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一　

圖
書
館
の
不
備
と
其
補
足
私
案

圖

書

館

の

現

状

　

近
年
日
本
の
圖
書
館
も
相
當

に
進
歩
し
た
に
相
違
な
い
、
御
大
典
記
念
に
各
府
縣
に
圖
書
館
の
設
置
さ
れ
た

の
も
少
く
な
い
、
か
ぞ

へ
來
た
れ
ば
圖
書
館
と
稱
す
る
も
の
八
千
幾
百
に
上
り
、
文
化
の
た
め
喜
ぶ
べ
き
で
は

あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
内
容
如
何
と
吟
味
す
る
と
き
は
、
ま
だ
／
＼

整
頓
に
甚
だ
遠
い
と
い
は
ざ
る
を
得
ぬ
。

各

地
に
あ
る
大
小
の
圖
書
館
、
そ
れ
が
府
縣
立
で
あ
れ
、
市
立
で
あ
れ
、
そ
れ
等
は
た
ゞ

僅
か
に
形
式
を
備

へ

た
と
い
ふ
ま
で
だ
か
ら
論
外
に
お
く
と
し
て
、
三
都
に
あ
る
公
私
の
大
圖
書
館
に
つ
い
て
見
て
も
、
未
だ
頗
る

備
は
る
に
遠

い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
圖
書
館
の
大
な
る
も
の
は
現
に
百
萬
に
垂
ん
と
す
る
藏
書
を
有
し
て

ゐ

る
け
れ
ど
も
、
洋
籍
の
備
は
ら
ざ
る
は
勿
論
、
和
漢
書
に
お
い
て
も
決
し
て
備
は
つ
て
ゐ
る
と
は
い
ひ
が

た

い
。
圖
書
館
を
圖
書
の
淵
叢
と
解
し
て
ゐ
る
者
は
圖
書
館
萬
能
を
説
く
け
れ
ど
も
、
今

日
の
状
態
で
は
萬
能

ど

こ

ろ
か
、
百
能
も
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
普
通

一
寸
の
用
を
足
す
圖
書
は
缺
け
て
ゐ
ぬ
と
し
て
も
、
少
し
く
こ
み
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入

つ
た
事
を
調
べ
よ
う
と
思
つ
て
、
圖
書
館
に
行
つ
て
參
考
書
を
捜
し

て
見
て
も
、
十
の
七
八
は
備
は
つ
て
を

ら
ぬ
の
で
失
望
す
る
。
な
ほ

一
段
高

い
研
究
と
な
る
と
、
參
考
資
料
を
得
る
こ
と
は
幾
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

例へ
ば
古
書
を
精
確
に
校
正
せ
ん
と
す
る
こ
と
が
あ
り
と
す
る
と
、
そ
れ
に
は
古
版
を
要
す
る
。
支
那
の
本
な

ら
ば
宋
版
、
元
版
を
參
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
或

は
古
代
の
舊
鈔
本
を
參
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
の
底
本
と
な
る
も
の
は
絶
對
に
な
い
と
は
い
は
ぬ
が
、
宋
元
版
な
ど
は
標
本
位
し
か
な
く
、
圖
書
館

に
こ
れ
を
求
め
ん
と
す
る
は
無
理
な
注
文
で
あ
り
、
古

鈔
本
な
ど
も
頗
る
貴
重
の
も
の
で
、
そ
れ
も
大
體
備

は

つ
て
ゐ
な
い
。
宋
元
版
は
兎
も
角
、
そ
れ
を
日
本
で
復
刻
し
た
五
山
版
と
て
も
標
本
位
し

か
な
い
こ
と
を
考

へ

る
と
、
大
圖
書
館
と
い
う
て
も
、
今

日
の
所
如
何
に
も
貧
弱
で
あ
る
と
い
は
ざ
る
を
得
ぬ
。
勿
論
圖
書
館
に
つ

い
て
求
む
る
所
は
百
般
の
事

に
渉
り
、
通
例
世
間
に
得
難
い
も
の
を
圖
書
館
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
さ
て
實

際

は
そ
の
需
め
に
應
じ
兼
ね
る
こ
と
が
十
の
七
八
ま
で
あ
つ
て
、
需
要
者
を
毎
日
失
望
せ
し
め
る
の
が
現
状

で

あ
る
。
理
想
的
に
十
分
の
こ
と
を
い
へ
ば
、
世
間
を
捜
し
廻

つ
て
も
到
底
得
が
た
い
も
の
が
、
圖
書
館
に
行
け

ば
見
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
、
圖
書
館
は
備
は
つ
て
居
る
と
は
い
へ
ぬ
が
、
圖

書
館
の
現
状

、
こ
れ

を
望
む
の
は
無
理
な
注
文
で
あ
ら
う
。



　
圖
書
館
に
十
分
備
は
る
こ
と
を
望
む
に
は
、
資
金
の
供
給
が
今

日
は
餘
り
に
貧
弱
で
あ
る
。
差
當
り
新
刊
の

内
外
の
圖
書
を
購
ひ
了
れ
ば
經
費
が
手

一
杯
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
現
状
で
、
如
何
に
し
て
手
を
延
ば
す
こ
と

が
出
來
よ
う
か
。
圖
書
の
希
覯
の
も
の
と
な
る
と
、

一
部
で
千
圓
以
上
の
も
の
が
多
い
、
浮
世
繪
本
で
す
ら

一

册
幾
百
圓
の
も
の
が
あ
る
、
そ
れ
を
圖
書
館
で
購
は
ん
と
す
る
と
無
理
解
な
監
督
者
か
ら
抗
議
が
起
る
や
う
で

は
、
圖
書
館
も
縮
み
上
ら
ざ

る
を
得
ぬ
。
ま
た
今
日
の
如
き
貧
弱
な
圖
書
購
入
費
で
手
を

一
部
五
百
圓
千
圓
の

も
の
に
延
ば
す
の
は
、
事
實
無
謀
の
沙
汰
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
圖
書
館
は
、
た
と
ひ
ほ
し
い
も
の
が
市
上

に

出
て
も
、
經
費
の
た
め
に
指
を
く
は
へ
て
見
す
／
＼

逃
が
し
て
仕
舞

ふ
こ
と
が
頻
繁

に
あ
る
。
こ
れ
が
圖
書
館

の
備
は
ら
ざ
る

一
原
因
で
あ
り
、
ま
た
主
な
る
原
因
で
あ
ら
う
。

　
圖
書
館

は
、
最
初
狹
義
に
解
釋
し
て
、
或
る
者
を
探
る
べ
か
ら
ず
と
し
た
。
即

ち
日
本

に
長
く
行
は
れ
た
儒

教
の
影
響
で
、
い
や
し
く
も
風
教
を
助
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
探
る
べ
か
ら
ず
と
狹
義

に
解
し
た
結
果
、
狹
斜

文
學
、
花
柳
の
雜
書
を
全
く
排
斥
し
た
時
代
も
あ
つ
た
。
追
々
そ
の
非
を
覺
り
、
こ
れ
等
の
も
の
を
備

へ
よ
う

と
す
る
時
は
既

に
遲
し
で
、
こ
れ
等
の
も
の

丶
價
が
著
る
し
く
騰
昂
し
、
こ
れ
も
買
ひ
易

か
ら
ざ
る
も
の
に
な

つ
た
。
大
圖
書
館
に
割
合
に
こ
の
部
類
の
乏
し
い
の
は
こ
の
ゆ
ゑ
で
あ
る
。
狹
斜
文
學
も
、
風
俗
研
究

に
は
今
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ニ
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は
大
切
な
資
料
と
な
り
、
各
種
の
浮
世
繪
も
、
同
じ
意
味
で
必
要
で
あ
る
。
演
劇

に
關
す
る
多
く
の
圖
書
、
脚

本
、
臺
帳
、
番
付
、
評
判
記
、
淨
瑠
璃
本
、
こ
れ
も
風
俗
や
藝
術
の
資
料
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
に
封
し
或
る
時

代

に
は
風
教
に
害
あ
り
と
し
、
或
は
玩
具
に
近

い
も
の
と
し
て
執
ら
な
か
つ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
大
體

こ
れ

等
の
部
類
は
備
は
つ
て
ゐ
ぬ
。
こ
れ
も
圖
書
館
を
狹
義

に
解
し
た
結
果

に
外
な
ら
ぬ
。
圖

書
館
を
狹
義
に
解
し

た
の
は
、
儒
教
の
影
響
に
も
よ
る
が
、

一
つ
は
資
金
の
不
十
分
も
手
傳
つ
て
ゐ
る
。

　
圖
書
館
と
て
も
書
畫
部
類
を
全
然
要
な
し
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と

へ
ば
繪
巻
物
の
類
や
或
る
種
類
の

墨
蹟
や
法
帖
な
ど
の
類
は
圖
書
館
に
な
く
て
な
ら
ぬ
も
の
で
、
現

に
い
く
ら
か
は
あ
る
が

、
そ
れ
等
は
偶
然
に

あ
る
の
で
、
そ
れ
も
粗
悪
な
副
本
や
複
製
も
の
な
ど
が
あ
る
ま
で
ゞ
、
そ
の
道
の
研
究
家
が
範
と
な
し
得
る
や

う
な
も
の
は
な
い
。
こ
れ
も
購
入
費
が
な
い
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
も
あ
る
が
、
書
畫

の
蒐

集
は
博
物
館
の
領
域

に
屬
す
る
も
の
と
し
て
除
外
し
た

丶
め
に
も
よ
る
。
な
ほ
圖
書
館
で
除
外
し
て
ゐ
る
も
の
に
は
金
石
の
部
類
が

あ
る
。
こ
れ
も
博
物
館
の
領
域
に
屬
す
る
と
し
て
ゐ
る
趣
き
が
あ
つ
て
。
大
體
頗
る
闕
け

て
ゐ
る
。

　
近
年
帝
大
で
し
き
り
に
金
石
の
拓
本
を
集
め
て
ゐ
る
こ
と
は
隱
れ
も
な
い
が
、
ど
こ
の
圖
書
館
で
も
日
本
の

金
石
拓
本
を
す
ら
多
く
有
し
て
居
る
所
が
な
い
。
ま
し
て
金
石
の
豐
富
な
支
那
の
拓
本
、
殊
に
近
年
盛
ん
に
出



土
す
る
金
石
拓
本
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
圖
書
館
に
是
非
備
は
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
、
か
つ
採
集

に
多
く
の
資
金
を
要
す
る
も
の
で
も
な
い
。
金
石
の
内
で
最
も
小
な
る
も
の
は
印
譜
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
又
著

名
の
も
の
だ
け

一
と
通
り
備

へ
て
ゐ
る
所
が
な
い
。
こ
の
種
の
も
の

丶
備
は
ら
ざ
る

一
原
因
は
取
扱
の
面
倒

に

も
よ
る
で
あ
ら
う
。

一
丈
も

二
丈
も
あ
る

一
面
碑
の
拓
本
を
、
表
裝
せ
ず
に
は
置
か
れ
ず
、
こ
れ
を
表
裝
し
た

り
適
當
に
保
存
す
る
こ
と
が
煩
は
し
い
た
め
に
閑
却
さ
れ
て
ゐ
る
と
も
思
は
れ
る
が
、
ど

の
道
博
物
館
に
讓

つ

て
濟
む
譯
の
も
の
で
な
い
。

　
か
く
考

へ
來
る
と
、
圖
書
館
は
多
く
の
も
の
を
博
物
館
に
譲

つ
て
ゐ
た
り
、
世
の
好
事
家
や
趣
味
家
の
採
る

に
任
せ
て
ゐ
る
も
の
が
決
し
て
少
く
な
い
、
そ
れ
だ
け
圖
書
館
は
不
備
で
あ
る
と
も
い
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
全

體
博
物
館
の
領
域
は
、
ど
こ
が
經
界
で
あ
る
か
は
面
倒
な
問
題
で
、
こ

丶
に
は
そ
の
研
究
を
避
け
る
が
、
圖
書

館
を
廣
義
に
解
す
る
と
、
博
物
館
に
讓

つ
た
も
の
が
當
然
圖
書
館
の
領
域

に
屬
す
る
こ
と

に
な
る
譯
で
、
事
實

圖
書
館
は
追
々
廣
義
に
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
廣
義
に
解
す
れ
ば
解
す
る
ほ
ど
不
備
は
目
立
つ
て
來
る
。
從

つ

て
圖
書
館
萬
能
が
怪
し
く
な
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
い
く
ら
圖
書
館
に
資
金
が
あ
つ
て
も
到
底
天
下
の
あ
ら

ゆ
る
圖
書
を
網
羅
し
得
べ
き
で
な
い
。
そ
れ
は
な
ほ
後
段
に
述
べ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
現
在
我
國
の
圖
書
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ば
如
何

に
分
布
さ
れ
て
ゐ
る
か
を

一
と
通
り
考
察
し
て
見
よ
う
。

圖

書

の

分

布

　
日
本
の
圖
書
の
分
布
し
て
ゐ
る
所
を
尋
ね
る
に
、
大
略
左
の
十
箇
所
で
あ
る
と
思
ふ
。

一
、
内
府
　
帝
室
御
料
の
圖
書
は
、
宸
記
、
宸
翰
を
は
じ
め
と
し
て
、
御
手
元
本
は
特
殊
の
も
の
で
、
宮
中
奥

深
く
藏
し
て
あ
る
か
ら
思
議
の
外

に
あ
る
が
、
多
く
の
御
藏
本
は
、
岡
書
寮
に
お
い
て
保
管
し
て
ゐ
る
。
こ

の
内
に
は
版
本
も
鈔
本
も
あ
り
、
頗
る
貴
重
の
も
の
が
あ
る
。
徳
川
氏
の
紅
葉
山
文
庫
に
あ
つ
た
、
多
く
の

囲
書
の
内
、
隹
本
は
皆
内
府
に
移
つ
て
ゐ
る
Q
他

に
獻
上
本
も
あ
り
、
種

々
の
事
情
で
御
買
上
と
な
つ
江
も

　
の
も
あ
る
。
日
本
に
唯

一
の
道
教
の
藏
經
も
こ

・
に
存
在
す
る
。

ご
、
官
廳
　
冬
官
廳

に
は
、
そ
れ
ん
丶

そ
の
所
屬
の
記
録
が
あ
り
、
そ
の
廳
で
出
版
し
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た

そ
の
專
門
に
屬
す
ろ
參
考
書
が
あ
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
各
省
所
藏
の
本
を
驅
つ

て
一
ケ
所
に
寄
せ
集
め

た
の
が
内
閣
文
庫
で
、
中
に
は
徳
川
家
を
初
め
各
藩
か
ら
引
上
げ
た
も
の
も
あ
り
、
各
部
門
の
版
本
の
内

に

　
は
珍
し
い
古
版
や
、
稀
な
る
寓
本
も
あ
り
、

明
末
清
初
に
支
那
に
ほ
ろ
び
九
逸
書
だ
け
で
も

百
點

も
あ
つ

諦



　
て
、
眞

に
鬱
然
た
る
も
の
だ
。

三
、
圖
書
館

官
私
公
立
圖
書
館
並
に
各
種
學
校
附
屬
圖
書
館
、

一
私
人
の
文
庫
を
も
こ

・
に
包
含
す
る
。
藏

　
書
の
數
が
こ
の

一
類
に
尤
も
多

い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
な
ほ
こ
の
囲
書
館
の
範
園

に
は
、
東
洋
文
庫

　
の
如
き
特
殊
の
鬪
書
を
有
す
る
も
の
も
あ
り
、
陸
海
軍
兩
省
、
美
術
學
校
の
文
庫
の
如
き
、
其
專
門
に
屬
す

　
る
も
の
も
あ
る
。

四
、
博
物
館

東
西
兩
京

に
あ
る
博
物
館
、
表
慶
館
、
遞
信
博
物
館
な
ど
も
ま
た
圖
書
の
淵
叢
で
あ
る
。
前

に

　
も
陳
べ
弛
如
く
、

こ

・
に
は
圖
書
館
に
あ
ら
ま
ほ
し
い
も

の
で
、

圖
書
館
に
備
は
ら
ざ
る
も

の
が
多
く
あ

　
る
Q
殊
に
貴
重
珍
奇
の
も
の
が
あ
る
。

五
、
肚
寺
　
神
書
佛
典
の
淵
叢
は
計
寺
で
あ
る
。
就
寺
の
縁
起
を
初
め
古
文
書
は
多
く
こ

・
に
存
し
、
中
に
は

國
寶
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
經
卷
の
最
も
大
部
の
も
の
は

一
切
經
で
、
芝
の
三
縁
山
に
は
三
大
藏
經

が
あ
り
、
東
大
寺
の
聖
語
藏
に
は
世
に
知
れ
ざ
る
珍
奇
の
經
が
あ
り
、
文
書
に
つ
い
て
い

へ
ば
、
東
寺

に
は

　
百
合
文
書
が
あ
り
、
高
野
山
に
も
お
び
池
Ψ
し
い
古
文
書
が
あ
ゐ
。
尾
張
の
眞
輻
寺
に
は
、
』佛
書
の
外
に
儒

r
、書
や
古
鈔
本
が
多
く
藏
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
曽
　
圖
璽目
館
の
木
備
…と
其
補
足
私
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一.ご
一二

璽



　
　
　

圃

書
そ

の
折

々
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
二
三
二

六
、
史
料
編
纂
所
　
こ
れ
は
帝
大
の
範
圍
に
あ
れ
ど
も
、
圖
書
館
と
は
お
の
つ
か
ら
其
性
質
を
異
に
し
、
史
料

　
の
集
積
所
で
あ
る
Q
凡
そ
國
史
の
資
料
と
な
る
べ
き
各
時
代
の
文
書
は
、
謄
冩
に
よ
り
て
頗
る
備
は
り
、
諸

家

の
貴
重
書
類
の
副
本
は
、
大
略
こ

・
に
存
す
る
と
い
ふ
も
不
可
で
な
い
Q
圖
書
館

に
最
も
缺
け
て
ゐ
る
、

　
こ
の
部
類
の
も
の
は
概
ね
こ

・
に
藏
さ
れ
て
ゐ
る
。

七
、
舊
家
　
華
族
堂
上
家
に
は
、
そ
の
家
に
傳
は
る
古
記
録
が
多
く
藏
さ
れ
て
ゐ
る
Q
む
か
し
世
襲
的
に
儀
式

　
典
例
を
司
り
た
る
家

に
は
|有
識
《

いうそ
く
》故
實

に
關
す
る
古
記
が
保
存
さ
れ
、
且
つ
諸
大
名
が
歴
代
蒐
集
し
た
藏
本
も

夥
し
く
あ
る
。
加
賀
の
前
田
松
雲
公
の
蒐
集
の
如
き
は
古
今
藏
書
家
の
魁
首
で
、
そ
の
隹
本
の
多
き
は
天
下
・

　
に
冠
絶
す
る
。

八
、
富
豪
　
こ
の
内

に
は
前
の
舊
家
に
屬
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
金
滿
家
殊
に
暴
富

の
家
が

金
に
任
せ
て
天
下

　
無
双
の
も
の
を
買
び
集
め
、
そ
れ
を
誇
り
と
す
る
も
の
が
少
か
ら
す
あ
る
。
そ
の
蒐
集
は
概
ね
書
叢
部
類
に

　
属
す
る
が
、
中
に
は
圖
書
と
見
る
べ
き
も
の
で
、
亘
資
を
投
ぜ
ざ
れ
ば
手
に
入
り
難
い
も
の
が
あ
る
。
希
覯

　
の
繪
卷
物
や
古
爲
經
や
上
代
の
墨
蹟
な
ど
が
、
多
く
は
此
手

に
歸
し
て
ゐ
る
Q

九
、
藏
書
家
　
各
方
面
の
學
者
、
或
は
圖
書
の
趣
味
家
が
、
研
究
、
或
は
趣
味
の
た
め
に
多

く
圖
書
を
蒐
集
し



　
て
私
藏
し
て
ゐ
る
も

の
が
少
く
な
い
。

殊
に
趣
味
家
の
蒐
集

に
か

・
る
も

の
に
は
珍
奇
希
覯
の
も

の
が
多

　
く
、
圖
書
館
に
缺
く
所
の
も
の
が
却

つ
て
こ
の
方
面
に
藏
さ
れ
て
ゐ
る
。
舊
家
に
も
藏
書
家
が
多
く
あ
る
か

　
ら
、
多
少
噛
み
合
ふ
や
う
で
も
あ
る
が
、

お
の
つ
か
ら
性
質
も
異
る
が
ゆ
ゑ
に
こ
れ
を

一
類
と
す
る
。

十
、
特
殊
蒐
集
家
　
好
事
の
人
が
或
る
特
殊
の
圖
書
に
趣
味
を
有
ち
、
そ
れ
に
偏
し
て
蒐
集
を
つ
と
め
、
徹
底

　
的
に
蒐
集
す
る
者
が
甚
だ
多

い
。
例

へ
ば
詩
集
の
み
を
集
め
る
人
、
俳
句
、
川
柳
な
ど
を
專
ら
集
め
る
人
、

　
或
は
往
來
物
、
或
は
黄
表
紙
傷
洒
落
本
、
或
は
浮
世
繪
木
と
い
ふ
如
く
範
園

を
狹
め
て
集

め
る
。
そ
の
結
果

　
と
し
て
希
覯
珍
奇
の
も
の
は
そ
の
手
に
歸
し
、
數
は
必
す
し
も
多
か
ら
す
と
も
、
そ
の

一
類
に
お
い
て
は
一

　
種
の
藏
書
家
で
あ
る
。
併
し
普
逋
の
藏
書
家
と
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
が
ゆ
ゑ
に
こ
れ
を

】
類
と
す
る
。

問

ロ

を

廣

げ

よ

　
わ
が
國
の
圖
書
の
分
布
が
上
述
の
如
く
十
類
に
も
及
ん
で
ゐ
て
,
圖
書
館
は
九
い
そ
の

一
類
に
過
ぎ
ぬ
。
圖

書
館
が
如
何
に
そ
の
數
に
お
い
て
,
他
類
を
壓
倒
す
る
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
、
千
に
も
満

つ
る
圖
書
館
を

一

類
に
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
重
複
本
が
頗
る
多
ぐ
、
殊
に
あ
り
觸
れ
本
が
十
の
八
九
を
占
め
て
ゐ
る
。
特
殊
の
本

　
　
　

」
　

圖
書
館
の
不
備
と
其
補
足
私
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一三
三



　
　
　
　
圖

曳
口
そ

の
折
「
々
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
二
三
四

に
至
る
と
、
寧
ろ
他
の
九
類
に
あ
り
と
も
い

へ
る
。
勿
論
他
の
九
類
に
藏
す
る
圖
書
が
全
部
特
殊
の
も
の
で
は

な
い
が
、
内
府
に
は
内
府
特
殊
の
も
の
が
あ
り
、
官
廳
に
は
官
廳
特
殊
の
も
の
が
あ
り
、
博

物
館
、
肚
寺
、
薔

家
、
皆
そ
れ
ん
丶
特
殊
の
も
の
が
あ
る
。
史
料
と
或
る
特
殊
蒐
集
家
の
圖
書
に
至
つ
て
は
、
そ
の
大
部
分
が
特

殊
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
廣
い
分
布
を
見
る
と
圖
書
の
範
圍
も
廣

い
も
の
で
、
圖
書
館
の
藏

本
は
僅
に
そ
の

一

部
分

に
過
ぎ
ぬ
。
こ
の
中
に
は
天
下
唯

一
の
も
の
や
、
す
で
に
國
寶
に
指
定
さ
れ
た
も
の
や
、
又
國
寶
に
相
當

す
る
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
の
多
く
は
鬪
書
館
以
外
に
分
布
し
て
,
圖
書

館
に
は
か

・
る
も

の
は
九
牛
の

一
毛
も
な
い
。
希
覯
貴
重
の
も
の
は
外
に
あ
つ
て
、
圖
書
館
に
は
藥
に
す
る
ほ
ど
の
小
粒
し
か
な

い
。
勿
論
希
覯
貴
重
の
も
の
必
す
し
も
圖
書
館
に
必
要
あ
り
と
は
い
は
ぬ
が
、
圖
書
館
に
備

は
る
を
要
し
て
力

の
及
ば
な
い
た
め
手
に
入
ら
な
い
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
、
實
に
數
知
れ
ぬ
ほ
ど
あ
る
。

　
勿
論
幾
ら
金
錢
を
投
じ
て
も
絶
對
に
手

に
入
り
兼
ね
る
物
も
あ
る
か
ら
、
囲
書
館
が
前
途
大
い
に
發
逑
し
購

買
力
が
萬
倍
し
て
も
、
天
下
の
珍
籍
を
網
羅
し
得
る
と
は
思

へ
な
い
、
叉
網
羅
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
も
思
は
ぬ
Q

例

へ
ば
或
る
特
殊
の
蒐
集
家
の
如
く
、

一
類
に
偏
し
て
徹
底
的
に
何
も
か
も
蒐
め
る
恥、〕
と
き

は
圖
書
館
の
必
す

し
も
な
す
べ
き
こ
と
で
な
い
。
往
來
も
の
を
幾
百
も
寄
せ
集
め
た
り
、
千
瓧
參
り
の
札
を
幾
千
枚

も
集

め
る
ご



毒

は
・
そ
の
燦

家

に
ま
か
せ
て
差
支

へ
な
い
。
董

料
の
如
き
、
す
で
に
畿

に
近
き
も
の
が
あ
り
、
こ

れ
姦

す
る
所
も
あ
る
の
に
・
そ
れ
塞

々
鷺

し
て
畢

館
に
藏
す
る
に
も
及
ば
ぬ
。
陸
心
源
簸

の
二

悪

の
案

が
讒

家

に
あ
る
か
ら
と
い
-
て
、
そ
れ
に
倣
-
て
宋
本
の
蒐
集
に
沒
頭
す
る
に
も
及
ば
ぬ
。
す

で
に
特
殊
の
婆

が
あ
れ
ば
・
そ
れ
を
國
用
に
供
し
、
圖
書
館
の
譌

を
補

へ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

圖
書
館
は
・
漿

如
何

に
つ
と
宅

も
、
天
下
の
珍
簍

難

す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
池
い
大

圖
書
館
の
面
呈

・
是
非
備

へ
る
を
要
す
る
も
の
実

い
に
補
足
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
が
、
何
と
い
、り
〆し
も

續
々
出
る
内
外
の
圖
葦

買
ひ
集
め
る
す
ら
容
易
で
な
い
の
に
、
廣
義
の
麋

.籍

應
の
體
面
を
保
て
と
求
め

る
の
も
或
は
無
理
か
も
し
れ
ぬ
・
か
實
鑾

瓷

で
或
る
程
蜃

で
整
頓
せ
し
む
る
こ
と
は
、
強
ち
む
つ
か
し

く
な
い
か
も
知
れ
ぬ
・
到
鏖

力
に
お
い
て
圖
書
館
が
手
に
入
梟

ね
る
も
の
は
、
婆

に
勸
め
て
そ
の
寄
託

を
晉

・
特
別
に
保
護
す
皐

へ

闕
篇

ふ
2

法
に
跫

な
い
。
此
種
の
も
の

、
内

に
は
正
し
く
國
寶

池

る
籍

宣

ハす
る
も
の
も
あ
る
が
・
そ
れ
が
頗
る
危
險
な
状
態

に
置
か
れ
、
或
は
紛
失
し
た
り
、
盜
難
に
罹
つ

碇

火
災
に
亡
冀

り
す
る
憂
ひ
が
あ
る
ご

〕の
種
の
も
の
は
天
下
墜

の
も
の
で
あ

る
か
ら
、
堅
固
に
保

護
す
る
の
必
要
が
あ
る
・
そ
れ
の
毳

鬘

け
る
の
は
そ
の
馨

に
取

つ
て
も
窃

の
事

で
あ
る
か
、b
、
螻

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
二
五

　
　
　
　
　

一

圖
書
館
の
不
備
と
其
補
足
私
案

峯



}

　
　
　
　
圖
書

そ

の
折

々
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

二
三
六

館
の
倉
庫
が
堅
牢
で
あ
り
、
取
扱
や
保
管
に
信
用
が
あ
れ
ば
寄
託
の
習
慣
も
起
こ
る
の
で
あ

る
が
、
從
前
斯
樺

の
も
の
を
等
閑
視
し
た

・
め
に
、
藏
者
は
圖
書
館
を
無
縁
の
者
と
し
て
ゐ
る
觀
が
あ
る
。
畢
竟
圖
書
館
を
狹
義

に
解
し
た
餘
弊
で
、
圖
書
館
が
高
い
趣
味
を
も
九
な
い
た
め
に
、
藏
者
が
寄
託
を
危
む
の
も

一
概
に
無
理
と
は

い
は
ぬ
Q

　
兎
角
圖
書
館
の
間
口
を
大
い
に
廣
げ
る
で
な
け
れ
ば
、
圖
書
館
萬
能
な
ど

・
は
い
ひ
か
ね
る
。
よ
し
聞
口
を

ひ
ろ
げ
て
も
萬
能
九
る
こ
と
は
出
來
な
い
に
し
池
處
で
、
そ
の
氣
宇
は
大
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
。
資
力
に
乏
し
い

故
を
以
つ
て
勝
手
な
理
窟
を
つ
け
て
強
ひ
て
そ
の
領
域
を
狹
め
る
の
は
,
た
ま
く

不
利
を
醸
す
ゆ
ゑ
ん
で
、

多
く
の
人
は
,
或
る
形
式
を
具
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
闘
書
館
に
は
不
要
と
思
ひ
、
或

は
圖
書
館
に
寄
託
す
れ

ば
閲
覽

に
供
さ
れ
て
、
大
切
な
も
の
が
サ
ン
ザ

ン
に
汚
損
さ
れ
る
と
の
み
信
じ
て
ゐ
る
。
こ
れ
等

は
全
く
の
誤

解
で
、
貴
重
の
も
の
に
對
し
て
は
、
現
在
で
も
嚴
重
の
保
管
法
が
あ
り
、
特
殊
の
研
究
者
に
限
つ
て
監
覗
を
附

し
て
見
せ
て
ゐ
る
Q

　
今
後
貴
重
囲
書
の
寄
託
を
受
け
る
と
す
れ
ば
、
特
別
の
保
管
法
を
設
け
、
寄
託
者
の
安
心
を
博
す
べ
き
は
い

ふ
ま
で
も
な
い
Q



　
　
　
　
　
　
　
　

富

豪

の

文

庫

　
私
は
、
以
上
の
こ
と

・
、
貴
重
圖
書
を
藏
す
る
諸
家
が
そ
の
襟
度
を
大
に
し
て
、
公
盆
の
た
め
そ
の
門
外
不

出
の
貴
重
書
を
最
も
信
用
あ
る
圖
書
館
に
寄
託
す
る
こ
と
を
勸
説
す
る
も
の
で
あ
る
が
」
他
日
は
兎
も
角
も
、

今

日
こ
れ
が
直
ち
に
行
は
れ
よ
う
と
も
思
は
ぬ
。
家

に
|藏
《
く
ら
》も
有
九
ぬ
人
は
、
火
災
を
恐
れ
て
僅
ば
か
り
の
愛
藏

の
圖
書
を
寄
託
す
る
こ
と
は
寧
ろ
欲
す
る
で
も
あ
ら
う
が
、
莫
大
の
珍
籍
を
擁
す
る
舊
大
名
な
ど
に
な
る
と
、

そ
れ
を
寄
託
す
る
こ
と
が
煩
は
し
く
も
あ
り
、
岡
書
館
に
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
數
の
圖
書
の
寄
託
を
受
け
る
設

備
も
な
い
。
か

・
る
大
襲
藏
家

は
、
圖
書
館
に
託
せ
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
自
ら
文
庫
を
建
て
る
こ
と
を
…選
ぶ
で
あ

ら
う
。
近
來
圖
書
を
死
藏
し
て
人

に
祕
す
る
こ
と
の
愚
を
覺
り
、
開
放
の
機
運
に
向
つ
て
來

た
の
は
文
化
の
た

め
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
、
舊
大
名
な
ど
で
文
庫
の
設
立
を
目
う
ん
で
ゐ
る
も
の
が
チ
ラ
ホ
ラ
あ
る
。
私
は
こ
れ
を

美
擧
と
し
て
賛
成
し
、
續
々
事
實

に
現
は
れ
ん
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
Q

　
昔
の
雄
藩
の
内

に
貴
重
の
圖
書
に
富
む
は
前
田
家
を
第

一
に
推
す
が
、
私
は
先
づ
前
田
家
が
率
先
し
て
範
を

示
し
て
も
ら
ひ
た
い
と
思
ふ
。
な
ほ
他
の
富
豪
も
追

々
こ
れ
に
傚
は
ん
こ
と
々
冀

ふ
。
富
豪
に
お
い
て
は
す
で

　
　
　
　

一

圖
書
館
の
不
備
と
其
補
足
私
案

　

　

　

　

　

　

　

　

'
　

　

　

二
三
七



　
　
　
　
圖

書
そ

の
折

々
　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

,
　
　

　

　

二
三
八

に
若
干
の
先
例
が
あ
り
、
そ
し
て
尤
も
著
明
な
例
は
岩
崎
家

の
東
洋
文
庫

に
あ
る
。
私
は
富

豪
に
向
つ
て
、
必

す
し
も
そ
の
壟
藏
の
圖
書
の
み
を
以
つ
て
文
庫
を
經
營

せ
よ
と
に
い
ぬ
、
岩
崎
家

に
な
ら
う
て
他
の
襲
藏
を
繼

承
す
る
こ
と
に
し
て
も
よ
ろ
し
い
。
例

へ
ば
支
那
の

「
四
庫
全
書
」
を

一
部
購
ひ
得
べ
く
ん
ば
、
そ
れ
を
以
つ

て

一
館
を
建
て
る
も
お
も
し
ろ
か
ら
う
。

　
私
は
富
豪
に
文
庫
經
營
を
慫
慂
す
る
と
共
に
多
少
の
注
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
外
で
も
な

い
、
或
る
特
殊
の
圖

書
館
を
設
け
よ
と
い
ふ
に
あ
る
。
普
逋
の
圖
書
館
は
、
必
す
し
も
此
等
の
有
力
者
を
待
た
ぬ
.、
ど
こ
の
圖
書
館

に
も
右
觸
れ
九
圖
書
を
集
め
る
こ
と
を
繰
返
す
の
な
ら
ば
、
假
令
幾
十
萬
の
數
を
寄

せ
集
め
て
も
、
そ
れ
は
敢

て
誇
り
と
す
る
に
足
ら
ぬ
。
富
豪

に
あ
ら
す
ん
ば
集
め
得
ざ
る
も
の
、
い
ひ
換

へ
れ
ば
普
逋
の
圖
書
館
の
力
の

及
ば
ざ
る
も
の
を
集
め
て
こ
そ
、
現
在
の
圖
書
館
の
闕
を
補
ふ
こ
と
に
も
な
り
、
經
營
甲
斐

の
あ
る
こ
と
な
の

だ
。
私
の
い
は
ゆ
る
特
殊
の
圖
書
館
と
は
、
こ
れ
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
岩
崎
家
の
東
洋
文
庫

は
、
某
外
人
が
特

に
東
洋
に
關
す
る
古
今

の
圖
書
を
集
め
た
の
を
讓
り
受
け
、
そ
れ
に
同
じ
部
類
の
多
く
の
圖
書
を
附
加
し
た
も

の
で
、
東
洋
研
究
の
資
料
を
多
く
有
す
る
點
に
お
い
て
到
底
他
の
圖
書
館
の
及
ぶ
所
で
な

い
。
こ

・
に
お
い
て

こ
の
文
庫
に
意
味
が
あ
り
、
そ
の
經
營
が
徒
爾
で
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
富
豪

に
岩
崎
家

に
な
ら

へ
と
い
う
た



が
、
そ
れ
は
文
庫
を
起
こ
す
事
を
倣

へ
と
い
う
九
に
過
ぎ
ぬ
が
、
更
に
特
殊
圖
書
館
を
起
こ
す
こ
と
を
も
倣

へ

と
勸
告
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
追
々
富
豪
が
美
術
に
あ
れ
宗
教
に
あ
れ
産
業
に
あ
れ
工
藝
に
あ
れ
、
思
ひ
ノ
丶

に
特
殊
の
圖
書
館
を
設
け
る
と
な
れ
ば
、
こ

・
に
分
業
が
成
立
し
て
普
逋
圖
書
館
の
缺
陷
も
補
充
し
、
普
通
圖

書
館
も
自
然
蒐
集
の
區
域
を
狹
め
、
そ
の
主
と
す
る
所
に
專
ら
に
な
る
こ
と
が
出
來
る
。
到
底

一
圖
書
館
で
萬

能
な
る
こ
と
は
出
來
ぬ
、
特
殊
圖
書
館
を
綜
合
し
て
こ
そ
、
初
め
て
萬
能
に
近
い
も
の

と
な
る
の
で
あ
る
。

珍

書

調

査

と

臺

帳

　
特
殊
の
圖
書
館
が
將
來
盛
ん
に
起
こ
り
、
そ
れ
と
普
通
圖
書
館
と
が
、
分
業
的
に
互

に
闕
を
補
ふ
こ
と
に
な

れ
ば
、
や

・
圖
書
館
萬
能
に
近
い
も
の
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
そ
れ
が
た
め
に
日
本
の
有
す
る
あ
ら
ゆ

る
圖
書
が
開
放
的
地
位
に
置
か
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
出
來

ぬ
。

日
本
に
は
隱
れ
て
ゐ
る
圖
書
が
頗
る
數
多
く
あ

る
。
書
名
も
所
在
も
知
れ
て
ゐ
る
の
も
あ
り
、
書
名
が
知
れ
て
所
在
の
知
れ
ぬ
も
の
も
あ
る
。
書
名
の
全
く
知

れ
な
い
も
の
で
、
或
る
所
に
潜
み
、
そ
れ
が
頗
る
珍
奇
で
大
切
な
も
の
も
あ
る
。
特
殊
圖
書
館
が
起
こ
れ
ば
、

そ
れ
に
つ
れ
て
何
か
の
因
縁
で
其
隱
れ
た
或
る
部
分
の
も
の
も
舞
臺
に
現

は
る

・
か
も
知
れ
ぬ
が
、
實

は
特
殊
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二
四
〇

圖
書
館
を
作
る
事
と

隱
れ
た
圖
書
を
現
は
す
こ
と

・
は
お
の
つ
か
ら

別
問
題
に
屬
す
る
。

さ
れ
ば
如
何

に
し

て
隱
れ
た
圖
書
を
現
は
す
か
の
問
題

に
つ
い
て
攻
究
す
る
の
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題

を
解
決
す
る
に
非
ざ
れ

ば
、
日
本
の
有
す
る
大
切
な
圖
書
を
、
隱
れ
て
ゐ
る
ゆ
ゑ
を
以
つ
て
全
く
逸
す
る
の
嫌

ひ
が
あ
る
。
.

