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本
稿
は
﹁
04
紀
要
﹂
掲
載
論
文
︑﹁
09
紀
要
﹂
掲
載
論
文
を
ふ
ま
え
︑
第
一
部
末
尾
部
分
の
章

段
と
第
二
部
冒
頭
部
分
の
章
段
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
第
一
部
冒
頭
部
と
第
二
部
末
尾
部

の
境
界
を
明
確
に
し
︑
あ
わ
せ
て
著
者
兼
好
の
思
考
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
︒

　

09
紀
要
で
は
︑
第
三
一
段
か
ら
第
三
七
段
を
一
部
か
ら
二
部
へ
の
﹁
つ
な
ぎ
の
巻
﹂
と
と
ら

え
︑
第
三
八
段
を
︑﹁
復
活
﹂
の
謎
を
解
く
段
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒

　

本
稿
は
﹁
一
︑
は
じ
め
に　

二
︑
最
近
の
『
徒
然
草
』
研
究
か
ら　

三
︑
従
来
の
『
徒
然
草
』

観　

四
︑
本
分
の
考
察　

五
︑
第
三
八
段
の
再
検
討　

六
︑
一
部
の
関
連
す
る
段　

七
︑『
方
丈

記
』
と
の
関
連　

八
︑
第
三
八
段
の
過
激
性　

九
︑
結
論
﹂
の
八
章
か
ら
な
る
︒
一
番
重
視
し

た
の
が
第
三
八
段
で
あ
り
︑
本
段
に
︑
以
前
の
段
は
ど
の
よ
う
に
流
れ
︑
関
連
し
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
と
︑
本
段
以
降
ど
の
よ
う
に
流
れ
︑
展
開
し
て
い
く
か
と
い
う
点
に
重
き
を
お
い

た
︒
そ
の
結
果
︑
一
部
か
ら
二
部
へ
の
︑
彼
の
執
筆
態
度
（
姿
勢
）
が
︑
書
物
（
漢
籍
）
を
友

と
し
て
い
る
う
ち
に
︑
老
荘
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受
け
︑
老
荘
思
想
を
根
幹
に
︑
成
長
・
発

展
し
た
と
う
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
た
︒

　

二
部
は
︑
第
三
一
段
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
︑
第
三
七
段
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
﹁
つ
な
ぎ
の
段
﹂

と
考
え
る
︒

　

第
三
一
段
か
ら
は
︑
基
本
的
に
︑
抽
象
的
な
︑
無
名
の
人
間
の
意
見
を
と
り
あ
げ
︑﹁
を
か

し
﹂﹁
よ
し
﹂
と
肯
定
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
こ
そ
が
︑
本
作
品
の
意
義
だ
と
確
認
し
︑
第

三
八
段
を
力
強
く
記
す
に
至
っ
た
︒
そ
の
後
の
兼
好
の
価
値
観
は
︑
第
三
九
段
の
法
然
上
人
の

教
え
︑
第
四
○
段
の
因
幡
国
の
娘
の
話
︑
第
四
一
段
の
競
馬
に
ま
つ
わ
る
話
︑
第
四
二
段
の
恐

ろ
し
い
病
気
に
か
か
っ
た
行
雅
僧
都
の
話
な
ど
へ
と
バ
ラ
エ
テ
イ
に
富
ん
だ
内
容
を
描
き
出

す
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
新
し
い
発
見
で
あ
る
︒
兼
好
の
既
得
の
知
識
・
価
値
観
か
ら
は
想
像

も
つ
か
な
い
事
実
の
発
見
に
目
を
む
け
た
と
言
え
よ
う
︒

　

と
に
か
く
第
三
八
段
は
︑
本
作
品
に
と
っ
て
︑
も
っ
と
も
重
要
な
段
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ

け
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
︒
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一
、
は
じ
め
に

　
﹁
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要　

第
四
十
集
（
（
（

﹂
に
﹁『
徒
然
草
』
研
究
の

序
章
﹂
と
し
て
︑
序
段
の
あ
り
方
に
つ
い
て
発
表
し
︑﹁
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部

紀
要　

第
四
十
二
号（
２
（﹂
に
﹁『
徒
然
草
』
研
究

―
兼
好
の
思
想
の
由
来

―
﹂
と
し

て
︑
第
一
部
の
内
容
に
つ
い
て
発
表
を
し
た
︒
本
稿
は
以
上
二
論
文
（
前
者
を
﹁
04

紀
要
﹂︑
後
者
を
﹁
09
紀
要
﹂
と
呼
ぶ
）
を
ふ
ま
え
︑
第
一
部
末
尾
部
分
の
章
段
と
第

二
部
冒
頭
部
分
の
章
段
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
第
一
部
冒
頭
部
と
第
二
部
末
尾

部
の
境
界
を
明
確
に
し
︑
あ
わ
せ
て
著
者
兼
好
の
思
考
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い

こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　

ま
ず
﹁
04
紀
要
﹂
か
ら
引
用
す
る
︒

﹁
１
︑
第
一
段
の
『
願
は
し
』
の
流
れ
は
︑
第
一
五
段
ま
で
続
い
て
い
る
︒
た
だ

し
第
一
〇
段
か
ら
少
し
ず
つ
そ
の
流
れ
が
変
化
し
︑
第
一
四
段
で
︑『
願
は
し
』

の
流
れ
は
途
絶
え
る
︒

２
︑
第
一
五
段
か
ら
は
『
旅
だ
ち
』
か
ら
の
単
な
る
連
想
の
流
れ
で
︑
こ
れ
が

第
一
八
段
ま
で
続
く
︒
こ
こ
に
は
︑
１
の
よ
う
な
根
底
を
『
願
は
し
』
で
貫
く

よ
う
な
も
の
は
な
い
︒

３
︑
第
一
九
段
は
『
折
節
の
移
り
か
は
る
』
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
本
段
で

は
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
へ
の
意
識
が
見
ら
れ
た
︒
本
書
を
︑
そ
う
い

っ
た
古
典
と
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
か
ら
第

二
四
段
ま
で
は
︑
や
は
り
根
底
を
貫
く
思
想
的
な
も
の
は
感
じ
ら
れ
ず
︑
連
想

の
発
展
で
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
︒
と
く
に
第
二
四
段
な
ど
は
『
枕
草
子
』

の
類
集
段
を
模
倣
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
︑
兼
好
自
身
の
姿
勢
の

不
安
定
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒

４
︑
第
二
五
段
か
ら
第
三
〇
段
ま
で
は
︑
マ
イ
ナ
ス
的
な
言
葉
が
多
用
さ
れ
︑

彼
自
身
︑
も
っ
と
も
精
神
的
に
落
ち
込
ん
で
い
る
よ
う
に
う
か
が
え
る
︒
語
で

言
え
ば
『
か
な
し
』
の
多
用
で
あ
る
︒
し
か
し
第
三
〇
段
で
人
間
の
は
か
な
さ

か
ら
︑
千
年
の
寿
命
と
い
わ
れ
る
松
で
さ
え
︑
薪
と
な
り
︑
お
墓
す
ら
な
く
な

る
︑
と
い
う
こ
と
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
生
を
客
観
的
に
見
る
姿
勢
が
で

き
た
の
だ
ろ
う
︒

５
︑
第
三
一
段
か
ら
は
︑
感
傷
に
ひ
た
っ
て
い
な
い
︑
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
こ

こ
か
ら
随
筆
家
︑
兼
好
の
本
当
の
旅
立
ち
が
始
ま
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
︒（
中
略
）（
序
段
が
）『
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
』
と
︑
自
分

を
見
つ
め
て
︑
あ
る
開
き
直
り
の
境
地
を
表
し
て
い
る
と
み
れ
ば
︑
や
は
り
従

来
の
学
説
通
り
︑
第
三
○
段
を
書
い
た
時
点
で
︑
い
っ
た
ん
筆
を
置
き
︑
し
ば

ら
く
の
時
間
を
隔
て
た
上
で
︑
人
生
を
客
観
的
に
見
つ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
︑
第
三
一
段
を
記
す
前
に
お
か
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒﹂

　

以
上
が
﹁
04
紀
要
﹂
の
抜
粋
で
あ
る
︒
各
段
に
用
い
ら
れ
た
心
情
語
を
中
心
に
︑

著
者
兼
好
の
思
考
の
変
遷
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
︑
第
三
○
段
ま
で
を
第
一
部
と

推
定
し
て
い
る
︒

　

続
い
て
︑﹁
09
紀
要
﹂
を
と
り
あ
げ
る
︒
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﹁
三
〇
段
ま
で
は
︑『
枕
草
子
』
の
影
響
を
も
っ
と
も
受
け
て
い
る
と
考
え
た
い
︒

雑
纂
形
態
で
あ
る
こ
と
︑
類
集
段
（﹁
は
﹂
型
﹁
も
の
﹂
型
）
の
影
響
が
形
の
上

で
見
ら
れ
る
こ
と
︑『
枕
草
子
』﹁
清
少
納
言
﹂
と
明
確
に
記
し
て
い
る
こ
と
︒

『
徒
然
草
』
は
︑『
枕
草
子
』
か
ら
︑
表
現
形
態
と
︑
発
想
の
自
由
さ
を
学
ん
だ
︒

そ
こ
か
ら
彼
独
自
の
随
筆
文
学
に
進
ん
で
い
く
︒
そ
の
契
機
と
見
ら
れ
る
段
は

三
八
段
で
あ
る
︒﹂

﹁
私
は
︑
三
○
段
を
仮
に
そ
う
（
身
内
の
死
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
直
後
に
記
し

た
と
）
位
置
づ
け
て
み
た
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
彼
は
︑
し
ば
ら
く
︑
筆
を

置
い
た
と
︑
い
や
置
か
ざ
る
を
え
な
い
心
の
状
態
に
陥
っ
た
と
︑
推
定
す
る
︒

　

し
か
し
︑
彼
は
︑
再
び
筆
を
取
り
上
げ
る
︒
そ
れ
が
﹁
雪
の
お
も
し
ろ
う
降

り
た
り
し
朝
﹂（
三
一
段
）
と
﹁
九
月
廿
日
の
比
﹂（
三
二
段
）
で
あ
る
︒
こ
の

二
段
は
︑
今
は
﹁
亡
き
人
﹂
の
心
に
残
る
言
動
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
が
共
通

し
て
い
る
︒
兼
好
の
心
情
は
︑
人
は
死
ん
で
も
︑
そ
の
言
動
は
自
分
の
中
に
生

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
の
確
認
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
は
︑
三
○

