
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
第
五
二
巻
第
一
号
（
一
九
九
二
年
一
〇
月
）

蟠
桃
・
篤
胤
の
朱
子
〔
鬼
神
説
〕
批
判

中

村

一

基

（
一
九
九
二
年
六
月
二
十
二
日
受
理
）

は

じ

め

に

江
戸
儒
学
は
霊
魂
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
か
。

本
稿
で
は
そ
の
問
題
を
朱
子
〔
鬼
神
説
〕
が
ど
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
た

か
、
と
い
う
点
を
手
掛
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で

は
二
人
の
人
物
に
登
場
し
て
も
ら
う
。
そ
の
名
は
山
片
賭
桃
と
平
田
篤
胤
。
播

桃
は
文
政
三
年
刊
行
の
『
夢
の
代
』
「
無
鬼
篇
」
に
お
い
て
痛
烈
な
有
鬼
説
批

判
を
行
い
、
一
方
篤
胤
は
『
新
鬼
神
論
』
（
文
化
二
年
成
、
文
政
三
年
改
稿
。

『
鬼
神
新
論
』
と
改
題
。
）
に
お
い
て
痛
烈
な
無
鬼
説
批
判
を
行
っ
た
。
そ
の

契
機
と
な
っ
た
の
が
新
井
白
石
の
『
鬼
神
論
』
（
寛
政
十
二
刊
）
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
白
石
の
『
鬼
神
論
』
が
朱
子
の
鬼
神
説
に
も
と
ず
い
た
の
は
、
宋

儒
白
石
で
あ
れ
ば
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
播
桃
・
篤
胤
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
白
石
の
『
鬼
神
論
』
を
読
み
、
白
石
の
背
後
の
朱
子
〔
鬼
神
説
〕
に
論

峯
を
向
け
た
の
も
又
当
然
だ
っ
た
。

例
え
ば
、
幡
桃
は
白
石
が
経
書
の
他
に
怪
力
乱
神
を
語
る
小
説
や
明
・
清

時
代
の
随
筆
頬
ま
で
用
い
て
論
を
為
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
の
怪
を
信
ず
る
こ
と
仏
者
の
ご
と
し
。
巳
に
こ
の
人
の
著
は
す
〔
処

の
〕
書
少
な
し
と
せ
ず
。
何
れ
も
よ
く
校
正
し
て
萄
く
も
せ
ず
。
何
ぞ

鬼
神
論
に
至
り
〔
て
〕
か
く
怪
誕
を
な
す
や
、
さ
と
す
べ
か
ら
ず
。
（
『
夢

（1）

の
代
』
無
鬼
上
）

と
述
べ
た
直
後
に
、

朱
子
〔
の
〕
大
儒
と
い
ヘ
ビ
も
、
前
に
云
ご
と
く
鬼
神
に
を
ひ
て
陥
満

の
意
を
み
る
。
況
や
白
石
氏
を
や
。

と
朱
子
に
重
き
を
置
い
た
発
言
を
し
て
い
る
。
蜂
桃
の
朱
子
〔
鬼
神
説
〕
批

判
は
、
彼
が
懐
徳
堂
中
井
竹
山
・
履
軒
兄
弟
の
門
人
で
あ
る
点
か
ら
注
目
し

う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
懐
徳
堂
は
竹
山
・
履
軒
兄
弟
、
と
も
に
朱
子
学
を
標
模

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
儒
者
播
桃
は
朱
子
学
の
流
れ
に
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
賭
桃
が
朱
子
〔
鬼
神
説
〕
を
批
判
す
る
時
の
ロ
振
り
は
屈
折
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

種
子
・
朱
子
の
鬼
神
の
論
は
、
尽
く
書
を
信
ず
る
も
の
に
し
て
、
と
り

留
む
る
処
な
し
。
あ
あ
二
公
の
大
賢
に
し
て
か
く
の
ご
と
し
。

と
い
っ
た
調
子
で
あ
る
。
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一
方
篤
胤
は
ど
う
か
。
『
新
鬼
神
論
』
は
儒
教
の
鬼
神
説
に
沿
い
な
が
ら
進
 
 

む
。
儒
教
の
鬼
神
説
の
中
で
彼
が
最
も
重
き
を
置
い
た
の
が
、
『
論
語
』
の
説
 
 

で
あ
る
。
儒
教
の
開
祖
孔
子
の
言
行
録
の
範
囲
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
が
、
篤
 
 

胤
は
 
『
論
語
』
と
『
中
庸
』
 
に
限
定
。
た
だ
、
こ
の
事
に
よ
っ
て
彼
が
両
書
 
 

の
み
で
鬼
神
の
存
在
を
説
い
た
と
勘
違
い
し
て
ほ
な
ら
な
い
。
篤
胤
は
 
『
論
 
 

語
』
『
中
庸
』
に
よ
っ
て
孔
子
も
有
鬼
説
で
あ
る
事
を
論
じ
、
有
鬼
説
を
裏
付
 
 

け
る
具
体
例
を
「
漢
国
の
事
実
に
合
せ
て
徴
と
し
」
と
彼
自
ら
言
う
如
く
中
 
 

国
の
小
説
・
随
筆
な
ど
か
ら
引
用
し
た
。
そ
の
用
い
た
小
説
・
随
筆
類
は
白
 
 

石
が
用
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
事
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
篤
胤
ほ
 
 

白
石
の
方
法
で
有
鬼
説
に
利
用
で
き
る
も
の
ほ
取
り
入
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
 
 

ほ
ど
、
有
鬼
説
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
篤
胤
に
と
っ
て
白
石
の
方
法
ほ
魅
力
 
 

的
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
『
新
鬼
神
論
』
の
中
で
儒
者
で
あ
っ
て
 
 

敬
称
を
付
け
ら
れ
た
の
は
白
石
だ
け
で
あ
っ
た
。
 
 

一
、
「
如
在
」
の
解
読
 
 

儒
教
に
お
い
て
『
論
語
』
ほ
絶
対
的
価
値
を
有
す
る
書
物
で
あ
る
。
儒
者
 
 

と
称
し
う
る
に
は
あ
ま
り
に
儒
教
の
世
界
を
越
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
感
が
 
 

強
い
蜂
挑
も
「
孔
子
の
語
の
実
に
正
と
す
べ
き
も
の
は
、
上
論
十
篇
し
か
り
 
 

と
す
。
」
（
『
夢
の
代
』
無
鬼
上
）
と
『
論
語
』
の
学
而
篇
か
ら
郷
党
篇
ま
で
の
 
 

十
篇
を
特
に
重
ん
じ
た
発
言
を
し
、
国
学
者
本
居
宣
長
の
門
人
を
称
し
な
が
 
 

ら
儒
教
の
土
壌
で
儒
者
と
五
分
の
勝
負
を
し
よ
う
と
す
る
篤
胤
に
と
っ
て
 
 

も
、
前
述
し
た
よ
う
に
 
『
論
語
』
 
は
不
動
の
価
値
を
有
し
た
。
蜂
桃
と
篤
胤
 
 

と
の
共
通
の
土
俵
は
 
『
論
語
』
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
言
わ
ば
、
孔
子
 
が
無
鬼
説
か
有
鬼
説
か
が
問
題
な
の
だ
。
 
 
 

播
桃
は
孔
子
が
無
鬼
説
の
立
場
を
と
っ
た
事
を
『
論
語
』
八
伶
篇
の
、
 
 

祭
如
在
、
祭
神
如
神
在
。
（
祭
る
に
在
す
が
如
く
し
、
神
を
祭
る
に
神
在
 
 

ー
小
－
，
 
 

す
が
如
く
す
。
）
 
 

と
い
う
一
節
に
見
出
す
。
厳
密
に
言
え
ば
、
彼
は
師
履
軒
の
 
「
祭
祀
之
説
 
 

は
、
た
だ
如
在
の
二
字
に
轟
く
す
。
以
て
之
に
尚
ふ
る
な
し
。
学
者
は
心
を
 
 

、
1
、
 
 

潜
め
熟
玩
べ
き
と
こ
ろ
な
り
。
」
（
『
論
語
逢
原
』
祭
如
在
章
）
と
い
う
説
に
注
 
 

目
し
た
。
播
桃
は
孔
子
の
真
意
は
 
「
如
在
」
 
に
あ
る
と
い
う
履
軒
の
説
を
踏
 
 

襲
、
そ
れ
を
孔
子
無
鬼
説
の
根
拠
と
し
た
。
そ
し
て
、
山
崎
闇
斎
・
室
鳩
巣
・
 

荻
生
狙
殊
・
太
宰
春
台
・
新
井
白
石
な
ど
が
鬼
神
論
に
至
り
、
論
の
明
噺
さ
 
 

を
欠
く
の
ほ
 
「
只
こ
れ
『
如
在
』
 
の
二
字
を
熟
し
得
ざ
る
」
 
か
ら
だ
と
断
じ
 
 

た
。
そ
れ
で
は
履
軒
以
外
に
孔
子
の
真
意
を
つ
か
ん
だ
老
は
い
な
い
の
か
。
 
 

「
程
・
朱
の
二
賢
と
い
へ
ど
も
、
苑
氏
の
決
断
に
及
ば
ず
」
。
蜂
桃
は
宋
儒
苑
 
 

祖
南
を
「
如
在
」
 
の
語
句
を
解
読
し
た
儒
者
と
し
て
評
価
す
る
。
花
祖
萬
は
 
 

〔
4
）
 
 

「
其
の
誠
あ
れ
ば
則
ち
其
の
神
あ
り
、
其
の
誠
無
け
れ
ば
其
の
神
無
し
」
と
言
 
 

う
。
「
誠
」
 
の
重
視
は
宋
儒
に
共
通
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
 
 

張
子
・
朱
子
の
い
は
ゆ
る
誠
ほ
、
鬼
神
の
誠
を
さ
す
。
な
ん
ぞ
鬼
神
に
 
 

誠
あ
ら
ん
。
（
略
）
花
氏
の
誠
は
、
そ
の
祭
る
人
の
誠
を
さ
す
。
ゆ
へ
に
 
 

そ
の
祭
る
人
に
誠
あ
れ
ば
、
其
神
在
り
。
誠
な
け
れ
ば
、
其
神
な
し
と
 
 

云
。
 
 

か
く
て
蜂
桃
に
は
苑
氏
の
説
は
無
鬼
説
の
立
場
に
立
っ
た
祭
祀
の
意
味
を
 
 

（
5
）
 
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
 
「
決
断
」
と
讃
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

一
方
篤
胤
も
『
論
語
』
 
の
同
じ
一
節
に
注
目
す
る
。
彼
は
「
神
霊
は
実
に
 
 

