
性
の
も
の
で
も
な
く
、
念
力
と
い
う
よ
う
な
力
ん
だ
も
の
で
も
な
く
、

ま
た
、
禅
機
と
い
う
よ
う
な
抹
香
く
さ
い
も
の
で
も
な
い
。
富
岡
鉄
斎

八
十
五
歳
の
書
に

「忘
機
得
真
趣
」

（機
を
忘
れ
真
趣
を
得
）
と
い
う

の
が
あ
る
が
、
遊
記
山
人
の
境
地
は
ま
こ
と
に
そ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。こ

う
い
う
心
境
は
、
儒
書
や
仏
書
や
聖
書
に
も
書
い
て
は
あ
る
が
、

そ
の
境
地
に
は
絢
爛
豪
幸
な
花
は
な
く
、
野
の
百
合
の
一
輪
の
よ
う
な

素
朴
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
目
に
と
ま
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
い

つ
か
、
宮
田
さ
ん
の
家
の
応
接
間
で
蒲
作
英
の
書
に
な
る
次
の
言
葉
を

見
た
こ
と
が
あ
る
。

道
徳
五
千
言
、
牛
に
乗

っ
て
函
谷
を
出
ず
。
腰
に
十
万
貫
を
纏
い
、

鶴
に
騎
っ
て
楊
州

へ
上
る
。

こ
れ
は
五
千
鱈
り

「
道
徳
経
」
を
ば
し
て
、
老
子
は
牛
に
乗

っ
て
函

谷
関
を
出
た
、
漂
と
し
て
行
方
を
消
し
た
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
腰
に

十
万
貫
の
銭
を
つ
け
て
、
し
か
も
仙
人
に
な
り
、鶴
に
騎

っ
て
、名
都

・

楊
州

へ
行
き
た
い
、
な
ど
と
い
う
欲
の
皮
の
つ
っ
張

っ
た

や

つ
が

い

る
、
と
い
う
対
句
で
あ
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に
で
も
云
い
あ
ら
わ
さ
な
い

祉卿齢静議面̈
彙応い。「麟醒践『暉』贅殺Ｗｍい̈
蜘はい雌

を
人
間
に
与
え
よ
う
と
い
う
企
て
に
お
い
て
は
老
荘
も
同
じ
で
あ
る
。

印
度
か
ら
中
国
に
渡
来
し
た
仏
教
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
儒
教
と
道

教
に
扶
ま
れ
て
、
仏
陀
の
カ
ツ
サ
ン
ド
の
よ
う
な
形
で
熟
成
さ
れ
た
。

仏
の
一
方
の
面
は
儒
と
交
わ
り
、
他
方
は
道
に
馴
染
ん
で
い
る
。
こ
の

何
歳
か
」
と
き
く
と
、
そ
の
老
人
の
答
え
は
、「何
分
に
も
私
は
小
臣
も

章̈ぼ爛けないわい豫のっっは数そっは力ゝのらヵ、社Ⅸ蜘つは鞭協ゲ嗽げ

四
十
五
回
む
か
え
ま
し
た
。
い
や
そ
の
最
後
の
甲
子
ま
で
に
は
あ
と
三

分
の
二
残

っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
誰
に
間

い
て
お
符
算
が
む
づ
か
し
く
て
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
こ
で
晋
の
賢

錆れ。鰤軸̈
蹴誰％訃晰一駐ぼ確飽奇長紺辞漿ぼ鰤榔熱ゲけ″

年
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
彼
は
今
年
七
十
三
歳
に
な
る
は
ず

だ
、
と
い
い
ま
し
た
ｏ
最
後
の
甲
子
を
加
え
る
と
七
十
四
歳
、
そ
し
て

そ
の
最
後
の
甲
子
は
ま
だ
三
分
の
二
、
即
ち
四
十
日
を
余
し
て
い
る
と

い
う
か
ら
計
算
す
る
と
、
８
×
ミ
い
Ｉ
Ｃ
ｏ
十
∞
×
８
＝
８
８

と
な
り
ま

す
。と

こ
ろ
が
、
こ
の
話
を
聞
い
た
或
る
賢
い
大
夫
が
、　
Ｔ
ア
そ
の
日
数

か
ら
す
る
と
、
そ
の
男
の
名
は

「
亥
」
と
い
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
亥

と
い
う
字
は
二
首
六
身
か
ら
で
き
て
い
て
、
象
文
で
は
覇
と
な

っ
て
い

る
。
即
ち
首
は
二
で
あ
る
か
ら
二
首
、
下
は
イ
が
二
つ
と
Ｌ
が

一
つ
、

Ｌ
は
二
画
に
数
え
ら
れ
る
か
ら
六
身
と
な
る
。
そ
し
て
商
人
な
ど
が
使

う
数
字
の
符
号
か
ら
考
え
る
と
、
二
首
六
身
は
二
六
六
六
で
あ
る
。
ま

た
昔
は
す
べ
て
句

（
１０
）
を
単
位
と
し
て
い
た
か
ら
、
結
局

８
８
ｏ
と

い
う
数
に
な

っ
て
、
亥
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
新
説
を

出
し
た
の
で
す
。
こ
の
話
が
晋
の

一
大
勢
家

・
趙
孟
の
耳

に

は

い

っ

て
、
趙
孟
が
さ

っ
そ
く
降
県
の
大
夫
を
召
し
て
調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、

よ
う
な
三
位

一
体
の
も
の
が
東
洋
文
明
を
貫
い
て
い
る
。
白
楽
天
や
寒

山
の
詩
、
顔
魯
公
や
蘇
東
波
の
書
文
、
十
八
史
略
や
菜
根
諄
の
文
章
、

ま
た
、
下

っ
て
近
代
の
呉
昌
碩
、
斉
自
石
、
王

一
亭
の
画
に
も
そ
の
風

格
が
見
ら
れ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
真
髄
を
示
現
す
る
た
め
に
詩

文
が
あ
り
、
書
画
の
存
在
が
あ
る
、
と
い
う
方
が
東
洋
文
化
を
云
い
あ

ら
わ
す
の
に
似
合

っ
て
い
る
と
思
う
。

私
の
畏
友
に
、
峡
南
翁

・
間
四
郎
氏
が
い
る
。
私
は
間
さ
ん
を
宮
田

さ
ん
の
観
音
会
に
誘
い
、
間
さ
ん
は
私
を
、
諸
橋
轍
次

（止
軒
）
先
生

の
上
軒
会
に
誘

っ
て
く
れ
た
。
こ
の
会
は
止
軒
先
生
が
中
国
の
詩
文
を

講
義
さ
れ
る
会
で
あ
る
。
私
は
こ
の
会
の
席
後
、
二
つ
の
亥
の
詩
の
、

め
ぐ
り
あ
い
を
先
生
に
話
す
と
、
先
生
は

「
そ
れ
は
面
白
い
こ
と
で
し

た
。
亥
に
ま
つ
わ
る
古
い
故
事
が
左
伝
襄
公
三
十
年
に
あ

り

ま

す

か

ら
、
李
義
山
の
そ
の
詩
は
そ
の
故
事
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
」

