
今
日
の
学
界
常
識
で
は
学
間
的
業
粕
を
残
し
た
と
目
さ
れ
て

い
な
い
人
、
畠

合
に
よ
っ
て
は
、
学
界
に
名
さ
え
記
怜
さ
れ
て
い
な
い
人
の
巾
に
、
私
の
目
か

ら
見
る
と
、
大
変
り
っ
ば
な
業
紐
を
残
し
て
い

る
人
か
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
椋

題
に
記
し
た
よ
う
に
、
日
本
語
て
き
ず
<
[い
語
文
化
に
関
係
し
て
の
こ
と
て
あ

る。
私
は
、
も
っ
ば
ら
自
分
の
間
加
意
識
に
よ
っ
て
、
古
本
を
あ
さ
る
。
そ

の
と

き
、
は
じ
め
か
ら
、
だ

れ
の
何
の
著
述
と
知
ら
れ
て
い
る
本
を
見
る
こ
と
に

は
、
あ
ま
り
卯
味
が
な
い
。
そ
う
い
う
本
を
手
に
取
る
と
き
は
、
心
が
義
務
的

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
楽
し
く
な
い

C

楽
し
く
な
い
と
き
に
は
、
発
見
か
な
い
。
著
者
の
名
は
知
ら
な
い
が
、
内
容

が
お
も
し
ろ
そ
う
だ
と
息
っ
て
見
る
と
き
に
は
、
目
が
ペ

ー
ジ
に
吸
い
寮
せ
ら

れ
る
。そ

ん
な
ふ
う
に
吸
い
寮
せ
ら
れ
て
買
っ
た
本
て
、
ま
だ
著
者
の
名
か
記
恰
に

と
ど
ま
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
後
日
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
手
元
に
来
た
本

の
著
者
が
、
三
冊
目
ぐ
ら
い
に
、
や
っ
と
詞
じ
人
て
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と

が
あ
る
。
そ
う
い
う
著
者
に
出
公
う
と
、
こ
れ
は
よ
ほ
ど
自
分
と
性
の
合
う
人

な
の
だ
な
と
息
っ
て
、
う
れ
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

日
本
語
文
化
を
に
な
っ
た
人
の
、

こ
の
人
は
、
側
名
の
人
で
は
な
い
。
明
治
の
中
期
に
大
い
に
名
を
知
ら
れ
た

淡
学
の
先
生
て
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
設
文
学
界
に
名
を
残
し
て
い
る
よ
う

に
は
思
え
な
い
。

江
戸
時
代
以
降
の
漢
学
者
に
は
、
伊
藤
仁
斎
の
よ
う
に
漠
箕
そ
の
も
の
の
研

究
が
深
く
て
、
中
国
で
の
研
究
者
に
劣
ら
な
か
っ

た
人
が
あ
る
一

方
、
頼
山
腸

の
よ
う
に
、
漢
待
文
の
創
作
に
非
常
な
力
を
も
ち
、
日
本
外
史
の
よ
う
な
大
著

作
を
、
文
学
作
品
と
し
て
残
し
得
た
人
も
あ
る
。
そ
う
い
う
、

仁
斎
や
山
協
の

ょ
う
な
大
山
脈
の
間
に
、
江
戸
の
中
期
か
ら
末
期
、
明
治
の
初
期
に
か
け
て、

石

川

鴻

斎

そ
の
よ
う
に
性
の
合
う
著
者
の
中
で
、
一
冊
目
か
ら
名
を
虹
え
た
人
も
、
も

ち
ろ
ん
、
あ
る
。
そ
う
い
う
人
の
拗
合
に
は
、
二
冊
目
に
出
会
っ
た
本
が
、
ま

た
ま
た
び
っ
た
り
米
た
と
き
に
、
も
う
、
そ
の
著
者
と
の
連
帯
が
、
し
っ

か
り

で
き
て
し
ま
う
。

以
下
に
名
を
記
し
、
著
書
を
紹
介
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
、
私
か
、
妙
に
性

が
合
っ
こ
と
に
よ
っ

て
、
す
っ

か
り
好
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
び
と
て
あ

る。
あ
る
系
列

林

四

郎
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漠
文
、

漢
語
、
凌
字
を
研
究
し
て
、
日
本
人
の
日
本
語
文
化
を
厚
く
す
る
の
に

働
い
た
人
た
ち
が
、
か
な
り
の
数
、
あ
る
の
て
あ
る
。
伊
藤
京
証
の
『
投
触

字
訣
』
、
荻
生
祖
来
の
『
成
文
茶
蹄
』
、
替
川
洪
固
の
『
実
字
解
』
『
珈
字
鮒
』
、

新
井
白
石
の
『
東
雅
』
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
の
却
た
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
を

知
ら
ぬ
人
は
あ
る
ま
い
。

明
治
の
人
、
石
川
朔
斎
は
、
ま
ず
、
役
又
の
文
か
を
日
本
人
に
親
し
ま
せ
る

た
め
に
、
よ
く
文
鉛
研
究
を
し
た
人
で
あ
る
。
明
治
十
八
年
に
『
簗
評
粘
註
屈

宋
八
家
文
試
本
』
を
鳳
文
陀
と
い
う
祖
比
か
ら
板
行
し
て
い

る。

肝
宋
八
家
文

の
板
本
は
明
治
に
な
っ
て
実
に
何
柾
知
も
出
て
い
る
が
、
私
は
、
こ
の
本
ぐ
ら

い
見
や
す
い
文
字
の
本
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
の
教
科
書
体
と
い
わ
れ