は
な
き
も
の
な
れ
ど
も
、
在
る
如
く
こ
こ
ろ
得
て
事
へ
よ
」
と
い
っ
た
儒
者
 
 

、
・
b
、
 
 

の
解
釈
に
真
向
か
ら
反
対
す
る
（
『
新
鬼
神
論
』
）
。
篤
胤
ほ
「
祭
如
在
」
が
古
 
 

経
の
文
、
「
祭
神
如
神
在
」
を
そ
の
解
釈
と
い
う
儒
者
の
一
般
的
理
解
を
非
と
 
 

し
た
上
で
、
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此
は
孔
子
の
自
身
祭
を
な
し
た
る
状
を
弟
子
の
記
し
置
け
る
と
い
う
旧
 
 

説
に
従
ふ
べ
し
。
（
同
上
）
 
 

と
主
張
し
た
。
「
旧
説
」
と
は
程
子
の
「
愚
謂
。
此
門
人
は
孔
子
が
祭
祀
之
 
 

（
7
）
 
 

誠
意
を
記
す
。
」
を
さ
す
。
播
桃
が
朱
子
で
は
な
く
苑
氏
に
よ
っ
て
孔
子
無
鬼
 
 

説
を
論
じ
、
篤
胤
が
朱
子
で
は
な
く
笹
子
に
よ
っ
て
孔
子
有
鬼
説
を
論
じ
ょ
 
 

う
と
し
て
い
る
事
に
宋
儒
内
部
の
混
沌
さ
が
証
明
さ
れ
よ
う
。
 
 
 

篤
胤
に
し
て
も
此
の
一
節
が
孔
子
の
祭
祀
に
お
け
る
態
度
と
ま
で
は
言
え
 
 

て
も
、
「
如
在
」
に
込
め
ら
れ
た
孔
子
の
真
意
は
実
に
読
み
取
り
に
く
い
も
の
 
 

だ
っ
た
。
 
 

己
そ
の
義
を
述
む
と
す
る
に
、
彼
の
情
あ
ま
り
有
て
言
た
ら
ず
と
云
ふ
 
 

如
く
に
て
、
実
に
書
と
り
が
た
し
。
（
同
上
）
 
 

篤
胤
は
有
鬼
説
の
立
場
か
ら
、
孔
子
の
真
意
を
、
 
 

唯
に
神
霊
あ
ら
は
に
見
え
給
ほ
ね
ど
も
、
実
に
寄
釆
て
坐
す
故
、
そ
の
 
 

情
に
て
祭
り
た
る
な
る
べ
し
 
（
同
上
）
 
 

と
推
測
す
る
が
、
そ
の
裏
付
け
を
言
辞
に
則
し
て
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
彼
 
 

ほ
こ
こ
で
注
釈
と
い
う
行
為
を
逸
脱
す
る
。
篤
胤
は
 
「
己
が
神
を
祭
る
こ
こ
 
 

ろ
を
お
し
て
孔
子
の
情
を
云
は
む
に
は
」
と
切
り
出
す
。
 
 

己
鬼
神
を
祭
る
に
は
、
漢
学
者
の
如
く
鬼
神
を
疑
ふ
心
さ
ら
に
な
け
れ
 
 

ば
、
そ
の
祭
に
の
ぞ
み
て
、
現
人
に
も
の
云
ひ
事
る
と
、
そ
の
意
更
に
 
 

異
な
る
こ
と
な
く
、
（
略
）
孔
子
の
神
を
祭
り
た
る
も
此
如
く
な
り
け
む
 
 

と
思
は
る
る
な
り
。
（
同
上
）
 
 

こ
の
よ
う
に
孔
子
を
強
引
に
も
自
分
の
方
に
引
き
寄
せ
る
態
度
は
、
儒
者
 
 

か
ら
見
れ
ば
狂
気
の
沙
汰
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
言
い
回
し
が
 
 

「
甚
じ
き
大
言
の
如
く
」
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
篤
胤
は
自
己
 
 

の
孔
子
像
を
撤
回
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
真
情
は
普
遍
的
な
も
の
で
聖
人
・
凡
 
 

人
に
も
共
通
だ
と
い
う
認
識
が
彼
に
は
あ
っ
た
か
ら
だ
。
篤
胤
は
云
う
。
 
 

も
し
果
し
て
聖
人
て
ふ
も
の
は
、
普
通
の
儒
者
な
ど
の
如
く
、
人
情
に
 
 

疎
く
て
、
鬼
神
を
信
ぜ
ざ
る
も
の
な
ら
ま
し
か
ば
、
此
も
鳴
呼
も
の
と
 
 

や
云
は
ま
し
。
（
同
上
）
 
 

そ
れ
政
略
桃
が
共
感
し
た
花
祖
轟
の
説
は
 
「
彼
の
 
『
仏
即
是
心
、
心
即
是
 
 

仏
』
 
な
ど
と
云
へ
る
と
全
お
な
じ
意
に
て
、
実
に
う
る
さ
き
漫
説
」
（
同
上
）
 
 

で
あ
っ
た
。
 
 

二
、
気
 
と
 
霊
 
 

峰
桃
・
篤
胤
そ
れ
ぞ
れ
に
孔
子
と
い
う
原
点
に
立
ち
、
朱
子
〔
鬼
神
説
〕
批
 
 

判
を
行
う
。
最
も
批
判
の
焦
点
と
な
っ
た
の
は
 
〔
気
の
衆
散
〕
 
の
論
理
で
あ
 
 

る
。
蜂
桃
は
云
う
。
「
其
宋
散
を
云
も
の
、
こ
れ
迷
乱
の
始
也
」
と
。
こ
れ
は
、
 
 

、
占
、
 
 

朱
子
が
 
「
夫
れ
緊
散
す
る
老
は
気
な
り
」
（
『
朱
子
語
、
類
』
巻
第
三
）
 
と
人
の
 
 

生
死
を
気
の
衆
散
で
捉
え
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
だ
。
 
 
 

無
鬼
説
に
立
つ
祭
祀
論
は
あ
り
う
る
か
。
無
鬼
説
に
立
ち
な
が
ら
先
祖
を
 
 

祀
る
こ
と
を
理
論
づ
け
ら
れ
る
か
。
お
そ
ら
く
朱
子
ほ
此
の
地
点
に
立
ち
止
 
 

ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
難
問
を
切
り
抜
け
る
論
理
と
し
て
見
出
し
た
の
が
 
 

〔
気
の
衆
散
〕
の
論
理
で
あ
っ
た
。
少
し
長
く
な
る
が
、
朱
子
の
苦
渋
の
論
理
 
 

を
引
用
す
る
。
 
 

人
死
な
ば
、
終
に
散
に
帰
す
と
錐
ど
も
、
然
れ
ど
も
亦
た
未
だ
便
ち
散
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じ
尽
く
さ
ず
。
故
に
祭
祀
に
感
格
の
理
有
り
。
先
祖
の
世
次
遠
き
者
は
、
 
 
 

気
の
有
無
は
知
る
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
祭
祀
を
奉
ず
る
者
は
、
す
で
 
 

に
他
の
子
孫
な
れ
ば
、
必
責
只
是
一
気
な
り
。
所
以
に
感
通
の
理
有
り
。
 
 

然
れ
ど
も
巳
に
散
ず
る
老
は
復
た
焚
ま
ら
ず
。
 
 

こ
の
短
い
文
章
に
三
度
も
「
然
れ
ど
も
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
異
常
 
 

さ
こ
そ
、
朱
子
の
苦
渋
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
死
に
よ
っ
て
気
は
散
 
 

る
、
此
の
事
は
動
か
せ
な
い
。
朱
子
は
此
の
前
提
に
立
ち
な
が
ら
も
、
祭
祀
 
 

の
必
然
性
の
為
に
時
間
的
差
異
と
い
う
考
え
を
導
入
す
る
。
則
ち
、
気
は
す
 
 

ぐ
に
は
散
ら
ず
或
る
時
間
存
在
す
る
。
そ
の
時
間
内
な
ら
ば
気
は
「
感
格
」
す
 
 

る
。
又
、
長
い
年
月
が
た
っ
て
も
子
孫
が
祀
る
な
ら
ば
気
は
 
「
感
通
」
す
る
 
 

と
言
う
。
只
、
朱
子
の
こ
の
論
理
に
は
二
つ
の
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
る
。
一
 
 

つ
は
死
者
の
気
の
散
じ
尽
く
さ
な
い
間
と
ほ
ど
の
く
ら
い
の
聞
か
と
い
う
疑
 
 

問
、
二
つ
め
は
気
が
散
じ
尽
く
さ
な
い
間
、
何
処
に
存
在
し
て
い
る
か
と
い
 
 

う
疑
問
で
あ
る
。
前
者
は
時
間
、
後
者
は
空
間
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
。
 
 
 

熔
桃
は
古
戦
場
の
幽
霊
出
現
に
つ
い
て
、
朱
子
の
 
〔
気
の
莱
散
〕
説
に
沿
 
 

い
な
が
ら
、
 
 

「
終
久
而
消
了
」
と
云
と
き
ほ
、
三
日
・
五
日
の
心
な
る
べ
し
。
然
る
に
 
 

こ
こ
に
昔
人
の
戦
場
と
い
へ
ば
、
五
年
・
十
年
の
こ
と
に
も
あ
る
べ
か
 
 

ら
ず
。
な
ん
ぞ
長
く
消
了
は
ら
ざ
ら
ん
や
。
 
 

と
疑
問
を
述
べ
て
い
る
が
、
〔
気
の
有
無
〕
説
に
立
つ
幡
桃
に
し
て
み
れ
ば
、
 
 

気
の
消
散
ま
で
の
時
間
を
極
力
短
く
考
え
た
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
朱
子
 
 

の
 
 人

鬼
の
気
、
則
ち
消
散
し
て
余
り
無
し
。
其
の
消
散
も
又
久
速
の
異
な
 
 

る
有
り
。
 
 
 

と
い
う
一
節
に
対
し
て
、
熔
桃
は
苛
立
つ
よ
う
に
 
 

人
鬼
の
消
散
に
久
速
の
異
あ
り
と
す
る
も
の
は
、
五
年
・
十
年
、
乃
至
 
 

百
年
・
千
年
も
あ
り
と
云
こ
と
な
ら
ん
か
。
 
 

と
呟
く
。
熔
桃
で
な
く
と
も
死
後
四
十
九
日
間
魂
は
中
有
に
迷
う
と
い
う
 
 

