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本
　
和
　
明

は
　
じ
　
め
　
に

　
「
翫
味
」
と
は
、
言
葉
や
文
章
な
ど
の
表
し
て
い
る
意
味
内
容
を
よ
く
理
解
し
味
わ
う
こ
と
を
指
す
。
で
は
、
「
稀
書
玩
味
」
と
は
何
の

謂
い
か
。
こ
の
言
葉
、
先
例
が
存
す
る
訳
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
造
語
を
表
題
に
掲
げ
た
思
い
を
、
は
じ
め
に
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
今
日
の
情
報
伝
達
を
巡
る
電
子
化
の
波
は
、
当
然
の
よ
う
に
書
籍
の
電
子
化
を
普
及
、
加
速
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。
対
し
て
冊
子

形
態
で
の
書
籍
は
、
家
庭
の
ス
ペ
ー
ス
を
占
拠
す
る
と
い
う
側
面
が
よ
り
顕
在
化
さ
れ
、
ま
す
ま
す
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
て
ゆ
く
に
相
違
な

い
。
昨
今
、
た
と
え
ば
冊
子
を
裁
断
し
た
う
え
で
の
電
子
化
（
P
D
F
化
）
が
個
人
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
は
周
知

に
属
す
る
（
称
し
て
「
自
炊
」
と
い
う
）
。
加
え
て
、
今
般
の
痛
ま
し
き
未
曾
有
の
大
震
災
は
、
水
害
に
よ
る
書
物
喪
失
と
い
う
以
上

に
、
モ
ノ
を
持
つ
事
に
対
す
る
懐
疑
の
念
を
人
々
に
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
た
時
、
先
人
た
ち
は
い
か
に
対
処
し
た
の
だ
ろ
う
。
歴
史
は
次
の
発
言
を
残
し
て
い
る
。

三
九
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稀書翫味の交遊圏（一）

四
〇

　
　
古
老
の
話
に
由
る
と
、
維
新
当
時
江
戸
で
は
、
大
八
車
に
満
載
し
た
書
籍
が
、
何
再
造
百
文
と
い
ふ
端
銭
で
売
飛
ば
さ
れ
、
大
阪
で

　
　
さ
へ
、
八
文
字
屋
も
の
な
ど
軟
派
の
珍
書
が
、
漉
返
し
の
材
料
に
潰
さ
れ
た
と
い
ふ
。
真
に
古
書
の
受
難
期
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ば

　
　
な
ら
ぬ
。
（
水
谷
不
倒
『
明
治
大
正
古
書
価
之
研
究
』
昭
和
八
年
一
月
、
駿
南
社
）

　
　
私
の
知
っ
て
い
た
酒
井
藤
兵
衛
と
い
う
古
本
屋
に
は
、
山
の
よ
う
に
つ
ぶ
す
古
本
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
何
せ
明
治
十
五
、
六
年

　
　
の
頃
は
、
古
本
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
頃
だ
っ
た
。
（
淡
島
寒
月
「
明
治
十
年
前
後
」
大
正
十
四
年
三
月
『
早
稲
田
文
学
』
二
二
九
号
）

　
政
治
上
の
混
乱
期
や
印
刷
形
態
の
革
新
期
な
ど
に
、
古
き
時
代
の
産
物
で
あ
る
書
籍
が
潰
し
に
か
か
ら
れ
、
価
値
の
な
い
も
の
と
さ
れ

た
こ
と
が
確
か
に
あ
っ
た
。
そ
の
事
情
は
異
な
る
に
せ
よ
、
今
日
も
そ
う
し
た
受
難
期
を
迎
え
て
い
る
と
云
っ
て
宜
し
か
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
も
の
を
守
り
、
保
存
に
努
め
よ
う
と
し
た
人
達
が
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
、
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
の
折
な
ど
は
そ
う
し
た
動
き
が
社
会
的
に
も
顕
著
に
巻
き
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
で
、
多
く
の
人
が
、
喪

失
感
を
補
填
す
る
か
の
よ
う
に
古
き
書
物
を
蒐
集
し
、
そ
の
書
物
に
つ
い
て
調
べ
あ
げ
、
私
家
版
等
で
論
じ
て
ゆ
く
（
こ
の
こ
と
は
次
回

以
降
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
）
。
こ
の
こ
と
も
時
代
の
趨
勢
と
し
て
顕
著
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
亡
び
ゆ
く
名
所
史
蹟
、
廃
れ
ゆ
く
風
俗
行
事
、
敗
残
せ
る
上
方
芸
術
、
そ
の
一
歩
一
歩
薄
れ
行
く
影
を
眺
め
て
、
私
は
常
に
愛
惜
の

　
　
情
に
堪
え
ま
せ
ん
、
滅
び
ゆ
く
も
の
は
時
の
勢
と
し
て
如
何
と
も
致
方
が
な
い
が
、
せ
め
て
保
存
に
つ
と
め
た
い
、
そ
し
て
記
録
に

　
　
留
め
て
置
き
た
い
。

　
昭
和
六
年
一
月
一
日
に
刊
行
開
始
さ
れ
た
『
郷
土
研
究
　
上
方
』
に
お
け
る
、
主
宰
者
南
木
芳
太
郎
（
一
八
八
二
～
一
九
四
五
）
に
よ

る
巻
頭
言
の
一
節
で
あ
る
。
昭
和
十
九
年
四
月
、
第
百
五
十
一
号
を
も
っ
て
廃
刊
と
な
る
ま
で
、
芳
太
郎
は
雑
誌
『
上
方
』
の
編
輯
の
か

た
わ
ら
で
、
上
方
出
身
の
学
者
、
文
人
、
俳
人
、
歌
人
た
ち
を
広
く
顕
彰
し
続
け
た
。
ま
た
、
郷
土
芸
能
の
復
興
に
力
を
注
い
だ
こ
と
は

夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
昨
今
、
日
記
の
公
刊
も
開
始
さ
れ
、
そ
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
の
は
大
変
喜
ば
し
い
。

　
「
書
物
」
が
モ
ノ
と
し
て
余
計
な
も
の
、
邪
魔
者
扱
い
に
さ
れ
る
ご
時
世
に
あ
っ
て
、
今
一
度
先
覚
者
た
ち
の
辿
っ
た
足
跡
、
情
報
交
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換
の
様
相
を
垣
間
見
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
検
証
も
今
日
意
義
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
先
覚
者
た
ち
が
の
こ
し
た
遺

産
を
我
々
は
ど
う
引
き
継
ご
う
と
し
て
い
る
の
か
。
書
物
を
め
ぐ
る
、
書
物
を
介
し
て
の
人
々
の
交
流
を
、
資
料
を
挙
げ
つ
つ
呈
示
し
、

確
認
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
論
見
で
あ
る
。

　
　
本
稿
は
、
本
年
度
公
開
講
座
「
大
阪
か
ら
考
え
る
　
パ
ー
ト
2
」
（
主
催
人
文
科
学
研
究
所
　
於
本
町
学
舎
・
九
月
十
七
日
）
に
お
い
て
、
「
稀

　
　
書
翫
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ー
郷
土
本
を
め
ぐ
る
先
覚
者
た
ち
一
」
と
題
し
て
講
演
し
た
際
、
作
成
し
た
レ
ジ
ュ
メ
、
手
控
の
講
演
ノ
ー
ト
の
冒

　
　
頭
部
を
基
に
公
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
肥
田
皓
三
世
の
一
連
の
ご
研
究
、
山
口
昌
男
『
内
田
魯
庵
山
脈
』
な
ど
を
踏
ま
え
、
取
り
ま
と
め
た
も

　
　
の
で
、
新
見
に
乏
し
い
点
は
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

山本和明

「
西
鶴
」
発
見

　
近
世
上
方
を
代
表
す
る
作
家
と
云
え
ば
、
ま
ず
誰
し
も
井
原
西
鶴
の
名
前
を
想
い
起
す
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
西
鶴
も
、
い
わ
ば
明
治
の

御
世
に
な
っ
て
「
再
発
見
」
さ
れ
た
存
在
1
そ
の
墓
の
存
在
と
作
品
と
一
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
で
は
あ
る
が
、
今

］
度
そ
の
あ
ら
ま
し
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
。

　
西
鶴
没
後
百
余
年
あ
ま
り
を
経
た
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
四
月
、
南
山
人
ご
と
大
田
古
典
が
西
鶴
の
墓
を
詣
で
て
い
る
。

　
　
こ
の
寺
に
西
鶴
が
墓
あ
り
と
書
騨
山
口
屋
が
い
へ
る
に
よ
り
て
、
墓
は
ら
ふ
下
部
に
と
ふ
に
し
ら
ず
。
つ
や
つ
や
嘘
墓
の
間
を
見
る

　
　
に
一
ツ
の
石
あ
り
。
仙
皓
西
鶴
と
ゑ
れ
り
。
右
の
か
た
に
元
禄
六
典
酉
八
月
十
日
と
し
る
し
、
左
の
か
た
に
下
山
鶴
平
・
北
条
団
水

　
　
建
と
あ
り
。

　
「
葦
の
若
葉
」
写
本
六
巻
（
「
大
田
南
通
全
集
」
第
八
巻
所
収
）
は
、
銅
座
役
人
と
し
て
享
和
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
大
坂
滞
在
中

の
南
面
に
よ
る
名
所
遊
覧
記
に
あ
た
る
。
そ
の
言
に
従
う
な
ら
ば
、
「
墓
は
ら
ふ
下
部
」
も
知
ら
ぬ
無
縁
墓
の
中
か
ら
偶
然
に
も
西
鶴
の
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四
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審
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颯
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あ
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琴
♪
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駐
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フ
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二
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ろ
2
期
奉
書
院
三
山
最
中
’
汎

肇
そ
手
水
鉢
叢
り
中
ふ
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萎
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ク
宇

参
ろ
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孝
一
ら

苧

艦載擁
厘
黍
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寄
讐
㍉
．
評
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O
月
ル
恥
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責
寸
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苧
ち
層

