
は
じ
め
に

「
花
道
（
華
道
）」
と
い
う
言
葉
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

貞
享
五
年
（
一
六
八
八
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
立り

っ
か
い
ま
よ
う
す
が
た

華
時
勢
粧
』
以
降
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
池
坊
を
出
て
一
流
を
立
て
た
桑
原
冨
春
軒
仙
渓
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た

同
書
に
は
、「
花
道
の
正
道
」
や
「
花
道
の
正
理
」
と
い
っ
た
文
言
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
今
日
確
認
さ
れ
て
い
る
書
物
の
中
で
「
花

道
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
最
初
期
の
事
例
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ

の
貞
享
五
年
を
以
て
「
花
道
」
が
発
生
し
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
既

に
室
町
期
の
『
池
坊
専
応
口
伝
』
に
「
凡

お
よ
そ

諸
道
と
も
に
執
心
あ
さ
く
し
て
、
其

道
を
仕
う
る
事
侍
る
べ
か
ら
ず
。
た
と
ひ
器
用
な
し
と
も
稽
古
の
ほ
ど
ふ
か
け

れ
ば
興
あ
る
姿
を
立
出
す
事
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
的
挿
花
文

化
は
常
に
作
品
と
し
て
の
花
だ
け
で
な
く
「
道
」
の
意
識
を
内
包
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。

尤
も
、「
道
」
の
字
義
は
多
様
で
あ
る
。
五
畿
七
道
に
言
う
東
海
道
や
西
海

道
は
行
政
区
分
で
あ
る
し
、『
日
本
書
紀
』
に
出
る
「
養
蚕
の
道
」
や
律
令
制

下
の
大
学
寮
に
お
け
る
「
明
法
道
」
や
「
算
道
」
な
ど
は
専
門
分
野
・
科
目
と

い
う
意
味
が
強
い
。
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
「
神
道
」
と
い
う
語
や
、『
正

法
眼
蔵
』
の
「
菩
提
は
天
竺
の
音
。
此
に
は
道
と
い
ふ
」
と
言
う
よ
う
な
場
合

は
、
よ
り
抽
象
的
・
宗
教
的
な
信
仰
・
境
地
を
意
味
し
た
。『
池
坊
専
応
口
伝
』

に
戻
る
と
、
同
書
に
は
「
抑

そ
も
そ
も

是
を
も
て
あ
そ
ぶ
人
、
草
木
を
見
て
心
を
の
べ
、

春
秋
の
あ
は
れ
を
お
も
ひ
、
一
旦
の
興
を
も
よ
を
す
の
み
に
あ
ら
ず
、
飛
花
落

葉
の
か
ぜ
の
前
に
、
か
か
る
さ
と
り
の
種
を
う
る
事
も
や
侍
ら
ん
」
と
い
う
文

が
あ
る
。
同
書
以
降
も
花
道
伝
書
に
「
こ
の
道
」
あ
る
い
は
「
花
道
」
な
ど
と

い
う
語
が
出
る
時
、
多
く
の
場
合
は
仏
教
に
仮
託
し
て
挿
花
の
意
義
を
語
っ
て

お
り
「
仏
道
」
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
花
の
道
を
説
い
て
い
る
。
京
極
為
兼
が

「
仏
法
和
歌
更
不
可
有
差
別
」『
花
園
天
皇
宸
記
』
と
説
き
、
清
厳
正
徹
が
「
和

井
上　

治

花
道
思
想
に
お
け
る
修
行
に
関
す
る
試
論
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歌
仏
道
全
無
二
」『
正
徹
物
語
』
と
言
っ
た
よ
う
に
、
古
来
仏
道
は
和
歌
の
道

と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
後
の
諸
芸
道
も
こ
の
影
響
を
受
け
継
い
で
お
り
、

茶
道
の
『
南
方
録
』
に
も
「
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
第
一
仏
法
を
以
て
修
行
得
道

す
る
事
也
」
と
い
う
有
名
な
一
文
が
あ
る
。
宗
教
、と
く
に
仏
教
と
の
関
連
は
、

諸
々
の
芸
道
思
想
の
主
脈
を
為
し
て
き
た
と
言
え
る
。

禅
者
鈴
木
大
拙
は
「
日
本
で
は
芸
術
の
研
究
は
、
た
ん
に
芸
術
の
た
め
に

で
は
な
く
て
、
精
神
の
照
明
（
悟
り
）
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

…
…
芸
術
と
〝
宗
教
〞
と
は
日
本
文
化
の
歴
史
の
中
で
は
そ
れ
程
内
面
的
に
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
〔
括
弧
内
も
原
文
〕」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
久
松

真
一
は
「
藝
道
と
し
て
の
藝
術
は
、
生
命
そ
れ
自
身
に
対
し
決
定
的
な
重
要
性

を
持
つ
事
柄
」
で
あ
る
と
語
り
、そ
の
門
人
倉
澤
行
洋
は
主
著
『
藝
道
の
哲
学
』

の
副
題
を
「
藝
と
宗
教
の
相
即
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
美
の

追
求
の
み
な
ら
ず
生
そ
の
も
の
と
深
い
連
関
、
す
な
わ
ち
広
義
の
「
宗
教
」
性

を
持
っ
て
い
る
の
が
「
芸
道
」
で
あ
り
、
挿
花
文
化
を
こ
の
側
面
か
ら
捉
え
た

も
の
が
「
花
道
」
で
あ
る
。

芸
道
が
芸
を
通
し
て
の
求
道
で
あ
る
以
上
、
芸
を
磨
く
こ
と
は
そ
の
根
幹
と

な
る
要
素
で
あ
る
。
芸
の
研
磨
に
は
修
行
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
道
へ
の
志
向

性
を
持
つ
修
業
の
過
程
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題

は
、芸
道
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
不
可
欠
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

和
歌
、
能
楽
、
茶
道
あ
る
い
は
剣
道
等
の
思
想
も
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
殆

ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
花
道
に
お
け
る
修
行
論
を
整
理
・
理
論
化
す
る
。

以
下
、第
一
章
で
は
修
行
の
前
半
の
段
階
と
し
て
「
稽
古
」
の
思
想
を
考
察
し
、

第
二
章
で
は
修
行
の
後
半
の
段
階
と
し
て
「
工
夫
」
の
思
想
を
考
察
す
る
。

第
一
章　

稽
古
の
思
想—

「
型
」
と
「
執
心
」

第
一
節　

型

花
道
に
限
ら
ず
芸
道
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
稽
古
は
不
可
欠
で
あ
る
。こ
の「
稽

古
」
と
い
う
言
葉
は
、「
古
を
稽か

ん
がふ

」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
稽
古
の
原

義
は
模
倣
で
あ
る
。
そ
の
模
倣
の
元
と
な
る
の
は
、「
型
」
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
稽
古
は
、「
師
」
を
媒
介
と
し
て
「
型
」
を
学
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
芸
道

論
の
祖
と
も
言
う
べ
き
世
阿
弥
は
、「
わ
が
風
体
の
形
木
を
極
め
て
こ
そ
、
遍

あ
ま
ね

き
風
体
を
も
知
り
た
る
に
て
は
あ
る
べ
け
れ
」『
風
姿
花
伝
』、
あ
る
い
は
「
上

手
の
か
た
き
を
ね
が
う
へ
し
」『
花
伝
髄
脳
記
』
と
い
う
よ
う
に
、「
形
木
」
を

強
調
し
て
い
る
。
日
本
の
芸
道
思
想
は
和
歌
と
能
楽
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い

る
が
、
芸
の
性
質
上
定
型
を
持
つ
和
歌
と
と
も
に
能
楽
に
お
い
て
も
「
型
」
が

重
視
さ
れ
た
。
こ
の
「
型
」
の
存
在
は
茶
道
の
点
前
に
お
い
て
も
、
諸
武
道
の

所
作
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
無
論
花
道
も
例
外
で
は
な
い
。
む
し
ろ
能
楽

や
茶
道
、
武
道
に
お
け
る
「
型
」
が
動
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
花
道

の
「
型
」
は
よ
り
固
定
的
で
あ
り
、そ
れ
だ
け
「
型
」
の
力
は
大
き
い
と
言
え
る
。

花
道
に
お
い
て
「
型
」
は
花
形
、す
な
わ
ち
花は

な
が
ね矩

を
指
す 

。
こ
こ
で
「
矩
」

は
「
型
」
と
同
義
で
あ
る
。
花
矩
の
内
容
に
関
し
て
は
既
に
別
稿
で
述
べ
た
よ

う
に
依よ

り
し
ろ代

的
要
素
を
中
心
に
、
供く

げ華
的
要
素
、
儒
学
的
要
素
が
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
一
定
の「
型
」を
措
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
花
矩
に
お
け
る「
型
」

は
「
格
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
ま
た
前
述
の
『
立
華
時
勢
粧
』
に
「
誠
に
古
人
花

道
を
鍛
錬
し
て
法
を
さ
だ
め
給
ふ
。
其
道
理
尤
奇
な
る
か
な
」
と
あ
る
が
、
こ
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の
「
法
」
も
ま
た
「
型
」
の
範
疇
に
あ
る
。

「
型
」
は
そ
の
性
質
上
、「
拘
束
性
」
を
伴
う
。
花
矩
は
心
の
儘
に
花
を
生
け

る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
そ
こ
で
は
自
分
の
意
思
を
慎
む
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば

自
分
を
無
く
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
花
矩
と
い
う
「
型
」
は
挿
花
の

形
に
お
け
る
制
約
の
み
な
ら
ず
、生
そ
の
も
の
の
形
に
お
け
る
制
約
で
も
あ
る
。

侘
茶
の
祖
、村
田
珠
光
が
室
町
中
期
に
そ
の
弟
子
に
与
え
た
も
の
と
さ
れ
る『
心

の
文
（
珠
光
古
市
播
磨
法
師
宛
一
紙
）』
は
冒
頭
で
、「
此
道
、
第
一
わ
ろ
き
事

は
、
心
の
か
ま
む
か
し
や
う
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
か
ま
む
か
し
や
う

（
我
慢
我
執
）」
は
「
我
意
」
を
張
る
事
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
気
儘

な
我
意
、
我
見
が
茶
道
の
修
行
に
お
い
て
最
も
忌
む
べ
き
事
で
あ
る
と
戒
め
ら

れ
て
い
る
。
絵
画
の
道
も
し
ば
し
ば
画
道
と
呼
ば
れ
る
が
、
近
世
京
都
の
浮
世

絵
師
西
川
祐
信
の
『
画
法
彩
色
法
』
も
同
じ
く
冒
頭
で
「
凡
絵
を
学
ば
ん
と
せ

ば
、
自
己
の
了
簡
の
み
に
し
て
は
成
が
た
か
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た

書
道(

入
木
道)

に
お
い
て
は
尊
円
法
親
王
の
『
入
木
抄
』
に
「
此
道
を
知
ら

ず
口
伝
を
う
け
ず
し
て
な
ま
じ
ひ
に
道
に
耽
輩
、
多
正
路
に
不
叶
」
と
あ
る
。

連
歌
で
は
心
敬
『
さ
さ
め
ご
と
』
に
「
道
を
受
け
ざ
ら
む
人
の
稽
古
修
行
は
い

た
づ
ら
の
事
な
る
べ
し
」
と
言
い
、
俳
諧
で
は
芭
蕉
が
「
格
に
入
ら
ざ
る
と
き

は
邪
路
に
は
し
る
」『
祖
翁
口
訣
』
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
道
」
や

「
格
」
も
、「
型
」
と
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
型
」
か
ら
外
れ
る
場
合
に

最
も
多
い
の
は
、
最
初
か
ら
分
不
相
応
な
面
白
味
の
あ
る
作
品
を
作
り
出
そ
う

と
す
る
「
我
意
」
で
あ
る
。
二
条
良
基
の
連
歌
書
『
連
理
秘
抄
』
が
「
最
初
よ

り
上
手
め
き
お
も
し
ろ
か
ら
ん
と
案
じ
て
句
の
詰
ま
り
た
ち
ぬ
れ
ば
、
次
第
に

詞
も
う
せ
心
も
う
せ
て
す
べ
て
あ
が
る
こ
と
な
き
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
は
や
が
て
心
技
と
も
に
無
理
が
生
じ
芸
の
上
達
に
支

