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第
一
章 

緒 

論 

  

こ
の
論
文
は
、
枕
草
子
と
徒
然
草
に
書
か
れ
て
い
る
自
然
に
つ
い
て
、
自
然
を 

見
つ
め
る
「
め
」
や
、
自
然
に
対
す
る
「
こ
こ
ろ
」
を
浮
き
ぼ
り
に
し
つ
つ
、
考 

察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

両
者
と
も
、
旧
制
中
学
校
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
り
、
旧
制
高
等
学
校 

の
受
験
参
考
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
り
し
て
、
い
ず
れ
も
断
片
的
に
読
ん
だ 

こ
と
の
あ
る
も
の
で
、
そ
の
当
時
は
、
そ
の
意
義
な
ど
深
く
も
考
え
な
か
っ
た
の 

で
あ
る
が
、
五
十
年
も
経
て
今
日
こ
れ
を
全
部
読
ん
で
み
る
と
、
自
然
科
学
や
技 

術
を
学
習
し
、
そ
の
発
展
を
目
的
と
し
て
研
究
を
し
て
き
た
者
に
も
、
昔
の
日
本 

人
の
自
然
に
対
す
る
「
め
」
や
「
こ
こ
ろ
」
が
、
十
分
に
理
解
で
き
、
昔
と
か
わ 

ら
ず
今
で
も
そ
う
で
あ
る
し
、
今
後
も
そ
う
あ
り
た
い
と
思
う
こ
と
が
、
い
ろ
い 

ろ
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
文
化
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
文 

化
の
も
と
で
、
将
来
の
科
学
技
術
の
発
展
を
期
待
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
よ 

う
に
科
学
技
術
の
発
達
し
た
世
の
中
に
お
い
て
も
、
生
徒
、
学
生
ら
が
、
そ
の
一 

層
の
発
展
に
寄
与
し
よ
う
と
い
う
夢
を
持
つ
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

 

人
間
の
大
昔
か
ら
の
技
術
の
発
達
の
過
程
に
お
い
て
、
自
然
と
の
か
か
わ
り
の 

も
と
で
偶
然
に
知
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
技
術
を
生
み
出
し
、
文
明
・
文
化
を 

築
い
て
き
た
。
さ
ら
に
自
然
科
学
は
、
先
行
し
た
技
術
の
あ
と
を
追
う
形
で
、
西 

欧
に
お
い
て
発
達
し
て
き
た
。
近
代
に
お
い
て
わ
が
国
は
、
西
欧
の
文
明
を
と
り 

入
れ
た
が
、
昔
は
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
技
術
や
宗
教
な
ど
を
と
り
入
れ
た
。 

  
 
 
 
 
 
 

第
二
章 

枕
草
子
と
徒
然
草
に
お
け
る
自
然 

  

一
〇
〇
一
年
に
、
ほ
ぼ
完
成
し
た
（
注
1
）

と
さ
れ
る
清
少
納
言
の
枕
草
子
の
一
段
に
は
、 

日
本
の
四
季
に
つ
い
て
の
文
章
（
注
2
）

が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

 

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
行
く
、
山
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り
て
、 

む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。 

 
本
論
文
は
「
松
江
高
専
研
究
紀
要 

第
28
号
（
平
成
5
年
3
月
）
」 

か
ら
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
と
岐
美
格
先
生
の
ご
遺
族
の
ご
了
解
を
得
て
、
原
文
に
忠
実
に
、

か
つ
新
た
に
4
色
刷
り
で
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

な
お
、
ル
ビ
と
注
だ
け
は
行
間
で
な
く
（ 

）
で
本
文
中
に
挿
入
し
た
た
め
、
行
の
長
さ
が
不
揃

い
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

京
都
大
学
機
械
系
同
窓
会 

京
機
会 
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夏
は
よ
る
。
月
の
頃
は
さ
ら
な
り
、
や
み
も
な
ほ
、
ほ
た
る
の
多
く
飛
び
ち 

が
ひ
た
る
。
ま
た
、
た
だ
ひ
と
つ
ふ
た
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
ひ
か
り
て
行 

く
も
を
か
し
。
雨
な
ど
降
る
も
を
か
し
。 

 

秋
は
夕
暮
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
、
か
ら
す
の 

ね
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
み
つ
よ
つ
、
ふ
た
つ
み
つ
な
ど
と
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ 

は
れ
な
り
。
ま
い
て
雁
な
ど
の
つ
ら
ね
た
る
が
、
い
と
ち
ひ
さ
く
み
ゆ
る
は
い 

と
を
か
し
。
日
入
り
は
て
て
、
風
の
音
む
し
の
ね
な
ど
、
は
た
い
ふ
べ
き
に
あ 

ら
ず
。 

 

冬
は
つ
と
め
て
。
雪
の
降
り
た
る
は
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
霜
の
い
と
し 

ろ
き
も
、
ま
た
さ
ら
で
も
い
と
寒
き
に
、
火
な
ど
い
そ
ぎ
お
こ
し
て
、
炭
も
て 

わ
た
る
も
い
と
つ
き
づ
き
し
。
晝
に
な
り
て
、
ぬ
る
く
ゆ
る
び
も
て
い
け
ば
、 

火
桶
の
火
も
し
ろ
き
灰
が
ち
に
な
り
て
わ
ろ
し
。 

 

は
る
、
な
つ
、
あ
き
、
ふ
ゆ
の
語
源
に
は
い
ろ
い
ろ
の
説
が
あ
る
（
注
3
）

よ
う
で
あ
る 

が
、
夏
は
熱
気
で
暑
く
、
冬
は
冷
え
て
寒
い
こ
と
は
、
誰
も
が
心
得
て
い
る
こ
と 

で
あ
っ
て
、
一
一
八
段
に
も
、
「
冬
は
、
い
み
じ
う
さ
む
き
。
夏
は
、
世
に
知
ら 

ず
あ
つ
き
。
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
、
日
が
落
ち
た
夏
の
夜
の
こ
と
と
、 

寒
い
冬
に
は
炭
の
火
の
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
し
か
書
い
て
い
な
い
の
が
心
に
く
い
。 

そ
し
て
一
千
年
後
の
現
代
で
も
、
一
段
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
郷
愁
と
共
感 

を
覚
え
る
の
は
、
日
本
人
の
自
然
を
見
る
「
め
」
や
自
然
に
対
す
る
「
こ
こ
ろ
」 

の
持
ち
方
が
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

つ
ぎ
に
一
九
二
段
と
、
二
九
八
段
を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
よ
う
。 

 

い
み
じ
う
暑
き
晝
中
に
、
い
か
な
る
わ
ざ
を
せ
ん
と
、
扇
の
風
も
ぬ
る
し
、 

氷
（
ひ
）

水
に
手
を
ひ
た
し
、
も
て
さ
わ
ぐ
ほ
ど
に
、
こ
ち
た
う
赤
き
薄
様
（
う
す
や
う
）

を
、
唐
撫 

子
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
に
結
び
つ
け
て
、
と
り
入
れ
た
る
こ
そ
、
書
き
つ
ら 

ん
ほ
ど
の
暑
さ
、
心
ざ
し
の
ほ
ど
浅
か
ら
ず
お
し
は
か
ら
れ
て
、
か
つ
使
ひ
つ 

る
だ
に
あ
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
扇
も
う
ち
置
か
れ
ぬ
れ
。 

  

節
分
違
（
せ
ち
ぶ
ん
た
が
へ
）

な
ど
し
て
夜
ふ
か
く
帰
る
、
寒
き
こ
と
い
と
わ
り
な
く
、
お
と
が 

ひ
な
ど
落
ち
ぬ
べ
き
を
、
か
ら
う
じ
て
来
着
き
て
、
火
桶
ひ
き
寄
せ
た
る
に
、 

火
の
お
ほ
き
に
て
、
つ
ゆ
黒
み
た
る
所
も
な
く
め
で
た
き
を
、
こ
ま
か
な
る
灰 

の
な
か
よ
り
お
こ
し
出
で
た
る
こ
そ
、
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
。 

 

ま
た
、
も
の
な
ど
い
ひ
て
、
火
の
消
ゆ
ら
ん
も
知
ら
ず
ゐ
た
る
に
、
こ
と
人 

の
来
て
、
炭
入
れ
て
お
こ
す
こ
そ
い
と
に
く
け
れ
。
さ
れ
ど
、
め
ぐ
り
に
置
き 

て
、
中
に
火
を
あ
ら
せ
た
る
は
よ
し
。
み
な
ほ
か
ざ
ま
に
火
を
か
き
や
り
て
、 

炭
を
重
ね
置
き
た
る
い
た
だ
き
に
火
を
置
き
た
る
、
い
と
む
つ
か
し
。 

 

い
ま
で
こ
そ
、
家
庭
に
ク
ー
ラ
ー
や
エ
ア
コ
ン
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
夏
は 

団
扇
、
よ
く
て
扇
風
機
、
冬
は
火
鉢
、
よ
く
て
ス
ト
ー
ブ
を
使
っ
た
生
活
が
、
つ 

い
こ
の
間
ま
で
続
い
て
い
た
し
、
私
の
家
で
は
、
い
ま
も
扇
風
機
と
ス
ト
ー
ブ
で 

あ
り
、
こ
の
二
つ
の
段
の
文
章
の
描
写
が
あ
ま
り
に
も
そ
の
と
お
り
な
の
で
、
驚 

き
と
、
懐
か
し
さ
と
と
も
に
感
心
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
団
扇
や
、 

扇
子
や
、
冷
水
（
井
戸
水
）
や
、
火
鉢
や
、
炭
火
や
、
灰
に
つ
い
て
の
経
験
が
な 

く
て
、
実
感
で
き
な
い
人
々
が
居
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
あ
や
ぶ
ま
れ
る
（
注
4
）
。 

 

夏
は
暑
く
、
冬
は
寒
い
こ
と
は
当
然
だ
と
し
て
、
そ
の
も
と
で
の
生
活
の
あ
り 

方
が
、
た
と
え
宮
廷
の
こ
と
を
書
い
た
と
し
て
も
、
住
居
や
日
常
の
こ
と
な
ど
の 
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文
章
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
い
く
つ
か
を
、
つ
ぎ
に
列
記
し
よ
う
。 

 
 

 
三
六
段 

 

七
月
ば
か
り
い
み
じ
う
あ
つ
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
の
所
あ
け
な
が
ら
夜
も
あ
か 

す
に
、
月
の
頃
は
寝
お
ど
ろ
き
て
見
い
だ
す
に
、
い
と
を
か
し
。
や
み
も
ま
た 

を
か
し
。
有
明
、
は
た
い
ふ
も
お
ろ
か
な
り
。 

 

い
と
つ
や
や
か
な
る
板
の
端
ち
か
う
、
あ
ざ
や
か
な
る
畳
一
ひ
ら
う
ち
敷
き 

て
、
三
尺
の
几
帳
、
お
く
の
か
た
に
お
し
や
り
た
る
ぞ
あ
ぢ
き
な
き
。
端
に
こ 

そ
た
つ
べ
け
れ
。
お
く
の
う
し
ろ
め
た
か
ら
ん
よ
。
云
々
。 

 
 

 

二
二
四
段 

 

い
み
じ
う
暑
き
こ
ろ
、
夕
す
ず
み
と
い
ふ
ほ
ど
の
、
物
の
さ
ま
な
ど
お
ぼ
め 

か
し
き
に
、
男
車
（
を
と
こ
ぐ
る
ま
）

の
前
驅
（
さ
き
）

追
（
お
）

ふ
は
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
た
だ
の
人
も
、 

後
（
し
り
）

の
簾
（
す
だ
れ
）

あ
げ
て
、
二
人
も
、
一
人
も
、
乗
り
て
走
ら
せ
行
く
こ
そ
す
ず
し
げ 

な
れ
。
ま
し
て
、
琵
琶
か
い
調
べ
、
笛
の
音
（
お
と
）

な
ど
聞
こ
え
た
る
は
、
過
ぎ
て
往
（
い
） 

ぬ
る
も
く
ち
を
し
。
さ
や
う
な
る
に
、
牛
の
鞦
（
し
り
が
い
）

の
香
（
か
）

の
、
な
ほ
あ
や
し
う
、 

嗅
ぎ
知
ら
ぬ
も
の
な
れ
ど
、
を
か
し
き
こ
そ
も
の
狂
ほ
し
け
れ
。 

 

い
と
暗
う
闇
な
る
に
、
前
（
さ
き
）

に
と
も
し
た
る
松
の
煙
の
香
の
、
車
の
う
ち
に
か 

か
へ
た
る
も
を
か
し
。 

 
 

 

七
六
段 

 

内
裏
の
局
（
つ
ぼ
ね
）
、
細
殿
（
ほ
そ
ど
の
）

い
み
じ
う
を
か
し
。
上
（
か
み
）

の
蔀
（
し
と
み
）

あ
げ
た
れ
ば
、
風
い
み
じ 

う
吹
き
入
り
て
、
夏
も
い
み
じ
う
す
ず
し
。
冬
は
、
雪
・
霰
な
ど
の
、
風
に
た 

ぐ
ひ
て
降
り
入
り
た
る
も
い
と
を
か
し
。
せ
ば
く
て
、
わ
ら
は
べ
な
ど
の
の
ぼ 

り
ぬ
る
ぞ
あ
し
け
れ
ど
も
、
屏
風
の
う
ち
に
か
く
し
す
ゑ
た
れ
ば
、
こ
と
所
の 

局
の
や
う
に
、
聲
た
か
く
笑
（
ゑ
）

わ
ら
ひ
な
ど
も
せ
で
、
い
と
よ
し
。
晝
な
ど
も
、 

た
ゆ
ま
ず
心
づ
か
ひ
せ
ら
る
。
夜
は
ま
い
て
う
ち
と
く
べ
き
や
う
も
な
き
が
、 

い
と
を
か
し
き
な
り
。 

 

沓
の
音
、
夜
一
夜
聞
ゆ
る
が
、
と
ど
ま
り
て
、
た
だ
お
よ
び
ひ
と
つ
し
て
た 

た
く
が
、
そ
の
人
な
り
と
、
ふ
と
聞
ゆ
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
い
と
ひ
さ
し
う 

た
た
く
に
、
音
も
せ
ね
ば
、
寝
入
り
た
り
と
や
思
ふ
ら
ん
と
ね
た
く
て
、
す
こ 

し
う
ち
み
じ
ろ
ぐ
、
衣
（
き
ぬ
）

の
け
は
ひ
、
さ
な
な
り
と
思
ふ
ら
ん
か
し
。
冬
は
、
火 

桶
に
や
を
ら
立
つ
る
箸
の
音
も
、
し
の
び
た
り
と
聞
ゆ
る
を
、
い
と
ど
た
た
き 

は
ら
へ
ば
、
聲
に
て
も
い
ふ
に
、
か
げ
な
が
ら
す
べ
り
よ
り
て
聞
く
時
も
あ
り
。 

云
々
。 

 
 

 

一
八
一
段 

 

雪
の
い
と
高
う
は
あ
ら
で
、
う
す
ら
か
に
降
り
た
る
な
ど
は
、
い
と
こ
そ
を 

か
し
け
れ
。 

 

ま
た
、
雪
の
い
と
高
う
降
り
つ
も
り
た
る
夕
暮
よ
り
、
端
近
（
は
し
ち
か
）

う
、
お
な
じ
心 

な
る
人
二
三
人
ば
か
り
、
火
桶
を
中
に
す
ゑ
て
物
語
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、
暗
う 

な
り
ぬ
れ
ど
、
こ
な
た
に
は
火
も
と
も
さ
ぬ
に
、
お
ほ
か
た
の
雪
の
光
い
と
し 

ろ
う
見
え
た
る
に
、
火
箸
し
て
灰
な
ど
掻
き
す
さ
み
て
、
あ
は
れ
な
る
も
を
か 

し
き
も
い
ひ
あ
は
せ
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
云
々
。 

 
 