　

さ
て
こ
れ
を
如
何
に
す
べ
き
か
と
い
ふ
に
、
結
論
を
い

へ
ば
極
め
て
簡
單
で
あ
る
。

そ
の
隱
れ
た
も
の
を
徹

底
的

に
取
調

べ
て
、
そ
の
書
名
、
そ
の
時
代
、
そ
の
著
者
、
編
者
、
そ
の
所
藏
者
、
そ

の
書
の
略
解
題
を
録
し

て

一
部
の
臺
帳
を
作
り
、
こ
れ
を
適
當
の
揚
所
に
備

へ
、
研
究
家

の
縱
覽
に
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
す
れ

ば
、
如
何
な
る
時
代
の
、
如
何
な
る
書
物
が
、
ど
の
方
面
に
あ
る
か
い
直
ち
に
分
明
し
て
、
文
化
を
裨
補
す
る

の
端
が
こ

・
に
開
け
る
の
で
あ
る
。
研
究
家

は
こ
れ
に
ょ
り
長
く
尋
ね
て
知
り
得
な
か
つ
た
其
の
所
在
を
知
る

こ
と
が
出
來
、
或
は
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
好
資
料
の
あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
る
こ
と
も
出
來
、
便
利
を
得
る
こ
と
が

甚
大
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
隱
れ
た
圖
書
を
世
に
現
は
す

一
法
で
み
る
。
慾
を
い

へ
ば
、
謄
寫
し
て
副
本
を
作
り

九
く
も
あ
り
、
或
は
刻
し
て
世
に
流
布
さ
せ
た
く
も
あ
れ
ど
、
そ
れ
は
な
か
く

容
易
の
業
で
は
な
い
。
最
も

簡

單
で
勞
費
を
多
く
要
せ
す
實
行
し
得
る
の
は
、
差
向
き
臺
帳
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。

　

か
く
結
論
を
い

へ
ば
如
何
に
も
簡
單
で
あ
る
。
謄
寫
本
や
刊
本
を
作
る
の
に
比

べ
れ
ば

た
や
す
く
行
は
れ
る

,



と
は
い

へ
、
實
地
に
臨
ん
で
は
多
少
の
面
倒
が
あ
る
。
第

一
、
書
名
も
所
在
も
知
れ
て
ゐ
る
圖
書
は
、
概
し
て

著
名
の
も
の
で
も
圖
書
界
に
は
大
略
な
が
ら
書
目
も
存
し
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
を
臺
帳
に
録
す
る
こ
と
は
あ
な

.が
ち
困
難
で
な
い
が
、
第

こ
の
書
名
の
み
知
れ
て
所
在
の
知
れ
ざ
る
も
の
と
、
第
三
の
書
名
も
何
も
か
も
知
れ

な
い
も
の
に
至
つ
て
は
、
さ
な
が
ら
雲
を
攫
む
が
如
き
も
の
で
、
氣
根
よ
く
寺
肚
や
舊
家

や
藏
書
家
に
つ
い
て

調

べ
る
外
に
手
段
は
な
い
。
圖
書
に
經
驗
の
な
い
人

は
、
諸
家
に
つ
い
て
そ
の
藏
書
目
録
を
調
べ
九
ら
、
お
よ

そ
は
分
る
だ
ら
う
と
思
ふ
で
も
あ
ら
う
が
、
實
際
さ
う
簡
單
に
は
行
か
ぬ
。
そ
の
譯
は
、
圖
書
の
あ
る
所
に
必

す
藏
書
目
録
が
あ
る
と
は
限
ら
ぬ
、
假
令
あ
つ
て
も
、
全
部
の
圖
書
が
載
つ
て
ゐ
る
か
否

か
も
分
ら
す
、
素
人

の
作

つ
た
目
録
は
大
抵
役
に
立
た
す
、
又
目
録
だ
け
を
見
て
も
書
物
の
價
値

は
知
れ
か
ね
る
か
ら
、
ど
う
し
て

も
實
物
に
つ
い
て
調
査
を
遽
ぐ
る
要
が
あ
る
。
大
抵
何
れ
の
方
面

に
お
い
て
も
希
覯
書
を
藏
す
る
所
に
は
、
因

習
的

に
重
き
を
置
く
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
實
地
に
つ
い
て
見
る
と
案
外
つ
ま
ら
な

か
つ
た
り
す
る
、
そ
の

代
り
輕
く
扱
は
れ
て
ゐ
た
藏
書
の
内

に
か

へ
つ
て
珍
籍
を
發
見
す
る
こ
と
も
あ
り
、
或

は
囲
書
に
全
く
無
理
解

の
舊
家
に
お
い
て
は
、
珍
書
奇
籍
を
藏
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど

一
切
を
辨
ぜ
ざ
る
も
の
も
あ
る
。
總
じ
て
珍
奇

の
逸
書
は
、
刊
本
は
極
め
て
少
く
、
多
く
は
鈔
本
で
あ
る
か
ら
、
或
は
書
名
を
缺
く
も
の
も
あ
り
、
そ
の
體
裁
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甚
だ
整
は
す
、
反
故
に
近
い
も
の
も
あ
つ
て
、
そ
れ
が
兎
も
す
る
と
非
常
に
年
代
が
古
く
、
且

つ
名
家
の
自
筆

稿
本
で
あ
つ
た
り
、
世
に
稀
な
記
録
で
あ
つ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
か
く
の
如
き
は
、
相
當
の
能
力
あ
る
專

門
家
に
あ
ら
ざ
れ
ば
剿
じ
兼
ね
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
調
査
は
決
し
て
容
易
で
な
い
Q

　

た
だ
幸
ひ
に
も
以
上
と
ほ
い
似
通
つ
た
調
査
を
永
く
續
け
た
先
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
帝
國
大
學
に
附
屬

し
て
ゐ
る
史
料
編
纂
事
業
で
あ
る
。
こ
の
事
業
の
大
要

は
、
官
府
の
力
で
諸
家
の
藏
す
る
隱
れ
た
史
料
を
借
り

受
け
、
そ
れ
を
謄
寫
編
纂
す
る
の
で
あ
つ
て
、
永
い
聞
の
繼
續
事
業
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
す
で
に
得
九
史
料
も

夥
し
い
數
に
上
り
、
史
料
の
備
は
つ
て
ゐ
る
方
面
に
は
殆
ん
ど
觸
れ
ぬ
所
が
な
い
ま
で
行
き
渡
つ
て
ゐ
る
。
こ

の
蒐
集
は
圭
と
し
て
史
料
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
關
係
の
な
い
圖
書
は
こ
の
編
纂
所
の
干
與
せ
ざ
る
所
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
史
料
と
な
る
べ
き
圖
書
の
存
す
る
所
に
は
、
他

の
圖
書
も
亦
存
在
す
る
と
推

定
し
て
も
不
可
な

く
、
史
料
編
纂
係
の
多
年
の
經
驗
に
聞
け
ば
、
某
寺
、
某
瓧
、
某
家

に
は
お
よ
そ
如
何
な
る
圖
書
が
あ
る
か
位

な
見
當
は
つ
く
べ
く
、
叉
史
料
編
纂
係
が
史
料
と
し
て
抄
録
し
た
其
の
原
書
そ
れ
自
身
は
、
概
ね
臺
帳
に
登
録

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
兎
も
角
こ
の
編
纂
事
業
が
先
驅
を
な
し
た
る
こ
と
は
書
目
臺

帳
を
作
る
に
非
常
の

便
利
を
與

へ
る
も
の
で
、
愈

玉
臺
帳
を
作
る
と
な
れ
ば
、
こ
の
編
纂
係
と
は
密
接
の
交
渉
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま



で

も

な

い
。

調
　
査
　
方
　
法

　
修
史
編
纂

に
つ
い
て
學
び
得
た

一
事
は
、
官
府
の
力

に
頼
ら
ざ
れ
ば
書
目
の
取
調

べ
も
出
來

か
ね
る
こ
と
で

あ
る
。

書
月
を
作
る
こ
と
は
必
す
し
も
史
料
に
お
け
る
ご
と
く
原
本
借
受
け
を
要
す
る
も

の
で
な
い
け
れ
ど

も
、
そ
の
祕
藏
を
取
調

べ
る
に
つ
き
、
諸
家
を
煩
は
す
こ
と
に
お
い
て
は
史
料
の
揚
合
と
あ

へ
て
異
る
所
が
な

い
。
隨
分
襲
藏
家
が
面
倒
が
り
、
或
は
人

に
よ
つ
て
は
公
表
を
忌
み
嫌

ふ
庵
の
が
な
い
に
も
限
ら
ぬ
か
ら
、
ど

う
し
て
も
政
府
の
力
で
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
干
の
審
査
委
員
を
要
す
る
が
、
そ
れ
も
政
府
が
囑
託
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
相
當
の
經
費
を
要
す
る
、
そ
れ
も
政
府
か
ら
支
出
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
審
査
の
規
程

も
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ

が
、
史
料
編
纂
の
規
程
と
、
國
竇
審
査
規
則
を
參
考
し
て
作
れ
ば
容
易
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
事
の
圭
管
が
政

府
の
ど
の
官
廳

に
屬
…す
る
か
と
い
ふ
に
、
文
部
省
た
る
べ
き
は
當
然
で
あ
る
と
思
ふ
。

全
國
に
散
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
圖
書
を
取
調
べ
る
と
い
へ
ば
、
頗
る
廣
汎
の
區
域

に
わ
た
り
、
非
常

に
煩
は
し

い
樣
に
聞
こ
え
る
で
あ
ら
う
が
、
實
際
は
そ
れ
ほ
ど
煩
は
し
く
な
い
Q
第

一
、
普
逋
圖
書
館
に
備
は
つ
て
ゐ
る
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や
う
な
も
の
は
、
手
に
觸
れ
な
い
で
よ
い
の
で
あ
る
Q
刊
本
に
せ
よ
鈔
本
に
せ
よ
馬

こ
れ
が
大
數
を
占
め
て
ゐ

る
、
そ
れ
を
控
除
す
る
と
な
る
と
案
外

に
數

は
少
い
の
で
あ
6
。
殊
に
史
料
を
蒐
集
す
る
事
業
に
較
べ
る
と
、

甚
だ
し
く
難
易
の
相
違
が
あ
る
。
彼

に
あ
つ
て
は
圖
書
を
精
讀
す
る
必
要
が
あ
る
、
な
ほ
そ
の
上
に
必
要
の
部

分
を
抄
録
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
或
は

一
部
の
圖
書
を
全
部
冩
し
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に

圖
書
を
借
り
出
す
必
要
も
あ
り
、
謄
寫
の
九
め
亘
費
を
要
す
る
は
勿
論
の
事
で
あ
る
○

　

こ
れ
に
反
し
て
圖
書
の
調
べ
に
お
い
て
は
、

臺
帳
に
登
録
す
べ
き
圖
書
を

稽
査
鑑
別
し
、
・そ
の
書
名
を
録

し
、
著
者
の
わ
か
つ
て
を
る
も
の
は
こ
れ
を
録
し
、
不
明
の
も
の
は
こ
れ
を
缺
き
、
年
代

の
わ
か
る
も
の
は
そ

れ
を
録
し
、
不
明
の
も
の
は
推
定
し
て
録
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
細
述
の
必
要
な
く
、
弛

い
大
略
ど
ん
な
種
類

の
事
が
書
か
れ
て
あ
る
と
ほ
い
解
題
を
附
す
れ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
位

の
事
は
圖
書
に
精
通

の
委
員
は
即
座

に
辨
す
る
譯
だ
が
、
併
し
圖
書

に
よ
つ
て
さ
う
簡
單

に
行
き
兼
ね
る
こ
と
も
幾
許
か
あ
る
で
あ

ら
う
。
内
容
に
つ
い
て
印
座
に
ノ
ー
ト
の
取
れ
ぬ
も
の
や
、
年
代
の
推
定
が
困
難
で
審
議
を
要
す
る
も
の
な
ど

は
、
僅
の
日
子
借
出
し
を
要
す
る
こ
と
も
な
い
と
は
限
ら
ぬ
。
し
か
し
恐
ら
く
こ
れ
は
極
め
て
稀
で
あ
ら
う
Q

史
料
調
査
に
比
す
れ
ば
、
難
易
は
同
日
の
論
で
な
い
、
從

つ
て
は
か
ど
り
も
早
く
、
經
費
も
決
し
て
多
く
要
す



る
も
の
で
な
い
。

　
大
體
こ
の
審
査
は
足
を
擧
げ
て
出
張
を
要
す
る
。
北
は
奧
朋
、
南
は
九
州
ま
で
も
漁
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
し

か
し
出
張
を
要
せ
す
、
居
な
が
ら
書
名
の
登
録
の
出
來
る
も
の
も
少
か
ら
す
あ
る
Q
九
と

へ
ば
岩
崎
家

に
藏
し

て
ゐ
る
宋
元
版
の
如
き
は
、
舊
藏
者
が
す
で
に
解
題
を
作
つ
て
居
る
。
な
ほ
同
家
の
希
覯
和
本
の
解
題
も
出
來

て
ゐ
る
筈
。
足
利
文
庵
の
藏
書
も
同
樣
で
あ
る
し
、
加
賀
の
前
田
家
な
ど
で
も
そ
の
道
の
人
が
調
査
を
し
て
ゐ

る
か
ら
、
凡
そ
は
分

つ
て
も
ゐ
る
Q
内
府
の
圖
書
寮
に
お
い
て
も
專
門
家
が
そ
の
員

に
備

は
つ
て
調
査
を
し
て

ゐ
る
か
ら
、
こ
れ
も
凡
そ
分

つ
て
ゐ
る
。
な
ほ
修
史
編
纂
掛
に
も
永
ら
く
調
査
し
た
結
果
が
備

は
つ
て
ゐ
る
に

相
違
な
く
、
圖
書
で
圈
寳
に
指
定
し
九
も
の
は
文
部
省
に
登
録
し
て
あ
る
。
凡
そ
こ
れ
等

の
類
は
必
す
し
も
實

物
に
つ
い
て
稽
査
を
遂
ぐ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
み
丶
を
冩
し
取
れ
ば
そ
れ
で
間
に
合

ふ
で
あ
ら
う
。
要
す
る

に
、
專
門
家
。か
置
か
れ
て
岡
書
の
整
理
を
擔
當
し
て
ゐ
る
處
の
藏
書
の
取
捨
選
擇
は
大
體

樂
な
も
の
と
見
る
こ

と
が
出
來

よ
う
。

　
出
張
の
煩
を
省
く

一
法
と
し
て
、
廣
く
天
下
に
登
録
臺
帳
を
作
る
の
趣
意
を
宣
布
し
、
任
意

に
そ
の
所
藏
書

を
屆
け
出
で
し
む
る
も
よ
か
ら
う
。
實
は
紛
々
た
る
個
人
が
密

か
に
少
數
の
珍
書
を
有
す
る
方
面
の
如
き
は
、
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知
れ
難
い
も

の
が
少
か
ら
す
あ
つ
て
、

全
く
見
當
が

つ
き
兼
ね
る
。

審
査
委
員
が
出
張
を
.厭
は
な
い
と
し
て

も
、
そ
の
先
き
が
判
然
し
な
い
か
ら
、
こ
れ
等

に
對
し
て
は
自
ら
名
乘
ら
し
む
る
外
は
な
い
が
、
必
す
原
物
を
.

提
出
せ
し
む
る
こ
と

・
し
た
い
。

　
岡
書
の
選
擇
に
つ
い
て
の
細
目
の
如
き
は
、
こ

・
に
縷
述
の
煩
を
避
け
る
が
、
す
で
に
版

に
刻
さ
れ
或
は
活

字
で
印
刷
さ
れ
て
流
布
し
て
ゐ
る
も
の
で
も
、
そ
の
著
者
の
稿
本
は
勿
論
、
稿
本
に
あ
ら
す

と
も
、
舊
鈔
本
は

取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

又
異
版
、

異
本
の
如
き
も
、

取
る
べ
き
も
の
が
あ
ら
う
。

流
布
本
の
あ
る
ゆ
ゑ
を
以
つ

て
、
こ
れ
等
を
閑
却
す
べ
か
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
は
、
流
布
本
は
整
版

と
雖
も
訛
謬
か
少
か
ら
す

あ
る
。
活
字
本

に

お
い
て
は
最
も
正
確
を
失
し
て
ゐ
る
Q
例

へ
ば
諸
家
の
記
録
の
如
き
、
そ
の
著
名
の
も
の
は
活
字
本
と
な
つ
て

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
も
と
轉
嶌
本
を
底
本
と
し
て
ゐ
る
か
ら
誤
り
が
多
く
あ
つ
て
、
研
究
家
を
惑
は
す
こ
と
が
非

常
で
あ
る
Q

　
古
書
の
奪
い
の
は
そ
の
原
本
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
原
本
は
多
く
門
外
不
出
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
容
易
に

見
る
こ
と
が
出
來
な
い
Q
昔
は
別
し
て
さ
う
で
あ
つ
た
。
新
井
白
石
が
某
堂
上
家

に
つ
い
て
そ
の
家
の
大
切
な

記
録

「
人
車
記
」
を
見
せ
て
は
貰
つ
た
が
、
そ
の
時
は
圭
人
自
身
庫
か
ら
取
出
し
て
來
て
、
人
拂
を
し
て
内
證



に
こ
れ
を
示
し
、
且

つ
こ
れ
を
見
た
事
を
口
外
さ
れ
て
は
困
る
と
、
口
留
を
し
た
位
祕
密

に
し
た
も
の
で
あ
つ

、た
。
そ
ん
な
譯
だ
か
ら
、
拌
信
友
の
ご
と
き
考
證
家
で
、
悪
窮
本

「扶
桑
略
記
」
の
た
め
に
大
和
の
長
谷
寺
の

創
立
年
代
を
誤

つ
九
こ
と
も

あ
る
」

原
本
若
く
は
原
本
に
近

い
も

の
が
如
何
に
大
切
で
あ
る
か
の

一
例
と
し

て
、
こ

・
に
今

一
つ
近
衞
豫
樂
公
の
こ
と
を
擧
げ
る
。
公
は

「唐
六
典
」
を
…幾
年
も
か

・
つ
て
嚴
正
に
校
正
し
、

て
自
ら
版
に
さ
れ
た
。
そ
れ
が
今
流
布
し
て
ゐ
る
。か
、
當
時

「。唐
六
典
」
の
隹
本
が
容
易

に
手
に
入
ら
参
、
公
、

の
藏
本
に
は
訛
謬
が
少
く
な
か
つ
た
の
で
、
公

は
み
つ
か
ら
六
典

に
引

い
て
あ
る
原
本
に
さ
か
の
ぼ

つ
て
校
訂

.

さ
れ
、
毎
ぺ
ー
ジ
眞
赤
に
朱
が
施
さ
れ
た
。
そ
の
勞
力
は
實
に
大
な
る
も
の
が
あ
つ
た
が
、
や
つ
と
校
訂
が
濟

ん
だ
頃
に
、
隹
本
が
初
め
て
手

に
入
つ
た
の
で
、
そ
れ
と
對
照
し
て
見
ら
る

・
と
、
す
べ
て
直
し
た
通
り
で
あ

つ
た
の
で
大
い
に
喜
ば
れ
た
と
あ
る
が
、
同
じ
版
本
で
も
こ
ん
な
絹
違
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
隹
本
は
實
に
、

大
切
で
あ
る
。
公
が
初
め
に
隹
本
を
手
に
入
れ
ら
れ
九
な
ら
、
あ
九
ら
精
力
を
…幾
年
も
こ
の

一
書
に
注
が
れ
な
・

か
つ
た
で
あ
ら
う
に
。
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談
は
少
し
く
績
道
に
入
り
過
ぎ
池
が
、
本
體

に
戻

つ
て
、
全
國
の
隱
れ
た
圖
書
の
所
在
と
書
名
と
が
知
れ
た
、

と
す
る
と
、
そ
れ
を
部
門
を
別
つ
て
適
當
に
編
纂
し
て
、
臺
帳
に
登
録
す
る
の
で
あ
る
が
、
出
來
得
べ
く
ん
ば

、

こ
れ
を
印
刷

に
附
し
て
、
廣
く
必
要
の
所
に
頒
布
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
目
録
は
多
分
浩
澣
の
も
の

で
あ
ら
う
と
思

ふ
か
ら
、
或
は
經
費
の
關
係
な
ど
で
そ
れ
が
出
來
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
臺
帳
だ
け
は
作
り

上
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
を
ど
こ
に
置
↑
か
と
い
へ
ば
、
文
部
省
に
置
く
べ
し
と
い
ふ
説
も
あ
る
か
も

知
れ
ぬ
が
、
閲
覽
者
の
便
利
を
考

へ
れ
ば
、
文
部
の
直
轄
に
屬
す
る
帝
國
圖
書
館
に
備

へ
付
け
る
方
が
寧
ろ
便

利
で
あ
ら
う
Q

　
登
録
を
經
弛
る
書
物
に
つ
い
て
洩
ら
す
べ
か
ら
ざ
る
緊
…要
の
事
。か
あ
る
◎
そ
れ
は
所
藏
…者
が
變
更
し
從

つ
て
.

所
在
が
移
動
す
る
揚
合
を
如
何
に
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
Q
臺
帳
の
最
も
大
切
で
あ
る
意
味
の

一
つ
は
所

在
の
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
由買
買
讓
與
等
の
た
め
移
動
す
る
と
な
る
と
、
鏖
帳
は
當
て
・

に
な
ら
ぬ
も
の
に
な
る
。
始
終
所
在
の
正
確
を
期
す
る
に
は
賣
買
譲
與
を
禁
す
る
こ
と
も

一
案
で
あ
ら
う
が
、

人
の
私
有
物
に
そ
ん
な
干
渉
は
出
來
な
い
と
す
る
と
、
移
動
の
都
度
そ
の
事
を
届
け
出
で

し
む
る
こ
と
だ
け
は
辱

ど
う
し
て
も
實
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
審
査
の
結
果
國
寳
た
る
べ
き
も
の
若
く
は
國
寶

に
準
ず
べ
き
も
の
を
、



發
見
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
が
或
は
國
寳
に
指
定
さ
る

・
こ
と
も
あ
ら
う
。
そ
の
結
果
矢
鱈

に
賣
買
も
出
來
な
,

い̀
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
少
く
と
も
費
買
の
揚
合
に
は
官
廳
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
・

の
で
あ
る
が
、
大
體
は
登
録
の
ゆ
ゑ
を
以
つ
て
藏
書

を
拘
束
す
る
こ
と
を
避
け
た
い
Q

　
そ
れ
に
し
て
も

一
旦
登
録
を
經
る
と
自
家
の
私
有
物
が
勝
手

に
な
ら
ぬ
や
う
に
考

へ
て
、
登
録
を
い
や
が
る
、

も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
臺
帳
の
登
録
は
そ
の
書
の
珍
奇
希
覯
を
裏
書
し
て
こ
れ
に
價
値
づ
け
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
案
外
喜
ん
で
登
録
を
欲
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
も
と
く

大
切
な
も
の
は
滅
多
に
賣
る
氣
。か
な

く
、
こ
れ
を
手
離
す
は
萬
已
む
を
得
な
い
時
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
登
録
は
所
藏
者
に
そ
の
圖
書
の
保
存
を
奬
勵

す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
と
信
す
る
○

大

切

な

丈

化

事

業

全
國
に
散
在
す
る
圖
書
が
、
震
火
災
そ
の
他
の
災
害
で
亡
び
た
も
の
が
少
か
ら
す
あ
る
。
或
は
無
理
解
の
手

に
渡
つ
て
反
故
と
し
て
取
扱
は
れ
て
亡
び
た
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
等
の
中
に
は
今
口
の
識
者
が

一
た
び
も
寓
目

せ
す
に
亡
び
弛
も
の
が
ど
の
位
あ
る
か
、
殆
ん
ど
測
量
が
つ
か
ぬ
。
な
ほ
又
外
國
人
に
購

は
れ
て
海
外

へ
持
去
'
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ら
れ
た
も

の
も

ま
た
莫
大
で
あ
る
。

侮

々
洋
行
者
の
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、

外
國
の
博
物
館
や
圖
書
館
み
ね

り
で
、
内
地
で
は
到
底
見
ら
れ
な
い
日
本
の
古
書
が

い
ろ
く

陳
列
さ
れ
て
ゐ
て
、
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
か
と

一
驚
を
喫
し
、
今
更
そ
れ
等
の
輪
出
を
殘
念
が
る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
は
如
何
と
も
し
難

い
。
こ
れ
等

輪
出
に
つ
い
て
は
種

々
の
原
因
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
外
人
が
高
い
價
を
拂
ふ
か
ら
と
い
ふ
そ
れ
に
釣
ら
れ
て
、

ム
ザ
く

と
日
本
唯

一
の
も
の
を
副
本
も
取
ら
す
に
出
し
九
も
の
も
あ
ら
う
。
書
物
屋
な
ど

の
手
か
ら
外
國
に

傳
は
つ
た
も
の
は
商
賣
上
已
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
あ
る
混
沌
時
代

に
古
書
な
ど
を
全
く
理
解
せ
す
、
殆
ん

ど
外
人
の
取
る
に
任
か
せ
た
こ
と
も
な
い
で
も
な
い
つ
如
何
に
も
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
こ
と
を
し
て
|惜
《

9
》

し
い
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
畢
竟
自
家
の
藏
本
。か
ど
れ
ほ
ど
珍
奇
で
、
ど
れ
ほ
ど
貴
重
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
の
に

坐
す
る
の
だ

か
ら
、
登
録
毫
帳
を
作
る
こ
と
は
、
こ
れ
等
圖
書
に
無
理
解
の
人
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
即

ち
肇
帳
の
登
録
は
濫
り
に
岡
書
を
失
ふ
こ
と
を
防
止
す
る

一
方
便
と
な
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

　
若
し
夫
れ
こ
の
臺
帳
が
各
方
面
の
研
究
家
に
ど
れ
だ
け
の
便
利
を
與

へ
る
か
と
い
ふ
に
、
圖
書
の
校
勘

や
校

訂
や
編
纂
な
ど
に
實
地
當
つ
た
も
の
に
は
曲
直
ち
に
そ
の
效
の
頗
る
大
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
σ
私
も
前

年
塙
檢
校
の
編
纂
し
た

「
羣
書
類
從
」

に
倣

つ
て
、
國
書
刊
行
會
を
起
こ
し
、
未
刊
の
圖
書
を
幾
千
部
と
な
く
,



出
版
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
に
つ
く
ム
丶
感
じ
た
こ
と
は
、
先
づ
貴
重
の
佚
書
が
何

で
あ
る
か
を
知
る
に

困
難
を
感
じ
た
。
書
名
が
知
れ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
か

“
知
れ
な
い
の
で
困

難
を
感
じ
た
。
更
に
・

校
訂
を
な
す
に
常
り
、
正
確
若
く
は
正
確
に
近
い
底
本
を
得
る
に
困
難
を
感
じ
た
。
古
書

は
多
く
零
本
と
な
つ

て
ゐ
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
在
し
藏
者
が
異
つ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
を
寄
せ
集
め
る
こ
と
に
も
困
難
を
感
じ

た
。

さ
う
し
た
揚
合
に
こ
の
臺
帳
が
備
は
つ
て
ゐ
た
ら
、

如
何

に
便
利
を
感
じ
た
で
あ
ら
う
か
。
「
東
大
寺
要

録
」
の
如
き
は
、
如
何
に
搜
索
し
て
も

一
册
だ
け
の
所
在
が
知
れ
す
、
や
む
な
く
斷
念
し
て
、
版
に
し
て
か
ら

・

で
あ
つ
た
か
、
版

に
せ
ん
と
す
る
時
で
あ
つ
た
か
、
(刊
行
會
本
が
坐
右

に
な
い
か
ら
は
つ
き
り
い
へ
な
い
が
)

ヤ
ツ
ト
所
在
が
知
れ
た
こ
と
が
あ
つ
で
、
や
れ
く

と
い
う
た
の
な
ど
は
、
ほ
ん
の

一
例

に
過
ぎ
ぬ
。

　
こ
の
登
録
臺
帳
を
作
る
こ
と
は
私

一
個
の
私
案
で
な
く
、
前
年
同
人
と
共
に
文
部
省
に
建
議
し
て
實
行
を
促
、

し
た
こ
と
が
あ
る
Q
文
部
省
は
こ
れ
を
可
と
し
な
が
ら
、
國
費
の
都
合
で
今
日
ま
で
も
實
行
し
な
い
が
、
文
化
・

の
九
め
に
大
切
な
事
業
で
あ
る
。
こ
れ
を
行

へ
ば
隱
れ
た
囲
書
も
初
め
て
世
に
出
る
し
、
死
藏
さ
れ
て
ゐ
る
圖

書
も
初
め
て
活
動
の
機
會
を
得
る
。
こ
れ
が
た
め
に
圖
書
館
の
不
備
を
補

ふ
こ
と
も
出
來
、
將
來
に
起
る
べ
き

特
殊
囲
書
館
と
共
に
圖
書
萬
能
の
働
き
を
實
現
す
る
に
は
、
速
か
に
こ
れ
を
實
行
す
る
こ
と
が
極
め
て
大
切
で

　
　
　
　

一　

圖
書
館
の
不
備
と
其
補
足
私
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一



　

　
　

圖

書

そ

、の

折

々

あ

る

と
信

す

る

。
二

高

麗
藏

經

に
就

て

二
.五

二

　
書
物
の
趣
味
が
向
上
す
る
と
、
邃
に
お
經
に
ま
で
赴
く
の
が
順
序
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
經
は
、
書
物
の
殘

つ

て
ゐ
る
う
ち
で
最
も

時
代
が
古
い
か
ら
で
あ
る
.、
私
は
聊
か
|高
麗
版
《

か
う
ら
いぽ
ん
》大
藏
經
に
就
て
小
話
を

試
み
よ
う
と

思
、

ふ
。

　
高
麗
經
は
口
本
に
も
ボ
ツ
ノ
丶
あ
る
,
就
中
尤
も
有
名
な
の
は
、
京
都
|建
仁
寺
《

け
んに
んじ
》に
在

つ
た
も
の
だ
。

一
體
高
、

麗
版

に
も
精
粗
の
ご
種
が
あ
る
。
精
な
る
も
の
は
紺
地
の
表
紙
が

つ
い
て
居
り
、
普
邁
の
流
布
本
は
朝
鮮
特
色

の
茶
表
紙
の
も
の
で
あ
る
。
建
仁
寺
の
も
の
は
紺
地
の
も
の
で
、
日
本
に
於
け
る

一
番
佳

い
も
の
で
あ
つ
た
の

に
、
前
年
經
藏
が
火
災
に
罹

つ
て
大
部
分
烏
有
に
歸
し
た
の
は
遺
憾
の
極
み
で
あ
る
。
東
京

で
は
、
|芝
《
レ
ぽ
》三
縁
山

蹌
爲上
寺
の
高
麗
版

一
切
經
が
最
も
名
高
く
、
殊

に
宋
版
も
元
版
も
あ

つ
て
、
山咼
麗
版
と
共

に
三
大
藏
と
稱
し
て

ゐ
る
。
元
來
塘
上
寺

は
徳
川
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
か
ら
、
此
の
三
大
藏
ば
家
康
の
威
.力
で
諸
方
か
ら
最
上
の
藏
.

經
を
取
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
印
ち
三
縁
山
の
三
大
藏
目
録
の
序

に
徴
す
る
に
、
宋
本
は
も
と
近
江
の
管
山
寺
・



に
在
つ
た
も
の
、
元
本
は
伊
豆
の
修
善
寺

へ
李
政
子
が

納
め
た
も
の
、
高
麗
本
は
大
和
の
圓
成
寺
に
あ
つ
た
も

の
と
あ
る
。

い
つ
、そ
や
修
善
寺
を
訪
う
た
折
、
軍
政
子
の
署
名
の
あ
る
零
卷
を
見
た
が
顎
そ
れ
は
即
ち
三
縁
山

藏
經
の
姉
妹
卷
で
あ
る
。
寺
に
就
て
、
此
經
卷
を
増
上
寺
に
譲

つ
た
爲
め
修
善
寺

に
は
ど

れ
程
の
報
酬
が
あ
つ

た
か
と
聞
い
た
ら
、
御
朱
印
を
賜
つ
た
と
云
ふ
こ
と
だ
が
、
實

は
其
の
御
朱
印
は
中
有
に
迷
つ
て
寺
に
來
な
い

と
云
う
て
ゐ
た
◎

　
墸
上
寺
の
三
大
藏
は
同
寺

に
最
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
維
新
の
變
亂
の
起
つ
た
時
、
丘
ハ燹

に
罹

つ
て

は
な
ら
ぬ
と
、
特
に
|川
越
《

か
は}.」え
》そ
の
他
の
こ
一二
の
寺
に
移
し
て
鄭
重
に
保
護
し
た
と
、
い
つ
ぞ

や
塘
上
寺
で
三
大
藏

を

一
覽
し
弛
時
寺
僭
か
ら
聞
い
九
こ
と
を
想
ひ
起
す
。
爾
ほ
其
際
三
大
藏
曝
書
の
こ
と
を
寺
俗
か
ら
聞
い
た
Q

そ
の
大
要
を
云
ふ
と
、
昔
し
此
寺
の
學
寮
は
學
徒
三
千
と
稱
し
て
、
頗
る
盛
ん
な
も
の
で
、
從

つ
て
學
識
あ
る

僣
も
多
く
ゐ
た
。
そ
こ
で
曝
書
の
折
に
は
、
其
多
數
の
中
か
ら
成
る
べ
く
老
年
の
も
の
を
、
確
か
十
六
人

か
を

選
ん
で
、

一
邇
聞
交
代

に
日
出
か
ら
日
沒
迄
憺
任
さ
せ
た
。
此
の
邏

に
雷

つ
た
も
の
は
、
齋
戒
沐
浴
し
て
、
第

一
日
よ
り
第
七
日
ま
で
十
六
人
が
分
課
し
て
、
重
な
る
老
僭
が
立
會
の
上
、
相
當
の
儀
式

を
以

つ
て
行
つ
た
も

の
だ
。
渠
等
は
直
立
三
禮
し
、

一
卷
つ
つ
を
手
に
把
つ
て
繰
る
こ
と
、
恰
も
田
舍
の
灘
寺

で
今
日
獪
ほ
行
つ
て

　
　
　
　
こ
　
高
麗
藏
經
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
三



　
　
　
　
圖

書

そ

の
折

々
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
四

ゐ
る
、
|大
般
若
《

だ
いはん
にや
》を
繰
る
と
同
じ
や
り
方
で
風
を
逋
し
弛
。
何
故
年
の
若

い
者
を
避
け
た
か
と
云
ふ
と
、
若
い
も

の
は
粗
略
が
あ
る
か
ら
と
い
ふ
用
意
か
ら
來

た
の
で
あ
る
。

　
版
本
藏
經
の
内
で
高
麗
經
が
最
も
重
じ
ら
れ
る
所
以
は
、
單
に
時
代
が
古
い
と
い
ふ
だ
け
で
な
い
、
其
校
勘

の
精
に
於
て
前
後
無
比
で
あ
る
か
ら
だ
。
但
し
是
は
高
麗
高
宗
の
勅
版
再
刻
本
を
指
し
て
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ

も
今
か
ら
九
百
十
五
年
前
に
高
麗
の
顯
宗
が
崔
士
成

に
勅
し
て
見
行
の
藏
經
五
千
餘
卷
を
開
雕
し
た
、
尋
い
で

文
宗
の
時
に

「
續
貞
元
録
」

に
收
め
て
あ
る
も
の
と
宋
代
の
新
譯
と
を
新
雕
し
て
増
し
加

へ
た
、
前
後
總
計
六

百
三
十
九
函
六
千
五
百
五
十
七
卷
に
逹
し
、
其
經
版
は
之
を
符
仁
寺

に
藏

せ
し
め
た
。
處

が
其
れ
が
高
宗
の
朝

に
至
つ
て
蒙
古
兵
の
兵
火

に
燒
失
し
池
の
で
、
高
宗
は
其

ご
十
三
年
丙
申

(
我
が
嘉
祺

ご
年
)
か
ら
三
十
八
年

辛
亥

(我
が
建
長
ご
年
)
に
至
る
十
六
年
聞
に
李
杢
報
等
に
命
じ
て
之
を
再
刻
し
た
。
其

際
|守
其
《

レゆ
ゆヒ
》と
い
ふ
博
學

の
法
師
が
あ
つ
て
、
宋
本
と
|契
丹
本
《

き
つ江んほ
ん
》と
高
麗
初
刻
本
と
の
三
種
の
藏
經
を
比
較
對
照
し
て
微
細
に
參
訂
校
讎
し

た
Q
此
の
時
の
「
校
正
別
録
」
が
三
十
卷
あ
る
が
、
そ
れ
を
繙
く
と
、
當
年
苦
心
の
迹
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
Q

こ
れ
が
無

こ
の
隹
本
と
云
は
れ
る
高
麗
經
で
、
其
經
版
は
見
に
海
印
寺
の
藏
經
閣

に
保
存

さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
て

斯
う
高
麗
朝
で
前
後

ご
囘
ま
で
も
か

・
る
驚
く
可
ぎ
大
出
版
を
營
ん
だ
の

は
、
全
く
外
敵
調
伏
の
發
願
に
出
喪



の
だ

と
い
ふ
事
だ
。
そ
れ
で
こ
そ
國
帑
を
糜
し
た
意
味
も
頷
か
れ
る
、
手
も
な
く
今
の
軍
備
擴
張
と
同
格
な
の
だ

　

大
藏
經
は
非
常
に
大
部
の
も
の
で
、
其
の

一
部
を
有
す
る
す
ら
寺
の
誇
り
で
あ
る
の
に
、
三
縁
山
が
稀
れ
な

る
佳
版
三
部
ま
で
も
併
有
し
て
ゐ
る
の
は
、
流
石
に
徳
川
氏
の
菩
提
寺
だ
け
あ
る
。
斯
る
貴
重
な
經
を
所
藏
す

る
結
果
と
し
て
、
元
祿
の
頃
、
同
山
に
學
識
の
高

い
僭
が
あ
つ
て
、
高
麗
緇
を
熱
心
に
研
究
し
、
遽
に
京
都
に

出
て
、
此
經
を
基
礎
と
し
て
諸
名
刹

に
つ
き
、
あ
ら
ゆ
る
古
經
を
照
合
し
た
末
、
高
麗
版
が

一
番
正
し
い
と
斷

じ
、
多
年
研
究
の
結
果
を
、
「
校
勘
録
」
と

題
し
て
、
三
縁
山
か
ら
上
版
し
た
。
其
册
數

は
百
に
上
り
、

佛
典

界
に
破
天
荒
の
大
功
徳
を
與

へ
た
。
此

「
校
勘
録
」
は
、
高
麗
經
と
共
に
三
縁
山
の
誇
り
と
す
る
所
で
あ
る
。

　
右
高
麗
經
の
版
木
を
藏
し
て
ゐ
る
海
印
寺
は
慶
爾
北
道
陝
川
郡
伽
耶
山
中
に
在
つ
て
、
各
市
邑
か
ら
茲
に
到

る
に
は
、
隨
分
困
難
な
道
程
で
は
あ
る
が
、
京
城
か
ら
行
く
に
は
、
大
邱
驛
か
ら
百
三
十
韓
里
、
高
靈
、
冶
爐

を
經
て
行
く
の
が
、
尤
も
便
利
だ
と
い
ふ
。
同
寺
は
今
を
距
る
千
五
百
餘
年
前
新
羅
哀
莊
王
の
第

ご
年
名
曾
順

應

の
創
立
に
係
り
、
其
後
數
囘
の
火
災

に
罹
り
、
現
今
の
伽
藍
は
百
年
程
前
の
重
建
で
、
昔
は
現
存
の
も
の
よ

り
も
ズ
ヅ
ト
規
模
が
大
で
あ
つ
弛
と
云

ふ
。
藏
經
閣
は
こ
棟
あ
つ
て
、
こ
れ
は
李
朝
に
至

つ
て
改
造
さ
れ
た
も

　
　
　
　
一一

高
麗
藏
經
に
就
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五



　
　
　
　
圖

書
そ

の
折

々
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　二
五
六

の
だ
が
、
大
藏
經
版

は
高
麗
朝
に
出
來
た
ま

、
藏
し
て
あ
る
。
其
數
八
萬
六
千
六
百
八
十
六
枚
で
、
五
層
の
版

架

に
侮
暦
縱
に
ご
列

に
配
列
し
、
中
央
の
版
架
及
び
壁
際

に
設
け
た
る
大
な
る
版
架
は
、

獪
ほ
前
後
左
右
か
ら

排
列
す
る
事
、

恰
も
洋
風
の
書
架

に
書
籍
の
排
列
し
て
あ
る
と

同
樣
で
あ
る
。

此
寺
は
朝
廷
の
勅
願
寺
の

一

で
、
特
別
の
扱
を
し
た
も
の
だ
が
、
彼
の
文
祿
の
役

に
は
、
多
く
の
寺
院
が
大
概
荒
ら
さ
れ
た
の
に
、
此
寺
丈

が
幸

に
し
て
発
か
れ
た
。

其
理
由

の

一
つ
は
、

山
奥
に
在
つ
た
か
ら
見
逃
さ
れ
た
譯
で
あ
つ
弛
。

本
寺
は
前

述
の
逋
り
火
災
の
爲
め
に
燒
け
、
從
つ
て
種

々
大
切
な
文
書
は
淌
滅
し
弛
が
、
幸

に
經
藏
丈
滿
足
で
あ
つ
た
の

で
、
經
版
の
現
存
し
て
ゐ
る
の
は
實
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
◎
申
す
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
朝
鮮
の
國
寳
で

あ
る
。

三

古

寫

經

趣

味

　
既
に
高
麗
藏
經
に
就
て
説
い
た
因
縁
か
ら
古
經
の
趣
味
に
も
及
ん
で
見
た
い
。
古
經
に
は
版
經
も
あ
り
、
寫

經
も
あ
る
。

共
に
圖
書
の
部
類
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

最
も
古
い
時
代
に
溯
り

得

る
も
の
は
寫
經
で
あ

る
。
昔
天
李
あ
九
り
の
古
經
の
容
易
に
獲
難
か
つ
た
頃
に
は
、
好
事
家
は
其

一
行
を
得
て
す
ら
雀
躍
し
て
喜
ん



だ
。
屋
代
|弘
賢
《

ひ
ろ
かだ
》が
武
州
慈
光
寺
の
|小
水
麿
《

を
み
づま
う
》の貞

觀
經
尺
餘
を
得
た
時
な
ど
は
、
ひ
ど
く
喜
ん
で
、

一
行
づ

・
切

つ
て
同
人
に
與

へ
て
其
喜
び
を
頒

つ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
日
本
で
最
古
の
版
經
は
費
龜
版
の
四
種

の
|陀
羅
尼
《

だ
ら
に
》で
あ

る
。
其
大
き
さ
は
竪
二
寸
、
幅

一
尺
位
で
、
聖
武
帝

が
百
萬
塔
に
納
め
て
方
々
の
寺
刹
に
置
か
れ
た
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
が
世
界
最
古
の
版
本
と
云
は
れ
て
ゐ

た
が
、
近
頃
支
那
で
稍
ヌ
時
代
の
近
い
版
本
を
掘
り
出
し
た
と
云
ふ
か
ら
、
こ
れ
と
そ
れ
と
が
世
界
最
古
の
も

の
で
あ
ら
う
。
寫
經
と
な
る
と
、
天
夲
頃
の
も
の
が
澤
山
殘

つ
て
ゐ
る
。
支
那
か
ら
來
た
の
も
あ
り
、
日
本
で

書
い
た
も
の
も
あ
る
。
久
し
い
開
天
夲
以
前
の
寫
經
は
絶
對
に
無
い
か
の
如
く
思
は
れ
て
ゐ
た
が
、
法
隆
寺
か

ら
、
天
李
よ
り
六
十
數
年
前
、
即
ち
白
鳳
經
と
見
る
べ
き
も
の
が
出
た
。
そ
れ
は
偶
然
私
の
手
に
歸
し
た
が
、

こ
れ
に
は
年
號
を
闕
き
、

干
支
の
み
書
か
れ
て
、

白
鳳
と
見
る
べ
き
特
徴
は
、　

「
河
内
國
志
貴
詐
」

と
あ

つ

て
、
郡
の
字
に

「
評
」
と
云
ふ
字
が
用
ゐ
て
あ
る
。
白
鳳
年
間
に
出
來
た
金
石
に
は
郡
の
字
は
皆
な
評
と
な
つ

て
ゐ
る
。
大
和
の
法
金
剛
院
の
鐘
銘
や
下
野
國
造
碑
に
も
同
樣
の
字
を
見
る
。
蕾
に
此
特
徴
が
あ
る
計
り
で
な

く
、
自
鳳
年
間
に
建
て
ら
れ
た
、
大
和
の
長
谷
寺
の
佛
像
の
臺
座
に
刻
さ
れ
て
あ

る
字
が
、
此
經
と
全
く
同
筆

で
、
干
支
ま
で
同

一
で
あ
る
所
か
ら
、
當
時
同

一
寫
經
生
が
書
い
た
も
の
に
相
違
な
い
と
さ
る

・
に
至

つ
た
。
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二
五
八

書

體
は
天
李
に
較
べ
る
と

一
段
莊
重
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
も
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
が
日
本

に
現
存
す

る
寫
經
の

最
古
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
稍
玉
古

い
も
の
が
二

三
日
本
に
あ

る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
支
那
出
來
で
あ

る
。
此
の
白
鳳
經
は
|金
剛
場
陀
《

ご
んがう
ちや
う
》羅
尼
で
、

一
卷
纒
ま
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
と
同
時
代
同
筆

の
も
の
が
他
に
繩
謝

に
無
い
譯
で
は
な
い
。
い
つ
ぞ
や
田
中
青
山
伯
か
ら
、
多
く
貴
重
の
寫
經
を
示
さ
れ
た
時

に
、
私
の
と
同
樣
の

も

の
・
あ
る
事
を
發
見
し
た
。
併
し
そ
れ
は
斷
簡
で
あ

つ
た
。

　
白
鳳
あ
た
り
の
古
經
に
は
、
お
の
つ
か
ら
超
越
し
た
趣
味
が
あ
る
。
併
し
こ
れ
は
頗
る
希
覯
の
も
の
で
あ
る

か
ら
、
曹
通
古
經
の
趣
味
を
語
る
に
は
、
寧
ろ
數
の
多

い
、
天
夲
經
に
就

て
す
る
方
が
適
當
で
あ
ら
う
。
天
夲

の
寫
經
の
内
に
は
、
聖
武
帝
と
光
明
皇
后
の
|願
經
《

ぐわ
んぎ
やう
》
が
少
か
ら
ず
あ
る
。
此
等
の
經
に
就
て
何
人
も
趣
味
を
感
ず

る
の
は
、
其
の
經
卷
に
收
め
て
あ
る
識
語
で
、
佛
に
所
る
の
意
は
何
人
も
同
じ
だ
と
し
て
も
、
流
石
に
帝
者
の

所
願
文
に
は
堂
々
た
る
趣
が
あ
つ
て
、

一
誦
容
を
改
め
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
當
時
如
何
に
佛
欷
が
盛
ん
で
あ

つ
か
た
は
此
等
の
識
語
で
看
取
せ
ら
る
・
。
支
那
に
も
帝
王
が
所
願
の
爲
に
納
め
た
寫
經
が
少
か
ら
ず
あ
る
。

そ
れ
が
當
時
日
本

へ
持
來
ら
れ
て
、
其
の
經
の
末
尾
に
聖
武
帝
並
に
皇
后
の
諏
語
を
加

へ
た
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
は
寫
經

の
煩
を
省
い
て
他
國
の
冩
經
を
應
用
し
た
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
帝
者
の
識
語
が
連
な
つ
て
ゐ
る
所



に

一
種
の
趣
味
が
あ
る
。

　
寫
經
の
中
に
は
、
天
子
皇
后
の
宸
翰
、
高
貴
の
人
の
直
筆
も
な
い
で
は
な
い
が
、
多
く
は
寫
經
生
の
筆
し
た

も
の
で
、

帝
者
の
願
經
を
書
く
に
は

最
も
熟
達
の
寫
經
生
を
簡
拔
し
た
か
ら
、
如
何
に
も
立
派
な
も
の
が
多

い
。
寫
經
生
と
云

へ
ば
輕
ん
ず
る
人
も
あ
る
か
知
れ
ん
が
、
決
し
て
馬
鹿
に
な
ら
ぬ
。
私

の
友
人
が
曾

つ
て
手

に
入
れ
た
、
本
願
寺
奮
藏
の
|首
楞

嚴
經
《

レ
ゆり
よう
り　ヒん
きやう
》(天
李
)
な
ど
は
實
に
堂
々
た
る
書
で
、
寫
經
生

の
名
が
山
部
|諸
公
《

も
ろぎ
み
》と

明
か
に
書
.い
て
あ
る
。
こ
れ
は
藥
師
寺
や
醍
醐
寺
に
あ
る
經
と
同
樣
の
も
の
で
あ

る
。
同
じ
友
人
の
所
持
し
て

ゐ
る
|根
本
《

こ
㌧ぼん
》百

一
|羯
磨
《

こ
んま
》第
八
卷

(天
夲
十
二
年
願
經
)
は
、
こ
れ
も
名
高
い
筆
者
の
書
い
た
も
の
だ
け
に
、
唐
人

を
壓
す
る
の
趣
が
あ
る
。

　
寫
經
生
の
筆
で
す
ら
頗
る
味
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
。
況
ん
や
室
海
や
|良
辨
《