障
を
来
す
。
ま
た
、
藤
原
定
家
の
『
毎
月
抄
』
に
「
初
心
の
時
お
の
づ
か
ら
古

体
を
よ
む
事
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
初
心
者
が
殊
更
復
古
調
の
様
式
を

真
似
る
の
も
同
じ
結
果
を
招
く
事
に
な
る
。

花
道
に
お
い
て
こ
の
種
の
「
我
意
」
の
代
表
的
な
も
の
は
、
珍
奇
な
花
形
で

あ
る
。
古
来
初
心
者
が
奇
を
衒
っ
た
花
を
生
け
る
事
は
し
ば
し
ば
為
さ
れ
て
お

り
、ま
た
批
判
さ
れ
て
き
た
。
室
町
中
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
仙
伝
抄
』
は
、「
け

い
こ
の
た
ら
ざ
る
人
は
あ
た
ら
し
く
は
じ
め
て
有
か
た
ち
を
お
も
し
ろ
く
思
ひ

て
、
め
の
あ
り
所
に
口
を
つ
け
ん
と
す
る
に
よ
つ
て
よ
く
み
れ
ば
見
ざ
め
し
て

あ
し
く
」
と
記
し
て
い
る
。
稽
古
の
足
り
な
い
初
心
者
は
、
目
の
あ
る
べ
き
と

こ
ろ
に
口
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
見
奇
抜
な
花
を
生
け
よ
う
と
す
る
が
、

よ
く
見
れ
ば
ま
っ
た
く
興
趣
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
目
の
あ

り
所
に
は
目
を
つ
け
、
鼻
の
あ
り
所
に
は
鼻
を
つ
く
り
や
う
に
た
て
て
、
い
づ

く
ら
ん
お
も
し
ろ
き
や
う
に
た
つ
る
が
上
手
な
り
」『
仙
伝
抄
』
と
い
う
方
法
、

す
な
わ
ち
「
常
の
事
珍
し
く
す
る
を
上
手
と
は
申
す
也
」（
二
条
良
基
）
と
い

う
方
法
と
は
正
反
対
で
あ
る
。ま
た
江
戸
期
の
伝
書
で
あ
る『
立
華
指
南
』に
も
、

「
初
心
の
時
よ
り
む
ざ
と
替
り
た
が
れ
ば
本
を
失
ひ
て
立
花
の
法
式
さ
な
が
ら

皆
取
換
る
な
れ
ば
、
け
い
こ
半
迄
は
只
古
流
を
た
て
て
そ
れ
よ
り
段
々
と
の
ぼ

ら
ん
人
す
え
た
の
も
し
く
も
と
ゆ
か
し
と
云
べ
し
や
」と
言
い
、『
抛
入
花
伝
書
』

に
「
あ
ら
ぬ
も
と
め
に
奇
を
こ
の
む
は
初
心
の
人
の
な
す
わ
ざ
な
り
」
と
言
い
、

あ
る
い
は
『
立
花
初
心
抄
』
に
「
わ
か
き
ひ
と
は
さ
の
み
こ
ひ
た
る
花
は
た
て

ぬ
も
の
也
」
と
言
う
よ
う
に
、
初
心
者
の
奇
を
衒
っ
た
花
に
対
す
る
批
判
は
枚

挙
に
遑
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
惣
し
て
諸
芸
と
も
我
流
を
以
て
名
人
上
手
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の
名
を
得
る
事
な
し
」『
挿
花
故
実
集
』
な
の
で
あ
り
、「
初
心
の
人
は
た
だ
い

く
た
ひ
も
古
法
に
し
た
る
よ
か
る
べ
し
」『
立
華
指
南
』
と
い
う
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
型
」
の
遵
守
が
古
来
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
第
一
の
目

的
は
「
技
（
業わ

ざ

、
事わ

ざ

）」
の
習
得
に
あ
る
。
芸
道
は
究
極
的
に
は
全
人
的
な
修

業
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
技
」
お
よ
び
技
の
総
合
と
し
て
の
「
芸
」
を
通
し
て

為
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
剣
道
に
し
ろ
能
楽
に
し
ろ
、「
技
」
が
つ
い
て
こ
な

け
れ
ば
い
く
ら
「
心
」
が
澄
も
う
と
も
「
芸
」
は
冴
え
な
い
。「
歌
は
や
ま
と

の
陀
羅
尼
な
り
」
と
言
い
連
歌
と
仏
道
の
共
通
性
を
強
調
し
た
心
敬
も
、「
姿
・

言
葉
を
か
ざ
ら
む
、
歌
道
の
肝
要
な
る
べ
し
」『
さ
さ
め
ご
と
』
と
述
べ
言
葉

の
巧
み
さ
を
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
世
阿
弥
が
「
花
」
を
「
こ
の
道
の
奥
儀
を

窮
む
る
と
こ
ろ
」
と
し
て
重
視
し
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
そ

の
「
花
を
知
ろ
う
と
思
は
ば
、
ま
ず
種
を
知
る
べ
し
。
花
を
心
、
種
は
わ
ざ
な

る
べ
し
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
点
、
花
道
は
花
を
立
て
る
・
生
け
る
芸
で
あ

り
、
そ
の
技
量
が
作
品
に
直
截
か
つ
明
確
に
現
れ
る
。
千
葉
龍
卜
に
よ
っ
て
著

さ
れ
た
源
氏
流
の
伝
書
『
生
花
枝
折
抄
』
に
も
、「
諸
芸
と
も
に
業
第
一
と
す

と
い
へ
ど
も
別
し
て
花
は
活
物
な
れ
ば
手
煉
せ
ざ
れ
ば
お
も
ふ
ま
ま
に
花
す
は

ら
ず
」
と
あ
る
。
枝
を
矯
め
、
葉
を
透
か
す
技
術
が
無
く
て
は
理
想
を
花
に
表

現
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
手
の
技
は
花
道
に
と
っ
て
必
要
不
可

欠
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
技
術
を
習
得
す
る
た
め
に
も
、
我
意
を
張
っ
た
造
形

に
走
ら
ず
古
式
に
倣
っ
て
稽
古
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

既
述
の
よ
う
に
、「
型
」
を
通
し
た
「
技
」
の
習
得
＝
稽
古
に
は
一
種
の
自

己
否
定
が
前
提
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
皮
相
な
意
味
で
の
「
個
性
」
さ
ら
に
は

「
理
性
」
と
い
う
も
の
は
否
定
さ
れ
る
。
幕
末
の
剣
客
千
葉
周
作
は
、「
剣
術
初

心
の
内
は
、
稽
古
に
理
非
善
悪
の
沙
汰
は
、
余
り
深
く
は
入
ら
ぬ
も
の
な
り
、

唯
師
の
教
へ
に
随
ひ
、
稽
古
数
を
か
け
て
、
一
心
不
乱
に
稽
古
す
れ
ば
、
自
然

と
妙
処
に
至
る
も
の
な
り
、
仏
道
に
於
て
唯
一
心
に
念
仏
を
唱
へ
よ
、
念
仏
を

申
せ
よ
と
教
ふ
る
は
、
念
仏
を
さ
へ
唱
ふ
れ
ば
、
自
然
と
悪
念
は
消
え
失
せ
て

善
心
と
な
り
、
極
楽
へ
行
か
る
ゝ
と
の
こ
と
な
り
、
剣
術
も
そ
れ
と
同
理
に
て
、

稽
古
数
か
ゝ
り
さ
へ
す
れ
ば
、自
ら
美
妙
の
場
に
至
る
も
の
な
り
」『
剣
法
秘
訣
』

と
説
い
て
い
る
。
稽
古
の
是
非
を
考
え
る
よ
り
前
に
、
ま
ず
は
稽
古
に
念
仏
の

ご
と
く
無
心
で
励
む
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
内
容
を
理
解

し
た
上
で
稽
古
に
勤
し
む
と
い
う
考
え
方
は
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
ず
「
技
」
を
修
め
な
け
れ
ば
そ
の
理
念
も
理
解
で
き
な
い

と
い
う
思
想
は
諸
芸
道
に
共
通
し
て
い
る
。
花
道
に
お
い
て
も
前
記
の
『
立
華

時
勢
粧
』
で
は
、「
初
学
の
時
は
事
を
先
に
し
て
理
を
後
に
す
べ
し
。
瓶
数
重

れ
ば
お
の
づ
か
ら
指
合
法
度
を
除
く
べ
し
」
と
、『
剣
法
秘
訣
』
と
ほ
ぼ
同
義

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
理
」、「
事
」
と
い
う
語
は
元
来
儒
学
的
、
あ
る
い

は
仏
教
的
（
特
に
華
厳
思
想
的
）
に
も
深
い
意
を
含
む
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
事
＝
技
術
、
理
＝
理
屈
く
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
初
心
者
は
先
ず
は
理
屈

を
措
い
て
、
と
も
か
く
稽
古
に
よ
っ
て
「
技
」
を
磨
く
べ
き
で
あ
り
、
花
形
の

意
味
や
稽
古
の
理
由
な
ど
は
当
分
考
え
る
必
要
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
年
）
刊
行
の
、
嗜
山
楼
相
沢
伴
主
に
よ
っ
て
著

さ
れ
た
『
允

い
ん
ち
ゅ
う
い
け
ば
な
か
が
み

中
挿
花
鑑
』
は
、「
先
手
の
わ
さ
を
学
え
む
と
思
ひ
て
其
故
実
等

を
問
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
訳
は
手
の
わ
ざ
の
出
来
る
に
随
て
次
第
次
第
に
能よ

き
こ
ろ比

に

は
師
の
方
よ
り
伝
る
が
順
な
り
」
と
言
う
。
こ
こ
で
も
、
最
初
は
「
技
」
の
故
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実
を
聞
く
必
要
は
な
く
、「
技
」
が
身
に
つ
い
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
師
が
教

え
て
ゆ
く
の
が
稽
古
の
順
序
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
師
の
立
場
と
し
て

も
同
様
で
あ
り
、「
兎
角
に
手
の
わ
ざ
を
教
る
こ
と
は
す
く
な
く
理
屈
か
ち
に

故
実
等
を
お
も
ん
じ
い
ふ
も
の
は
師
の
わ
ざ
の
拙
と
知
へ
し
。
ま
た
故
事
理
屈

を
い
は
ず
手
の
わ
さ
を
専
に
を
し
う
る
は
師
の
逸
た
る
と
し
る
べ
し
」『
允
中

挿
花
鑑
』
と
言
う
よ
う
に
、
師
に
も
「
技
」
を
理
屈
に
先
行
し
て
手
解
き
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
と
も
か
く
修
行
者
は
無
心
の
内
に

「
技
」
を
極
め
る
事
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
枠
組
み
と
な
る
の
が
「
型
」

で
あ
っ
た
。

大
事
な
こ
と
は
、「
技
」
が
「
心
」
に
優
先
す
る
と
い
う
の
は
重
要
度
の
順

で
は
無
く
し
て
、
習
得
の
順
序
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
道
は

「
技
」
お
よ
び
そ
の
総
合
と
し
て
の
「
芸
」
を
通
し
た
「
心
」
の
修
行
で
あ
り
、

そ
の
「
技
」、「
芸
」、「
姿
」
の
相
違
に
よ
っ
て
諸
芸
道
の
別
が
生
じ
る
。
歌
道

に
お
い
て
そ
れ
は
詞
で
あ
り
、
能
楽
に
お
い
て
は
舞
歌
で
あ
り
茶
道
に
お
い
て

は
点
茶
で
あ
り
、花
道
で
は
挿
花
で
あ
る
。
こ
の「
技
」あ
る
い
は「
芸
」と「
心
」

と
を
分
け
て
考
え
た
場
合
、
重
要
度
で
言
え
ば
「
心
」
の
方
が
大
事
で
あ
る
と

い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
芸
道
に
共
通
し
て
い
る
。
藤
原
公
任
は
「
心
姿
相
具
す
る