仏
説
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
朱
子
の
説
で
は
死
 
 

者
の
気
の
消
散
に
か
か
る
時
間
が
曖
昧
な
の
だ
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
 
 

に
此
の
曖
昧
さ
が
朱
子
の
苦
渋
を
現
し
て
い
た
。
 
 
 

島
田
慶
次
は
散
じ
な
い
時
間
と
散
じ
終
え
た
時
に
お
け
る
孝
の
問
題
に
つ
 
 

い
て
、
 
 

何
百
年
か
何
千
年
か
の
の
ち
に
は
、
祖
先
の
最
後
の
気
も
散
じ
て
し
ま
 
 

う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
人
間
は
孝
を
つ
と
め
な
く
と
も
よ
い
、
と
儒
 
 

（
9
）
 
 
 
教
は
許
す
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

と
述
べ
る
。
気
の
存
在
す
る
空
間
に
つ
い
て
朱
子
が
ど
の
よ
う
に
考
え
た
 
 

か
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
霊
魂
不
滅
の
思
想
に
対
し
て
、
 
 

必
ず
こ
の
説
の
如
く
な
ら
ば
則
ち
そ
の
界
限
の
広
狭
、
安
頓
の
処
所
、
必
 
 

ず
指
言
す
べ
き
老
あ
り
。
且
つ
開
聞
よ
り
以
来
、
積
り
て
今
に
至
る
、
そ
 
 

の
重
併
積
畳
、
計
巳
に
地
に
容
る
べ
き
な
し
。
是
れ
ま
た
安
ん
ぞ
こ
の
 
 

■
川
、
 
 

理
あ
ら
ん
や
。
（
『
朱
文
公
文
集
』
 
四
十
五
 
「
答
慶
子
晦
」
）
 
 

と
否
定
し
た
。
島
田
は
空
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
 
 

一
度
使
用
ず
み
の
気
は
、
積
も
り
つ
も
っ
て
大
変
な
量
と
な
り
、
そ
の
 
 

占
め
る
場
所
の
位
置
、
広
狭
は
、
指
し
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
。
い
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な
、
開
閉
以
来
、
今
日
ま
で
の
堆
積
で
は
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
空
間
 
 

へ
‖
■
 
 

的
余
裕
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
 

と
述
べ
る
。
霊
魂
不
滅
に
関
す
る
朱
子
の
疑
問
と
朱
子
に
向
け
た
島
田
の
 
 

疑
問
と
が
同
じ
な
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
朱
子
の
 
〔
気
の
繋
散
〕
説
の
曖
昧
 
 

さ
の
露
呈
で
あ
っ
た
。
篤
胤
は
そ
の
曖
昧
さ
を
「
天
地
も
朱
薫
の
心
の
如
く
 
 

狭
き
も
の
と
思
へ
る
に
や
」
と
衝
く
。
と
こ
ろ
で
、
朱
子
の
〔
気
の
架
散
〕
の
 
 

論
理
は
儒
教
の
気
の
捉
え
方
の
中
で
正
統
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
島
田
は
 
 

「
生
生
」
を
説
き
、
「
日
新
」
を
説
く
儒
教
の
教
え
と
は
、
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
な
い
。
全
然
同
一
の
気
が
単
に
反
復
往
来
す
る
と
い
う
だ
け
の
こ
 
 

M
洞
門
 
 

と
な
ら
、
要
す
る
に
仏
教
の
 
『
輪
廻
』
 
に
す
ぎ
な
い
 

と
、
朱
子
の
気
の
運
動
説
が
仏
教
の
霊
魂
輪
廻
説
と
置
き
換
え
ら
れ
る
可
 
 

能
性
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
三
浦
国
雄
ほ
そ
の
原
因
を
 
 

気
の
運
動
を
太
虚
へ
の
往
還
と
捉
え
る
張
横
渠
と
、
生
生
し
て
や
ま
ず
 
 

（
1
3
）
 
 

と
捉
え
る
程
伊
川
の
思
想
と
の
違
い
に
淵
源
す
る
。
 
 

と
説
く
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
朱
子
の
 
〔
気
の
衆
散
〕
説
が
祭
祀
の
問
題
 
 

を
解
決
せ
ん
が
た
め
に
仏
教
の
輪
廻
説
と
ま
が
う
よ
う
な
論
理
へ
陥
っ
た
事
 
 

は
明
ら
か
だ
。
 
 

三
、
〔
伯
有
の
霊
〕
出
現
の
道
理
 
 

朱
子
の
 
〔
気
の
衆
散
〕
説
で
は
無
鬼
説
に
立
ち
な
が
ら
幽
霊
の
存
在
を
否
 
 

定
で
き
な
い
。
中
国
古
代
の
史
書
『
春
秋
左
氏
伝
』
 
は
仏
教
伝
来
以
前
の
も
 
 

の
だ
が
、
幽
霊
の
話
に
富
む
。
其
の
中
で
も
代
表
的
な
幽
霊
と
言
え
ば
鄭
の
 
 

伯
有
の
幽
霊
で
あ
ろ
う
。
伯
有
の
幽
霊
を
め
ぐ
る
話
は
次
の
如
く
だ
。
 
 
 

紀
元
前
五
首
四
十
三
年
（
孔
子
の
少
年
の
頃
）
鄭
国
の
貴
族
伯
有
が
反
乱
 
 

を
起
こ
し
国
の
武
器
庫
を
押
さ
え
た
が
、
彼
の
兄
弟
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
（
裏
 
 

公
三
十
年
）
。
そ
れ
か
ら
八
年
後
、
鄭
の
国
内
に
伯
有
の
霊
の
噂
が
流
れ
る
。
 
 

或
る
人
が
夢
で
伯
有
を
見
た
と
い
う
。
共
の
夢
の
中
で
伯
有
は
自
分
を
殺
し
 
 

た
二
人
の
者
の
死
を
宣
告
す
る
。
そ
し
て
、
予
告
通
り
の
日
に
彼
ら
ほ
死
ぬ
。
 
 

鄭
の
人
々
は
恐
怖
に
襲
わ
れ
お
の
の
い
た
（
昭
公
七
年
）
。
 
 
 

朱
子
は
 
〔
伯
有
の
霊
〕
出
現
に
つ
い
て
、
 
 

伯
有
腐
り
を
為
す
が
如
き
に
至
り
て
は
、
伊
州
ほ
別
に
是
れ
一
般
の
道
 
 

理
な
り
と
謂
う
。
蓋
し
其
の
人
の
気
未
だ
当
に
尽
き
ざ
る
べ
き
に
強
に
 
 

死
な
ば
、
自
是
ら
能
く
腐
り
を
為
す
。
（
言
抑
類
』
 
三
）
 
 

と
説
く
。
朱
子
は
気
の
尽
き
る
前
に
無
理
遣
り
に
死
に
至
ら
し
め
た
者
が
、
 
 

死
後
幽
霊
と
な
っ
て
巣
り
を
為
す
と
言
う
。
〔
気
の
緊
散
〕
説
か
ら
言
え
は
「
強
 
 

死
」
則
ち
非
業
の
死
を
遂
げ
た
老
の
気
が
と
ど
ま
り
幽
霊
と
な
る
と
い
う
理
 
 

解
だ
。
朱
子
は
生
か
ら
死
へ
と
い
う
行
程
を
〔
気
の
衰
弱
〕
過
程
と
見
た
。
彼
 
 

に
よ
れ
は
老
衰
に
よ
る
死
と
ほ
衰
弱
し
き
っ
た
気
が
散
る
こ
と
だ
。
気
は
盛
 
 

ん
な
状
態
を
強
引
に
断
ち
切
ら
れ
た
時
、
す
ぐ
に
は
消
滅
出
来
な
い
と
い
う
。
 
 

此
の
考
え
は
鄭
の
大
夫
子
産
の
「
物
を
用
い
て
精
多
け
れ
ば
、
則
ち
魂
塊
強
 
 

し
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
七
年
）
と
い
う
生
前
の
魂
塊
の
強
さ
が
死
後
に
 
 

及
ば
す
と
と
も
に
「
匹
夫
・
匹
婦
も
強
死
す
れ
ば
、
其
の
魂
塊
、
猶
ほ
能
く
 
 

人
に
憑
依
し
て
、
以
て
淫
席
を
為
す
」
（
同
上
）
と
い
う
強
死
説
の
朱
子
流
の
 
 

継
承
で
あ
ろ
う
。
 
 

四
、
鬼
巽
職
職
の
是
非
 
 

幽
霊
の
出
現
に
関
し
て
強
死
説
は
説
得
力
を
持
ち
う
る
か
。
朱
子
は
「
人
、
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そ
の
死
に
伏
せ
ぎ
る
老
あ
り
。
所
以
に
既
に
死
せ
る
も
、
こ
の
気
散
ぜ
ず
し
 
 

て
、
妖
を
為
し
怪
を
為
す
」
（
『
語
類
』
三
）
と
言
う
。
死
に
伏
さ
な
い
の
は
、
 
 

死
因
が
強
死
だ
か
ら
だ
。
強
死
と
は
「
命
に
非
ず
し
て
死
す
る
」
・
「
溺
死
」
・
 
 

「
暴
病
に
て
卒
死
す
る
」
 
（
『
語
類
』
六
十
三
）
事
を
謂
う
。
白
石
ほ
朱
子
説
を
 
 

敷
街
し
て
、
 
 

勇
壮
の
人
戦
陣
に
臨
で
戦
ひ
死
し
、
或
は
暴
悪
の
人
刑
教
に
達
て
課
し
 
 

殺
さ
れ
、
或
は
自
別
自
綻
、
或
ほ
怨
恨
を
抱
て
ま
げ
て
殺
さ
れ
、
〔
罪
な
 
 

く
し
て
殺
さ
れ
た
る
類
也
。
〕
或
は
暴
疾
に
あ
ふ
て
忽
に
死
せ
る
、
（
『
鬼
 
 

（
1
4
）
 
 

神
論
』
）
 
 

と
い
っ
た
強
死
の
具
体
例
を
挙
げ
る
。
世
に
謂
う
非
業
の
死
は
か
く
や
あ
 
 

ら
ん
。
 
 
 

さ
て
、
播
桃
・
篤
胤
ほ
朱
子
の
強
死
説
に
ど
の
よ
う
に
対
し
た
か
。
伯
有
 
 

の
幽
霊
出
現
に
関
連
し
て
の
論
を
見
て
み
た
い
。
右
の
具
体
例
の
中
で
は
、
戦
 
 

