
以
上
、
た
い
へ
ん
率
直
に
筆
者
の
考
え
を
記
す
結
果
に
な
っ
た
。
著
者
の
籍

谷
直
人
氏
に
出
曾
っ
て
以
来
、
二
十
年
が
経
つ
。
氏
か
ら
は
、
た
く
さ
ん
の
こ

と
を
皐
ん
だ
。
と
も
に
研
究
す
る
機
曾
も
輿
え
て
い
た
だ
い
た
。
そ
う
し
た
氏

に
濁
し
て
は
、
で
き
る
限
り
率
直
に
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
が
何
よ
り
の
御

恩
返
し
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
身
勝
手
に
判
断
し
た
次
第
で
あ
る
。
失
躍
の

段
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。二

O
O
O年
二
月
名
古
屋
名
古
屋
大
皐
出
版
曾

A
5
剣

五

O
五
+
一
二
頁
六
五

O
O園
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楊
啓
樵
著

掲
開
薙
正
皇
帝
隠
秘
的
面
紗

大

谷

夫

敏

本
著
の
著
者
楊
啓
樵
氏
は
、
現
在
姫
路
濁
協
大
皐
数
授
で
あ
り
、
『
潅
正
脅

及
其
密
摺
制
度
』
の
研
究
で
京
都
大
摩
文
皐
部
か
ら
文
事
博
士
の
皐
位
を
取
得

し
た
清
朝
薙
正
帯
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
氏
が
潅
正
帯
研
究
を
本
格
的
に

始
め
た
の
は
、
一
九
六
六
年
京
都
大
皐
に
留
皐
し
蛍
時
人
文
科
皐
研
究
所
で
行

な
わ
れ
て
い
た
「
潅
正
珠
批
論
旨
研
究
班
」
に
参
加
し
た
時
か
ら
で
あ
る
が
こ

の
涯
を
主
催
し
て
い
た
故
宮
崎
市
定
博
士
、
佐
伯
富
博
士
の
指
導
を
受
け
る
中

で
薙
正
一
帝
が
重
視
し
た
密
摺
制
度
の
寅
態
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
、
そ
れ
と

共
に
薙
正
一
一
帝
の
即
位
に
ま
つ
わ
る
疑
念
が
中
園
の
研
究
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
そ
の
事
賓
の
可
否
を
検
詮
し
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
い
る
。
本
著
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
、
な
か
ば
定
説

化
し
て
い
た
潅
正
一
帝
の
帯
位
纂
奪
設
を
批
判
し
、
そ
の
縫
位
の
正
嘗
性
を
立
査

し
た
力
作
で
あ
る
。
本
著
の
構
成
は
、
第
一
類
縫
位
、
第
二
類
私
生
活
、
第
一
一
一

類
紅
皐
と
潅
正
史
、
第
四
類
小
説
と
薙
正
帯
、
第
五
類
原
始
楢
案
の
五
類
か
ら

な
っ
て
い
る
。
ま
ず
前
言
で
そ
れ
ぞ
れ
の
概
略
を
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
み

れ
ば
本
著
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
要
約
さ
れ
て
お
り
、
大
愛
わ
か
り
易
い
内
容

に
な
っ
て
い
る
。
以
下
こ
の
前
言
を
も
と
に
本
著
の
主
題
に
つ
い
て
解
説
し
て

い
こ
う
。

第
一
類
縫
位
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
一
年
十
一
月
出
版
の
著
作
『
薙
正
帯
及

其
密
摺
制
度
研
究
』
(
香
港
三
聯
書
庖
〉
第
三
章
「
清
世
宗
築
位
設
卒
議
」
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に
お
い
て
、
各
家
の
纂
位
設
に
謝
し
て
異
議
を
提
出
し
た
も
の
の
潅
正
嗣
位
の

合
法
性
立
設
が
今
一
つ
不
十
分
な
内
容
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
黙
を
明
言
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
氏
は
先
者
出
版
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
、

一
九
八
七
年
十
一
月
『
史
林
』
七

O
巻
六
践
に
「
潅
正
築
位
再
論
」
と
題
し
て
論

文
を
公
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
論
と
し
て
は
「
薙
正
築
位
」
は
千
古
の
疑
案
に

な
ら
ん
と
し
て
い
る
。
現
在
の
史
料
に
基
づ
け
ば
解
決
の
し
ょ
う
が
な
い
の
で

あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
氏
は
こ
の
問
題
を
と
く
鍵
と
し
て
新
資
料
夜

掘
に
情
熱
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
氏
が
注
目
し
た
新
資
料
と

し
て
『
宗
室
玉
牒
』
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
氏
は
本
著

の
中
で
薙
正
嗣
位
の
合
法
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
カ
黙
を
置
か
れ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
康
照
は
潅
正
が
大
業
を
嗣
ぎ
允
樋
を
輔
弼
さ
せ
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
康
照
が
生
前
遺
詔
を
立

て
な
か
っ
た
こ
と
を
根
擦
と
し
て
務
正
と
允
樋
と
の
聞
に
儲
位
争
奪
が
あ
っ
た

と
い
う
見
方
は
嘗
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

氏
は
康
照
時
代
は
満
洲
貴
族
分
権
形
態
が
依
然
存
在
し
て
い
て
、
康
照
の
晩
年

に
於
て
も
太
子
の
慶
立
の
不
安
朕
態
が
諸
子
野
心
を
引
起
す
こ
と
に
な
っ
た
の

を
憂
い
て
い
た
康
照
が
次
の
皇
帝
と
し
て
潅
正
に
縫
位
さ
せ
る
こ
と
を
き
め
て

い
た
と
い
う
大
路
な
結
論
を
提
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
康
照
は
皇
太
子
の
中
か

ら
品
行
が
あ
り
政
治
能
力
を
有
す
る
皇
位
縫
承
者
と
し
て
潅
正
を
内
定
し
、
別

の
有
力
な
候
補
者
で
あ
っ
た
允
樋
に
は
そ
の
軍
事
的
才
能
を
み
こ
ん
で
撫
遠
大

賂
軍
と
し
て
薙
正
を
輔
弼
さ
せ
る
べ
き
構
想
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
の

よ
う
な
氏
の
観
貼
は
既
に
前
記
『
史
林
』
誌
上
に
一
つ
の
仮
設
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
著
で
は
そ
の
設
を
確
信
を
も
っ
て
皐
界
に
提
示
さ

れ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
氏
に
は
や
は
り
皐
界
で
か
の
孟
森
以
来
ほ
と
ん
ど

定
論
と
な
っ
て
い
た
築
位
設
と
相
い
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
前
述
の
書

で
も
孟
森
、
王
鍾
翰
、
金
承
翠
と
い
っ
た
著
名
な
聞
宇
者
の
築
立
設
に
疑
問
を
呈

し
て
い
た
が
、
本
著
で
は
そ
の
疑
問
黙
を
一
一
層
鮮
明
に
し
て
築
位
が
な
か
っ
た

と
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
孟
森
が
そ
の
著
『
清
世
宗
入
承
大
統
考
寅
』
の
文
中

で
『
貫
録
』
で
は
薙
正
緩
位
が
末
命
に
出
て
、
口
述
遺
言
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
大
義
究
迷
録
』
で
は
遺
詔
と
な
っ
て
お
り
矛
盾
し
て
い
る
貼
に
疑
問
を
も
ち

