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あ
ら
ま
し
　
大
橋
訥
庵
は
そ
の
思
想
的
遍
歴
の
途
次
に
お
い
て
、
最
後
的
な
安
立

地
を
求
め
て
陸
王
学
を
棄
て
て
朱
子
学
へ
と
転
回
す
る
に
至
っ
た
が
、
一
時
そ
の
門

に
あ
っ
た
新
宮
士
敬
は
終
生
陽
明
学
の
範
籬
を
守
っ
て
そ
の
外
に
出
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
両
者
の
生
の
体
験
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
し
て
、
朱
子
学
と

陽
明
学
と
い
う
中
国
近
世
を
代
表
す
る
二
つ
の
教
学
間
に
「
改
宗
」
と
い
う
事
実
が

成
立
（
あ
る
い
は
不
成
立
）
す
る
た
め
に
は
、
い
か
な
る
事
態
が
介
在
す
る
か
と
い

う
問
題
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
。
続
け
て
、
訥
庵
が
学
問
す
る
こ
と
に
お
い
て
学
者

に
「
激

イ
ン
ス
パ
イ
ヤ
ー
昂
之
気
象
」
を
要
求
し
て
い
る
事
実
に
注
目
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
彼
の
学

の
性
格
規
定
、
あ
る
い
は
思
想
的
個
性
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
思
想
の
激
昂
的
性

格
を
把
握
す
る
こ
と
が
決
定
的
な
大
前
提
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
仮
説
と
し
て
提
示

し
た
。
な
お
、
こ
の
事
実
は
そ
の
思
想
自
体
が
訥
庵
と
い
う
一
箇
の
人
間
の
気
質
＝

性
格
の
刻
印
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
訥
庵

の
学
者
＝
思
想
家
と
し
て
の
地
位
・
存
在
が
乏
し
き
時
代
に
お
い
て
嶄
然
と
際
立
っ

て
い
た
ご
と
く
、
そ
の
気
質
＝
性
格
も
ま
た
そ
の
時
代
に
お
い
て
燦
然
と
異
彩
を
放

つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
証
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
彼
の
頼
三
樹
三
郎
刑

屍
収
葬
一
条
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
論
じ
た
。

　　
　
十
三
（
承
前
）

　
以
下
の
叙
述
は
、
前
稿
の
末
尾
に
士
敬
の
書
簡
を
引
用
し
て
い
る
の
を
承
け
て
い

る
。
近
来
『
朱
子
文
集
』
を
通
読
し
て
い
る
が
、
改
め
て
朱
子
の
学
が
「
精
密
の
正
学
」

（
陽
明
学
の
徒
の
士
敬
が
朱
子
学
を
取
り
来
た
っ
て
「
正
学
」
と
称
し
て
い
る
こ
と

は
、
や
は
り
注
目
に
値
す
る
）
で
あ
る
こ
と
に
得
心
が
行
っ
た
…
…
こ
と
、
訥
庵
の

浩
然
章
（『
孟
子
』
公
孫
丑
章
句
上
）
の
講
義
を
聴
聞
し
て
い
る
が
、
朱
子
の
工
夫
の
精

密
・
苦
心
の
処
が『
孟
子
集
注
』浩
然
章
に
も
観
て
取
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
張
横
渠
の『
西

銘
』（
同
書
は
片
々
た
る
小
文
に
す
ぎ
な
い
が
、
民
を
吾
が
同
胞
と
し
物
を
吾
が
与

と
も
が
らと
し

て
、
同
胞
愛
の
精
神
を
高
調
し
た
も
の
）
を
読
ん
で
い
る
が
、
発
明
す
る
と
こ
ろ
が

少
な
く
な
い
こ
と
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
士
敬
の
宋
学
に
対
す
る
造
詣
の
一
斑
を
語
る

も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
前
出
の
端
山
宛
の
書
簡
で
、
彼
が
敬
斎
と
胡
安
国
の
『
春

秋
胡
氏
伝
』
の
講
会
を
始
め
た
と
報
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
宋
学
に
対
す
る
関
心

の
一
斑
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
単
な
る
指
摘
に
止
ど
め
て
、
今
後

の
検
討
に
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
士
敬
の
師
の
一
斎
の
「
朱
王
合
一
」
論
的
な
立
場

と
い
う
の
が
、
本
来
朱
子
学
に
対
し
て
も
こ
う
い
う
関
心
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
一
斎
の
著
述
が
広
く
宋
学
の
文
献
に
も

及
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
幕
末
昌
平
黌
儒
官
と
し
て
の
彼
の
史
的
地
位

を
指
摘
す
れ
ば
、
思
い
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
わ
れ
わ
れ
が
敢
え
て
こ
の
よ
う
に
言
う
所
以
は
、
朱
王
両
学
に
対
し
て
広
範
な

知
識
、
関
心
を
擁
し
て
い
る
一
斎
の
「
朱
王
合
一
」
論
的
な
立
場
が
、
朱
子
学
的
な

エ
レ
メ
ン
ト
と
陽
明
学
的
な
そ
れ
と
を
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
結
合
さ
せ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
が
、
依
然
と
し
て
問
題
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
曩
に
訥
庵

門
下
に
お
い
て
は
為
学
の
変
遷
と
い
う
事
態
が
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て

肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
栗
水
は
そ
の
よ
う
な

例
証
の
一
つ
と
し
て
訥
庵
の
次
の
言
説
を
あ
げ
て
い
る
。

先
師
（
訥
庵
を
指
す
）
観
省
録
ノ
事
、
僕
嘗
テ
謄
写
セ
ン
事
ヲ
請
フ
。
先
師
許
サ

幕
末
維
新
に
お
け
る
新
朱
王
学
の
展
開
（
Ⅻ
）

　
　
　 

並
木
栗
水
及
び
楠
本
碩
水
・
東
沢
瀉
の
史
的
地
位 

　
　
　

望
月
　
髙
明
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ズ
シ
テ
曰
く
、
此
書
前
年
見
ル
所
ヲ
録
シ
テ
一
斎
翁
ノ
鑑
定
ヲ
乞
ヒ
シ
ニ
、
翁
大

ニ
嘆
賞
セ
リ
。
然
レ
ト
モ
近
来
説
頗
ル
変
ゼ
リ
。
故
ニ
一
応
改
刪
セ
ザ
レ
バ
人
ニ

示
ス
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
云
ハ
レ
キ
。
因
テ
云
フ
、
人
少
ヨ
リ
老
ニ
至
ル
マ
デ
、
一
説

ヲ
固
守
ス
ル
ハ
其
学
進
歩
ナ
キ
故
也
。
若
シ
学
識
一
歩
ヲ
進
ム
ル
ト
キ
ハ
、
説
亦

従
テ
変
ズ
ル
モ
ノ
也
ト
。
僕
大
ニ
其
言
ノ
味
ア
ル
ヲ
感
ゼ
リ
。
所
謂
蘧
伯
玉
ガ

四
十
九
年
ノ
非
ヲ
知
ル
モ
、
是
等
ノ
類
ナ
ル
ベ
シ
。（『
朱
子
書
』、
四
二
六
頁
〜
）

『
観
省
録
』
は
二
巻
、
更
に
附
録
と
し
て
「
学
問
四
真
」
及
び
「
与
人
論
陸
王
書
」

を
附
載
す
る（『
大
橋
訥
菴
全
集
』中
巻
に
収
録
）。
因
み
に「
所
謂
蘧
伯
玉
云
々
」は
、

『
論
語
』
憲
問
篇
を
典
拠
と
す
る
。
な
お
、栗
水
の
次
の
文
は
直
接
に
は
訥
庵
の
「
与

人
論
陸
王
書
」
に
つ
い
て
の
論
評
で
あ
る
が
、『
観
省
録
』
の
基
調
も
ほ
と
ん
ど
こ

れ
を
出
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
紹
介
の
意
も
兼
ね
て
参
考
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
と

す
る
。
栗
水
は
「
与
人
論
陸
王
書
」
を
読
む
こ
と
再
三
、
然
る
後
に
そ
れ
が
先
師
初

年
の
見
で
あ
っ
て
、
後
来
の
定
説
で
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
け
て
先
師

の
学
は
そ
の
宗
旨
が
し
ば
し
ば
変
遷
し
、
初
め
陽
明
を
学
び
、
更
に
禅
理
を
窮
め
（
な

お
、
訥
庵
が
『
観
省
録
』
に
お
い
て
禅
心
学
の
論
難
に
力
を
尽
く
し
て
い
る
辺
り
に
、

そ
の
痕
跡
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
）、
最
後
に
朱
子
に
帰
し
た
と
そ
の
消
息
を
語
っ

て
い
る
。
そ
の
際
、
訥
庵
の
「
学
は
須
ら
く
日
に
新
た
な
る
べ
し
。
始
終
一
説
を
守

る
者は

、
其
の
識
長
進
せ
ざ
れ
ば
な
り
」
と
い
う
例
の
言
を
示
す
こ
と
を
忘
れ
て
い
な

い
。
以
下
に
あ
げ
る
の
は
そ
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

此
の
書
は
陸
王
を
排
せ
ざ
る
を
以
て
主
と
為
す
。
大
意
は
以
為
え
ら
く
、
陸
王
と

朱
子
と
同
じ
く
孔
子
を
学
ぶ
者
な
り
。
其
の
造
詣
の
異
な
る
は
、
猶
お
孔
門
四
科

の
倫
の
ご
と
く
、
人
人
同
じ
き
を
必
せ
ざ
る
な
り
。
而
し
て
孔
門
の
諸
賢
、
未
だ

曾
て
相
聚
訟
せ
ず
。
今
の
専
ら
陸
王
を
排
す
る
者
は
、
竟
に
聚
訟
を
成
し
、
大
い

に
孔
門
の
和
衷
相
済
す
の
義
に
非
ず
と
。
嗚
呼
、
是
れ
程
篁
墩
輩
の
朱
王
合
一
の

論
な
り
。苟
し
く
も
其
れ
を
し
て
朱
子
と
同
じ
く
聖
門
の
正
伝
に
出
で
し
め
ん
か
。

何
ぞ
排
斥
す
る
を
用
い
ん
。
誠
に
聖
学
と
塗
を
殊
に
し
て
端
を
異
に
す
れ
ば
、
則

ち
邪
説
な
り
。烏
ぞ
痛
く
之
を
斥
け
ざ
る
べ
け
ん
や
。（
訥
菴
先
師
論
陸
王
書
後
序
）

こ
の
よ
う
に
栗
水
が
明
の
人
程
篁
墩
の
朱
王
合
一
論
に
比
擬
し
て
い
る
の
に
徴
す
る

と
、
こ
の
時
期
の
訥
庵
の
立
場
と
い
う
の
は
、
大
体
陸
王
の
心
学
を
本
と
し
、
朱
子

の
窮
理
を
体
認
的
な
功
夫
と
解
し
て
両
者
の
同
旨
を
論
ず
る
折
衷
論
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。

　
右
の
ご
と
く
訥
庵
及
び
そ
の
門
下
に
お
い
て
は
、
為
学
の
変
遷
と
い
う
こ
と
が
積

極
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
取
ら
れ
て
い
た
事
実
に
徴
す
る

と
、
士
敬
の
学
と
い
う
の
は
訥
庵
の
目
に
は
一
説
を
ど
こ
ま
で
も
固
守
し
て
学
識
に

進
展
の
見
ら
れ
な
い
、
旧
態
依
然
た
る
底
の
も
の
と
映
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
か

く
論
じ
来
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
必
然
的
に
次
の
ご
と
き
問
い
を
禁
ず
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
訥
庵
に
お
い
て
は
陸
王
学
か
ら
朱
子
学
へ
の
転
回
と
い
う
事

態
が
生
起
し
た
の
に
（
こ
の
こ
と
は
か
つ
て
一
斎
の
強
力
な
磁
場
、
羈
絆
に
捉
え
ら

れ
た
訥
庵
一
人
に
止
ど
ま
ら
な
い
。
敬
斎
や
端
山
等
も
同
様
で
あ
っ
た
）、
士
敬
に

お
い
て
そ
う
い
う
事
態
が
惹
起
し
な
か
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
と
。（
こ
の
よ
う

に
陸
王
学
か
ら
朱
子
学
へ
の
転
回
と
い
う
象ア

ス
ペ
ク
ト面に
焦
点
を
当
て
て
論
ず
る
の
は
、
そ

う
い
う
パ
タ
ー
ン
が
幕
末
期
の
朱
子
学
派
の
代
表
的
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
訥
庵
の
生
に