ちう
べ
ん
》や
最
澄
な
ど

の
高
僣
が
書
い
た
も

の
に
な
る
と
、
更
ら
に
立
妙
の
味
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
斯
る
高
侶
の
筆
の
跡
は
、
寫

經
に
こ
そ
稀
れ
に
存

す
れ
、
そ
れ
を
離
れ
て
は
多
く
の
揚
合
殘
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
頗

る
貴
い
も
の
で
あ

る
。
か
の
國
簧
に
な

つ
て

ゐ
る
仁
和
寺
の
三
十
|帖
冊
子
《

で
ふさう
し
》は
、
塞
海
入
唐
の
折
寫
字
生
に
書
か
せ
た
側
ら
室
海
自
身
も
助
筆
し
た
と
云
は
れ

て
ゐ
る
。
寺
の
傳
で
は
橘
|逸
勢
《

はや
なり
》の
助
筆
も
加
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
が
、
こ
れ
は
覺
束
な
い
。
兎
も
角
も
塞
海
の
正
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そ
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二
六
〇

し
い
筆
が
此
冊
子
に
あ
る
と
な
る
と
、
其

一
行
で
も
貴
い
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
世
に
は
菅
公
自
筆
の
經

が
あ
る
と
云
う
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
今
の
鑑
識
家
は
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
大
概
は
當
時
の
寫
.經
生
の
筆
に
相
違

な
い
。
併
し
其
時
代
が
時
代
だ
け
に
、
そ
こ
に
相
當
の
趣
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
書
の
外
に
も
い
ろ
く

味
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
。
先
づ
用
紙
で
あ
る
。
廨
紙
も
あ
り
、
穀

紙
も
あ
り
、
ま
た

|

荼
毘
《

だ
び
》紙
も
あ
る
..
光
明
皇
后
の
願
經
な

ど
は
重
に
穀
紙
を
用

ゐ
て
ゐ
る
。
穀
紙
は
色
が
白
く
奇
麗
で
あ

る
か

ら
、
成

る
ほ
ど
女
流
の
好
み
に
は
遖
つ
て
ゐ
る
と

首
肯
さ
れ
る
。

荼
毘
紙
は
茶
色
を
帶
び

た
脆
い
紙
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
は
線
香
抹
が
漉
き
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
、
宗
教
味
が
感
ぜ
ら

る
・
。

　

軸
の
形
式
に
も
種
々
あ

る
が
、
時
代
に
よ
り
そ
れ
み
丶

特
徴
も
あ

る
。
檜
材
の
が
曹
通
で
、
水
晶
、
紫
檀
な

ど
の
類
も
あ
る
。
軸
の
兩
端
が
色
漆
に
塗
つ
て
あ
る
の
が
曹
通
だ
が
、
|密

陀
《

み
つご
》と
い
う
て
、

ペ
ン
キ
の
や
う
な
塗

料
を
用
ゐ
た
の
も
あ
る
。
又
經
卷
に
罫
を
引
く
に
は
鈴
筆
を
用
ゐ
た
ら
し

い
。
天
李
の
當
時
早
く
鉛
筆
の
あ

つ

た
こ
と
は
。
其
實
物
が
正
倉
院
に
存
し
て
ゐ
る
の
で
も
わ
か
る
。
金
泥
や
銀
泥
を
解
く
に
膠
を
嫌

つ
た
と
云
は

れ
て
ゐ
る
。
獸
類
の
脂
を
忌
ん
だ
の
も
無
理
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
易

へ
る
に
何
を
以
つ
て
し
た
か
、

亜

の
精
な
ど
が
代
用
物
の

一
つ
で
あ

つ
た
ら
し
い
。



　
以
上
を
外
に
し
て
經
卷
の
表
裝
の
種
々
の
違
ひ
や
、
打
紐
の
こ
と
や
、
經
の
外
部
の
題
署
や
、
扉
の
内
外
の

繪
や
、
經
卷
の
紙
の
地
模
樣
や
、
帙
や
、
|經
凾
《

きやう
ぽこ
》な
ど
に
就
て
研
究
し
て
見
て
も
、
少
か
ら
ず
興
を
覺
え
る
こ
と

が
あ
る
。
例

へ
ば
、
前
に
舉
げ
た
百

一
羯
磨
の
軸
付
を
見
る
と
、
其
餘
白
に
山
部

一
校
小
野
な
ど
の
字
が
ホ
ン

の
二
三
字
存
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
を

「
大
日
本
古
文
書
」
に
就
て
調
べ
て
見
る
と
、
筆
者
山
部
は
花
麿
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
、
叉
同
書
ニ
ノ
ニ
九

一
頁
を
見
る
と
、
此
人
が
紙
四
百
枚
を
受
取
つ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
ゐ
る
。

こ
ん
な
工
合
に
分
る
と
、
言
ひ
難
い
興
味
を
感
じ
、
篇
經

道
樂
も
や
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
千
年
前
の
こ

と
が
ッ
ィ
先
達
て
の
事
の
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
て
、
面
白
く
な
つ
て
來

る
。

　
こ
れ
に
就
て
も
古
い
文
書
の
表
裝
に
は
意
を
用
ゐ
る
ぺ
き
だ
。
。大
抵
經
眷
の
|卷
《
ま
きど
》
留
め
の
餘
紙
は
、
表
裝

の
際
・

切
り
棄
て
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
の
覺
え
書
な
ど
は
そ
の
爲
め
に
多
く
は
失
は
れ
て
ゐ
る
。
此
の
百

一
羯
磨
の
卷
尾
は
幸
ひ
に
ウ
ブ
に
保
た
れ
た
僞
め
に
筆
者
の
事
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
若

し
普
通
の
場
合
の
如

・

く
、
殘
紙
を
裁
ち
切
つ
た
と
す
る
と
、
千
歳
の
後
、
誰
れ
か
筆
者
を
知
る
を
得
べ
き
ぞ
。
殆
い
哉
。

三
　
古
冩
經
趣
味
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六
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記
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二
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二

　
　
　

西
本
願
寺
の
光
瑞
師
が
、
支
那

の
西
域
即
.ち
今
の
新
疆
省
邊
か
ら
、
多
く
の
六
朝
乃
至
唐
代
の
珍
什
を

　
　
　
獲
て
歸

つ
た
こ
と
は
誰
れ
も
知
る
事
實
で
、
今
は
敢
て
珍
ら
し
く
も
な
い
が
、
此

の
珍
什
が
本
願
寺
に

　
　
　
著
し
弛
、
其
當
時
、
文
學
博
十
内
藤
湖
南
氏
が
其
整
理
を
託
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
、
内
藤
氏
の
好
意
で
私

　
　
　
が

一
番
早
く
閲
覽
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
當
時
私
は
鉛
筆
で
ノ
ー
ト
を
作
り
、
そ
れ
を
族
館
で
.匆
卒
書
.

　
　
　
き
散
ら
し
た
も
の
が
あ
る

。
最
早
二
十
年
前
の
既
往
に
屬
し
、
頗
る

覺
束
な
い
書
き
留
め
で
は
あ
る

　
　
　
が
、
多
少
鷄
肋
の
感
も
あ
る
の
で
、
爰

に
聊
か
補
筆
し
て
掲
げ
る
事
に
し
た
。

　
私
は
束
本
願
寺
を
訪
う
池
こ
と
は
度
々
あ
る
が
、
西
本
願
出す
を
問
う
た
の
は
こ
れ
が
初

め
て
い
あ
つ
た
。
寺
、

僭
の
案
内
で
先
づ
保
護
建
造
物
を
見
た
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
背
し
豐
公
が
豪
|奢
《β》を
極
め
た
名
殘
り
の
建
物
が
・

爰
に
移
さ
れ
た
の
で
、
鴻
の
間
と
稱
し
、
疊
四
五
百
枚
も
敷
く
べ
き
大
規
模
の
も
の
で
あ

る
。
當
時
豐
公
が
列
,

侯
を
引
見
し
た
の
は
も
即
ち
此
室
で
あ
る
と
思
ふ
と
、
低
徊
去
り
難

い
感
興
が
湧

い
た
◎
書

院
傳

へ
に
四
五
の

室
が
連
な
つ
て
ゐ
る
、
皆
な
桃
山
の
遺
物
で
、
其
の
襖
や
格
天
井
の
華
魘
さ
は
眞
に
驚
く
の
外
は
な
い
◎

血
曝



廊
下
を
通
り
拭
け
て
奥
ま
り
九
る

塁

に
到
る
と
、
爰

に
内
麌

は
先
着
し
て
、
私
の
來
る
を
待
つ
て
居
.b

れ
な

氏
籍

介
耄

あ
る
と
共
に
説
明
耄

も
あ
つ
窃

で
、
非
常
な
壮
夐

堤

。

先
づ
管

の
も
の
雰

類
す
る
と
、
左
の
四
類
と
な
す
こ
と
が
出
來
る
。

　
　

一　

文
書

　
　
一一

繪
叢

　
　
三
　
器
物

廣
い
|室
《

四

金
》
に
|置
《
ろ
》か
れ
耘

々
の
も
の
姦

百
點
の
多
き
に
及
び
、
時
代

は
六
朝
か
ら
唐
代
に
逍
ん
で
ゐ
る
。
發

掘
地
は
所
謂
る

西
磊

暮

の

新
薯

の
吐
糶

磐

あ

一⇔
。
此
襟

裟

地
で
、

北.
し

の
城
墟
で
も
あ
る

が
・
垂

を
掘
り
崩
す
と
蕃

か
ら
、
土
砂
愛

つ
て
種
あ

も
の
が
流
れ
出
て
來
る
。
土
砂
に
深
く
埋
藏
さ

れ
て
ゐ
る
が
・
発

ど
雨
の
な
い
所
だ
か
ら
、
埋
藏
品
も
皆
な
乾
燥
し
て
ゐ
'し
、
紊

目
で
も
饕

で
も
、
皆
な

衾

駐

や
う
籍

の
具
も
そ
の
ま

・
に
存
し
て
ゐ
る
。
到
底
濕
氣
深
い
日
本
の
頭
腦

を
以
つ
て
は
想
像
が
出

來
兼
ね
る
も
の
だ
。

箜

類
の
姦

日
は
變

が
多
き
を
占
め
て
ゐ
る
、
論
語
嵳

禦

ど
の
簍

.の
斷
片
も
交
り
、
童
.簡
や
備
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二
六
四

證
文
や
、
木
片
で
作
ら
れ
た
逮
捕
「歌
な
ど
も

あ
つ
た
。
此
等
の
文
書
の
内
に
發
掘
の
際
損
し
九

も
の
も
あ
る

が
、
完
璧
の
も
の
も
少
な
く
無
い
。
何
と
云
つ
て
も
李
栢
の
書
簡
が
最
も
珍
奇
の
も
の
だ
が
、
幸
に
此
書
簡
は

完
璧
で
あ
る
。

　
今
左
に
私
が
特
に
意
を
留
め
た
も
の
を
列
記
し
、
聊
か
注
を
加

へ
よ
う
。

　

一
窕
經
　
　
元
康

二
年
の
款
識
が
あ
る
。
こ
れ
は
西
晉
惠
帝
の
年
號
で
、
紙
は
痲
紙
、
輪
廓
と
罫

は
鉛
線
で

　
　
　
な
く
墨
線
で
あ
る
。
輪
廓
の
天
地
に
は
唐
以
後
の
經
の
ご
と
く
、
多
く
餘
地
を
存

し
な
い
、

馳.こ
れ
が

一

　
　
　
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
思
う
九
。
書
は
隷
楷
混
合
で
頗
る
特
徴
が
あ
る
。
總
じ
て
此
頃
の
經
は
隷
體
が
多

　
　
　
く
、
楷
體
の
も
の
で
も
隷
味
が
交
つ
て
ゐ
る
、
過
渡
期
の
書
體
の
趣
が
看
取
さ
れ
る
。

　
一
經
書
　
　
論
語
の
斷
片
は
唐
代
の
も
の
か
、
天
子
の
諱
の
民
の
字
を
忌
み
、
代

へ
る

に
人
の
字
を
以
て
し

　
　
　
て
ゐ
る
。
叉
今
の
版
本
と
は
異
同
が
あ
る
。
史
記
、
漢
書
の
斷
片
も
、
書
體
を
以

つ
て
判
す
る
と
、
唐

　
　
　
代
の
も
の
と
思
は
れ
九
。
史
記
は
仲
尼
弗
子
列
傳
の
噺
簡
で
、
漢
書
は
張
良
傳
の

一
節
で
あ
つ
た
。
左

　
　
　
傳
の
斷
片
は
成
公
十
七
年
の
條
で
、
矢
張
の
唐
代
の
も
の
と
見
受
け
た
。

　
一
書
簡
　
　
で
は
李
栢
の
も
の
を
第

一
に
推
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
が

ご
逋
あ

つ
て
、
共
に
完
璧
で
あ
る
。



　

他
に
も
、
李
の
名
の
散
見
す
る
、
同
じ
書
風
の
反
故
が

一
括
り
あ
つ
九
。
此
の
李
栢
は
晉
書
の
八
十
四

　

卷
に
出
て
ゐ
る
人
で
、
時
代
は
東
晉
の
初
、
今
を
距
る
幾
ん
ど
千
六
百
年
に
溯
・⇔
。
王
羲
之
と
は
同
時

　

で
あ
る
が
、
李
栢
は
寧
ろ
先
輩
で
あ
る
。
此
人
は
武
弁
で
、
焉
老
H王
の
麾
下
の
人
で
あ
る
こ
と
が
晉
書

　

で
知
れ
る
。
現
に
此
等
の
書
簡
は
皆
焉
耆
王
に
寄
せ
九
も
の
で
、
武
弁
の
書
だ

か
ら
・、
敢
て
巧
妙
と
も

　

言
ひ
か
ね
る
が
、
時
代
は
爭
ひ
が
な
く
、
ど
こ
と
な
く
羲
之
の
筆
意
に
似
通

つ
九
所
が
あ
る
か
に
見
受

　

け
池
。
天
地
聞

に
正
書
な
し
と
云
は
れ
て
ゐ
る
羲
之
と
同
時
代
の
人
の
正
書
が
存
し
て
ゐ
て
瀬
朧
ろ
げ

　

な
が
ら
羲
之
の
肉
書
を
想
像
し
得
る
こ
と
は
一
興
で
あ
る
。
此
書
簡
の
紙
は
我
邦
の
櫓
紙
に
似
た
厚

い

　

強

い
も
の
で
塾
書
は
行
體
で
あ

つ
九
.、
此
書
簡
は

エ
ン
チ
ダ
リ
ヤ
よ
の
發
掘
し
た
と
あ
る
。

一
借
用
證
文
　
　
二
逋
の
内

一
逋
は
完
全
で
、
年
號
は
大
暦
十
六
年
と
あ
り
、
借
川

主
は
楊
三
娘
で
、
紙
尾

　
　
に
舉
錢
人
、
保
人
が
列
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
舉
錢
入
は
貸
主
で
、
保
人
は
保
證
人
で
あ
ら
う
。
何
れ
も
そ

　
　
の
年
齢
を
記
し
て
ゐ
る
。
楊
三
娘
と
あ
る
の
を
見
て
は
、
我
が
藤
三
娘
を
聯
湘
心せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
藤
三

　
　
娘
は
我
が
光
明
皇
后
が
自
書
の
樂
毅
論
に
署
さ
れ
た
名
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
總
じ
て
證

　
　
文
の
體
裁
、
文
字
、
用
紙
共
に
吾
が
天
李
文
書
の
面
目
が
あ
る
の
は
同
時
代
で
あ
る
か
ら
だ
。
他
の

一

　
　
　
四

六
朝
丈
書
を
觀
ろ
の
記

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
二
六
五



　
　
　
　
圖

書
そ

の
折

々
　
　

・
　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
俺
　

　
　

　
　

　

　

二
六
六

　
　
　
逋
は
文
言
が
完
く
な
い
、
併
し
唐
代
の
書
で
、
矢
張
り
大
暦
の
も
の
で
あ
る
と
思

は
れ
た
。
此
の
二
通

　
　
　
は
ク
ム
ト
ラ
で
獲
た
と
聞
い
九
。

　

一
逮
捕
牀
　
　
幅
三
寸
程
の
木
片
を
薄
く

へ
ぎ
、
其

一
面
に
楷
書
で
細
記
が
あ
れ
ど
讀

み
兼
ね
た
。
今
も
支

　
　
　
那
で
は
罪
人
の
逮
捕
状
は
紙
に
認
め
す
、
木
片
を
用
ゐ
る
と
い
ふ
が
、
こ
れ
は
書
體
を
以
つ
て
判
す
る

　
　
　
に
、
恐
ら
く
唐
代
の
も
の
で
あ
ら
う
。

　
以
上
の
外
に
少
か
ら
す
經
卷
が
あ
つ
た
。
六
朝
の
經
卷
な
ど
は
容
易
に
觀
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
の
に
、
こ

こ
に
は
幾
十
卷
を

一
束
に
し
て
あ

つ
て
、
其
の
豐
富
な
る
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
書
は
す
べ
て
楷
書
で

あ
る
が
、

一
字
の
内
必
ら
す
或
る

一
畫
だ
け
肉
太
に
書
い
て
あ
る
の
が
此
頃
の
特
徴
で

・
も
あ

つ
た
ら
う
か
。

ど
の
卷
を
見
て
も
此
の
趣
が
あ
つ
九
。
書
は
唐
經

に
較

べ
る
と
整

つ
て
は
ゐ
な
い
が
、
ど

こ
か
に
氣
魄
が
あ
る

や
う
に
思
は
れ
た
。
唐
代
の
經
卷
は
殊
に
多
く
あ
つ
た
が
、
こ
れ
は
吾
々
も
見
慣
れ
て
ゐ
る
も
の
で
、
我
が
天

夲
經
と
格
別
の
違
ひ
が
な
い
。
す
べ
て
書
膃
は
圓
熟
し
て
、
六
朝
經
の
如
く
粗
笨
の
處
が

な
い
。

　
第
二
類
の
繪
叢
は
大
體
佛
書
で
あ

っ
て
、
其
十
中
の
八
九
は
絹
本
に
叢
か
れ
て
あ
り
、
何
れ
も
金
碧
燦
爛
た

る
極
彩
色
で
あ
る
。
乾
燥
の
砂
地
に
久
し
や
埋
も
れ
て
、
絹
地
が
多
く
裂
け
て
ゐ
て
、
完
璧
の
も
の

・
少
な
い

●



の
は
惜
む
べ
き
で
あ
る
が
、
描
法
の

一
端
を
窺
ふ
に
は
十
分
で
あ
る
o
何
れ
も
唐
代
の
も
の
で
、
六
朝
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6.

は
存
し
て
ゐ
な
か
っ
た
Q

　

さ
て
其
寓
目
の
も
の
こ
三
を
擧
げ
る
と
、
天
寶
十
載
辛
卯
正
月
某

日
縣
君
和
氏
供
養
と
楷
書
の
款
識
の
あ
る

佛
叢
は
、
著
色
が
如
何
に
も
精
細
で
あ

つ
た
。

こ
れ
は
絹
を

二
枚
縫
ひ
合
は
せ
て
あ
る
、
そ
の
縫
目
を
調
べ
て

見
る
と
、
我
國
の
所
謂
る
フ
セ
縫
ひ
で
、
極
め
て
巧
み
で
あ
る
。
又
吾
が
鹽
瀬
と
も
見
る

べ
き
厚
地
の
絹
に
叢

か
れ
九
佛
像
は
其
面
貌
と
衣
裳
の

一
端
だ
け
存
し
、
金
碧
燦
爛
の
美
を
盡
し
、
殊
に
金
泥

で
書
い
た
細
紋
が
精

を
極
め
、
顏
面
に
は
隈
取
り
が
あ

つ
た
。
表
裝
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
幾
許
か
の
紙
が
背

面
に
附
若
し
て
あ
る

を
認
め
た
。
又
他
の

一
枚
は
薄
絹
で
、
矢
張
り
斷
片
で
あ
る
が
、
羅
漢
風
の
曾
が
剃
刀
を
取

つ
て
他
の

一
人
の

髮
を
落
す
の
圖
が
書
か
れ
て
ゐ
九
。

こ
れ
に
も
絹
が
縫
ひ
合
は
さ
れ
て
あ

つ
て
、
縫
合
せ
方
は
前
の
と
同
じ
で

あ
る
。
又
他
の

一
枚
に
は
羅
漢
の
圖
像
が
あ
り
、
其
の
背
景
に
水
墨
の
山
水
の
あ
る
の
を
見
て
、
|王
摩
詰
《

わ
う
ま
きつ
》な
ど

の
墨
盡
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
と
、
少
か
ら
す
興
味
を
覺
え
た
Q
此
山
水
な
ど
は
恐
ら
く
南
北
の
未
だ
分

れ
な
い
頃
の
筆
で
あ
ら
う
。
書
家
の
研
究
資
料
に
供
し
て
頗
る
價
値
あ
る
も
の
だ
。
又
小
晶
で
は
、
色
紙
大
の

絹
本
に
|悉
逹
太
子
《

レ
つた
た
いレ
》が
馬
に
乘
つ
て
門
を
出
る
囲
が
あ
る
。
門
前
に
は
二
人
の
|皐
隷
《

レもべ
》が
擔
架

に
死
者
を
載
せ
て
擔
『

　
　
　
　
四
　
六
朝
丈
書
を
觀
ろ
の
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七



　
　
　
　
圖

書

そ

の
折

々
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
.　

　

　

　

　

　

　

　

二
六
八

い
で
ゐ
る
Q

こ
れ
は
恐
ら
く
四
苦
を
觀
す
る
四
枚
の
圖
の

一
で
あ
ら
う
が
、
幸
ひ
に
毀
損
も
な
く
、
唐
代
の
風

俗
が
知
れ
て
參
考
に
な
る
も
の
と
思
は
れ
た
。
又

一
枚
の
斷
片
に
は
こ
人
の
人
物
の
面
貌

と
其
の
胸
邊
が
叢
か

れ
て
ゐ
た
が
、

此
の
書
風
が
全
く
吾
が
|倭
繪
《

や
まとゑ
》と
同
じ

く
、
吾
が
邦
人
の
筆

と
見
ま
が
ふ
程

で
協

一
驚
を
喫
し

弛
。
倭
繪
だ
け
は
日
本
創
意
の
も
の
で
あ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
九
の
に
、。
こ
れ
す
ら
唐
代
の
摸
倣
で
あ
る
と
思
ふ

と
少
々
心
細
か
ら
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
。
又
大
暦
六
年
四
月
十
八
日
の
款
識
あ
る
|菩
薩
《

ぼさ
つ
》の
面
貌
を
圖
し
た
斷
片

が
あ
つ
た
が
、
其
の
謁
樣
は
吾
が
困
果
經
の
繪
に
.酢
似
し
て
ゐ
る
の
に
趣
味
を
覺
え
た
。
こ
れ
に
は
上
柱
國
録

事
雍
義
章
供
養
と
あ
る
、
即
ち
獻

納
者
の
名
で
、
大
暦
六
年
は
中
鷹
代
宗
の
時
で
あ
る
。
叉

一
斷
片
に
佛
像
の

面
貌
の
み
存
し
て
ゐ
る
の
が
あ

つ
た
。
其
の
書
き
方
に

一
特
徴
が
あ
つ
て
、
|瞼
《
ま
ぶ
こ
》
が
大
き
く
且
つ
重
く
謁
か
れ
て

ゐ
る
謁
樣
は
|常
廉
曼
陀
羅
式
《

た
いま
ま
んだ
ら
レき
》で
、
吾
が
將
軍
塚
縁
起
を
聯
想
せ
し
め
た
。

　
佛
謁
の
外
に
二
片
の
織
物
が
あ
つ
た
。

一
は

一
見
木
綿
と
見
ち
が

へ
る
厚
い
布
に
い
ろ
く

の
模
樣
を
織
り

出
し
た
も
の
で
、
五
寸
餘

の
方
形
で
あ

る
が
、
吾
が
法
隆
寺
の
四
天
王
紋
旗
の
|裂
《
きれ
》に
よ
く
似
て
ゐ
る
。
他
の

一

は
繍
佛
で
、
|廣
東
裂
《

か
んと
んガれ
》の
や
う
な
地
に
天
女
が
琵
畠
を
彈
ず
る
の
圖
を
刺
繍
し
た
の
だ
が
、
精
巧
驚
く
可
き
も
の

で
あ
る
。
天
女
の
顏
は
眞
圓
形
で
、
ト
ル
コ
式
と
も
謂
ふ
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
外
に
細
も
の
二
片
、
こ
れ
も
・

セ



刺

繍
を
施
し
た
も
の
で
、
其
の
精
巧
は
我
國
の
天
李
頃
の
も
の
よ
り
優

つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
其
の
趣
は
頗
る

似
通
つ
て
ゐ
る
。
又
外
に
佛
像
を
板
に
刻
し
て
、
そ
れ
を
摺
つ
た
も
の
が
幾
通
か
あ

つ
た
。
唐
代
に
こ
ん
な
も

毋

・
あ

つ
た
の
は
珍
と
す
べ
き
で
あ

る
。
す
べ
て
此
種
の
も
の
は
異
欷
の

行
は
る
・
所
に
、
却
つ
て
早
く
興

つ

た
形
躊
が
あ
る
。

　

第
三
類
の
器
物
と
第
四
類
の
金
石
は
極
め
て
要
略
を
記
す
こ
と
に
す
る
が
、
器
物
は
大
體
小
品
が
多
く
を
占

め
、
佛
像
、
古
錢
、
印
、
指
輪
な
ど
の
類
が
二
百
點
も
雜
然
と
陳
列
さ
れ
て
ゐ
た
。
六
朝

の
特
徴
あ
る
完
璧
の

佛
像
も
可
な
り
に
あ

つ
た
が
、
土
製
の
佛
の
頭
の
み
存
し
て
ゐ
る
の
も
多
數
あ

つ
て
、
其

の
而
貌
に
研
究
の
資

料
と
な
る
も
の
を
少
か
ら
ず
認
め
た
へ
此
中
に
特
に
注
意
を
惹
い
九
の
は
ギ
η
シ
ヤ
式
、
ガ
ン
ダ
ラ
式
の
も
の

が
四
五
あ

つ
た
こ
と
で
あ
る
。
天
地
佛
も
あ

つ
た
が
、

マ
リ
ヤ
の
像
と
見
る
べ
き
も
の
も
あ

つ
た
。
佛
像
の
|鑄

型
《
が
四
五
あ

つ
た
こ
と
で
あ
る
。
天
地
佛
も
あ

つ
た
が
、

マ
リ
ヤ
の
像
と
見
る
べ
き
も
の
も
あ

つ
た
。
佛
像
の
|鎚
《
ゑ
》

が
に
》の
完
全
な
も
の
や
、
封
蝋
印
も
あ
つ
た
が
、
封
蝋
印
の
内
に
は
洋
式
に
酷
似
の
も
の
も
あ

つ
た
。
又
古
錢
の

内
に
は
錢
譜
に
甞
つ
て
見
ざ
る
も
の
が
多
か
つ
た
。
概
し
て
此
部
類
に
西
洋
趣
味
の
混
じ
て
ゐ
る
譯
は
、
西
欷

が
早
く
此
邊
に
行
は
れ
た
影
響
で
あ
ら
う
。
第
四
類
の
金
石
は
、
碑
板
、
石
像
、
其
他
尺

四
方
位
な
石
片
が
數

十
の
大
箱
に
入
れ
て
あ

つ
た
が
、

こ
れ
は
皆
な
燕
京
附
近
で
獲
た
も
の
で
、

西
域
將
來

の
も

の
で
は
無
か

つ

　
　
　
　

四

六
朝
文
書
を
觀
る
の
記

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
二
六
九

雲



　
　
　

圖

書

そ

の
折

々
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た
。
珍
奇
の
も
の
も
あ

つ
た
が
爰
に
は
略
す
る
。

　
以
上
は
閲
覽
記

の
大
略
で
あ
る
。
私
が
之
れ
を
見
て
幾
年
か
の
後
に
、
大
隈
侯
に
隨

つ
て
西
本
願
寺
に
光
瑞

法
圭
を
訪
う
た
時
、
侯
と
法
圭
と
は
共
に
起
つ
て
其
の
亘
幹
を
そ
れ
と
な
く
較
べ
て
、
種

々
の
談
話
が
湧
い
た

中
に
、
法
主
は
自
分
に
は
道
樂
が
無
い
と
云
は
れ
た
の
を
、
私
は
横
合
よ
り
、
あ
れ
ほ
ど
の
六
朝
物
を
西
域
よ

り
獲
得
さ
れ
な
が
ら
、道
樂
が
無
い
と
は
受
取
り
難
い

と
云
ふ
と
、
こ
れ
が
法
圭
の
急
所
に
觸
れ
た
ら
し
く
、
法

圭
の
云
は
る

・
に
は
、
實
は
微
力
の
爲
め
と
西
洋
人
に
先
手
を
打
た
れ
た
爲
め
と
で
案
外
獲
物
が
少
か

つ
た
と

云
は
れ
た
が
、
そ
れ
は
謙
遜
の
言
葉
で
、
日
本
で
は
光
瑞
師
が
獨
り
擅
に
し
た
大
成
功
で
あ

つ
た
の
だ
。
西
域

は
支
那
の
邊
隅
で
,支
那
人
で
す
ら
容
易
に
到
の
得

ぬ
處
で
あ

る
。
光
瑞
師
の
如
き
有
力
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

行
き
も
し
發
掘
も
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
族
行
は
冒
險
的
の
も
の
で
、
現
に
法
主
は
兵
士
に
護
衞
さ
れ
た
。
幾

百
の
馬
に

糧
食
其
の
他
必
要

の
も
の
を
荷
は
せ
て

の
長

い
族
行
で
あ
る
か
ら

、
其
の
經
費
は
莫
大
の
も
の
で

あ

る
。

さ
れ
ば
早
く
探
險
の
志
を
有
し
な
が
ら
近
年
ま
で
決
行
を
敢
て
す

る
も
の

、
無
か

つ
た

の
も
偶
然
で

な
い
。
光
瑞
師
の
此
の
遠
征
は
、
實
は
時
を
得
て
幸
蓮
で
あ

つ
た
。
其
頃
ま
で
は
支
那
は
西
域
の
舊
物
を
外
國

に
持
去
ら
る

・
の
を
敢
て
意
に
も
留
め
な
か
つ
た
が
、
そ
の
後
漸
や
く
氣
が
つ
い
て
、
追

々
や
か
ま
し
く
な

つ



て
來
た
か
ら
,
光
瑞
師
の
二
の
舞
を
事
實
繰
返
す
こ
と
が
出
來
な
く
な

つ
た
。
印
ち
光
瑞
師
の
擧
は
我
が
學
術

界
に
大
な
る
研
究
資
料
を
與

へ
た
も
の
で
、
長
く
傳

へ
て
感
謝
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

五
　
北
越
雪
譜

の
出
版
さ
る

〉
ま
で

牧
之
と
馬
琴
及
び
京
山

　
雪
の
越
後
を
初
め
て
全
國
に
紹
介
し
た
好
著
と
し
て

「
北
越
雪
譜
」
の
名
は
其
頃
中
央

の
讀
書
界
に
喧
傳
し

た
も
の
で
、
郷
國
の
人
は
今
に
至
つ
て
禽
ほ
此
書
を
珍
重
し
て
居
る
が
、
殊
に
此
書
に
關
係
し
た
も
の
が
曲
亭

馬
琴
、
山
東
京
傳
、
同
じ
く
京
山
と
い
ふ
如
き
當
時

一
流
の
小
説
作
家
で
あ
つ
た
點
か
ら
も
、

一
暦
世
上
に
著

聞
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
分
は
曾
て
郷
里
越
後
の
南
魚
沼
郡
鹽
澤
村
の
鈴
木
家
か
ら
此
書

の
著
者
た
る
先
代
の

鈴
木
|牧
之
《

ぼく
レ
》が
江
戸
の
|戯
作
者
《

け
さく
レや
》山
東
京
山
と
往
復
し
た
書
簡
集
を
借
り
受
け
て

一
覽
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
京
山

は
牛
紙
の
罫
紙
に
手
紙
を
書
く
の
が
例
で
あ
つ
た
も
の
と
見
え
、
往
復
書
簡
の
全
部
が
罫
紙
に
書
か
れ
て
あ

つ

て
、
そ
れ
を
綴
つ
た
冊
子
が
二
冊
出
來
て
居
る
。
何
れ
も
百
五
十
枚
許
り
を
綴

つ
て
あ
る
か
ら
二
冊
で
三
百
枚

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一
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近
い
大
冊
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
讀
む
と
な
か
ノ
丶
面
白

い
上
に
、
「
北
越
雪
譜
」

の
出
版
に
な
る
ま
で
の
經
路

が
、
至

つ
て
細
か
に
書
か
れ
て
あ
る
か
ら
、
雪
譜

編
纂
の
小
史
と
も
見
る
ぺ
き
も
の
で
あ

る
。
又
單
に
そ
れ
の

み
で
な
く
、
牧
之
の
事
や
京
山
自
身
の
事
、
其
他
種
々
な
る
事
柄
が
此
書
簡
中
に
現
は
れ

て
ゐ
る
の
で
、
自
分

は
覺
え
ず
湧
然
た
る
興
味
に
浸
る
こ
と
が
出
來
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
書
簡
を
通
じ
て
窺
ひ
得
た
雪
譜
編
纂
當

時
の
|經
緯
《

いきさ
つ
》を
中
心
に
、
此
兩
八
の
友
情
や
性
格
な
ど
に
就
て
感
じ
た
所
を
叙
し
て
見
よ
う

。

　
鈴
木
牧
之
は
天
保
の
末
頃
ま
で
在
世
し
た
入
で
、
生
地
の
越
後
南
魚
沼
郡
は
郷
人

一
般

の
知
る
如
く
雪
で
名

高
い
北
越
の
中
に
も
特
に
雪
の
深
い
土
地
で
、
若
し
も
越
後
に
就
て
問
は
ん
と
す
れ
ば
ト
此
地
方
の
入
を
し
て

答

へ
し
む
る
が
最
も
適
任
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
牧
之
は
た
ま
く

斯
う
し
た
雪
深
い
中
に
生
れ
た
。
そ
し
て

家
に
は
相
當
の
資
産
も
有
し
、
叉
幼
少
か
ら
文
藝
に
志
が
あ

つ
て
詩
も
賦
す
る
、
狂
歌
も
詠
す
る
、
俳
句
も
作

れ
ば
叢
も
か
く
と
い
ふ
、
多
才
多
藝
の
八
で
あ

つ
た
。
既
に
文
字
に
因
縁
深
く
文
藝
に
嗜

み
淺
か
ら
ぬ
常
博
の

豪
家
と
し
て
は
、
自
ら
吟
詠
し
て
樂
し
む
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
遠
近
同
好
の
士
と
文
墨
上
の
交
り
を

訂
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
全
く
自
然
の
傾
向
で
あ
つ
た
。
牧
之
が
夙
に
江
戸
の
文
入
と
書
簡
の
往
復
に
よ
つ
て

風
流
の
交
際
を
續
け
て
ゐ
た
の
も
、
要
す
る
に
斯
う
い
ふ
欲
求
に
其
端
を
發
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。



　
所
謂
る
文
學
が
媒
と
な
つ
て
、
牧
之
は
馬
琴
に
脇
咬
は
り
、
京
山
に
も
交
は
り
た
。
其

他
當
時
江
戸
で
著
名

な
文
士
雅
客
と
も
書
状
の
往
復
で
多
く
交
際
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
鈴
木
家
に
藏
す
る
書
簡
に
徴
し
て
も
首
肯
さ

れ
て
、
其
交
遊
の
廣
か
つ
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
而
も
こ
れ
ら
多
く
の
文
人
中
に
、
最
も
交
際
を
長
く
續
け

且
つ
親
密
で
あ
つ
た
も
の
は
馬
琴
、
京
山
の
兩
八
で
、
此
兩
人
に
封
し
て
は
親
族
以
上
に
も
親
し
か

つ
た
も
の

ら
し
い
。

　

一
年
に
何
回
と
い
ふ
不
便
不
自
由
を
極
め
た
當
時
の
飛
脚
便
に
よ
つ
て
手
紙
の
往
復
を
續
け
た

の

で
あ

る

が
、
双
方
か
ら
發
す
る

一
通
の
手
紙
が
、
何
れ
も
孚
紙
罫
紙
拾
枚
位
に
亘
つ
て
居
て
、
殆
ど
相
對
し
て
歡
談
し

て
居
る
か
の
如
く
に
、
時
に
は
文
藝
上
の
事
計
り
で
な
く

一
家
の
私
事
に

つ
い
て
も
隔
て
な
く
通
信
し
合

つ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。

=
　
京
傳
馬
琴
約
を
果
さ
す

　
牧
之
が

「
北
越
雪
譜
」
を
世
に
公
け
に
せ
ん
と
志
す
に
至
つ
た
動
機
は
、
當
時
江
戸
に
於
け
る
作
者
と
交
際

が
あ

つ
た
か
ら
に
心
因

る
で
あ
ら
う
が
、
彼
れ
砿
敢
て
著
作
家
で
こ
そ
な
け
れ
、
自
分
で
甕
も
描
け
ば
相
當
文

　
　
　

五
　
馳北
越
雲
譜
の
出
冖版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
三
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章
も
作
れ
る
人
で
、
且
つ
郷
國
の
雪
に
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
所
か
ら
、
何
と
か
し
て
全
國
に
第

一
位
を
占
む
る

郷
里
の
雪
を
、
江
戸
を
始
め
九
州
邊
の
雪
の
多
く
積
ら
ぬ
國
に
住
む
入
逹

へ
知
ら
せ
た
い
。
殊
に
雪
國
特
有
の

風
俗
習
慣
、
さ
て
は
用
具
ま
で
も
全
國
に
紹
介
し
て
見
た
い
と
い
ふ
考
を
起
し
て
、
爾
來
其
實
現
に
努
め
た
の

で
あ

つ
た
。

　

京
山
の
兄
で
、
馬
琴
の
師
に
當
る
京
傳
と
、
牧
之
と
の
關
係
は
如
何
と
い
ふ
に
,
牧
之
が
抑
ヌ
第

一
に

「
北

越
雪
譜
」
の
著
作
を
依
頼
し
た
の
が
京
傳
で
あ

つ
た
。
其
間
の
淌
息
は
委
し
く
知
ら
ぬ
が
、
著
作
に
經
驗
な
き

髄

牧

之
は
、
京
傳
の
如
き
文
名
を
世
に
馳
せ
て
ゐ
る
著
作
家
に
囑
し
、
之
に
材
料
を
與

へ
て
代
筆
を
乞
ひ
、
江
湖

に
其
書
を
流
布
し
よ
う
と
謀

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
想
像
は
、
後
に
馬
琴
に
封
し
て
も
京
山
に
對
し
て
も
自
分

め
草
稿
を
そ
の
儘
出
版
し
て
臭
れ
と
頼
ん
だ
わ
け
で
な
く
、
材
料
は
牧
之
か
ら
提
供
す
る
、
執
筆
は
著
作
家
に

任
せ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
點
か
ら
考

へ
て
も
、
必
ず
誤

つ
た
觀
察
で
は
あ

る
ま
い
と
思
ふ
、
郎
ち
京

傳
に
も
矢
張
り
此
形
式
で
委
囑
し
た
も
の
と
推
斷
し
て
よ
か
ら
う
。

　
牧

之
が

「
北
越
雪
譜
」
の
著
作
を
京
傳
に
頼
ん
だ
時
に
は
、
ま
だ
玉
山
と
い
ふ
高
名
な
書
家
も
存
命
で
あ

つ

た
。
玉
山
は
淨
世
繪
師

で
、
曾
て
は

「太
閤
記
」
の
書
を
か
い
た
の
で
頗
る
名
聲
を
傅
し

た
人
で
あ
る
。
尤
も



其

「太
閤
記
」
は
當
時
徳
川
氏
の
忌
誰
に
觸
れ
て
、
維
版
と
な

つ
た
の
で
あ
る
が
、
其
爲
め
に
却

つ
て
玉
山
が

世
に
持
て
囃
さ
る
・
こ
と
に
も
な
つ
た
。
叉
鈴
木
芙
蓉
と
い
ふ
畫
家
も
居
た
。
俗
に
|木
芙
蓉
《

も
く
ふよ
う
》(
鈴
木
の
木
を
取

つ
た
略
稱
)
と
も
呼
ば
れ
た
人
で
、
こ
れ
が
叉
越
後

へ
遊
ん
だ
こ
と
の
あ
る
關
係
か
ら
、
牧
之
は
こ
れ
に
も
叢

を
託
し
よ
う
と
し
た
。
郎
ち
文
章
は
京
傳
に
、
書
は
玉
山
、
芙
蓉
に
囑
せ
ん
と
す
る
段

取
で
あ

つ
た
。
こ
れ
が

抑

3
牧
之
が
雪
譜
を
世
に
出
さ
ん
と
謀

つ
た
發
端
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
京
傳
も
机
の
上
の
甚
だ
多
忙
な
作
者
で
あ
る
。
受
け
込
み
は
し
た
が
、
逾

に
果
す
こ
と
が
出
來
な

い
う
ち
に
歿
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
こ
で

一
時
は
書
家
の
玉
山
に
書
と
共
に
文
章
を
も
頼
ま
う
と
考

へ
た
。
こ
れ

は
玉
山
が
才
氣
あ

る
男
で
文
章
の
素
養
に
も
乏
し
く
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
此
事
は
馬
琴
に
も
相
談
を
し

た
も
の
と
見
え
て
、
文
政
五
年
五
且
十
七
日
附
の
馬
琴
の
書
簡
で
、
此
間
の
淌
息
を
知

る
こ
と
が
出
來
る
。
し

か
し
其
う
ち
に
玉
山
も
芙
蓉
も
亦
地
下
の
人
と
な
つ
た
の
で
、
更
に
當
時
江
戸
に
於
て
戯

作
者
中
第

一
の
學
者

と
し
て
名
の
あ
つ
た
曲
亭
馬
琴
に
著
作
を
託
し
た
。
馬
琴
も
無
論
自
己
の
手
で
之
を
版

に
し
た
い
意
は
あ

つ
た

ら
し
い
が
、
こ
れ
も
机
上
の
多
忙
な
作
者
で
、
幾
年
經

つ
て
も
其
約
を
果
さ
な
い
。
兎
角
す
る
う
ち
に
牧
之
も

追
々
老
年
と
な
る
。
馬
琴
は
牧
之
よ
り
年
長
だ
か
ら
盆

ヱ
老
い
て
行
く
の
で
、
幾
ど
絶
望
状
態
に
陷
つ
た
の
で

　
　
　

五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
ゝ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
七
五

亀
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あ

る
。
と
こ
ろ

へ
偶
ヌ
京
山
か
ら
、
こ
の
雪
の
話
は
曾
て
亡
兄
京
傳

へ
御
依
藾
に
な

つ
た
縁
故
も
あ
ゐ
か
ら
、

一
つ
私
に
そ
の
材
料
を
遘
ば
さ
れ
た
い
。
自
分
の
考
で
は
繪
草

紙
樣
の
物
に
し
て
、
越
後

の
雪
の
驚
く
べ
き
面

白

い
話
を
世
に
紹
介
し
て
見
た
い
と
い
ふ
事
を
牧
之
の
許
ま
で
云
う
て
來
た
。
京
山
の
意
で
は
、
牧
之
か
ら
は

唯
だ
材
料
を
得
て
本
は
自
分
の
著
作
に
し
て
世
に
出
し
た
い
考
で
あ

つ
た
ら
し
い
。
然
る
に
當
時
は
馬
琴
と
牧

之
と
の
間
に
ま
だ
手
が
切
れ
て
居
な
.か
つ
た
の
で
、
ど
う
も
似
た
樣
な
も
の
を
出
さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
馬
琴

に
封
し
て
の
遠
慮
も
あ

つ
て
、
牧
之
は
京
山
の
此
申
込
を

一
應
は
斷
つ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
馬
琴
に
囑

し
て
置
い
て
も
何
時
出
來
る
事
か
、
亡
羊
の
歎
に
堪

へ
ぬ
わ
け
で
、
寧
ろ
之
と
手
を
切
つ
て
京
山
を
し
て
代
ら

し
め
る
が
捷
徑
だ
と
考

へ
た
の
で
、
斷
然
馬
琴
と
絶
縁
し
て
京
山
に
之
を
託
す
る
こ
と
に
決
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三
　
上

梓
ま

で

に
三
十

年

　

　

　

　
　

　
.