築
位
設
の
理
由
と
し
て
い
る
の
に
封
し
氏
は
口
頭
の
遺
言
も
一
た
び
筆
録
を
経

ば
遺
詔
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
の
ベ
、
築
位
設
の
理
由
に
な
ら
な
い
と
い
う
。

次
に
玉
鍾
翰
の
箸
『
清
聖
租
遺
詔
考
緋
』
の
中
で
、
王
氏
が
中
圏
第
一
一
歴
史

楢
案
館
の
清
聖
組
康
照
一
帝
遺
詔
原
件
に
つ
い
て
清
代
各
種
の
官
書
を
以
て
校
勘

し
た
結
論
と
し
て
「
聖
祖
遺
詔
は
侭
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
亦
世
宗

築
位
増
添
の
一
つ
の
歴
史
文
献
物
誼
を
な
す
」
と
さ
れ
た
の
に
針
し
氏
も
こ
れ

を
閲
覧
し
て
そ
の
皐
術
的
債
値
を
認
め
つ
つ
も
王
氏
が
劉
比
し
た
官
警
が
康
照

五
十
六
年
の
面
識
と
し
て
い
る
黙
に
つ
い
て
、
そ
の
面
識
に
み
え
て
い
る
皇
儲

問
題
は
甚
だ
陵
昧
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
王
氏
が
こ
の
遺
詔
中
に
み
え
て

い
る
面
識
を
懐
疑
に
嘗
る
も
の
と
し
て
こ
れ
こ
そ
潅
正
の
作
僑
と
し
薙
正
築
位

を
透
明
す
る
も
の
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
、
こ
の
康
照
の

遺
詔
は
皇
帝
の
名
義
を
用
い
て
い
て
も
寅
際
上
は
均
し
く
閣
匡
の
草
擬
に
由
っ

て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
く
築
位
と
関
係
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
に
允
樋
易
名
設
に
つ
い
て
前
著
で
も
王
鍾
翰
が
取
り
あ
げ
て
い
た
十
四
阿

寄
の
原
名
は
胤
禎
で
あ
り
潅
正
即
位
後
允
滋
と
改
名
し
た
黙
に
つ
い
て
十
分
検

討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
鴻
爾
康
が
故
宮
史
料
を
利
用
し
て
新
た
な
見
解
を

提
出
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
鴻
氏
は
十
四
皇
子
の
原
名
は
胤
穏
で

あ
り
、
後
に
康
照
が
胤
禎
に
改
名
さ
せ
、
潅
正
経
位
後
叉
原
名
に
恢
復
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
鴻
氏
が
利
用
し
た
史
料
が

『
宗
室
玉
牒
』
で
あ
る

が
、
氏
は
こ
れ
は
最
も
原
始
的
で
権
威
的
で
あ
り
信
度
極
め
て
高
い
も
の
で
あ
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る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
氏
は
耀
崎
氏
の
こ
の
史
料
に
つ
い
て
の
見
方
に
は
賛
同

し
な
い
。
氏
は
こ
の
康
照
玉
牒
に
於
て
も
潅
正
の
改
抄
が
あ
っ
た
と
し
、
こ
こ

か
ら
十
四
皇
子
が
允
穏
と
稽
し
た
の
は
改
名
で
あ
っ
て
復
名
で
は
な
い
と
い

う
。
績
い
て
一
九
八

O
年
、
子
友
愛
著
「
従
皇
帝
到
公
民
」
を
譲
み
、
そ
の
中

で
湾
傑
が
潅
正
纂
位
の
確
寅
誼
援
を
大
内
で
設
現
し
た
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い

る
の
を
み
て
そ
の
員
僑
確
認
の
震
に
訪
中
を
決
意
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
著
の

中
に
涛
儀
・
涛
傑
兄
弟
が
幼
時
養
心
殿
で
遊
ん
で
い
た
時
に
偶
然
一
つ
の
匿
額

を
見
つ
け
、
そ
の
後
面
に
一
各
紙
が
露
出
し
て
お
り
、
そ
れ
を
開
け
て
み
る
と

康
照
の
遺
詔
で
あ
り
親
筆
で
「
授
位
十
四
子
」
と
筆
寓
し
で
あ
っ
た
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
祉
曾
科
拳
院
醇
瑞
線
が
「
湾
傑
関
於
潅
正
殺
弟
的
碑
資

料
」
と
題
し
て
こ
の
問
題
を
論
述
し
た
の
で
皐
界
で
注
目
さ
れ
る
。
氏
は
訪
中

し
涛
傑
と
直
接
面
談
し
た
後
自
ら
の
見
解
を
公
表
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
潅

正
脅
に
殺
弟
の
密
詔
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
織
田
毅
滅
す
る
で
あ
ろ
う

し
、
珍
識
し
て
後
世
に
留
め
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
も
し
生
前
に
致
滅
に
及
ば

な
く
と
も
乾
隆
は
後
見
後
た
だ
ち
に
鋪
援
す
る
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
乾
隆
が
毅

棄
せ
ず
と
も
養
心
殿
東
賄
房
傍
禽
中
に
陳
列
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
反
論
す

る
。
一
九
八
五
年
氏
は
淳
傑
と
北
京
で
曾
い
康
照
の
遺
詔
に
つ
い
て
問
う
が
、

湾
氏
は
是
は
誤
解
で
あ
る
と
も
言
う
し
、
殺
弟
密
詔
に
嘗
る
も
の
と
し
て
も
み

て
お
り
醇
氏
の
見
解
と
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
氏
は
結
論
と
し
て
殺
帯
の
密
認

は
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
湾
傑
の
重
年
の
迫
憶
が
俸
設
と
混
合
し

て
い
る
と
の
ベ
、
氏
の
疑
問
は
解
決
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
第
一
類
は
氏
が
最
も
重
視
す
る
薙
正
経
位
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
で

あ
る
が
、
氏
は
築
位
設
が
定
説
化
す
る
こ
と
に
大
舞
懸
念
し
て
そ
の
縫
位
の
正

嘗
性
を
力
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
宮
崎
氏
の
名
著

『
薙
正
帯
』
の
中
で
雨
設
並
記
の
形
で
記
さ
れ
て
お
り
、
現
段
階
で
は
そ
の
員

寅
は
や
は
り
閣
の
中
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
但
、
一
つ
言
え
る
こ
と

は
落
正
が
即
位
後
大
努
有
能
な
君
主
と
し
て
治
政
を
遂
行
し
た
こ
と
は
事
貨
で

あ
り
晩
年
の
康
照
が
そ
れ
を
見
ぬ
い
て
落
正
を
縫
位
さ
せ
た
と
す
る
氏
の
設
は

あ
な
が
ち
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
そ
れ
に
潅
正
は
残
酷
で

し
か
も
陰
険
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
が
築
位
に
結
び
つ
く
と
い
う
研
究
者
の
見

解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
君
主
の
資
質
を
人
関
の
性
格
面
か
ら
み
て
い

る
槻
が
あ
る
し
、
ま
た
羅
正
の
性
格
を
残
酷
で
陰
険
で
あ
る
と
言
い
き
る
こ
と

に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
君
主
政
治
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
統
治