お
い
て
典
型
的
に
観
取
し
得
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
と
は
逆
の
パ

タ
ー
ン
と
し
て
朱
子
学
か
ら
陸
王
学
へ
の
転
回
と
い
う
象
面
が
、
同
等
の
資
格
に
お

い
て
主
張
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
固
よ
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
典
型

的
な
例
の
一
つ
と
し
て
、
時
代
は
異
な
る
が
日
本
陽
明
学
の
祖
の
中
江
藤
樹
が
あ
げ

ら
れ
る
。
藤
樹
は
最
初
朱
子
学
か
ら
出
立
し
た
が
（
当
時
、
本
邦
儒
学
の
中
心
勢
力

は
い
う
ま
で
も
な
く
朱
子
学
で
あ
っ
た
）、
王
竜
渓
の
語
録
を
読
ん
で
触
発
す
る
こ

と
多
き
を
喜
び
、
朱
子
学
を
棄
て
て
陽
明
学
へ
転
向
し
た
）。
な
お
、
宗
教
学
的
な

範
疇
を
借
り
て
「
改
宗
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
と
、
こ
の
こ
と
の
究
明

は
朱
子
学
・
陽
明
学
と
い
う
中
国
近
世
を
代
表
す
る
二
つ
の
教
学
間
に
「
改
宗
」
と

い
う
事
実
が
成
立
（
あ
る
い
は
不
成
立
）
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
事
態
が
介
在

す
る
か
と
い
う
問
題
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
で
あ
ろ
う
。

　
初
め
に
陽
明
学
か
ら
朱
子
学
へ
の
転
回
と
い
う
事
態
が
士
敬
に
お
い
て
生
起
し
な

か
っ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
と
し
よ
う
。
そ
の
問
い
に
は
端
的
に
、

人
間
の
根
本
に
あ
る
問
題
が
そ
こ
で
一
切
落
着
し
て
い
る
よ
う
な
原
点
を
陽
明
学
が

保
持
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
陽
明
学

に
お
い
て
既
に
人
間
の
根
本
の
問
題
が
真
に
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
朱
子

学
に
敬
意
を
払
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
別
に
そ
れ
に
改
宗
す
る
必
然
性
は
見
出
し
難

い
。
上
来
見
来
た
っ
た
ご
と
き
士
敬
の
宋
学
に
対
す
る
関
心
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
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そ
う
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。（
も
っ
と
も
、
士
敬
の
学
が
「
朱

王
合
一
」
論
的
立
場
を
標
榜
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
初
か
ら
彼
に
お
い
て
は

陽
明
学
か
ら
朱
子
学
へ
の
転
回
と
い
う
事
態
は
射
程
に
入
っ
て
こ
ず
、
精
々
主
体
に

お
け
る
朱
王
の
重
心
の
位
置
の
移
動
（
朱
王
両
学
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
濃
淡
強
弱
）
と

い
う
に
止
ど
ま
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
上
来
の
叙
述
は
論
点
を
際
立

た
せ
る
た
め
に
意
図
的
に
単
純
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
）。
そ
し
て
、
士
敬
の

学
の
原
型
が
彼
や
そ
の
講
友
た
ち
の
共
通
の
師
で
あ
る
一
斎
に
お
い
て
典
型
的
に
観

取
し
得
る
と
こ
ろ
の
「
朱
王
合
一
」
論
的
な
立
場
に
淵
源
し
て
い
る
こ
と
は
固
よ
り
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
士
敬
の
学
を
一
斎
の
学
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
、
あ
る

い
は
そ
の
亜
流
化
と
す
る
理
解
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
士
敬
を

含
め
て
、
そ
の
他
一
斎
門
下
の
陽
明
学
者
（
例
え
ば
秋
陽
・
沢
瀉
等
）
の
幾
人
か
の

学
と
は
、
一
斎
の
立
場
を
一
層
深
め
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
「
朱
王
合
一
」
と
い

う
こ
と
を
標
榜
し
て
い
て
も
、
両
者
の
間
に
は
質
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

の
が
、
小
論
を
貫
い
て
い
る
根
本
的
な
理
解
で
あ
る
。
な
お
、
士
敬
に
お
い
て
は
そ

の
学
の
性
格
を
占
う
資
料
が
決
定
的
に
不
足
し
て
い
て
判
然
と
し
な
い
け
れ
ど
、
こ

の
こ
と
は
一
斎
直
伝
の
弟
子
の
う
ち
特
に
錚
々
た
る
者
、
秋
陽
並
び
に
そ
の
高
弟
の

沢
瀉
の
学
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
陸
王
学
か
ら
朱
子
学
へ
の
転
回
と
い
う
事
態
が
訥
庵
に
お
い
て
生
起
し
た
の

は
何
故
か
と
い
う
問
題
に
答
え
る
と
し
よ
う
。
彼
が
そ
の
為
学
の
端
緒
に
お
い
て
陽

朱
陰
王
的
学
風
の
一
斎
の
許
に
従
学
し
た
こ
と
が
、
そ
の
学
問
の
性
格
を
深
い
と
こ

ろ
で
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
え
な
い
。
訥
庵
の
学
問
が
最
初
朱
王
折
衷

的
な
立
場
か
ら
出
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
初
期
の
著
作
「
与
人
論
陸
王
書
」
や

『
観
省
録
』
に
徴
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
訥
庵
の
陸
王
学
か
ら
朱
子
学
へ

の
転
回
の
跡
を
語
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
断
片
的
な
も
の
に
止
ど
ま
る
が
、
一
、二
の

資
料
を
あ
げ
て
そ
の
様
相
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

走
近
年
益
〻
陽
明
学
術
之
非
を
看
破
致
候
て
、
最
早
確
乎
不
動
様
被
レ存
候
。
程
朱

之
説
ハ
平
易
著
実
、
陽
明
派
之
説
は
高
妙
直
捷
。
此
が
正
邪
の
分
途
に
て
、
迂
遠

ニ
似
た
る
方
慥
ニ
正
学
ニ
候
得
共
、
今
世
之
儒
者
ニ
眼
光
之
透
り
候
者
は
無
レ之
様

存
候
。
吉
邨
重
介
事
、
古
本
大
学
之
注
解
を
著
し
愛
日
楼
へ
寄
来
候
由
、
小
生
は

一
閲
不
レ仕
候
。吉
邨
な
と
も
世
儒
ニ
比
ス
レ
ハ
銕
中
之
錚
〻
に
も
可
レ有
レ之
候
得
共
、

何
分
半
上
落
下
之
学
に
て
聖
学
之
路
径
を
認
得
て
清
楚
な
る
者
ニ
無
レ之
段
は
遺
恨

之
至
。
畢
竟
志
之
猛
烈
な
ら
ぬ
ニ
坐
し
候
事
と
存
候
。
只
〻
今
日
ニ
在
て
ハ
正
学

を
商
量
す
べ
き
者
、
海
西
千
里
之
外
ニ
貴
兄
を
恃
候
外
無
レ之
候
間
、
憚
乍
折
角
〻

〻
御
研
鑽
被
レ成
候
様
奉
レ存
候
。（「
大
橋
訥
菴
書
翰
集
」
楠
本
確
蔵
宛
自
筆
書
翰
）

余
ハ
嘗
テ
陽
明
ノ
学
ヲ
喜
テ
、
其
説
ヲ
モ
研
鑽
シ
、
其
工
夫
ヲ
モ
体
験
セ
シ
ガ
、

推
覈
多
年
ノ
中
、
一
旦
悟
ル
所
ア
リ
テ
、
其
学
ノ
紕
謬
多
ク
、
純
正
ナ
ラ
ザ
ル
コ

ト
ヲ
知
レ
リ
。
其
紕
謬
ハ
、
全
ク
窮
理
ノ
功
ヲ
外
馳
ト
思
ヒ
、
只
管
心
ヲ
モ
テ
事

物
ヲ
御
セ
ン
ト
欲
シ
テ
、
物
ニ
即
テ
理
ヲ
窮
メ
ザ
レ
バ
、
心
モ
其
正
当
ヲ
得
ガ
タ

キ
コ
ト
ヲ
知
ザ
ル
ニ
由
レ
ル
ナ
リ
。
其
他
致
良
知
・
知
行
合
一
ナ
ド
、
皆
謬
レ
ル

説
ナ
レ
バ
、
竊
ニ
余
ガ
疑
フ
所
ヲ
記
シ
テ
、
疑
王
学
ヲ
草
シ
タ
レ
ト
モ
、
事
故
多

ク
シ
テ
、
未
ダ
業
ヲ
果
サ
ズ
。
近
日
脱
稿
ノ
時
ヲ
俟
テ
、
其
学
ノ
純
正
ナ
ラ
ザ
ル

所
ア
ル
ヲ
見
ル
ベ
シ
。（『
闢
邪
小
言
』
二
）

前
文
の
劈
頭
に
お
い
て
、
訥
庵
は
近
年
ま
す
ま
す
陽
明
の
学
術
の
非
を
看
破
し
て
、

も
は
や
確
乎
不
動
の
立
場
に
至
っ
た
と
、
そ
の
自
信
の
念
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の

端
山
宛
の
書
簡
に
は
「
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
六
月
既
望
」
の
年
次
が
附
し
て
あ

る
か
ら
、
訥
庵
四
〇
歳
の
頃
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
ご
と
く
、
彼
の
主

著
た
る
『
闢
邪
小
言
』
は
専
ら
程
朱
の
「
闢
異
」
の
精
神
に
依
拠
し
て
西
洋
学
の
異

端
性
を
排
撃
し
た
書
で
あ
る
が
、
同
書
は
そ
の
よ
う
な
枠
を
越
え
て
、
晩
年
の
訥
庵

の
朱
子
学
理
解
、
そ
の
到
達
点
を
窺
う
に
足
る
書
で
も
あ
っ
た
。
な
お
、
同
書
が

成
っ
た
の
は
嘉
永
六
年
六
月
、
折
し
も
ペ
リ
ー
率
い
る
ア
メ
リ
カ
艦
隊
来
航
の
前
夜

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
右
の
文
の
劈
頭
の
告
白
は
そ
れ
か
ら
既
に
二
年
を
閲
し
て
、

朱
子
学
者
と
し
て
の
彼
の
一
層
の
自
覚
の
深
ま
り
を
表
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
殊

に
彼
が
同
時
代
の
陽
明
学
者
の
う
ち
特
に
錚
々
た
る
者
、
秋
陽
を
批
判
し
て
い
る
件

り
な
ど
は
こ
の
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
な
お
、
秋
陽
の
「
古
本
大
学
之
注

解
」
と
は
『
旧
本
大
学
賸
議
』
を
指
す
。
そ
れ
に
続
け
て
訥
庵
は
「
程
朱
之
説
ハ
平

易
著
実
、
陽
明
派
之
説
は
高
妙
直
捷
」
と
、
朱
王
両
学
の
性
格
を
非
常
に
簡
潔
な
表

現
で
規
定
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
学
の
正
邪
を
占
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
断
じ
て
い

る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
「
一
句
に
道
断
す
」
る
の
概
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
そ

の
規
定
は
途
中
の
論
証
は
一
切
省
略
し
て
そ
の
結
論
の
み
を
提
示
し
た
よ
う
な
趣
が

あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
言
説
に
肉
付
け
す
る
作
業
が
伴
わ
な
い
限
り
、
そ
の
面
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冪
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
し
か
る
に
、
後
文
は
そ
の
肉
付
け
の
作
業
に
一
の

手
掛
か
り
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
上
来
、
わ
れ
わ
れ
は
訥
庵
が
陸
王
学
を

棄
て
て
朱
子
学
へ
と
転
回
し
た
事
実
は
繰
り
返
し
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
主
動
機
に

つ
い
て
は
必
ず
し
も
言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
後
文
は
そ
の
動
機
の
一
斑

を
直
接
語
る
も
の
と
し
て
重
要
な
資
料
た
る
を
失
わ
な
い
。
そ
の
文
に
徴
す
る
と
、

彼
が
朱
子
学
へ
と
転
回
す
る
に
至
っ
た
直
接
の
機
縁
と
は
、
陽
明
の
「
格
物
致
知
」

の
解
釈
が
誤
謬
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
と
こ
ろ
に
胚
胎
し
て
い
る
。
陽
明
学
に
お
い

