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材
研
究
『
日
本
永
代
蔵
』
の
表
現
に
つ
い
て

「
古
典
講
読
」
■
に
向
け
て
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1
　
は
じ
め
に

　
平
成
六
年
度
か
ら
実
施
の
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
で
は
、
「
読
解
と

鑑
賞
の
能
力
を
通
し
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し

て
」
の
「
古
典
講
読
」
．
の
授
業
が
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
国
語
1
」
の

「
B
　
理
解
」
の
内
容
を
「
深
化
、
発
展
」
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
選
択

科
目
で
あ
る
。
実
際
に
は
現
段
階
で
実
施
が
な
い
中
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

形
で
の
授
業
展
開
と
な
る
か
は
、
現
場
に
お
い
て
も
模
索
し
て
い
る
の
が
実
状

で
あ
ろ
う
。
「
4
　
内
容
の
取
り
扱
い
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
「
古
典
講
読
」
の
ね
ら
い
は
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
一
作
品
、
又
は
一
文

　
種
・
形
態
に
含
ま
れ
る
幾
つ
か
の
作
晶
を
じ
っ
く
り
読
み
味
わ
う
こ
と
に
よ

　
っ
て
、
古
典
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
深
め
、
古
典
に
親
し
む
態
度
を
身
に

　
付
け
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
教
材
の
選
定
に
当
た
っ
て
も
、
そ
の
趣
旨
を

　
十
分
に
生
か
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
o
。

と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
古
典
の
授
業
の
展
開
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
現
在
の
高
校
生
が
古
典
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど

め
深
い
関
心
と
学
習
意
欲
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
極
め
て
疑
問
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
、
ど
の
よ
う
な
時
に
生
徒
は
古
典
に
対
し
て
興
味
を

持
ち
、
主
体
的
に
学
習
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
要
素
と
し
て
、

梅
津
彰
人
は
、

　
　
要
は
①
文
法
を
調
べ
て
知
的
解
決
の
喜
び
、
発
見
の
喜
び
な
ど
を
体
得
す

　
る
。
②
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
読
み
通
し
た
成
就
感
・
満
足
感
を
持
つ
。
③
い

　
ろ
ん
な
感
覚
を
フ
ル
に
使
っ
た
、
感
動
と
共
に
古
典
を
味
わ
う
喜
び
を
知

　
る
ω
。

　
と
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
「
古
典
講
読
」
で
果
た
さ
な
く
■
て
は
な
ら
な
い
具

体
的
指
導
内
容
も
、
こ
の
三
つ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
理
想
的
に
は

「
古
典
講
読
」
の
場
合
、
生
徒
自
身
が
自
主
的
に
こ
の
段
階
に
達
し
、
自
主
的

に
学
習
活
動
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
の
授
業
の
展
開
で
は
や

は
り
、
あ
る
程
度
の
教
師
の
指
導
が
介
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
部
分
も
出
て

く
る
よ
う
に
田
山
う
。

　
事
実
、
私
の
勤
務
す
る
筑
波
大
学
附
属
駒
場
中
・
高
校
で
の
「
古
典
学
習
に

関
す
る
意
識
調
査
㌔
で
も
、
「
教
師
の
解
説
・
説
明
を
主
と
し
た
授
業
の
進
め

方
を
よ
し
と
す
る
生
徒
が
四
割
に
達
す
る
。
ま
た
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
も

「
観
念
的
・
抽
象
的
な
内
容
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
よ
り
は
、
具
体
的
な
事

実
を
知
っ
た
り
、
伝
説
・
説
話
と
い
っ
た
話
の
意
外
性
・
お
も
し
ろ
さ
に
生
徒

の
興
味
が
向
い
て
い
る
」
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
「
古
典
講
読
」
を
指
導
し
て
い
く
場
合
、
ど
の
よ
う
な
教

材
（
学
習
材
）
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
師
の
側
が
古
典
文

法
指
導
を
受
験
と
の
関
わ
り
の
中
で
捨
て
き
れ
な
い
以
上
“
、
従
来
の
よ
う
に
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高
三
の
段
階
で
古
文
で
多
く
扱
わ
れ
て
き
た
『
源
氏
物
語
』
や
『
徒
然
草
』
と

い
っ
た
作
品
が
中
心
ど
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
作
品
ば
か
り
で
生
徒
の

側
の
古
文
学
習
の
充
実
感
は
達
成
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、

近
世
の
井
原
西
鶴
の
『
日
本
永
代
蔵
』
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
作
品
の
中
か
ら

特
に
西
鶴
ら
し
さ
が
味
わ
え
る
表
現
の
一
つ
の
形
態
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
を

試
み
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
生
徒
が
『
日
本
永
代
蔵
』
を
学
習
し
て
い
く
と
き
、

あ
る
「
ま
と
ま
っ
た
量
」
を
「
具
体
的
事
実
を
知
り
」
つ
つ
読
む
た
め
の
教
師

の
側
か
ら
の
備
え
と
し
た
い
。

　
皿
　
西
鶴
文
体
の
特
色

　
西
鶴
の
文
体
の
特
色
に
つ
い
て
全
体
的
特
色
を
論
じ
た
も
の
に
、
古
く
は
藤

村
作
に
は
じ
ま
り
板
坂
元
の
「
曲
流
文
㌔
の
指
摘
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、

綿
密
な
文
体
の
研
究
は
、
杉
本
つ
と
む
の
「
西
鶴
作
晶
に
お
け
る
こ
と
ば
の
ス

タ
イ
ル
」
㈹
や
浜
田
啓
介
の
「
西
鶴
流
の
文
体
に
つ
い
て
」
ヤ
な
ど
を
待
た
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
杉
本
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
西
鶴
の
文
章
の
俳
譜
性
は
明
治

の
昔
か
ら
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
実
証
さ
れ
て
き
た
」
の
も
事
実

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
指
摘
の
実
態
は
、
杉
本
も
批
判
す
る
よ
う
に
「
単
に

省
略
と
か
古
典
の
翻
案
、
引
用
を
も
っ
て
律
し
て
い
る
う
ち
は
、
ま
だ
文
体
論

的
考
察
と
は
い
え
ま
い
。
そ
こ
に
一
つ
の
方
法
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
カ
こ
ま
れ

る
内
容
と
を
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
杉
本
は

芭
蕉
の
ヌ
ケ
風
に
通
じ
る
文
体
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
俗
語
の
多
用
や
「
と
な

り
」
「
ぞ
か
し
」
と
い
っ
た
文
末
に
注
目
し
て
い
る
。
浜
田
は
西
鶴
の
「
陳
述

を
保
留
し
、
中
止
法
を
重
ね
て
」
い
く
特
色
に
注
目
し
て
「
要
す
る
に
西
鶴
文

は
、
創
成
の
本
来
か
ら
意
志
力
の
強
い
文
体
で
あ
っ
た
。
強
い
主
体
の
判
断
や

情
意
が
各
部
分
に
こ
も
っ
．
て
い
た
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
注
目
す
べ
き
は
、

　
　
西
鶴
の
小
説
が
、
談
理
的
な
作
品
、
例
え
ば
『
日
本
永
代
蔵
』
の
如
き
も

　
の
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
体
の
系
譜
を
同
じ
く
談

　
理
的
な
仮
名
草
子
に
繋
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
筋
は
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
『
日
本
永
代
蔵
」
は
そ
の
よ
う
に
教
誠
的
で
あ
り
、
主
張
的
で
あ
る

と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
西
鶴
と
い
う
と
『
好
色
一
代
男
』
に
そ
の
文
体
の
原
型
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

代
表
的
な
文
体
の
形
態
を
読
み
取
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
一
般