能
力
の
あ
る
有
能
な
人
物
を
君
主
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
し
か
も
そ
の
君
主
の
地
位
が
皇
族
聞
の
争
い
に
よ
っ
て
き
ま
り
、
各
皇
族

を
支
援
す
る
貴
族
・
官
僚
の
朋
黛
争
い
ま
で
引
き
お
こ
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
君

主
政
治
を
ゆ
る
が
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
清
朝
の
場
合
は
嘗
初
は
有
力
な
皇
族
・

貴
族
集
圏
の
推
薦
に
よ
り
皇
帝
一
の
地
位
が
承
認
さ
れ
る
と
い
う
部
族
園
家
時
代

の
慣
習
が
残
っ
て
い
た
の
で
こ
れ
が
君
主
交
替
期
に
黛
汲
争
い
の
原
因
と
な
っ

て
い
た
の
で
そ
れ
を
熟
知
し
て
い
た
康
照
一
帝
一
が
中
図
式
の
立
太
子
方
式
を
採
用

し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
こ
で
も
立
太
子
を
め
ぐ
る
皇
子
聞
の
争
い
が
起
っ
た
の

で
皇
太
子
を
有
能
な
一
人
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
十
分
あ
り
得
ょ
う
。

し
か
し
問
題
は
津
山
い
る
後
縫
者
候
補
者
の
中
か
ら
一
人
を
選
ぶ
方
式
で
あ

る
。
こ
の
一
人
と
し
て
康
照
が
選
定
し
た
の
が
胤
禎
(
後
の
潅
正
〉
か
十
四
皇

子
允
穏
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
め

ぐ
る
新
資
料
が
績
々
渓
見
さ
れ
て
雨
裁
は
盆
々
深
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
孟

森
以
来
羅
正
築
位
設
を
主
張
す
る
研
究
者
は
今
の
と
こ
ろ
新
資
料
を
利
用
し
て

自
設
を
補
強
し
て
い
る
が
、
そ
ん
な
中
で
氏
は
新
資
料
に
よ
っ
て
潅
正
縫
承
の

正
統
性
を
寧
ろ
確
信
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
筆
者
は
今
の
と

こ
ろ
雨
読
並
存
の
段
階
か
ら
で
て
い
な
い
。
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
本
著
を
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読
む
限
り
に
お
い
て
氏
の
見
解
を
支
持
し
た
い
気
も
す
る
。
そ
の
理
由
は
薙
正

即
位
後
の
十
三
年
聞
の
治
政
は
、
君
主
濁
裁
者
と
し
て
最
高
の
能
力
を
渡
揮
し

た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
そ
の
結
を
生
前
の
康
照
が
稼
知
し
て
い
た
と
い
う
の
は

十
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
薙
正
が
即
位
後
腕
黛
を
厳
禁
し
た
の
も
か
の

有
能
な
康
岡
山
山
に
し
て
も
朋
殺
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
貼
を
観
察
し
て
い
た
こ
と
に

も
よ
っ
て
い
る
し
、
ま
た
太
子
密
建
法
を
始
め
た
の
も
皇
太
子
に
よ
る
後
縫
者

手
い
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
以
外
に
も
潅
正
が
天
下
の
庶
務
を

周
知
す
る
震
に
始
め
た
奏
摺
政
治
ゃ
、
行
政
・
財
政
・
軍
事
等
凡
て
の
面
に
お

け
る
諸
々
の
改
革
等
に
よ
り
圏
内
政
治
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
功
績
な
ど
を
考

え
て
も
そ
の
後
縫
者
と
し
て
の
資
質
は
十
分
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
貼
に
つ
い
て
氏
の
ま
と
ま
っ
た
見
解
は
ま
だ
み
ら
れ
な
い
の
で
今
後
の
研

究
に
期
待
し
た
い
。

第
二
類
は
新
た
に
設
掘
し
た
新
史
料
を
利
用
し
て
潅
正
の
新
た
な
人
閲
像
を

描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

特
に
北
京
第
一
一
歴
史
槍
案
館
珍
蔵
の
「
活
計
楢
」
よ
り
取
材
し
て
い
る
。
氏

に
よ
る
と
帯
王
言
行
を
記
録
し
た
「
起
居
注
崩
」
は
、
第
一
資
料
で
は
あ
る
が

日
官
が
自
分
で
筆
を
と
っ
て
直
書
し
て
い
な
い
の
で
皇
帝
の
員
の
面
貌
を
窺
い

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
そ
の
貼
「
活
計
楢
」
は
宮
廷
中
の
御
用
作
坊
の
工
作

記
録
ま
で
記
さ
れ
て
お
り
、
潅
正
の
噌
好
・
性
格
及
び
起
居
作
息
の
一
面
を
反

映
し
て
お
り
、
過
去
の
錯
誤
の
見
方
を
糾
正
で
き
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
官
書

に
は
薙
正
を
評
し
て
典
型
的
な
政
治
動
物
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
生
活
も
節
俄
で

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
密
檎
に
よ
る
と
需
に
は
審
修
、
豪
華
な
一

面
も
あ
り
、
生
活
情
趣
を
重
視
し
て
文
物
・

珍
玩

・
外
園
の
異
品
を
網
羅
し
て

い
た
し
、
イ
タ
リ
ア
の
童
家
郎
世
寧
に
命
じ
て
犬
・
虎
・
棋
盤
・
家
具
な
ど
を

査
か
せ
て
い
た
と
い
う
。
中
で
も
薙
正
が
享
笑
を
講
求
し
た
も
の
と
し
て
園
明

園
を
あ
げ
、
そ
の
設
計
、
経
営
す
べ
て
に
係
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。
向

お
国
明
園
に
つ
い
て
は
中
園
最
精
華
の
文
化
遺
産
で
あ
り
、
こ
れ
を
英
併
が
や

き
は
ら
っ
た
こ
と
は
大
愛
残
念
で
あ
り
一
日
も
早
い
復
元
を
期
撃
し
て
い
る
。

ま
た
薙
正
は
書
を
愛
好
し
康
照
の
絵
風
を
受
け
、
秀
逸
遁
勤
の
行
警
に
よ
っ
て

大
内
養
心
殿
中
の
幾
多
の
直
額
に
揮
毒
し
た
黙
を
あ
げ
、
套
術
に
も
造
詣
が
深

か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
氏
は
薙
正
が
残
酷
陰
険
で
あ
っ
て

日
夜
政
務
に
忙
し
く
の
ん
き
に
暇
を
つ
ぶ
し
て
祭
し
む
気
持
が
少
な
か
っ
た
と

い
う
見
方
は
嘗
ら
な
い
と
い
う
。
氏
は
本
著
の
表
題
を
「
掲
開
薙
正
皇
帝
隠
秘

的
面
紗
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
類
の
記
述
こ
そ
氏
の
新
た
な
知
見
と
し
て

公
表
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
薙
正
築
位
設
を
主
張
す
る
論
者
が
薙
正
は

残
酷
陰
険
で
あ
り
こ
こ
か
ら
殺
弟
し
て
ま
で
も
脅
位
を
築
奪
し
た
と
い
う
人
閲

像
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
射
す
る
反
論
と
し
て
叙
述
さ
れ
た
感
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
新
資
料
「
活
計
楢
」
は
、
以
上
の
よ
う
な