て
最
も
大
切
な
こ
と
は
心
を
重
ん
ず
る
こ
と
で
あ
る
。「
朱
子
の
格
物
説
も
、
そ
れ

を
最
も
基
礎
的
な
範
疇
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
内
外
の
関
係
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
宋
学
の
志
向
し
て
い
た
内
面
主
義
と
い
う
も
の

が
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
自
己
の
原
理
を
実
現
し
き
ら
な
い
で
、
な
お
い
ま
だ
「
外
」

を
も
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
る
と
い
う
段
階
、
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
内
面

主
義
を
徹
底
せ
し
め
て
「
外
」
の
権
威
を
「
内
」
に
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
、
陽
明
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
」（
島
田
虔
次
氏
著
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』）。
陽
明
は
一
事
一
物

に
至
っ
て
そ
の
理
を
窮
め
る
朱
子
の
格
物
致
知
説
を
頭
脳
を
欠
い
た
も
の
と
す
る
け

れ
ど
（『
伝
習
録
』
下
）、
訥
庵
に
従
え
ば
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
実
践
論
の
裏
付
け

と
し
て
精
緻
な
客
観
界
へ
の
洞
察
を
む
ざ
む
ざ
と
犠
牲
に
す
る
も
の
で
、
一
心
に
人

間
の
存
立
根
拠
を
求
め
る
余
り
、
主
観
に
堕
し
て
偏
倚
す
る
と
こ
ろ
あ
る
を
免
れ
な

い
と
さ
れ
た
。

　
な
お
、
文
中
に
そ
の
名
の
あ
が
っ
て
い
る
『
疑
王
学
』
と
い
う
著
作
は
、
そ
の
標

題
か
ら
も
判
然
と
窺
わ
れ
る
ご
と
く
、
朱
子
学
へ
と
転
回
し
て
そ
の
自
覚
を
深
め
た
訥

庵
が
、
そ
の
立
場
か
ら
陽
明
学
説
を
疑
っ
て
そ
の
非
を
論
駁
し
た
も
の
で
あ
る
。
同

書
の
名
は
彼
の
他
の
遺
文
中
に
も
見
え
る
が
、
果
た
し
て
脱
稿
し
た
か
は
詳
ら
か
で

な
い
。
例
え
ば
曾
我
静
治
宛
書
簡
で
は
「
疑
王
学
之
義
被二仰
越一候
得
共
、
是
ハ
未
タ

蕪
雑
之
草
稿
之
儘
に
て
浄
写
に
も
至
り
不
レ申
。
其
中
清
書
に
も
相
成
候
ハ
ゝ
差
出
可
レ申

候
」（「
大
橋
訥
菴
書
翰
集
」）
と
述
べ
て
い
て
、
同
書
が
依
然
と
し
て
草
稿
段
階
に

止
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
（
因
み
に
右
書
簡
の
年
次
は
安
政
六
年

（
一
八
五
九
）
九
月
十
日
で
、
訥
庵
の
没
年
（
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
七
月
七
日
）

か
ら
隔
た
る
こ
と
凡
そ
三
年
で
あ
る
）。
養
嗣
子
大
橋
陶
庵
に
よ
れ
ば
、
訥
庵
に
は

著
書
目
録
は
多
数
存
在
す
る
が
、
成
稿
の
も
の
は
少
な
い
と
い
う
（
な
お
、
訥
庵
の

「
其
外
著
述
之
致
し
掛
ヶ
種
〻
有
レ之
候
得
共
、
何
分
繁
忙
之
上
精
力
薄
く
手
廻
り
兼

候
て
脱
稿
と
申
物
ハ
一
向
無
レ之
候
…
…
」（
同
上
）
と
い
う
言
は
、
陶
庵
の
そ
れ
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。「
何
分
繁
忙
之
上
…
…
」（
こ
う
い
う
言
表
は
彼
の
書
簡
に

は
繰
り
返
し
見
え
る
）
と
い
う
ご
と
く
、
幕
末
開
国
期
の
「
疾
風
勁
草
之
時
節
」（
訥

庵
の
端
山
宛
書
簡
中
の
言
葉
）
に
際
会
し
て
、
晩
年
の
訥
庵
は
国
事
に
奔
走
し
て
文

字
通
り
席
の
暖
ま
る
暇
が
な
か
っ
た
か
ら
、
結
局
『
疑
王
学
』
は
成
稿
を
見
な
い
ま

ま
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
な
お
、
寺
田
剛
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
成

編
と
は
な
ら
ず
草
稿
の
ま
ま
で
伝
わ
っ
た
訥
庵
の
著
書
の
中
、
大
正
十
二
年
の
関
東

大
震
災
の
時
、
大
橋
・
菊
池
二
家
の
罹
災
に
よ
っ
て
灰
燼
に
帰
し
た
も
の
が
多
く
あ

る
と
い
う
。
ま
た
、同
氏
は
『
疑
王
学
』
に
つ
い
て
「
未
見
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、

同
書
の
草
稿
も
他
の
草
稿
類
と
と
も
に
亡
失
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
）。

　
後
文
の
叙
述
に
徴
す
る
と
、『
疑
王
学
』
の
構
想
・
執
筆
は
恐
ら
く
『
闢
邪
小
言
』

と
同
時
期
で
あ
る
ら
し
い
。
同
書
に
つ
い
て
は
例
え
ば
栗
水
が
訥
庵
の
生
に
お
い
て

占
め
て
い
る
地
位
を
「
闢
邪
小
言
は
、
則
ち
晩
年
の
著
作
、
専
ら
程
朱
の
説
に
拠
り
て
、

以
て
異
言
を
排
す
。
以
て
先
師
の
学
術
の
純
正
な
る
を
観
る
べ
し
」（
訥
菴
先
師
論

陸
王
書
後
序
）
と
位
置
付
け
て
い
る
の
が
参
考
と
な
る
。『
闢
邪
小
言
』
は
そ
の
標

題
か
ら
端
的
に
窺
わ
れ
る
ご
と
く
、
朱
子
学
の
「
闢
異
」
の
精
神
に
基
づ
い
て
異
端

を
排
撃
し
た
書
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
異
端
が
、「
夫
れ
所
謂
兼
愛
（
墨
翟
）、為
我
（
楊

朱
）、
成
党
・
熒

ま
ど
わ
す

衆
（
少
正
卯
）」（
闢
邪
小
言
序
）
を
こ
と
ご
と
く
兼
ね
有
す
る
と

こ
ろ
の
異
端
中
の
異
端
で
あ
る
西
洋
学

｜
｜

科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
武
装

さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
に
お
い
て
成
立
し
た
西
洋
文
化
の
総
体

｜
｜

を
直
指
し
て

い
る
こ
と
は
、
同
書
に
徴
す
れ
ば
判
然
と
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、『
闢
邪
小
言
』
の

成
立
は
当
時
の
訥
庵
を
把
ら
え
て
い
た
最
も
喫
緊
な
問
題
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
を
よ

く
物
語
っ
て
い
る
。
な
お
、
丸
山
眞
男
氏
の
論
文
「
開
国
」
の
一
節
は
十
九
世
紀
中

葉
以
後
に
お
け
る
極
東
地
域
の
諸
民
族
、
特
に
日
本
と
中
国
（
そ
の
他
）
と
が
「
国

際
社
会
」
に
強
制
的
に
編
入
さ
れ
る
過
程
で
直
面
し
た
課
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の

で
、
直
接
に
は
個
人
の
位
相
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を

幕
末
開
国
期
の
知
識
人
が
直
面
し
た
課
題
と
し
て
読
み
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
一
層
端
的
に
言
え
ば
、
そ
の
文
は
訥
庵
の
「
闢
異
」
の
精
神
、
そ
の
時
代
批
判

の
構
え
を
考
え
る
者
に
と
っ
て
は
、
大
変
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
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日
本
も
中
国
も
、
西
洋
諸
国
の
よ
う
に
、
所
与
と
し
て
の
国
際
社
会
の
な
か
で
近

代
的
民
族
意
識
を
徐
々
に
成
長
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
歴
史
的
時
点
に
お
い

て
い
わ
ば
一
体
と
し
て
外
か
ら
迫
っ
て
来
た
「
国
際
社
会
」
に
た
い
し
て
、
否
応

な
く
「
世
界
」
と
「
わ
れ
」
の
意
識
を
目
覚
ま
さ
れ
、
国
際
的
環
境
と
の
調
整
の

問
題
に
急
激
に
直
面
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
長
期
的
に
成
長
し
た

諸
々
の
文
化
的
要
素
が

｜
｜

キ
リ
ス
ト
教
も
「
資
本
」
も
、
養
老
院
も
大
砲
・
軍

艦
も
、
義
務
教
育
も
「
テ
レ
グ
ラ
フ
」
も
、
国
家
主
権
も
選
挙
制
度
も

｜
｜

一

度
に
重
な
り
合
い
、「
西
洋
」
と
い
う
巨
大
な
塊
と
な
っ
て
殺
到
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
自
己
と
全
く
価
値
体
系
と
伝
統
を
異
に
す
る
「
西
洋
」
に
ト
ー
タ
ル
に
屈
服

す
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
を
ト
ー
タ
ル
に
拒
否
し
て
、
自
足
的
な
体
系
を
固
守
す

る
か

｜
｜

こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
が
、
な
に
よ
り
「
開
国
」
の
中
核
的
な
課
題
で
あ
り
、

こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
対
応
す
る
仕
方
が
日
本
と
中
国
（
な
い
し
他
の
ア
ジ
ア
諸
地

域
）と
の
歴
史
的
運
命
の
別
れ
道
を
決
定
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。（『
忠
誠
と
反
逆
』）

な
お
、
そ
の
後
の
わ
が
国
の
近
代
化
政
策
、
特
に
開
国
政
策

｜
｜

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

明
の
採
用
が
、
佐
久
間
象
山
等
の
「
東
洋
道
徳
・
西
洋
芸
術
」
と
い
う
機
械
主
義
的

な
方
式
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
前
者
の
方
向
に
お
い
て
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た

こ
と
は
そ
の
後
の
歴
史
が
証
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
訥
庵
の
立

場
が
後
者
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
言
を
待
た
な
い
。
そ
の

場
合
、
彼
の
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も
の
を
ト
ー
タ
ル
に
否
定
す
る
狂
熱
的
な
排
外

主
義
が
、
そ
の
対
外
的
危
機
意
識
を
鋭
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
排
外
主
義
を
具
体
化
し
た
も
の
が
『
闢
邪
小
言
』
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
が
主
張
し
た
い
と
思
う
の
は
、
訥
庵
の
「
闢
異
」（
異
端
排
撃
）

の
精
神
に
は
、
西
洋
学
の
排
撃
と
並
ん
で
、
も
う
一
つ
の
喫
緊
の
課
題
と
し
て
陽
明

学
批
判
と
い
う
一
項
が
そ
の
心
を
深
く
把
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
前
者
に
つ
い
て
は
『
闢
邪
小
言
』
と
い
う
成
書
が
存
在

す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
『
疑
王
学
』
そ
の
他
が
草
稿
の
ま
ま
遂
に
未

完
に
終
わ
っ
た
た
め
に
前
者
ほ
ど
に
そ
の
意
図
が
顕
在
的
で
な
い
と
い
う
に
す
ぎ
な

い（
１
）。
後
文
の
劈
頭
の
叙
述
が
物
語
っ
て
い
る
ご
と
く
、
訥
庵
は
最
初
陽
明
学
の
徒
と

し
て
出
立
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
文
面
は
彼
の
学
問
の
単
に
端
緒
を
成
し
た
と

い
う
に
止
ど
ま
ら
な
い
で
、
陽
明
の
教
説
を
身
を
挺
し
て
学
ん
で
自
得
す
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訥
庵
は
結
局
同
一

の
宗
旨
に
は
止
ど
ま
り
得
ず
、
そ
の
後
か
な
り
複
雑
な
思
想
的
遍
歴
を
辿
っ
て
最
後

的
な
安
立
地
を
朱
子
学
に
見
出
し
た
の
は
、
彼
の
だ
い
た
い
晩
年
の
こ
と
に
属
す
る
。

な
お
、「
推
覈
多
年
ノ
中
、
一
旦
悟
ル
所
ア
リ
テ
、
其
学
ノ
紕
謬
多
ク
、
純
正
ナ
ラ

ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
レ
リ
」
と
い
う
表
現
は
、
彼
の
転
回
（
陽
明
学
離
れ
）
の
前
後
に
長