場
で
の
死
が
伯
有
の
幽
霊
に
関
係
し
よ
う
。
朱
子
は
古
戦
場
に
幽
霊
が
出
現
 
 

す
る
事
に
つ
い
て
 
「
彼
ら
皆
非
命
に
死
す
、
冤
を
衝
み
恨
み
を
抱
き
、
固
に
 
 

宜
し
く
未
だ
散
ぜ
ず
」
 
（
『
語
類
』
 
三
）
 
と
言
う
。
播
桃
は
朱
子
の
説
が
 
「
伯
 
 

有
の
席
よ
り
出
る
論
」
（
『
夢
の
代
』
無
鬼
上
）
 
と
指
摘
し
た
上
で
、
 
 

あ
あ
こ
れ
ら
の
論
を
以
て
み
れ
ば
、
語
録
の
書
、
朱
子
の
作
に
あ
ら
ざ
 
 

る
べ
し
。
な
ん
ぞ
朱
子
か
く
の
ご
と
く
愚
な
ら
ん
や
。
 
 

と
有
る
如
く
、
も
と
も
と
伯
有
の
幽
霊
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
 
 

を
恰
も
存
在
し
た
か
の
如
く
捉
え
「
一
般
の
道
理
」
と
し
て
認
め
る
朱
子
の
 
 

態
度
は
蜂
桃
の
目
に
は
 
「
愚
」
そ
の
も
の
に
映
っ
た
。
古
戦
場
の
幽
霊
に
対
 
 

す
る
疑
問
は
第
二
章
で
も
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
古
戦
場
に
幽
 
 

霊
が
出
る
と
い
う
の
な
ら
、
な
ぜ
「
関
が
原
及
大
坂
の
城
辺
」
 
に
そ
の
よ
う
 
 

な
話
を
聞
か
な
い
の
か
。
関
が
原
や
大
坂
の
陣
で
死
ん
だ
老
に
ほ
 
「
冤
を
衝
 
 

み
恨
み
を
抱
い
た
」
老
は
い
な
か
っ
た
の
か
。
そ
ん
な
筈
は
な
い
と
考
え
る
 
 

蜂
桃
は
朱
子
の
強
死
説
を
「
言
辞
の
敵
齢
」
と
批
判
し
た
。
彼
は
云
う
。
「
な
 
 

ん
ぞ
朱
子
の
大
賢
か
か
る
説
あ
ら
ん
」
と
。
 
 

一
方
、
篤
胤
も
戦
場
で
死
ん
だ
者
が
巣
り
を
為
す
と
い
う
朱
子
の
説
に
疑
 
 

問
を
抱
い
た
。
も
し
戦
死
者
の
全
て
の
者
が
幽
霊
と
な
る
と
い
う
の
な
ら
、
な
 
 

ぜ
戦
場
で
死
ん
だ
孔
子
の
門
人
子
路
は
幽
霊
と
な
っ
て
巣
り
を
為
さ
な
か
っ
 
 

た
の
か
。
た
だ
此
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
篤
胤
は
儒
者
か
ら
の
、
 
 

子
路
な
ど
の
如
き
達
士
は
、
死
生
と
も
に
一
理
な
る
事
を
知
て
死
に
安
 
 

む
じ
、
其
気
沈
滞
す
る
こ
と
な
く
散
尽
る
故
、
席
を
為
さ
ず
。
（
『
新
鬼
 
 

神
論
』
）
 
 

と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
を
充
分
に
予
測
し
て
い
た
。
此
の
答
え
 
 

は
「
聖
賢
の
如
き
は
則
ち
死
に
安
ん
ず
、
あ
に
散
ぜ
ず
し
て
神
怪
を
為
す
老
 
 

あ
ら
ん
や
」
（
『
朱
子
語
類
』
 
三
）
 
と
パ
ラ
レ
ル
の
も
の
だ
。
強
死
し
て
も
聖
 
 

賢
や
達
士
ほ
死
に
安
ん
じ
幽
霊
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
た
だ
、
此
の
論
理
で
 
 

古
戦
場
に
幽
霊
が
出
な
い
こ
と
に
理
由
を
付
け
る
な
ら
ば
、
戦
死
者
が
全
て
 
 

死
に
安
ん
じ
た
こ
上
に
な
ろ
う
。
只
徹
底
し
た
無
鬼
説
に
立
つ
熔
桃
に
し
て
 
 

み
れ
ば
、
朱
子
の
説
は
全
く
無
意
味
な
説
で
あ
っ
た
。
 
 

聖
人
も
亦
同
じ
人
な
り
。
息
あ
る
内
は
聖
徳
か
ね
備
ふ
と
い
へ
ど
も
、
死
 
 

し
て
後
は
血
気
・
心
志
な
け
れ
ば
、
な
ん
ぞ
思
慮
あ
ら
ん
。
思
慮
な
け
 
 

れ
ば
、
な
ん
の
霊
験
か
あ
ら
ん
。
（
『
夢
の
代
』
無
鬼
上
）
 
 

一
方
、
篤
胤
は
朱
子
の
論
理
に
対
し
て
『
春
秋
左
氏
伝
』
『
日
記
故
事
大
全
』
 
 

『
群
談
採
余
』
 
『
五
雑
姐
』
 
な
ど
か
ら
例
を
挙
げ
て
、
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達
士
と
云
ふ
に
も
非
ず
、
死
に
安
む
じ
た
る
に
は
有
ら
で
、
甚
く
冤
を
 
 

抱
き
て
死
た
る
者
の
属
を
為
さ
ざ
り
し
こ
と
も
あ
り
。
又
冤
も
な
く
強
 
 

死
も
せ
ざ
り
し
人
の
、
年
経
て
灼
然
く
其
霊
異
を
現
し
た
る
事
も
あ
り
。
 
 

（
『
新
鬼
神
論
』
）
 
 

と
述
べ
疑
問
を
提
示
す
る
。
か
く
て
、
熔
桃
・
篤
胤
を
前
に
朱
子
の
強
死
 
 

説
は
破
綻
を
き
た
す
。
 
 

五
、
強
死
説
破
綻
 
 

朱
子
は
死
者
の
気
に
感
情
・
意
識
が
あ
る
と
は
言
わ
な
い
。
祭
祀
が
成
り
 
 

立
ち
得
る
の
は
祖
先
と
子
孫
と
を
貫
く
同
一
の
気
が
「
感
通
」
「
感
格
」
す
る
 
 

か
ら
だ
と
言
う
。
 
 
 

蜂
桃
は
無
鬼
説
の
立
場
か
ら
、
祭
祀
の
「
礼
」
よ
り
も
祀
る
老
の
「
誠
」
を
 
 

重
視
す
る
。
則
ち
、
祖
先
の
霊
が
存
在
す
る
し
な
い
に
関
わ
る
事
は
な
い
と
 
 

い
う
立
場
だ
。
朱
子
が
躊
躇
し
な
が
ら
祖
先
の
霊
で
は
な
く
、
気
と
い
う
形
 
 

で
祭
祀
の
対
象
を
設
定
し
た
の
ほ
、
播
桃
に
ほ
無
意
味
な
こ
と
だ
っ
た
。
彼
 
 

の
祭
祀
説
は
次
の
如
く
だ
。
 
 

人
死
し
て
そ
れ
限
り
魂
塊
ほ
消
失
す
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
孝
子
の
 
〔
心
 
 

に
〕
父
母
を
思
慕
し
て
忘
れ
ず
、
ゆ
へ
に
そ
の
神
主
を
立
て
、
せ
め
て
 
 

ほ
そ
れ
な
り
と
も
父
母
の
代
な
り
と
し
て
、
楽
を
は
り
飲
食
を
そ
な
へ
 
 

て
こ
れ
を
祭
る
。
こ
れ
父
母
を
祭
る
始
に
し
て
、
そ
れ
よ
り
段
々
と
祖
 
 

先
へ
く
り
上
て
祭
る
こ
と
に
な
り
た
り
。
又
我
身
も
子
孫
に
祭
ら
る
る
 
 

こ
と
と
思
ふ
や
う
に
自
然
と
風
俗
に
な
り
た
れ
ば
、
祭
ら
ず
ん
ば
あ
る
 
 

べ
か
ら
ず
。
（
『
夢
の
代
』
無
鬼
上
）
 
 

少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
熔
桃
の
無
鬼
説
ゆ
え
の
祀
る
老
の
父
母
・
 
 

祖
先
へ
の
「
思
慕
」
の
重
視
が
よ
く
窺
え
る
部
分
で
あ
る
と
思
う
。
か
く
て
、
 
 

彼
に
は
朱
子
が
陥
っ
た
強
死
に
よ
っ
て
幽
霊
に
な
る
と
い
う
論
理
も
全
く
荒
 
 

唐
無
稽
な
も
の
と
な
る
。
 
 

一
方
、
篤
胤
は
有
鬼
説
の
立
場
か
ら
朱
子
の
強
死
説
破
綻
の
理
由
を
考
え
 
 

る
。
そ
の
結
果
「
理
を
も
て
お
し
た
る
論
ひ
」
に
其
の
理
由
を
見
出
す
。
そ
 
 

れ
で
は
、
篤
胤
は
 
「
理
」
 
の
代
わ
り
に
何
を
重
視
し
ょ
う
と
い
う
の
か
。
 
 

只
死
て
は
、
其
霊
、
黄
泉
に
帰
き
屠
る
老
と
在
儀
に
心
得
て
、
腐
る
腐
 
 

ら
ぬ
と
も
に
、
そ
の
霊
と
な
り
て
の
情
ほ
知
れ
ぬ
こ
と
故
測
り
が
た
し
 
 

と
し
て
、
強
て
そ
の
理
な
ど
は
い
ふ
べ
き
事
に
は
非
ず
な
む
。
（
『
新
鬼
 
 

神
論
』
）
 
 

篤
胤
は
気
で
は
な
く
霊
の
存
在
を
、
ま
た
霊
に
情
の
あ
る
事
を
説
く
。
我
々
 
 

に
判
っ
て
い
る
の
は
、
死
後
、
霊
魂
が
黄
泉
に
赴
く
と
い
う
事
だ
け
で
あ
り
、
 
 

そ
の
情
を
推
し
量
る
事
は
出
来
な
い
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
篤
胤
は
人
間
の
 
 

情
と
霊
魂
の
情
と
に
差
異
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
宣
長
は
 
「
神
ほ
た
 
 

だ
尋
常
の
人
の
上
に
て
心
得
べ
し
」
 
（
『
鈴
屋
答
問
録
』
四
十
一
）
と
い
う
。
宣
 
 