的
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
中
村
幸
彦
も
「
好
色
一
代
男
の
文
体
」
⑫
の
中
で
、
和

歌
文
脈
・
漢
詩
文
脈
・
謡
曲
文
脈
・
俳
譜
文
脈
・
記
事
文
脈
・
書
簡
文
脈
・
説

話
談
話
文
脈
・
会
話
文
脈
の
八
つ
の
文
体
を
指
摘
し
、
俗
文
脈
を
基
調
と
し
、

そ
れ
ら
を
美
文
化
し
た
の
が
、
西
鶴
の
文
体
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
す
る
な

ら
ば
、
西
鶴
の
文
体
の
特
色
は
『
好
色
一
代
男
』
に
こ
そ
最
も
広
く
見
ら
れ
、

『
日
本
永
代
蔵
』
な
ど
に
は
限
ら
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
、
仮
名
草
子
の
後
追

い
的
な
お
定
ま
り
の
文
体
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
浮
橋
康
彦
は
『
北
条
五
代
記
』
と
『
日
本
永
代
蔵
』
の
文
体
を
比

較
し
て
、
文
体
の
原
型
を
先
行
の
説
話
・
伝
承
・
記
録
文
学
と
い
っ
た
作
品
の

中
に
求
め
て
い
く
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
⑫
。

　
西
鶴
の
文
体
を
考
え
て
い
く
と
き
、
浮
橋
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
単
純
に
類
型
化
し
て
お
お
せ
な
い
と
こ
ろ
に
、
西
鶴
の

表
現
の
深
さ
や
面
白
さ
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
皿
　
「
つ
ら
ね
」
の
型
に
よ
る
文
体

　
「
つ
ら
ね
」
と
は
、
本
来
歌
舞
伎
の
用
語
で
あ
る
。
『
歌
舞
伎
事
典
』
に
よ
れ

ば
、　

　
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
の
一
種
。
主
と
し
て
荒
事
な
ど
で
主
役
が
花
道
で
述
べ
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る
長
ぜ
り
ふ
を
い
い
、
起
源
は
猿
楽
・
延
年
の
連
事
か
ら
転
化
し
た
も
の
と

　
い
わ
れ
て
い
る
。
《
暫
》
《
曽
我
の
対
面
》
な
ど
に
お
い
て
、
掛
け
詞
や
何
々

　
づ
く
し
と
い
っ
た
趣
向
に
よ
る
音
楽
的
な
要
素
の
強
い
せ
り
ふ
で
、
俳
優
の

　
自
作
で
あ
る
こ
と
が
約
束
と
さ
れ
、
そ
の
述
べ
方
、
雄
弁
術
が
一
つ
の
売
り

　
物
と
な
っ
て
い
た
。
野
郎
歌
舞
伎
初
期
か
ら
は
じ
ま
り
、
元
禄
期
に
盛
ん
に

　
行
わ
れ
た
σ
o
。

と
い
う
こ
と
で
、
「
体
言
の
列
挙
」
が
一
つ
の
形
と
し
て
定
着
し
た
表
現
と
い

え
る
。
こ
こ
で
は
、
歌
舞
伎
と
の
直
接
の
影
響
関
係
か
ら
論
じ
て
い
く
の
で
は

な
く
、
こ
う
し
た
「
体
言
の
列
挙
」
と
い
っ
た
表
現
上
の
特
色
を
西
鶴
の
文
体

の
中
に
見
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
と
ば
を
「
連
ね
」
て
い
く
の
は
、
例
え
ば
、
幸
若
舞
「
烏
帽
子
折
」
に
、

　
　
そ
れ
笛
の
名
は
、
か
む
ち
く
こ
ち
く
や
う
ち
く
。
あ
を
葉
ふ
た
ば
。
天
人

　
の
一
重
が
く
し
。
こ
う
ぼ
う
大
し
の
せ
み
お
れ
。
吾
朝
の
笛
は
う
ち
竹
大
和

　
鳩
竹
よ
り
竹
な
と
・
こ
そ
申
せ
。
ま
だ
こ
そ
き
か
ぬ
さ
か
り
笛
ω
。

と
あ
っ
た
り
、
咄
本
『
籠
耳
』
二
（
貞
享
四
年
刊
・
岬
田
斎
著
）
の
、

　
　
そ
も
そ
も
面
に
八
肌
面
、
生
面
、
不
請
面
、
阿
頬
面
、
戯
気
面
、
腋
虚

　
面
・
倭
厄
面
・
脂
茶
面
・
不
忍
面
・
十
度
あ
ふ
に
十
度
な
が
ら
十
面
つ
く
る

　
を
百
面
と
い
ふ
｝
。

や
『
秋
の
夜
の
友
』
一
延
宝
五
刊
・
編
者
未
詳
一
の
、

　
　
さ
て
、
恋
に
も
さ
ま
さ
ま
あ
り
。
見
る
恋
、
き
く
恋
、
う
ら
む
る
恋
、
忘

　
ら
る
・
こ
ひ
、
逢
て
あ
は
ざ
る
こ
ひ
な
ど
い
へ
り
o
。
。

と
い
っ
た
例
を
、
「
つ
ら
ね
」
の
型
と
し
て
考
え
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

　
西
鶴
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
表
現
は
、
け
っ
し
て
『
日
本
永
代
蔵
』
が
初
出

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
も
、
次
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

　
『
好
色
一
代
男
』
八
の
二
「
情
け
の
か
け
ろ
く
」

　
　
上
書
き
に
古
解
釈
と
記
す
。
明
け
て
み
れ
ば
、
扇
の
要
、
目
釘
竹
釘
、
き

　
ぬ
の
糸
、
餅
粘
、
耳
掻
、
う
ち
歯
枝
、
七
色
あ
り
て
代
三
文
、
「
な
ん
と
こ

　
れ
は
人
の
う
れ
し
が
る
も
の
」
と
い
ふ
。

　
『
好
色
一
代
男
』
八
の
五
「
床
の
責
道
具
」

　
　
さ
て
台
所
に
は
生
船
に
鰍
を
は
な
ち
、
牛
菱
、
薯
預
、
卵
を
い
け
さ
せ
、

　
櫓
床
の
下
に
は
地
黄
丸
五
十
壷
、
女
喜
丹
二
十
箱
、
り
ん
の
玉
三
百
五
十
、

　
阿
蘭
陀
糸
七
千
す
ぢ
、
生
海
鼠
輸
六
百
懸
、
水
牛
の
姿
二
千
五
百
、
錫
の
姿

　
三
千
五
百
、
革
の
姿
八
百
、
枕
絵
二
百
札
、
伊
勢
物
語
二
百
部
、
憤
鼻
揮
百

　
筋
、
の
べ
鼻
紙
九
百
丸
、
ま
だ
忘
れ
た
と
丁
子
の
油
を
二
百
樽
、
山
槻
薬
を

　
四
百
袋
、
ゑ
の
こ
づ
ち
の
根
を
千
本
、
水
銀
、
綿
実
、
唐
が
ら
し
の
粉
、
牛

　
膠
百
斤
、
そ
の
外
色
々
品
々
の
責
遣
具
を
と
と
の
へ
ω
、

と
あ
り
、
こ
の
外
『
好
色
五
人
女
』
二
の
二
、
『
懐
硯
』
一
の
三
、
『
二
十
不
孝
』

一
の
一
、
二
の
一
、
『
武
道
伝
来
記
』
序
に
も
同
様
な
「
体
言
の
列
挙
」
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
例
だ
け
か
ら
、
西
鶴
の
文
体
の
特
色
と
し

て
「
体
言
の
列
挙
」
を
加
え
る
の
は
、
尚
早
で
あ
ろ
う
。
だ
だ
、
西
鶴
作
品
の

文
脈
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
「
つ
ら
ね
」
の
型
は
、
お
か
し
み
を
出
そ
う
と
し

