
うぐ

近
世
文
学
者
の
中
の
一
秀
峰
上
田
秋
成
「
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
生
れ

ｌ
‐
文
化
六
年
（
一
八
○
九
）
段
す
」
は
数
奇
な
運
命
と
、
な
お
そ
の
上
に
猴

介
孤
独
と
い
う
不
遇
な
生
涯
を
送
っ
た
奇
人
的
な
作
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
文
芸
創
作
の
態
度
に
お
い
て
も
初
期
は
浮
世
草
子
作
者
（
八
文
字
屋
本

気
質
も
の
）
で
あ
り
、
中
期
は
読
本
作
者
（
怪
異
小
説
）
で
あ
り
晩
年
は
辛
辣

な
随
筆
を
か
い
た
。

そ
の
変
貌
は
、
生
涯
の
生
活
に
も
あ
ら
わ
れ
て
、
文
芸
家
で
あ
り
、
国
学
者

で
あ
り
、
さ
て
は
医
者
で
あ
り
茶
人
で
あ
り
、
そ
の
活
動
の
分
野
は
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
産
を
破
り
資
を
失
っ
て
は
放
浪
し
妻
を
亡
く
し
眼
を
い
た
め
て
秋
成

自
ら
「
嵯
呼
天
何
と
し
て
、
我
を
生
糸
し
や
」
と
慨
歎
し
、
ま
た
知
人
か
ら
は

「
白
眼
に
し
て
世
と
交
ら
ず
。
惜
む
く
し
」
と
、
社
会
か
ら
離
反
し
て
ゆ
く
秋

成
の
孤
絶
を
惜
し
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
秋
成
が
「
不
遇
薄
命
」
と
か
「
狽
介
蛸
直
」
と
か
思
わ
れ
な
が
ら
も
、

決
し
て
時
代
の
敗
者
で
も
運
命
に
破
れ
た
と
い
う
の
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
。
常
に
不
遇
と
戦
い
、
時
代
に
お
も
ね
ず
、
し
か
も
自
己

秋
成
の
狂
蕩
と
列
子
と
の
関
係

を
い
つ
わ
ら
ず
、
不
屈
な
精
神
を
も
っ
て
、
生
涯
を
生
き
抜
い
た
人
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

で
は
秋
成
の
不
遇
な
生
涯
、
特
異
な
変
貌
を
示
す
一
生
は
何
に
よ
っ
て
も
ち

来
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
不
遇
と
い
え
、
浮
浪
子
と
い
え
、
芸
術

に
お
い
て
も
、
自
己
自
身
の
こ
と
に
お
い
て
も
、
生
涯
を
通
し
て
の
不
屈
な
た

た
か
い
は
如
何
な
る
精
神
態
度
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
小
論
に
お
い
て

こ
の
事
を
考
察
し
て
み
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
ま
ず
、

今
は
文
も
歌
も
玩
（
も
て
あ
そ
）
ぷ
ま
じ
く
成
り
ぬ
。
さ
れ
ど
其
の
後
も

五
と
せ
程
の
あ
だ
言
（
無
駄
こ
と
）
ど
も
、
又
つ
づ
ら
に
こ
ろ
ｊ
、
と
ば

か
り
言
ひ
出
で
た
り
、
い
と
は
づ
か
し
と
て
、
七
十
五
歳
の
今
や
う
や
う

思
ひ
や
み
ぬ
く
し
と
て
筆
す
て
つ
（
自
伝
）
。

と
長
い
生
涯
の
果
に
文
筆
生
活
を
断
念
し
て
、
偽
わ
り
の
な
い
、
秋
成
の
履
歴

や
所
懐
を
書
き
残
し
た
秋
成
の
自
叙
伝
「
自
伝
」
を
見
る
こ
と
は
極
め
て
有
力

な
資
料
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
『
自
伝
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る

こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、

父
も
お
い
つ
き
て
な
く
成
り
給
へ
ぱ
、
我
若
き
も
の
か
ら
わ
た
ら
い
の
心

（
渡
世
の
心
）
お
ぞ
く
し
て
（
鈍
く
し
て
）
、
家
は
火
に
亡
び
宝
は
人
に

奪
は
れ
、
三
十
人
と
い
う
歳
よ
り
泊
然
と
し
て
あ
り
か
定
め
ず
住
泳
わ
づ

堺

光
三

八

一



ら
や
ふ
程
に
、
母
も
な
く
成
り
給
ひ
て
は
、
お
の
が
ま
Ｌ
に
し
あ
り
か
ん

と
て
、
都
に
は
来
た
り
き
。
故
郷
を
去
り
六
親
を
離
れ
産
業
な
き
も
の
は

狂
蕩
の
子
と
云
ふ
、
智
略
に
て
家
を
お
こ
す
も
道
に
あ
ら
ず
と
、
聖
人
は

教
へ
給
へ
り
き
と
ぞ
、
智
略
な
き
世
に
心
い
ら
ん
（
熱
ら
ん
Ｉ
心
を
労
す

る
こ
と
）
よ
り
は
、
狂
蕩
と
呼
ば
れ
て
お
の
（
己
）
が
ま
上
な
ら
ん
と
て
、

か
く
老
い
朽
つ
る
ま
で
は
あ
り
け
り
。
「
自
伝
」

こ
こ
で
は
秋
成
中
年
の
父
母
と
の
死
別
、
火
災
蕩
尽
後
の
漂
泊
生
活
の
後
大

阪
を
離
別
し
て
京
都
に
移
り
秋
成
の
生
涯
の
終
り
を
一
‐
狂
蕩
と
呼
ば
れ
て
お
の

が
ま
上
」
の
生
活
に
浸
た
ろ
う
と
す
る
秋
成
の
真
実
を
吐
開
し
て
い
る
。

こ
こ
に
言
う
「
狂
蕩
」
に
つ
い
て
同
じ
こ
と
が
、
尚
詳
し
く
秋
成
が
六
十
七

な
ら
や
ま

歳
の
頃
に
万
葉
集
の
注
釈
を
書
い
た
『
楢
の
杣
」
の
中
で
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
万
葉
集
の
注
釈
を
試
み
る
に
お
い
て
も
秋
成
個
人
の
心
境
や
所
懐
を
引