と
云
わ
れ
、
左
伝
の
故
事
に
つ
い
て
詳
し
い
話
を
さ
れ
た
。
左
伝
の
話

を
諸
橋
先
生
の
著

「
十
二
支
物
語
」
か
ら
抜
卒
す
る
と
、

『
春
秋
時
代
、
晋
の
樟
夫
人
は
杷
と
い
う
土
地
に
城
を
築
き
ま
し
た
。

む
か
し
の
土
功

（
土
木
工
事
）
は
だ
い
た
い
民
間
の
た
だ
の
労
役
で
あ

っ
て
日
給
は
出
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
に
年
齢
は
だ
い
た
い
六
十
五
ま

で
の
こ
と
に
し
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
は
、
老
者
を
い
た
わ
る
意
味
か

ら
も
、
使
役
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
て
悼
夫
人
が
杷
に

城
を
築
い
て
、
そ
の
慰
労
に
人
夫
た
ち
に
酒
食
の
餐
慮
ゲ
し
た
時
、
そ

の
人
夫
の
中
に
、
緯
県
の
男
だ
と
い
う
、
ど
う
見
て
も
七
十
以
上
に
見

え
る
老
人
が
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
役
人
が
怪
し
ん
で

「
キ
サ
マ
は

一
体

こ
の
役
夫
は
唐
亥
と
い
う
賢
人
で
し
た
。
そ
こ
で
趙
孟
は
、「
あ
な
た
の

よ
う
な
賢
人
を
こ
ん
な
賤
役
に
つ
か
せ
て
お
い
た
の
は
、
私
の
不
明
の

罪
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
改
め
て
御
意
見
に
従
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
あ

な
た
も
仕
途
に
つ
い
て
下
さ
い
」
と
懇
願
し
ま
し
た
が
、
亥
は
「老
人
に

な
り
過
ぎ
た
か
ら
」
と
い
っ
て
、固
辞
し
て
き
き
い
れ
ま
せ
ん
の
で
、趙

孟
は
唐
亥
に
改
め
て
土
地
を
与
え
、
緯
県
の
師
と
し
ま
し
た
。
賢
人
を

櫂
抜
し
た
こ
の
話
を
魯
の
権
臣
の
季
武
子
が
聞
き
、
晋
の
朝
庭
に
は
君

子
が
多
い
、

「
未
だ
楡
ん
ず
可
ら
ず
」
、軽
蔑
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
、

長
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
以
上
こ
れ
は

「
左
伝
」
に
出
て
い
る
話
で

す
。

「
孟
子
」
の
中
に
、
晋
の
平
公
が
亥
唐
と
い
う
賢
人
に
師
事
し
た
話
が

出
て
い
ま
す
。
こ
の
亥
唐
が
平
公
に
向

っ
て
、
入
れ
、
と
い
え
ば
平
公

は
鉄
つ
ぎ
挫
せ
、
と
い
え
ば
平
公
は
坐
し
、
食
え
、
と
い
え
ば
、
ど
ん

な
疏
食
菜
羮
で
も
平
公
は
甘
ん
じ
て
食

っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
亥

唐
は

「韓
非
子
」
で
は
唐
亥
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く

「
左

伝
」
の
唐
亥
と

「
孟
子
」
の
亥
唐
は
、
同

一
人
な
の
で
し
ょ
う
』
と
。

こ
の
よ
う
に

「
左
伝
」
に
重
要
な
足
跡
を
残
し
た
当
該

の
唐
亥

は

「韓
非
子
」
に
は
同
じ
名
前
で
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は

「
孟
子
」
の
亥

唐
に
該
当
し
、
そ
れ
は
み
な
同

一
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
諸
橋
先
生

の
説
で
あ
る
。

さ
て
、
普
通
人
は
暦
年
を
も
っ
て
年
齢
を
数
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ

う
す
る
と
、
太
陽
暦
で
も
太
陰
暦
で
も
間
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
該
当
年
月
に
応
じ
て
正
確
を
期
し
難
い
が
、
甲
子

（十
干
と
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十
二
支
の
最
小
公
倍
数
六
〇
日
）
を
単
位
と
し
て
、
こ
れ
を
積
み
重
ね

て
計
算
し
て
い
れ
ば
、
甚
だ
正
確
で
あ
る
。
春
秋
時
代
の
賢
人

・
唐
亥

も
晩
唐
の
老
吏

・
王
全
も
共
に
甲
子
を
も
っ
て
年
齢
を
計

っ
て
い
る
。

幕
末
の
仙
学

。
佐
藤

一
斎
も
、
自
ら
算
す
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
お
そ

ら
く
こ
の
詩
を
作

っ
た
と
き
の
七
十
三
歳
と
い
う
年
齢
は
、
生
ま
れ
て

か
ら
四
百
四
十
五
甲
子
の
計
算
を
心
得
て
い
て
、
そ
れ
か
ら
は
じ
き
出

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、
中
国
の
年
齢
計
算
は
昔
か

ら
、
満
計
算
に
依

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

春
秋
時
代
と
晩
唐
と
は
千
三
百
年
も
の
隔
り
が
あ
る
の
だ
が
、
よ
く

も
同
じ
緯
県
に
、
同
じ
よ
う
な
人
物
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
晩

唐
か
ら
下
る
こ
と
千
年
の
江
戸
末
期
に
ま
た
も
同
じ
よ
う
な
生
き
方
を

考
え
た
人
間
が
日
本
に
あ
ら
わ
れ
、
通
算
二
千
三
百
年
の
長
き
に
わ
た

っ
て
、
亥
が
人
間
の
心
の
中
に
住
み
続
け
て
来
た
こ
と
を
面
白

く
思

う
。
私
は
こ
の
文
明
の
脈
の
連
綿

を
貴
重
に
思
う
と
同
時
に
、
長
い

間
の
治
乱
と
興
亡
の
渦
巻
の
中
か
ら
、
角
の
と
れ
た
丸
い
柔
軟
体
を
探

し
出
し
、
い
か
な
る
栄
枯
に
も
盛
衰
に
も
か
か
わ
り
な
く
平
気
で
生
き

て
行
け
る
姿
勢
を
あ
み
出
し
た
人
間
の
叡
知
を
尊
く
思
う
。
こ
の
生
き

方
に
つ
い
て
荘
子
は
云
う
。

「
善
を
為
す
と
も
名
に
近
づ
く

（有
名
に
な
る
）
こ
と
無
か
れ
、
悪
を

為
夕
と
も
刑
に
近
づ
く

（刑
罰
に
ふ
れ
る
）
こ
と
無
か
れ
。
督

（筋
道

を
通
す
こ
と
）
に
縁
り
て
以
て
経

（常
の
お
こ
な
い
）
と
為
せ
ば
、
以

て
身
を
保
つ
べ
く
、
以
て
生
を
全
う
ヶ
べ
く
、
以
て
親
を
養
う
べ
く
、

以
て
年
を
尽
す
べ
し
」

（養
生
主
）
と
。

華

一一一一鷹

藤

て
存
在
し
た
。
こ
れ
を
胡
蘭
成
氏
は
そ
の
建
国
新
書
に
お
い
て
、

「
天

地
開
聞
の
優
し
い
柔
ら
か
さ
、
い
た
づ
ら
の
喜
び
」
と
云
い
、
日
本
の

「
神
な
が
ら
の
道
」
を
称
え
る
。

こ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
保
田
与
重
郎
氏
は
、

「
公
の
文
化
が
土

俗
と
ふ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
生
れ
た
文
化
、
即
ち
文
化
と
民
衆
の
関
係