段
ま
で
の
︑
た
と
え
ば
『
文
選
』
に
よ
る
﹁
去
る
者
は
日
々
に
疎
し
﹂
と
い
う
︑

あ
る
意
味
で
︑
故
人
に
対
し
否
定
的
な
︑
人
生
に
消
極
的
な
︑
そ
う
い
っ
た
姿

勢
が
︑
人
生
を
肯
定
す
る
姿
勢
へ
と
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒

　

で
は
︑
一
体
そ
う
い
う
姿
勢
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
︒
三
○
段
は
ま
さ
に

人
生
に
絶
望
し
た
︑
極
端
に
言
え
ば
︑﹁
遺
書
﹂
と
も
い
え
る
よ
う
な
内
容
で
あ

る
︒
彼
は
い
っ
た
ん
死
に
︑
そ
し
て
﹁
復
活
﹂
し
た
︒
そ
の
原
動
力
は
何
か
︒

そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
彼
が
『
徒
然
草
』
の
執
筆
を
中
断
し
て
い
た
間

に
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
人
生
観
を
逆
転
さ
せ
る
ほ
ど
の
経
験
と
は
︑

何
か
︒
そ
れ
は
︑
書
物
か
ら
︑
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
︒
な
ぞ
を
解
く
鍵
は
︑

﹁
今
の
内
裏
﹂（
三
三
段
）
か
ら
﹁
疎
き
人
の
﹂（
三
七
段
）
ま
で
の
五
段
に
わ
た

る
段
（
こ
れ
を
仮
に
﹁
復
活
﹂
へ
の
﹁
つ
な
ぎ
の
段
﹂
と
名
づ
け
て
お
く
）
を

経
て
記
さ
れ
る
︑
三
八
段
で
あ
る
︒﹂

﹁
推
定
す
れ
ば
︑
彼
は
絶
望
の
時
期
に
︑
毎
日
毎
日
︑﹁
老
荘
思
想
﹂
に
あ
た
る

書
物
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
み
続
け
た
に
違
い
な
い
︒
無
為
自
然
を
と
く
思
想

に
は
︑
ま
さ
に
目
か
ら
鱗
が
お
ち
る
思
い
で
あ
っ
た
ろ
う
︒﹁
老
荘
思
想
﹂
が
兼

好
を
絶
望
の
淵
か
ら
﹁
復
活
﹂
さ
せ
た
︑
そ
れ
が
『
徒
然
草
』
を
再
執
筆
さ
せ
︑

本
格
的
な
随
筆
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
︒﹂

　

こ
の
よ
う
に
︑
09
紀
要
で
は
︑
第
三
一
段
か
ら
第
三
七
段
を
一
部
か
ら
二
部
へ
の

﹁
つ
な
ぎ
の
巻
﹂
と
と
ら
え
︑
第
三
八
段
を
︑﹁
復
活
﹂
の
謎
を
解
く
段
だ
と
考
え
た

の
で
あ
る
︒

　

本
稿
で
は
︑
以
上
二
論
文
の
後
を
受
け
て
︑『
徒
然
草
』
の
一
部
と
二
部
の
境
界

と
︑
作
者
兼
好
の
根
底
に
存
在
す
る
思
考
の
変
遷
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
︒

二
、
最
近
の
『
徒
然
草
』
研
究
か
ら

　

平
成
21
年
︑『
徒
然
草
』
に
関
す
る
大
著
が
同
時
に
二
冊
刊
行
さ
れ
た
︒
一
つ
は
稲

田
利
徳
氏
の
『
徒
然
草
論
』
（
３
（

も
う
一
つ
は
島
内
裕
子
氏
の
『
徒
然
草
文
化
圏
の
生
成
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と
展
開
』（

（
（

で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
こ
の
二
書
か
ら
︑
一
部
・
二
部
に
関
わ
る
部
分
を
抜

粋
し
て
み
る
︒
ま
ず
は
前
者
稲
田
氏
の
『
徒
然
草
論
』
か
ら
抜
粋
す
る
︒

﹁
三
十
段
こ
ろ
ま
で
の
執
筆
に
関
し
て
は
︑説
話
的
章
段
や
有
職
故
実
・
事
物
考

証
的
な
章
段
を
盛
り
込
む
意
図
は
な
か
っ
た
が
︑
執
筆
中
断
の
後
︑
そ
の
類
の

内
容
の
章
段
も
積
極
的
に
盛
り
込
む
と
い
う
執
筆
方
針
の
変
更
を
か
な
り
意
識

的
に
遂
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
︑
私
の
仮
説
で
あ
っ
た
︒﹂

﹁『
徒
然
草
』
を
味
読
し
︑
三
十
段
こ
ろ
ま
で
が
詠
嘆
的
無
常
観
︑
そ
れ
以
降
は

自
覚
的
無
常
観
と
で
も
称
す
べ
き
︑無
常
思
想
の
変
化
の
あ
る
こ
と
を
提
言
し
︑

三
十
段
こ
ろ
ま
で
と
︑
そ
れ
以
降
と
の
思
想
の
異
質
性
に
初
め
て
言
及
し
た
の

は
︑
西
尾
実
氏
で
あ
っ
た
︒（
中
略
）
三
十
段
こ
ろ
ま
で
と
︑
そ
れ
以
降
の
異
質

性
は
︑
そ
の
後
も
︑
感
情
語
の
頻
度
数
の
方
面
︑
あ
る
い
は
係
助
詞
や
文
体
な

ど
の
相
違
か
ら
も
論
証
さ
れ
︑
や
が
て
執
筆
時
期
に
関
わ
る
成
立
論
に
ま
で
及

ぶ
に
至
っ
て
い
る
︒﹂

﹁
要
す
る
に
兼
好
は
︑
三
十
段
こ
ろ
ま
で
は
執
筆
に
当
っ
て
︑
説
話
的
な
内
容
の

章
段
は
盛
り
込
ま
な
い
と
い
う
明
確
な
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

の
が
︑
私
の
仮
説
で
あ
っ
た
︒﹂

﹁
三
十
段
こ
ろ
ま
で
は
︑
ま
さ
し
く
序
文
に
い
う
よ
う
に
︑『
枕
草
子
』
な
ど
を

念
頭
に
し
な
が
ら
︑
心
の
う
ち
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
を
次
々
と
書
き
記
し
︑
し

か
も
︑そ
こ
に
自
己
の
意
見
と
い
う
も
の
が
︑か
な
り
強
く
開
陳
さ
れ
て
い
る
︒﹂

﹁
や
が
て
執
筆
中
断
期
間
の
後
︑
再
び
筆
を
と
っ
た
と
き
︑
そ
こ
に
説
話
的
章
段

や
有
職
故
実
的
章
段
な
ど
を
盛
り
込
む
と
い
う
執
筆
方
針
の
変
更
を
行
っ
た
の

は
︑
読
者
を
強
く
意
識
し
た
こ
と
︑
そ
れ
は
還
言
す
れ
ば
︑
自
分
の
術
作
す
る

も
の
が
︑
長
く
人
々
の
間
に
珍
重
さ
れ
︑
読
み
継
が
れ
る
こ
と
を
希
求
し
た
こ

と
で
も
あ
る
︒﹂

　

以
上
『
徒
然
草
論
』
の
抜
粋
だ
が
︑
稲
田
氏
は
︑
三
○
段
こ
ろ
ま
で
を
一
部
と
考

え
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
こ
ま
で
は
︑
執
筆
に
関
し
て
﹁
説
話
的
章
段
や
有
職
故
実
・

事
物
考
証
的
な
段
を
盛
り
込
む
意
図
は
な
か
っ
た
﹂
と
さ
れ
︑
そ
れ
以
降
︑﹁
執
筆
方

針
の
変
更
が
か
な
り
意
識
的
に
遂
行
し
た
﹂と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︒

た
だ
し
︑﹁
執
筆
方
針
の
変
更
﹂
は
︑﹁
読
者
を
強
く
意
識
し
た
﹂
と
い
う
点
に
は
問

題
が
あ
る
か
と
も
思
う
︒

　

次
に
島
内
氏
の
『
徒
然
草
文
化
圏
の
生
成
と
展
開
』
か
ら
抜
粋
す
る
︒

﹁
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
徒
然
草
の
最
初
の
部
分
に
は
︑
兼
好
の
現
実
へ
の
失
望

感
と
そ
の
反
動
と
し
て
の
理
想
主
義
的
な
も
の
の
見
方
が
表
れ
て
い
る
と
解
釈

で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
徒
然
草
執
筆
の
最
初
の
原
動
力
は
︑﹁
つ
れ
づ
れ
﹂
と
い

う
︑
な
す
こ
と
も
な
い
所
在
無
い
停
滞
し
た
時
間
の
中
で
︑
周
囲
に
満
足
で
き

な
い
孤
独
な
青
年
が
︑
本
の
中
に
見
出
し
た
数
々
の
﹁
理
想
﹂
に
よ
っ
て
﹁
現

実
﹂
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
だ
っ
た
︒
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
世

の
中
の
あ
り
方
を
書
き
連
ね
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒﹂

﹁
と
こ
ろ
が
第
十
九
段
﹁
折
節
の
移
り
変
は
る
こ
そ
︑
も
の
ご
と
に
あ
は
れ
な

れ
﹂
の
段
で
兼
好
自
身
が
自
覚
し
た
よ
う
に
︑
彼
が
書
く
も
の
は
﹁
源
氏
物
語
﹂

や
﹁
枕
草
子
﹂
の
圧
倒
的
な
影
響
の
下
に
あ
っ
た
︒﹁
古
典
の
呪
縛
﹂
と
さ
え
言
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え
る
よ
う
な
影
響
力
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
兼
好
が
と
っ
た
執
筆
の
方
向
転
換

が
︑
第
十
九
段
の
冬
の
描
写
で
あ
る
︒（
中
略
）
こ
こ
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
の
よ
う

な
古
典
か
ら
の
引
用
中
心
の
書
き
方
で
は
な
く
︑
も
っ
と
自
分
が
体
験
し
た
こ

と
を
中
心
に
記
述
す
る
よ
う
に
な
る
︒﹂

﹁
書
き
方
の
変
化
は
︑
何
と
連
動
し
て
い
る
の
か
︒
兼
好
の
価
値
観
や
人
間
観
が

変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒（
中
略
）
徒
然
草
の
執
筆
開
始
当
初
︑
兼
好
の
頭
に

あ
っ
た
﹁
人
間
﹂
と
い
う
の
は
︑
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
の
人
間
で
し
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒﹂

﹁
こ
の
よ
う
に
徒
然
草
の
流
れ
を
大
き
く
捉
え
た
場
合
︑転
換
点
と
な
っ
て
い
る

の
は
︑
第
三
十
八
段
か
ら
第
四
十
一
段
ま
で
の
一
連
の
章
段
で
あ
る
︒（
中
略
）

読
書
の
世
界
か
ら
現
実
の
世
界
へ
と
︑
兼
好
の
関
心
が
大
き
く
移
っ
て
き
た
の

で
あ
る
︒﹂

﹁
第
三
十
八
段
で
兼
好
は
人
間
の
生
き
方
の
理
想
に
つ
い
て
根
底
か
ら
考
察
す

る
︒﹂

﹁
こ
う
し
て
第
三
十
八
段
は
︑究
極
の
理
想
の
生
き
方
を
追
求
し
て
い
た
は
ず
だ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
最
後
は
不
毛
な
地
点
に
到
達
し
て
し
ま
い
︑
こ
れ
以

上
一
歩
も
進
め
な
い
よ
う
な
状
況
が
出
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒﹂

﹁
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
い
ま
ま
で
の
彼
の
生
き
方
や
価
値
観
が
︑
こ
こ
で
壁
に
ぶ

つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹂

　

島
内
説
で
は
︑
転
回
点
が
︑
第
三
八
段
か
ら
第
四
一
段
ま
で
の
一
連
の
章
段
と
さ

れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
︑
こ
れ
に
は
賛
成
し
た
い
︒
た
だ
﹁
こ
れ
以
上
一
歩
も
勧
め

な
い
よ
う
な
状
況
﹂
と
か
﹁
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
﹂
と
か
い
う
考
え
に
は
︑
容
易
に
納

得
は
し
が
た
い
が
︒

　

稲
田
氏
︑
島
内
氏
の
論
に
は
傾
聴
さ
れ
る
も
の
が
多
い
が
︑
肯
定
し
か
ね
る
も
の

も
存
在
す
る
︒
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
︑
次
に
︑
従
来
の
『
徒
然
草
』
観
を
整
理
し
て
お

き
た
い
︒三

、
従
来
の
『
徒
然
草
』
観

　

一
部
か
ら
二
部
へ
の
変
遷
に
関
わ
る
従
来
の
論
の
代
表
的
と
し
て
『
徒
然
草
の
鑑

賞
』
（
５
（

か
ら
抜
粋
す
る
︒

﹁
第
二
七
段　

殊
に
新
院
の
御
交
替
に
は
限
り
な
い
悲
哀
と
︑
右
顧
左
眄
︑
阿
諛

追
従
の
人
心
に
限
り
な
い
人
生
の
空
虚
と
憤
激
と
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹂

﹁
第
二
八
段　

橘
純
一
氏
の
︑『
徒
然
草
新
講
』
に
︑﹁
前
段
御
国
譲
の
半
面
た
る

院
中
の
物
さ
び
し
さ
か
ら
︑
諒
闇
の
事
に
想
ひ
及
ん
で
そ
の
様
を
の
べ
た
︒﹂
と

あ
る
の
が
︑
簡
に
し
て
要
を
尽
く
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒﹂

﹁
第
二
九
段　

枕
草
子
の
﹁
過
ぎ
に
し
方
恋
し
き
も
の
﹂︑
中
で
も
﹁
を
り
か
ら

あ
は
れ
な
り
し
人
の
文
︑
雨
な
ど
つ
れ
づ
れ
な
る
日
︑
さ
が
し
出
で
た
る
︒﹂
を

頭
に
お
い
て
書
き
出
さ
れ
た
文
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
︒﹂

﹁
第
三
○
段　

た
し
か
に
二
八
段
か
ら
三
○
段
に
か
け
て
連
鎖
的
展
開
の
あ
る

こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
︒
結
局
人
の
世
の
は
か
な
さ
に
対
す
る
限
り
な
い
詠
嘆
で

あ
る
︒﹂
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﹁
第
三
一
段　

前
段
ま
で
の
︑
人
の
死
に
つ
い
て
の
感
想
に
引
き
続
い
て
︑
こ
れ

を
具
体
的
な
特
定
の
人
の
上
の
事
に
及
ぼ
し
︑
そ
の
﹁
亡
き
人
﹂
の
忘
れ
が
た

い
思
い
出
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹂

﹁
第
三
二
段　

前
段
に
引
き
続
き
︑
亡
き
人
を
追
慕
す
る
の
で
あ
る
が
︑
亡
き
人

の
優
雅
な
所
作
や
人
柄
を
賞
揚
し
て
い
る
点
も
前
段
同
様
で
あ
る
︒（
中
略
）
大

い
に
異
な
る
点
は
︑『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ら
は
現
実
的
な
環
境
か
ら

直
ち
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑『
徒
然
草
』
に
お
い
て

は
︑
兼
好
の
王
朝
憧
憬
の
心
に
よ
っ
て
︑
現
実
か
ら
極
め
て
意
図
的
に
選
び
と

ら
れ
た
世
界
で
あ
り
︑
も
っ
と
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
︑
彼
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど

仮
構
的
に
設
定
さ
れ
た
世
界
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
︒﹂

﹁
第
三
三
段　

有
職
故
実
の
知
識
に
す
ぐ
れ
た
玄
輝
門
院
の
こ
と
を﹁
い
み
じ
か

り
け
り
﹂
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹂

﹁
第
三
四
段　

本
段
は
︑
前
段
と
同
様
に
︑
物
や
事
実
の
認
識
と
い
う
こ
と
に

並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
い
だ
く
兼
好
の
一
面
を
語
る
も
の
で
あ
る
︒﹂

﹁
第
三
五
段　

わ
が
書
く
文
字
の
上
手
下
手
に
と
ら
わ
れ
て
︑見
栄
を
は
っ
て
人

を
し
て
書
か
せ
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
︒﹂

﹁
第
三
六
段　

心
く
ば
り
の
濃
や
か
な
︑
さ
る
女
人
の
話
で
あ
る
が
︑
心
の
ゆ
る

や
か
に
和
む
よ
う
な
︑
い
い
話
で
あ
る
︒﹂

﹁
第
三
七
段　

こ
の
段
で
は
『
朝
夕
︑
隔
て
な
く
馴
れ
た
る
人
』
と
『
疎
き
人
』

と
を
対
比
さ
せ
︑
そ
う
い
う
人
が
︑
自
己
の
立
場
か
ら
一
歩
退
き
︑
ま
た
は
出

て
︑
あ
る
い
は
遠
慮
あ
る
︑
用
心
深
い
態
度
を
示
し
︑
あ
る
い
は
う
ち
と
け
た

物
言
い
を
す
る
の
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
好
ま
し
い
こ
と
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ

っ
て
︑
兼
好
は
そ
れ
だ
け
の
奥
行
あ
る
︑
身
の
処
し
方
に
感
じ
入
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒﹂

﹁
第
三
八
段　

名
聞
や
利
欲
に
使
役
さ
れ
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
説
く
有
名
な
一

段
で
あ
る
が
︑
全
文
ほ
と
ん
ど
出
典
を
あ
げ
得
る
︒『
寒
山
詩
』『
後
漢
書
』『
沙

石
集
』『
文
選
』『
臣
軌
』『
白
氏
文
集
』『
小
学
』『
列
子
』『
晋
書
』『
老
子
』『
荘

子
』『
新
撰
朗
詠
集
』
な
ど
が
諸
注
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒（
中
略
）
た
だ
ひ
と

つ
︑﹁
才
能
は
煩
悩
の
増
長
せ
る
な
り
︒﹂
に
つ
い
て
は
︑
全
く
出
典
も
類
句
も

あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
目
に
と
ま
る
︒（
中
略
）﹁
わ
た
く
し
の
言
う
第
一
部

と
第
二
部
と
の
間
に
十
一
年
の
時
間
的
距
離
の
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
し
な
け
れ

ば
︑
説
明
し
が
た
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
兼
好
の
内
部
に
お
け

る
︑
人
間
と
し
て
の
成
長
が
跡
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹂

﹁
第
三
九
段　

こ
の
段
は
︑法
然
上
人
の
短
い
一
言
半
句
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
よ
く
そ
の
教
え
の
真
髄
を
描
き
だ
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
︒

（
中
略
）
こ
の
一
段
の
趣
旨
は
︑
こ
れ
を
兼
好
が
法
然
の
﹁
信
仰
の
骨
髄
を
開

示
﹂
し
た
も
の
と
す
る
も
の
も
あ
り
︑
ま
た
老
荘
的
無
為
自
然
の
人
生
態
度
を

法
然
の
言
葉
に
見
出
し
た
も
の
と
す
る
の
も
あ
る
︒﹂

﹁
第
四
○
段　

小
林
秀
雄
氏
（
６
（は﹁

鈍
刀
を
使
っ
て
彫
ら
れ
た
名
作
の
ほ
ん
の
一
例

を
引
い
て
置
こ
う
︒
こ
れ
は
全
文
で
あ
る
︒
―
四
○
段
を
引
用
―
こ
れ
は
珍
談

で
は
な
い
︒
つ
れ
づ
れ
な
る
心
が
ど
ん
な
に
沢
山
な
事
を
感
じ
︑
ど
ん
な
に
沢

山
な
こ
と
を
言
わ
ず
に
我
慢
し
た
か
︒﹂（『
無
常
と
い
ふ
事
』）
と
言
い
︑
こ
れ

を
名
作
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
︒（
中
略
）
兼
好
は
︑
奇
な
る
人
間
像
の
な

か
に
︑
言
い
か
え
れ
ば
︑
奇
形
と
い
う
︑
あ
る
極
限
的
な
状
況
の
な
か
に
︑
は
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じ
め
て
人
間
の
疑
な
い
存
在
性
が
顕
れ
て
く
る
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
な
が

ら
︑
そ
れ
ら
を
描
き
出
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹂

　

各
段
の
一
連
の
流
れ
を
︑
一
般
で
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確

認
し
た
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
や
は
り
第
三
八
段
で
あ
る
︒
全
文
ほ
と
ん
ど
が
︑
古
典
︑

そ
れ
も
中
国
の
漢
籍
を
典
拠
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
才
能
は
煩
悩
の

増
長
せ
る
な
り
︒﹂
は
出
典
が
な
く
︑
兼
好
独
自
の
発
想
と
い
う
点
に
は
注
目
し
て
お

き
た
い
︒
次
に
第
四
○
段
に
も
注
目
で
あ
る
︒
小
林
氏
の
論
は
有
名
だ
が
︑﹁
奇
な
る

人
間
像
﹂
の
と
ら
え
方
に
も
︑
や
は
り
注
目
し
て
お
き
た
い
︒
一
連
の
流
れ
か
ら
︑

問
題
点
は
︑
や
は
り
︑
第
一
部
と
第
二
部
の
境
界
線
の
と
ら
え
方
︑
そ
の
境
界
線
に

よ
る
思
想
の
変
遷
の
意
義
付
け
︑
さ
ら
に
は
第
三
八
段
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
な
ど