　
抑
よ
京
山
が
最
初
牧
之
に
|草
雙
紙
《

く
さざ
う
レ
》と
し
て
の
著
作
を
申
込
ん
だ
の
は
文
政
の
頃
で
、
い
よ
く

馬
琴
と
は
手

が
切
れ
て
京
山
自
身
の
著
作
に
移
つ
た
の
は
天
保
に
入
つ
て
か
ら
の
事
で
あ

つ
た
。
そ
し

て
天
保
七
年
、
越

え

で
八
年
に
至
つ
て
漸
く
前
篇
が
出
來
た
。
勿
論
全
部
京
山
の
著
作
に
成

つ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
京
山
の



自
著
と
せ
す
牧
之
の
著
作
で
京
山

は
唯
だ
代
筆
し
た
に
過
ぎ
ぬ
事
に
し
て
世
に
公
け
に
さ
れ
た
。
詳
し
く
云

へ

ば
序
文
か
ら
中
に
收
め
ら
れ
た
詩
、
歌
、
俳
句
の
類
に
至
る
ま
で
大
抵
京
山
の
代
筆
し
た
も
の
で
、
名
義
丈
け
.

を
牧
之
の
名
に
し
て
出
版
し
た
に
止
ま

つ
て
屠
る
。
こ
ん
な
譯
で
牧
之
積
年
の
宿
志
は
京
山
に
よ
つ
て
始
め
て

逹
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
今
は
正
確
に
調
べ
て
も
居
ら
ぬ
が
、
な
ん
で
も
牧
之
が
こ
の
志
を
起
し
、
そ
し
て
宿

志
を
達
す
る
迄
に
は
、
少
な
く
と
も
三
十
年
の
長
年
月
を
要
し
た
と
聞
い
て
ゐ
る
。
京
傳

ー
-

馬
琴
、ー

京
山

を
經
て
、
兎
も
角
前
篇
の
脱
稿
出
版
さ
れ
た
の
が
牧
之
六
十
七
歳
の
時
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
も
永
い
歳
月
を

費
し
た
も
の
で
、

一
の
著
述
を
す
る
に
し
て
も
當
時
は
な
か
く

客
易
で
な
か
つ
た
淌
息

が
、
こ
れ
に
よ
つ
て

も
察
せ
ら
る

・
。

　

牧
之
は
こ
れ
が
爲
め
に
幾
度
も
～
、
同
じ
圖
と
同
じ
文
章
と
を
書
き
遒
つ
た
。
最
初
京
傳
に
頼
む
時
に
遒
つ

た
草
稿
は
、
火
災
で
燒
い
て
し
ま

つ
た

(
尤
も
之
は
ズ
ツ
ト
後
に
至
つ
て
火
災
か
ら
晃
か
れ
た
の
を
發
見
し
た

が
、
此
時
は
燒
亡
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
)
と
い
ふ
の
で
、
其
後
馬
琴
に
依
頼
す
る
時
に
は
、
再

び
同
じ
草
稿
を
書
い
た
。
此
草
稿
は
何
故
か
馬
琴
は
事
に
託
し
て
返
却
し
な
か

つ
た
と
い
ふ
。
牧
之
は
斯
う
し
・

て
何
度
も
草
稿
を
書
き
直
す
勞
を
取

つ
た
上
に
、
爾
ほ
そ
れ
が
上
梓
さ
る
丶
迄
の
間
に
起
つ
た
種

々
苦
心
の
跡

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　

,　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
七



　
　
　
　

圖

書
そ

の
折

々
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
七
八

に
つ
い
て
は
追
々
と
叙
述
す
る
積
り
で
あ
る
が
、
兎
も
角
も

「
北
越
雪
譜
」
の
出
版
は
全
く
大
成
功
を
收
め
た

の
で
あ

つ
た
。
此
成
功
は
筆
者
京
山
の
努
力
に
よ
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
が
、

一
に
は
當

時
雪
譜
の
ま
だ
出
版

さ
れ
な
い
前
か
ら
、
早
く
詐
判
さ
れ
て
新
刊
物
の
番
附
に
|小
結
《

こ
む
すび
》
の
地
位
を
占
め
た
ど
い
ふ
や
う
な
事
に
も
因
つ

た
。

如
何
に
前
景
氣
が
よ

か
つ
た
か
は
此

一
.事
で
も
知
る
こ
と
が
出
來
る
。

こ
れ
は
勿
論
京
山
が
如
才
な
く

種

々
な
る
廣
告
法
を
行

つ
た
結
果
で
、
其

一
端
を
云

へ
ば

「
北
越
雪
譜
」
の
著
者
と
し
て
の
牧
之
の
名
を
豫
め

出
版
界

へ
弘
め
さ
せ
る
意
味
に
於
て
、
或
は
自
分
の
い
ろ
く

の
出
版
物
に
京
山
の
代
筆

で
牧
之
の
序
文
を
掲
.

げ
て
見
た
り
、
或
は
牧
之
の
詩
歌
を
載
せ
て
見
た
り
、
美
八
の
錦
繪
に
ま
で
牧
之
の
名
で
狂
歌
を
羯
げ
る
と
い

ふ
如
く
、
鈴
木
牧
之
と

「
北
越
雪
譜
」
、
こ
の
二
つ
の
名
を
弘
め
る
こ
と
に
甚
だ
努
め
た
の
で
あ

つ
た
。

　
京
山
は
出
版
界
の
情
僞
に
深
く
通
じ
て
ゐ
た
。
隨
つ
て
讀
者
の
心
理
作
用
な
る
も
の
を

十
分
に
會
得
し
、
人
、

心
に
投
ず
る
や
う
に
巧
み
に
趣
向
を
考

へ
た
も
の
で
あ
る
。
其
結
果
は

「
北
越
雪
譜
」
は
非
常
に
廣
く
世
に
行

は
れ
た
。
其
結
果
は
單
に
越
後
の
雪
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
附
帶
し
た
越
後
の
風
俗
習
慣
を
世
の
中
に
始
め

て
此
書
が
傳

へ
た
の

で
あ
る
。

凡
そ
越
後
文
人
の
文
藝
的
著
書
で

古
來
全
國
に
ひ
ろ
が

つ
た
點
に
於
て
、

此
.

「
北
越
雪
譜
」
に
匹
敵
す
る
も
の
は
な
か
ら
う
。
越
後
の
物
で
全
國
に
詐
判
さ
れ
た
も
の
は
、
越
後
の

「
七
不



思
議
」

な
ど
で
は
な
く
て
、

實
際
此
書
を
推
す
べ
き
で
あ
る
。

雪
は
全
國
中
何
れ
の
地
方
に

も
多
少
は
降
る
・

が
、
而
か
も
越
後
魚
沼
深
山
の
堆
雪
、
殆
ど
山
岳
の
如
き
を
見
る
に
至

つ
て
は
、
七
不
思
議
以
上
に
之
を
奇
と

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
果
し
て

「
北
越
雪
譜
」
は

一
種

の
奇
書
と
し
て
、
奧
弱
の
端
か
ら
西
國
の
果
ま
で
も
盛
ん
に
.

費
れ
た
。
江
戸
に
於
て
も
幾
百
軒
の
貸
本
屋
全
部
が
、
此
書
幾
部
か
を
備

へ
置
く
に
あ
ら
ざ
れ
ば
營
業
の
出
來

・

な
か
つ
た
程
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
全
く
其
話
に
大
な
る
趣
味
が
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
雪
譜
の
爲
め
に
幾
ど

一

生
を
捧
げ
た
牧
之
の
苦
心
も
、
斯
く
し
て
酬
い
ら
れ
た
と
云
う
て
も
よ
か
ら
う
。
そ
れ
に
當
時
江
戸
の
出
版
界

、

で
は
、
前
篇

を
出
し
て
見
て
餘
程
の
好
評
を
博
す
る

の
で
な
け
れ
ば

後
篇
は
出
し
得
な

い
こ
と
に
な
つ
て
ゐ

た
。
そ
れ
が
「
北
越
雪
譜
」
は
前
篇
天
地
人
を
出
し
て
、
間
も
な
く
後
篇
春
夏
秋
冬
の
四
冊
を
出
版
し
た
に
徴
し
・

て
も
、
い
か
に
此
書
が
出
版
界
に
持
て
囃
さ
れ
讀
書
界
に
歡
迎
さ
れ
た
か
の

一
端
を
知
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

四

越

後

國

雪

物

語

　
以
上
は

「
北
越
雪
譜
」
が
出
版
さ
る

・
に
至
つ
た
迄
の
巓
末
を
便
宜
上
先
づ
ザ
ッ
ト
録
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

云
ひ
換

へ
れ
ば
以
下
記
述
せ
ん
と
す
る
其
序
説
で
、
偖
こ
れ
か
ら
は
京
山
が
牧
之
に
與

へ
た
書
簡
を
中
心
に
書

h

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
九



　
　
　

圖

書
そ
」の
折

々
,
,
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
八
O

か
う
と
思
ふ
が
、
何
に
し
て
も
十
八
行
罫
紙
で
三
百
枚
か
ら
も
あ
り
、
年
に
積
れ
ば
十
年
以
上
に
も
亘
つ
て
ゐ
・

る
、
そ
れ
を
多
く
引
い
で
居
る
餘
地
も
な
い
の
で
、
主
と
し
て

「
北
越
雪
譜
」
著
作
に
關

す
る
肝
要
の
部
分
、

或
は
牧
之
と
京
山
と
の
交
情
に
關
す

る
部
分
、
其
他
多
少
興
味
あ

る
部
分
な
ど
を
聊
か
引
用
す
る
に
止
め
る
。

そ
れ
も
考
證
家
の
如
く
に
、
-種
々
解
説
を
附
し
た
り
他
の
書
物
な
ど
か
ら
取
り
來

つ
て
委
し
く
読
明
す
る
こ
と
、

を
避
け
る
。
而
か
も
自
分
が
そ
れ
を
語
る
よ
り
も
事
實
上
の
雪
譜
著
者
た
6
京
山
を
し
て
自
ら
語
ら
し
め
る
方

、

が
却

つ
て
興
味
が
あ
る
と
思

ふ
の
で
、
そ
の
書
簡
の
要
所
々
々
を
引
い
て
書
く
こ
と
に
す

る
。
又
京
山
の
書
簡

は
極
め
て
解
し
易
く
は
書
い
て
あ
る
が
、
併
し
今
日
の
時
文
と
は
甚
だ
異
つ
た
字
面
な
ど
も
あ
る
か
ら
.、
さ
う

い
ふ
黜
に
は
多
少
の
説
明
を
加

へ
よ
う
。
或
は
稀
に
雪
譜
と
無
關
係
の
事
も
交

る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
書
簡

の
順
序
等
に
依
る
結
果
で
、
そ
れ
ら
に
は
叉
別
種
の
趣
味
が
あ
ら
う
と
考

へ
る
。

　
前
に
も
略
叙
し
た
如
く
、
京
山
は
雪

の
話
を
雙
紙
體
に
八
冊
許
り
の
も
の
と
な
し
、
牧

之
の
著
作
と
し
て
出

「

版
し
て
見
た
い
と
い
ふ
氣
が
起
つ
て
、
其
意
味
の
手
紙
を
牧
之
に
與

へ
た
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
政
十
二
年
の
.

事
で
、
左
の
如
く
云
う
て
ゐ
る
。

　
　
昨
夜
枕
上
に
て
ふ
と
心
つ
き
申
候
間
申
上
候
、
先
年
貴
國
雪
中
の
事
を
述
作
致
し
可
申
樣
亡
兄

へ
被
仰
、



　
　
雲
中
の
具
ど
も
雛
形
な
ど
迄
細
に
被
遣
、
,是
に
小
冊
添
被
成
候
を
年
來
所
藏
致
候
處
、
此
度
池
魚
に
奪
は
・

　
　
れ
殘
念
至
極
に
御
座
候
、
さ
て
お
も

へ
ら
く
、
北
越
雪
談
と
致
し
繪
入
讀
み
本
五
冊
と
し
て
雪
の
故
事
古

　
　
歌
な
ど
を
加

へ
出
版
い
た
さ
ん
と
存
付
候
は
亡
兄
の
趣
向
に
も
候

へ
共
、
讀
本
に
て
手
重
に
相
成
、
薙

費

　
　

も
餘
程
に
、
作
も
む
つ
か
し
く
候
故
、
つ
い
く

延
引
致
候
事
に
候
、
當
時
草
双
子
の
な
り
行
唐
を
考
ふ

　
　

る
に
よ
き
時
節
と
存
候
間
、
北
越
雪
談
を

　
　
　
　
越

後

國

雪

物

語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杢
八
冊

　

　
　
歌

川

國

貞

畫

　
　

右
の
通
り
草
双
子
に
い
た
し
出
版
仕
候
は
f
う
れ
可
申
か
と
存
候
、
御
冬
ご
も
り

の
内
著
述
、
御
巌
費
等
、

　
　

一
切
相
掛
け
申
間
敷
候

此
書
簡
に
よ
つ
て
見
る
と
、
京
傳
の
頼
ま
れ
た
時
は
、
京
傳
は

「
北
越
雪
談
」
と
名
づ

け
、
繪
入
り
の
讀
み
本

と̀
す
る
積
り
で
あ
つ
た
と
見
え
る
。
部
ち
讀
み
本
五
冊
と
し
て
出
版
す
る
趣
向
で
あ
つ
た
こ
と
が
分
る
。
雪
の

故
事
古
歌
、
じ
ろ
く

の
考
證
を
附
す
る
遘
り
口
で
、

一
種
の
隨
筆
の
如
き
恰
好
に
せ
ん
と
し
た
の
が
京
傳
の

考
案
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
五
　
北
…越
一雪
譜
の
・出
版
さ
る
ゝ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
入
一

越
後
鹽
澤
秋
月
庵
牧
之
作

東
京
山
東
庵
京
山

校
合



圖

書

そ

の

折

々

五
　
馬
琴

へ
の
義
理
立
て

二
八

二

　
京
山
の
考

へ
で
は
、
ど
う
も
讀
み
本
で
は
大
分
重
く
る
し
い
も
の
に
な
る
し
、
此
時
分

は
草
双
子
流
行
の
時

代
で
も
あ
つ
て
、
大
抵
の
も
の
は
双
子
に
さ

へ
す
れ
ば
よ
く
賣
れ
る
と
い
ふ
所
か
ら
し
て
、
之
を
極
め
て
解
し
・

易
く
婦
女
子
迄
も
讀
み
得
る
も
の
に
し
て
は
と
い
ふ
趣
向
で
、　
「
越
後
國
雪
物
語
」
と
い
ふ
卒
易
な
名
を
冠
す

る
考

へ
で
あ

つ
た
ら
し
い
。
爾
ほ
こ

・
に
は
そ
れ
を
引
か
な
い
が
、
此
雪
物
語
を
作
る
に
就
て
、
斯
く
ノ
丶
の

材
料
が

い
る
と
い
ふ
事
が
詳
し
く
書
か
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
越
後
の
大
雪
に

つ
い
て
何
八
も
興
味
を
感
じ
且
つ

人
の
意
外
に
思
ふ
や
う
な
こ
と
を
列
舉
し
て
、
こ
ん
な
樣
な
材
料
が
入
用
で
あ
る
と
て
恰
も
牧
之
に
教

へ
る
が

如
く
悃
切
に
こ
れ
を
書
き
列
ね
、

一
番
終
り
の
大
團
圓
に
つ
い
て
は
、
例
の
め
で
た
し
め
で
た
し
で
了
る
趣
向

で
、
そ
こ
の
所

へ
は
牧
之
翕
の

「
|寄
雪
覦
《

ゆ
きに
ょす
る
いはひ
》
」
の
歌
で
も
入
れ
た
い
、
さ
う
し
て
書
は
松
竹
梅
を
載
せ
た
島
臺
の

上
に
雪
の
降
り
か

・
つ
て
居
る
所
を
か
い
て
は
ど
う
か
と
い
ふ
の
で
、
此
書
簡
中
に
は
京
山
自
ら
島
毫
雪
の
圖

一

な
ど
を
書
い
て
居
る
。
し
か
し
京
山
の
此
書
簡
に
封
し
て
は
、
牧
之
は
斷
り
を
い
う
た
も
の
と
見
え
る
。
そ
の

次
第
は
、
兎
も
角
も
既
に
馬
琴
に
託
し
て
あ
る
の
に
、
本
の
髏
裁
も
趣
向
も
多
少
變
る
に
し
て
も
、
似
寄
り
の



も
の
を
他
に
囑
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
と
矯
|律
義
《

りち
ぎ
》一
遍
の
牧
之
で
あ
る
か
ら
、
折
角

の
京
山
の
思
ひ
立
ち

で
は
あ
つ
た
が
、

一
應
そ
れ
葱
斷
つ
た
。
そ
れ
に
封
し
て
京
山
は
又
左
の
如
く
云
う
て
居

る
。

　
　
北
越
雪
譜
の
事
、
馬
琴
、
玉
山
兩
翕
に
存
立
(存
じ
立
ち
?

原
文
不
明
)も
未
だ
上
梓
に
及
ば
ず
、
依

て
私
よ
り
申
上
候
雪

　
　
の
草
紙
も
御
著
作
被
成
が
た
き
由
御
尤
も
千
萬
奉
存
候
、
ふ
と
う
か
み
し
儘
申
入
候
、
御

一
笑
被
下
度
候

　
　
　
　
玉
山
の
雪
の
淌
え
た
る
跡
な
れ
ば
簔
笠
の
か
く
も
い
ら
ぬ
も
の
と
や

　
　
い
か
に
雪
の
物
語
な
れ
ば
と
て
、
う
づ
め
お
く
も
お
し
き
も
の
に
御
座
候
、
春
に
相
成
申
候
は
f
ど
う
か

　
　
御
相
談
致
し
方
も
あ
る
べ
く
や

　
　
　
　
櫻
木
に
早
く
上
せ
て
見
た
き
も
の
雪
と
み
や
ま
の
物
が
た
り
を
ば

こ
の
書
簡
に
ょ
る
と
、
牧
之
の
馬
琴
に
封
す
る
義
理
立
て
も
尤
も
で
あ
る
が
、
併
し
書
を
か
く
約
束
の
玉
山
は

既
に
歿
し
、
馬
琴
も
引
受
け
な
が
ら
埋
沒
に
附
し
て
其
約
を
果
さ
ぬ
、
そ
れ
を
其
儘
に
し

て
置
く
は
惜
し
い
か

ら
活
か
し
て
は
如
何
と
い
う
て
居
る
の
で
、
歌
の
意
味
は
こ

・
に
云
ふ
迄
も
な
い
が
、
玉
山
と
は
雪
に
因
ん
で

い
う
た
の
で
、
蓑
笠
は
馬
琴
の
號
で
あ

つ
て
、
そ
れ
も
亦
雪
に
引
懸
け
て
詠
じ
た
の
で
あ

る
。
春
に
な
つ
た
ら

出
版
し
た
い
と
い
ふ
所
か
ら
櫻
木
の
文
字
を
使

つ
て
ゐ
る
が
、
櫻
木
と
は
こ
れ
亦
板
木
は
櫻
で
作
る
の
で
出
版

　
　
　
　
五
　
　北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
入
三



　
　
　
v
圖

書
?そ
∴の
折

衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
入
四

を
意
味
し
て
ゐ
る
。
更
に
玉
山
に
つ
い
て
は
、
京
山
の
書
朕
中
に
も
斯
う
云
う
て
居
る
。

　
　
玉
山
存
在
の
節
太
閤
記

に
付
こ
の
雪
の
圖

可
相
違
御
示
し

被
成
候
由
、

お
も
し
ろ
き
は
な
し
に
御
座
候
、

　
　
由
、
玉
山
も
書
に
於
て
は
東
都
に
て
も
雷
鳴
致
し
候
、
亡
兄

へ
度
々
文
通
も
い
た
し
候
、
書
も
見
事
に
て

　
　
才
子
と
見

へ
申
候

玉
山
と
牧
之
と
の
間
に
交
り
の
あ

つ
た
こ
と
は
雨
に
も
書
い
た
が
、
此
の
書
簡
に
あ
る
太

閤
記
の
盡
を
か
い
た
、

時
、

牧
之
が
雪
の
圖
に
つ
い
て
、

玉
山
に
注
意
し
た
事
な
ど
は
餘
り

世
の
中
に
知
ら
れ
て

居
ら
ぬ
事
實
で
あ
・

る
。
叉
玉
山
は
世
閲
に
多
い
尋
常
浮
世
繪
師
で
は
な
く
し
て
書
に
就
て
も
造
詣
の
深
い
も
の
が
あ

つ
た
事
も
、

此
書
簡
で
始
め
て
知
る
事
が
出
來
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
六

馬

琴

と

の

絶

縁

　
其
翌
年
に
は
宀

新
年
早
々
京
山
か
ら
牧
之
に

一
書
を
寄
せ
て
切
に

「
北
越
雪
譜
」

の
出
版
を
慫
慂
し
て
居

る
。
其
中
に
曰
く
、

　
　
越
後
雪
物
語
の
事
さ
て
／
丶
殘
念
に
奉
存
候
、
つ
ら
く

お
も
ふ
に
、
右
の
趣
向
の
元
飆
と
申
す
は
亡
易



　
　
が
起
立
に
て
御
座
候
間
、
馬
琴
に
か
ま
は
ず
先
年
被
下
候
貴
君
の
草
稿
を
種
と
い
た
し
合
卷
に
作
り
候
趣

　
　
序
文

へ
し
る
し
著
述
い
た
し
候
は
.・
、
馬
琴
が
い
か
ん
と
も
申
が
た
く
あ
ら
ん
と
存
候
、
い
か
ん
と
な
れ

　
　
ば
右
雪
の
趣
向
は
京
傳
馬
琴
に
先
だ
つ
事
十
年
程
と
存
候
、
先
生
の
思
召
如
何
に
御
座
候
哉
御
窺
ひ
御
指

　
　
圖
次
第
に
可
仕
候

叉
同
じ
書
簡
に
重
ね
て
日
く
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

驪

・　

前
に
申
上
候
如
く
、
・雪
の
合
卷
如
何
に
御
座
候
哉
、
此
事
先
生
は
御
存
な
く
出
版
の
上
京
山
が
北
越
の
雪

　
　
を
新
作
に
致
候
、'
是
は
先
年
京
傳

へ
掛
合
い
さ

・
か
の
草
稿
つ
か
は
し
申
候
、
是
を
京
山
が
種
に
い
た
し

　
　
作
意
い
た
し
候
事
と
存
候
と
か
な
ん
と
か
申
被
遣
候
は
.・
可
然
哉
、
私
先
生

へ
御
あ
い
さ
つ
な
く
作
意
候

　
　
て
も
私

へ
罪
を
御
せ
め

被
成
候
事
に
も
あ
る
間
敷
、

馬
琴
よ
り
馬
の
し
り

を
よ
こ
し
候
事
も

あ
る
間
敷

　
　

や
、
お
ぼ
し
め
し
を
伺
ひ
申
候
、
御

へ
だ
て
な
く
御
申
越
被
下
度
候

即
ち
京
山
は
百
尺
竿
頭

凶
歩
を
進
め
て
、
全
體
此
雪
の
問
題
は
官
分
の
兄
が
思
ひ
立
つ
た
か
ら
生
れ
出
た
も
の

で
あ
る
、
此
點
か
ら
い

へ
ば
自
分
の
方
が
本
家
本
元
で
あ
る
か
ら
、
自
分
が
あ
な
た
に
御

相
談
な
し
に
亡
兄
の

遣
り
殘
し
の
仕
事
だ
乏
言
ひ
立
て

・
出
版
し
た
か
ら
乏
て
、
あ
な
た
か
ら
御
叱
め
を
受
く
べ
き
筈
の
物
で
も
あ

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
爵
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
入
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覊灘



　
　
　
　
圖

堂
『
そ

の
折
…
々
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　
二
入
六

る
ま
い
し
、
馬
琴
か
ら
あ
な
た
に
掛
合
が
あ

つ
て
も
、
そ
れ
は
俺
の
知
む
ぬ
事
で
、
俺

の
方
か
ら
京
傳

へ
頼
ん

だ
當
時
遣

つ
て
|置
《

評
》

い
た
材
料
が
殘

つ
て
あ

つ
た
の
を
種
に
、
勝
手
に
著
作
し
た
の
で
あ

る
と
あ
な
た
か
ら
御
挨

拶
に
な

つ
た
ら
、
馬
琴
か
ら
苦
情

の
出
る
餘
地
も
な
か
ら
う
と
、
兎
も
角
熱
心
に
慫
慂
を
試
み
て
居
る
。

　
此
幾
回
か
の
慫
慂
に
封
し
て
は
、
さ
す
が
の
牧
之
も
心
を
動
か
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か

つ
た
。
そ
れ
も
實
は

道
理
あ
る
こ
と
で
、
京
山
の
書
簡
に
よ
つ
て
見
て
も
、
牧
之
が
京
傳
に
頼
ん
で
か
ら
も
既
に
十
年
も
經
過
し
て

居
る
。
馬
琴
に
頼
ん
で
か
ら
は
幾
年
に
な
る
か
分
ら
ぬ
が
、
こ
れ
亦
數
年
か

・
つ
て
更
に

一
枚
の
原
稿
さ

へ
出

來

ぬ
と
い
ふ
わ
け
で
、
牧
之
も
だ
ん
く

老
境
に
入
つ
て
來
る
、
自
然
京
山
の
熱
心
な
勸
め
に
封
し
て
應
じ
た

く
も
な
つ
て
來
る
。
併
し
な
が
ら
馬
琴
が
な
か
く

面
倒
な
人
物
で
あ
る
こ
と
は
牧
之

も
よ
く
く

承
知
し
て

居

る
の
で
、
如
何
に
し
て
之
と
手
を
切
る
べ
き
か
と
頗

る
苦
心
し
た
ら
し
い
が
、
結
局
手
切
れ
の
談
判
と
意
を

決
し
て
、
そ
し
て
つ
ひ
に
縄
縁
を
申
込
ん
だ
も
の
と
見
え
、
そ
の
意
味
の
事
が
牧
之
か
ら
京
山
に
通
ぜ
ら
れ
て

居
る
。

七
　
畫
工
共
他
に
就
て
の
配
慮



}

　
京
山
が
牧
之
宛
の
書
状
中
か
ら

=

一の
事
を
抄
録
す
れ
ば
、

　
　
馬
琴
は
自
員
の
人
で
あ

つ
て
、
雪
の
隨
筆
と
云
ふ
が
如
き
類
の
も
の
は
、
當
世
筆

を
取
り
得
る
も
の
乃
公

　
　

一
人
で
、
他
人
の
能
く
成
し
途
げ
得

べ
き
事
で
は
な
い
と
、
實
は
高
を
括

つ
て
今

日
迄
放
却
し
て
延
引
を

　
　
重
ね
て
來
た
も
の
で
あ

る
。
然
る
に
先
生
が
手
を
切
つ
て
い
よ
く

私
に
御
任
せ
に
な
つ
た
と
馬
琴
が
聞

　
　

い
た
な
ら
ば
、
首
を
傾
け
て
ど
ん
な
事
を
云
ひ
出
す
か
わ
か
も
な
い
。
其
邊
の
事

は
能
く
く

春
込
ん
で

　
　
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叉
馬
琴
の
所

へ
は
あ
な
た
の
方
か
ら
色
々
の
材
料
が
行

つ
て
居

る
。
先
づ
其
材
料
を

　
　
取
り
戻
す
事
が
肝
腎
で
は
あ

る
が
、
下
手
に
ひ
ね
く
れ
ら
れ

る
と
材
料
も
戻
さ
ぬ
と
云
ひ
出
す
か
も
知
れ

　
　
な
い
。

こ
ん
な
事
を
注
意
し
て
ゐ
る
。
果
し
て
京
山
の
氣
遐
つ
た
如
く
に
、
馬
琴
は
結
局
京
山

に
編
纂
を
任
せ
る
こ
と

に
同
意
は
し
た
が
、
牧
之
か
ら
途
つ
た
材
料
は
戻
さ
な
か
つ
た
。
其
理
由
と
し
て
、
折
角
あ
な
た
の
筆
に
成

つ

た
好
記
念
物
で
あ

る
、
自
分
が
著
作
を
な
し
得
な
か
つ
た
の
は
誠
に
濟
ま
な
か
つ
た
が
、
し
か
し
永
い
間
種

々

考
案
を
廻
ら
し
て
來
て
居
る
、
就
て
は
材
料
は
私

へ
下
さ
い
、
自
分
は
表
裝
を
し
て
家
に
遺
し
た
い
と
い
ふ
わ

け
で
、
到
頭
圏
も
草
稿
も
戻
さ
ず
じ
ま
ひ
に
な
つ
た
。
此
の
事
に
就
て
は
鈴
木
家
に
殘

つ
て
ゐ
る
馬
琴
の
手
束

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
ゝ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
入
七



　
　
　
　
圖

書
そ

の
折

々
　

　

,　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

二
八
入
ピ

集
、
そ
れ
は
凡
そ
二
百
枚
近
く
の
も
の
で
大
き
な
冊
子
に
作
ら
れ
て
あ
る
が
、
其
卷
頭
に
牧
之
が
そ
れ
に
就
て

の
序
文
を
書
い
て
居
る
、
そ
れ
を
讀
む
と
、
何
故
に
馬
琴
は
材
料
を
戻
さ
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
、
自
分
は
斯

か
る
も
の

・
他
の
手
に
殘
る
事
を
耻
と
す
る
、
よ
つ
て
種

々
馬
琴
に
談
じ
て
は
見
た
が
、
逾
に
戻
さ
な
か
つ
た
'

と
云
う
て
何
と
な
く
不
快
の
筆
致
が
見
え
て
ゐ
る
。

　
京
山
は
前
の
如
く
に
書
き
終
つ
て
後
、
同
じ
書
簡
中
に
早
く
も
著
述
す
る
時
の
種
々
な

る
考
案
に
言
ひ
及
ぼ
一

し
て
ゐ
る
。

　
　
私
存
寄
に
て
は
讀
本
の
形
に
い
た
し
、
雪
の
圖
な
れ
ば
う
す
f
み
の
彩
色
を
入
れ
た
る
所
も
あ
り
た
り
、

　
　

(
彩
色
本
國
禁
な
れ
共
、
薄
墨
は
制
外
な
り
)
又
人
物
を
見
せ
た
る
所
、
細
書
の
所
、
色

々
取
り
ま
ぜ
目

　
　
を
變
ら
せ
た
し
、
北
齋
の
筆
な
れ
ば
上
々
、
次
に
は
英
泉
な
る
べ
し
、
國
貞
な
ど
の
筆
の
物
で
な
し
、
唐

　
　
書
家
に
書
か
せ
て
は
俗
に
落
ち
不
申
、
う
り
も
の
に
は
あ
し
く
候
、
上
梓
の
う
り
物

は
文
晁
で
も
あ
し
く

　
　
候
、
先
年
亡
兄

へ
被
遣
候
同
草
稿
の
時
よ
り
は
乍
憚
御
叢
も
御
進
み
、
雪
の
事
は
段

々
詳
し
く
な
ら
せ
ら

　
　
れ
候
事
と
存
候
儘
、
此
節
叉
々
草
稿
被
成
候
は
f
目
を
驚
か
し
申
す
事
之
存
候
、
貴
君
を
發
起
と
し
て
亡

　
　
兄
や
、玉
山
、
曲
亭
な
ど
上
梓
の
意
あ
る
事
は
書
林
な
ど
は
更
に
不
存
處
、
草
稿
を
見

せ
候
は
f
刻
す
る
心



　
　
に
相
成
可
申
か
と
存
候
、
先
づ
下
こ
し
ら

へ
の
御

草
稿
、

湘
ぼ
し
め
し
次
第
早
々
御
取
り
か

満
吻
可
然

㍗

候
,
雪
を
鋸
に
て
引
わ
り
申
候
處
の
圖
な
ど
は
大
嚢
く
見
せ
允
も
、
め
づ
ら
し
き
事
に
候
、
市
中
⑦
有
樣

　

㌧と
山
中
の
有
樣
と
、
雪
中
鳥
を
取
る
事
、
漁
獵
山
獵
の
圖
も
面
自
か
る
べ
し
、
か
く

べ
つ
御
念
入
り
た
る

　
　
圖
に
も
及
ば
ず
、
眞
畫
に
て
は
御
手
も
か
、
る
べ
く
と
存
候

さ
す
が
に
京
山
は
繪
入
物
の
著
作
に
か
け
て
は
經
驗
が
あ
る
故
、
誰
t
書
を
か

・
せ
よ
う
か
と
云
ふ
事
は
此
書

簡
に
よ
つ
て
も
早
く
既
に
工
夫
す
る
所
が
あ
つ
て
、
叢
家
の
選
び
方
な
ど
考

へ
た
も
の
で
あ
る
。
如
何
に
も
文

晁
で
も
な
く
、
南
書
の
畑
で
も
な
い
。
さ
う
か
乏
云
つ
て
|幗
貞
《

くに
さだ
》の
や
う
な
」
人
物
を
鍵
く
に
は
妙
手
で
あ
つ
て

も
風
最
書
に
拙
な
る
も
の
で
も
駄
目
で
あ
る
。
北
齋
な
ら
ば
上
乘
だ
と
云

つ
て
ゐ
る
が
、
如
何
に
も
、
尤
も
の

月
旦
で
あ
る
。
又
其
後
に
京
山
か
ら
左
の
如
き
書
簡
を
牧
之
に
與

へ
て
ゐ
る
。

　
　
雪
話
の
御
草
稿
昨
夜
中
八
ッ
頃
迄
に
荒
々
拜
見
仕
候
、
圖
な
ど
は

一
し
ほ
玉
手
を
勞

さ
せ
給
ひ
た
る
事
お

　
　
し
は
か
り
申
候
、
御
文
章
の
内
貴
國
の
方
言
に
て
御
し
る
し
被
成
候
處
々
に
江
戸
人

に
は
さ
と
り
難
き
事

　
　

も
見

へ
申
候
、
熟
覽
の
上
推
量
に
落
ち
ざ
る
所
は
跡
よ
り
獅
尋
ね
可
申
候
、
す
べ
て
著
述
は
机
上
に
筆
を

　
　
探
り
て
幾
百
萬
人
に
示
し
候
も
の
ゆ
ゑ
獨
り
合
點
に
て
は
こ
ま
や
か
に
さ
と
し
が
た
く
、
よ
ん
で
わ
か
ら

　
　
　
　
五

北
越
雲
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
八
九



　
　
　
　
圖
書

凌

の
折

々
　
　

　
・
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

二
九
〇

　
　
ぬ
と
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
始
り
也

　
　
○
雪
中
の
圖
ど
も
さ
て
く

目
を
驚
か
し
申
候
、
圏
の
中
に
入
家
の
か
た
わ
ら
に
水
瓶
と
も
お
ぼ
し
き
も

　
　
の

・
大
な
る
を
、
こ
も
に
て
包
み
あ
る
が
家
毎
に
見
え
申
候
、
是
は
雪
中
に
水
を
貯

え
置
き
候
に
や
、
大

　
　
家
に
て
は
三
つ
も
四
つ
も
貯

へ
た
る
…樣
也
、
是
は
人
か
ず
多
く
候
故
の
事
に
御
座
候

や
如
何
に
哉

　
　
○
御
草
稿
拜
見
し
て
つ
ら
ノ
丶

思
・即
に
、
越
後
の
鈴
木
よ
り
國
の
名
物
と
し
て
魚
類

、
青
物
、
品

々
山
東

　
　

へ
お
く
り
、
是
を
料
理
し
て
は
江
戸
の
人
及
び
京
浪
花
の
人
に
も
口
に
あ
ひ
候
樣
に
振

舞
候

へ
共
、
お
く

　
　
ら
れ
た
る
魚
類
青
物
を
見
て
獻
立
を
し
て
、
な
ま
す
、
ひ
ら
、
し
る
、
其
外
種
々
に
料

理
し
、
膳
立
ま
で

　
　
し
て
、
い
ざ
食
し
給

へ
と
云
ふ
樣
な
も
の
に
て
、
折
角
め
づ
ら
し
き
雪

話
と
い
ふ
趣
味

を
ふ
あ
ん
ば
い
に

　
　
し
て
た
べ
さ
せ
候
て
は
、

一
椀
を
喫
し
て
今

一
杯
と
申
す
間
敷
、
此
處
に
於
て
筆
を
と
る
に
心
あ
る
べ
き

　
　
事
と
存
候
間
よ
く
く

熟
覽

い
た
し
、
北
越
の
雪
を
よ
く
腹

へ
し
み
こ
ま
せ
て
筆
を

と
り
可
申
候

追

々
と
京
山
が
氣
乘
り
が
し
て
來
て
、
料
理
に
た
と

へ
る
所
な
ど
は
作
者
の
極
意
を
云
う
て

ゐ
る
も
の
と
見
る

ぺ
く
、
天
水
桶
の
凍
る
の
を
防
ぐ
爲
め
に
菰
に
て
卷
か
れ
て
あ
る
の
を
圖
に
見
て
、
京
山
が
飮
料
水
と
解
釋
し

た
な
ど
は
江
戸
人
と
し
て
無
理
か
ら
ぬ
事
で
は
あ
る
が
、
越
後
人
か
ら
見
れ
ば
聊
か
滑
稽

の
感
が
な
い
で
も
な



　

い

。

八

材

料

發

見

の
喜

び

囎

　
前
に
も
少
し
書
い
て
置
い
た
が
牧
之
が
最
初
京
傳
に
著
作
を
頼
ん
だ
時
、
草
稿
は
勿
論
、
雪
に
關
す
る
圖
、

其
他
雪
國
の
種

々
な
る
用
具
、
例

へ
ば
|橇
《
そり
》、
か
ん
じ
き
、
雪
下
駄
の
類
を
わ
ざ
と
小
さ
な
模
型
に
作
つ
て
多
く

參
考
に
京
傳
の
許

へ
途
つ
て
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
。
京
山
が
い
よ
く

著
作
す
る
に

つ
い
て
、
こ
れ
等
の
も
の

は
至
極
大
切
の

も
の
で
あ
る
が
、

京
山
の
家
は
不
幸
に
し
て
こ

ん
な
交
渉
を
重
ね
つ
、
あ
る
間
に
火
災
に
罹

.り
、
家
財
の
幾
ん
ど
凡
べ
て
を
舉
げ
て
失
つ
た
の
で
、
其
後
土
藏
を
建
て
直
す
こ
と
な
ど
の
混
雜
が
あ
つ
て
、

京
傳
が
牧
之
か
ら
預
つ
て
ゐ
た
材
料
を

]
時
見
失
つ
て
し
ま
つ
た
。
此

一
事
は
京
山
の
非
常
に
悲
ん
だ
所
で
あ

つ
た
が
、
其
燒
失
し
た
と
信
じ
て
ゐ
た
品
が
、
後
に
燒
け
ず
に
あ

つ
た
の
を
發
見
し
た
時
の
京
山
の
喜
び
は
名

状
す
可
か
ら
ざ
る
も
の
で
、
其
狂
喜
の
情
を
牧
之
に
報
じ
た
書
簡
に
は
、
細
か
な
目
録
ま
で
書
き
添

へ
て
左
の

如
く
し
る
さ
れ
て
居
る
。

　
　

拙
家
此
節
土
藏
建
替
申
候
に
付
、
土
藏
に
納
め
置
候
雜
具
書
籍
の
筥
ど
も
見
世
二
階

へ
移
し
申
候
に
付
、

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二
九

一



　
　
　

區

郭
そ

の
斬

々

・　

　

・　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
九
二

　
　
火
器
用
心
の
品
は
親
類
共
土
藏

へ
あ
づ
け
申
候
、
依
之
亡
兄
手
澤
の
抄
録
な
ど
取
調
べ
申
候
内
に
小
風
呂

　
　
敷
に
包
、
出
火
持
退
と
申
札
紙
附
の
も
の
あ
り
、
ひ
ら
き
見
候

へ
ば
前
年
貴
君
よ
り
御
認
め
被
下
し
二
季

ー

・
雪
話
と
申
す
横
本
の
繪
抄
井
に
越
後
國
繪
圖

一
枚
、
澁
紙
小
筥
の
内
に
雪
車
、
す
か
り
、
か
じ
き
の
類
の

　
　
雛
形
め
り
、
去
年
大
火
の
節
持
出
し
た
乃
つ
f
ら
二
つ
燒
亡
い
た
し
候
故
、
右
品
も
某

内
に
燒
け
失
ひ
候

　
　
事
と
殘
念
が
り
し
に
、
今
此
風
呂
敷
包
を
得
て
泥
中
に
玉
を
拾
ひ
た
る
心
地
し
て
、
黄
泉
の
亡
兄
を
思
ひ

　
　
出
し
、
萬
歳
の
貴
老
雪
に
御
深
切
な
る
を
か
ん
し
ん
仕
候
て
三
十
年
の
昔
、
一
日
の
如
く
に
存
候
、
云
々
」

　
　
右
串
上
候
先
年
の
圖
を
見
出
し
候
故
、
先
づ
は
腹
に
の
み
込
み
申
候
、
し
か
の
み
な
ら
ず
九
月
末
に
奉
公

　
　
入
召
抱
申
候
、
此
者
は
越
後
國
焦
沼
郡
千
駄

ク
谷
藤
澤
村
百
姓
市
二
郎

二
男
吉
藏
、
當
年
二
十
才
に
相
成

　
　
申
候
、
老
實
の
者
に
て
此
吉
藏
に
貴
君
の
雪
の
圖
を
見
せ
、
こ
れ
は
か
う
で
あ
る
か
、

こ
れ
は
か
う
か
と

　
　
受
け
給
は
り
、
前
年
の
雛
形
を
見
せ
、

雪
車
の
使
ひ
方
、

雪
中
の
働
き
、

其
外
雪
の
は
な
し
き

・
申
す

　
　
と
、
　
幅
文
不
逋
の
者
故
は
な
し

も
前
後
錯
雜
い
た
し
、

國
の
話
を
す
る
時
は

一
し

ほ
國
こ
と
ば
に
相
成

　
　
り
、
き

・
わ
け
難
き
事
多
く
、
は
か
ら
ず

一
笑
を
催
し
申
候
、
さ
れ
共
目
前
に
は
な
し
を
其
入
に
聞
き
候

　
　
故
發
閏
の
事
も
多
く
御
座
候



　
　
曲
亭
よ
り
も
音
信
あ
り
て
、
雪
話
の
事
私

へ
も
曲
亭
よ
り
た
の
み
た
し
と
の
事
、
上
首
尾
安
心
仕
候

こ
れ
に
よ
つ
て
見
る
と
、
幸
に
し
て
失
せ
た
と
思
つ
た
も
の
が
發
見
さ
れ
た
の
で
如
何
に
京
山
が
喜
ん
だ
か
f
,,

わ
か
る
。
何
に
し
て
も
越
後
の
事
情
を
更
に
知
ら
ぬ
作
者
が
、
書
信
の
往
復
の
み
で
材
料

を
得
る
の
だ
か
ら
、

如
何
に
模
型
を
手
許
に
逾
つ
て
貰

つ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
う
用
ゐ
ら
れ
る
の
か
、
江
戸
の
八
な
p.しが
想
像
、

の
及
ぶ
所
で
は
な
い
。
然
る
に
そ
れ
が
雪
の
深
い
所
の
も
の
を
抱

へ
入
れ
て
、
そ
れ
に
取
敢

へ
ず
雪
の
話
を
聞

い
た

一
齣
の
如
き
は
、
讀
ん
で
頗

る
興
味
を
感
ず
る
話
で
あ
る
。

九
　
馬
琴
と
京
山
の
疎
隔

　
前
項
の
書
状
の
末
段
に
は
馬
琴
も
い
よ
く

承
諾
し
て
、
京
山

へ
も
其
旨
を
申
越
し
て
來
た
と
い
ふ
の
で
、
,

京
山
は
案
ず
る
程
で
も
な
く
甚
だ
好
結
果
で
あ

つ
た
と
喜
ん
で
居
る
が
、
こ

、
に
聊
か
馬
琴
と
京
山
と
の
問
柄

、

に
就
て
書
く
必
要
が
あ
る
。
全
體
誰
も
知

る
如
く
馬
琴
は
文
壇
に
雷
名
を
博
し
た
入
で
あ

る
が
、
、實
は
京
山
の

亡
兄
京
傳
を
師
と
し
て
戯
作
の
修
業
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
馬
琴
は
京
山
よ
り
も
年
長
で
あ
る
か
ら
、
云
は
。・.