事
か
た
く
は
、
ま
づ
心
を
と
る
べ
し
」『
新
撰
髄
脳
』
と
言
い
、
定
家
は
「
心

の
か
け
た
ら
ん
よ
り
は
、
詞
の
つ
た
な
き
こ
そ
侍
ら
め
」『
毎
月
抄
』
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
心
敬
が
「
そ
の
実
は
み
な
落
ち
、
そ
の
花
ひ
と
り
栄
え
た
り
」

『
さ
さ
め
ご
と
』
と
言
う
よ
う
に
、
当
世
の
芸
を
批
判
す
る
場
合
に
は
、「
心
」

（
実
）
の
欠
落
と
「
技
・
姿
・
詞
」（
花
）
の
偏
重
が
常
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

花
道
に
お
い
て
も
、『
千
筋
の
麓
』
に
「
業
を
よ
く
す
と
い
へ
ど
も
心
に
花
を

翫
は
ざ
る
人
は
花
を
知
り
て
花
を
し
ら
ざ
る
人
と
云
べ
し
。
手
練
未
熟
の
人
に

も
心
の
花
を
よ
く
守
る
人
あ
り
。
是
を
誠
の
花
を
し
り
た
る
人
と
も
風
雅
な
る

人
と
も
云
べ
し
」
と
言
い
、『
稽
古
百
首
』
に
「
業
は
か
り
よ
く
て
も
風
雅
な

き
人
は
花
を
知
ら
ざ
る
人
と
い
ふ
べ
し
」
と
言
い
、『
允
中
挿
花
鑑
』
に
「
よ

の
な
か
を
み
る
に
花
を
翫
者
と
わ
ざ
を
翫
者
と
ふ
た
つ
有
。
わ
ざ
を
も
て
あ
そ

ぶ
者
は
俗
に
し
て
作
に
な
づ
み
花
の
本
性
と
精
気
を
失
。
わ
ざ
は
花
の
本
性
を

そ
な
へ
精
気
を
も
た
せ
形
を
よ
く
す
る
の
用
と
こ
こ
ろ
え
て
ま
な
ぶ
へ
し
」
と

言
う
よ
う
に
、「
技
」
だ
け
で
は
不
十
分
な
こ
と
は
常
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
稽
古
に
関
し
て
は
順
序
の
問
題
と
し
て
、
先
ず
は
「
技
」
を
磨
く
こ
と

が
奨
励
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
型
」
を
通
し
て
「
無
心
」
で
「
技
」
を
磨
く
こ
と
が
稽
古

の
第
一
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
こ
に
は
既
に
「
心
」
の
修
行
も
開
始

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち「
型
へ
の
没
入
」、仮け

こ己
と
し
て
の
自
己
を
否
定
し「
無

心
」
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
「
心
」
の
修
行
に
他
な
ら
な
い
。
芸
道
に
お
い
て

こ
れ
は
芸
三
昧
の
境
地
に
入
る
事
で
あ
る
。『
禅
茶
録
』
は
「
何
處
ま
で
も
気

を
縦ゆ

る

べ
ず
、
形
の
如
く
に
し
て
點
す
る
を
気き

つ
づ
け
だ
て

続
立
と
は
云
り
。
只
、
茶
三
昧
の

行
ひ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
禅
宗
に
お
い
て
は
只
管
打
坐
の
内
に
三
昧
に
入

る
。
茶
道
に
お
い
て
は
点
前
の
連
続
の
内
に
、
能
に
お
い
て
は
所
作
の
連
続
の

内
に
、
花
道
に
お
い
て
は
花
矩
と
向
か
い
合
う
中
で
、
す
な
わ
ち
何
れ
も
「
型
」

と
い
う
枠
を
通
じ
て
、三
昧
の
境
地
に
入
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

芸
道
と
は
押
し
並
べ
て
「
動
的
禅
」
と
言
う
事
も
出
来
る
。
し
た
が
っ
て
稽
古

の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
も
、「
技
」
を
習
得
す
る
た
め
の
準
備
期
間
で
は
な

く
全
人
的
な
求
道
、既
に
「
心
」
の
修
行
へ
と
踏
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

★
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こ
の
段
階
で
は
そ
れ
は
意
識
的
に
為
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
い
ず
れ
の
伝
書

も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、稽
古
の
段
階
に
お
い
て
は
「
型
」
を
通
し
た
「
技
」

の
研
磨
に
集
中
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
節　

執
心

藤
原
定
家
の
『
毎
月
抄
』
に
「
此
道
た
し
な
む
人
は
か
り
そ
め
に
も
執
す
る

心
な
く
て
な
ほ
ざ
り
に
詠
み
棄
つ
る
こ
と
侍
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
稽
古
は

ま
ず
「
型
」
に
従
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
稽
古
の
推
進
力
と
な
る
の
が
「
執

す
る
心
」
で
あ
る
。
ま
た
、『
さ
さ
め
ご
と
』
に
「
い
づ
れ
の
道
も
心
ざ
し
浅

く
さ
か
ひ
に
入
ら
ぬ
人
の
、
知
る
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
あ
り
、
千
葉
周
作
は
、

「
兎
角
芸
道
に
は
慾
と
云
ふ
も
の
有
て
宜
し
き
こ
と
な
り
」『
剣
法
秘
訣
』
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
心
ざ
し
」
や
「
慾
」
も
芸
に
執
す
る
契
機
と
な
る
も
の

で
あ
る
。
あ
る
い
は
飯
尾
宗
祇
を
継
い
で
北
野
会
所
の
連
歌
奉
行
と
な
っ
た
猪

苗
代
兼
載
は
「
器
用
を
地
盤
と
し
て
数
寄
を
第
一
と
す
べ
し
」『
兼
載
雑
談
』

と
言
い
、
西
行
は
「
歌
は
数
寄
の
源
な
り
。
心
の
す
き
て
、
詠
む
べ
き
な
り
」

『
西
公
談
抄
』
と
述
べ
た
と
い
う
が
、
こ
の
「
数
寄
（
好
き
）」
と
い
う
語
も
芸

の
精
進
を
願
う
心
意
気
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。「
執
す
る
心
」、「
心
ざ
し
」、

「
慾
」、「
数
寄
」
と
い
っ
た
語
は
各
々
細
か
い
概
念
的
相
違
が
あ
る
の
は
勿
論

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
心
意
気
を
一
先
ず
「
執
心
」
と
い
う
語
に

含
め
る
。

芸
の
修
行
に
お
い
て
「
執
心
」
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
事
に
関
し
て
は
、
花
道

も
例
外
で
は
な
い
。『
池
坊
専
応
口
伝
』
に
は
、「
凡
諸
道
と
も
に
執
心
あ
さ
く

し
て
、
其
道
を
仕
う
る
事
侍
る
べ
か
ら
ず
。
た
と
ひ
器
用
な
し
と
も
稽
古
の
ほ

ど
ふ
か
け
れ
ば
興
あ
る
姿
を
立
出
す
事
あ
り
」
と
あ
り
、『
立
華
時
勢
粧
』
に

は
「
其
執
心
あ
ら
は
さ
ざ
れ
ば
師
お
し
え
ざ
る
物
な
り
」
と
言
う
。
ま
た
、『
文

阿
弥
花
伝
書
』
に
は
「
す
け
る
道
よ
り
委く

わ
しの

学
を
ひ
ら
か
む
事
け
つ
ち
や
う
成

へ
し
」
と
あ
り
、『
花
秘
傳
』
に
も
「
す
け
る
道
よ
り
悟
を
開
ん
事
決
定
な
る

べ
し
」
と
言
う
よ
う
に
、「
す
き
」
か
ら
悟
り
に
入
り
得
る
事
を
説
い
て
い
る
。

「
執
心
」
は
、
基
本
的
に
は
修
行
者
と
「
芸
」
と
の
関
係
で
問
題
に
な
る
が
、

他
者
（
師
・
同
学
）
お
よ
び
他
事
（
諸
芸
道
）
と
の
関
係
に
お
い
て
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
。「
師
」
に
関
し
て
は
、「
型
」
は
師
伝
と
し
て
教
え
ら
れ
る
た

め
、
先
ず
は
偏
に
随
う
事
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
稽
古
」
は
師
の
「
型
」

を
真
似
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
、「
執
心
」
が
続
け
ば
次
に
「
師
」
を

超
え
て
「
型
」
の
真
髄
そ
の
も
の
を
直
接
求
め
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
空
海

が
「
書
も
ま
た
古
意
に
擬
す
る
を
以
て
善
し
と
な
し
、
古
迹
に
似
る
を
以
て
巧

み
と
な
さ
ず
」『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
と
言
い
、
芭
蕉
が
「
故
人
の
跡
を
求
め

ず
、
故
人
の
求
め
た
る
と
こ
ろ
を
求
め
よ
」『
許
六
離
別
詞
』
と
述
べ
た
の
も
、

こ
の
芸
境
を
表
し
て
い
る
。
修
行
者
と
「
師
」
と
の
距
離
は
諸
芸
道
に
よ
っ
て

区
々
で
あ
り
、
職
業
的
な
師
弟
関
係
が
存
在
し
な
い
時
代
の
和
歌
・
連
歌
な
ど

で
は
、「
師
」
を
超
え
て
真
髄
を
求
め
る
地
点
は
比
較
的
早
い
。
定
家
の
『
詠

歌
之
大
概
』
は
「
和
歌
無
師
匠
」
と
言
い
、
二
条
良
基
も
「
連
歌
は
、
心
よ
り

お
こ
り
て
、自
ら
学
ぶ
べ
し
。さ
ら
に
師
匠
の
教
ふ
る
と
こ
ろ
に
は
あ
ら
ず
」『
連

理
秘
抄
』
と
述
べ
て
い
る
。
他
の
芸
に
お
い
て
も
、
い
ず
れ
「
執
心
」
の
継
続

は
「
師
」
を
超
え
た
芸
境
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
稽
古
」

の
段
階
に
お
い
て
は
、
先
ず
「
師
」
の
芸
に
追
い
つ
く
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
故
に
『
立
花
初
心
抄
』
に
「
秘
事
を
隠
し
大
事
を
も
ら
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さ
ざ
る
故
を
の
づ
か
ら
初
心
の
族

や
か
ら

執
心
う
す
く
し
稽
古
に
倦
事
さ
ら
也
」
と
言

う
よ
う
に
、
修
行
者
の
「
執
心
」
の
維
持
に
対
す
る
「
師
」
の
責
任
も
生
じ
て

く
る
。

一
方
、
同
門
の
修
行
者
に
関
し
て
は
、
第
一
に
先
学
か
ら
も
後
学
か
ら
も
学

ぶ
姿
勢
を
持
つ
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
。『
風
姿
花
伝
』
に
「
そ
も
そ
も
上
手
に

も
わ
ろ
き
と
こ
ろ
あ
り
。
下
手
に
も
よ
き
と
こ
ろ
、
必
ず
あ
る
も
の
な
り
。
こ

れ
を
見
る
人
も
な
し
」、「
い
か
な
る
を
か
し
き
為
手
な
り
と
も
、
よ
き
と
こ
ろ

あ
り
と
見
ば
、
上
手
も
こ
れ
を
ま
な
ぶ
べ
し
」
と
言
う
よ
う
に
、
自
分
よ
り
下

手
か
ら
は
学
ば
な
い
「
情
識
」
を
「
窮
め
ぬ
心
」
と
批
判
し
て
い
る
。
茶
道
に

お
い
て
は
既
述
の
『
心
の
文
』
に
「
こ
ふ
者
を
ば
そ
ね
み
、
初
心
の
者
を
ば
見

く
だ
す
事
、
一
段
勿
体
無
事
共
也
。
こ
ふ
し
や
に
は
ち
か
づ
き
一
言
を
も
な
げ

き
、
又
初
心
の
も
の
を
ば
い
か
に
も
そ
だ
つ
べ
き
事
也
」
と
言
い
、
花
道
に
お

い
て
も
「
其
能
所
を
見
覚
、
悪
敷
所
を
見
過
す
べ
し
。
世
人
花
を
見
て
あ
し
き

所
を
か
た
れ
ど
も
能
所
を
語
ら
ず
。
是
心
花
に
あ
ら
ざ
る
が
故
な
り
」『
立
華

時
勢
粧
』
と
言
う
。
池
坊
系
の
『
生
花
正
意
四
季
之
友
』
に
、「
他
の
生
花
を

誹
る
こ
と
堅
嗜
む
べ
し
。
随
分
自
身
の
花
を
修
行
す
べ
き
事
第
一
也
。
花
に
不

限
諸
芸
と
も
に
他
を
そ
し
り
自
を
慢
す
る
是
嗜
む
べ
き
事
也
」と
あ
る
よ
う
に
、

他
者
の
花
を
誹
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
事
は
礼
儀
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
修