薙
正
の
私
生
活
の
す
み
ず
み
ま
で
徴
に
入
り
細
に
入
り
検
設
す
る
こ
と
だ
け
で

な
く
、
所
謂
「
宮
中
楢
」
「
軍
機
稽
」
「
起
居
注
崩
」

等
と
い
っ
た
官
書
に
依

援
し
て
論
者
が
作
り
あ
げ
て
き
た
潅
正
の
縫
位
・
暴
亡
・
私
生
活
に
至
る
ま
で

の
ま
ち
が
っ
た
見
方
を
是
正
し
た
と
い
う
考
え
も
蛍
然
あ
っ
た
。
特
に
薙
正
が

即
位
後
九
カ
月
に
し
て
立
帥
に
継
承
人
を
選
定
す
る
が
公
開
せ
ず
親
書
密
旨
を

黄
紙
で
固
く
封
じ
錦
摩
内
に
貯
え
乾
清
宮
の
「
正
大
光
明
」
の
匿
後
に
置
い
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
康
際
立
太
子
の
弊
害
に
竪
み
、
紹
削
到
に
君
権
に
影
響
す

る
封
抗
勢
力
が
出
現
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
意
闘
に
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
れ
と
は
別
に
こ
こ
で
縫
承
人
と
選
定
さ
れ
て
い
た
弘
暦
(
後
の
乾
隆
)
に
つ

い
て
は
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
康
照
が
乾
隆
を
鍾
愛
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り

そ
の
父
で
あ
る
落
正
を
立
て
た
と
い
う
設
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
嘗
ら
な
い
と
の

ベ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
薙
正
の
意
思
に
よ
っ
て
、決
定
し
た
と
い
う
。
ま
た
氏
は
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「
活
計
檎
」
に
よ
り
濯
正
の
後
縫
者
の
一
人
と
み
な
さ
れ
て
い
た
弘
時
が
既
に

康
照
時
代
に
そ
の
寵
を
失
っ
て
い
た
と
も
い
う
。
更
に
前
著
で
薙
正
急
死
の
理

由
を
服
餌
丹
繋
と
推
定
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
暴
術
界
で
稽
貧
さ

れ
た
が
ま
ち
が
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
貼
も
あ
る
の
で
今
回
更
に
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
と
い
う
。
羅
正
の
死
因
に
つ
い
て
は
稗
史
野
史
の
呂
留
良
の
孫
の
呂

四
娘
の
刺
殺
読
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
信
ず
べ
き
で
な
い
と
し
丹
築
中
毒
設
を

と
っ
た
。
そ
の
理
由
は
潅
正
が
康
照
以
上
に
方
術
を
嵩
向
し
、
儒

・
傍

・
道
の

三
数
を
同
原
と
し
て
強
調
し
、
道
数
の
煉
丹
を
愛
好
し
て
い
た
し
、
斗
壇
を
設

け
一
神
霊
を
祭
犯
し
道
士
に
お
祈
り
さ
せ
る
資
酸
を
寅
施
し
て
い
た
が
、
以
上
の

こ
と
が

「活
計
楢
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
丹
禁
中
毒
設
は
信
ず
る
に
値
い

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
濯
正
朝
驚
醗
が
何
時
に
始
る
か
は
官
私
資

料
は
閥
如
し
て
い
る
が
、

「活
計
楢
」
に
は
祭
柁
用
品
も
調
達
す
る
こ
と
ま
で

記
載
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
自
設
の
確
詮
を
得
て
い
る
。

以
上
氏
が
「
活
計
楢
」
を
資
料
と
し
て
従
来
の
自
己
の
準
設
を

一
歩
進
め
た

黙
は
そ
れ
な
り
に
評
債
で
き
る
。
そ
れ
と
共
に
「
活
計
楢
」
の
よ
う
な
私
生
活

に
関
す
る
資
料
を
駆
使
し
て
薙
正
の
人
物
像
ま
で
き
り
こ
ん
だ
研
究
は
今
ま
で

皆
無
で
あ
っ
た
の
で
そ
れ
に
挑
戦
し
た
氏
の
研
究
姿
勢
も
興
味
深
い
も
の
が
あ

る
。
氏
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
潅
正
の
人
物
像
と
し
て
は
皇
帝
に
な
る
た
め
に

凡
ゆ
る
策
略
を
用
い
、
な
っ
て
か
ら
も
自
己
の
地
位
を
保
持
す
る
た
め
に
競
争

相
手
で
あ
っ
た
皇
子
を
次
々
に
抹
殺
し
た
冷
酷
無
比
な
人
物
と
し
て
摘
く
と
い

う
極
端
な
見
方
か
ら
始
ま
っ
て
、
そ
う
で
な
く
て
も
皇
帝
と
し
て
政
治
の
み
に

波
頭
し
文
化
生
活
な
ど
殆
ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
と
い
う
政
治
的
動
物
と
し
て

の
見
方
も
あ
っ
た
が
、
氏
は
薙
正
に
は
婆
術

・
文
化
を
愛
好
し
、園
明
園
の
よ
う

な
文
化
遺
産
を
後
世
に
残
し
た
こ
と
、
ま
た
死
の
直
前
ま
で
道
術
に
よ
っ
て
自

己
の
生
命
維
持
を
闘
る
よ
う
な
生
身
の
人
聞
の
も
つ
弱
さ
な
ど
も
あ
り
、
決
し

て
濁
裁
君
主
と
し
て
権
力
の
み
に
執
着
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
類
は
歴
史
と
紅
皐
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
述
す
る
。
紅
島
?
と
は
紅
棲
夢

研
究
皐
の
こ
と
で
あ
る
。
紅
棲
夢
の
作
者
曹
鰐
(
践
は
零
芹
)
は
江
南
織
迭
で

あ
っ
た
曹
寅
の
孫
で
あ
る
。
曹
寅
は
康
照
一
帝
の
包
衣
と
し
て
重
任
さ
れ
、
こ
こ

か
ら
嘗
家
は

一
時
流
感
に
な
る
が
、
そ
の
子
曹
頬
の
時
に
落
正
に
よ
っ
て
汚
職

の
罪
の
た
め
断
罪
さ
れ
曹
家
は
波
落
す
る
。
こ
の
曹
頬
の
子
の
前
回
雲
芹
は
乾
隆

時
代
に
な
っ
て
「
紅
楼
夢
」
と
い
う
時
代
小
設
を
書
く
が
、
こ
こ
に
は
満
洲
高

級
貴
人
の
華
や
か
な
生
活
と
淡
落
し
た

一
族
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
曹
雲
芹
が

「紅
棲
夢
」
を
書
い
た
意
園
が
其
後
の
研
究
針
象
に
な
り
、
清

末
か
ら
民
初
に
か
け
て
王
園
維
の
『
紅
棲
夢
評
論
』
や
胡
遮
の
『
紅
棲
夢
考

誼
』
等
の
研
究
書
が
公
刊
さ
れ
て
い
た
が
、
人
民
共
和
園
成
立
後
、
周
汝
昌
の

『
紅
棲
夢
新
詮
』
と
い
う
大
作
が
公
表
さ
れ
る
。
こ
の
著
は
曹
家
の
宗
譜
や、

地
方
志
、
文
集
等
を
利
用
し
て
曹
家
の
歴
史
を
克
明
に
再
現
し
た
「
紅
皐
」
研

究
の
必
須
の
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
著
の
引
論
で
周
氏
は
康
照
の
立
嗣
を
め
ぐ

