
一
本
稿
は
心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
方
法
と
は
和
歌
連
歌
創
作
に
あ
た
っ
て
の

具
体
的
な
制
作
方
法
で
あ
る
。
そ
の
意
義
と
い
う
の
は
心
敬
そ
の
人

の
内
部
的
発
展
段
階
、
或
は
和
歌
連
歌
史
の
そ
れ
の
な
か
に
位
置
づ

け
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

さ
て
心
敬
の
方
法
を
見
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
論
を
考
察
対
象
に
す

る
の
が
最
も
便
利
で
あ
る
よ
う
だ
。
つ
ぎ
に
そ
の
跡
づ
け
と
し
て
作

品
に
及
び
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
作
品
そ
れ
自
体
を
方
法
に
還
元
す

る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
心
敬
の
論

を
見
る
に
具
体
的
方
法
に
説
き
及
ん
だ
も
の
は
甚
だ
少
な
い
。
む
し

ろ
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
一
例
が
、
彼
の
主
著
「
さ
さ
め

ご
と
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
通
覧
す
る
に
、
「
さ
さ
め
ご
と
」
上
下

二
巻
は
す
べ
て
心
敬
の
文
芸
に
対
す
る
態
度
を
説
い
た
も
の
と
見
て

よ
い
。
勿
論
そ
こ
に
は
彼
自
身
の
見
方
に
よ
る
和
歌
連
歌
の
史
的
把

心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義

心
敬
の
方
法
ざ
そ
の
意
義

、

握
、
名
歌
、
名
句
の
解
説
、
付
合
い
に
つ
い
て
の
意
見
が
あ
り
、
さ

て
は
疎
句
親
句
、
篇
序
題
曲
流
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
の
意
見
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
更
に
幽
玄
、
え
ん
等
美
的
理
念
を
説
く
等
々
で
あ

る
が
、
仔
細
に
こ
れ
を
見
れ
ば
、
す
べ
て
は
心
地
修
行
に
か
か
わ
っ

て
い
る
。
心
敬
に
お
い
て
は
作
品
を
論
ず
る
こ
と
は
作
品
以
前
の
人

を
論
ず
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
示
的
に
い
え
ば
、
幽
玄
、
え
ん
は
美

的
理
念
で
あ
る
よ
り
も
、
心
の
い
た
り
た
る
人
の
奥
深
く
か
ら
出
て

く
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
他
の
諸
論
に
も
す
べ
て
そ
う
い
う
傾
向

が
つ
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
所
衣
返
答
」
は
具
体
的
作
家
、
作

品
に
つ
い
て
の
意
見
で
あ
る
だ
け
に
彼
の
方
法
を
抽
出
し
得
る
と
》
」

ろ
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
に
心
敬
の
方
法
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
の
文
芸
態
度

を
ど
こ
ま
で
考
察
の
な
か
に
入
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
先
ず
問
題
と

な
る
。
心
敬
に
あ
っ
て
は
文
芸
態
度
即
方
法
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら

岡
本
彦
一
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で
あ
る
。
心
敬
論
に
お
い
て
は
む
し
ろ
そ
う
い
う
扱
い
が
彼
に
即
し

た
も
の
で
あ
り
、
本
当
で
は
な
い
か
と
さ
え
僕
は
思
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
僕
の
心
敬
研
究
の
一
環
と
し
て
彼
の
文
芸
態
度
は
そ
れ
と
し

て
別
に
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
文

芸
態
度
と
ば
は
っ
き
り
一
線
を
劃
し
た
具
体
的
方
法
を
抽
出
し
て
み

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
り
に
態
度
即
方
法
で
あ
る
と
し

て
も
、
言
語
を
媒
体
と
す
る
創
作
活
動
に
お
い
で
、
言
語
的
具
体
化

に
方
法
が
な
い
は
ず
は
な
い
。
心
敬
が
か
り
に
、
「
心
と
ら
け
あ
は
れ

①

ふ
か
く
ま
こ
と
の
む
ね
の
そ
こ
よ
り
い
で
た
る
」
も
の
で
あ
る
と
し

て
い
る
と
し
て
も
、
い
な
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
な
お
、
心
象
の
言
語

的
具
体
化
の
過
程
を
は
っ
き
り
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
。

幸
い
に
心
敬
の
論
に
は
方
法
を
示
唆
す
る
文
章
が
見
出
せ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
追
求
し
て
、
心
敬
の
方
法
を
構
成
し
て
み
た
い

と
思
う
の
で
あ
る
。

第
二
の
問
題
は
美
意
識
と
方
法
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
も
わ
か

ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
意
識
即
態
度
、
態
度
即

方
法
と
い
う
か
た
ち
で
方
法
と
む
す
び
つ
い
て
く
る
。
従
っ
て
こ
こ

に
も
さ
き
の
場
合
と
同
じ
く
美
意
識
を
一
応
き
り
は
な
し
て
、
方
法

を
追
求
し
た
い
。
勿
論
、
方
法
の
意
義
は
、
こ
う
し
た
態
度
、
美
意

識
と
交
る
と
こ
ろ
で
つ
か
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
が
。

順
序
と
し
て
心
敬
の
文
芸
的
態
度
、
及
び
美
意
識
に
つ
い
て
概
観

L

し
て
方
法
に
入
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

②

い
て
は
断
章
的
に
す
で
に
発
表
し
て
い
る
）
‐
一
と
で
も
あ
る
し
、
｝
」
と

に
美
意
識
に
つ
い
て
は
本
稿
に
ひ
き
つ
づ
い
て
論
文
が
予
定
さ
れ
て

も
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
切
省
略
に
従
い
、
必
要
あ
ら
ぱ
、
そ
の

場
そ
の
場
で
適
宜
ふ
れ
て
行
く
と
い
う
や
り
方
で
論
を
す
す
め
た
い

と
思
う
。

は
じ
め
に
論
の
大
綱
を
示
し
て
お
く
。
第
一
に
は
最
も
ま
と
ま
っ

た
も
の
と
し
て
付
合
の
方
法
、
心
付
即
疎
初
と
い
う
考
え
が
、
和
歌

連
歌
同
一
論
を
め
ぐ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
篇
序
題
曲
流

が
同
じ
く
付
合
の
方
法
と
し
て
で
て
く
る
。
こ
の
両
者
は
心
敬
が
あ

き
ら
か
に
手
法
と
し
て
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
面
影
を

重
ん
ず
る
発
想
が
余
情
美
な
ど
と
と
も
に
回
顧
的
美
意
識
の
線
上
に

あ
ら
わ
れ
る
。
第
四
に
表
現
に
お
け
る
写
実
性
の
問
題
、
第
五
に
対

象
把
握
の
仕
方
に
お
け
る
写
実
性
の
問
題
が
で
て
く
る
。
こ
の
両
者

は
本
来
の
心
敬
的
な
も
の
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
の
も
の
で

あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
心
敬
に
と
っ
て
大
事
な
方
法
で
も
あ
り
、
主

た
最
も
連
歌
的
（
本
質
的
に
）
で
も
あ
る
と
い
う
、
全
く
誠
実
な
る

追
求
の
お
そ
る
べ
き
成
果
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
「
さ
さ
め
ど
と
」
亨
巨
Ｐ
以
下
「
さ
さ
め
ど
と
‐
｜
の
引
用
は
す
べ
て
、

木
藤
才
蔵
箸
「
校
註
さ
入
め
ど
と
」
に
よ
る
。

②
「
ポ
ｈ
ナ
ム
」
昭
和
三
十
年
一
年
号
’
十
月
号
。
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二
心
付
と
疎
句
。
心
敬
は
心
付
を
重
ん
じ
て
い
る
。
「
心
付
な
ら

①

ぬ
句
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
い
う
。
直
ち
に
そ
れ
に
語
を
つ
い
で
、

一
‐
歌
に
親
句
、
疎
句
な
ど
い
へ
る
、
い
づ
れ
も
心
付
の
上
な
る
嗽
。
」

と
い
っ
て
い
る
の
は
重
大
で
あ
る
。
親
句
だ
、
疎
何
だ
と
い
っ
て
い

る
の
も
す
べ
て
根
底
は
心
付
に
あ
る
。
心
付
あ
っ
て
は
じ
め
て
親
句

も
疎
何
も
な
り
た
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
親
句
が
心
付
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
疎
何
の
心
付
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の