い
躊
躇
と
熟
慮
と
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
自
ら
告
白
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
少
な
く
と
も
訥
庵
の
主
観
的
意
図（

２
）に
お
い
て
は
、
か
く
の
ご
と
く
長
き
懐
疑

を
通
じ
て
の
転
回
で
あ
っ
た
故
に
、
そ
れ
だ
け
転
回
も
率
爾
で
な
い
厳
粛
な
体
験
と

し
て
自
覚
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
右
の
言
説
は
「
嘗
テ
陽
明
ノ
学
ヲ
喜

テ
、
其
説
ヲ
モ
研
鑚
シ
、
其
工
夫
ヲ
モ
体
験
」
し
て
き
た
と
自
任
す
る
者
が
、
陽
明

学
と
の
多
年
に
わ
た
る
対
立
葛
藤
、
思
想
的
相
剋
を
経
来
た
っ
て
、
遂
に
そ
の
教
説

を
超
克
し
来
た
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
訥
庵
は
今
や

陽
明
学
的
な
立
場
を
既
に
自
己
に
お
い
て
克
服
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
し
て
、
自
分
の

後
方
に
、
既
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
過
去
性
に
お
い
て
見
て
い
る
。
恐
ら
く
『
疑

王
学
』
が
完
成
し
て
い
れ
ば
、
朱
子
学
者
訥
庵
の
最
も
組
織
的
な
陽
明
学
批
判
の
書

と
な
る
筈
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
同
書
が
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
そ

の
亡
失
は
大
変
惜
し
ま
れ
る
。
組
織
的
な
陽
明
学
批
判
の
書
と
言
っ
た
が
、「
…
…

其
他
致
良
知
・
知
行
合
一
ナ
ド
、
皆
謬
レ
ル
説
ナ
レ
バ
」
と
い
う
文
脈
に
徴
す
る
と
、

同
書
の
結
構
及
び
そ
の
批
判
の
眼
目
が
「
致
良
知
」「
知
行
合
一
」
な
ど
の
陽
明
学
を

し
て
朱
子
学
か
ら
截
然
と
際
立
た
せ
て
い
る
最
高
標
識
に
及
ん
で
い
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
疑
え
な
い
。
転
回
後
の
訥
庵
は
直
接
に
は
陽
明
学
者
秋
陽
と
の
論
争
を
介
し
て
、

そ
の
途
次
に
お
い
て
陽
明
学
批
判
を
展
開
し
て
い
て
、
そ
れ
に
係
る
述
作
を
残
し
て

い
る
（
例
え
ば
「
与
吉
村
秋
陽
論
格
致
賸
議
」
な
ど
）。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
述
作

は
姚
江
を
以
て
姚
江
を
論
ず
る
と
い
う
朱
子
学
以
前
の
、
彼
が
い
ま
だ
劉
念
台
…
…

な
ど
の
朱
王
折
衷
的
な
立
場
に
依
拠
し
た
、
陽
明
学
的
な
残
滓
を
払
拭
し
き
れ
て
い

な
い
過
渡
的
な
段
階
に
止
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
訥
庵
が
最
後
的

な
安
立
地
を
朱
子
学
に
定
位
し
て
構
想
・
執
筆
せ
ら
れ
た
『
疑
王
学
』
は
、
彼
の
陽

明
学
克
服
の
跡
を
詳
細
に
叙
述
し
論
理
化
し
た
も
の
と
し
て
、
恐
ら
く
『
闢
邪
小
言
』

の
規
模
を
凌
駕
し
て
訥
庵
畢
生
の
大
著
に
な
る
筈
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
同
書
が
結
局
成
稿
を
見
な
か
っ
た
の
に
は
、
一
路
そ
の
死
へ
と
収
斂
さ
れ
る
訥
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庵
の
攘
夷
思
想
家
と
し
て
の
一
連
の
政
治
的
行
動
に
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
、
並
び
に
彼

の
陽
明
学
克
服
の
過
程
の
論
理
化
の
作
業
―
―
彼
の
そ
の
陽
明
学
理
解
の
錯
綜
を
陽

明
学
の
全
体
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
に
定
位
し
て
歴
史
内
在
的
に
批
判
す
る
と

い
う
作
業
が
必
ず
し
も
平
坦
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
や
は
り
大
力
量

を
必
要
と
し
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
上
来
、
訥
庵
の
未
完
の
書
『
疑
王
学
』
に
つ
い
て
些
か
そ
の
位
置
付
け
を
試
み
た

の
で
あ
る
が
、
上
述
の
仮
定
は
直
ち
に
行
き
過
ぎ
た
解
釈
で
あ
る
と
の
印
象
を
喚
び

起
こ
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
殊
に
同
書
が
草
稿
の
段
階
に
止
ど
ま
っ
て
未
完
に

終
わ
っ
た
こ
と
、
ま
し
て
、
今
と
な
っ
て
は
亡
失
し
て
そ
の
構
成
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン

は
固
よ
り
、
そ
の
排
撃
の
仕
方
、
論
議
の
手
法
、
宋
明
学
の
範
疇
の
力
学
的
操
作

…
…
さ
え
判
然
と
し
な
い
も
の
を
取
り
来
た
っ
て
、『
闢
邪
小
言
』
の
規
模
を
凌
駕

し
て
訥
庵
畢
生
の
大
著
と
な
る
筈
で
あ
っ
た
な
ど
と
主
張
し
よ
う
も
の
な
ら
、
正
に

噴
飯
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
荒
唐
無
稽
な
空
想
、
否
な
妄
想
と
し
て
一
筆
に
勾
下
せ
ら

れ
て
も
仕
方
が
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
え

ば
碩
水
の
次
の
文
は
直
接
に
は
『
疑
王
学
』
に
言
及
し
た
も
の
で
は
固
よ
り
な
い
が
、

訥
庵
の
当
時
に
お
け
る
朱
子
学
者
と
し
て
の
地
位
と
い
う
も
の
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。

余
初
め
三
魚
堂
集
を
読
み
、
其
の
異
学
を
排
斥
す
る
を
見
て
、
心
甚
だ
之
を
喜
ぶ
。

一
日
、
大
橋
訥
庵
を
訪
い
、
談
、
京
西
の
諸
儒
の
陸
王
の
学
に
及
ぶ
。
訥
庵
笑
い

て
曰
く
、
他
日
我
将
に
西
遊
し
て
、
直
ち
に
巣
窟
を
擣う

っ
て
以
て
其
の
旗
を
搴ぬ

か

ん
と
す
。
亦
た
可
な
ら
ず
や
と
。
余
謂
え
ら
く
、
訥
庵
の
学
の
博
、
識
の
明
を
以
て

す
れ
ば
、
之
を
闢し

り
ぞく
こ
と
其
の
廓
如
た
る
や
必
せ
り
。
既
に
し
て
訥
庵
世
を
棄
て
、

其
の
言
果
た
さ
ず
。
志
有
る
者
憾
み
無
き
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。（『
朱
王
合
編
』四
、

書
朱
陸
太
極
問
答
合
編
後
）

『
三
魚
堂
集
』（
正
し
く
は
『
三
魚
堂
文
集
』
十
二
巻
、
外
集
六
巻
）
は
清
の
朱
子
学

者
陸
稼
書
の
文
集
。
彼
は
程
朱
の
説
を
奉
じ
、
力
を
極
め
て
陽
明
学
排
撃
の
衝
に
当

た
っ
て
功
が
あ
っ
た
。
な
お
、
い
う
と
こ
ろ
の
陸
王
の
学
を
奉
ず
る
京
西
の
儒
者
が
、

こ
の
場
合
直
接
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
訥
庵
と
同
時

代
の
陸
王
の
学
を
奉
ず
る
者
の
う
ち
特
に
錚
々
た
る
学
者
と
い
え
ば
、
直
ち
に
安
芸

の
秋
陽
、
賛
岐
の
良
斎
、
京
都
の
潜
庵
、
そ
し
て
但
馬
の
草
庵
等
の
名
前
を
想
起
す

る
（
た
だ
、
良
斎
の
み
は
他
の
三
者
に
先
ん
じ
て
早
世
し
た
）。
で
あ
る
か
ら
、
碩

水
や
訥
庵
は
こ
の
四
人
（
三
人
）
の
陽
明
学
者
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
と
も
あ
れ
、
訥
庵
の
「
他
日
我
将
に
西
遊
し
て
…
…
」
と
い
う
些
か
大
風
呂

敷
を
広
げ
た
倨
傲
の
観
さ
え
あ
る
言
は
、
彼
の
朱
子
学
者
と
し
て
の
堂
々
た
る
自
負

を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
と
思
う
の
は
、
碩
水

が
そ
の
言
を
大
言
壮
語
と
見
な
さ
な
い
ど
こ
ろ
か
（
碩
水
は
訥
庵
に
有
言
不
実
行

の
謗
り
を
免
れ
な
い
弊
の
あ
る
こ
と
は
固
よ
り
承
知
し
て
い
た
―
―
『
碩
水
余
稿
』

二
）、
そ
の
言
を
首
肯
し
て
、
当
時
陸
王
学
排
撃
の
衝
に
当
た
っ
て
最
も
力
量
の
あ
る

学
者
と
し
て
真
っ
先
に
訥
庵
に
指
を
屈
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
碩
水

の
「
訥
庵
の
学
の
博
、
識
の
明
を
以
て
、
之
を
闢
く
こ
と
廓
如
た
る
や
必
せ
り
」
と

い
う
表
現
を
率
爾
に
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
表
現
は
訥
庵
が
朱
子
学
者
と

し
て
陽
明
学
に
対
抗
す
る
に
堪
え
る
思
想
的
骨
骼
を
有
す
る
思
想
家
で
あ
る
こ
と

を
、
碩
水
が
端
的
に
肯
っ
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
彼
の
存
在
は
当

時
に
在
っ
て
朱
子
学
の
味
方
、
陸
王
学
の
敵
と
し
て
意
味
が
深
か
っ
た
の
で
あ
る
。

事
態
か
く
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
『
疑
王
学
』
を
取
り
来
た
っ
て
最
も

組
織
的
な
陽
明
学
批
判
の
書
と
し
て
、『
闢
邪
小
言
』
の
規
模
を
凌
駕
し
て
訥
庵
畢

生
の
大
著
に
な
る
筈
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
も
、
強
ち
奔
放
な
空
想
と
ば
か
り
い
い

難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
も
っ
と
も
、
か
か
る
言
説
は
い
ま
だ
仮
説
的
言
辞

に
止
ど
ま
る
も
の
で
、
果
た
し
て
訥
庵
が
陽
明
学
的
な
立
場
を
既
に
自
己
に
お
い
て

克
服
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
過
去
性
に
お
い
て
見
て
い
る
か
、
ま
た
陽
明
学
批
判
の

視
角
が
そ
の
思
想
的
弱
点
を
押
さ
え
た
核
心
を
衝
い
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
直
接
彼

の
著
述
に
つ
い
て
そ
の
跡
が
検
証
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
固
よ
り
で
あ

る
。
な
お
、
そ
の
検
討
の
作
業
は
課
題
と
し
て
今
後
に
待
ち
た
い
）。

　
上
来
、
訥
庵
の
生
に
お
い
て
生
起
し
た
陽
明
学
か
ら
朱
子
学
へ
の
転
回
の
様
相
の

一
斑
を
瞥
見
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
初
め
の
問
い
に
立
ち
返
っ
て
、
陽
明
学
か
ら

朱
子
学
へ
の
転
回
と
い
う
事
実
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
に
つ
い
て
些
か
考
察
を
加

え
る
と
し
よ
う
。
朱
王
の
精
神
は
そ
れ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
人
間
精
神
の
二
つ
の

典
型
と
考
え
ら
れ
る
が
、
朱
王
両
学
の
対
立
に
は
、
絶
対
的
な
真
理
要
請
相
互
の
対

決
と
い
う
相
矛
盾
す
る
事
態
が
当
然
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
う
い
う
矛
盾
し
た
事
態
の
中
で
改
宗
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
て
こ
ざ
る
を

得
な
い
の
は
、
宗
教
的
（
儒
教
的
）
真
理
の
問
題
に
宗
教
的
実
存
の
問
題
が
介
在
し
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て
こ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
曩
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
陽
明
学
に
お
い
て
既