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
ら
を
念
頭
に
︑
本
文
の
考
察
を
行
っ
て
い
き
た
い
︒

四
、
本
文
の
考
察

　

第
二
七
段
か
ら
第
四
一
段
ま
で
を
掲
げ
る
︒
※
ゴ
シ
ッ
ク
の
部
分
は
土
屋
が
加
え

た
も
の

第
二
七
段

　

御
国
ゆ
づ
り
の
節
会
（
７
（お

こ
な
は
れ
て
︑
剣
・
璽
・
内
侍
所
わ
た
し
奉
ら
る
る
ほ

ど
こ
そ
︑
限
り
な
う
心
ぼ
そ
け
れ
︒

　

新
院
の
お
り
ゐ
さ
せ
給
ひ
て
の
春
︑
詠
ま
せ
給
ひ
け
る
と
か
や
︒

　
　

殿
守
の
と
も
の
み
や
つ
こ
よ
そ
に
し
て
は
ら
は
ぬ
庭
に
花
ぞ
散
り
し
く

今
の
世
の
こ
と
繁
き
に
ま
ぎ
れ
て
︑院
に
は
ま
ゐ
る
人
も
な
き
ぞ
さ
び
し
げ
な
る
︒

か
か
る
折
に
ぞ
︑
人
の
心
も
あ
ら
は
れ
ぬ
べ
き
︒

第
二
八
段

　

諒
闇
の
年
（
８
（ば

か
り
あ
は
れ
な
る
事
は
あ
ら
じ
︒

　

倚　

の
御
所
（
９
（の

さ
ま
な
ど
︑
板
敷
を
さ
げ
︑
葦
の
御
簾
を
か
け
て
︑
布
の
帽
額

あ
ら
あ
ら
し
く
︑
御
調
度
ど
も
お
ろ
そ
か
に
︑
皆
人
の
装
束
︑
太
刀
・
平
緒
ま
で
︑

こ
と
や
う
な
る
ぞ
ゆ
ゆ
し
き
︒

第
二
九
段

　

し
づ
か
に
思
へ
ば
︑
よ
ろ
づ
に
過
ぎ
に
し
か
た
の
恋
し
さ
の
み
ぞ
せ
ん
か
た
な

き
︒

　

人
静
ま
り
て
後
︑
長
き
夜
の
す
さ
び
に
︑
な
に
と
な
き
具
足
と
り
し
た
た
め
︑

残
し
お
か
じ
と
思
ふ
反
古
な
ど
破
り
す
つ
る
中
に
︑
亡
き
人
の
手
な
ら
ひ
︑
絵
か

き
す
さ
び
た
る
見
出
で
た
る
こ
そ
︑
た
だ
そ
の
折
の
心
地
す
れ
︒
こ
の
比
あ
る
人

の
文
だ
に
︑
久
し
く
成
り
て
︑
い
か
な
る
折
︑
い
つ
の
年
な
り
け
ん
と
思
ふ
は
︑

あ
は
れ
な
る
ぞ
か
し
︒
手
な
れ
し
具
足
な
ど
も
︑
心
も
な
く
て
変
ら
ず
久
し
き
︑

い
と
悲
し
︒

第
三
○
段

　

人
の
な
き
あ
と
ば
か
り
悲
し
き
は
な
し
︒

い 

ろ
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中
陰
の
ほ
ど
︑
山
里
な
ど
に
う
つ
ろ
ひ
て
︑
便
あ
し
く
狭
き
所
に
あ
ま
た
あ
ひ

ゐ
て
︑
後
の
わ
ざ
ど
も
営
み
あ
へ
る
︑
心
あ
わ
た
た
し
︒
日
か
ず
の
は
や
く
過
ぐ

る
ほ
ど
ぞ
︑
も
の
に
も
似
ぬ
︒
は
て
の
日
は
︑
い
と
情
け
な
う
︑
た
が
ひ
に
言
ふ

事
も
な
く
︑
我
か
し
こ
こ
げ
に
物
ひ
き
し
た
た
め
︑
ち
り
ぢ
り
に
行
き
あ
か
れ
ぬ
︒

も
と
の
す
み
か
に
帰
り
て
ぞ
︑
更
に
悲
し
き
事
は
多
か
る
べ
き
︒﹁
し
か
し
か
の
こ

と
は
︑
あ
な
か
し
こ
︑
跡
の
た
め
忌
む
な
る
事
ぞ
﹂
な
ど
言
へ
る
こ
そ
︑
か
ば
か

り
の
な
か
に
何
か
は
と
︑
人
の
心
は
な
ほ
う
た
て
お
ぼ
ゆ
れ
︒

　

年
月
経
て
も
︑
露
忘
る
る
に
は
あ
ら
ね
ど
︑
去
る
者
は
日
々
に
疎
し
と
い
へ
る

こ
と
な
れ
ば
︑
さ
は
い
へ
ど
︑
そ
の
き
は
ば
か
り
は
覚
え
ぬ
に
や
︑
よ
し
な
し
ご

と
言
ひ
て
う
ち
も
笑
ひ
ぬ
︒
か
ら
は
け
う
と
き
山
の
中
に
を
さ
め
て
︑
さ
る
べ
き

日
ば
か
り
詣
で
つ
つ
見
れ
ば
︑
ほ
ど
な
く
卒
塔
婆
も
苔
む
し
︑
木
の
葉
ふ
り
埋
み

て
︑
夕
の
嵐
︑
夜
の
月
の
み
ぞ
︑
こ
と
と
ふ
よ
す
が
な
り
け
る
︒

　

思
ひ
出
で
て
し
の
ぶ
人
あ
ら
ん
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
め
︑
そ
も
ま
た
ほ
ど
な
く
う
せ

て
︑
聞
き
つ
た
ふ
る
ば
か
り
の
末
々
は
︑
哀
と
や
は
思
ふ
︒
さ
る
は
︑
跡
と
ふ
わ

ざ
も
絶
え
ぬ
れ
ば
︑
い
づ
れ
の
人
と
名
を
だ
に
知
ら
ず
︒
年
々
の
春
の
草
の
み
ぞ
︑

心
あ
ら
ん
人
は
あ
は
れ
と
見
る
べ
き
を
︑
は
て
は
︑
嵐
に
む
せ
び
し
松
も
千
年
を

ま
た
で
薪
に
く
だ
か
れ
︑
古
き
墳
は
す
か
れ
て
田
と
な
り
ぬ
︒
そ
の
形
だ
に
な
く

な
り
ぬ
る
ぞ
悲
し
き
︒

第
三
一
段

　

雪
の
お
も
し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝
︑
人
の
が
り
言
ふ
べ
き
事
あ
り
て
文
を
や
る

と
て
︑
雪
の
こ
と
何
と
も
い
は
ざ
り
し
返
事
に
︑﹁
こ
の
雪
い
か
が
見
る
と
︑
一
筆

の
た
ま
は
せ
ぬ
ほ
ど
の
︑
ひ
が
ひ
が
し
か
ら
ん
人
の
お
ほ
せ
ら
る
る
事
︑
聞
き
い

る
べ
き
か
は
︒
返
す
返
す
口
を
し
き
御
心
な
り
﹂
と
言
ひ
た
り
し
こ
そ
︑
を
か
し

か
り
し
か
︒

　

今
は
亡
き
人
な
れ
ば
︑
か
ば
か
り
の
事
も
忘
れ
が
た
し
︒

第
三
二
段　

　

九
月
廿
日
の
比
︑
あ
る
人
に
さ
そ
は
れ
た
て
ま
つ
り
て
︑
明
く
る
ま
で
月
見
あ

り
く
事
侍
り
し
に
︑
お
ぼ
し
い
づ
る
所
あ
り
て
︑
案
内
せ
さ
せ
て
入
り
給
ひ
ぬ
︒

荒
れ
た
る
庭
の
露
し
げ
き
に
︑
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
匂
ひ
︑
し
め
や
か
に
う
ち
薫
り
て
︑

し
の
び
た
る
け
は
ひ
︑
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り
︒

　

よ
き
ほ
ど
に
て
出
で
給
ひ
ぬ
れ
ど
︑
な
ほ
事
ざ
ま
の
優
に
お
ぼ
え
て
︑
物
の
か

く
れ
よ
り
し
ば
し
見
ゐ
た
る
に
︑
妻
戸
を
今
す
こ
し
お
し
あ
け
て
︑
月
見
る
け
し

き
な
り
︒
や
が
て
か
け
こ
も
ら
ま
し
か
ば
︑
く
ち
を
し
か
ら
ま
し
︒
跡
ま
で
見
る

人
あ
り
と
は
︑
い
か
で
か
知
ら
ん
︒
か
や
う
の
事
は
︑
た
だ
朝
夕
の
心
づ
か
ひ
に

よ
る
べ
し
︒
そ
の
人
︑
ほ
ど
な
く
失
せ
に
け
り
と
聞
き
侍
り
し
︒

第
三
三
段

　

今
の
内
裏
作
り
出
さ
れ
て
︑
有
職
の
人
々
に
見
せ
ら
れ
け
る
に
︑
い
づ
く
も
難

な
し
と
て
︑
す
で
に
遷
幸
の
日
ち
か
く
成
り
け
る
に
︑
玄
輝
門
院
の
御
覧
じ
て
︑

﹁
閑
院
殿
の
櫛
形
の
穴
は
︑
ま
ろ
く
︑
縁
も
な
く
て
ぞ
あ
り
し
﹂
と
仰
せ
ら
れ
け

る
︑
い
み
じ
か
り
け
り
︒

　

こ
れ
は
葉
の
入
り
て
︑
木
に
て
縁
を
し
た
り
け
れ
ば
︑
あ
や
ま
り
に
て
︑
な
ほ
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さ
れ
に
け
り
︒

第
三
四
段

　

甲
香
は
︑
ほ
ら
貝
の
や
う
な
る
が
︑
ち
ひ
さ
く
て
︑
口
の
ほ
ど
の
︑
細
長
に
さ

し
出
で
た
る
貝
の
ふ
た
な
り
︒
武
蔵
野
国
金
沢
と
い
ふ
浦
に
あ
り
し
を
︑
所
の
者

は
﹁
へ
な
た
り
と
申
し
侍
る
﹂
と
ぞ
言
ひ
し
︒

第
三
五
段

　