妙
纂
一

画
の
石
セ
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あ
ろ
唾
あ
茎

貌
久
ゲ
家
を
ぎ
三
筋
語
ゐ
？
あ
牽
・
み
遊
必
憂
屋
丙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
【
」
欄
壬
二
　
　
一
L
「
撃

曲亭馬琴『覇旅漫録』

墓
が
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
享
保
の
改
革
時
に
お
け
る
好
色
本

の
禁
止
や
、
家
を
嗣
ぐ
べ
き
係
累
の
絶
え
た
が
た
め
に
、
わ
ず
か
百
年

余
り
の
時
を
隔
て
、
西
鶴
の
墓
で
さ
え
詣
ず
る
人
を
絶
や
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
そ
の
翌
年
、
曲
亭
馬
琴
は
大
坂
の
地
を
訪
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
南
畝

に
上
方
へ
の
紹
介
状
を
書
い
て
も
ら
っ
た
（
国
会
図
書
館
蔵
曲
亭
来
簡

集
所
載
）
。
享
和
二
年
七
月
晦
日
、
上
方
の
慮
橘
庵
に
連
れ
ら
れ
、
馬

琴
は
西
鶴
の
墓
を
訪
れ
て
い
る
。

　
　
西
鶴
が
墓
誌
　
西
鶴
が
墓
は
、
大
坂
八
町
目
寺
町
誓
願
寺
本
堂
西

　
　
の
う
ら
手
南
向
に
あ
り
。
七
月
晦
日
器
皿
と
同
道
に
て
古
墓
を
た

　
　
つ
ぬ
。
は
か
ら
ず
西
鶴
が
墓
に
謁
す
。
寺
僧
も
こ
れ
を
し
ら
ざ
り

　
　
し
様
子
な
り
。
花
筒
に
花
あ
り
。
寺
の
男
に
何
も
の
が
手
向
た
る

　
　
と
問
ふ
に
、
無
縁
の
墓
へ
は
寺
よ
り
折
々
花
を
た
つ
る
と
い
ふ
。

　
　
団
水
は
西
鶴
が
信
友
な
り
。
西
鶴
没
し
て
後
、
疏
水
京
よ
り
来

　
　
り
。
七
年
そ
の
旧
盧
を
守
れ
り
。
そ
の
こ
と
西
鶴
名
残
の
友
と
い

　
　
ふ
草
紙
の
序
に
見
へ
た
り
。

　
馬
琴
の
発
言
に
は
「
寺
僧
も
こ
れ
を
し
ら
ざ
り
し
様
子
な
り
」
と
あ

っ
た
。
先
に
南
畝
も
「
墓
は
ら
ふ
下
部
に
と
ふ
に
し
ら
ず
」
と
し
た
点

を
鑑
み
る
に
、
い
か
に
も
脚
色
め
い
て
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
馬
琴
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山本和明

が
こ
の
こ
と
を
記
し
た
旅
行
記
を
『
羅
旅
漫
録
』
と
い
う
。

　
「
葦
の
若
葉
」
に
せ
よ
『
覇
旅
漫
録
』
に
せ
よ
、
と
も
に
我
々
は
容
易
に
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
こ
う
し
た
随
筆
は
、
そ
も
そ
も

写
本
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
特
に
『
署
旅
漫
録
』
が
広
く
世
間
で
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の
ご
時
世
に
至
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
架
蔵
和
綴
本
『
覇
旅
漫
録
』
三
冊
の
奥
書
に
は
「
明
治
十
六
年
三
月
八
日
版
権
免
許
、
同
十
八
年
五
月
出

版
、
同
年
五
月
二
十
日
製
本
改
御
届
、
定
価
金
九
拾
五
銭
」
と
あ
り
、
「
著
者
故
曲
亭
馬
琴
、
校
訂
兼
扇
板
人
渥
美
正
幹
、
著
者
相
続
人

瀧
澤
収
」
と
あ
る
。
他
に
も
ボ
ー
ル
表
紙
装
槙
の
も
の
も
あ
り
、
当
時
広
く
流
布
し
た
よ
う
だ
。
実
は
、
こ
の
明
治
期
の
刊
行
が
濡
縁
と

な
り
、
「
西
鶴
」
発
見
一
汁
の
発
見
一
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
刊
行
か
ら
三
年
あ
ま
り
を
経
た
明
治
二
十
二
年
一
月
二
十
五
日
に
幸
田
露

伴
が
、
同
年
八
月
に
尾
崎
紅
葉
が
相
次
い
で
西
鶴
の
墓
へ
訪
ね
て
い
る
。

　
　
二
十
五
日
。
大
坂
に
到
り
て
西
鶴
を
誓
願
寺
に
吊
ひ
、
「
ほ
い
か
ご
」
を
天
満
宮
近
く
に
見
、
市
中
を
迫
課
し
て
二
百
に
乗
じ
伏
見

　
　
に
至
る
。
（
幸
田
露
伴
「
酔
興
記
」
『
枕
頭
山
水
』
明
治
二
十
六
年
九
月
刊
）

　
　
愛
隠
文
（
淡
島
寒
月
）
土
蔵
の
『
好
色
一
代
男
』
は
、
予
が
西
鶴
帰
依
発
心
の
種
な
り
…
略
…
明
治
二
十
二
年
八
月
、
大
阪
八
丁
目

　
　
寺
町
誓
願
寺
に
、
西
鶴
翁
の
墓
に
詣
で
・
、
で
・
・
む
し
の
石
に
鎚
り
て
涙
か
な
（
尾
崎
紅
葉
「
元
禄
狂
」
明
治
二
十
三
年
五
月
）

　
と
も
に
愛
鶴
軒
淡
島
寒
月
に
よ
り
西
鶴
を
教
え
ら
れ
、
そ
の
文
章
に
魅
了
さ
れ
た
作
家
達
が
、
大
坂
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
に
あ
た

り
、
掃
苔
に
訪
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
露
伴
は
こ
の
の
ち
『
小
文
学
』
（
明
治
二
十
二
年
十
一
月
）
に
発
表
し
た
一
文
「
井
原
西
鶴
を
弔
ふ

文
」
で
、
西
鶴
を
哀
悼
し
て
已
ま
な
い
。

　
　
斯
に
来
っ
て
翁
を
吊
へ
ば
、
墓
前
の
水
乾
き
樒
枯
れ
て
、
鳥
形
い
た
づ
ら
に
嘆
ぎ
塚
後
に
苔
黒
み
、
霜
凍
り
て
展
履
の
楽
な
く
、
北

　
　
感
喜
を
吹
で
日
光
寒
く
、
胸
臆
悲
に
閉
ぢ
て
言
語
迷
ふ
。
あ
あ
世
に
功
あ
り
て
世
既
に
顧
み
ず
、
翁
も
亦
世
に
求
む
る
な
か
る
べ

　
　
し
。
翁
は
安
き
や
、
翁
は
笑
ふ
や
、
唯
我
一
佳
の
香
を
焚
き
一
蓋
の
水
を
手
向
け
、
我
志
を
い
た
し
（
幸
田
露
伴
「
井
原
西
鶴
を
弔

　
　
ふ
文
」
）

四
一
二
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四
四

　
従
前
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
鶴
文
学
と
の
超
遁
が
淡
島
寒
月
の
紹
介
に
よ
る
と
し
て
も
、
掃
墨
の
た
め
に
誓
願
寺
へ
と
い
ざ
な
っ
た

の
は
『
籍
旅
漫
録
』
の
公
刊
が
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
露
伴
、
紅
葉
に
遅
れ
大
阪
の
木
崎
好
尚
も
ま
た
西
鶴
墓
を
訪
れ
た
が
、
そ
の

こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
紹
介
記
事
文
中
に
『
魚
心
漫
録
』
の
書
名
を
記
し
て
い
る
。
い
ま
そ
の
「
読
売
新
聞
」
明
治
二
十
二
年
十
一

月
十
四
日
記
事
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
　
○
西
鶴
の
墓
　
大
阪
　
木
崎
好
尚

　
　
西
鶴
翁
が
才
名
は
東
京
諸
文
人
の
間
に
持
て
は
や
さ
れ
を
れ
ど
当
地
に
て
も
亦
た
斯
の
道
の
先
導
者
と
し
て
評
判
い
と
騒
が
し
く
聞

　
　
え
ぬ
、
さ
れ
ば
享
和
の
む
か
し
馬
琴
翁
は
浪
華
に
あ
そ
び
初
め
て
そ
の
墓
石
の
あ
る
と
こ
ろ
を
世
に
公
け
に
し
て
こ
れ
を
そ
の
覇
旅

　
　
漫
録
に
載
せ
西
鶴
の
名
殊
更
に
世
に
聞
え
そ
の
墓
所
を
知
り
得
て
し
か
ば
余
も
一
た
び
は
こ
れ
を
吊
は
ん
と
賭
せ
し
か
ど
も
し
み
じ

　
　
み
と
思
ひ
立
つ
ぼ
ど
の
念
も
起
ら
で
過
ぎ
た
り
し
に
こ
の
ご
ろ
に
至
り
何
と
な
く
有
り
が
た
味
を
感
ず
る
こ
と
の
深
く
な
り
心
い
そ

　
　
し
く
す
・
み
ぬ
る
も
の
か
ら
急
に
墓
詣
で
す
る
事
と
な
れ
り
墓
は
八
丁
目
寺
町
誓
願
寺
の
入
口
右
手
の
隅
北
向
に
あ
り
（
覇
旅
漫
録

　
　
に
は
本
堂
西
裏
手
三
側
目
中
程
南
向
に
あ
れ
ど
そ
の
仁
所
換
せ
し
も
の
に
や
）
墓
石
の
模
様
す
べ
て
彼
の
書
に
し
る
せ
る
に
た
が
は

　
　
ず
き
は
め
て
み
す
ぼ
ら
し
く
二
た
目
と
見
ら
れ
ぬ
有
様
な
り
さ
れ
ど
碑
面
に
く
・
り
附
た
る
塔
婆
あ
り
之
を
観
れ
ば
東
京
な
る
露