 

二
九
九
段 

 

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、
例
（
れ
い
）

な
ら
ず
御
格
子
（
み
か
う
し
）

ま
ゐ
り
て
、
炭
櫃
（
す
び
つ
）

に
火
お 

こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
集
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
「
少
納
言
よ
、
香
爐
峯
の
雪
い 

か
な
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
あ
げ
さ
せ
て
、
御
簾
（
み
す
）

を
高
く
あ
げ
た 
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れ
ば
、
わ
ら
は
せ
給
ふ
。 

 
人
々
も
、
「
さ
る
こ
と
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
よ
ら 

ざ
り
つ
れ
。
な
ほ
、
此
の
宮
の
人
に
は
、
さ
べ
き
な
め
り
」
と
い
ふ
。 

 
 

 
三
〇
二
段 

 

十
二
月
廿
四
日
、
宮
の
御
佛
名
の
半
夜
（
は
ん
や
）

の
導
師
聞
き
て
出
づ
る
人
は
、
夜
中 

ば
か
り
も
過
ぎ
に
け
ん
か
し
。 

 

日
ご
ろ
降
り
つ
る
雪
の
今
日
は
や
み
て
、
風
な
ど
い
た
う
吹
き
つ
れ
ば
、 

垂
氷
（
た
る
ひ
）

い
み
じ
う
し
だ
り
、
地
（
つ
ち
）

な
ど
こ
そ
む
ら
む
ら
白
き
所
が
ち
な
れ
、
屋
（
や
）

の
上 

は
、
た
だ
お
し
な
べ
て
白
き
に
、
あ
や
し
き
賤
（
し
づ
）

の
屋
も
雪
に
み
な
面
隠
（
お
も
か
く
）

し
し
て
、 

有
明
の
月
の
く
ま
な
き
に
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
白
銀
（
し
ろ
が
ね
）

な
ど
を
葺
き
た
る
や
う 

な
る
に
、
水
晶
（
す
い
さ
う
）

の
瀧
な
ど
い
は
ま
し
や
う
に
て
、
長
く
、
短
く
、
こ
と
さ
ら
に 

か
け
わ
た
し
た
る
と
見
え
て
、
い
ふ
に
も
あ
ま
り
て
め
で
た
き
に
、
下
簾
（
し
も
す
だ
れ
）

も 

か
け
ぬ
車
の
、
簾
を
い
と
高
う
あ
げ
た
れ
ば
、
奥
ま
で
さ
し
入
り
た
る
月
に
、 

薄
（
う
す
）

色
・
白
き
・
紅
梅
な
ど
、
七
つ
八
つ
ば
か
り
着
た
る
う
へ
に
、
濃
き
衣
（
き
ぬ
）

の
い 

と
あ
ざ
や
か
な
る
、
つ
や
な
ど
月
に
は
え
て
、
を
か
し
う
見
ゆ
る
、
か
た
は
ら 

に
、
葡
萄
染
（
え
び
ぞ
め
）

の
固
紋
（
か
た
も
ん
）

の
指
貫
（
さ
し
ぬ
き
）
、
白
き
衣
（
き
ぬ
）

ど
も
あ
ま
た
、
山
吹
・
く
れ
な
ゐ
な 

ど
着
こ
ぼ
し
て
、
直
衣
（
な
ほ
し
）

の
い
と
白
き
、
紐
を
解
き
た
れ
ば
ぬ
ぎ
垂
れ
ら
れ
、
い 

み
じ
う
こ
ぼ
れ
出
で
た
り
。
指
貫
の
片
つ
か
た
は
軾
（
と
じ
き
み
）

の
も
と
に
踏
み
出
（
い
だ
）

し
た 

る
な
ど
、
道
に
人
あ
ひ
た
ら
ば
、
を
か
し
と
見
つ
べ
し
。 

 

月
の
か
げ
の
は
し
た
な
さ
に
、
う
し
ろ
ざ
ま
に
す
べ
り
入
る
を
、
つ
ね
に
ひ 

き
寄
せ
、
あ
ら
は
に
な
さ
れ
て
わ
ぶ
る
も
を
か
し
。
「
凛
々
と
し
て
氷
鋪
（
こ
ほ
り
し
）

け
り
」 

と
い
ふ
こ
と
を
、
か
へ
す
が
へ
す
誦
（
ず
）

し
て
お
は
す
る
は
、
い
み
じ
う
を
か
し
う 

て
、
夜
一
夜
も
あ
り
か
ま
ほ
し
き
に
、
行
く
所
の
近
う
な
る
も
く
ち
を
し
。 

 

着
物
や
色
彩
に
つ
い
て
、
女
性
特
有
の
こ
ま
や
か
な
表
現
が
、
他
の
段
に
も
随 

所
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
二
八
一
段
、
「
指
貫
は 

む
ら
さ
き
の
濃
き
。
萌
黄
（
も
え
ぎ
）
。 

夏
は
二
藍
（
ふ
た
あ
ゐ
）
。
い
と
暑
き
こ
ろ
、
夏
蟲
の
色
し
た
る
も
す
ず
し
げ
な
り
。
」、
二
八
二 

段
、
「
狩
衣
（
か
り
ぎ
ぬ
）

は
香
染
（
か
う
ぞ
め
）

の
薄
き
。
白
き
。
ふ
く
さ
。
赤
色
。
松
の
葉
色
。
青
葉
。 

櫻
。
柳
。
ま
た
青
き
。
藤
。
男
は
な
に
の
色
の
衣
を
も
着
た
れ
。
」、
二
八
三
段
、 

「
單
（
ひ
と
へ
）

は 

白
き
。
日
の
装
束
の
、
く
れ
な
ゐ
の
單
の
袙
（
あ
こ
め
）

な
ど
、
か
り
そ
め
に
着
た 

る
は
よ
し
。
さ
れ
ど
、
な
ほ
白
き
を
。
黄
ば
み
た
る
單
な
ど
着
た
る
人
は
、
い
み 

じ
う
心
づ
き
な
し
（
気
に
く
わ
な
い
）。
練
色
（
ね
り
い
ろ
）

の
衣
ど
も
な
ど
着
た
れ
ど
、
な
ほ 

單
は
白
う
て
こ
そ
。
」
、
さ
ら
に
二
八
四
段
、
「
下
襲
（
し
た
が
さ
ね
）

は 

冬
は
躑
躅
（
つ
つ
じ
）
。
櫻
。 

掻
練
襲
（
か
い
ね
り
が
さ
ね
）
。
蘇
枋
襲
（
す
は
う
が
さ
ね
）
。
夏
は
二
藍
。
白
襲
（
し
ろ
が
さ
ね
）
。
」
と
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
い
つ
の
世
の
中
に
も
、
い
ろ
い
ろ
の
人
が
居
る
。 

 
 

 

一
二
二
段 

 

わ
び
し
げ
に
見
ゆ
る
も
の 

六
七
月
の
午
（
む
ま
）
・
未
（
ひ
つ
じ
）

の
時
ば
か
り
に
、
き
た
な 

げ
な
る
車
に
、
え
せ
牛
か
け
て
ゆ
る
が
し
い
く
者
。
雨
降
ら
ぬ
日
、
張
り
筵
（
む
し
ろ
） 

し
た
る
車
。
い
と
寒
き
を
り
、
暑
き
程
な
ど
に
、
下
衆
（
げ
す
）

女
の
な
り
あ
し
き
が
子 

負
ひ
た
る
。
ち
ひ
さ
き
板
屋
（
い
た
や
）

の
く
ろ
う
き
た
な
げ
な
る
が
、
雨
に
ぬ
れ
た
る
。 

ま
た
、
雨
い
た
う
降
る
日
、
ち
ひ
さ
き
馬
に
乗
り
て
、
御
前
（
ご
ぜ
ん
）

し
た
る
。
人
の 

冠
（
か
う
ぶ
り
）

も
ひ
し
げ
、
う
へ
の
き
ぬ
も
下
襲
も
ひ
と
つ
に
な
り
た
る
、
い
か
に
わ
び 

し
か
る
ら
ん
と
見
え
た
り
。
夏
は
、
さ
れ
ど
よ
し
。 

 
 

 

一
二
三
段 

 

暑
げ
な
る
も
の
随
身
（
ず
い
じ
ん
）

の
長
（
お
さ
）

の
狩
衣
。
柄
（
な
ふ
）

の
袈
裟
。
出
居
（
い
で
ゐ
）

の
少
将
。
色
く
ろ 
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き
人
の
、
い
た
く
肥
え
て
髪
お
ほ
か
る
。
琴
（
き
ん
）

の
袋
。
七
月
の
修
法
（
ず
ほ
ふ
）

の
阿
閣
梨
（
あ
ざ
り
）
。 

日
中
の
時
な
ど
お
こ
な
ふ
、
い
か
に
暑
か
ら
ん
と
思
ひ
や
る
。
ま
た
、
お
な
じ 

頃
の
あ
か
が
ね
の
鍛
冶
（
か
ぢ
）
。 

 

そ
し
て
、
二
八
段
に
、
に
く
き
も
の
（
い
や
な
も
の
）
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ 

う
に
書
い
て
い
る
。 

 

な
で
ふ
こ
と
な
き
人
の
、
笑
（
ゑ
）

が
ち
に
て
物
い
た
う
い
ひ
た
る
。
火
桶
の
火
、 

炭
櫃
な
ど
に
、
手
の
う
ら
う
ち
返
し
う
ち
返
し
、
お
し
の
べ
な
ど
し
て
あ
ぶ
り 

を
る
者
。
い
つ
か
わ
か
や
か
な
る
人
な
ど
、
さ
は
し
た
り
し
。
老
い
ば
み
た
る 

者
こ
そ
、
火
桶
の
は
た
に
足
を
さ
へ
も
た
げ
て
、
物
い
ふ
ま
ま
に
お
し
す
り
な 

ど
は
す
ら
め
。
さ
や
う
の
も
の
は
、
人
の
も
と
に
き
て
、
ゐ
ん
と
す
る
所
を
、 

ま
づ
扇
し
て
こ
な
た
か
な
た
あ
ふ
ぎ
ち
ら
し
て
、
塵
は
き
す
て
、
ゐ
も
さ
だ
ま 

ら
ず
ひ
ろ
め
き
て
、
狩
衣
の
ま
へ
ま
き
入
れ
て
も
ゐ
る
べ
し
。
か
か
る
こ
と
は
、 

い
ふ
か
ひ
な
き
者
の
き
は
に
や
と
思
へ
ど
、
す
こ
し
よ
ろ
し
き
も
の
の
式
部
の 

大
夫
（
た
い
ふ
）

な
ど
い
ひ
し
が
せ
し
な
り
。 

 

ま
た
、
酒
（
注
5
）

の
み
て
あ
め
き
、
口
を
さ
ぐ
り
、
ひ
げ
あ
る
も
の
は
そ
れ
を
な
で
、 

さ
か
づ
き
こ
と
人
に
と
ら
す
る
ほ
ど
の
け
し
き
、
い
み
じ
う
に
く
し
と
み
ゆ
。 

ま
た
、
「
の
め
」
と
い
ふ
な
る
べ
し
、
身
ぶ
る
ひ
を
し
、
か
し
ら
ふ
り
、
口
わ 

き
を
さ
へ
ひ
き
た
れ
て
、
わ
ら
は
べ
の
「
こ
ふ
殿
（
ど
の
）

に
ま
ゐ
り
て
」
な
ど
う
た
ふ 

や
う
に
す
る
、
そ
れ
は
し
も
、
ま
こ
と
に
よ
き
人
の
し
給
ひ
し
を
見
し
か
ば
、 

心
づ
き
な
し
と
お
も
ふ
な
り
。
云
々
。 

 

さ
て
、
自
然
現
象
に
つ
い
て
、
二
五
〇
段
に
、
「
降
る
も
の
は 

雪
。
霰
。
霙
（
み
ぞ
れ
）

は 

に
く
け
れ
ど
、
白
き
雪
の
ま
じ
り
て
降
る
、
を
か
し
。」
と
あ
っ
て
二
五
一
段 

に
、
雪
、
時
雨
・
霰
、
霜
が
、
二
五
二
段
に
、
日
が
、
二
五
三
段
に
、
月
が
、
二 

五
四
段
に
、
「
星
は 

す
ば
る
。
ひ
こ
ぼ
し
。
ゆ
ふ
づ
つ
。
よ
ば
ひ
星
、
す
こ
し 

を
か
し
。
尾
だ
に
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
ま
い
て
。
」
と
し
て
星
が
、
二
五
五
段
に
、 

雲
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
を
か
し
く
、
ま
た
あ
は
れ
な
る
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
一
九
七
段
に
「
風
は 

嵐
。
三
月
ば
か
り
の
夕
暮
に
ゆ
る
く
吹
き
た
る 

雨
風
（
あ
ま
か
ぜ
）
。
」、
一
九
八
段
に
、
「
八
九
月
ば
か
り
に
雨
に
ま
じ
り
て
吹
き
た
る
風
、
い 

と
あ
は
れ
な
り
。
雨
の
脚
（
あ
し
）

横
さ
ま
に
さ
わ
が
し
う
吹
き
た
る
に
、
夏
と
ほ
し
た
る 

綿
衣
（
わ
た
ぎ
ぬ
）

の
か
か
り
た
る
を
、
生
絹
（
す
ず
し
）

の
單
衣
（
ひ
と
へ
ぎ
ぬ
）

か
さ
ね
て
着
た
る
も
、
い
と
を
か
し
、 

こ
の
生
絹
だ
に
い
と
所
せ
く
暑
か
は
し
く
、
と
り
捨
て
ま
ほ
し
か
り
し
に
、
い
つ 

の
ほ
ど
に
か
く
な
り
ぬ
る
に
か
、
と
思
ふ
も
を
か
し
。
暁
に
格
子
・
妻
戸
を
お
し 

あ
け
た
れ
ば
、
嵐
の
さ
と
顔
に
し
み
た
る
こ
そ
、
い
み
じ
く
を
か
し
け
れ
。
」
、
一 

九
九
段
に
、
「
九
月
つ
ご
も
り
、
十
月
の
こ
ろ
、
空
う
ち
曇
り
て
風
の
い
と
さ
わ 

が
し
く
吹
き
て
、
黄
な
る
葉
ど
も
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
落
つ
る
、
い
と
あ
は
れ 

な
り
。
櫻
の
葉
、
椋
の
葉
こ
そ
、
い
と
と
く
は
落
つ
れ
。
十
月
ば
か
り
に
、
木
立 

お
ほ
か
る
所
の
庭
は
、
い
と
め
で
た
し
。
」、
そ
し
て
二
〇
〇
段
に
、
「
野
分
（
の
わ
き
）

の
ま 

た
の
日
こ
そ
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
。
立
蔀
（
た
て
じ
と
み
）
・
透
垣
（
す
い
が
い
）

な
ど
の
み
だ 

れ
た
る
に
、
前
栽
（
せ
ん
ざ
い
）

ど
も
心
く
る
し
げ
な
り
。
お
ほ
き
な
る
木
ど
も
も
倒
れ
、
枝
な 

ど
吹
き
折
ら
れ
た
る
が
、
萩
・
女
郎
花
（
を
み
な
へ
し
）

な
ど
の
う
へ
に
よ
こ
ろ
ば
ひ
ふ
せ
る
、
い 

と
思
は
ず
な
り
。
格
子
の
壷
な
ど
に
、
木
の
葉
を
こ
と
さ
ら
に
し
た
ら
ん
や
う
に
、 

こ
ま
ご
ま
と
吹
き
入
れ
た
る
こ
そ
、
荒
か
り
つ
る
風
の
し
わ
ざ
と
は
お
ぼ
え
ね
。 

云
々
。
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
観
察
の
こ
ま
や
か
さ
が
光
っ
て
い
る
。
な
お
、
せ 