手
の
わ
ろ
き
人
の
︑
は
ば
か
ら
ず
文
書
き
ち
ら
す
は
︑
よ
し
︒
み
ぐ
る
し
と
て
︑

人
に
書
か
す
る
は
︑
う
る
さ
し
︒

第
三
六
段

　
﹁
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
比
︑
い
か
ば
か
り
恨
む
ら
ん
と
︑
我
が
怠
り
思
ひ
知
ら
れ

て
︑
言
葉
な
き
心
地
す
る
に
︑
女
の
方
よ
り
︑『
仕
丁
や
あ
る
︑
ひ
と
り
』
な
ど
言

ひ
お
こ
せ
た
る
こ
そ
︑
あ
り
が
た
く
う
れ
し
け
れ
︒
さ
る
心
ざ
ま
し
た
る
人
ぞ
よ

き
﹂
と
︑
人
の
申
し
侍
り
し
︑
さ
も
あ
る
べ
き
事
な
り
︒

第
三
七
段

　

朝
夕
へ
だ
て
な
く
馴
れ
た
る
人
の
︑
と
も
あ
る
時
︑
我
に
心
お
き
︑
ひ
き
つ
く

ろ
へ
る
さ
ま
に
見
ゆ
る
こ
そ
︑﹁
今
更
か
く
や
は
﹂
な
ど
言
ふ
人
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ

ど
︑
な
ほ
げ
に
げ
に
し
く
︑
よ
き
人
か
な
と
ぞ
覚
ゆ
る
︒

　

疎
き
人
の
︑
う
ち
と
け
た
る
事
な
ど
言
ひ
た
る
︑
ま
た
︑
よ
し
と
思
ひ
つ
き
ぬ

べ
し
︒

第
三
八
段

　

名
利
に
使
は
れ
て
︑
閑
か
な
る
暇
な
く
︑
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
︑
愚
な
れ
︒

　

財
多
け
れ
ば
身
を
守
る
に
ま
ど
し
︒
害
を
か
ひ
︑
累
を
招
く
媒
な
り
︒
身
の
後

に
は
金
を
し
て
北
斗
を
さ
さ
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
事
︑

肥
え
た
る
馬
︑
金
玉
の
飾
り
も
︑
心
あ
ら
ん
人
は
︑
う
た
て
愚
か
な
り
と
ぞ
見
る

べ
き
︒
金
は
山
に
す
て
︑
玉
は
淵
に
投
ぐ
べ
し
︒
利
に
ま
ど
ふ
は
︑
す
ぐ
れ
て
愚

か
な
る
人
な
り
︒

　

埋
も
れ
ぬ
名
を
長
き
世
に
残
さ
ん
こ
そ
︑
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
け
れ
︑
位
高
く
︑

や
ん
事
な
き
を
し
も
︑
す
ぐ
れ
た
る
人
と
や
は
い
ふ
べ
き
︒
愚
か
に
つ
た
な
き
人

も
︑
家
に
生
れ
時
に
あ
へ
ば
︑
高
き
位
に
登
り
︑
奢
り
を
極
む
る
も
あ
り
︒
い
み

じ
か
り
し
賢
人
・
聖
人
︑
み
づ
か
ら
賎
し
き
位
に
を
り
︑
時
に
あ
は
ず
し
て
や
み

ぬ
る
︑
ま
た
多
し
︒
偏
に
高
き
官
・
位
を
望
む
も
︑
次
に
愚
か
な
り
︒

　

智
恵
と
心
と
こ
そ
︑
世
に
す
ぐ
れ
た
る
誉
も
残
さ
ま
ほ
し
き
を
︑
つ
ら
つ
ら
思

へ
ば
︑
誉
を
愛
す
る
は
︑
人
の
聞
を
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
︒
誉
む
る
人
︒
そ
し
る
人
︑

共
に
世
に
止
ま
ら
ず
︑
伝
へ
聞
か
ん
人
︑
ま
た
ま
た
す
み
や
か
に
去
る
べ
し
︒
誰

を
か
恥
ぢ
︑
誰
に
か
知
ら
れ
ん
事
を
願
は
ん
︒
誉
は
ま
た
毀
の
本
な
り
︒
身
の
後

の
名
︑
残
り
て
さ
ら
に
益
な
し
︒
こ
れ
を
願
ふ
も
︑
次
に
愚
か
な
り
︒

　

た
だ
し
︑
し
ひ
て
智
を
も
と
め
︑
賢
を
願
ふ
人
の
た
め
に
言
は
ば
︑
智
恵
出
で

て
は
偽
あ
り
︒
才
能
は
煩
悩
の
増
長
せ
る
な
り
︒
伝
へ
て
聞
き
︑
学
び
て
知
る
は
︑
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誠
の
智
に
あ
ら
ず
︒
い
か
な
る
を
か
智
と
い
ふ
べ
き
︒
可
・
不
可
は
一
条
な
り
︒

い
か
な
る
を
か
善
と
い
ふ
︒
ま
こ
と
の
人
は
︑
智
も
な
く
︑
功
も
な
く
︑
名
も
な

し
︒
誰
か
知
り
︑
誰
を
か
伝
へ
ん
︒
こ
れ
︑
得
を
隠
し
︑
愚
を
守
る
に
は
あ
ら
ず
︒

本
よ
り
賢
愚
・
得
失
の
境
に
を
ら
ざ
れ
ば
な
り
︒

　

迷
ひ
の
心
を
も
ち
て
名
利
の
要
を
求
む
る
に
︑
か
く
の
ご
と
し
︒
万
事
は
皆
非

な
り
︒
言
ふ
に
た
ら
ず
︑
願
ふ
に
た
ら
ず
︒

第
三
九
段

　

或
る
人
︑
法
然
上
人
に
︑﹁
念
仏
の
時
︑
睡
に
を
か
さ
れ
て
行
を
怠
り
侍
る
事
︑

い
か
が
し
て
こ
の
障
り
を
止
め
侍
ら
ん
﹂
と
申
し
け
れ
ば
︑﹁
目
の
醒
め
た
ら
ん
ほ

ど
︑
念
仏
し
給
へ
﹂
と
答
へ
ら
れ
た
り
け
る
︑
い
と
尊
か
り
け
り
︒
ま
た
︑﹁
往
生

は
︑
一
定
と
思
へ
ば
一
定
︑
不
定
と
思
へ
ば
不
定
な
り
﹂
と
言
は
れ
け
り
︒
こ
れ

も
尊
し
︒

　

ま
た
︑﹁
疑
ひ
な
が
ら
も
念
仏
す
れ
ば
︑
往
生
す
﹂
と
も
言
は
れ
け
り
︒
こ
れ
も

ま
た
尊
し
︒

第
四
○
段

　

因
幡
国
に
、
何
の
入
道
と
か
や
い
ふ
者
の
娘
︑
か
た
ち
よ
し
と
聞
き
て
︑
人
あ

ま
た
い
ひ
わ
た
り
け
れ
ど
も
︑
こ
の
娘
︑
た
だ
栗
を
の
み
食
ひ
て
︑
更
に
米
の
た

ぐ
ひ
を
食
は
ざ
り
け
れ
ば
︑﹁
か
か
る
異
様
の
も
の
︑
人
に
見
ゆ
べ
き
に
あ
ら
ず
﹂

と
て
︑
親
︑
ゆ
る
さ
ざ
り
け
り
︒

第
四
一
段

　

五
月
五
日
︑
賀
茂
の
競
べ
馬
を
見
侍
り
し
に
︑
車
の
前
に
雑
人
立
ち
隔
て
て
見

え
ざ
り
し
か
ば
︑
お
の
お
の
下
り
て
︑
埒
の
き
は
に
寄
り
た
れ
ど
︑
こ
と
に
人
多

く
立
ち
こ
み
て
︑
分
け
入
り
ぬ
べ
き
や
う
も
な
し
︒
か
か
る
所
に
︑
向
ひ
な
る
楝

の
木
に
︑
法
師
の
︑
登
り
て
木
の
股
に
つ
い
ゐ
て
物
見
る
︑
あ
り
︒
と
り
つ
き
な

が
ら
︑
い
た
う
睡
り
て
︑
落
ち
ぬ
べ
き
時
に
目
を
醒
ま
す
事
︑
度
々
な
り
︒
こ
れ

を
見
る
人
︑
あ
ざ
け
り
あ
さ
み
て
︑﹁
世
の
し
れ
物
か
な
︒
か
く
危
き
枝
の
上
に

て
︑
安
き
心
あ
り
て
睡
る
ら
ん
よ
﹂
と
言
ふ
に
︑
我
が
心
に
ふ
と
思
ひ
し
ま
ま
に
︑

﹁
我
等
が
生
死
の
到
来
︑
た
だ
今
に
も
や
あ
ら
ん
︒
そ
れ
を
忘
れ
て
︑
物
見
て
日
を

暮
す
︑
愚
か
な
る
事
は
な
ほ
ま
さ
り
た
る
も
の
を
﹂
と
言
ひ
た
れ
ば
︑
前
な
る
人

ど
も
︑﹁
誠
に
さ
に
こ
そ
候
ひ
け
れ
︒
尤
も
愚
か
に
候
﹂
と
言
ひ
て
︑
み
な
後
を
見

か
へ
り
て
︑﹁
こ
こ
へ
入
ら
せ
給
へ
﹂
と
て
︑
所
を
去
り
て
︑
呼
び
入
れ
侍
り
に

き
︒

　

か
ほ
ど
の
理
︑
誰
か
は
思
ひ
よ
ら
ざ
ら
ん
な
れ
ど
も
︑
折
か
ら
の
︑
思
ひ
か
け

ぬ
心
地
し
て
︑
胸
に
あ
た
り
け
る
に
や
︒
人
︑
木
石
に
あ
ら
ね
ば
︑
時
に
と
り
て
︑

物
に
感
ず
る
事
な
き
に
あ
ら
ず
︒

第
四
二
段

　

唐
橋
中
将
と
い
ふ
人
の
子
に
︑
行
雅
僧
都
と
て
︑
教
相
の
人
の
師
す
る
僧
あ
り

け
り
︒
気
の
上
る
病
あ
り
て
︑
年
の
や
う
や
う
た
く
る
ほ
ど
に
︑
鼻
の
中
ふ
た
が

り
て
︑
息
も
出
が
た
か
り
け
れ
ば
︑
さ
ま
ざ
ま
に
つ
く
ろ
ひ
け
れ
ど
︑
わ
づ
ら
は

し
く
な
り
て
︑
目
・
眉
・
額
な
ど
も
腫
れ
ま
ど
ひ
て
︑
う
ち
お
ほ
ひ
け
れ
ば
︑
物
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も
見
え
ず
︑
二
の
舞
の
面
の
や
う
に
見
え
け
る
が
︑
た
だ
恐
ろ
し
く
︑
鬼
の
顔
に