　
　
伴
、
紅
葉
二
君
の
手
跡
と
お
ぼ
し
く
そ
が
来
遊
の
み
ぎ
り
立
ち
寄
り
て
追
弔
せ
ら
れ
し
な
り
余
は
そ
の
善
根
に
感
じ
又
身
後
二
百
年

前
　
を
経
て
人
の
こ
れ
を
弔
ら
ひ
排
徊
去
る
あ
た
は
ざ
ら
し
む
る
才
士
あ
る
か
と
思
へ
ば
い
と
“
な
ほ
袖
に
涙
の
痕
を
止
め
ぬ
さ
て
そ
の

　
　
卒
塔
婆
と
い
ふ
は

　
　
　
元
禄
の
奇
才
子
を
弔
ふ
て

　
　
　
　
　
九
天
の
霞
に
も
れ
て
つ
る
の
声
　
　
露
伴
幸
田
成
行

　
　
　
　
明
治
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日
樹
之

　
　
　
為
松
寿
軒
井
原
西
鶴
先
生
追
善
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明
治
二
十
二
年
八
月
二
十
六
日
　
　
　
尾
崎
紅
葉
建
之

　
少
し
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
「
車
群
漫
録
に
載
せ
西
鶴
の
名
殊
更
に
世
に
聞
え
そ
の
墓
所
を
知
り
得
て
し
か
ば
」
と

あ
る
も
の
の
、
繰
り
返
す
が
『
覇
旅
漫
録
』
は
、
明
治
十
八
年
に
は
じ
め
て
公
に
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
や
や
も
す
れ
ば
馬
琴
の
発
言
以

降
、
人
口
に
謄
奥
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
取
り
違
え
て
し
ま
う
が
、
そ
の
墓
も
馬
琴
の
来
訪
以
降
再
び
無
縁
墓
と
し
て
、
「
き
は
め
て
み

す
ぼ
ら
し
く
二
た
目
と
見
ら
れ
ぬ
有
様
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
木
崎
好
尚
が
後
に
「
浪
華
墓
誌
」
（
『
な
に
は
草
』
所
載
）
に
語
る
処
に

拠
れ
ば
「
明
治
に
至
り
、
此
石
が
無
縁
巽
中
に
お
し
こ
め
ら
れ
た
る
を
、
東
京
の
露
伴
子
、
追
弔
し
て
、
こ
れ
を
見
出
し
、
資
を
投
じ

て
、
こ
れ
を
抜
き
取
り
、
別
に
門
近
き
処
に
安
ゑ
さ
せ
」
た
と
い
う
。
墓
の
位
置
が
異
な
る
の
は
露
伴
に
拠
っ
て
な
さ
れ
た
。
こ
の
の

ち
、
誓
願
寺
境
内
縮
小
に
よ
る
無
縁
墓
整
理
な
ど
幾
多
の
困
難
期
を
経
な
が
ら
も
、
木
崎
好
尚
や
南
木
芳
太
郎
の
尽
力
に
よ
り
、
西
鶴
墓

が
今
日
に
残
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
肥
田
皓
三
氏
の
発
言
に
詳
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
契
機
の
一
つ
に
『
籍
旅
漫
録
』
の
公
刊
が
あ
る
こ
と

は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
木
崎
や
恐
ら
く
露
伴
や
紅
葉
も
、
謂
わ
ば
『
羅
旅
漫
録
』
と
い
う
書
物
の
中
か
ら
西
鶴
を
「
発
見
」
し
た
の
で

あ
っ
た
。

西
鶴
・
寒
月
・
骨
董
集

　
そ
れ
に
し
て
も
、
尾
崎
紅
葉
や
幸
田
露
伴
に
西
鶴
作
品
を
呈
示
し
た
淡
島
寒
月
は
、
い
か
に
し
て
西
鶴
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

西
鶴
そ
の
人
の
こ
と
は
、
明
治
二
十
年
代
に
至
っ
て
な
お
「
斯
の
道
の
先
導
者
」
と
の
み
、
上
方
の
人
の
よ
く
知
る
処
で
し
が
な
か
っ

た
。
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
、
誰
か
に
伝
え
な
く
て
は
伝
わ
ら
な
い
。
些
細
な
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と

も
あ
る
訳
で
、
い
ま
、
寒
月
の
発
言
か
ら
そ
の
諸
相
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
明
治
十
三
、
四
年
の
頃
、
西
鶴
の
古
本
を
得
て
か
ら
、
私
は
湯
島
に
転
居
し
、
『
都
の
花
』
が
出
て
い
た
頃
紅
葉
君
、
露
伴
君
に
私
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四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
い
か

　
　
は
西
鶴
の
古
本
を
見
せ
た
。
（
略
）
幸
い
私
は
西
鶴
の
著
書
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
紅
葉
、
露
伴
、
中
西
梅
花
（
こ
の
人
は
新
体

　
　
詩
な
る
も
の
を
最
初
に
創
り
、
『
梅
花
詩
集
』
と
い
う
本
を
あ
ら
わ
し
た
記
念
さ
る
べ
き
人
で
あ
る
。
後
、
不
幸
に
も
狂
人
に
な
つ

　
　
た
）
、
内
田
魯
庵
（
そ
の
頃
は
花
の
屋
）
、
石
橋
忍
月
、
依
田
百
川
な
ど
の
諸
君
に
、
そ
れ
を
見
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
淡
島
寒
月
「
明
治
十
年
前
後
」
）

　
こ
の
明
治
十
三
、
四
年
頃
の
西
鶴
本
入
手
に
関
し
て
は
、
寒
月
自
身
が
別
の
文
中
で
も
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。

　
　
私
が
西
鶴
の
も
の
を
見
た
最
初
は
、
今
の
酒
井
好
古
堂
が
藤
堂
家
の
隣
家
で
古
本
屋
を
し
て
い
た
時
分
、
こ
の
店
で
『
置
土
産
』
を

　
　
手
に
入
れ
て
読
ん
だ
の
が
始
め
で
し
た
。
こ
れ
を
大
変
に
面
白
い
と
思
っ
た
の
で
、
引
続
い
て
そ
の
後
西
鶴
の
も
の
を
漁
っ
て
コ

　
　
代
男
』
『
二
代
男
』
か
ら
『
一
代
女
』
『
五
人
女
』
の
類
、
『
武
家
義
理
物
語
』
『
一
目
玉
鉾
』
『
桜
陰
判
事
』
「
西
鶴
織
留
』
『
永
代
蔵
』

　
　
な
ど
と
い
う
も
の
を
手
に
入
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
て
一
冊
一
冊
と
読
ん
で
行
く
ご
と
に
益
々
興
味
を
覚
え
て
、
益
々
西
鶴
を
慕
う
よ

　
　
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
西
鶴
の
肖
像
を
写
し
て
部
屋
に
飾
っ
た
り
、
そ
の
時
分
の
号
を
管
玉
軒
と
つ
け
た
事
も
あ
り
ま
し

　
　
た
。
（
淡
島
寒
月
「
西
鶴
雑
話
」
大
正
六
年
六
月
『
趣
味
之
友
』
第
十
八
号
）

　
寒
月
自
身
か
ら
こ
の
こ
と
を
聴
か
さ
れ
た
内
田
魯
庵
も
、
同
様
の
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
る
。

　
　
今
の
淡
島
町
の
酒
井
好
古
堂
の
先
代
が
今
三
井
の
慈
善
病
院
に
な
っ
て
い
る
下
谷
の
藤
堂
の
聖
心
に
小
さ
な
店
を
持
っ
て
る
た
頃
、

　
　
薦
縄
か
ら
げ
の
｝
と
束
の
古
本
の
中
に
「
置
土
産
」
の
零
冊
が
あ
っ
た
の
を
反
覆
熟
読
し
た
の
が
初
め
て
だ
さ
う
だ
。
夫
か
ら
以
後

　
　
翁
は
西
鶴
を
探
求
し
て
、
獲
る
に
随
っ
て
片
端
か
ら
耽
読
し
、
其
頃
ま
で
に
大
抵
西
鶴
の
全
署
を
漁
り
尽
し
て
し
ま
っ
た
。
（
内
田

　
　
魯
庵
「
淡
島
寒
月
翁
の
仙
化
」
『
紙
魚
繁
昌
記
』
）

　
寒
月
に
と
っ
て
の
西
鶴
は
単
な
る
古
典
な
ど
で
は
な
く
、
反
復
熟
読
し
、
読
み
耽
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
何
に
そ
ん
な
に
惹
か
れ

た
の
か
。
寒
月
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
私
は
元
来
小
説
よ
り
も
、
新
ら
し
い
事
実
が
好
き
だ
っ
た
。
こ
こ
に
言
う
新
ら
し
い
と
は
、
珍
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
鶴

337



山本和明

　
　
の
本
は
、
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
の
な
い
珍
ら
し
い
も
の
で
満
ち
て
い
た
。
赤
裸
々
に
自
然
を
書
い
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
そ
の
も
の

　
　
を
書
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
人
間
そ
の
も
の
を
書
い
た
き
り
で
、
何
と
も
決
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
西
鶴
の
妙
味
が
あ
る
。
こ
れ

　
　
は
年
譜
の
力
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
福
沢
先
生
に
よ
っ
て
新
ら
し
い
文
明
を
知
り
、
里
並
か
ら
骨
董
の
テ
エ
ス
ト
を
得
、
西

　
　
鶴
に
よ
っ
て
人
間
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
（
淡
島
寒
月
「
明
治
十
年
前
後
」
）

　
こ
の
よ
う
に
、
寒
月
自
身
様
々
な
と
こ
ろ
で
こ
の
「
西
鶴
」
体
験
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
時
期
も
異
な
る
ゆ
え
に
、
記
憶
も
曖
昧
で
あ

る
ら
し
く
、
信
糠
性
を
考
え
る
と
き
考
慮
す
べ
き
点
も
あ
る
。
「
京
伝
か
ら
骨
董
の
テ
エ
ス
ト
を
得
、
西
鶴
に
よ
っ
て
人
間
を
知
る
」
こ

