
茶
の
湯
の

陰
陽
論

『
南
方
録
』
の
曲
尺
割
を
中
心
に

笠
　
井

哲

　
本
稿
の
目
的
は
、
茶
の
湯
に
お
け
る
陰
陽
論
を
伝
書
に
即
し
て
考
察
し

て
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
陰
陽
論
、
さ
ら
に
陰
陽
五
行
説
は
、
古
代
中
国
で
発
生
し
た
世
界
観
で

あ
り
、
万
物
を
陰
陽
の
二
気
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
す
る
。
こ
の
二
気
や
五

行
一
五
原
素
。
宇
宙
を
支
配
す
る
自
然
勢
力
を
木
火
土
金
水
と
し
、
そ
の

う
ち
、
木
火
は
陽
に
、
金
水
は
陰
に
属
し
、
土
は
そ
の
中
間
に
あ
る
と
す

る
一
の
盛
衰
消
長
に
よ
っ
て
、
天
地
の
変
異
・
禍
福
、
人
事
の
吉
凶
を
説

明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
陰
陽
五
行
説
が
、
天
文
暦
法
と
と
も
に
日
本
に

伝
来
し
、
そ
れ
に
よ
る
陰
陽
道
が
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
は
、
平
安
時

代
の
中
頃
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

　
近
世
初
期
の
芸
道
、
武
芸
、
い
け
ば
な
等
に
お
い
て
も
陰
陽
論
の
影
響

が
見
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
茶
の
湯
、
特
に
利
休
の
秘
伝
書
と
さ
れ
る
『
南

　
一
2
｝

方
録
』
に
つ
い
て
、
そ
の
陰
陽
論
を
考
察
す
る
。
『
南
方
録
』
の
中
で
も
、

陰
陽
論
を
論
じ
て
い
る
の
は
「
墨
引
」
の
巻
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
立
花
実

山
一
ニ
ハ
五
五
－
一
七
〇
八
）
が
堺
で
発
見
し
た
と
さ
れ
る
。
他
の
巻
は

不
本
意
な
が
ら
も
利
休
が
許
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
墨
引
」
の
巻
は
、

秘
伝
が
明
ら
か
に
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
、
利
休
が
廃
棄
を
命
じ
た
と
い

う
。
そ
れ
が
、
墨
を
引
い
て
消
し
て
し
ま
え
と
い
う
巻
名
の
由
来
で
あ
る
。

　
「
墨
引
」
の
テ
ー
マ
は
、
陰
陽
論
に
基
づ
く
「
曲
尺
割
」
で
あ
る
。
曲

尺
割
の
重
要
性
は
、
『
南
方
録
』
の
「
滅
後
」
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
。

　
　
休
は
、
五
つ
十
一
の
カ
ネ
、
七
ツ
ガ
ネ
、
二
つ
を
常
に
懐
中
し
て
居

　
　
玉
ふ
。
い
つ
も
置
合
し
玉
ふ
時
は
、
こ
の
坊
さ
へ
そ
こ
に
は
を
か
れ

　
　
ず
、
勝
手
へ
追
や
り
て
、
只
ひ
と
り
か
の
カ
ネ
を
取
出
て
置
合
せ
ら

　
　
れ
し
な
り
。
ま
こ
と
に
殊
勝
、
道
を
を
ろ
そ
か
に
せ
ぬ
い
ま
し
め
な

　
　
　
　
一
3
一

　
　
る
べ
し
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
『
南
方
録
』
の
曲
尺
割
を
中
心
に
、
茶
の
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湯
の
陰
陽
論
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

自
　
然

　
茶
の
湯
は
、
茶
室
を
と
り
ま
く
自
然
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
折
々
の
自
然
は
、
茶
会
が
如
何
な
る
も
の
に
な
る
か
を
左
右
す

る
重
要
な
契
機
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
茶
の
湯
に
お
い
て
、
自
然

は
陰
陽
五
行
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
『
南
方
録
』
の
「
墨
引
」
は
、
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

　
　
書
院
、
台
子
、
草
蕎
に
至
る
ま
で
、
カ
ネ
わ
り
の
数
を
定
る
こ
と
、

　
　
根
本
何
の
カ
ネ
に
本
づ
き
て
極
め
た
る
こ
と
を
、
人
皆
し
ら
ざ
る
が

　
　
ゆ
へ
に
、
事
に
依
て
迷
惑
す
る
な
り
。
凡
天
地
順
行
の
カ
ネ
あ
り
。

　
　
四
季
に
土
用
を
加
へ
て
節
を
五
つ
に
た
て
、
四
方
に
中
央
を
加
へ
て

　
　
五
つ
を
立
。
一
日
を
辰
よ
り
申
の
五
時
に
わ
か
ち
、
夜
を
五
更
に
わ

　
　
か
つ
。
陰
陽
五
気
に
あ
ら
わ
れ
て
、
人
も
五
の
体
を
う
く
る
等
の
も

　
　
と
づ
き
に
て
、
五
ツ
ガ
ネ
を
定
規
と
し
て
、
大
も
小
も
こ
の
カ
ネ
違

　
　
ふ
こ
と
な
し
。
五
は
陽
数
な
り
。
形
に
あ
ら
は
る
・
も
の
は
陽
な
り
。

　
　
こ
の
五
ツ
ガ
ネ
の
問
々
六
を
、
陰
の
カ
ネ
と
す
。
本
式
に
は
陽
の
五

　
　
つ
を
用
て
、
六
は
常
に
用
ひ
ず
。
草
奄
の
茶
の
湯
は
、
台
子
本
式
書

　
　
院
の
格
式
を
本
と
す
る
と
い
へ
ど
も
、
陰
陽
と
も
に
用
る
子
細
あ
り
。

　
　
書
院
、
台
子
に
も
陰
陽
と
も
に
用
る
子
細
に
も
と
づ
き
て
の
こ
と
な

　
　
り
。
そ
の
子
細
を
会
得
せ
ざ
れ
ば
、
必
相
違
す
る
こ
と
な
り
。
ね
ん

　
　
ご
ろ
に
根
源
を
き
は
め
ぬ
れ
ば
、
い
か
や
う
に
も
自
由
な
る
こ
と
と

　
　
　
一
4
一

　
　
云
々
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
書
院
、
台
子
か
ら
草
庵
の
わ
び
茶
に
至
る
ま
で
、
曲

尺
割
の
数
が
定
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
本
に
ど
の
よ
う
な
根
拠