長
は
人
情
を
以
て
神
の
情
を
推
し
量
る
こ
と
を
説
く
。
で
は
篤
胤
は
ど
う
か
。
 
 

ま
づ
人
は
、
生
て
あ
り
し
時
の
情
も
、
死
て
神
霊
と
な
り
て
の
情
も
違
 
 

ふ
事
は
有
る
ま
じ
け
れ
ば
、
生
た
る
と
き
の
情
も
て
、
神
霊
と
な
り
て
 
 

の
情
を
は
か
る
べ
し
。
（
同
上
）
 
 

こ
の
考
え
ほ
宣
長
説
を
引
き
継
い
で
い
る
。
我
々
は
こ
こ
で
前
説
と
の
敵
 
 

騎
を
感
じ
る
。
果
た
し
て
、
神
霊
の
情
は
不
可
測
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
 
 

か
。
此
の
問
題
は
人
情
そ
の
も
の
の
理
解
と
大
き
く
関
わ
る
。
宣
長
は
前
節
 
 

に
続
け
て
、
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す
ぐ
れ
て
書
き
人
と
て
も
時
に
よ
り
て
は
怒
る
こ
と
あ
り
。
怒
り
て
は
 
 

人
の
た
め
善
か
ら
ぬ
事
も
必
な
き
に
あ
ら
ず
。
又
あ
し
き
人
と
て
も
希
 
 

に
は
善
事
も
ま
じ
る
こ
と
に
て
、
一
概
に
は
定
め
が
た
き
が
如
し
。
（
『
鈴
 
 

屋
答
問
録
』
 
四
十
一
）
 
 

と
い
う
。
明
ら
か
に
人
情
そ
の
も
の
の
不
可
測
さ
が
説
か
れ
て
い
る
。
か
 
 

く
て
、
神
霊
の
情
が
人
情
に
基
づ
く
以
上
不
可
測
と
な
る
。
朱
子
の
強
死
説
 
 

が
破
綻
を
来
し
た
の
は
、
気
の
「
感
通
」
「
感
格
」
を
説
き
な
が
ら
、
情
の
不
 
 

可
測
さ
を
考
慮
し
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
篤
胤
は
考
え
る
。
 
 

巣
り
を
為
す
霊
魂
の
祭
祀
と
し
て
御
霊
信
仰
が
あ
る
。
奈
良
時
代
か
ら
、
権
 
 

力
者
は
政
治
的
に
非
業
の
死
を
遂
げ
た
皇
族
・
貴
族
の
怨
霊
の
鎮
魂
に
心
を
 
 

砕
い
て
き
た
。
白
石
ほ
中
国
で
の
怨
恨
を
も
っ
て
死
ん
だ
者
の
祭
祀
に
関
連
 
 

し
て
、
 
 

昔
本
朝
に
も
入
所
御
霊
・
三
所
御
霊
を
た
て
さ
せ
給
ひ
、
尊
氏
将
軍
の
、
 
 

後
に
徳
宗
権
現
を
祭
れ
し
か
ば
、
北
条
家
亡
魂
の
た
た
り
止
し
事
、
こ
 
 

れ
ら
の
例
に
や
。
（
『
鬼
神
論
』
）
 
 

と
述
べ
る
。
熔
桃
は
日
本
の
御
霊
信
仰
を
「
み
な
強
死
・
憤
死
し
て
後
ち
 
 

属
を
な
す
と
云
て
こ
れ
を
祭
る
。
多
く
ほ
浮
屠
氏
・
陰
陽
氏
の
語
に
よ
る
も
 
 

の
な
り
」
（
『
夢
の
代
』
無
鬼
上
）
 
と
一
蹴
す
る
。
熔
桃
は
御
霊
信
仰
は
儒
教
 
 

に
お
け
る
祭
祀
の
問
題
と
関
わ
り
な
い
と
云
う
。
果
た
し
て
そ
う
か
。
 
 
 

伯
有
の
幽
霊
を
跡
継
ぎ
を
立
て
る
こ
と
で
鎮
め
た
子
産
は
 
「
鬼
は
帰
す
る
 
 

所
有
れ
ば
、
乃
ち
属
を
為
さ
ず
。
吾
、
之
が
帰
を
為
す
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
 
 

公
七
年
）
 
と
い
う
。
こ
れ
は
 
「
鬼
は
帰
な
り
」
（
『
説
文
』
）
 
に
基
づ
く
。
「
帰
 
 

六
、
淫
 
 

す
る
所
」
を
「
霊
魂
の
落
ち
着
く
宗
廟
」
（
鎌
田
正
訳
注
『
春
秋
左
氏
伝
』
三
）
 
 

と
す
る
の
が
注
釈
の
一
例
だ
が
、
伯
有
も
実
子
艮
止
に
よ
っ
て
宗
廟
に
祀
ら
 
 

れ
た
と
い
う
こ
と
か
。
朱
子
は
此
の
事
に
関
し
て
、
 
 

子
産
之
れ
が
為
に
後
を
立
て
、
帰
る
所
有
ち
し
め
た
れ
ば
、
遂
に
腐
り
 
 

を
為
さ
ず
。
亦
た
鬼
神
の
情
状
を
知
る
と
謂
う
べ
し
。
（
『
朱
子
語
類
』
三
）
 
 

と
其
の
行
為
の
正
し
さ
を
認
め
る
。
こ
の
場
合
「
鬼
神
の
情
状
を
知
る
」
 
 

（
『
易
経
』
繋
辞
伝
上
）
と
は
 
「
鬼
神
は
、
そ
の
族
類
に
非
ざ
れ
ば
、
そ
の
祀
 
 

り
を
軟
け
ず
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
億
公
三
十
一
年
）
 
と
い
う
事
を
よ
く
理
解
 
 

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
同
趣
旨
の
章
句
と
し
て
「
其
の
祭
る
所
に
 
 

非
ず
し
て
之
れ
を
祭
る
を
、
名
づ
け
て
淫
祀
と
日
ふ
。
淫
祀
は
福
無
し
」
（
『
礼
 
 

記
』
曲
礼
下
篇
）
も
意
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
祖
先
・
子
孫
と
 
 

い
う
同
族
の
気
が
「
感
通
」
「
感
格
」
す
る
と
い
う
朱
子
の
論
理
の
母
胎
と
言
 
 

え
る
。
 
 
 

そ
の
母
胎
そ
の
も
の
を
篤
胤
は
 
「
測
り
が
た
き
神
の
上
を
、
己
が
意
も
て
 
 

お
さ
む
と
す
る
に
て
、
例
の
妄
説
な
り
」
と
一
蹴
、
神
霊
の
情
は
人
情
と
通
 
 

い
合
う
と
い
う
立
場
か
ら
、
 
 

生
た
る
時
の
情
は
、
更
に
由
縁
も
な
く
、
親
族
に
も
あ
ら
ぬ
人
に
て
も
、
 
 

我
に
懇
な
る
意
も
て
饗
す
れ
ば
悦
び
て
う
け
、
ま
た
或
は
う
ち
か
け
て
 
 

頼
む
こ
と
な
ど
の
な
れ
は
、
い
か
で
其
事
を
成
し
得
て
と
ら
せ
ば
や
と
 
 

思
ひ
て
、
力
の
か
ぎ
り
い
そ
し
む
に
非
ず
や
。
然
る
を
、
死
て
神
霊
と
 
 

な
る
と
も
、
い
か
で
そ
の
族
類
な
ら
ぬ
も
の
の
祭
は
散
ず
な
ど
の
や
う
 
 

の
あ
ぢ
き
な
き
情
と
な
ら
む
や
。
（
『
新
鬼
神
論
』
）
 
 

と
反
論
す
る
。
伯
有
の
霊
は
実
子
（
同
族
）
の
祀
り
を
得
て
鎮
ま
っ
た
が
、
 
 

非
族
の
老
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
た
な
ら
ば
、
鎮
ま
ら
な
か
っ
た
の
か
。
篤
胤
は
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そ
う
は
思
わ
な
い
。
伯
有
の
霊
が
鎮
ま
っ
た
事
に
つ
い
て
も
、
篤
胤
は
別
の
 
 

理
解
を
す
る
。
 
 

子
産
が
計
ら
ひ
に
て
、
伯
有
が
子
等
を
大
夫
と
云
ふ
職
に
な
し
、
彼
霊
 
 

を
和
め
祭
ら
し
め
け
れ
は
、
其
巣
や
み
ぬ
る
と
ぞ
。
（
同
上
）
 
 

則
ち
、
伯
有
の
霊
は
反
乱
を
起
こ
し
た
老
の
子
供
を
取
り
立
て
た
子
産
の
 
 

思
い
や
り
に
応
え
て
鎮
ま
っ
た
の
だ
と
理
解
す
る
。
と
な
ら
ば
、
「
同
気
相
感
 
 

じ
た
る
に
は
有
ら
で
も
」
霊
ほ
鎮
ま
っ
た
事
に
な
る
。
伯
有
の
最
後
を
見
取
っ
 
 

た
の
が
子
産
と
い
う
事
実
が
、
篤
胤
の
こ
の
よ
う
な
理
解
を
助
け
る
。
 
 
 

篤
胤
に
と
っ
て
淫
祀
説
は
全
く
死
者
の
情
を
無
視
し
た
も
の
だ
っ
た
。
篤
 
 

胤
は
云
う
。
 
 

も
し
強
い
て
、
鬼
神
は
非
族
の
祭
を
歎
ず
と
い
ふ
人
あ
ら
ば
、
そ
ほ
決
 
 

め
て
そ
の
本
情
た
の
も
し
げ
な
き
人
な
る
べ
し
。
（
同
上
）
 
 

と
。
日
本
の
御
霊
信
仰
の
中
で
民
衆
レ
ヴ
エ
ル
ま
で
降
り
て
き
た
も
の
に
 
 

天
神
信
仰
が
あ
る
。
学
問
の
神
と
し
て
菅
原
道
真
を
民
衆
が
祀
る
こ
と
は
、
正
 
 

し
く
淫
祀
だ
。
鬼
神
が
非
族
の
祀
り
を
軟
け
な
い
の
な
ら
、
天
神
も
菅
原
氏
 
 

以
外
の
祀
り
を
欺
け
な
い
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
「
北
野
の
神
を
菅
原
氏
な
ら
 
 

ぬ
人
の
祀
り
て
験
あ
る
こ
と
灼
然
」
き
事
が
あ
る
の
ほ
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
淫
 
 

祀
説
が
死
者
の
情
を
無
視
し
た
理
だ
か
ら
だ
。
か
く
て
儒
教
の
淫
祀
説
は
、
広
 
 