め
て
お
そ
ろ
し
き
も
の
と
し
て
二
六
四
段
に
、
「
夜
鳴
る
神
」
が
あ
げ
て
あ
る
。 
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木
（
注
6
）

に
つ
い
て
は
四
〇
段
に
、
木
の
花
に
つ
い
て
は
三
七
段
に
、
草
に
つ
い
て
は 

六
六
段
に
、
草
の
花
に
つ
い
て
は
六
七
段
に
、
そ
れ
ぞ
れ
め
で
た
き
も
の
、
あ
は 

れ
な
る
も
の
、
を
か
し
き
も
の
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
鳥
に
つ
い
て 

は
四
一
段
に
「
鳥
は 

こ
と
所
の
物
な
れ
ど
、
鸚
鵡
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
人 

の
い
ふ
ら
ん
こ
と
を
ま
ね
ぶ
ら
ん
よ
。
云
々
。
」
と
あ
り
、
異
国
の
鳥
の
こ
と
が 

最
初
に
出
て
く
る
の
が
面
白
い
。
さ
ら
に
、
四
三
段
に
虫
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る 

が
、
蝿
（
注
7
）

と
蟻
の
こ
と
は
、
に
く
き
も
の
と
し
て
出
て
く
る
。
ま
た
既
に
述
べ
た
二 

八
段
に
、
に
く
き
も
の
と
し
て
、
蚊
と
蚤
が
出
て
お
り
、
「
ね
ぶ
た
し
と
お
も
ひ 

て
ふ
し
た
る
に
、
蚊
の
ほ
そ
ご
ゑ
に
わ
び
し
げ
に
名
の
り
て
、
顔
の
ほ
ど
に
と
び 

あ
り
く
。
羽
風
さ
へ
そ
の
身
の
ほ
ど
に
あ
る
こ
そ
い
と
に
く
け
れ
。
」
ま
た
、
「
蚤 

も
い
と
に
く
し
。
衣
（
き
ぬ
）

の
し
た
に
を
ど
り
あ
り
き
て
も
た
ぐ
る
や
う
に
す
る
。
」
と 

あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
自
分
の
経
験
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
文
章
で
あ
る
が
、
作
者
の 

実
感
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

牛
や
馬
は
も
ち
ろ
ん
、
猫
、
犬
、
ね
ず
み
、
鹿
、
蛇
に
つ
い
て
の
文
章
の
ほ
か 

に
、
「
い
み
じ
う
き
た
な
き
も
の 

な
め
く
ぢ
。
云
々
。
」
と
二
六
三
段
に
あ
る
。 

鶴
は
四
一
段
に
出
て
く
る
が
、
亀
は
出
て
こ
な
い
し
、
ま
た
魚
に
つ
い
て
も
記
述 

が
な
い
。
「
貝
は 

う
つ
せ
貝
。
蛤
。
い
み
じ
う
ち
ひ
さ
き
梅
の
花
貝
。
」
と
一 

本
一
六
段
に
あ
る
。 

 

海
と
船
と
、
そ
し
て
海
女
（
あ
ま
）

に
つ
い
て
、
三
〇
六
段
に
詳
し
い
。
風
が
ひ
ど
く
吹 

い
て
、
い
ま
ま
で
の
ど
か
だ
っ
た
海
面
が
険
悪
に
な
っ
て
い
き
、
船
に
浪
が
か
か 

る
。
そ
し
て
、
「
思
へ
ば
、
船
に
乗
り
て
あ
り
く
人
ば
か
り
、
あ
さ
ま
し
う
ゆ
ゆ 

し
き
も
の
こ
そ
な
け
れ
。
云
々
。
」
と
続
く
。
こ
れ
は
、
三
〇
五
段
の
「
う
ち
と 

く
ま
じ
き
も
の 

え
せ
も
の
。
さ
る
は
、
よ
し
と
人
に
い
は
る
る
人
よ
り
も
、
う 

ら
な
く
ぞ
見
ゆ
る
。
船
の
路
。
」
と
同
様
の
気
持
ち
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
、
船
の 

う
ち
、
屋
形
、
小
舟
、
は
し
舟
（
は
し
け
）

に
つ
い
て
述
べ
、
終
り
に 

 

海
は
な
ほ
い
と
ゆ
ゆ
し
と
思
ふ
に
、
ま
い
て
海
女
の
か
づ
き
し
に
入
る
は
憂
（
う
） 

き
わ
ざ
な
り
。
腰
に
着
き
た
る
緒
の
絶
え
も
し
な
ば
、
い
か
に
せ
ん
と
な
ら
ん
。 

男
（
を
の
こ
）

だ
に
せ
ま
し
か
ば
、
さ
て
も
あ
り
ぬ
べ
き
を
、
女
は
な
ほ
お
ぼ
ろ
げ
の
心 

な
ら
じ
。
舟
に
を
と
こ
は
乗
り
て
、
歌
な
ど
う
ち
謡
ひ
て
、
こ
の
拷
縄
（
た
く
な
は
）

を
海
に 

浮
（
う
）

け
て
あ
り
く
、
あ
や
ふ
く
う
し
ろ
め
た
く
は
あ
ら
ぬ
に
や
あ
ら
ん
。
の
ぼ 

ら
ん
と
て
、
そ
の
縄
を
な
ん
引
く
と
か
。
惑
ひ
繰
り
入
る
る
さ
ま
ぞ
こ
と
わ
り 

な
る
や
。
舟
の
端
（
は
た
）

を
お
さ
え
て
放
ち
た
る
息
な
ど
こ
そ
、
ま
こ
と
に
た
だ
見 

る
人
だ
に
し
ほ
た
る
る
に
、
落
し
入
れ
て
た
だ
よ
ひ
あ
り
く
男
（
を
の
こ
）

は
、
目
も
あ 

や
に
あ
さ
ま
し
か
し
。 

と
書
い
て
、
男
の
や
り
方
に
呆
れ
て
い
る
。
海
女
は
貝
は
と
る
が
、
魚
は
と
ら
ぬ 

で
あ
ろ
う
。
魚
を
と
る
漁
夫
の
こ
と
に
は
、
筆
を
そ
そ
る
気
持
ち
が
湧
か
な
い
の 

で
あ
ろ
う
。
全
体
を
通
じ
て
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
貝
に
つ
い
て
は
あ
る
が
、
魚 

に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
理
由
の
一
つ
は
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

既
述
の
一
九
二
段
に
出
て
く
る
暑
い
日
の
「
氷
（
ひ
）

水
」
は
、
氷
室
（
ひ
む
ろ
）

に
貯
め
て
あ
っ 

た
天
然
の
氷
を
使
う
し
か
す
べ
の
な
か
っ
た
当
時
と
し
て
は
、
ぜ
い
た
く
な
も
の 

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
暑
さ
を
強
調
し
た
挿
入
文
で
あ
る
こ
と
に
間 

違
い
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
四
二
段
に 

 

あ
て
な
る
も
の
（
上
品
な
も
の
）
薄
色
に
白
襲
の
汗
杉
（
か
ざ
み
）
。
か
り
の
こ
。
削
（
け
ず
）

り 

氷
に
あ
ま
づ
ら
入
れ
て
、
あ
た
ら
し
き
金
鋺
（
か
な
ま
り
）

に
入
れ
た
る
。
水
晶
（
す
い
さ
う
）

の
数
珠
（
ず
ず
）
。 
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藤
の
花
。
梅
の
花
に
雪
の
ふ
り
か
か
り
た
る
。
い
み
じ
う
う
つ
く
し
き
ち
ご
の
、 

い
ち
ご
な
ど
く
ひ
た
る
。 

と
あ
っ
て
、
甘
い
か
き
氷
と
あ
た
ら
し
い
金
鋺
の
組
合
せ
が
面
白
い
が
、
こ
れ
は 

一
四
八
段
に
、
「
き
よ
し
と
見
ゆ
る
も
の 

土
器
（
か
は
ら
け
）
。
あ
た
ら
し
き
か
な
ま
り
。
畳 

に
さ
す
薦
（
こ
も
）
。
水
を
物
に
入
る
る
す
き
影
。
」
と
あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
り
、
た
だ 

ぜ
い
た
く
と
言
っ
て
す
ま
さ
れ
な
い
感
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ 

ろ
う
。 

 

あ
か
が
ね
は
一
二
三
段
（
前
述
）
に
、
し
ろ
が
ね
は
三
〇
二
段
（
前
述
）
の
ほ 

に
七
五
段
に
、
「
あ
り
が
た
き
（
め
っ
た
に
な
い
）
も
の
舅
（
し
う
と
）

に
ほ
め
ら
る
る 

婿
。
ま
た
、
姑
（
し
う
と
め
）

に
思
は
る
る
嫁
の
君
。
毛
の
よ
く
抜
く
る
し
ろ
が
ね
の
毛
抜
。 

主
そ
し
ら
ぬ
従
者
（
ず
さ
）
。
云
々
。
」
と
あ
る
。
そ
し
て
く
ろ
が
ね
は
一
五
三
段
に
、
「
名 

お
そ
ろ
し
き
も
の 

あ
を
ふ
ち
。
た
に
の
ほ
ら
。
は
た
い
た
。
く
ろ
が
ね
。
云
々
。
」 

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
が
ね
は
三
七
段
に
、
「
四
月
の
つ
ご
も
り
、
五
月
の
つ
い 

た
ち
の
頃
ほ
ひ
、
橘
の
葉
の
こ
く
あ
を
き
に
、
花
の
い
と
し
ろ
う
咲
き
た
る
が
、 

雨
う
ち
ふ
り
た
る
つ
と
め
て
な
ど
は
、
世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に
を
か
し
。
花
の 

な
か
よ
り
こ
が
ね
の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
る
な
ど
、 

朝
露
に
ぬ
れ
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
の
櫻
に
お
と
ら
ず
。
ほ
と
と
ぎ
す
の
よ
す
が
と
さ 

へ
お
も
へ
ば
に
や
、
な
ほ
さ
ら
に
い
ふ
べ
う
も
あ
ら
ず
。
」
と
、
柑
橘
の
果
実
の 

比
喩
の
形
で
出
て
い
る
。 

 

水
晶
に
つ
い
て
は
、
四
二
段
に
上
品
な
も
の
と
し
て
、
「
水
晶
の
数
珠
」
が
挙 

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
比
喩
的
に
、
既
述
の
三
〇
二
段
に
、
「
水
晶
の
瀧
」 

が
、
二
三
二
段
に
、
「
月
の
い
と
あ
か
き
に
、
川
を
渡
れ
ば
、
牛
の
あ
ゆ
む
ま
ま 

に
、
水
晶
な
ど
の
わ
れ
た
る
や
う
に
、
水
の
散
り
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
」
と 

書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
う
つ
く
し
き
も
の
と
し
て
一
五
一
段
に
、
瑠
璃
の
壷
が 

挙
げ
て
あ
る
。
さ
ら
に
玉
に
つ
い
て
は
一
一
九
段
の
「
秋
ふ
か
き
庭
の
浅
茅
（
あ
さ
ぢ
）

に
、 

露
の
い
ろ
い
ろ
、
玉
の
や
う
に
て
置
き
た
る
。」
と
い
う
比
喩
の
ほ
か
に
、
二
四 

四
段
に
、
蟻
の
習
性
を
き
わ
だ
た
せ
て
、
玉
に
緒
を
通
し
た
、
つ
ぎ
の
話
が
あ
る
。 

こ
れ
は
、
「
唐
土
（
も
ろ
こ
し
）

の
帝
（
み
か
ど
）
、
こ
の
國
の
帝
を
、
い
か
で
謀
（
は
か
）

り
て
こ
の
國
討
ち
と
ら
ん 

と
て
、
つ
ね
に
こ
こ
ろ
み
ご
と
を
し
」
て
な
ぞ
な
ぞ
を
し
か
け
た
が
、
あ
る
中
将 

が
も
の
の
見
事
に
解
き
あ
か
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

ほ
ど
ひ
さ
し
く
て
、
七
曲
（
な
な
わ
た
）

に
わ
だ
か
ま
り
た
る
玉
の
中
通
（
な
か
と
ほ
）

り
て
左
右
に
口
あ 

き
た
る
が
ち
ひ
さ
き
を
奉
り
て
、
「
こ
れ
に
緒
通
し
て
賜
わ
ら
ん
。
こ
の
國
に 

み
な
し
侍
る
事
な
り
」
と
て
奉
り
た
る
に
、
「
い
み
じ
か
ら
ん
も
の
の
上
手
（
ず
）
、 

不
用
な
り
」
と
、
そ
こ
ら
の
上
達
部
（
か
ん
だ
ち
め
）
・
殿
上
人
、
世
に
あ
り
と
あ
る
人
い
ふ
に
、 

ま
た
行
き
て
、
「
か
く
な
ん
」
と
い
へ
ば
、
「
大
き
な
る
蟻
を
と
ら
へ
て
、
二
つ 

ば
か
り
が
腰
に
ほ
そ
き
絲
を
つ
け
て
、
ま
た
そ
れ
に
、
い
ま
す
こ
し
ふ
と
き
を 

つ
け
て
、
あ
な
た
の
口
に
密
（
み
ち
）

を
塗
り
て
見
よ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
さ
申
し
て
、 

蟻
を
入
れ
た
る
に
、
密
の
香
を
か
ぎ
て
、
ま
こ
と
に
い
と
と
く
あ
な
た
の
口
よ 

り
出
で
に
け
り
。
さ
て
、
そ
の
絲
の
貫
か
れ
た
る
を
遣
（
つ
か
は
）

し
て
け
る
の
ち
に
な 

ん
、
「
な
ほ
日
の
本
の
國
は
か
し
こ
か
り
け
り
」
と
て
、
の
ち
に
さ
る
事
も
せ 

ざ
り
け
る
。 

 

こ
の
中
将
を
い
み
じ
き
人
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
「
な
に
わ
ざ
を
し
、
い
か
な 

る
官
（
つ
か
さ
）
・
位
（
く
ら
ゐ
）

を
賜
ふ
べ
き
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
「
さ
ら
に
官
も
か
う
ぶ
り 

も
賜
は
ら
じ
。
た
だ
老
い
た
る
父
（
ち
ち
）

母
の
か
く
れ
う
せ
て
侍
る
た
づ
ね
て
、
都
に 
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住
ま
す
る
事
を
ゆ
る
さ
せ
給
へ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
「
い
み
じ
う
や
す
き
事
」 

と
て
ゆ
る
さ
れ
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
の
人
の
親
こ
れ
を
聞
き
て
よ
ろ
こ
ぶ
事
い
み 

じ
か
り
け
り
。
中
将
は
上
達
部
・
大
臣
に
な
さ
せ
給
ひ
て
な
ん
あ
り
け
る
。 

 

さ
て
、
そ
の
人
の
神
に
な
り
た
る
に
や
あ
ら
ん
、
そ
の
神
の
御
も
と
に
ま
う 

で
た
り
け
る
人
に
、
夜
現
れ
て
の
た
ま
へ
り
け
る
、 

 
 

七
曲
に
ま
が
れ
る
玉
の
緒
を
ぬ
き
て
あ
り
と
ほ
し
と
は
知
ら
ず
や
あ
る
ら 

 
 

ん 

と
の
た
ま
へ
り
け
る
、
と
人
の
語
り
し
。 

 