先
輩

の
地
位
で
は
あ
る
が
、
併
し
自
分
の
師
の
弟
た
る
京
山
に
封
し
て
は
、
馬
琴
と
雖
も
そ
こ
に
は
多
少
義
理

、

　
　
　
　
五
　
北
…越
雪
譜
の
出
[版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
三



　
　
　
　
團躑
・暑
そ

の
折

々
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
二
九
四

も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
年
始
、
中
元
な
ど
の
季
節
に
は
互
に
往
來
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ

る
の
に
、
此
二
人
は
殆
ん
ど
呉
越
も
蕾
な
ら
ぬ
程
に
疎
遠
で
、
馬
琴
は
曾
て

一
度
も
師
家
な
る
京
山
を
訪
ね
た

こ
と
も
な
け
れ
ば
、
京
山
も
亦
馬
琴
の
淌
息
は
牧
之
の
書
簡
に
よ
つ
て
始
め
て
知

る
位
で
あ

つ
た
。
こ
れ
は
馬
旨

琴
の
倣
岸
な
る
氣
質
が
因
を
な
し
て
ゐ
る
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
是
非
の
剃
斷

は
他

に
讓

つ
て
兎
も
角
二

入
は
甚
だ
相
和
さ
な
か
つ
た
。
之
に
對
し
て
律
義
な
る
牧
之
は
頗
る
面
白
か
ら
ず
思
ひ
、
書
簡
の
つ
い
で
に
は
凵

京
山
に
向
つ
て

「忍
」
の

一
字
を
説
い
て
ゐ
た
。
話
が

つ
い
岐
路
に
入
つ
た
形
で
あ
る
が
、
問
題
の
雪
譜
が
い

よ
い
よ
馬
琴
の
手
か
ら
離
れ
て
京
山
に
移
つ
た
に
つ
い
て
は
、
牧
之
は
盆
・〉
此
兩
者
間
の
疎
隔
を
解
き
た
い
と
・

考

へ
て
、
ど
う
か
是
非
馬
琴
と
往
來
し
て
貰
ひ
た
い
と
京
山
に
向
つ
て
切
に
勸
め
た
。
牧
之
の
書
簡
に
答

へ
た

京
山
は
、
此
事
に
つ
い
て
左
の
如
く
云
う
て
ゐ
る
。

　
　
馬
琴

へ
し
た
し
み
を
結
び
私
罷
越
、
翕
が
起
居
を
も
尋
ね
候
樣
に
と
御
心
ぞ

へ
被
下
あ
り
が
た
く
、
臭
越
・.

　
　
の
如
く
更
に
音
信
も
聞
き
不
申
候
故
に
眼
病
の
由
も
釁
翕
御
書
中
に
て
始
め
て
存
じ
申
候
、
著
作
堂
と
申

　
　
す
人
、
腰
は
ぬ
け
る
と
も
右
の
手
さ

へ
自
在
な
ら
ば
机
上
に
黄
金
を
耕
し
可
申
候

へ
共
、
眼
病
と
は
さ
て

　
　
さ
て
氣
の
毒
千
萬
也
、
何
れ
奪
意
に
任
せ
近
日
わ
ざ
く

御
蕁
ね
可
申
候



馬
琴
の
眼
病
と
い
ふ
こ
と
は
江
戸
に
居
る
著
作
者
仲
聞
で
は
唯

一
入
知
ら
ぬ
も
の
は
な

い
位
で
あ

る
の
じ
、
そ

れ
す
ら
京
山
は
知
ら
ず
に
居
て
、
牧
之
の
書
信
で
始
め
て
知

つ
た
と
い
ふ
事
か
ら
考

へ
て
も
、
そ
の
疎
遠
の
程

度
が
わ
か
る
。
こ
の

一
齣
は
天
保
六
年
と
も
思
は
る
・
正
月
二
十
四
日
附
の
書
簡
に
詳

し
く
書
か
れ
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

鳳
O

京

水

と

雪

譜

　
更
に
叉

「
北
越
雪
譜
」
の
問
題
に
戻
る
が
、
天
保
六
年
九
月
九
日
の
書
簡
に
は
左
の
如
く
認
め
て
あ
る
。

　
　
私
ね
が
ひ
に
は
雪
志
初
篇
來
春
三
月
迄
に
上
梓
發
兌
し
て
評
判
も
よ
ろ
し
く
、
書
肆
後
篇
も
と
申
候
節
に

　
　
い
た
り
て
、
五
月
京
水
を
具
し
て
奪
堂

へ
草
鞋
を
と
き
、
後
篇
の
御
相
談
い
た
し
、
京
水
眞
景
を
寫
し
候

　
　
事
も
あ
る
べ
し
、
か
く
あ
ら
ば
上
々
の
首
尾
也
、
表
題
の
事
學
友
達

へ
も
相
談
い
た
し
候
處
、
話
の
字
よ

　
　
り
は
志
の
字
の
方
可
な
ら
ん
と
皆
申
候
ゆ
ゑ
十
目
の
親
る
所
に
從

ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著

　
　
　
　
　
　
北

越

雪

志

　
三
卷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
校

　
　
　
　
五
　
　　北
越
雪
講

の
出
版
さ
る
ゝ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
五



　
　
　

圖

灘圓
そ

の
折

々
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
二
・九
六

　
　
　
　
此
書
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
肆
文
溪
堂
梓

　
　
右
日
向
孕
紙

一
枚
孚
に
す
り
申
候
も
の
江
戸
中
大
屋

へ
く
ば
り
申
候
、
是
を
書
林
の
こ
と
ば
に
び
ら
と
申

　
　
候
、
賣
り
出
し
ま

へ
に
く
ば
る
也
、
右
は
十
枚
ば
か
り
や
が
て
さ
し
上
可
申
候

こ
れ
に
よ
る
と
、
兎
も
角
相
當
に
筆
も
は
か
ど
つ
て
、
先
づ
凡
そ
其
時
分
の
習
慣
と
し
て

「
ち
ら
し
」
を
撒
く

迄
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
且
つ
叉
若
し
も
成
功
す
れ
ば
、
息
子
で
書
の
か
け
る
京
水
を
俘
ひ
、
後
篇
出
版
の
相

談
に
越
後
行
の
段
取
迄
し
て
ゐ
る
こ
と
が
窺
は
れ
る
。

　
禽
ほ
此
京
水
に
つ
い
て
少
し
く
書
い
て
置
く
べ
き
こ
と
は
、
京
水
は
此
作
者
の
片
腕
と
も
な
る
べ
き
大
切
の

働
き
を
し
た
も
の
で
、
書
が
相
當
に
描
か
れ
た
爲
め
に
、
雪
譜
著
作
前
の
事
で
は
あ
る
が
、
京
山
は
京
水
を
俘

う
て
熱
海
に
遊
び
、
數
日
そ
こ
に
入
浴
し
た
際
も
京
水
に
熱
海
の
風
景
を
描
か
せ
て
、
そ
れ
に
京
山
の
文
章
を

添

へ
、
「熱
海
圏
景
」
と
題
し
て
世
に
出
し
た
こ
と
も
あ
る
。
更
に
こ

・
に
附
記
す
べ
き
は

「
北
越
雪
譜
」
の

挿
電
の
大
部
分
は
京
水
の
手
に
成

つ
た
こ
と
で
あ
る
。

越
後
下
り
の
齣
觸
れ



　
京
山
は
又
同

一
書
簡
の
中
に
、
い
よ
ノ
丶
越
後

へ
下
つ
て
牧
之
を
訪
ね
る
時
の
事
を
豫
め
左
の
如
く
書
い
て

居
る
。

　
　
さ
き
の
長
き
事
を
今
申
す
も
老
の
癖
な
吻
、
わ
た
く
し
命
あ
り
て
、
家
内
も
無
事
に
て
、
來
年
奪
堂

へ
京

　
　
水
同
道
參
上
の
節
、
相
願
ひ
候
約
言
左
の
如
し

　
　

一
、
滯
留
の
飾
被
下
候
御
膳
、
御
家
内
末
席
に
つ
ら
な
り
、
御

一
同
様
と
同
じ
惣
漿
い
た
ノ
き
度
事
、
別

　
　
　
段
の
御
馳
走
は
堅
く
御
斷
り
申
上
候
、
却
つ
て
う
ま
く
た
ぺ
不
申
候
事

　
　

一
、
夜
具
絹
類
御
無
用
、
"是
等
堅
く
御
こ
と
は
り
申
上
候
、
私
共
李
口
木
綿
夜
具
相
用
ゐ
申
候
事
、
並
に

　
　
　
夜
具
の
上
げ
お
ろ
し
自
身
に
仕
度
事

　
　

一
、
下
足
の
あ

つ
か
ひ
等
ま
で
す
べ
て
御
家
來
の
御
世
話
に
相
成
候
て
は
却
つ
て
迷
惑
い
た
し
候
間
、
自

　
　
　
身
に
い
た
し
度
候
事

　
　

一
、
萬
端
客
の
あ

つ
か
ひ
は
御
免
可
被
下
候
、
御
親
族
末
席
の
者
同
樣
に
奉
希
上
候

　
　
右
の
如
く
に
候

へ
ば
心
よ
く
足
を
の
ば
し
逗
留
も
い
た
さ
れ
候
、
い
か
樣
粗
末
に
御
取
扱
被
下
候
と
も
決

　
　
し
て
御
恨
み
不
申
候
、
旅
行
者
別
て
堪
忽
大
明
紳
と
心
掛
申
候
、
御

一
笑
ぐ

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
入
七
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書
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二
九
入

京
山
の
此
警
簡
は
實
に
委
曲
を
盡
し
た
も
の
で
、
幾
ん
ど
封
坐
し
て
語
る
が
如
き
は
筆
の
ま
は
る
人
の
常
で
あ

る
が
、

特
に
此
書
簡
を
掲
げ
る
の
は
、

京
山
の
文
才
を
示
す
と

共
に
其
八
格
の

一
端
を
知
ら
せ
た
い
爲
で
あ

る
。
京
山
は
江
戸
に
居
て
は
當
時
頗
る
文
名
の
高
か
つ
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
割
合
に
質
素
の
生
.活
で
、
酒
も
、

飮
ま
ず
贅
澤
も
せ
ぬ
と
い
ふ
夲
生
の
状
が
、
此
書
中
か
ら
も
偲
ば
れ
る
と
い

へ
ば
云
ひ
得

る
。

=

醐

書
名
漸
ー
定
ま
る

同
じ
天
保
六
年
五
月
の
書
簡
中
に
曰
く
、

　

つ
ら
く

お
も
ふ
に
、
此
度
雪
篇
の

一
舉
、
奪
翕
畫
を
能
し
給
ふ
故
、
圖
あ
り
説
あ
り
て
成
れ
る
也
、
余

　
幸
に
こ
れ
に
與
り
て
そ
の
全
を
な
せ
り
、

一
度
梓
に
上
り
て
は
海
内
に
布
き
候
て
不
巧
に
も
傳
ふ
べ
し
、

　
拙
文
の
代
筆
に
奪
名
を
穢
す
と
雖
も
,
天
幸
を
得
て
世
に
行
は
れ
た
る
翕
が
名
を
他
國
に
雷
同
せ
ん
事
、

　
我
に
於
て
雀
躍
に
不
堪
候
、
翕
が
年
來
の
御
望
み

一
時
に
成
就
せ
ん
事
、
良
縁
の
時
を
得
た
る
に
在
り
、

　
可
賀
く

　

一
昨
日

(
五
月
二
十
日
)
書
肆
文
溪
堂
の
番
頭
嘉
七
と
申
者
訪
ひ
來
り
、
雪
上
の
卷
、
筆
耕
之
校
合
持
參



申
候
、
さ
て
主
人
ロ
上
に
、
雪
志
之
外
題
、
相
成
る
べ
き
事
な
ら
ば
雪
譜
と
申
被
成
度
、
右
は
唱

へ
も
よ
・

う
し
く
、
且
亦
先
達
而
中
よ
り
京
、
大
坂
、
名
古
屋
本
屋
共

へ
も
此
度
雪
譜
と
申
す
も
の
ほ
り
立
て
、
や

が
て
う
り
出
し
候
噂
も
申

つ
か
は
し
お
き
候
、
そ
の
返
事
に
雪
譜
く

と
申
越
し
、
或
は
叉
馬
琴
著
述
の

末
に
も
此
名
見
申
候
ゆ
ゑ
、
他
國
本
屋
共
も
雪
譜
方
請
よ
ろ
し
く
故
、
な
る
ぺ
き
事
な
ら
ば
雪
譜
に
い
た

し
度
、
そ
れ
と
も
先
生
思
召
次
第
と
申
候
ゆ
ゑ
、
私
言
下
之
答

へ
に
譜
も
志
も
字
意

は
遠
か
ら
ず
、
志
と

す
る
所
以
は
馬
琴
が
題
し
た
る
が
い
や
さ
故
也
、
こ
れ
は
此
方
の
ま
け
惜
み
也
、
馬
琴
が

一
笑
は
搶
海
の

一
粟
也
、
譜
と
す
べ
し
く

と
答

へ
申
候
,
此
段
左
樣
に
思
召
被
下
度
候
、
さ
て
此
嘉
七

へ
酒
肴
を
も
て
、

な
し
、
し
ば
ら
く
物
語
の
内
に
、
雪
譜
は
い
つ
之
頃
よ
り
う
り
出
し
に
成
る
べ
き
や
と
蕁
ね
候

へ
ば
、
嘉

七
曰
く
色

々
ほ
り
立
て
候
物
御
座
候
故
、
先
づ
五
月
金
と
存
候
と
申
候
、
此
の
五
月
金
と
は
來
春
に
う
り

出
し
て
五
月
佛
を
と
る
事
を
云
ふ
也
、
こ
れ
は
仲
間
同
志
の
通
言
な
れ
共
、
京
山
は
作
者
故
、
仲
聞
の
通

言
を
以
て
答

へ
し
也
、
來
春
出
版
大
當
り
を
願
ふ
、
可
賀
く

嘉
七
が
言
ば
を
聞
い
て
う
れ
し
く
、
郎
興

　
　

ほ
り
上
て
積
み
重
ぬ
べ
き
雪
の
卷
淌
ぬ
言
ば
を
た
の
み
こ
そ
す
れ

　
　
丑
　
北
越
雪
譜
の
鵠
版
さ
ろ
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
九
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三
〇
〇

前
に
羯
げ
た
書
簡
中
に
も
あ
る
如
く
、
百
里
か
ら
離
れ
た
遽
隔
の
土
地
で
互
に
見
も
せ
ぬ
人
が
幾
ん
ど
江
戸
に

於
て
は
想
像
の
つ
か
ぬ
大
雪
の
本
を
書
く
。
そ
れ
が
と
も
か
く
纒
ま
る
や
う
に
な
つ
た
と
い
ふ
の
も
、
畢
竟
京

山
と
牧
之
と
の
間
に
種
々
微
細
に
亘

つ
て
文
書
の
往
復
が
あ
り
、
或
は
京
山
か
ら
質
問
し
て
來
た
草
稿
を
牧
之

が
見
て
こ

れ
は
斯
う
あ
り
た
い
、
こ

・
は
間
違
ひ
で
あ
る
と

一
々
訂
正
し
た
り
し
て
、
種

々
な
る
面
倒
を
繰
返

し
た
其
勞
苦
の
大
な
る
に
因
る
こ
と
・
思
ふ
。
隨
つ
て
其
文
書
は
何
時
も
數
十
枚
に
亘
つ
た
細
書
で
あ
る
。
叉
.

同
じ
書
簡
中
に
あ
る
如
く
、
抑
も
雪
譜
の
ま
と
ま
つ
た
所
以
は
、
主
と
し
て
牧
之
と
い
ふ
入
に
書
才
の
あ
つ
た

こ
と
が
關
係
を
も
つ
て
ゐ
る
。
粗
雜
な
が
ら
も
文
筆
の
及
ば
ぬ
所
を
書
で
寫
す
と
い
ふ
こ
と
が
、
詰
り
雪
譜
成

功
の
基
で
、
そ
れ
は
京
山
の
言
の
如
く
で
あ
る
。
叉
そ
の
表
題
に
つ
い
て
は
、
京
山
は
或

は
雪
話
と
つ
け
、
或

は
友
人
に
相
談
し
て
雪
志
と
改
め
も
し
た
り
し
た
が
、
途
に
そ
れ
を
雪
譜
と
名
く
る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。
萠

に
も
書
い
た
や
う
に
、
馬
琴
は
牧
之
か
ら
著
作
を
託
さ
れ
て
、
途
に
そ
れ
を
果
さ
な
か
つ
た
が
、
併
し
雪
譜
の

命
名
者
で
、
此
名
を
弘
め
る
に
は
大
功
が
あ

つ
た
。
最
初
表
題
を
雪
譜
な
ど
が
よ
か
ら
う
と
言
ひ
出
し
た
の
は

馬
琴
で
、
自
然
に
其
名
が
定
ま
つ
た
上
に
、
馬
琴
の
著
は
し
た
隨
筆

「玄
同
放
言
」
の
終
り
に
、
ま
だ
筆
を
執

ら
な
い
こ
の
雪
の
話
を

「
北
越
雪
譜
」
と
し
て
廣
告
も
し
て
あ
る
。
こ
ん
な
事
か
ら
諸
方

の
書
肆
仲
間
或
は
讀
.



者
の
間
に
も
其
名
が
知
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
本
屋
か
ら
雪
譜
々
々
と
迫
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
は
無
理
も
な
い
。

多
分
京
山
自
身
も
其
位
の
事
は
承
知
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
其
書
簡
に
も
あ
る
如
く
馬
琴

の
跡
を
踏
ま
な
い
樣

に
と
い
ふ
こ
と
で
、
志
と
か
話
と
か
附
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
途
に
は
馬
琴
の
定
め
た
名
に
戻

つ
て
、
其

名
で
出
版
さ
れ
た
巓
末
は
、
前
掲
書
簡
の
言
う
て
居
る
通
り
で
あ
る
。

=
昌
　
著
作
料
僅
に
五
兩

,又
同
じ
書
簡
中
に
於
て
、
再
び
越
後

へ
漫
遊
す
る
こ
と
に
就
て
言
ひ
及
ん
で
ゐ
る
。

　
來
年
五
月
私
父
子
遊
第
之
節
は
、
瀞
屋
翕
善
光
寺
蓬
御
案
内
も
あ
ら
ん
樣
に
御
申
の
よ
し
、
あ
り
が
た
く

　
存
じ
候
、
蒲
原
七
奇
も
新
潟
も
遊
寛
い
た
し
度
候
、
併
し
文
藻
を
挾
ん
で
漫
遊
す
る
文
人
多
く
は
○
之
爲

　
な
り
、
余
も
其
同
臭
あ
の
と
雖
も
絶
窮
に
は
あ
ら
ざ
れ
ば
、
錢
を
見
る
こ
と
蠅
の
血
を
見
る
が
如
く
に
は

丶あ
ら
ず

　
五
六
七
月
の
間
技
を
賣

つ
て
嚢
中
十
金

(
十
二
)
餘
せ
ば
足
る
べ
し
、
鳴
呼
拙
技
を
賚

つ
て
こ
れ
を
得
ん

　
こ
と
難
か
る
べ
し
、
茲
に
奪
翕
が
庇
護
を
希
ふ
の
み
、
遶
近
之
諸
友

へ
・御
噂
御
ひ
ろ
め
を
ね
が
ひ
上
る

　
　
　
五
　
北
…越
雪
譜
の
出
版
さ
ろ
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
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三
〇
二

こ
の
書
簡
に
よ
つ
て
見
て
も
、
先
づ
京
山
が
頗

る
眞
摯
の
性
絡
だ
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
。
馬
琴
な
ら
ば
も
う

少
し

エ
ラ
さ
う
に
書
く
で
あ
ら
う
と
思
ふ
所
を
、
敢
て
錢
が
欲
し
く
な
い
と
言
は
ぬ
が
、

三
ヶ
月
も
越
後
に
滯

在
し
て
結
局
窒
み
は
ど
れ
丈
け
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
、
拾
兩
、
そ
れ
を
更
に
訂
正
し
て
抬
貳
兩
を
得
れ
ば
足
る

と
云
う
て
居
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
餘
り
大
な
る
望
み
と
は
思
は
れ
ぬ
。
勿
論
此
時
分
の
金

の
貴
い
こ
と
は
今

の
想
像
の
及
ぼ
ぬ
位
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
現
に
六
七
年
も
か
・
つ
て
非
常
に
勞
を
と
つ
た
「
北
越
雪
譜
」が
、

ど
れ
丈
け
の
著
作
料
を
牧
之
に
約
束
し
た
か
と
い
ふ
に
、
只
僅
に
金
五
兩
で
あ

つ
た
。
而
も
其
中
に
は
息
子
の

京
水
が
幾
ど
七
八
分
通
り
書
筆
を
揮
つ
た
其
書
料
を
も
包
含
し
て
居
る
こ
と
を
考

へ
る
と
、

い
よ
／
丶

十
二
金

と
い
ふ
も
の
は
其
當
時
と
し
て
少
な
い
金
で
も
な
か
ら
う
が
、
併
し
先
づ
大
體
に
於
て
小
な
る
希
望
と
い
う
て

よ
ろ
し
い
。

躙
四
　
京
山
の
馬
琴
訪
問

京
山
が
牧
之
に
與

へ
た
同
じ
書
歌
の
中
に
、
馬
琴
に
關
す
る

一
齣
が
あ
る
。

　
馬
琴
が
臺
所
蕭
然
た
ら
ん
と
て
御
憐
察
御
厚
惰
也
、
夲
日
自
重
い
た
さ
ぬ
謙
徳
の
入
な
ら
ば
書
書
會
で
も



　
　
す

、
め
、
幸
に
よ
り
て
は
四
五
十
金
は
得
可
申
候

へ
共
、
老
鳶
喬
木
に
款
立

(源
醇
)
し
て
入
を
燕
雀
に
す
・

　
　
る
氣
質
故
、
こ
れ
ら
の
事
す

・
め
も
し
が
た
く
、
又
夲
日
人
に
交
は
ら
ぬ
入
ゆ
ゑ
、
書
書
會
の
五
十
金
は

　
　
ギ
・門
萬
戸

へ
腰
を
か
認
め
ね
ば
な
ら
ず
、
今
更
左
様
に
も
な
る
ま
じ
、
鳴
呼
悲
い
哉

　
　
今
日
(菊
月
二
十
五
日
)
菅
紳

へ
參
詣
之
蹄
る
さ
馬
琴
を
訪
ひ
候
處
、
も
は
や
明
き
家
也
、
飯
田
町

へ
つ
ぼ

　
　
み
候
事
と
存
候
、
塀
よ
り
見
や
る
庭
前
の
紅
葉
ば
か
り
が
時
知
り
顏
に
く
れ
な
ゐ
を
示
し
た
る
を
見
て
悲

　
　
涙

一
滴
せ
り

　
　
　
　
あ

る
じ
な
き
明
家
の
庭
に
錦
し
て
紅
葉
藪
禰
瞰
)
照
り
ま
さ
り
け
り

　
　
　
　
明
き
家
の
か
ど
に
塞
荷
の
つ
な
ぎ
馬
琴
は
隣
り
に
か
き
な
ら
し
け
り

　
　
　
　
住
み
す
て
し
あ
る
じ
尋
ね
て
此
頃
に
逢
ひ
瀧
澤
が
宿
札
の
あ
と

　
　
な
ど
思
ひ
つ
f
け
宿

へ
歸
り
申
候

京
山
は
牧
之
か
ら
頻
り
に
馬
琴
を
訪
ね
る
や
う
に
勸
め
ら
れ
、
始
め
て
訪
問
し
て
見
る
と
、
塞
家
に
な
つ
て
居

乖
と
知
ら
せ
て
來
た
書
簡
で
あ
る
。
其
時
分
馬
琴
は
湯
島
に
居
た
の
で
、
京
山
は
湯
島
天
神

へ
參
詣
の
|序
《
ついで
》
に
訪

つ
れ
た
も
の
と
見
え
る
。
併
し
室
家
と
見
た
の
は
京
山
の
間
違
で
、
門
札
が
と
つ
て
あ
つ
て
、
戸
が
し
ま
つ
て

　
　
　
　
.五
　
ル佃越
璽
曇
剛
の
出
}版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
つ
三



　
　
　

圖

書

そ

の
折

々
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
三
〇
四

葡
尢
爲
め
、
i始
め
て
訪
問
し
た
京
山
は
馬
琴
が
家
計
不
如
意
の
爲
め
逧
り
切
れ
な
く
な

つ
て
轉
宅
し
た
も
の
と

早
容
込
を
し
た
も
の
で
あ
ち
う
が
、
實
は
後
に
羯
げ
る
書
簡
に
も
あ
る
如
く
、
馬
琴
は
矢
張

ゆ
ま
だ
そ
こ
に
住

ん
で
ゐ
喪
の
で
あ
つ
た
。

　
然
る
に
京
山
が
馬
琴
を
訪
つ
れ
た
日
に
宅

へ
歸
つ
て
見
る
と
、
馬
琴
か
ら
牧
之

へ
宛
て
た
書
状
が
到
着
し
て

ゐ
た
。
此
時
分
は
京
山
の
方
が
馬
琴
よ
り
も

「
北
越
雪
譜
」
の
關
係
で
牧
之
と
書
信
の
往
復
を
重
ね
て
ゐ
た
の

で
、
馬
琴
か
ら
牧
之

へ
屆
け
る
書
状
は
京
山
の
所

へ
持
つ
て
來
て
、
更
に
そ
れ
を
幸
便
に
託
し
て
逾
つ
た
も
の

で
、
そ
の
事
は
京
山
の
書
簡
中
に
も
見
え
て
ゐ
る
。
京
山
は
此
書
状
に
就
て
フ
ト
考

へ
た
の

は
,
書
状
は
牧
之

宛
で
あ
る
が
、
之
を
開
封
し
た
な
ら
ば
馬
琴
の
淌
息
が
知
れ
よ
う
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
茲
に
書
く

ぺ
き
こ
と
は
、
牧
之
は
豫
て
京
山
に
封
し
て
馬
琴
か
ら
の
書
默
は
開
封
苦
し
か
ら
ず
と
云
ふ
こ
と
を
許
し
て
あ

つ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
の
事
も
亦
京
山
の
書
朕
中
に
チ
ラ
ホ
ラ
見
烹
て
ゐ
る
。
其
わ
け
は
、
察
す
る
に
馬
琴
の

書
状
ガ
越
後

へ
屆
い
て
」
そ
れ
を
牧
之
が
見
て
、
そ
し
て
其
中
に
認
め
ら
れ
て
あ
る
事
を
更
に
江
戸

へ
報
じ
て

來
る
乏
い
ふ
事
に
な
る
と
、
其
間
大
變
な
日
子
を
要
も
、
時
に
甚
だ
遲
れ
る
こ
と
も
あ
ゐ
の
で
、
便
宜
上
先
づ

開
封
も
て
よ
ろ
し
い
と
い
ふ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
京
山
は
開
封
も
て
讀
ん
だ

の
で
あ
る
が
、
當



罅

京
山
か
ら
牧
之
に
宛
て
た
書
中
に
は
左
の
如
く
書
い
て
あ
る
。

　
　
翕

へ
の
返
書
と
て
懷
中
よ
り
出
し
候
ゆ
ゑ
に
馬
翕
が
身
の
上
の
こ
と
も
此
書
に
あ
ら
ん
と
存
じ
、
、且
つ
は

　
　
兼

々
御
差
圖
に
ま
か
せ
内
見
し
て
御
屆
け
申
候
、
是
よ
り
馬
琴
の
書
簡
を
見
ん
と
て
先
づ
筆
を
此
處
に
と

　
　

ど
む

口
五
　

一

覽

火

中

記

　

さ
て
京
山
が
馬
琴
よ
り
牧
之
宛
の
書
状
を
内
見
し
て
み
る
と
、
茲
に
京
山
に
は
默
覗
さ
れ
ぬ
こ
と
が
書
か
れ

　
　
●

て
あ

つ
た
。
試
み
に
其
内
容
を
云
う
て
見
る
と
、
牧
之
が
雪
譜
の
著
述
を
京
山
に
任
せ
、
そ
れ
が
漸
く
成
功
せ

ん
と
す
る
揚
合
に
臨
ん
で
、
馬
琴
は
其
功
の
全
く
京
山
に
歸
せ
ん
こ
と
を
妬
ま
し
く
感
じ
た
か
の
如
く
、
例
の

馬
琴
の
筆
法
で
、
實
は
雪
譜
の
板
|元
丁
字
屋
《

ち
やう
じ
や
》に
は
自
分
か
ら
も
懇
々
頼
ん
で
置
い
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
丁
字

「屋
も
快
く
8ー
受
け
た
、
と
い
ふ
や
う
な
事
を
書
い
て
、
非
常
に
御
爲
め
こ
か
し
を
云
う
て
ゐ
る
。
其
中
に
京
山

か
ら
言
は
す
れ
ば
頗
る
虚
僞
の
言
を
弄
し
て
ゐ
る
樣
な
點
が
散
見
さ
れ
る
の
で
、
京
山

は

一
讀
大
に
憤
つ
た
。

そ
こ
で
早
速
筆
を
執
の
、
馬
琴
の
言
に
封
し
て
辨
駁
書
を
書
い
た
。
そ
れ
は

「
一
覽
火
中
記
」
と
題
す
る
四
五

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
ゝ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
五



　
　
　
　
圃
書

そ

の
折

々
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
・
　
　

　
　
　

　
　

三
〇
六

・枚
の
も
の
で
、
さ
す
が
に
痛
快
に
駁
し
て
居

つ
て
、
何
人
が
讀
ん
で
も
馬
琴
が
僞
君
子
で
あ
る
こ
と
を
思
は
し

む
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

一
々
此
處
に
其
長
い
文
章
を
引
く
わ
け
に
は
行
か
ぬ
が
、
全
體
馬
琴
と
い
ふ
人
は

・非
常
に
自
費
心
の
強
い
人
で
、
そ
れ
が
爲
め
に
往
々
非
難
を
受
け
た
。
且
つ
著
作
者
な
ど
と
い
ふ
も
の

・
癖
と

し

て
、
兎
角
同
業
者
間
相
互
誹
謗
を
敢
て
す
る
が
通
弊
で
、
馬
琴
亦
此
弊
中
の
八
た
る
を
免
れ
得
な
い
わ
け
で

あ
る
が
、
單
に
此
時
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
後
に
至
つ
て
、
馬
琴
の
題
せ
る
雪
譜

と
い
ふ
名
を
用
ゐ
て

日居
る
事
に
就
て
も
何
か
誇
り
顏
に
云

々
し
て
、
牧
之
に
書
状
を
寄
せ
て
屠
る
位
で
、
こ
の

「
一
覽
火
中
記
」
の

一
番
末
に
、
京
山

は
例
の
狂
歌
二
首
を
載
せ
て
馬
琴
を
罵
倒
し
て
居
る
。

　
　

狐

の
み
人
を
ば
か
す
と
思
ひ
し
に
馬
の
狐
に
ま
さ
る
に
く
さ
よ

　
　

乘
せ
掛
て
さ
て
喜
ば
す
馬
な
れ
ば
ひ
そ
か
に
八
を
け
る
こ
と
も
あ
り
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

.

・こ
れ
は
勿
論
馬
琴
が
「
北
越
雪
譜
」
の
著
述
を
引
受
け
、
長
く
牧
之
を
幌
ば
せ
て
ゐ
て
、
到
頭
出
來
ず
に
終
つ
た

・事
を
諷
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
體
馬
琴
の
性
質
と
し
て
、

一
度
自
分
の
繩
張
内
に
入

つ
た
も
の
を
人
手
に
渡
す
と
い
ふ
事
は
餘
程
遺
憾
と

-す
る
方
で
あ
る
か
ら
、
何
か
に
つ
け
て
文
句
が
起
の
は
せ
ぬ
か
と
は
、
豫
て
京
山
も
恐
れ

且
つ
期
し
て
居
た
の

鋸



で
あ
つ
た
が
、
馬
琴
の
書
状
を
見
て
、
そ
ろ
く

起
つ
て
來
た
ワ
イ
と
感
じ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
よ
り
ズ
ツ
ト

後
の
.書
簡
中
に
も
京
山
は
他
日
の
事
を
心
配
し
て
云
々
し
て
ゐ
る
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
雪
譜
前
篇
を
世
に
出
し

て
、
そ
れ
が
若
し
成
功
し
た
と
な
る
と
、
馬
琴
は
或
は
書
肆
の
方

へ
手
を
廻
し
て
、
書
孫
の
方
か
ら
牧
之
に
向

つ
て
後
篇
を
馬
琴
に
頼
む
や
う
に
云
は
せ
て
、
後
篇
著
作
の
野
心
を
起
さ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。
ど
う
か
萬

一
さ
う

い
ふ
事
が
起
つ
て
も
、
も
う
後
篇
の
草
稿
は
略
二
出
來
上
つ
て
ゐ
る
し
、
侮
ほ
其
細
目
、
圖
な
ん
ど
に
つ
い
て

相
談
の
爲
め
に
京
山
か
越
後

へ
下
る
こ
と
に
迄
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
で
御
斷
り
に
相
成
り
た
い
と
、
豫
め
牧

之
に
注
意
を
與

へ
て
ゐ
る
。
京
山
の
此
取
越
苦
勞
に
對
し
て
は
幸
に
其
事
な
く
し
て
濟
ん
だ
の
で
あ
つ
た
が
、

京
山
が
斯
く
迄
懸
念
し
た
こ
と
も
、
馬
琴
の
性
格
に
そ
れ
丈
け
彼
れ
を
し
て
警
戒
せ
し
む

る
も
の
が
あ

つ
た
か

ら
で
あ
る
。

觸
六
　
道
樂
も
の
丶
北
馬

　
天
保
六
年
十
月
廿

一
日
附
の
京
山
の
書
簡
に
も
越
後
に
行
く
こ
と
に

つ
い
て
細
々
と
書

い
て
居
る
中
に

一
笑

を
催
さ
せ
る
文
章
が
あ
る
。

　
　
　
　
五
　
　睡北
越
'雪
謡講
の
出
版
さ
ろ
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
〇
七



　
　
　
　
圖
書

そ

の
折

々
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

三
〇
八

　
　
來

春
私
遊
筑
の
節
、
先
觸
の
事
な
ど
御
眞
惰
被
仰
下
あ
り
が
た
く
、
私
も
問
屋
帳
に
て
往
來
す
べ
き
心
掛

　
　
.也
、
北
馬
奪
館

へ
逗
留
中
厚
く
御
取
扱
の
よ
し
は
北
馬
よ
り
も
聞
き
申
候
、
人
之
信

は
萬
歳
不
淌
、
北
馬

　
　

は
酒
色
を
こ
の
み
候
人
物
ゆ
ゑ
、
奪
堂
逗
留
中
も
妓
樓

へ
登
り
候
事
し
ば
く

な
る
由
も
北
馬
か
た
り
申

　
　

候
、
私
は
二
十
年
以
來
も
と
め
て
妓
樓

へ
登
る
事
を
せ
ず
、
叉
た
ま
く

富
人
に
誘
は
れ
妓
席
に
連
な
り

　
　
候
事
あ
れ
ど
閨
房
に
入
る
こ
と
を
せ
ず
、
賢
人
顏
し
て
色
を
好
ま
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
頗
る
名
を
賚
り
候
故

　
　

京
山
が
如
何
な
る
こ
と
を
云
ひ
し
や
な
ど
と
其
妓
に
尋
ね
る
人
も
あ
る
べ
し
、
閨
中
の
語
は
何
れ
痴
情
な

　
　
る
も
の
ゆ
ゑ

一
言
に
名
を
穢
す
も
い
や
也
、
叉

一
度
限
り
に
て
再
び
其
妓
を
む
か

へ
ざ
れ
ば
遊
里
の
情
格

　
　

を
知
ら
ぬ
奴
と
言
は
れ
て
も
口
惜
く
、
寧
ろ
妓
に
近
よ
ら
ざ
る
が
ま
し
也
と
、
九
年
面
壁
之
悟
り
を
ぴ
ら

　
　

き
候
、
江
都
の
遊
廓
で
す
ら
如
斯
、
況
や
村
妓
驛
娼
に
於
て
を
や
、
た
と

へ
新
潟
之
淫
廓
に
た
て
こ
も
る

　
　
八
百
八
後
家
ど
(此
問
文

字
不
明
)め

へ
つ
た
孔
明
の
八
陣
を
布
き
八
方
よ
り
取
り
か
こ
み
、

ふ
ん
ど
し
の
旗
を
ひ
る

　
　
が

へ
し
虱
の
雨
を
降
ら
す
と
も
、
京
山
文
筆
の
矛
先
を
以
て
突
破
り
、
先
生
さ
ん
わ
し
に
も
扇
を

一
本
か

　
　

い
て
く
ん
な
さ
う
と
降
參
さ
せ
ん
事
、
余
が
胸
中
に
在
り
、
此
義
に
於
て
は
御
安
心
可
被
下
候

こ

の
書
簡
は
、
最
早
追
々
越
後

へ
旅
行
の
期
が
迫
る
に

つ
い
て
、
更
に
旅
行
出
先
き
の
事
迄
書
き
立
て
た
も
の



で
あ
る
。
こ
の
先
觸
れ
、
或
は
問
屋
帳
と
い
ふ
事
は
、
今
人
に
は

一.寸
分
り
兼
ね
る
で
あ
ら
う
が
、
苟
く
も
徳
・

川
家
の
|家
來
《

け
ら
い
》
或
は
士
籍
に
在

る
も
の

・
旅
行
に
當
つ
て
の
特
權
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、

こ
れ
が
爲
め
に
は
尠

な
か
ら
ぬ
便
利
を
得
る
。
先
觸
れ
を
發
し
て
宿
泊
所
を
定
め
、
入

足
を
徴
發
す
る
な
ど
の
こ
と
を
い
う
た
の
で

あ
る
。
叉
此
書
簡
に
よ
つ
て
牧
之
が
北
馬
に
交
り
の
あ

つ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
が
、
北
馬

は
北
齋
の
門
人
で
、

淨
世
繪
を
書
い
て
相
當
に
名
聲
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
永
い
間
放
埓
を
し
て
ゐ
た
ら
し
い
が
、
京
山
に

北
馬
と
は
選
を
異
に
し
、
放
埓
は
せ
ぬ
と
い
う
て
獨
自
の
地
歩
を
占
め
て
ゐ
る
こ
と
が
文
字
の
間
に
歴

々
と
レ

て
ゐ
る
。
斯
く
て
い
よ
ぐ

-
天
保
七
年
の
夏
に
は
京
山
は
牧
之
を
訪
ふ
事
に
な
つ
た
の
で
、
約
の
如
く
、
そ
れ

迄
に
是
非
雪
譜

三
冊
を
版
に
し
て
、
そ
れ
を
土
産
に
持

つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
、
其
頃
の
書
簡
に

は
頻
り
に
版
の
督
促
を
し
て
ゐ
る
事
が
書
い
て
あ
る
。
若
し
間
に
合
は
ね
ば
校
正
刷
で
も
取
揃

へ
て
持
參
し
よ

う
と
、
氣
を
揉
ん
で
ゐ
る
こ
と
も
書
面
の
上
に
見
え
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

纈
七
　

父

子
相

携

へ
て
越

後

ヘ

・'
京
山
書
簡
集
の
最
後
に
、
天
保
七
年
五
月
發
の
書
状
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
よ
く
|
江
《

へ
》

戸
發
足
に
近
づ
い
た
場

　
　
　

五
　
北
越
雪
壁
醐
の
出
版
さ
ろ
ゝ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
〇
九

　



　
　
　
　
圖

書

そ

の
折

、々
　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　
三
一
〇

合
の
書
默
で
、
そ
の
中
に
は
左
の
如
く
書
か
れ
て
あ
る
。

　
　
此
度
旅
行
は
御
本
丸
御
數
寄
屋
組
頭
野
村
休
成
内
岩
瀬
理

一
郎
と
申
先
觸
れ
に
て
族
行
仕
候

(
右
は
私
茶

　
　
道
の
師
也
)

　
　
江
戸
發
足
よ
り
七
泊
り
に
て
御
地

へ
着
の
心
得
也

　
　
先
觸
れ
は
鹽
澤
留
り
に
可
致
候

(發
足
前
日
に
も
先
觸
れ
出
し
可
申
と
存
候
)

此
書
簡
は
鄙
ち
先
觸
れ
、
問
屋
帳
な
ど
を
説
明
し
て
ゐ
る
。
元
來
京
山
は
茶
人
で
あ
つ
て
、
自
分
の
家
に
も
釜

を
か
け
て
幾
何
か
の
弟
子
を
と
つ
て
居
た
位
で
、
こ
の
書
簡
に
幕
府
の
茶
の
役
人
の
門
入
で
あ
る
と
書
い
て
あ

る
の
は
其
故
で
あ
る
。
岩
瀬
理

一
郎
と
い
ふ
の
は
京
山
自
身
の
こ
と
で
、
京
山
は
又
|百
樹
《

も
、き
》と
も
稱
し
た
。
さ
て

此
の
茶
の
御
役
人
は
石
州
流
の
茶
人
で
あ
る
か
ら
、
京
山
も
亦
石
州
流
で
あ

つ
た
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
兎
・

に
角
四
十
年
の
交
り
で
、
交
通
は
頻
々
と
や
つ
て
ゐ
た
が
、
ま
だ

一
度
も
顏
を
見
た
こ
と
も
な
い
其
八
と
、
手
'

を
把

つ
て
互
に
談
ず
る
の
も
近
き
に
あ
る
事
を
喜
ん
で
ゐ
る
樣
子
が
此
書
簡
に
は
躍
如
と
し
て
ゐ
る
。

　
斯
う
し
て
京
山
は
逾
に
約
を
履
ん
で
天
保
七
年
夏
、
子
息
京
水
を
件
う
て
は
る
み
丶
鹽
澤
迄
下
つ
て
、
草
鞋

を
鈴
木
家
に
解
い
た
の
で
あ

つ
た
。
そ
し
て
漸
く
出
來
た

「
北
越
雪
譜
」
l
l

恐
ら
く
こ
れ
は
ま
だ
板
に
彫
刻



し
た
丈
け
の
校
正
刷
を
、
假
綴
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
が
ー

-を
、
待
ち
こ
が
れ
て
ゐ
た
牧
之
に
土
産
と
し
て
.