の
か
。
こ
れ
に
入
る
ま
で
に
少
し
心
敬
の
親
句
、
疎
句
の
説
を
見
て

お
き
た
い
。
「
歌
に
は
一
首
の
う
ち
上
下
の
親
句
疎
句
の
こ
と
專
侍

り
。
序
枕
こ
と
葉
を
な
が
／
～
し
く
お
き
、
下
の
句
に
こ
と
わ
り
を

い
ひ
あ
ら
は
し
侍
る
歌
は
、
上
の
句
は
疎
句
、
下
の
句
は
親
句
也
。

叉
各
一
首
づ
Ａ
の
上
に
親
疎
の
歌
侍
る
と
也
・
上
下
の
く
さ
り
し
た

し
く
心
え
や
す
く
い
ひ
は
て
た
る
は
親
句
の
歌
也
。
又
上
の
句
と
下

の
句
と
心
だ
に
通
じ
侍
れ
ば
、
あ
ら
ぬ
さ
ま
の
事
を
も
ほ
し
き
ま
型

②

に
継
ぎ
た
る
は
疎
何
の
歌
な
る
べ
し
と
也
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
心

敬
は
．
首
の
う
ち
」
と
「
各
一
首
づ
上
の
上
」
と
二
つ
の
場
合
を

考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
三
五
記
」
の
所
説
が
前
者
に
、
「
愚
秘
抄
」

の
所
説
が
後
者
に
大
体
相
当
す
る
の
だ
が
、
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い

①

て
は
か
つ
て
説
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な

い
。
ま
た
心
敬
い
わ
く
、
「
大
か
た
疎
句
と
て
、
上
下
あ
ら
ぬ
さ
ま

④

に
継
ぎ
た
る
歌
に
秀
逸
は
お
ほ
く
侍
る
と
也
Ｃ
ｌ
｜
と
あ
る
と
こ
ろ
を

心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義

、

9

み
て
も
、
そ
の
他
実
作
に
あ
た
っ
て
考
え
て
み
て
も
、
心
敬
が
疎
句

と
い
っ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
、
こ
の
「
上
下
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
継
た

る
」
も
の
で
あ
る
。
さ
て
「
心
だ
に
通
じ
侍
れ
ば
」
と
い
っ
て
い
る
、

そ
の
こ
と
が
心
付
と
重
大
関
係
が
あ
る
。
も
と
も
と
心
が
通
じ
な
け

れ
ば
仕
方
が
な
い
よ
う
な
も
の
の
当
時
の
連
歌
に
お
い
て
は
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
所
謂
「
寄
合
」
に
よ
っ
て
つ
け
る
方
法
で
あ

る
。
心
敬
は
こ
う
い
う
方
法
を
排
し
た
。
「
誠
に
心
深
く
よ
り
侍
る

⑤

句
は
、
縁
語
を
離
れ
て
偏
に
よ
せ
侍
る
べ
く
哉
ｏ
」
と
も
、
「
大
か
た

橘
郭
公
鹿
鴉
鐘
濤
衣
老
花
桜
等
の
類
、
付
合
と
や
ら
ん
な

⑥

ど
に
て
は
、
美
し
く
寄
る
べ
か
ら
ず
哉
・
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
心

敬
の
重
ん
じ
て
い
た
の
は
「
縁
語
を
離
れ
て
偏
に
よ
せ
‐
｜
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
く
さ
り
ざ
ま
は
和
歌
を
手
本
に
せ
よ
と
い
っ

て
、
新
古
今
の
歌
を
な
ら
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
さ
さ
め
ご
と
」

に
も
、
「
所
友
返
答
」
に
も
、
「
老
の
く
り
ご
と
」
に
も
く
り
か
え
し

、
く
り
か
え
し
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
「
心

付
」
と
「
疎
句
」
の
一
体
化
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
。

そ
れ
に
入
る
ま
で
に
更
に
触
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
一
つ
あ
る
。

⑦

そ
れ
は
「
つ
く
る
よ
り
は
捨
つ
る
は
大
事
な
り
と
い
へ
り
。
」
で
あ
る
。

「
結
ぶ
ふ
み
に
ば
う
は
が
き
も
な
し

石
代
の
ま
つ
と
ば
か
り
ほ
お
と
づ
れ
て
順
覚

う
は
が
き
つ
か
ず
と
申
し
侍
る
べ
し

二
一
一
」

〃



さ
ほ
姫
の
か
つ
ら
ぎ
山
も
春
か
け
て

か
す
め
ど
い
ま
だ
嶺
の
白
雪
家
隆
卿

③

さ
ほ
姫
か
つ
ら
ぎ
な
し
と
申
す
雪
へ
し
」

と
い
う
工
合
に
い
く
つ
か
の
付
合
を
あ
げ
て
古
人
は
心
を
ふ
か
く
つ

け
、
前
句
の
取
捨
が
う
ま
い
が
、
近
頃
は
た
だ
こ
と
ば
だ
け
を
と
り

わ
け
て
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
古
人
の
付
合
を
近
頃
の
人
が
批
評
す

れ
ば
こ
う
も
な
ろ
う
か
と
い
っ
て
、
つ
か
な
い
と
批
難
す
る
で
あ
ろ

う
点
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
実
は
う
ま
く
捨
て
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。
当
時
は
前
何
の
語
一
つ
一
つ
に
べ
っ
た
り
と
つ
け

る
こ
と
が
流
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
展
開
が
な
い
。

そ
こ
で
心
敬
は
捨
て
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
捨

て
る
と
い
う
い
き
方
を
更
に
お
し
つ
め
る
と
疎
句
を
重
ん
ず
る
と
こ

ろ
ま
で
ゆ
き
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
更
に
象
徴
と
い
う
段
階
へ
ま
で
入
る
み
ち
に
通
じ
る
わ
け
で
あ

っ
た
。も

と
も
と
「
心
付
」
と
「
疎
何
」
と
は
、
そ
れ
自
体
の
領
域
を
中

心
に
考
え
れ
ば
両
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
心
付
」
は
意
味
の
上

で
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
「
疎
句
」
は
「
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
継
ぎ
た

る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
疎
何
が
全
く
離
れ
て
し
ま

っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
和
歌
の
場
合
一
首
は
成
立
せ
ず
、
連
歌
の
場

合
前
句
と
の
連
絡
は
た
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
疎
何
が
本
当
に
疎
句

で
あ
る
た
め
に
は
「
あ
ら
ぬ
さ
ま
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
一
見
連
絡

が
な
い
か
の
よ
う
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
そ
こ
に
当
然
「
心
だ
に

通
じ
」
る
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
疎
句
は
心
付
の
止
揚
さ
れ

た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
蕉
風
俳
詰
の
「
匂
」
と
い
い
、
「
響
」

と
い
い
、
「
悌
」
と
い
う
の
も
す
べ
て
こ
の
「
心
付
」
と
「
疎
句
」

と
の
関
係
の
上
に
な
り
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

心
敬
は
和
歌
連
歌
同
一
論
を
称
え
て
い
る
。
「
も
と
よ
り
問
答
躰

の
歌
を
く
さ
り
て
百
韻
五
十
韻
と
な
し
侍
る
も
の
な
れ
ば
、
露
ば
か

⑨

り
も
へ
だ
て
な
き
道
な
る
べ
し
。
」
と
和
歌
と
連
歌
と
に
へ
だ
て
の

な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
「
さ
さ
め
ご
と
」
は
ど
こ
を
見
て
も
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
和
歌
連
歌
同
一
観
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
む
し

ろ
和
歌
連
歌
同
一
観
の
上
に
た
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
心
敬
の
他
の
学
書
に
お
い
て
も
同
様
の
趣
が
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
敬
が
和
歌
と
連
歌
と
を
全
く
同
じ
も
の
と