と
な
る
か
ね
が
あ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
人
々
は
皆
知
ら
な
い
の

で
、
場
合
に
よ
る
と
困
惑
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
四
季
に
土
用
を
加
え
て
五
つ
の
節
を
設
け
る
。
あ
る
い
は
四
方
に
中
央

の
点
を
加
え
て
五
点
を
立
て
る
。
一
日
の
昼
間
を
辰
の
刻
よ
り
申
の
刻
ま

で
の
五
時
に
分
け
、
夜
を
五
更
に
分
け
る
。
ま
た
陰
陽
は
木
火
土
金
水
の

五
気
に
表
現
さ
れ
、
人
の
体
も
五
体
か
ら
成
る
。
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の

五
と
い
う
数
に
基
づ
い
て
五
つ
の
か
ね
を
基
本
と
し
、
大
か
ね
も
小
か
ね

も
こ
の
五
つ
の
か
ね
と
相
違
す
る
こ
と
は
な
い
。
五
は
陽
数
で
あ
る
。
形

に
現
れ
る
も
の
は
陽
で
あ
る
。
こ
の
五
つ
の
か
ね
の
間
を
と
っ
た
六
つ
を

陰
の
か
ね
と
す
る
。
本
式
に
は
陽
の
五
つ
の
か
ね
を
用
い
て
、
六
つ
の
か

ね
は
普
段
は
使
わ
な
い
。
草
庵
の
茶
の
湯
は
台
子
を
本
式
と
し
、
書
院
の

格
式
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
陽
の
五
っ
の
か
ね
ば
か
り

で
な
く
陰
の
六
つ
の
か
ね
も
と
も
に
用
い
る
い
わ
れ
が
あ
る
。
書
院
や
台

子
で
も
、
陰
陽
の
か
ね
を
両
方
と
も
使
う
い
わ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と

だ
。
そ
の
書
院
台
子
の
法
式
を
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
必
ず
間
違
っ

て
し
ま
う
。
十
分
に
そ
の
根
本
を
明
ら
か
に
し
て
お
け
ば
、
ど
の
よ
う
に

で
も
か
ね
は
自
由
に
な
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
後
述
の
曲
尺
割
の
重
要
性
と
と
も
に
、
「
自
然
」
に
関
す
る

叙
述
で
あ
る
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
天
地
の
間
の
二
気
も
、
春
夏
の
温
暑
の
時
も
ふ
と
寒
冷
の
こ
と
あ
り
。

　
　
秋
冬
の
冷
寒
の
時
も
ふ
と
あ
た
・
か
な
る
日
あ
り
。
さ
れ
ば
と
て
、
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春
を
秋
と
も
云
は
ず
、
夏
を
冬
と
も
云
ざ
る
が
ご
と
し
。
一
季
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
）

　
　
の
変
な
れ
ば
な
り
。

　
す
な
わ
ち
、
天
地
の
二
気
の
こ
と
も
、
春
夏
の
温
か
い
、
ま
た
暑
い
季

節
で
も
、
思
い
が
け
ず
寒
い
こ
と
が
あ
る
。
秋
冬
の
冷
寒
の
と
き
も
暖
か

い
日
が
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
春
を
秋
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
夏
を

冬
と
い
わ
な
い
。
一
つ
の
季
節
の
中
で
の
変
化
だ
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
『
南
方
録
』
の
「
覚
書
」
に
、

　
　
惣
じ
て
朝
、
昼
、
夜
と
も
に
、
茶
の
水
は
暁
汲
た
る
を
用
る
な
り
。

　
　
こ
れ
茶
の
湯
者
の
心
が
け
に
て
、
暁
よ
り
夜
ま
で
の
茶
の
水
絶
ぬ
や

　
　
う
に
用
意
す
る
こ
と
な
り
。
夜
会
と
て
、
ひ
る
已
後
の
水
こ
れ
を
用

　
　
ひ
ず
。
晩
景
半
夜
ま
で
は
陰
分
に
て
、
水
気
沈
み
て
毒
あ
り
。
暁
の

　
　
水
は
陽
分
の
初
に
て
清
気
う
か
ぶ
。
井
華
水
な
り
。
茶
に
対
し
て
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
〕

　
　
切
の
水
な
れ
ば
、
茶
人
の
用
心
肝
要
な
り
。

と
あ
る
。
す
べ
て
朝
会
で
も
昼
会
、
夜
会
で
も
、
茶
の
湯
に
は
明
け
方
に

汲
ん
だ
水
を
用
い
る
。
こ
れ
は
茶
の
湯
者
の
心
が
ま
え
で
、
暁
か
ら
夜
の

茶
会
ま
で
の
水
を
切
ら
さ
ぬ
よ
う
用
意
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
夜
会
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
午
後
の
水
は
使
わ
な
い
。
夕
方
か
ら
夜
半
ま
で
は
陰
で

あ
る
た
め
、
水
の
生
気
が
沈
ん
で
毒
が
あ
る
。
夜
明
け
の
水
は
陽
の
最
初

の
水
で
水
の
清
ら
か
な
生
気
が
盛
り
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
井
華
水

で
あ
る
。
茶
に
と
っ
て
大
切
な
水
だ
か
ら
、
こ
れ
を
常
に
用
意
し
て
お
く

の
が
、
茶
人
の
心
が
ま
え
と
し
て
肝
心
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
井
華
水
」
と
は
、
日
の
出
と
と
も
に
最
初
に
汲
ん
だ
水
で
あ

る
。
こ
れ
を
尊
ぶ
の
は
、
中
国
と
日
本
の
共
通
の
習
俗
で
あ
り
、
そ
の
影

響
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
い
え
る
。

二
　
茶

　
次
に
、
茶
事
に
お
け
る
陰
陽
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
、
茶
会
の
陰
と
陽
に
つ
い
て
、
「
墨
引
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
　
数
奇
屋
に
て
、
初
座
後
座
の
趣
向
の
こ
と
、
休
云
、
初
は
陰
、
後
は