た
り
、
事
実
を
誇
張
し
た
り
す
る
場
面
で
の
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
こ
で
挙
げ
た
例
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
『
好
色
一
代
男
』
八
の
二
で
の
使
わ
れ
方
は
、
仕
立
物
屋
の
十
蔵
が
、
「
江
戸

に
は
な
ひ
、
め
づ
ら
し
ひ
物
じ
ゃ
」
と
亭
主
に
渡
す
一
包
で
、
し
か
も
、
「
人

の
重
實
に
成
物
」
だ
と
い
う
中
身
が
、
コ
扇
の
要
」
以
下
な
の
で
あ
る
。
読
者

に
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
現
わ
れ
る
か
期
待
さ
せ
て
お
い
て
、
そ

の
実
は
取
る
に
足
ら
な
い
代
物
ば
か
り
で
、
「
七
色
あ
り
て
代
三
文
」
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
明
ら
か
に
「
お
か
し
み
」
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

八
の
五
に
つ
い
て
も
、
世
之
助
が
好
色
丸
に
積
み
込
む
品
々
を
並
べ
立
て
て
い
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る
訳
で
、
そ
の
品
物
の
描
き
方
は
実
に
大
げ
さ
で
、
読
者
に
わ
ざ
わ
ざ
誇
張
し

て
印
象
付
け
よ
う
と
し
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
途
方
も
無
さ
か
ら
、
「
お

か
し
み
」
が
醸
し
出
さ
れ
て
く
る
。
『
好
色
一
代
男
』
以
外
の
例
も
、
こ
の
傾

向
が
あ
る
。

　
皿
　
『
日
本
永
代
蔵
』
に
み
ら
れ
る
「
つ
ら
ね
」

　
西
鶴
に
「
つ
ら
ね
」
の
型
を
■
ふ
ま
え
た
表
現
が
み
ら
れ
、
そ
れ
が
「
お
か
し

み
」
を
醸
し
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
指
摘
し
て
き
た
通
り
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
『
月
本
永
代
蔵
』
の
「
つ
ら
ね
」
の
表
現
は
、
こ
れ
ま
で
の
例

と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
具
体
的
に
検
証
し
て
い
く
。

　
巻
八
の
一
「
昔
は
掛
算
今
は
當
座
銀
」
は
『
日
本
永
代
蔵
』
で
も
、
よ
く
知

ら
れ
た
章
で
あ
る
。
三
井
八
郎
衛
門
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
新
商
法
で

財
を
成
す
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
結
末
の
部
分
が
以
下
で
あ
る
。

　
　
い
ろ
は
付
け
の
引
き
出
し
に
、
唐
國
、
和
朝
の
絹
布
を
た
・
み
こ
み
、

　
晶
々
の
時
代
絹
、
中
将
姫
の
手
織
り
の
蚊
帳
、
人
丸
が
明
石
縮
、
阿
弥
陀
仏

　
の
挺
か
け
、
朝
比
奈
が
舞
鶴
の
切
、
・
達
磨
大
師
の
敷
蒲
團
、
林
和
靖
が
括
頭

－
巾
、
三
条
小
鍛
冶
が
刀
袋
、
何
に
よ
ら
ず
、
な
い
と
い
ふ
物
な
し
、
萬
有
帳

　
め
で
た
し
。

と
■
い
う
結
び
で
あ
る
。
駿
河
町
越
後
屋
の
盛
況
ぶ
り
を
描
き
だ
し
て
い
る
部
分

で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
い
く
ら
品
揃
え
が
豊
富
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う

な
品
物
の
数
々
が
店
頭
に
置
か
れ
て
い
よ
う
は
ず
も
な
い
。
こ
こ
は
、
明
ら
か

に
誇
張
し
た
表
現
の
部
分
で
あ
る
。
．
た
だ
し
、
誇
張
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
が
す
ぐ
に
「
お
か
し
み
」
に
結
び
つ
く
か
と
い
う
と
、
問
題
が
あ
る
と
－
」
ち

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
読
者
の
側
か
ら
み
て
、
こ
こ
ま
で
描
か
れ
て
き
た
現
実
の

盛
況
ぶ
り
と
「
中
将
姫
の
手
織
り
の
絹
」
以
下
の
架
空
の
物
の
列
挙
と
を
比
較

し
て
読
み
進
め
て
い
く
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
品
物
の
典
拠
を
知
る
読
者
は
、
表
現

の
醸
し
出
す
「
お
か
し
さ
」
へ
と
引
き
込
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は

今
日
の
読
者
に
は
、
ど
う
い
う
縁
か
ら
取
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い

も
の
の
、
当
時
の
読
者
か
ら
す
れ
ば
至
極
常
識
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ

う
し
た
知
識
の
前
提
に
立
っ
て
、
い
か
に
も
「
お
か
し
み
」
の
あ
る
も
の
ば
か

り
を
連
ね
て
い
く
の
は
、
明
ら
か
に
西
鶴
が
独
自
の
誇
張
を
狙
っ
た
上
で
の
表

現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
巻
一
の
一
「
見
ぬ
嶋
の
鬼
の

隠
れ
笠
、
隠
れ
蓑
」
や
巻
五
の
一
「
神
鳴
の
憤
鼻
揮
鬼
の
角
細
工
」
な
ど
と
同

じ
発
想
に
立
っ
て
い
る
表
現
と
い
え
る
。

　
西
鶴
は
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
い
て
ゆ
こ
う
と
い
う
即
物
主
義
の
姿
勢

に
終
始
し
て
『
日
本
永
代
蔵
』
を
書
い
た
、
の
で
は
な
く
、
事
実
を
む
し
ろ
超
え

て
読
者
に
自
分
の
描
こ
う
と
し
て
い
る
世
界
を
印
象
付
け
よ
う
と
し
た
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
表
現
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
場
面
全

体
に
、
こ
の
「
つ
ら
ね
」
が
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
『
日
本
永
代
蔵
』
に
お

け
る
体
一
言
の
列
挙
の
ほ
う
が
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
比
較
し
て
優
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　
巻
三
の
二
「
國
に
移
し
て
風
呂
釜
の
大
臣
」
で
も
、
先
の
巻
一
の
四
と
同
じ

よ
う
な
誇
張
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
体
言
を
次
々
と
列
挙
し
て
、
萬
屋

三
弥
の
家
普
請
の
賛
沢
さ
を
、
読
者
に
印
象
付
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
軒
の
瓦
に
、
金
紋
の
三
の
字
を
付
け
な
ら
べ
、
四
方
に
三
階
の
賓
蔵
、
廣

　
間
に
つ
・
き
て
大
書
院
、
六
十
問
の
大
廊
下
、
東
西
に
筑
山
、
南
に
洲
浜
を

　
掘
せ
、
岩
組
西
湖
を
移
し
、
玉
の
蒔
石
、
唐
木
の
か
け
橋
、
亭
に
雪
舟
の
巻

　
龍
一
銀
骨
の
瑠
璃
燈
を
ひ
ら
か
せ
、
．
環
璃
の
釘
隠
し
、
青
貝
の
橡
鼻
、
眞
綿

　
入
の
畳
に
、
天
鳶
兎
の
縁
を
付
、

と
長
々
と
並
べ
立
て
て
い
る
。
架
空
の
物
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
謡
曲
「
融
」
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も
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
融
の
大
臣
の
居
宅
に
な
ぞ
ら
え
て
、
か
な

り
誇
張
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
先
の
巻
二
の
四
の
表
現
と
か

な
り
似
通
っ
た
意
識
で
書
か
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

　
体
言
を
列
挙
し
て
い
く
「
つ
ら
ね
」
の
型
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
変
形
と
も