る
活
字
と
非
常
に
よ
く
似
た
字
休
で
肪
ら
礼
て
い
る
。
木
版
だ
ろ
う
と
息
う

が
、
活
字
の
よ
う
に
字
形
が
よ
く
そ
ろ
っ
て
い
る
。

印
刷
の
こ
と
は
書
店
の
間
加
て
、
い
か
に
読
み
や
す
く
て
も
、
そ
れ
が
著

者
の
功
紐
と
い
う
わ
け
に
は
い
く
ま
い
が
、
テ
キ
ス
ト
の
注
の
入
れ
か
た
の
適

炭
さ
は
著
者
の
功
で
あ
る
。

古
人
の
注
は
「
文
法
」

を
主
と
し
て

い
る
が
、
箇

々
の
こ
と
ば
の
訟
味
が
わ
か
ら
な
く
て
は

rい
に
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
の
木
で
は
、

字
義
や
事
実
の
注
解
を
先
に
し
、
そ
札
に
文
広
の
注
を
加
え
た
と
、
仔
文
に
述
べ

て
い
る
。
文
法
と
は
、
文
拿
技
法
の
こ
と
て
、
江
戸
時
代
の
漢
学
者
は
、
巾
川

で
の
用
怯
に
従
っ
て
、
文
法
と
い
う
こ
と
ば
を
、
み
な
そ
の
よ
う
に
川
い
て
い

る。
字
義
や
事
実
の
注
鮒
は
、
割
注
の
形
で
、
本
文
の
中
に
入
れ
、
文
法
の
注

は、

本
文
の
わ
き
に
、

い
わ
ゆ
る
籾
注
と
し
て
そ
え
て

い
る
。
例
え
ば
、
韓
愈

の
「
原
迅
」
と
い
う
，
又
訊
は
、
「
博
笈
之

Ill

叩
仁
、
行
而
宜
之
之
噴
叫
義
」
と
い
う

二
句
て
始
ま
る
が
、
こ
の
わ
き
に
「
握
足
仁
義
作
主
此
単
刀
訂
入
法
也
」
と
注

し
て
あ
る
の
が
文
法
の
注
で
、
最
初
に
仁
と
義
と
を
か
か
げ
、
そ
れ
を
明
確
に

定
義
し
て
一

編
の
主
題
と
し
た
、
こ
う
い
う
や
り
か
た
を
単
刀
直
入
と
い
う
の

だ
と
・
り
uJulYJ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

欄
外
の
面
注
に
は
、
中
国
詔
家
の
文
法
評
が
紹
介
し
て
あ
り
、
各
文
章
の
末

記
に
は
給
合
評
か
、
先
人
の
語
を
引
き
つ
つ

、
加
え
て
あ
る
。

こ
う
い
う
、
読
本
の
テ
キ
ス
ト
の
形
は
、
極
め
て
一
般
的
な
形
式
に
従
っ
た

も
の
で
、
何
も
新
工
夫
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
字
義
の
注
釈
の
箇
所
が
多

す
ぎ
ず
、
注
の
文
句
が
箇
潔
で
、
本
文
の
ま
と
ま
り
の
印
象
が
く
ず
れ
な
い
の

が
い

い
。
注
に
助
け
ら
れ
な

が
ら
、
し
か
も
、
注
に
邪
屎
さ
れ
ず
に
本
文
が
読

め
る
と
い
う
の
は
、
実
に
、
読
本
テ
キ
ス
ト
の
そ
な
え
る
べ
き
条
件
と
し
て
、

大
事
な
こ
と
で
あ
る
。

石
川
氏
は
、
明
治
十
七
年
／
、
『
文
法
詳
論
』
と
い
う
一

害
を
博
文
餡
か
ら

9

ー
し
て
い
る
。

こ
の
書
は
、
斎
藤
拙
棠
の
『
拙
堂
文
話
』
や
洵
保
漁
村
の
『
池
村
文
話
』
の

流
れ
を
引
く
文
詰
も
の
で
あ
る
か
、
上
下
二
冊
、
二
百
ペ
ー
ジ
の
中
に
古
来
の

文
例
を
た
く
さ
ん
引
い
て
、
よ

く
ま
と
め
て
あ
る
。
「
諭
言
」
「
警
戒
」
「
弁

休
」
「
句
解
」
「
助
字
例
」
「
論
文
類
簗
」
の
六
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
。
諭
言

は
総
論
。
笹
戒
は
修
辞
技
法
の
大
事
な
点
を
述
べ
、
弁
体
は
、
中
罰
文
特
有
の

文
咋
亨
叫
体
の
鮒
泌
。
句
解
は
文
の
鮒
剖
、
助
字
例
は
、
助
字
の
中
か
ら
「
也
」

「
突
」
「
焉
」
な
ど
、
極
め
て
大
事
な
も
の
を
と
っ
て
用
法
を
解
説
す
る
。
論
文

知
簗
は
名
文
幽
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ

ー
て
あ
る
が
、
拙
棠
以
下
日
本
人
の
誤
文
も
入

れ
て
あ
る
。
い
ち
ば
ん
お
も
し
ろ
い
の
は
句
解
て
、
四
書
五
経
や
八
家
文
あ
た

り
の
文
か
ら
サ
ン
。
フ

ル
を
と
っ
て
、
文
の
形
を
次
の
よ
う
に
図
解
す
る
。

例
え

ば
、
孝
経
の
「
夫
孝
天
之
経
也
之
証
也
民
之
天
地
之
経
而
民
是
則
之
」
と
い
う

文
は
、
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ー

天

之

経

也

。

レ

ハ

レ

ル

ニ

夫
孝
ー
地
之
誼
也
。
一
ー
入
地
之
舒
゜
而
民
足
則
＞
之
。

ー
氏
之
行
也
。
1
―

と
い
う
枯
辿
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
、

発
出
二
字
、
生
三
短
句
、
以
一
長
句
結
＞
之
。

と
解
か
託
る
。
す
な
わ
ち
、
「
夫
孝
」
と
い
う
二
字
の
発
出
が
「
天
之
経
也
」

以
ー
三
つ
の
砧
句
を
生
じ
、
「
天
地
之
紐
。

而
民
此
則
之
」
と
い
う
恥
句
か
こ

れ
を
結
ん

て
い
る
と
い
う
の
て
あ
る
。

バ
ラ
ン
ス
）i
立
を
大
事
に
す
る
巾
囚
の
文
訊
は
、
た
し
か
に
こ
う
い

っ
た
対

応
や
照
応
の
辿
紋
て
て
き
て
い
る
わ
け
で
、
こ
う
い
う
文
拿
リ
ズ
ム
を
身
に
つ

け
る
こ
と
が
、
む
す
か
し
げ
な
涙
文
文
掌
の
流
れ
を
自
然
応
呼
吸
す
る
よ
う
に

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
礼
が
ま
た
、
自
分
が
文
邸
を
作
る
と
き
の
謁
子
を
会

得
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

石
川
氏
は
ま
た
、
明
治
二
十
ハ
介
に
、
団
文
餡
か
ら
『
録
又
詳
註
日
本
大
土

篇
』
三
冊
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は、

111山
に
発
し
、
日
本
で
も
「
和
王

仙
」
と
し
て
し
き
り
に
発
行
さ
れ
た
泌
字
字
典
の
主
流
『
玉
篇
』
を
明
治
に
な

っ
て
継
い
だ
も
の
て
、
部
首
に
よ
っ
て
字
を
配
列
し
、
古
典
訊
中
の
用
例
や
説

附
に
よ
っ
て
佑
報
を
与
え
た
も
の
て
あ
る
。
上
梱
に
説
文
陪
字
を
収
録
し
て
あ

る
の
が
大
変
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
こ
う
い
う
玉
篇
の
よ
う
な
著
作
は
、
古
米

