
i　 

緖　
言

◇
本
書
の
初
版
が
世
に
出
た
の
は
大
正
十
四
年
一
月
の
事
で
、
そ
れ
か
ら
七
年
目
の
昭
和
六
年
に
新
訂
版
が
成
り
、
茲
に

こ
の
更
訂
（
昭
和
十
三
年
）
を
見
る
に
至
つ
た
次
第
で
あ
る
。

◇
所
謂
現
代
文
と
は
明
治
以
來
の
作
品
を
槪
稱
す
る
言
葉
で
、
中
等
敎
育
の
國
文
題
材
と
し
て
、
從
つ
て

 

入
試
問
題

の
題
材
と
し
て
、
古
文
と
相
半
ば
す
る
だ
け
の
重
要
性
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
。

◇
私
は
こ
の
一
年
の
間
に
三
つ
の
解
釋
法
︱
︱
國
文
と
漢
文
と
そ
し
て
こ
の
現
代
文
と
の
更
訂
を
完
了
し
た
。
こ
れ
で
私

の
『
解
釋
法
』
は
國
漢
文
敎
科
の
、

 

國
漢
文
入
試
準
備
の
、
鼎
の
三
足
と
し
て
、
ゆ
る
ぎ
な
き
も
の
と
な
り
得
た
事

を
確
信
す
る
。

◇
更
訂
版
を
一
貫
し
た
精
神
は
、「
よ
り
正
し
く
」「
よ
り
や
さ
し
く
」「
よ
り
效
果
的
に
」
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
微
力
固

よ
り
至
ら
ぬ
點
は
あ
ら
う
が
、
更
訂
版
の
三
種
が
三
種
、
皆
こ
の
精
神
の
具
現
に
於
て
、
少
く
も
自
分
と
し
て
は
十
全

の
努
勉
を
致
し
た
事
を
吿
白
し
て
憚
ら
な
い
。

◇
本
書
の
題
材
は
そ
の
半
數
を
實
際
の
入
試
問
題
か
ら
採
つ
た
。
現
代
文
問
題
の
大
多
數
は
句
讀
つ
き
で
あ
る
が
、
今
本

書
に
於
て
は
、
學
習
上
の
見
地
と
、
一
冊
の
書
物
と
し
て
の
統
一
の
上
と
か
ら
、
凡
て
句
讀
を
取
つ
て
了
つ
た
。
讀
方

に
於
け
る
句
讀
は
私
自
身
の
見
解
に
依
つ
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
出
題
の
そ
れ
と
は
合
つ
て
ゐ
な
い
。
特
に
出
題
者
諸

賢
の
御
寛
宥
を
冀
つ
て
置
く
次
第
で
あ
る
。

◇
國
文
や
漢
文
の
更
訂
と
相
俟
つ
て
、
こ
の
現
代
文
の
更
訂
が
、
果
し
て
私
の
期
待
し
た
や
う
に
、
諸
君
の
學
習
の
上
に

「
よ
り
正
し
く
、
よ
り
や
さ
し
く
、
よ
り
效
果
的
に
」
役
立
つ
事
が
出
來
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
り
私
の
み
の
欣
幸
で
は
な

い
で
あ
ら
う
。

︱
︱
著　
　

者
︱
︱　
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三
〕　

花
見
と
い
ふ
遊
樂
が
年
中
行
事
の
一
つ
と
な
つ
て
（
六
高
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
二
三

〔
五　

四
〕　

伽
藍
は
た
ゞ
單
に
大
き
い
と
い
ふ
だ
け
で
は
な
い
（
岩
手
醫
專
︱
︱
和
辻
哲
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
二
五

〔
五　

五
〕　

た
ま
〳
〵
海
外
形
勢
の
變
化
に
伴
ひ
英
露
の
二
國
南
北
よ
り
窺
ひ
廹
る
に
及
び
（
岩
手
醫
專
）……
…
…
…
…

一
二
八

〔
五　

六
〕　

我
が
國
民
は
淡
白
な
國
民
で
あ
る
（
岩
手
醫
專
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
二
九

〔
五　

七
〕　

カ
ー
ラ
イ
ル
は
何
の
爲
に
此
の
天
に
近
き
一
室
の
經
營
に
苦
心
し
た
か
（
岩
手
醫
專
）……
…
…
…
…
…
…
…

一
三
一

〔
五　

八
〕　

古
よ
り
梅
花
の
譬
喩
に
引
か
る
ゝ
二
樣
の
意
義
に
於
て
す
（
岩
手
醫
專
︱
︱
三
宅
雪
嶺
）……
…
…
…
…
…
…

一
三
三

大　

意　

篇

〔
五　

九
〕　

總
て
は
行
く
處
へ
行
着
い
た
（
芥
川
龍
之
介
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
三
七

〔
六　

〇
〕　

一
年
の
中
最
も
よ
く
余
の
心
と
調
べ
を
等
し
く
す
る
の
は
（
阿
部
次
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
三
九



v　目次

〔
六　

一
〕　

秋
の
眺
め
は
や
は
り
霜
に
晴
れ
て
空
の
高
く
澄
ん
だ
日
の
方
が
よ
い
（
五
十
嵐
力
）……
…
…
…
…
…
…
…
…

一
四
二

〔
六　

二
〕　

一
代
の
人
心
を
擧
げ
て
美
の
一
筋
を
追
は
ん
と
す
る
程
に
あ
ら
ず
ば
（
上
田
敏
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
四
四

〔
六　

三
〕　

西
歐
の
文
化
は
其
の
廣
袤
に
於
て
其
の
深
邃
に
於
て
（
上
田
敏
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
四
五

〔
六　

四
〕　

生
物
は
物
界
の
花
理
想
的
生
活
は
生
物
界
の
花
な
り
（
大
西
祝
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
四
七

〔
六　

五
〕　

梅
に
取
る
べ
き
は
其
の
香
奇
古
な
る
其
の
幹
（
大
町
桂
月
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
四
九

〔
六　

六
〕　

櫻
は
多
き
を
よ
し
と
す
（
大
町
桂
月
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
五
〇

〔
六　

七
〕　

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
荒
れ
は
て
て
（
大
町
桂
月
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
五
二

〔
六　

八
〕　

荒
涼
た
る
山
河
當
年
の
殘
礎
を
覓
め
む
と
し
て
も

 

得
べ
か
ら
ず
（
大
町
桂
月
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
五
四

〔
六　

九
〕　

歌
が
當
時
の
先
進
國
の
韻
文
卽
ち
漢
詩
と
異
な
る
が
如
く
草
假
名
は
漢
字
と
は
同
じ
く
な
い

 

（
尾
上
柴
舟
）……

一
五
五

〔
七　

〇
〕　

私
は
藝
術
が
藝
術
で
あ
る
所
以
は
そ
こ
に
藝
術
的
表
現
が
あ
る
か
な
い
か
に
依
つ
て
定
ま
る
と
思
ふ

 

（
菊
池
寛
）……

一
五
八

〔
七　

一
〕　

病
み
て
他
鄕
に
あ
る
人
の
身
の
上
を
氣
遣
ふ
は
人
も
我
も
變
ら
じ
（
北
村
透
谷
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
六
〇

〔
七　

二
〕　

旦
に
平
氏
あ
り
夕
べ
に
源
氏
あ
り
飄
忽
と
し
て
去
り
飄
忽
と
し
て
來
る
（
北
村
透
谷
）……
…
…
…
…
…
…
…

一
六
一

〔
七　

三
〕　

夢
の
世
界
に
於
て
我
等
は
決
し
て
眠
つ
て
居
る
の
で
は
な
く
眞
の
意
味
に
於
て
實
は
目
覺
め
て
居
る
の
だ

 

（
厨
川
白
村
）……

一
六
三

〔
七　

四
〕　

花
に
醉
ひ
た
り
し
昨
日
の
夢
の
今
日
簾
外
の
靑
山
に
覺
め
て
（
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
六
六

〔
七　

五
〕　

秋
風
の
音
は
人
も
い
ひ
ふ
る
し
た
れ
ど
（
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
六
八

〔
七　

六
〕　

評
の
性
は
多
く
褒
貶
毀
譽
を
具
し
（
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
六
九

〔
七　

七
〕　

大
丈
夫
當
に
受
發
の
二
途
に
於
て
大
丈
夫
の
覺
悟
を
以
て
立
ち
（
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七
一

〔
七　

八
〕　

人
貶
す
れ
ば
便
ち
受
け
ず
し
て
胡
言
亂
說
し
（
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七
二