く
民
間
信
仰
に
対
崎
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 
 

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
淫
祀
説
は
家
の
存
続
を
第
一
義
に
考
え
る
〔
養
親
・
 
 

養
子
〕
制
度
の
否
定
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。
篤
胤
は
 
「
不
慈
・
不
孝
 
 

の
も
と
ゐ
を
発
す
べ
き
も
の
」
と
捉
え
、
情
を
無
視
し
た
空
理
・
空
論
と
批
 
 

判
、
淫
祀
説
に
致
命
的
な
反
論
と
し
て
「
儒
者
の
孔
子
を
祭
る
は
何
事
ぞ
や
」
 
 

と
い
う
問
い
を
発
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
朱
子
は
其
の
よ
う
な
問
い
を
充
分
に
 
 

予
測
し
た
上
で
、
既
に
、
 
 

今
孔
子
を
祭
る
、
必
ず
学
に
於
て
す
、
そ
の
気
頼
ま
た
想
ふ
べ
し
。
（
『
朱
 
 

子
語
類
』
 
三
）
 
 

と
論
じ
て
い
た
。
学
問
上
で
気
脈
が
通
じ
れ
ば
、
淫
祀
で
は
な
い
と
い
う
。
 
 

言
い
換
え
れ
ば
功
利
的
目
的
で
祀
っ
て
い
な
い
か
ら
淫
祀
で
は
な
い
と
い
う
 
 

こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
詭
弁
だ
。
篤
胤
ほ
理
と
し
て
納
得
で
き
な
い
。
 
 

儒
者
の
孔
子
を
祭
り
て
歓
べ
き
理
あ
ら
ば
、
其
家
を
競
る
養
子
の
祭
は
 
 

い
よ
い
よ
歓
べ
き
理
な
る
を
や
。
（
『
新
鬼
神
論
』
）
 
 

七
、
孔
子
〔
祭
祀
〕
説
 
 

淫
祀
説
を
め
ぐ
る
朱
子
と
の
対
立
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
、
我
々
は
今
 
 

『
論
語
』
に
立
ち
戻
る
。
鬼
神
を
祀
る
事
に
関
し
て
、
孔
子
は
何
度
か
語
っ
て
 
 

い
る
。
其
の
中
で
最
も
淫
祀
説
と
の
関
わ
り
を
見
せ
る
の
は
、
為
政
篇
第
二
 
 

〔
二
十
四
〕
 
の
 
 

子
日
、
非
其
鬼
而
祭
之
、
詔
也
。
見
義
不
為
、
無
勇
也
。
（
子
日
わ
く
、
 
 

そ
の
鬼
に
非
ず
し
て
祭
る
は
詔
う
な
り
。
義
を
見
て
為
ざ
る
は
勇
な
き
 
 

（
1
5
）
 
 

な
り
。
）
 
 

で
あ
ろ
う
。
朱
子
は
 
「
非
其
鬼
」
 
に
 
「
其
の
祭
る
べ
き
所
の
鬼
に
非
ず
を
 
 

謂
ふ
」
、
「
詣
」
に
「
媚
を
求
む
る
な
り
」
と
い
う
注
を
つ
け
る
（
『
論
語
集
註
』
）
。
 
 

朱
子
の
注
は
明
ら
か
に
淫
祀
説
を
意
識
し
た
も
の
だ
。
腫
桃
は
こ
こ
で
は
朱
 
 

子
学
の
流
れ
を
汲
む
老
と
し
て
「
我
祭
る
ま
じ
き
鬼
神
を
祭
る
ほ
、
み
な
捏
 
 

祀
に
し
て
、
禍
福
を
祈
る
に
心
あ
れ
ば
な
り
」
と
淫
祀
説
を
継
承
。
そ
れ
で
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は
、
朱
注
を
「
非
説
」
と
し
て
覆
す
儒
者
の
注
釈
は
な
い
の
か
。
此
の
詮
索
 
 

は
篤
胤
の
取
る
行
動
と
し
て
は
当
然
だ
。
そ
し
て
、
彼
は
狙
裸
の
『
論
語
徴
』
 
 

の
説
に
出
会
う
。
そ
れ
は
、
 
 

「
非
其
鬼
而
祭
之
」
此
れ
孔
子
哉
る
と
こ
ろ
有
り
て
之
を
言
ふ
。
但
だ
未
 
 

だ
そ
の
何
人
た
る
を
審
ら
か
に
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
義
は
則
ち
契
遅
に
 
 

答
ふ
る
「
民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ
く
」
（
薙
也
篇
）
 
 

（
1
6
）
 
 

と
相
発
す
。
（
『
論
語
徴
』
甲
）
 
 

と
い
っ
た
も
の
で
、
篤
胤
は
「
更
に
う
ご
く
ま
じ
う
こ
そ
覚
ゆ
れ
」
と
確
 
 

言
す
る
。
何
が
そ
れ
ほ
ど
篤
胤
を
引
き
つ
け
た
の
か
が
、
我
々
の
関
心
を
引
 
 

く
。
薙
也
篇
第
六
 
〔
二
十
二
〕
 
の
、
 
 

契
遅
問
知
。
子
日
、
務
民
之
義
、
敬
鬼
神
而
遠
之
。
可
謂
知
臭
。
（
契
遅
、
 
 

知
を
問
う
。
子
日
わ
く
、
民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
遠
ざ
く
、
知
 
 

に
・
 
 

と
謂
う
べ
し
。
）
 
 

と
義
の
通
じ
合
う
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
自
体
は
珍
し
く
な
 
 

い
。
蜂
桃
な
ど
は
両
章
の
「
鬼
神
」
と
「
義
」
と
の
対
比
か
ら
、
 
 

こ
れ
義
は
世
間
の
為
す
ん
ば
叶
ふ
べ
か
ら
ざ
る
所
〔
の
も
の
〕
也
。
鬼
 
 

神
を
祭
り
禍
福
を
宿
る
も
の
〔
は
〕
、
為
す
べ
か
ら
ざ
る
処
也
。
 
 

と
、
浬
祀
説
の
根
拠
と
し
て
い
る
程
で
あ
る
。
篤
胤
が
狙
彿
の
注
で
注
目
 
 

し
た
の
は
、
そ
の
事
よ
り
も
む
し
ろ
孔
子
の
言
葉
が
或
る
特
定
の
個
人
を
誹
 
 

る
た
め
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
解
釈
だ
っ
た
。
狙
裸
は
そ
の
相
手
は
不
 
 

明
と
云
う
。
し
か
し
、
篤
胤
は
ヒ
ン
ト
を
狙
殊
の
注
自
身
に
見
つ
け
る
。
相
 
 

手
は
契
遅
だ
。
欒
遅
に
対
す
る
答
え
と
相
発
す
と
云
う
以
上
、
篤
胤
が
そ
の
 
 

相
手
を
契
遅
と
す
る
の
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
『
論
語
徴
』
 
 

を
足
掛
か
り
に
し
て
彼
は
孔
子
と
契
遅
を
自
分
の
舞
台
に
上
げ
る
。
な
ぜ
孔
 
 

子
は
契
遅
を
誹
っ
た
の
か
、
ま
た
両
章
が
な
ぜ
誹
る
言
葉
と
な
り
得
る
の
か
。
 
 
 

篤
胤
ほ
契
遅
が
孔
子
も
「
小
人
哉
」
（
子
路
篇
第
十
三
〔
四
〕
）
と
嘆
息
す
 
 

る
は
ど
の
「
痴
人
」
な
の
で
、
「
鬼
神
に
褒
事
る
こ
と
の
過
た
り
け
む
か
し
。
」
 
 

と
推
測
、
其
の
推
測
に
立
っ
て
孔
子
が
「
其
を
矯
む
と
て
、
斯
は
を
し
へ
た
 
 

る
な
る
べ
し
」
と
考
え
る
。
契
遅
が
あ
ま
り
に
も
鬼
神
に
狩
れ
す
ぎ
る
事
を
 
 

矯
正
し
た
の
だ
と
い
う
解
釈
は
他
に
は
見
え
な
い
。
朱
子
に
し
て
も
「
欒
遅
 
 

之
失
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
契
逓
が
「
鬼
神
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
惑
」
っ
 
 

た
事
と
す
る
。
孔
子
の
真
意
理
解
に
関
し
て
は
、
篤
胤
は
『
論
語
徴
』
 
の
、
 
 

人
は
卑
し
く
し
て
鬼
神
は
尊
し
、
ゆ
え
に
之
を
敬
す
。
幽
・
明
隔
た
る
、
 
 

、
ほ
、
■
 
 

ゆ
え
に
之
を
遠
ざ
く
。
 
 

を
踏
ま
え
る
。
篤
胤
は
『
新
鬼
神
論
』
を
改
稿
し
た
『
鬼
神
新
論
』
で
ほ
、
 
 

特
に
「
遠
之
」
の
訓
に
つ
い
て
、
鈴
門
鈴
木
朗
の
「
之
を
遠
ざ
く
」
で
は
不
 
 

敬
で
あ
り
「
之
に
遠
ざ
か
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
説
を
紹
介
し
 
 

て
い
る
。
惑
い
安
い
か
ら
鬼
神
を
遠
ざ
け
る
の
で
は
な
く
、
漬
さ
な
い
た
め
 
 

に
鬼
神
に
遠
ざ
か
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
孔
子
は
鬼
神
の
存
在
を
認
め
、
祭
 
 

祀
の
重
要
性
を
思
う
が
故
に
、
鬼
神
に
狩
れ
仕
え
る
事
は
、
幽
・
明
の
一
線
 
 

を
わ
き
ま
え
な
い
冒
漬
・
不
敬
の
態
度
で
あ
る
と
感
じ
た
、
と
い
う
の
が
篤
 
 

胤
の
理
解
で
あ
っ
た
。
 
 
 

で
は
、
右
の
よ
う
な
孔
子
理
解
に
立
つ
篤
胤
は
、
先
進
篇
第
十
一
〔
十
二
〕
 
 

の
、
 
 

季
路
問
事
鬼
神
。
子
日
、
未
能
事
人
。
蔦
能
事
鬼
。
日
敢
問
死
。
日
、
未
 
 
 

知
生
。
焉
知
死
。
（
季
路
、
鬼
神
に
事
え
ん
こ
と
を
問
う
。
子
日
わ
く
、
 
 
 

未
だ
人
に
事
う
る
能
わ
ず
、
蔦
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
。
日
わ
く
、
敢
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と
理
由
づ
け
る
。
則
ち
、
子
路
が
鬼
神
を
祀
る
方
法
で
は
な
く
、
鬼
神
そ
 