既
に
述
べ
た
一
九
二
段
に
、
「
こ
ち
た
う
赤
き
薄
様
を
、
唐
撫
子
の
い
み
じ
う 

咲
き
た
る
に
結
び
つ
け
て
、
云
々
」
と
あ
る
が
、
薄
様
と
は
、
薄
く
漉
い
た
鳥
の 

子
紙
で
あ
る
。
着
物
と
そ
の
色
彩
に
つ
い
て
、
強
い
関
心
を
も
っ
て
、
い
ろ
い
ろ 

詳
細
な
記
述
が
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
紙
と
そ
の
色
に
つ
い
て
も
、
多
く 

の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
節
（
せ
ち
）

は
五
月
に
し
く
月
は
な
し
。
菖
蒲
（
さ
う
ぶ
）
・
蓬
（
よ
も
ぎ
）

な
ど
の 

か
を
り
あ
ひ
た
る
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
九
重
（
こ
こ
の
ヘ
）

の
御
殿
の
上
を
は
じ
め
て
、
い
ひ 

し
ら
ぬ
民
の
す
み
か
ま
で
、
い
か
で
わ
が
も
と
に
し
げ
く
葺
か
ん
と
葺
き
わ
た
し 

た
る
、
な
ほ
い
と
め
づ
ら
し
。
い
つ
か
は
、
こ
と
を
り
に
さ
は
し
た
り
し
。
」
で 

始
ま
る
三
九
段
の
終
り
の
部
分
に
、
「
む
ら
さ
き
の
紙
に
楝
（
あ
ふ
ち
）

の
花
、
あ
を
き
紙
に 

菖
蒲
の
葉
、
ほ
そ
く
ま
き
て
ゆ
ひ
、
ま
た
、
し
ろ
き
紙
を
、
根
し
て
ひ
き
ゆ
ひ
た 

る
も
を
か
し
。
い
と
な
が
き
根
（
ね
）

を
、
文
の
な
か
に
入
れ
な
ど
し
た
る
を
見
る
心
地 

ど
も
、
え
ん
な
り
。
返
り
ご
と
書
か
ん
と
い
ひ
あ
は
せ
、
か
た
ら
ふ
ど
ち
は
見
せ 

か
は
し
な
ど
す
る
も
、
い
と
を
か
し
。
云
々
。
」
と
あ
っ
て
、
同
色
の
組
合
せ
を 

楽
し
ん
で
い
る
。
ま
た
、
八
八
段
に
「
め
で
た
き
も
の
」
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、 

そ
の
終
り
の
部
分
に
、
「
花
も
絲
も
紙
も
す
べ
て
、
な
に
も
な
に
も
、
む
ら
さ
き 

な
る
も
の
は
め
で
た
く
こ
そ
あ
れ
。
む
ら
さ
き
の
花
の
中
に
は
、
か
き
つ
ば
た
ぞ 

す
こ
し
に
く
き
。
六
位
の
宿
直
姿
（
と
の
ゐ
す
が
た
）

の
を
か
し
き
も
、
む
ら
さ
き
の
ゆ
ゑ
な
り
。
」 

と
結
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
八
九
段
に
、
「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」
と
し
て
、
「
薄
様 

の
草
子
。
柳
の
萌
え
出
で
た
る
に
、
あ
を
き
薄
様
に
書
き
た
る
文
つ
け
た
る
。 

・
・
・
・
・
む
ら
さ
き
の
紙
を
包
（
つ
つ
）

み
文
に
て
、
房
な
が
き
藤
に
つ
け
た
る
。
小
忌
（
を
み
） 

の
君
た
ち
も
い
と
な
ま
め
か
し
。
」
と
あ
る
。
二
七
七
段
の
「
・
・
・
・
・
た
だ 

の
紙
の
い
と
白
う
き
よ
げ
な
る
に
、
よ
き
筆
、
白
き
色
紙
、
み
ち
の
く
に
紙
な
ど 

得
つ
れ
ば
、
こ
よ
な
う
な
ぐ
さ
み
て
、
さ
は
れ
、
か
く
て
し
ば
し
も
生
き
て
あ
り 

ぬ
べ
か
ん
め
り
と
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。
云
々
。
」
に
出
て
く
る
み
ち
の
く
に
紙
は
檀 

紙
で
奥
州
産
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
み
ち
の
く
に
紙
は
、
三
六
段
と
、
二
七
六 

段
に
も
出
て
い
る
。
平
安
時
代
に
は
京
都
の
平
野
神
社
や
北
野
神
社
の
近
く
の 

紙
屋
（
か
み
や
）

川
の
ほ
と
り
に
、
官
設
の
紙
屋
院
を
置
き
、
こ
こ
で
楮
（
こ
う
ぞ
）
、
殻
（
か
じ
）

の
木
、
雁
皮 

な
ど
を
原
料
と
し
て
漉
い
た
紙
を
紙
屋
紙
（
注
8
）

と
い
っ
た
が
、
需
要
量
の
増
大
も
あ
っ 

て
、
古
紙
を
使
っ
て
漉
き
返
し
の
薄
墨
色
の
紙
（
宿
紙
と
い
う
）
も
つ
く
っ
て
い 

た
。
一
三
六
段
に
、
「
つ
と
め
て
、
蔵
人
所
の
紙
屋
紙
（
か
う
や
が
み
）

ひ
き
重
ね
て
、
云
々
」
と 

あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
三
六
段
に
、
み
ち
の
く
に
紙
を
二
つ
に
折
り
た
た
ん
で
懐
に 

入
れ
た
畳
紙
（
た
た
う
が
み
）

の
こ
と
や
、
香
を
た
き
し
め
た
香
色
の
薄
様
の
香
（
か
う
）

の
紙
（
か
み
）

の
こ
と
が 

書
か
れ
て
い
る
。
和
紙
は
、
中
国
の
製
法
が
（
注
9
）
、
六
一
〇
年
に
、
高
句
麗
王
に
よ
っ 

て
遣
わ
さ
れ
た
僧
曇
徴
に
よ
っ
て
彩
色
や
墨
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
か
ら
つ
く
り 

出
さ
れ
た
が
、
奈
良
時
代
に
消
費
星
が
多
く
な
り
、
平
安
時
代
に
は
一
層
そ
う
で 

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
地
方
の
諸
国
の
生
産
す
る
紙
も
良
い
も
の
が
で
き
る
よ
う
に 
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な
っ
て
、
紙
屋
紙
に
比
肩
す
る
か
、
そ
れ
を
超
え
る
に
至
る
。
紙
屋
院
が
つ
ぐ
る 

よ
う
に
な
っ
た
再
生
紙
の
薄
墨
紙
は
、
写
経
の
紙
と
し
て
使
わ
れ
、
そ
れ
が
流
行 

し
た
こ
と
も
あ
る
（
注
10
）

と
い
う
。 

 

面
白
い
の
は
、
三
〇
四
段
に
、
「
見
な
ら
ひ
す
る
も
の 

あ
く
び
。
ち
ご
ど
も
。
」 

と
あ
る
。
あ
く
び
の
伝
染
は
昔
も
今
も
同
じ
で
あ
る
。 

 

一
八
八
段
か
ら
、
一
九
〇
段
ま
で
に
、
病
気
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
ら 

を
次
に
列
記
し
よ
う
。 

 

病
は 

胸
。
も
の
の
け
。
あ
し
の
け
。
は
て
は
、
た
だ
そ
こ
は
か
と
な
く
て 

物
食
は
れ
ぬ
心
地
。 

  

十
八
九
ば
か
り
の
人
の
、
髪
い
と
う
る
は
し
く
て
た
け
ば
か
り
に
、
裾
い
と 

ふ
さ
や
か
な
る
、
い
と
よ
う
肥
え
て
、
い
み
じ
う
色
し
ろ
う
、
顔
愛
敬
（
あ
い
ぎ
や
う
）

づ
き
、 

よ
し
と
見
ゆ
る
が
、
歯
を
い
み
じ
う
病
み
て
、
額
髪
（
ひ
た
ひ
が
み
）

も
し
と
ど
に
泣
き
ぬ
ら 

し
、
み
だ
れ
か
か
る
も
知
ら
ず
、
お
も
て
も
い
と
あ
か
く
て
、
お
さ
へ
て
ゐ
た 

る
こ
そ
い
と
を
か
し
け
れ
。 

  

八
月
ば
か
り
に
、
白
き
單
（
ひ
と
へ
）

な
よ
ら
か
な
る
に
、
袴
よ
き
ほ
ど
に
て
、
紫
苑
（
し
を
ん
） 

の
衣
（
き
ぬ
）

の
い
と
あ
て
や
か
な
る
を
ひ
き
か
け
て
、
胸
を
い
み
じ
う
病
め
ば
、
友
だ 

ち
の
女
房
な
ど
、
數
々
來
つ
つ
と
ぶ
ら
ひ
、
外
（
と
）

の
か
た
に
も
、
わ
か
や
か
な
る 

君
達
（
き
ん
だ
ち
）

あ
ま
た
来
て
、
「
い
と
い
と
ほ
し
き
わ
ざ
か
な
。
例
も
か
う
や
悩
み
給
う
」 

な
ど
、
こ
と
な
し
び
に
い
ふ
も
あ
り
。
心
か
け
た
る
人
は
、
ま
こ
と
に
い
と
ほ 

し
と
思
ひ
な
げ
き
、
人
知
れ
ぬ
な
か
な
ど
は
、
ま
し
て
人
目
思
ひ
て
、
寄
る
に 

も
近
く
も
え
寄
ら
ず
、
思
ひ
な
げ
き
た
る
こ
そ
お
か
し
け
れ
。
い
と
う
る
は
し 

う
長
き
髪
を
ひ
き
結
ひ
て
、
も
の
つ
く
と
て
起
き
あ
が
り
た
る
け
し
き
も
ら
う 

た
げ
な
り
。 

 

上
（
う
へ
）

に
も
き
こ
し
め
し
て
、
御
讀
（
み
ど
）

経
の
僧
の
聲
よ
き
賜
は
せ
た
れ
ば
、
几
（
き
）

帳
ひ 

き
よ
せ
て
す
ゑ
た
り
。
ほ
ど
も
な
き
せ
ば
さ
な
れ
ば
、
と
ぶ
ら
ひ
人
あ
ま
た
き 

て
、
経
聞
き
な
ど
す
る
も
か
く
れ
な
き
に
、
目
を
く
ば
り
て
讀
み
ゐ
た
る
こ
そ
、 

罪
や
得
（
う
）

ら
む
と
お
ぼ
ゆ
れ
。 

 

九
八
四
年
に
、
針
博
士
の
丹
波
康
頼
が
、
主
と
し
て
隋
の
巣
元
方
の
病
源
候
論 

に
よ
っ
て
選
述
し
、
花
山
天
皇
に
奏
進
し
た
「
医
心
方
」
が
、
現
存
す
る
わ
が
国 

最
古
の
医
書
と
さ
れ
て
い
る
（
注
11
）

が
、
果
た
し
て
宮
廷
の
な
に
び
と
あ
た
り
ま
で
読
ま 

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

  

一
千
年
も
前
の
生
活
に
お
い
て
、
家
を
つ
く
り
、
牛
車
を
つ
く
り
、
橋
を
か
け
、 

船
を
つ
く
り
、
暖
房
用
や
鍛
冶
用
の
炭
を
焼
き
、
紙
を
つ
く
る
な
ど
し
て
、
樹
木 

を
倒
し
、
切
り
、
燃
焼
し
、
森
林
を
開
き
、
道
を
つ
く
り
、
居
住
地
を
設
け
（
注
12
）
、
田 

畑
と
し
、
耕
し
て
米
や
豆
な
ど
の
食
糧
を
生
産
し
た
。
平
城
京
や
平
安
京
な
ど
の 

ま
ち
づ
く
り
に
は
多
く
の
木
材
を
要
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
村
が
で
き
、
ま
ち
が 

で
き
、
都
が
で
き
、
そ
し
て
人
が
集
り
、
人
口
が
増
え
、
食
糧
を
含
む
エ
ネ
ル
ギ
ー 

の
消
費
が
増
す
こ
と
に
な
る
（
注
13
）
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
枕
草
子
に
は
何
も
書
い
て 

な
い
し
、
ま
た
と
り
あ
げ
て
書
く
べ
き
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
自
然
と
生
活
を
あ 

る
が
ま
ま
に
め
に
入
れ
、
こ
ま
や
か
に
観
察
し
つ
つ
、
自
分
の
気
持
ち
を
込
め
て
、 

「
を
か
し
」、
「
あ
は
れ
な
り
」、
「
め
で
た
し
」
な
ど
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ 
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ん
、
お
そ
ろ
し
き
も
の
、
に
く
き
も
の
、
き
た
な
き
も
の
、
心
づ
き
な
き
も
の
な 

ど
の
ほ
か
に
、
あ
て
な
る
も
の
、
き
よ
し
と
見
ゆ
る
も
の
、
あ
り
が
た
き
も
の
な 

ど
も
、
自
分
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら 

は
ど
れ
も
、
そ
の
当
時
の
こ
こ
ろ
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
自 

然
に
対
し
て
も
、
同
じ
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
然
に
対 

す
る
こ
こ
ろ
の
持
ち
方
や
、
こ
こ
ろ
の
通
わ
し
方
が
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と 

が
大
切
で
、
そ
う
し
た
こ
と
が
、
お
の
ず
と
生
活
の
基
盤
に
あ
っ
た
し
、
生
活
の 

リ
ズ
ム
を
生
む
力
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

  
 
 
 
 
 
 

第
三
章 

徒
然
草
に
お
け
る
自
然 

  

一
三
三
〇
年
頃
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
（
注
14
）

吉
田
兼
好
の
徒
然
草
の
第
十
九
段
に 

は
、
枕
草
子
の
一
段
と
対
比
さ
れ
る
日
本
の
四
季
に
つ
い
て
の
文
章
（
注
15
）

が
、
つ
ぎ
の 

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

折
節
の
移
り
変
る
こ
そ
、
も
の
ご
と
に
あ
は
れ
な
れ
。 

 

「
も
の
の
あ
は
れ
は
秋
こ
そ
ま
さ
れ
」
と
人
ご
と
に
言
ふ
め
れ
ど
、
そ
れ
も 

さ
る
も
の
に
て
、
今
一
き
は
心
も
浮
き
立
つ
も
の
は
、
春
の
け
し
き
に
こ
そ
あ
ン 

め
れ
。
鳥
の
声
な
ど
も
こ
と
の
外
に
春
め
き
て
、
の
ど
や
か
な
る
日
影
に
、 

墻
根
（
か
き
ね
）

の
草
萌
え
出
づ
る
こ
ろ
よ
り
、
や
や
春
ふ
か
く
、
霞
み
わ
た
り
て
、
花
も 

や
う
〳
〵
け
し
き
だ
つ
ほ
ど
こ
そ
あ
れ
、
折
し
も
、
雨
・
風
う
ち
つ
づ
き
て
、 

心
あ
わ
た
ゝ
し
く
散
り
過
ぎ
ぬ
、
青
葉
に
な
り
ゆ
く
ま
で
、
万
に
、
た
だ
、
心 

を
の
み
ぞ
悩
ま
す
。
花
橘
は
名
に
こ
そ
負
へ
れ
、
な
ほ
、
梅
の
匂
ひ
に
ぞ
、
古 

の
事
も
、
立
ち
か
へ
り
恋
し
う
思
ひ
出
で
ら
る
ゝ
。
山
吹
の
清
げ
に
、
藤
の
お 

ぼ
つ
か
な
き
さ
ま
し
た
る
、
す
べ
て
、
思
ひ
捨
て
が
た
き
こ
と
多
し
。 

 