と
の
出
来
た
寒
月
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
以
下
の
引
用
を
み
る
な
ら
ば
、
酒
井
好
古
堂
の
店
先
で
薦
縄
か
ら
げ
の
一
と
束
の
古
本
の
中

に
「
置
土
産
」
の
零
冊
を
初
め
て
発
見
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
上
野
の
帝
国
図
書
館
に
て
『
置
土
産
』
を
閲
覧
し
た
こ
と
が
西

鶴
の
文
才
へ
の
関
心
の
第
一
歩
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
前
段
階
で
の
山
東
京
伝
『
骨
董
集
』
体
験
こ
そ
が
、
西
鶴
へ
の
興
味
を

誘
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
今
の
上
野
の
帝
国
図
書
館
が
聖
堂
の
内
に
あ
っ
た
の
で
す
。
（
略
）
図
書
館
で
始
め
て
西
鶴
の
『
置
土
産
』
を
よ
ん
で
、
非
常
に
西

　
　
鶴
の
文
才
に
感
心
し
ま
し
た
。
（
淡
島
寒
月
「
耽
奇
談
」
明
治
三
十
九
年
八
月
『
趣
味
』
第
一
巻
第
三
号
）

　
　
京
畿
の
『
骨
董
集
』
は
、
立
派
な
考
証
学
で
、
決
し
て
孫
引
き
の
な
い
も
の
で
、
専
ら
『
一
代
男
』
『
一
代
女
』
古
俳
句
等
の
書
か

　
　
ら
直
接
に
材
料
を
と
っ
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
骨
董
集
』
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
福
沢
先
生
の
『
西
洋
旅
案
内
』
『
学

　
　
問
の
す
・
め
』
『
か
た
わ
娘
』
に
よ
っ
て
西
洋
の
文
明
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
略
）
新
ら
し
い
文
明
を
か
く
し
て
福
沢
先
生
に
よ

　
　
っ
て
学
ん
だ
が
、
『
骨
董
集
』
を
読
ん
だ
た
め
に
、
西
鶴
が
読
ん
で
み
た
く
な
り
出
し
た
。
が
、
そ
の
頃
で
も
古
本
が
少
な
か
っ
た

　
　
も
の
で
、
な
か
な
か
手
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
（
淡
島
寒
月
「
明
治
十
年
前
後
」
）

　
『
骨
董
集
』
を
通
し
て
の
「
西
鶴
」
発
見
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
こ
に
云
う
「
決
し
て
孫
引
き
の
な
い
も
の
で
、
専
ら
宣

代
男
』
『
一
代
女
』
古
俳
譜
等
の
書
か
ら
直
接
に
材
料
を
と
っ
て
来
た
も
の
」
と
の
発
言
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
下
手
に
取
り
ま
と
め

四
七
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四
八

ら
れ
た
書
物
な
ら
ば
、
西
鶴
体
験
を
寒
月
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
『
骨
董
集
』
と
い
う
書
物
が
、
ひ
た
す
ら
に
原
文
を
、
図
版

も
含
め
、
写
し
取
っ
て
い
る
が
故
に
、
ゆ
か
し
く
そ
の
時
代
の
雰
囲
気
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
拙
稿
「
京
伝
と
和
学
」

『
江
戸
文
学
』
十
九
号
参
照
）
。

　
　
一
　
な
か
む
か
し
ょ
り
こ
な
た
の
ふ
み
に
は
。
か
ん
な
・
て
に
を
は
の
た
が
へ
る
は
も
と
よ
り
に
て
。
そ
が
う
へ
に
う
つ
し
ひ
が
め

　
　
け
ん
と
お
も
は
る
・
ふ
し
ノ
＼
さ
へ
見
え
た
る
を
。
さ
な
が
ら
あ
げ
て
。
い
さ
・
か
も
も
じ
を
ひ
き
な
ほ
せ
る
こ
と
な
し
。
そ
は
な

　
　
か
一
に
さ
か
し
ら
わ
ざ
く
は
へ
て
。
ふ
る
き
す
が
た
う
し
な
は
ん
を
お
そ
る
れ
ば
な
り
。
（
山
東
面
心
『
骨
董
集
』
上
編
後
秩

　
　
「
お
ほ
む
ね
」
）

　
「
い
さ
・
か
も
じ
を
ひ
き
な
ほ
せ
る
こ
と
な
」
い
方
針
は
、
さ
か
し
ら
わ
ざ
を
加
え
る
こ
と
で
古
き
姿
を
失
う
こ
と
を
畏
れ
て
の
こ
と

で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
当
時
の
一
部
の
和
学
者
の
姿
勢
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
お
よ
そ
古
書
の
旨
を
解
か
ん
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
臆
断
を
も
て
字
を
改
べ
か
ら
ず
。
ふ
る
き
真
面
目
の
ま
・
に
て
解
べ
き
か
ぎ
り

　
　
は
解
あ
か
し
、
お
も
ひ
得
が
た
き
ふ
し
は
さ
て
あ
る
べ
し
。
（
小
山
田
与
清
『
擁
書
漫
筆
』
）

　
加
え
て
、
「
蔵
書
家
に
因
み
て
奇
書
を
借
抄
し
、
或
ひ
は
博
識
に
問
ひ
、
或
は
故
老
に
訊
ひ
、
聞
け
ば
必
識
し
、
見
れ
ば
必
録
す
」
と

い
う
京
伝
の
姿
勢
（
馬
琴
『
伊
波
伝
毛
頭
記
』
に
お
け
る
京
紅
評
）
も
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
経
伝
の
姿
勢
を
目
の
あ
た
り
に
し

て
き
た
与
清
は
、
「
ひ
ろ
く
ま
な
び
、
あ
ま
ね
く
と
ひ
て
、
な
に
く
れ
と
ふ
る
き
あ
と
、
・
も
か
う
が
へ
得
し
」
（
『
罫
書
楼
日
記
』
文
化
十

三
年
置
月
食
三
日
条
）
と
い
い
、
「
世
の
な
ま
著
述
家
の
類
に
似
ず
、
そ
の
あ
ら
は
せ
る
骨
董
集
に
孫
引
の
ひ
と
ふ
し
だ
に
な
き
を
見
て

も
お
も
ふ
べ
し
」
（
『
擁
書
漫
筆
』
巻
三
）
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
「
孫
引
の
ひ
と
ふ
し
だ
に
な
き
」
と
の
表
現
は
、
ま
さ
に
寒
月
の
京
伝

『
骨
董
集
』
評
に
等
し
い
。
京
伝
の
こ
う
し
た
「
考
証
」
の
精
神
は
、
実
に
明
治
時
代
に
至
っ
て
な
お
脈
々
と
影
響
を
あ
た
え
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
淡
島
寒
月
も
、
実
は
そ
う
し
た
精
神
の
系
譜
上
に
位
置
す
る
人
物
で
あ
っ
た
と
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
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し
た
「
耽
奇
談
」
よ
り
、
重
複
を
い
と
わ
ず
今
少
し
抜
粋
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
今
の
上
野
の
帝
国
図
書
館
が
聖
堂
の
内
に
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
無
料
で
閲
覧
さ
せ
ま
し
た
。
蔵
書
中
に
は
英
語
も
あ
り
、
古

　
　
書
も
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
私
が
毎
日
そ
こ
へ
出
掛
け
て
、
種
々
な
本
を
読
ん
で
い
る
中
に
、
ふ
と
『
燕
石
十
種
』
に
出
遇
っ
た
の
で

　
　
す
。
始
め
て
播
く
中
に
『
戯
作
者
六
三
撰
』
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
山
伝
と
い
う
名
や
、
三
馬
と
い
う
名
が
散
見
す
る
の
で
す
。
京

　
　
伝
、
三
馬
な
ど
い
う
名
は
、
兄
か
ら
か
ね
が
ね
聞
い
て
い
た
名
だ
っ
た
か
ら
、
何
と
な
く
な
つ
か
し
く
思
っ
て
、
一
つ
写
し
二
つ
写

　
　
し
て
『
燕
石
十
種
』
本
六
十
冊
の
中
、
二
、
三
十
冊
も
写
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
図
書
館
で
始
め
て
幸
田
露
伴
君
に
遇
っ
て
、
交
を

　
　
結
ん
だ
の
で
す
。
（
略
）
図
書
館
で
始
め
て
西
鶴
の
『
置
土
産
』
を
よ
ん
で
、
非
常
に
西
鶴
の
文
才
に
感
心
し
ま
し
た
。
（
略
）
私
に

　
　
は
江
戸
文
学
趣
味
は
、
ほ
ん
の
一
部
、
他
に
い
ろ
い
ろ
な
嗜
好
が
あ
り
ま
し
た
。
西
鶴
熱
の
盛
ん
な
頃
に
、
一
面
に
好
古
小
録
的
の

　
　
嗜
好
、
即
ち
ズ
ッ
ト
古
い
処
の
骨
董
趣
味
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
父
の
感
化
で
、
父
は
古
い
奈
良
朝
物
な
ど
の
好
古
家
で
し
た
。

　
　
私
に
も
こ
の
癖
が
あ
る
の
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
淡
島
寒
月
「
耽
奇
談
」
）

　
帝
国
図
書
館
に
通
い
、
そ
こ
で
「
見
れ
ば
必
録
」
、
す
な
わ
ち
書
写
す
る
日
々
。
そ
の
な
か
で
始
め
て
『
置
土
産
』
に
読
み
耽
る
に
至

り
、
露
伴
と
の
交
わ
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
書
物
と
人
と
の
出
会
い
　
　
そ
う
し
た
希
有
な
一
時
が
あ
っ
て
こ
そ
、
紅
葉
・
露
伴
な
ど

へ
の
「
西
鶴
」
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
い
わ
ば
帝
国
図
書
館
に
お
い
て
寒
月
は
知
己
を
得
て
、
交
流
を
結
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
寒
月
は
自
身
が
読
み
耽
り
蒐
集
し
て
い
っ
た
西
鶴
作
品
を
な
ぜ
惜
し
げ
も
な
く
み
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
こ
と