 

の
も
の
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
言
う
。
そ
れ
故
「
未
能
事
人
。
蔦
 
 

能
事
鬼
」
は
 
「
之
れ
を
抑
ふ
る
」
言
葉
と
な
る
。
な
ぜ
子
路
の
関
心
を
抑
え
 
 

6
2
 
よ
う
と
す
る
の
か
。
狙
裸
日
く
「
人
の
知
は
、
至
れ
る
有
り
、
至
ら
ざ
る
有
 
 

M
肥
爪
 
 

え
て
死
を
問
う
。
日
わ
く
、
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
蔦
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
。
）
 
 

を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
か
。
篤
胤
は
こ
の
場
合
も
季
路
（
子
路
）
 
と
い
う
 
 

特
定
の
個
人
に
対
し
て
の
言
葉
と
見
る
。
則
ち
、
質
問
の
内
容
以
前
に
質
問
 
 

す
る
人
物
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
。
篤
胤
は
子
路
を
「
剛
勇
に
す
ぎ
た
る
 
 

壮
士
」
と
捉
え
る
。
『
論
語
』
中
の
子
路
を
み
れ
ば
、
こ
の
捉
え
方
も
そ
れ
は
 
 

ど
的
外
れ
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
篤
胤
は
そ
の
よ
う
な
人
物
が
鬼
神
に
事
え
る
 
 

こ
と
や
、
敢
え
て
死
に
つ
い
て
問
う
た
こ
と
を
孔
子
が
、
 
 

察
ふ
に
、
幽
冥
の
理
を
信
は
ず
、
形
も
見
え
ぬ
も
の
に
事
る
な
ど
は
益
 
 

な
き
こ
と
に
も
思
ひ
て
鬼
神
を
侮
り
、
そ
れ
に
事
へ
て
不
敬
こ
と
も
あ
 
 

り
け
む
か
し
、
ま
た
さ
ら
で
も
然
る
事
も
有
ら
む
か
と
の
心
し
ら
ひ
 
 

を
持
っ
た
か
ら
だ
と
言
う
。
そ
れ
故
、
「
未
能
事
人
。
蔦
能
事
鬼
」
は
「
鬼
 
 

神
の
可
畏
き
こ
と
を
知
ら
し
め
て
、
彼
が
不
敬
な
き
や
う
に
と
試
め
た
る
」
言
 
 

葉
と
な
る
。
こ
の
解
釈
は
儒
者
の
も
の
と
は
異
な
る
。
例
え
ば
、
狙
裸
の
『
論
 
 

語
徴
』
。
狙
彿
ほ
孔
子
が
嘗
て
「
生
く
る
と
き
は
之
れ
に
事
ふ
る
に
薩
を
以
て
 
 

し
、
死
す
る
と
き
ほ
之
れ
を
葬
る
に
薩
を
以
て
し
、
之
れ
を
祭
る
に
薩
を
以
 
 

て
す
」
（
為
政
篇
）
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
子
路
に
対
し
て
は
答
え
な
か
っ
た
 
 

事
に
注
目
し
て
、
 
 

子
路
が
鬼
神
に
事
ふ
る
を
問
ふ
に
至
り
て
、
孔
子
告
げ
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
の
 
 

者
は
、
け
だ
し
子
路
の
心
、
鬼
神
を
知
る
に
在
り
。
 
 

り
」
と
。
則
ち
、
孔
子
の
目
に
は
子
路
は
鬼
神
説
や
死
生
説
を
語
っ
て
も
理
 
 

解
し
う
る
所
ま
で
い
っ
て
な
い
と
映
っ
た
。
だ
か
ら
、
語
っ
て
も
無
益
と
孔
 
 

子
が
判
断
し
た
と
解
釈
し
た
。
 
 
 

仁
斎
は
 
『
論
語
』
 
の
鬼
神
説
を
見
渡
し
、
 
 

こ
れ
み
な
聖
人
深
く
人
の
力
を
人
道
に
務
め
ず
し
て
、
あ
る
ひ
は
鬼
神
 
 

の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
惑
ほ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
こ
れ
を
言
ふ
を
見
る
な
 
 

（
2
0
）
 
 

り
。
（
『
語
孟
字
義
』
巻
下
鬼
神
）
 
 

と
言
う
。
仁
斎
は
孔
子
に
と
っ
て
「
人
道
」
 
こ
そ
が
最
も
重
要
で
あ
る
が
 
 

故
に
、
人
々
が
鬼
神
・
死
後
の
事
に
心
を
奪
わ
れ
る
事
を
恐
れ
た
、
と
い
う
。
 
 

こ
こ
に
「
仁
斎
先
生
は
、
す
な
は
ち
『
こ
れ
を
遠
ざ
く
』
の
言
を
固
執
し
て
、
 
 

叫
矧
爪
 
 

一
切
、
鬼
神
を
棄
絶
せ
ん
と
欲
す
」
（
『
弁
名
』
下
、
鬼
神
）
と
言
わ
れ
る
仁
 
 

斎
の
無
鬼
説
が
あ
っ
た
。
 
 

さ
 
い
 
ご
 
に
 
 

有
鬼
・
無
鬼
の
耕
は
江
戸
儒
学
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
狙
 
 

彿
が
「
鬼
神
の
説
紛
然
と
し
て
己
ま
ざ
る
所
以
の
者
は
、
有
鬼
・
無
鬼
の
妨
 
 

の
み
」
（
『
弁
名
』
下
鬼
神
〔
十
一
〕
）
と
云
い
、
白
石
が
「
鬼
神
の
事
ま
こ
と
 
 

に
言
難
し
」
（
『
鬼
神
論
』
）
と
云
っ
た
鬼
神
説
の
問
題
は
江
戸
儒
学
の
中
で
片
 
 

が
付
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
熔
桃
・
篤
胤
の
朱
子
〔
鬼
神
説
〕
批
判
と
 
 

い
う
形
で
そ
の
一
場
面
を
論
じ
て
み
た
。
儒
者
た
ち
の
鬼
神
説
が
徹
底
し
た
 
 

有
鬼
・
無
鬼
説
の
狭
間
で
翻
弄
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
面
で
も
あ
っ
た
。
た
 
 

だ
、
そ
の
場
面
は
朱
子
の
 
 

鬼
神
の
理
ほ
聖
人
蓋
し
こ
れ
を
言
ひ
難
し
。
真
に
一
物
あ
り
と
謂
ふ
、
固
 
 

よ
り
不
可
な
り
、
真
に
一
物
あ
る
に
非
ず
と
謂
ふ
も
ま
た
不
可
な
り
。
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（
2
2
）
 
 

（
『
朱
文
公
文
集
』
 
五
十
一
「
答
董
叔
重
」
）
 
 

と
い
っ
た
曖
昧
と
も
不
可
測
と
も
い
え
る
鬼
神
の
理
に
よ
っ
て
既
に
運
命
 
 

づ
け
ら
れ
て
い
た
。
白
石
は
先
の
言
に
続
け
て
、
 
 

只
い
ふ
事
の
難
の
み
に
あ
ら
ず
、
聞
事
又
難
し
。
た
だ
聞
事
の
か
た
き
 
 

の
み
に
非
ず
、
信
ず
る
こ
と
ま
た
ま
た
難
し
。
信
ず
る
事
の
難
き
こ
と
 
 

は
、
是
し
る
事
の
か
た
き
に
ぞ
よ
れ
る
。
（
『
鬼
神
論
』
）
 
 

と
其
の
難
解
さ
を
力
説
し
な
が
ら
、
鬼
神
の
理
の
中
に
分
け
入
っ
て
行
っ
 
 

た
。
只
不
幸
に
も
、
そ
の
 
『
鬼
神
論
』
 
は
後
に
蜂
桃
の
 
 

吾
新
井
氏
の
鬼
神
論
を
よ
み
て
巻
を
掩
ふ
て
嘆
息
す
。
唯
こ
の
人
の
学
 
 

流
博
き
を
勉
む
る
の
み
。
ゆ
へ
に
鬼
神
の
腰
腱
た
る
、
其
約
す
る
処
を
 
 

し
ら
ず
。
唯
渉
猟
す
る
の
書
に
を
ひ
て
は
一
も
取
捨
す
る
見
な
く
し
て
、
 
 

唯
信
じ
に
信
ず
る
の
み
。
 
 

と
い
う
慨
嘆
と
批
判
に
曝
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
朱
子
 
 

の
無
鬼
説
を
批
判
し
た
狙
裸
は
ど
う
か
。
狙
彿
は
先
の
言
に
続
け
て
、
 
 

そ
れ
鬼
神
な
る
物
は
、
聖
人
の
立
つ
る
所
な
り
。
あ
に
疑
ひ
を
容
れ
ん
 
 

や
。
故
に
、
鬼
な
し
と
謂
ふ
者
は
、
聖
人
を
信
ぜ
ざ
る
老
な
り
。
 
 

と
言
う
。
狙
殊
に
と
っ
て
聖
人
を
信
ず
る
故
に
鬼
神
は
存
在
し
た
。
彼
ほ
 
 

云
う
、
鬼
神
が
目
に
見
え
な
い
か
ら
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
天
も
 
 

命
も
信
じ
ら
れ
な
い
の
か
、
と
。
た
だ
、
此
処
に
は
但
裸
自
身
の
声
が
聞
こ
 
 

え
な
い
。
そ
れ
故
、
『
新
鬼
神
論
』
に
狙
彿
の
鬼
神
論
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
 
 

（
2
3
）
 
 

た
 
『
狙
彿
集
』
十
七
「
私
擬
対
策
鬼
神
一
道
」
 
の
 
 

こ
れ
有
り
と
謂
ふ
老
は
、
権
、
彼
に
在
る
老
な
り
。
こ
れ
無
し
と
謂
ふ
 
 

者
は
、
権
、
我
に
在
る
者
な
り
。
権
、
彼
に
在
る
者
は
仁
に
疑
ひ
あ
り
、
 
 

そ
の
失
、
愚
な
り
。
権
、
我
に
在
る
老
は
智
に
疑
ひ
あ
り
。
そ
の
失
、
賊
 
 

な
り
。
愚
と
賊
と
は
君
子
は
由
ら
ず
。
且
つ
ま
た
有
無
は
鬼
神
の
迩
な
 
 

h
ソ
0
 
 

に
よ
っ
て
、
篤
胤
か
ら
「
宋
儒
の
説
と
は
辞
の
異
な
る
の
み
に
し
て
、
意
 
 