い
う
べ
き
表
現
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
二
の
二
「
才
覚
を
笠
に
着
る
大
黒
」

で
、
新
六
が
東
海
寺
門
前
で
乞
食
ら
の
身
の
上
話
を
聞
く
場
面
で
、

　
　
又
壱
人
は
泉
州
堺
の
者
な
り
し
が
、
万
に
か
し
こ
過
ぎ
て
、
芸
白
慢
し
て
、

　
こ
こ
に
く
だ
り
ぬ
。
手
は
平
野
伸
庵
に
、
筆
道
を
ゆ
る
さ
れ
、
茶
の
湯
は
、

　
金
森
宗
和
の
流
れ
を
汲
、
詩
文
は
深
草
の
元
政
に
学
び
、
連
誹
は
、
西
山
宗

　
因
の
門
下
と
成
。
能
は
小
畠
の
扇
を
請
、
鼓
は
生
田
与
右
衛
門
の
手
筋
、
朝

．
に
、
伊
藤
源
吉
に
道
を
聞
、
ゆ
ふ
べ
に
、
飛
鳥
井
殿
の
御
鞠
の
色
を
見
、
昼

　
は
、
玄
齋
の
碁
会
に
ま
じ
は
り
、
夜
は
八
橋
検
校
に
弾
な
ら
ひ
、
一
節
切
は
、

　
宗
三
の
弟
子
と
な
り
て
、
息
つ
か
ひ
、
浄
る
り
は
宇
治
嘉
太
夫
節
、
お
ど
り

　
は
、
大
和
屋
の
甚
兵
衛
に
立
な
ら
び
、
女
郎
狂
ひ
は
、
嶋
原
の
太
夫
高
橋
に

　
も
ま
れ
、
野
郎
遊
び
は
、
鈴
木
平
八
を
こ
な
し
、
喋
ぎ
は
両
色
里
の
大
較
に
、

　
本
透
に
な
さ
れ
、

と
い
う
よ
う
に
、
次
々
と
芸
能
の
奥
義
を
並
べ
た
て
て
い
く
。
こ
れ
も
、
「
つ

ら
ね
」
の
一
種
と
し
て
考
え
て
良
い
と
思
う
。
巻
六
の
二
「
見
立
て
養
子
が
利

謹
と
－
『
西
鶴
織
留
』
一
の
一
「
津
の
國
の
か
く
れ
里
」
に
も
、
似
た
よ
う
な
例

が
あ
り
、
西
鶴
が
、
体
言
を
列
挙
す
る
こ
と
で
、
誇
張
し
読
者
に
印
象
を
深
く

し
て
い
こ
う
と
す
る
表
現
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
次
の
巻
五
の
三
「
大
豆
一
粒
の
光
り
堂
」
の
表
現
も
「
つ
ら
ね
」
の

一
つ
の
型
と
し
て
考
え
て
良
い
と
思
う
。
主
人
公
川
ば
た
の
九
介
の
譲
り
状
の

所
務
分
の
部
分
で
あ
る
。

　
　
扱
、
親
類
の
か
た
へ
、
そ
れ
そ
れ
の
所
務
分
の
書
付
讃
し
に
、
三
輪
の
里

　
の
嬢
の
方
へ
、
手
織
算
く
づ
し
の
木
綿
袷
ひ
と
つ
、
袖
地
の
首
巻
、
桑
の
木

　
の
撞
木
杖
壱
本
、
吉
野
の
下
市
に
住
み
し
弟
の
方
へ
、
三
星
小
紋
の
布
子
に
一

　
も
し
の
肩
衣
、
是
を
送
る
べ
し
。
岡
寺
の
妹
に
、
花
色
の
布
子
に
、
黒
き
半

　
襟
の
か
・
り
し
を
一
つ
。
生
平
の
帷
子
添
て
、
と
ら
す
べ
し
。
同
姪
に
、
病

　
中
下
に
敷
き
た
る
嶋
の
蒲
団
、
中
柑
子
の
革
足
袋
一
足
、
是
は
縫
ち
ぢ
め
て

　
は
く
べ
し
。
唐
竹
の
煙
管
筒
、
日
野
絹
の
頭
巾
、
此
二
色
は
薬
師
の
中
林
道

　
伯
老
へ
形
見
な
り
。
柿
染
め
の
夏
羽
織
、
袖
の
鼠
喰
を
見
え
ぬ
や
う
に
継
を

　
當
、
寺
同
行
の
仁
左
衛
門
殿
に
進
ず
べ
し
。
家
久
敷
手
代
、
二
人
有
り
け
る

　
に
、
壱
人
に
は
、
置
ふ
る
び
し
十
露
盤
壱
丁
を
と
ら
せ
け
る
。
文
壱
人
に
は
、

　
つ
か
ひ
な
れ
し
秤
壱
丁
、
譲
り
け
る
。

と
次
々
に
並
べ
ら
れ
て
い
く
も
の
は
、
全
て
親
類
が
「
頼
も
し
く
何
れ
も
開
く

の
を
待
兼
」
て
い
た
所
務
分
の
期
待
と
裏
腹
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
「
病
中

下
に
敷
た
る
蒲
団
」
は
も
と
り
、
「
中
柑
子
の
革
足
袋
」
は
「
縫
ち
ぢ
め
て
」

履
く
よ
う
に
指
示
し
た
り
、
「
柿
染
め
の
夏
羽
織
」
は
鼠
の
喰
い
跡
を
継
ぎ
当

て
て
着
る
よ
う
に
と
、
い
ず
れ
も
九
介
の
始
末
ぶ
り
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。
大
和
の
隠
れ
な
き
分
限
者
の
形
見
と
し
て
は
、
む
し
ろ
呆

れ
る
も
の
ば
か
り
を
並
べ
て
、
「
四
十
二
の
厄
年
に
、
絹
の
下
帯
一
筋
、
は
じ

め
て
買
れ
し
が
、
少
し
も
汚
め
つ
か
ず
、
其
ま
ま
に
有
り
け
る
」
と
い
う
始
末

の
徹
底
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
く
。
そ
し
て
結
局
は
、
息
子
の
九
之
助
は
こ
れ
ら

の
遺
品
に
「
是
を
浅
ま
し
く
」
思
い
、
父
の
遺
言
に
背
い
て
、
親
類
・
使
用
人

に
多
額
の
金
銀
を
分
配
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
没
落
の
契
機
と
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
息
子
さ
え
も
呆
れ
て
「
浅
ま
し
く
」
思
う
よ
う
な
遺
品

が
次
々
に
「
つ
ら
ね
」
ら
れ
て
い
て
こ
そ
、
息
子
の
行
動
も
読
者
に
は
納
得
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
を
形
見
と
し
て
仰
々
し

く
書
き
並
べ
る
例
と
し
て
は
、
咄
本
『
杉
楊
枝
』
第
六
「
竹
齋
夢
思
」
に
、
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一
類
の
も
の
ど
も
に
形
見
わ
け
の
次
第

　
一
、
む
く
ろ
う
し
の
緒
じ
め
付
け
た
る
足
袋
革
の
巾
着
、
同
じ
く
経
木
ね
り

　
　
の
印
籠
、
つ
め
た
貝
の
ね
付
け
。

　
一
、
竹
糊
の
小
脇
差
あ
わ
せ
て
家
訓
の
一
巻
奥
に
見
え
た
り
此
と
を
り
は
、

　
　
江
戸
に
有
し
ち
く
若
に
遣
す
。

　
一
、
す
ん
ほ
の
袷
、
一
茶
の
木
綿
帯
一
筋
あ
わ
せ
て
常
州
っ
む
ぎ
の
ゑ
り
ま

　
　
き
、
此
分
は
若
が
母
方
へ
遣
す
。

　
一
、
弐
尺
八
寸
冬
切
丸
の
刀
、
竹
原
の
節
満
一
腰
。

　
一
、
か
け
た
れ
ど
も
、
ご
す
手
の
皿
六
枚
。

　
一
、
・
し
ぶ
地
の
四
つ
ご
き
、
三
人
ま
へ
、
そ
の
方
に
譲
る
も
の
な
り
帖
。

と
あ
る
。
こ
ち
ら
が
、
た
だ
羅
列
し
て
い
く
形
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
先
の
九