行
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
自
身
の
修
行
・
技
芸
向
上
の
為
で
あ
り
、
こ
れ

も
偏
に
「
執
心
」
の
為
せ
る
業
で
あ
る
。

一
方
、
他
の
諸
芸
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
一
芸
に
専
念
す
る
べ
き
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
は
一
概
に
は
言
え
な
い
。
世
阿
弥
は
、「
ま
づ
こ
の
道
に
至
ら
ん

と
思
は
ん
者
は
、
非
道
〔
異
な
る
芸
〕
を
行
ず
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
心
敬
も
「
ま
こ
と
に
は
、
一
芸
一
能
の
み
修
行
稽
古
と
ど
け
た
ら
む
輩
、

道
の
鏡
に
も
な
り
、世
の
名
誉
は
あ
る
べ
し
と
先
達
語
り
侍
り
」『
さ
さ
め
ご
と
』

と
述
べ
、
一
芸
に
専
念
す
る
こ
と
を
称
揚
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
世
阿

弥
は
「
た
だ
し
歌
道
は
風
月
延
年
の
飾
り
な
れ
ば
、
も
つ
と
も
こ
れ
を
用
う
べ

し
」
と
述
べ
、
心
敬
も
「
諸
道
に
真
実
の
賢
出
の
人
は
、
よ
の
能
芸
あ
る
べ
か

ら
ず
と
い
へ
り
。
さ
れ
ど
も
、
諸
道
に
相
資
相
反
と
て
、
混
合
し
て
よ
ろ
し
き

も
あ
り
」
と
言
い
、例
え
ば
「
学
問
・
仏
道
修
行
、手
跡
〔
書
道
〕」
な
ど
は
「
歌

道
に
相
資
の
道
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
芸
に
専
念
す
る

の
が
前
提
で
は
あ
る
が
、
そ
の
芸
に
資
す
る
限
り
に
お
い
て
、
他
の
諸
芸
道
も

嗜
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
花
道
に
関
し
て
見
れ
ば
、『
文
阿
弥
花

伝
書
』
な
ど
に
「
今
生
後
生
の
為
に
諸
芸
を
た
し
な
む
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、

比
較
的
他
の
芸
の
兼
学
に
は
寛
容
で
あ
る
。
こ
の
要
因
と
し
て
は
、
花
道
が
当

初
神
事
や
仏
事
の
花
、
座
敷
飾
り
、
連
歌
会
の
花
と
い
っ
た
よ
う
に
、
諸
々
の

総
合
芸
術
の
一
環
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
も
影
響
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
。

諸
芸
道
と
の
関
係
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
当
該
芸
に
資
す
る
と
い
う
側

面
と
と
も
に
、
よ
り
深
い
要
素
と
し
て
、
諸
々
の
芸
道
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
究

極
的
に
同
じ
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
芭
蕉
は
「
西
行
の
和
歌
に
お
け

る
、
宗
祇
の
連
歌
に
お
け
る
、
雪
舟
の
絵
に
お
け
る
、
利
休
が
茶
に
お
け
る
、

其
貫
道
す
る
物
は
一
な
り
」『
笈
の
小
文
』
と
言
い
、
宮
本
武
蔵
は
「
兵
法
の

利
に
ま
か
せ
て
諸
芸
諸
能
の
道
と
な
せ
ば
、
万
事
に
お
ゐ
て
我
に
師
匠
な
し
」

『
五
輪
書
』
と
言
い
、
そ
し
て
花
道
に
お
い
て
も
「
都

す
べ
て

諸
芸
大
小
有
と
い
へ
と

も
深
く
入
か
ぎ
り
は
皆
同
事
な
り
」『
允
中
挿
花
鑑
』と
言
う
。
芸
道
と
は「
芸
」

★
13

★
14
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を
通
じ
た
「
心
」
の
修
行
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
の
「
心
」
の
究
極
的
な
到
達

点
に
着
目
し
た
場
合
、
諸
芸
「
道
」
が
至
る
頂
き
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
も
「
稽
古
」
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の
頂
き

に
至
る
当
該
芸
の
「
道
」
を
只
管
登
る
事
が
第
一
に
求
め
ら
れ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、修
行
に
お
け
る
「
稽
古
」
の
段
階
の
要
素
と
し
て
は
、「
型
」

と
「
執
心
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
図
式
化
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。「
型
」
は
平
面
上
に
描
か
れ
た
枠
組
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
満
た
す
も
の

が
「
技
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
「
技
」
の
湧
き
出
る
源
泉
と
な
る
の
が
「
執

心
」
で
あ
る
。「
型
」
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
「
技
」
は
四
方
八
方
に
散
逸

す
る
こ
と
な
く
充
溢
す
る
。「
執
心
」
が
少
な
く
従
っ
て
「
技
」
が
全
く
枠
組

み
に
満
ち
な
い
の
は
所
謂「
お
稽
古
事
」と
し
て
の
花
道
で
あ
り
、「
技
」が「
型
」

に
満
ち
な
い
う
ち
か
ら
枠
を
は
み
出
す
の
が
初
心
者
の
陥
り
が
ち
な
「
我
意
」

で
あ
る
。「
技
」
が
枠
内
に
充
溢
し
た
時
点
が
、「
稽
古
」
の
成
就
で
あ
る
。

古
来
、
芸
道
の
修
行
論
に
お
い
て
は
様
々
な
段
階
が
設
定
さ
れ
て
き
た
。
本

稿
で
は
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
ま
ず
修
行
を
前
半
の
「
稽
古
」
と
後
半
の
「
工

夫
」
に
分
け
て
考
え
る
が
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
「
守
破
離
」
の
枠
組
み
を
被
せ

た
い
。
す
な
わ
ち
「
守
る
」
⇩
「
破
る
」
⇩
「
離
れ
る
」
と
い
う
修
行
階
梯
で

あ
る
。
こ
の
階
梯
で
は
、先
ず
「
型
」
＝
「
格
」
を
守
る
事
が
求
め
ら
れ
る
。「
稽

古
」
の
段
階
は
ま
さ
に
「
守
格
」
の
段
階
と
言
え
る
。
尤
も
「
守
格
」
と
は
言
っ

て
も
決
し
て
受
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
次
の
段
階
を
踏
ま
え
た
準

備
期
間
で
あ
る
。
東
北
帝
国
大
学
で
哲
学
を
教
授
し
つ
つ
弓
道
を
修
め
『
弓
と

禅
（Zen in der Kunst des Bogenschiessens

）』
を
著
し
た
オ
イ
ゲ
ン
・

★
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★
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型
技

執心
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ヘ
リ
ゲ
ル
の
夫
人
グ
ス
テ
ィ
・
Ｌ
・
ヘ
リ
ゲ
ル
は
『
華
道
と
日
本
精
神
（Der 

Blum
enw
eg

）』
と
い
う
著
書
を
遺
し
て
い
る
が
、
同
書
で
夫
人
は
「
型
に
は

ま
る
こ
と
こ
そ
本
当
の
創
作
活
動
へ
の
跳
躍
板
で
あ
り
う
る
」と
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
は
こ
の
「
跳
躍
板
」
で
あ
る
「
型
」
を
極
め
た
「
芸
境
」
に
至
る
こ
と
が

「
稽
古
」
の
段
階
、「
守
格
」
の
段
階
の
目
的
で
あ
る
。

第
二
章　

工
夫
の
思
想—

「
破
格
」
と
「
離
俗
」

第
一
節　

破
格

花
道
の
修
行
は
先
ず
「
型
」
と
「
執
心
」
と
で
以
て
「
技
」
を
高
め
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
が
、こ
の
「
型
」
に
も
順
序
が
あ
る
。
例
え
ば
『
立
華
時
勢
粧
』

に
「
立
華
習
ひ
や
う
の
事
」
と
題
す
る
一
節
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
花
を
習

ふ
に
、
先
直す

ぐ
し
ん心

立
を
能よ

く
さ
し
お
ぼ
え

指
覚
、
扨さ

て

除の
き
し
ん心

。
行
草
九
品
の
花
型
、
次
第
に
可
修
練
」

と
あ
る
。
立
華
は
「
真
（
心
、
身
）」
と
呼
ば
れ
る
枝
が
作
品
の
中
心
に
直
立

す
る
花
型
だ
が
、
そ
の
派
生
形
と
し
て
真
を
中
心
線
か
ら
外
す
除
真
と
呼
ば
れ

る
形
が
生
ま
れ
、
や
が
て
こ
ち
ら
が
主
流
と
な
っ
た
。
天
和
三
年
刊
行
の
『
古

今
立
華
大
全
』
に
「
瓶
に
立
る
は
お
し
な
へ
て
立
花
な
れ
と
真
の
花
は
真
と
い

ひ
狂
ひ
じ
ん
を
立
花
と
お
ぼ
え
て
書
給
ふ
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
直
真
の
立

華
は
真
の
花
と
呼
ば
れ
、
普
通
立
華
と
言
え
ば
除
真
を
含
む
狂
い
真
の
花
を
指

す
よ
う
に
な
る
。『
立
華
時
勢
粧
』
は
、
ま
ず
は
真
が
ま
っ
す
ぐ
な
直
真
の
立

華
を
習
う
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
そ
の
上
で
、
除
真
の
花
を
学
び
、
さ
ら
に
そ

の
後
に
、よ
り
崩
し
た
行
草
の
花
型
へ
と
移
る
。
冨
春
軒
は「
真
の
真
」か
ら「
草

の
草
」
ま
で
九
品
（
九
種
）
の
花
形
を
考
案
し
て
い
た
が
、
こ
の
正
風
の
真
の

花
か
ら
崩
れ
た
草
の
花
へ
と
い
う
の
が
、
稽
古
の
順
序
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
同
書
は
「
立
華
十
体
」
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
正
風
体
」、「
幽

玄
体
」、「
景
曲
体
」、「
野
澤
体
」、「
池
中
体
」、「
山
頭
有
草
体
」、「
山
下
有
竹

体
」、「
枯
木
強
力
体
」、「
一
色
体
」、「
乱
曲
体
」
で
あ
る
。
壬
生
忠
岑
の
『
和

歌
体
十
種
』
や
藤
原
定
家
『
毎
月
抄
』
の
「
和
歌
十
体
」
以
来
の
伝
統
を
念
頭

に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、こ
れ
に
関
し
て
は
「
或
師
家
秘
書
を
写
て
記
之
」

と
あ
る
だ
け
で
詳
し
い
解
説
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
「
正
風
体
」
に
「
直

の
花
を
云
」、「
幽
玄
体
」に「
除
真
体
を
云
」、「
景
曲
体
」に「
砂
之
物
を
云
」、「
野

澤
体
」
に
「
草
花
立
を
云
」
お
よ
び
「
池
中
体
」
に
「
水
草
立
を
云
」
と
書
き

添
え
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
先
の
稽
古
論
に
従
う
と
、稽
古
の
順
は
「
正
風
体
」

⇩
「
幽
玄
体
」
⇩
「
景
曲
体
」
に
対
応
す
る
の
で
十
体
も
稽
古
の
順
に
並
ん
で

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、稽
古
は「
正

風
」
か
ら
変
形
体
す
な
わ
ち
「
非
風
」
へ
と
出
て
ゆ
く
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
点
で
は
『
古
今
立
華
大
全
』
も
「
花
形
は
真
〔
直
真
の
立
華
〕
よ
り
出
て

立
花
〔
狂
い
真
の
立
華
〕
に
う
つ
り
」
と
同
じ
事
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
立