思
っ
て
い
た
筈
は
な
い
。
で
な
け
れ
ば
連
歌
を
論
ず
る
に
歌
を
ま
な

べ
と
い
い
、
歌
の
お
も
か
げ
を
含
ん
で
い
る
か
ら
よ
い
句
で
あ
る
と

か
い
う
筈
は
な
い
。
歌
と
連
歌
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。
そ
の
ち
が

う
連
歌
を
歌
の
境
地
に
ま
で
ひ
き
あ
げ
た
い
と
い
う
の
が
心
敬
の
念

願
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
形
態
の
相
違
、
発
句
の
存
在
、
前
句
に
付
句

を
つ
け
る
こ
と
、
五
十
韻
、
百
韻
と
つ
ら
ね
る
こ
と
、
一
座
あ
い
よ

っ
て
吟
ず
る
こ
と
、
相
違
点
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
歴
然
と
し
て
い

る
が
故
に
同
一
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
同

一
「
性
」
で
あ
る
。
芸
術
と
し
て
同
様
に
考
え
得
べ
き
点
が
非
常
に

多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
え
ば
、
心
敬
は
連
歌
を
和
歌
に
徹
底

一
二
八



的
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
和
歌
と
い
う
の

は
新
古
今
で
あ
っ
た
。
「
歌
も
連
歌
も
彼
後
鳥
羽
院
御
世
の
作
者
の

心
、
言
葉
、
面
影
を
は
な
れ
て
は
、
数
寄
て
も
稽
古
も
い
た
づ
ら
事
、

⑩

詮
な
く
哉
。
」
と
い
う
工
合
で
あ
る
。

新
古
今
の
特
質
を
こ
こ
で
論
じ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
か
り
に

そ
れ
を
鮮
明
な
視
覚
形
象
、
と
繊
細
な
旋
律
形
象
、
と
そ
し
て
繧
紗

た
る
気
分
象
徴
と
い
う
三
つ
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
第
一
の
鮮
明
な

視
覚
形
象
は
心
敬
的
連
歌
に
あ
っ
て
は
「
景
曲
」
と
し
て
出
て
く
る
。

連
歌
を
、
そ
れ
が
か
り
に
和
歌
的
境
地
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、
追

求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
連
歌
と
和
歌
と
は
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
明

確
に
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
明
確
に
さ
せ
ら
れ
た
連
歌

の
本
質
の
一
つ
は
、
も
と
も
と
短
小
な
和
歌
形
態
の
更
に
半
分
の
短

小
性
と
短
小
な
る
が
故
に
表
現
に
あ
た
っ
て
の
即
物
性
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
素
材
を
な
ま
の
ま
ま
ほ
う
り
出
す
か
の
観
の
あ
る
や
り
方
で

あ
る
。
芭
蕉
が
主
張
も
し
、
否
定
も
し
た
と
り
合
せ
で
あ
り
、
蕪
村

の
鮮
明
な
る
印
象
で
あ
り
、
子
規
の
部
分
的
写
生
の
配
合
で
あ
る
。

そ
れ
は
五
七
五
、
あ
る
い
は
七
七
の
何
が
と
に
も
か
く
に
も
独
立
性

を
も
ち
、
詩
を
も
つ
と
い
う
と
き
の
必
然
的
な
運
命
と
見
て
よ
い
。

橋
か
す
む
河
へ
に
あ
を
き
柳
か
な
心
敬

景
曲
の
躰
で
あ
る
。

第
二
の
繊
細
な
旋
律
形
象
と
第
三
の
繧
紗
た
る
気
分
象
徴
と
は
こ

の
短
小
詩
形
で
打
ち
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
芭
蕉
に
お
い
て
は

心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義

｜’

第
二
の
も
の
が
第
三
の
な
か
に
押
し
こ
ま
れ
、
そ
れ
を
更
に
第
一
の

も
の
に
も
ち
こ
む
と
で
も
う
や
り
方
に
よ
っ
て
「
何
の
木
の
花
と
は

知
ら
ず
匂
ひ
か
な
」
或
は
「
か
ら
鮭
も
空
也
の
痩
も
寒
の
内
」
と
い

う
絶
妙
な
表
現
を
と
る
に
至
っ
た
。
｝
一
れ
ら
の
句
は
夷
雑
物
を
排
除

に
排
除
し
、
単
純
化
に
単
純
化
を
重
ね
た
、
い
わ
ば
枯
れ
き
っ
た
な

か
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
心
敬
に
あ
っ
て
は
「
日
の
御
影

花
に
に
ほ
へ
る
あ
し
た
哉
」
或
は
「
山
ふ
か
し
心
に
お
つ
る
秋
の
水
」

と
で
も
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
発
句
に
お
い
て
は
一
応
こ
う
し

た
か
た
ち
を
考
え
て
見
た
が
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
新

古
今
第
二
、
第
三
の
特
質
は
付
句
に
お
い
て
達
成
し
よ
う
と
試
み
ら

れ
る
。
心
敬
が
付
句
に
お
い
て
特
に
や
か
ま
し
く
新
古
今
の
歌
の
継

ぎ
ま
を
学
べ
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
即
ち
新
古
今
の
疎
何
体
の
歌
を

連
歌
の
付
句
に
応
用
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
心
敬
が
主
張
し
た

和
歌
連
歌
同
一
論
と
い
う
の
は
、
心
付
即
疎
句
と
い
う
考
え
方
と
方

法
と
し
て
こ
う
い
う
点
で
め
ぐ
り
合
い
、
意
義
を
も
つ
の
で
あ
っ
た
。

と
も
し
火
ほ
そ
く
残
る
秋
の
夜

露
青
き
草
葉
は
か
く
に
枯
や
ら
で
心
敬

我
心
た
れ
に
か
た
ら
ん
秋
の
空

荻
に
夕
風
雲
に
か
り
が
ね
心
敬

絶
妙
な
付
合
で
あ
る
。

。
最
後
に
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
心
敬
は
親
句
疎
句
を
超
え

る
も
の
を
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
親
句
疎
句
の
見
所
を
は
な

三
九

、



三
篇
序
題
曲
流
。
「
篇
序
題
曲
流
の
五
つ
は
歌
の
五
所
の
作
り
ざ

れ
侍
る
べ
し
と
な
り
。
ひ
と
つ
す
が
た
に
お
ち
侍
ら
ぱ
道
の
外
な
る

⑪

く
し
。
」
、
「
一
初
心
の
時
は
浅
き
よ
り
ふ
か
き
に
入
り
、
至
り
て
後
は

⑫

深
き
よ
り
浅
き
に
出
づ
る
、
是
諸
道
の
用
心
最
用
と
い
へ
り
ｏ
」
、
「
従

⑬

因
至
果
従
果
向
因
。
駐
「
ま
こ
と
の
歌
人
の
心
は
有
に
も
無
に
も
親

句
に
も
疎
句
に
も
と
型
こ
ほ
る
べ
か
ら
ず
。
仏
の
心
地
の
ご
と
く
な

⑨

る
べ
し
と
な
り
。
」
親
句
が
先
で
も
な
け
れ
ば
、
疎
句
が
先
で
も
な

い
。
心
地
修
行
の
結
果
自
在
を
う
る
こ
と
、
い
は
ば
方
法
を
超
え
た
、

方
法
に
と
ら
わ
れ
な
い
心
法
を
彼
は
追
求
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