「
灌
仏
の
比
（
こ
ろ
）
、
祭
の
比
、
若
葉
の
、
梢
涼
し
げ
に
茂
り
ゆ
く
ほ
ど
こ
そ
、 

世
の
あ
は
れ
も
、
人
の
恋
し
さ
も
ま
さ
れ
」
と
人
の
仰
せ
ら
れ
し
こ
そ
、
げ
に 

さ
る
も
の
な
れ
。
五
月
（
さ
つ
き
）
、
菖
蒲
（
あ
や
め
）

ふ
く
比
、
草
苗
と
る
比
、
水
鶏
（
く
ひ
な
）
の
叩
く
な
ど
、 

心
ぼ
そ
か
ら
ぬ
か
は
。
六
月
（
み
な
づ
き
）

の
比
、
あ
や
し
き
家
に
夕
顔
の
白
く
見
え
て
、 

蚊
遣
火
（
か
や
り
び
）

ふ
す
ぶ
る
も
、
あ
は
れ
な
り
。
六
月
祓
（
み
な
づ
き
ば
ら
へ
）
、
ま
た
を
か
し
。 

 

七
夕
祭
る
こ
そ
な
ま
め
か
し
け
れ
。
や
う
〳
〵
夜
寒
に
な
る
ほ
ど
、
雁
鳴
き 

て
く
る
比
、
萩
の
下
葉
色
づ
く
ほ
ど
、
早
稲
田
（
わ
さ
だ
）

刈
り
干
す
な
ど
、
と
り
集
め
た 

る
事
は
、
秋
の
み
ぞ
多
か
る
。
ま
た
、
野
分
の
朝
（
あ
し
た
）

こ
そ
を
か
し
け
れ
。
言
ひ
つ 

ゞ
く
れ
ば
、
み
な
源
氏
物
語
・
枕
草
子
な
ど
に
こ
と
古
（
ふ
）

り
に
た
れ
ど
、
同
じ
事
、 

ま
た
、
い
ま
さ
ら
に
言
は
じ
と
に
も
あ
ら
ず
。
お
ぼ
し
き
事
言
は
ぬ
は
腹
ふ
く 

る
ゝ
わ
ざ
な
れ
ば
、
筆
に
ま
か
せ
つ
ゝ
、
あ
ぢ
き
な
き
す
さ
び
に
て
、
か
つ
破 

り
捨
つ
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
人
の
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。 

 

さ
て
、
冬
枯
の
け
し
き
こ
そ
、
秋
に
は
を
さ
〳
〵
劣
る
ま
じ
け
れ
。
汀
（
み
ぎ
わ
）

の
草 

に
紅
葉
（
も
み
ぢ
）

の
散
り
止
り
て
、
霜
い
と
白
う
お
け
る
朝
、
遣
水
よ
り
烟
（
け
ぶ
り
）

の
立
つ
こ
そ 

を
か
し
け
れ
。
年
の
暮
れ
果
て
て
、
人
ご
と
に
急
ぎ
あ
へ
る
こ
ろ
ぞ
、
ま
た
な 

く
あ
は
れ
な
る
。
す
さ
ま
じ
き
も
の
に
し
て
見
る
人
も
な
き
月
の
寒
け
く
澄
め 

る
、
廿
日
余
り
の
空
こ
そ
、
心
ぼ
そ
き
も
の
な
れ
。
御
仏
名
（
お
ぶ
つ
み
や
う
）
。
荷
前
（
の
さ
き
）

の
使
立
（
つ
か
ひ
た
）

つ 

な
ど
ぞ
あ
は
れ
に
や
ん
ご
と
な
き
。
公
事
（
く
じ
）

ど
も
繁
（
し
げ
）

く
、
春
の
急
ぎ
に
と
り
重 

ね
て
催
し
行
は
る
ゝ
さ
ま
ぞ
い
み
じ
き
や
。
追
儺
（
つ
ゐ
な
）

よ
り
四
方
拝
に
続
く
こ
そ 

面
白
け
れ
。
晦
日
（
つ
ご
も
り
）

の
夜
（
よ
）
、
い
た
う
闇
き
に
松
ど
も
と
も
し
て
、
夜
半
（
よ
な
か
）

過
ぐ 
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る
ま
で
、
人
の
、
門
（
か
ど
）

叩
き
、
走
り
あ
り
き
て
、
何
事
に
か
あ
ら
ん
、
こ
と
こ
と 

し
く
の
ゝ
し
り
て
、
足
を
空
に
惑
ふ
が
、
暁
が
た
よ
り
、
さ
す
が
に
音
な
く
な 

り
ぬ
る
こ
そ
、
年
の
名
残
も
心
ぼ
そ
け
れ
。
亡
（
な
）

き
人
の
く
る
夜
と
て
魂
（
た
ま
）

祭
る 

わ
ざ
は
、
こ
の
ご
ろ
都
に
は
な
き
を
、
東
（
あ
づ
ま
）

の
か
た
に
は
、
な
ほ
す
る
事
に
て 

あ
り
し
こ
そ
、
あ
は
れ
な
り
し
か
。 

 

か
く
て
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
昨
日
に
変
り
た
り
と
は
見
え
ね
ど
、
ひ
き 

か
へ
め
づ
ら
し
き
心
地
ぞ
す
る
。
大
路
（
お
ほ
ぢ
）

の
さ
ま
、
松
立
て
わ
た
し
て
、
は
な
や 

か
に
う
れ
し
げ
な
る
こ
そ
、
ま
た
あ
は
れ
な
れ
。 

 

季
節
の
移
ろ
い
と
と
も
に
、
一
年
の
い
ろ
い
ろ
の
行
事
や
生
活
の
あ
り
さ
ま
が 

書
い
て
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
在
と
ほ
と
ん
ど
変
り
が
な
い
。
さ
ら
に
、
蚊
遣
火 

が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
り
、
寒
く
（
注
16
）

な
っ
て
遣
水
よ
り
水
蒸
気
が
上
っ
て
い
た
り
、
大 

晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
て
、
騒
々
し
か
っ
た
の
が
静
か
に
な
る
ま
ち
の
様
子
な
ど
、 

七
百
年
も
前
の
文
章
と
思
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。 

 

枕
草
子
も
和
漢
の
書
を
参
照
し
て
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
三
百
年
後
の
徒
然
草
は
、 

は
る
か
に
多
く
の
内
外
の
書
や
仏
典
を
参
照
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
第
十
三
段
や 

第
十
四
段
か
ら
わ
か
る
）
。
そ
の
中
に
は
、
枕
草
子
も
含
ま
れ
て
い
る
。
枕
草
子 

の
四
〇
、
三
七
、
六
六
、
六
七
段
に
あ
る
、
木
や
草
や
、
そ
れ
ら
の
花
に
つ
い
て 

の
文
章
を
意
識
し
た
か
、
第
百
三
十
九
段
に
、
つ
ぎ
の
一
文
が
あ
る
。 

 

家
に
あ
り
た
き
木
は
、
松
・
桜
。
松
は
、
五
葉
（
ご
え
ふ
）

も
よ
し
。
花
は
、
一
重
（
ひ
と
へ
）

な
る
、 

よ
し
。
八
重
桜
は
、
奈
良
の
都
に
の
み
あ
り
け
る
を
、
こ
の
比
（
ご
ろ
）

ぞ
、
世
に
多 

く
成
り
侍
（
は
ん
べ
）

る
な
る
。
吉
野
の
花
、
左
近
の
桜
、
皆
、
一
重
に
て
こ
そ
あ
れ
。
八 

重
桜
は
異
様
（
こ
と
や
う
）

の
も
の
な
り
。
い
と
こ
ち
た
く
、
ね
ぢ
け
た
り
。
植
ゑ
ず
と
も
あ 

り
な
ん
。
遅
桜
、
ま
た
す
さ
ま
じ
。
虫
の
附
き
た
る
も
む
つ
か
し
。
梅
は
、
白 

き
・
薄
紅
梅
一
重
な
る
が
疾
く
（
と
）

咲
き
た
る
も
、
重
な
り
た
る
紅
梅
の
匂
ひ
め 

で
た
き
も
、
皆
を
か
し
。
遅
き
梅
は
、
桜
に
咲
き
合
ひ
て
、
覚
え
劣
り
、
気
圧
（
け
お
） 

さ
れ
て
、
枝
に
萎
（
し
ぼ
）

み
つ
き
た
る
、
心
う
し
。
「
一
重
な
る
が
、
ま
づ
咲
き
て
、 

散
り
た
る
は
、
心
疾
（
と
）

く
、
を
か
し
」
と
て
、
京
極
入
道
中
納
言
は
、
な
ほ
、 

一
重
梅
を
な
ん
、
軒
（
の
き
）

近
く
植
ゑ
ら
れ
た
り
け
る
。
京
極
の
屋
（
や
）

の
南
向
き
に
、 

今
も
二
本
侍
る
め
り
。
柳
、
ま
た
を
か
し
。
卯
月
ば
か
り
の
若
楓
、
す
べ
て 

万
の
花
・
紅
葉
に
も
ま
さ
り
て
め
で
た
き
も
の
な
り
。
橘
・
桂
、
い
づ
れ
も
、 

木
は
も
の
古
り
、
大
き
な
る
、
よ
し
。 

 

草
は
、
山
吹
•
藤
・
杜
若
（
か
き
つ
ば
た
）
・
撫
子
。
池
に
は
、
蓮
（
は
ち
す
）
。
秋
の
草
は
、
荻
（
お
ぎ
） 

薄
（
す
す
き
）
・
桔
梗
（
き
ち
か
う
）
・
萩
（
は
ぎ
）
・
女
郎
花
（
を
み
な
へ
し
）
・
藤
袴
。
紫
苑
（
し
を
に
）
・
吾
木
香
（
わ
れ
も
か
う
）
・
刈
萱
（
か
る

か
や
）
・
竜
胆
（
り
ん
だ
う
）
・
菊
。 

黄
菊
も
。
蔦
・
葛
・
朝
顔
。
い
づ
れ
も
、
い
と
高
か
ら
ず
、
さ
ゝ
や
か
な
る
、 

墻
（
か
き
）

に
繁
か
ら
ぬ
、
よ
し
。
こ
の
外
の
、
世
に
稀
な
る
も
の
、
唐
め
き
（
注
17
）

た
る
名 

の
聞
き
に
く
ゝ
花
も
見
馴
れ
ぬ
な
ど
、
い
と
な
つ
か
し
か
ら
ず
。 

 

大
方
、
何
も
珍
ら
し
く
、
あ
り
が
た
き
物
は
、
よ
か
ら
ぬ
人
の
も
て
興
ず
る 

物
な
り
。
さ
や
う
の
も
の
、
な
く
て
あ
り
な
ん
。 

 

つ
い
で
な
が
ら
、
食
用
植
物
に
関
し
て
、
枕
草
子
の
二
二
六
段
と
二
二
七
段
に 

は
、
田
植
と
稲
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
が
、
米
の
こ
と
は
見
当
ら
な
い
。
ま
た
、 

一
〇
八
段
に
、
「
そ
れ
に
、
豆
一
盛
り
、
や
を
ら
と
り
て
、
小
障
子
（
こ
さ
う
じ
）

の
う
し
ろ
に 

て
食
ひ
け
れ
ば
、
ひ
き
あ
ら
は
し
て
わ
ら
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
」
と
あ
る
。
一
方
、 

徒
然
草
に
は
、
第
四
十
段
の
、
米
の
類
を
食
わ
ず
に
栗
を
の
み
食
う
娘
の
話
、
第 

六
十
段
の
、
芋
頭
（
い
も
が
し
ら
）

を
好
む
盛
親
僧
都
（
じ
ゃ
う
し
ん
そ
う
づ
）

の
話
、
第
六
十
八
段
の
、
「
土
大
根
（
つ
ち
お
ほ
ね
）

を
万
に 
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い
み
じ
き
薬
と
て
、
朝
ご
と
に
二
つ
づ
ゝ
焼
き
て
食
ひ
け
る
」
者
の
話
、
第
六
十 

九
段
の
、
豆
を
煮
る
音
に
ま
つ
わ
る
話
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。 

 

自
然
現
象
に
関
し
て
、
月
、
露
（
注
18
）
、
雪
（
注
19
）
、
風
・
嵐
、
桜
の
開
花
時
期
の
ほ
か
に
、 

神
無
月
（
注
20
）

の
い
わ
れ
や
、
夜
に
つ
い
て
の
第
百
九
十
一
段
の
文
、 

 

「
夜
に
入
（
い
）

り
て
、
物
の
映
え
な
し
」
と
い
ふ
人
、
い
と
口
を
し
。
万
の
も
の 

の
綺
羅
・
飾
り
・
色
ふ
し
も
、
夜
の
み
こ
そ
め
で
た
け
れ
。
昼
は
、
こ
と
そ
ぎ 

お
よ
す
け
た
る
姿
に
て
も
あ
り
な
ん
。
夜
は
き
ら
ゝ
か
に
、
花
や
か
な
る 

装
束
（
し
や
う
ぞ
く
）
、
い
と
よ
し
。
人
の
気
色
（
け
し
き
）

も
、
夜
の
火
影
（
ほ
か
げ
）

ぞ
、
よ
き
は
よ
く
、
物
言
ひ 

た
る
声
も
、
暗
く
て
聞
き
た
る
、
用
意
あ
る
、
心
に
く
し
。
匂
ひ
も
、
も
の
の 

音
も
、
た
ゞ
、
夜
ぞ
ひ
と
き
は
め
で
た
き
。 

 

さ
し
て
殊
（
こ
と
）

な
る
事
な
き
夜
、
う
ち
更
け
て
参
れ
る
人
の
、
清
げ
な
る
さ
ま 

し
た
る
、
い
と
よ
し
。
若
き
ど
ち
、
心
止
（
と
ど
）

め
て
見
る
人
は
、
時
を
も
分
（
わ
）

か
ぬ 

も
の
な
れ
ば
、
殊
に
、
う
ち
解
け
ぬ
べ
き
折
節
（
お
り
ふ
し
）

ぞ
、
褻
（
け
）
・
晴
（
は
れ
）

な
く
ひ
き
つ
く 

ろ
は
ま
ほ
し
き
。
よ
き
男
の
、
日
暮
れ
て
ゆ
す
る
し
、
女
も
、
夜
更
く
る
程
に
、 

す
べ
り
つ
ゝ
、
鏡
取
り
て
、
顔
な
ど
つ
く
ろ
ひ
て
出
づ
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。 

が
あ
り
、
ま
た
第
三
十
八
段
の
、
「
財
（
た
か
ら
）

多
け
れ
ば
、
身
を
守
る
に
ま
ど
し
。
害
を 

賈
（
か
）

ひ
、
累
（
わ
づ
ら
ひ
）

を
招
く
媒
（
な
か
だ
ち
）

な
り
。
身
の
後
（
の
ち
）

に
は
、
金
（
こ
が
ね
）

を
し
て
北
斗
を
拄
（
さ
ゝ
）

ふ
と
も
、 

人
の
た
め
に
ぞ
わ
づ
ら
は
る
べ
き
。
愚
か
な
る
人
の
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
楽
し 

み
、
ま
た
あ
ぢ
き
な
し
。
大
き
な
る
車
、
肥
え
た
る
馬
、
金
玉
（
き
ん
ぎ
ょ
く
）

の
飾
り
も
、
心 

あ
ら
ん
人
は
、
う
た
て
、
愚
か
な
り
と
ぞ
見
る
べ
き
。
金
（
こ
が
ね
）

は
山
に
棄
て
、
玉
は 

淵
に
投
ぐ
べ
し
。
利
に
惑
ふ
は
、
す
ぐ
れ
て
愚
か
な
る
人
な
り
。
云
々
。
」
と
い 

う
文
章
に
、
北
斗
星
を
金
で
さ
さ
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
を 