っ
て
皇
子
の
争
い
が
激
烈
を
極
め
た
が
、
胤
禎
が
強
暴
手
段
を
用
い
て
目
的
を

達
し
た
こ
と
、
批
准
正
は
即
位
後
恐
怖
政
治
を
な
し
清
朝
封
建
統
治
中
の
最
も
残

酷
な
時
期
で
あ
っ
た
と
ま
で
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
曹
雪
芹
は
潅
正
に
よ
っ
て

断
罪
さ
れ
波
落
し
た
曹
家
の
歴
史
を
こ
の
著
作
で
書
い
た
も
の
と
し
、
そ
こ
に

は
薙
正
の
築
位
が
立
寵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
の
周
氏
の

設
に
封
し
て
問
題
か
あ
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
周
氏
が
潅
正
築
位
の
根
援

と
し
て
い
る
康
照
貧
録
を
編
纂
し
た
張
廷
玉
が
大
事
を
削
除
し
そ
の
篤
賓
録
の

倉
敷
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
貼
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
。

氏
に
よ
れ
ば
康
照
貫
録
の
巻
数
が
少
い
の
は
築
位
と
関
係
は
な
い
と
し、

貧
録

纂
修
者
に
は
馬
湾
を
首
に
纂
修
官
は
三
十
徐
名
も
お
り
、
そ
ん
な
中
で
衆
議
を

排
し
て
史
寅
を
笈
改
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
い
う
。
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ま
た
周
氏
が
胤
初
を
陥
害
し
て
奪
位
を
助
け
た
ラ
マ
伶
に

E
大
な
悌
寺
薙
和

宮
を
作
っ
た
と
い
う
の
も
根
銭
が
な
い
し
、
次
に
潅
正
の
奪
位
に
あ
ず
か
つ
て

力
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
年
端
提
案
に
つ
い
て
も
そ
ん
な
協
助
は
一
つ
も
な
か
っ
た

と
反
論
す
る
。
ま
た
周
氏
が
薙
正
の
信
任
す
る
那
爾
泰
、
李
街
、
田
文
鏡
に
つ

い
て
、
町
却
は
藩
邸
時
代
か
ら
相
識
っ
た
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
、
李
も
亦
藩
邸
の

人
で
あ
っ
た
こ
と
、
田
も
亦
王
府
中
の
妊
顕
で
あ
っ
た
と
し
、
い
ず
れ
も
薙
正

と
深
い
関
係
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

事
寅
に
反
し
て
い
る
と
い
う
。
次
に
周
氏
が
皇
子
の
序
曲
問
問
題
に
つ
い
て
、
胤

禎
は
四
子
で
な
く
十
一
子
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼
の
矯
旨
登
位
の
陰
謀
と
関
係
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
針
し
、
氏
は
主
に
「
玉
牒
」
の
記
述
を
根
援
に
薙
正

は
康
岡
山
朝
に
於
て
自
己
の
排
行
が
第
四
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
の

は
皐
術
根
緩
は
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
周
氏
が
「
大
義
鹿
児
迷
銭
」
を
慶
棄
し
た

の
は
薙
正
と
さ
れ
て
い
る
の
に
到
し
、
氏
は
こ
れ
の
講
解
を
停
止
し
流
通
を
禁

止
し
た
の
は
乾
隆
で
あ
る
と
反
論
す
る
。

「
大
義
組
克
迷
録
」
に
つ
い
て
は
前
著

で
氏
は
こ
の
著
が
矯
詔
築
立
設
の
根
嬢
と
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
世
宗
の
自

ζ

れ

鮮
は
正
に
本
人
の
清
白
無
事
に
因
っ
て
い
て
才
篭
も
諸
を
世
に
公
に
す
る
こ
と

に
忌
樺
無
か
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
そ
の
見
方
は
一
貫
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の

自
縛
を
も
ち
出
し
て
潅
正
の
築
位
が
あ
っ
た
と
す
る
準
設
を
批
剣
し
て
お
り
、

こ
こ
か
ら
難
正
が
そ
の
築
位
の
歪
嬢
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
こ
の
著
を
腹
案
し

た
と
す
る
周
氏
の
設
に
賛
同
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
霊
園
玲
等
著
『
紅
後
解
夢
』
が
の
べ
て
い
る
曹
雲
芹
が
濯
正
を
毒
殺
し

た
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
世
に
比
類
の
な
い
奇
聞
で
あ
る
が
多
く
の
評
論
家
の

紹
賛
を
お
び
て
い
る
の
で
だ
ま
っ
て
み
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
反
論
す

る
。
す
な
わ
ち
こ
の
著
で
ま
ず
曹
雪
芹
が
薙
正
を
惜
恨
し
た
の
は
薙
正
が
曹
家

を
清
算
し
た
際
に
曹
天
蹴
(
曹
寅
の
孫
)
心
愛
の
人
竺
呑
玉
を
奪
っ
た
の
で
菅

と
竺
が
合
謀
し
て
殺
害
に
至
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
「
解
夢
」
が
の
べ
て

い
る
恩
処
読
に
針
し
て
氏
は
あ
く
ま
で
著
者
の
想
像
で
あ
っ
て
確
か
な
誼
援
は

な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち

「
解
夢
」
採
用
の
史
料
の
来
路
は
明
ら
か
で
な
い
上

に
特
に
氏
の
著
作
『
薙
正
一
帝
及
其
密
摺
制
度
研
究
』
の
一
節
で
あ
る
〈
薙
正
卒

素
服
餌
丹
襲
、
因
而
喪
生
〉
等
語
を
引
用
し
な
が
ら

一
字
の
注
穫
を
つ
け
て
い

な
い
の
は
「
知
識
櫨
」
の
侵
犯
で
あ
る
と
も
い
う
。
特
に

「
解
夢
」
が
薙
正
の

暴
発
の
謎
と
し
て
人
に
丹
砂
を
進
め
ら
れ
毒
死
し
た
貼
に
つ
い
て
、
そ
の
主
謀

者
は
曹
雲
芹
と
竺
呑
玉
で
あ
る
と
し
、
佐
一
は
皇
帝
身
迭
の
人
で
あ
る
の
で
親
ら

丹
薬
を
奉
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
の
は
荒
唐
無
稽
の
謬
論
で
あ
る
と

い
う
。
こ
の
よ
う
な
一
雀
設
は
皐
術
面
か
ら
み
て
根
嬢
の
な
い
も
の
で
あ
る
だ
け

で
な
く
人
情
の
常
識
か
ら
み
て
も
受
け
い
れ
難
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
す
な

わ
ち
曹
家
が
浅
落
し
た
の
は
公
僚
を
蔚
空
し
た
こ
と
に
因
っ
て
お
り
個
人
の
私

怨
で
は
な
か
っ
た
し
、
曹
家
は
断
罪
さ
れ
た
後
も
曹
雲
芹
は
皇
家
の
府
民
平
で
説

書
で
き
る
優
遇
も
受
け
て
お
り
骨
髄
ま
で
恨
む
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い