　
　
陽
、
こ
れ
大
法
な
り
。
初
座
に
床
は
か
け
物
、
釜
も
火
あ
い
衰
へ
、

　
　
窓
に
簾
を
か
け
、
を
の
く
一
座
陰
の
体
な
り
。
主
客
と
も
に
そ
の

　
　
心
あ
り
。
後
座
は
花
を
い
け
、
釜
も
わ
き
た
ち
、
簾
は
づ
し
な
ど
、

　
　
み
な
陽
の
躰
な
り
。
か
く
の
如
き
大
法
な
れ
ど
も
、
天
気
の
晴
く
も

　
　
り
、
寒
温
暑
湿
に
し
た
が
い
て
変
体
を
す
る
こ
と
、
茶
人
の
料
簡
に

　
　
あ
り
。
た
と
へ
ば
、
欝
々
し
き
天
気
な
ど
の
時
、
初
座
簾
を
は
づ
し
、

　
　
っ
き
上
げ
を
あ
げ
、
花
を
い
け
な
ど
す
る
こ
と
あ
り
。
さ
れ
ど
も
、

　
　
一
向
に
陽
と
は
心
得
べ
か
ら
ず
。
火
あ
い
を
以
て
第
一
と
す
る
ゆ
へ
、

　
　
か
く
の
如
き
の
躰
を
陰
中
の
陽
と
云
べ
し
。
こ
の
時
と
て
も
、
後
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

　
　
を
陰
に
す
る
と
云
こ
と
は
な
し
。
右
、
火
あ
ひ
に
て
勘
弁
す
べ
し
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
茶
室
に
お
け
る
初
座
、
後
座
の
趣
向
に
つ
い
て
利
休

が
い
っ
た
の
は
、
初
座
は
陰
、
後
座
は
陽
、
こ
れ
が
大
切
な
法
だ
、
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
初
座
に
は
、
床
に
掛
物
、
釜
の
火
勢
も
衰
え
、
窓
に
は

簾
が
掛
か
っ
て
ほ
の
暗
く
、
そ
れ
ぞ
れ
一
座
の
道
具
だ
て
が
陰
の
姿
に

な
っ
て
い
る
。
亭
主
も
客
も
そ
の
心
が
ま
え
で
あ
る
。
後
座
に
は
掛
物
を

取
っ
て
花
を
い
け
、
釜
も
沸
き
、
簾
が
は
ず
さ
れ
室
内
も
明
る
く
、
す
べ
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て
が
陽
の
姿
で
あ
る
。
以
上
が
基
本
の
法
で
あ
る
が
、
天
気
の
晴
れ
、
曇

り
、
気
温
や
湿
度
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
の
は
、
茶
人
の
考
え
に
よ
る
。

た
と
え
ば
、
う
っ
と
う
し
い
天
気
な
ど
の
時
は
初
座
で
も
簾
を
は
ず
し
、

突
上
窓
を
上
げ
、
花
を
い
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
す
べ
て
が
陽
で
あ
る
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
陰
か
陽
か
を
決
め
る

一
番
大
切
な
点
は
火
相
で
あ
り
、
初
座
の
火
相
は
衰
え
て
い
る
か
ら
、
こ

の
場
合
は
陰
の
中
の
陽
と
い
う
べ
き
だ
。
こ
の
時
で
も
後
座
を
陰
に
す
る

こ
と
は
な
い
。
陰
陽
は
、
火
相
を
も
と
に
考
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
さ
て
、
道
具
の
数
も
陰
陽
に
従
う
こ
と
が
、
「
墨
引
」
に
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
器
の
数
、
初
座
後
座
い
か
“
仕
る
べ
き
や
と
尋
申
け
る
に
、
台
子
書

　
　
院
は
、
昼
は
カ
ネ
も
数
も
陽
を
用
、
夜
は
カ
ネ
も
数
も
陰
に
て
、
あ

　
　
る
い
は
祝
儀
、
懐
旧
、
仏
事
等
、
そ
れ
く
＼
口
伝
あ
り
。
草
奄
は
、

　
　
小
座
敷
の
内
物
数
も
少
き
こ
と
な
る
ゆ
へ
、
数
は
吟
味
に
及
ば
ざ
る

　
　
か
と
、
紹
鴎
と
も
相
談
申
た
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
初
座
陰
、
後
座
陽

　
　
と
差
別
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
数
も
調
半
を
以
て
能
々
料
簡
す
べ
し
。

　
　
歌
、

　
　
　
　
へ
床
は
床
座
席
は
座
席
棚
は
棚

　
　
　
　
　
　
二
調
一
半
二
半
一
調

　
　
こ
れ
に
て
得
心
あ
る
べ
し
。

　
　
或
は
初
座
、

　
　
　
床
に
へ
墨
跡

　
　
　
席
に
へ
釜
　
ま
た
は
風
炉
に
て
も

　
　
　
棚
　
へ
香
合
　
へ
羽
帝

　
　
右
二
半
一
調
な
り
。
惣
じ
て
床
と
棚
の
数
は
同
前
に
な
き
や
う
に
心

　
　
得
て
よ
し
。
見
に
く
き
も
の
な
り
。
二
調
一
半
も
右
に
て
心
得
べ
し
。

　
　
器
の
多
少
に
よ
ら
ず
、
書
院
、
台
子
、
草
蕃
に
て
も
、
床
、
棚
、
座

　
　
席
、
皆
調
皆
半
を
嫌
べ
し
。
そ
へ
を
き
、
カ
ネ
は
づ
し
等
に
て
自
由

　
　
　
　
一
8
）

　
　
す
べ
し
。

　
す
な
わ
ち
、
道
具
の
数
は
初
座
、
後
座
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
か
、
と
利
休
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
う
答
え
ら
れ
た
。
台
子
、
書
院
は

昼
の
茶
会
で
は
曲
尺
割
も
道
具
の
数
も
陽
を
用
い
て
、
夜
は
曲
尺
割
も
数

も
陰
に
す
る
。
あ
る
い
は
祝
い
事
の
会
、
故
人
を
懐
旧
す
る
茶
会
、
仏
事

な
ど
に
は
そ
れ
ぞ
れ
口
伝
が
あ
る
。
草
篭
の
茶
は
も
と
も
と
小
座
敷
の
内

で
の
こ
と
だ
か
ら
、
道
具
の
数
も
少
な
い
の
で
数
を
決
め
な
く
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
武
野
紹
鴎
一
一
五
〇
二
－
五
五
）
と
も
相
談
し
た
。
け

れ
ど
も
、
初
座
を
陰
、
後
座
を
陽
と
区
別
す
る
の
だ
か
ら
、
数
も
偶
数
と

奇
数
を
よ
く
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
教
え
を
歌
に
し
て
み
よ
う
。