述
べ
て
い
る
。
枕
草
子
に
は
北
斗
星
は
出
て
こ
な
い
。 

 

枕
草
子
に
は
な
く
て
、
徒
然
草
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
動
物
に
は
、
蛙
（
第
十
段
）
、 

猪
（
ゐ
）

の
し
し
（
第
十
四
段
）、
狐
（
第
二
百
十
八
、
二
百
三
十
、
二
百
三
十
五
段
）、 

象
（
第
九
段
）
が
あ
る
。
象
に
つ
い
て
は
書
物
の
上
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
「
女 

の
髪
す
ぢ
を
縒
（
よ
）

れ
る
網
に
は
、
大
象
も
よ
く
繋
（
つ
な
）

が
れ
、
女
の
は
け
る
足
駄
（
あ
し
だ
）

に
て 

作
れ
る
笛
に
は
、
秋
の
鹿
必
ず
寄
る
と
ぞ
言
ひ
伝
へ
侍
る
。
自
ら
戒
め
て
、
恐
る 

べ
く
、
慎
む
べ
き
は
、
こ
の
惑
ひ
な
り
。
」
の
文
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
鳥
に
つ
い
て
は
、
枕
草
子
と
同
じ
く
、
鳶
、
烏
、
ほ
と
と
ぎ
す
、
雁
、 

鶴
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
鷹
（
第
六
十
六
、
百
二
十
八 

百
七
十
四
段
）、
雉
（
第
百
十
八
段
）、
喚
子
鳥
（
郭
公
（
カ
ッ
コ
ウ
）
）
・
鵺
（
ぬ
え
）
（
第
二
百
十
段
） 

梟
（
ふ
く
ろ
う
）
（
第
二
百
三
十
五
段
）
が
あ
る
。
第
二
百
三
十
五
段
を
つ
ぎ
に
記
す
。 

 

主
（
ぬ
し
）

あ
る
家
に
は
、
す
ゞ
ろ
な
る
人
、
心
の
ま
ゝ
に
入
り
来
る
事
な
し
。 

主
（
あ
る
じ
）

な
き
所
に
は
、
道
行
人
濫
（
み
ち
ゆ
き
び
と
み
だ
）

り
に
立
ち
入
り
、
狐
・
梟
や
う
の
物
も
、
人
気
（
ひ
と
げ
） 

に
塞
（
せ
）

か
れ
ね
ば
、
所
得
顔
に
入
り
棲
み
、
木
霊
（
こ
た
ま
）

な
と
云
ふ
、
け
し
か
ら
ぬ
形 

も
現
は
る
ゝ
も
の
な
り
。 

 

ま
た
、
鏡
に
は
、
色
・
像
（
か
た
ち
）

な
き
故
に
、
万
の
影
来
り
て
映
（
う
つ
）

る
。
鏡
に
色 

像
あ
ら
ま
し
か
ば
、
映
ら
ざ
ら
ま
し
。 

 

虚
空
（
こ
く
う
）

よ
く
物
を
容
（
い
）

る
。
我
等
が
心
に
念
々
の
ほ
し
き
ま
ゝ
に
来
り
浮
ぶ
も
、 

心
と
い
ふ
も
の
の
な
き
に
や
あ
ら
ん
。
心
に
主
（
ぬ
し
）

あ
ら
ま
し
か
ば
、
胸
の
中
（
う
ち
）

に
、 

若
干
（
そ
こ
ば
く
）

の
事
は
入
り
来
ら
ざ
ら
ま
し
。 

 

第
七
段
に
、
「
命
（
い
の
ち
）

あ
る
も
の
を
見
る
に
、
人
ば
か
り
久
し
き
は
な
し
。
か
げ
ろ 

う
の
タ
（
ゆ
ふ
）

ベ
を
待
ち
、
夏
の
蝉
の
春
秋
（
は
る
あ
き
）

を
知
ら
ぬ
も
あ
る
ぞ
か
し
。
つ
く
〴
〵
と 
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一
年
（
ひ
と
と
せ
）

を
暮
す
ほ
ど
だ
に
も
、
こ
よ
な
う
の
ど
け
し
や
。
飽
か
ず
、
惜
し
と
思
は
ば
、 

千
年
（
ち
と
せ
）

を
過
（
す
ぐ
）

す
と
も
、
一
夜
（
ひ
と
よ
）

の
夢
の
心
地
（
こ
こ
ち
）

こ
そ
せ
め
。
住
み
果
て
ぬ
世
に
み
に
く 

き
姿
を
待
ち
得
て
、
何
か
は
せ
ん
。
命
長
け
れ
ば
辱
（
は
ぢ
）

多
し
。
長
く
と
も
、
四
十
（
よ
そ
ぢ
） 

に
（
注
21
）

足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る
べ
け
れ
。
云
々
。
」
と
あ
る
。 

 

第
七
十
四
段
に
、
「
蟻
の
如
く
に
集
ま
り
て
、
東
西
に
急
ぎ
、
南
北
に
走
（
わ
し
）

る 

人
、
高
き
あ
り
、
賤
し
き
あ
り
。
老
い
た
る
あ
り
、
若
き
あ
り
。
行
く
所
あ
り
、 

帰
る
家
あ
り
。
夕
に
寝
（
い
）

ね
て
、
朝
（
あ
し
た
）

に
起
（
お
）

く
。
い
と
な
む
所
何
事
ぞ
や
。
生
（
し
ょ
う
）

を 

貪
（
む
さ
ぼ
）

り
、
利
を
求
め
て
、
止
む
時
な
し
。 

 

身
を
養
ひ
て
、
何
事
を
か
待
つ
。
期
（
ご
）

す
る
処
、
た
ゞ
、
老
（
お
い
）

と
死
と
に
あ
り
。 

そ
の
来
る
事
速
か
に
し
て
、
念
々
の
間
（
あ
ひ
だ
）

に
止
ま
ら
ず
。
こ
れ
を
待
つ
間
、
何
の
楽 

し
び
か
あ
ら
ん
。
惑
へ
る
者
は
、
こ
れ
を
恐
れ
ず
。
名
利
に
溺
れ
て
、
先
途
（
せ
ん
ど
）

の
近 

き
事
を
顧
み
ね
ば
な
り
。
愚
か
な
る
人
は
、
ま
た
、
こ
れ
を
悲
し
ぶ
。
常
住
な
ら 

ん
こ
と
を
思
ひ
て
、
変
化
（
へ
ん
げ
）

の
理
（
こ
と
わ
り
）

を
知
ら
ね
ば
な
り
。
」
と
あ
る
。 

 

ま
た
、
第
九
十
七
段
に
、
「
そ
の
物
に
付
き
て
、
そ
の
物
を
つ
ひ
や
し
損
（
そ
こ
な
）

ふ
物
、 

数
を
知
ら
ず
あ
り
。
身
に
虱
（
し
ら
み
）

あ
り
。
家
に
鼠
あ
り
。
国
に
賊
あ
り
。
小
人
に
財 

あ
り
。
君
子
に
仁
義
あ
り
。
僧
に
法
あ
り
。
」
と
あ
る
。 

 

以
上
の
虫
が
、
徒
然
草
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
枕
草
子
の 

よ
う
に
叙
情
的
な
文
章
の
中
に
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
徒 

然
草
に
お
い
て
、
何
事
に
よ
ら
ず
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い 

う
と
、
道
理
を
説
く
こ
と
を
旨
と
し
た
文
章
が
多
く
、
出
家
し
て
世
を
捨
て
た
作 

者
の
、
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。 

 

枕
草
子
に
は
、
貝
の
ほ
か
に
魚
の
こ
と
は
何
も
出
て
こ
な
い
が
、
徒
然
草
に
は
、 

貝
（
第
三
十
四
、
百
三
十
九
段
）
の
ほ
か
に
、
鯉
（
第
百
十
八
、
二
百
三
十
一
段
）
、 

鮎
（
第
百
八
十
二
段
）、
鮭
（
第
百
八
十
二
段
）
、
鰹
（
第
百
十
九
段
）
、
飽
・
海 

老
（
第
二
百
十
六
段
）
が
出
て
く
る
。
食
用
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
水
産
物
が
と
り 

あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
枕
草
子
以
後
三
百
年
も
経
過
し
て
い
る
か
ら
で 

あ
ろ
う
か
。
第
百
十
九
段
に 

 

鎌
倉
の
海
に
、
鰹
と
言
ふ
魚
（
う
を
）

は
、
か
の
境
ひ
に
は
、
さ
う
な
き
も
の
に
て
、 

こ
の
比
（
ご
ろ
）

も
て
な
す
も
の
な
り
。
そ
れ
も
、
鎌
倉
の
年
寄
の
申
し
侍
り
し
は
、
「
こ 

の
魚
、
己
れ
ら
若
か
り
し
世
ま
で
は
、
は
か
〴
〵
し
き
人
の
前
へ
出
づ
る
事
侍 

ら
ざ
り
き
。
頭
（
か
し
ら
）

は
、
下
部
（
し
も
べ
）

も
食
は
ず
、
切
り
て
捨
て
侍
り
し
も
の
な
り
」
と
申 

し
き
。 

 

か
や
う
の
物
も
、
世
の
末
に
な
れ
ば
、
上
（
か
み
）

ざ
ま
ま
で
も
入
り
た
つ
わ
ざ
に 

こ
そ
侍
れ
。 

と
あ
る
。
な
お
、
第
二
百
三
十
一
段
に
は
、
鯉
を
料
理
す
る
庖
丁
者
の
話
、
ま
た
、 

第
百
三
十
六
段
に
は
、
「
し
ほ
」
と
い
う
漠
字
に
つ
い
て
の
話
が
出
て
き
て
い
る
。 

 

さ
て
、
第
百
二
十
二
段
と
、
第
百
二
十
三
段
を
つ
ぎ
に
列
記
し
よ
う
。 

 

人
の
才
能
は
、
文
（
ふ
み
）

明
ら
か
に
し
て
、
聖
（
ひ
じ
り
）

の
教
（
を
し
へ
）

を
知
れ
る
を
第
一
と
す
。
次 

に
は
、
手
書
く
事
、
む
ね
と
す
る
事
は
な
く
と
も
、
こ
れ
を
習
ふ
べ
し
。
学
問 

に
便
（
た
よ
）

り
あ
ら
ん
た
め
な
り
。
次
に
、
医
術
を
習
ふ
べ
し
。
身
を
養
ひ
、
人
を
助 

け
、
忠
孝
の
務
（
つ
と
め
）

も
、
医
に
あ
ら
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
次
に
、
弓
射
（
ゆ
み
い
）
、
馬
に
乗 

る
事
、
六
芸
（
り
く
げ
い
）

に
出
だ
せ
り
。
必
ず
こ
れ
を
う
か
ゞ
ふ
べ
し
。
文
・
武
・
医
の
道
、 

ま
こ
と
に
、
欠
け
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
学
ば
ん
を
ば
、
い
た
づ
ら
な 

る
人
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
次
に
、
食
は
、
人
の
天
な
り
。
よ
く
味
は
ひ
を
調
ヘ 
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知
れ
る
人
、
大
き
な
る
徳
と
す
べ
し
。
次
に
細
工
（
さ
い
く
）
、
万
に
要
多
し
。 

 
こ
の
外
の
事
ど
も
、
多
能
は
君
子
の
恥
づ
る
処
な
り
。
詩
歌
に
巧
み
に
、
糸 

竹
に
妙
な
る
は
幽
玄
の
道
、
君
臣
こ
れ
を
重
く
す
と
い
へ
ど
も
、
今
の
世
に
は
、 

こ
れ
を
も
ち
て
世
を
治
む
る
事
、
漸
く
お
ろ
か
な
る
に
似
た
り
。
金
（
こ
が
ね
）

は
す
ぐ
れ 

た
れ
ど
も
、
鉄
（
く
ろ
が
ね
）

の
益
（
や
く
）

多
き
に
及
（
し
）

か
ざ
る
が
如
し
。 

 

 

無
益
（
む
や
く
）

の
こ
と
を
な
し
て
時
を
移
す
を
、
愚
か
な
る
人
と
も
、
僻
事
（
ひ
が
ご
と
）

す
る
人
と 

も
言
ふ
べ
し
。
国
の
た
め
、
君
の
た
め
に
、
止
む
こ
と
を
得
ず
し
て
為
す
べ
き 

事
多
し
。
そ
の
余
り
の
暇
（
い
と
ま
）
、
幾
ば
く
な
ら
ず
。
思
ふ
べ
し
、
人
の
身
に
止
む
こ 

と
を
得
ず
し
て
営
む
所
、
第
一
に
食
ふ
物
、
第
二
に
着
る
物
、
第
三
に
居
る
所 

な
り
。
人
間
の
大
事
、
こ
の
三
つ
に
は
過
ぎ
ず
。
餓
え
ず
、
寒
か
ら
ず
、
風
雨 

に
侵
さ
れ
ず
し
て
、
閑
か
に
過
（
す
ぐ
）

す
を
楽
（
た
の
）

し
び
と
す
。
た
だ
し
、
人
皆
病
（
や
ま
ひ
） 

病
に
冒
（
を
か
）

さ
れ
ぬ
れ
ば
、
そ
の
愁
忍
び
難
し
。
医
療
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。 

薬
を
加
へ
て
、
四
つ
の
事
、
求
め
得
ざ
る
を
貧
し
と
す
。
こ
の
四
つ
、
欠
け
ざ 

る
を
富
め
り
と
す
。
こ
の
四
つ
の
外
（
ほ
か
）

を
求
め
営
む
を
奢
り
と
す
。
四
つ
の
事 

倹
約
な
ら
ば
、
誰
の
人
か
足
ら
ず
と
せ
ん
。 

  

こ
れ
ら
二
つ
の
文
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
あ
て
は
ま
る
、
大
切
な 

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
興
味
の
あ
る
こ
と
は
、
「
医
術
を
習
ふ
べ
し
」、
「
文 

・
武
・
医
の
道
、
ま
こ
と
に
欠
け
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」
、
「
医
療
を
忘
る
べ
か
ら 

ず
」、
「
人
皆
病
あ
り
」、
「
薬
を
加
へ
て
、
四
つ
の
事
、
求
め
得
ざ
る
を
貧
し
と
す
。 

こ
の
四
つ
、
欠
け
ざ
る
を
富
め
り
と
す
」
と
、
医
術
の
大
切
な
こ
と
を
強
調
し
て 

い
る
こ
と
と
、
「
食
は
人
の
天
な
り
。
よ
く
味
は
ひ
調
へ
知
れ
る
人
、
大
き
な
る 

徳
と
す
べ
し
」、
「
人
の
身
に
止
む
こ
と
を
得
ず
し
て
営
む
所
、
第
一
に
食
ふ
物
」 

と
、
食
事
の
大
切
さ
と
調
味
の
大
事
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
既
に 

述
べ
た
第
七
段
と
第
七
十
四
段
に
、
「
死
」
や
、
「
老
と
死
」
の
こ
と
が
出
て
い
る 

が
、
病
気
・
医
術
・
医
師
・
薬
に
関
す
る
文
は
、
第
四
十
二
、
四
十
七
、
五
十
三
、 

八
十
四
、
百
三
、
百
十
七
、
百
二
十
、
百
二
十
九
、
百
三
十
一
、
百
三
十
六
、
百 

四
十
七
、
百
四
十
八
、
百
五
十
五
（
注
22
）
、
百
七
十
一
、
二
百
十
七
、
二
百
二
十
四
、
二 

百
四
十
一
段
に
あ
る
よ
う
に
、
多
数
で
あ
る
。
病
に
臥
す
人
を
叙
情
的
に
書
い
た 

枕
草
子
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。 

 

第
百
十
七
段
に 

 