介
の
方
は
、
表
現
の
上
で
、
明
ら
か
に
に
あ
る
効
果
を
期
待
し
て
い
る
。
『
杉

楊
枝
』
の
よ
う
に
、
「
冬
切
丸
の
刀
、
竹
原
の
節
満
」
と
い
っ
た
地
口
に
よ
る

「
お
か
し
み
」
と
は
異
な
っ
た
「
お
か
し
み
」
が
、
『
日
本
永
代
蔵
』
に
は
あ
る
。

個
々
の
形
見
の
品
々
が
、
む
し
ろ
現
実
味
を
強
く
帯
び
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
読

者
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
同
様
の
効
果
を
出
し
て
い
る
表
現
と
し
て
は
、
巻
六
の
二
「
見
立
て
養
子
が

利
護
」
の
中
で
、
神
田
明
神
前
の
浪
人
が
、
瀬
戸
物
の
み
せ
か
け
ば
か
り
の
店

を
出
し
て
い
る
も
の
の
、
一
向
に
売
れ
な
い
と
い
う
場
面
で
の
、

　
　
ね
だ
ん
と
い
ふ
も
の
あ
れ
ば
、
百
の
物
を
百
と
、
あ
り
の
ま
ま
に
、
い
ひ

　
け
れ
ば
。
是
を
ね
ぎ
れ
ど
、
ま
け
ず
。
そ
も
そ
も
よ
り
。
摺
鉢
九
っ
、
さ
か

　
な
鉢
十
一
二
。
皿
四
十
五
枚
、
天
目
二
十
、
徳
利
七
つ
、
油
さ
し
二
つ
、
三
年

　
あ
ま
り
に
ひ
と
つ
も
責
ず
。
是
を
思
ふ
に
、
商
ひ
の
上
手
は
あ
る
べ
き
事
也

と
い
う
部
分
が
あ
る
。
三
年
で
わ
ず
か
こ
れ
ほ
ど
の
品
物
も
売
り
捌
く
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
商
ひ
の
上
手
は
あ
る
べ
き
事
也
」
と
結
ん
で
い

る
が
そ
れ
以
前
の
商
売
下
手
で
あ
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
の
商
品
知
識
が
あ
れ

ば
明
白
で
あ
る
。

　
以
上
、
体
言
の
列
挙
が
西
鶴
の
表
現
の
特
色
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
検
討

し
て
き
た
。
し
か
も
、
『
日
本
永
代
蔵
』
の
体
言
の
列
挙
は
、
単
に
文
章
の
調

子
を
整
え
る
の
み
で
は
な
く
、
文
脈
の
中
で
、
物
語
を
読
者
に
深
く
印
象
づ
け

て
、
よ
り
理
解
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
の
下
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
『
日
本
永
代
蔵
」
と
い
う
と
、
現
実
の
町
人
の
生
活
ぶ
り
を
、
き
わ
め
て
リ

ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
い
て
い
る
作
品
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
現
実
を
超
え
て
、
な
お
現
実
を
認
識
さ
せ
て
い
く
西
鶴
の
創
作

の
力
が
明
ら
か
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
体
言
の
列
挙
と
い
う
「
つ
ら
ね
」
を
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
。
つ
ぎ
に
、
「
つ

ら
ね
」
の
中
で
も
、
単
に
体
言
の
列
挙
に
と
ど
ま
ら
ず
、
っ
ぎ
っ
ぎ
と
登
場
人

物
に
よ
っ
て
、
セ
リ
フ
が
つ
が
れ
て
い
く
「
わ
た
り
ゼ
リ
フ
」
に
近
い
表
現
も

指
摘
で
き
る
こ
と
を
見
て
い
ぺ
こ
と
と
す
る
。

　
幸
若
舞
曲
集
「
十
番
斬
」
一
毛
利
本
）
に
、
曽
我
兄
弟
の
夜
討
ち
の
際
、

次
々
と
そ
の
相
手
が
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
。

　
　
一
番
に
た
い
ら
く
の
平
馬
丞
と
名
乗
て
。
夜
討
は
た
そ
め
づ
ら
し
や
、
…

　
…
二
番
に
あ
い
き
や
う
の
。
三
郎
と
名
乗
て
。
五
郎
に
無
手
と
渡
り
合
。
二

　
の
う
で
き
ら
れ
引
て
入
。
三
番
に
御
所
方
の
。
黒
彌
五
と
名
乗
て
。
十
郎
殿

　
に
わ
た
り
あ
ひ
。
か
ひ
か
ね
き
ら
れ
て
引
て
入
。
四
番
に
も
て
木
殿
、
五
郎

　
に
む
ず
と
渡
り
合
。
高
股
な
が
れ
引
て
入
。

と
、
以
下
「
十
番
」
ま
で
続
く
。
ま
た
、
幸
若
舞
曲
「
夜
討
曽
我
」
一
大
頭
左

兵
衛
本
一
に
も
、
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ひ
が
し
へ
ま
は
つ
て
家
々
の
ま
く
の
も
む
を
そ
見
た
り
け
る
。
先
一
番
に

　
く
ぎ
ぬ
き
ま
つ
か
は
木
村
こ
、
此
き
む
ら
こ
は
三
浦
の
平
六
兵
衛
よ
し
村
の

　
も
む
な
り
。
石
だ
・
み
は
信
濃
国
の
住
人
に
、
ね
む
い
の
た
い
ふ
大
や
た
。

　
扇
は
あ
さ
り
与
一
。
ま
ふ
た
る
鶴
は
、
い
は
ら
左
衛
門
庵
の
中
に
。
ふ
た
つ

　
頭
の
ま
ふ
た
る
は
。
駿
河
の
住
人
天
智
・
天
武
の
末
孫
、
た
け
の
下
の
孫
八

　
左
衛
門
。
い
た
ら
が
い
は
岩
永
の
た
う
。
あ
み
の
手
は
す
が
ひ
た
う
。
お
ほ

　
す
な
が
し
は
や
す
た
の
三
郎
。
月
に
星
は
ち
ば
と
の
。
か
ら
か
さ
は
な
こ
や

　
ど
の
。
う
ち
は
の
も
む
は
こ
だ
ま
た
う
。
す
そ
ぐ
ろ
に
い
ろ
こ
か
た
は
北
條

　
殿
の
も
む
な
り
。
…
…

と
あ
り
。
以
上
の
二
例
の
よ
う
な
次
々
に
登
場
人
物
を
列
挙
し
て
い
く
型
は
、

「
つ
ら
ね
」
の
一
種
と
し
て
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
歌
舞
伎
「
青
砥
稿
花
紅
彩

画
」
（
河
竹
黙
阿
弥
作
　
文
久
二
年
三
月
市
村
座
初
演
一
一
1
6
一
の
白
波
五
人
男

の
稲
瀬
川
勢
揃
い
な
ど
の
歌
舞
伎
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
型

は
、
「
つ
ら
ね
」
と
し
て
理
解
し
て
支
障
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
『
日
本
永
代
蔵
』
に
も
こ
う
し
た
例
を
い
く
つ
か
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
巻