な
り
て
︑
目
は
頂
の
方
に
つ
き
︑
額
の
ほ
ど
鼻
に
成
り
な
ど
し
て
︑
後
は
坊
の
内

の
人
に
も
見
え
ず
こ
も
り
ゐ
て
︑
年
久
し
く
あ
り
て
︑
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
く
な
り

て
死
に
に
け
り
︒

　

か
か
る
病
も
あ
る
事
に
こ
そ
あ
り
け
れ
︒

　

以
上
の
各
段
に
つ
き
︑
ゴ
シ
ッ
ク
を
加
え
た
の
は
︑
誰
の
行
為
か
︑
そ
れ
を
兼
好

は
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
を
一
見
し
て
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
︒
そ

れ
を
も
と
に
︑
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
く
︒

第
二
七
段　

天
皇
の
譲
位
↓
院
に
は
参
上
す
る
人
も
な
い
↓
﹁
さ
び
し
げ
な
る
﹂

第
二
八
段　
﹁
諒
闇
﹂
の
年
の
感
慨
深
さ
︒
↓
﹁
あ
は
れ
な
る
﹂

第
二
九
段　

過
ぎ
去
っ
た
昔
へ
の
恋
し
さ
↓
﹁
か
な
し
﹂

第
三
○
段　

人
の
死
後
の
悲
し
さ
↓
﹁
悲
し
き
﹂

第
三
一
段　

亡
き
人
の
思
い
出
↓
﹁
を
か
し
か
り
﹂

第
三
二
段　

亡
き
人
の
思
い
出
↓
﹁
も
の
あ
は
れ
な
り
﹂

第
三
三
段　

玄
輝
門
院
の
思
い
出
↓
﹁
い
み
じ
か
り
﹂

第
三
四
段　
﹁
甲
香
﹂
の
金
沢
の
名
称
↓
﹁
へ
な
だ
り
﹂

第
三
五
段　

字
の
下
手
な
人
↓
﹁
よ
し
﹂﹁
あ
し
﹂

第
三
六
段　

好
ま
し
い
女
↓
﹁
あ
り
が
た
し
﹂﹁
う
れ
し
﹂

第
三
七
段　

遠
慮
す
る
人
︑
遠
慮
の
な
い
人
↓
﹁
よ
し
﹂

第
三
八
段　

名
誉
や
利
益
を
も
と
め
︑
一
生
あ
く
せ
く
す
る
人
↓
﹁
愚
か
な
れ
﹂

第
三
九
段　

法
然
上
人
の
発
言
↓
﹁
尊
し
﹂

第
四
○
段　

因
幡
国
の
娘
（
栗
ば
か
り
好
む
）
↓
親
が
変
わ
っ
た
娘
の
結
婚
を
許

　

さ
な
い

第
四
一
段　

賀
茂
の
競
馬
で
の
自
賛
↓
自
分
の
意
見
を
民
衆
が
認
め
た

第
四
二
段　

行
雅
僧
都
の
恐
ろ
し
い
病
気
↓
か
か
る
病
も
あ
る
事
に
こ
そ
あ
り
け

　

れ

　

09
論
文
で
も
記
し
た
こ
と
だ
が
︑﹁
第
三
○
段
﹂
前
後
を
第
一
部
と
し
て
︑
出
家
前

の
若
き
兼
好
の
著
し
た
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
一
般
的
な
説
と
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
そ
の
境
界
は
説
に
よ
り
︑
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
︒

　

上
記
の
内
容
か
ら
一
見
し
て
言
え
る
こ
と
は
︑
第
三
○
段
ま
で
が
﹁
悲
し
﹂
系
で

ま
と
め
る
段
と
な
っ
て
い
て
︑
第
三
一
段
か
ら
一
転
し
︑
そ
れ
ま
で
の
﹁
悲
し
﹂
と

い
う
類
の
︑
主
観
性
の
強
い
感
情
語
を
用
い
ず
に
︑﹁
を
か
し
﹂﹁
あ
は
れ
﹂﹁
い
み

じ
﹂﹁
よ
し
﹂﹁
あ
し
﹂
な
ど
の
︑
客
観
性
の
強
い
評
価
語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒

　

こ
こ
で
︑
１
で
記
し
た
︑
09
論
文
を
再
掲
す
る
︒

﹁
三
○
段
は
ま
さ
に
人
生
に
絶
望
し
た
︑
極
端
に
言
え
ば
︑﹁
遺
書
﹂
と
も
い
え

る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
︒
彼
は
い
っ
た
ん
死
に
︑
そ
し
て
﹁
復
活
﹂
し
た
︒
そ

の
原
動
力
は
何
か
︒
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
彼
が
『
徒
然
草
』
の
執
筆

を
中
断
し
て
い
た
間
に
経
験
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
人
生
観
を
逆
転
さ
せ
る

ほ
ど
の
経
験
と
は
︑
何
か
︒
そ
れ
は
︑
書
物
か
ら
︑
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
︒
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な
ぞ
を
解
く
鍵
は
︑﹁
今
の
内
裏
﹂（
三
三
段
）
か
ら
﹁
疎
き
人
の
﹂（
三
七
段
）

ま
で
の
五
段
に
わ
た
る
段
（
こ
れ
を
仮
に
﹁
復
活
﹂
へ
の
﹁
つ
な
ぎ
の
段
﹂
と

名
づ
け
て
お
く
）
を
経
て
記
さ
れ
る
︑
三
八
段
で
あ
る
︒

　
﹁
名
利
に
使
は
れ
て
︑
し
づ
か
な
る
い
と
ま
な
く
︑
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ
愚

か
な
れ
︒﹂
で
始
ま
る
段
は
︑
実
に
力
強
い
︒
細
か
い
検
討
は
ま
た
別
の
機
会
に

述
べ
た
い
と
思
う
が
︑
再
び
極
端
に
言
え
ば
︑
三
○
段
ま
で
の
自
分
の
考
え
を

す
べ
て
否
定
し
て
い
る
か
と
も
思
わ
れ
る
表
現
が
次
々
と
噴
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
最
後
は
﹁
迷
ひ
の
心
を
も
ち
て
名
利
の
要
を
求
む
る
に
︑
か
く
の
ご
と

し
︒
万
事
は
皆
非
な
り
︒
言
ふ
に
た
ら
ず
︑
願
ふ
に
た
ら
ず
︒﹂
と
ま
と
め
︑
冒

頭
と
照
応
し
︑
一
貫
性
を
も
っ
て
い
る
︒
力
強
さ
が
あ
る
︒﹂

　

今
回
の
論
を
進
め
る
上
で
︑
こ
の
内
容
と
基
本
的
に
は
変
わ
り
な
い
︒
し
か
し
︑

研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
り
︑
補
足
し
た
い
こ
と
な
ど
も
あ
り
︑
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
︑

さ
ら
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
︒

五
、
第
三
八
段
の
再
検
討

　

こ
こ
で
︑
第
三
八
段
を
再
検
討
し
て
み
た
い
︒

　

冒
頭
の
﹁
名
利
に
使
は
れ
て
︑
し
づ
か
な
る
い
と
ま
な
く
︑
一
生
を
苦
し
む
る
こ

そ
愚
か
な
れ
︒﹂
は
︑
主
題
と
し
て
︑
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
︒﹁
名
利
﹂
を
﹁
愚
か
﹂

で
否
定
し
︑
さ
ら
に
最
強
の
係
助
詞
︑﹁
こ
そ
～
已
然
形
﹂
を
用
い
て
い
る
︒

　

以
下
︑
財
産
は
不
要
で
あ
り
︑﹁
利
に
惑
ふ
は
す
ぐ
れ
て
愚
か
﹂
と
言
い
切
り
︑
さ

ら
に
︑﹁
ひ
と
へ
に
高
き
官
・
位
を
の
ぞ
む
﹂
も
︑﹁
次
に
愚
か
な
り
﹂
と
た
た
み
か

け
る
︒
続
い
て
︑﹁
身
の
後
の
名
︑
残
り
て
さ
ら
に
益
な
し
﹂﹁
是
を
願
ふ
も
︑
次
に

愚
か
な
り
﹂
と
﹁
利
﹂
に
加
え
て
﹁
名
﹂
も
﹁
愚
か
﹂
と
断
定
す
る
︒
こ
れ
で
終
わ

れ
ば
︑
本
段
は
︑
冒
頭
の
一
文
が
主
題
と
な
り
︑
首
尾
一
貫
し
て
︑﹁
名
利
﹂
を
否
定

す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
実
は
そ
の
後
に
﹁
た
だ
し
﹂
以
下
の
文
が
補
足
と
し
て

存
在
す
る
︒
そ
こ
に
︑
本
稿
で
は
注
目
し
た
い
︒

　

こ
れ
は
︑前
に﹁
智
恵
と
心
と
こ
そ
︑世
に
す
ぐ
れ
た
る
誉
も
残
さ
ま
ほ
し
き
を
︑﹂

と
記
し
た
こ
と
に
対
す
る
補
足
で
あ
る
︒
大
体
に
お
い
て
︑
こ
の
段
は
︑
ほ
と
ん
ど

全
体
が
漢
籍
に
よ
る
引
用
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
（
９
（

そ
の
点
だ
け
で
も
大

い
に
注
目
す
べ
き
こ
と
な
の
だ
が
︑
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
︑﹁
た
だ
し
﹂
以

下
は
︑
老
荘
思
想
に
よ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と（

（（
（

だ
︒
つ
ま
り
︑﹁
名
利
﹂
は
否
定
す
る

が
︑﹁
智
恵
と
心
﹂
は
認
め
る
︑
と
い
う
―
作
者
が
本
来
は
認
め
て
い
た
―
図
式
を
︑

老
荘
思
想
に
よ
っ
て
否
定
す
る
―
﹁
智
恵
と
心
﹂
も
認
め
な
い
―
と
い
う
ま
と
め
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
万
事
は
皆
非
な
り
︒
言
ふ
に
た
ら
ず
︑
願
ふ
に
た
ら
ず
︒﹂