う
。
ま
た
呑
玉
の
事
に
つ
い
て
も
梁
正
と
関
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
な
い
し
、

秀
女
を
選
ぶ
の
も
例
行
公
事
で
あ
っ
て
潅
正
が
何
人
を
準
官
さ
せ
る
か
を
指
定

す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
も
の
ベ
、

震
書
の
言
う
よ
う
に
薙
正
殺
害
の

た
め
佐
一
が
宮
中
に
迭
り
こ
ま
れ
た
と
い
う
設
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
。
氏

は
「
解
夢
」
が
祉
曾
を
わ
き
た
た
せ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
高
水

準
の
皐
術
的
著
作
を
要
求
す
る
黙
か
ら
、
こ
の
書
に
射
す
る
謹
厳

・
公
正
な
書

評
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

衣
に
二
月
河
の
『
薙
正
皇
帝
』
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
は
歴
史
故
事
を
み

な
い
翻
閲
小
説
で
は
な
く
著
者
は
頗
る
清
史
資
料
を
讃
み
歴
史
を
闘
明
し
て
根

援
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
小
説
に
あ
っ
て
も
寅
在
の
人
物

の
描
篤
に
は
一
定
の
拘
束
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
駄
に
本
著
は
問
題
が
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あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
河
南
巡
撫
回
文
鏡
の
幕
客
で
あ
っ
た
邸
に
つ
い
て
彼
が

中
心
と
な
っ
て
嬰
臣
隆
科
多
を
疏
劾
し
た
と
い
う
の
は
源
手
な
見
解
で
あ
ろ

う
。
更
に
帥
酬
は
康
照
三
十
六
年
潅
正
の
震
に
策
略
を
め
ぐ
ら
し
嗣
位
を
謀
り
、

薙
正
縫
統
後
頭
然
と
し
て
去
っ
て
最
後
に
回
文
鏡
の
幕
客
と
な
っ
た
と
い
う
な

ん
の
よ
り
ど
こ
ろ
も
な
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
の
も
問
題
で
あ
る
。
ま
た
李
衡

仕
官
の
理
由
に
作
者
は
李
が
薙
親
王
府
に
頁
身
し
た
傭
僕
で
あ
っ
た
と
し
て
い

る
が
、
こ
れ
も
事
賓
と
大
い
に
相
違
し
て
い
る
。
史
書
に
よ
れ
ば
李
衡
の
先
世

は
明
初
に
軍
功
を
以
て
起
家
し
錦
衣
衡
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
康
照
五
十
六
年

貨
を
出
し
摘
納
に
よ
り
兵
部
員
外
郎
と
な
っ
た
経
歴
で
あ
り
、
小
説
で
李
衛
の

出
身
は
不
明
と
書
い
て
い
る
の
は
問
題
が
あ
る
。

次
に
回
文
鏡
と
李
紋
が
態
考
し
た
と
あ
る
の
は
非
常
に
滑
稽
な
こ
と
で
あ

り
、
田
は
異
途
出
身
で
科
甲
の
人
物
で
は
な
い
、
早
く
康
照
二
十
二
年
二
十
二

歳
の
時
に
監
生
を
以
て
一幅
建
長
祭
豚
豚
丞
と
な
り
累
還
し
て
康
照
四
十
五
年
京

任
吏
部
員
外
郎
に
調
任
さ
れ
、
此
後
十
六
載
ず
っ
と
中
央
に
留
っ
て
い
て
李
紋

と
共
に
態
考
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
氏
は
こ
こ
で
薙
正
朝
は

異
途
出
身
と
科
甲
入
仕
の
雨
種
の
門
戸
が
あ
り
其
後
の
種
々
愛
生
の
事
件
に
は

こ
の
科
甲
人
土
が
結
集
し
て
異
途
出
身
者
を
排
除
し
た
こ
と
で
お
こ
っ
て
お

り
、
こ
こ
か
ら
途
を
異
に
す
る
李
と
聞
が
共
に
科
患
に
宙
応
じ
た
と
す
る
の
は
史

貧
に
合
わ
な
い
だ
け
で
な
く
嘗
時
の
歴
史
背
景
に
も
逆
行
し
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
李
紋
は
張
廷
玉
の
門
生
で
な
く
受
業
も
し
て
い
な
い
の
に
張
の
門
生
と
し

て
い
る
の
も
お
か
し
い
。
こ
の
張
廷
玉
も
薙
正
暴
発
の
時
、
数
名
の
顧
命
大
臣

中
の
一
名
で
小
説
が
記
す
皇
帝
一
第
一
の
幸
臣
で
宰
相
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
の

も
時
代
錯
誤
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
潅
正
継
承
問
題
に
つ
い
て
は
孟
森
・
王
鍾

翰
が
薙
正
築
奪
設
を
提
唱
し
て
数
十
年
定
設
と
な
っ
て
い
た
が
、
氏
が
『
薙
正

脅
及
其
密
摺
制
度
研
究
』
の
中
で
疑
問
を
提
出
し
て
以
来
本
著
は
総
統
は
康

照
遺
命
よ
り
出
た
と
の
べ
て
お
り
、
氏
の
見
解
と
相
合
し
て
い
る
貼
を
指
摘
す

る
。
但
し
小
設
中
に
方
萄
が
康
照
の
最
高
の
知
恵
袋
で
あ
り
、
薙
正
の
縫
昨
も

方
省
の
二
一
一
日
に
出
て
い
る
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
。
ま
た
康
照
が
孫

の
弘
暦
(
後
の
乾
隆
)
を
特
に
可
愛
が
り
こ
こ
か
ら
獲
正
に
停
位
し
た
と
い
う

朝
鮮
史
料
は
根
綾
な
く
潅
正
の
密
建
自
主儲
法
は
あ
く
ま
で
濁
創
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
薙
正
の
突
然
死
に
つ
い
て
丹
禁
中
毒
設
に
賛
成
し
て
い
る
も
の
の
曾
て
十

四
弟
側
室
で
あ
り
後
潅
正
に
錫
し
た
一
少
女
喬
引
郷
を
造
出
し
、
彼
女
が
努
力

で
自
殺
し
薙
正
も
同
時
に
自
重
し
た
と
し
て
い
る
の
は
情
理
に
合
わ
な
い
こ
と

で
あ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
氏
は
結
論
と
し
て
小
説
は
拳
術
専
著
で
な
い
の
で

思
い
の
ま
ま
書
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
が
、
歴
史
小
設
の
場

合
は
歴
史
上
存
在
す
る
人
物
に
つ
い
て
員
貧
を
離
れ
て
純
ら
想
像
に
ま
か
せ
て

書
く
の
は
ど
う
か
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
小
読
と
い
え
ど
も
百
高
部
以
上
の

E

作
と
な
れ
ば
讃
者
に
輿
え
る
影
響
は
大
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
人
物
描
篤
に
つ

い
て
は
十
分
な
検
詮
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
第
三
類
、
第
四
類
で
氏
は
歴
史
と
紅
皐
、
歴
史
と
小
説
と
の
関
連
性
に