華
指
南
』
に
も
「
げ
に
故
を
た
づ
ね
て
新
を
し
る
の
謂
に
よ
ら
ば
か
か
る
真
実

の
立
花
を
よ
く
手
習
て
次
第
に
異
相
な
る
事
も
ま
ね
侍
ら
ば
も
と
た
つ
て
道
な

る
べ
し
」
と
あ
る
。「
師
」
の
下
で
「
真
実
（
正
風
）」
を
習
っ
た
後
に
「
異
相

（
非
風
）」
を
真
似
る
と
い
う
順
序
は
、
世
阿
弥
が
『
花
鏡
』
で
「
至
り
た
る
上

手
の
能
を
ば
、
師
に
よ
く
習
ひ
て
は
似
す
べ
し
。
習
は
で
は
似
す
べ
か
ら
ず
」

と
述
べ
て
い
る
の
に
通
じ
る
。

以
上
は
立
華
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
順
序
は
生
花
に
関
し
て
も

同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
春
古
洞
斎
に
よ
っ
て
著
さ
れ
享
和
三
年（
一
八
〇
三
年
）

★
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に
出
版
さ
れ
た
『
生
花
実
体
は
し
め
く
さ
』
は
、「
初
学
に
は
、
真
の
花
を
い

け
習
ふ
べ
し
。
か
れ
こ
れ
と
花
を
と
り
な
や
む
う
ち
に
は
、
花
の
と
り
な
し
よ

う
も
い
け
ぶ
り
も
、
お
の
づ
か
ら
合
点
の
ゆ
く
も
の
な
り
。
す
べ
て
枝
或
も
の

は
、
此
格
を
以
て
す
べ
し
」
と
言
う
よ
う
に
、
ま
ず
は
「
真
の
花
」
す
な
わ

ち
正
風
の
生
花
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
為
に
同
書
に
図
示
し
て
あ
る
「
格

（
型
）」
の
通
り
に
生
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
格
を
通
し
て
、「
全
体
」

を
獲
得
す
べ
き
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
を
獲
得
し
な
い
う
ち
か
ら
草
の
花
す
な
わ

ち
崩
し
た
生
花
の
形
を
習
う
と
、「
全
体
が
定
ま
ら
ぬ
故
、
後
に
は
た
わ
ひ
も

な
き
生
花
と
な
る
も
の
也
」
と
言
う
。
春
古
洞
斎
は
同
書
で
「
全
体
」
と
「
実

体
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
。
彼
自
ら
の
言
葉
で
は
、「
実
体
と
全
体
と

は
同
じ
事
な
れ
共
、
実
体
は
事
な
り
。
和
気
を
含
て
風
情
を
顕
す
也
。
全
体
は

理
也
。
不
動
し
て
全
し
隠
れ
て
妙
有
故
に
無
形
也
」
で
あ
る
。
朱
子
学
的
な
理

事
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
無
形
の
原
理
的
な
「
理
」
＝
「
全
体
」
が
形
を

取
っ
て
現
れ
た
の
が
「
事
」
＝
「
実
体
」
で
あ
る
。「
全
体
の
と
こ
ろ
を
会
得

せ
し
上
に
て
は
、
い
か
や
う
に
取
な
し
て
も
実
体
の
は
な
る
る
と
い
ふ
事
な
き

也
」
と
言
う
よ
う
に
、「
全
体
」
を
習
得
す
れ
ば
、そ
の
花
は
必
然
的
に
「
実
体
」

を
備
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
事
は
末
也
。
理
は
本
也
」
と
言
え

る
が
、「
又
事
理
の
二
つ
は
一
木
也
」
で
も
あ
り
、「
唯
事
理
を
全
ふ
す
る
事
肝

要
」
と
な
る
。

以
上
を
図
式
化
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
真
を
得
て
い
な
い
行
や
、真
・

行
を
得
て
い
な
い
草
の
姿
は
、
結
局
空
ろ
な
花
形
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
花

道
の
真
髄
（
す
な
わ
ち
「
全
体
」）
は
真
の
花
型
の
内
に
あ
る
と
言
え
る
。
尤

も
尊
円
法
親
王
は
『
入
木
抄
』
に
お
い
て
行
の
書
体
か
ら
稽
古
を
始
め
る
べ
き

で
あ
る
と
説
き
、
ま
た
『
南
方
録
』
で
は
利
休
が
、
書
院
台
子
の
真
の
茶
を
教

え
ず
に
先
に
草
庵
の
茶
か
ら
教
え
て
、
後
に
真
に
返
れ
ば
良
い
と
述
べ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
芸
道
一
般
に
お
け
る
真
行
草
の
稽
古
の
順
序
に
関
し

て
は
検
討
の
余
地
を
残
す
が
、
と
も
か
く
花
道
に
お
い
て
は
先
ず
真
か
ら
学
ぶ

事
が
奨
励
さ
れ
て
い
る
。

真行草
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真
か
ら
行
草
へ
と
向
か
う
経
路
は
、「
正
風
」
か
ら
「
非
風
」
へ
と
向
か
う

径
で
あ
り
、
い
ず
れ
草
を
超
え
た
格
外
、
す
な
わ
ち
破
格
の
芸
境
へ
と
出
て
ゆ

く
径
で
あ
る
。
つ
ま
り
行
草
は
謂
わ
ば
破
格
へ
の
道
筋
で
あ
り
、
準
格
と
言
い

得
る
も
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、「
師
」
を
追
い
求
め
「
守
格
」
の
芸
境

に
達
し
た
後
、
修
行
者
の
「
執
心
」
に
支
え
ら
れ
た
「
技
」、「
芸
」
は
「
師
」

を
超
え
「
格
」
を
超
え
出
て
ゆ
く
事
に
な
る
。
定
家
は
「
取
り
寄
る
所
は
師
匠

を
本
と
し
て
、
堪
能
の
後
は
独
立
す
る
也
」『
十
問
最
秘
抄
』
と
述
べ
、
心
敬

は
「
ま
こ
と
に
道
に
入
れ
る
歌
人
は
、格
式
の
ほ
か
の
事
お
ほ
か
る
べ
し
」『
さ

さ
め
ご
と
』
と
言
う
。
さ
ら
に
、
煎
茶
道
を
嗜
ん
だ
文
人
上
田
秋
成
は
「
初
め

よ
り
法
な
く
ば
、
次
序
乱
れ
て
興
な
し
。
法
に
繋
が
れ
て
活
動
な
き
は
死
物
の

業
也
。
法
を
脱
し
て
無
法
に
帰
す
る
事
、
其
時
に
臨
み
て
機
あ
る
べ
し
。
点
茶

家
は
是
を
の
が
る
る
事
え
せ
ず
。
是
を
茶
奴
と
云
べ
し
」『
茶
瘕
酔
言
』と
言
い
、

『
允
中
挿
花
鑑
』
は
「
師
に
伝
た
る
事
が
極
に
て
是
よ
り
外
に
は
ま
さ
る
事
は

な
き
と
思
ま
も
り
た
る
は
、
己
が
力
を
も
て
得
た
る
こ
と
は
少
し
も
な
く
一
生

師
の
履
を
つ
か
む
奴
芸
な
り
。
古
く
伝
来
事
に
て
も
拙
く
不
用
な
る
事
は
は
ぶ

き
、
己
が
見
出
聞
出
自
得
し
よ
き
こ
と
は
加
へ
補
愈

い
よ
い
よ

其
道
を
明
に
す
べ
し
」

と
説
く
よ
う
に
、「
型
」
を
究
め
な
が
ら
そ
こ
に
安
住
す
る
、
す
な
わ
ち
囚
わ

れ
る
だ
け
の
者
は
「
奴
」
と
し
て
非
難
さ
れ
る
。
詰
ま
り
「
格
」
を
破
る
の
は

修
行
者
の
義
務
で
あ
り
、こ
の
「
破
格
」
に
お
い
て
修
行
者
の
道
は
一
変
す
る
。

そ
れ
は「
師
」か
ら
の
独
立
で
あ
り
、自
己
の「
芸
」の
確
立
で
あ
る
。
心
敬『
さ

さ
め
ご
と
』
に
「
い
づ
れ
の
道
も
、
稽
古
と
工
夫
と
は
る
か
に
心
か
は
る
べ
き

也
」
と
言
い
、
伊
吹
山
人
成
古
の
『
砂
鉢
生
花
傳
』
に
「
兎
角
傳
斗ば

か
りに

て
も
あ

ら
ず
工
夫
も
い
る
も
の
な
り
」
と
言
う
よ
う
に
、
師
伝
を
超
え
る
「
破
格
」
以

降
の
修
行
段
階
を
、
本
稿
で
も
「
工
夫
」
と
規
定
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
の
『
生
花
実
躰
は
し
め
く
さ
』
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

破
格
の
段
階
で
は
「
理
」
か
ら
「
事
」
を
導
き
出
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
る
。
既
述
の
よ
う
に
『
立
華
時
勢
粧
』
が
「
初
学
の
時
は
事
を
先
に
し
て
理

を
後
に
す
べ
し
。
瓶
数
重
れ
ば
お
の
づ
か
ら
指
合
法
度
を
除
く
べ
し
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、「
稽
古
」
の
段
階
に
お
い
て
は
「
理
」
を
一
先
ず
措
い
て
「
事

（
技
）」
を
磨
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
事
」
を
通
じ
て
「
理
」
を

獲
得
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。『
立
華
時
勢
粧
』
は
そ
の
後
、「
中な

か
ご
ろ比
に
至
り
て
は

事
理
両
輪
の
ご
と
く
す
べ
し
。
上
手
に
成
て
は
事
を
捨
て
理
を
工
夫
す
べ
し
。

然
る
時
は
事
理
不
二
の
境
に
至
り
て
、花
に
自
由
を
得
べ
し
」
と
続
け
て
い
る
。

こ
れ
は
『
生
花
実
躰
は
し
め
く
さ
』
の
構
造
と
同
じ
で
あ
る
。「
事
」
を
極
め

た
の
ち
「
理
」
に
至
れ
ば
、「
理
」
に
従
う
と
こ
ろ
「
事
」
も
つ
い
て
く
る
。

し
た
が
っ
て
、こ
の
芸
境
は
も
は
や
「
型
」
に
拘
束
さ
れ
な
い
で
、し
か
も
「
型
」

に
適
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。『
入
木
抄
』に
、「
屈
曲
横
竪
の
点
、一
々

に
不
任
自
由
、
先
哲
の
行
跡
に
随
候
て
筆
を
下
候
へ
ば
お
の
づ
か
ら
通
達
し
候

也
。
…
…
御
通
達
の
後
は
、
御
筆
に
ま
か
せ
ら
れ
候
と
も
不
可
違
筆
法
候
。
孔

子
の
詞
に
、
七
十
に
し
て
心
欲
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
へ
ど
も
矩
を
不こ

え
ず逾

と
申

候
も
是
に
て
候
」と
言
う
の
も
同
じ
で
あ
る
。倉
澤
行
洋
は
守
格
の
芸
境
に
至
っ

た
も
の
を
「
達
人
」、
破
格
の
芸
境
に
至
っ
た
も
の
を
「
名
人
」
と
規
定
し
た

上
で
、「
達
人
は
客
観
的
に
は
未
だ
型
の
内
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
型
が
主
で
自

己
が
従
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
名
人
は
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
型
を
超

え
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
型
は
従
で
自
己
が
主
と
な
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
ま

た
『
桐
覆
花
談
』
で
は
、「
た
と
ひ
千
花
万
草
有
迚と

て

も
我
欲
る
所
に
随
て
規
矩

★
18



78人　文　学　の　正　午　No. 3  Jun.  2012

Article❸

あ
ら
ば
是
を
以
て
名
人
共
花
聖
共
い
ふ
べ
き
歟か

」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は

松
月
堂
古
流
の
『
古
流
生
花
四
季
百
瓶
図
』
が
「
古
義
を
学
び
正
意
を
識
り
た

る
上
に
て
名
人
な
れ
ば
臨
機
應
變
し
氣
質
に
任
せ
作
爲
を
以
て
變
體
し
玉
ふ
」

と
言
い
、
松
尾
芭
蕉
が
「
格
に
入
り
、
格
を
出
て
、
初
め
て
自
在
を
得
べ
し
」

『
祖
翁
口
訣
』
と
言
う
よ
う
に
、
破
格
の
芸
位
、「
名
人
」・「
花
聖
」
の
芸
境
を

表
す
の
は
「
応
変
」
で
あ
り
「
自
由
」
で
あ
る
。

修
行
者
の
芸
を
「
稽
古
」
と
し
て
の
「
守
格
」
か
ら
、「
工
夫
」
と
し
て
の
「
破

格
」
に
至
ら
し
め
る
要
素
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
執
心
」
で
あ
る
。「
型
」、