〔
七　

九
〕　

沈
默
は
愚
人
の
甲
冑
な
り
奸
者
の
城
塞
な
り
（
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七
四

〔
八　

〇
〕　

趣
味
は
人
の
嗜
好
な
り
見
識
な
り
（
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七
五

〔
八　

一
〕　

足
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
は
滿
つ
る
に
到
る
路
な
り
（
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七
七



vi

〔
八　

二
〕　

大
家
族
的
精
神
で
貫
か
れ
て
ゐ
る
日
本
精
神
は
（
小
西
重
直
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
七
八

〔
八　

三
〕　

私
は
最
近
に
於
け
る
我
が
國
の
社
會
思
想
の
傾
向
が
（
島
崎
藤
村
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
八
一

〔
八　

四
〕　
「
眞
の
人
間
を
書
く
こ
と
に
骨
折
り
た
い
」
と
ト
ル
ス
ト
イ
は
言
つ
た
と
い
ふ
（
島
崎
藤
村
）……
…
…
…
…
…

一
八
三

〔
八　

五
〕　

下
り
行
く
奔
湍
激
流
に
舟
は
右
に
曲
り
左
に
折
れ
な
が
ら
（
杉
村
楚
人
冠
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
八
四

〔
八　

六
〕　

こ
ゝ
に
鳳
闕
の
礎
む
な
し
く
殘
り
椒
房
の
嵐
夜
夜
悲
し
む
（
高
山
樗
牛
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
八
六

〔
八　

七
〕　

宗
敎
と
は
生
き
ん
が
た
め
の
敎
に
非
ず
し
て
死
せ
ん
が
た
め
の
悟
り
な
り
（
高
山
樗
牛
）……
…
…
…
…
…
…

一
八
七

〔
八　

八
〕　

自
然
を
師
と
す
る
も
の
は
自
然
を
解
す
る
法
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
高
山
樗
牛
）……
…
…
…
…
…
…
…
…

一
八
九

〔
八　

九
〕　

國
破
れ
て
山
河
あ
り
と
い
ふ
と
も
し
か
も
天
上
の
明
月
の
長
へ
に
渝
ら
ざ
る
に
較
べ
ば
（
高
山
樗
牛
）……
…

一
九
〇

〔
九　

〇
〕　

孔
子
旣
に
志
を
魯
に
得
ず
（
高
山
樗
牛
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
九
一

〔
九　

一
〕　

釋
迦
の
當
時
印
度
に
は
幾
多
の
哲
學
あ
り
き
（
高
山
樗
牛
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
九
三

〔
九　

二
〕　

新
し
さ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
事
が
始
ま
る
（
田
山
花
袋
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
九
四

〔
九　

三
〕　

見
よ
秋
の
潭
に
淵
默
の
智
あ
り
（
綱
島
梁
川
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
九
六

〔
九　

四
〕　

詩
を
讀
み
て
當
然
起
り
來
る
美
意
識
以
外
（
綱
島
梁
川
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
九
八

〔
九　

五
〕　

意
ふ
に
詩
と
神
と
太
源
一
な
り
（
綱
島
梁
川
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
九
九

〔
九　

六
〕　

芭
蕉
は
一
俳
人
な
り
（
綱
島
梁
川
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
一

〔
九　

七
〕　

今
の
世
に
は
何
ぞ
熱
情
を
も
て
友
を
求
む
る
も
の
の
少
き
（
綱
島
梁
川
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
三

〔
九　

八
〕　

わ
が
國
の
詩
人
文
人
の
四
季
に
對
す
る
感
想
は
お
し
な
べ
て
か
た
よ
り
た
り
（
坪
內
逍
遙
）……
…
…
…
…
…

二
〇
五

〔
九　

九
〕　

人
は
秋
季
の
美
し
き
を
ひ
た
す
ら
に
哀
し
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
（
坪
內
逍
遙
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
六

〔
一
〇
〇
〕　

げ
に
や
秋
の
想
は
蕭
殺
慘
澹
た
る
者
な
れ
ど
（
坪
內
逍
遙
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
七

〔
一
〇
一
〕　

春
の
長
閑
に
和
げ
る
（
坪
內
逍
遙
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
八

〔
一
〇
二
〕　

余
が
冬
を
愛
す
る
は
（
坪
內
逍
遙
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
九

〔
一
〇
三
〕　

凡
そ
人
の
其
の
趣
味
性
に
適
合
せ
る
文
學
（
坪
內
逍
遙
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
一
一

〔
一
〇
四
〕　

こ
の
宇
宙
ほ
ど
不
思
議
な
る
は
あ
ら
ず
（
國
木
田
獨
步
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
一
二

〔
一
〇
五
〕　

楊
巨
源
の
詩
に
曰
く
（
德
富
蘇
峰
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
一
四



vii　目次

〔
一
〇
六
〕　

知
己
は
敵
人
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
生
面
の
人
に
も
あ
り
（
德
富
蘇
峰
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
一
五

〔
一
〇
七
〕　

思
ひ
を
陳
ぶ
る
何
ぞ
必
ず
し
も
三
寸
の
舌
の
み
な
ら
ん
や
（
德
富
蘇
峰
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
一
七

〔
一
〇
八
〕　

人
天
然
と
親
し
む
時
に
於
て
は
（
德
富
蘇
峰
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
一
九

〔
一
〇
九
〕　

年
中
の
景
物
凡
そ
首
夏
の
新
樹
と
𣆶
秋
の
黃
葉
と
い
づ
れ
を
か
選
ぶ
べ
き
（
永
井
荷
風
）……
…
…
…
…
…
…

二
二
一

〔
一
一
〇
〕　

生
命
は
最
も
偉
大
な
謎
で
あ
り
生
活
體
は
確
か
に
宇
宙
の
驚
異
で
あ
る
（
永
井
濳
）……
…
…
…
…
…
…
…
…

二
二
二

〔
一
一
一
〕　

自
分
の
我
執
と
他
人
の
我
執
と
が
か
ち
合
つ
て
（
中
村
吉
藏
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
二
四

〔
一
一
二
〕　

天
地
創
造
の
時
は
斯
う
で
も
あ
つ
た
ら
う
か
（
中
村
吉
藏
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
二
六

〔
一
一
三
〕　

春
は
眠
く
な
る
（
夏
目
漱
石
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
二
八

〔
一
一
四
〕　

茫
々
た
る
薄
墨
色
の
世
界
を
（
夏
目
漱
石
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
三
〇

〔
一
一
五
〕　

親
の
愛
は
純
粹
で
あ
る
（
西
田
幾
太
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
三
一

〔
一
一
六
〕　

煌
々
た
る
活
動
の
日
の
光
西
に
沈
め
ば
（
芳
賀
矢
一
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
三
三

〔
一
一
七
〕　

凡
そ
我
等
人
間
を
救
濟
す
る
も
の
が
三
つ
あ
る
（
藤
井
健
治
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
三
五

〔
一
一
八
〕　

變
幻
出
沒
極
り
の
な
い
の
が
人
生
の
姿
で
あ
る
（
藤
井
健
治
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
三
六

〔
一
一
九
〕　

余
輩
が
歷
史
上
の
事
實
を
一
の
戱
曲
と
し
て
最
も
興
味
を
感
ず
る
は
（
藤
岡
作
太
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…

二
三
八

〔
一
二
〇
〕　

祗
園
精
舍
の
鐘
の
聲
沙
羅
雙
樹
の
花
の
色
（
藤
岡
作
太
郞
）……
…
…
…
…
…
…
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分
け
て
考
へ
る
の
は
（
藤
村
作
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
六
五

〔
一
九
〇
〕　

世
界
大
戰
爭
は
色
々
の
意
味
で
世
界
の
劃
期
的
大
事
件
で
あ
つ
た
（
藤
村
作
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
六
七

〔
一
九
一
〕　

社
會
が
文
藝
的
敎
羪
に
於
て
低
い
と
い
ふ
こ
と
は
（
本
間
久
雄
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
六
九

〔
一
九
二
〕　

日
本
の
三
種
の
神
器
は
（
三
宅
雪
嶺
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
七
〇

〔
一
九
三
〕　

彰
著
の
功
を
樹
て
て
（
三
宅
雪
嶺
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
七
一

〔
一
九
四
〕　

虎
の
虎
た
る
は
山
野
に
自
由
を
得
る
に
存
す
（
三
宅
雪
嶺
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
七
二

〔
一
九
五
〕　

自
分
は
凡
て
か
零
か
の
主
義
者
で
は
な
い
（
武
者
小
路
實
篤
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
七
三