　
床
は
床
の
道
具
、
座
席
は
座
席
の
う
ち
の
道
具
、
棚
は
棚
の
上
の
道
具
、

　
こ
の
三
ヶ
所
の
道
具
は
、
二
ヶ
所
が
偶
数
な
ら
一
ヶ
所
は
奇
数
に
、
ま

　
た
二
ヶ
所
が
奇
数
な
ら
他
の
一
ヶ
所
は
偶
数
と
す
る
。

こ
の
歌
で
よ
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
初
座
は
、

　
床
に
　
墨
跡

　
座
席
に
　
釜
、
ま
た
は
風
炉
で
も

　
棚
に
　
香
合
　
羽
帯

こ
れ
は
、
二
ヶ
所
が
奇
数
で
一
ヶ
所
が
偶
数
つ
ま
り
二
半
一
調
で
あ
る
。

お
よ
そ
床
の
道
具
の
数
と
棚
の
数
と
は
同
じ
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
と
覚
え
て
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い
て
よ
い
。
見
て
美
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
調
一
半
も
右
の
例
か
ら

推
し
量
っ
て
理
解
し
て
お
き
な
さ
い
。
道
具
の
多
少
に
よ
ら
ず
、
書
院
、

台
子
も
草
庵
も
、
床
、
棚
、
座
席
が
全
部
偶
数
、
あ
る
い
は
全
部
奇
数
と

い
う
の
を
嫌
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
添
え
置
き
、
か
ね
は
ず
し
な

ど
の
方
法
で
、
数
を
自
由
に
変
化
さ
せ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
茶
室
に
つ
い
て
、
『
南
方
録
』
の
「
滅
後
」
に
、

　
　
も
ず
野
の
草
篭
、
窓
の
明
や
う
、
障
子
の
く
ば
り
な
ど
、
面
白
く
を

　
　
ぼ
へ
し
ま
・
、
あ
る
時
図
を
写
す
を
、
休
見
玉
ひ
て
、
わ
僧
の
し
わ

　
　
ざ
と
も
覚
へ
ぬ
こ
と
か
な
、
そ
の
窓
そ
の
障
子
、
み
な
こ
の
所
の
方

　
　
角
、
露
地
の
境
に
応
じ
て
こ
そ
よ
け
れ
。
こ
と
所
に
か
く
の
ご
と
く

　
　
し
つ
ら
は
れ
た
ら
ば
、
物
笑
な
る
べ
し
。
露
地
の
仕
や
う
、
草
茨
の

　
　
し
つ
ら
ゐ
も
、
左
右
前
後
、
か
の
本
式
の
カ
ネ
さ
へ
我
心
に
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

　
　
事
か
く
こ
と
な
し
。

と
あ
る
。
百
舌
野
に
あ
っ
た
利
休
の
茶
室
の
窓
の
明
け
方
、
障
子
の
配
置

な
ど
が
興
趣
に
富
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
た
の
で
、
あ
る
時
茶
室
の
図
を
写

し
た
。
そ
れ
を
利
休
が
御
覧
に
な
り
、
お
前
の
す
る
こ
と
と
も
思
え
な
い
。

こ
の
窓
や
障
子
の
造
り
は
、
み
な
こ
こ
の
方
角
や
、
露
地
と
外
と
の
境
に

応
じ
て
い
る
か
ら
よ
い
の
で
あ
る
。
異
な
っ
た
所
に
こ
の
よ
う
に
造
っ
た

な
ら
ば
、
物
笑
い
に
な
る
だ
ろ
う
。
露
地
の
仕
方
、
草
葺
き
屋
根
も
、
左

右
、
前
後
、
例
の
方
式
の
曲
尺
割
さ
え
心
得
て
い
れ
ば
、
ど
こ
に
造
る
こ

と
に
な
っ
て
も
困
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
利
休
は
南
坊
宗
啓
に
、
ま
ね
を
す
る
こ
と
よ
り
も
、
「
曲

尺
割
」
を
身
に
つ
け
て
、
そ
れ
を
応
用
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
諭
し

た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
「
曲
尺
割
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。

三
　
曲
尺
割

　
次
に
、
曲
尺
割
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
五
陽
六
陰
の
か
ね
の
秘
事
に
つ
い
て
、
「
墨
引
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　
　
五
ツ
ガ
ネ
の
こ
と
、
問
く
六
を
加
へ
て
十
一
の
カ
ネ
伝
授
あ
り
し

　
　
時
、
い
ま
だ
陰
陽
の
差
別
く
は
し
く
会
得
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
迷
惑
の

　
　
こ
と
多
か
り
し
な
り
。
第
一
五
十
か
ざ
り
の
台
子
、
草
奄
の
置
方
に

　
　
至
る
ま
で
、
五
ツ
ガ
ネ
の
み
に
て
教
へ
ら
る
・
。
こ
れ
に
依
り
不
審

　
　
晴
が
た
く
、
尋
申
け
る
に
、
休
云
、
丁
寧
の
問
感
喜
す
。
五
十
か
ざ

　
　
り
を
知
て
も
、
こ
の
間
の
カ
ネ
を
分
別
せ
ざ
れ
ば
不
自
由
、
ま
た
は

　
　
あ
や
ま
ち
す
る
こ
と
な
り
。
某
も
道
陳
に
再
三
問
し
か
ど
も
、
秘
事

　
　
と
の
み
云
て
伝
授
せ
ず
。
紹
鴎
に
尋
申
た
れ
ば
、
道
陳
は
教
へ
ず
や

　
　
と
仰
せ
ら
る
。
秘
し
て
教
へ
ず
と
申
す
。
い
や
く
さ
に
あ
ら
ず
。

　
　
我
等
あ
る
と
き
道
陳
に
尋
し
に
、
空
海
も
こ
の
事
何
と
も
申
さ
ず
と

　
　
答
て
分
明
な
ら
ず
、
我
等
ま
た
宗
陳
に
問
し
か
ど
も
し
ら
ず
。
宗
悟

　
　
に
問
し
に
、
悟
は
珠
光
の
伝
深
切
の
人
に
て
あ
り
し
ゆ
へ
、
た
し
か

　
　
に
覚
へ
て
つ
ぶ
さ
に
伝
へ
ら
れ
し
な
り
。
か
ほ
ど
大
切
に
て
知
人
ま

　
　
れ
な
る
こ
と
ゆ
へ
、
第
一
の
伝
授
事
な
り
。
凡
三
ツ
わ
り
五
ツ
ガ
ネ

　
　
ま
で
は
教
へ
ず
し
て
事
と
・
の
は
ぬ
ゆ
へ
、
誰
に
も
伝
る
な
り
。
間

　
　
の
六
ツ
ガ
ネ
の
こ
と
沙
汰
に
も
及
ば
ず
、
問
尋
ぬ
る
弟
子
も
な
し
。

　
　
宗
易
に
於
て
秘
事
を
残
す
べ
き
に
あ
ら
ず
と
て
、
委
く
相
伝
あ
り
し
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な
り
。
御
坊
は
深
切
に
工
夫
し
て
、
か
く
の
如
く
問
尋
ら
る
・
こ
と
、