　
　
そ
の
頃
は
す
べ
て
が
誹
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
悉
く
旧
物
を
捨
て
て
新
ら
し
き
を
求
め
出
し
た
時
代
で
あ
る
。
『
膝
栗
毛
』
や

　
　
　
　
わ
ら
じ

　
　
『
金
の
草
鮭
』
よ
り
も
、
仮
名
垣
魯
文
の
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
や
『
安
中
楽
鍋
』
な
ど
が
持
て
難
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
…
旧
物
に

　
　
　
　
　
べ
っ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
げ

　
　
対
す
る
蔑
視
と
、
新
ら
し
き
物
に
対
す
る
憧
憬
と
が
、
前
述
の
よ
う
に
烈
し
か
っ
た
そ
の
当
時
…
（
淡
島
寒
月
「
明
治
十
年
前
後
」
）

　
当
時
の
状
況
が
斯
く
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
旧
物
に
対
す
る
蔑
視
の
風
潮
の
な
か
で
、
寒
月
は
同
好
の
露
伴
を

知
り
、
蒐
集
し
た
書
籍
を
み
せ
て
い
る
。
明
治
十
四
、
五
年
以
降
、
活
版
化
へ
の
シ
フ
ト
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
夙
に
知
ら
れ
て
い
る

四
九

334



五
〇

稀書翫味の交遊圏（．一）

が
、
そ
の
状
況
の
な
か
で
、
で
あ
る
。

　
　
『
白
縫
潭
』
の
最
初
の
版
元
藤
岡
屋
慶
次
郎
は
、
明
治
十
四
年
、
戯
作
の
出
版
と
縁
を
切
っ
て
、
教
科
書
専
門
の
出
版
書
騨
に
看
板

　
　
を
塗
り
か
え
、
地
本
問
屋
の
筆
頭
と
し
て
自
他
と
も
に
許
し
た
甘
泉
堂
泉
市
は
、
明
治
十
五
年
か
ら
、
漢
籍
の
大
規
模
な
覆
刻
に
専

　
　
念
ず
る
。
し
か
し
、
個
々
の
版
元
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
活
版
印
刷
術
の
普
及
と
新
聞
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
登
場
と
は
、

　
　
木
版
印
刷
技
術
の
上
に
た
つ
書
物
問
屋
、
地
本
問
屋
の
組
織
を
解
体
さ
せ
、
絵
草
紙
屋
、
貸
本
屋
の
配
給
回
路
を
断
ち
切
っ
た
。

　
　
（
前
田
愛
「
明
治
初
期
戯
作
出
版
の
動
向
」
「
近
代
読
者
の
成
立
』
）

　
あ
え
て
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
書
物
な
ど
は
顧
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
や
や
も
す
れ
ば
潰
し
に
か
か
ら
れ
、
埋
も
れ
消
え
て
い
く

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
を
至
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
人
に
も
の
を
見
せ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
見
せ
る
相
手
が
同
じ
志
向
で
な
い
限

り
、
お
節
介
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
古
き
時
代
の
、
し
か
も
当
時
見
向
き
も
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
価
値
を
見
い

だ
し
開
陳
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
志
向
は
、
言
う
な
れ
ば
「
数
奇
者
」
の
伝
統
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

「
数
奇
」
の
伝
統

33．3．

　
「
数
奇
」
と
は
「
好
き
」
と
同
源
の
言
葉
で
、
「
風
流
・
風
雅
の
道
。
和
歌
・
茶
の
湯
・
生
け
花
な
ど
、
風
流
の
道
を
好
む
こ
と
」
と
辞

書
レ
ベ
ル
で
解
説
さ
れ
る
。
そ
の
数
奇
者
の
生
態
を
如
実
に
物
語
る
の
が
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
は
き
と
き
の
ぶ

　
　
加
計
器
の
長
の
帯
刀
節
信
は
数
奇
者
な
り
。
始
め
て
能
因
に
逢
ひ
、
相
互
に
感
緒
有
り
。
黒
黒
云
は
く
、
「
今
日
見
参
の
引
出
物
に

　
　
見
る
べ
き
物
侍
り
」
と
て
、
懐
中
よ
り
錦
の
小
袋
を
取
り
出
だ
す
。
そ
の
中
に
鉋
屑
一
筋
有
り
。
示
し
て
云
は
く
、
「
こ
れ
は
吾
が

　
　
重
宝
な
り
。
長
柄
の
橋
造
る
の
時
の
鉋
く
つ
な
り
」
と
云
々
。
時
に
節
信
喜
悦
甚
だ
し
く
て
、
ま
た
懐
中
よ
り
紙
に
包
め
る
物
を
取

　
　
り
出
だ
す
。
こ
れ
を
開
き
て
見
る
に
、
か
れ
た
る
か
へ
る
な
り
。
「
こ
れ
は
井
堤
の
蛙
に
侍
り
」
と
云
々
。
共
に
感
歎
し
て
お
の
お
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の
こ
れ
を
懐
に
し
、
退
散
す
と
云
々
。
今
の
世
の
人
、
鳴
呼
と
称
す
べ
き
や
。
（
藤
原
清
輔
『
袋
草
紙
』
平
安
時
代
後
期
歌
学
書
）

　
互
い
に
み
せ
あ
う
鉋
屑
と
蛙
の
干
物
。
「
今
は
富
士
の
山
も
煙
立
た
ず
な
り
、
長
柄
の
橋
も
つ
く
る
な
り
と
聞
く
人
は
、
歌
に
の
み
ぞ

心
を
慰
め
け
る
」
と
紀
貫
之
「
古
今
和
歌
集
仮
名
序
」
の
一
節
に
あ
る
。
い
ま
は
朽
ち
果
て
た
長
柄
の
橋
の
、
あ
の
仮
名
序
に
載
る
長
柄

の
橋
の
鉋
屑
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
井
手
の
蛙
と
言
え
ば
、
歌
を
詠
む
も
の
な
ら
誰
し
も
知
る
歌
語
で
あ
り
、
そ
の
干
物
を
い
ま
目
の
当

た
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
歌
よ
む
者
に
と
っ
て
、
あ
こ
が
れ
の
も
の
で
あ
り
、
憧
れ
の
長
柄
橋
、
あ
こ
が
れ
の
井
手
の
蛙
で
あ
っ

た
。
特
に
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
憧
憬
の
念
は
強
い
。

　
　
長
柄
の
橋
の
橋
柱
に
て
つ
く
り
た
る
文
台
は
、
俊
恵
法
師
が
も
と
よ
り
伝
は
り
て
、
後
鳥
羽
院
の
御
心
も
、
御
会
な
ど
に
と
り
い
だ

　
　
さ
れ
け
り
。
一
院
の
御
会
に
、
か
の
影
（
注
一
人
麻
呂
影
供
）
の
前
に
て
、
そ
の
文
台
に
て
和
歌
披
講
せ
ら
る
な
る
、
い
と
興
あ
る

　
　
事
な
り
。

　
例
え
ば
『
古
今
著
聞
集
』
に
記
さ
れ
た
こ
の
文
章
の
語
る
の
は
、
希
有
な
一
時
を
過
ご
す
こ
と
の
で
き
た
喜
び
の
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
。

あ
の
長
柄
の
橋
の
橋
柱
で
つ
く
ら
れ
た
文
台
の
置
か
れ
た
御
会
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
興
趣
の
程
は
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
に

違
い
な
い
。

　
さ
て
、
淡
島
寒
月
が
露
伴
た
ち
に
西
鶴
作
品
を
見
せ
た
の
も
同
様
の
嗜
好
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
私
に
は
江
戸
文
学
趣
味
は
、
ほ
ん
の
一
部
、
他
に
い
ろ
い
ろ
な
嗜
好
が
あ
り
ま
し
た
。
西
鶴
熱
の
盛
ん
な
頃
に
、
一
面
に
好
古
小
録

　
　
的
の
嗜
好
、
即
ち
ズ
ッ
ト
古
い
処
の
骨
董
趣
味
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
父
の
感
化
で
、
父
は
古
い
奈
良
朝
物
な
ど
の
好
古
家
で
し

　
　
た
。
私
に
も
こ
の
癖
が
あ
る
の
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
淡
島
寒
月
「
耽
奇
談
」
）

　
父
親
淡
島
椿
事
の
骨
董
趣
味
を
寒
月
は
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
椿
岳
も
、
当
時
古
物
の
甘
辞
引
と
も
い
わ
れ
た
玉
川
鵜
飼
三
二

の
趣
味
の
延
長
線
上
に
い
る
人
物
で
あ
っ
た
。

　
　
当
時
古
物
の
心
柄
引
と
も
い
わ
れ
た
玉
川
鵜
飼
三
二
氏
は
、
新
ら
し
く
手
に
入
れ
た
古
物
を
ば
、
必
ら
ず
持
廻
っ
て
知
人
間
に
見
せ

五
一

332
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五
二

　
　
誇
っ
た
物
で
、
別
段
売
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
ん
な
珍
品
を
知
っ
て
る
か
い
と
い
っ
て
話
の
種
を
蒔
い
た
も
の
だ
。
鵜
飼
玉
川
を
ば

　
　
父
も
兄
と
い
わ
れ
し
ほ
ど
で
、
鉄
斎
翁
も
、
神
田
孝
平
、
相
木
探
古
、
蜷
川
氏
な
ど
も
皆
そ
の
説
を
聴
い
た
も
の
だ
。

　
　
　
鵜
飼
氏
が
か
く
趣
味
家
と
な
ら
れ
た
の
も
、
元
は
当
時
有
名
な
浪
花
の
骨
董
家
裁
葭
堂
に
薫
陶
さ
れ
た
も
の
で
、
若
い
時
分
に
浪

　
　
花
の
兼
葭
堂
へ
始
め
て
行
っ
て
、
庫
に
案
内
さ
れ
て
一
士
五
尺
乃
至
二
丈
の
斑
竹
を
見
て
驚
か
さ
れ
、
例
の
売
茶
翁
の
煎
茶
器
を
悉