の
記
録
を
一
立
け
つ
く
仕
市
て
あ
っ
て
、
編
著
者
か
飢
作
す
る
部
分
は
あ
ま
り
無

い
も
の
て
あ
ろ
う
が
、
各
漢
字
に
訓
を
付
す
る
と
こ
ろ
に
、

111川
の
人
に
は
わ

か
ら
な
い
苦
労
が
あ
る
わ
け
て
、
エ
益
を
利
川
す
る
一

般
の
日
本
人
は
、
お
そ

ら
く
、
古
典
仇
か
ら
の
引
用
の
部
分
は
、
何
と
な
く
字
づ
ら
を
な
が
め
る
在
度

に
す
ま
し
、
野
ら
、

り
を
求
め
て
用
を
足
す
て
あ
ろ
う
。
こ
の
「
大
玉
篇
」

に
は
、
な
か
な
か
た
く
さ
ん
の
訓
が
採
録
し
て
あ
る
。
例
え
は
、

「
院
」
と
い

こ
こ
ま
、

己
寸

i
t

{
ノ

ア
キ
ラ
カ

A

ロ
ヨ
シ

「
暴
」
な
ら
、

カ

ワ

カ

ス

ソ

コ

ノ

フ

ア

ラ

シ

ス

カ

ス

ニ

ハ

カ

ヨ

コ

シ

マ

イ

ソ
ガ
シ
テ
ウ
ツ
（
手
で
打
っ
と
い
う
こ
と
ら
し
い
）
ア
ラ
ハ
ス
サ
ラ

ス

と
い
う
訓
か
あ
げ
て
あ
る
。
各
種
の
例
句
や
説
明
か
ら
こ
れ
だ
け
の
訓
を
さ
か

し
出
す
の
は
た
い
へ
ん
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
石
川
氏
の
、
著
作
て
は
な
い
が
校
此
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、

「
戸
田
堺
香
梨
修
、
岡
本
文
造
、
谷
本
亀
二
郎
分
修
」
と
さ
れ
る
『
文
章
字
典
』

（
明
治
27
年
、
俯
文
蝕
）
と
い
う
本
が
あ
る
。
ハ
ン
デ
ィ
な
も
の
だ
が
四
百
八

十
余
。ヘ
ー
ジ
の
中
に
細
字
で
実
に
た
く
さ
ん
の
忙
報
か
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

没
字
に
よ
る
完
全
な
国
語
辞
典
て
、
淡
仇
の
川
例
を
引
い
て
は
あ
る
か
、
そ
れ

の
解
説
に
は
こ
と
ば
を
費
さ
ず
、
字
と
語
に
つ
い
て
の
説
明
に
力
を
注
い
で
い

る
。
排
列
は
節
用
集
の
論
迎
に
従
い
、
た
だ
し
、
い
ろ
は
で
は
な
く
五
十
音

（
明
治
27
年
で
五
十
音
順
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
か
な
り
「
新
し
い
」
と
い

う
べ
き
な
の
て
あ
る
）
に
よ
り
、
音
節
数
の
順
庁
て
単
訥
を
並
べ
て
い
る
。
一

例
を
引
け
ば
、
「
ア
」
の
四
音
の
中
に
「
ア
ラ
ク
ム
」
と
あ
り
、
最
初
に
「
改
」

の
字
か
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
の
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。

コ
レ
マ
デ
ノ

7
ヲ
切
カ
ヘ
テ
ス
ル

7
。
モ
ノ
ヲ
ナ
ヲ
ス
ナ
リ
、
但
シ
ナ
ヲ

ス
ニ
ニ
ツ
ア
リ
、
ユ
ガ
ミ
ヲ
ナ
ヲ
ス
ハ
正
ノ
字
ナ
リ
、
シ
ナ
ヲ
ス
ハ
改
ノ

字
ナ
リ
。
〔
論
語
〕
過
則
勿
憚
＞
（
改
）
更
改
変
改
改
換
改
易
替

改
派
改
悛
改
ナ
ト
連
用
ス
、
雅
俗
共
二
用
ユ
。

当
時
の
こ
と
で
は
あ
り
、
漠
字
の
辞
典
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
同
訓
巽
字
の
使

ア
カ
ッ
キ

サ
ト
シ

シ’
）レ

サ
ト
ス

レ

ミ
ッ
｝

ト
ク

ア
フ

コ
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こ
礼
も
、
覆
学
を
身
冗
つ
け
た
人
て
あ
る
か
、
石
川
氏
よ
り
も
一
段
と
大
衆

的
な
人
て
あ
る
よ
う
に
息
え
る
。
こ
の
人
こ
そ
「
文
江
」
の
た
め
に
一
化
を
送

っ
た
人
で
あ
り
、
今
日
の
学
者
に
は
仝
く
名
を
知
ら
れ
な
い
人
て
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
れ
か
岡
氏
の
処
女
作
な
の
だ
ろ
う
と
息
う
が
、
『
文
掌
帆
範
文

心
明
弁
』
と
い
う
印
本
か
、

IVj
沿
八
｛
ー
の
版
杓
免
介
、
明
治
九
什
出
版
（
こ
礼

が
在
之
二
ま
て
、
忍
之
九
は
詞
ト
一
ご
が
り
出
阪
）
て

111
に
出
て
い
る
。
国
氏
は
食

川
節
斎
を
先
師
と
仰
ぎ
、
節
斎
の
＂
的
心
を
―
/
．
↑
け
と
め
た
も
の
だ
と
し
て
、
文

'"9
ー

帆
範
に
収
め
る
請
文
・
い
い
の
「
文
止
」
を
、
い
と
も
く
わ
し
く
泣
く
の
て
あ
る
。

中
国
て
、
古
典
訊
の
文
・
"I'
や
六
帆
凡
木
畠
家
の
文
ふ
い
に
つ
い
て
「
文
仏
」
の

研
究
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
の
は
、
明
泊
向
州
の
間
で
あ
る
。
明
の
帰
真
川
か

『
文
怯
七
十
七
則
指
州
』
と
い
う
も
の
を
図
い
て
い
る
そ
う
だ
。
晶
べ
て
な
い

の
で
、
本
胄
応
そ
う
い
う
原
苫
が
あ
る
か
、
知
ら
な
い
。
原
苫
は
別
の
名
州
な

の
で
は
な
い
か
と
い
う
氣
か
す
る
か
、
間
氏
は
、
こ
礼
を
「
袖
山
」
し
て
、
叫

冶
十
二
作
に
、
こ
の
名
の
翡
を
出
し
て
い
る
。
相
化
社
と
い
う
所
か
ら
出
た
本

阪
本
て
あ
る
。
小
附
／
~
の
中
に
、
修
r
1
1
1

土
の
教
え
か
、
七
十
七
机
目
述
へ
て
あ

る
。
文
象
の
実
例
は
肌
く
、
例
え
ば
だ
礼
の
何
と
い
う
文
亨
と
い
う
祝
度
の
ぷ

し
か
た
て
、
抽
5
冬

IIIJ
区
述
べ
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
礼
て
、
わ
か
る
者
に
は
わ

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
は
、
「
間
答
ヲ
設
ケ
為
ス
ノ
則
」
と
い
う
項