〔
一
九
六
〕　

己
は
い
つ
も
は
つ
き
り
意
識
し
て
も
居
ず
（
森
鷗
外
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
七
五

〔
一
九
七
〕　

風
水
相
擊
ち
て
波
を
爲
す
（
山
路
愛
山
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
七
七

〔
一
九
八
〕　

山
の
姿
は
私
逹
の
散
り
易
い
心
を
集
め
て
吳
れ
る
（
吉
江
孤
雁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
七
九



xi　目次

〔
一
九
九
〕　

野
原
を
通
つ
て
行
く
時
（
吉
江
孤
雁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
八
〇

〔
二
〇
〇
〕　

海
へ
向
ふ
時
（
吉
江
孤
雁
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
八
一

〔
二
〇
一
〕　

藝
術
の
尊
い
と
こ
ろ
は
（
吉
田
絃
二
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
八
三

〔
二
〇
二
〕　

彼
に
と
つ
て
は
旅
は
凡
て
の
も
の
を
淨
化
す
る
も
の
で
あ
つ
た
（
吉
田
絃
二
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
八
四

〔
二
〇
三
〕　

我
等
は
眞
の
現
代
と
皮
相
の
現
代
と
を
區
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
吉
田
靜
致
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
八
六

〔
二
〇
四
〕　

田
舍
の
自
然
は
確
か
に
美
し
い
（
吉
村
冬
彥
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
八
八

〔
二
〇
五
〕　

或
時
私
は
私
の
樹
の
生
育
つ
た
小
高
い
砂
山
を
崩
し
て
ゐ
る
處
に
佇
ん
で
（
和
辻
哲
郞
）……
…
…
…
…
…
…

三
八
九

〔
二
〇
六
〕　

私
の
知
人
に
も
理
解
の
い
ゝ
頭
と
（
和
辻
哲
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
九
一

〔
二
〇
七
〕　

嗟
呼
彼
等
は
國
の
生
命
な
り
（
京
城
醫
專
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
九
三

〔
二
〇
八
〕　

我
は
こ
の
繪
を
看
る
ご
と
き
淸
穩
の
風
景
に
あ
ひ
て
（
京
城
高
商
︱
︱
尾
崎
紅
葉
）……
…
…
…
…
…
…
…
…

三
九
四

〔
二
〇
九
〕　

佛
敎
美
術
は
白
雉
天
平
時
代
の
人
々
に
と
つ
て
は
（
佐
賀
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
九
六

〔
二
一
〇
〕　

古
今
集
の
歌
人
が
開
い
た
用
語
法
の
新
し
い
境
地
は
（
佐
賀
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
九
八

〔
二
一
一
〕　

尙
古
の
陋
な
る
が
如
く
尙
新
も
ま
た
妄
で
あ
る
（
靜
岡
高
校
︱
︱
幸
田
露
伴
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三
九
九

〔
二
一
二
〕　

松
陰
や
眞
に
英
雄
的
風
貌
を
具
せ
ず
（
七
高
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
〇
二

〔
二
一
三
〕　

自
殺
を
以
て
悖
德
と
な
す
こ
と
固
よ
り
論
な
し
と
雖
も
（
七
高
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
〇
四

〔
二
一
四
〕　

祖
國
を
知
り
祖
國
の
精
神
の
核
髄
に
端
的
に
觸
れ
（
水
戶
高
校
︱
︱
島
津
久
基
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
〇
六

〔
二
一
五
〕　

勞
働
が
そ
の
性
質
に
於
て
自
由
で
創
造
的
で
あ
る
と
き
に
は
（
津
田
英
學
塾
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
〇
八

〔
二
一
六
〕　

眞
理
が
尊
敬
の
對
𧰼
な
ら
ば
（
東
京
高
師
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
一
〇

〔
二
一
七
〕　

科
學
は
世
界
を
一
變
し
た
（
東
京
女
高
師
・
津
田
英
學
塾
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
一
三

〔
二
一
八
〕　

生
き
と
し
生
け
る
も
の
そ
の
生
め
る
所
の
子
を
育
て
愛
せ
ざ
る
も
の
は
無
い
（
東
京
女
高
師
）……
…
…
…
…

四
一
五

〔
二
一
九
〕　

あ
ら
か
じ
め
成
心
を
挾
み
て
他
に
臨
ま
む
は
（
廣
島
高
師
︱
︱
高
山
樗
牛
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
一
七

〔
二
二
〇
〕　

文
學
の
硏
究
に
金
の
か
ゝ
る
文
學
の
硏
究
と
金
の
か
ゝ
ら
ぬ
文
學
の
硏
究
と
が
あ
る
（
廣
島
高
師
）……
…
…

四
一
九

〔
二
二
一
〕　

罪
過
は
人
間
に
と
つ
て
必
然
で
あ
る
（
廣
島
高
師
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
二
二

〔
二
二
二
〕　

文
明
と
は
主
と
し
て
人
間
の
精
神
が
（
廣
島
高
師
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
二
五



xii

解　

說　

篇

〔
二
二
三
〕　

あ
の
西
南
一
帶
の
海
の
潮
が
（
泉
鏡
花
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
二
九

〔
二
二
四
〕　
「
粗
く
斫
ら
れ
た
る
石
に
も
神
の
定
め
た
る
運
あ
り
」
と
は
沙
翁
の
悟
衜
な
り
（
北
村
透
谷
）……
…
…
…
…
…

四
三
一

〔
二
二
五
〕　

芭
蕉
は
日
常
生
活
の
細
目
に
精
通
し
た
詩
人
で
あ
つ
た
（
島
崎
藤
村
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
三
二

〔
二
二
六
〕　

世
に
佛
に
願
ひ
て
涅
槃
の
寂
寞
を
求
む
る
も
の
あ
り
（
高
山
樗
牛
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
三
四

〔
二
二
七
〕　

山
高
き
が
故
に
貴
か
ら
ず
（
綱
島
梁
川
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
三
五

〔
二
二
八
〕　

飄
然
と
し
て
何
處
よ
り
と
も
な
く
來
り
（
德
富
蘆
花
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
三
六

〔
二
二
九
〕　

實
在
せ
る
者
は
唯
一
で
あ
る
（
永
井
濳
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
三
八

〔
二
三
〇
〕　
「
來
る
に
來
所
な
く
去
る
に
去
所
を
知
ら
ず
」
と
い
ふ
と
禪
語
め
く
が
（
夏
目
漱
石
）……
…
…
…
…
…
…
…
…

四
四
〇

〔
二
三
一
〕　

死
な
め
國
と
家
と
の
た
め
に
こ
そ
身
は
（
森
鷗
外
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
四
二

〔
二
三
二
〕　

藝
術
は
い
つ
も
藝
術
家
自
身
の
魂
の
た
め
に
（
吉
田
絃
二
郞
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
四
四

〔
二
三
三
〕　

徒
然
草
は
や
ゝ
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
（
浦
和
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
四
五

〔
二
三
四
〕　

時
代
的
環
境
に
順
應
す
る
作
家
の
作
品
の
多
く
は
（
浦
和
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
四
六

〔
二
三
五
〕　

我
が
國
の
神
衜
は
垩
人
の
敎
訓
で
は
な
く
て
（
浦
和
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
四
八

〔
二
三
六
〕　

人
間
の
心
中
に
大
文
章
あ
り
（
大
阪
外
語
・
成
城
高
校
︱
︱
北
村
透
谷
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
四
九

〔
二
三
七
〕　

自
然
と
人
間
と
の
一
體
融
合
を
歬
提
と
す
る
も
の
は
（
海
兵
・
海
經
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
五
〇

〔
二
三
八
〕　

事
物
の
間
に
必
至
の
因
緣
を
認
む
る
も
の
に
非
ざ
れ
ば
（
海
經
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
五
二

〔
二
三
九
〕　

近
時
我
が
社
會
に
於
て
は
如
何
に
も
人
心
が
弛
緩
し
て
ゐ
る
（
京
城
帝
大
豫
科
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
五
四

〔
二
四
〇
〕　

自
分
の
本
の
讀
み
方
が
（
京
城
帝
大
豫
科
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
五
六

〔
二
四
一
〕　

干
戈
天
下
に
旁
午
し
て
（
京
城
帝
大
豫
科
︱
︱
大
町
桂
月
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
五
八

〔
二
四
二
〕　

女
史
平
生
寡
言
靜
思
そ
の
德
を
修
め
（
京
城
醫
專
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
五
九

〔
二
四
三
〕　

富
貴
歬
に
あ
り
名
利
後
に
あ
り
（
京
城
醫
專
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
六
一