に
人
間
の
根
本
の
問
題
が
真
に
決
着
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
朱
子
学
に
改
宗

す
る
必
要
は
な
い
が
（
士
敬
の
立
場
と
は
正
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
）、
し

か
し
、
陽
明
学
に
お
い
て
問
題
の
根
本
的
解
決
と
い
う
こ
と
が
い
わ
ば
客
観
的
精
神

の
形
態
と
し
て
具
現
化
せ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
実
存
的
に
真
理
と
な
る

の
で
な
け
れ
ば
（
訥
庵
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
実
存
的
に
真
理
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ

て
い
た
も
の
が
、
根
本
的
に
動
揺
を
来
た
し
て
真
理
な
ら
ざ
る
も
の
へ
と
転
落
し
て

い
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
）、
一
つ
の
教
学
に
真
に
立
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
、
実
存
的
真
理
―
―
不
真
理
の
問
題
が
介
在
す
る
と
、
陽
明
学
説
の
真
理

が
た
と
え
疑
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
改
宗
と
い
う
こ
と
の
可
能

性
が
あ
る
と
も
い
え
る
。
以
上
の
叙
述
は
、
朱
子
学
と
陽
明
学
と
い
う
二
つ
の
精
神

の
間
に
改
宗
と
い
う
事
実
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
を
、あ
る
限
ら
れ
た
象
面
か
ら
、

し
か
も
単
に
形
式
的
に
論
じ
た
に
す
ぎ
な
い
。（
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
東

専
一
郎
氏
著
『
同
時
性
の
問
題
』
を
参
照
し
た
）。

　
　
十
四

　
再
び
Ｔ
Ｏ
書
簡
（
小
論
（
Ⅺ
）
十
頁
）
に
立
ち
返
る
と
し
よ
う
。
同
書
簡
に
お
い

て
訥
庵
が
門
下
の
諸
生
を
取
り
来
た
っ
て
「
未
だ
感
発
の
模
様
も
無レ之
」「
是
も
激
昂

之
気
象
乏
く
」
と
評
し
て
い
る
の
は
、
最
も
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
言

説
は
彼
が
学
問
と
か
学
問
す
る
こ
と
に
お
い
て
（
あ
る
い
は
結
局
は
同
じ
こ
と
で
あ

る
が
、
学
問
す
る
主
体
に
対
し
て
）「
激

イ
ン
ス
パ
イ
ヤ
ー

昂
之
気
象
」
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
（
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
門
下
に
そ
の
人
無
し
と
い
う
否
定
的
な
言
辞
を
も
っ

て
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
）。
そ
し
て
、
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
訥
庵
の

学
の
性
格
規
定
、
あ
る
い
は
思
想
家
と
し
て
の
思
想
的
個
性
を
理
解
す
る
に
は
、
そ

の
思
想
の
激
昂
的
性
格
を
把
握
す
る
こ
と
が
決
定
的
な
大
前
提
を
な
し
て
い
る
と
い

う
の
が
わ
れ
わ
れ
の
予
想
で
あ
る
。
も
っ
と
も
か
く
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の

よ
う
に
学
問
す
る
こ
と
に
お
い
て
学
人
に
「
激

イ
ン
ス
パ
イ
ヤ
ー
昂
之
気
象
」
を
要
求
し
て
い
る
の
は

一
人
訥
庵
に
止
ど
ま
ら
な
い
、
危
機
意
識
の
は
た
ら
い
て
い
る
限
り
、
当
時
の
誠
実

な
学
者
た
ち
の
幾
人
か
に
つ
い
て
は
朱
子
学
に
属
す
る
人
た
ち
に
も
陽
明
学
に
属
す

る
人
た
ち
に
も
、
時
代
の
共
通
の
底
流
で
そ
れ
は
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
か
も
知
れ
な

い
。
然
り
、
い
か
に
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
か
か
る
時
代
の
共
通
の
底
流

が
訥
庵
に
お
い
て
集
中
し
て
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
な
お
、
こ
の
こ
と
は
後
来
の
叙
述
そ
れ
自
身
が
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
彼
等
が
然
く
共
通
し
て
学
問
す
る
こ
と
に
お
い
て
「
激

イ
ン
ス
パ
イ
ヤ
ー

昂
之
気
象
」

を
要
求
し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
訥
庵
の
境
位
に
即
し
て
表
現
す

る
と
、
そ
こ
に
は
一
貫
し
て
朱
子
学
が
理
論
と
実
践
に
わ
た
る
世
界
観
と
し
て
そ
の

力
動
性
に
お
い
て
一
個
一
身
に
具
体
化
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
思
想
を
貫
き
こ
れ
を

裏
づ
け
る
強
烈
な
人
格
の
力
を
必
要
と
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
支
配
し
て
い
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
要
求
は
系
譜
的
に
は
遠
く
宋
人
―
明
人
の
主
張

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
言
説
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
聖

人
学
ん
で
至
る
べ
し
」
と
い
う
根
本
関
心
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
と
こ

ろ
の
宋
学
―
明
学
が
要
求
し
て
い
る
人
間
像
に
強
く
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。（
後
述

す
る
ご
と
く
、
こ
の
こ
と
は
訥
庵
が
Ｔ
Ｏ
書
簡
の
後
半
で
『
通
書
』
に
基
づ
い
て
伊

尹
と
顔
淵
の
二
人
―
―
周
知
の
ご
と
く
、
周
濂
渓
は
同
書
に
お
い
て
宋
学
を
担
う

主
体
と
し
て
、
伊
尹
と
顔
淵
と
を
結
合
し
た
よ
う
な
新
し
い
士
大
夫
像
を
提
示
し
た

―
―
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
）。
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
既

に
朱
子
の
言
説
に
、
訥
庵
に
お
い
て
見
た
と
こ
ろ
の
学
問
す
る
こ
と
に
お
い
て
学
人

に
「
激

イ
ン
ス
パ
イ
ヤ
ー
昂
之
気
象
」
を
要
求
す
る
と
い
う
基
調
意
識
が
、
既
に
原
型
的
に
示
さ
れ
て

い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

再
び
見あ

い
、
即
ち
問
い
て
曰
く
、
三
年
相
見
わ
ず
、
近
日
如
何
ん
。
対
え
て
云
う
、

独
り
学
び
悠
悠
と
し
て
、
未
だ
進
む
処
を
見
ず
。
曰
く
、
悠
悠
は
学
者
に
於
て
最

も
病
有
り
。
某
此
れ
よ
り
前
の
説
話
も
亦
た
悠
悠
な
る
を
覚
ゆ
。
而
し
て
某
に
学

ぶ
者
皆
な
己
に
切
な
る
工
夫
を
作
さ
ず
。
故
に
亦
た
特
然
と
し
て
恃
む
べ
き
者
を

見
る
こ
と
少ま

れ
な
り
。
且た

如と

え
ば
孟
子
初
め
滕
文
公
に
語
る
に
、
只
だ
性
善
を
道い

う
。
善
学
す
る
者
は
只
だ
這
の
上
に
就
い
て
便
ち
工
夫
を
做
せ
ば
、
自
ら
応
に
得

る
こ
と
有
る
べ
し
。
後
に
再
び
孟
子
を
見
る
に
及
ん
で
、
則
ち
復
た
端
を
更
え
ず
。

只
だ
世
子
吾
が
言
を
疑
う
か
。
夫
れ
道
は
一
の
み
。
顔
淵
は
曰
く
、
舜
何
人
ぞ
や
。

予
何
人
ぞ
や
。
為
す
有
る
者
亦
た
是
く
の
若
し
と
説い

う
の
み
。
以
て
若
し
薬
瞑
眩

せ
ず
ん
ば
、
厥そ

の
疾
瘳い

え
ず
に
至
る
ま
で
、
其
の
言
の
激
切
な
る
こ
と
此
く
の
如
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し
。
只
だ
是
れ
其
の
著
緊
に
工
夫
を
下
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
又
た
曹
交
に
語
る

一
段
の
如
き
も
、
意
亦
た
此
れ
に
同
じ
。
大
抵
学
を
為
す
は
、
須
ら
く
是
れ
自
家

発
憤
振
作
し
、
勇
を
鼓
し
て
做
し
去
く
べ
し
。
直
だ
是
れ
一
日
に
は
須
ら
く
一
日

の
效
を
見
る
べ
く
、
一
月
に
は
須
ら
く
一
月
の
效
を
見
る
べ
き
に
到
ら
ん
こ
と
を

要
す
。
諸
公
若
し
做
さ
ん
こ
と
を
要
す
れ
ば
、
便
ち
今
日
よ
り
做
し
去
け
。
然
ら

ず
ん
ば
、
便
ち
截
ち
て
今
日
よ
り
断
じ
、
務
め
て
説
話
を
為
す
を
要
せ
ず
。
徒
だ

益
無
き
な
り
。
大
雅
云
う
、
従
前
は
但
だ
寸
進
を
覚
ゆ
る
の
み
に
し
て
、
特
然
の

效
を
見
ず
。
曰
く
、
正
に
此
れ
が
為
め
に
便
ち
曽
て
旧
窟
を
離
れ
得
ず
。
何
に
縁

り
て
旧
気
質
を
変
化
し
得
ん
。（『
朱
子
語
類
』
一
一
三
）

宋
人
に
お
い
て
学
問
す
る
こ
と
と
は
、
勝
義
に
は
超
凡
入
聖
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ

ち
凡
位
に
あ
る
人
間
が
、
凡
位
に
あ
る
己
が
境
涯
を
超
え
て
聖
人
の
境
位
へ
と
躍
入

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、「
学
ん
で
聖
人
に
至
る
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ

は
人
間
が
現
在
の
境
位
を
超
え
出
て
、
何
か
別
体
の
境
位
へ
転
ず
る
こ
と
で
は
な
く

し
て
、
飽
く
ま
で
人
間
が
人
間
と
な
る
の
道
を
尽
く
す
こ
と
―
―
人
間
的
実
存
の
本

来
の
面
目
を
現
じ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。（
な
お
、
私
は
か
つ
て
そ
の
名
も
「『
超

凡
入
聖
』
と
い
う
こ
と
（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）
―
―
朱
子
の
部
―
―
」
な
る
小
論
に
お
い
て
、

か
か
る
周
辺
の
こ
と
を
主
題
的
に
論
じ
た
）。
こ
の
こ
と
は
、
即
今
の
自
己
が
そ
の

ま
ま
で
直
ち
に
聖
人
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
す
る
人
間
理
解
と
は
判
然
と
異
な
る
も
の

で
、
飽
く
ま
で
「
学
」
と
い
う
こ
と
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
が
入
聖
と
い
う
事
態
を
成

立
さ
せ
る
た
め
の
条
件
を
成
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の
功
夫
が
聖
人
と
自
己
と
を

隔
て
る
霄
壌
も
た
だ
な
ら
ぬ
距
離
を
埋
め
る
切
実
な
内
的
衝
動
に
裏
付
け
ら
れ
て
い

る
の
は
、
蓋
し
当
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
顔
淵
の
言
葉
と
さ
れ
る
「
舜
何
人
ぞ

や
。
予
何
人
ぞ
や
。
為
す
有
る
者
亦
た
是
く
の
若
し
」（『
孟
子
』
滕
文
公
上
）
と
い

う
表
現
は
、
そ
う
い
う
迫
切
せ
る
衝
動
、
劇
し
き
パ
ト
ス
を
語
っ
た
も
の
と
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
一
斎
の
「
憤
の
一
字
は
是
れ
進
学
の
機
関
な
り
。

舜
何
人
ぞ
や
、
予
何
人
ぞ
や
と
は
、
方
に
是
れ
憤
な
り
」（『
言
志
録
』）
と
い
う
文
も
、

同
様
の
消
息
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
こ
の
接
続
語
は
率
爾
に
附
し
た
も
の
で
は
な

い
）、
訥
庵
が
門
下
の
諸
生
を
評
し
て
昂
然
と
「
未
だ
感
発
之
模
様
も
無
レ之
」「
是
も

激
昂
之
気
象
乏
く
」
と
言
っ
た
時
、
私
は
必
然
的
に
訥
庵
と
い
う
一
個
の
人
間
の
気

質=

性
格
と
い
う
も
の
に
想
到
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
訥
庵
の
性
格
論
に
立