　
　
我
等
が
鴎
へ
の
心
入
よ
り
ま
さ
れ
り
。
い
か
に
も
伝
へ
申
べ
し
。
吉

　
　
日
を
撰
て
改
て
相
伝
す
べ
し
と
て
、
天
正
九
年
十
月
廿
三
日
相
伝
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
〕

　
　
う
け
申
け
る
な
り
。
そ
の
次
第
あ
ら
く
左
に
記
す
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
五
つ
か
ね
の
こ
と
、
及
び
五
つ
か
ね
の
問
ご
と
に
置

か
れ
る
六
つ
の
か
ね
を
こ
れ
に
加
え
た
十
一
の
か
ね
の
こ
と
（
図
を
参
照
）

を
伝
授
さ
れ
た
時
に
は
、
ま
だ
陰
陽
の
区
別
を
詳
し
く
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
第
一
に
五
十
飾
り
の
台

子
か
ら
草
庵
の
置
き
方
に
至
る
ま
で
、
五
つ
か
ね
の
み
で
教
え
ら
れ
た
の

で
疑
問
が
残
っ
て
し
ま
い
、
利
休
に
お
尋
ね
し
た
。

　
利
休
が
い
う
に
は
、
丁
寧
な
問
を
さ
れ
て
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。
五
十

飾
り
が
わ
か
っ
て
も
、
こ
の
問
の
か
ね
、
す
な
わ
ち
陰
の
か
ね
を
理
解
し

な
け
れ
ば
自
由
に
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
問
違
ヶ
も
の
で
あ
る
。
自
分
も

北
向
道
陳
（
一
五
〇
四
－
六
二
）
に
再
三
質
問
し
た
け
れ
ど
も
、
秘
事
と

の
み
い
っ
て
伝
授
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
紹
鴎
に
尋
ね
て
み
る
と
、
道

陳
は
教
え
な
か
っ
た
か
、
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
秘
事
と
し
て
教
え
て
く
れ

ま
せ
ん
で
し
た
、
と
答
え
た
。
紹
鴎
が
い
う
に
は
、
い
や
い
や
そ
う
で
は

な
い
、
自
分
も
あ
る
時
道
陳
に
尋
ね
た
ら
、
空
海
も
こ
の
こ
と
は
何
と
も

い
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
ま
た
自
分
は
、

十
四
屋
宗
陳
に
も
質
問
し
た
け
れ
ど
も
知
ら
な
か
っ
た
。
十
四
屋
宗
悟
に

質
問
し
た
ら
、
宗
悟
は
村
田
珠
光
一
一
四
二
三
－
一
五
〇
二
）
の
教
え
を

深
く
学
ん
だ
人
で
あ
っ
た
の
で
、
確
か
に
覚
え
て
い
て
詳
し
く
伝
授
し
て

く
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
切
な
も
の
で
、
知
っ
て
い
る
人
も
ま
れ
で
あ
る

か
ら
、
秘
事
の
中
で
も
第
一
の
伝
授
事
で
あ
る
。
お
よ
そ
三
つ
割
五
つ
か

ね
ま
で
は
、
教
え
な
く
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
誰
に
で
も
伝
授
さ

れ
る
。
だ
が
間
の
六
つ
の
か
ね
の
こ
と
は
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

尋
ね
る
弟
子
も
い
な
い
。
宗
易
に
は
秘
事
を
残
す
べ
き
で
な
い
か
ら
、
す
っ

か
り
伝
え
よ
う
、
と
い
っ
て
紹
鴎
は
詳
し
く
伝
授
し
て
く
れ
た
。

　
南
坊
、
貴
方
が
深
く
考
え
て
こ
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
、
自
分
の

紹
鴎
に
対
す
る
心
よ
り
熱
心
で
あ
る
。
確
か
に
貴
方
に
伝
授
し
よ
う
、
と

い
っ
て
天
正
九
年
十
月
二
三
日
に
伝
授
を
受
け
た
。
そ
の
内
容
を
大
体
次

に
述
べ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
そ
の
伝
授
の
内
容
が
「
墨
引
」
に
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
へ
十
一
ノ
カ
ネ
、
五
ツ
ハ
陽
、
コ
レ
ヲ
体
ノ
カ
ネ
ト
云
、
六
ハ
陰
ニ

　
　
シ
テ
、
用
ノ
カ
ネ
ナ
リ
。

　
　
　
吉
凶
に
し
て
陽
は
吉
、
陰
は
凶
と
す
。
祝
儀
の
時
な
ど
勿
論
、
書

　
　
院
、
押
板
、
台
子
、
一
式
陽
の
か
ざ
り
な
り
。
仏
事
懐
旧
等
、
陰
な

　
　
り
。
そ
れ
も
嗣
孫
を
賀
す
る
心
に
て
、
一
品
づ
・
陽
に
か
ざ
る
。
平

　
　
常
の
台
子
い
っ
も
く
陽
か
ざ
り
を
よ
し
と
す
。
夜
会
は
陰
か
ざ
り

　
　
本
式
な
れ
ど
も
、
そ
れ
さ
へ
陽
か
ざ
り
に
し
て
ひ
だ
ち
は
な
し
。
昼

　
　
の
会
に
陰
か
ざ
り
の
台
子
と
云
こ
と
は
な
き
こ
と
な
り
。
か
く
の
如

　
　
く
な
る
ゆ
へ
、
草
蕎
に
て
も
初
後
と
も
に
、
陽
カ
ネ
陽
数
に
し
く
は

　
　
な
き
か
と
の
愈
議
あ
り
け
る
も
、
紹
鴎
の
勘
弁
尤
の
こ
と
な
り
。
し

　
　
か
れ
ど
も
、
片
よ
り
た
る
や
う
に
て
不
自
由
な
る
ゆ
へ
、
陰
陽
相
交

　
　
へ
て
、
初
後
に
分
別
し
、
ま
た
茶
人
の
会
得
に
依
て
は
た
ら
き
さ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
1
）