友
と
す
る
に
悪
（
わ
ろ
）

き
者
、
七
つ
あ
り
。
一
つ
に
は
、
高
く
、
や
ん
ご
と
な
き 

人
。
二
つ
に
は
、
若
き
人
。
三
つ
に
は
、
病
な
く
、
身
強
き
人
。
四
つ
に
は
、 

酒
を
好
む
人
。
五
つ
に
は
、
た
け
く
、
勇
め
る
兵
（
つ
は
も
の
）
。
六
つ
に
は
、
虚
言
（
そ
ら
ご
と
）

す
る 

人
。
七
つ
に
は
、
欲
深
き
人
。 

 

よ
き
友
、
三
つ
あ
り
。
一
つ
に
は
、
物
く
る
ゝ
友
。
二
つ
に
は
医
師
（
く
す
し
）
。
三
つ 

に
は
智
恵
あ
る
友
。 

と
あ
る
。
ま
た
、
第
百
二
十
段
に 

 

唐
（
か
ら
）

の
物
は
、
薬
の
外
は
、
み
な
な
く
と
も
事
欠
く
ま
じ
き
。
書
（
ふ
み
）
ど
も
は
、 

こ
の
国
に
多
く
広
ま
り
ぬ
れ
ば
、
書
き
も
写
し
て
ん
。
唐
土
舟
（
も
ろ
こ
し
ぶ
ね
）

の
、
た
や
す
か 

ら
ぬ
道
に
、
無
用
の
物
ど
も
の
み
取
り
積
み
て
、
所
狭
（
と
こ
ろ
せ
）

く
渡
し
も
て
来
る
、
い 

と
愚
か
な
り
。 

 

「
遠
き
物
を
宝
と
せ
ず
」
と
も
、
ま
た
、
「
得
難
き
貨
（
た
か
ら
）

を
貴
（
た
ふ
と
）

ま
ず
」
と
も
、 
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文
（
ふ
み
）

に
も
侍
（
は
ん
べ
）

る
と
か
や
。 

と
あ
っ
て
、
唐
の
薬
の
輸
入
に
も
言
及
し
て
い
る
。
一
方
、
食
事
や
調
味
を
と
り 

あ
げ
て
い
る
の
は
、
枕
草
子
と
違
っ
て
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
食
用
の
植
物
や
、 

魚
貝
、
さ
ら
に
庖
丁
者
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

そ
し
て
第
二
百
二
十
四
段
に
、 

 

陰
陽
師
有
宗
（
お
ん
や
う
じ
あ
り
む
ね
）

入
道
、
鎌
倉
よ
り
上
り
て
、
尋
ね
ま
う
で
来
り
し
が
、
先
づ
さ 

し
入
り
て
、
「
こ
の
庭
の
い
た
づ
ら
に
広
き
こ
と
、
あ
さ
ま
し
く
、
あ
る
べ
か 

ら
ぬ
事
な
り
。
道
を
知
る
者
は
、
植
う
る
事
を
努
む
。
細
道
一
つ
残
し
て
、
皆
、 

畠
に
作
り
給
へ
」
と
諫
め
侍
り
き
。 

 

ま
こ
と
に
、
少
し
の
地
を
も
い
た
づ
ら
に
置
か
ん
こ
と
は
、
益
（
や
く
）

な
き
事
な 

り
。
食
ふ
物
・
薬
種
な
ど
を
植
ゑ
置
く
べ
し
。 

と
い
う
一
文
を
書
い
て
、
食
う
物
や
、
薬
種
を
植
え
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。 

 

さ
て
、
枕
草
子
に
は
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
は
比
較
的
す
く
な
か
っ
た
が
、
徒 

然
草
に
は
、
既
に
述
べ
た
第
百
二
十
二
段
に
、
「
細
工
、
万
に
要
多
し
」
と
あ
り
、 

さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
技
術
に
関
す
る
文
章
が
見
ら
れ
る
。
夏
は
暑
く
、
冬
は 

寒
い
環
境
の
中
で
の
住
居
に
つ
い
て
、
枕
草
子
の
七
六
段
に
対
応
し
て
、
第
五
十 

五
段
に 

 

家
の
作
り
や
う
は
、
夏
を
む
ね
と
す
べ
し
。
冬
は
、
い
か
な
る
所
に
も
住
ま 

る
。
暑
き
比
（
こ
ろ
）

わ
ろ
き
住
居
（
す
ま
ひ
）

は
、
堪
へ
難
き
事
な
り
。 

 

深
き
水
は
、
涼
し
げ
な
し
。
浅
く
て
流
れ
た
る
、
遥
か
に
涼
し
。
細
（
こ
ま
）

か
な
る 

物
を
見
る
に
、
遣
戸
（
や
り
ど
）

は
、
蔀
（
し
と
み
）

の
間
よ
り
も
明
（
あ
か
）

し
。
天
井
の
高
き
は
、
冬
寒
く
、 

燈
（
と
も
し
び
）

暗
し
。
造
作
（
ぞ
う
さ
く
）

は
、
用
な
き
所
を
作
り
た
る
、
見
る
も
面
白
く
、
万
の
用
に
も 

立
ち
て
よ
し
と
ぞ
、
人
の
定
め
合
ひ
侍
り
し
。 

と
あ
る
。
こ
の
方
が
、
建
築
上
の
指
針
を
、
よ
り
具
体
的
に
与
え
て
い
る
と
言
え 

る
。
風
通
り
が
良
く
、
天
井
の
高
い
家
の
方
が
、
夏
は
涼
し
い
。
し
か
し
、
冬
は 

寒
い
。
そ
れ
で
、
冬
は
、
着
物
を
沢
山
着
て
、
火
鉢
で
暖
を
と
る
。
部
屋
全
体
を 

暖
め
る
こ
と
な
ど
、
所
詮
む
り
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た 

ろ
う
。
第
二
百
十
三
段
に
、 

 

御
前
（
ご
ぜ
ん
）

の
火
炉
（
く
わ
ろ
）

に
火
を
置
く
時
は
、
火
箸
し
て
挟
（
は
さ
）

む
事
な
し
。
土
器
（
か
は
ら
け
）

よ
り
直
（
た
ゞ
） 

ち
に
移
す
べ
し
。
さ
れ
ば
、
転
（
こ
ろ
）

び
落
ち
ぬ
や
う
に
心
得
て
、
炭
を
積
む
べ
き
な 

り
。 

 

八
幡
（
や
わ
た
）

の
御
幸
（
ご
か
う
）

に
、
供
奉
（
ぐ
ぶ
）

の
人
、
浄
衣
（
じ
ゃ
う
え
）

を
着
て
、
手
に
て
炭
を
さ
ゝ
れ
け
れ
ば
、 

或
有
職
の
人
、
「
白
き
物
を
着
た
る
日
は
、
火
箸
を
用
い
る
、
苦
し
か
ら
ず
」 

と
申
さ
れ
け
り
。 

と
あ
る
。
火
炉
は
炭
火
を
用
い
て
暖
を
と
る
火
鉢
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
第
五 

十
一
段
に
、 

 

亀
山
殿
（
か
め
や
ま
ど
の
）

の
御
池
（
み
い
け
）

に
大
井
川
（
お
ほ
ゐ
）

の
水
を
ま
か
せ
ら
れ
ん
と
て
、
大
井
の
土
民
に
仰 

せ
て
、
水
車
（
み
づ
ぐ
る
ま
）

を
作
ら
せ
ら
れ
け
り
。
多
く
の
銭
（
あ
し
）

を
給
ひ
て
、
数
日
（
す
じ
つ
）

に
営
み 

出
だ
し
て
、
掛
け
た
り
け
る
に
、
大
方
廻
（
お
ほ
か
た
め
ぐ
）

ら
ざ
り
け
れ
ば
、
と
か
く
直
（
な
ほ
）

し
け
れ 

ど
も
、
終
に
廻
（
ま
は
）

ら
で
、
い
た
づ
ら
に
立
て
り
け
り
。 

 

さ
て
、
宇
治
の
里
人
（
さ
と
び
と
）

を
召
し
て
、
こ
し
ら
へ
さ
せ
ら
れ
け
れ
ば
や
す
ら
か 

に
結
ひ
て
参
ら
せ
た
り
け
る
が
思
ふ
や
う
に
廻
（
め
ぐ
）

り
て
、
水
を
汲
み
入
（
い
）

る
ゝ
事 

め
で
た
か
り
け
り
。 

 

万
に
、
そ
の
道
を
知
れ
る
者
は
、
や
ん
ご
と
な
き
も
の
な
り
。 
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と
あ
っ
て
、
技
術
者
に
対
す
る
教
訓
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
大
井
川
は
、
京
都
の 

嵐
山
の
と
こ
ろ
を
流
れ
る
保
津
川
で
、
亀
山
殿
は
川
の
北
、
現
在
の
天
竜
寺
の
と 

こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
高
低
差
が
ど
の
程
度
か
知
ら
な
い
が
、
大
井
川
の
水 

で
水
車
を
廻
転
さ
せ
な
が
ら
、
水
を
汲
み
上
げ
て
か
ら
、
水
路
を
通
し
て
池
へ
流 

し
入
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
百
七
十
七
段
に
、 

 

 

鎌
倉
中
書
王
（
ち
ゅ
う
し
よ
わ
う
）

に
て
御
鞠
（
お
ん
ま
り
）

あ
り
け
る
に
、
雨
降
り
て
後
、
未
だ
庭
の
乾
か
ざ 

り
け
れ
ば
、
い
か
ゞ
せ
ん
と
沙
汰
あ
り
け
る
に
、
佐
々
木
隠
岐
入
道
、
鋸
の
屑 

を
車
に
積
み
て
、
多
く
奉
り
た
り
け
れ
ば
、
一
庭
（
ひ
と
に
わ
）

に
敷
か
れ
て
、
泥
土
の
煩
（
わ
ず
ら
）

い
ひ 

な
か
り
け
り
。
「
取
り
溜
め
け
ん
用
意
、
有
難
し
」
と
、
人
感
じ
合
へ
り
け
り
。 

 

こ
の
事
を
或
者
の
語
り
出
で
た
り
し
に
、
吉
田
中
納
言
の
、
「
乾
き
砂
子
（
す
な
ご
）

の 

用
意
や
は
な
か
り
け
る
」
と
の
た
ま
ひ
た
り
し
か
ば
、
恥
か
し
か
り
き
。
い
み 

じ
と
思
ひ
け
る
鋸
の
屑
、
賤
し
く
、
異
様
（
こ
と
や
う
）

の
事
な
り
。
庭
の
儀
を
奉
行
す
る
人
、 

乾
き
砂
子
を
設
く
る
は
、
故
実
（
こ
し
つ
）

な
り
と
ぞ
。 

 

と
こ
ろ
で
、
枕
草
子
に
は
全
然
書
か
れ
て
い
な
い
「
塵
塚
（
ち
り
つ
か
）
」
に
つ
い
て
の
一
文 

が
、
第
七
十
二
段
に
あ
る
。 

 

賤
し
げ
な
る
物
、
居
た
る
あ
た
り
に
調
度
の
多
き
。
硯
に
筆
の
多
き
。
持
仏 

堂
に
仏
の
多
き
。
前
栽
（
せ
ん
ざ
い
）

に
石
・
草
木
の
多
き
。
家
の
内
に
子
孫
（
こ
う
ま
ご
）

の
多
き
。
人
に 

あ
ひ
て
詞
（
こ
と
ば
）

の
多
き
。
願
文
（
ぐ
わ
ん
も
ん
）

に
作
善
（
さ
ぜ
ん
）

多
く
書
き
載
せ
た
る
。 

 

多
く
て
見
苦
し
か
ら
ぬ
は
、
文
車
（
ふ
ぐ
る
ま
）

の
文
（
ふ
み
）
。
塵
塚
の
塵
。 

塵
塚
の
塵
が
多
く
て
見
苦
し
く
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。 

塵
塚
に
塵
が
多
い
の
は
当
然
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
塵 

塚
と
い
う
も
の
が
文
章
に
現
わ
れ
る
の
は
、
生
活
の
中
で
、
塵
と
な
る
も
の
が
多 

く
な
っ
て
き
た
と
い
う
証
拠
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
三
百
年
以
上
の
経
過
に
よ
る 

生
活
の
変
化
に
基
づ
く
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
十
二
段
の
文
章
を
つ
ぎ
に
記 

し
て
、
こ
の
章
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。 

 

何
事
も
、
古
き
世
の
み
ぞ
慕
は
し
き
。
今
様
（
い
ま
よ
う
）

は
、
無
下
（
む
げ
）

に
い
や
し
く
こ
そ
な 

り
ゆ
く
め
れ
。
か
の
木
の
道
の
匠
（
た
く
み
）

の
造
れ
る
、
う
つ
く
し
き
器
物
（
う
つ
わ
も
の
）

も
、
古
代 

の
姿
こ
そ
を
か
し
と
見
ゆ
れ
。 

 

文
の
詞
な
ど
ぞ
、
昔
の
反
古
（
ほ
う
ご
）

ど
も
は
い
み
じ
き
。
た
だ
言
ふ
言
葉
も
、
口
を 

し
う
こ
そ
な
り
も
て
ゆ
く
な
れ
。
古
は
、
「
車
も
た
げ
よ
」、
「
火
か
ゝ
げ
よ
」 

と
こ
そ
言
ひ
し
を
、
今
様
の
人
は
、
「
も
て
あ
げ
よ
」、
「
か
き
あ
げ
よ
」
と
言 

う
。
「
主
殿
寮
人
数
立
（
と
の
も
れ
う
に
ん
じ
ゆ
た
）

て
」
と
言
ふ
べ
き
を
、
「
た
ち
あ
か
し
し
ろ
く
せ
よ
」
と 

言
ひ
、
最
勝
講
（
さ
い
し
よ
う
こ
う
）

の
御
聴
聞
所
（
み
ち
ゃ
う
も
ん
じ
ょ
）

な
る
を
ば
、「
御
講
の
廬
（
ご
か
う
ろ
）
」
と
こ
そ
言
ふ
を
、「
講 

廬
」
と
言
う
。
口
を
し
と
ぞ
、
古
き
人
は
仰
せ
ら
れ
し
。 

  
 
 
 
 
 
 

第
四
章 

結 

論 

  

枕
草
子
と
徒
然
草
に
書
か
れ
て
い
る
自
然
を
と
り
あ
げ
、
自
然
を
見
つ
め
る 

「
め
」
や
、
自
然
に
対
す
る
「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
ど
ち
ら 

も
、
自
然
と
生
活
に
注
目
し
て
、
観
察
・
描
写
し
、
自
分
の
気
持
ち
ゃ
考
え
を
込 

め
た
文
章
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
四
季
の
移
り
変
り
の
な
か
で
、
自
然
を
見
て 

感
動
し
、
ま
た
自
然
に
対
し
て
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
の
リ
ズ
ム 

が
生
れ
、
心
豊
か
な
生
活
が
お
く
れ
る
。
年
間
の
行
事
も
、
そ
の
時
期
の
自
然
環 
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境
の
も
と
で
こ
そ
意
義
あ
る
も
の
と
な
り
、
い
き
い
き
し
て
く
る
。 

 
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
枕
草
子
の
方
が
叙
情
的
で
あ
る
が
、
徒
然
草
に
も
叙
情 

的
な
文
も
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
を
と
ら
え
て
道
理
を
説
き
、
命
あ
る
も
の
に
老 

や
死
を
見
す
え
て
、
人
の
生
き
方
を
さ
と
す
。
四
十
才
を
過
ぎ
て
か
ら
の
生
き
方 

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
食
・
住
・
衣
・
薬
の
四
つ
の
欠
け
ざ 