ち
入
る
こ
と
は
固
よ
り
で
き
な
い
け
れ
ど
、
彼
の
学
者
と
し
て
の
地
位
・
存
在
が
乏

し
き
時
代
に
お
い
て
嶄
然
と
際
立
っ
て
い
た
ご
と
く
（
訥
庵
の
学
者
と
し
て
の
地
位

に
つ
い
て
、
そ
の
一
斑
は
既
に
小
論
（
Ⅹ
）
に
お
い
て
論
じ
た
）、
そ
の
気
質=

性

格
も
ま
た
そ
の
時
代
に
お
い
て
燦
然
と
異
彩
を
放
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に

そ
の
よ
う
な
人
物
の
評
価
は
一
体
に
毀
と
誉
、
褒
と
貶
の
両
面
価
値
が
一
箇
の
人
間

の
中
に
錯
綜
す
る
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
の
を
避
け
難
い
。
そ
し
て
事
実
、

訥
庵
の
生
に
は
そ
う
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
常
に
付
き
纏
っ
て
い
て
、
そ
の
評
価
・

位
置
付
け
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
の
一
の
例
と
し
て
、
例
え
ば
安
政
の
大

獄
で
刑
死
し
た
頼
三
樹
三
郎
（
一
八
二
五
〜
一
八
五
九
）
収
屍
一
件
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
三
樹
三
郎
は
江
戸
後
期
の
儒
者
・
歴
史
家
に
し
て
『
日
本
外
史
』

『
通
議
』『
日
本
政
記
』
の
著
者
の
頼
山
陽
の
三
子
。
彼
の
政
治
的
生
の
概
略
に
つ
い
て

述
べ
る
と
、
嘉
永
三
年
京
都
に
帰
っ
て
家
塾
を
守
り
、
四
方
の
志
士
と
交
わ
り
、
尊

王
の
大
義
を
唱
え
て
幕
政
の
非
を
鳴
ら
し
た
。
安
政
二
年
母
を
喪
っ
て
以
来
、
家
を

忘
れ
て
国
事
に
奔
走
、
父
の
旧
友
梁
川
星
巖
及
び
梅
田
雲
濱
ら
と
有
志
公
卿
の
間
に

往
来
し
、
し
ば
し
ば
意
見
を
開
陳
し
た
。
同
五
年
将
軍
継
嗣
問
題
に
は
一
橋
派
と
結

ん
で
公
卿
間
に
入
説
し
た
。
同
年
八
月
戊
午
の
密
勅
が
水
戸
藩
に
降
下
す
る
と
間
も

な
く
幕
府
は
安
政
の
大
獄
を
起
こ
し
、
十
一
月
こ
れ
に
連
座
し
て
捕
え
ら
れ
て
六
角

獄
に
下
り
、
翌
六
年
正
月
江
戸
に
檻
送
さ
れ
、
訊
問
の
後
死
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
以

上
が
三
樹
三
郎
の
生
の
概
略
で
あ
る
。
刑
場
小
塚
原
に
棄
て
ら
れ
た
三
樹
三
郎
の
死

体
は
狐
狸
が
食
ら
い
、
蠅は

え

蚋ぶ
よ

が
嘬
め
る
に
委
せ
ら
れ
た
無
残
な
姿
で
あ
っ
た
。
彼
と

同
時
に
刑
に
遭
っ
た
他
の
二
人
は
、
姻
戚
が
そ
の
屍
を
乞
う
て
収
め
た
が
、
独
り
三

樹
三
郎
の
み
は
収
葬
す
る
人
と
て
な
く
、
狐
狸
の
噬く

ら
い

囓か
む

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。

非
命
に
斃
れ
た
志
士
の
無
残
な
姿
を
見
て
人
は
心
を
痛
め
た
が
、
し
か
し
、
何
人
も

幕
府
の
嫌
疑
を
憚
っ
て
手
を
出
す
者
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
に
当
た
っ
て
、
惻
然
と
情

を
動
か
し
、
敢
然
と
そ
の
遺
屍
を
収
葬
す
る
の
挙
を
起
こ
し
た
の
が
訥
庵
そ
の
人
で

あ
っ
た
。
こ
の
三
樹
三
郎
刑
屍
収
葬
一
条
の
消
息
を
窺
う
資
料
と
し
て
は
、
訥
庵
の

碩
水
宛
の
二
つ
の
書
簡
、
殊
に
「
復
佐
佐
吉
甫
書
」（『
大
橋
訥
菴
文
集
』
三
）
が
委

曲
を
尽
く
し
て
い
る
。（
後
述
す
る
ご
と
く
、
碩
水
は
訥
庵
の
刑
屍
収
葬
の
挙
に
甚
だ

不
満
で
、
訥
庵
そ
の
他
に
激
越
な
調
子
の
書
簡
を
送
っ
て
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
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刑
屍
収
葬
は
彼
の
江
戸
遊
学
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
）。
以
下
は
訥
庵
が
刑
屍
収
葬

の
挙
に
出
た
動
機
に
つ
い
て
語
っ
た
、
そ
の
文
の
取
意
で
あ
る
。
三
樹
は
な
る
ほ
ど

一
介
の
書
生
で
論
ず
る
に
足
ら
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
山
陽
の
遺
児
で
は
な
い
か
。

山
陽
は
な
る
ほ
ど
雑
覇
の
儒
で
あ
っ
て
、
聖
学
と
は
何
ら
交
渉
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ

が
、
平
安
一
時
の
名
家
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
、
三
樹
の
遺
屍
を
し
て
狐
狸
が
こ

れ
を
食
ら
い
、
蠅
蚋
が
こ
れ
を
嘬
め
る
に
委
せ
し
め
る
の
は
、
三
樹
の
た
め
に
忍
び
ざ

る
に
止
ど
ま
ら
ず
、
窃
か
に
山
陽
の
た
め
に
も
忍
び
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、

一
歩
譲
っ
て
三
樹
が
も
し
不
軌
乱
民
の
徒
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
人
が
字
を
識
り
、

学
を
講
ず
る
こ
と
大
塩
平
八
郎
の
ご
と
き
で
あ
っ
て
も
、
僕
は
決
し
て
収
屍
の
挙
に

出
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
不
軌
乱
民
の
徒
で
な
い
と
し
た
ら
、
た
と

え
乞
食
流
氓
の
民
で
あ
っ
て
も
、
僕
は
速
や
か
に
尽
力
し
て
収
め
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ

う
。
ま
し
て
（
三
樹
の
ご
と
き
）
一
介
の
書
生
、
名
家
の
遺
児
に
お
い
て
は
な
お
さ

ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
僕
の
惻
然
と
情
を
動
か
す
所
以
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
山
陽
は
人
と
な
り
慷
慨
、
言
の
延
元
南
狩
の
事
に
及
ぶ
ご
と
に
、
流
涕

し
な
い
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
で
は
な
い
か
。
し
て
み
る
と
、
三
樹
が
刑
網
に
触

れ
た
の
も
、
夷
狄
が
跋
扈
し
、
神
州
の
陸
沈
す
る
の
を
憤
っ
て
の
過
挙
に
出
で
た
も

の
か
も
知
れ
ぬ
。
こ
れ
も
ま
た
僕
の
惻
然
と
情
を
動
か
す
所
以
で
あ
る
。

　
上
来
、
訥
庵
の
刑
屍
収
葬
の
挙
の
動
機
の
概
略
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
の
で
あ
る
が
、

彼
の
「
近
日
僕
の
三
樹
の
遺
屍
を
収
め
ん
と
欲
す
る
は
、
江
木
生
の
嘱
に
因
る
に
非

ざ
る
な
り
。
僕
の
惻
隠
の
情
の
致
す
所
な
り
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
動
機
の
所
在

を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。
寺
田
剛
氏
に
よ
れ
ば
、
訥
庵
は
塾
生
数
名
を
伴
っ
て
刑
場

に
至
り
、
彼
等
を
し
て
水
を
汲
み
そ
の
屍
を
洗
い
、
帛
衣
を
被
ら
せ
て
棺
に
入
れ
、

石
を
建
て
た
と
い
う
。
同
氏
が
こ
れ
は
当
時
従
っ
て
刑
場
に
赴
い
た
森
退
蔵
（
平
戸

針
尾
島
漁
夫
の
子
。
訥
庵
最
晩
年
の
弟
子
で
、
彼
の
捕
縛
か
ら
出
獄
後
の
死
に
至
る

ま
で
そ
の
門
に
在
っ
た
）
の
実
記
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
訥
庵
の
小
塚

原
を
詠
じ
た
「
述
懐
」
な
る
詩
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
徴
し
て
も
、
彼
が
自
ら
事

に
当
た
っ
た
と
い
う
の
は
恐
ら
く
事
実
で
あ
ろ
う
。（
最
初
訥
庵
は
山
陽
及
び
三
樹

と
は
直
接
縁
故
も
な
い
こ
と
か
ら
、
三
樹
の
門
生
の
江
木
某
（
名
は
戩
、
字
は
晋
戈
、

福
山
藩
儒
医
）
を
し
て
収
葬
の
事
に
当
た
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
幕
府

の
嫌
疑
を
恐
れ
て
柔
惰
逡
巡
し
て
果
た
さ
な
か
っ
た
た
め
、
資
を
捐
て
て
事
に
当
た

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
釈
明
し
て
い
る
）。
寺
田
氏
は
そ
れ
に
続
け
て
、
訥
庵
の

こ
の
挙
は
瞬
く
間
に
洩
れ
拡
ま
り
、
一
世
の
評
判
と
な
り
、
知
る
も
知
ら
ぬ
も
そ
の

義
心
を
讃
え
た
が
、
幕
府
の
奸
吏
は
甚
だ
し
く
こ
れ
を
憎
ん
だ
（『
大
橋
訥
菴
先
生

伝
』）
と
言
っ
て
い
る
が
、
い
か
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
わ
れ
わ

れ
は
三
樹
刑
屍
収
葬
一
条
を
介
し
て
、
訥
庵
の
気
質
＝
性
格
が
そ
の
時
代
に
お
い
て

い
か
に
粲
然
と
異
彩
を
放
っ
て
い
た
か
を
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る
の
で
あ
る
。

（
上
来
、
主
と
し
て
「
復
佐
佐
吉
甫
書
」
に
依
拠
し
て
三
樹
刑
屍
収
葬
一
条
に
つ
い

て
立
ち
入
っ
て
論
じ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
彼
の
こ
の
挙
を
取
り
来
た
っ
て

事
新
し
く
言
挙
げ
す
る
こ
と
は
謹
ん
で
、
そ
の
評
価
は
読
者
の
深
き
心
に
委
ね
る
こ

と
と
し
た
い
）。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
世
俗
が
そ
う
し
た
よ
う
に
碩
水
が
訥
庵
の
挙
を
手
放
し
で
称
讃

し
よ
う
と
は
せ
ず
に
、
か
え
っ
て
そ
の
挙
に
対
し
て
執
拗
に
異
議
申
し
立
て
を
行
っ

た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訥
庵
の
性
格
＝

気
質
の
他
の
一
面
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
す
る
と
し
よ
う
。（
因
み
に
碩
水
が

刑
屍
収
葬
一
条
に
つ
い
て
訥
庵
に
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
書
簡
は
亡
失
し
て
見
る

を
得
な
い
た
め
、
上
記
訥
庵
の
二
書
簡
に
よ
っ
て
そ
の
概
略
を
髣
髴
す
る
に
す
ぎ
な

い
）。
と
こ
ろ
で
、
上
来
の
訥
庵
に
対
す
る
評
価
は
、
彼
の
刑
屍
収
葬
の
挙
を
好
意

を
も
っ
て
肯
定
的
に
解
釈
し
、
一
点
の
故
意
も
作
為
も
な
い
惻
隠
の
情
の
流
露
す
る

純
粋
相
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
か
か

る
評
価
は
い
ま
だ
楯
の
半
面
を
捉
え
て
い
る
に
止
ど
ま
り
、
形
式
的
で
一
面
的
な
の

を
免
れ
な
い
と
の
反
論
を
直
ち
に
喚
び
起
こ
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
よ
う
な
理
解
は
い
ま
だ
人
情
の
機
微
、
人
心
の
複
雑
な
様
相
に
思
い
を
致
さ
ぬ
素

朴
で
無
邪
気
な
論
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
指
摘
、
こ
れ
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
訥
庵