●

①
「
老
の
く
り
ご
と
」
群
書
類
従
講
十
輯
口
己
留

②
｜
‐
さ
さ
め
ご
と
」
類
従
本
木
藤
才
蔵
「
校
註
さ
当
め
ど
と
」
ロ
ー
筐

②
拙
槁
「
親
句
・
疎
句
の
説
」
ポ
ト
ナ
ム
昭
和
三
十
年
四
月
号

④
「
老
の
く
り
ご
と
」
前
掲
冒
己
忠

⑤
「
所
為
返
答
」
第
三
書
翰
岩
波
文
庫
連
歌
論
集
上
ご
と
眉

⑥
同
右
ワ
罵
吟

⑦
「
さ
さ
め
ど
と
」
前
掲
害
口
と

③
同
右
Ｐ
寡
⑮

⑨
同
右
宮
屋

⑩
一
所
、
々
返
答
一
第
三
書
翰
・
前
掲
書
己
』
患

、
「
さ
さ
め
ご
と
」
前
掲
書
』
〕
・
認

⑫
⑬
⑭
「
さ
さ
め
ど
と
」
前
掲
書
ｐ
ご
〆
」
二

〆

、

ま
な
る
べ
し
。
篇
は
人
を
た
づ
ぬ
る
に
い
ま
だ
た
上
ず
み
た
る
さ
ま

な
り
。
序
は
申
し
つ
ぎ
な
ど
を
尋
ぬ
る
ほ
ど
の
事
な
り
。
題
は
此
こ

と
を
言
ひ
に
来
た
る
な
ど
の
分
な
る
べ
し
。
曲
は
そ
の
意
趣
を
あ
ら

は
す
き
ま
な
り
。
流
は
い
と
ま
を
こ
ひ
て
出
で
た
る
な
る
べ
し
。
此

の
五
つ
の
作
り
ざ
ま
を
連
歌
に
も
上
下
の
両
何
を
ひ
と
つ
に
吟
じ
合

①

せ
て
心
を
う
べ
し
と
な
り
。
」
と
あ
る
。
ま
た
「
仮
令
下
旬
に
曲
の

心
あ
ら
ぱ
、
上
の
句
を
篇
序
題
に
な
し
て
云
ひ
の
こ
す
べ
し
。
叉
上

旬
に
曲
の
心
有
り
て
も
み
た
ら
ば
、
下
旬
を
篇
序
題
に
な
し
て
い

②

ひ
な
が
す
べ
し
。
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
明
か
な
よ
う
に
、
心
敬
は
篇

序
題
曲
流
の
五
つ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
加
え
て
は
い
る
が
、

実
際
に
は
篇
序
題
と
曲
流
と
の
二
つ
、
更
に
い
え
ば
序
と
曲
と
の
二

つ
を
長
句
、
短
何
の
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
あ
て
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
篇
序
遥
曲
流
の
五
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
を
も
っ
て
動

い
て
い
る
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
心
敬
の
説
明
に
従
え
ば

罪
の
む
く
い
は
さ
も
あ
ら
ぱ
あ
れ

月
残
る
か
り
ぱ
の
雪
の
朝
ぼ
ら
け
侍
公

お
も
か
げ
の
と
ぼ
く
な
る
こ
そ
か
な
し
け
れ

花
見
し
山
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
雲
良
阿

と
も
に
前
句
に
曲
の
心
が
あ
っ
て
も
み
く
ど
き
、
い
い
あ
ら
わ
し
て

い
る
故
に
、
付
句
を
篇
序
題
と
し
て
前
句
に
ゆ
ず
り
い
い
な
が
し
た

の
で
あ
る
。
同
じ
と
こ
ろ
に
心
敬
は
「
連
歌
は
か
な
ら
ず
上
の
句
を

云
ひ
の
こ
し
て
下
旬
に
ゆ
づ
り
、
下
何
に
い
ひ
ば
て
ず
し
て
上
旬
に

四
○

合



、

い
は
せ
は
つ
く
き
物
と
見
え
た
り
。
お
の
１
１
、
に
い
ひ
は
て
た
る
句

③

に
は
感
情
秀
逸
な
か
る
く
し
と
云
へ
り
。
」
と
い
っ
て
い
る
。

心
敬
に
よ
れ
ば
付
句
は
救
済
良
基
の
頃
は
前
句
に
心
を
つ
く
し
て

つ
け
て
い
る
が
、
一
句
の
独
立
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
次
い
で
周
阿
以

後
梵
灯
庵
を
中
心
と
す
る
時
分
は
一
句
の
独
立
性
は
十
分
に
な
っ
て

き
た
が
、
↑
前
何
の
心
を
わ
す
れ
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
き
た
。
次

に
宗
醐
以
後
の
当
代
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
心
敬
は
前
何
に
心

を
つ
く
し
も
し
、
一
旬
の
独
立
性
も
十
分
な
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
一
句
の
独
立
性
は
す
で
に
十
分
に
う
ち
た
て
ら
れ
て
い
る

の
で
、
「
お
の
１
１
１
に
い
ひ
は
て
た
る
句
に
は
云
女
」
と
い
う
一
見

反
対
の
意
見
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
連
歌
で
あ
る
以

上
各
句
が
全
く
前
句
を
忘
れ
て
「
我
が
こ
と
の
は
の
み
に
紅
葉
を
こ

④

き
ま
ず
る
」
と
い
う
よ
う
で
は
、
連
歌
が
な
り
た
た
な
い
わ
け
で
あ

る
。
独
立
は
独
立
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
独
立
で
は
な
い
。
ま
た
、

い
い
の
こ
す
と
い
っ
て
も
全
く
次
の
句
に
依
存
す
る
の
で
も
あ
っ
て

は
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
「
ま
こ
と
の
先
達
の
句
に
は
か
な
ら
ず
い

⑤

ひ
捨
た
る
も
の
お
ほ
か
る
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
輪

⑥

廻
前
何
の
難
句
な
と
に
は
、
こ
と
を
す
て
上
人
の
句
を
た
す
け
」
る

の
で
あ
り
、
「
古
人
の
歌
に
も
つ
坐
り
に
錦
を
織
り
ま
ぜ
よ
と
い
へ

り
。
さ
の
み
ゑ
り
句
ゑ
り
歌
に
の
み
心
を
と
ょ
め
侍
ら
は
無
念
の
事

⑦
也
」
と
あ
る
の
も
、
要
す
る
に
連
歌
一
巻
の
変
化
と
統
一
の
上
に
た
つ

心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義

｡

て
の
言
辞
で
あ
り
、
「
連
歌
は
前
句
を
き
か
で
は
、
い
か
は
り
の
玄
妙

の
句
所
詮
な
く
や
、
前
の
句
打
越
の
輪
廻
な
と
の
あ
つ
か
ひ
に
よ
り

③

て
、
地
連
歌
定
句
も
感
情
あ
る
へ
く
や
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。か

く
て
連
歌
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
曲
流
が
よ
い
句
で
あ
っ
て
、

篇
序
題
と
い
い
な
が
し
た
句
が
悪
何
で
あ
る
と
は
き
ま
ら
な
い
。
む

し
ろ
こ
の
篇
序
題
と
い
い
な
が
し
方
に
よ
っ
て
秀
逸
が
で
て
く
る
可

能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
前
側
の
と
り
よ
り
、
一
句
の
独
立
と
い

う
こ
と
も
、
こ
う
い
う
視
点
か
ら
な
が
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

篇
序
題
曲
流
の
手
法
は
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
く
、
さ
き
の
心
付
即
疎
初
と
い
う
線
上
に
た
ち
も
ど
っ
て
、

そ
こ
へ
流
し
込
ま
れ
る
手
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
「
さ
さ
め
ど
と
」
前
掲
害
亨
囲

②
同
右
ロ
圏

③
同
右
ロ
ｇ

④
同
右
口
ゐ
Ｌ

⑤
⑥
⑦
③
「
ひ
と
り
ご
と
」
続
群
書
類
従
第
十
七
輯
ｐ
巨
琶

四
幽
玄
の
発
想
。
心
敬
の
い
う
幽
玄
と
は
む
し
ろ
文
芸
に
対
す
る

態
度
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
お
の
ず
か
ら
発
想
の
手
法
が
秘
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
面
影
、
余
情
を
重
ん
ず
る
発
想
で
あ
る
。

心
敬
は
い
う
。
「
昔
の
人
の
幽
玄
体
と
心
得
た
る
と
、
大
や
う
の

四



と
も
が
ら
の
お
も
へ
る
と
は
る
か
に
か
は
り
た
る
や
う
に
見
え
侍
る

と
な
む
・
古
人
の
幽
玄
と
と
り
お
け
る
は
心
を
最
用
と
せ
し
に
や
。

大
や
う
の
人
の
心
得
た
る
は
姿
の
や
さ
ぱ
み
た
る
な
り
。
心
の
え
ん

①

な
る
に
は
入
り
が
た
き
道
な
り
。
」
又
い
う
「
此
道
は
幽
玄
と
位
と

②

に
心
を
か
け
侍
る
よ
り
外
は
秘
事
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
。
そ
の
幽
玄