つ
い
て
の
ベ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
氏
の
見
解
は
文
皐
作
品
・
小
設

と
い
っ
て
も
岡
県
貧
を
曲
解
す
る
よ
う
な
叙
述
に
劃
し
て
厳
正
な
反
省
を
求
め
る

も
の
で
あ
っ
た
。
氏
の
い
う
良
質
と
は
潅
正
脅
総
統
を
あ
た
か
も
纂
奪
し
た
か

の
よ
う
に
叙
述
す
る
こ
と
に
封
し
て
い
っ
て
お
り
、
事
帰
正
総
統
は
公
正
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
薙
正
築
奪
を
叙
述
し
た
紅
皐

研
究
者
は
孟
森
以
来
の
清
史
研
究
者
の
路
線
に
そ
っ
て
の
べ
て
お
り
、
そ
の
黙

で
は
こ
れ
等
歴
史
家
と
一
種
で
あ
る
。
し
か
し
氏
は
紅
皐
研
究
者
が
そ
れ
を
う

の
み
し
て
薙
正
築
奪
を
良
質
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
論
を
展
開
し
て
い

る
こ
と
に
到
し
て
疑
問
を
呈
示
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
紅
皐
研
究
家
の
最
高
権

威
の
周
汝
昌
が
九
ゆ
る
資
料
を
駆
使
し
て
落
正
築
奪
を
賓
詮
し
た
こ
と
が
由
学
界
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に
多
大
な
影
響
を
輿
え
て
い
る
の
で
こ
の
牙
城
に
封
す
る
一果
敢
な
挑
戦
を
試
み

た
と
い
え
よ
う
。
筆
者
と
し
て
は
こ
の
氏
の
反
論
は
薙
正
築
奪
の
事
賓
の
な
い

こ
と
を
綿
密
な
資
料
に
よ
っ
て
寅
詮
的
に
研
究
し
て
い
る
黙
で
一
腹
の
理
解
は

で
き
る
。
従
っ
て
こ
の
氏
の
反
論
に
劃
し
て
今
後
紅
皐
研
究
者
が
氏
の
論
蕃
を

十
分
通
識
し
た
上
で
新
た
な
知
見
を
呈
示
さ
れ
る
こ
と
を
帥

45も
の
で
あ
る
。

但
氏
に
も
期
待
し
た
い
の
は
そ
れ
な
ら
ば
紅
楼
夢
の
著
者
曹
雪
芹
が
こ
の
作
品

を
書
い
た
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
清
末
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
研
究
論
文
も
あ
り
そ
の
息
設

を
整
理
す
る
こ
と
が
ま
ず
肝
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
に
た
っ
て
氏
の
紅
皐
論
が

提
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
氏
の
言
う
よ
う
に
小
説
と
い
っ
て
も
そ
れ

が
讃
者
に
奥
え
る
影
響
が
大
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
歴
史
研
究
と
歴
史
小
説
と
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
た
黙
興
味
深
い
も
の
が
あ

る
。
歴
史
小
説
の
場
合
潅
正
一
帝
の
人
物
像
を
冷
酷
無
比
な
人
物
と
描
寓
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
黙
の
み
強
調
し
た
な
ら
ば
そ
れ
が
喬
の
人
間
性

の
す
べ
て
を
表
現
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
氏
が
提
示
し
た
「
活
計

指
」
に
あ
る
よ
う
に
蜜
術
を
愛
好
す
る
趣
味
堕
か
な
一
面
も
あ
っ
た
貼
か
ら
だ

け
み
て
も
そ
の
人
間
槻
は
多
様
な
側
面
も
あ
る
。
従
っ
て
歴
史
小
説
と
い
っ
て

も
こ
の
よ
う
な
新
資
料
に
基
づ
く
歴
史
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
そ
れ
を
加

味
し
た
も
の
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
何
と
い

っ
て
も
薙
正
を
脅
位
纂
奪
者
と
み
る
か
み
な
い
か
は
歴
史
研
究
上
の
論
駄
の
分

れ
目
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
爾
設
を
十
分
検
討
し
た
上
で
小
設

を
構
成
す
る
必
要
は
歴
史
小
説
家
と
い
っ
て
も
あ
っ
て
ほ
し
い
。

次
に
第
五
類
で
氏
は
故
宮
の
密
楢
を
論
じ
、
こ
れ
が
薙
正
史
と
密
接
な
関
係

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
中
の
第
十
九
篇
「
北
京
と
肇
北
珍
臓
の
珠
批

論
旨
」
の
原
稿
の
異
同
で
は
、

。雨
地
所
蔵
の
楢
案
を
も
っ
て
鈎
比
し
所
見
を
の

べ
て
い
る
。
こ
の
種
の
比
較
研
究
は
倫
ま
だ
暴
者
が
試
み
た
こ
と
の
な
か
っ
た

分
野
で
あ
り
そ
れ
に
取
り
組
ん
だ
の
は
-
評
債
で
き
る
。
こ
の
研
究
の
契
機
は
氏

が
参
加
し
た
京
大
人
文
科
皐
研
究
所
で
の
「
潅
正
珠
批
稔
旨
」
研
究
曾
で
あ
り
、

こ
の
舎
で
啓
設
さ
れ
た
氏
は
総
旨
の
原
本
を
求
め
て
肇
湾
の
故
宮
博
物
院
に
行

き
六
十
年
代
末
期
よ
り
八
十
年
代
中
期
に
至
る
ま
で
取
材
し
、
其
後
北
京
の

第
一
歴
史
楢
案
館
に
移
っ
て
該
館
所
蔵
の
薙
正
初
年
の
珠
批
文
献
四
千
件
に
蛍

っ
た
。
そ
の
結
果
年
希
売
の
奏
摺
を
例
と
し
て
北
京
の
そ
れ
が
原
件
で
あ
っ
て

塞
北
の
は
添
削
さ
れ
た
修
訂
稿
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
原
件
で
は
書
き
方
が

大
祭
生
き
生
き
と
し
て
口
語
も
多
用
し
て
い
る
が
、
修
訂
稿
で
は
こ
の
原
件
の

生
動
と
活
被
さ
は
消
失
し
て
い
て
硬
く
な
り
型
に
は
ま
っ
た
官
様
文
章
に
な
っ

た
と
指
摘
す
る
。
次
に
第
二
十
篇

「
恨
防
捲
案
作
僑
」
で
は
康
照
朝
の
官
方
文

書
と
私
人
記
載
の
雨
文
献
を
例
と
し
て
史
料
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果

官
方
文
書
は
私
人
記
載
に
比
べ
て
系
統
が
あ
り
量
の
面
で
も
多
い
黙
で
は
喜
ぶ

べ
き
こ
と
で
あ
る
と
の
ベ
、
官
方
文
書
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
官
方

文
書
は
官
書
と
楢
案
に
分
類
で
き
る
が
、
官
書
は
旨
を
奉
じ
て
編
纂
し
た
文
献

で
あ
り
多
く
は
印
行
成
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
檎
案
は
以
前
陳
援
庵
が
定
義
し