の
こ
の
美
挙
を
取
り
来
た
っ
て
、
ひ
ど
く
偽
善
の
匂
い
の
す
る
も
の
と
し
て
意
地
悪

く
解
釈
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
彼
が
幕
府
の
忌
諱
に
触
れ
る
の
も
顧
み
ず
に
敢
え

て
刑
屍
収
葬
の
挙
に
出
た
の
も
、
初
め
か
ら
大
向
こ
う
を
唸
ら
せ
る
た
め
の
ス
タ
ン

ド
プ
レ
イ
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
も
当
然
成
り
立
つ
。
そ
し
て
事
実
、
刑
屍
収
葬
一

条
は
彼
が
周
到
に
自
己
の
姓
名
が
顕
れ
る
の
を
忌
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
こ
の

こ
と
は
後
述
）、
美
挙
と
し
て
瞬
く
間
に
喧
伝
さ
れ
て
、
知
る
も
知
ら
ぬ
も
そ
の
義

心
を
讃
え
た
と
い
う
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
一
方
に
お
い
て
訥
庵
の
身
辺
に
は
「
訥
庵
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だ
っ
て
？
彼
な
ら
そ
ん
な
こ
と
を
企
む
ぐ
ら
い
訳
な
い
こ
と
だ
」
と
い
う
底
の
負
の

イ
メ
ー
ジ
が
常
に
付
き
纏
っ
て
い
た
こ
と
も
否
定
し
難
い
事
実
で
あ
っ
た
。
例
え
ば

次
の
文
を
見
て
み
よ
う
。

大
橋
生
不二相
替一絶
信
故
、
近
状
不
レ詳
候
処
、
今
度
之
御
状
に
て
大
略
承
知
。
乍
レ然

格
別
意
外
之
事
に
も
存
不
レ申
。
此
人
徹
底
名
誉
之
念
深
く
世
味
に
厚
く
、
実
修
抔

之
事
は
一
切
難二出
来一。
御
書
中
之
評
語
、
一
々
覚二切
当一候
。
今
般
の
挙
動
も
や
は

り
好
レ名
よ
り
出
候
事
と
被
レ存
候
。
初
交
以
来
十
五
六
年
、
其
学
も
幾
度
と
な
く
相

変
、
此
節
朱
学
信
奉
と
申
も
一
向
心
底
分
り
不
レ申
、
見
解
も
今
以
徹
底
之
処
は
無
レ

之
と
相
考
申
候
。
此
間
外
よ
り
も
書
状
差
越
、
大
橋
転
居
之
条
、
言
語
道
断
之
仕

合
、
江
戸
表
さ
ん
〴
〵
の
不
評
之
由
、
如
何
と
申
来
。
何
事
か
不
レ詳
候
得
共
、
旧

知
之
事
故
老
夫
迄
も
赤
面
之
次
第
、
気
毒
に
存
候
。
扨
も
是
迄
同
志
と
相
唱
、
相

与
に
致二商
量一候
人
に
、
追
々
化
け
の
皮
あ
ら
は
れ
、
一
向
頼
に
成
不
レ申
。（『
陽
明

書
』
三
四
五
頁
〜
、
吉
村
秋
陽
書
簡
）

夫
れ
翁
の
人
と
為
り
や
、
才
気
秀
穎
、
学
術
高
俊
、
方
今
実
に
少ま

れ

な
り
。
其
の
比

只
だ
恨
む
ら
く
は
名
を
好
み
利
を
営
む
の
念
、
猶
お
肺
腑
の
裏
に
膠
葛
し
て
、
未

だ
方
寸
の
間
に
瞭
然
た
る
こ
と
能
わ
ざ
る
の
み
。
此
の
一
点
の
黒
気
道
を
害
す
る

こ
と
甚
だ
し
。
嘉
言
善
行
或
い
は
画
餅
と
為
る
。
惜
し
む
べ
き
な
り
。
執
事
若
し

能
く
誠
意
を
以
て
其
の
迷
路
を
摘
す
れ
ば
、
則
ち
翁
も
亦
た
人
傑
な
り
。
豈
に
断

然
と
し
て
諒
解
せ
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。（『
朱
子
書
』
八
四
頁
、
小
笠
原
敬
斎
書
簡
）

右
の
二
文
の
中
、
前
者
は
秋
陽
の
草
庵
宛
書
簡
、
後
者
は
敬
斎
の
端
山
宛
書
簡
で
あ

る
。
文
中
の
「
此
人
徹
底
名
誉
之
念
深
く
世
味
に
厚
く
」、「
其
の
比
只
だ
恨
む
ら
く

は
名
を
好
み
利
を
営
む
の
念
、
猶
お
肺
腑
の
裏
に
膠
葛
し
て
」
と
い
う
表
現
が
、
そ

れ
ぞ
れ
具
体
的
に
訥
庵
の
い
か
な
る
事
態
を
直
指
し
て
い
る
の
か
は
、
こ
れ
だ
け

で
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
余
り
問
題
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
訥
庵
の
講
友
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
か
か
る
表
現
に
よ
っ
て
彼
の
人
格
を
然
く
形
容

し
て
い
る
事
実
こ
そ
が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
敬
斎
が
人
と
な
り
豪

邁
で
俗
気
と
い
う
も
の
が
寸
毫
も
な
く
、
胸
中
洗
い
上
げ
ら
れ
た
よ
う
だ
と
形
容
せ

ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
秋
陽
が
自
己
の
内
奥
に
蟠
踞
し
て
い
る
名
利
の

根
株
に
終
生
苦
し
み
、
そ
の
念
を
克
去
す
る
功
夫
に
努
め
た
学（

３
）者
で
あ
っ
た
こ
と
は

注
意
を
要
す
る
。
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
表
現
が
と
も
に
訥
庵
の

人
間
性
の
一
斑
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
恐
ら
く
間
違
い
な
い
。
か
つ
て
訥
庵
の
周
辺

に
あ
っ
て
、
誰
よ
り
も
彼
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
人
た
ち
が
異
口
同
音
に
然

く
主
張
し
て
い
る
事
実
に
徴
す
る
と
、
そ
の
生
に
名
利
の
念
が
深
く
根
を
張
っ
て
い

る
と
い
う
指
摘
は
、
恐
ら
く
肯
綮
に
当
た
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
訥
庵
が

江
戸
日
本
橋
の
豪
商
大
橋
淡
雅
の
養
子
と
な
っ
て
大
橋
姓
を
冒
し
た
こ
と
、
ま
た
幕

末
開
国
期
の
「
疾
風
勁
草
之
時
節
」
に
際
会
し
て
、
強
い
危
機
意
識
に
迫
ら
れ
政
治

的
傾
斜
を
加
速
さ
せ
て
尊
攘
運
動
に
参
画
し
た
こ
と
が
、
陰
に
陽
に
彼
の
か
か
る
イ

メ
ー
ジ
を
醸
成
す
る
の
に
影
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
は
争
え
な
い
（
事
実
、
右
の
秋

陽
の
書
簡
は
そ
の
文
脈
か
ら
も
観
取
し
得
る
ご
と
く
、
訥
庵
の
政
治
的
行
動
に
関
説

し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
敬
斎
書
簡
は
彼
の
養
子
一
件
に
係
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
）。

と
も
あ
れ
、
敬
斎
の
書
簡
に
端
的
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
訥
庵
の
人
間
性

と
い
う
の
は
、
一
個
の
人
間
の
中
に
人
を
し
て
瞠
目
せ
し
め
る
に
足
る
偉
大
な
も
の

と
、
そ
れ
と
は
対
蹠
的
に
憮
然
と
し
て
顰
蹙
せ
し
め
る
卑
小
な
も
の
と
が
混
在
し
て

い
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
注
目
し
て
よ
い
。

　
事
態
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
事
も
苟
し
く
も
せ
ざ
る
（
訥
庵

の
碩
水
評
）
青
年
客
気（

４
）に
駆
ら
れ
た
碩
水
が
、
訥
庵
の
挙
に
鋭
敏
に
偽
善
の
匂
い
を

嗅
ぎ
取
っ
て
再
三
に
わ
た
っ
て
忠
告
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
故
な
し
と
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
訥
庵
の
次
の
文
は
、
既
に
そ
の
生
に
名
利
の
念
が
深
く
根
を
張
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
甚
だ
意
味
深
長
な
響
き
を
も
っ
て
い
る
。

是
の
故
に
僕
の
此
の
挙
を
図
る
は
、
名
の
為
め
に
す
る
に
非
ず
、
利
を
徼
む
る
に

非
ざ
る
な
り
。
忍
び
ざ
る
の
情
を
達
す
る
に
過
ぎ
ざ
れ
ば
、
則
ち
未
だ
始
め
よ
り

賤
名
を
表
襮
せ
ず
、
竊
か
に
医
生
某
な
る
者
を
し
て
代
わ
り
て
其
の
事
に
当
た
ら

し
む
れ
ば
、
必
ず
嫌
忌
に
触
れ
禍
患
に
罹
か
る
の
理
無
し
。
僕
学
問
迂
疏
と
雖
も
、

明
哲
身
を
保
つ
の
説
を
聞
く
こ
と
久
し
。
豈
に
敢
え
て
漫
然
と
し
て
禍
患
を
買
い
て
、

以
て
江
木
生
の
瞞
す
る
所
と
為
ら
ん
や
。（
復
佐
佐
吉
甫
書
）

訥
庵
が
刑
屍
収
葬
の
挙
を
企
図
し
た
の
は
、
名
の
た
め
で
も
、
利
を
求
め
る
の
で
も

な
い
、
忍
び
ざ
る
の
情
を
達
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
抗
弁
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
碩
水

宛
の
二
つ
の
書
簡
に
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訥
庵
が
「
名

の
為
め
に
す
る
に
非
ず
、
理
を
徼
む
る
に
非
ざ
る
な
り
」
と
釈
明
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
挙
が
彼
の
周
到
な
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
未
だ
始
め
よ
り
賤
名
を
表
襮（

５
）せ

ず
、
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医
生
某
な
る
者
を
し
て
代
わ
り
て
其
の
事
に
当
た
ら
し
む
…
…
」
と
い
う
表
現
は
そ

の
こ
と
を
指
す
）、
そ
の
意
図
を
軽
々
と
裏
切
っ
て
美
挙
と
し
て
瞬
く
間
に
世
間
に

喧
伝
せ
ら
れ
た
事
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
訥
庵
が
自
分
の
名
前
が
露
顕
す

る
の
を
恐
れ
て
伏
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
名
は
い
よ
い
よ
顕
ら
か
に
な
る
と
い
う

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
皮
肉
な
現
象
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
実
が
彼
の
意

図
を
完
全
に
裏
切
っ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
刑
屍
収
葬
が
美
挙
と
し
て
喧
伝
せ
ら

れ
た
事
実
を
踏
ま
え
て
、
溯
っ
て
訥
庵
の
「
忍
び
ざ
る
の
情
を
達
す
る
に
過
ぎ
ず
」

と
い
う
意
図
そ
れ
自
体
に
偽
善
性
を
嗅
ぎ
取
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
て
訥

庵
は
刑
屍
収
葬
の
挙
と
そ
の
後
に
生
起
し
た
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
毀
と
誉
、
褒
と
貶

の
両
面
価
値
の
錯
綜
す
る
困
難
な
境
位
に
身
を
置
く
こ
と
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
た
の

だ
っ
た
。（
こ
の
場
合
、
訥
庵
の
挙
の
評
価
に
お
い
て
負
の
価
値
を
代
表
す
る
者
が

碩
水
で
あ
っ
た
）。

　
訥
庵
が
急
死
し
た
同
門
の
川
田
履
道
（
彼
が
伊
予
大
洲
藩
儒
に
し
て
陽
明
学
者
の

川
田
雄
琴
の
曾
孫
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
）
の
遺
骸
を
引
き
取
っ
て
埋
葬

し
た
事
実
は
、
三
樹
刑
屍
収
葬
一
条
を
考
え
る
場
合
、
一
の
手
掛
か
り
を
与
え
る

で
あ
ろ
う
。
因
み
に
履
道
が
没
し
た
の
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
一
月
、
享
年

四
十
六
。
な
お
、
訥
庵
の
晦
蔵
収
葬
一
条
（
晦
道
は
そ
の
号
）
が
三
樹
の
そ
れ
に
先

ん
ず
る
こ
と
三
年
前
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
場
合
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
次
の
文
は
そ
の
こ
と
を
報
じ
た
彼
の
草
庵
宛
の
書
簡
で
あ
る
（
そ
の
他
、
同