　
　
き
等
面
白
き
子
細
も
あ
れ
ば
、
陰
カ
ネ
陰
数
も
用
て
よ
き
な
り
。

　
す
な
わ
ち
、
十
一
の
か
ね
の
う
ち
、
五
つ
の
か
ね
は
陽
、
こ
れ
を
体
の

か
ね
と
い
い
、
六
つ
は
陰
、
こ
れ
を
用
の
か
ね
と
い
う
。
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吉
凶
で
い
え
ば
陽
は
吉
、
陰
は
凶
と
す
る
。
祝
い
事
な
ど
の
時
は
勿
論
、

書
院
、
押
板
、
台
子
は
、
す
べ
て
陽
の
飾
り
で
あ
る
。
法
事
、
懐
旧
な
ど

は
陰
で
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
子
孫
の
繁
栄
を
祝
う
心
で
一
品
ず
つ
陽

に
飾
る
。
平
常
の
台
子
は
　
い
つ
も
い
つ
も
陽
の
飾
り
を
正
し
い
と
す
る
。

夜
会
は
、
陰
の
飾
り
が
本
当
で
あ
る
が
、
台
子
の
場
合
そ
の
時
で
も
陽
の

飾
り
に
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
昼
の
会
に
、
陰
の
飾
り
の
台
子

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
だ
か
ら
、
草
奄
の
わ
び
茶
に
お

い
て
も
初
座
、
後
座
と
も
に
、
陽
の
か
ね
、
陽
の
数
に
及
ぶ
も
の
は
な
い

か
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
紹
鴎
の
考
え
が
正
し
い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
片
寄
っ
た
点
が
あ
る
よ
う
で
不
自
由
で
あ
る
か
ら
、
陰
陽
を
ま

ぜ
て
、
初
座
、
後
座
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
考
え
て
、
ま
た
茶
人
の
理
解
の
深

さ
に
従
っ
て
工
夫
す
れ
ば
、
そ
の
面
白
さ
も
出
る
。
だ
か
ら
、
草
庵
で
も
、

陰
の
か
ね
、
陰
の
数
も
使
っ
て
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
曲
尺
割
の
由
来
と
そ
の
原
理
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
曲
尺

割
の
ル
ー
ツ
を
珠
光
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
秘
伝
を
権
威
づ
け
る
た
め

に
な
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
曲
尺
割
は
、
陰
陽
論

に
よ
っ
て
、
理
論
的
な
基
礎
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　
峯
す
り
の
か
ね

　
さ
ら
に
、
曲
尺
割
の
中
で
も
「
峯
す
り
の
か
ね
」
と
い
う
注
目
す
べ
き

概
念
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
「
峯
す
り
」
と
は
、
雅
楽
の
言
葉
で
、
楽

の
舞
の
足
が
音
楽
の
拍
子
を
わ
ず
か
に
は
ず
す
こ
と
を
い
い
、
そ
れ
を
道

具
の
置
き
方
に
応
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
南
方
録
』
の
「
墨
引
」
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
一
物
の
か
ざ
り
名
物
等
、
我
道
具
と
て
卑
下
に
及
ば
ず
。
カ
ネ
の
真

　
　
中
峯
摺
に
を
く
べ
き
な
り
。
す
り
と
は
、
カ
ネ
の
真
中
を
道
具
の
真

　
　
中
に
少
ず
ら
す
る
な
り
。
中
く
目
に
見
ゆ
る
ほ
ど
の
事
に
て
な
け

　
　
れ
ど
も
、
こ
れ
秘
事
口
伝
な
り
。
右
を
す
り
左
を
す
る
こ
と
、
子
細

　
　
あ
る
こ
と
な
り
。
常
の
道
具
、
す
り
ガ
ネ
と
云
こ
と
は
な
し
。
皆
一
二

　
　
分
一
な
り
。
休
云
、
草
奄
に
こ
ま
く
＼
の
カ
ネ
吟
味
に
も
及
ば
ざ
る

　
　
や
う
な
れ
ど
も
、
一
物
な
ど
は
こ
ま
や
か
に
勘
弁
す
べ
し
。
し
か
る

　
　
ゆ
へ
に
、
常
の
道
具
も
、
麓
末
に
置
候
へ
ば
一
物
の
や
う
に
置
な
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

　
　
な
り
。
蝦
煉
干
要
の
こ
と
な
り
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
っ
も
の
の
飾
り
の
名
物
な
ど
、
た
と
え
自
分
の
も

の
で
あ
っ
て
も
遠
慮
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
か
ね
の
真
中
の
峯
す
り
に
置

く
べ
き
だ
。
す
り
と
は
、
か
ね
の
真
中
を
道
具
の
真
中
か
ら
少
し
ず
ら
す

こ
と
で
あ
る
。
と
て
も
目
に
見
え
る
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
少

し
ず
ら
す
と
い
う
の
は
秘
事
口
伝
で
あ
る
。
右
に
ず
ら
し
て
す
る
か
、
左

に
ず
ら
し
て
す
る
か
、
こ
れ
は
い
わ
れ
の
あ
る
こ
と
だ
。
普
段
の
道
具
に

は
、
す
り
が
ね
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
す
べ
て
三
分
の
一
で
あ
る
。
利

休
が
い
う
に
は
、
草
庵
の
茶
で
は
細
か
い
曲
尺
割
の
研
究
な
ど
い
ら
な
い

よ
う
な
も
の
だ
け
れ
ど
、
一
っ
の
も
の
な
ど
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
と
、
常

用
の
道
具
で
も
い
い
か
げ
ん
に
置
い
て
、
一
っ
も
の
の
よ
う
に
置
い
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
練
習
が
大
切
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
峯
す
り
の
か
ね
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
詳
し
い
説
明
も
あ

る
。
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カ
ネ
に
あ
て
・
一
ツ
物
を
真
中
に
を
く
こ
と
、
大
法
の
通
な
り
。
さ