〔
二
四
四
〕　

我
々
は
妙
に
問
ふ
に
お
ち
ず
語
る
に
お
ち
る
も
の
で
あ
る
（
京
城
醫
專
︱
︱
芥
川
龍
之
介
）……
…
…
…
…
…

四
六
二



xiii　目次

〔
二
四
五
〕　

正
義
は
强
力
な
く
し
て
遂
行
す
る
こ
と
は
出
來
ぬ
（
高
知
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
六
三

〔
二
四
六
〕　

作
品
に
於
け
る
理
想
は
露
骨
に
宣
言
せ
ず
（
高
知
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
六
四

〔
二
四
七
〕　

有
體
に
云
へ
ば
詩
境
と
い
ひ
畫
界
と
い
ふ
も
（
神
戶
高
商
︱
︱
夏
目
漱
石
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
六
六

〔
二
四
八
〕　

秀
れ
た
る
も
の
ゝ
歬
に
叩
頭
の
至
情
を
致
し
得
る
も
の
は
（
靜
岡
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
六
八

〔
二
四
九
〕　

偉
な
る
哉
「
人
」（
靜
岡
高
校
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
六
九

〔
二
五
〇
〕　

猿
よ
お
歬
は
一
體
泣
い
て
ゐ
る
の
か
そ
れ
と
も
亦
笑
つ
て
ゐ
る
の
か
（
成
城
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…

四
七
一

〔
二
五
一
〕　

茶
の
宗
匠
逹
は
（
成
城
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
七
三

〔
二
五
二
〕　

信
州
の
小
諸
に
居
た
頃
私
は
弓
を
や
つ
た
こ
と
が
あ
る
（
成
城
高
校
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
七
七

〔
二
五
三
〕　
「
閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蟬
の
聲
」
は
（
成
城
高
校
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
八
〇

〔
二
五
四
〕　

讀
書
固
よ
り
甚
だ
必
要
で
あ
る
（
大
邱
醫
專
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
八
一

〔
二
五
五
〕　

小
兒
彼
は
何
と
い
ふ
驚
く
べ
き
藝
術
家
だ
ら
う
（
第
二
早
高
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
八
三

〔
二
五
六
〕　

噫
故
鄕
こ
そ
は
げ
に
我
が
世
の
い
と
安
け
き
港
な
り
け
れ
（
臺
北
醫
專
）……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四
八
五

〔
二
五
七
〕　

あ
ら
ゆ
る
藝
術
上
の
作
品
を
理
解
し
鑑
賞
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解
説
／
塚
本
哲
三
の
事
績
と
『
現
代
文
解
釈
法
』　  　
　
　
　
　
　

佐 

藤 

裕 

亮　
　
　

＊
は
じ
め
に

　

書
物
は
、
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
か
ら
失
わ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
学
生
時
代
、
日
々
携
え
学
ん
だ
参
考
書

や
単
語
集
、
資
格
取
得
の
た
め
に
線
を
引
き
な
が
ら
覚
え
た
あ
の
本
も
、
い
つ
の
間
に
か
棚
か
ら
消
え
て
、
か
わ
り
に
そ

の
時
々
の
仕
事
や
関
心
を
反
映
し
た
本
が
並
ん
で
い
る
。
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
も
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
使
う
こ
と
も
な

い
だ
ろ
う
か
ら
、
棄
て
て
し
ま
え
と
紐
を
か
け
、
古
紙
回
収
の
日
に
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
読
者
も
多
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
、
本
書
『
現
代
文
解
釈
法
』
も
ま
た
、
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
受
験
参
考
書
と

し
て
の
役
割
を
全
う
し
た
の
ち
に
、
失
わ
れ
て
い
っ
た
書
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

学
習
参
考
書
が
そ
の
形
を
と
と
の
え
た
の
は
、
一
般
に
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
ご
ろ
と
い
わ
れ
て
い
る）

1
（

。
中
学

卒
業
生
数
の
急
増
と
、
上
級
学
校
進
学
へ
の
競
争
激
化
を
う
け
て
、
出
版
界
で
も
、
学
生
の
た
め
の
学
習
参
考
書
と
し
て
、

あ
る
い
は
、
上
級
学
校
受
験
の
た
め
の
準
備
書
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
た
、
夥
し
い
数
の
書
物
が
企
画
・
刊

行
さ
れ
て
い
く
。
入
試
準
備
の
た
め
の
実
用
書
で
あ
る
か
ら
、
内
容
の
信
頼
性
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
時
々
の
受
験
制
度
や

出
題
傾
向
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
も
強
く
求
め
ら
れ
た
。
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
ご
ろ
よ
り
入
試
に
頻
出
す
る
よ
う

に
な
っ
た
「
現
代
文
」
へ
の
対
応
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う）

2
（

。

　

本
書
の
初
版
は
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
一
月
に
有
朋
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
二
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月
に
新
訂
版
が
、
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年
四
月
に
は
更
訂
版
が
出
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
底
本
は
、
更
訂
版
・
昭
和

一
六
（
一
九
四
一
）
年
三
月
一
日
発
行
の
二
三
六
版
（
本
書
底
本
の
奥
付
を
参
照
）
で
あ
り
、
各
版
の
刷
数
は
さ
ほ
ど
多
く

は
な
い
と
み
ら
れ
る
も
の
の）

3
（

 

、
大
正
の
末
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
、
多
く
の
読
者
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
た
様
子

が
う
か
が
え
る
。

　

近
代
日
本
に
お
け
る
青
少
年
の
学
習
と
入
試
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

比
較
的
手
に
取
り
や
す
い
著
作
と
し
て
、
天
野
郁
夫
『
試
験
の
社
会
史
』
や
竹
内
洋
『
立
志
・
苦
学
・
出
世
』
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
、
や
や
専
門
的
に
は
な
る
が
、
進
学
案
内
書
や
受
験
雑
誌
に
注
目
し
た
菅
原
亮
芳
『
近
代
日
本
に
お
け
る
学
校

選
択
情
報
』
も
近
年
の
教
育
史
研
究
の
水
準
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
こ
の
ほ
か
、「
国
語
」
の
入
試
に
焦
点
を

絞
っ
て
考
察
し
た
も
の
に
、
石
川
巧
『「
国
語
」
入
試
の
近
現
代
史
』
や
鈴
木
義
里
『
大
学
入
試
の
「
国
語
」』
な
ど
が
あ

り
、
入
試
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
『
入
学
試
験
制
度
史
研
究
』
に
概
観
さ
れ
て
い
る）

4
（

。

　

本
書
『
現
代
文
解
釈
法
』
の
背
景
と
な
る
事
象
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
物
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
本

稿
で
は
少
し
視
点
を
か
え
、
本
書
の
作
り
手
、
つ
ま
り
編
著
者
や
出
版
社
の
側
に
注
目
し
て
、
簡
単
な
解
説
を
試
み
た
い

と
考
え
て
い
る
。

＊
教
育
者
と
し
て
の
塚
本
哲
三

　

著
者
、
塚
本
哲
三
（
一
八
八
一
～
一
九
五
三
）
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。

　

明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
、
哲
三
は
岩
沢
源
六
の
次
男
と
し
て
静
岡
県
に
生
ま
れ
た
。
の
ち
塚
本
哲
英
の
養
子
と
な

り
塚
本
姓
を
名
乗
る
。
浜
松
中
学
校
に
学
び
、
中
等
教
員
国
語
漢
文
科
検
定
試
験
に
合
格
し
て
の
ち
は
、
教
育
者
と
し
て

の
道
を
歩
み
、
熊
谷
中
学
校
・
岩
国
中
学
校
・
立
教
中
学
校
教
諭
・
立
教
大
学
講
師
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る）

5
（

。
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　塚
本
が
受
験
参
考
書
を
手
が
け
た
の
は
、
彼
が
も
と
も
と
現
役
の
教
師
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
日
々
中
学
校
の
教
師

と
し
て
上
級
学
校
へ
の
進
学
を
希
望
す
る
学
生
と
接
し
、
入
学
試
験
の
競
争
が
激
化
の
一
途
を
辿
る
現
実
と
対
峙
し
て
き

た
彼
は
、
学
生
に
有
用
な
受
験
参
考
書
の
必
要
を
認
め
、
そ
の
執
筆
・
編
纂
に
着
手
す
る
。
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年

に
は
、
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
か
ら
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
ま
で
の
入
学
試
験
問
題
を
集
成
し
た
『
諸
官
立
学
校
入