ほ
全
お
な
じ
」
と
い
う
批
判
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
 
 

に
、
狙
殊
は
仁
斎
を
無
鬼
説
と
し
て
批
判
し
た
。
皮
肉
に
も
、
そ
の
仁
斎
の
 
 

嫡
子
東
涯
に
よ
っ
て
「
鬼
神
を
有
無
に
窮
め
ざ
る
は
、
此
れ
善
く
鬼
神
を
窮
 
 

（
2
4
）
 
む
る
者
な
り
」
（
『
経
史
持
論
』
四
、
鬼
神
論
下
）
と
本
質
的
に
は
其
の
説
ほ
 
 

無
鬼
説
で
ほ
な
い
か
と
衝
か
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

篤
胤
は
東
涯
や
狙
裸
よ
り
も
白
石
の
方
に
敬
意
を
表
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
 
 

か
。
恐
ら
く
彼
が
「
鬼
神
を
有
無
に
窮
め
ず
論
ふ
こ
と
」
を
せ
ず
、
一
途
に
 
 

鬼
神
の
理
を
追
っ
て
い
き
、
無
鬼
説
よ
り
も
有
鬼
説
に
多
く
の
実
例
を
結
果
 
 

的
に
提
供
し
た
こ
と
に
好
意
を
抱
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
 
 

一
方
、
幡
桃
は
朱
子
学
老
の
中
で
も
傑
出
し
た
白
石
が
陥
っ
た
状
態
を
、
他
 
 

岸
の
火
事
と
し
て
見
て
は
い
ら
れ
な
い
。
彼
は
「
あ
あ
世
人
の
鬼
神
に
潜
る
 
 

る
、
い
か
ん
と
も
す
べ
か
ら
ず
」
と
慨
嘆
す
る
一
方
で
、
師
履
軒
の
「
今
の
 
 

世
に
て
は
人
情
を
捨
て
て
、
無
鬼
論
を
主
張
せ
ざ
れ
ば
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
 
 

い
う
言
葉
を
胆
に
命
じ
果
敢
に
無
鬼
説
を
論
じ
て
い
く
。
蜂
桃
ほ
人
情
を
捨
 
 

て
て
無
鬼
説
を
徹
底
す
る
こ
と
で
科
学
の
領
域
へ
と
入
っ
て
行
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
、
江
戸
後
期
、
儒
学
は
む
し
ろ
人
情
を
鬼
神
論
の
中
に
位
置
づ
け
 
 

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
松
崎
慄
堂
に
師
事
、
後
に
昌
平
坂
 
 

M
槻
爪
 
学
問
所
の
教
授
と
な
っ
た
日
向
の
儒
者
安
井
息
軒
。
そ
の
『
弁
妄
』
中
の
「
鬼
 
 

神
論
」
 
の
 
 

聖
人
、
鬼
神
の
名
を
設
く
る
ほ
、
蓋
し
こ
れ
を
人
情
に
得
る
な
り
。
人
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情
は
天
な
り
。
こ
れ
を
行
ふ
所
以
の
も
の
は
人
な
り
。
人
と
天
と
合
し
 
 

て
道
生
ず
。
故
に
道
と
は
、
人
情
を
達
し
て
そ
の
温
を
防
ぐ
所
以
な
り
。
 
 

而
し
て
鬼
神
に
お
け
る
や
、
最
も
こ
れ
を
慎
む
な
り
。
 
 

な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
朱
子
の
鬼
神
説
で
は
「
こ
れ
を
語
る
こ
と
は
 
 

ま
す
ま
す
詳
ら
か
な
る
も
、
こ
れ
を
聴
け
は
ま
す
ま
す
逝
か
に
し
て
、
そ
の
 
 

民
換
篤
と
し
て
日
に
離
」
る
と
批
判
、
道
は
人
情
に
原
づ
く
も
の
で
あ
り
、
鬼
 
 

神
に
対
す
る
祭
祀
が
最
も
道
を
体
現
し
た
も
の
と
論
じ
た
。
 
 

（
2
6
）
 
 
ま
た
、
折
衷
学
派
の
儒
者
太
田
錦
城
は
『
梧
窓
漫
筆
』
後
編
（
文
政
七
年
 
 

刊
）
巻
上
で
、
「
程
朱
の
天
は
理
也
、
鬼
神
二
気
之
良
能
、
造
化
之
跡
と
云
へ
 
 

る
も
信
用
す
べ
き
事
に
非
ず
。
天
地
鬼
神
を
畏
敬
す
る
聖
人
の
意
に
は
非
 
 

ず
。
」
と
朱
子
の
鬼
神
説
を
批
判
し
た
後
、
 
 

天
地
鬼
神
の
善
に
は
興
し
て
不
善
に
は
興
せ
ざ
る
こ
と
を
、
能
々
悟
り
 
 

得
て
、
一
念
の
善
、
是
天
地
鬼
神
の
祐
助
あ
る
を
知
り
、
一
念
の
悪
、
是
 
 

天
地
鬼
神
の
冥
罰
あ
る
を
知
り
、
言
行
共
に
邪
悪
に
捗
ら
ざ
る
様
に
、
 
 

念
々
忘
れ
ざ
る
も
の
、
是
能
天
道
を
知
り
鬼
神
を
敬
畏
す
る
人
と
云
ふ
 
 

べ
し
。
 
 

と
鬼
神
の
勧
善
懲
悪
的
意
義
を
強
調
す
る
。
後
に
篤
胤
は
幽
冥
界
で
の
主
 
 

宰
神
が
裁
き
を
行
う
と
説
く
が
、
錦
城
の
鬼
神
の
捉
え
方
に
通
じ
ょ
う
。
文
 
 

化
・
文
政
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
鬼
神
説
に
つ
い
て
は
、
後
日
再
考
し
て
 
 

み
た
い
。
 
 

（
岩
手
大
学
教
育
学
部
）
 
 

（3）（2）（1）  

≡
早
水
仲
基
・
山
片
播
桃
』
所
収
、
日
本
思
想
大
系
4
3
、
岩
波
書
店
。
 
 

貝
塚
茂
樹
訳
注
『
論
語
』
、
中
公
文
庫
。
書
き
下
し
は
同
書
に
よ
る
。
 
 

『
日
本
名
家
四
書
注
釈
全
書
』
第
六
巻
所
収
。
書
き
下
し
は
筆
者
。
 
 

㈹
 
朱
子
『
論
語
集
註
』
 
に
引
用
。
 
 

㈲
 
蜂
桃
の
無
鬼
説
と
祭
祀
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
子
安
宣
邦
氏
の
「
『
陰
 
 
 

陽
の
鬼
神
』
と
『
祭
祀
の
鬼
神
』
」
（
『
鬼
神
論
－
儒
家
知
識
人
の
デ
ィ
ス
ク
ー
 
 
 

ル
ー
』
所
収
、
福
武
書
店
）
に
「
祭
祀
対
象
で
あ
る
鬼
神
の
有
無
に
か
か
わ
 
 
 

ら
ず
、
誠
敬
の
心
を
尽
し
て
祀
る
と
い
う
こ
と
に
祭
祀
の
意
義
が
あ
る
と
 
 
 

す
る
な
ら
ば
、
無
鬼
こ
そ
も
っ
と
も
祭
祀
に
お
け
る
心
情
の
倫
理
性
を
重
 
 
 

視
し
た
立
場
と
な
る
だ
ろ
う
。
」
（
一
一
〇
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
 
 

㈲
 
『
平
田
篤
胤
・
伴
信
友
・
大
国
隆
正
』
所
収
、
日
本
思
想
大
系
5
0
、
岩
波
 
 
 

書
店
。
 
 

刑
 
『
論
語
集
註
』
八
倍
第
三
、
一
二
幸
。
書
き
下
し
は
筆
者
。
 
 

㈲
 
吉
川
幸
次
郎
・
三
浦
国
雄
訳
注
『
朱
子
集
』
（
中
国
文
明
選
3
、
朝
日
新
 
 
 

聞
社
）
本
に
よ
る
。
底
本
に
明
・
成
化
九
年
刊
本
（
中
文
出
版
社
影
印
）
を
 
 
 

用
い
、
諸
本
に
よ
っ
て
校
訂
。
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
『
朱
子
語
頬
』
の
引
 
 
 

用
ほ
 
『
朱
子
集
』
 
に
よ
る
。
書
き
下
し
も
同
書
に
よ
る
。
 
 

㈱
 
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
、
岩
波
新
書
。
八
十
六
頁
。
 
 

㈹
 
『
四
部
叢
刊
』
所
収
。
 
 

㈹
 
前
掲
・
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
、
八
十
五
貢
。
 
 

㈹
 
同
上
、
八
十
五
頁
～
八
十
六
頁
。
 
 

㈹
 
『
朱
子
集
』
、
二
百
九
十
六
頁
。
 
 

㈹
 
『
新
井
白
石
』
所
収
、
日
本
思
想
大
系
3
5
、
岩
波
書
店
。
 
 

㈹
 
貝
塚
茂
樹
訳
注
『
論
語
』
、
中
公
文
庫
。
書
き
下
し
は
同
書
に
よ
る
。
 
 

㈹
 
『
荻
生
狙
裸
全
集
』
第
三
巻
、
み
す
ず
書
房
。
引
用
の
書
き
下
し
は
同
書
 
 
 

に
よ
る
。
 
 

郎＝銅（紬（細（畑（1紛（17）   

前
掲
・
貝
塚
茂
樹
訳
注
『
論
語
』
。
 
 
 

前
掲
・
『
荻
生
狙
彿
全
集
』
第
三
巻
。
 
 
 

前
掲
・
貝
塚
茂
樹
訳
注
『
論
語
』
。
 
 
 

『
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
所
収
、
日
本
思
想
大
系
3
3
、
岩
波
書
店
。
 
 
 

『
荻
生
狙
裸
』
所
収
、
日
本
思
想
大
系
3
6
、
岩
波
書
店
。
 
 
 

『
四
部
叢
刊
』
所
収
。
 
 
 

『
狙
裸
集
』
巻
十
七
、
近
世
儒
家
文
集
集
成
3
、
べ
り
か
ん
社
。
書
き
下
 
 

し
は
筆
者
。
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伽
 
『
続
日
本
儒
林
叢
書
臨
第
二
巻
所
収
。
 
 

鍋
 
『
近
世
後
期
儒
家
集
』
所
収
、
日
本
思
想
大
系
4
7
、
岩
波
書
店
。
 
 

㈹
 
『
名
家
随
筆
集
』
上
、
有
朋
堂
文
庫
。
 
 