　
　
れ
ど
も
真
鉾
に
あ
た
る
を
嫌
ふ
な
り
。
鉾
は
づ
し
と
て
、
少
心
も
ち

　
　
に
ほ
こ
を
は
づ
す
な
り
。
大
秘
事
な
り
。
は
づ
し
や
う
口
伝
あ
り
。

　
　
た
と
へ
ば
、
音
楽
の
拍
子
に
も
、
拍
子
に
合
は
よ
く
し
て
、
拍
子
に

　
　
あ
た
る
は
下
手
の
楽
な
り
と
か
や
。
楽
人
の
秘
書
に
、
そ
れ
を
峯
ず

　
　
り
の
足
と
云
と
な
り
。
利
休
は
台
子
そ
の
外
に
て
も
、
一
物
の
カ
ネ

　
　
を
峯
ず
り
の
カ
ネ
と
も
、
す
り
カ
ネ
と
も
云
る
・
な
り
。
ゆ
る
が
せ

　
　
に
心
得
べ
き
に
あ
ら
ず
。
休
の
歌
に
、

　
　
　
　
へ
中
央
の
か
ね
に
あ
は
せ
て
置
も
の
は

　
　
　
　
　
　
う
た
が
ひ
も
な
き
秘
事
の
一
物

　
　
　
　
へ
中
央
の
か
ね
に
あ
り
と
も
右
ひ
だ
り

　
　
　
　
　
　
三
分
が
・
り
は
常
の
物
な
り

　
　
凡
五
ツ
ガ
ネ
六
つ
の
間
の
カ
ネ
、
い
づ
れ
も
常
の
諸
道
具
、
カ
ネ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
〕

　
　
あ
つ
る
を
嫌
な
り
。
み
な
三
分
一
な
り
。

　
す
な
わ
ち
、
か
ね
に
合
わ
せ
て
名
物
の
一
つ
も
の
を
か
ね
の
真
中
に
置

く
こ
と
は
大
法
の
通
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
本
当
の
真
中
に
あ
た
る
の

は
よ
く
な
い
。
鉾
は
ず
し
と
い
っ
て
、
少
し
心
持
ち
中
心
を
は
ず
す
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
大
秘
事
で
あ
る
。
は
ず
し
方
に
は
口
伝
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
雅
楽
の
拍
子
で
も
、
拍
子
に
合
う
の
は
よ
く
て
、
拍
子
に
あ
た
る
の

は
下
手
な
雅
楽
だ
と
か
い
う
こ
と
だ
。
楽
人
の
秘
伝
書
に
、
そ
れ
を
「
峯

す
り
の
足
」
と
い
う
、
と
あ
る
。
利
休
は
台
子
や
そ
の
他
に
つ
い
て
も
、

一
つ
も
の
の
か
ね
を
「
峯
す
り
の
か
ね
」
と
も
、
「
す
り
か
ね
」
と
も
い

わ
れ
た
。
い
い
か
げ
ん
に
心
得
る
べ
き
で
は
な
い
。
利
休
の
道
歌
に
、
こ

う
い
わ
れ
て
い
る
。

　
中
央
の
か
ね
に
合
わ
せ
て
置
く
も
の
は
誰
の
目
か
ら
見
て
も

　
　
異
論
の
余
地
も
な
い
秘
蔵
の
名
物
で
あ
る
。

　
中
央
の
か
ね
に
置
か
れ
て
い
て
も
、
右
や
左
に
ず
ら
せ
て

　
　
三
分
の
一
だ
け
か
ね
に
か
け
て
あ
る
も
の
は

　
　
名
物
で
は
な
い
普
通
の
道
具
で
あ
る
。

お
よ
そ
五
つ
か
ね
も
、
そ
の
問
の
六
つ
の
か
ね
も
、
い
ず
れ
も
普
通
の
道

具
を
か
ね
の
真
中
に
あ
て
る
の
は
よ
く
な
い
。
名
物
で
な
い
普
通
の
道
具

は
、
す
べ
て
三
分
の
一
か
け
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
「
峯
す
り
の
か
ね
」
に
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
尊
ぶ
中
国
文
化
と

異
な
る
、
日
本
文
化
の
特
性
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
結
　
び

　
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
陰
陽
論
に
基
づ
く
曲
尺
割
に
つ
い
て
、
利
休

白
身
に
よ
る
ま
と
め
が
、
『
南
方
録
』
の
「
滅
後
」
に
、
こ
う
記
さ
れ
て

い
る
。

　
　
あ
る
と
き
、
休
に
参
り
た
れ
ば
、
反
古
の
う
ら
に
か
・
れ
た
る
道
歌

　
　
あ
り
。
ひ
そ
か
に
取
て
帰
り
け
る
。
そ
の
歌

　
　
　
へ
つ
“
く
と
は
体
に
は
さ
ま
る
用
の
カ
ネ

　
　
　
　
　
用
に
は
さ
ま
る
体
は
つ
“
か
ず

　
　
　
へ
く
・
り
ガ
ネ
道
具
に
よ
る
を
知
ら
ず
し
て

　
　
　
　
　
あ
や
ま
ち
す
る
は
鴉
鵜
の
ま
ね

　
　
　
へ
大
は
大
小
は
小
な
る
五
ツ
ガ
ネ

　
　
　
　
　
円
き
も
方
も
そ
な
は
り
に
け
り
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ヘ
カ
ネ
は
只
小
狐
丸
の
夢
想
づ
ち

　
　
　
　
　
ほ
こ
に
な
あ
て
そ
ほ
こ
な
は
づ
し
そ

　
　
　
へ
五
つ
折
六
つ
の
小
わ
り
を
修
行
し
て

　
　
　
　
　
至
る
こ
・
ろ
の
一
ツ
ガ
ネ
な
り

　
　
　
へ
忘
た
る
心
の
カ
ネ
は
五
つ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
H
一

　
　
　
　
　
六
つ
と
も
な
し
に
あ
ふ
ぞ
妙
な
る

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
あ
る
時
南
坊
宗
啓
が
利
休
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
、
反

古
の
裏
に
書
か
れ
た
道
歌
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
こ
っ
そ
り
と
持
ち
帰
っ
た
。

そ
の
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
つ
づ
く
か
ね
と
は
、
体
に
は
さ
ま
れ
る
用
の
か
ね
の
場
合
に
使
う
の
で