二
の
二
「
怪
我
の
冬
神
鳴
」
で
、
主
人
公
醤
油
屋
喜
平
次
が
、
「
我
商
に
廻
れ

る
さ
き
さ
き
に
も
、
世
は
愁
喜
貧
富
の
わ
か
ち
あ
り
て
」
の
諸
相
を
見
て
廻
る

設
定
で
、

　
　
関
寺
の
ほ
と
り
に
、
森
山
玄
好
と
い
へ
る
人
、
か
た
の
ご
と
く
、
薬
師
は

　
上
手
、
殊
に
老
功
な
れ
ど
も
、
叡
の
山
風
程
の
こ
と
に
も
、
か
つ
て
薬
ま
は

　
ら
ず
、
門
に
咳
の
聲
絶
て
、
内
に
神
農
の
掛
け
給
も
身
ぶ
る
ひ
し
て
、
万
の

　
紙
袋
の
書
付
、
ほ
こ
り
に
埋
れ
、
冬
も
羽
二
重
の
ひ
と
へ
羽
織
、
せ
ん
じ
や

　
う
、
つ
ね
に
か
は
ら
ぬ
衣
裳
つ
き
、
馨
師
も
、
傾
城
の
身
に
同
じ
、
呼
ば
れ

　
ぬ
所
へ
は
ゆ
か
れ
ず
、
…
…
人
に
は
糖
馬
馨
者
と
い
は
れ
て
、
口
お
し
か
り

　
し
。

と
、
は
じ
め
に
み
じ
め
な
有
様
の
貧
乏
医
者
が
登
場
し
、
次
ぎ
に
は
、

　
　
或
人
取
立
、
碁
曾
の
宿
し
て
、
一
番
に
三
銭
づ
・
、
茶
の
代
を
と
り
て
、

　
漸
々
、
死
ぬ
を
徳
に
し
て
、
世
を
お
く
る
人
も
有
。

と
、
よ
り
惨
め
な
人
物
が
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
、

　
　
馬
屋
町
と
い
ふ
所
に
、
坂
本
屋
仁
兵
衛
殿
と
て
、
以
前
は
大
商
人
な
り
し

　
が
、
大
分
の
銀
を
な
く
な
し
、
残
る
物
と
て
、
家
蔵
實
て
、
弐
拾
八
貫
目
あ

　
り
し
を
敢
て
退
、
其
後
三
十
四
五
度
も
、
商
貢
を
か
へ
ら
れ
し
う
ち
に
、
今

　
は
残
ら
ず
喰
込
て
、
何
を
す
べ
き
た
よ
り
も
な
く
、
む
か
し
の
厚
餐
も
う
す

　
く
、
仁
躰
お
か
し
げ
な
れ
ば
、
ひ
と
っ
も
埼
の
あ
か
ぬ
男
、
貧
乏
神
の
社
人

　
に
な
れ
と
て
、
一
門
、
是
を
見
か
ぎ
る
。

と
、
破
産
し
て
な
ん
と
も
立
ち
ゆ
か
な
い
情
け
な
い
人
物
が
登
場
し
て
く
る
。

こ
こ
で
の
、
登
場
人
物
を
順
に
追
っ
て
く
る
と
、
絵
馬
医
者
と
世
の
人
か
ら
罵

ら
れ
て
い
る
森
山
玄
好
、
わ
ず
か
の
茶
代
で
身
を
過
ご
す
人
、
そ
し
て
、
三
人

目
に
元
は
大
商
人
で
あ
っ
た
が
、
身
代
限
り
を
し
て
八
拾
目
で
一
家
五
人
が
過

ご
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
坂
本
屋
仁
兵
衛
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
貧
困

の
深
刻
さ
は
、
そ
の
順
番
で
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
こ
の
次
に
登
場
す
る
の
が
、
「
あ
き
な
ひ
の
道
し
る
と
て
、
百
目
に

た
ら
ぬ
金
に
て
、
七
八
人
楽
々
と
年
こ
す
」
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
松
本
の
町

の
後
家
で
、
一
人
娘
に
伊
勢
参
り
の
な
り
を
さ
せ
、
十
二
・
三
年
も
他
人
を
だ

ま
し
て
世
を
送
る
女
、
池
の
川
の
針
屋
が
仲
人
口
で
儲
け
た
話
へ
と
続
い
て
い

く
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貧
困
の
究
極
に
行
き
着
き
た
次
に
、
元
手
は
な
■
く

と
も
し
た
た
か
に
世
知
賢
く
金
を
稼
ぐ
人
々
が
描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
森

山
玄
好
に
始
ま
る
、
こ
の
六
人
の
人
問
の
並
べ
方
に
は
、
明
ら
か
に
構
成
の
意

図
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
あ
き
な
ひ
の
道
知
る
」
人
以
前
に
登
場
す
る
三
人

は
、
困
窮
を
強
い
ら
れ
、
坂
本
屋
に
い
た
っ
て
は
、
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三
月
の
鯛
を
壱
枚
、
松
茸
壱
斤
弐
分
す
る
時
も
、
目
に
見
る
ば
か
り
、
咽

　
が
か
は
け
ば
、
白
湯
に
焦
穀
、
油
火
も
真
中
に
、
ひ
と
つ
と
も
し
て
、
こ
れ

　
を
寝
さ
ま
に
消
し
て
、
鼠
の
あ
る
・
を
か
ま
は
ず
、
盆
・
正
月
の
着
物
も
せ

　
ず
、

と
い
っ
た
暮
ら
し
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
。
「
あ
き
な
ひ
の
道
」
を
知
ら
な
か
っ

た
が
た
め
に
、
貧
困
に
甘
ん
じ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
前
の
三
人
に
対
し
て
、

あ
と
の
三
人
の
邊
し
く
生
計
を
立
て
て
生
き
ぬ
い
て
い
く
姿
は
、
実
に
好
対
照

で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
六
人
を
次
々
に
読
ま
さ
れ
た
読
者
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

「
あ
き
な
ひ
の
道
」
の
存
否
が
、
幸
福
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
印
象
付

け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
登
場
す
る
喜
平
次
の
女
房
の
賢
さ
を

見
た
と
き
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
章
が
成
功
の
う
ち
に
結
末
を
迎
え
る
こ
と
を
予

想
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
西
鶴
は
成
功
談
と
は
し
な
い
。
「
當
所
の
、

か
な
ら
ず
違
ふ
も
の
は
、
世
の
申
」
と
い
う
結
末
を
用
意
す
る
。
喜
平
次
は
思

い
が
け
な
い
雷
の
た
め
に
、
例
年
の
よ
う
に
年
を
越
せ
な
い
の
で
あ
る
。
・
「
蒐

角
、
一
仕
合
は
分
別
の
外
ぞ
か
し
」
と
い
う
喜
平
次
の
言
葉
ど
お
り
に
な
わ
け

で
あ
る
。
「
あ
き
な
ひ
の
道
」
に
従
え
ば
金
銭
は
得
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
思
わ

せ
て
お
き
な
が
ら
、
実
は
そ
う
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
を
西
鶴
は
印
象
付
け
よ
う

と
し
て
い
る
。
「
一
仕
合
は
分
別
の
外
」
で
あ
る
こ
と
は
、
六
人
の
登
場
人
物

の
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
く
中
で
、
一
度
は
否
定
さ
れ
た
か
に
見
え
た
の
だ
が
、
最

終
的
に
肯
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
こ
の
話
に
説
得
力
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
次
々
と
登
場
人
物
を
列
挙
し
て
い
く
こ
と
で
、
話
に
よ
り
説
得
力
を
増
し
て