は
、
花
大
な
既
刊
資
料
を
埋
蔵
し
た
ま
ま
で
、
殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
ぬ
傾

が
あ
る
。
こ
の
所
謂
俗
学
の
雑
学
的
部
面
か
ら
、
必
ず
古
の
下
河
辺
長

流
や
契
沖
の
如
き
大
学
者
が
現
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
つ

ね
に
思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（
騒
友
）
と
云

っ
て
い
る
。

こ
の
上
俗
と
文
化
と
の
触
れ
あ
い
を
掘
り
起
す
仕

事

が

文

学
、
芸

術
、
宗
教
、
学
問
な
ど
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
使
命
を
自
覚
し
な

い
文
学
を
駄
文
と
い
い
、
土
俗
の
真
の
姿
を
見
つ
め
な
い
芸

術

を

虚

士本
、
土
俗
の
浄
土
に
根
を
お
か
な
い
宗
教
を
邪
宗
、
土
俗
の
悦
び
に
触
れ

な
い
学
問
を
闇
学
と
い
う
。
さ
て
、
更
に
、
こ
の
土
俗
の
息
吹
き
に
ふ

れ
な
い
文
化
は

ニ
セ
物
で
あ
り
、
土
俗
の
営
み
に
背
を
向
け
た
企
業
は

:言

鼈

四
代
将
軍
徳
川
家
綱
が
多
摩
川
か
ら
江
戸
の
町
に
玉
川
上
水
を
引
い

た
。

（拙
稿
庖
丁
余
語
第
八
号

・
玉
川
上
水
物
語
）
。
こ
の
水
系
に
属
し

て
、
そ
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
た
人
達
は
お
も
に
諸
国
か
ら
移
住
し
た
武

家
階
級
で
、
そ
の
人
々
の
中
に
あ
っ
た
文
化
を
こ
こ
で
、
か
り
に
多
摩

川
系
文
化
と
称
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
江
戸
に
は
、
あ
ま
り
こ
の
水
道
の

恩
恵
を
蒙
ら
ず
に
丼
戸
水
で
生
き
て
い
た
下
町
の
大
衆
が
い
た
。
こ
の

人
た
ち
の
中
に
あ
っ
た
文
化
を
、
か
り
に
隅
田
川
系
文
化
と
称
ぶ
。
き

わ
め
て
大
ざ

っ
ば
に
分
け
る
と
、
江
戸
文
化
は
如
上
の
二
っ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
多
摩
川
系
と
隅
田
川
系
で
は
人
の
気
質
が
異
な

り
、
従

っ
て
生
き
方
も
変

っ
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
は

「
処
世
」
と

い
う
、
お
も
に
学
問
の
定
型
に
従
っ
て
、
計
算
の
見
通
し
の
つ
く
生
き

方
が
重
ん
じ
ら
れ
、
こ
の
人
た
ち
は
立
身
栄
達
を
主
眼
と
し
た
。
こ
れ

に
反
し
て
後
者
に
お
い
て
は
、
儒
仏
道
が
混
沌
と
し
て
入
り
み
だ
れ
て

い
て
、　
そ
の
中
か
ら

「
渡
世
」

と
い
う
生
き
方
が
生
ま
れ
た
。　
こ
の

渡
世
は
義
気
、
依
気
お
よ
び
人
情
に
つ
な
が
っ
て
、
江
戸
の
文
化
と
し

て
芝
居
な
ど
で
華
々
し
く
開
花
し
た
が
、
そ
の
花
陰
に
は
天
衣
無
縫
の

道
気
の
化
を
う
け
た
幽
花
も
存
在
し
た
。
こ
の
幽
な
花
は
洒
落
や
道
化

に

一
花
咲
か
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
本
体
は
、

「
よ
く
見
れ
ば

な
づ
な
花
咲
く
垣
根
か
な
」

（芭
蕉
）
の
雑
草
の
花
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
、
春
風
も
夏
天
も
秋
霜
も
冬
雪
も
我
れ
関
せ
ず
、
色
も
な
く
声
も
な

お
こ
　
　

　

　
　

　

　
　

　

う
れ

く
、
香
詢
お
私
く
、
味
も
な
く
、
し
か
も
騎
る
こ
と
な
く
恰
え
る
こ
と

な
く
、
悼

たべ
と
し
た
一
種
の
戯
気
を
も
っ
て
、
人
間
の
歴
史
の
続
く

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
地
上
に
生
き
永
ら
え
得
る
野
の
草
の
命
と
し

虚
業
、
土
俗
の
思
索
を
無
視
し
た
教
育
は
異
端
、
土
俗
の
生
息
を
蔑
視

し
た
政
治
は
専
横
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
軽
視
し
た
軍
事
外
交
は

す
べ
て
敗
北
証
鶴
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
土
俗
こ
そ

「
天
地
不
仁
」
を

身
を
も

っ
て
験
め
、　
一‐ス
地
未
済
」
を
つ
ね
に
得
心
し
て
い
る
唯

一
不

変
の
も
の
で
あ
る
故
に
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
深
い
関
心
を
示
し
た
学
者
に
は
、
保
田
氏
の
指

摘
し
た
よ
う
に
、
江
戸
初
期
に
お
い
て
下
河
辺
長
流
と
契
沖
が
い
る
。

近
来
に
は
折
口
信
夫
、
柳
田
国
男
、
柳
宗
悦
が
い
る
。
文
学
者
に
は
吉

田
兼
好
と
松
尾
芭
蕉
、
そ
し
て
江
戸
の

一
連
の
造
文
家
の
面
々
。
画
家

と
し
て
は
葛
飾
北
斎
と
江
戸
の
風
俗
画
家
た
ち
を
推
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
教
育
家
と
し
て
は
佐
藤

一
斎
、
政
治
家
と
し
て
は
徳
川
光
囲
、
徳

川
吉
宗
、　
二
宮
尊
徳
、　
西
郷
隆
盛
、　
お
よ
び

最
も
重
要
な
存
在
と
し

て
、
明
治
天
皇
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
土
俗
も
の
言
わ
ず
」
。
こ
の
物
い
わ
ざ
る
幽
花
を
発
見
し
た
喜
び
を
、