　
　
皆
集
め
て
お
ら
れ
た
ほ
ど
で
、
当
時
の
趣
味
研
究
骨
董
家
と
し
て
は
有
名
な
一
人
で
、
或
る
江
戸
の
人
が
訪
ね
た
時
に
、
江
戸
中
の

　
　
筆
屋
の
軸
紙
を
残
ら
ず
張
り
集
め
て
あ
っ
た
由
。
（
略
）
鵜
飼
玉
川
も
実
は
兼
葭
堂
に
導
か
れ
た
も
の
で
、
或
る
時
奈
良
に
古
物
な

　
　
ど
探
り
に
出
か
け
た
。
（
淡
島
寒
月
「
趣
味
雑
話
」
大
正
七
年
二
月
『
大
供
』
第
一
号
）

　
鵜
飼
老
は
、
新
し
く
入
手
し
た
古
物
を
、
持
ち
廻
っ
て
知
人
達
に
見
せ
自
慢
し
た
。
こ
う
し
た
古
物
蒐
集
が
上
方
で
著
名
な
木
村
兼
葭

堂
と
繋
が
っ
て
き
た
こ
と
も
大
変
興
味
深
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
ん
な
珍
品
知
っ
て
る
か
い
と
言
っ
て
話
の
種
子
を
蒔
い
た
と
い
う
表

現
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
「
話
し
の
種
」
と
は
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
に
も
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
が
（
「
世
間
の
広
き
事
、
国
々
を
見

め
ぐ
り
て
、
は
な
し
の
種
を
も
と
め
ぬ
」
同
序
）
、
人
と
人
と
の
繋
が
り
を
結
ぶ
と
き
に
、
そ
の
場
で
の
話
題
と
し
て
呈
示
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　
木
村
兼
葭
堂
に
限
ら
ず
、
博
物
的
な
集
い
の
場
は
、
江
戸
時
代
か
ら
数
多
く
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
山
崎
美
成
や
曲
亭
馬
琴
な
ど
好
古
の

士
に
よ
っ
て
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
五
月
か
ら
続
け
ら
れ
た
「
耽
奇
会
」
と
い
う
集
ま
り
な
ど
も
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

耽
立
会
で
は
、
会
員
が
持
ち
寄
っ
た
珍
品
奇
物
を
展
観
し
、
互
い
に
品
評
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
遺
さ
れ
た
記
録
『
耽
奇
漫
録
』
か
ら

伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
集
い
に
「
1
会
」
と
い
う
命
名
を
施
し
、
記
録
を
残
す
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
モ
ノ
を
介
し
て
人
々
が
集
い
、
そ
し
て
自
身
の

持
参
し
た
も
の
を
見
せ
る
。
単
に
見
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
場
で
の
話
の
種
を
ま
く
こ
と
で
、
集
う
人
々
と
の
問
に
共
有
意
識
を
生

じ
さ
せ
る
。
寒
月
自
身
の
行
為
も
、
そ
う
し
た
行
い
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
秘
匿
す
る
の
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で
は
な
く
、
む
し
ろ
話
の
種
を
ま
く
こ
と
に
価
値
を
見
い
だ
し
た
人
々
が
確
か
に
い
た
の
で
あ
る
。

「
稀
書
」
と
し
て

山本和明

　
何
も
高
価
な
も
の
を
見
せ
、
ひ
け
ら
か
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
当
時
の
書
物
を
巡
る
状
況
に
つ
い

て
、
水
谷
不
倒
は
『
明
治
大
正
古
書
価
之
研
究
』
（
昭
和
八
年
一
月
、
駿
二
士
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
洋
学
流
行
と
い
へ
、
学
者
文
士
、
当
時
の
基
礎
学
は
依
然
と
し
て
儒
教
で
あ
っ
た
か
ら
、
漢
籍
の
打
撃
は
、
ま
だ
一
軽
い
方
。
国

　
　
文
和
書
殊
に
娯
楽
文
学
の
小
説
等
に
至
っ
て
は
、
征
服
さ
れ
た
奴
隷
の
如
く
、
虐
待
を
受
け
た
。
（
水
谷
不
倒
同
書
「
明
治
最
初
の

　
　
十
年
間
－
古
書
の
受
難
期
」
）

　
新
政
の
余
波
と
、
初
期
の
洋
学
偏
重
な
ど
の
あ
お
り
を
喰
っ
て
、
和
書
が
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
て
い
た
。
寒
月
が
西
鶴
を
富
め
始
め

た
頃
は
、
水
谷
不
倒
の
言
う
「
明
治
十
五
六
年
頃
ま
で
は
、
ま
だ
一
古
書
を
弄
ぶ
も
の
な
ど
殆
ん
ど
な
く
、
依
然
と
し
て
無
価
値
時
代

を
続
け
て
み
た
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
」
（
同
書
「
明
治
最
初
の
十
年
間
」
）
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
つ
ぶ
し

に
か
か
ら
れ
る
古
書
群
の
中
か
ら
、
寒
月
に
よ
っ
て
「
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
の
な
い
珍
ら
し
い
」
「
赤
裸
々
に
自
然
を
書
い
た
」
「
人
間
そ

の
も
の
を
書
い
た
」
西
鶴
作
品
が
、
拾
い
だ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
西
鶴
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
時
代
の
小
説
本
の
、
古
本
の
値
段
が
最

安
値
で
あ
っ
た
時
期
が
、
寒
月
の
「
西
鶴
」
蒐
集
の
時
期
に
丁
度
合
致
し
て
い
た
と
は
、
何
と
奇
妙
な
巡
り
合
わ
せ
で
あ
ろ
う
か
。
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ブ
リ
オ
フ
ィ

時
、
寒
月
は
二
十
三
、
四
歳
。
若
き
愛
書
家
に
よ
る
「
西
鶴
」
本
と
の
重
三
が
、
そ
の
後
の
近
代
文
学
へ
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を

思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
寒
月
は
言
わ
ば
屑
の
な
か
か
ら
西
鶴
を
拾
い
出
し
、
評
価
し
、
人
に
伝
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け

が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
『
骨
董
集
』
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
文
字
通
り
綱
渡
り
の
救
出
劇
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
何
に
価
値
を
見

い
だ
す
か
は
、
分
か
ら
な
い
も
の
だ
。

330

五
三



稀書翫味の交遊圏←一）

五
四

　
そ
れ
に
し
て
も
「
稀
書
」
と
は
一
体
な
ん
だ
ろ
う
。

　
発
行
部
数
の
少
な
さ
、
そ
れ
も
稀
書
だ
ろ
う
。
残
存
の
少
な
さ
、
そ
れ
も
同
様
か
。
し
か
し
、
「
大
八
車
に
満
載
し
た
書
籍
」
「
何
貫
何

百
文
と
い
ふ
端
銭
で
売
飛
ば
さ
れ
」
て
い
る
一
山
の
中
か
ら
、
そ
の
価
値
を
見
い
だ
す
存
在
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
稀
書
」
は
稀
書
と

し
て
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
捨
て
ら
れ
去
る
も
の
へ
の
眼
差
し
を
忘
れ
ぬ
こ
と
が
、
発
見
へ
と
繋
が
る
。
モ
ノ
が
次
々
と
つ
ぶ
さ

れ
、
失
わ
れ
て
行
く
な
か
で
、
古
き
も
の
へ
の
憧
憬
の
念
が
、
時
代
の
潮
流
に
反
し
て
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
く
。
当
時
そ
れ
は
、
何
も

書
物
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
明
治
の
末
年
に
は
山
中
共
古
、
坪
井
正
五
郎
ら
を
会
員
と
す
る
「
東
都
掃
墓
会
」
と
い
う
街
の
ア
カ
デ
ミ
ー
も
存
在
し
、
『
見
ぬ
世

　
　
の
友
』
と
い
う
機
関
誌
を
出
し
て
い
た
。
ま
た
「
墓
ば
か
り
調
べ
て
い
る
人
」
の
集
ま
り
と
し
て
大
槻
如
電
を
中
心
と
し
た
「
探
墓

　
　
会
」
が
あ
り
、
考
古
学
者
、
歴
史
学
者
、
古
典
研
究
の
篤
志
家
が
加
わ
っ
た
（
山
口
昌
男
『
内
田
魯
庵
山
脈
』
）

　
考
古
学
・
歴
史
学
・
古
典
研
究
と
い
っ
た
枠
組
み
は
、
そ
も
そ
も
何
も
相
互
不
可
侵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
こ
こ
に
挙
が
る

東
都
浜
島
会
の
賛
助
会
員
を
確
認
す
る
に
、
杉
浦
重
剛
、
宮
崎
三
昧
、
饗
庭
篁
村
、
斎
藤
緑
雨
、
野
崎
左
文
、
幸
田
露
伴
な
ど
が
名
を
連

ね
て
い
る
。
墓
を
探
す
こ
と
と
、
そ
の
作
品
を
鑑
賞
し
評
価
す
る
こ
と
は
、
ゆ
か
し
き
人
へ
の
哀
惜
の
情
を
そ
そ
ぐ
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ

の
「
人
」
を
知
る
点
で
等
価
で
あ
り
連
動
す
る
営
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
研
究
対
象
を
学
問
領
域
の
名
に
泥
み
、
狭
い
範
囲
で
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
今
日
の
我
々
自
身
の
方
が
、
実
は
隆
路
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
冒
頭
掲
げ
た
西
鶴
墓
へ
の
掃
苔
も
、
ま

だ
東
都
極
量
不
成
立
以
前
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
露
伴
や
紅
葉
に
と
っ
て
は
、
　
　
無
論
、
南
畝
や
馬
琴
に
と
っ
て
も
　
　
至
極
自
然
な

姿
、
ゆ
か
し
き
振
る
舞
い
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
も
う
一
つ
、
明
治
三
十
九
年
十
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
『
書
画
骨
董
雑
誌
』
を
例
に
と
ろ
う
。
こ
の
雑
誌
は
、
当
時
日
本
文
化
研
究
に
関