い
く
例
は
、
他
に
巻
二
の
三
「
才
覚
を
笠
に
着
る
大
黒
」
に
も
見
ら
れ
、
東
海

寺
の
門
前
で
乞
食
達
が
次
々
と
身
の
上
話
を
す
る
。
ま
た
、
巻
三
の
三
「
世
は

抜
取
の
観
音
の
眼
」
で
の
伏
見
菊
屋
善
蔵
方
に
次
々
と
客
が
訪
れ
る
場
面
や
、

巻
五
の
四
「
朝
の
塩
桶
夕
の
油
桶
」
で
日
暮
長
者
邸
に
食
客
と
な
っ
て
い
る
浪

人
が
並
べ
立
て
て
ゆ
か
れ
る
場
面
、
巻
五
の
一
「
廻
り
遠
き
は
時
計
細
工
」
で

手
代
達
が
次
々
と
自
分
の
主
人
の
評
判
を
し
て
い
く
場
面
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
、
次
々
と
人
物
が
登
場
し
列
挙
さ
れ
て
い
く
場
面
の
設
定
の
仕
方

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
照
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
「
お
か
し
み
」
や
読
者
へ
の
印

象
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
狙
っ
た
表
現
と
い
え
よ
う
。
先
の
巻
二
の
二
の
例
に

続
い
て
、
そ
の
他
の
例
に
つ
い
て
も
検
証
し
、
は
た
し
て
、
そ
う
で
あ
る
か
考

え
た
い
。

　
巻
二
の
三
は
、
東
海
寺
門
前
で
「
筋
な
き
乞
食
」
が
、
各
々
の
身
の
上
話
を

し
て
い
く
。
一
人
目
は
、
造
り
酒
屋
で
楽
々
と
生
活
し
て
い
た
も
の
の
、
百
両

ば
か
り
を
元
手
と
し
江
戸
で
成
功
し
よ
う
と
上
京
し
て
、
結
局
「
酒
元
手
を
皆

水
に
な
し
て
、
四
斗
樽
の
薦
を
身
に
被
」
る
羽
目
に
な
っ
た
者
。
二
人
目
は
前

に
も
引
用
し
た
が
、
泉
州
堺
の
人
で
「
万
に
か
し
こ
過
ぎ
て
、
塾
自
慢
し
て
、

こ
・
に
く
だ
」
っ
た
も
の
の
、
算
盤
も
わ
か
ら
ず
乞
食
と
な
っ
た
者
。
三
人
目

は
、
江
戸
の
人
で
年
に
六
百
両
の
店
賃
を
収
入
と
し
て
い
た
が
、
「
始
末
の
二

字
を
わ
き
ま
へ
な
」
か
っ
た
た
め
に
零
落
し
た
者
の
、
以
上
三
人
が
登
場
す
る
。

こ
こ
ま
で
読
み
進
め
た
読
者
は
、
当
然
次
に
現
わ
れ
た
新
六
の
運
命
を
予
想
す

る
。
百
両
の
元
手
が
あ
ろ
う
と
失
敗
し
て
し
ま
う
の
が
江
戸
で
あ
る
の
に
、
わ

ず
か
弐
貫
三
百
の
元
手
で
何
が
出
来
よ
う
か
、
当
然
こ
の
乞
食
た
ち
の
仲
間
に

入
る
だ
ろ
う
と
予
想
す
る
で
あ
ろ
う
。
新
六
は
二
人
目
の
乞
食
と
も
芸
事
で
勘

当
さ
れ
た
点
で
共
通
し
、
三
人
目
と
も
「
始
末
」
を
心
し
な
か
っ
た
点
で
似
て

い
る
。
先
の
三
人
の
零
落
の
原
因
の
全
て
を
新
六
は
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
新
六
の
零
落
は
必
至
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
予
想
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
、
新
六
は
持
ち
前
の
才
覚
か
ら

切
り
売
り
の
手
拭
を
考
案
し
、
「
十
ケ
年
立
ぬ
内
に
、
五
千
両
の
分
限
」
に
成
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り
上
が
っ
て
し
ま
う
。
江
戸
へ
の
道
す
が
ら
、
犬
の
黒
焼
き
を
狼
の
そ
れ
と
し

て
売
り
、
路
銀
を
稼
い
だ
実
績
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
出
世
ぶ
り
は
た
だ
事

で
な
い
。
つ
ま
り
、
前
三
人
の
身
の
上
話
は
、
新
六
の
才
覚
を
浮
き
立
た
せ
る

た
め
の
材
料
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
巻
三
の
三
に
し
て
も
、
菊
屋
に
次
々
と
訪
れ
る
客
は
、

　
　
此
家
に
質
置
。
さ
り
と
て
は
、
か
な
し
き
事
、
か
ず
か
ず
な
り
。
降
り

　
か
・
る
雨
に
ぬ
れ
て
、
古
傘
一
本
、
六
分
か
り
て
行
ば
、
朝
食
焼
捨
し
跡
、

　
ま
だ
洗
ひ
も
や
ら
ぬ
羽
釜
、
さ
げ
き
て
、
銭
百
文
、
か
り
行
も
有
。
八
月
に

　
も
帷
子
着
た
る
女
房
が
、
う
す
汚
れ
た
る
二
幅
ひ
と
つ
に
、
三
分
か
り
て
、

　
身
の
見
へ
す
く
を
も
か
ま
は
ず
行
。
ま
た
、
八
十
ば
か
り
の
、
腰
か
・
み
の

　
婆
々
、
能
生
て
か
ら
、
今
年
も
し
れ
ぬ
身
を
し
て
一
日
も
か
な
し
く
、
両
手

　
な
い
佛
一
躰
、
さ
か
な
鉢
ひ
と
つ
、
持
て
き
て
、
四
十
八
文
か
り
の
世
や
。

　
ま
た
、
十
二
、
三
の
む
す
め
、
六
つ
七
つ
の
小
坊
主
と
、
昇
梯
子
な
が
き
を
、

　
跡
向
漸
々
に
か
た
げ
き
て
、
銭
三
十
文
か
り
て
、
す
ぐ
に
、
か
た
見
世
に
あ

　
る
黒
米
五
合
、
手
束
木
買
て
帰
る
。
扱
も
、
い
そ
か
し
き
内
讃
、
し
ば
し
見

　
る
さ
へ
、
身
に
磨
て
、
泪
出
し
に
、
亭
主
は
中
々
心
よ
は
く
て
は
な
ら
ぬ
商

　
責
。
是
程
い
や
な
事
は
な
し
。

と
い
う
よ
う
に
、
さ
び
れ
た
伏
見
の
街
で
、
車
長
持
一
つ
の
質
屋
を
営
む
菊
屋

善
蔵
方
に
質
入
に
く
る
人
々
を
描
い
て
い
る
。
読
者
に
と
っ
て
、
次
々
と
出
て

く
る
客
は
、
実
に
哀
れ
な
も
の
と
し
て
映
る
。
し
か
し
、
主
人
善
蔵
は
、
そ
ん

な
こ
と
は
容
赦
な
く
「
こ
れ
に
も
請
人
、
印
判
吟
味
、
か
は
る
事
な
く
、
捷
の

通
り
、
大
事
に
か
け
る
」
の
で
あ
る
。
人
情
も
何
も
全
て
金
で
割
り
切
っ
て
い

く
善
蔵
の
生
き
方
は
、
そ
の
客
が
、
困
窮
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
際
立
っ
て
く

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
慈
悲
の
仏
で
あ
る
初
瀬
の
観
音
さ
え
も
平
然
と
し
て
金
の

た
め
に
編
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
巻
五
の
二
章
は
、
人
物
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
二
例
の
よ
う
に
、

文
脈
の
中
に
そ
の
列
挙
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
、
西
鶴
前

の
「
つ
ら
ね
」
に
近
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
巻
一
か
ら
四
と
巻
五
⊥
ハ
と
の
問