き
合
い
に
し
て
述
べ
て
あ
る
の
が
所
々
に
見
え
る
が
、
特
に
巻
五
山
上
憶
良
の

令
反
惑
情
歌
を
評
し
た
文
の
続
き
に
秋
成
自
身
の
放
蕩
を
回
顧
し
、
同
時
に
流

寓
の
間
、
孤
独
貧
窮
の
現
在
を
歎
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

無
為
自
然
な
ど
云
教
へ
に
淫
み
て
情
欲
の
私
も
て
人
倫
を
忘
却
す
る
か
ら

国
法
を
犯
す
に
到
る
者
也
、
己
は
口
才
に
克
云
逃
る
Ｌ
と
恩
ふ
を
、
憶
良

（
山
上
）
一
人
宥
さ
ず
し
て
教
示
忠
誠
也
。
か
上
る
を
こ
そ
朝
に
も
忠
誠

に
親
族
に
も
孝
慈
あ
る
儒
士
と
称
す
べ
け
れ
。
今
此
言
を
説
く
に
つ
き
て

翁
が
放
蕩
を
切
（
せ
ま
）
ら
る
些
事
痛
感
最
甚
し
、
翁
（
我
成
）
本
商
冑

の
出
身
、
不
幸
に
し
て
父
に
早
く
離
れ
、
業
を
継
ぐ
ほ
ど
な
く
類
火
に
係

り
て
家
産
共
に
滅
ぶ
、
母
を
負
ひ
妻
を
従
へ
て
郷
土
に
漂
流
す
る
事
二
十

年
、
終
に
病
魔
に
逐
れ
明
を
失
ひ
て
（
失
明
）
後
に
母
姑
等
逝
去
す
、
時

に
齢
六
旬
に
近
く
、
妻
亦
老
て
落
髪
し
、
一
身
を
蛎
舟
と
な
し
て
都
下

秋
成
の
狂
蕩
と
列
子
と
の
関
係

、

と
こ
ろ
で
近
世
文
学
並
び
に
近
世
の
学
問
や
思
想
は
何
ら
か
の
形
で
渦
去
の

Ｕ

三
九

（
京
都
）
に
来
れ
ど
も
、
産
業
無
く
蕊
中
尽
て
尼
は
頓
に
死
す
、
亦
此
患

に
値
（
あ
い
）
て
両
明
漸
に
盲
と
な
る
、
偶
然
名
医
に
逢
て
左
明
開
く
と

い
へ
ど
も
、
尚
竪
雲
常
に
か
坐
り
て
、
読
書
の
写
字
の
業
の
志
を
遂
ざ
る

に
到
る
。
然
ど
も
命
録
尚
尽
ざ
る
に
や
、
傍
人
扶
け
て
飢
雄
に
到
ら
し
め

ず
、
嵯
呼
々
を
、
一
人
責
問
、
汝
何
ぞ
産
業
を
脩
め
ざ
る
、
答
、
古
人
云
、

郷
士
を
去
り
六
親
を
離
れ
業
を
術
め
ざ
る
是
を
狂
蕩
と
云
、
又
才
能
に
誇

り
名
を
世
に
街
売
し
て
己
を
顧
見
ぬ
を
人
は
智
謀
の
士
と
い
ふ
。
此
二
つ

の
者
は
道
に
か
な
は
ぬ
い
た
ず
ら
者
と
云
り
、
さ
ら
ば
不
学
不
才
を
以
て

い

ヤ
マ

心
を
懲
り
な
よ
り
翁
は
狂
蕩
と
云
れ
て
息
ん
Ｉ

右
の
文
中
特
に
「
郷
土
を
去
り
六
親
を
離
れ
業
を
傭
め
ざ
る
を
是
を
狂
蕩
と

云
、
叉
才
能
に
誇
り
名
を
世
に
街
売
し
て
己
を
顧
見
ぬ
人
を
智
謀
の
士
と
い
ふ
。

此
二
つ
の
者
は
道
に
か
な
は
ぬ
い
た
ず
ら
者
と
云
り
」
と
い
う
一
節
は
前
掲
の

「
自
伝
』
、
『
楢
の
杣
」
の
外
、
秋
成
六
十
九
歳
ま
で
に
な
っ
た
「
藤
篝
冊
子
」

に
も
、
ま
た
秋
成
七
十
五
歳
に
刊
行
さ
れ
た
「
文
反
古
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
狂
蕩
」
の
一
節
は
秋
成
の
著
書
の
随
所
で
発
見
出
来
る
の
で

あ
っ
て
、
「
狂
蕩
」
と
い
う
生
き
方
は
秋
成
の
一
生
、
否
秋
成
の
本
質
藷
貫
ぬ

く
生
活
態
度
が
あ
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。

で
は
「
狂
蕩
」
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
局
生
活
態
度
で
あ
り
、
如
何
な
る
意

味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
事
を
解
明
す
る
に
も
、
そ
の
原
拠
を
さ
ぐ

る
こ
と
は
極
め
て
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
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日
本
お
よ
び
中
国
の
古
典
籍
か
ら
学
び
、
あ
る
い
は
材
を
借
る
こ
と
を
常
と
し

て
い
る
。
と
く
に
「
読
本
」
と
い
う
近
世
の
文
芸
に
つ
い
て
故
後
藤
丹
治
博
士

は
次
の
よ
う
な
重
要
な
説
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

読
本
の
研
究
の
主
要
な
一
面
と
し
て
、
そ
れ
と
前
代
ま
た
は
同
時
代
の
作

品
と
の
比
較
考
察
と
い
ふ
こ
と
が
取
上
げ
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
蓋
し

模
擬
と
脱
化
と
は
、
こ
の
種
の
小
説
の
常
套
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
如

何
や
う
に
先
行
作
品
を
受
容
し
た
か
と
い
ふ
、
そ
の
摂
取
振
り
、
翻
案
振

り
を
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
作
家
の
手
腕
と
か
、
素
養
と
か
、
創

作
態
度
と
か
を
窺
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
さ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
特
色
と
か
、
乃
至
作
品
と
時
代
と
の
関
聯
と
か

