
、
箆
胤
ば
一
一
人
の
幼
児
を
か
か
え
て
途
方
に
く
れ
た
。
ひ
っ
そ
り
と
家
に
寵
っ
て
亡
き
坐
の
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と
晩
く
の
で
あ
っ
た
。

知
り
つ
つ
も
、
す
ぢ
な
き
こ
と
を
呵
り
の
の
し
り
し
を
」
と
悔
や
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
ど
の
や
う
な
怒
り
に
も
不
き
げ
ん
に
も
「
い
き
苔
か
も
意
に
た
が
え
る
こ
と
な
く
ま
め
や
か
に
仕
え
て
鯆
胤
が

道
の
学
び
に
い
そ
し
む
こ
と
を
悦
び
、
心
の
如
く
功
を
立
て
し
め
ん
と
い
た
く
心
を
砕
き
助
け
成
せ
し
に
」
と
思
え
ば

い
じ
ら
し
い
ま
で
に
夫
思
い
で
あ
っ
た
姿
の
姿
が
し
の
ば
れ
て
そ
の
心
根
が
、
姉
胤
の
幌
を
苔
そ
っ
た
。
ま
し
て
「
そ

の
い
た
づ
き
の
因
と
な
り
て
煩
い
、
こ
の
死
に
至
っ
た
の
だ
」
と
思
う
と
、
千
恨
万
梅
自
演
の
念
に
堪
え
ら
れ
な
く
な

る
の
で
あ
っ
た
。
悔
恨
の
念
に
落
涙
し
、
断
腸
の
思
い
に
鴫
咽
し
た
。
こ
う
し
た
悲
嘆
の
明
け
暮
れ
に
、
二
人
の
子
を

こ
れ
か
ら
ど
う
義
有
し
た
ら
よ
い
も
の
か
と
思
い
な
や
む
の
で
あ
っ
た
。

生
み
の
母
が
ま
た
出
で
来
と
も
、
こ
の
母
の
心
配
り
に
あ
に
如
か
め
や
も

あ
る
日
亡
妻
の
居
肌
の
取
片
付
け
を
し
よ
う
と
ま
く
ら
べ
に
あ
っ
た
も
の
を
監
理
し
て
い
る
と
何
か
杏
き
散
ら
し
た

も
の
が
あ
っ
た
。
見
れ
ば
詠
草
で
あ
る
。
折
り
か
ら
訪
ね
て
来
た
門
人
の
堀
尾
安
房
守
と
二
人
で
と
つ
お
い
つ
よ
ん
で

見
る
と
、
去
年
の
冬
駿
河
に
も
の
し
て
、
久
し
く
州
ら
な
か
っ
た
頃
の
す
苔
ぴ
ら
し
い
。

う
ば
た
ま
の
夢
路
に
だ
に
も
わ
が
せ
こ
に
あ
ひ
て
心
を
や
る
よ
し
も
が
な

さ
よ
衣
か
へ
し
で
ぬ
れ
ど
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
せ
こ
に
こ
が
れ
で
ぞ
な
く

玉
桙
の
い
そ
し
む
道
の
道
遮
み
夢
に
も
君
が
見
え
ぬ
な
る
く
し

月
久
に
相
見
ぬ
か
ら
に
わ
が
せ
こ
が
人
に
心
の
よ
り
に
け
む
か
も

鱒
胤
は
涙
し
な
が
ら
読
み
、
読
ん
で
は
泣
い
た
。
鰯
胤
は
き
わ
め
て
物
緊
い
人
で
終
世
浮
い
た
噂
な
ど
絶
対
に
な
い
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う
つ
人
は
き
し
も
し
ら
じ
な
か
ら
衣
も
の
思
う
袖
の
ぬ
る
る
こ
ろ
と
は