故
吉
川
英
治
氏
は
、

「
小
隠
は
山
野
に
か
く
れ
、
大
隠
は
市
に
住
む
、
と
い
う
が
、
た
し
か

に
市
の
な
か
に
も
、
幽
寂
は
あ
る
も
の
だ
。
い
や
古
い
こ
と
ば
に
も

林
泉
、
市

二
近
ウ
シ
テ
、
幽
サ
ラ

ニ
幽

な
ん
て
洒
落
た
こ
と
ば
が
あ
る
の
を
引
い
て
、
北
京
の
茶
館
の
朕
に
懸

け
て
あ
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
中
華
の
都
会
人
は
、
早
く
か
ら
こ

う
い
う
境
地
を
見
出
し
て
、
べ
つ
な
天
地
を
楽
し
む
工
夫
を
知

っ
て
い

た
。丸

の
内
何
号
街
と
い
う
ビ
ル
街
の
、
地
下
室
で
道
路
面
か
ら
わ
ず
か
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に
さ
す
明
り
で
、
他
念
な
く
、
象
刻
に
耽

っ
て
い
る
騒
音
裡
の
静
人
の

姿
を
ふ
と
見
た
こ
と
が
あ
る
。
ド
ア
が
開
い
て
、
た
れ
か

と
思

っ
た

ら
、
山
水
楼
主
人
の
宮
田
氏
で
あ
っ
た
」

（随
筆
集

・
折
々
の
記
）
と

書
い
て
い
る
。

こ
れ
に
較
べ
て
土
俗
の
風
尚
を
解
さ
な
い
傾
向
は
、
日
本
に
は
甚
だ

つ
よ
い
。
森
枕
南
２

八
六
三
―

一
九

一
一
）
は
そ
の
著

「
李
義
山
詩
講

義
」
の

「
王
全
亥
字
詩
」
の
く
だ
り
に
、
「
こ
の
緯
県
に
は
、
春
秋
時
代

に
於
て
、
此
の
王
全
と
同
じ
よ
う
に
、
長
寿
を
し
て
、
謎
語
を
以
て
そ

の
年
数
を
言
ひ
顕
わ
し
た
奇
談
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
左
伝
の
襄
公
三

十
年
の
条
に
見
え
て
い
る
彼
の
緯
県
の
人
の
物
語
り
で
あ
り
ま
す
。
稜

山
が
既
に
古

へ
の
緯
県
で
あ
り
ま
す
れ
ば
、
此
の
左
伝
の
事
実
は
、
恰

も
今
日
の
王
全
の
為
め
に
設
け
ら
れ
た
る
典
故
で
は
あ
る
ま
い
か
と
疑

わ
る
る
程
、
都
合
の
宜
し
い
話
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
引
き
来
り

ま
し
た
の
が
、
即
ち
此
の
詩
の
趣
向
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
左
伝
の
人
物

・
唐
亥
は

一
介
の
築
城
人
夫
で
あ
っ
た
が
、
晋
国

の
卿

・
趙
孟
の
見
出
す
と
こ
ろ
と
な
り
、
趙
孟
は
こ
れ
に
厚

遇

を

与

え
、
敵
国

。
魯
を
し
て
、
う
ず
ん
ず
べ
か
ら
ず
と
、
警
戒
心
を
起
さ
せ

た
こ
と
は
既
記
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
人
夫
の
唐
亥
と
駅
吏
の
王
全
が

甲
子
を
以
て
年
齢
を
云
い
あ
ら
わ
し
た
こ
と
を

「
謎
語

（人
を
迷
わ
す

言
葉
と
と
い
い
、
こ
の
話
を

「
奇
談

（お
か
し
な
話
と
と
片
づ
け
た
の

は
奇
態
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
お
か
し
な
話
な
ら
ば
、
佐
藤

一
斎
も

お
か
し
な
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
へ
ん
に
潜
ん
で
い
る
重
要
な

「
道
気
」
と
い
う
も
の
に
合
点
が

―

―

来
る
。
つ
れ
の
課
員
が
二
人
で
、　
■
ハ
国
飯
店
ま
で
多
少
銭
？
」
と
聞

き
ま
わ
っ
て
い
る
と
、
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
も
つ
い
て
い
な
い
ボ
ロ
車
の
老
車

夫
が
、
普
通
の
値
段
の
倍
額
の
こ
と
を
云
う
。
聞
い
た
課
員
が
馬
鹿
に

し
た
日
調
で
、「
お
前
は
老
人
で
、
車
も
ボ
ロ
の
く
せ
に
、
な
ぜ
高
い
ん

だ
」
と
い
う
と
、
老
車
夫
曰
く
、

「車
が
ボ
ロ
で
俺
が
老
頭
児
だ
か
ら

力
が
要

っ
て
息
が
き
れ
る
。
だ
か
ら
高
い
ん
だ
」
と
い
う
。
そ
う
い
う

価
格
形
成
は
経
済
学
の
本
に
は
書
い
て
は
な
い
し
、
ま
し
て
、
日
本
軍

占
領
下
の
逼
迫
し
た
経
済
社
会
に
は
在
る
は
ず
が
な
い
。
こ
う
い
う
桃

源
価
格
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
、
始
め
て
出
合
っ
た
私
は
驚
ろ
き
も
し

た
し
、
感
心
も
し
、
そ
の
車
に
乗

っ
た
。
老
車
夫
は
先
頭
に
た
ち
、
走

る
か
と
思
う
と
、
さ
に
あ
ら
ず
、
漫
々
的
と
歩
い
て
行
く
。
課
員
を
の

せ
た
若
い
屈
強
な
車
夫
の
ピ
カ
ピ
カ
な
立
派
な
車
が
二
台
、
あ
と
か
ら

ノ
ソ
ノ
ン
と
つ
い
て
来
る
。
老
車
夫
は
手
鼻
か
み
か
み
、
私
の
抱
え
て

い
る
内
蒙
宣
化
の
遅
咲
き
の
杏
の
花
に
つ
い
て
話
し
か
け
て
く
る
。
私

は
六
国
飯
店
の
入
り
口
で
、
花
の
東
を
二
つ
に
分
け
て
、
そ
の
一
つ
を

老
車
夫
に
や
っ
た
。
若
い
車
夫
た
ち
も
嬉
し
そ
う
で
、
手
を
振
り
な
が

ら
別
れ
て
行
っ
た
。

現
今
の
日
本
は
、
頭
の
い
い
り
纂
博
文
や
森
枕
南
が
敷
設
し
た
欧
米

型
の
レ
ー
ル
の
上
を
、
群
衆
の
放
埓
を
満
載
し
た
超
特
急
が
走

っ
て
い

る
仕
末
で
あ
る
。

「
お
め
え
さ
ん
、
ど
こ
ま
で
行
き
な
さ
ろ
？
」
、
「
は

い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
駅
ま
で
」
。
乗
客
の
行
き
先
は
、　
明
治
末
か
ら
今
日