と
い
う
結
論（

（（
（

は
︑
冒
頭
主
題
を
い
っ
そ
う
強
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　

こ
れ
は
︑
一
部
か
ら
二
部
へ
の
︑
彼
の
執
筆
態
度
（
姿
勢
）
が
︑
書
物
（
漢
籍
）

を
友
と
し
て
い
る
う
ち
に
︑
老
荘
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受
け
︑
老
荘
思
想
を
根
幹

に
︑
成
長
・
発
展
し
た
と
い
う
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

六
、
一
部
の
関
連
す
る
段

　

本
段
以
前
に
︑
本
段
同
様
︑
人
生
訓
的
に
考
え
ら
れ
る
段
は
︑
私
見
に
よ
れ
ば
︑
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二
段
存
在
す
る
︒
第
七
段
﹁
あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
﹂
と
第
一
八
段
﹁
人
は

お
の
れ
を
つ
づ
ま
や
か
に
し
﹂
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒

　

第
七
段
を
掲
げ
る
︒

　

あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
︑
鳥
辺
山
の
煙
立
ち
さ
ら
で
の
み
住
み
は
つ
る

習
ひ
な
ら
ば
︑
い
か
に
︑
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
︒
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
︑

い
み
じ
け
れ
︒

　

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

夏
の
蝉
の
春
秋
を
し
ら
ぬ
も
あ
る
ぞ
か
し
︒
つ
く
づ
く
と
一
年
を
く
ら
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
を
過
す
と
も
︑

一
夜
の
夢
の
心
ち
こ
そ
せ
め
︒
住
み
果
て
ぬ
世
に
︑
み
に
く
き
姿
を
待
ち
え
て
何

か
は
せ
ん
︒
命
長
け
れ
ば
恥
多
し
︒
長
く
と
も
︑
四
十
に
た
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な

ん
こ
そ
︑
め
や
す
か
る
べ
け
れ
︒

　

そ
の
ほ
ど
過
ぎ
ぬ
れ
ば
︑
か
た
ち
を
恥
づ
る
心
も
な
く
︑
人
に
出
で
ま
じ
ら
は

ん
事
を
思
ひ
︑
夕
の
陽
に
子
孫
を
愛
し
て
︑
さ
か
ゆ
く
末
を
見
ん
ま
で
の
命
を
あ

ら
ま
し
︑
ひ
た
す
ら
世
を
む
さ
ぼ
る
心
の
み
ふ
か
く
︑
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
ず

な
り
ゆ
く
な
ん
︑
浅
ま
し
き
︒

　

本
段
の
主
題
は
﹁
世
は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
︑
い
み
じ
け
れ
︒﹂
で
あ
る
︒
さ
ら
に

﹁
四
十
に
た
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
と
︑
め
や
す
か
る
べ
け
れ
︒﹂
と
主
張
を
展
開

す
る
の
だ
が
︑
最
後
は
︑﹁
ひ
た
す
ら
世
を
む
さ
ぼ
る
心
の
み
ふ
か
く
︑
も
の
の
あ
は

れ
も
知
ら
ず
な
り
ゆ
く
な
ん
︑
浅
ま
し
き
︒﹂
と
感
情
論
で
ま
と
め
て
い
る
︒

　

次
に
第
一
八
段
を
掲
げ
る
︒

　

人
は
己
を
つ
づ
ま
や
か
に
し
︑
奢
り
を
退
け
て
︑
財
を
も
た
ず
︑
世
を
む
さ
ぼ

ら
ざ
ら
ん
ぞ
︑
い
み
じ
か
る
べ
き
︒
昔
よ
り
︑
賢
き
人
の
富
め
る
は
稀
な
り
︒

　

唐
土
に
許
由
と
い
ひ
つ
る
人
は
︑
さ
ら
に
身
に
し
た
が
へ
る
貯
へ
も
な
く
て
︑

水
を
も
手
し
て
捧
げ
て
飲
み
け
る
を
見
て
︑
な
り
ひ
さ
こ
と
い
ふ
物
を
人
の
得
さ

せ
た
り
け
れ
ば
︑
あ
る
時
︑
木
の
枝
に
か
け
た
り
け
る
が
︑
風
に
ふ
か
れ
て
鳴
り

け
る
を
︑
か
し
か
ま
し
と
て
捨
て
つ
︒
ま
た
手
に
掬
び
て
ぞ
水
も
飲
み
け
る
︒
い

か
ば
か
り
心
の
う
ち
涼
し
か
り
け
ん
︒﹂
孫
震
は
冬
月
に
衾
な
く
て
︑
藁
一
束
あ
り

け
る
を
︑
夕
に
は
こ
れ
に
ふ
し
︑
朝
に
は
を
さ
め
け
り
︒

　

唐
土
の
人
は
︑
こ
れ
を
い
み
じ
と
思
へ
ば
こ
そ
︑
記
し
と
ど
め
て
世
に
も
伝
へ

け
め
︑
こ
れ
ら
の
人
は
︑
語
り
も
伝
ふ
べ
か
ら
ず
︒

　

本
段
は
﹁
世
を
む
さ
ぼ
ら
ら
ん
ぞ
︑
い
み
じ
か
る
べ
き
︒﹂
と
い
う
主
題
で
始
ま
る

が
︑
最
後
は
﹁
こ
れ
ら
の
人
は
︑
語
り
も
伝
ふ
べ
か
ら
ず
︒﹂
と
あ
き
ら
め
に
も
に
た

表
現
で
ま
と
め
て
い
る
︒

　

こ
れ
ら
二
段
は
︑
人
生
訓
な
の
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
問
題
と
す
る
第
三
八
段
と
比

較
す
る
と
︑
主
張
が
弱
く
︑
と
く
に
結
論
が
尻
す
ぼ
み
に
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
感

が
強
い
︒

　

第
三
八
段
が
い
か
に
作
者
兼
好
の
決
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
︑
意
気
込
み
と
い

う
点
で
︑
人
生
に
立
ち
向
か
う
姿
勢
が
こ
の
二
段
と
の
比
較
か
ら
強
く
う
か
が
え
る

の
で
あ
る
︒
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七
、『
方
丈
記
』
と
の
関
連

　

次
に
『
方
丈
記
』（

（（
（

か
ら
同
類
の
部
分
を
抜
粋
す
る
︒

　

そ
れ
︑
人
の
友
と
あ
る
も
の
は
︑
富
め
る
を
尊
み
︑
懇
な
る
を
先
と
す
︒
必

ず
し
も
︑
情
け
あ
る
と
︑
す
な
ほ
な
る
と
を
ば
愛
せ
ず
︒
た
だ
糸
竹
・
花
月
を

友
と
せ
ん
に
は
し
か
じ
︒
人
の
奴
た
る
も
の
は
︑
賞
罰
は
な
は
だ
し
く
︑
恩
顧

あ
つ
き
を
先
と
す
︒
さ
ら
に
︑
は
ぐ
く
み
あ
は
れ
む
と
︑
安
く
静
か
な
る
と
を

ば
願
は
ず
︒
た
だ
︑
わ
が
身
を
奴
婢
と
す
る
に
は
し
か
ず
︒
い
か
が
奴
婢
と
す

る
と
な
ら
ば
︑
も
し
︑
な
す
べ
き
事
あ
れ
ば
︑
す
な
は
ち
︑
お
の
が
身
を
使
ふ
︒

た
ゆ
か
ら
ず
し
も
あ
ら
ね
ど
︑
人
を
従
へ
︑
人
を
顧
る
よ
り
や
す
し
︒
も
し
︑

歩
く
べ
き
事
あ
れ
ば
︑
み
づ
か
ら
歩
む
︒
苦
し
と
い
へ
ど
も
︑
馬
・
鞍
・
牛
・

車
と
︑
心
を
悩
ま
す
に
は
し
か
ず
︒
今
︑
一
身
を
分
か
ち
て
︑
二
つ
の
用
を
な

す
︒
手
の
奴
︑
足
の
乗
物
︑
よ
く
わ
が
心
に
か
な
へ
り
︒
身
︑
心
の
苦
し
み
を

知
れ
れ
ば
︑
苦
し
む
時
は
休
め
つ
︑
ま
め
な
れ
ば
︑
使
ふ
︒
使
ふ
と
て
も
︑
た

び
た
び
過
ぐ
さ
ず
︒
も
の
う
し
と
て
も
︑
心
を
動
か
す
事
な
し
︒
い
か
に
い
は

ん
や
︑
常
に
歩
き
︑
常
に
働
く
は
︑
養
性
な
る
べ
し
︒
な
ん
ぞ
︑
い
た
づ
ら
に

休
み
居
ら
ん
︒
人
を
悩
ま
す
︑
罪
業
な
り
︒
い
か
が
︑
他
の
力
を
借
る
べ
き
︒

衣
食
の
類
︑
ま
た
同
じ
︒
藤
の
衣
︑
朝
の
衾
︑
得
る
に
し
た
が
ひ
て
︑
肌
を
か

く
し
︑
野
辺
の
お
は
ぎ
︑
峰
の
木
の
実
︑
僅
か
に
命
を
つ
ぐ
ば
か
り
な
り
︒
人

に
交
は
ら
ざ
れ
ば
︑
姿
を
恥
づ
る
悔
い
も
な
し
︒
糧
と
も
し
け
れ
ば
︑
お
ろ
そ

か
な
る
報
を
あ
ま
く
す
︒
す
べ
て
︑
か
や
う
の
楽
し
み
︑
富
め
る
人
に
対
し
て
︑

い
ふ
に
は
あ
ら
ず
︒
た
だ
︑
わ
が
身
一
つ
に
と
り
て
︑
昔
と
今
と
を
な
ぞ
ら
ふ

る
ば
か
り
な
り
︒

　
『
方
丈
記
』
の
人
生
訓
的
な
部
分
で
あ
る
︒﹁
た
だ
︑
わ
が
身
を
奴
婢
と
す
る
に
は

し
か
ず
︒﹂
と
い
う
の
が
主
題
と
見
ら
れ
る
が
︑
い
か
に
も
弱
々
し
い
主
題
で
あ
る
︒

続
い
て
︑﹁
人
を
悩
ま
す
︑
罪
業
な
り
︒
い
か
が
他
の
力
を
借
る
べ
き
︒﹂
に
は
語
法

上
の
強
さ
は
存
在
す
る
が
︑
内
容
的
に
は
他
に
働
き
か
け
る
よ
う
な
強
さ
は
う
か
が

え
な
い
︒
最
後
は
﹁
た
だ
︑
わ
が
身
一
つ
に
と
り
て
︑
昔
と
今
と
を
な
ぞ
ら
ふ
る
ば

か
り
な
り
︒﹂
と
い
う
説
明
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒

　