賂
う

た
こ
と
・
思
は
れ

る
し
、
之
を
受
け
た
牧
之
の
喜
び
は
實
に
喩

へ
る
に
物
が
な
い
位

で
あ

つ
た
と
察
せ
ら

る

・
。
何
に
し
て
も
牧
之
が
雪
譜
著
作
の
考
を
起
し
て
京
傳
に
囑
し
て
以
來
、
三
十
年
の
星
霜
を
經
て
ヤ
ッ
ト
ー

の
事
で
出
來
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
喜
悗
は
ま
つ
た
く
想
察
す
る
に
餘
り
あ
る
。

　

さ
て
京
山
と
い
ふ
男
も
、
兄
京
傳
の
關
係
か
ら
慾
徳
を
は
な
れ
て
全
然
好
意
的
に
此
著
述
を
な
し
、
且
つ
詩

歌
俳
句
ま
で
も
悉
く
代
作
を
し
て
あ
る
の
に
、
何
處
ま
で
も
牧
之
の
著
と
し
て
世
に
出
し
た
こ
と
も
矢
張
り
好

意
の

一
つ
で
あ
る
.
禽
ほ
其
人
の
著
作
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
迄
も
其
人
の
意
に
副
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
じ
ふ
所
か

ら
、
細
大
と
な
く
牧
之
に
相
談
し
た
。
從

つ
て
そ
の
往
復
書
簡
は
實
に
澤
山
の
も
の
で
あ

る
。
何
れ
に
し
て
も
-

著
作
に
は
經
驗
の
な
い
田
舎
風
流
人
の
牧
之
の
事
で
あ
る
か
ら
、
種
々
な
る
注
文
難
題
が
書
簡
の
折

々
に
云
は

れ
て
あ
る
の
を
、
京
山
は
夂
少
し
も
そ
れ
を
う
る
さ
が
ら
ず
に
、
云
う
て
來
た
事
柄
に
つ
い
て
、
改
む
べ
き
は
見

直
ち
に
改
め
、
又
牧
之
の
云
ふ
事
が
誤

つ
て
居
る
事
は
懇
切
に
読
明
し
て
、
毫
末
も
倨
傲

の
氣
を
示
さ
ず
、
牧
一

之
を
し
て
快
く
納
得
せ
し
め
、
そ
し
て
此

一
篇
の

「
北
越
雪
譜
」
が
出
來
上
つ
た
。
斯
う
考

へ
る
と
多
年
に
一耳

る
京
山
の
心
勞
を
察
す
べ
き
で
、
若
し
京
山
が
勝
手
に
書
く
自
著
で
あ

つ
た
ら
、
恐
ら
く

五
年
も
か

・
る
も
9

　
　
　
　
五
　
"北
」越
一雪
譜
の
出
版
ざ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
一
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三
一
二

を
牟
年
位
で
サ
ッ
サ
ト
書
き
上
げ
て
し
ま
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
ば
幾
ん
ど
雪
譜
の
原
稿
に
も
近

い
程
の
紙
一

數

の
書
簡
を
積
ん
で
、
し
ば
く

往
復
を
重
ね
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
他
の
文
人
達
の
な
し
能
は
ざ
る
所
を
爲
し
・

た
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
且
つ
越
後
の
地
を
曾
て
踏
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
越
後
人
で
も
雪

の
薄
い
地
方
の
も
の

　
／

は
想
像
も
及
ば
ぬ
大
雪
の
有
樣
を
餘
り
間
違
も
な
く
、
さ
な
が
ら
越
人
の
冩
實
的
に
書
い
た
も
の
で
あ

る
か
の

如
く
に
現
は
し
得
た
の
は
、
畢
竟
細
目
に
亘
つ
て
非
常
に
煩
は
し
い
往
復
を
重
ね
た
結
果

で
、
雪
譜
が
江
戸
の
.

人
の
手
に
成

つ
た
に
も
拘
は
ら
ず
、
そ
れ
が
全
く
土
地
の
人
牧
之
の
筆
に
成

つ
た
如
く
見

え
る
と
い
ふ
の
は
,

京
山
勉
強
の
力
に
よ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

闘
八
　
牧
之
の
中
風
再
發

劇
「
北
越
雪
譜
し
に
收
め
て
あ
る
幾
多
の
書
は
、
最
初
の
計
書
で
は
|國
貞
《

くに
さだ
》と
い
ふ
浮
世
繪
師
に
書
か
せ
る
筈
で
あ

,

つ
た
が
、
そ
れ
が
捗
取
ら
ぬ
爲
め
僅
に
|印
《
し
るレ
》
ば
か
り
に
此
の
人
の
描
い
た
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
あ
る
。
そ
の
他
の

大
部
分
は
京
山
の
息
子
京
水
で
、
親
父
の
傍
ら
に
在

つ
て
そ
の
指
圖
の
ま
に
く

筆
を
執

る
か
ら
、
畫
と
草
稿

・

と
し
つ
く
り
合

つ
て
ゐ
る
。

一
軒
の
家
に
文
章
を
書
く
も
の
と
盡
を
か
く
も
の
と
が
揃
つ
て
居
る
な
ど
は
希
有

h



の
事
で
、
雪
譜
成
功
の

一
原
因
は
確
に
此
處
に
も
あ
る
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

　
京
山
の
書
簡
は
す
ぺ
て
罫
紙
に
書
か
れ
て
ゐ
て
、
之
を
集
め
れ
ば
直
ち
に
冊
子
に
な
る
や
う
な
髏
裁
に
な
つ
.

て
屠
る
か
ら
、
百
四
五
十
枚
宛
を
綴
ぢ
て
大
き
な
厚
い
二
冊
の
本
に
仕
立
て

・
あ
る
。
而
し
て
其
卷
端
に
牧
之
.

が

「
兒
孫
に
示
す
」
と
題
書
し
て
、
京
山
と
の
交
際
、
雪
譜
編
纂
の
始
末
を
叙
し
て
居
る
。
但
し
こ
れ
は
兼
て
.

牧
之
が
中
風
の
氣
が
あ

つ
た
と
こ
ろ
、
恰
も
京
山
が
越
後
の
鹽
澤

へ
訪
ね
て
行
つ
た
時
に
叉
復
そ
れ
が
再
發
し
.

て
、
折
角
珍
客
の
來
た
の
を
家
に
留
め
置
き
、
自
分
は
三
週
間
ば
か
り
ど
こ
か
の
湯
治
揚

へ
出
か
け
、
,
そ
れ
か

ら
中
風
が
だ
ん
く

重
く
な
つ
て
餘
程
不
自
由
に
な
つ
た
。
そ
の
後
書
簡
を
冊
子
に
綴
り
、
ま
は
ら
ぬ
筆
を
強

ひ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
文
を
讀
ん
で
見
て
も
大
部
分
の
意
味
は
わ
か
る
。

一
寸
文
章
の
通
じ
な
い

所
も
あ
る
が
、
な
る
べ
く
意
味
を
取
違

へ
ぬ
や
う
に
自
分
で
補

つ
て
、
聊
か
筆
も
加

へ
た
上
、
左
に
そ
れ
を
掲
一

げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　

兒
孫
に
示
す

　
　

山
東
庵
京
山
は
凉
仙
と
號
し
通
稱
は
岩
瀬
理

一
郎
、
故
八
京
傳
之
舍
弟
に
て
、
兄
五
十
餘
歳
、
急
病
に
て
・

　
　
物
故
、
實
子
な
き
爲
め
其
跡
を
受
く
、
京
山
子
、
青
山
侯
之
近
侍
た
り
し
時
武
藝
を
好
み
其
修
養
あ
り
。、

　
　
　
　

五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
ゝ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
コ
ニ
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三
剛
四

叉
篆
刻
を
も
能
く
せ
り
、
而
し
て
山
東
庵

一
流
の
戯
作
を
な
し
て
世
を
渡
る
、
余
此

兄
弟
と
魚
雁
往
來
す

る
こ
と
四
十
年
、
余
が

一
生
の
志
願
は
北
越
雪
譜
を
著
し
て
曹
く
海
内
に
流
布
せ
ん

と
す
る
に
在
り
、
初
、

め
雪
耋
と
説
と
を
京
傳
に
寄
せ
、
余
の
爲
め
に

一
書
を
著
さ
ん
事
を
託
し
、
京
傳
も
諾
し
、
繪

は
玉
山
、

芙
蓉
に
託
し
、
こ
れ
も
諾
し
た
る
に
、
皆
前
後
し
て
黄
泉
の
客
と
な
り
、
志
願
行
屆
か
ず
、
其
後
馬
琴
翁
.

と
交
は
る
事
深
け
れ
ば
之
に
託
す
る
こ
と
・
な
り
、
翕
は
越
後
雪
譜
の
表
題
を
撰
び
、
玄
同
放
言
に
掲
示
・

迄
し
な
が
ら
机
上
の
耕
生
活
世
話
敷
と
て
徒
ら
に
星
霜
を
重
ね
、
馬
翕
も
は
や
六
十
の
坂
を
四
ッ
越
し
居

れ
ば
成
功
覺
束
な
く
、
依
て
之
を
斷
り
、
更
に
京
山
に
託
せ
し
所
、
い
と
た
や
す
く
引
請
、
剩

へ
余
が
著
日

述
名
義
に
て
聊
か
の
謝
金
に
て
引
請
、
開
板
前
よ
り
江
戸
に
評
判
立
ち
、
近
年
の
著
述
番
附
の
小
結
び
の

地
位
を
占
む
る
に
至
り
た
る
は
偏
に
京
山
の
取
計
ら
ひ
に
よ
る
事
也
、
馬
翕
も
後
悔
し
て
京
山
を
誹
謗
レ

悪
口
を
申
越
し
た
れ
ど
、
余
は
京
山
に
忍
耐
を
説
き
、
し
ば
ら
く
馬
翕
を
訪
怯
し
め
た
り
、
京
山
も
兄
以

來

の
舊
交
を
忘
れ
ず
遠
路
を
意
と
せ
ず
、
こ
と
し
天
保
七
年
五
月
廿
日
餘
り
、
机
上
の
耕
を
廢
し
子
思
京

水
を
件
ひ
尋
ね
來
り
、
積
る
話
に
日
の
移
る
を
知
ら
ず
、水
無
月
牟
ば
か
り
に
し
て
自

分
の
中
風
發
し
,
三
冖

廻
り
の
入
浴
を
要
す
る
爲
め
留
守
之
饗
應
を
牧
山
に
託
し
た
り
、余
が
病
は
其
後
漸
く
重
く
.京
山
滯
留
六
冖



　
　
十
日
に
及
び
、
京
山
善
光
寺
を
廻
り
歸
府
せ
り
、實
に
今
生
の
別
れ
と
京
山
の
淌
息
を
病
中
の
つ
れ
ん
丶
に

　
　
取
集
め
、
牧
原
に
さ
し
圖
し
て
冊
を
合
綴
し
永
く
記
念
と
な
す
、
兒
孫
み
だ
り
に
之
を
反
故
と
な
す
莫
れ
.

こ
の
自
叙
に
よ
つ
て
京
山
と
牧
之
と
の
交
情
が
わ
か
る
。
郎
ち
前
に
記
述
し
た
事
實
が

こ
・
に
簡
單
に
裏
書
さ

れ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

幽
九

京

山

と

越

後

　
京
山
の
書
簡
な
る
も
の
は
、
彼
が
鹽
澤
に
牧
之
を
蕁
ね
た
所
ま
で
し
か
書
か
れ
て
な

い
の
で
、
鹽
澤
に
於
け

る
京
山
の
淌
息
、
江
戸

へ
戻
つ
て
雪
譜
後
篇
を
著
は
す
ま
で
に
は
四
年
も
か

・
つ
て
ゐ

る
が
、
こ
の
間
に
牧
之
㌦

と
ど
ん
な
往
復
を
重
ね
た
も
の
か
、
そ
の
點
が
甚
だ
明
確
で
な
い
。
京
山
の
書
簡
集
は
今

一
冊
あ
る
と
い
ふ
か

ら
、
そ
れ
を
見
れ
ば
お
の
つ
か
ら
判
斷
も

つ
く
で
あ
ら
う
が
、
寓
目
す
る
機
會
を
得
ぬ
の
で
想
像
し
て
見
る
ほ

か
は
な
い
が
、
只
雪
譜
後
篇
を
讀
む
と
、
京
山
が
越
後
に
於
て
見
聞
し
た
こ
と
が

チ
ラ

ホ
ラ
載
せ
ら
れ
て
あ
る

の
で
、
そ
れ
に
よ
つ
て
淌
息
の

一
端
は
窺
は
れ
る
。
第

一
、
京
山
は
越
後
を
如
何
に
見
た
か
と
い
ふ
に
、
實
は
」

京
山
は
息
子
を
連
れ
て
越
後

へ
行

つ
た
が
、
越
後
で
も
山
の
多
い
殊
に
深
山
地
の
|魚
沼
《

もうを
岨ま
》地
方
を
見
た
丈
で
、
新

　
　
　
　
五
　
　北
越
雪
譜
の
出
冖版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一

五
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三
剛
六

潟
に
も
寺
泊
に
も
行
く
事
を
期
し
て
居
た
に
拘
は
ら
ず
、
折
ふ
し
圭
人
役
の
牧
之
が
中
風
に
罹
つ
て
湯
治
に
出
『

か
け
る
と
い
ふ
騒
ぎ
で
、
萬
事
心
の
儘
に
行
か
な
か
つ
た
事
情
も
あ

つ
て
、
幾
ど
何
處

へ
も
行
か
ず
に
江
戸

へ

立
歸
つ
た
と
見
え
る
。
雪
譜
後
篇
に
京
山
の
録
し
て
居
る
の
を
見
る
と
、
鹽
澤
滯
在
四
十
日
、
鹽
澤
を
は
な
れ

て
|小
千
谷
《

を
ぢ
や
》へ
遊
ん
だ
の
が
十
數
日
、
小
千
谷
に
は
岩
居
と
い
ふ
人
が
居
て
、
姓
は
わ
か
ら

ぬ
が
牧
之
と
は
親
戚
・

關
係
に
あ
る
も
の
ら
し
く
、
京
山
は
そ
れ
を
頼

つ
て
そ
の
家
に
滯
在
し
、
そ
れ
か
ら
江
戸

へ
戻
つ
た
。
折
角
百

里
を
遠
し
と
せ
ず
し
て
出
か
け
た
京
山
は
、
山
を
見
て
歸

つ
た
に
過
ぎ
ぬ
。
鹽
澤
は
別
し
て
山
地
、
滯
在
中
の

四
十
日
間
は
殆
ど

}
回
も
鮮
魚
と
い
ふ
も
の
を
箸
に
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
。
小
千
谷
に
至
つ
て
始
め
て
.

そ
れ
も
川
魚
で
あ
る
鮮
焦
を
口
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
併
し
京
山
の
越
後

へ
着
後
は
熱
心
に
雪
の
問
題
を
研
究
し
た
。
其
中
で
も

一
番
興
味
を
感
じ
た
の
は
市
中
の

家
屋
の
構
造
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
部
ち
雪
國
特
有
の
|雁
木
《

が
んぎ
》を
見
て
不
思
議
の
眼
を
み
は
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ

れ
か
ら
雪
中
歩
行
の
用
具

「
か
ん
じ
き
」
の
如
き
實
物
を
見
た
の
は
始
め
て
f
あ
つ
て
、
京
山
は
そ
れ
を
自
ら
'

穿
き
試
み
な
ど
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
牧
之
の
家
人
は
そ
れ
を
穿
い
て
、
あ
の
重
く
る
し
い
も
の
を
自
由
自
在

に
操
縱
す
る
の
に
、
京
山
は
穿
い
て
見
る
と
身
動
き
も
な
ら
な
か
つ
た
と
い
ふ
笑
話
も
あ
る
。



　

又
小
千
谷
滯
在
中
、

一
人
で
郊
外
に
散
策
を
試
み
た
事
が
あ
る
。
さ
う
す
る
と
物
を
荷
う
た
三
人
の
女
に
出

逢

う
た
。
此
三
人
の
女
は
物
を
荷
う
て
は
居
る
が
よ
く
見
る
と
鄙
《
ひな
》に
は
め
づ
ら
し
い
程
の
美
人
な
の
で
、
越
後

に
は
美
人
が
多
い
と
豫
て
聞
き
及
ん
だ
如
く
、
實
際
美
人
國
で
あ
る
と
感
じ
、
さ
す
が

の
京
山
も
見
と
れ
て
恍

然
と
な
つ
た
程
で
あ
つ
た
が
、
岩
居
の
家
に
歸
つ
て
其
の
事
を
話
す
と
、　
一
同
は
笑

つ
て
、
其
女
こ
そ
此
の
邊

の
穢
多
の
妻
や
娘
で
、
誰
も
相
手
に
す
る
も
の
は
な
い
と
云
は
れ
て

一
笑
し
た
と
い
ふ
こ
と
や
、
叉
同
じ
く
小

千
谷
滯
在
中
、
|地
獄
谷
《

ぢ
きく
だに
》で
遊
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
其
時
岩
居
は
氣
を
利
か
せ
て
、
土
地
ω
藝
妓
二
三
名
を
抔
盤

の
間
に
侍
せ
し
む
る
た
め
、
豫
め
先
に
遣

つ
て
置

い
た
。
さ
て
京
山
は
行
つ
て
見
る
と
、
ま
こ
と
に
嶮
阻
な
る

道
に
、
崩
れ
か
・
つ
た
茶
屋
が
僅
に

一
軒
あ
る
や
う
な
山
間
に
、
其
近
所
に
は
見
ら
れ
な
い
や
う
な
女
が
居
て

茶

を
侑
め
る
、
酒
を
饗
す
る
、
こ
れ
に
も
吃
驚
し
て
聞
い
て
見
る
と
、
小
千
谷
の
妓
な

る
事
が
わ
か
つ
て
、
さ

う
か
と
頷
い
た
の
で
あ

つ
た
が
、
歸
途
連
れ
立
つ
て
戻

つ
た
時
に
、
孰
れ
も
草
鞋
を
は
い
て
歩
き
出
し
た
の
を

見
て
、

こ
れ
は
と
て
も
都
會
に
は
見
ら
れ
ぬ

一
種
の
風
俗
だ
と
、
頗
る
面
白
が

つ
た
事
な
ど
が
書
か
れ
て
あ

る
。
叉
|三
國
峠
《

み
くに
たうげ
》
を
通
つ
て
或
茶
店
に
憩
ふ
と
、
天
然
の
水
が
あ
る
の
で
、
京
山
は
之
に
大
な
る
興
味
を
覺
え
て

嗣
其
水
を
」
と
い
ふ
と
、
砂
糖
の
代
り
に
|豆
粉
《

き
なこ
》を
か
け
て
出
さ
れ
た
の
に
は
京
山
も
辟
易
し
て
、
荷
う
て
ゐ
た

　
　
　
　

五
　
北
越
雪
講
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　.二
一
七

尋



　
　
　
　
圖
書

そ

の
折

々

行

李
の
中
か
ら
砂
糖
を
取
り
出
し
、
か
け
直
し
た
と
い
ふ
こ
と
も
載
つ
て
ゐ
る
。

二
〇

京

山

と

其

家

庭

三

一
入

　

つ
い
で
な
が
ら
京
山
に
就

て
も
う
少
し
録
し
て
置
か
う
。
そ
れ
は
雪
譜
の
こ
と
に
關
係
す
る
以
外
、
し
ば
し

ば

の
往
復
に
京
山
が
其
書
簡
中
に
現

は
し
て
ゐ
る
事
實
で
稍
柔
趣
味
あ
り
と
思
ふ
京
山
の
身
の
ヒ
に
就
て
や
あ

る
。
京
山
は
牧
之
と
同
甲
で
、
四
十
年
交
つ
た
と
い
ふ
、
そ
の
交
情
は
友
入

と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
親
戚
の
味
ぴ

が
あ
る
。
從

つ
て
書
簡
の
は
し
に
は
必
す
互
に
親
族
合
ひ
の
事
迄
も
叙
す
る
の
が
常
で
あ

つ
て
、
そ
れ
に
よ
つ

て
兩
者
家
庭
の
事
も
お
の
つ
か
ら
窺
は
れ
る
。

　

京
山
に
は
三
四
人
の
娘
が
あ

つ
て
、
三
人

い
つ
れ
も
諸
侯

に
仕

へ
て
ゐ
た
。
中
に
も
二
人
の
娘
は
長
州
侯
に

召

さ
れ
て
、
そ
の
中
の

一
人
は
お
妾
に
な
つ
て
二
人
の
子
ま
で
擧
げ
て
居
る
。
そ
し
て
そ
の
娘
は
侯
か
ら
|京
《
きやう
》
と

い
ふ
名
を
與

へ
ら
れ
て
居
た
。
そ
の
妹
も
亦
長
州
侯
に
仕

へ
て
居
る
事
實
が
京
山
の
書
歌
中
に
見
え
て
居
る
。

こ
の
事
に
つ
い
て
牧
之
は
例
の

「
兒
孫
に
示
す
」
の
序
文
の
終
り
に
附
記
し
て
居
る
事
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を

こ

、
に
抄
録
し
て
見
る
。



　
　

京
山
、余
と
同
齡
な
が
ら
自
髪
な
く
眼
明
か
に
上
下
の
歯
鮮
か
也
云
云
、
又
序

に
い
ふ
、京
山
娘
五
人
の
内

　
　
爾
人
踊
り
上
手
に
て
長
州
侯

(萩
の
城
主
松
李
大
膳
大
夫
)
に
御
覽

に
入
れ
候
處
、
御
滿
悦
の
上
兩
人
共

　
　

に
奉
公
に
參
上
候
様

(
|荏
土
《

え
ど
》の
踊
は
芝
居
也
)
仰
せ
あ
り
、
山
東
答
に
声
賤
き
者
の
娘
、
第

一
仕
付
が
大

　
　
金
故
力
不
及
と
申
す
を
、
奧
女
中
よ
り
、
物
入
り
は
此
方
に
て
致
す
と
・03
事
に
つ
き
差
上
る
、
間
も
な
く

　
　

一
女
は
中
老
に
立
身
、
殿
樣
よ
り
お
京
と
名
を
賜
は
り
寵
遇
渥
く
、
後
に
は
御
部
屋
と
な
り
、
姫
君
翌
年

　
　
・若
君
誕
生
、
斯
く
な
れ
ば
親
元
よ
り
願
出
れ
ば
親
元

へ
三
百
石
被
下
家
例
な
れ
ど
も
山
東
願
出
す
、
併
し

　
　

山
東
部
屋

へ
出
れ
ば
羽
振
よ
し
と
の
事
、
妹
は
若
君
御
膳
番
と
申
す
事
、
實
に
女

は
氏
な
く
し
工
涯
輿
に

　
　

の
る
と
是
等
を
い
は
む

　

京
山
の
書
簡

に
も
、
文
政
十

二
年
如
月
ご
十
二
日
附
の
分
に
、
そ
の
娘
を
萩

に
遣
は
し
た
事
。か

一
寸
書
い
て

あ
る
。

　
　

去
年
卯
月
十
六
日
、
娘

二
人
、
松
卒
大
膳
樣
御
供
に
て
三
百
里
外
の
族
路
を
長
門
之
萩
に
發
足
、
い
ま
だ

　
　

年
行
か
ぬ
者
共
故

一
ヶ
年
之
在
勤
心
元
な
く
、
妻
を
も
番
頭
お
乳
の
人
に
付
て
つ
か
は
し
、
跡
は
男
ぐ
ら

　
　

し
之
私
並
伜
兩
人
、
お
ろ
か
な
る
手
代
小
者
な
ど
、
味
噌
桶
之
世
話
ま
で
い
弛
し
、
男
や
も
め
之
う
ち
う

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一
九



　
　
　
　
圖
蠹
日
そ

の
折

々
　
　
　
　

　
　
　
・
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
三
二
〇

　
　
ぢ

く
ら
し
居
り
、
殊
之
外
繁
雜
云
云
、
妻
並
娘
も
所
々
見
物
い
た
し
、
當
春
三
月

ご
十
四
日
め
で
た
く
歸

　
　

若
い
た
し
候

へ
共
、
娘
共
は
も
と
よ
り
櫻
田
御
屋
敷

に
罷
在
り
、
燒
原
よ
り
は
歸
り
不
申
、
今

に
男
ぐ
ら

　
　

し
い
九
し
居
り
申
候

　

こ
れ
で
娘
の
淌
息
が
分
る
。
全
體
世
間
に
は
山
東
京
傳
、
京
山
を
い
ろ
ノ
丶

研
究
す
る
人
が
あ
つ
て
、
此
兩

入

は
殿
樣
の
落
胤
だ
な
ど

・
い
ふ
説
も
あ
る
。
其
眞
否
は
知
ら
な
い
が
、
さ
う
思
は
る

、
節
は
滿
更
無
い
で
も

な
い
。
考
證
家
の
設

は
姑
く
措

い
て
、
若
し
或
人
の
い
ふ
が
如
く
落
胤
で
あ
る
と
す
れ
ば

、
京
山
の
|女
《
むす
め
》
が
多
く

諸
侯

に
仕

へ
て
居
る
點
か
ら
い
ふ
と
妾
因
妾
果
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る
。
流
石
に
京

山

は
學
問
が
あ
つ
弛
丈
け
に
、
牧
之
の
自
叙
傳
文
に
も
あ
る
が
如
く
自
分
の
娘
の
故
を
以

て
三
百
石
の
扶
持
を

受
け
る
事
は
し
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
京
山
の
見
識
と
し
て
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

叉
文
政
十

二
年
九
月
の
書
歌
中
に
、
惣
領
娘
の
事
を
い
う
て
居
る
.、
こ
の
惣
領
娘
も
亦
大
名

へ
行
つ
て
ゐ
る

め
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
萩
に
行
つ
て
居
る
の
と
は
違
ふ
。
そ
の
書
簡
に
は
、

　
　

私
は
惣
領
娘

お
塘
と
て
こ
十
三
歳
、
常
時
松
李
大
和
守
樣
え
中
老
を
つ
と
め
居
、伜

京
屋
偉
藏

ご
十

一
歳
、

　
　

次
に
お
京
と
て
十
八
歳
、
次
に
今
と
て
十
六
歳
、
此
兩
人
は
松
夲
大
膳
樣

へ
御
奉
公

い
九
し
、
京

は
殿
樣



　
　
若
年
寄

つ
と
め
居
候
、
末
之
男
子
は
京
水
に
て
梅
作
と
申
候

と

い
う
て
居
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
惣
領
娘
の
次
に
長
男
、
其
次
に
娘

二
人
、
末
が
男
子
の
五
人
の
子
供
の
内
、

娘

三
人
ま
で
が
諸
侯
の
奧
つ
と
め
を
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
京
山
は
筒
ほ
自
分
の
子
供

に
對
す
る
家
庭
の
實
況

に
つ
い
て
窮
實
的
に
興
味
の
あ
る
光
景
を
左
の
如
く
云
う
て
居
る
。

　
　
親
の
子
に
於
け
る
、
胡
蝶
が
菊
を
作
る
樣
の
も
の
に
て
、
苗
よ
り
種
々
丹
精
い
九
し
、
花
の
頃

は
己
が
胡

　
　
蝶
故
、
い
つ
か
老
に
の
ぞ
み
申
候
、
伜
未
だ
獨
身

に
て
近
來
花
柳
に
狂
ひ
出
し
大

に
散
財
致
し
候
、
依
つ

　
　
て
未
だ
家
事
を
許
し
難
く
、
私
浪
人

に
て
刀
を
差
し
候

へ
共
士
商
の
片
身
が
は
り

に
て
、
机

の
上
に
脹
面

　
　
を
ひ
ら
き
燈
下
に
十
露
盤
を
な
ら
す
か
と
思

へ
ば
編
筆
に
拙
詞
を
連
ね
、
印
を
ほ
る
か
と
見
れ
ば
製
藥
を

　
　
丸

め
、
袴
を
ぬ
け
ば
前
だ

れ
を
結
び
、
田
舍
芝
居
の
由
良
之
助
、
五
段
六
段
の
狂
言
綺
語
、
世
話
し
き
中

　
　

に
釜
を
か
け
て
松
風
を
樂
し
み
申
す
事
驕
奢

に
あ
ら
ず
、
茶
殫
に
氣
を
養
ひ
し
迄

に
御
座
候

此
書
状
も
な
か
く

趣
の
あ
る
書
き
ぶ
り
で
、
彼
れ
の
日
常
や
家
庭
の
模
樣
が
簡
單
に
叙
さ
れ
て
居
る
。
即
ち

武
士
か
と
思

へ
ば
町
人
、
戲
作
者
か
と
思

へ
ば
茶
人
、
や
は
ら
か
い
も
の
許
り
書
く
か
と
思

へ
ば
印
刀
を
取
つ

て
篆
字
を
刻
す
る
、
そ
の
目
ま
ぐ
ら
し
い
や
う
な
盈
活
が
如
實

に
描
き
出
さ
れ
て
居
る
。

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
る
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一=



圖

書

そ

の

折

々

闘
=

　

京
山
の
餘
技
と
嗜
好

三
ニ
ニ

　
そ
こ
で
京
山
が
茶
人

と
い
ふ
こ
と
に
就
て
少
し
く
書
く
が
、
前
に
録
し
た
祝
融
の
災

に
罹

つ
て
、
京
山
が
あ

ら
ゆ
る
物
を
失
つ
九
時
分
、
し
ば
ノ
丶
牧
之

に
書
を
寄
せ
て
、
田
舍
の
山
村
邊

に
|籠
細
工
《

か
》.}ざ
いく
》で
極
め
て
さ
び
た
も

の
は
あ
る
ま
い
か
o
そ
れ
は
自
分
が
茶
の
時
の
炭
取
り
に
用
ゐ
た
い
の
で
あ
る
と
て
圖
ま
で
書
い
て
、
ど
う
か

捜

し
て
も
ら
ひ
た
い
と
申
し
遣
つ
ね
こ
と
な
ど
が
見
え
る
。
京
山
も
茶

に
は
餘
程
趣
味
が

あ
つ
た
も
の
と
見
え

て
、
忙
し
い
聞
に
も
時
々
定
つ
弛
日
に
は
師
匠
の
茶
會

へ
も
出
席
し
、
或

は
自
分
の
家
で
友
人
と
茶
會
を
催
も

弛
事
が
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
に
篆
刻
の
技
も
か
な
り
の
處
ま
で
練
逹
し
て
ゐ
池
ら
し
く
、
牧
之
に
與

へ
た
京
山

自
刻
の
印
が
書
簡
の
餘
自
に
四
ツ
五
ツ
押
し
て
あ
る
の
を
見
る
に
、
今
日
で
は
自
分
等
そ
の
事

に
趣
味
を
有
し

て
ゐ
る
者
か
ら
云
は
せ
れ
ば
餘
り
上
手
と
は
評
さ
れ
ぬ
が
、
兎

に
角
先
づ

一
通
り
は
出
來

て
ゐ
る
。
隨
分
當
時

京
山
の
文
壇
に
於
け
る
名
聲
を
聞
い
て
、
印
を
託
し
九
者
も
鮮
く
な
か
つ
た
や
う
で
、
筆

を
執
る
忙
し
い
聞

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●

は
、
時
に
印
を
刻
し
て
そ
れ
を
生
計
の
糧
に
あ
て
弛
も
の
で
あ
る
σ

　
十
數
年
に
亘
る
京
山
と
牧
之
の
交
際

に
於
て
、
互
に
物
を
膾
答
し
た
こ
と
も
多
か
つ
た
が
、
牧
之
は
常
に
味



囀
漬
を
贈
つ
た
。
叉
寒
晒
し

(
|片
栗
《

かたく
り
》)
を
贍
り
、
時
に
は
|鹽
引
《

レほ
びき
》を
鱠

つ
て
居
る
。
そ
の
他
種
々
な
る
越
後
の
土

産
を
贈
る
の
が
例
で
あ
つ
た
が
、
京
山
が
何
時
も
頻
り
に
御
禮
を
云
う
て
喜
ん
で
居
た
の
は
、
重
に
こ
の
味
噌

漬
、
片
栗
、
鹽
引
の
三
品
で
あ
つ
池
。
當
時
は
今
の
如
く
に
小
包
郵
便
の
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
飛
脚
が
擔

い

で
江
戸
迄
持
つ
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
輕
い
も
の
で
な
け
れ
ば
土
産
と
し
て
茜
だ
不
便

で
あ
る
。
片
栗
に
せ

よ
、
味
噌
漬
に
せ
よ
、
鹽
引
に
せ
よ
、分
量
は
少
な
く
と
も
重
量
は
相
當
に
あ
る
。
そ
れ
を
何
時
も
贈
る
の
で
、

京
山
は
費
川
を
構
は
す
に
贈
つ

て
く
る
此
土
産

に
對
し
て
は
、
い
か
に
も
御
厚
意
有
難
し
と
て
繰
返
し
感
謝
し

て
ゐ
た
。
越
後
の
味
噌
漬
は
其
時
分
の
江
戸
の
食
道
樂
者
間

に
も
餘
程
珍
と
せ
ら
れ
弛
も
の
と
見
え
て
、
味
囀

漬
の
|紫
蘇
《

ち
そ
》、
大
根
、
茄
子
の
類
を
京
山
の
臺
所
で
は
頗
る
大
切
に
し
て
ゐ
池
事
が
其
書
簡

に
盡
さ
れ
て
居
る
。

.又
寒
晒
し
も
、
江
戸

に
は
類
似
の
も
の
は
あ
つ
て
も
全
く
製
法
が
違
ふ
の
で
、
京
山
は
下
戸
で
あ
つ
た
所
か
ら

別
し
て
之
を
喜
ん
だ
。
且
つ
自
分
の
娘
共
が
大
名
に
仕

へ
て
居
九
の
で
、
こ
の
味
噌
漬
、
片
栗
は
必
す
幾
何

か

を
割
愛
し
て
娘
九
ち
に
贈

つ
弛
も
の
で
、
娘
は
夂
そ
れ
を
殿
樣
に
獻
上
し
て
居
る
。
或
は
片
栗
が
若
君
の
食
料

に
自
然
供
さ
れ
る
所
か
ら
、
大
名

に
於
て
も
喜
ん
で
ゐ
九
と
い
ふ
淌
息
が
常
に
牧
之

に
報

じ
て
あ
る
。
京
山
を

逋
じ
て
越
後
の
産
物
が
、
當
時
西
國
大
名
の
味
ふ
所
と
な
つ
た
の
も
亦
興
味
あ
る
事
と
思

ふ
。

　
　
　
　
五
　
　n北
越
雪
灘醐
の
出
版
さ
る
ゝ
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一二
"二



圖

書

そ

の

折

々

三

二
四

闇
=
胴　

餘
　
談
　
二
　

三

　
以
上
京
山
と
牧
之
を
中
心
と
し
て
の

「
北
越
雪
譜
」
著
作
苦
心
談
は
略
・♪叙
し
瀧
し
九
が
、
こ
・
に
聊
か
餘

談
と
し
て
附
け
加

へ
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
馬
琴
に
關
し
て
の
事
で
あ
る
が
、
恰
も
京
山
の
書
翰
集
を

一

應
借
覽
し
終

つ
た
頃
に
、
矢
張
り
鹽
澤
の
鈴
木
家
か
ら
、
其
保
存
さ
れ
て
ゐ
た
馬
琴
の
書
簡
集

一
冊
を
も
借
り

て
讀
む
機
會
を
得
た
。
そ
れ
は
文
政
五
年
と
い
ふ
年
の

一
年
分
の
馬
琴
の
書
状
を
綴
つ

た
も
の
で
、
其

一
年
間

丈
け
で
も
罫
紙
百
枚
以
上
か
ら
あ
る
大
冊
子
と
な
つ
て
居
る
。
偶
よ
そ
れ
を
繙
い
て
見
る

と
、

一
番
先
に
綴
ら

れ
て
あ
る
の
が
牧
之
か
ら

「
北
越
雪
譜
」
編
纂
の
事
を
託
さ
れ
九
折
の
返
翰
で
あ
る
。

　
文
政
五
年
戊
寅
五
月
十
七
日
附
馬
琴
の
書
翰
に
は
、
牧
之
か
ら
囑
さ
れ
た
雪
譜
編
纂
に
つ
い
て
色
々
意
見
を

・述
べ
て
ゐ
る
。
第

一
は
挿
叢
に
つ
い
て
、
策

二
は
此
書
の
編
纂
に
つ
い
て
實
地
を
見
る
の
要
あ
る
事
、
第
三
に

は
表
題
の
事
等

に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
。
先
づ
第

一
の
挿
叢

に
つ
い
て
の
意
見
は
、

　
　
古
人

玉
山
は
自
然
と
板
下
の
耋

に
妙
を
得
た
る
人
也
、
さ
し
て
學
問
は
な
け
れ
ど
才
子
な
る
べ
し
、
著
述

　
　
之
事
は
い
ざ
し
ら
す
、
此
人
世
に
在
つ
て
繪
を
た
の
み
、
野
生
著
述
い
た
し
候
は
い
尤
も
よ
ろ
し
か
る
べ



　
　
し
、
江
戸
に
て
は
北
齋
之
外
此
繪
を
か

・
す
べ
き
者
な
し
、
乍
去
彼
人
は
ち
と
む
つ
か
し
き
仁
故
、
久
し

　
　
く
敬

し
て
遠
ざ
け
,
其
後

は
何
も
た
の
み
不
申
、
殊
に
叢
料
な
ど
も
絡
外
之
高
料
故
、
板
元
も
喜
び
申
間

　
　
歟
、
し
か
ら
ば
誰
と

一
人

に
定
め
す
、
東
海
道
名
所
圖
會
の
如
く
、
唐
叢
、
浮
世
繪
、
そ
の
ム
キ
く

に

　
　
て
よ
り
合
叢

に
い
た
さ
せ
可
申
哉
、
こ
れ
も
叢
師

一
人
な
ら
ね
ば
跡
方
の
か
け
合
絡
外
わ
づ
ら
は
し
く
候

　
　

へ
共
、
山
水
な
ど
は
江
戸
の
浮
世
叢
師
之
手
際

に
行
く
事

に
あ
ら
す
、
叉
婦
人
そ
の
外
市
人
の
形

は
浮
世

　
　
繪

に
よ
ら
ね
ば
損
也
、
兩
樣
を
か
ね
九
る
も
の
北
齋
の
み
な
れ
共
、
右
の
意
味
合
な
れ
ば
、
よ
り
合
叢

に

　
　
可
致
哉
と
存
候
事

　
前
に
も
書
い
た
如
く
、
牧
之
は

「
太
閤
記
」
の
盡
で
有
名
な
玉
山
が
越
後
に
赴
い
た
時

に
、
之

に
叢
を
か

、

せ
る
計
叢
で
雪
譜
著
作
の
事
を
話
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
馬
琴
の
考
も
、
か

・
せ
る
に
は
玉
山
が
よ
い
と
い
ふ

の
で
牧
之
の
考
と

一
致
し
弛
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
著
作
の
事
ま
で
之
に
任
せ
る
こ
と
は
賛
成
出
來
ぬ
、
そ
れ

は
自
分
な
ど
が
書
く
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
と
、
馬
琴
ら
し
い
自
負
を
ほ
の
ぬ
か
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
叢
に
就
て

は
既
に
世
に
亡
い
玉
山
は
今
更
已
む
を
得
ぬ
と
し
て
、
彼
れ
よ
り
も
以
上
で
必
す
世
人

の
共
鳴
を
博
す
る
叢
家

と
し
て
は
北
齋
に
限
る
、
と
馬
琴
は
説
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
馬
琴
と
北
齋

と
は
此
時
分
不
和
の
聞
柄
で
あ

　
　
　

五
　
北
越
雪
灘咀
の
出
版
さ
ろ
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三
二
五



　
　
　
　
圖

書

そ

の
折

々
　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

三
二
六

つ
た
の
常
時
北
齋
の
叢
名
は
頗
る
高
く
、
門
前
市
を
成
す
ば
か
り
に
繁
昌
し
て
居
た
。
そ
の
爲
め
で
も
あ
つ
#

ら
う
か
、
自
か
ら
見
識
を
持
し
て
居
た
の
で
、
や

・
も
す
れ
ば
馬
琴
と
衝
突
し
た
。
馬
琴
の
言

ふ
が
儘

に
は
な

つ
て
居
な
い
。
逾

に
は
兩
人
喧
嘩
を
す
る
に
至
つ
て
、
其
間
が
疎
隔
し
て
ゐ
た
事
も
事
實
で
あ
る
。
馬
琴
が
北

齋
に
向
つ
て
悪
聾
を
放
つ
こ
と
を
辭
せ
ぬ
に
は
、
い
く
ら
か
こ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
の
事
ら
し
い
。

　
元
來

一.人
で
山
水
に
も
可
、
人
物
に
も
妙
と
い
ふ
兩
者
兼
ね
能
く
す
る
叢
工
は
客
易
に
あ
る
わ
け
が
な
い
。

そ
こ
で
馬
琴
が
己
む
を
得
す
寄
合
叢
を
工
夫
す
る
に
至
つ
た
の
で
、
例

へ
ば
人
物
を
浮
世
繪
師
に
書
か
せ
、
風

景
を
南
書
趣
味
の
者
に
書
か
せ
る
と
い
ふ
如
く
、
各
よ
北
ハ向
々
に
よ
つ
て
長
を
擇
び
粹
を
鍾

め
る
方
法
を
執
ら

う
と
し
た
の
も

一
應
無
理
の
な
い
計
叢
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
其
次
に
は
、
實
地
に
臨
み
越
の
山
、
越
の
川
、
さ
て
は
其
風
俗
人
情
ま
で
親
し
く
覗
察
を
逾
げ
九
上
で
な
け

れ
ば
、
執
筆
は
出
來
な
い
と
云
う
て
、
其

書
翰
に
左
毋
如
く
書
い
て
居
る
。

　
　
右
の

一
著
逋
あ
ら
ま
し
認
め
被
遣
候
趣
に
て
つ
い
り
候

へ
ば
、
さ
し
て
む
つ
か
し
き
事

に
は
あ
ら
ぬ
を
、

　
　
愚
意
の
趣
に
す
れ
ば
、
は
な
は
だ
手
お
も
也
、
所
詮
御
地
を

一
見
せ
す
に
は
筆
を
起
し
難
か
る
べ
き
か
ど
・

　
　
存
候
、
乍
去
族
行
の
こ
と
は
前
に
も
申
候
逋
り
三
里
五
里
之
歩
行
も
自
由
な
ら
す
、
且

つ
諸
費
を

い
と
は
`



　
　
す
に
と
い
ふ
程
の
餘
力
も
無
之
故
、
中
々
急

に
は
思
ひ
企

て
が
池
き
業
な
れ
ど
も
、
何
と
ぞ
明
年
明
々
春

　
　

ま
で
に
御
す

、
め
之
湯
治
を
か
ね
、

せ
め
て
御
地
を
踏
候
て
、
そ
の
上
に
て
著
述

い
た
し
候
は
い
、
後
悔

　
　

も
少
く
筆
も
と
り
安
く
と
存
候
、
こ
の
儀

は
か
く
存
候
ま
で
を
申
也
、
我
身
な
が
ら

わ
が
自
在
に
も
な
り

　
　
か
ね
候
故
申
す
ま
で
に
て
、
お
ぼ
つ
か
な
き
事
に
御
座
候
、
今
十
年
も
吉
に
候
は

い
如
何
と
も
な
り
候
、

　
　
何
事
も
時
節

お
く
れ
心
の
ま

・
に
な
ら
す
、
こ
れ
の
み
殘
念
の
至
り
に
御
座
候

　
馬
琴
の
如
き
綿
密
周
到
な
る
作
者
と
し
て
は
、
只
牧
之
か
ら
與

へ
ら
れ
た
草
稿
を
書
き
直
す
丈
け
で
は
到
底

滿
足
す
る
事
は
出
來
な
か
つ
九
こ
と
で
あ
ら
う
。
且

つ
京
山
は
、
自
分
が
執
筆
し
て
も
京
山
自
身
の
著
作
と
せ

す
、
牧
之
の
著
と
し
て
世
に
出
さ
う
と
し
九
の
に
、
馬
琴
は
然
ら
す
、
彼
れ
自
ら
の
著
作

と
し
て
牧
之
が
考
訂

す
る
と
い
ふ
形
式
を
と
ら
う
と
し
た
の
で
、
京
山
の
時
と
は
全
く
逆
に
出
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
由
來

細
心
の
馬
琴
と
し
て
は
實
境
を
見
ん
と
し
た
の
も
當
然
で
あ
る
。
殊
に
江
戸
に
於
て
は
殆
ど
想
像
の
つ
か
ぬ
大

雪
の
事
を
書
か
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
土
地
の
事
情
を
も
見
、
ま
の
あ
九
り
牧
之
に
も
逢
う
て
種
々
質
問

し
た
上
で
な
け
れ
ば
迂
濶
に
筆
は
執
れ
ぬ
と
い
ふ
感
じ
を
起
し
九
の
も
自
然
で
あ
る
。

　
併
し
此
書
簡

に
も
あ
る
や
う
に
、
さ
う
し
た
い
と
は
言
ひ
な
が
ら
も
、
眞
實
さ
う
す
る
意
が
あ
つ
た
わ
け
で

　
　
　
　
五
　
　鴨北
…越
雪
-灘浦
の
出
版
さ
ろ
丶
ま
で
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圖