な
ほ
か
け
る
も
の
の
見
え
ぬ
が
あ
り
て
ち
り
箙
に
捨
て
た
る
反
故
の
中
を
た
づ
ね
け
る
に
そ
れ
は

見
え
で
そ
の
く
し
け
づ
れ
ろ
髪
の
お
ち
た
る
な
ど
交
り
あ
り
け
る
に

や
る
せ
な
く
妹
思
ふ
や
み
に
鯉
嬰
の
乱
れ
て
そ
れ
と
わ
か
ぬ
く
る
し
き

追
慕
は
尽
き
な
い
。
せ
め
て
夢
の
中
で
も
よ
い
、
常
の
面
持
の
亡
斐
に
会
い
た
い
と
念
じ
て
寝
た
夜
妹
は
常
の
ご
と

あ
り
て
か
の
病
に
く
る
し
み
ぬ
と
恩
え
る
は
は
や
夢
に
て
あ
り
し
夢
を
見
て
、
あ
く
る
つ
と
め
て

ノ■、。

人
で
あ
っ
た
。
「
人
に
心
の
よ
り
に
げ
む
か
も
」
に
は
隠
微
な
女
性
心
理
に
深
く
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

ろ
◎

こ
れ
に
鷲
き
て
此
時
な
む
妹
し
の
ぶ
歌
は
ひ
ね
り
出
だ
し
け
る
。

妹
こ
そ
は
こ
こ
ら
の
事
を
な
し
覚
え
で
と
も
に
と
い
ひ
し
言
を
た
が
へ
っ

か
ど
を
い
で
て
か
え
り
来
ご
と
に
母
が
名
を
な
ほ
よ
び
ま
ど
ふ
此
子
ら
あ
ば
れ

あ
れ
ほ
ど
堅
く
結
ん
だ
階
老
伺
六
の
契
り
反
故
に
な
っ
た
こ
と
を
う
ら
み
つ
つ
追
慕
の
悩
は
綿
々
と
限
り
な
く
つ
づ

き
ぬ
た
を
き
く

稲
さ
え
お
き
て
い
と
寒
け
れ
ど
か
さ
ぬ
べ
き
衣
も
な
き
に
き
り
ざ
り
す
な
く

き
り
ぎ
り
す
な
く
や
輔
夜
の
苔
む
し
ろ
に
か
た
し
く
衣
の
ぬ
ひ
も
あ
ら
な
く

き
り
ぎ
り
す
汝
は
し
ら
ず
や
し
ば
な
く
は
つ
づ
れ
さ
す
べ
き
人
の
あ
ら
な
く
を
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夢
の
中
に
見
し
し
こ
夢
は
苔
め
て
、
そ
の
現
の
夢
の
き
め
ざ
ら
ま
し
を

簸
胤
の
切
々
た
る
慕
怖
を
想
う
べ
き
で
あ
る
。
更
に
い
ふ
。

し
ね
ば
し
き
か
も
、
妹
が
な
し
し
事
ご
と
に
末
か
け
て
鯆
胤
が
道
の
学
び
に
幸
あ
ら
し
め
む
と
の
み
せ
し
を
思
う

に
、
去
年
の
冬
駿
河
に
て
二
十
日
あ
ま
り
五
日
が
ほ
ど
に
、
古
史
の
神
代
の
巻
二
巻
と
或
問
か
け
て
造
れ
り
し
時
、

か
の
成
川
に
か
け
る
如
く
い
と
奇
し
き
こ
と
有
り
し
は
、
妹
が
幸
魂
（
さ
き
た
ま
）
か
奇
魂
（
く
し
た
ま
）
な
ど
も

助
成
し
て
然
る
に
み
じ
き
功
を
な
さ
し
め
し
こ
と
を
し
の
び
て
、
女
々
し
と
は
人
は
い
う
と
も
よ
し
ゑ
や
し
、
こ
の

わ
が
情
た
れ
知
ら
め
や
も

貞
操
院
道
弘
助
成
大
姉

と
記
し
て
、
そ
の
功
と
徳
と
を
た
た
え
、
そ
の
下
に
、
「
こ
れ
は
鯆
胤
が
つ
け
た
る
也
」
と
自
ら
記
し
て
お
る
。