以
上
︑
先
の
『
徒
然
草
』
第
七
段
︑
第
一
八
段
に
続
き
︑『
方
丈
記
』
の
同
様
の
内

容
と
比
較
し
て
も
︑
第
三
八
段
の
主
張
の
激
し
さ
が
確
認
で
き
よ
う
︒

八
、 

第
三
八
段
の
過
激
性

　

こ
こ
で
︑
問
題
な
の
は
︑
兼
好
が
︑
何
故
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
過
激
な
主
張
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
第
三
○
段
を
境
に
︑

第
三
一
段
か
ら
は
﹁
悲
し
み
﹂
と
い
う
主
観
性
が
消
え
︑﹁
を
か
し
﹂﹁
あ
は
れ
﹂﹁
よ

し
﹂
な
ど
と
い
う
︑
人
間
へ
の
客
観
的
評
価
が
第
三
七
段
ま
で
穏
当
に
展
開
さ
れ
て

い
く
︒
そ
こ
で
︑
表
面
的
な
観
察
か
ら
は
︑
突
然
︑
過
激
な
発
言
の
第
三
八
段
が
出

現
す
る
と
い
う
風
に
見
ら
れ
て
し
ま
う
︒
予
兆
な
し
に
火
山
が
爆
発
し
た
よ
う
な
も

の
と
考
え
ら
れ
も
す
る
の
だ
︒

　

第
三
八
段
が
︑
突
発
的
な
も
の
と
す
れ
ば
︑
こ
こ
か
ら
を
第
二
部
と
す
べ
き
か
も
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し
れ
な
い
が
︑
そ
う
す
る
と
︑
第
三
一
段
か
ら
第
三
七
段
ま
で
を
ど
う
位
置
づ
け
る

か
と
い
う
問
題
が
発
生
し
て
く
る
︒

　

実
は
︑
こ
れ
ら
一
連
の
段
を
︑
09
紀
要
で
は
﹁
つ
な
ぎ
の
段
﹂
と
名
づ
け
て
お
い

た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
第
二
部
は
︑
そ
れ
ま
で
の
感
情
語
で
の
ま
と
め
を
︑
評
価

語
で
の
ま
と
め
と
し
た
︑
第
三
一
段
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
よ
う
も
な
い
︒
そ

の
﹁
つ
な
ぎ
の
段
﹂
は
第
一
部
を
描
い
た
若
き
日
の
自
分
を
思
い
返
し
な
が
ら
︑
慎

重
に
筆
を
進
め
て
い
る
と
見
た
い
の
で
あ
る
︒

　
﹁
つ
な
ぎ
の
段
﹂
は
︑
第
三
三
段
の
﹁
玄
輝
門
院
﹂
―
﹁
よ
き
人
﹂
の
範
疇
と
し

て
か
ま
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が

―
と
︑
第
三
四
段
の
﹁
所
の
者
﹂
は
微
妙
だ
が
︑

﹁
よ
き
人
﹂
の
話
で
あ
り
︑
そ
の
人
に
対
し
︑﹁
よ
し
﹂
と
判
断
さ
れ
る
根
底
に
は
︑

兼
好
に
新
し
い
知
識
を
知
ら
し
め
て
く
れ
た
人
と
い
う
点
が
一
致
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒

　

兼
好
の
興
味
は
︑
第
一
部
の
︑
尚
古
趣
味
か
ら
︑
変
遷
し
︑
過
去
は
尊
ぶ
も
の
の
︑

現
代
の
人
間
︑
そ
れ
も
基
本
的
に
は
地
位
の
な
い
︑
無
名
の
人
間
を
中
心
へ
と
移
っ

て
い
く
よ
う
に
な
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が｢
つ
な
ぎ
の
段
﹂

の
存
在
価
値
と
も
い
え
よ
う
︒
そ
う
考
え
る
と
稲
田
氏
の
︑
説
話
的
傾
向
に
移
る
と

い
う
考
え
も
切
り
口
が
異
な
る
だ
け
で
︑
私
見
と
重
な
り
あ
う
と
も
い
え
よ
う
︒

　

兼
好
は
︑
つ
な
ぎ
の
段
で
再
生
し
︑
第
三
八
段
で
︑
復
活
し
た
己
の
考
え
を
主
張
︑

宣
言
す
る
に
至
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
︒

　

そ
う
す
る
と
︑
第
三
八
段
に
続
く
︑
第
三
九
段
以
下
の
存
在
も
理
解
で
き
る
こ
と

に
な
る
︒

　

第
三
八
段
で
︑
第
一
部
で
の
人
生
を
消
極
的
・
悲
観
的
に
見
て
い
た
自
分
か
ら
の

復
活
︑
積
極
的
に
生
き
る
︑
と
い
う
宣
言
だ
と
考
え
た
場
合
︑
な
ぜ
こ
の
四
段
が
続

く
の
か
︑
と
い
う
点
に
注
目
さ
れ
る
︒

　

以
下
︑
結
論
の
項
で
ま
と
め
た
い
︒

九
、 

結
論

　

第
二
部
は
︑
第
三
一
段
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
︒
そ
れ
は
人
生
に
う
ち
の
め
さ
れ

た
消
極
的
な
自
分
か
ら
︑
積
極
的
な
自
分
へ
と
移
り
行
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
︒
第
三

一
段
か
ら
︑
第
三
七
段
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
﹁
つ
な
ぎ
の
段
﹂
と
考
え
る
︒
第
一
部
で

置
い
た
筆
を
再
び
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
︒事
は
慎
重
に
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

自
分
の
考
え
に
間
違
い
が
な
い
か
︑
一
字
一
字
︑
一
歩
一
歩
慎
重
に
︒
そ
し
て
第
三

八
段
で
︑
つ
い
に
爆
発
︑
そ
し
て
︑
積
極
的
な
生
き
方
の
宣
言
で
あ
る
︒

　

第
三
一
段
か
ら
は
︑
基
本
的
に
︑
抽
象
的
な
︑
無
名
の
人
間
の
意
見
を
と
り
あ
げ
︑

﹁
を
か
し
﹂﹁
よ
し
﹂
と
肯
定
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
こ
そ
が
︑
本
作
品
の
意
義

だ
と
確
認
し
︑
第
三
八
段
を
力
強
く
記
す
に
至
っ
た
︒
兼
好
の
内
面
の
噴
出
で
あ
る
︒

第
三
八
段
で
自
分
の
内
面
に
あ
ふ
れ
る
も
の
を
宣
言
し
︑
自
分
の
人
生
観
が
固
ま
っ

た
以
上
︑
怖
い
も
の
は
な
い
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
何
で
も
見
て
や
ろ
う
﹂﹁
何
で
も

書
い
て
や
ろ
う
﹂
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
場
合
の
﹁
何
で
も
﹂
は
︑
兼
好
の
価
値

観
に
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
価
値
観
と
は
な
に
か
︒

　

第
三
九
段
は
︑
法
然
上
人
の
教
え
で
あ
る
︒
鎌
倉
仏
教
の
柔
軟
さ
に
兼
好
は
目
が

覚
め
る
思
い
だ
っ
た
︒

　

第
四
○
段
は
︑
因
幡
国
の
変
わ
っ
た
娘
の
話
︒
こ
う
い
う
親
子
も
い
る
の
だ
と
い
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う
発
見
︒

　

第
四
一
段
は
︑
競
馬
で
自
分
の
意
見
が
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
体
験
︒

　

第
四
二
段
は
︑
行
雅
僧
都
の
恐
ろ
し
い
病
気
の
伝
え
聞
き
︒

　

い
ず
れ
も
新
し
い
発
見
で
あ
る
︒
兼
好
の
知
識
・
価
値
観
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な

い
事
実
の
発
見
に
目
を
む
け
た
と
言
え
よ
う
︒

　

一
部
で
の
中
国
や
日
本
の
古
典
に
よ
り
か
か
る
︑
懐
古
的
・
尚
古
的
な
︑
消
極
的

な
兼
好
が
︑現
実
に
目
を
向
け
始
め
た
の
が
︑第
三
一
段
か
ら
第
三
七
段
ま
で
の﹁
つ

な
ぎ
の
段
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
を
記
す
過
程
で
︑
積
極
的
に
生
き
る
自
分
を
認

め
︑
第
三
八
段
で
宣
言
︑
そ
れ
を
活
か
し
て
二
部
は
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
︒
だ
か
ら
︑
形
の
上
で
の
二
部
の
始
ま
り
は
第
三
一
段
だ
と
し
て
も
︑
本
当
の

意
味
で
の
︑
内
面
的
で
の
︑
二
部
の
出
発
は
︑
第
三
九
段
か
ら
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
︒

　

と
に
か
く
第
三
八
段
は
︑
本
作
品
に
と
っ
て
︑
も
っ
と
も
重
要
な
段
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
︒

注（
1
） 

平
成
一
六
年
三
月
刊
行

（
2
） 

平
成
二
一
年
三
月
刊
行

（
3
） 

平
成
二
一
年
笠
間
書
院
発
行

（
4
） 

平
成
二
一
年
笠
間
書
院
発
行

（
5
） 

昭
和
四
九
年
有
精
堂
発
行

（
6
） 『
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
・
無
常
と
い
う
事
』（
新
潮
文
庫
所
収
・﹁
文
学
界
﹂
昭
和
一
七
年
八
月

刊
行
）

（
7
） 

ご
譲
位
の
時
︑
群
臣
に
酒
宴
を
賜
る
儀
式

（
8
） 

天
皇
が
父
母
の
喪
に
服
さ
れ
る
一
年
間

（
9
） 『
徒
然
草
の
鑑
賞
』（
有
精
堂
）
に
よ
る

（
10
） ﹁
智
恵
出
で
て
は
偽
り
あ
り
﹂
は
﹁
老
子
﹂︑﹁
可
・
不
可
は
一
条
な
り
﹂
は
﹁
荘
子
﹂︑﹁
ま

こ
と
の
人
は
︑
智
も
な
く
︑
功
も
な
く
︑
名
も
な
し
﹂
は
﹁
荘
子
﹂
に
よ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
才

能
は
煩
悩
の
増
長
せ
ざ
る
な
り
﹂
は
兼
好
の
独
創
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
（『
徒
然

草
の
鑑
賞
』
に
よ
る
）︒

（
11
） ﹁
万
事
は
皆
非
な
り
﹂
は
︑﹁
杜
詩
﹂﹁
新
線
朗
詠
集
﹂
に
見
ら
れ
る
︒

（
12
） 『
方
丈
記
』（
簗
瀬
一
雄
・
角
川
文
庫
）
に
よ
る
︒