学
試
験
漢
文
問
題
釈
義
』
と
『
諸
官
立
学
校
入
学
試
験
国
語
問
題
釈
義
』
を
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
は
国
語
・
漢

文
学
習
の
た
め
の
参
考
書
と
し
て
、
藤
井
乙
男
の
校
閲
の
も
と
『
精
説
国
漢
文
要
義
』
を
有
朋
堂
よ
り
刊
行
。
こ
の
う
ち

二
種
類
の
『
問
題
釈
義
』
は
、
以
来
な
が
く
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
著
述
業
の
記
念
す
べ
き
第
一
歩
と
な
っ
た
。

　

当
時
、
数
学
教
育
の
世
界
で
顕
著
な
活
躍
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
人
物
の
ひ
と
り
に
藤
森
良
蔵
が
い
る
。
明
治
四
三

（
一
九
一
〇
）
年
四
月
、
藤
森
は
『
幾
何
学
︱
考
へ
方
と
解
き
方
︱
』
を
青
野
文
魁
堂
よ
り
刊
行
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）

年
に
は
山
海
堂
出
版
部
か
ら
『
代
数
学
︱
学
び
方
考
へ
方
と
解
き
方
︱
』
を
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
に
は
『
三
角
法

︱
学
び
方
考
へ
方
と
解
き
方
︱
』
を
出
版
、
い
ず
れ
も
好
評
を
博
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
出
版
の
成
功
と
受
験
生
か
ら
の

 

持
に

 

え
ら
れ
、
つ
い
に
藤
森
は
予
備
校
の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
日
土
講
習
会
を
設
立
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
に

は
主
幹
・
藤
森
良
蔵
、
編
集
主
任
・
塚
本
哲
三
の
体
制
で
雑
誌
「
考
へ
方
」
の
創
刊
に
踏
み
切
り
、
受
験
雑
誌
の
さ
き
が

け
と
な
っ
た
。
塚
本
の
手
が
け
た
参
考
書
の
中
に
、『
漢
文
の
学
び
方
︱
考
へ
方
解
き
方
︱
』、『
国
文
︱
学
び
方
考
へ
方

と
解
き
方
︱
』、『
作
文
︱
学
び
方
考
へ
方
と
作
り
方
︱
』
な
ど
、
考
へ
方
研
究
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ

る
の
は
、
藤
森
良
蔵
の
日
土
講
習
会
や
雑
誌
「
考
へ
方
」
と
の
関
わ
り
が
あ
る
た
め
だ
。
藤
森
と
塚
本
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
板
倉
聖
宣
の
「
藤
森
良
蔵
と
考
え
方
研
究
社
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
ご
参
照
い
た
だ
き

た
い）

6
（

。
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＊
有
朋
堂
創
業
者
・
三
浦
理
と
の
出
会
い

　

中
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
塚
本
が
、
多
く
の
受
験
参
考
書
を
手
が
け
世
に
送
り
出
し
た
と
い
う
事
実
は
、
本
書
『
現
代

文
解
釈
法
』
を
は
じ
め
と
す
る
刊
行
物
や
、
先
に
紹
介
し
た
事
績
に
よ
っ
て
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
受
験
参
考
書
や
受
験

雑
誌
も
、
出
版
社
・
書
店
を
通
じ
て
世
に
流
布
し
た
印
刷
物
で
あ
る
以
上
、
そ
の
背
景
に
は
、
企
画
の
意
義
を
認
め
出
版

に
携
わ
っ
た
人
々
と
の
協
働
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
記
し
た
資
料
も
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
永
井
太
三
郎
・
塚
本
哲
三
編
『
三
浦
理
君
追
想
録
』
に
収
め
ら
れ
た
塚
本
の
「
太
く
短
か
か
つ
た
君

の
一
生
」
の
中
に
、
有
朋
堂
書
店
お
よ
び
そ
の
創
業
者
三
浦
理
と
塚
本
哲
三
と
の
交
わ
り
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

僕
が
三
浦
君
と
知
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
明
治
四
十
一
年
の
秋
、
旧
師
伊
藤
太
郎
先
生
と
勝
俣
銓
吉
郎
氏
と
が

特
殊
の
英
和
字
典
を
作
ら
れ
る
計
画
の
一
部
を
お
手
伝
し
た
時
に
始
ま
る
。
そ
の
秋
僕
は
山
口
県
岩
国
中
学
を
辞
し

て
、
立
教
中
学
の
先
生
に
な
つ
て
上
京
し
た
の
で
あ
つ
た
。
年
は
二
十
八
だ
つ
た
が
、
其
の
頃
の
僕
は
ば
か
に
若
く

見
え
た
も
の
だ
（
中
略
）
そ
の
翌
四
十
二
年
に
は
諺
語
大
辞
典
の
索
引
を
引
受
け
さ
せ
ら
れ
た
。
引
受
け
た
の
で
は

な
い
、
引
受
け
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
十
二
月
も
大
分
迫
つ
て
か
ら
や
つ
と
索
引
が
纏
つ
て
、
三
浦
君
と
一
緒
に

京
都
へ
行
つ
た
。
京
大
へ
赴
任
さ
れ
た
ば
か
り
の
藤
井
博
士
に
お
目
に
懸
つ
て
、
柊
屋
で
そ
の
原
稿
を
お
目
に
懸
け

た
。
僕
は
車
に
乗
せ
ら
れ
て
、
京
都
見
物
に
廻
る
事
に
な
つ
た
。
索
引
に
対
し
て
ひ
ど
い
お
小
言
で
も
出
て
は
僕
に

気
の
毒
だ
と
い
ふ
三
浦
君
の
心
尽
し
か
ら
だ
つ
た
と
思
ふ
。
所
が
大
体
に
於
て
そ
の
索
引
は
著
者
藤
井
博
士
の
心
か

ら
の
喜
び
を
得
た
ら
し
い
。
三
浦
君
と
僕
と
の
間
が
深
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
索
引
に
起
因
す
る
と
信
ず

る
。

車
中
︱
︱
行
き
途
か
帰
り
途
か
覚
え
な
い
が
、
国
語
と
漢
文
の
入
試
問
題
解
釈
を
作
る
と
い
ふ
約
束
も
成
立
し
て
、
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二
書
共
に
四
十
三
年
に
有
朋
堂
か
ら
出
し
て
貰
ふ
事
に
な
つ
た
。
そ
れ
が
僕
の
貧
弱
な
著
作
事
業
の
抑
も
の
第
一
歩

で
あ
る）

7
（

。

　

三
浦
理
は
も
と
三
省
堂
書
店
の
出
身
で
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
に
有
朋
堂
を
設
立
、
し
ば
ら
く
は
三
省
堂
の
辞

書
や
教
科
書
の
取
次
販
売
を
し
つ
つ
、
し
だ
い
に
出
版
へ
と
事
業
を
広
げ
て
い
っ
た
。
当
所
は
、
樺
正
董
の
『
数
学
綱

要
』
や
南
日
恒
太
郎
『
英
文
解
釈
法
』『
和
文
英
訳
法
』
な
ど
、
学
生
向
け
の
参
考
書
等
を
中
心
に
手
が
け
て
い
た
ら
し

い
。
塚
本
が
計
画
の
一
部
を
手
伝
っ
た
と
い
う
「
特
殊
の
英
和
字
典
」
が
具
体
的
に
ど
の
書
物
を
指
し
て
い
る
の
か
、
先

の
文
章
か
ら
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
勝
俣
銓
吉
郎
編
『
英
和
例

解
要
語
大
辞
典
』
の
こ
と
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
塚
本
が
得
意
と
し
て
い
た
の
は
む
し
ろ
国
語
・
漢
文
の
領
域
で
あ
り
、

の
ち
に
藤
井
乙
男
編
『
諺
語
大
辞
典
』
の
索
引
作
り
を
引
き
受
け
る
と
そ
の
能
力
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
、
三
浦
と
塚
本

の
間
に
信
頼
関
係
が
兆き
ざ

し
て
い
く
。
先
に
紹
介
し
た
二
種
類
の
『
問
題
釈
義
』
と
藤
井
乙
男
に
よ
る
校
閲
の
も
と
刊
行
さ

れ
た
『
精
説
国
漢
文
要
義
』
は
ま
さ
に
、
こ
の
縁
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。

＊
有
朋
堂
文
庫
・
漢
文
叢
書
の
編
纂

　

立
教
中
学
の
教
師
と
な
り
、
活
動
の
場
を
東
京
に
移
し
た
塚
本
は
、
教
鞭
を
執
る
か
た
わ
ら
有
朋
堂
の
編
纂
事
業
に
も