は
「
心
の
え
ん
」
な
の
で
あ
っ
た
。
「
心
を
最
用
」
と
す
る
以
上
、

「
心
地
修
行
」
が
求
め
ら
れ
る
。
「
い
か
ば
か
り
堪
能
幽
玄
の
好
士

も
心
地
修
行
お
ろ
そ
か
な
ら
ん
は
い
た
り
が
た
き
道
な
り
と
い
へ

③
り
」
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
幽
玄
は
ま
た
「
此
の
道
は
感
情
・
面
影
・
余
情

を
た
れ
と
し
て
、
い
か
に
も
い
ひ
の
こ
し
こ
と
わ
り
な
き
所
に
幽
玄

④

哀
は
あ
る
べ
し
と
な
り
」
で
あ
る
。
こ
う
い
う
面
影
、
余
情
を
尊
ぶ

幽
玄
は
ま
た
え
ん
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
「
え
む
に
さ
し
の
び
の

⑤

ど
や
か
に
し
て
、
面
影
余
情
に
心
を
か
け
よ
と
い
ふ
な
る
べ
し
」
と

い
う
。
そ
れ
は
ま
た
ひ
え
さ
び
た
る
も
の
に
つ
な
が
る
。
「
こ
れ
は

い
は
い
所
に
心
を
か
け
、
ひ
え
さ
び
た
る
か
た
を
さ
と
り
し
れ
と
な

⑥
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
面
影
、
余
情
、
い
は
い
所
と
心
象
の
把
握
の

仕
方
が
お
し
つ
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
心
地

修
行
に
回
帰
す
る
。
心
敬
は
「
此
の
道
に
入
ら
ん
輩
は
先
づ
え
む
を

む
ね
と
修
行
す
べ
き
事
と
い
へ
り
。
え
む
と
い
へ
ば
と
て
ひ
と
へ
に

何
の
姿
こ
と
ば
の
や
さ
ば
み
た
る
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
胸
の
う
ち

9

人
間
の
色
欲
も
う
す
く
よ
る
《
つ
に
跡
な
き
こ
と
を
お
も
ひ
し
め
、
人

の
な
き
け
を
忘
れ
ず
、
そ
の
人
の
恩
に
は
ひ
と
つ
の
命
を
も
か
る
く

思
ひ
侍
ら
ん
人
の
む
ね
よ
り
出
で
た
る
句
な
る
べ
し
。
心
の
か
ざ
り

た
る
と
も
が
ら
の
句
は
す
が
た
こ
と
ば
や
さ
し
く
共
、
ま
こ
と
の
耳

⑦

よ
り
は
偽
の
み
あ
ら
は
れ
侍
る
べ
し
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
心
地

修
行
に
回
帰
す
れ
ば
、
こ
こ
に
問
題
に
し
て
い
る
方
法
で
は
な
く
て
、

そ
れ
は
態
度
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
方
法
の
考
察
を
や
め
ね

ば
な
ら
ぬ
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
手
が
か

り
は
「
面
影
、
余
情
、
い
ひ
の
こ
し
、
こ
と
わ
り
な
き
所
」
で
あ
っ
た
。

「
こ
と
わ
り
な
き
所
」
は
「
い
は
い
と
こ
ろ
」
で
も
あ
り
、
表
現
を

超
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
い
ひ
の
こ
」
さ
れ
る
わ
け
で
あ

り
、
「
面
影
、
余
情
」
に
よ
っ
て
感
得
さ
れ
る
て
い
の
も
の
で
あ
る
。

面
影
も
余
情
も
表
現
さ
れ
た
語
句
の
外
に
存
在
す
る
何
物
か
と
い
う

点
で
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
面
影
は
そ
れ
が
何
か
視
覚
的
表

象
を
た
よ
り
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
鑑
賞
者
に
あ
る
き
ま
っ
た
表
象

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
余
情
は
全
体
を
つ
つ
む
情
緒
と
い
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
面
影
に
は
「
秀
歌
を
む
ね
に
お
き
て
、
そ

の
お
も
影
を
句
ご
と
に
ふ
く
む
べ
き
事
に
や
。
あ
ま
さ
へ
よ
ろ
し
き

詩
を
も
朝
夕
吟
じ
合
は
せ
よ
と
申
し
侍
り
。
古
人
の
句
は
歌
の
お
も

か
げ
そ
ひ
ぬ
る
ゆ
ゑ
に
、
し
な
、
ゆ
ふ
、
た
け
、
ら
う
た
く
、
い
は

③

ぬ
心
見
え
侍
り
」
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。

「
岩
橋
」
を
み
る
と
、
「
水
青
し
消
て
い
く
か
の
春
の
雪
」
と
い

四
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う
何
の
自
註
に
「
ふ
り
つ
み
し
た
か
ね
の
み
雪
と
け
に
け
り
、
ち
く

⑨

、
ま
河
春
行
水
は
す
み
に
け
り
、
な
と
の
面
か
け
を
う
ら
や
み
侍
り
！
｜

と
あ
り
、
叉
一
‐
か
き
く
れ
し
山
き
ば
晴
て
我
門
に
水
な
か
れ
い
る
ゆ

ふ
た
ち
の
跡
」
と
い
う
歌
の
自
註
に
、
‐
「
雨
の
は
し
め
の
白
水
は
、

⑩

我
に
入
て
な
か
る
な
と
い
へ
る
詩
の
面
か
け
也
」
と
あ
り
、
叉
「
あ

ま
の
す
む
か
た
を
す
さ
み
に
う
つ
し
て
も
猶
我
袖
に
浪
や
越
ま
し
」

と
い
う
歌
の
自
註
に
「
紫
の
上
と
秋
好
中
宮
と
の
絵
合
の
侍
り
し
に
、

け
ん
し
は
、
紫
の
上
の
か
た
に
て
、
さ
ま
，
Ｉ
、
の
絵
と
も
つ
く
し
侍

る
後
、
け
ん
し
、
す
ま
の
う
つ
し
絵
を
わ
れ
と
つ
く
り
い
た
し
あ
ば

れ
ふ
か
き
事
と
も
を
あ
ら
は
し
侍
る
に
、
お
よ
ふ
絵
な
く
侍
し
面
影

⑪
を
」
と
あ
る
。
以
上
は
和
歌
、
詩
、
物
語
を
面
影
に
し
た
作
を
例
と

し
て
引
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
岩
橋
」
の
自
註
を
参
考
に
す
れ
ば

心
敬
の
和
歌
連
歌
作
法
に
お
け
る
面
影
の
比
重
は
相
当
重
い
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
岩
橋
下
」
百
七
十
九
首
中
、

源
氏
に
根
拠
を
も
つ
歌
（
面
影
と
し
た
歌
と
い
っ
て
も
い
い
）
は
四

十
五
首
、
う
ち
長
恨
歌
関
係
二
首
と
い
う
割
合
で
あ
る
。
そ
の
他
の

物
語
は
伊
勢
、
大
和
、
狭
衣
等
、
和
歌
で
は
万
葉
、
古
今
、
‐
新
古
今

で
あ
る
。
「
岩
橋
」
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
う
し
た
物
語
や
、
和

歌
や
、
漢
詩
、
故
事
、
仏
典
等
何
ら
か
に
よ
せ
を
も
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
連
歌
の
場
合
、
発
句
は
さ
す
が
に
和
歌
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

付
句
に
な
る
と
和
歌
と
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
「
秀
歌

を
む
ね
に
お
き
て
、
そ
の
お
も
影
を
何
ご
と
に
ふ
く
む
べ
き
事
に
や

心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義

云
皇
は
文
字
通
り
実
行
さ
れ
て
い
る
。
面
影
は
心
敬
に
と
っ
て
ま

こ
と
に
重
大
な
‐
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
ど
う
し
て
一
‐
面
影
」
が
こ
ん
な
大
き
な
比
率
を
占
め
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
か
。
心
敬
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
し
な
、