い
ふ
や
う
な
広
汎
な
問
題
を
も
併
せ
て
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
こ
の
比
較
研
究
に
よ
っ
て
、
始
め
て
該
作
品
の
本
然
の
姿

に
於
て
確
認
し
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の
基
礎
作
業
を
経
過
す
る
の
で
な
く

て
は
、
該
作
砧
に
対
す
る
正
し
い
評
価
は
下
し
難
い
と
思
ふ
の
で
あ
る

（
雨
月
物
語
出
典
を
さ
ぐ
る
、
国
文
学
、
解
釈
と
鑑
賞
、
第
二
百
六
十
五

口
万
）

こ
こ
で
は
、
読
本
の
文
芸
的
性
格
と
の
関
聯
に
お
い
て
博
士
の
国
文
学
え
の

見
識
の
一
端
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
ひ
と
り
読
本
と

い
う
近
世
文
学
の
み
に
限
り
る
こ
と
な
く
、
な
お
ひ
ろ
く
近
世
の
思
想
や
学
問

に
ま
で
お
し
ひ
ろ
げ
て
も
共
に
「
根
強
い
伝
統
と
基
礎
」
（
同
文
）
と
が
あ
る

限
り
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
今
た
だ
ち
に
中
国
の
古
典
を
比
較
す
る
前
に
、
予
備
的
考
察
と
し

縄
て
秋
成
の
思
想
学
問
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

秋
成
の
広
大
な
分
野
の
中
で
特
色
づ
け
る
思
想
学
問
は
何
よ
り
も
国
学
を
お

四
○

Ｆ

い
て
外
に
な
い
。

し
か
る
に
国
学
思
想
は
儒
道
思
想
よ
り
は
道
家
の
思
想
に
な
じ
み
が
深
い
こ

と
は
論
を
要
し
な
い
。
そ
れ
は
儒
学
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
国
学
が
誕
生
し

て
来
た
か
ら
で
あ
る
。

事
実
、
国
学
の
創
始
者
の
一
人
賀
茂
直
淵
「
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
段
七

十
三
歳
」
は
彼
の
著
書
『
国
意
考
」
の
巻
頭
に
お
い
て
儒
家
な
ら
ぬ
道
家
で
あ

る
孝
子
の
説
を
引
用
し
て

孝
子
と
い
ふ
人
の
天
地
の
ま
に
７
Ｊ
、
い
は
れ
し
事
こ
そ
、
天
か
下
の
道
に

は
か
な
い
符
り
け
れ
、
そ
を
み
る
に
か
し
こ
（
中
国
）
も
た
だ
い
に
し
へ

（
古
）
は
な
ほ
（
直
）
か
り
け
り
、
こ
こ
（
日
本
）
も
た
た
な
ほ
か
る
事

は
右
に
い
ふ
歌
の
こ
と
し

と
述
べ
て
、
自
然
の
ま
ま
の
生
命
を
尊
重
し
、
直
き
心
の
生
き
方
を
説
き
、
人

間
性
を
儒
教
の
朱
子
学
的
「
理
」
・
で
処
理
で
き
な
い
も
の
と
し
て
排
し
、
そ
れ

に
か
わ
っ
て
、
自
然
性
に
も
と
づ
く
人
間
観
を
示
し
て
、
極
度
に
傭
教
的
道
徳

を
払
い
の
け
、
自
然
尊
重
の
孝
子
の
説
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
上
田
秋
成
は
こ
こ
に
い
う
真
淵
国
学
の
門
下
、
そ
の
四
天
王
の
一
人
加

藤
宇
万
伎
「
安
永
六
年
五
（
一
七
七
七
）
十
七
段
す
」
に
師
事
し
て
真
淵
の
思

想
に
接
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
も
ま
た
道
家
の
思
想
と
は
決
し
て
無
縁
で
あ