「
格
」
は
有
限
で
あ
る
が
、「
執
心
」
は
無
限
で
あ
る
。
上
島
鬼
貫
が
「
修
行
の

道
に
限
り
あ
ら
ざ
れ
ば
、
至
り
て
止
ま
る
奥
も
あ
ら
じ
。
ま
た
臨
終
の
夕
べ
ま

で
の
修
行
と
し
る
べ
し
」
と
述
べ
、『
允
中
挿
花
鑑
』
が
「
都
て
学
初
に
此
事

は
何
年
位
で
出
来
や
う
の
上
手
に
な
ら
ふ
の
と
其
限
を
尋
る
人
有
。
夫
は
志
の

拙
く
薄
情
に
て
何
事
に
て
も
成
就
せ
ぬ
も
の
な
り
。
左
様
の
念
な
く
一
筋
に
執

心
し
て
学
べ
し
」
と
言
う
よ
う
に
、「
執
心
」
が
そ
の
射
程
を
限
定
す
る
事
は

な
い
。
こ
の
「
執
心
」
が
、
遂
に
「
格
」
の
「
全
体
」
を
捉
え
、「
師
」
の
伝

え
た
る
事
が
極
り
、
尚
そ
の
先
を
追
い
求
め
た
時
に
、
修
行
者
の
芸
境
は
「
格
」

を
横
溢
し
破
格
の
花
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
節　

離
俗

「
格
」
を
極
め
た
「
名
人
」
が
破
格
の
花
を
生
け
る
と
、
そ
の
花
自
体
が
や
が

て
「
格
」
に
収
束
し
て
ゆ
く
過
程
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
「
格
」
は
守
格

の
対
象
と
な
る
。
立
華
に
お
け
る
除
真
や
生
花
に
お
け
る
曲
生
け
は
こ
れ
に
当

た
る
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
過
程
が
大
抵
の
場
合
、
形
骸
化
と
い
う
弊
害
を
伴

う
事
で
あ
る
。
花
道
史
を
紐
解
く
と
一
七
世
紀
初
頭
、
二
代
池
坊
専
好
は
た
て

花
を
発
展
さ
せ
立
華
を
大
成
し
た
。
そ
れ
は
大
型
、
華
麗
な
花
で
あ
り
且
つ
そ

れ
自
体
が
独
立
し
た
鑑
賞
作
品
で
あ
る
点
で
こ
れ
ま
で
の
た
て
花
の
格
を
超
え

た
、
ま
さ
に
破
格
の
花
で
あ
っ
た
。
二
代
専
好
の
没
後
そ
の
高
弟
十
一
屋
太
右

衛
門
に
よ
っ
て
天
和
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
古
今
立
華
大
全
』
で
は
、
こ
の
立

華
の
立
て
様
が
事
細
か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
為
に
同
書
は
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
立
華
の
隆
盛
を
促
し
た
が
、
同
時
に
そ
の
形
骸
化
・
惰
性
化
を
招
く
契

機
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
は
上
記
の
過
程
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、こ
の
形
骸
化
し
た
立
華
に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
花
道
家
と
し
て
、

本
能
寺
の
大
住
院
以
信
や
『
立
華
時
勢
粧
』
の
著
者
桑
原
冨
春
軒
仙
渓
等
が
し

ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
当
時
の
池
坊
立
華
を
超
え
た
動
的
で
壮
麗
な
立

華
を
立
て
た
。『
大
住
院
立
華
砂
之
物
図
』
や
『
立
華
時
勢
粧
』
な
ど
に
残
る

彼
ら
の
立
華
を
見
て
も
、
そ
の
迫
力
は
十
分
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
な
が

ら
彼
ら
の
花
に
対
し
て
は
厳
し
い
評
価
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
花
道
史
家

湯
川
制
は
大
住
院
の
作
品
に
関
し
て
「
到
底
師
専
好
に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。
彼

の
作
品
は
謂
は
ば
巧
緻
で
あ
っ
て
、
師
の
壮
大
さ
を
持
た
な
い
」
と
評
し
、
東

大
美
術
史
教
授
で
あ
っ
た
山
根
有
三
は
冨
春
軒
の
作
品
に
関
し
て
「
そ
の
作
意

が
あ
ま
り
に
露
骨
で
、
そ
こ
に
は
専
好
の
精
神
性
も
、
大
住
院
の
抒
情
性
も
な

い
。
あ
る
の
は
奇
怪
な
線
の
乱
舞
と
、
自
由
な
狂
的
な
ま
で
の
享
楽
で
あ
る
」

と
評
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
必
ず
し
も
彼
ら
の
作
品
を
正
確
に
写
し
て
い
る
と

は
言
え
な
い
立
華
図
か
ら
判
断
す
る
こ
と
の
問
題
、
あ
る
い
は
個
人
的
な
美
意

識
・
嗜
好
の
問
題
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
花
道
史
研
究
の
泰
斗
で
あ
る
両

氏
の
指
摘
は
や
は
り
傾
聴
に
値
す
る
。
大
住
院
も
冨
春
軒
も
確
か
に
「
名
人
」
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で
あ
り
、
そ
の
花
は
初
心
者
の
「
我
意
」
に
よ
る
花
で
は
な
く
十
分
に
「
技
」

を
備
え
た
破
格
の
花
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
こ
う
い
っ
た
評
価
が
あ
る

と
い
う
事
実
は
、
破
格
の
花
の
限
界
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
破

格
は
確
か
に
「
格
」
を
出
る
も
の
で
あ
る
が
、
守
格
の
段
階
と
同
じ
地
平
・
平

面
上
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
限
界
で
あ
る
。
こ
の
地
平
を
「
俗
」
と
呼
ん
で

も
よ
い
。
そ
の
意
味
で
破
格
の
芸
境
と
は
俗
的
地
平
に
お
け
る
美
的
効
果
の
拡

大
で
あ
り
、「
巧
緻
」
あ
る
い
は
「
線
の
乱
舞
」
と
は
こ
の
効
果
の
表
現
で
あ
る
。

芸
を
通
じ
て
道
を
求
め
る
芸
道
に
お
い
て
こ
の
要
素
は
決
し
て
低
く
扱
わ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
段
階
が
未
だ
「
道
」
の
過
程
に
過
ぎ
な
い
の
も

事
実
で
あ
る
。

破
格
か
ら
さ
ら
に
一
段
登
る
た
め
に
は
、そ
の
平
面
か
ら
離
れ
る
こ
と
、「
離
」

の
段
階
が
必
要
と
な
る
。「
守
」お
よ
び「
破
」の
目
的
語
は「
格
」と
取
れ
る
が
、

「
離
」
の
場
合
に
お
け
る
そ
れ
は
「
格
」
に
留
ま
ら
ず
、「
守
」
や
「
破
」
の
概

念
を
内
包
す
る
地
平
、
す
な
わ
ち
「
俗
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
地
平
か
ら

新
た
な
次
元
を
加
え
る
方
向
に
昇
華
す
る
の
が
「
離
」
の
段
階
で
あ
り
、
清
巌

が
「
至
極
の
よ
き
歌
は
理
の
外
な
る
事
也
」『
正
徹
物
語
』
と
言
う
よ
う
に
「
理
」

を
も
超
越
す
る
芸
境
で
あ
る
。
破
格
と
離
俗
の
構
造
を
図
式
化
す
れ
ば
、
下
図

の
よ
う
に
な
る
。

前
記
山
根
有
三
の
父
は
花
道
流
派
真
生
流
の
流
祖
山
根
翠
堂
で
あ
る
が
、
翠

堂
は
そ
の
著
書
で
「
作
品
は
作
者
の
影
で
あ
る
。
影
を
良
く
し
よ
う
と
思
え
ば

本
体
を
よ
く
す
る
外
に
方
法
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
作
品
と
作
者
の
人
格

と
の
関
係
は
「
芸
道
」
と
所
謂
「
芸
術
」
を
区
別
す
る
一
つ
の
基
準
に
な
る
が
、

修
業
の
段
階
が
「
工
夫
」
に
至
り
、
さ
ら
に
「
離
俗
」
の
芸
位
に
達
す
る
と
こ
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の
関
係
は
非
常
な
重
要
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
守
格
か
ら
破
格
へ

の
移
行
は
同
一
平
面
上
の
造
形
的
な
変
化
で
あ
る
が
、
破
格
か
ら
離
俗
へ
の
移

行
は
花
人
そ
の
も
の
の
変
化
を
伴
う
。ヘ
リ
ゲ
ル
夫
人
は
修
業
を
長
年
経
た
後
、

「
弟
子
は
も
は
や
稽
古
の
中
で
だ
け
花
の
道
を
歩
む
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
花
道
は
完
全
に
全
人
的
な
課
題
と
な

り
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
全
人
的
な
変
化
が
「
芸
」
へ
と
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。『
池
坊
専
応
口
伝
』
は
「
抑
是
を
も
て
あ
そ
ぶ
人
、草
木
を
見
て
心
を
の
べ
、

春
秋
の
あ
は
れ
を
お
も
ひ
、
一
旦
の
興
を
も
よ
を
す
の
み
に
あ
ら
ず
、
飛
花
落

葉
の
か
ぜ
の
前
に
、
か
か
る
さ
と
り
の
種
を
う
る
事
も
や
侍
ら
ん
」
と
説
き
、

世
阿
弥
の
『
花
鏡
』
は
「
ま
こ
と
の
上
手
に
名
を
得
る
事
、
舞
・
は
た
ら
き
の

達
者
に
よ
る
べ
か
ら
ず
。
是
は
た
だ
、
為し

て手
の
正
位
心
に
て
、
瑞
風
よ
り
出
る

感
か
と
覚
え
た
り
」
と
言
う
。
全
人
的
な
変
化
と
は
「
さ
と
り
」
に
他
な
ら
ず
、

そ
し
て
「
芸
」
に
お
け
る
悟
り
で
あ
る
「
正
位
心
」
か
ら
出
た
「
芸
」
こ
そ
が

離
俗
の
芸
と
言
え
る
。

こ
の
「
離
」
の
芸
境
に
あ
る
作
品
が
外
面
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
議
論
は
無
意
味
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
も

事
実
で
あ
る
。『
さ
さ
め
ご
と
』
に
「
心
言
葉
す
く
な
く
寒
く
や
せ
た
る
句
の

う
ち
に
、
秀
逸
は
あ
る
べ
し
と
い
へ
り
」
と
言
い
、
武
野
紹
鴎
が
「
連
歌
は
枯

れ
か
じ
け
て
寒
か
れ
と
云
ふ
。茶
の
湯
の
果
て
も
そ
の
如
く
成
り
た
き
」と
語
っ

た
よ
う
に
、古
来
芸
道
論
に
言
わ
れ
る
、「
冷
え
」、「
枯
れ
」、「
痩
せ
」、「
さ
び
」、

「
ほ
そ
み
」
と
い
っ
た
風
体
は
そ
の
例
で
あ
る
。
花
道
に
お
い
て
も
『
抛な

げ
い
れ入

岸

之
波
』
は
「
う
つ
く
し
き
よ
り
も
拙
き
こ
そ
か
へ
つ
て
面
白
く
、
凡
俗
を
出
た

る
風
情
も
あ
る
べ
き
か
」と
言
い
、さ
ら
に「
拙
と
は
さ
び
て
つ
く
ろ
は
ざ
る
趣
」

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
う
つ
く
し
さ
」
と
あ
る
意
味
に
お
い
て