ゆ
ふ
、
た
け
、
ら
う
た
く
、
い
は
い
心
」
が
見
え
る
た
め
で
あ
っ
た
、

で
は
何
故
そ
う
し
た
も
の
に
面
影
を
求
め
る
こ
と
が
「
し
な
、
ゆ
ふ
、

た
け
、
ら
う
た
く
、
い
は
い
心
」
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ

れ
は
王
朝
古
典
思
慕
の
精
神
で
あ
る
。
心
敬
等
に
と
っ
て
王
朝
古
典

は
絶
対
の
権
威
で
あ
っ
た
。
王
朝
を
回
顧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

美
が
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
王
朝
古
典
は
心
敬
等
の
文
芸

の
糧
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
必
ら
ず
し
も
そ
う
ば

か
り
で
は
な
か
っ
た
。
心
敬
は
「
境
に
入
は
て
些
後
の
稽
古
は
、
抄

物
の
上
の
み
に
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
万
物
諸
道
の
上
に
心
を
つ
け
て
、

⑫

わ
が
歌
道
の
悟
の
力
と
す
べ
し
と
也
」
と
も
、
「
万
象
を
の
づ
か
ら

⑬

付
合
た
る
べ
く
哉
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
、
境
に
入
り

は
て
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
以
上
、
古
典
回
顧
は
何
と
い
っ
て
も
生

命
で
あ
っ
た
。
心
敬
に
と
っ
て
現
実
は
あ
ま
り
に
も
く
ら
か
つ
た
。

現
実
に
意
欲
的
に
た
ち
向
う
こ
と
は
彼
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
意
欲

的
に
た
ち
向
う
者
に
は
芸
術
は
な
か
っ
た
。
文
芸
に
か
か
わ
り
を
も

っ
た
室
町
幕
府
の
上
層
武
家
と
そ
の
家
臣
、
地
方
の
大
名
と
そ
の
被

官
も
文
芸
的
に
は
、
い
や
政
治
的
行
動
は
別
と
し
て
も
、
個
人
と
し

て
の
生
活
意
識
の
上
に
お
い
て
は
王
朝
回
顧
的
で
あ
っ
た
。
心
敬
に

四
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1

お
い
て
は
こ
う
い
う
王
朝
回
顧
的
な
美
意
識
の
上
に
た
っ
て
、
そ
れ

を
ど
こ
ま
で
も
っ
て
ゆ
く
か
が
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
心
敬
に
は
現
実
を
見
つ
め
る
眼
が
熟
し
て
き
た
と
き

あ
は
れ
に
も
真
柴
折
た
く
ゆ
ふ
ま
蟇

す
み
う
る
市
の
か
へ
る
さ
の
山
／
心
敬
“

う
つ
み
火
も
き
ゆ
る
朝
戸
の
山
さ
え
て

‐
手
も
か
Ａ
ま
れ
る
木
か
ら
し
の
か
ぜ
心
敬

山
も
と
た
の
む
う
ら
の
ゆ
く
す
ゑ

き
り
つ
く
す
塩
木
の
を
ち
の
一
松
心
敬

と
い
う
句
を
つ
く
る
に
至
っ
て
い
る
。
炭
焼
は
生
産
し
た
炭
を
う
っ

て
自
分
は
柴
を
く
す
べ
て
い
る
。
鱸
辺
に
は
火
も
な
い
朝
の
山
里
、

木
枯
は
つ
め
た
い
。
塩
焼
き
を
生
業
と
す
る
寒
村
、
た
の
み
と
す
る

塩
や
く
木
も
切
り
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
境
界
に
ひ
え
こ

お
っ
た
美
を
見
出
す
ま
で
に
な
っ
た
。
だ
が

い
つ
く
の
み
れ
か
住
よ
か
ら
ま
し

尋
ね
じ
よ
此
世
の
ほ
か
も
な
き
も
の
を
心
敬

住
み
に
く
い
こ
の
世
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
世
の
う
ち
だ
、
住
み
に
く

い
世
の
う
ち
だ
と
諦
観
し
た
と
こ
ろ
に
心
敬
の
限
界
が
あ
っ
た
。
そ

れ
を
打
開
す
る
も
の
は
彼
の
階
層
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も

彼
が
こ
こ
ま
で
き
た
こ
と
は
「
万
物
諸
道
の
上
に
心
を
つ
け
‐
－
た
わ

け
で
あ
り
、
「
万
象
を
の
づ
か
ら
付
合
」
と
す
る
境
地
に
ま
で
進
展

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
心
敬
ほ
ど
の
眼
と
技
巧
と
を
も
ち
な
が
ら
、

、

『

①
「
さ
さ
め
ご
と
」
前
掲
害
Ｐ
Ｓ

②
「
岩
橋
」
賊
女
岩
波
文
庫
連
歌
論
集
官
麗
哩

③
「
さ
さ
め
ご
と
」
前
掲
書
ロ
』
届

④
同
右
や
筐

⑤
⑥
⑦
同
右
ｐ
器

③
同
右
ロ
岳

⑨
枇
山
童
、
野
口
英
一
編
「
心
敬
集
論
集
」
や
一
鼠

⑩
同
右
ロ
雪
の

．
⑪
同
右
も
＆
急

⑫
⑬
「
岩
橋
」
跿
文
前
掲
三
口
麗
回

五
具
体
的
表
現
ｐ
「
面
影
」
と
い
う
語
が
ま
た
別
の
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

「
我
ば
か
り
身
を
ば
捨
つ
る
と
恩
し
に

木
の
も
と
さ
び
し
お
ち
栗
の
こ
ゑ

是
も
淋
し
と
云
ひ
あ
ら
は
し
候
、
不
庶
幾
哉
。
救
済
な
ど
申
侍
ら

ぱ

木
の
も
と
ず
み
の
お
ち
く
り
の
こ
ゑ

①

と
申
て
、
淋
し
さ
を
ば
、
句
の
面
影
に
含
ま
せ
侍
る
べ
く
哉
」

こ
う
い
う
限
界
に
つ
き
あ
た
っ
た
の
は
、
そ
の
生
活
態
度
の
故
で
あ

っ
た
。
い
や
、
そ
う
で
な
く
こ
う
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
・
心
敬

ほ
ど
の
眼
と
技
巧
と
を
も
っ
て
い
た
が
故
に
、
こ
こ
ま
で
到
達
し
た

の
で
あ
っ
た
と
。
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こ
れ
は
宗
醐
の
句
を
心
敬
が
批
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
救
済
な
ど
申

侍
ら
ば
と
し
た
の
は
、
心
敬
の
添
削
で
あ
る
。
同
様
の
批
評
添
削
に
、

「
身
を
ぱ
い
づ
く
に
す
て
坐
を
く
べ
き

世
は
つ
ら
く
嶺
の
庵
は
さ
び
し
く
て

此
句
も
淋
し
く
て
、
無
下
に
覚
侍
る
欺
。
侍
公
な
と
申
侍
ら
ぱ
、

②

世
は
つ
ら
く
嶺
の
い
ほ
り
は
松
の
風
」

と
し
て
い
る
。
と
も
に
「
さ
び
し
」
と
い
う
主
観
句
を
き
ら
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
木
の
も
と
さ
び
し
」
を
「
木
の
も
と
ず
み
」
と
具

体
的
に
限
定
す
る
。
「
嶺
の
庵
は
さ
び
し
く
て
」
を
「
嶺
の
い
ほ
り

は
松
の
風
」
と
描
写
す
る
。
描
写
す
る
と
い
う
よ
り
も
「
松
の
風
」

を
配
合
し
た
と
い
う
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
即

物
的
限
定
で
あ
る
。
「
さ
び
し
」
を
「
さ
び
し
」
と
い
わ
ず
、
お
の

ず
か
ら
「
さ
び
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
手
法
で
あ
る
。
い

え
ば
こ
れ
は
写
実
的
手
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
心
敬
の
場
合
こ
れ
は