す
る
総
合
的
な
研
究
誌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
大
正
五
年
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
竹
内
久
】
の
伝
な
ど
を
確
認
す
る
に
、

文
学
や
歴
史
、
美
術
な
ど
と
い
っ
た
今
日
の
枠
組
み
を
越
え
た
巨
視
的
な
繋
が
り
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
竹
内
久
一
は
元
東
京
美
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山　本　和　明

術
学
校
教
授
で
古
社
寺
院
保
存
会
委
員
、
の
ち
の
東
京
芸
大
設
立
に
関
わ
っ
た
木
彫
界
の
人
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
伝
記
の
掲
載
は
、
竹

内
の
没
し
た
こ
と
を
顕
彰
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
等
に
特
に
注
目
し
た
い
。
一
部
抜
粋
し
て
お
く
。

　
　
（
五
）
元
禄
会
の
事
　
前
に
も
先
生
の
骨
董
趣
味
に
就
い
て
一
言
し
て
置
い
た
が
、
先
生
が
骨
董
趣
味
に
入
っ
た
第
一
は
山
東
京
伝

　
　
の
骨
董
集
か
ら
知
識
を
輸
入
し
た
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
当
時
の
好
事
家
と
し
て
松
浦
武
四
郎
先
生
宅
な
ど
に
同
好
の
も
の
が

　
　
相
寄
っ
て
今
の
考
古
学
会
の
や
う
な
も
の
を
組
織
し
て
色
々
古
物
の
研
究
を
や
っ
て
居
た
。
其
の
人
々
の
中
に
柏
木
貨
一
郎
、
永
井

　
　
十
足
と
い
ふ
や
う
な
人
も
居
っ
た
さ
う
だ
。
併
し
て
先
生
は
是
等
の
人
々
の
会
合
が
余
り
学
術
的
に
流
れ
て
高
尚
な
会
で
あ
る
が
趣

　
　
味
が
乏
し
い
と
い
ふ
の
で
、
矢
張
京
伝
の
骨
董
集
や
種
彦
の
還
魂
粋
料
式
の
会
を
造
り
度
い
も
の
だ
と
考
へ
た
。
然
る
に
時
恰
も
柳

　
　
亭
種
彦
の
流
れ
を
汲
ん
だ
人
で
篠
田
千
果
と
い
ふ
人
が
あ
っ
た
の
で
、
先
生
は
此
人
や
彼
の
玩
具
博
士
と
し
て
一
世
に
数
奇
の
名
を

　
　
馳
せ
た
清
水
清
風
や
畠
山
是
真
、
山
崎
美
成
と
云
ふ
や
う
な
人
々
と
共
に
尚
友
会
と
い
ふ
趣
味
の
会
を
造
っ
た
。
併
し
世
間
で
は
此

　
　
会
の
事
を
元
禄
会
と
呼
ん
で
居
た
。
の
ち
会
名
を
探
古
会
と
改
め
、
探
古
小
集
と
も
呼
ん
だ
。
今
日
の
集
古
会
が
、
恰
も
そ
の
流
れ

　
　
を
汲
ん
で
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
此
会
を
元
禄
会
と
呼
ん
だ
訳
は
、
元
禄
趣
味
の
も
の
や
義
士
に
因
ん
だ
物
な
ど
を
多
く
集
め
た
か
ら
だ
さ
う
で
あ
る
。
仮
名
垣
魯

　
　
文
な
ど
と
い
ふ
人
も
此
会
に
能
く
尽
力
し
て
居
た
。

　
淡
島
寒
月
同
様
、
竹
内
久
一
も
『
骨
董
集
』
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
言
う
。
久
一
の
希
求
し
た
「
京
伝
の
骨
董
集
や
種
彦
の
還
魂
弓

懸
式
の
会
」
に
集
う
た
の
は
、
玩
具
研
究
の
清
水
清
風
、
戯
作
者
の
篠
田
仙
果
、
仮
名
垣
魯
文
と
い
っ
た
面
々
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
緩

や
か
な
集
い
こ
そ
、
高
尚
で
学
術
的
な
集
い
と
は
異
な
る
理
想
的
な
「
趣
味
」
の
世
界
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
流
れ
を
汲
ん
だ
と
さ

れ
る
「
集
定
会
」
は
明
治
二
十
九
年
に
創
立
さ
れ
た
会
で
、
そ
の
会
報
『
集
古
會
誌
』
（
の
ち
『
懐
古
』
）
は
、
昭
和
十
九
年
ま
で
脈
々
と

続
き
、
蔵
書
印
譜
や
稀
首
書
の
紹
介
、
伝
記
資
料
の
翻
刻
な
ど
を
掲
載
し
続
け
て
い
る
。
＝
見
無
用
に
似
た
る
灘
酒
の
会
が
学
術
上
亦

決
し
て
軽
視
出
来
な
い
」
と
、
内
田
魯
庵
も
大
正
九
年
四
月
『
集
古
』
誌
上
で
称
し
て
い
る
程
な
ど
で
あ
る
（
こ
の
「
集
古
会
」
に
つ
い

五
五
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て
は
、
後
日
考
察
し
て
み
た
い
）
。
無
用
の
も
の
に

知
れ
な
い
。

「
用
」
を
、
価
値
を
見
い
だ
す
趣
味
の
世
界
が
、
こ
の
の
ち
果
た
し
た
役
割
は
計
り
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明
治
の
「
古
本
」
事
情

稀書翫味の交遊圏（一）

　
偶
然
に
も
西
鶴
本
と
い
う
「
稀
書
」
を
得
た
の
は
寒
月
で
あ
っ
た
が
、
明
治
か
ら
大
正
へ
と
い
う
時
間
の
推
移
は
何
を
も
た
ら
し
た

か
。
最
後
に
そ
の
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。
一
言
で
言
え
ば
急
速
な
ま
で
の
稀
書
高
騰
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
古
書
価
格
の
変

遷
に
つ
い
て
確
認
す
る
に
は
、
古
書
蝉
の
目
録
類
や
水
谷
不
倒
『
明
治
大
正
古
書
価
之
研
究
』
な
ど
に
付
く
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な

る
ま
い
。
以
下
、
水
谷
論
か
ら
の
引
用
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
そ
の
全
体
像
を
整
理
し
豊
富
し
て
お
き
た
い
。

　
不
倒
に
拠
れ
ば
、
「
維
新
当
時
江
戸
で
は
、
大
八
車
に
満
載
し
た
書
籍
が
、
通
貫
何
百
文
と
い
ふ
端
銭
で
売
飛
ば
さ
れ
、
大
阪
で
さ
へ
、

八
文
字
屋
も
の
な
ど
軟
派
の
珍
書
が
、
漉
返
し
の
材
料
に
潰
さ
れ
」
て
い
た
。
「
明
治
十
五
六
年
頃
ま
で
は
、
ま
だ
ま
だ
古
書
を
弄
ぶ
も

の
な
ど
殆
ん
ど
な
く
、
依
然
と
し
て
無
価
値
時
代
」
が
継
続
し
、
そ
の
こ
と
は
古
書
価
に
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
あ
る
特
別
の

事
由
あ
る
も
の
以
外
、
大
概
一
部
僅
に
十
銭
台
に
彷
裡
」
す
る
ば
か
り
で
、
「
西
鶴
も
八
文
字
屋
も
、
名
所
記
も
読
本
も
、
同
じ
や
う
に

挿
絵
が
あ
っ
て
、
五
六
冊
の
冊
数
の
も
の
な
ら
、
何
で
も
｝
部
何
十
銭
と
い
ふ
低
い
価
格
で
扱
は
れ
」
て
お
り
、
「
名
所
図
会
の
如
き
、

厚
冊
重
量
の
も
の
が
、
幅
を
利
か
せ
て
ゐ
」
た
と
い
う
。
「
判
で
押
し
た
や
う
に
、
数
量
で
許
価
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
」
に
高
価
が
つ
き
、

ま
さ
に
十
把
］
束
と
い
う
扱
わ
れ
方
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
「
三
十
四
年
に
な
る
と
、
西
鶴
は
勿
論
、
浮
世
草
子
の
何
た
る

を
問
は
ず
、
一
円
以
上
と
な
り
、
急
に
三
四
割
の
騰
貴
を
見
る
に
至
り
、
其
後
は
年
々
鰻
登
り
に
、
少
し
一
、
つ
つ
で
は
あ
る
が
、
書
価
は
昂

騰
を
続
け
て
行
っ
た
」
と
い
う
が
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
不
倒
も
「
其
原
因
が
何
に
あ
る
か
は
、
詳
し
く
解
ら
な
い
」
と
す
る
。
例
え

ば
「
好
事
家
間
に
、
珍
書
鑑
賞
が
盛
ん
に
な
り
、
古
書
を
集
め
る
人
が
、
段
々
殖
え
た
事
」
を
、
古
書
価
を
高
め
る
一
因
と
推
し
、
「
珍
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書
鑑
賞
の
流
行
は
、
当
時
各
方
面
の
蔵
書
家
が
、
古
書
展
覧
会
を
開
催
し
、
古
書
に
封
ず
る
知
識
の
啓
発
に
資
し
た
事
に
帰
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
即
ち
古
書
展
覧
会
の
流
行
は
、
や
が
て
珍
書
熱
を
煽
り
、
そ
れ
が
古
書
価
に
影
響
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
一

応
の
推
測
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
秤
売
り
さ
れ
投
げ
売
り
さ
れ
た
状
況
か
ら
、
明
治
三
十
年
代
以
降
の
急
速
な
古
書
価
の
高
騰
へ
。
い
ま
、
そ
の
こ
と
を
追
認
す
る
た
め

に
、
西
鶴
本
の
価
格
変
遷
を
、
淡
島
寒
月
や
水
谷
不
倒
、
三
田
村
魯
魚
な
ど
の
発
言
か
ら
具
体
的
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
（
）
内
は