鱒
胤
は
愁
然
と
沈
ん
で
読
掛
も
執
錐
も
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
る
で
全
身
か
ら
魂
が
ぬ
け
て
し
ま
っ
た
よ
う

に
憤
然
と
し
て
亡
妻
の
面
影
を
し
の
ん
で
、
落
涙
し
鴨
咽
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
知
人
友
人
も
し
き
り
に
慰
め
て
く

れ
た
が
、

っ
た
。
系
譜
草
稿
に

織
瀬
に
対
す
る
追
懐
と
追
慕
は
綿
々
と
し
て
尽
き
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

職
制
の
法
号
は
「
月
窓
妙
心
信
女
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
古
道
学
者
鱒
胤
を
今
日
あ
ら
し
め
た
内
助
の
功
の
大
き
さ
を
思
え
ば
、
こ
の
法
号
で
は
と
て
も
物
足
り
な
か

哀
て
ふ
こ
と
の
限
り
を
知
れ
と
て
や
世
の
憂
き
こ
と
を
吾
に
染
へ
け
む
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赤
根
ざ
し
日
は
く
も
り
な
く
昭
ら
せ
れ
ど

子
を
思
う
剛
に
明
ら
ざ
り
け
り

と
、
日
に
日
に
傷
梓
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
知
人
も
友
人
も
鱒
胤
の
こ
の
傷
伴
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
き
す
が
は
鱒
胤
で
あ
る
。
そ
の
本
領
に
目
ざ
め
る
と
き
が
き
た
。
職
制
の
終
生
の
念
願
は
夫
の
学
業
の
大

成
で
あ
っ
た
。
亡
斐
の
霊
を
慰
め
る
為
に
も
梢
魂
を
し
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
か
く
弱
り
な
む
も
妹
が
心
な
ら
ね
ば
」
と
織
瀬
の
心
に
励
ま
さ
れ
て
「
い
わ
ゆ
る
四
十
九
日
の
事
し
て
身
潔
く
祓
ひ
、

あ
な
が
ち
に
利
心
（
と
ご
こ
る
）
を
振
り
起
し
て
再
び
学
業
に
立
ち
向
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
第
一
符
手
は
霊
能
其

柱
の
積
の
完
成
へ
の
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
織
瀬
が
生
前
に
草
稿
を
一
読
し
て
、

霊
ち
は
う
神
の
ま
こ
と
を
ま
す
か
が
み
苔
や
か
に
と
け
る
盆
の
真
柱

と
称
賛
し
て
呉
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
聾
は
人
側
の
精
神
を
堅
固
に
す
る
に
は
、
死
後
、
霊
魂
の
行
方
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
根
本
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
行
方
は
如
何
な
る
と
こ
ろ
か
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
妻
に
し
て
、
こ
の
夫
あ
り
、
こ
の
夫
あ
り
て
、
こ
の
妻
あ
り
、
こ
の
妻
あ
り
て
、
こ
の
夫
あ
り
と
調
う
べ
き
で

あ
る
。
蔦
胤
の
畢
生
の
事
業
、
古
道
学
の
大
成
の
功
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
織
瀬
夫
人
の
内
助
の
功
を
考
え
合
わ
せ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
「
妹
の
力
」
の
偉
大
さ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
織
瀬
夫
人
の
内
助
は
現
代
よ
く
聞
く
、
「
亭

主
飼
育
法
」
だ
の
「
亭
主
訓
練
法
」
だ
の
と
い
う
、
そ
れ
で
は
な
い
。
ほ
ん
と
う
に
夫
も
同
心
一
体
に
な
っ
て
。
夫
の

志
を
成
苔
し
め
る
あ
の
は
げ
ま
し
で
あ
り
、
愛
謹
で
あ
っ
た
。
貧
究
の
一
苦
学
生
鱒
胤
と
し
て
、
曠
世
の
大
学
老
た
ら

し
め
、
篤
胤
の
初
志
を
見
噸
に
批
撤
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
妹
の
力
の
休
大
ざ
で
あ
る
。

⑫
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