岡

二
慶

い
分
け
に
注
意
が
行
き
す
ぎ
る
の
は
や
む
を
え
ぬ
こ
と
て
あ
る
が
、
そ
礼
よ
り

も
、
こ
と
ば
の
意
味
や
用
法
の
解
虚
が
く
わ
し
い
の
が
、
大
変
あ
り
が
た
い
の

て
あ
る
。
囚
詔
と
泌
出
と
の
没
了
を
辿
し
て
の
連
砂
刊
、
文
体
上
の
特
徴
に
も

言
及
し
て
あ
る
の
が
よ
い
。

私
は
こ
の
字
典
か
ら
~
悲
富
な
囚
冨
ェ
を
之
け
て
い
る
。

て
は
、
い
き
な
り
答
案
を
出
さ
な
い
で
、
先
ず
問
う
て
か
ら
、
問
わ
れ
て
答
え

を
出
す
よ
う
に
す
る
や
り
か
た
を
紹
介
し
、
そ
の
や
り
か
た
は
孟
子
に
学
べ
と

い
う
。
こ
れ
て
十
分
わ
か
る
の
て
あ
る
。

岡
氏
か
自
分
て
た
く
さ
ん
の
文
亭
を
集
め
、
息
う
よ
う
に
文
法
を
論
じ
た
書

物
か
『
文
法
学
謁
義
』
（
明
2
4
治
年
、
益
友
社
）
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
六
百
五

十
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
な
か
な
か
の
大
著
で
、
全
部
TIH
し
こ
と
ば
で
書
い
て
あ
る
。

実
際
に
弟
，

rを
集
め
て
講
五
し
た
も
の
ら
し
く
、
「
自
講
自
筆
」
と
う
た
っ
て
あ

る
。
実
位
お
も
し
ろ
い
本
で
あ
る
。

修
辞
上
の
徳
目
を
二
百
七
十
九
項
目
に
し
て
晶
じ
て
い
る
が
、
用
例
は
必
ず

し
も
漠
訊
だ
け
で
な
く
、
平
家
物
語
や
浄
耶
璃
の
文
掌
、
鳥
琴
の
読
み
木
や
春

水
の
人
rij
本
な
ど
、
硬
炊
さ
ま
ざ
ま
の
文
章
を
出
し
て
作
文
法
を
論
じ
て
い

る。
例
え
は
、
文
＇
い
い
の
起
竿
は
、
刑
の
当
吠
の
こ
と
を

i

口
っ
て
入
っ
て
行
く
の
が

正
以
法
だ
が
、

11
に
は
人
の
怠
表
に
出
る
こ
と
を
冒
っ
て
入
っ
て
行
く
こ
と
も

あ
る
。
斡
愈
の
「
送
温
処
士
）
」
は
「
伯
楽
一
過
嘉
巽
北
之
野
一
、
而
馬
群
遂

空
」
と
起
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

よ
し
あ
し

伯
交
と
云
へ
る
馬
の
良
不
良
を
知
る
名
人
が
一
度
翼
北
と
云
へ
る
名
代
の

か
ら

牧
野
を
通
り
過
き
し
に
依
て
、
刑
集
す
る
馬
が
似
に
空
珈
に
な
り
ま
し

f
 

と
い
う
こ
と
だ
が
、

い
く
ら

忍
ハ
名
ひ
て
御
丘
よ
、
役
羅
伯
楽
が
馬
の
良
不
良
を
知
る
の
名
人
な
れ
ば

迂
、
一
度
牧
場
を
辿
り
過
ぎ
た
れ
ば
迎
、
罫
集
す
る
馬
が
空
虚
に
な
る
べ

き
の
刑
佃
畜
事
を
、
今
然
る
に
一
午
書
出
す
と
直
に
空
ル
に
な
る
と
云
ふ

と

ほ

う

と

て

つ

は
、
翌
と
十
方
十
鉄
も
皿
い
―
.

J

ひ
万
な
ら
ず
や
、
斯
く
書
出
し
に
於
て
突

然
十
＇
万
十
鉄
も
無
い
事
を
．

I

て
、
文
章
の
端
を
開
ら
く
を
、
逆
起
起
法
と
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こ
の
人
の
編
＂
者
を
九
冊
拉
っ
て
い
る
か
、
何
冊
目
に
著
者
を
謁
識
し
た
か
、

よ
く
凡
見
え
て
い
な
い
。
多
分
三
冊
目
あ
た
り
て
あ
ろ
う
、
国
民
の
文
輩
指
埒
に

熱
心
な
人
だ
っ
た
。
明
沿
四
十
什
八
月
に
岡
本
仰
叉
節
と
い
う
書
店
か
ら
『
羨

的
三
体
記
事
文
』
と
い
う
も
の
を
出
し
て
い
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
何
の
奇

小

宮

水

心

巾
し
ま
す

と
パ
っ
て
―
つ
の
，
冬
切
＇
技
払
を

"11

虹
明
す
る
。
肋
分
勝
手
な
い
い
方
や
雷
き
方
を

す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
あ
ま
り
き
ち
ん
と
し
た
学
者
て
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
か
、
と
に
か
く
懇
切
に
況
叫
し
て
く
れ
る
。
私
が
か
つ
て

「瓜
釘
回
環
」

と
い
う
技
止
を
、
こ
の
雷
か
ら
人
変
学
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
に
筑
波
大

学
又
芸
[
〗h
い
学
系
の
紀
虻
（
「
又
芸
パ
出
研
究
・
パ
晶
鯰
4
り
」
所
収
「
文
，
＂
旱

高
と
修
評
学
」
）
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。

岡
三
似
氏
の
『
正
続
吝
刊
帆
範
文
仏
叫
＇
衣
』
》
叶
本
千
二
百
ペ
ー
ジ
か
閲
文
餡

か
ら
出
た
の
は
明
治
三
十
二
什
て
あ
る
。
こ

の
本
も
、

例
に
よ
っ
て
判
注
と
碩

江
と
て
字
句
や
文
法
の
注
鮒
を
施
し
て
い
る
か
、
そ
の
ほ
か
本
文
中
に
、
さ
ま

ざ
ま
の
榜
点
、
修
線
、
区
切
り
符
＇
い
J
‘
括
弧
な
ど
を
入
れ
て
、
文
い
の
修
買
的

な
枯
辿
を
．
が
そ
う
と
し
て
い
る
。

岡
氏
の
誕
く
文
＇＂旱
技
広
が
本
当
に
そ
の
辿
り
の
も
の
て
、
そ
れ
だ
け
の
効
果

を
拳
げ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
岡
氏
の
バ
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ

て
い
い
の
か
ど
う
か
知
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
私
は
、
あ
ま
り
信
じ
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
ど
う
て
も
い
い
こ
と
な
の
だ
。
文
章
の
内
容
を
読
み
た
け
札

ば
‘、
I
分
で
虚
む
。
技
広
あ
の
手
こ
の
手
か
、
こ
れ
だ
け
、
こ
こ
に
あ
る
と

い

う
こ
と
か
、
私
の
文
革
観
を
作
る
上
に

、

~
常
に
役
に
立
つ
こ
と
な
の
て
あ

る
。

も
な
い
、
文
集
に
よ
る
文
拿
作
法
書
で
あ
る
。
こ
の
種
の
本
は
実
に
五
万
と
あ

る
か
ら
、
「
な
ん
だ
」
と
息
っ
て
見
す
ご
せ
ば
、
そ
れ
っ
き
り
な
の
だ
が
、
「
三

休
記
小
文
」
の
「
三
休
」
と
は
何
か
と
追
っ
て
見
る
と
、
こ
の
本
の
特
色
か
わ

か
っ
て
来
る
。
三
体
と
は
、

一
は
和
文
風
、
泌
文
流
、
又
は
和
文
と
泌
文
と
折
衷
休
の
も
の
。
一
は
言

0

0

0

 