対
置
さ
れ
る
よ
う
な
風
体
で
あ
る
。『
立
華
時
勢
粧
』
は
、「
初
学
の
時
は
下
草

多
く
、
花
形
あ
つ
く
、
出
物
ゆ
る
や
か
に
可
指
。
巧
者
に
な
る
ほ
ど
花
き
れ
い

に
小
体
に
成
物
也
。
世
人
爰こ

こ

に
止
り
て
よ
し
と
お
も
ふ
。
是
い
ま
だ
上
手
の
位

に
あ
ら
ず
。
必
き
れ
い
に
な
づ
む
べ
か
ら
ず
」
と
言
い
、「
上
手
の
花
は
下
草

多
か
ら
ず
し
て
景
多
し
。
是
を
薄
ふ
て
厚
し
と
い
う
。
下
手
の
花
は
下
草
多
く

見
所
な
き
を
あ
つ
ふ
て
う
す
し
と
名
く
」
と
説
く
が
、こ
こ
で
も
賑
や
か
で
「
き

れ
い
」
な
花
に
対
し
、
上
手
は
そ
の
「
き
れ
い
」
に
留
ま
ら
ず
、
花
は
少
な
く

て
そ
れ
で
い
て
見
所
の
多
い
風
体
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た

『
古
流
生
花
四
季
百
瓶
図
』
は
「
枝
葉
多
く
遣
ひ
形
容
賑に

ぎ
に
ぎ
し
く

々
敷
飾
た
る
花
形
は

皮
肉
の
二
體
に
し
て
骨
の
花
體
に
至
る
た
め
の
楷
梯
と
知
べ
し
」
と
言
う
が
、

こ
の
「
皮
」「
肉
」
の
風
体
か
ら
「
骨
」
体
へ
と
い
う
径
路
も
同
じ
事
で
あ
る
。

一
方
で
、
既
述
の
よ
う
に
至
ら
ぬ
う
ち
か
ら
こ
の
よ
う
な
風
体
を
出
そ
う
と

す
る
「
我
意
」
は
厳
し
く
窘
め
ら
れ
て
き
た
。
先
ほ
ど
の
『
古
流
生
花
四
季
百

瓶
図
』
は
「
骨
體
の
花
形
は
名
人
上
手
の
弄
ぶ
所
」
で
あ
り
「
真
の
骨
體
は
生

花
の
道
に
は
東
西
も
分
た
ぬ
人
の
識
る
所
に
あ
ら
ず
」
と
言
い
、
心
敬
も
「
初

心
の
時
、
枯
び
た
る
方
を
好
む
べ
か
ら
ず
候
」『
心
敬
僧
都
庭
訓
』
と
述
べ
て

い
る
。
ま
た
珠
光
も
「
初
心
の
人
躰
か
ひ
せ
ん
物
し
か
ら
き
物
な
と
を
も
ち
て

人
も
ゆ
る
さ
ぬ
た
け
く
く
む
事
言
語
道
断
也
」
と
、
初
心
者
が
備
前
焼
・
信
楽

焼
と
い
っ
た
枯
れ
た
道
具
を
持
つ
事
を
厳
し
く
戒
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

修
行
階
梯
に
則
っ
て
、
守
格
、
破
格
に
お
い
て
「
き
れ
い
」
で
「
う
つ
く
し
い
」

芸
境
を
得
た
上
で
、
枯
れ
た
風
体
を
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
或
は
世
阿
弥

は
、「
し
ほ
れ
る
と
申
す
こ
と
、
花
よ
り
も
上
の
こ
と
に
も
申
し
つ
べ
し
。
花
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な
く
て
は
し
ほ
れ
ど
こ
ろ
無
益
な
り
。
そ
れ
は
し
め
り
た
る
に
な
る
べ
し
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
倉
澤
行
洋
は「
万
藝
に
通
じ
る
普
遍
的
道
理
」

と
し
て
、「
や
さ
し
の
類
」
⇩
「
冷
え
の
類
」
⇩
「
枯
れ
の
類
」
と
い
う
修
行

階
梯
を
規
定
し
て
い
る
。
尤
も
、
こ
の
「
枯
れ
」
や
「
寂
び
」
と
い
っ
た
風
体

は
見
た
目
に
枯
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
桜

を
用
い
た
花
は「
う
つ
く
し
い
」、「
や
さ
し
」で
あ
り
枯
れ
木
を
用
い
た
花
が「
枯

れ
」
で
無
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
事
は
特
に
「
花
」
を
素
材
と
す
る

花
道
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。「
さ
び
は
句
の
色
也
。
閑
寂
な
る
を
い
ふ
に

あ
ら
ず
。
…
…
賑
や
か
な
る
句
に
も
、静
な
る
句
に
も
あ
る
も
の
也
」『
去
来
抄
』

と
い
う
の
と
同
様
、
華
や
か
な
花
の
内
に
も
「
枯
れ
」
は
有
り
得
る
。

『
生
花
之
書
』
は
「
初
心
劫
者
老
若
の
生
様
有
て
、
少わ

か
くて

は
あ
ま
り
手
ぎ
わ
に

も
か
ま
わ
ず
身
の
扱
い
何
と
な
く
茎
長
に
さ
ら
さ
ら
と
可
生
也
。
…
…
老
年
劫

者
は
か
す
か
に
生
る
程
よ
し
」
と
言
う
。
芸
境
が
生
そ
の
も
の
の
境
涯
と
密
接

に
関
わ
る
以
上
、
芸
の
熟
達
が
生
の
成
熟
と
も
関
連
す
る
の
は
自
然
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
実
年
齢
と
い
う
要
素
が
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
事
に
な
る
。
実
年

齢
と
芸
境
を
『
論
語
』
形
式
に
対
応
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
世
阿
弥
の
『
風
姿

花
伝
』
や
茶
人
山
上
宗
二
の
『
山
上
宗
二
記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、心
敬
も
「
年

半
ば
過
ぐ
る
比
よ
り
、
う
る
は
し
き
修
行
分
別
は
出
で
く
る
道
な
る
べ
し
。
い

か
に
も
老
後
よ
り
ま
こ
と
の
我
が
句
は
出
で
き
侍
る
べ
き
な
り
」
と
言
い
、
金

春
禅
竹
は
「
闌
、
是
は
又
、
と
し
な
ど
の
た
け
ゆ
く
心
、
枯
れ
て
荒
れ
た
る
位

也
」『
歌
舞
髄
脳
記
』
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
単
な
る
目
安
や
象
徴
と
し

て
齢
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
芸
道
が
全
人
的
な
営
み
で
あ
る
以
上
、
生

の
成
熟
と
密
接
に
関
連
す
る
実
年
齢
が
直
接
的
に
関
連
し
て
く
る
の
は
必
然
で

あ
る
。

ま
た
、「
離
」
の
芸
境
、
枯
れ
た
「
芸
」
と
は
「
さ
と
り
」
に
至
っ
た
芸
風

で
あ
る
が
、
こ
の
「
さ
と
り
」
は
全
人
的
な
悟
り
と
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
諸
芸
の
「
道
」
が
至
る
頂
き
は
同
じ
も
の
と
な
る
。
芸

の
「
さ
と
り
」
と
全
人
的
な
「
さ
と
り
」
は
異
な
る
も
の
で
は
な
い
故
に
、
芸

道
者
の
究
極
的
に
目
指
す
所
は
決
し
て
「
芸
の
頂
点
」
で
は
な
い
。
山
根
翠
堂

は
「
私
の
社
中
で
三
年
以
上
も
稽
古
を
続
け
て
居
ら
れ
る
方
で
、
宗
教
に
興
味

を
持
た
な
い
人
は
殆
ど
な
い
と
断
言
し
て
も
さ
し
つ
か
へ
が
な
い
。
生
花
の
研

究
は
芸
術
的
人
格
を
完
成
せ
し
む
る
だ
け
で
な
く
、
進
ん
で
宗
教
的
人
格
を
も

完
成
せ
し
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
の
修
業
論
に
関
し
て
言
え
ば
、
破
格

の
段
階
は
芸
術
的
人
格
の
獲
得
に
対
応
し
、
離
俗
の
段
階
は
宗
教
的
人
格
の
獲

得
に
対
応
す
る
。

こ
の
「
宗
教
的
人
格
の
完
成
」、
す
な
わ
ち
「
さ
と
り
」
に
関
し
て
、
古
来

東
洋
の
理
想
で
は
悟
っ
て
後
の
俗
へ
の
却
来
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
十
牛
図
に

お
け
る
「
入に

っ
て
ん
す
い
し
ゅ

鄽
垂
手
」
の
境
涯
で
あ
り
、
無
の
世
界
を
観
じ
て
後
、
現
の
世
界

で
飄
然
と
生
き
る
境
涯
で
あ
る
。
芸
道
に
お
い
て
も
、
芭
蕉
の
「
高
く
こ
こ
ろ

を
さ
と
り
て
俗
に
帰
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
は
有
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
離
」
の
芸
境
に
至
っ
た
花
道
家
、
す
な
わ
ち
さ
と
り
を
得
、
宗
教
的
人
格
を

完
成
し
た
花
道
家
が
、
再
び
俗
的
地
平
に
却
来
す
る
と
い
う
道
筋
が
有
り
得
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
如
き
自
意
識
を
以
て
却
来
し

よ
う
と
い
う
者
は
大
抵
の
場
合
「
未
得
已
得
、
未
証
已
証
」
の
誤
謬
に
陥
っ
た

者
で
あ
る
。
却
来
の
芸
と
は
、
決
し
て
芸
道
者
の
意
識
的
な
帰
還
で
は
な
く
、

「
離
」
の
芸
境
に
お
け
る
芸
が
俗
の
地
平
に
「
影
」
を
落
と
す
よ
う
な
形
で
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
枯
れ
」
と
は
そ
こ
に
生
じ
る
風
体
で
あ
る
。
さ
ら
に
言

え
ば
作
品
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
花
道
家
自
身
の
生
が
「
離
」
の
高
み
か
ら

俗
的
地
平
に
「
影
」
を
落
と
す
の
で
あ
る
。
芸
道
者
は
少
な
く
と
も
主
観
的
に

は
羅
漢
で
あ
り
続
け
て
よ
い
。
そ
の
後
姿
は
似
非
菩
薩
の
諂
笑
よ
り
も
遥
か
に

衆
生
に
訴
え
る
の
で
あ
り
、
花
道
家
の
「
花
」
と
は
そ
の
後
姿
の
「
影
」
に
他

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

結
語

以
上
、
本
稿
で
は
花
道
の
修
行
を
「
稽
古
」
の
段
階
と
「
工
夫
」
の
段
階
と

に
分
け
、
そ
の
上
で
「
守
破
離
」
の
枠
組
み
を
被
せ
て
考
察
し
た
。「
稽
古
」

の
段
階
は
「
守
」
で
あ
り
、「
工
夫
」
の
段
階
が
「
破
」
お
よ
び
「
離
」
に
当

た
る
。
こ
の
修
行
階
梯
を
進
む
に
つ
れ
て
、
花
道
あ
る
い
は
芸
道
は
全
人
的
な

求
道
と
い
う
性
質
、
す
な
わ
ち
「
宗
教
」
的
側
面
を
強
め
る
。
し
か
し
芸
道
に

言
う
「
宗
教
」
は
、
決
し
て
特
定
の
宗
教
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
仏
教
的
言
説
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
文
言
を
仏
教
教
理

や
仏
教
史
の
中
で
吟
味
す
る
の
は
意
味
が
無
い
場
合
が
多
い
。
芸
道
の
思
想
を

説
明
す
る
為
に
、既
存
の
宗
教
的
概
念
が
援
用
さ
れ
た
例
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
故
に
芸
道
を
宗
教
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い

と
主
張
す
る
事
で
は
な
く
、
宗
教
的
概
念
を
以
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
思
想
内
容

が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。「
拈
華
微
笑
」
の
故
事
が
い
み
じ
く
も

示
す
よ
う
に
、花
道
と
は
花
を
通
し
て
言
詮
を
超
越
し
た
道
を
求
め
る
「
宗
教
」

に
他
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
俗
的
地
平
に
対
し
て
「
離
」
と
い
う
立
体
的
な
次
元
に
言
及
し
た
。

こ
の
図
式
に
お
い
て
「
離
」
の
花
と
は
、三
次
元
空
間
に
存
す
る
も
の
で
あ
り
、

俗
的
二
次
元
平
面
の
住
人
に
と
っ
て
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
次
の