り
得
な
い
。

事
実
、
秋
成
の
著
書
を
見
る
と
『
史
論
』
に
は
「
老
子
云
、
学
を
絶
て
ば
憂

い
な
し
、
其
の
旨
お
ほ
ら
か
に
憩
な
ひ
て
あ
ら
む
」
と
老
子
の
説
に
理
解
の
態

度
を
示
し
、
ま
た
『
楢
の
杣
』
で
は
「
無
為
自
然
］
と
い
う
老
子
の
こ
と
ば
や
、

そ
の
他
の
道
家
「
荘
子
』
、
『
列
子
」
の
説
を
秋
成
の
著
書
の
中
に
発
見
す
る
の

で
道
家
の
思
想
が
秋
成
に
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
り
わ
け



『
列
子
」
に
つ
い
て
は
「
胆
大
小
心
録
」
に
「
楊
朱
云
。
百
年
は
寿
之
太
高
な

り
云
々
」
と
い
っ
て
「
列
子
』
の
一
文
を
載
せ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
、
列
子

の
思
想
に
ふ
か
く
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
秋
成
の
先
掲
の
「
自
伝
』
お
よ
び
「
楢
の
杣
』
の
一
節
を
意
識
し
て

『
列
子
』
を
み
る
と
、
左
の
如
き
文
章
に
出
合
う
の
で
あ
る
。

有
人
去
郷
土
、
離
六
親
、
廃
家
業
、
遊
於
四
方
而
不
帰
者
何
人
哉
、
世
必

．
謂
之
、
為
狂
蕩
之
人
芙
、

オ
モ
ン
ジ

又
有
人
錘
贋
世
、
蒋
巧
能
、
脩
名
誉
、
誇
張
於
世
而
不
知
巳
者
、
亦
何

人
哉
、
世
必
以
為
知
謀
之
士
、

ミ
ナ

此
二
者
菅
失
者
也
、

而
世
与
一
不
与
一
、
唯
聖
人
知
所
与
、

『
列
子
』

こ
の
列
子
説
は
狂
蕩
の
人
も
、
智
謀
の
士
も
二
者
共
に
失
す
る
人
で
あ
る
。

と
い
っ
て
『
楢
の
杣
」
等
の
秋
成
の
文
章
と
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
の
べ
て
い
る

さ
ら
に
『
列
子
」
と
「
楢
の
杣
」
の
両
者
の
文
字
詞
句
を
比
較
検
討
し
て
拳

る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
故
郷
を
去
り
六
親
を
離
れ
産
業
な
き
も
の
は
狂
蕩
の
子
と
云
」
（
楢
の
杣
）

と
「
去
一
一
郷
土
《
雛
二
六
籾
《
廃
二
家
業
《
為
二
狂
蕩
之
人
一
」
（
列
子
）

「
才
能
に
誇
り
名
を
世
に
街
賀
し
て
己
を
願
見
ぬ
人
を
智
謀
の
土
と
い
ふ
」

（
楢
の
仙
）
と
「
診
一
巧
能
、
術
一
名
挙
『
誇
一
張
於
世
《
不
し
知
し
己
ｌ
為
一
一
智

謀
之
士
一
」
（
列
子
）

「
此
二
つ
の
者
は
道
に
か
な
は
ぬ
い
た
ず
ら
者
と
云
」
（
楢
の
杣
）
と
「
此

二
者
脊
失
者
也
」
（
列
子
）
（
傍
点
筆
者
）

そ
と
の
比
較
の
よ
う
に
両
文
の
語
旋
は
完
く
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ

秋
成
の
狂
蕩
と
列
子
と
の
関
係

で
は
一
体
「
狂
」
「
蕩
」
と
は
根
源
的
に
は
如
何
な
る
意
味
内
容
を
も
っ
て

い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ひ
る
が
え
っ
て
『
論
語
」
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と

子
日
、
古
者
民
有
三
疾
。
今
也
或
是
之
亡
也
。
古
之
狂
也
蕩
。
古
之
誇
也

廉
。
今
之
誇
也
念
戻
。
古
之
愚
也
直
。
今
之
万
也
詐
而
已
美
。
（
傍
点
筆

者
）

こ
の
「
狂
也
蕩
」
と
は
古
人
の
「
狂
」
は
ほ
し
い
ま
上
で
志
願
の
は
な
は
だ
高

い
者
が
あ
っ
た
が
、
今
の
「
狂
」
は
放
縦
で
あ
る
」
（
宇
野
哲
人
薪
、
諭
語
新

釈
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
狂
」
や
「
蕩
」
に
つ
い
て
尚
考
え
て
み
る
と
「
狂
」
と
は
常
規