O
 

O
 

O
 
O
 
0
 

文
一
政
で
、
あ
る
、
で
す
、
し
ま
し
た
式
で
、
他
の
一
は
似
文
式
で
あ
る
。

と
な
っ
て
い
る
。
和
又
と
淡
又
と
を
そ
れ
ぞ
れ
一
休
に
立
て
る
の
か
と
息
う
と

そ
う
で
は
な
く
、
和
文
淡
文
を
、
む
し
ろ
一
休
の
も
の
と
し
て
立
て
、
そ
れ

に
、
＿
石
文
一
致
と
候
文
と
を
立
て
て
三
休
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
三
体
に

魯
き
分
け
る
の
は
、
た
だ
の
物
好
き
て
は
な
く
、

す
へ
て
初
学
の
人
は

一
題
目
に
つ
い
て
工
夫
す
る
に
苦
し
む
か
ら
、
息
想

は
一
っ
二
つ
に
止
ま
ら
ぬ
と
云
ふ
証
拠
に
と
息
う
て
、
趣
阿
を
臭
に
し
て

同
辿
の
も
の
を
三
体
に
習
き
わ
く
る
事
に
し
た
の
て
あ
る
。

と
い
う
の
か
趣
旨
て
あ
る
。

仏
統
的
な
類
題
和
歌
や
俳
諧
政
時
記
の
よ
う
に
、
春
及
秋
冬
で
文
加
に
な
り

そ
う
な
項
目
を
か
か
げ
、
各
項
目
に
三
体
の
文
睾
を
つ
け
て
あ
る
。
例
え
ば

「
抑
」
と
い
う
屈
で
は
、
ま
す
、
岬
を
ど
う
い
う
灼
度
か
ら
と
ら
え
た
ら
よ
い

か
と
い
う
鮒
喝
叫
が
数
行
あ
っ
て
か
ら
、
ま
す
和
没
折
衷
又
て

さ
ら
ぬ
だ
に
、
暑
さ
に
址
へ
か
ぬ
る
真
杜
‘

••
•.
•• 

と
い
う
淵
子
の
文
章
が
あ
り
、

i

戸
文
一
致
て
は
、

今
度
の
宿
辿
は
蝉
と
云
ふ
文
題
な
の
て
、
い
ろ
／
＼
工
夫
を
凝
し
て
店

た
。
と
こ
ろ
が
、
弟
と
妹
と
が
や
っ
て
米
て
、
そ
れ
は
／
＼
酪
い
議
論
。

と
い
っ
て
始
ま
り
、
蝉
は
署
さ
が
や
り
き
れ
な
く
て
泣
く
の
だ
、
泣
く
の
で
は

な
い
歌
う
の
だ
と
言
っ
て
議
論
し
て
い
る
う
ち
に
夕
立
か
米
て
、
さ
っ
と
あ
が

っ
た
。
と
だ
え
て
い
た
蝉
が
な
き
出
し
た
ら
、
弟
妹
も
議
論
を
息
い
出
し
た
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が
、
今
度
は
、
異
口
同
音
に
「
あ
れ
蝉
が
森
ん
て
附
い

て
屈
る」

と一
石
っ
た
ー

ー
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
需
い
て
あ
る
。

~

そ
の
あ
と
の
似
文
は
候
文
ら
し
く
行
依
よ
く
書
い
て
あ
る
か
、
言
又
一
致
の

と
こ
ろ
が
、
い
ち
ば
ん
写
実
的
で
柚
写
か
化
き
て
来
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
よ

う
て
、
文
休
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
発
想
の
転
換
に
｝
峠
こ
う
と
す
る
こ
の
湛
の

ね
ら
い
が
見
当
ち
が
い
て
な
い
こ
と
を
息
わ
せ
る。

同
じ
明
治
四
十
年
の
十
月
に
、
同
じ
著
者
が
り
じ
図
店
か
ら
同
見
の
本
『
5
叫

文
と
叉
文
』

を
出
し
て
い
る
。
こ

れ
も
介
以
秋
冬
で
牝
凡
風
月
的
に
行
く
と
こ

ろ
、
格
別
新
味
は
な
い
が
、
や
は
り
、
た
だ
の
占
文
集
て
は
な
く
、「
題
」

「
想
」
「
叫
」
と
い
う
三
つ
の
打
眼
点
を
け
え
て
、
淡
誡
と
祈
休
誼
の
作
り
方
を

教
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
―
つ

の
方
法
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
宮
氏
は
、
三
休
て
抑
す
の

が
好
き
な
人
で
、
大
正
十
三
年
に
大
阪
の
立
川

文
明
党
か
ら
出
し
た
も
の
に

『
三
休
甚
翰
文
』
か
あ
る
。
こ

の
三
休
は
、
淡
文

休
、
口
訊
休
、
候
文
体
で
あ
る
が
、
候
＇
又
体
に
は
、
遥
俗
休
と
又
文
体
と
を
区

別
す
る
の
て
、
結
い
四
休
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
内
瓜
を
附
る
」
の
四
体

文
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔淡
文
体
〕
今
日
も
，外
炎
図
貼
な
り
、
足
ド
如
何
し
て
之
を
泊
す
る
。
此
瓜
、