書

そ

の
折

々
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

三
二
八

は
な
い
。
馬
琴
と
し
て
は
、
弛
と
ひ
越
後
漫
遊
の
望
み
は
あ
つ
た
も
の
と
し
て
も
、
當
時
の
事
情
が
許
さ
な
か

つ
弛
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
書
簡
か
ら
見
て
到
底
出
來
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
暗
示
し
て
居
る
や
う
な
氣
が
す
る
。

又
そ
れ
は
果
し
て
實
現
せ
す
し
て
終
つ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
書
物
の
表
題
に
つ
い
て
曰
く
、

　
　
外
題
の
事
色
々
考
見
候
處
、
北
越
雪
中
圖
會
な
ど
い
た
し
候
て
は
、
只
今
圖
會
も
の
す
た
り
候
故
を
か
し

　
　
か
ら
す
、
又
北
越
雪
話
な
ど
い
た
し
候
て
は
外
題
か
ろ
く
、
わ
つ
か
一一三
册
乏
半
紙
本
め
き
て
損
也
、
又

　
　
先
年
北
越
奇
談
と
申
す
書
世
に
あ
ら
は
れ
候

へ
共
、
當
地
に
て
は
評
刺
ど
つ
と
も
い
た
し
不
申
、
北
越
之

　
　

二
字
先
を
こ
さ
れ
今
更
人
ま
ね
す
る
樣
に
て
殘
念
也

,
依
之

「
越
後
國
雪
中
奇
觀
」

と
可
致
哉
と
存
候

へ

　
　
共
、
雪
中
の
二
字
未
だ
落
ち
着
不
致
候
樣

に
存
候
、
い
つ
れ
爾
又
近
々
之
内
と
く
と
考

へ
、
玄
同
放
言
奧

　
　
目
録
中

へ
右
之
外
題
を
あ
ら
は
し
、
そ
の
外
追
々
拙
著

へ
右
外
題
を
書
載
せ
、
世
之
人

に
知
ら
せ
お
き
可

　
　
申
候
,
左
樣
に
候

へ
ば
、
う
り
出
し
之
節
大
に
つ
よ
み
に
な
り
申
候
,
尤
も
越
後
鹽
澤
鈴
木
牧
之
考
訂
と

　
　
い
た
し
申
候
、
隨
分
御
骨
折
ら
せ
ら
れ
、
出
版
成
就
之
節
御
亡
父
樣

へ
の
御
孝
養
に
も
と
存
候
事
に
御
座

「

　
　
候
、
奇
觀
之

ご
字
は
動
く
ま
じ
く
と
被
存
候
、
い
か
い
、
六
出
玉
屑
み
な
雪
の
事
な

れ
共
、
さ
て
は
俗

へ

　
　
遠
く
て
損
也
、
雪
中
之

二
字
と
く
と
考
可
申
候
事



　

前
掲
馬
琴
の
書
簡
を
逋
讀
し
て
見
て
も
、

當
時
彼
れ
が
頻
り
に
外
題
の
事
で
苦
心
し
て
居
九
こ
と
が
わ
か

る
。
實
は
本
の
賣
れ
る
と
否
と
は
主
と
し
て
外
題
の
附
け
方
如
何
に
在
る
の
で
、
作
者
と
し
て
は
第

一
に
其
選

定
に
心
を
碎
く
が
古
今
共
逋
で
あ
る
。
依
頼
を
受
け
る
と
・匆

々
、
眞
先
に
こ
の
外
題
に
つ
い
て
馬
琴
が
意
を
用

ゐ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
い
ろ
く

考
案
の
結
果
、
逡
に
雪
譜
と
い
ふ
字
を
考

へ
出
し
た
の
は
、
こ
の
書
簡
を
發
し
て
か
ら
後

の
事

に
屬
す
る
。
鈴
木
家
か
ら
借
覽
し
た
馬
琴
の
書
簡
集
も
調

べ
て
見
た
が
、
雪
譜
と
命
名
す
る
に
至
つ
た
こ

と
を
認
め
た
書
簡

は
見
出
さ
な
か
つ
た
か
ら
、
そ
れ
丈
け
が
缺
け
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
尤
も
綴
ら
れ
た
書
簡

中
に
、
雪
譜
云
々
と
い
ふ
こ
と
が
散
見
さ
れ
る
所
か
ら
察
す
る
と
、
命
名
に
關
す
る
書
簡

が
其
間
に
ど
う
し
て

も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
な
の
に
、
こ
れ
が
缺
け
て
居
る
所
以
は
、
恐
ら
く
其
分
丈
け
が
雫
切
れ
か
何
か
に
書
か

れ
て
あ
つ
て
、

一
定
の
用
紙
に
書
か
れ
た
書
簡
の
み
を
綴
る
揚
合
に
、
そ
れ
を
挿
む
事
が
不
便
で
あ
つ
た
爲
め

に
此
分
丈
け
逸
し
九
の
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
雪
譜
の
名
が
馬
琴
に
よ
つ
て
選
ば
れ
た
こ
と

は
た
し
か
で
、
後
に

其
著
作
が
馬
琴
の
手
を
離
れ
て
か
ら
も
獪
ほ
其
名
を
用
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
九
次
第

も
前
に
擧
げ
た
逋
り

で
あ
る
。

　
　
　
　
五
　
北
越
雪
譜
の
出
版
さ
ろ
丶
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
九
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三
三
〇

　
馬
琴
の
書
簡
と
し
て
引
用
し
九
前
掲
三
斷
の
}晋
信
は
、
實
は
皆
連
絡

し
九
も
の
で
、
同

一
便

に
寄

せ
た
も
の

で
あ
る
が
、
九

い
論
明
の
便
宜
の
上
か
ら
三
つ
に
分
け
九
の
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
は
、
牧
之
。か
雪
譜
編
纂
の
事

を
慮
琴

に
託
し
た
當
時
の
事
情
を
語
り
、
夂

一
面
に
は
、
ま
だ
京
山
の
引
受
け
な
い
前
の
經
緯
を
推
知
す
る
資

料
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
爪阿
ほ
終
り
に
書
き
加

へ
る
が
、
文
政
五
年
と
い
ふ
僅
か

一
年
の
聞
に
牧
之
に
與

へ
た
馬
琴

の
書
簡
は
、
罫
紙

で
百
枚
以
上

二
百
枚
近
く
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
前

に
も
警
い
た
が
、
此

の
他

に
散
逸
し
た
書
歌
は
い
く
ら
あ

る
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
之
を
も
集
め
九
ら
非
常
な
量
を
示
す
こ
と
で
あ
ら
う
..
當
時
の
人

は
書
簡
を
認
め
る

に
堪
能
で
あ
つ
九
か
ら
で
も
あ
ら
う
が
、
馬
琴
の
如
く
に
筆
硯
の
忙
し
い
士
陰
を
も
惜
む
そ
の
人
が
、
よ
く
も

斯
う
ま
で
努
め
た
も
の
だ
と
つ
く
ム
丶
感
じ
入
る
の
ほ
か
は
な
い
。

六

私

の

隨

筆

觀

「
隨
筆
」
と
い
ふ

一
類
の
書
物
は
、
そ
の
書
名
の
逋
り
、
心
の
赴
く
ま

・
、
意
の
動
く
ま

・
、
筆

に
任

せ
て
書

い
た
も
の
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
耳
に
聽
き
目
に
觸
れ
た
こ
と
の
み
を
書
い
た
の
も
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
感
想
を
添



へ
た
の
も
あ
る
。
或
は
脅
家

の
圭
張
を
述
べ
、
若
く
は
他
人
の
詭
を
駁
し
た
の
も
あ
る
。
北
ハ體

に
於
て
は
秩
序

倫
次
な
く
、
雜
然
と
書
い
の
も
あ
れ
ば
、
理
論
井
然
、

一
貫
し
た
思
想
を
陳
べ
た
の
も
あ
る
。
文
は
和
漢
爾
樣

の
外
に
漢
和
混
同
も
あ
る
。
隨
筆
と
云

は
す
し
て
隨
筆
で
あ
る
の
も
あ
れ
ば
、
隨
筆
と
銘
を
打
つ
た
も
の
で
隨

筆
ら
し
か
ら
ぬ
も
の
も
あ
る
。
兎
角
隨
筆
の
範
圍
は
甚
だ
廣

い
Q
若
し
更
ら
に
廣
義
に
解
す
れ
ば
、
北
ハ範
圍
は

一
暦
廣
く
な
る
、
隨
つ
て
其
領
域
を
劃
然
と
定
む
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
併
し
普
通
隨
筆
と
い
う
て
ゐ

る
の
は
、
片
々
た
る
記
事
の
臚
列
で
、
各
篇
の
長
短
は
區
々
だ
が
、
概
し
て
長
か
ら
す
、
事
項
は
多
般
に
渉

つ

て
、

そ
の
排
列
は
概
ね
錯
綜
し
て
ゐ
る
の
を
隨
筆
と

い
う
て
ゐ
る
。

勾
卒
筆
を
走
ら
せ
て
、

多
く
意
を
構

へ

す
、

漫
り
に
書
く
も
の
と
す
れ
ば
、

勢
ひ
斯
あ

如
長

ら
ざ
る
を

得
ぬ
。

其
内
窓

に
至
つ
て
は
千
殊
萬
別

で
、
或
は
輩
に
遺
忘
に
備

へ
る
た
め
、
見
聞
の
あ
ら
ま
し
を
記
す
も
あ
り
、
そ
れ
に
感
想

の
作
ふ
の
も
あ
り
・

或

は
何
事
か
を

研
究
せ
ん
と
し
て
、

そ
の
資
料
を

書
き
あ
つ
む
る
も
あ
り
、

往
々
筆
者

の
獨
創
の
見
識
の
發

・

露
も
あ
れ
ど
、
抵
ね
不
纒
ま
り
の
者
の
多
い
の
が
、
隨
筆
の
特
徴
で
あ
ら
う
。
勿
論
其
人

の
專
門
や
學
殖
や
趣

味
な
ど
の
相
違
で
、
内
容

に
相
違
が
あ
る
。
乃
ち
史
家
の
隨
筆
は
史
料
に
侃
し
、
考
證
家

は
穿
鑿
に
專
ら
で
あ

り
、
叢
家

は
叢
論
に
偏
し
、
詩
家

は
詩
話
で
持
切
り
、
劇
逋
は
演
劇

一
點
張
り
で
あ
る
な
ど
は
誰
れ
も
知
る
所

　
　
　
　
六
　
私
の
隨
筆
・觀
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三
三
二

で
あ
ら
う
。

　

爰
に
多
少
の
考
察
を
要
す
る
の
は
、
隨
筆
の
著
者
の
心
掛
如
何
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
著
者
に
出
版
や
公
示

の
意
思
が
あ
る
で
な
く
、
唯
だ
心
覺
え
に
書
く
の
と
、
出
版
若
く
は
公
示
の
意
が
あ
つ
て
書
く
の
と
で
、
自
然

隨
筆
の
面
目
が
違
つ
て
く
る
。
全
く
他
人

に
見
せ
る
意
の
な
い
も
の
に
は
、
己
れ
の
祕
密
も
蔽
ふ
所
な
く
書
き

散
ら
し
、
他
人

に
對
す
る
批
評
な
ど
も
忌
み
憚
る
所
な
く

露
骨
に
書
く

の
は
自
然
の
勢
で
あ
る
が
玉
之
に
反

し
て
公
刋
を
期
す
る
も

の
に
な
る
と
、
自
然
人
を

怡
ば
し
め
る
意
匠
を
要
し
、

文
章
も

材
料
も
お
の
つ
か
ら
、

精
な
ら
ざ
る
を
得

ぬ
、

こ
れ
も
亦
自
然
の
勢
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
よ
く
纏
ま
つ
た
隨
筆

は
後
者

に
属
し
、

曙
秩
序
倫
次
を
缺
き
、
雜
然
九
る
間
に
|生
《
うぶ
》の
味
の
あ
る
の
は
前
者

に
屬
す
る
ゆ
か
の
柳
里
恭
の

「
|獨
寐
《

ひ
とり
ね
》
」
の
如
き

は
、
ど
う
思
う
て
も
刋
行
を
期
し
た
も
の
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
馬
琴
の

「
玄
同
放
言
」
の
如
き
は
、
自
家
の

學
識
を
衒
は
ん
爲
め
公
刋
を
目
的
と
し
て
の
著
で
あ
る
こ
と
は
否
む
こ
と
が
出
來
な
い
。
松
浦
公
の
大
部
の
隣

筆

「
甲
子
夜
話
」
は
私
が
窃
か
に
隨
筆
の
王
と
呼
ぶ
も
の
だ
が
、
あ
れ
は
公
の
生
前
刊
行
さ
れ
な
か
つ
仁
け
れ

ど
も
立
派
に
纒
め
る
こ
と
に
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
Q
蜀
山
人
の

「
一
話

一
君
」

に
至
つ
て
は
、
…幾
許
か
自
然
・

の
隨
筆
に
近

い
趣
が
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
い
く
ら
蜀
山
の
筆
に
な
つ
た
と
は
言

へ
、
各
項
に
興
味
が
あ
る
と
は
`



言
ひ
難
い
。
尚
ほ
文
章
本
位
の
隨
筆
、
事
實
本
位
の
隨
筆
と
い
ふ
區
別
も
立
ち
得
る
で
あ
ら
う
Q
古
く
は

「
御

|

然
草
《

つ
れぐさ
》
」
近
く
は
樂
翕
公
の

「,花
月
草
紙
」
な
ど
は
、
文
章
に
意
を
用
ゐ
九
も
の
で
あ
る
。
併
し
此
二
書
は
文
章

ば
か
り
で
な
く
、

書
い
て
あ
る
事

に
も

趣
味
が
あ
る
か
ら
、

文
章
本
位
の
例
と
す
る
に
は
不
適
當
か
も

知
れ

ぬ
。
漢
文
隨
筆

は
概
し
て
文
章
本
位
の
趣
が
あ
る
。

　

さ
て
以
上
ア
ラ
ツ
ボ
グ
類
別
し
た
隨
筆
の
内
、
ど
れ
が
よ
い
か
と
い
ふ
優
劣
の
論
に
な
る
と
、
遽
か
に
判
斷

を
下
し
か
ね
る
。
趣
味
本
位
か
ら
判
す
れ
ば
、
刊
行
せ
ん
爲
め
に
作

つ
た
隨
筆
、
然
ら
ざ
る
も
偶
然
編
次
を
な

し
た
の
で
な
く
作
ら
ん
が
爲
あ

に
作
つ
た
隨
篆
は
、
材
料
も
精
選
さ
れ
、
文
章
も
意
が
注
が
れ
て
居
り
、
お
の

が
好
む
所
に
の
み
偏
せ
す
、
衆
多
の
讀
者
を
怡
ば
し
め
る
川
意
も
あ
る
か
ら
、

一
般
に
|受
《
う
け
》が
よ
い
の
は
言

ふ
ま

で
も
な
い
。
世
に
名
高

い
隨
筆
は
皆
此
範
圍
の
も
の
で
、
幾
十
囘
も
版
を
重
ね
て
ゐ
る
。
之
れ
に
反
し
て
敢
て

筆
者
自
か
ら
刊
行
の
意
な
く
、
唯
だ
筆
の
ま
に
く

心
覺
え
に
書
き
散
ら
し
た
隨
筆
の
類

に
な
る
と
、
多
く
は

高
閣
に
束
ね
て
省
み
ら
れ
す
、
爲
め
に
埋
浸

し
て
|還
魂
紙
《

す
きが
ヘレ
》の
料
と
な
つ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
實
は
此
中

に
惜
む
べ
き
も
の
が
數
知
れ
す
あ
る
。
例

へ
ば
工
藝
家
の
隨
筆
の
噛、〕と
き
は
、
多
く
は
專

門
の
事
に
わ
た
り
、

文
章
は
抵
ね
拙
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

其
の
語
る
所

に
趣
味
も
あ
り
、
叉
大
切
な
意
味
も
あ
る
。

夫
の
世
阿
彌

　
　
　
,
山ハ
　
私
の
隨
筆
詣觀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
三
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三
三
四

の

「
十
六
部
集
」
の
如
き
は
、
足
利
時
代
の
詞
で
質
朴
に
書
か
れ
て
ゐ
る
爲
め
に
久
し
く
埋
沒
し
て
ゐ
た
が
、

能
樂
の
た
め

」
道
の
光
明
を
放
つ
大
切
な
書
物
と
し
て
今

は
奪
敬
を

拂
は
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

豐
太
閤

が
寵
し
た
博
多
の
豪
商
|紳
屋
《

か
みや
》宗
湛
の
茶

口
記
な
ど
も
、
亦
前
の
に
譲
ら
な
い
價
値
が
あ
る
。

す
べ
て
斯
う
い
ふ

人
逹
の
・
は
文
章
は

マ
ヅ
ク
て
も
、
其
潤
色
の
な
い
處
が
却
つ
て
率
直
に
赤
裸
に
事
の
實

相
を
道
破
し
て
ゐ
る

の
で
、
能
文
よ
り
も
往
々
優
る
處
が
あ
る
。
世
に
俗
書
と
云
は
れ
て
漢
學
隆
盛
時
代
士
林

に
唾
棄
さ
れ
た
多
く

の
も
の

・
内

に
も
、
亦
頗
る
探
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
市
井
の
商
估
な
ど
の
物
し
池
も
の
.,
覺
束
な
い
筆
で
あ

る
か
ら
悪
文
で
も
あ
る
が
、
鄙
猥
の
事
を
あ
ら
は
に
書
い
て
ゐ
る
の
で
却

つ
て
天
眞
流
露
の
味
が
あ
つ
て
、
市

井
の
風
俗
人
情
を
知
る
の
好
資
料
と
な
る
。
兎
角
美
文
は
物
を
美
化
す
る
爲
め
に
、
往
々
事

相
を
蔽
ふ
の
失
が

あ
る
。
文
章
の
巧
拙
を
以
つ
て
直
ち
に
隨
筆
の
優
劣
を
定
む
る
の
は
輕
率
の
譏
り
を
発
か
れ
ぬ
。

　
私
は
何
れ
か
と
い
ふ
と
、
眞
率
に
素
朴
に
、
殊
更
で
な
く
自
然
に
出
來

た
隨
筆
の
方
に
重
き
を
置
き
た
い
と

思
ふ
。
假
令
否
ら
す
と
も
、
暗
黒
裡
に
埋
沒

し
て
ゐ
る
多
く
の
隨
筆
を
明
る
み

へ
出
し
、
今

の
世
用
に
供
し
牝

い
と
思
ふ
。
斯
る
眞
率
の
隨
筆
に
こ
そ
、
自
か
ら
欺
か
ぬ
記
述
が
あ
る
。
赤
裸
の
實
生
活
が

斯
る
隨
筆
に
於
て

こ
そ
描
か
れ
て
ゐ
る
。
筆
者
の
性
格
、
其
心
匠
の
如
き
も
、
此
等
に
就
て
初
め
て
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
往
々

ρ



に
し
て
他
人
に
知
ら
し
て
な
ら
ぬ
祕
密
も
、
此
方
面
の
隨
筆
に
捜
し
得
る
。
・或

は
其
人
の
工
夫
孚
ば
の
事
を
不

備
を
厭
は
す
書
い
て
あ
る
の
も
、
此
種
の
隨
筆
の

一
特
徴
で
あ
る
。
讀
者
。か
そ
れ
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
て
、
未
熟

の
工
夫
を
終
に
大
成

に
至
ら
し
め
る
こ
と
も
あ
る
。
此
種
の
隨
筆
は
抵
ね

一
家
の
私
記
で
あ
る
か
ら
、
日
誌
と

其
趣
を

一
に
す
る
。
何
事
も
蔽
は
す
隱
さ
す
其
時
の
感
情
で
眞
率
に
書
く
か
ら
、
そ
こ
に

一
種
の
味
が
あ
る
と

同
じ
様
に
、
此
種
の
隨
筆
に
も
同
樣
の
趣
致
か
あ
つ
て
、
日
誌
よ
り
も
筆
數
が
多

い
丈
に
趣
味
も

一
段
深

い
。

　
要
す
る
に
隨
筆
は
百
味
箪
笥
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

一
部
の
隨
筆
が
既
に
百
味
箪
笥
で
あ
る
。
全
體
の
隨
筆

は
、
勿
論
適
切
に
百
味
箪
笥

に
譬

へ
得
る
。
此
箪
笥
の
|抽
子
《

ひ
き瓢
レ
》に數
知
れ
す
藥
味
が
入

つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
皆
味

が
異
つ
て
ゐ
て
、
辛
い
の
も
あ
れ
ば
甘
い
の
も
あ
り
、
苦
い
の
も
あ
り
、
酸

い
の
も
あ
る
。
小
粒
で
あ
る
の
が

其
特
色
で
あ
る
が
、
形

や
色
も
さ
ま
ん
丶
で
、
硬
い
の
も
あ
り
、
軟
か
な
の
も
あ
り
、
精
製
も
あ
れ
ば
粗
製
も

あ
り
、
|生
《
ミ
ぶ
》
な
の
も
あ
り
、
加
工
し
た
の
も
あ
る
。
小
粒
な
が
ら
形
や
色
や
味
が
多
般
多
樣
で
あ
る
處
に
趣
味
が

あ
る
。
さ
れ
ば
百
科
の
書
物
の
内
に
興
味
の
あ
る
も
の
は
隨
筆
の
右
に
出
つ
る
も
の
は
無

い
、
そ
れ
故
昔
か
ら

多
く
の
隨
筆
が
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
。
併
し
出
版
さ
れ
た
も
の

・
み
が
必
す
し
も
良
い
も
の
と
は
限
ら
ぬ
。
埋
浸

し
て
世
に
出
な
い
も
の
が
ま
だ
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
わ
か
ら
ぬ
。
そ
の
内

に
既
刊
の
も
の
よ
り
も
遙
か
に
興
味
の

　
　
　
　
六
　
私
の
隨
筆
觀
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三
三
六

あ
る
も
の
も
夥
し
く
あ
る
。
然
る
に
妙
な
事
に
は
、
隨
筆
を
漁
る
も
の
は
、
い
つ
も
同
じ
抽
子
を
明
け
て
、
他

の
抽
子
に
手
を
觸
れ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
百
味
箪
笥
の
内

に
全
く
手
の
つ
か
な

い
抽
子
は
幾

百
千
も

殘
つ
て
ゐ
る
。
い
つ
も
隨
筆
叢
刻
と
な
る
と
、
有
名
だ
け
に
有
り
觸
…れ
た
も
の

・
み
を
多
く
探
る
の
が
例
と
な

つ
て
ゐ
る
。

い
く
ら
有
名
な
も
の
で
も
、
餘
り
繰
返
し
て
は
味
が
薄
く
な
る
。
皆
な
其
の
味

に
慣
れ
て
は
興
も

亦
無
く
な
る
。
何
故

に
手
附
か
す
の
抽
子
か
ら
取
り
出
さ
な
い
の
で
あ
ら
う
か
」
そ
こ
に
は
久
し
く
潜

ん
で
世

に
出
ら
れ
な
い
こ
と
を
卿
つ
て
ゐ
る
も
の
が
夥
し
く
あ
る
。
そ
れ
の
す
べ
て
が
、
必
す
し
も
よ
い
も
の
と
は
限

ら
な
い
が
、
世
聞
の
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
味
の
異
つ
九
珍
奇
の
も
の
が
數
知
れ
す
埋
沒
し
て
ゐ
る
◇
今
ど
き
隨
筆
を

叢
刻
す
る
に
、
手
を
こ
れ
に
付
け
、
そ
れ
を
さ
ら
げ
出
す
の
で
な
け
れ
ば
ウ
ソ
だ
o
全
體
隨
筆
に
は
種
々
の
形

式
が
あ
る
、
普
逋
所
謂
る
隨
筆
の
形
式
に
の
み
泥
む
と
、
多
く
の
逸
物
を
取
り
逃
す
こ
と
に
な
る
。
飽
く
ま
で

境
域
を
廣
め
て
、
形
式
に
泥
ま
す
博
捜
を
カ
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

七

日

誌

を

書

く

心

得



私

家

の

日

記

　

日
誌
は

「
起
居
注
」
と
も
云
は
れ
て
起
居
の
記
録
で
あ
る
か
ら
、
口
々
書
き
續
く
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
之

鹽れ
を
爲
す
入
と
否
ら
ざ
る
人
と
が
あ
る
。
私

は
壯
年
か
ら
三
十
七
八
年
日
誌
を
書
き
つ
ノ
け
て
ゐ
る
の
で
、
日

.誌
に
就
て
幾
何
か
經
驗
が
あ
る
が
、
實
は
此
の
習
慣
の
廣
く
行
は
れ
ん
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

　
廣
く
日
誌
と
云

へ
ば
、
い
ろ
く

種
類
も
あ
る
が
、
公
私
の
日
誌
が
大
別
で
、
私
の
今
云
は
ん
と
す
る
も
の

は
、
專
ら
個
人
の
日
誌
に
就
て
∬
あ
る
。

　
何
故
個
人
の
日
記
が
必
要
か
と
云
ふ
に
、
こ
れ
は
つ
ま
り

一
個
八
の
記
録
で
、
・そ
れ
が
積
れ
ば
そ
の
人

一
代

の
歴
史
と
な
り
、
そ
れ
が
叉
何
代
も
く

積
れ
ば

一
家
の
歴
史
と
な
る
譯
だ
。
最
も
多
く
自
己
を
知

る
も
の
は

自
己
で
あ
る
@
自
己
に
非
ざ
れ
ば
、
自
己
が
是
ま
で
如
何
な
る
經
路
を
踏
ん
で
潅
み
來
り
し
か
を
知
悉
す
る
も

の
は
な
い
。

　

日
記
を
書
か
ぬ
人
は
、

往

々
に
し
て
日
記
否
定
説
を
唱

へ
て
云
ふ
。
「私
八
の
日
記
な
ん
て
、

そ
ん
な
も
の

が
い
る
も
の
か
い
。
ー

若
し
え
ら
く
な
つ
て
、
世
の
中
に
福
要
の
地
位
で
も
占
め
て
居
れ
ば
、
そ
の
八
の

一
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三
三
入

塞

一
動
は
天
下
に
關
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
書
い
て
置
く
必
要
も
あ
お
が
、
微

々
た
る
入
間

の
日
前
の
行
事
を
記

し
た
處
で
、
風
の
前
の
粃
糠
に
も
値
せ
ぬ
ぢ
や
な
い
か
」
と
。
し
か
し
飜

つ
て
思
ふ
に
、

一
言

一
行
、
天
下
の

休
戚
に
關
す
る
や
う
な
要
路
の
大
人
物
は
、
そ
の
人
自
身
が
日
記
を
書
か
ず
と
も
、
そ
の
八

の
行
動
は
新
聞
な

り
雜
誌
な
り
に
現
は
れ
て
、
他
人
が
之
を
記
録
し
て
哭
れ
る
便
宜
も
あ
り
機
會
も
あ
る
。
之

に
反
し
て
、
え
ら

く
な
い
人
間
印
ち
微

々
た
る
入
間
の
行
事
は
、
之
を
自
分
で
書
か
ね
ば
誰
も
書
い
て
呉
れ

る
も
の
が
な
い
。
此

の
點
か
ら
考

へ
て
も
、
私
家
の
日
記
は
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

青

年

時

代

の

日

記

　
青
年
時
代
の
日
記
ー

年
爾
若
く
し
て
、
言
行
共
に
未
だ
穉
氣
を
脱

せ
ざ
る
時
代
の
日
記

は
、
見
樣
に
よ
つ

て
は
殆
ん
ど
全
く
不
必
要
な
や
う
に
も
思
は
れ
る
。
で
、

一
部
の
人
々
は

「
世
間

へ
出
て
、
何
か
相
當
の
立
揚

を
得
る
や
う
に
な

つ
て
こ
そ
、
日
記
と
い
ふ
も
の
は
必
要
で
あ
る
が
、
未
だ
乳
臭
を
蛻
せ
ざ

る
時
代
に
は
、
日

記
な
ど
は
無
用
の
物
だ
」
な
ど

・
云
ふ
。
が
そ
れ
は
誤

つ
て
ゐ
る
。
凡
そ
事
の
成
る
は
、
成

る
の
日
に
成
る
に

非
ら
ず
し
て
、

そ
の
由

つ
て
來
る
所
は
久

し
い
の
で
あ

る
。

入
が
或
る
地
位
を
得
て

肚
會

に
立
つ
て
ゆ
く
に



は
、
其
處
に
到
る
委
曲
⑫
經
路
が
あ
る
。
而
し
て
そ
の
經
路
は
、
大
方
こ
れ
を
青
年
時
代
に
履
む
の
で
あ
る
。

茲
に
於
い
て
か
、
青
年
時
代
に
日
記
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
青
年
時
代
の
日
記
は
曹
逋
の
歴
史
に
比
ぺ
る
と
、

先
づ

「
上
代
史
」
と
云
つ
た
格
で
あ
る
。

　

世
間
に
は
、
老
境
に
入
つ
て
か
ら
日
記
を
書
く
人
は
少
く
な
い
が
、
若
い
間
か
ら
日
記
を
つ
け
て
ゐ
る
人
は

甚
だ
少
な
い
。
否
、
全
く
見
當
ら
ぬ
。
實
に
殘
念
な
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
執
筆
す
る
こ
と
の
出
來
ぬ
幼
少
時
代

は
兎
も
角
、
苟
く
も
自
分
で
記
録
す
る
こ
と
の
出
來
る
時
代
か
ら
、
相
當
の
年
輩
に
逹
す

る
ま
で
の
日
記
は
、

將
來
に
於
て
大
に
必
要
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
に
相
違
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
青
年
時
代
は
そ
の
人
に

取

つ
て
、
最
も
重
要
な
る
活
動

の
準
備
時
期
で
、
そ
の
間
に
は
志
を
立
て
る
こ
と
に
煩
悶
し
た
り
、
目
的
を
逹

す
る
爲
め
に
燠
惱
し
た
り
す
る
。
何
う
云
ふ
動
機
で
何
う
云
ふ
志
を
立
て
た
と
か
、
何
う
云
ふ
理
由
で
何
う
云

ふ
學
問
を
選
ん
だ
と
か
、
何
う
云
ふ
人
々
と
交
際
し
た
と
か
、
何
う
考

へ
た
と
か
、
何
う
感
じ
た
と
か
、
若

い

時
代
の
胸
裏
を
往
來
し
た
感
情
思
想
が
、

一
々
日
記
の
中
に
點
綴
さ
れ
て
來

る
の
で
あ
る
か
ら
、
將
來
之
を
回

顧
し
て
無
限
の
感
に
打
た
れ
る
に
相
違
な
い
。
殊
に
趣
味
の
上
か
ら
觀
る
と
、

ウ
ブ
な
時
代
の
日
々
の
行
動
は

興
味
の
あ
る
も
の
で
、
天
眞
爛
漫
な
る
當
時
の
有
樣
を
、
老
境
に
至
つ
て
知
ら
う
と
い
ふ
に
は
、
日
記
に
増
し

　
　
　
　
七

日
誌
を
書
く
心
得

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

】ご
三
九
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三
四
〇

た
材
料
は
な
い
の
で
あ

る
。
獨
り
自
分
ば
か
り
で
な
く
、
他
八
が
見
て
も
若
い
時
分
の
日
記

は
面
白
い
も
の
で

あ
る
。
此
の

一
種
懷
舊
的
の
興
感
は
實
に
奪
い
も
の
で
あ
る
が
海

一
度
失

へ
ば
ま
た
之
を
恢
復
す
る
こ
と
が
出

來
ぬ
。

　

一
體
日
記
を
つ
け
る
こ
と
を
面
倒
が
る
入
が
多

い
が
、
實
は
何
で
も
な
い
事
で
、
眞
に

一
舉
手

一
投
足
の
勞

な
の
だ
。
日
々
、
其
日
其
日
の
出
來
事
な
り
、
思
想
な
り
を
書
き
記
す
と
い
ふ
事
に
な
れ
ば

、
電
車
が
惰
力
で

軌
道
の
上
を
走
る
が

如
く
、
自
ら
筆
が
走

つ
て
雜
作
な
く

日
記
と
い
ふ
も
の
が
出
來
て
行
く
。

一
ロ
に
云

へ

ば
、
日
記
を
書
く
こ
と
が
本
能
の
や
う
に
成

つ
て
し
ま
ふ
。
か
く
の
如
き
習
慣
が
善
な
り
や
悪
な
り
や
に
至
つ

て
は
、
殆
ん
ど
問
ふ
べ
き
必
要
が
な
い
。
日
々
の
行
動
を
、
日
々
規
則
立
て

・
書
く
と
云
ふ
習
慣
は
、
推
し
擴

め
て
云

へ
ば
、
日
々
の
仕
事
を
粗
漫
に
せ
ぬ
と
云
ふ
事
に
な
り
、
ま
た
必
要
の
事
を
筆
ま
め
に
書
く
動
機
と
も

な
り
、
親
戚
や
友
八

へ
の
手
紙
の
往
復
を
厭
ふ
や
う
な
弊
害
も
な
く
な
る
。

U
寸
考

へ
て
も
、
こ
の
習
慣
は
斯

…樣
に
結
構
な
も
の
で
あ
る
。

日

記

を

書

く

要

訣



・
日
記
を
書
い
た
經
驗
の
な
い
者
か
ら
觀
る
と
、
日
記
を
つ
け
る
の
は
極
め
て
億
劫
に
思

は
れ
る
が
、
慣
れ

、

ば
何
で
も
な
い
事
で
あ
る
。
試
み
に

一
箇
月
繼
續
し
て
見
よ
、
所
謂

「
習
ひ
性
と
な
る
」
で
、
日
々
或
る
時
刻

が
來
る
と
、
書
か
ね
ば
氣
が
濟
ま
ぬ
や
う
に
な
る
。
用
事
が
あ
つ
て
夜
を
更
か
し
、
遲
く
歸
つ
て
來
て
も
寢
前

に
は
屹
度
つ
け
る
。
つ
け
な
け
れ
ば
眠
ら
れ
ぬ
や
う
に
成

る
。
こ
れ
は
自
分
の
、
三
十
餘
年
日
記
を
つ
け
て
ゐ

る
自
分
の
經
驗
か
ら
保
證
す
る
。
撮
て
日
記
を
つ
け
る
に
は
秘
訣
が
あ

る
。
秘
訣
と
云
ふ
と
仰
々
し
い
が
、
そ

の
實
何
で
も
な
い
事
だ
。

　
第

鬮　

善
く
書
か
う
と
心
掛
け
て
は
な
ら
ぬ
　
　
文
章
を
う
ま
く
書
い
て
、
味
を
持
た
さ
う
な
ど

・
心
掛
け

て
は
駄
目
だ
。
美
く
し
い
丈
章
を
作
る
に
は
時
間
が
掛
る
、
考
が
い
る
、
自
然
面
倒
く
さ
く
な
つ
て
中
途
に
し

て
止
め
る
。
之
で
は
何
に
も
な
ら
ぬ
。

一
體

日
記
に
最
も
奪
ぶ
と
こ
ろ
は
連
續
と
い
ふ
こ
と
で
、
短
い
間
が
委

し
い
よ
り
も
、
略
で
も
よ
い
か
ら
長

い
間
續
く
方
が
よ
い
の
で
あ

る
。
故
に
日
記
の
文
は
走
書
き
で
、
文
章
を

氣
取
る
必
要
は
な
い
。

,
第
二
　
人
に
見
せ
る
氣
に
な
る
勿
れ
　
　
元
來
日
記
は

一
家

一
人
の
私
乘
で
、
人
に
見
せ
る
爲
め
の
も
の
で

は
な
い
。
唯
だ
自
分
が
分
り
さ

へ
す
れ
ば
宜
し
い
。
言
ひ
換

へ
れ
ば
人
に
見
せ
る
氣
を
起
し
て
は
い
け
ぬ
。
尤
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三
四
二
　

　
　

　

〇

も
古
く
か
ら
あ
る
日
記
に
は
、
人
に
見
せ
る
爲
め
の
も
の
も
尠
く
な
い
。
例

へ
ば

「紫
式
部

日
記
」
、
「
土
佐
日

記
」
の
如
き
は
實
に
立
派
な
文
章
で
、
こ
れ
等
は
恐
ら
く
人
に
讀
ま
せ
る
爲
め
作
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
さ
れ

ば
そ
の
目
的
は
文
章
の
美
を
發
揮
す
る
點
に
あ
る
が
、
日
々
の
日
記
を
つ
け
る
者
に
は
、
こ
ん
な
心
掛
は
無
用

で
あ
る
。

　
第
冨

赤
裸
々
に
書
く
べ
し
　
　
又
殊
更
ら
し
い
事
を
書
い
て
は
な
ら

ぬ
。
殊
更
ら
し

い
事
を
書
く
と
、
天

眞
爛
漫
の
趣
を
害
し
て
却
つ
て
面
白
く
な
い
。
前
述
の
如
く
目
記
は
自
分
の
爲
め
の
も
の
で
、
他
八
に
見
せ
る

物
で
な
い
か
ら
、
自
分
の
事
柄
は

一
か
ら
+
ま
で
有
り
の
儘
に
記
す
が
善
い
。
揚
合
に
よ
つ
て
は
自
分
の
失
錯

を
も
書
く
が
肝
要
で
あ
る
。
本
居
宣
長
は
、
極
め
て
謹
嚴
な
學
者
で
あ
つ
た
が
、
併
し
書
生
時
代
の
日
記
の
殘

つ
て
ゐ
る
も
の
に
は
花
柳
界

へ
足
を
踏

み
込
ん
だ
事
が
明
記
し
て
あ
る
。
人
間
は
所
詮
人
聞
で
あ
る
、
神
で
は

な
い
、
か
う
云
ふ
失
錯
も
あ
る
譯
で
あ
る
。
元

々
日
記
は

一
家
の
私
乘
で
あ
る
か
ら
、
何

も
隱
す
に
は
及
ば
な

い
、
赤
裸
々
に
書
い
て
置
く
が
よ
い
。
や

・
も
す
る
と
、
|恁
《
か
くく
》
々
の
事
を
書
い
て
は
と
、
自
ら
恥
ぢ
て
書
き
洩
し

た
り
、
或
は
事
實
を
装
飾
し
た
り
す
る
者
が
あ
る
。
こ
れ
等
は
日
記
と
し
て
不
都
合
の
極

で
あ
る
Q
思
ふ
存
分

に
、
飾
ら
ず
僞
ら
ず
書
い
て
お
く
と
、
後
來
そ
れ
を
讀
む
場
合
に
非
常
な
興
感
を
催
し
、
ま
た
少
な
か
ら
ず
反



省
の
資
を
得

る
こ
と
が
あ

る
。

　
第
四
　
單
調
を
憂
ふ

る
勿
れ
　

　
日
記
を
つ
け
て
ゐ
る
人
の
中
に
も

「
ど
う
も
毎
日
の
事
柄
が
單
調
で
困

る
」
な
ど

・
云
う
て
、
折
角

つ
け
始
め
た
日
記
を
廢
め
て
し
ま
ふ
も
の
が
あ
る
。
併
し
此
等
は
爾
未
だ
日
記
の

趣
味
を
知
ら
ぬ
者
で
あ

る
。
日
記
を
書
く
習
慣
が
つ
く
と
、
同
時
に

一
種
の
趣
味
が
生
じ
て
來
て
、
少
し
考

へ

れ
ば
書
く
可
き
こ
と
が
幾
ら
で
も
湧
い
て
來
る
。
人
と
何
う
云
ふ
談
話
を
交
換
し
た
と
か
、
何
を
見
た
ら
何
う
'

云
ふ
感
じ
が
起
つ
た
と
か
、
誰
々
に
何
を
贈
り
贈
ら
れ
た
と
か
、
か
う
云
ふ
風
の
事
は
皆

日
記
の
好
材
料
だ
。

考

へ
て
見
て
格
別
面
白
く
な
い
事
で
も
、
書
い
て
見
る
と
案
外
に
面
白
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
選
擇
に
少
し
く

意
を
用
ゐ
れ
ば
書
く
べ
き
事
は
幾
ら
も
あ
る
。
豈
に
蕾
に
睛
雨
寒
暖
に
止
ま
ら
ん
や
。
苟
く
も
赤
裸
々
に
自
己
、

を
現
出
す
る
以
上
、
比

々
皆
日
記
の
種
な
ら
ざ
る
は
な
し
だ
。

　
第
五
　
少
し
く
世
の
大
事
件
に
觸
れ
よ
　
　
そ
れ
か
ら
、
日
々
起
る
就
會
の
出
來
事
、
小
さ
い
事
は
無
|論
記
《
レ
る
》

す
に
は
及
ぼ
ぬ
が
、
大
問
題
、
大
事
件
は
少
し
觸
れ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
委
し
い
事
は
新
聞
や
雜
誌
に
出
る
・

か
ら
書
く
必
要
は
な
い
が
、
こ
れ
く

の
事
が
あ

つ
た
位
は
記
し
て
置
け
ば
、
後
日
の
思
出
に
も
な
り
、
亦
參

》

考
に
も
な
る
。

　
　
　

七
　
日
誌
を
書
く
心
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
三



　
　
　
　
圖

書

そ

の
折

々
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

三
四
四

　
第
六
　
銘

々
得
意
の
味
を
附
く
べ
し
　
　
更
に

一
歩
を
進
め
て
、
詩
を
作
り
歌
を
よ
み
俳
句
を
ひ
ね
り
、
謁

、

を
描
く
入

々
は
、
自
己
の
嗜
好
に
從
つ
て
、
そ
れ
ム
丶
得
意
の
作
を
所
々
に
挿
む
が
よ
い
。
ひ
と
り
作
を
保
存

す
る
便
利
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
文
字
に
現
は
れ
ぬ

一
種
の
趣
味
を
添

へ
る
こ
と
に
も
な
る
。
全
體
日
記
に
最

も
趣
味
の
あ
る
の
は
、
詩
歌
俳
句
繪
謁
な
ど
の
挿
ん
で
あ
る
物
で
あ
る
。
渡
邊
崋
山
の
日
記

の
持
て
囃
さ
る
・

の
は
、
自
己
の
目
撃
し
た
種
々
の
も
の
を

ス
ク
ヅ
チ
し
て
豐
富
に
收
ま
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

り
、
|河
鍋
《

かは
な
べ
》曉
齋
の
「

繪
日
記
は
文
句
よ
り
も
繪
が
主
で
滑
稽
味
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
亦
興
味
が
あ
る
。

坤
　
み
.