上
記
諸
氏
本
文
の
引
用
、
《
　
》
は
そ
の
引
用
文
献
で
あ
る
。

　
　
○
明
治
十
年
頃
…
『
西
鶴
置
土
産
』
五
十
銭
　
（
私
が
明
治
十
年
頃
に
、
好
古
堂
か
ら
『
西
鶴
置
土
産
』
を
買
っ
た
時
は
、
そ
の
価
僅
か
に

　
　
　
金
五
十
銭
で
あ
っ
た
。
《
淡
島
寒
月
「
古
版
画
趣
味
の
昔
話
」
大
正
七
年
一
月
『
浮
世
絵
』
第
三
十
二
号
》
）

　
　
○
明
治
十
三
、
四
年
頃
…
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
一
円
　
（
二
十
二
、
三
歳
の
頃
－
明
治
十
三
、
四
年
頃
（
略
）
こ
の
頃
『
一
代
男
』
を

　
　
　
一
円
で
買
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
も
千
円
は
し
て
い
る
。
思
え
ば
私
は
安
く
学
問
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
《
淡
島
寒
月
「
明
治
十
年

　
　
　
前
後
」
大
正
十
四
年
三
月
『
早
稲
田
文
学
』
二
二
九
号
》
）

　
　
○
明
治
二
十
八
年
…
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
一
円
五
十
銭
　
（
西
鶴
の
『
一
代
目
』
が
八
冊
で
二
十
八
年
に
一
円
五
十
銭
、
『
五
人
女
』
が

　
　
　
五
冊
で
三
十
五
年
に
四
円
と
い
ふ
有
様
《
三
田
村
鳶
魚
後
掲
記
事
、
昭
和
八
年
五
月
十
七
日
「
時
事
新
報
』
》
）

　
　
○
明
治
三
十
二
年
…
西
鶴
本
一
円
台
　
（
三
十
二
年
ま
で
は
、
西
鶴
本
が
漸
く
一
円
台
、
八
文
字
屋
も
の
は
五
六
十
銭
…
略
…
然
る
に
三
十

　
　
　
四
年
に
な
る
と
、
西
鶴
は
勿
論
、
浮
世
草
子
の
何
た
る
を
問
は
ず
、
一
円
以
上
と
な
り
、
急
に
三
四
割
の
騰
貴
を
見
る
に
至
り
、
其
後
は

　
　
　
年
々
鰻
登
り
に
、
少
し
つ
つ
で
は
あ
る
が
、
書
価
は
昂
騰
を
続
け
て
行
っ
た
。
《
水
谷
不
倒
『
明
治
大
正
古
書
価
之
研
究
』
昭
和
八
年
一
月

　
　
　
刊
》
）

　
　
○
明
治
三
十
五
年
…
西
鶴
『
好
色
五
人
女
』
四
円
　
（
西
鶴
の
『
一
代
男
』
が
八
冊
で
二
十
八
年
に
一
円
五
十
銭
、
『
五
人
女
』
が
五
冊
で

　
　
　
三
十
五
年
に
四
円
と
い
ふ
有
様
。
《
三
田
村
鳶
魚
後
掲
記
事
》
）

五
七
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五
八

　
　
○
大
正
七
年
…
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
四
十
五
円
　
（
私
の
蔵
書
の
一
で
あ
っ
た
西
鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
は
、
か
つ
て
紅
葉
、
露
伴
諸
氏

　
　
　
が
私
か
ら
借
り
て
写
し
取
ら
れ
た
古
本
で
あ
っ
た
が
、
さ
き
に
私
が
金
八
円
で
売
払
っ
た
も
の
を
、
近
頃
四
十
五
円
で
大
阪
に
て
売
れ
た
そ

　
　
　
う
で
あ
る
《
淡
島
寒
月
「
古
版
画
趣
味
の
昔
話
」
》
）

　
　
○
大
正
十
三
年
…
西
鶴
『
好
色
］
代
男
』
千
円
、
『
好
色
五
人
女
』
千
五
百
円
　
（
第
三
期
に
な
る
と
、
メ
ッ
キ
リ
と
高
く
な
り
、
大
正

　
　
　
十
三
年
に
は
『
一
代
男
』
が
千
円
、
『
五
人
女
』
は
千
五
百
円
に
な
っ
た
。
《
三
田
村
鳶
魚
後
掲
記
事
》
）

　
　
○
大
正
十
四
年
…
西
鶴
『
好
色
一
代
男
』
千
円
　
（
二
十
二
、
三
歳
の
頃
　
　
明
治
十
三
、
四
年
頃
（
略
）
こ
の
頃
『
一
代
男
』
を
一
円
で

　
　
　
買
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
も
千
円
は
し
て
い
る
。
思
え
ば
私
は
安
く
学
問
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
《
淡
島
寒
月
「
明
治
十
年
前
後
」
》
）

　
古
書
価
の
高
騰
は
す
さ
ま
じ
い
。
「
稀
書
」
が
あ
る
種
の
投
機
の
対
象
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
趣
味
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
た
稀
書

と
い
う
位
置
づ
け
に
、
値
が
這
入
る
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
の
稀
書
翫
味
の
諸
相
に
つ
い
て
は
次
回
論
じ
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る

が
、
そ
の
辺
の
事
情
を
辛
辣
に
批
判
し
て
い
る
一
人
に
三
田
村
鳶
魚
が
い
る
。

　
　
読
ま
な
い
蔵
書
家
、
殊
に
軟
か
い
物
を
沢
山
に
持
っ
て
る
る
人
、
そ
れ
は
成
金
の
連
中
に
あ
る
。
ま
た
根
生
ひ
の
富
豪
と
称
せ
ら
れ

　
　
る
人
々
に
も
あ
る
。
成
金
は
富
豪
を
真
似
た
の
で
も
あ
ら
う
が
、
色
々
な
目
的
か
ら
江
戸
文
学
に
親
し
ま
う
と
す
る
銭
な
し
共
は
、

　
　
と
て
も
値
段
が
高
く
て
取
り
附
け
な
い
。
真
に
読
ま
う
と
す
る
者
が
隔
離
さ
れ
出
し
た
の
は
、
明
治
の
末
か
ら
で
あ
っ
た
。
読
み
も

　
　
し
な
い
銭
あ
り
等
が
何
で
買
ひ
集
め
る
か
、
そ
れ
は
骨
董
と
心
得
て
の
こ
と
だ
が
、
軟
か
い
物
が
学
問
に
な
っ
た
以
上
に
、
骨
董
に

　
　
な
っ
た
方
が
喫
驚
は
大
き
い
と
思
ふ
。
漉
返
し
に
さ
れ
た
も
の
が
、
桐
の
箱
へ
這
入
っ
て
、
欝
金
の
切
れ
で
包
ま
れ
る
取
扱
ひ
に
な

　
　
つ
た
。
丸
で
太
閤
様
の
や
う
な
出
世
だ
。
世
間
が
さ
う
な
ら
な
け
れ
ば
ア
ン
ナ
値
段
は
出
て
来
な
い
。
世
間
の
待
遇
は
其
の
相
場
が

　
　
教
へ
る
。
さ
う
な
る
と
買
っ
て
置
け
ば
儲
か
る
と
思
っ
て
、
買
占
を
計
画
し
た
り
、
売
っ
て
案
外
な
利
得
を
取
っ
た
日
本
開
開
以
来

　
　
の
珍
し
い
蔵
書
家
も
あ
っ
た
。
蔵
書
家
の
投
機
と
い
ふ
の
は
初
年
だ
ら
う
。
書
物
と
名
の
附
い
た
も
の
が
、
漸
う
ま
で
あ
ら
う
と
は

　
　
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
。
書
卓
の
研
究
か
ら
時
世
の
姿
を
読
む
と
い
ふ
の
も
此
処
だ
。
ま
た
何
故
に
斯
う
な
っ
た
か
と
吟
味
に
掛
る
の
も
別
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の
処
か
ら
で
は
な
い
。
（
三
田
村
鳶
魚
の
文
・
昭
和
八
年
五
月
十
七
日
『
時
事
新
報
』
）

鳶
魚
の
文
を
読
む
限
り
、
ま
る
で
バ
ブ
ル
期
の
美
術
骨
董
品
へ
の
投
機
に
群
が
る
人
々
の
よ
う
に
さ
え
思
え
て
く
る
。
古
き
書
物
は
か
く

し
て
高
騰
し
た
。
「
墨
金
の
切
れ
で
包
ま
れ
る
取
扱
ひ
」
と
し
て
秘
蔵
し
て
ゆ
く
「
読
ま
な
い
蔵
書
家
」
を
本
稿
で
取
り
上
げ
て
ゆ
く
気

持
ち
は
毛
頭
な
い
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
で
も
、
古
書
騨
を
交
え
な
が
ら
も
「
趣
味
」
の
集
い
を
継
続
し
、
書
物
を
巡
っ
て

交
流
し
、
情
報
交
換
を
果
た
し
て
い
っ
た
人
々
に
眼
差
し
を
向
け
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
高
騰
し
た
古
典
籍
を
相
手
に
、
人
々
は
ど
の
よ

う
な
集
い
を
も
ち
、
書
物
を
翫
味
し
、
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
こ
の
稿
未
完
）
。

山本和明

　
本
文
引
用
中
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
不
適
当
と
み
ら
れ
る
書
名
表
記
も
あ
る
が
、
資
料
的
価
値
に
鑑
み
そ
の
ま
ま
と
し
た
こ
と
を
諒
と
せ
ら
れ
た

い
。
な
お
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
C
「
明
治
期
に
お
け
る
近
世
戯
作
の
享
受
に
関
す
る
研
究
」
（
研
究
代
表
者
山
本
和
明
・

研
究
課
題
番
号
卜
⊃
ω
α
ト
っ
O
卜
⊃
露
）
な
ら
び
に
基
盤
研
究
B
「
近
世
上
方
文
壇
に
お
け
る
人
的
交
流
」
（
研
究
分
担
者
と
し
て
参
画
。
研
究
代
表
者
飯
倉

洋
一
・
研
究
課
題
番
号
b
。
b
◎
Q
。
N
O
O
蒔
Q
。
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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