傾
向
の
文
に
「
楠
本
確
蔵
宛
自
筆
書
翰
」（「
大
橋
訥
菴
書
翰
集
」
所
収
）
が
あ
る
）。

川
田
観
平
、
御
逢
も
被
レ成
候
者
之
処
、
当
正
月
近
在
へ
教
授
に
参
居
候
て
暴
に
病

死
致
候
故
、
遺
骸
を
弊
廬
へ
引
取
、
葬
埋
致
遣
候
。
右
は
格
別
之
事
も
無
レ之
者
に

候
へ
共
、
只
薄
命
之
至
、
可
レ憐
之
事
に
御
座
候
。
御
一
面
之
者
故
、
乍
レ序
御
報
迄

申
上
候
。（『
朱
子
書
』
三
〇
頁
）

因
み
に
草
庵
は
嘉
永
二
年
（
一
八
五
一
）、
三
十
九
歳
の
時
に
独
学
固
陋
の
弊
を
矯

め
る
目
的
で
一
斎
の
許
を
訪
問
し
た
が
、
江
戸
滞
在
中
に
訥
庵
を
始
め
、
そ
の
他
昌

平
黌
の
儒
者
た
ち
と
締
交
し
た
。
そ
の
際
、
履
道
は
訥
庵
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
草
庵

の
た
め
に
昌
平
黌
所
蔵
の
『
高
子
遺
書
』
抄
写
の
労
を
取
っ
た
り
し
て
い
る
。

注（
１
）　『
疑
王
学
』
と
同
傾
向
の
、
程
朱
学
の
正
学
た
る
を
疑
う
説
を
論
駁
し
た

訥
庵
の
著
書
に
は
、
そ
の
他
『
正
学
巵
言
』『
正
学
禦
侮
』『
心
学
莠
紫
弁
』
な
ど

の
書
名
が
『
闢
邪
小
言
』
に
見
え
る
。
因
み
に
『
心
学
莠
紫
弁
』
な
る
書
は
、「
心

学
」
と
い
う
語
か
ら
直
ち
に
予
想
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
朱
子
学
を
「
理
学
」
と
称

す
る
の
に
対
抗
し
て
、
陽
明
学
の
最
高
標
識
を
表
す
表
現
と
し
て
「
心
学
」
と
い

う
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
直
接
に
は
石
田
梅
巖
を
領
袖

と
す
る
石
門
心
学
を
駁
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
著
書
も
草
稿
に
止

ど
ま
っ
て
成
稿
を
見
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
様
に
大
正
の
震
災
に
よ
っ
て

亡
失
し
た
ら
し
い
。

（
２
）　
こ
こ
で
訥
庵
の
主
観
的
意
図
と
い
う
表
現
を
附
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
些
か
注
釈
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
上
来
、
一
再
な
ら
ず
指
摘
し
た
ご
と
く
、
訥

庵
の
学
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
彼
が
暫
く
も
同
一
の
宗
旨
に
止
ど
ま
り
得

ず
、
最
後
的
な
安
立
地
を
求
め
て
一
生
の
間
に
そ
の
学
的
対
象
を
幾
た
び
か
変
え

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
訥
庵
の
転
回
（
陽
明
学
離
れ
）

の
前
後
に
長
い
躊
躇
と
熟
慮
と
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
彼
の
言
説
に
徴
し
て

指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
事
情
は
一
切
顧
慮
せ
ず
に
一
刀
の
下
に
裁
断
す

る
と
、
例
え
ば
左
の
ご
と
き
秋
陽
の
評
価
が
成
立
す
る
。

此
生
至
極
英
敏
に
候
得
共
、
世
機
に
は
深
き
質
之
様
に
被
レ存
、
万
一
右
様
に
て

は
実
学
は
六
ケ
敷
可
レ有
レ之
。
姚
江
念
台
風
な
ど
追
々
相
変
、
今
以
一
向
定
見
不二

相
立一、
議
論
の
み
に
日
月
を
過
ぎ
候
様
子
に
相
見
へ
、
実
践
之
処
行
末
無二覚
束一

存
候
（
中
略
）。
近
来
朱
学
に
相
傾
候
義
、
実
は
心
中
に
考
へ
も
有
レ之
、
世
間

一
様
之
学
者
に
成
り
候
積
り
と
も
に
や
と
気
遣
申
候
。（『
陽
明
書
』三
四
一
頁
）

（
３
）　
客
気
ハ
ヨ
ク
ナ
イ
ゾ
。
予
ハ
少
イ
時
客
気
が
多
カ
ツ
タ
ゾ
。
訥
庵
ト
論
ジ

タ
事
モ
、
今
カ
ラ
思
ヘ
バ
客
気
デ
ア
ツ
タ
ゾ
。
理
窟
ハ
ヨ
イ
デ
モ
、
客
気
が
ア
ツ

テ
ハ
イ
カ
ヌ
ゾ
。（『
過
庭
余
聞
』）

（
４
）　
敬
斎
の
気
象
に
つ
い
て
は
既
に
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
繰
り
返
さ
な

い
。
た
だ
、
碩
水
の
次
の
文
は
敬
斎
の
気
象
と
い
う
も
の
を
形
容
し
て
い
て
、
こ

の
問
題
に
係
る
訥
庵
の
気
象
と
の
対
蹠
性
を
窺
う
上
で
も
興
味
深
い
の
で
、
参
考

ま
で
に
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
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源
敬
斎
、
胸
中
灑
然
た
る
こ
と
、
冰
壺
秋
月
の
如
し
。
富
貴
功
名
、
毫
も
念
に

入
ら
ず
。
而
し
て
善
を
聞
け
ば
則
ち
遷
り
、
義
を
見
れ
ば
則
ち
勇
な
り
。
余
嘗

て
之
が
伝
を
為
り
て
曰
く
、
平
生
事
を
論
じ
物
を
処
す
る
に
、
必
ず
義
利
を
弁

別
す
る
を
以
て
先
と
為
す
。
而
し
て
義
の
在
る
所
之
を
為
す
な
り
。
水
の
壑
に

赴
く
が
如
し
。
其
の
義
に
非
ざ
る
や
、
千
駟
万
馬
も
視
ざ
る
な
り
。
乃
ち
実
事

実
語
な
り
。（『
碩
水
遺
書
』
十
一
）

「
伝
」
と
は
碩
水
の
「
小
笠
原
敬
斎
君
伝
」
を
指
す
。
な
お
、
劈
頭
の
表
現
は
周

濂
渓
の
気
象
を
形
容
し
た
「
人
品
甚
だ
高
く
、
胸
中
灑
然
た
る
こ
と
、
光
風
霽
月

の
如
し
」
と
い
う
句
と
、
李
延
平
を
形
容
し
た
「
冰
壺
水
月
の
塋
徹
し
て
瑕
無
き

が
如
し
」
と
い
う
句
と
を
合
揉
し
た
概
が
あ
る
。
ま
た
、
次
の
草
庵
宛
の
秋
陽
の

書
簡
は
、
こ
の
人
の
学
問
功
夫
が
心
術
隠
微
の
間
に
わ
た
っ
て
深
刻
を
極
め
て
い

る
こ
と
を
具
さ
に
語
っ
て
い
て
、
甚
だ
感
銘
が
深
い
。
殊
に
自
己
自
身
の
恥
ず
べ

く
痛
む
べ
き
真
相
を
蔽
い
隠
す
こ
と
な
く
率
直
に
告
白
し
て
い
る
件
り
な
ど
は
そ

う
で
あ
る
。
秋
陽
は
「
自
反
」
と
い
う
こ
と
を
学
の
宗
旨
と
し
た
学
者
に
相
応
し

く
、
そ
の
言
は
道
徳
の
功
夫
が
結
局
自
省
に
帰
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
て
ほ
と
ん

ど
余
蘊
が
な
い
。

課
功
御
尋
被レ下
、慚
羞
之
至
に
御
座
候
。
近
来
相
応
に
致二刻
苦一候
積
に
候
得
共
、

拙
老
稟
賦
元
来
世
味
に
濃
な
る
故
、
名
利
根
盤
屈
、
断
絶
不二容
易一
。
其
内
十
年

以
来
、
名
根
は
稍
除
候
様
に
被レ考
候
得
共
、
利
根
は
差
当
薄
相
成
候
趣
な
が
ら
、

事
に
触
候
は
ば
兔
角
計
較
心
を
生
じ
申
候
。
右
に
而
は
此
根
依
然
と
し
て
一
向
退

不レ申
事
可レ知
。
此
根
退
不レ申
候
て
は
名
利
本
同
物
同
病
故
、
名
根
除
候
と
存
候

事
も
実
は
不レ然
乎
。
此
両
根
不二断
除一内
は
、
と
て
も
万
累
超
脱
之
地
位
難レ致二希

望
、一
不
レ堪二慨
嘆一。
依レ之
色
々
相
考
、
近
頃
は
追
々
文
字
の
功
程
脱
却
、
凡
虚
文

に
渉
り
候
類
は
成
丈
相
省
き
、
愈
専
志
用
功
之
事
に
決
心
居
申
候
得
共
、
何
分

遅
暮
之
歳
、
此
余
之
得
力
い
か
が
可レ有
之レ
や
。
右
等
御
憐
察
、
御
心
付
之
処
為二御

聞一被レ下
度
、
良
友
之
大
益
可レ致
虚二
受一志
に
御
座
候
。（『
陽
明
書
』
三
五
〇
頁
、

吉
村
秋
陽
書
簡
）

（
５
）　
訥
庵
の
書
簡
中
に
見
え
る
「
表
襮
」
と
い
う
言
葉
は
、
若
き
碩
水
の
心
を

把
ら
え
て
、
彼
の
学
者
と
し
て
の
生
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
文
は
そ
う
い
う
消
息
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
影
響
と
い
っ
て
も

そ
れ
は
訥
庵
に
負
う
も
の
で
は
な
い
。

嘗
て
曰
く
、
学
者
の
患
は
、
表
襮
の
二
字
に
在
り
。
余
始
め
て
草
庵
に
見
え
し

と
き
、
草
庵
「
学
を
為
む
る
の
道
は
、
尤
も
表
襮
を
忌
む
。
黙
黙
と
し
て
体
究

す
、
是
れ
即
ち
其
の
要
」（
為
学
之
道
、
尤
忌
表
襮
、
黙
黙
体
究
、
是
即
其
要
）

の
十
六
字
を
書
し
て
示
さ
る
。
草
庵
豈
に
我
を
欺
か
ん
や
。（『
碩
水
余
稿
』
附

録
一
）

碩
水
が
但
馬
の
青
谿
書
院
に
草
庵
を
訪
れ
た
の
は
、
江
戸
遊
学
を
終
え
て
帰
国
す

る
途
次
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
安
政
七
年
四
月
二
十
六
日
）。
従
っ
て
、
碩
水
が
草

庵
か
ら
「
為
学
の
要
」
を
書
し
た
十
六
字
を
示
さ
れ
た
の
は
、
訥
庵
の
刑
屍
収
葬

一
件
よ
り
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
但
馬
滞
在
中
の
数
日
の
間
に
碩
水
は
同
じ
く
「
表

襮
」
を
忌
む
と
い
う
こ
と
を
標
榜
し
な
が
ら
、
訥
庵
の
生
と
草
庵
の
そ
れ
と
が
い

か
に
対
蹠
的
で
あ
る
か
を
具
さ
に
目
撃
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
事
実
、
早
く

か
ら
官
途
に
意
を
絶
ち
、
僻
陬
に
在
っ
て
茅
屋
を
水
竹
の
間
に
構
え
て
、
読
書
と

講
学
と
い
う
簡
素
な
生
活
に
甘
ん
じ
た
草
庵
の
生
と
い
う
の
は
、
紛
れ
も
な
く
「
表

襮
」
を
忌
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
そ
の
事
実
を
目
の
当
た
り

に
し
た
碩
水
は
確
か
に
そ
の
こ
と
を
肯
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
草
庵
の
言
葉

は
次
第
に
彼
の
魂
の
核
心
に
滲
透
し
て
い
っ
た
。
右
の
文
の
存
在
は
そ
の
こ
と
を

証
し
て
い
る
。

（
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
受
理
）