五
が
圃
に
生
ぜ
る
物
、
斯
か
く
低
面
と
雖
も
、
中
に
亦
心
あ
り。

今
之
を
貨
厨

に
奉
賃
す
、
笑
留
せ
ば
か
ー几
匹
な
り
。

〔口
記
体
〕
児
い
真
昼
の

お
以
み
Ir
エ
」
、
之
を
退
げ、ま
す。

実
は
出
入
の
百
奸

か
ら
貝
っ
た
の
で
す
か
、
名
凶
い
某
地
の
咲
で
す
か
ら
、
中
肉
の
真
赤
な
の
は

巾
す
ま
で
も
な
い
、
廿
い
直
も
似
証
し
て
お
き
ま
す
。
之
は
持
つ

て
来
て
只
れ

た
、
爺
の

●●i．兄
業
の
受
r
9人
で
す
よ
。

〔似
哀
辿
俗
体
〕
介
H
は
昨
日
に
ま
し
て
尻
＜
候
が
、
御
様
チ
如
何、

何
ひ
上

げ
候
。
こ
れ
は
珍
し
き
物
に
も
御
附
な
く
似
も
、
例
に
よ
り
JJ
舎
の
親
類
よ
り

味
の
如
何
は
、
冷
し
て
後
御
試
験
願
は

列
来
の
西
瓜
、
一
佃
御
分
配
致
し
候
。

し
く
候
。
尊
々
。

〔候
文
沃
文
体〕

追口
●
す
れ
は
と
て
、
自
慢
の
様
に
ご
ざ
候
も
、
実
は
日
＜
附

の
此
西
瓜
に
候
。
そ
は
余
の
儀
に
も
之
れ
な
く
、
一
度
真
二
つ
に
割
き
て
試
み

し
が
甘
く
、
今

一
度
と
取
得
せ
た
る
二
側
の
中
の
一
っ

、
中
肉
の
如
何
、
何
遍

も
叩
き
て
試
み
候
も
保
証
の
印
は
抑
し
が
た
く
、
兎
も
角
も
佼
が
寸
志
は
、
割

き
て
後
御
承
知
顧
は
し
く
候
。

似
文
に
は
総

ル
ビ

が
あ
る
が
、
引
用
に
当
っ
て
、
す
べ
て
は
ぶ
い
た
。
こ
の

限
り
て
は
、
候
文
休
の
通
俗
体
と
哭
文
体
の
区
別
な
ど
、
明
ら
か
て
は
な
い

が
、
こ

れ
も
こ
と
ば
の
ス

タ
イ
ル

の
上
の
区
別
と
い
う
よ
り
も
、
話
題
の
と
ら

え
か
た
と
し
て
、
ド
ラ
イ
な
の
が
通
俗
体
で
、
多
少
と
も
趣
奸
を
こ
ら
そ
う
と

す
る
の
が
美
文
体
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

こ
の
本
は
、
ふ

つ
う
の
古
愉
文
範
よ
り
実
用
的
で
も
あ
り
、
発
想
間
発
の
お

も
し
ろ
み
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
棄
て
た
も
の
で
な
い
。

私
か
四
冊
目
に
接
し
た
小
宮
氏
の
編
著
は
、
こ
れ
も
立
川
文
明
堂
の
印
行
に

な
る
『
註
解
日
本
外
史
』
て
あ
っ
た
。
明
治
四
十
四
年
の
発
行
で
あ
る
。
日
本

外
史
を
書
き
下
し
又
に
せ
ず
、
原
文
の
ま
ま
印
崩
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
、
山
加
の
各
で
あ
っ
て
小
宮
氏
の
著
て
は
な

い。

小
宮
氏
は
註
解
者
た

る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ

の
本
の
テ
キ
ス

ト
の
整
え
か
た
が
、
大
変
い
い
。
頭
注

が
二
以
に
な

っ
て
い
て
、
上
の
段
に
は
、
年
代
と
人
名
だ
け
が
抜
き
出
し
て
記

し
て
あ
る
。
下
の
段
に
は
、
詔
句
の
注
解
が
し
て
あ
る
。
こ
れ
が
、
下
の
本
文

と
、
位
悩
が
ず
れ
な

い
よ
う
に
泣
ん

で
あ
る
と

こ
ろ
が、

最
も
苦
心
の
要

っ
た

と
こ
ろ
て
あ
ろ
う。

こ
の
、
注
解
の
選
遂
の
お
か
げ
で
、
本
文
が
注
鮒
に
割
り

込
ま
汎
る
こ
と
が
、
無
く、

本
文
の
祉
み
が
中
断
さ
れ
る
氣
つ

か
い

が
全
く
無

い
の
て
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
大
事
な
配
感
で
あ
っ
て
、
私
は
、
日
本
外
史
を
読
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む
な
ら
、
足
九
こ
の
本
て
心
も
う
と
息
っ

て
い
る
。

小
宮
氏
／
い
よ
い
よ
ひ
か
肛
た
の
は
、
蚊
五
人
手
し
た
没
和
辞
典
の
た
め
て

あ
る
。
こ
れ
は
大
阪
の

ItlI末
栄
党
か
ら
出
た
『
附
汀
改
版
没
和
大
辞
典
』
て
、

最
初
の
版
か
出
た
の
は
い
つ
か
知
ら
な
い
が
、
悩
力
り
改
版
と
な
っ
た
の
は
大
正

六
年
で
あ
る
。

こ
の
辞
典
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
特
色
が
あ
る
。
そ
の
一
っ
は
、
各
字
の
字

解
に
、
字
船
鮒
虚
を
一
切
入
れ
な
い
か
わ
り
に
、
認
味
の
鮒
況
を
く
わ
し
く
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
名
」
「
動
」
「
彫
」
と
い
う
よ
う
に
品
詞
別
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
い
る
点
、
そ
の
[
f
義
を
日
本
土
と
し
て
受
け
と
め
る
と
き
に
ど
う
い

う
形
に
な
る
の
か
か
は
っ
き
り
し
て
よ
い
。
日
本
人
か
作
る
淡
相
辞
典
と
し
て

凶
い
見
識
を
も
つ
も
の
と
評
価
す
べ
き
て
あ
る
。
第
二
に
、
各
字
の
訪
釈
に

も
、
熟
語
の
語
釈
に
も
、
泌
訊
の
出
典
文
例
を
一
切
浩
げ
て
な
い
こ
と
。
こ
れ

は
、
人
に
よ
っ
て
は
、
欠
点
だ
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
日
本
訊
の
た
め
の

淡
字
辞
典
で
あ
る
こ
と
に
徹
す
れ
ば
、
こ
れ
は
汲
ら
な
い
し
、

無
い
方
が
す
っ

き
り
し
て
い
て
使
い
や
す
い
。
没
訊
を
ぷ
む
た
め
の
没
和
辞
典
は
、
ほ
か
に
あ

る
の
だ
か
ら
、
一
方
に
、

そ
札
を
東
て
た

漢
相
辞
典
か
あ
っ
て
い
い
の
で
あ

る。
啓
蒙
家
と
い
う
と
何
だ
か
ひ
び
き
が
わ
る
い
が
、
小
宮
氏
は
、
国
民
を
ば
か

に
し
な
い
で
国
民
レ
ベ
ル
の
目
を
特
つ
こ
と
の
で
き
た
正
し
い
啓
蒙
家
だ
っ
た

゜
っ

11J-

と

三

浦

圭

三

こ
の
人
の
名
伯
は
、
本
を
買
う
訓
か
ら
知
っ
て
い
た
°+11
本
尻
で
こ
の
人
の

名
の
あ
る
分
匝
い
本
を
よ
く
見
か
け
た
が
、
学
者
と
し
て
は
間
え
て
い
な
い
の

て
、
手
に
取
る
気
に
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
る
時
『
綜
合
新
文
学
概

倫
』
と
い
う
本
を
開
い
て
み
る
と
、
翡
だ
訛
む
気
に
な
っ
た
。
文
学
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
を
極
め
て
た
く
さ
ん
の
事
例
で
、
ま
こ
と
に
多
く
の
方
面
か
ら
論

し
て
い
る
。
日
本
文
学
、
西
祥
文
学
、
過
去
の
文
学
、
現
代
の
文
学
、
何
で
も

出
て
来
る
し
、
特
学
や
ら
心
刑
学
や
ら
、
い
ろ
い
ろ
に
ぎ
や
か
て
あ
る
。
筋
の

い
い
学
者
な
ら
決
し
て
や
ら
な
い
、
こ
う
い
う
何
て
も
ご
ざ
れ
式
の
論
じ
か
た

を
、
平
気
で
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
先
ず
、
同
業
の
学
者
と