も
の
が
低
次
に
姿
を
現
す
場
合「
影
」（
あ
る
い
は「
断
面
」）と
い
う
形
を
取
る
。

「
離
」の
花
は
俗
的
平
面
に
お
い
て「
影
」と
い
う
形
で
し
か
知
覚
さ
れ
得
な
い
。

し
か
し
こ
の
「
影
」
と
平
面
の
花
に
は
必
然
的
に
相
違
が
あ
る
、
見
者
は
こ
の

相
異
を
直
感
し
、
影
の
背
後
に
あ
る
全
体
像
に
憧
れ
る
。
専
好
の
立
華
の
「
壮

大
さ
」、「
精
神
性
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
「
違
和
感
」
と
「
憧
憬
」
で
あ
っ
た
。

世
阿
弥
の
「
心
十
分
動
身
七
分
動
」
と
言
う
の
も
、
演
者
の
心
掛
け
で
あ
る
と

と
も
に
限
界
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
三
分
の
「
収
縮
」
は
次
元
的
限

界
の
必
然
で
あ
る
。

本
稿
で
は
二
次
元
の
俗
的
地
平
か
ら
三
次
元
的
な
昇
華
を
遂
げ
る
と
い
う

形
で
「
離
」
の
芸
境
を
説
明
し
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
我
々
の
世
界
に
お

い
て
は
次
元
を
一
つ
ず
つ
上
げ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
三

次
元
空
間
を
超
え
た
次
元
に
お
い
て
造
形
さ
れ
た
花
が
三
次
元
の
世
界
に
映
る

「
影
」、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
「
離
」
の
段
階
に
至
っ
た
花
道
家
の
「
花
」
で
あ

る
。「
工
夫
」
の
究
極
的
段
階
で
あ
る
「
離
」
の
芸
境
と
は
文
字
通
り
次
元
が

違
う
芸
境
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
全
人
的
な
「
宗
教
」
体
験
が
要
請
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
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★
1 

古
く
は
『
史
記
』
巻
二
五
「
律
書
」
に
「
然
聖
人
因
神
而
存
之
、雖
妙
必
效
情
、

核
其
華
道
者
明
矣
」
と
い
う
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
挿
花
文
化
を
指
す
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
年
）
刊
行
の
『
立
花
聞
書
集
』
に
は
、

既
に
「
立
花
道
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。

★
2 

『
池
坊
専
応
口
伝
』
に
は
い
く
つ
か
の
類
本
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
基
本
的

に
『
続
群
書
類
従
』
本
（
天
文
一
一
年
本
）
を
用
い
る
。
そ
の
奥
書
に
よ
る
と
、

同
書
は
天
文
一
一
年
（
一
五
四
二
年
）
に
池
坊
専
応
が
江
州
岩
藏
寺
の
圓
林

坊
賢
成
の
所
望
に
よ
っ
て
自
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

★
3 

Ｇ
・
Ｌ
・
ヘ
リ
ゲ
ル
『
華
道
と
日
本
精
神
』（
福
村
出
版
、
一
九
七
二
年
）、

一
五
頁
（
序
）。

★
4 

一
九
八
一
年
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
司
会
に
よ
る
座
談
会
に
お
け
る
発
言
。「
芸
術

の
本
質
」『
久
松
真
一
著
作
集
』
第
五
巻
。

★
5 

倉
澤
行
洋
『
藝
道
の
哲
学—

宗
教
と
藝
の
相
即
』（
東
方
出
版
、
一
九
八
三

年
）。

★
6 

水
戸
藩
の
儒
者
会
沢
正
志
斎
は
そ
の
著
『
退
食
間
話
』
に
お
い
て
、「
今
人

の
文
武
と
い
ふ
も
の
は
、
文
武
の
芸
也
。
古
人
の
文
武
は
、
文
武
の
道
を
い

ふ
な
り
。
古
は
道
芸
と
て
、
道
と
芸
と
を
一
に
し
て
人
を
教
ふ
」
と
述
べ
て

い
る
。

★
7 

尤
も
、
世
阿
弥
は
「
型
」
と
い
う
語
を
用
い
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
「
形
木
」

を
す
べ
て
「
型
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
問
題
は
あ
る
。
し
か
し
、「
形

木
」に「
型
」に
通
じ
る
意
味
が
あ
る
事
も
明
白
で
あ
り
、芸
道
に
お
け
る「
型
」

の
思
想
の
成
熟
に
世
阿
弥
の
修
行
論
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。

★
8 

勿
論
、
花
道
に
も
例
え
ば
拝
見
の
所
作
に
関
す
る
規
定
等
は
あ
る
。
し
か
し

こ
の
種
の
「
型
」
は
、
花
道
思
想
の
本
質
お
よ
び
独
自
性
か
ら
見
た
場
合
、

副
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

★
9 

拙
著
「
花
道
思
想
に
お
け
る
出
生
と
花
矩
に
関
す
る
試
論
」
本
誌
第
一
号

（
二
〇
一
〇
年
）。

★
10 

芳
賀
幸
四
郎
は
、
こ
の
「
我
慢
」
を
「
高
慢
心
を
お
こ
し
て
自
分
を
偉
い
も

の
と
思
い
こ
む
事
」、「
我
執
」
を
「
小
さ
な
自
分
の
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
我

見
を
張
る
事
」
と
解
し
て
い
る
。『
日
本
の
思
想
七
・
芸
道
思
想
集
』（
筑
摩

書
房
、
一
九
七
一
年
）。

★
11 

『
仙
伝
抄
』
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
初
期
の
刊
本
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ

の
内
容
が
全
て
奥
書
に
あ
る
年
代
（
文
安
二
年
）
に
書
か
れ
た
か
ど
う
か
は

不
明
で
あ
る
。

★
12 

倉
澤
は
、
禅
が
「
心
か
ら
心
」
へ
の
修
業
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
芸
道
は
「
芸

か
ら
心
（
向
去
）」
そ
し
て
「
心
か
ら
芸
（
却
来
）」
へ
の
修
業
で
あ
る
と
規

定
し
て
い
る
。

★
13 

倉
澤
は
「
な
げ
く
」
に
関
し
て
、「
巧
者
に
比
し
て
己
の
境
の
至
ら
ざ
る
を

悲
し
む
心
持
を
詮
わ
す
と
と
も
に
、
巧
者
に
切
に
教
え
を
乞
う
て
向
上
せ
ん

と
す
る
心
持
を
も
詮
わ
す
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。『
藝
道
の
哲

学
』、
一
〇
九
頁
。

★
14 

諸
芸
の
兼
学
に
関
し
て
は
、
平
安
期
の
「
衆
芸
的
要
素
」、
中
世
の
「
集
中

的
態
度
・
求
道
精
神
」、
江
戸
期
の
「
習
合
的
思
想
に
還
元
」
と
い
う
よ
う

に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
「
芸
」
に
対
す
る
考
え
方
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
若
藤
正
芳
『
日
本
芸
道
に
み
る
創
作
理
念
の
世
界
』（
近

代
文
藝
社
、
一
九
八
四
年
）。

★
15 
「
初
心
・
上
手
」（
藤
原
定
家
『
毎
月
抄
』）、「
初
心
・
上
手
、
堪
能
」（
吉
田

兼
好
『
徒
然
草
』）、「
初
心
・
中
程
・
上
手
」（
心
敬
『
心
敬
僧
都
庭
訓
』）、「
初
心
・

堪
能
・
上
手
・
名
匠
」（
二
条
良
基
『
筑
波
問
答
』）、「
初
心
・
上
手
・
名
人
・

天
下
の
名
望
を
得
た
る
者
」（
世
阿
弥
『
花
鏡
』）
な
ど
。
佐
々
木
八
郎
『
芸
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道
の
構
成
』（
冨
山
房
、
一
九
三
二
年
）。

★
16 

守
破
理
に
関
し
て
は
、例
え
ば
江
戸
千
家
の
祖
川
上
不
白
の
『
不
白
筆
記
』
に
、

「
守
破
離
と
申
三
字
軍
法
の
習
ふ
有
。
守
は
マ
モ
ル
、
破
は
ヤ
ブ
ル
、
離
は

ハ
ナ
ル
ル
ト
申
。
弟
子
に
教
る
は
、こ
の
守
と
申
所
斗
也
。
弟
子
守
を
習
熟
し
、

能
成
候
へ
ば
、
自
然
と
自
身
よ
り
破
る
。
是
は
前
に
云
己
が
物
に
成
た
る
が

故
な
り
。
上
手
の
段
な
り
。
扨
守
に
て
も
片
輪
、
破
に
て
も
片
輪
、
此
上
二

ツ
を
離
れ
て
名
人
の
位
也
。
前
の
二
ツ
を
合
し
て
離
れ
て
、
し
か
も
二
ツ
を

守
る
こ
と
也
。
此
守
は
初
め
の
守
と
は
違
ふ
也
。
初
め
の
守
と
此
守
と
如
何
。

此
一
段
は
寔
に
一
大
事
の
教
也
。
工
夫
有
べ
し
。
工
夫
有
べ
し
」
と
あ
る
。

★
17 

忠
岑
の
十
体
は
、「
古
歌
体
」、「
神
妙
体
」、「
直
体
」、「
余
情
体
」、「
写
思
体
」、

「
高
情
体
」、「
器
量
体
」、「
比
興
体
」、「
華
艶
体
」、「
両
方
体
」。
定
家
の
十
体
は
、

「
幽
玄
様
」、「
事
可
然
様
」、「
麗
様
」、「
有
心
体
」、「
長
高
様
」、「
見
様
」、

「
面
白
様
」、「
有
一
節
様
」、「
濃
様
」、「
拉
鬼
体
」。

★
18 

和
田
修
二
・
倉
澤
行
洋
『
敵
味
方
を
こ
え
て
平
和
を
織
る—

久
松
真
一
と

遠
藤
虚
籟
に
学
ぶ
「
現
代
日
本
」
の
忘
れ
も
の
』（
燈
影
舎
、
二
〇
一
〇
年
）、

一
四
〇
頁
。

★
19 

湯
川
制
『
花
道
史
』（
至
文
堂
、
一
九
四
七
年
）、
一
六
八
頁
。

★
20 

山
根
有
三
『
花
道
史
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
六
年)
、

二
五
三
頁
。

★
21 

山
根
翠
堂
「
花
を
愛
す
る
者
の
魂
の
記
録
」（
一
九
二
二
年
）。

★
22 

尤
も
こ
れ
ら
の
語
も
各
々
そ
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
は
異
な
る
が
、
本
稿
で
は

立
ち
入
ら
な
い
。

★
23 

倉
澤
『
藝
道
の
哲
学
』、
一
三
一
頁
。

★
24 

山
根
翠
堂
『
新
時
代
の
挿
花
』、
五
〇
頁
。

★
25 

例
え
ば
井
筒
俊
彦
は
、「
無
」
の
境
涯
に
至
る
事
と
と
も
に
、「
し
か
し
、
そ

れ
よ
り
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
、
東
洋
的
哲
人
の
場
合
、
事
物
間
の
存
在
論

的
無
差
別
性
を
覚
知
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
坐
り
こ
ん
で
し
ま
わ
ず
に
、

ま
た
も
と
の
差
別
の
世
界
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
一
度
は
ず
し
た
枠
を
ま
た
は
め
直
し
て
見
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

う
す
る
と
、
当
然
、
千
差
万
別
の
事
物
が
再
び
現
わ
れ
て
く
る
。
外
的
に
は

以
前
と
ま
っ
た
く
同
じ
事
物
、
し
か
し
内
的
に
は
微
妙
に
変
質
し
た
事
物
と

し
て
。
は
ず
し
て
見
る
、
は
め
て
見
る
。
こ
の
二
重
の
「
見
」
を
通
じ
て
、

実
在
の
真
相
が
始
め
て
顕
に
な
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
二

重
操
作
的
「
見
」
の
存
在
論
的
「
自
由
」
こ
そ
、
東
洋
の
哲
人
た
ち
を
し
て
、

真
に
東
洋
的
た
ら
し
め
る
も
の
（
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
）
で
あ
り
ま
す
」

と
述
べ
て
い
る
。
井
筒
俊
彦
著
作
集
第
九
巻
『
東
洋
哲
学
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
九
二
年
）。

い
の
う
え
・
お
さ
む
（
芸
道
哲
学
／
京
都
大
学
）