深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
有
朋
堂
は
、
学
生
向
け
の
参
考
書
や
小
型
の
辞
典
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
手
が
け
て

い
た
が
、
な
か
で
も
上
田
万
年
・
関
根
正
直
・
藤
井
乙
男
を
監
修
者
に
迎
え
、
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
よ
り
刊
行
が

始
め
ら
れ
た
有
朋
堂
文
庫
は
、
日
本
文
学
の
精
粋
を
網
羅
し
た
閲
覧
・
携
帯
に
便
利
な
一
大
叢
書
と
し
て
版
を
重
ね
、
南

日
恒
太
郎
の
英
語
参
考
書
や
辞
書
類
と
並
ん
で
、
有
朋
堂
を
代
表
す
る
出
版
物
の
一
つ
と
な
っ
て
い
く
。
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た
し
か
四
十
二
年
の
冬
に
熟
語
大
辞
典
の
業
を
了
へ
た
永
井
君
が
米
国
に
行
か
れ
て
、
そ
の
後
を
故
菅
野
徳
助
君
が

引
受
け
ら
れ
、「
思
想
大
辞
典
」
と
「
有
朋
堂
文
庫
」
と
を
計
画
さ
れ
た
。
菅
野
君
が
総
指
揮
官
で
、
思
想
主
任
が

服
部
嘉
香
君
、
僕
が
文
庫
主
任
と
い
ふ
事
に
な
つ
た
。
そ
の
後
菅
野
君
が
雄
図
空
し
く
、
そ
し
て
あ
の
犀
利
深
遠
な

英
文
の
学
識
を
多
く
世
に
発
表
す
る
暇
も
な
く
病
魔
に
犯
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
て
、
ず
る
〳
〵
に
僕
が
三
浦
君
の
相

談
相
手
と
い
ふ
や
う
な
事
に
な
つ
て
了
つ
た
。

「
有
朋
堂
文
庫
」
を
中
心
に
、
殆
ど
一
切
の
企
画
を
僕
に
相
談
さ
れ
た
。
殊
に
三
省
堂
の
破
綻
後
、
同
君
の
依
頼
で

立
教
中
学
の
方
も
辞
し
て
専
心
有
朋
堂
の
業
に
従
事
す
る
事
に
な
つ
た
（
中
略
）
実
際
心
か
ら
信
頼
さ
れ
て
ゐ
た
と

思
ふ
。
万
事
を
任
せ
て
く
れ
て
、
細
か
い
事
に
か
れ
こ
れ
口
を
出
す
や
う
な
事
は
一
度
も
な
か
つ
た
。
藤
森
君
を
助

け
て
雑
誌
「
考
へ
方
」
を
や
り
、
日
土
講
習
会
の
授
業
を
や
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
も
、
苦
情
が
ま
し
い
一
言
も
言

は
れ
な
か
つ
た）

8
（

。

　

有
朋
堂
文
庫
の
第
一
輯
は
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
か
ら
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
一
〇
月
ま
で
続
々
と
刊
行
さ
れ
、

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
か
ら
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
九
月
に
か
け
て
第
二
輯
も
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
収
録
範
囲
は
広

く
、
和
歌
・
物
語
・
軍
記
・
随
筆
・
近
世
小
説
・
浄
瑠
璃
・
脚
本
に
及
び
、
現
在
の
新
書
判
に
近
い
判
型
な
が
ら
、
必
要

に
応
じ
て
簡
潔
な
頭
注
を
付
し
、
漢
字
に
は
ル
ビ
を
ふ
る
な
ど
、
限
ら
れ
た
紙
面
の
中
で
工
夫
を
凝
ら
し
、
通
読
の
た
め

の
便
宜
を
図
り
、
多
く
の
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

　塚
本
は
初
期
の
段
階
か
ら
有
朋
堂
文
庫
の
企
画
に
参
加
し
て
い
た
が
、
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
一
〇
月
の
三
省
堂
破

綻
後
は
、
つ
い
に
立
教
中
学
の
職
を
辞
し
、
途
中
眼
を
病
み
な
が
ら
も
こ
の
編
纂
事
業
に
心
血
を
注
い
だ
。
再
版
予
約
の
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募
集
や
第
二
輯
の
会
員
募
集
の
際
に
は
、
自
ら
夜
を
徹
し
て
新
聞
広
告
の
た
め
の
原
稿
を
書
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う）

9
（

。

第
二
輯
の
編
纂
が
終
わ
っ
て
暫
く
の
あ
い
だ
、
塚
本
は
、
藤
森
良
蔵
の
雑
誌
「
考
え
方
」
の
編
集
に
携
わ
り
、
日
土
講
習

会
の
教
壇
に
立
つ
が
、
有
朋
堂
と
の
関
係
は
な
お
も
続
き
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
か
ら
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年

に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
漢
文
叢
書
の
編
纂
に
お
い
て
再
び
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

当
時
、
累
積
四
、五
万
セ
ッ
ト
を
売
り
上
げ
た
と
い
わ
れ
た
有
朋
堂
文
庫
は
、
一
般
読
者
に
古
典
テ
ク
ス
ト
を
普
及
・

浸
透
さ
せ
る
先
駆
的
な
試
み
と
し
て
大
き
な
成
功
を
収
め
る）

11
（

。
の
ち
に
、
国
文
学
者
・
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
木
俣
修
も
、
有
朋
堂
文
庫
の
読
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
雑
誌
「
学
校
図
書
館
」
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
「
有
朋
堂
文

庫
の
一
冊
︱
︱
す
て
が
た
い
青
春
の
き
ら
め
き
」
に
は
、
一
二
歳
の
頃
、
有
朋
堂
文
庫
の
広
告
を
見
て
「
内
容
見
本
」
を

取
り
寄
せ
て
夢
を
膨
ら
ま
せ
、
名
古
屋
へ
修
学
旅
行
に
出
か
け
た
お
り
に
古
本
屋
で
『
近
松
浄
瑠
璃
集
』
上
を
購
入
、
他

の
巻
も
漸
次
買
い
求
め
、
繰
り
返
し
読
む
う
ち
に
文
学
へ
強
い
関
心
を
抱
き
、
こ
れ
を
生
涯
の
道
と
定
め
る
に
至
っ
た
︱

︱
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い）

11
（

。

　

昭
和
に
入
り
、
本
文
校
訂
や
注
釈
研
究
が
進
む
と
、
有
朋
堂
文
庫
は
研
究
者
か
ら
は
し
だ
い
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
く
が
、
他
に
先
駆
け
て
人
々
の
身
近
に
、
通
読
可
能
な
テ
ク
ス
ト
を
提
供
し
た
功
績
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。
塚
本

は
、
教
育
者
あ
る
い
は
受
験
参
考
書
の
著
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
出
版
史
の
う
え
で
も
有
朋
堂
文
庫
の
名
と
と
も
に
記
憶

さ
れ
る
べ
き
人
物
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

＊
通
読
―
精
読
の
み
ち
を
ひ
ら
く

　

以
上
の
よ
う
な
編
纂
事
業
と
前
後
し
て
、
塚
本
哲
三
と
有
朋
堂
は
数
々
の
参
考
書
を
手
が
け
て
い
る
。
本
書
底
本
の
巻

末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
広
告
に
は
二
六
種
類
も
の
書
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
作
と
し
て
、
数
次
に
わ
た
る
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改
訂
を
経
て
昭
和
戦
前
期
に
多
く
の
学
生
に
愛
読
さ
れ
た
、『
国
文
解
釈
法
』
と
『
漢
文
解
釈
法
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
更

訂
版
で
七
〇
〇
頁
を
超
え
る
厚
み
を
持
ち
な
が
ら
サ
イ
ズ
を
抑
え
、
国
文
・
漢
文
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
事
項
は
も
ち
ろ
ん
多

く
の
文
例
を
掲
げ
て
い
る
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
中
学
校
の
教
員
と
し
て
活
躍
し
、
有
朋
堂
文
庫
・
漢
文
叢
書
の
編
纂
に
長

く
携
わ
っ
た
塚
本
な
ら
で
は
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
冊
に
や
や
遅
れ
て
、
解
釈
法
シ
リ
ー
ズ
に
加
わ
っ
た
の
が
本
書
『
現
代
文
解
釈
法
』
で
あ
る
。
本
書
は
明
治
以

降
の
作
品
「
現
代
文
」
を
学
ぶ
参
考
書
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
、
総
説
篇
に
お
い
て
ま
ず
現
代
文
の
種
類
や
入
試
問
題