写
実
的
手
法
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
当
然
思
い
お
こ
さ
れ

る
の
は
、
近
松
の
芸
談
で
あ
る
。
「
浄
瑠
璃
評
註
巻
之
こ
の
「
発

端
」
に
「
あ
感
れ
を
あ
は
れ
也
と
い
ふ
時
は
含
蓄
意
の
な
ふ
し
て
け

つ
く
其
惰
う
す
し
あ
は
れ
也
と
い
は
ず
し
て
ひ
と
り
あ
は
れ
な
る
が

肝
要
也
た
と
へ
ば
松
嶋
な
ん
ど
の
風
景
に
て
も
ア
、
よ
き
景
か
な
と

誉
た
る
時
は
一
口
に
て
其
景
象
が
皆
い
ひ
尽
さ
れ
て
何
の
詮
な
し
其

景
を
ほ
め
ん
と
お
も
は
壁
其
景
の
も
や
う
共
を
よ
そ
な
が
ら
数
‐
Ｉ
、

云
立
れ
ぱ
よ
き
景
と
い
は
ず
し
て
そ
の
景
の
お
も
し
ろ
さ
が
お
の
づ

心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義

③

か
ら
し
る
＆
事
也
此
類
万
事
に
わ
た
る
事
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
正
に
写
実
主
義
芸
術
理
論
で
あ
る
。
心
敬
前
引
の
添
削
も
正
に

こ
れ
で
あ
る
。
で
は
心
敬
は
写
実
主
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
。
こ

の
こ
と
を
も
っ
て
心
敬
を
写
実
主
義
の
作
家
だ
と
い
う
の
は
早
い
。

し
か
し
こ
の
論
が
写
実
主
義
理
論
と
合
致
す
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

近
松
の
考
え
方
は
す
で
に
室
町
期
に
お
い
て
心
敬
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
わ
け
だ
。
心
敬
の
こ
の
慧
眼
を
見
す
ご
す
わ
け
に
は
行
か

な
い
。
で
は
ど
う
し
て
心
敬
が
こ
こ
に
至
り
つ
い
た
の
か
。
そ
れ
は

五
七
五
、
七
七
の
短
歌
形
態
を
、
更
に
細
分
し
て
、
五
七
五
の
長
句
、

七
七
の
短
句
に
独
立
性
を
も
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
連
歌
形
態
、
そ
れ
を

追
求
す
れ
ば
必
然
的
に
こ
こ
に
至
り
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
短
い
形
態
は
繊
細
な
旋
律
形
象
を
拒
否
し
、
繧
秒
た
る
気
分
象

徴
を
拒
否
す
る
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
。
こ
の
形
態
が
要
求
す
る
も

の
は
即
物
的
な
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
が
旋
律
を
も
ち
象
徴
に
ゆ
き
つ

く
た
め
に
は
特
別
な
単
純
化
か
或
は
疎
句
的
付
合
が
要
求
さ
れ
る
こ

と
も
さ
き
に
述
べ
た
。
一
句
に
お
い
て
は
ど
う
し
て
も
具
象
的
な
表

現
を
据
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
ま
た
心
敬
が
い
た
り
つ
い
た
「
や
せ
、

さ
む
く
、
ひ
え
、
こ
ほ
り
た
る
」
も
の
は
「
さ
び
し
」
と
い
う
排
い

詠
嘆
を
拒
否
す
る
。
そ
れ
は
も
っ
と
き
び
し
い
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
形
態
悟
入
と
、
こ
う
し
た
美
意
識
と
が

「
淋
し
さ
を
ぱ
、
句
の
面
影
に
含
ま
せ
る
‐
一
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
「
面
影
に
含
ま
せ
る
」
と
い
う
表
現
は
理

四
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解
は
で
き
る
が
も
う
一
つ
ぴ
っ
た
り
し
な
い
。
「
淋
し
」
に
代
っ
て

入
れ
ら
れ
た
も
の
は
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
ば
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
形
態
の
ゆ
え
に
、
近
松
の
ご
と
く
「
よ
そ
な
が
ら
数
ｊ
、

云
立
」
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
正
に
核
心
を
つ
い
た
一
語
、
緊
密

な
構
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
面
影
」
の
語
に
伴
な
い
や
す
い
、

す
で
に
あ
る
何
物
か
に
た
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
自
体
で
完
結

し
た
具
象
的
写
実
的
表
現
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
。
⑤

④

「
心
敬
僧
都
庭
訓
」
‐
に
「
心
も
ち
肝
要
に
て
候
」
と
、
此
の
杜
の

夢
ま
ぼ
ろ
し
を
さ
と
り
、
振
舞
や
さ
し
く
、
幽
玄
に
心
を
と
め
る
こ

と
を
説
き
、
同
じ
く
春
の
曙
、
秋
の
夕
と
い
っ
て
も
深
く
思
い
入
っ

た
人
が
い
い
出
し
た
の
は
格
別
の
も
の
で
あ
る
。
心
は
ふ
と
く
、
欲

心
を
か
ま
え
て
、
言
葉
だ
け
で
う
し
、
つ
ら
き
、
か
な
し
き
、
あ
じ

き
な
し
、
世
を
い
と
う
、
身
を
す
て
る
と
い
っ
て
も
お
か
し
な
も
の

で
あ
る
と
例
の
心
の
も
ち
方
を
強
調
し
た
後
、
「
哀
な
る
こ
と
を
哀

と
い
ひ
、
さ
ひ
し
き
こ
と
を
さ
ひ
し
き
と
い
ひ
、
閑
な
る
こ
と
を
し

⑤

つ
か
と
い
ふ
、
曲
な
き
事
な
り
、
心
に
ふ
く
む
へ
き
に
て
候
」
と
い

っ
て
い
る
。
こ
の
「
心
に
ふ
く
む
へ
き
に
て
候
」
は
意
味
が
あ
る
。

こ
の
場
合
心
持
ち
の
肝
要
を
と
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
澤
‐
一
う
な

る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
が
、
心
に
ふ
く
ん
だ
だ
け
で
、
い
い
か
え

れ
ば
、
此
世
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
を
思
い
と
っ
た
人
の
表
現
は
必
ず
、
，
し

み
こ
お
っ
た
表
現
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
や

は
り
言
語
表
現
に
う
つ
す
場
合
の
何
物
か
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

何
物
か
が
、
そ
れ
は
斎
藤
茂
吉
の
い
う
所
謂
紅
血
流
通
し
て
生
れ
る

も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
技
法
的
に
分
析
す
れ
ば
、
言
語
の

使
い
方
に
お
ち
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
こ
に
や
は
り
心

敬
な
ら
ば
「
何
の
面
影
に
含
ま
せ
」
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
。
「
面
影
」
、
「
心
に
ふ
く
む
」
と
い
う
い
い
方
を
し
た
と
こ
ろ
に
、

心
敬
に
は
写
実
的
手
法
が
写
実
的
手
法
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
残
る
。
・
敢
て
一
言
を
費

し
た
わ
け
で
あ
る
。

心
付
を
主
と
す
る
心
敬
が
、
疎
句
を
重
ん
じ
、
い
わ
ぬ
と
こ
ろ
に

心
を
か
け
、
象
徴
に
至
り
、
一
方
、
王
朝
的
回
顧
的
美
意
識
の
な
か

に
あ
り
な
が
ら
、
つ
い
に
は
現
実
面
に
抜
け
い
で
、
ま
た
こ
う
し
た
写

実
的
手
法
を
発
見
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
何
と
し
て
も
特
筆
す
べ

で
あ
ろ
う
。
心
敬
は
和
歌
の
上
で
は
新
古
今
を
宗
と
し
た
が
、
そ
き
し

て
そ
の
境
地
に
連
歌
を
う
っ
そ
う
と
し
た
が
、
連
歌
に
対
す
る
誠
実

な
追
求
は
写
実
的
手
法
と
い
う
つ
い
に
到
る
べ
き
と
こ
ろ
ま
で
到
達

し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
勃
興
し
た
俳
諾
「
犬
筑
波
」
に
お
い
て
は
、

心
敬
の
い
た
り
つ
い
た
こ
う
し
た
世
界
が
正
し
く
止
揚
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
権
威
の
失
墜
と
性
の
世
界
の
開
放
と
い
う
面
を
極
め
て
卑
俗