か
、
学
仝
と
か
を
相
手
に
し
て
い
な
い
気
持
よ
さ
を
、
私
は
覚
え
た
。

そ
れ
も
、
筋
か
通
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
い
か
に
私
て
も
地
心
は
し
な
い
が
、

二
油
氏
の
溢
述
に
は
、
間
う
て
求
め
て
行
く
深
ま
り
を
慇
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ

り
、
や
た
ら
に
並
べ
て
い
る
の
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。
文
学
を
論
ず
る
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
の
心
に
間
う
以
外
に
は
な
い
も
の
と
思
う
の
で
、
心
の
求
め

に
従
っ
て
、
そ
の
人

な

り
の
哲
学
へ
も
心
刑
学
へ
も
行
か
ざ
る
を
得
な
い
の

は
、
や
む
を
得
な
い
。
こ
う
い
う
本
を
証
み
な
が
ら
、
自
分
も
い
っ
し
ょ
に
、

あ
っ
ち
こ
っ
ち
へ
飛
ん
で
考
え
る
の
は
、
ま
こ
と
に
楽
し
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。
こ
の
書
は
昭
和
三
年
に
啓
文
社
か
ら
出
て
い
る
。

『
綜
合
国
文
学
概
説
』
は
、
大
正
十
四
年
に
文
教
書
院
か
ら
出
し
た
も
の
。

こ
れ
は
ま
た
千
ペ
ー
ジ
に
逹
す
る
大
著
だ
が
、
作
品
の
lJ
用
を
た
く
さ
ん
含
ん

で
い
る
か
ら
、
大
き
さ
は
驚
く
に
は
晋
ら
な
い
と
し
て
、
作
品
の
あ
と
を
追
っ

か
け
る
解
説
て
な
く
て
絶
え
ず
国
文
学
の
郎
論
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
考
え
る
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
る
本
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
い
い
の
は
、

言
語
形
式
へ
の
注
目
が
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

三
前
氏
の
文
学
の
本
に
は
、
こ
の
ほ
か
『
綜
合
日
本
文
学
仝
史
』
『
古
今
和

歌
集
新
講
』
『
椋
邸
大
鐙
』
な
ど
が
あ
り
、
前
の
二
つ
は
ま
た
大
部
な
も
の
だ

が
、
こ
れ
ら
は
ま
だ
手
冗
に
そ
な
え
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
実
に
こ
の
人
ら
し
い
の
は
『
綜
合
日
本
文
法
購
話
』
（
大
正
15
年
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啓
文
社
）
て
あ
る
。
ふ
つ
う
、
文
学
を
嘉
く
学
者
か
晶
学
を
晶
く
こ
と
は
し
な

い
も
の
て
あ
る
が
、
三
泊
氏
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
仝
＜
頓
着
し
な
い
。

こ
の
書
の
文
広
学
賃
叫
に
、
恐
ら
く
、
妍
肱
や
独
，
11
性
は
な
い
だ
ろ
う
。
囚
m
い

学
者
が
こ
の
本
を
虚
ん
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
こ
の
古
の
虚
川
は
お
も
し
ろ
い
。
例
え
ば
、
副
叫
の
「
，
認
義
」
を
こ

ん
な
ふ
う
に
内
叫
明
す
る
。

0

0

 

0
 

0

0

 

在
は
百
ひ
か
へ
れ
ど
も
、
●
ハ
は
訊
し
て
か
へ
り
衷
さ
す
。

な
ど
の
出
匂
に
於
て
、
附
国
の
出
は
、
そ
れ
/
＼
繋
緑
の
記
を
限
崖
し
て
ゐ

る。
在
は
か
へ
る
。
ど
う
か
へ
る
か
、
円
び
か
へ
る
。

右
は
か
へ
り
ま
さ
ず
、
ど
う
か
へ
り
ま
さ
ぬ
か
、
「
蓋
し
」
か
「
恐
ら
く
」

か
「
多
分
」
か
「
或
は
」
か
：
・
・
：
決
し
て
か
へ
り
ま
さ
ぬ
。

こ
う
い
う
虚
明
法
は
、
教
凡
て
丈
際
に
学
；
仕
他
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
し
て
苫

四
し
た
人
て
な
け
机
ば
、
息
い
つ
か
な
い
も
の
て
あ
る
。

一
．
一
叩
氏
は
弘
前
砂
勺
学
校
の
教
似
て
あ
っ
た
。
こ
の
人
の
淋
く
も
の
は
、
た

い
て
い
文
部
省
教
員
検
定
7
9

ぺ
験
者
を
第
一
の
日
椋
に
し
て
い
る
よ
う
だ
。
一
二
油

氏
の
も
の
に
限
ら
す
、
教
員
検
＇
，
心
瓜
験
川
の
参
苔
書
は
実
に
恕
切
に
て
き
て
い

る
の
か
常
で
、
私
は
、
そ
の
利
の
本
か
ら
息
瓜
を
又
け
る
こ
と
か
多
い
が
、
一
ニ

油
氏
の
も
の
に
は
、
こ
れ
ら
又
験
川
位
の
き
ま
し
め
さ
に
加
え
て
、

911
分
の
虹

間
に
従
う
目
由
な
発
灼
が
11

叫
ち
て
い
る
の
か
何
と
も
楽
し
い
の
て
あ
る
。

秋

山

蓮

三

こ
の
人
は

l
文
学
者
て
も
川
晶
学
者
て
も
没
学
者
て
も
な
い
。
門
科
の
先
止

て
あ
る
。

あ
る
間
私
は
、
『
内
外
叫
11

通
介
枇
動
物
ぶ
』
（
昭
和
10
年
、
一
又
験
研
完
社
）
な

る
一
直
口
を
入
手
し
た
。
脊
椎
動
物
の
動
物
図
鑑
の
よ
う
な
も
の
だ
か
、
動
物
誌

と
い
う
と
お
り
、
図
よ
り
も
文
掌
の
方
が
多
く
、
千
余
ペ
ー
ジ
に
諒
み
物
が
ぎ

っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
す
ず
め
」
の
項
目
に
は
、
形
態
と
か
分
布

と
か
羽
曰
骨
と
か
、
一
応
そ
れ
ら
し
い
こ
と
を
記
し
た
あ
と
に
「
雀
に
語
学
を
教

へ
る
学
校
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
名
古
屋
、
熱
田
神
宮
の
森
の
ほ
と
り
に
竹

内
蘇
―
戸
と
い
う
人
か
一
人
仕
み
を
し
て
、
す
ず
め
に
人
間
の
こ
と
ば
を
教
え
て

い
る

rい
が
糾
字
て
四
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
く
わ
し
く
書
い
て
あ
る
。
す
ず
め
が
人

.
＂
い
を
話
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
竹
内
氏
の
指
示
ど
お
り
に
、
動
作
を
し
た
り
、