で
い
わ
れ
る
成
立
時
期
の
前
後
の
問
題
を
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い

が
岬
、
今
回
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
考
究
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

　
V
　
お
わ
り
に

　
西
鶴
の
文
体
の
特
色
を
『
日
本
永
代
蔵
』
に
焦
点
を
絞
り
、
「
つ
ら
ね
」
の

表
現
が
あ
る
こ
と
を
検
証
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
づ
ら
ね
」
の
表
現
に

よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
『
日
本
永
代
蔵
』
の
世
界
が
、
浮
世
草
子
ら
し
さ

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な

「
も
の
」
や
「
人
」
が
連
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
、
浮
世
草
子
の
代
表
的
作
者

井
原
西
鶴
、
ど
う
し
て
仮
名
草
子
の
世
界
を
抜
け
出
し
て
新
た
な
文
学
ジ
ャ
ン

ル
を
台
頭
し
た
か
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
古
く
『
枕
草
子
』
に
は
じ
ま

り
、
日
本
に
は
、
体
一
言
を
作
者
の
感
覚
に
よ
っ
て
並
べ
て
い
く
表
現
が
多
く
見

ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
表
現
は
『
犬
枕
』
0
8
と
い
っ
た
仮
名
草
子
の
存
在

が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
ひ
ろ
く
日
本
人
に
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
白
明
で

あ
ろ
う
。
古
典
を
「
古
典
講
読
」
と
い
っ
た
視
点
に
立
っ
て
指
導
し
て
い
く
場

合
、
一
作
品
の
一
特
色
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
な
要
素
で
あ
る
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
生
徒
自
身
が
積
極
的
に
気
が
付
く
よ
う
な
指
導
が

必
要
と
な
る
で
ろ
う
。
単
に
文
学
史
的
に
総
花
的
に
教
え
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
時
代
・
作
者
に
と
っ
て
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
題
材
や
表
現
が
生
ま
れ
て

き
た
の
か
を
も
十
分
に
考
慮
し
た
授
業
を
展
開
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
の
た
め
に
も
、
西
鶴
の
町
人
物
の
場
合
、
と
も
す
る
と
、
教
訓
・
談
理

と
い
っ
た
方
向
や
現
実
主
義
と
い
っ
た
方
向
か
ら
の
移
動
が
な
さ
れ
が
ち
で
あ
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る
が
、
も
っ
と
別
の
方
向
か
ら
、
表
現
の
楽
し
さ
や
お
も
し
ろ
さ
に
注
目
し
た

指
導
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
う
。
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
読
み
の
方
が
、
当
時

の
読
者
の
読
み
に
も
近
い
の
と
同
時
に
、
今
日
の
読
者
の
共
感
も
得
や
す
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
扱
っ
た
表
現
の
特
色
が
、
西
鶴
の
表
現
の
全
て

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「
古
典
講
読
」
の
授
業
で
可
能
と
な
る
、
こ
だ
わ
っ
た

形
で
の
読
み
の
展
開
の
一
例
と
な
る
か
と
思
う
。
勿
論
、
生
徒
自
身
の
中
か
ら

こ
う
し
た
形
の
読
み
が
呈
示
さ
れ
る
よ
う
な
授
業
内
容
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
現
実
に
叶
わ
ぬ
と
し
た
ら
、
せ
め
て
教
師
の
中
に
、

こ
う
し
た
一
つ
の
表
現
の
特
色
か
ら
、
一
作
品
、
一
作
家
を
読
み
取
ら
せ
て
い

く
よ
う
な
姿
勢
が
大
切
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

　
注

ω
　
文
部
省
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
国
語
編
」
　
平
成
元
・
一

　
二
・
二
五
　
二
一
六
ぺ
ー
ジ

ω
　
梅
津
彰
人
「
主
体
的
な
古
典
学
習
」
「
月
刊
国
語
教
育
」
二
四
四
号
　
日

　
本
国
語
教
育
学
会
編
　
一
九
九
二
・
八
・
ニ
ペ
ー
ジ

㈹
　
筑
波
大
学
附
属
駒
場
中
・
高
等
学
校
研
究
報
告
　
三
二
集
　
同
校
　
国
語

　
科
一
九
九
二
・
二
・
一
㌔
八

ω
　
日
本
国
語
教
育
学
会
「
国
語
教
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
・
概
要
」

　
「
月
刊
国
語
教
育
研
究
」
二
四
二
・
一
九
九
二
・
六
　
五
三
ぺ
ー
ジ
に
よ
る

　
と
、
文
法
に
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
が
三
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
の
ぼ
る
。

㈲
　
「
文
学
」
第
二
一
巻
八
号
・
岩
波
書
店
・
昭
和
二
八
・
二
　
『
日
本
文
学
研

　
究
資
料
叢
書
「
西
鶴
」
』
有
精
堂
・
昭
和
四
四
・
一
〇
所
収
　
二
〇
九
－
二

　
一
六
ぺ
ー
ジ

㈹
　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
　
井
原
西
鶴
集
・
三
』
「
解
説
」
　
小
学
館
・
昭
和

　
五
五
・
二
　
四
〇
㌔
六
一
ぺ
ー
ジ

ω
　
野
問
光
辰
編
『
西
鶴
論
叢
』
中
央
公
論
社
・
昭
和
五
〇
・
九
所
収
　
三
七

　
－
五
六
ぺ
ー
ジ

㈱
　
『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
六
巻
　
中
央
公
論
杜
・
昭
和
五
七
・
九
　
三
〇

　
、
六
五
ぺ
ー
ジ

㈹
　
「
西
鶴
文
体
の
一
原
型
『
北
条
五
代
記
』
と
『
日
本
永
代
蔵
』
」
『
日
本
文

　
学
研
究
資
料
叢
書
「
西
鶴
」
』
有
精
堂
・
昭
和
四
四
・
一
〇
所
収
　
二
一
七

　
㌔
二
二
七
ぺ
ー
ジ

①
O
　
服
部
幸
雄
他
編
『
歌
舞
伎
事
典
』
平
凡
社
・
昭
和
五
八
・
一
一
　
二
七
八

　
ぺ
ー
ジ

○
　
以
下
本
文
は
笹
野
堅
『
幸
若
舞
曲
集
』
臨
川
書
店
　
昭
和
四
九
・
一
一
に

　
拠
っ
た
。

⑫
⑬
　
武
藤
禎
夫
校
注
『
噺
本
大
系
』
第
四
巻
　
東
京
堂
　
昭
和
五
一
・
六
に

　
拠
っ
た
。

㈹
　
以
下
本
文
は
曄
峻
康
隆
校
注
『
定
本
西
鶴
全
集
』
中
央
公
論
社
　
昭
和
四

　
五
・
七
に
拠
っ
た
。

坤
　
延
宝
八
刊
　
野
本
道
元
著
『
噺
本
大
系
』
第
四
巻
　
所
収

1
6
　
金
沢
康
隆
『
歌
舞
伎
名
作
集
』
青
蛙
房
　
昭
和
三
四
・
九
　
一
一
五
－
一

　
一
六
ぺ
ー
ジ

∬
　
曄
峻
康
隆
「
『
日
本
永
代
蔵
』
に
お
け
る
思
想
の
変
貌
」
『
西
鶴
新
論
』
所

　
収
　
中
央
公
論
社
　
昭
和
五
六
　
谷
脇
理
史
「
『
日
本
永
代
蔵
』
成
立
へ
の

　
一
試
論
」
『
西
鶴
研
究
序
説
』
所
収
　
新
典
社
　
昭
和
五
六
が
代
表
的
論
で

　
あ
る
。

⑱
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
「
仮
名
草
子
集
」
』
所
収
　
岩
波
書
店
　
昭
和
四
一
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