る
を
富
め
り
」
と
し
、
食
事
と
調
味
が
大
事
で
あ
り
、
さ
ら
に
医
術
の
大
切
な
こ 

と
と
、
道
を
知
る
こ
と
は
、
技
術
者
の
み
な
ら
ず
、
よ
ろ
ず
に
尊
い
こ
と
を
教
え 

る
の
で
あ
る
。
唐
土
か
ら
は
薬
だ
け
を
輸
入
し
、
ま
た
す
こ
し
の
空
地
に
も
、
食 

う
物
や
薬
種
を
植
え
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。
興
味
の
あ
る
こ
と
は
、
塵
塚
の
塵
の 

多
い
こ
と
は
見
苦
し
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

枕
草
子
と
徒
然
草
を
読
む
と
、
作
者
の
履
歴
の
違
い
と
、
三
百
年
の
時
の
流
れ 

を
感
じ
る
一
方
、
自
然
に
つ
い
て
の
日
本
人
の
「
め
」
や
「
こ
こ
ろ
」
に
何
ら
の 

変
り
が
な
く
、
し
か
も
そ
れ
が
現
在
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
い
て
、
日
本
文
化
の
基 

盤
に
も
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
が
、
生
徒
や
学
生
の
学 

習
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
日
本
文
化
の
伝
統
の
も
と
で
、
自
然
を
見
つ 

め
、
自
然
の
息
吹
き
を
感
じ
、
自
然
を
愛
し
、
自
然
を
お
そ
れ
、
自
然
を
理
解
し
、 

自
然
を
大
切
に
し
、
そ
し
て
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

あ
ら
た
な
科
学
技
術
の
創
造
と
発
展
に
寄
与
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
持
っ
た
青
少 

年
が
沢
山
育
つ
こ
と
が
期
待
で
き
る
。 

  
 

 

注 

 

1 

「
日
本
文
化
総
合
年
表
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
三
月
。
な
お
、
こ
の 

年
表
に
よ
る
と
、
九
九
九
年
頃
、
イ
ン
ド
の
数
学
者
シ
ュ
ー
リ
ン
ダ
ラ
が 

零
の
重
要
性
を
発
見
し
た
と
い
う
。 

2 

岩
波
書
店
刊
「
日
本
古
典
文
学
大
系
十
九
、
枕
草
子 

紫
式
部
日
記
」
昭
和 

四
七
年
十
二
月
に
よ
る
。
な
お
ル
ビ
は
、
必
要
に
応
じ
て
付
し
た
。
以
下 

同
じ
。
注
釈
も
参
照
し
た
。 

3 

新
村
出
編
「
広
辞
苑
・
第
四
版
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
十
一
月
。 

4 

平
成
六
年
四
月
一
日
に
高
等
学
校
の
第
一
学
年
に
入
学
し
た
生
徒
か
ら
適 

用
さ
れ
る
、
新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
と
、
国
語
科
の
科 

目
に
は
、
国
語
Ⅰ(

4)

、
国
語
Ⅱ(

4)

、
国
語
表
現(

2)

、
現
代
文(

4)

、 

現
代
語(

2)

、
古
典
Ⅰ(

3)

、
古
典
Ⅱ(

3)

、
古
典
講
読(

2)

の
八 

科
目
が
あ
り
、
生
徒
の
特
性
、
進
路
等
に
応
じ
た
指
導
を
充
実
で
き
る
よ 

う
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
国
語
Ⅰ
が
必
修
科
目
で
あ
る
。
一
方
、
高 

専
教
育
方
法
改
善
専
門
委
員
会
国
語
科
部
会
の
報
告
書(

一
九
九
二
、
七
） 

「
高
専
の
国
語
教
育
」
に
よ
る
と
、
「
古
典
教
育
の
充
実
」
の
項
を
設
け
て 

論
じ
て
い
る
。 

5 

徒
然
草
の
第
百
七
十
五
段
に
、
「
世
に
は
、
心
得
ぬ
事
の
多
き
な
り
。
と
も 

あ
る
毎
に
は
、
ま
づ
、
酒
を
勧
め
て
、
強
ひ
飲
ま
せ
た
る
を
興
と
す
る
事
、 

如
何
な
る
故
と
も
心
得
ず
。
云
々
。
」
と
あ
る
。 

6 

四
〇
段
に
、
「
白
樫
と
い
ふ
も
の
は
、
ま
い
て
深
山
木
の
な
か
に
も
い
と
け 

ど
ほ
く
て
、
三
位
・
二
位
の
う
へ
の
き
ぬ
染
む
る
を
り
ば
か
り
こ
そ
、
葉 

を
だ
に
人
の
見
る
め
れ
ば
、
を
か
し
き
こ
と
、
め
で
た
き
こ
と
に
と
り
い 

づ
べ
く
も
あ
ら
ね
ど
、
い
づ
く
と
も
な
く
雪
の
ふ
り
お
き
た
る
に
見
ま
が 

 



18 

へ
ら
れ
、
素
戔
嗚
尊
出
雲
の
国
に
お
は
し
け
る
御
こ
と
を
思
ひ
て
、
人
丸 

が
よ
み
た
る
歌
な
ど
を
思
ふ
に
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
り
。
云
々
。
」
と
あ 

る
。 

7 
蝿
に
つ
い
て
は
「
蠅
（
は
え
）

こ
そ
に
く
き
物
の
う
ち
に
い
れ
つ
べ
く
、
愛
敬
な
き 

物
は
あ
れ
。
人
々
し
う
、
か
た
き
な
ど
に
す
べ
き
も
の
の
お
ほ
き
さ
に
は 

あ
ら
ね
ど
、
秋
な
ど
、
た
だ
よ
ろ
づ
の
物
に
ゐ
、
顔
な
ど
に
、
ぬ
れ
足
し 

て
ゐ
る
な
ど
よ
。
人
の
名
に
つ
き
た
る
、
い
と
う
と
ま
し
。
」
と
あ
る
。
ま 

た
蟻
に
つ
い
て
は
、
「
蟻
は
、
い
と
に
く
け
れ
ど
、
か
ろ
び
い
み
じ
う
て 

水
の
上
な
ど
を
、
た
だ
あ
ゆ
み
に
あ
ゆ
み
あ
り
く
こ
そ
を
か
し
け
れ
。」
と 

あ
る
。 

8 

「
新
編
日
本
史
辞
典
」
、
京
大
日
本
史
辞
典
編
纂
会
編
、
東
京
創
元
社
、
平 

成
二
年
八
月
。 

9 

「
日
本
文
化
総
合
年
表
」
（
前
出
）
に
よ
る
。 

10 

町
田
誠
之
「
紙
と
日
本
文
化
」
日
本
放
送
出
版
協
会(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）、 

平
成
元
年
十
一
月
。 

11 

「
新
編
日
本
史
辞
典
」
（
前
出
）
に
よ
る
。 

12 

田
植
と
稲
の
こ
と
は
、
二
二
六
・
二
二
七
段
に
、
豆
の
こ
と
は
一
〇
八
段 

に
出
て
く
る
。 

13 

岐
美
格
、
人
類
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
か
、
メ
カ
ラ
イ 

フ
、
十
五
号
、
一
九
八
九
、
三
、
日
本
機
械
学
会
。 

14 

「
日
本
文
化
総
合
年
表
」
（
前
出
）
に
よ
る
、
な
お
、
こ
の
年
表
に
よ
る
と
、 

一
二
七
一
年
に
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
が
イ
タ
リ
ア
を
出
発
し
て
東
方
旅
行
に
出 

か
け
た
。
一
二
九
二
年
に
、
ダ
ン
テ
の
「
新
生
」
が
で
き
た
。
一
二
九
八 

年
に
、
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
の
「
東
方
見
聞
録
」
が
で
き
た
。
そ
し
て
一
三
一 

三
年
に
ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
が
で
き
た
と
い
う
。 

15 

「
新
訂
徒
然
草
」
西
尾
実
・
安
良
岡
康
作
校
注
、
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、 

一
九
八
七
年
八
月
に
よ
る
。
な
お
、
ル
ビ
は
必
要
に
応
じ
て
付
し
た
。
以 

下
同
じ
。
注
釈
も
参
照
し
た
。 

16 

自
然
現
象
に
つ
い
て
の
観
察
の
こ
ま
や
か
さ
は
、
つ
ぎ
の
第
百
五
段
の
文 

に
も
見
ら
れ
る
。
「
北
の
屋
陰
に
消
え
残
り
た
る
雪
の
、
い
た
う
凍
り
た
る 

に
、
さ
し
寄
せ
た
る
車
の
轅
（
な
が
え
）

も
、
霜
い
た
く
き
ら
め
き
て
、
有
明
の
月
、 

さ
や
か
な
れ
ど
も
、
隈
な
く
は
あ
ら
ぬ
に
、
人
離
れ
な
る
御
堂
の
廊
に
、 

な
み
〳
〵
に
は
あ
ら
ず
と
見
ゆ
る
男
、
女
と
な
げ
し
に
尻
か
け
て
、
物
語 

す
る
さ
ま
こ
そ
、
何
事
に
か
あ
ら
ん
、
尽
き
す
ま
じ
け
れ
。
云
々
。
」 

17 

「
新
訂
徒
然
草
」
（
前
出
）
の
注
釈
に
よ
る
と
、
「
た
と
え
ば
牡
丹
・
芭
蕉 

・
薔
薇
・
蘭
な
ど
」
と
い
う
。
枕
草
子
の
四
〇
段
に
は
、
「
姿
な
け
れ
ど 

椶
櫚
（
す
ろ
）

の
木
、
唐
め
き
て
、
わ
る
き
家
の
物
と
は
見
え
ず
。
」
と
あ
る
。 

18 

た
と
え
ば
第
四
十
四
段
に
、
「
心
の
ま
ゝ
に
茂
れ
る
秋
の
野
ら
は
、
置
き
余 

る
露
に
埋
も
れ
て
、
虫
の
音
か
ご
と
が
ま
し
く
、
遣
水
の
音
の
ど
や
か
な 

り
。
都
の
空
よ
り
は
雲
の
往
来
も
速
き
心
地
し
て
、
月
の
晴
れ
曇
る
事
定 

め
難
し
。
」
と
あ
る
。 

19 

た
と
え
ば
第
百
六
十
六
段
に
、
「
人
間
の
、
営
み
合
へ
る
わ
ざ
を
見
る
に
、 

春
の
日
に
雪
仏
を
作
り
て
、
そ
の
た
め
に
金
銀
・
珠
玉
の
飾
り
を
営
み 

堂
を
建
て
ん
と
す
る
に
似
た
り
。
そ
の
構
へ
を
待
ち
て
、
よ
く
安
置
し
て 

 



19 

ん
や
。
人
の
命
あ
り
と
見
る
ほ
ど
も
、
下
よ
り
消
ゆ
る
こ
と
雪
の
如
く
な 

る
う
ち
に
、
営
み
待
っ
こ
と
甚
だ
多
し
。
」
と
あ
る
。 

20 

第
二
百
二
段
「
十
月
を
神
無
月
（
か
み
な
づ
き
）

と
言
ひ
て
、
神
事
に
憚
る
べ
き
よ
し
は
、 

記
し
た
る
物
な
し
。
本
文
（
も
と
ふ
み
）

も
見
え
ず
。
但
し
、
当
月
、
諸
社
の
祭
な
き
故 

に
、
こ
の
名
あ
る
か
。 

 

こ
の
月
、
万
の
神
達
、
太
神
宮
に
集
り
給
ふ
な
ど
言
ふ
説
あ
れ
ど
も
、 

そ
の
本
説
な
し
。
さ
る
事
な
ら
ば
、
伊
勢
に
は
殊
に
祭
月
と
す
べ
き
に
、 

そ
の
例
も
な
し
。
十
月
、
諸
社
の
行
幸
、
そ
の
例
も
多
し
。
但
し
、
多
く 

は
不
吉
の
例
な
り
。
」 

21 

第
百
十
三
段
に
、
「
四
十
に
も
余
り
ぬ
る
人
の
、
色
め
き
た
る
方
（
か
た
）
、
お
の
づ 

か
ら
忍
び
て
あ
ら
ん
は
、
い
か
ゞ
は
せ
ん
、
言
（
こ
と
）

に
打
ち
出
で
て
、
男
・
女 

の
事
、
人
の
上
を
も
言
ひ
戯
（
た
は
ぶ
）

る
ゝ
こ
そ
、
に
げ
な
く
、
見
苦
し
け
れ
。
大 

方
、
聞
き
に
く
ゝ
、
見
苦
し
き
事
、
老
人
（
お
い
び
と
）

の
、
若
き
人
に
交
り
て
、
興
あ 

ら
ん
と
物
言
ひ
ゐ
た
る
。
数
な
ら
ぬ
身
に
て
、
世
の
覚
え
あ
る
人
を
隔
て 

な
き
さ
ま
に
言
ひ
た
る
。
貧
し
き
所
に
、
酒
宴
好
み
、
客
人
（
ま
ら
う
ど
）

に
餐
応
（
あ
る
じ
）

せ
ん 

と
き
ら
め
き
た
る
。
」
、
第
百
四
十
八
段
に
、
「
四
十
以
後
の
人
、
身
に
灸
を 

加
へ
て
、
三
里
を
焼
か
ざ
れ
ば
、
上
気
（
じ
ゃ
う
き
）

の
事
あ
り
。
必
ず
灸
す
べ
し
。
」
と 

あ
る
。 

22 

「
春
暮
れ
て
後
、
夏
に
な
り
、
夏
果
て
て
、
秋
の
来
る
に
あ
ら
ず
。
春
は 

や
が
て
夏
の
気
を
催
し
、
夏
よ
り
既
に
秋
は
通
ひ
、
秋
は
即
ち
寒
く
な
り
、 

十
月
は
小
春
の
天
気
、
草
も
青
く
な
り
、
梅
も
薔
み
ぬ
。
木
の
葉
の
落
つ 

る
も
、
先
づ
落
ち
て
芽
ぐ
む
に
は
あ
ら
ず
、
下
よ
り
萌
（
き
ざ
）

し
つ
は
る
に
堪
ヘ 

ず
し
て
落
つ
る
な
り
。
迎
ふ
る
気
、
下
に
設
け
た
る
故
に
、
待
ち
と
る
序
（
つ
い
で
） 

甚
だ
速
し
。
生
（
し
ょ
う
）
・
老
（
ら
う
）
・
病
・
死
の
移
り
来
る
事
、
ま
た
こ
れ
に
過
ぎ
た
り
。 

四
季
は
、
な
ほ
、
定
ま
れ
る
序
あ
り
。
死
期
（
し
ご
）

は
序
を
待
た
ず
。
死
は
、
前 

よ
り
し
も
来
ら
ず
、
か
ね
て
後
に
迫
れ
り
。
人
皆
死
あ
る
事
を
知
り
て
、 

待
つ
こ
と
し
か
も
急
な
ら
ざ
る
に
、
覚
え
ず
し
て
来
る
。
沖
の
干
潟
（
ひ
か
た
）

遥
か 

な
れ
ど
も
、
磯
よ
り
潮
（
し
ほ
）

の
滴
つ
る
が
如
し
。
」 

（
平
成
四
年
九
月
三
日
受
理
） 

 

  
 

 

追
加
の
注
（
京
機
会
に
よ
る
） 

 

著
者
注
の
2
と
15
を
太
字
に
し
た
。
古
典
の
場
合
は
諸
本
が
あ
る
の
で
、
ど
れ
を
底
本
に
す
る
か
で
、
文
章

が
全
く
異
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。 

 

な
お
、
岐
美
先
生
は
、
枕
草
子
の
段
に
は
「
第
」
を
付
け
ず
、
徒
然
草
の
段
に
は
「
第
」
を
付
け
て
、
区
別
し

て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

（
令
和
三
年
八
月
六
日
） 

 