　

八
　
書

簡

三

書

簡

は
情

の
使

者

　
書
簡
を
普
逋

「
書
歌
」
と
云
ひ
、
亦
單
に

「歌
」
と
も
云
う
て
ゐ
る
。
互
ひ
の
歌
況
や
歌
態
を
逋
す
る
所
か

ら
歌
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
が
、
袱

は

「
情
」
と
音
逋
で
も
あ
り
、
互
ひ
に
歌
態
を
逋
じ
合
ふ
こ
と
は
取
り
も
直

さ
す
情
意
を
通
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
歌
と
情
と
は
、
ひ
と
り
音
逋
の
み
で
な
く
、
袱
の
字
に
お
の
づ
か
ら



情
の
意
が
籠

つ
て
ゐ
る
と
も
云
ひ
得
よ
-
。
さ
れ
ば
歌
袋
擣

袋
で
、
封
筒
は
情
髱

む
も
の

と
解
し
得
る
で

あ
ら
う
。
書
献
は
眞
に
情
の
使
者
で
あ
る
Q

韭
日
し
蘇
武
が
匈
奴
に
使
し
て
留
ま
る
こ
と
+
九
年
の
長
き

に
及
ん
だ
が
、
爾
ほ
歸
る

こ
と
を
許
さ
れ
な
か
つ

九
。
茲

に
漢
の
使
節
が
蘇
武
の
境
遇
を
氣
の
毒
に
思
ひ
、
何
と
か
し
て
歸
國
さ
芝

い
≒

匈
奴

の
王
響

に

見
え
喬

、
詭
い
で
云
ふ
に
は
、
漢
の
天
子
が

百

鏤

に
出
か
け
て
磐

獲
た
・

そ

の
足
に
は
蘇
武
の
書
簡

が
結
び
つ
け
て
あ

つ
て
、
|備
《
つぶ
》さ
に
歸
田心
の
切
な
る
こ
と
が
あ
つ
お

で
、
天
子

も
之
れ
寛

て
落
涙

笈

ん
だ

と
い
ふ
と
、
流
石
に
雖
于
も
氣
の
毒
な
情
が
動
き
、
終

に
蘇
武
を
肇

し
を

云
は
れ
て
ゐ
る
2

時
の
方
便

に
書
簡
を
假
り
て
云
・り
た
こ
と
が
蠻
王
を
動
か
し
得
た
、
況
ん
や
實
の
書
歌
を
や
だ
Q

某
外
國
に
郵
鎧

率
突

い
に
山.回
め
ξ

と
が
あ
る
。
貧
入
は
こ
れ
が
爲
め
に
芳

な
ら
索

便
を
感
じ
・

黷

の
地
に
あ
る
親
戚
と
鑾

、の
交
換
を
す
る
こ
と
が
奉

亨

出
來
脊

な
つ
お

で
、

互
ひ

に
譽

せ

藩

壌

て
、
覆

緯

税
を
賠
ら
す
に
白
梦

封
じ
馨

簡
畫

し
合
ひ
・
そ
れ
が
届
い
砦

誕

で
あ
る
も
の
軋

塾

..舞
茅
、

し
、

開
封
せ
す
に
押
戻
す
こ
と
に
し
を

あ
る
。
白
紙

の
蕎

で
す
喬

ほ
且
つ
情
蠡

す
る
こ
と
が
出
來

る
、
況
ん
や
文
字
あ
る
手
紙
.に
於
て
を
や
だ
Q

　
　
　

八
　
書
簡
三
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四
五



　
　
　
　
圖

書

そ

の
折

々
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

三
四
六

　
情
思
を
逋
す
る
文
は
、
必
ら
す
し
も
巧
を
要
せ
ぬ
、
拙
と
雖
も
情
を
動
か
す
こ
と
が
出
來

る
。
茲
に
手
近
に

一
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
頑
是
な
い
穉
兒
よ
り
族
先
の
私
に
途
つ
た
端
書
で
、
文
面
は
、

　
　
　

ト
ウ
サ

マ
、
ヲ
カ

ヘ
リ
ノ
ト
キ
、
ヲ
ミ
ヤ
ゲ

ニ
、

　
　
　
　
　

リ
ボ
ン
、
ゴ
シ
キ
エ
ン
ピ
ツ
、
ク
グ
モ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魏

D

と
あ
る
。
幼
穉
な
文
言
で
は
あ
る
が
、
穉
兒
の
情
は
躍
如
と
し
て
ゐ
て
、
殊
に
末
の

「
キ
ツ
ト
」
の
三
字
に
千

鈞
の
力
が
あ
る
。

よ
く
引
合
に
出
る
、

龜
と
い
ふ
|馬
喰
《

ぽ
くら
ふ
》
が
米
を
貸
し
九
督
促
状

に

「
な
ぜ

く
さ
ぬ

(寄
越
さ

ぬ
)
、
く
さ
ぬ
な
ら
お
れ
が
ゆ
く
、
龜
が
腕

に
は
骨
が
あ
る
」
と

い
ふ
末
句
の
力
あ
る
に
較

べ
て
も

敢
て
遜
色

が
無
い
で
は
な
い
か
。

　
園
珍
庵
羅
城
が
或
る
人

に
與

へ
た
書
状
に
左
の

一
節
が
あ
る
。

　
　
吉
井
村
勘
助
ち
う
お
の
子
有
、
彼
が
妻
を
傳
九
と
い
ふ
男
盜
取
自
妻
と
す
、
い
ろ
ノ
丶
・む
つ
か
し
き
譯
あ

　
　
り
て
、
勘
助
馬
池
に
て
切
腹
、
そ
の
遺
書
お
か
し
き
事
故
、
爲
し
遣
す
、

其
の
書
き
置
は
、



　
　
　
　
|
垣
《
力
千
》を|木
《
キ
》の
事

　
　

や
い
傳
九
、
よ
も
我
を
た
ば
か
つ
た
な
、
う
ぬ
め
く

、
や
ん
が
て
お
も
ひ
し
ら

せ
ん
・
ま
つ
て
を
れ
・

　
　

う
ぬ
め
傳
九
。

文
は
鄙
野
な
れ
ど
も
鬼
氣
人

に
逼
る
の
概
が
あ
る
。
羅
擦

こ
れ
に
附
記
し
て

「
こ
れ
等
を
見
れ
ば
・
文
を
か

ざ
り
、
筆
を
あ
や
つ
る
な
、
す
べ
て
こ
等
に
落
る
か
」
と
あ
る
逋
り
、
斯
る
不
出
來
の
文
で

も
・
熱
情
が
籠
れ

ば
、
飾
つ
た
文
よ
り
も
人
を
動
か
す
力
に
於
て
一
等
上
に
位
す
る
。

訟日
し
衢

の

エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
、
外
國
に
駐
紮
す
る
使
臣
か
ら
本
國

の
妻

へ
途
る
べ
き
書
状
を
、
誤
つ
て
女

皇
陛
下
に
呈
す
る
公
文
と
取
違

へ
て
封
筒
に
人
れ
た
。
こ
れ
は
勿
論
失
態
で
あ
る
が
、
其

過
失
が
却

つ
て
幸

と

な
つ
た
譯
は
、
妻
宛
の
私
信
に
は
|備
《
つぶ
》さ
に
外
國
に
駐
在
す
る
こ
と
の
つ
ら
さ
や
、

ホ
ー
ム
シ
ツ
ク
を
起
し
て
ゐ

る
こ
と
や
、
俸
給
と
交
際
費
の
不
+
分
な
る
爲
め
に
+
分
の
活
動
が
出
來
兼
ね
る

こ
と
な
ど
を
・
こ
ま
ん
丶

と

認
め
て
あ
つ
た
の
で
、
女
自
漂

そ
れ
を
み
そ
な
は
し
て
坐
う
に
氣
の
毒
に
思
し
召
さ
れ
、
直
ち
に
裸

の
御
沙

汰
が
あ
つ
た
と
い
ふ
.、
駐
外
使
臣
が
正
式
に
陛
下
に
窮
を
訴

へ
て
も
、
斯
く
響
の
聲
に
應
す
る
や

う
な
要
領
を

得
無
か
つ
た
で
あ
ら
う
に
、
眞
情
淋
漓
た
る
私
信
だ
け
に
・
斯
く
も
陛
下
の
同
情
を
博
し
得
た
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
八
　
書
簡
三
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
四
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編
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圃

書

そ

の
折

々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
四
入

　
芭
蕉
が
門
人
去
來
に
金
を
借
り
に
遣
は
し
た
文
が
あ
る
Q

　
　
過
日
芳
野
行
脚
存
立
候
間
金

二
爾
ご
分
御
か
し
可
給
候
、
押
付
も
ら
ひ
た
め
|返
《

O
O
O
》

濟
可
申
候
、
さ
れ
ど
我
等

　
　
事
に
候

へ
ば
、
え
な
し
ま
じ
く
|候
《

O
O
O
》

簡
單
な
文
で
は
あ
る
が
、
師
弟
の
情
味
は
淋
漓

と
し
て
ゐ
る
。
逍
つ
て
も
ら
ひ
溜
め
て
返
濟
す
る
つ
も
り
、
併

し
我
等
の
こ
と
で
あ
る
、
恐
ら
く
返
濟
出
來

ま
じ
と
は
何
等
眞
率
の
言
ぞ
。
芭
蕉
の
風
絡
は
躍
如

と
し
て
ゐ
る

で
は
な
い
か
。

　
豐
太
閤
は
勿
論
文
字
に
嫻
は
な
い
。
其
の
書
簡
は
覺
束
な
い
假
名
文
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
眞
率
の
味
が
あ
つ

て
氣
魄
が
溢
れ
て
ゐ
る
。
其

の
陣
中
か
ら
愛
妾
淀
君
に
與

へ
た
手
紙
の
内

に
、

　

(前
略
)

二
十
日
頃
に
は
か
な
ち
す
參
り
候
て
、

わ
か
ぎ
み
だ
き
申
可
候
、

そ
の
よ
さ

(夜
)
そ
も
じ
を

　
　
も
、
そ
ば

に
寢
さ
せ
可
申
候
、
せ
っ
か
く
御
待
候
べ
く
候

叉
他
の

一
簡

に
は
、

　
　
返
す
く

御
ゆ
か
し
く
候
ま

・
、
　
や
が
て

く

參
り
候
て
、

く
ち
を
す
い
可
申
候
、

η
〈
わ
れ
ノ
丶
・る
す

　
　
に
、
人

に
く
ち
を
御
す
は
せ
候
は
ん
と
お
も
ひ
(
Z
云
々



此
の
書
状

に
所
謂
る

「
わ
か
ぎ
み
」

は
秀
頼
を
さ
す
の
で
、
子
を
思
ひ
妾
を
思
ふ
眞
率
の
情
は
紙
幅

に
濫
れ
て

ゐ
る
。
留
守
に
他
人
の
接
吻
云
々
は
、
流
石
の
豪
傑
も
嫉
妬
は
押

へ
切
れ
な
か
つ
た
と
見

え
る
。
し
か
し
如
是

き
眞
摯
の
放
言
は
豐
公
な
ら
で
は
出
來
ぬ
こ
と
、
書
状
が
情
の
メ
ヅ
セ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
以
上
論
く
を

要
す
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二

書

簡

の

八

難

　
手
紙
を
上
手
に
書
く
こ
と
は
案
外
難
事
で
あ
る
。
大
儒
の
手
紙
が
必
ら
す
|巧
《
う
ま
》い
と
も
限
ら
す
、
能
書
の
人
の

手
紙
が
よ
い
と
も
限
ら
な
い
。
字
が
よ
く
と
も
手
紙
の
體
を
爲
さ
ぬ
も
の
が
あ
り
、
學
殖
が
あ
つ
て
も
手
紙
の

拙
な
人
も
あ
る
。
近
頃
に
な
つ
て
は
、
別
し
て
手
紙
が
下
手

に
な
つ
て
、
文
壇

に
名
彈
あ
る
人
で
も
、
手
紙
を

書

か
せ
る
と
成
つ
て
を
ら
ぬ
の
が
少
な
く
な
い
.
殊
に
近
來
の
手
紙
の
書
き
方
は
、
男
女

の
區
別
が
つ
き
兼
ね

る
ほ
ど
混
亂
し
て
、
有
鬚
の
男
子
の
筆
に
成

つ
た
も
の
が
、
餘
り
に
女
性
的
で
人
を
し
て
嘔
吐
を
催
さ
し
む
る

も
の
も
あ
る
。
手
紙
は
文
章
の
内
で
も
お
の
つ
か
ら

一
體
あ
る
も
の
で
、
實

は
よ
く
書
く
こ
と
が
決
し
て
た
や

す
く
な
い
。
中
に
も
或
る
揚
合
の
手
紙
は
頗
る
書
き
に
く
い
。
私
は
曾
つ
て
書
き
に
く
い
手
紙
は
何
か
と
考

へ
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三
五
〇

て
見
九
こ
と
が
あ
る
、
數

へ
て
見
る
と
八
類
程
あ
る
,
今
其
の
大
略
を
左

に
掲
げ
る
。

　
第

一
は
自
分
よ
り
|目
下
《

め
レ江
》の
も
の
に
や
る
手
紙
で
あ
る
。
目
下
の
も
の
に
や
る
手
紙
は
、
普
逋
用
ゐ
る
敬
語
を

省

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
處
が
敬
語
を
省
く
結
果
は
、
何
と
な
く
高
慢
ら
し
く
聞
え
る
。
そ
れ
を
高
慢
ら
し
く

聞
え
ぬ
や
う
に
、
而
も
威
あ
つ
て
猛

か
ら
す
、

自
か
ら
温
情
の
籠
つ
て
居
る
や
う
に
書
く
の
は
、

容
易
で
な

い
。
初
心
の
者
に
は
殊
に
困
難
で
あ
る
。
私
の
知
れ
る
限
り
で
は
、
近
頃
の
人
で
か
う
い
ふ
手
紙
を
上
手

に
書

か
れ
九
人

は
、
故
三
條
公
の
如
き
が
そ
の
亠
人
で
あ
る
。
公
は
位
人
臣
を
極
め
た
方
で
、
何
人
も
云
は
い
目
下

で
あ
る
。
然
る
に
謙
徳
の
人
で
あ
つ
た
か
ら
、
敬
語
を
用
ゐ
す
し
て
、
し
か
も
傲
ら
な
い
や
う
に
う
ま
く
書
か

れ
た
。
そ
れ
か
ら
細
川
潤

ご
郎
男
な
ど
も
、
先
づ
此
の
種
の
手
紙

に
妙
を
得
て
居
ら
れ
た
方
で
あ
ら
う
。
實
は

此
の
種
の
手
紙
の
名
手
は
餘
り
澤
山
は
な
い
。

こ
れ
が
書
き
難
い
手
紙
の

一
つ
で
あ
る
。

.
次
に
慶
弔
の
儀
式
張
つ
た
手
紙
は
、
誰
れ
も

一
と
逋
り
は
書
く
が
、
儀
式
の
手
紙
は
、
兎
角
儀
式

一
邊
に
流

れ
易
い
o
其
間
に
自
か
ら
優
し
い
情
味
を
籠
め
る
こ
と
は
困
難
で
、
大
家
と
雖
も
能
く
せ
ざ
る
揚
合
が
多
い
。

斯
う
し
た
手
紙
は
、
餘
り
淡
白
に
書
く
と
、
電
信
文
と
同
じ
事
に
な
る
。
さ
れ
ば
と
云
つ
て
、
餘
り
く
だ
く

し

く
表
情
の
辯
を
費
す
と
、
却

つ
て
そ
れ
が
不
自
然
に
な
つ
て
、
何
と
な
く
わ
ざ
と
ら
し
く
、
輕
薄
な
い
や
味



遷

…皿　『㎝}、

が
件
う
て
來
る
。
。
か
う
い
ふ
手
紙
に
、
よ
く
其
の
中
庸
を
得
て
、
遺
憾
な
く
眞
情
を
表

は
す
や
う
に
書
く
の

は
、
餘
程
む
つ
か
し
い
事
と
云
つ
て
よ
い
。
某
女
史
が
、
あ
る
人

に
膾
つ
た
悔
状
を

一
見

し
た
事
が
あ
る
が
、

其
手
紙
は
如
何
に
も
情
意
並
び
到
つ
九
懇
切
な
も
の
で
、
弔
慰
の
情
も
よ
く
現
は
れ
、
頗
る
名
文
で
あ
つ
九
。

そ
し
て
最
後
に

「
只
遺
憾
な
事

に
は
、
御
生
前
に
一
度
も
御
目
に
掛
ら
な
か
つ
た
」
と
い
ふ
樣
な
事
が
書

い
て

あ
つ
九
。

一
度
も
遇
は
ぬ
人

に
對
し
て
悔
み
を
云
ふ
手
紙
に
、
か
く
情
味
の
あ
る
の
は
確

か
に
老
手
で
あ
る
と

思
う
た
o
こ
れ
が
そ
の
こ
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ

　
さ
て
三
は
見
舞
の
手
紙
、
例

へ
ば
寒
暑

の
見
舞
状
の
樣
な
、
特
別
の
用
の
あ
る
で
な
く
、
弛
や
左
右
を
問
ふ

だ
け
の
手
紙
は
、
雜
作
も

な
さ

・
う
で
、
決
し
て
然
う
で
な
い
。
斯
う
い
ふ
手
紙
は
、

「
御
無
沙
汰
を
し
た
が

相
變
ら
す
御
壯
健
で
す
か
」
と
云
ふ
だ
け
で
は
一
向
に
情
味
索
然
で
、
相
手
の
人
に
何
等

の
感
動
を
も
與

へ
な

い
。
併
し
之
れ
に
點
綴
す
る
に
、
土
地
の
近
況
、
或

は
隔
維
し
九
土
地
な
ら
ば
、
雙
方
の
氣
候
の
比
較
、
或
は

自
分
の
近
歌
、
若
く
は
最
近
に
見
聞
し
九
珍
事
広
ど
を
以

つ
て
す
る
と
、
さ
な
が
ら
面
接

し
て
話
を
交

へ
る
が

如
く
、
受
取
つ
た
人
も
少
な
か
ら
す
感
興
を
惹
起
す
も
の
で
あ
る
o
處
が
斯
う
い
ふ
手
紙
を
わ
ざ
と
ら
し
く
な

く
、
素
直
に
面
自
く
書
く
こ
と
は
、
な
か
ノ
丶
む
つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
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第
四
、
婦
人

に
や
る
手
紙
は
、
相
手
が
祁
手
だ
け
に
、
多
く
は
假
名
で
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
不
便
が
あ
湘

る
。
其
の
上
む
つ
か
し
い
事
柄
を
、
力
め
て
分
り
易
い
や
う
に
碎
い
て
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
苦
心
も
あ
る
。
普
通

,用
ゐ
る
漢
語
を

交

へ
た
手
紙
は
、

比
較
的
客
易
で
あ
る
が
,

此
の
柔
ら
げ
た
手
紙
が
む
つ
〆か
し
い
。
　
一
歩
進

ん
で
婦
人
の
情
を
動
か
す
程

に
書
か
う
と
な
る
と
,
勿
論
文
學
的
の
修
辭
を
も
要
す
る
の
で
、
更
に
む
つ
か
し

い
。
そ
れ
も
自
分
の
細
諮
や
姉
妹
な
ど
い
ふ
内
方
人

に
遣
は
す
も
の
は
論
外
と
し
て
、
他
人
で
あ
る
異
性
に
寄

せ
る
手
紙
に
は
、
誰
し
も
困
難
を
感
ぜ
ぬ
者
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
此
の
種
の
手
紙
を
上
手
に
書
い
た
人

は
、

國
學
者
の
中
に
は
い
く
ら
か
あ
る
。
例

へ
ば
賀
茂
眞
淵
が
門
下
の
秀
才
|倭
文
子
《

し
づ
こ
》の
初
族

に
出
る
時
贈
つ

た
手
紙

の
如
き
は
、
實
に
其
の
標
本
と
も
な
る
べ
き
も
の
で
、
徹
頭
徹
尾
假
名
で
書
い
て
あ
る
が
、
如
何
に
も
情
愛
が

紙
幅
に
浴
れ
、
そ
の
噛
ん
で
含
め
る
や
う
に
物
教

へ
を
し
て
居
る
處
は
、
さ
な
が
ら
慈
母
が
愛
孃
に
對
す
る
趣

が

あ
つ
て
、
そ
い
う
に
讀
者
を
動
か
す
の
妙
が
あ
る
。
併
し
是
等
は
有
數
の
手
紙
で
、
餘
り
澤
山
は
無
い
や
う

で
あ
る
。

　

第
五
、
借
金
の
云
ひ
譯
を
す
る
手
紙
、
並
に
金
の
無
心
を
云
ひ
や
る
手
紙
の
書
き
に
く

い
こ
と
は
、
茲
に
多

替
を
費
す
迄
も
あ
る
ま
い
。
此
の
種
の
手
紙
は
、
最
も
人
の
情
に
訴

へ
ね
ば
な
ら
す
、
理
合
も
亦
相
當
に
盡
さ



ね
ば
な
ら
ぬ
◎
隨
つ
て
ど
ん
な
筆
不
精
の
人
で
も
、
此
の
揚
合
に
は
相
當
に
苦
心
す
る
も
の
で
あ
る
Q
李
生
手

紙
を
書
く
に
、
此
の
時
の
心
持
を
以

つ
て
筆
を
執
ら
ば
、
ど
ん
な
手
紙
で
も
概
ね
成
功
す

る
で
あ
ら
う
。

　
第
六
、
人

に
代

つ
て
書
く
手
紙
、
こ
れ
が
又
決
し
て
容
易
で
な
い
。
全
體
自
分
の
思
ふ
邁
り
を
遺
憾
な
く
書

く
す
ら
む
つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
の
に
、
ま
し
て
自
分
な
ら
ぬ
人
の
情
を
寫
さ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
む
つ
か
し
い
事

は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
曲
り
な
り
に
も
自
分
の
書

い
た
も
の
は
不
思
議

に
情
の
移
り
易
い
も

め
で
あ
る
。
そ
こ
で
交
際
肚
會
の
禮
式
に
於
て
も
代
筆
は
禁
物
で
、
自
分
が
病
氣
な
ど
で
萬
已
む
を
得
ぬ
揚
合

め
外
は
、
代
筆
を
使

は
な
い
の
が
通
規
と
な
つ
て
居
る
。
代
筆
の
是
非

は
兎
も
角
も
と
し
て
、
代
筆

は
な
か
な

か
む
つ
か
し
い
も
の
で
あ
る
Q

　
第

七
、
長
上
を
諌
め
る
と
か
、
若
く
は
目
上
の
人
に
金
な
ど
の
催
促
を
す
る
手
紙
も
,
亦
書
き
に
く
い
も
の

で
あ
る
Q
此
の
種
の
手
紙
に
は
、
義
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
先
方

へ
對
す
る
敬
意
を
失
は
ぬ
や
う
に

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
最
も
辭
令
を
巧
に
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
如
何
に
い
ふ
事
が
筋
立
ち

て
も
、
辭
令
が
行
屆

か
な
い
で
荒
立
つ
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
は
、
直
ち
に
先
方
の
感
情
を
害
つ
て
、

其
の

云

ふ
趣
意
を

取
つ
て

奥

れ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
例

へ
ば
後
者
の
揚
合
に
於
て
、
も
と
く

當
方
か
ら
借
し
た
金
を
催
促
す
る
の
で
あ
る

謬
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三
五
四

か
ら
返
せ
と
云

へ
ば
そ
れ
で
よ
い
譯
で
は
あ
る
が
、
長
上
に
對
し
て
は
さ
う
も
行
か
ぬ
。
矢
張
り
相
當
に
敬
意

を
拂
は
ね
ば
禮
儀
と
し
て
濟
ま
ぬ
。
さ
り
と
て
餘
り
敬
意
を
梯
ひ
過
ぎ
る
と
、
先
方
で
返
し
て
も
返
さ
な
く
て

も
よ
い
や
う
な
心
持
を
起
さ
ぬ
と
も
限
ら
な
い
か
ら
、
覚
ハの
邊
の
手
心
を
よ
く
考

へ
て
掛
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
先

方
を
怒
ら
せ
す
、
其
目
的
を
逹
す
る
や
う
に
仕
掛
け
る
に
は
、
全
く
書
き
方
に
苦
心
が

い
る
。
か
つ
て
加
藤
枝

・査

と
い
ふ
國
學
者
が
、
其
の
師
眞
淵
の
子
息
に
與

へ
て
、
借
金
の
督
促
を
し
た
手
紙
を
見

た
事
が
あ
る
。
そ
れ

は
先
づ
先
大
人
眞
淵

に
對
し
て
は
子
弟
の
關
係
が
あ
る
か
ら
斯
く
く

の
特
別
の
事
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
今

で
は
代
が
か
は
つ
た
か
ら
事
情
が
同

一
で
な
い
と
云
ふ
條
理
を
分
明
に
あ
ら
は
し
、
さ
て
之
が
督
促
に
及
ぶ
と

云

ふ
順
序
で
、
條
理
と
敬
意
と
を
並
び
備

へ
て
書
い
て
あ
る
。
か
う
出
ら
れ
て
見
る
と
、
相
手
が
如
何
に
す
る

く
と
も
頷
か
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
る
。
此
の
種
の
手
紙
は
そ
の
相
手
方
と
蝪
合
と
を
よ
く
考

へ
て
工
夫
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
か
ら
、

一
逋
り
な
ら
す
書
き
に
く
い
も
の
で
あ
る
.、

　
第
八
、
他
見
を
憚
る
手
紙
が
む
つ
か
し
い
Q
此
の
種
の
手
紙
に
は
、
大
抵

「
御
覽
後
火
中
」
な
ど

・
書
き
添

へ
て
あ
る
が
例
で
あ
る
。
處
が
事
實

に
於
て
多
く
は
火
中
に
附
せ
ら
れ
な
い
、
隨
つ
て
早
晩
世
に
出
て
來
る
虞

れ
が
あ
る
か
ら
、
之
を
書
く
時
に
豫
め
用
意
を
要
す
る
。
勿
論
出
來
る
だ
け
相
手
に
の
み
分
る
や
う
な
書
き
方



を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
兎
も
す
る
嘉

手
に
も
分
ら
な
い
事
に
な
り
易
い
・
の
み
な

ら
す
他
見
を

憚
る
手
紙
に
は
、
鑾

、の
性
質
と
し
て
他
人
の
褒
貶
毀
譽
に
亘
る
事
も

あ
り
、
或

纏

略
に
關
す
る
事
も

あ

る
。
斯
る
事
柄
は
筆
の
使
ひ
工
合
で
、
人
を
傷
け
且
つ
自
分
の
人
格
を
下
げ
る
や
う
な
事
が
な
い
と
も
限
ら
な

い
か
ら
、
大
い
に
注
意
し
て
筆
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
よ
し
叉
匿
名

に
し
て
之
れ
を
書

い
た
所
で
・

そ
の
筆
蹟

で
本
人
の
誰
れ
か
は
真

、知
れ
る
。
依
て
筆
蹟
の
分
ら
ぬ
や

り
に
す
る
こ
と
に
就
き
、
私
の
感
じ
た
事
が

一
つ

あ
る
。
そ
れ
は
鼻

の
筆
癖
を
隱
す

一
つ
の
手
段
と
し
て
片
假
耋

じ
書
薫

で
あ
る
・
即
享

紙
の
委

を
電

信
文
の
や

フ
に
片
假
名
で
書
け
ば
、
自
分
の
筆
蹟
は
肇

隱
し
得
る
も
の
で
あ
る
・
別

に
要

も
な
い
事
で
は
あ

る

。か
、

つ

い
で

だ

か
ら
爰

に
述

べ

て

お
く

.、

所
謂
蛮
日き
に
-
い
手
紙
-、
い
ふ
は
、
必
す
し
も
如
上
の
八
類
だ
け
に
限
ら
な
い
が
、
も
と
ー

手
紙
は
勢

に
棄
日く
べ
き
も
の
で
な
い
、
又
-無
雜
作

に
書
き
得

べ
き
も
の
で
も
な
い
と
、
李
生
深

く
感
じ
て
ゐ
る
所
か
ら
・

假
り
に
此
の
八
難
を
數

へ
て
見
九
ま
で
い
あ
る
Q
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私
が
早
大
の
圖
書
館
長
で
あ

つ
た
と
き
、
自
家
の
蒐
集
し
た
古
今
名
流
の
書
簡
百
卷
約

千
通
ば
か
り
を
展
覽

に
供
し
た
こ
と
が
あ
る
。
其
際
私

の
幼
時
の
師
星
野
垣
博
士
も
態
々
來
觀
せ
ら
れ
た
が
、
私

に
封

つ
て
實
は
今

日
貴
所
の
藏
品
の
陳
列
と
聞

い
た
か
ら
來
た
、
成
る
ほ
ど
豐
富
な
所
藏
に
敬
服
し
た
。
自

分
の
家
に
も
そ
れ
と

な
く
存
し
て
ゐ
る
師
友
の
書
簡
が
少
な
く
な
い
、
君
に
倣
う
て
こ
れ
か
ら
整
理
を
試
み
ん

と
云
は
れ
た
。
此
展

覽
曾
に
同
縣
八
で
東
京
盲
唖
學
校
長
で
あ
つ
た
小
西
信
八
氏
も
見
え
た
。
氏
は
私
に

一
通

の
書
簡
を
贈

る
こ
と

を
約
さ
れ
た
。
そ
れ
は
私
の
所
藏
に
無
い
も
の
で
あ

つ
た
か
ら
喜
ん
で
其
後
惠
投
を
受
け
た
が
、
氏
は
後
日
私

に
云
は
る

・
に
は
、
實
は
こ
れ
ま
で
放
擲
し
て
あ
る
友
人
な
ど
の
書
簡
も
、
君
の
陳
列
を
見
て
か
ら
急
に
惜
し

く
な
つ
て
遽
か
に
整
理
に
着
手
し
た
c
さ
も
な
け
れ
ば
、
君
に
贈

る
の
書
簡
は
唯
だ

一
通

に
の
み
止
ま
ら
な
か

つ
た
ら
う
と
。
私
が
學
生
の
爲
め
に
催
し
た
か
り
そ
め
の
陳
列
が
圖
ら
ず
も
如
上
の
注
意

を
惹
き
起
し
、
そ
れ

迄
は
請

へ
ば
容
易
く
與

へ
ら
れ
た
人
達
も
、
今
は
與

へ
ら
れ
な
く
な
り
、
私
に
取
り
て
は
却
つ
て
不
利
を
釀
す

に
至
つ
た
が
、
書
簡
の
趣
味
と
其
保
存
の
必
要
が
少
な
く
と
も
或
る
部
面
に
認
め
ら
れ
た

こ
と
を
思
ふ
と
、
私

は
之
れ
を
本
懷
と
し
て
、
折
角
の
陳
列
の
徒
勞
で
無
か
つ
た
こ
と
を
喜
ん
だ
。

　
私
は
書
簡
の
保
存
を
世
間
に
勸
め
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
好
事
の
意
か
ら
出
た
の
で
は
な
い
、
其



保
存
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
保
存
を
勸
む
る
書
簡
は
、
古
い
名
流
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
、
近
代
の
人

の
で
も
現
代
の
入
の
で
も
、
保
存
す
る
の
必
要
が
あ
る
。
既
に
古
人
の
書
簡
が
今
日
容
易
に
得
ら
れ
な
い
事
を

知
る
な
ら
ば
、
今
入
の
も
今
か
ら
保
存
に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
他
日
必
ら
ず
古
人
の
を
今
日
求

め
て
得
難
い
と
同
じ
困
難
と
不
便
を
感
ず

る
で
あ
ら
う
。
私
が
書
簡
の
蒐
集
を
始
め
た
の
は
十
數
年
前
だ
が
,

始
め
方
が
既
に
お
そ
か
つ
た
こ
と
を
歎
じ
た
。
古
い
名
家
の
手
簡
で
手
に
入
ら
な
か
つ
た
も
の
が
い
く
ら
も
あ

つ
た
。
古
簡
は
さ
て
置
き
、
己
が
父
租
の
書
簡
を
せ
め
て
幾
通
か
欲
し
い
と
思
う
て
も
な
か
～

丶
手
に
入
ら
な

か
つ
た
。
若
し
父
祗
の
遺
像
に
併
せ
て
面
の
あ
た
り
そ
の
聲
を
聞
く
と

一
般
で
あ
る
書
簡
が
あ

つ
た
な
ら
ば
、

吾
が
未
見
の
前
人
は
如
何
に
眼
前
に
活
躍
す
る
で
あ
ら
う
と
思
う
て
も
、
今
は
容
易
に
得

が
た
く
、
曾

つ
て
あ

つ
た
も
の
ま
で
も
、
保
存
の
心
掛
が
無
か
つ
た
爲
め
に
今
は
皆
散
佚
し
て
仕
舞

つ
て
ゐ
る
。
若
し
今
少
し
早
く

保
存
の
心
掛
が
あ

つ
た
ら
ば
と
悔
ゆ
れ
ど
も
詮
が
な
い
。
恐
ら
く
之
れ
を
悔
ゆ
る
も
の
は
、
私
の
み
で
な
く
、

必
ら
ず
世
間
に
も
同
悔
の
人
が
あ
ら
う
。

　
書
簡
が
種
々
他
日

の
考
證
と
な
り
、

史
傳
の
好
材
料
と
な

る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
暫
ら
く

問
は
ず
と
し

て
、
單
に
筆
者
の
面
目
躍
如
の
點
に
於
て
、
之
れ
が
保
存
の
必
要
あ
る
こ
と
は
、
宛
が
ら
其
人
の
寫
眞
を
存
し
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置
く
の
必
要
と
同
樣
で
あ
る
。

否
、

私
の
見
る
所
で
は
、
寫
眞
よ

り
も
寧
ろ
大
切
な
意
味
が
あ

る
。

そ
の
故

は
、
寫
眞

は
唯
だ
其
人
の
面
貌
風
釆
を
見
る
に
過
ぎ
な
い
、
そ
の
入
の
面
貌
風
釆
か
ら
推
し

て
其
人
の
性
格
を

推
測
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
書
簡
は
、
直
ち
に
其
人
の
百
説
、
其
人
の
感
情
、
趣
味
、
嗜
好
、
性
格
を
明

か
に
あ
ら
は
し
た
る
無
音
の
聲
で
あ
る
。
別
し
て
或
る
重
要
の
機
會
に
其
人
の
性
格
を
十
二
分
に
發
揮
し
た
も

の
に
な
る
と
、
寫
眞
よ
り
も
活
き
た
趣
が
あ
る
。
寫
眞
と
書
簡
と
を
併
せ
て
こ
そ
其
八
が
發
揮
す
る
の
に
、
寫

眞
に
の
み
重
き
を
お
き
、
書
簡
や
遺
墨
を
閑
却
す
る
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。

　
世
に
は
記
念
の
爲
め
と
あ

つ
て
、
故
八
の
寫
眞
を
掲
げ
た
り
像
を
刻
ん
で
建
て
た
り
す
る
が
、
偏

へ
に
形
骸

に
の
み
專
ら
で
、
其
精
神
と
も
見
る
ぺ
き
遺
墨
の
保
存
な
ど
に
、
意
を
留
め
な
い
傾
き
が
あ

る
。
試
み
に
官
署

に
到
つ
て
見
よ
、
校
舍

に
行

つ
て
見
よ
、
將
た
會
瓧
を
訪
う
て
見
よ
、
そ
れ
み
丶
に
記
念
す

べ
き
入
物
の
肯
像

は
額
な
ど
に
な

つ
て
儼
然
と
飾
ら
れ
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
さ
て
其
の
人
の
筆
蹟
と
な
る
と
、
幾
ん
ど
斷
簡
零
紙

も
保
存
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
故
に
い
ざ
故
人
の
言
行
録
、
功
績
録
、
其
他
記
念
出
版
な
ど
を
し

よ
う
と
な
る
と
、

其
の
資
料
を
集
め
る
に
相
當
骨
が
折
れ
る
。
殊
に
故
八
の
筆
蹟
を
得
る
に
困
し
む
揚
合
が
少
な
く
な
い
。
全
體

な
ら
ば
い
く
ら
も
親
戚
や
知
人
の
間
に
あ
る
べ
き
筈
の
も
の
が
、
唯
だ
保
存
に
心
を
か
け
ぬ
爲
め
に
皆
散
佚
し



て
、
い
ざ
必
要
と
い
ふ
揚
合
に
初
め
て
悔
ゆ
る
の
で
あ

る
。

　
官
署
、
會
瓧
、
學
校
な
ど
で
重
要
の
書
類
は
種

々
あ
ら
う
が
、
就
中
其
の
創
立
の
默
況

を
語
り
、
或
る
重
大

事
件
を
語
り
、
或
る
功
勞
者
若
く
は
恩
入
の
事
を
語
る
書
類
の
如
き
は
、
尤
も
貴
重
の
も
の
に
相
違
な
い
。
大

切
な
記
録
と
云
ふ
も
の
は
、

セ
コ
ン
ド

ヘ
ン
ド
に
成

つ
た
覺
束
な
い
記
録
で
は
な
く
、
親

し
く
其
事
に
關
係
し
・

た
本
八
そ
れ
自
身
の
筆
に
成
つ
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
書
簡
な
ど
は
其

一
で
あ
る
。
さ
れ
ば
故
人
の
記

念
會
で
も
催
す
揚
合
に
は
、
此
等
の
遺
墨
が
尤
も
須
要
の
位
地
を
占
む
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
他
日
記
念
物

と
な
る
べ
き
も
の
が
、
早
く
其
の
當
時
に
於
て
時
々
刻
々
反
故
籠
に
葬
ら
る
・
の
が
常
習
と
な
つ
て
ゐ
る
は
、

惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
保
存
の
心
掛
と
い
ふ
も
の
は
エ
ラ
イ
も
の
で
、
僅
か
に
其
の
氣
が
つ
く
と
、
幾
十
年
を
經
た
曉
に
は
實
に
非

常
の
事
に
な
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
實
例
は
大
隈
家
の
莫
大
の
書
簡
の
保
存
に
就
て
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
大

隈
侯
は
豪
放
不
覊
の
人
で
、
自
ら
は
筆
を
執
ら
ぬ
人
で
あ
る
。
他
か
ら
多
く
の
書
簡
を
寄
せ
來

つ
て
も
、
大
抵

は
反
故
に
な

つ
て
居
る
と
思
つ
て
ゐ
た
。
日
夕
往
來
し
て
ゐ
る
私
は
、
手
紙
に
趣
味
は
あ

り
な
が
ら
、
曾
て

一

た
び
も
大
隈
家
に
維
新
以
來
の
書
簡
が
ど
れ
ほ
ど
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
問
う
た
こ
と
も
な
く
、
叉
そ
れ
を
念
・
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頭
に
か
け
た
こ
と
も
無
か

つ
た
。
然
る
に
侯
が
薨
じ
て
其
の
傳
を
編
す
る
場
合
に
な
る
と
、
未
亡
入
か
ら
始
め

て
維
新
以
來
各
所
か
ら
來
た
書
簡
が
幾
ん
ど
漏
れ
な
く
保
存
さ
れ
て
あ
る
と
聞
い
て
、
非
常

に
驚
い
た
。
多、れ

を
私
の
手
で
整
理
す
る
こ
と
に
な
つ
て
、
さ
て
庫
よ
り
出
し
た
の
を
見
る
と
、
そ
の
分
量
の
如
何
に
も
大
き
い

の
に
更
ち
に
驚
い
た
。
二
十
疊
も
敷
く
二
室
を
埋
め
る
ほ
ど
も
あ
る
の
で
、
ま
る
で
手
紙
の
海
に
漂
う
て
ゐ
る

か
の
感
が
あ

つ
て
、
最
初
は
整
理
の
方
法
す
ら
立
た
な
か

つ
た
位
で
あ
る
。
段

々
調
べ
て
見

る
と
、
明
治
十
五

年
ま
で
の
來
簡
は
執
事
の
手
で
可
な
り
に
整
理
さ
れ
て
ゐ
て
、
目
録
す
ら
出
來
て
ゐ
た
の
に
頗

る
便
利
を
感
じ

た
。
此
の
莫
大
の
書
簡
は
侯
の
傳
を
立
て
る
に
就
て
の
好
資
料
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
維
新
か
ら
大
正
に
及

ぶ
歴
史
を
編
す
る
に
就
て
の
大
な
る
資
料
で
あ

つ
て
、
實
に
大
切
な
も
の
が
夥
し
く
あ
る
。
其
の

一
端
は
侯
の

傳
記
に
附
屬
し
て

「
風
雲
偉
觀
」
と
署
し
た
大
冊
に
收
め
て
あ
る
。
叉
私
が
當
時
取
調
べ
中
に
感
じ
た
こ
と
を
.

録
し
た
長
文
も
、
其
卷
末
に
附
し
て
あ
る
か
ら
、
茲
に
委
し
く
言
ふ
こ
と
を
避
け
る
が
、
僅
か
に
夫
人
が

一
朝

保
存
の
念
を
發
し
た
の
が
動
機
で
、
こ
れ
丈
貴
重
の
も
の
が
殘
つ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
思

ふ
と
、
如
何
に
保
存

の
心
掛
が
大
切
で
あ
る
か
f
知
れ
る
で
あ
ら
う
。

　
故
人
を
記
念
し
若
し
く
は
史
傳
の
資
料
と
す
る
も
の
は
、
必
ら
ず
し
も
書
簡
に
限
ら
な

い
、
然
る
に
私
が
毟



{

と
し
て
書
簡
の
保
存
を
い
ふ
の
は
、
書
簡
に
偏
し
て
云
ふ
の
で
は
な
い
。
書
簡
以
上
の
遺
墨
の
必
要
は
爾
更
ら

大
切
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
書
簡
以
外
の
遺
墨
は
澤
山
に
あ
る
べ
き
筋
の
も
の
で
な
い
。
學

者
や
文
人
な
ど
な
ら

ば
蓍
述
も
あ
ら
う
し
詩
書
の
類
も
あ
ら
う
が
、
經
營
家
、
事
務
家
な
ど
に
な
る
と
、
其
の
筆
蹟
は
僅
か
に
書
簡

に
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
私
が
圭
と
し
て
書
簡
の
保
存
を
云
ふ
の
は
、
其
れ
が
最
も
得
や
す
く
且
っ
得
る
機
會

が
最
も
多
い
か
ら
の
事
だ
。

　
書
簡
が
他
日
の
考
證
に
必
要
で
あ
る
所
以
は
、
其
人
の
意
思
が
明
暗
の
間
に
窺
ひ
得
ら

る

、
か
ら
で
あ
る
。

書
簡
が
、
立
派
に
書
き
直
さ
れ
た
記
録
に
も
ま
し
て
價
値
の
あ

る
譯
は
爰
に
あ

る
。
前
年
前
田
家
で
出
版
さ
れ

た
松
雲
公
の
傳
を
讀
ん
で
感
服
し
た
の
は
、
何
に
つ
け
て
も
其
の
折

々
の
書
翰
が
數
多
く
引
か
れ
て
あ
る
こ
と

で
、
流
石
に
大
切
な
手
紙
が
よ
く
保
存
さ
れ
、
そ
れ
が
よ
く
役
立
つ
た
と
い
ふ
事
に
あ

つ
た
。
實
は
書
簡
ほ
ど

正
確
に
近
い
も
の
は
な
い
、
某
年
某
月
某
日
、
或
る
揚
合
に
は
時
刻
ま
で
も
注
し
て
あ
る
、　
(
郵
便
の
淌
印
な

ど
が
そ
れ
で
あ
る
)
斯
樣
に
確
實
な
文
書
は
、
書
簡
を
搭
い
て
他
に
無
い
。
書
簡
は
漠
然
其
の
時
代
を
語
る
も

の
で
な
く
、
其
の
筆
し
た
即
時
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
此
點
か
ら
考

へ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
其
の
折

々
の
事
を
確

か
に
語
る
も
の
は
な
い
。
考
證
の
資
料
と
し
て
價
値
の
あ
る
の
も
此
故
で
あ
る
。
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要
す
る
に
書
簡
は
、
其
當
時
要
が
あ
つ
て
、
叉
後
に
要
の
あ

る
も
の
で
あ
る
、
荷
ぐ

も
他

日
要
あ
る
こ
と
が

今
日
明
か
で
あ
る
以
上
は
、
之
れ
が
保
存
を
心
掛
く
べ
き
は
多
言
を
待
た
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
之
れ
を
保
存

す

る
こ
と
は
敢
て
甚
だ
し
い
煩
勞
が
あ
る
で
は
な
い
。
但
だ
聊
か
勞
あ
り
と
云

へ
ば
、
僅
か
に
取
捨
の
勞
あ
る

の
み
だ
。

一
概
に
書
簡
な
ら
ば
、
其

の
筆
者
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
内
容
の
如
何
を
問
は
ず
、
悉
く
保
存
す
べ
し

と
云
う
た
な
ら
ば
、
終
に
は
置
く
に
所
も
な
い
こ
と
に
な
り
、
結
局
玉
石
併
せ
焚
か
る

・
の
災
厄
に
遏
う
で
あ

ら
う
。
即
ち
無
差
別
に
保
存
す
る
こ
と
は
、
所
詮
其
結
果
に
於
て
初
め
よ
り
之
れ
を
保
存
せ
ざ
る
に
齊
し
い
。

さ
れ
ば
選
擇
と
多
少
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
。
此
の
位
の
事
は
、
心
掛
さ

へ
あ
れ
ば
、
最
初

に
於
て
こ
そ
多
少

面
倒
と
も
感
じ
も
す
れ
、
や
が
て
習
慣
を
爲
す
に
至
り
≦
容
易
の
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
名
家
に
存
す
る
書
簡

は
年
を
經
る
に
從
つ
て
貴
重
の
も
の
と
な
る
、
其
端
は
其
當
時
の
保
存
に
發
す

る
こ
と
を
思

ふ
と
、
此
の
心
掛

は
眞
に
大
切
で
あ
る
。