ま
で
変

っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
車
掌
は
叫
ぶ
、

「
み
な
さ
ま
、
た
い
へ

ん
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。
次
は
終
着
駅
∧
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
∨
で
ご
ざ
い

い
か
な
い
ま
ま
、
森
椀
南
は
明
治
の
有
力
な
漢
詩
人
と
し
て
、
東
京
帝

国
大
学
に
お
い
て
教
鞭
を
執
り
、

「
あ
あ
玉
杯
に
花
う
け
て
」
の
高
踏

思
潮
に
拍
車
を
か
け
、
多
く
の
秀
才
を
育
成
し
た
。
森
枕
南
は
中
年
に

な
っ
て
伊
藤
博
文
に
聘
せ
ら
れ
官
途
に
つ
き
、
主
と
し
て
明
治
政
府
の

大
陸
政
策
に
寄
与
し
た
。
伊
藤
博
文
は
、

「
朝
鮮
人
の
自
衣
を
変
え
る

の
に
は
、
百
年
は
か
か
る
だ
ろ
う
」
と
、
妄
語
し
つ
つ
日
韓
合
併
を
推

進
し
た
。
森
祝
南
博
士
は
、
不
幸
、
伊
藤
公
と
共
に
ハ
ル
ピ
ン
で
韓
人

の
兇
弾
を
受
け
、
再
起
不
能
と
な
っ
た
人
で
あ
る
。
伊
藤
公
も
森
博
士

も
そ
う
し
て
消
え
た
が
、
こ
の
上
俗
軽
視
の
思
想
は
、
明
治
末
期
か
ら

大
正
に
か
け
て
、
日
本
を
支
配
し
、
日
本
は
秀
才
官
僚
国
家
の
姿
と
な

り
、
そ
れ
が
昭
和
に
引
き
つ
が
れ
て
現
代
に
及
ん
で
い
る
。
人
は
こ
の

官
僚
組
織
に
だ
け
目
を
つ
け
、
非
難
を
浴
び
せ
る
の
だ
が
、実
は
、
そ
の

組
織
の
中
で
の
秀
才
的
処
世
が
土
俗
の
渡
世
と
つ
な
が
り
を
持
た
ず
、

い
た
づ
ら

に
高
踏
独
善
に
傾
い
た
と
こ
ろ
に
弊
害
を
生
じ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
明
治
以
来
の
、
情
緒
に
欠
け
た
頭
脳
偏
重
教
育
に
欠
陥
が

あ
り
、
大
陸
で
幅
を
き
か
せ
た
日
本
の
軍
人
の
独
善
も
そ
れ
と
同
じ
も

の
で
あ

っ
た
。
日
本
の
満
洲
駐
屯
軍
の
あ
る
高
級
将
校
は
、

「
称

（軍

が
雇
っ
て
い
る
ボ
ー
イ
の
俗
称
）
は
臭
い
か
ら
、
ド
ア
か
ら
中
に
入
れ

ぬ
よ
う
」
に
と
当
番
兵
に
命
じ
た
。
こ
の
高
踏
独
善
が
今
日
、
民
主
々

義
を
謳
歌
す
る
自
由
日
本
に
消
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
十
九
年
の
頃
、
私
は
内
蒙
の
竜
姻
鉄
鉱
と
い
う
国
策
会
社
の
一

課
長
の
職
に
あ
っ
た
。
或
る
日
、
所
用
で
北
京
に
出
て
、
駅
に
下
り
る

と
、
駅
前
に
並
ぶ
五
十
台
位
の
洋
車
が
、
梶
棒
を
あ
げ
て
客
に
迫
っ
て

１

１

ま
す
。
ど
な
た
さ
ま
も
、
ル
ビ
ー
、
サ
フ
ァ
イ
ヤ
、　
エ
メ
ラ
ル
ド
な
ど

お
手
廻
り
品
を
お
忘
れ
な
き
よ
う
。
な
お
、
白
金
線
に
お
乗
り
替
え
の

お
客
さ
ま
は
三
番
ホ
ー
ム
、
黄
金
線
の
お
客
様
は
八
番
ホ
ー
ム
ヘ
。
次

は
終
着
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
／
」
と
。

さ
て
、
こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
幹
線
の
ガ
ー
ド
の
下
の
さ
さ
や
か
な
軒

を
借
り
て
、
学
ん
で
時
に
習
う
悦
び
を
つ
つ
ま
し
や
か
に
分
ち
あ

っ
て

い
る
の
が
前
記
の
止
軒
会
で
、
講
筵
延
々
二
十
年
に
垂
ん

と

し

て

い

る
。
今
で
は
、
先
生
が
卒
寿
、
弟
子
の
平
均
年
齢
は
亥
寿
を
超
え
て
い
よ

う
。
以
前
か
ら
入
会
資
格
が
還
暦
以
上
と
さ
れ
て
い
た
会
に
、
当
時
、

五
十
歳
を
出
た
ば
か
り
の
私
が
入
会
を
許
さ
れ
た
の
だ

っ
た
か
ら
、
全

く
破
格
の
お
許
し
で
あ

っ
た
。
青
二
才
の
私
は
久
し
い
間
、
身
を
ち
ぢ

め
て
聴
講
に
及
ん
だ
次
第
だ

っ
た
。
そ
の
会
に
今
か
ら
四
五
年
前
、
ど

う
見
て
も
二
十
半
ば
の
年
輩
で
、

「
キ
サ
マ
は

一
体
何
歳
か
」
と
き
き

た
い
よ
う
な
青
年
が
入
会
し
た
。
銀
座
壱
番
館
画
廊
主
の
海
上
雅
臣
氏

で
あ

っ
た
。
そ
れ
以
後
、
私
は
古
参
の
気
分
に
か
わ
り
、
ゆ
と
り
の
あ

る
態
度
に
な

っ
て
、
海
上
氏
と
も
親
し
く
つ
き
合
う
よ
う
に
な

っ
た
っ

私
は
こ
の
会
に
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
胡
蘭
成
さ
ん
を
案
内
し
た
）
胡

さ
ん
は
諸
橋
先
生
の
詩
経
の
講
義
に
き
き
ほ
れ
て
、
こ
の
会
に
顔
を
出

す
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
と
き
恰
も
、
胡
蘭
成
さ
ん
の
日
本
文
の

著

「
心
経
随
喜
」
が
出
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
会
員
の
人
た
ち
と
も
親
交

が
深
ま

っ
て
行

っ
た
。
海
上
さ
ん
は
、
さ
い
き
ん
に
、
そ
の
頃
の
こ
と

を
回
想
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
昭
和
四
十
二
年
の
秋
、
止
軒
会
の
席
後
に
紹
介
さ
れ
て
心
経
随
喜
を
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読
み
そ
の
内
容
に
感
動
し
た
ぼ
く
は
、
こ
れ
を
数
と
り
寄
せ
て
友
人
に