漢
字
を
蓄
い
た
カ
ー
ド
を
正
し
く
近
ん
で
も
っ
て
き
た
り
す
る
話
で
あ
る
。
ま

た
、
竹
薮
と
す
ず
め
と
は
ど
ん
な
緑
が
あ
る
か
と
か
、
現
在
「
雀
の
お
宿
」
を

し
て
い
る
京
都
伏
見
の
あ
る
家
の
千
m
と
か
、
と
に
か
く
、
ふ
つ
う
の
動
物
図
鑑

や
動
物
学
の
本
に
は
決
し
て
古
い
て
な
い
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

こ
の
秋
山
氏
は
詞
じ
又
験
研
究
社
か
ら
『
参
考
動
物
学
』
『
参
考
植
物
学
』

『
参
芯
鉱
物
学
』
『
参
方
博
物
通
論
』
『
参
考
生
迎
衛
生
学
』
と
、
刑
科
各
方
面

の
参
名
曹
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
広
告
文
に
「
秋
山
先
生
が
多
年
中
笠
教
育
界

に
尽
痒
せ
ら
れ
：
・
-
：
」
と
あ
る
か
ら

111
間
中
学
校
の
先
仕
て
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
本
は
、
や
は
り
検
定
試
験
受
験
用
の
参
考
書
と
し

て
佐
か
紅
て
い
る
よ
う
だ
。
私
は
、
『
参
名
生
刑
衛
生
学
』
（
昭
和
7
年
、
受
験

研
究
社
）
を
人
手
て
き
た
。
私
は
人
休
の
生
刑
衛
生
に
は
あ
ま
り
興
味
を
も
た

な
い
の
て
、
こ
の
本
を
、
そ
う
お
も
し
ろ
か
っ
て
読
む
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
一
目
見
て
知
識
の
構
辿
が
わ
か
る
よ
う
に
、
徹
底
し
て
箇
条
書
き
に
よ

り
、
項
目
に
は
ゴ
シ
ッ
ク
凸
字
を
使
っ
て
明
瞭
に
書
い
て
あ
る
、
こ
の
書
記
法

が
、
大
変
参
名
に
な
る
。

一
休
、
泌
明
文
を
呼
飢
よ
く
数
く
こ
と
は
、
文
学
系
の
学
間
を
し
た
者
よ

り
、
刑
学
系
の
学
間
を
し
た
人
の
方
か
、
は
る
か
に
う
ま
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
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そ
う
い
う
点
て
は
、
丈
に
だ
め
て
あ
る
。

枠
く
最
近
も
、

木
下
是
胤
さ
ん
と
い

う
学
苦
院
の
先
生
の
『
刑
科
系
の

fl文
技
附
』
と
い
う
本
が
中
公
祈
占
か
ら

出
て
、
か
な
り
の
叶
判
を
取
っ
た
か
、
こ
う
な
る
の
も
吠
し
て
似
然
て
は
な

い

の
だ
。

飯
島
魁
・
横
山
又
次
郎

し
さ
お

こ
の
二
人
は
、
大
変
筋
の
い
い
、
学
間
の
大
先
辻
て
あ
る

C

飯
闊
魁
氏
は
動

物
学
の
杓
威
て
あ
る
か
ら
啓
＂
●
ふ
家
て
も
何

て
も
な
い

か
、
こ
こ
に
、
石
川
氏
以

下
の
人
と
同
列
に
並

へ
て
紹
介
す
る
の
は
、
『
動
物
学
似
疫
』
（
人
正
7
年
、
大

日
本
図
書
）
と

い
う
本
を
文
科
系
の
人
間
の
目
て
見
て
、
泌
明
又
の
手
本
と
息

う
か
ら
て
あ
る
。
こ
れ
は
研
究
魯
て
は
な
く
教
科
也
て
あ
る
。
動
物
学
の
分
類

項
目
に
従
い
、
た
く
さ
ん
の
図
を
人
れ
て
、
各
動
物
の
卦
体
枯
辿
を
"11

叫
明
し
て

い
る
か
、

一
字
の
無
駄
も
な
い
叔
＂
然
た
る
況

明
が
み
ご
と
て
あ
る
。
秋
山
氏
の

お
も
し
ろ
い

出
心
と
は
対
照
的
て
、
実
ピ
そ
っ

け
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も、

盈
明
の
筋
の
よ
さ
か
わ
か
り
や
す
さ
を
化
し
て
い
る
、
そ

ん
な
名
又
の
訊
ま
っ

た
九
白
五
十
ペ
ー
ジ

て
あ
る

C

飯
鳳
氏
は
取
恥
笛

111大
学
の
先
り
だ
っ
た
が
、
机
山
又
次
郎
氏
は
Ii
干
加

Iil'人

学
の
地
学
の
先
生
だ
っ
た
。
地
学
と
い
う
名
は
、
胄
時
ま
だ
餌
い
。
入
＇人学に

並
ん
で
峠
文
学
と
か
地
文
学
と
か
い
っ
た
よ
う
て
あ
る
。
枇
山
氏
は
、
『
天
文

学
晶

rm』
（
明
治

35Si、
改

llf
大
止
3
什
）
、
『
人
文
地
則
学
講
T
叩
』
（
明
治
43
作）、

『
加
汀
学
翡
T
山』（
明
治
4411)
、
『
胚
文
学
晶

r1』
（
大
正
2
年
）
、
『
前
恨
界
史
』

（
こ
れ
は
今
日
い
う
古
仕
物
学
の
本
）

（
大
正
[
/
小
ー
）
、
『
地
質
学
擦
汲
』
（
大
正

8
年）
、
『
日
吠
地
質
学
』
（
大
正
11
什
）
と
、
叫
刊
か
ら
見
れ
は
ま
こ
と
に
他
万

面
に
わ
た
り
、
た
く
さ
ん
の
著
述
を
残
し
た
。

い
ず
れ
も
早
稲
田
大
学
出
版

部
か
ら
出
て
い
る
。
地
学
の
先
駆
的
な
学
者
て
、
以
し
て
啓
及
家
で
は
な
い

か
、
文
崩
家
と
し
て
の
横
山
氏
に
は
啓
ふ
条
家
の
性
格
か
十
分
に
そ
な
わ
っ

て
い

る
。
本
wー
に
ー•

I
U
L
み
や
す
い
文
箪
の
辿
続
で
あ
る
。
お
も
し
ろ

い
泌
叫
文
た
る
の

点
に
お
い
て
、
名
篇
の
間
え
凶
い
丘
及
次
郎
氏
の
『
迅
化
論
講
訪
』
（
明
治
37

年
、
開
成
飴
）
と
並
ぶ
て
あ
ろ
う
。

以
↓
、
こ
こ
に
並
べ
た
各
氏
の
各
魯
、
こ
れ
を

「
あ
る
系
列
」
と
称
し
た
の

は
、
い
っ
た
い
、
何
の
系
列
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
布
い

に
晶
ん
で
く
だ
さ

っ
た
か
た
の
、
ご
想
像
に
ま
か
せ
た
い
。
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