に
、
詞
付
と
酒
落
と
い
う
手
法
に
お
い
て
う
ち
た
て
ら
れ
た
が
故
に
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
の
意
義
は
十
分
に
も
ち
な
が
ら
、
芸
術
的
な
と

こ
ろ
に
至
る
ま
で
に
は
迂
余
曲
折
の
み
ち
を
た
ど
り
、
遠
く
蕉
風
と

四
一Lム

ノ､

〆



六
対
象
把
握
の
仕
方
。
前
節
で
は
心
敬
の
方
法
が
写
実
主
義
的
な

も
の
に
せ
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
対
象

把
握
の
仕
方
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
た
い
。

「
如
何
計
も
心
を
し
づ
め
て
姿
言
葉
に
思
ひ
を
か
・
け
、
わ
が
句
の
理

を
は
な
れ
て
他
所
に
の
ぎ
侍
て
、
遠
水
を
な
が
め
、
秋
の
露
を
見
侍
ら

，
①

ん
如
く
の
工
夫
大
切
な
る
べ
く
哉
」
と
心
敬
は
い
う
・
こ
れ
に
は
三
つ

の
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
、
第
一
の
「
如
何
計
も
心
を
し
づ
め
て
姿

言
葉
に
思
ひ
を
か
け
」
と
い
う
の
は
俊
成
定
家
以
来
の
態
度
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
だ
方
法
は
で
て
こ
な
い
。
第
二
に
「
わ
が
句
の
理
を
は

な
れ
て
他
所
に
の
ぎ
侍
て
」
な
が
め
、
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
対
象

把
握
の
方
法
が
示
さ
れ
る
。
わ
が
句
の
理
を
も
っ
て
見
る
と
い
う
の

は
浪
漫
的
な
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
わ
が
句
の
理
を
は
な
れ

て
、
他
所
に
の
き
て
見
る
と
い
う
の
は
写
実
的
な
見
方
で
あ
る
。
わ

が
句
の
理
を
は
な
れ
る
。
即
ち
で
き
あ
が
っ
た
考
え
方
を
排
除
す
る

の
で
あ
る
。
主
観
を
排
除
し
た
態
度
で
、
他
所
に
の
き
て
、
即
ち
、

対
象
と
の
間
に
距
離
を
お
い
て
見
る
。
表
現
活
動
に
入
る
場
合
、
対

象
と
自
己
と
が
一
枚
に
な
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

い
う
あ
り
方
で
完
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

①
②
所
為
返
答
前
掲
害
や
苦
中

③
近
藤
忠
義
校
訂
岩
波
文
庫
曾
根
崎
心
中
用
明
天
皇
職
人
鑑
己
』
畠

④
⑤
心
嚇
僧
都
庭
訓
続
群
害
類
従
第
十
七
輯
Ｐ
巨
星

心
敬
の
方
法
と
そ
の
意
義

以
前
の
凝
視
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
自
分
に
哀
で
あ
る
と
か
、
さ
び

し
い
と
か
感
じ
さ
せ
た
対
象
を
つ
き
は
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
自
己
を
空
し
く
し
て
、
自
己
に
そ
う
感
じ
さ
せ
た
も
の
を
見
極

め
、
爽
雑
物
を
排
除
し
、
感
動
の
中
枢
を
な
す
も
の
を
え
ぐ
り
出
し
、

単
純
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
段
階
を
「
わ
が
句
の
理
を
は
な
れ
て

他
所
に
の
き
て
」
み
る
と
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
第
三
の
「
遠
水
を

な
が
め
、
秋
の
露
を
見
侍
ら
ん
如
く
」
と
い
う
の
は
、
対
象
に
加
え

ら
れ
た
限
定
で
あ
る
。
心
敬
は
さ
き
に
「
万
物
諸
道
の
上
に
心
を
つ

け
」
、
「
万
象
を
の
づ
か
ら
付
合
た
る
べ
く
哉
」
と
は
い
っ
た
が
、
そ

う
し
て
実
作
に
も
そ
の
方
向
に
進
ん
だ
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
見
て

き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
や
は
り
「
や
せ
、
さ
む
く
、
ひ
え
、

こ
ほ
り
た
る
」
理
念
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
心
敬
ど
し
て
は
必
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
こ
こ
に

彼
の
意
義
も
あ
る
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
反
面
、
写
実
的
な
見
方
を
お

し
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
限
界
も
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
「
や
せ
、
ひ
え
」
た
も
の
の
内
部
構
造
と
し
て
は
孤
高
、
否
定
、

強
靱
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
自
然
的
表
現
と
し
て
は
、
冬
、

老
、
青
、
静
寂
、
遠
さ
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
心
敬
は
自
然

的
表
現
と
し
て
の
遠
水
、
秋
の
露
に
よ
っ
て
「
や
せ
、
ひ
え
」
た
も

の
を
象
徴
し
た
の
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
「
他
所
に
の
く
」
と
こ
ろ
に
、
対
象
に
密
着
す
る
の

で
な
く
、
と
い
っ
て
全
く
離
れ
る
の
で
も
な
く
、
自
己
が
自
由
を
得
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日
本
文
学

国
文
学

樟
蔭
文
学

語
女
研
究

日
本
女
芸
研
究

万
葉

国
語
学

学
苑

女
学
思
潮

明
治
学
院
論
叢

国
文
学
論
叢

女
子
大
国
交

峠

国
語
研
究

西
京
大
学
学
術

報
告
人
文

国 て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
の
で
あ
っ
た
が
、

り
中
世
文
芸
観
の
重
圧
の
も
と
に
あ
り
、

自
分
が
深
化
さ
せ
た
意
義
あ
る
境
地
が
、

受
贈
誌

語

七
’
十
二
月
号

４第
七
号

第
二
号

第
六
巻
三
・
四
号

第
七
巻
二
号

第
四
巻

一
ｏ
二
宣
言

第
十
六
・
十
七
号

一
一
一
●
一
一
一
一

第
百
八
十
二
号一

ハ

第
三
七
・
三
八
・
三
九
号

第
五
輯

２

－
四
三
号

第
六
号

第
一
、
第
三
の
点
で
や
は

と
い
ふ
よ
り
も
む
し
ろ
、

こ
ん
ど
は
新
し
い
展
開
を

高
知
大
学
学
術
第
三

愛
知
大
学
国
文
学
研
究
会
研
鑑
癖
》
》
三
二
一
弐
．
二
峠
・
一
雫
号
蹄
鋤
稚
蓉
教
育
研
究
所

日
本
文
学
協
会

大
阪
樟
蔭
女
子
大
学

九
州
大
学
国
文
学
会
国
語
副
詞
の
史
的
研
究
二
・
三
大
阪
市
寺
天
学
国
語
学
研
究

《
君

関
西
学
院
大
学
》
群
馬
大
学
紀
要
第
四

日
本
文
学
会
人
文
科
学
篇
第
一
。
七
・
八
莞
群
馬
大
学

東
京
教
育
大
学

繩
本
嬢
学
建
学
諦
第
・
五
輯
日
本
大
学

国
語
国
文
学
会

万
葉
学
会
近
松
学
会
報
告
第
輯
近
松
学
会
‐

国
語
学
会
人
文
科
学
紀
要
２
東
京
大
学
教
養
学
部

昭
和
女
子
大
学
光
葉
会
人
文
科
学

言
、

長
崎
大
学

一
‐
近
代
文
学
」
大
阪
研
究
会
研
究
、
報
告

明
治
学
院
大
学
女
経
学
会
清
家
女
子
大
学
紀
要
２
清
家
女
子
大
学

龍
谷
大
学
国
文
学
会
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
羅
和
二
二
青
九
》
大
阪
学
芸
大
学

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

愛
知
大
学
文
学
論
叢
第
十
一
輯
愛
知
大
学
国
文
学
会
．

「
峠
」
発
行
会

港
動
誰
舞
文
学
篇
‘
金
沢
大
学

国
学
院
大
学

西
京
大
学

は
ば
ん
で
い
る
と
い
う
心
敬
の
ぎ
り
ぎ
り
の
段
階
を
こ
の
短
い
文
章

に
見
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

①
所
々
返
答
前
掲
害
口
罵
⑲
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