す
す
め
た
。
そ
の
礼
と
し
て
別
に

一
冊
そ
の
本
の
著
者
胡

蘭
成

氏

か

ら
、
一扉
に
微
風

感

我

心
と
し
る
し
た
本
を
贈
ら
れ
た
と
き
、
胡
氏
の

清
爽
な
筆
法
に

一
層
感
動
し
、
あ
ら
た
め
て
胡
氏
の
書
を
拝
見
し
た
い

と
思
っ
た
。
（略
ご
（遊
記
山
人
竜
鱗
歌
集
肱
よ
り
）
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
海
上
氏
の
主
唱
で
、
四
十
三
年
の
正
月
早
々
、

壱
番
館
画
廊
で

「
胡
蘭
成
書
展
」
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
諸
橋
先

生
か
ら

「
胡
さ
ん
の
書
を
推
す
」
と
い
う
次
の
文
が
寄
せ
ら
れ
た
。

『
胡
蘭
成
さ
ん
は
近
頃
珍
し
い
多
才
の
人
で
あ
る
。
書
を
能
く
し
詩
を

善
く
し
、
ま
た
学
に
深
い
。
私
が
胡
さ
ん
を
知

っ
た
の
は
最
近
四
五
年

の
こ
と
で
あ
る
が
、初
見
の
印
象
は
所
謂
中
国
の
大
人
、悠
揚
迫
ら
ざ
る

風
格
の
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
談
論
を
聞
き
著
書
を
読
ん
で
、
は
じ
め

て
奇
才
縦
横
畑
眼
達
識
の
人
た
る
に
驚
い
た
。
書
は
其
の
人
の
如
し
胡

さ
ん
の
書
に
は
温
雅
の
う
ち
に
も
警
抜
の
キ
ラ
メ
キ
が
あ
る
。
（略
と
。

こ
の
胡
蘭
成
書
展
開
催
中
の
あ
る
日
、
み
ん
な
が
出
か
け
て
し
ま

っ

た
会
場
に
、
私
と
家
内
と
前
に
書
い
た
三
女
と
で
留
守
番
を
し
て
い
る

と
、　
一
人
の
男
の
人
が
は
入
っ
て
来
、
書
を
丹
念
に
見
て
い
る
。
カ
メ

ラ
マ
ン
が
、
書
を
背
景
に
そ
の
人
を
パ
チ
リ
パ
チ
リ
撮

っ
て
い
る
。
私

は
そ
の
人
が
誰
か
は
知
ら
な
い
が
、
ど
こ
か
で
見
た
顔
の
よ
う
に
思
え

た
。
や
が
て
海
上
さ
ん
が
事
務
室
か
ら
出
て
来
て
、
親
し
そ
う
に
挨
拶

す
る
の
で
、

「
あ
の
人
は
誰
だ
い
」
と
聞
く
と
、

「
川
端
康

成

さ

ん

だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
家
内
娘
も
ろ
と
も
川
端
さ
ん
と

一
緒
に
記
念
写
真
を
と
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
、
そ
の
写
真
家
に
た
の

二
胃

“

　

‘
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わ
し
い
。
ぼ
く
は
こ
の
折
の
経
緯
を
省
る
と
、
川
端
氏
が
慈
航
観
音
堂

建
立
に
際
し
て
寄
せ
ら
れ
た
揮
宅
の
、
有
由
有
縁
の
語
の
妙
を
し
き
り

に
思
う
。

（略
と
。
と
述
べ
て
い
る
。

そ
う
い
う
い
き
さ
つ
で
、
宮
田
さ
ん
の
喜
寿
を
祝

っ
て
書
展
を
開
こ

う
と
い
う
企
て
に
対
し
て
、
本
人
は
、

た
だ
好
き
で
や
た
ら
書
き
な
が
す
わ
が
文
字
を

人
に
示
さ
ん
こ
と
の
お
ろ
か
さ

は
ら
わ
た
を
さ
ら
け
い
だ
し
て
恥
か
し
や

心
の
し
み
の
文
字
に
の
こ
る
が

十
年
の
歳
月
ゎ
れ
に
加
は
ら
ば

心
手
相
応
の
文
字
書
き
得
ん
か

な
ど
の
歌
を
詠
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
を
相
手
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
年
来
悲
願
の
慈
航
観
音
堂
建
立
の
浄
財
を
集
め
る
目
的
で
、
と
い

う
と
、
そ
れ
な
ら
と
、
膝
を
の
り
出
し
、

な
に
は
さ
て
手
習
だ
け
は
残
年
の

わ
が

一
等
の
娯
し
み
に
し
て

肩
肱
は
幸
ひ
ま
め
で
馬
鹿
者
の

駆
使
に
甘
ん
じ
筆
と
り
運
ぶ

し
わ

年
輪
の
徹
よ
せ
や
や
に
わ
が
文
字
に

多
少
の
徹
は
つ
か
む
と
す
る
か

と
い
う
気
分
に
か
た
む
い
て
、
よ
う
や
く
や
る
気
に
な
る
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
展
覧
会
の
相
談
の
た
め
に
、
私
が
山
水
楼

へ
出
向
く
と
、
宮
田

さ
ん
が

一
通
の
手
紙
を
開
い
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
川
端
康
成

む
と
、
あ
い
に
く
フ
ィ
ル
ム
が
き
れ
て
し
ま

っ
た
と
云
う
の
で
あ
る
。

残
念
な
こ
と
だ
と
思

っ
て
い
る
と
、
川
端
さ
ん
は
身
仕
度
を
し
て
、
さ

っ
さ
と
帰

っ
て
行

っ
た
。
帰
り
が
け
に
、
来
会
者
に
配
布
し
い
て
た
拙

文
の

「
肉
食
談
義
」
と
い
う

一
冊
子
を
あ
げ
た
。
写
真
を
と

っ
て
い
た

の
は
海
上
さ
ん
と
親
し
い
柿
沼
さ
ん
と
い
う
人
で
、
気
の
毒
に
思

っ
た

の
か
、
フ
ィ
ル
ム
を
わ
ざ
わ
ざ
買

っ
て
来
て
、
娘
の
見
合
い
写
真
を
そ
こ

で
撮

っ
て
く
れ
た
。
そ
の
写
真
が
実
物
よ
り
よ
く
で
き
て
、
娘
は
そ
の

後
結
婚
し
て
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
新
婚
旅
行
に
出
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
書
展
は
思
い
の
ほ
か
盛
会
で
、
江
湖
の
名
士
が
つ
め
か
け
、　
一

般
の
瞳
目
す
る
効
果
を
あ
げ
て
幕
を
閉
ぢ
た
。
会
期
中
に
私
の
店
の
お

客
さ
ん
た
ち
に
も
声
を
か
け
て
観
賞
し
て
も
ら
い
、
何
点
か
買
上
げ
の

栄
に
浴
し
た
の
だ

っ
た
が
、
古
い
お
客
さ
ん
の

一
人
、
三
島
由
紀
夫
さ

ん
だ
け
に
は
行
き
違
い
ば
か
り
で
、
つ
い
誘
う
機
会
を
失

っ
て
し
ま

っ

た
。そ

の
会
が
終
る
と
海
上
さ
ん
が
、
次
に
は
、
世
話
人
の
遊
記
山
人
の

喜
寿
書
展
を
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
云
い
出
し
た
。
前
掲
抜
文
の
つ