の
傾
向
に
つ
い
て
解
説
し
、
続
い
て
各
校
の
過
去
問
を
、
そ
の
傾
向
か
ら
摘
解
・
大
意
・
要
旨
・
解
説
・
鑑
賞
の
各
篇
に

大
別
、
計
三
七
〇
問
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
索
引
と
し
て
「
作
者
別
索
引
」
と
「
入
試
問
題
校
別
索
引
」
が
付
さ
れ
て
お
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り
、
ど
の
よ
う
な
文
章
（
や
そ
の
書
き
手
）
が
試
験
問
題
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

内
容
は
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
、
ど
の
問
題
文
に
お
い
て
も
、
ま
ず
原
文
を
掲
げ
、「
読
方
」「
通
解
」「
考
察
」
を
経

て
解
答
へ
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
基
調
と
し
て
い
る
。
読
者
は
ま
ず
ル
ビ
の
ふ
ら
れ
た
「
読
方
」
に
導
か
れ
な
が
ら
通

読
し
、
得
ら
れ
た
自
ら
の
理
解
と
「
通
解
」
と
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
で
、
及
ば
な
か
っ
た
部
分
を
明
確
に
し
て
い
く
。

「
考
察
」
で
は
主
に
、
そ
の
文
章
を
読
む
上
で
必
要
な
語
彙
を
中
心
に
、
簡
潔
な
説
明
が
示
さ
れ
て
お
り
、
理
解
を
深
め

て
い
く
上
で
の
手
が
か
り
を
あ
た
え
て
く
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
解
答
の
あ
り
か
た
は
、
摘
解
・
大
意
・
要
旨
・
解
説
・

鑑
賞
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
文
章
に
直
接
し
、
通
読
か
ら
精
読
へ
と
進
ん
で
い
く
読
者
を
、
そ
の
一
歩
前
に

立
っ
て
誘い
ざ
なお

う
と
す
る
姿
勢
は
か
わ
ら
な
い
。

　

こ
の
解
説
の
た
め
に
『
現
代
文
解
釈
法
』
を
読
み
直
す
中
で
ふ
と
思
い
出
し
た
の
が
、
安
良
岡
康
作
『
文
芸
作
品
研
究

法
』
の
こ
と
だ
。
安
良
岡
は
同
書
「
読
む
立
場
の
発
展
」
の
中
で
、
作
品
研
究
が
「
作
品
を
読
む
こ
と
」
か
ら
開
始
さ
れ

る
こ
と
を
強
調
し
、「
通
読
︱
︱
精
読
︱
︱
達
読
」
と
い
う
読
み
の
上
昇
的
、
発
展
的
過
程
と
「
味
読
」
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る）

1（
（

。
い
か
な
る
程
度
の
高
い
読
み
も
「
通
読
」
に
よ
り

 

え
ら
れ
発
展
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
、
自
己
の
反
復
熟
読

の
経
験
に
よ
っ
て
の
み
通
読
か
ら
精
読
へ
の
立
場
の
発
展
が
可
能
と
な
る
︱
︱
と
い
う
指
摘
に
は
、
目
新
し
さ
は
な
い
も

の
の
、
実
際
の
学
習
・
研
究
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
、
色
あ
せ
な
い
重
要
な
指
摘
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
本
文
の
校
訂
と
注
釈
を
緻
密
に
す
る
だ
け
が
研
究
で
は
な
い
し
、
他
者
の
批
評
を
も
っ
て
自
ら
の
読
書
経
験
に

か
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
生
ま
れ
の
安
良
岡
が
、
塚
本
哲
三
に
影
響
を
あ
た
え
た
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な

い
し
、
入
試
問
題
の
た
め
に
抄
出
さ
れ
た
ご
く
短
い
文
章
を
通
読
す
る
こ
と
と
、
文
学
作
品
全
体
を
通
読
す
る
こ
と
を
同

列
に
扱
う
つ
も
り
も
な
い
が
、
塚
本
の
参
考
書
が
多
く
の
学
習
者
に
受
け
い
れ
ら
れ
、
文
章
を
読
み
、
理
解
を
深
め
、
解
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答
へ
と
結
び
付
け
て
い
く
た
め
の
手
引
き
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
著
者
の
事
績
と
あ
わ
せ
て
、
積
極
的
に
評

価
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

＊
今
、『
現
代
文
解
釈
法
』
を
ど
う
活
用
す
る
か

　
『
現
代
文
解
釈
法
』
は
す
で
に
歴
史
的
な
書
物
で
あ
っ
て
、
現
在
の
「
現
代
文
」
学
習
に
直
接
資
す
る
も
の
で
は
な
い
。

本
書
の
い
う
「
現
代
文
」
は
あ
く
ま
で
明
治
よ
り
大
正
に
至
る
文
章
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
、
現
代
日
本
に
お
け

る
科
目
と
し
て
の
「
現
代
文
」
と
も
一
部
重
な
り
合
う
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
内
容
や
文
体
は
、
現
代
を
生
き
る
我
々
に

と
っ
て
は
、
す
で
に
縁
遠
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
塚
本
は
本
書
の
総
説
篇
に
お
い
て
、
現
代
文
＝
明
治
時
代
か
ら
後

の
文
と
前
置
き
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
、

①
漢
文
の
系
統
を
引
い
て
い
る
現
代
文

②
和
文
の
系
統
を
引
い
て
い
る
現
代
文

③
欧
文
の
系
統
を
引
い
て
い
る
現
代
文

④
そ
れ
等
の
融
和
し
た
現
行
の
現
代
文

の
四
種
に
分
類
し
、
明
治
中
期
ご
ろ
ま
で
は
漢
文
系
と
和
文
系
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
ご
ろ
ま
で
は
欧
文
系
が
、
大
戦
以

降
は
そ
れ
ら
の
融
和
し
た
文
体
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
続
い
て
彼
は
、
漢
文
系
・
和
文
系
・

欧
文
系
そ
れ
ぞ
れ
の
例
と
し
て
藤
岡
作
太
郎
・
樋
口
一
葉
・
島
崎
藤
村
の
文
章
が
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
就
中
、
藤
岡
の

「
平
家
の
滅
亡
は
重
盛
の
明
を
待
つ
て
知
ら
ざ
る
也
」
を
め
ぐ
る
解
釈
の
誤
り
に
関
す
る
例
示
な
ど
か
ら
は
（
本
書
二
頁
）、

大
正
～
昭
和
戦
前
期
の
若
者
で
あ
っ
て
も
、
漢
文
訓
読
体
で
書
か
れ
た
文
章
を
正
確
に
読
め
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
が

垣
間
見
え
、
興
味
深
い
。
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漢
文
訓
読
体
は
「
漢
文
に
お
け
る
書
き
下
し
文
」
に
近
く
、
漢
文
訓
読
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
が
あ
れ
ば
、
な
ん
と

な
く
読
む
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
古
田
島
洋
介
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
漢
文
訓
読
体
に
は
「
わ
か
っ
た
つ
も
り

で
い
な
が
ら
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
き
に
く
い
」
と
い
う
落
と
し
穴
が
あ
る
。
漢
文
訓
読
体
と
は
何
か
、
ど
の

よ
う
な
点
に
留
意
し
て
読
め
ば
よ
い
の
か
。
そ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
は
、
古
田
島
の
『
日
本
近
代
史
を
学
ぶ
た
め
の
文

語
文
入
門
』
な
ど
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
あ
る
程
度
ま
で
は
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う）

1（
（

。
し
か
し
そ
れ
よ
り
の
ち
は

「
読
む
」
経
験
を
重
ね
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。

　

漢
文
訓
読
体
は
も
ち
ろ
ん
、
近
代
日
本
の
文
章
を
読
む
た
め
の
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
そ
の
時
代
の
文

章
に
近
接
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
文
章
の
選
択
や
内
容
の
一
部
に
は
、
編
纂
さ
れ
た
時
代
に
由
来
す
る
、

あ
る
種
の
偏
り
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
手
軽
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
現
在
で

も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
お
わ
り
に

　

有
朋
堂
か
ら
『
現
代
文
解
釈
法
』
が
刊
行
さ
れ
た
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
は
、
教
育
史
の
側
で
は
「
陸
軍
現
役
将

校
学
校
配
属
令
」
公
布
の
年
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
男
子
生
徒
の
教
練
を
担
当
す
る
将
校
が

官
立
ま
た
は
公
立
の
師
範
学
校
、
中
学
校
、
実
業
学
校
、
高
等
学
校
、
大
学
予
科
、
専
門
学
校
、
高
等
師
範
学
校
等
に
配