　
あ
っ
て
、
そ
の
時
は
用
つ
ま
り
陰
の
か
ね
の
上
で
あ
っ
て
も
、
体
す
な

　
わ
ち
陽
の
道
具
の
置
き
合
わ
せ
と
な
る
。
用
の
か
ね
に
は
さ
ま
れ
た
体

　
の
か
ね
の
場
合
は
、
つ
づ
く
か
ね
と
は
な
ら
な
い
。

　
く
ぐ
り
が
ね
と
い
う
か
ね
は
、
道
具
の
種
類
、
す
な
わ
ち
盆
、
水
指
の

　
よ
う
な
特
定
の
道
具
の
場
合
に
使
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら

　
な
い
で
く
ぐ
り
が
ね
を
問
違
っ
て
使
う
の
は
、
鴉
が
鵜
の
ま
ね
を
す
る

　
よ
う
な
も
の
だ
。

　
大
き
い
座
敷
は
大
き
い
な
り
に
、
小
間
は
小
問
な
り
に
、
座
敷
の
広
狭
、

　
形
態
に
よ
ら
ず
五
陽
六
陰
の
か
ね
は
通
用
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
根

　
本
を
把
握
し
て
応
用
す
れ
ば
、
座
敷
や
道
具
の
形
態
に
よ
ら
ず
、
す
べ

　
て
に
活
用
で
き
る
。

　
か
ね
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
小
孤
丸
の
夢
想
の
槌
の
伝
説
の
よ
う
に
、

　
鉾
つ
ま
り
か
ね
の
中
心
に
あ
て
て
は
い
け
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
鉾
を

　
は
ず
し
て
も
い
け
な
い
。

　
五
つ
折
六
つ
の
小
割
り
、
す
な
わ
ち
五
陽
六
陰
の
曲
尺
割
を
修
行
し
て
、

　
究
極
の
至
る
と
こ
ろ
は
心
の
か
ね
で
あ
る
。

　
修
行
を
積
ん
で
形
式
を
超
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
ま
で
進
む
と
、
曲
尺
割

　
を
忘
れ
て
も
、
心
の
か
ね
が
自
然
に
五
つ
か
ね
、
六
つ
の
か
ね
に
合
致

　
し
て
し
ま
う
の
が
本
当
に
す
ば
ら
し
い
。

　
こ
の
最
後
の
歌
で
、
終
に
は
曲
尺
割
を
忘
れ
て
、
特
に
意
識
し
な
く
て

も
、
自
然
に
正
し
く
な
し
う
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
す
べ
き
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
一

と
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
守
破
離
」
で
い
え
ば
、
「
離
」
に
到
達
し
え
た
利

休
の
姿
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
戸
田
勝
久
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
曲
尺
割
は
利
休
自
身
に
よ
っ
て
、
そ
の
樫
桔
か
ら
の
脱
却
が
唱
え
ら

　
　
れ
消
滅
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
こ
の
書
物
に
則
し
左
言

　
　
い
方
で
あ
っ
て
、
じ
つ
は
曲
尺
割
の
規
矩
を
説
く
茶
書
は
、
『
南
方
録
』

　
　
の
他
に
皆
無
な
の
で
あ
る
。
『
南
方
録
』
と
曲
尺
割
は
シ
ャ
ム
の
双

　
　
　
　
　
　
　
　
一
比
一

　
　
生
児
だ
と
い
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
は
忘
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
学
ば
せ
る
陰
陽

論
に
基
づ
く
こ
の
「
曲
尺
割
」
こ
そ
、
利
休
流
茶
道
の
一
大
特
徴
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

（
ユ
）
拙
論
「
い
け
ば
な
の
陰
陽
論
」
、
『
研
究
紀
要
第
2
7
号
』
一
福
島
工
業

　
　
高
等
専
門
学
校
、
平
成
三
年
一
所
収
、
六
〇
－
六
六
頁
参
照
。

（
2
一
『
南
方
録
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
戸
田
勝
久
『
千
利
休
秘
伝
書
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南
方
録
の
展
開
』
（
平
凡
社
、
昭
和
六
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
3
一
『
南
方
録
』
か
ら
の
引
用
は
、
西
山
松
之
助
校
注
、
一
岩
波
文
庫
、

　
　
昭
和
六
一
年
）
に
よ
り
、
頁
数
を
記
す
。
二
五
七
頁
。

（
4
）
一
六
〇
頁
。

（
5
）
ニ
ハ
三
頁
。

（
6
一
一
五
頁
。

（
7
）
ニ
ハ
ニ
ー
一
六
三
頁
。

一
8
）
ニ
ハ
＝
丁
一
六
四
頁
。

（
9
）
二
七
六
－
二
七
七
頁
。

（
1
0
）
ニ
ハ
四
－
ニ
ハ
五
頁
。

（
u
）
ニ
ハ
五
－
一
六
七
頁
。

（
1
2
）
一
六
九
－
一
七
〇
頁
。

（
1
3
）
一
八
五
－
一
八
六
頁
。

（
1
4
）
二
七
四
－
二
七
五
頁
。

（
1
5
一
拙
論
「
千
利
休
の
修
行
論
」
、
『
倫
理
学
第
9
号
』
所
収
、
四
七
－
五

　
　
六
頁
参
照
。

一
1
6
）
戸
田
勝
久
『
南
方
録
』
一
教
育
杜
、
昭
和
五
六
年
一
、
六
五
頁
。

一
1
7
）
熊
倉
功
夫
氏
は
、
『
南
方
録
を
読
む
』
（
淡
交
社
、
昭
和
五
八
年
一
、

　
　
一
九
三
頁
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
傍
線
引
用
者
一

　
　
　
曲
尺
割
と
い
う
考
え
方
が
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
か
ま
だ
十
分
わ

　
　
　
か
っ
て
い
な
い
。
か
ね
は
曲
尺
で
あ
り
、
も
の
さ
し
の
意
で
あ
る
。

　
　
　
ま
ず
基
準
に
な
る
長
さ
を
決
め
、
そ
の
倍
数
で
柱
問
の
長
さ
や
、

　
　
　
屋
根
の
そ
り
な
ど
を
決
定
す
る
方
法
が
木
割
法
と
い
っ
て
日
本
建

　
　
　
築
の
世
界
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
も
の
を
根
拠
と
し
、
さ

ら
に
武
芸
な
ど
の
考
え
方
を
と
り
入
れ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
中
略
）
結
果
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に

も
複
雑
に
す
ぎ
て
実
用
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
発
想
に

　
つ
い
て
は
、
今
後
も
考
え
て
み
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

一
か
さ
い
・
あ
き
ら
　
福
島
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
一

左
　
座

中
央
ハ
陰
蘭
ト
モ

ニ
第
一
カ
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