づ
き
に
海
上
氏
は
、

「
こ
れ
が
遊
記
山
人
と
の
出
逢
い
の
も
と
と
な

っ

た
。
こ
の
と
き
は
じ
め
て
山
水
楼
を
お
と
づ
れ
た
ぼ
く
は
、所
期
の
目
的

を
得
る
と
同
時
に
、
書
に
つ
い
て
よ
り
す
ば
ら
し
い
指
針
の
人
と
し
て

山
人
と
親
し
く
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
う
し
て
面
白
い
こ
と
は
、
翌
春

早
々
ぼ
く
が
、
亡
命
生
活
の
無
馴
を
お
慰
め
し
よ
う
と
し
て
開
い
た
胡

蘭
成
書
展
を
見
に
来
ら
れ
た
川
端
康
成
氏
が
、
か
え

っ
て
遊
記
山
人
の

書
を
推
挽
さ
れ
た
。
こ
の
い
き
さ
つ
は
遊
記
山
人
喜
寿
書
展
の
序
に
く

氏
か
ら
故
立
野
信
之
氏
に
当
て
た
も
の
で
、
そ
の
文
の
中
に
、

「
胡
蘭

成
と
い
う
人

（江
政
権
の
人
で
日
本
に
亡
命
し
た
の
で
す
か
ら
御
存
じ

と
思
い
ま
す
）
の
書
の
展
観
が
近
く
の
壱
番
館
画
廊
で
あ
り
ま
し
た
の

で
、
つ
い
で
に
寄

っ
て
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
展
観
の
世
話
人
の
一
人
ら

し
い
ト
ン
カ
ツ
屋
か
つ
吉
の
主
人

（？
）
の
肉
食
談
義
と
い
う

一
冊
子

を
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
題
字
は
山
水
楼
の
宮
田
武
義
氏
、
巻
尾
に
も

宮
武
氏
の
書
あ
り
、
ま
こ
と
に
立
派
な
の
で
揮
量
を
頼
み
た
く
な
り
ま

し
た
の
で
、
あ
な
た
か
ら
も
お
口
添

へ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
な
た

も

一
幅
書
い
て
お
も
ら
ひ
に
な
り
て
は
い
か
が
か
と
存
じ
ま
す
」
と
い

う
く
だ
り
が
あ
る
。

妻

轟

事

攀

そ
の
後
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、

「
遊
記
山
人
喜
寿
書
展
」
に
川
端
氏

が
寄
せ
た

「
宮
田
遊
記
氏
の
書
」
と

題
す

る
次
の
文
に
詳
し
い
。
そ

れ
は
、

『
胡
蘭
成
氏
の
書
の
展
覧
会
を
見
て
ゐ
た
時
、
連

想

と

し

て

か
、
私
は
宮
田
武
義
氏
の
書
、
そ
の
清
高
な
風
格
と
古
雅
な
気
韻
の
書

が
し
き
り
と
思
は
れ
た
。
宮
田
氏
と
親
し
い
立
野
信
之
氏
に
、
私
は
そ

の
こ
と
を
伝
え
、
宮
田
氏
の
書
を
恵
ま
れ
た
い
も
の
と
言

っ
た
。
や
が
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て
日
本
ベ
ン
ク
ラ
ブ
の
小
集
会
が
山
，水
楼
に
あ
っ
て
行
く
と
、
早
く
も

宮
田
氏
か
ら
書
を
い
た
だ
け
る
と
い
う
幸
ひ
が
待
っ
て
い
た
。
私
は
そ

の
書
の
妙
趣
に
改
め
て
お
ど
ろ
い
た
の
は
勿
論
だ
が
、
お
ど
ろ
き
は
な

ほ
二
つ
あ
っ
た
。
合
せ
て
十
六
葉
も
た
ま
わ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の

多
く
に
私
の
姓
名
の
文
字
を
ふ
く
む
中
国
の
古
い
詩
句
が
書
か
れ
て
ゐ

一は̈義］̈智̈̈
『骨「動̈一つ‐ま．。．一』一榊ｒ一。」」浸崚』「“

お
い
、
心
と
手
が
よ
く
筆
を
転
じ
て
円
滑
な
が
ら
、
達
者
の
臭
味
は
な

く
、
ま
こ
と
に
高
爽
の
名
筆
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
田
氏
の
大
字
に
は
肉

太
の
書
体
も
あ

っ
て
、
そ
れ
に
は
潤
筆
と
渇
筆
の
映
発
、
調
和
の
妙
が

見
ら
れ
る
。
宮
田
氏
は
自
分
の
店
の
山
水
楼
に
自
分
の
書
を
か
け
る
こ

と
な
ど
滅
多
に
な
い
が
、
た
ま
た
ま
ペ
ン

・
ク
ラ
プ

の
小

集

の
時
、

「
済
神
」
の
二
字
が
あ

っ
て
、
立
野
氏
も
私
も
感
歎
久
し
う
し
、
ほ
し

く
て
な
ら
な
か

っ
た
。

私
は
宮
田
氏
の
書
展
を
楽
し
み
に
待

っ
て
い
る
』
。
と

い
う
も
の
で

この
っ
た
。

宮
田
さ
ん
は
川
端
さ
ん
の
、
あ
の
ギ
ョ
ロ
ッ
と
し
た
眼
を
評
し
て
、

「
長
生
久
視
」
と
い
う
。
久
視
と
は
、
ジ
ッ
ト
見
る
こ
と
だ
と
い
う
。

私
も
宮
田
さ
ん
の
書
を
視
る
こ
と
久
し
い
が
、　
一
斎
や
蒼
海
や
蘇
峯
と

共
に
噛
み
じ
め
る
と
、
少
し
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
教
え
て

く
れ
た
の
は
胡
蘭
成
さ
ん
で
あ
る
。
そ
の
余
り
の
と
こ
ろ
は
川
端
さ
ん

の
書
に
教
わ
っ
た
。
川
端
さ
ん
と
宮
田
さ
ん
の
出
合
い
は
、
げ
に
、
趙

文
字
の
う
ち
に
は
這
入
ら
ぬ
と
知
れ

の
一
喝
は
、
警
世
の
暁
鐘
の
ご
と
く
わ
れ
わ
れ
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。