置
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
軍
事
教
練
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
退
潮
傾
向
を
み
せ
、
関
東

大
震
災
後
の
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
に
は
「
国
民
精
神
作
興
ニ
関
ス
ル
詔
書
」
が
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に

は
治
安
維
持
法
が
公
布
さ
れ
、
昭
和
恐
慌
を
経
て
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
九
月
に
は
満
州
事
変
が
勃
発
、
日
本
は
急

速
に
国
家
主
義
的
・
軍
国
主
義
的
な
色
彩
を
強
め
て
い
く
。
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そ
う
し
た
時
代
の
傾
向
は
、
国
語
教
育
の
あ
り
方
や
教
科
内
容
、
教
材
に
も
漸
次
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
。
昭
和
六

（
一
九
三
一
）
年
と
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
の
「
中
学
校
教
授
要
目
」
改
正
で
は
、
国
民
精
神
の
涵
養
を
目
的
と
し
た

修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。『
現
代
文
解
釈
法
』
も
先
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
漸
次
改
訂
さ
れ
、
そ
の
間
の
試

験
問
題
を
加
え
な
が
ら
、
し
だ
い
に
厚
み
を
増
し
て
い
く
。
収
録
さ
れ
た
文
章
の
中
に
、
そ
う
し
た
時
代
を
感
じ
さ
せ
る

表
現
が
み
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
だ）

1（
（

。

　

こ
れ
ま
で
、
本
書
を
は
じ
め
と
す
る
塚
本
の
参
考
書
は
、
教
科
書
で
は
な
く
、
ま
た
学
術
的
著
作
と
も
言
い
が
た
い
こ

と
か
ら
、
教
育
学
や
日
本
文
学
研
究
の
側
か
ら
は
、
主
た
る
分
析
や
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本

書
の
普
及
度
や
時
代
性
を
考
え
れ
ば
、
大
正
の
末
か
ら
昭
和
戦
前
期
の
か
け
て
の
中
等
教
育
や
、
入
学
試
験
の
実
態
を
う

か
が
う
た
め
の
資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
く
途
も
あ
ろ
う
。
研
究
の
進
捗
を
待
ち
た
い
。

（
1
）　

板
倉
聖
宣
「
受
験
参
考
書
」（『
世
界
大
百
科
事
典
』
一
三
、
改
訂
新
版
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
2
）　

大
正
一
〇
年
か
ら
昭
和
一
五
年
ご
ろ
ま
で
の
入
試
「
現
代
文
」
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
石
川
巧
「
入
試
『
現
代
文
』
の

は
じ
ま
り
―
旧
制
高
等
学
校
・
専
門
学
校
を
中
心
に
―
」（「
九
大
日
文
」
三
、二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）、
同
『「
国
語
」
入

試
の
近
現
代
史
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
四
〇
五
（
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
3
）　

当
時
の
出
版
界
の
慣
例
と
し
て
千
部
を
一
版
（
場
合
に
よ
っ
て
は
五
百
部
を
一
版
）
と
す
る
数
え
方
・
表
示
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
清
田
昌
弘
「
戦
前
の
受
験
雑
誌
に
み
る
出
版
事
情
―
そ
の
広
告
媒
体
を
利
用
し
た
鈴
木
一

平
の
戦
略
―
」（「
日
本
出
版
史
料
―
制
度
・
実
態
・
人
―
」
二
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
六
年

八
月
）
に
指
摘
が
み
え
る
。
な
お
同
論
考
で
は
、
二
〇
日
、
一
ヶ
月
お
き
に
版
数
が
増
え
る
事
情
に
つ
い
て
も
、
大
修

館
書
店
・
鈴
木
一
平
の
例
と
し
て
「
ま
と
め
て
印
刷
し
た
本
文
の
刷
り
置
き
を
注
文
に
応
じ
て
小
口
に
製
本
し
、
検
印
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は
著
者
に
直
接
奥
付
に
捺
し
て
も
ら
う
都
合
上
奥
付
の
版
数
を
変
え
て
別
丁
刷
り
と
し
、
本
文
末
尾
に
綴
り
込
ん
だ
も

の
だ
（
後
略
）」
と
説
明
し
て
お
り
、
塚
本
哲
三
『
現
代
文
解
釈
法
』
に
つ
い
て
も
清
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
4
）　

天
野
郁
夫
『
試
験
の
社
会
史
―
近
代
日
本
の
試
験
・
教
育
・
社
会
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）、
竹
内
洋

『
立
志
・
苦
学
・
出
世
―
受
験
生
の
社
会
史
―
』
講
談
社
現
代
新
書
一
〇
三
八
（
講
談
社
、
一
九
九
一
年
）、
菅
原
亮
芳

『
近
代
日
本
に
お
け
る
学
校
選
択
情
報
―
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
は
何
を
伝
え
た
い
か
―
』（
学
文
社
、
二
〇
一
三
年
）、
石
川
巧

『「
国
語
」
入
試
の
近
現
代
史
』（
注
2
前
掲
書
）、
鈴
木
義
里
『
大
学
入
試
の
「
国
語
」
―
あ
の
問
題
は
な
ん
だ
っ
た
の
か

―
』（
三
元
社
、
二
〇
一
一
年
）、
増
田
幸
一
・
徳
山
正
人
・
斎
藤
寛
治
郎
『
入
学
試
験
制
度
史
研
究
』（
東
洋
館
出
版

社
、
一
九
六
一
年
）。

（
5
）　

菅
原
亮
芳
「
塚
本
哲
三
」（『
民
間
学
事
典
』
人
名
編
、
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
）
に
略
歴
あ
り
。
な
お
、
山
口
県
岩
国

中
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
塚
本
哲
三
「
太
く
短
か
か
つ
た
君
の
一
生
」（
永
井
太
三
郎
・
塚
本
哲
三
編

『
三
浦
理
君
追
想
録
』
私
家
版
、
一
九
二
九
年
）
に
記
載
が
み
え
る
。

（
6
）　

藤
森
良
蔵
と
塚
本
哲
二
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
板
倉
聖
宣
「
藤
森
良
蔵
と
考
え
方
研
究
社
」（『
か
わ
り
だ
ね
の
科
学
者

た
ち
』
仮
説
社
、
一
九
八
七
年
）
に
く
わ
し
い
。

（
7
）　

塚
本
哲
三
「
太
く
短
か
か
つ
た
君
の
一
生
」（
注
5
前
掲
書
）
三
一
五
～
三
一
六
頁
。

（
8
）　

塚
本
哲
三
「
太
く
短
か
か
つ
た
君
の
一
生
」（
注
5
前
掲
書
）
三
一
七
～
三
一
八
頁
。

（
9
）　

塚
本
哲
三
と
有
朋
堂
文
庫
の
広
告
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
つ
い
て
は
、『
三
浦
理
君
追
想
録
』（
注
5
前
掲
書
）
所
収
の

随
筆
、
今
津
隆
治
「
懐
い
出
」、
外
島
劉
「
な
つ
か
し
い
思
ひ
出
」
を
参
照
。
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（
10
）　

有
朋
堂
文
庫
に
つ
い
て
は
、
大
曽
根
章
介
「
有
朋
堂
文
庫
」（『
国
史
大
辞
典
』
一
四
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）

に
概
要
と
収
載
書
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
出
版
人
に
よ
る
言
及
と
し
て
は
、
鈴
木
省
三
『
日
本
の
出
版
界
を
築

い
た
人
び
と
』（
柏
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
佐
山
辰
夫
「
出
版
の
近
代
化
と
企
画
の
継
承
―
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』
編
集
者
は
見
た
―
」（「
文
学
・
語
学
」
二
〇
五
、二
〇
一
三
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
11
）　

木
俣
修
「
有
朋
堂
文
庫
の
一
冊
―
す
て
が
た
い
青
春
の
き
ら
め
き
―
」（「
学
校
図
書
館
」
二
五
五
、一
九
七
二
年
一
月
）。

（
12
）　

安
良
岡
康
作
『
文
芸
作
品
研
究
法
』
笠
間
叢
書
七
四
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）
第
二
章
「
読
む
立
場
の
発
展
」。

（
13
）　

古
田
島
洋
介
『
日
本
近
代
史
を
学
ぶ
た
め
の
文
語
文
入
門
―
漢
文
訓
読
体
の
地
平
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）。

（
14
）　

戦
前
に
お
け
る
中
等
教
育
の
教
科
内
容
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
旧
制
中
等
学
校
教
科
内

容
の
変
遷
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
四
年
）
に
詳
し
く
整
理
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

（
さ
と
う
・
ゆ
う
す
け
）
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