を
は
ず
れ
た
奇
抜
な
振
舞
い
や
心
が
一
事
に
専
念
し
て
進
む
こ
と
を
言
う
の
で

あ
り
、
「
蕩
」
と
は
我
ま
上
な
、
自
己
に
自
由
自
在
な
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
当
の
秋
成
自
身
は
一
体
如
何
な
る
所
懐
を
も
っ
て
、
自
ら
を
「
狂

蕩
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
る
が
え
っ
て
秋
成
自
体
の
「
狂
蕩
」
の
考

察
に
つ
い
て
論
を
進
め
よ
う
。
↑

先
に
「
知
略
に
て
家
を
お
こ
す
も
道
に
あ
ら
ず
と
、
聖
人
は
教
へ
給
へ
り
き

と
ぞ
、
智
略
な
き
性
に
心
を
い
ら
ん
よ
り
は
、
狂
蕩
と
呼
ば
れ
、
お
の
が
ま
坐

な
ら
ん
と
て
、
か
く
老
い
朽
一
つ
る
ま
で
は
あ
り
け
り
」
と
「
自
伝
」
に
聖
人
の

道
で
な
い
智
略
に
よ
っ
て
家
を
お
こ
す
よ
り
は
狂
蕩
と
呼
ば
れ
て
、
お
の
が
ま

Ｌ
に
生
き
る
の
が
本
願
だ
と
秋
成
の
生
き
方
を
自
懐
し
て
い
る
。

四
一

れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
秋
成
は
狂
湯
の
語
句
を
『
列
子
」
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
一
一

、



ゆ
え
に
秋
成
の
い
う
「
狂
蕩
」
と
は
「
己
が
ま
と
と
い
う
自
己
の
ま
ま
に

自
由
自
在
に
生
き
る
こ
と
、
自
己
の
心
に
偽
り
な
く
純
粋
で
あ
る
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
い
え
ば
そ
の
中
に
は
俗
悪
に
さ
か
ら
い
、
虚
偽
を
き
ら
い
、
私
智
策
略

に
反
抗
す
る
強
い
反
逆
精
神
と
批
判
精
神
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
狂
蕩
精
神
に
生
き
る
か
ぎ
り
社
会
の
通
念
や
倫
理
を
特
に
生

活
の
尺
度
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
社
会
の
習
俗
に
逆
ら
っ
て
、
自
己

の
真
実
の
ま
ま
に
一
途
に
歩
む
態
度
が
あ
っ
た
。
そ
の
自
覚
は
、
世
間
を
横
行

か
に

す
る
蟹
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
て
「
無
腸
」
と
号
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
結
局
、
自
分
に
忠
実
に
生
き
る
人
間
ら
し
い
真
実
な
生
き
方
を
本
質

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
秋
成
の
自
分
を
い
つ
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
純
粋

か
つ
正
直
な
性
格
の
な
さ
し
め
る
結
果
で
あ
っ
た
。

こ
の
精
神
に
よ
っ
て
、
自
然
逆
境
に
あ
っ
て
も
自
己
自
身
を
失
わ
な
か
っ
た

し
、
ま
た
そ
れ
故
に
こ
そ
逆
境
に
追
い
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
こ
そ
秋
成
が
不
遇
な
生
涯
、
幾
変
遷
を
た
ど
る
多
彩
な
生
涯
を
辿
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
一
原
因
が
あ
る
と
共
に
、
こ
れ
が
ま
た
不
屈
な
精
神
を
培

か
い
、
一
生
不
屈
に
貫
ぬ
き
と
お
し
た
一
素
因
で
あ
る
と
思
う
。

け
だ
し
秋
成
の
生
涯
は
狂
蕩
精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
ま
た
秋
成
の
文
学
、

思
想
、
生
活
の
す
べ
て
は
狂
蕩
精
神
の
表
現
化
具
体
化
で
あ
っ
た
と
承
て
も
決

し
て
過
言
で
は
な
い
。

昭
和
三
十
四
年
六
月
稿

昭
和
三
十
八
年
七
月
十
五
日
楠

互

二

四

二二