朝
か
ら
老
酒
や
葡
萄
酒
を
飲
み
放
題
の

「
遊
記
山
人
展
」
は
、
前
の

「
糊
鏑
成
展
」
と
と
も
に
、
今
日
の
銀
座
の
風
景
で
は
な
い
。

盤
餐
の
老
夫
、
食
を
分
ち
て
減
じ
て
渓
魚
に
及
ぶ
。

の
鉗
捕
の
風
流
が
、
銀
座
の
市
塵
を
暫
し
鎮
静
す
る
の
趣
が
あ

っ
た
。

樗
木
の
命
を
保

つ
わ
れ
な
れ
ば

自
玉
せ
よ
と
は
も

っ
た
い
な
か
り

と
詠
む
宮
田
さ
ん
は
、　
無

用

の
材
の
樗
木
が
、
無
用
な
る
が
故
に
伐

ら
れ
る
こ
と
な
く
よ
く
老
木
に
な
る
、
と
自
分
に
讐
え
る
。
荘
子
は
こ

神一”にい̈打暮̈一”ヽ鴨嘱％輩繰約い距摯粋貯露鉾鋼

乎

（
の
ん
び
り
）
と
し
て
、
そ
の
下
に
寝
臥

（
ね
こ
ろ

ぶ
）
せ
ざ

る

や
」
（逍
追
済
）

と

云
っ
て
い
る
。
高
山
樗
牛
と
坪
内
逍
逢
の
見
識
に

お
い
て
、
広
臭
の
野
で
な
い
、
土

一
升
金

一
升
の
銀
座
の
ど
ま

ん
中

に
樗
木
を
樹
え
、
そ
の
陰

で
胡

琴
な
ど
を
聞
こ
う
と
い
う
、
海
上
氏

の
風
流
に
も
敬
服
し
た
次
第
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
も
盛
会
に
終
始
し
、

は
ら
わ
た
を
さ
ら
け
い
だ
し
た
書
が
た
く
さ
ん
売
れ
て
、
観
音
堂
建
設

に
も
目
処
が
た
ち
、
工
事
は
進
ん
で
い
た
。

私
は

一
一肩
ぬ
け
た
よ
う
な
思
い
に
な
り
、
月
が
明
け
た
昭
和
四
十
三

年
六
月
に
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
旅
に
立
っ
た
。
飛
行
機
が
羽
田
を
離
陸
し
て

孟
と
唐
亥
、
李
義‐
山‐
と
王
全
の
め
ぐ
り
合
い
に
も
比
す
べ
き
、
ほ
ほ
え

ま
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
斯
く
申
す
拙
者

は
と
り
あ
え
ず
杞
城
の
城
主
か
、
緯
台
駅
の
改
札
掛
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
会
に
展
べ
ら
れ
た
宮
田
さ
ん
の
書
品
は
、

巻
き
て
舒
べ
去
り
て
は
来
た
る
雲
水
の

姿
に
わ
れ
は
手
習
を
す
る

大
空
に
雲
往
く
如
く
長
江
に

水
去
る
ご
と
く
筆
を
運
ば
む

の
計
里
の
景
観
が
人
々
の
心
％
、
更
に

一
層
の
楼
に
上
ら
し
め
、

床
の
中
夜
ふ
け
て
独
り
目
醒
む
れ
ば

も
の
に
逐
は
る
る
心
せ
ち
な
き

や
か
ｔ
わ
が
む
訳
％
ヽ
お
も
ひ
も
す
べ
て
み
な

鳥
部
の
山
の
煙
と
消
な
む

の
人
生
の
焦
燥
と
諦
観
が
、
交
生
か
す
れ
と
に
じ
み
の
本

霊

と

な

っ

て
人
々
の
耳
を
そ
ば
だ
て
、

無
能
者
と
観
念
す
れ
ど
な
ほ
わ
れ
は

文
字
書
く
こ
と
に
執
着
お
ぼ
ゆ

千
本
の
筆
を
投
げ
捨
て
万
枚
の

紙
を
つ
ぶ
し
て
な
ほ
文
字
な
ら
ず

と
い
う
執
念
と
努
力
が
人
々
に
自
分
た
ち
の
揮
の
ゆ
る
み
を
気
に
さ
せ

た
。
そ
し
て
、

う
ま
い
と
か
ま
た
ま
づ
い
と
か
い
ふ
か
ぎ
り

し
ば
ら
く
た
つ
と
、
乗
客
の
ざ
わ
め
き
も
静
ま
り
、
や
が
て
機
内
の
客

は
白
河
夜
船
と
な

っ
た
。
隣
席
の
婦
人
と
話
を
取
り
交
わ
し
て
い
た
妻

も
黙
し
、
ひ
と
り
飛
行
機
だ
け
が
生
き
て
い
て
、
エ
ン
ジ
ン
の
微
動
が
身

に
伝
わ
る
。
窓
外
中
天
の
月
は
十
六
夜
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
胡
蘭
成
さ

ん
の
新
著

「
建
国
新
書
」
を
取
り
出
し
て
読
む
。

『
三
国
志
演
義
に
、
関
羽
は
剤
州
の
戦
で
負
け
て
、
呉
に
首
を
と
ら

れ
た
。
山
寺
の
月
夜
に
、
関
羽
の
魂
は
生
前
面
識
の
あ
る
普
静
禅
師
の

前
に
現
れ
、

「
わ
が
首
を
還
せ
」
と
叫
ん
だ
。
禅
師

一
喝
し
て
い
ふ
、

「
貴
殿
に
打
ち
と
ら
れ
た
大
将
顔
良
や
文
醜
の
首
は
こ
れ
ま
た
如
何
に

し
て
還
す
べ
き

か
」
。
関
羽
の
魂
は
論
然
悟

っ
て
、
稽
首
お
礼
を
申
し

て
去

っ
た
。
三
島
の

「
英
霊
の
声
」
を
読
ん
で
、
た
だ
た
だ
三
国
志
演

義
の
こ
の
一
節
の
文
章
に
新
に
感
服
し
た
。
三
島
の
作
に
は
悟
り
が
な

い
』
と
。

三
島
文
学
の
評
は
、
ま
だ
長
く
続
く
の
で
あ
る
が
、
は

か

ら

ず

も

太
平
洋
上
の
月
下
で
こ
の
文
に
遇

っ
た
私
は
、
何
か
、
三
島
さ
ん
が
不

吉
に
襲
わ
れ
る
感
じ
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は
平
素
の
三
島
さ
ん

の
風
貌
を
想
い
出
し
、
二

・
二
六
事
件
の
事
実
上
の
首
謀

・
栗
原
安
秀

中
尉
を
連
想
す
る
の
だ

っ
た
。
当
時
、
歩
兵

一
聯
隊
第
七
中
隊
に
現
役

上
等
兵
と
し
て
在
隊
し
た
私
は
、
中
隊
長

・
山
口

一
太

郎

大

尉

の
下

で
、
叛
乱
の
企
画
に
従
事
し
て
い
て
、
栗
原
中
尉
に
湯
河
原
襲
撃
の
弾

薬
を
手
渡
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
あ
の
青
年
将
校
の
人
た
ち
は
、
た
し

か
に
義
侠
に
富
ん
で
人
情
に
厚
く
、
日
本
人
の
優
れ
た

一
面
を
具
え
て

は
い
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
弁
慶
の
道
気
や
大
石
良
雄
の
戯
気
に
薄
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