た
よ
う
に
未
成
加
の
史
料
と
い
え
る
。
氏
は
こ
の
未
成
崩
の
後
に
「
未
梓
行
」

を
加
え
る
の
が
遁
嘗
で
あ
る
と
い
う
。
楢
案
は
人
気
の
取
捨
選
揮
を
へ
な
い
も

の
で
比
較
的
信
ず
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
官
書
は
大
い
に
文
書
の
文
字
を
改
寂

す
る
こ
と
が
で
き
る
貼
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
氏
は
刊
本
「
珠

批
論
旨
」
が
印
行
さ
れ
る
前
の
奏
摺
で
あ
る
原
始
楢
案
を
比
較
検
討
し
、
刊
本

が
公
刊
さ
れ
る
際
に
楢
案
が
築
改
さ
れ
た
例
が
あ
る
と
し
、
察
誕
の
奏
議
を
あ

げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
「
珠
批
論
旨
」
編
纂
時
禁
廷
が
罪
に
よ
り
獄

に
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
。
其
他
岳
鍾
瑛
の
例
、
買
士
芳
の

獄
、
越
恩
詔
の
獄
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

-114ー



357 

次
に
二
十
一
篇
「
薙
正
寵
臣
都
爾
泰
」
に
つ
い
て
潅
正
朝
寵
愛
無
比
と
い
わ

れ
た
こ
の
人
物
に
つ
い
て
「
珠
批
議
旨
」
の
改
康
問
題
と
関
連
さ
せ
て
の
べ
て

い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
著
で
も
ふ
れ
て
い
る
が
本
著
で
一
層
深
く
検

討
し
て
い
る
。
氏
は
密
摺
中
の
一
部
分
は
乾
隆
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
薙
正
珠

批
論
旨
」
で
あ
る
が
、
こ
の
書
の
債
値
は
高
い
も
の
が
あ
り
官
書
の
原
始
資
料

に
見
え
な
い
も
の
を
保
存
し
て
い
る
と
し
、
密
摺
を
閲
覧
す
る
と
潅
正
が
明
に

殿
君
で
あ
っ
て
臣
下
に
敢
て
隠
蔽
歎
繭
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
こ
の
書
版
前
に
質
改
が
あ
り
こ
の
刊
本
の
「
潅
正
珠
批
一
論
旨
」
は
原
来
の
面

貌
で
は
な
い
。
幸
に
原
件
は
筒
蔓
北
故
宮
博
物
院
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
こ

れ
を
み
る
と
本
来
の
も
の
が
わ
か
る
。
更
に
都
爾
泰
は
薙
乾
繭
朝
最
も
寵
遇
を

受
け
た
大
臣
で
あ
っ
た
の
で
密
摺
の
原
稿
を
保
存
で
き
た
し
、
以
後
叉
自
己
の

文
集
中
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
た
等
々
の
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
氏
は
都
爾
泰

に
つ
い
て
潅
正
初
内
務
員
外
郎
の
微
職
に
あ
っ
た
者
が
雲
貴
総
督
に
な
り
以
後

破
例
の
優
遇
を
受
け
た
の
は
彼
の
品
格
、
率
養
、
見
識
に
関
わ
っ
て
い
る
と

し
、
彼
の
功
績
と
し
て
は
雲
貴
総
督
任
内
に
苗
鋭
を
慮
理
し
改
土
蹄
流
の
政
策

を
寅
施
し
た
こ
と
、
ま
た
江
蘇
布
政
使
任
内
に
あ
っ
て
紫
陽
書
院
を
再
建
し
人

材
を
育
成
す
る
な
ど
文
教
政
策
を
促
進
じ
た
こ
と
、
ま
た
水
利
を
輿
修
し
た
り

蘇
松
浮
糧
を
菟
除
し
た
り
、
蘇
松
常
=
一
府
に
公
使
銀
を
分
愛
し
て
買
穀
し
賑
貸

に
備
え
た
等
々
の
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

以
上
第
五
類
は
薙
正
史
研
究
に
お
い
て
刊
本
「
珠
批
一
議
旨
」
と
原
本
「
楢

案
」
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
は
全
く
異
存
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
在
京
都
大
築
人
文
科
拳
研
究
所
で

は
刊
本
の
「
珠
批
論
旨
」
の
講
讃
を
完
了
し
そ
の
詳
細
な
索
引
を
作
成
し
た
こ

と
に
よ
り
皐
界
に
緯
盆
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
議
譲
の
過
程

に
あ
っ
て
研
究
さ
れ
た
論
稿
は
潅
正
史
解
明
に
貢
献
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
と

こ
ろ
で
こ
の
刊
本
講
讃
の
過
程
で
そ
れ
ま
で
未
公
開
資
料
で
あ
っ
た
楢
案
が
績

々
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
潅
正
史
研
究
に
更
な
る
貴
重
な
資
料
を
提
供
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
捲
案
と
刊
本
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
っ
て

き
た
が
、
こ
れ
を
先
が
け
て
と
り
く
ん
だ
氏
の
功
績
は
大
い
に
評
債
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
膨
大
な
資
料
の
比
較
研
究
に
は
氏
一
人
に
ま
か
せ
る

に
は
相
嘗
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
願
わ
く
ば
専
門
家
に
よ
る
組
織
的
な
研

究
も
考
え
ら
れ
て
は
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
恩
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
前
著
で

は
既
に
潅
正
治
政
を
支
え
る
三
羽
烏
と
い
わ
れ
た
回
文
鏡
・
李
衡
に
つ
い
て
そ

の
行
政
を
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
本
著
で
は
更
に
都
爾
泰
の
行
政
に
つ
い
て
も

の
べ
ら
れ
て
い
る
。
潅
正
の
行
政
を
論
ず
る
時
嘉
正
が
特
に
こ
の
三
官
僚
の
行

政
を
何
故
重
視
し
て
い
た
か
解
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
し
、
今
後
の
課

題
と
し
て
は
ぜ
ひ
こ
の
三
官
僚
の
行
政
の
更
な
る
分
析
を
行
わ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。

以
上
本
著
を
逼
譲
し
て
気
の
つ
い
た
鈷
を
の
ベ
て
き
た
が
、
総
じ
て
筆
者
は

著
者
の
潅
正
-
帝
の
質
像
を
解
明
す
る
こ
と
に
情
熱
を
さ
さ
げ
て
い
る
そ
の
執
念

に
ま
ず
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
箸
出
版
に
よ
っ
て
更
な
る
潅
正
の

貸
像
に
迫
る
論
著
が
績
出
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
し
か
し
全
鐙
と
し
て
薙

正
一
帝
築
奪
問
題
と
そ
れ
と
の
関
連
で
密
摺
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
に
重
黙
が
置

か
れ
た
た
め
薙
正
治
政
の
研
究
に
ま
で
十
分
に
及
ん
で
い
な
い
貼
に
少
し
物
足

り
な
い
感
も
あ
る
。
但
、
こ
の
テ
1
7
自
身
皐
界
に
お
い
て
ま
だ
十
分
な
研
究
成

果
を
あ
げ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
面
も
あ
り
、
か
つ
て
京
大
人
文
研
の
「
務
正
珠

批
論
旨
」
研
究
班
が
始
め
た
研
究
に
績
く
も
の
が
で
る
こ
と
を
撃
一
む
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
は
批
准
正
史
研
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
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