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衆
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想
』
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公
刊
さ
れ
て
以
来
、
洛
瞬
の
紙
価
を
高
め
て
い
る
本
書
に
つ
い
て
、
今
さ

ら
多
言
を
要
す
る
こ
と
も
な
い
が
、
十
年
前
本
書
の
第
一
章
に
あ
た
る
「
日

本
近
代
化
と
民
衆
思
想
」
が
発
表
さ
れ
て
以
後
、
終
始
一
貫
、
民
衆
思
想
の

本
質
の
究
開
と
そ
の
歴
史
的
劇
界
へ
の
位
置
づ
け
を
精
力
的
に
行
っ
て
き
た

著
者
の
姿
勢
に
対
し
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
者
の
…
人
と
し
て
、
こ
の
機
会

に
若
干
の
感
想
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
透
徹
し
た
史
観
を
備
え
た
思
想
史
家
で
あ
り
、
本
書

の
内
容
を
み
て
も
分
る
通
り
、
複
雑
多
岐
な
研
究
対
象
を
一
定
の
方
法
論
に

も
と
づ
き
、
思
想
史
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
見
事
に
処
理
し
た
も
の
と
い
え

る
。
私
自
身
は
、
民
俗
学
的
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
民
衆
が
深
く
関

わ
る
と
こ
ろ
の
罠
問
信
仰
の
究
明
を
通
し
、
民
衆
思
想
の
性
格
追
究
を
意
図

し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
著
者
と
の
立
場
の
相
違
が
お
の
ず
か
ら
生
じ
て
く

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
書
を
通
読
し
て
、
そ
う
し
た
相
違
点
に
気
づ

く
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
し
か
し
方
法
論
上
の
ち
が
い
や
、
対
象
の

把
握
の
仕
方
の
相
違
な
ど
を
超
え
て
、
著
春
の
思
考
に
深
く
共
鳴
す
る
箇
所

も
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
書
に
は
、
四
つ
の
大
き
な
問
題
挺
起
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
今
後
の
民

衆
思
想
史
研
究
に
不
可
欠
の
方
向
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
通
俗

道
徳
と
い
う
価
値
基
準
を
設
定
し
た
こ
と
で
あ
り
、
通
俗
道
徳
を
尺
度
と
し

て
、
罠
衆
思
想
の
質
を
把
握
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
論
の
展
開
は
主
と
し
て
、
第
一
章
と
第
二
章
に
強
く
褒
わ
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
民
衆
宗
教
を
た
ん
に
教
理
史
の
展
開
の
枠
で
と
ら
え
る
こ
と
で
は

な
く
、
こ
れ
を
民
衆
思
想
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
土
着
の
民
俗
儒

仰
の
流
れ
を
基
盤
と
す
る
世
界
観
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
明
示
し
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
三
章
に
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
百

姓
一
揆
を
思
想
史
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
民
衆
意
識
の

自
律
的
な
展
開
の
中
に
、
百
姓
二
揆
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

基
礎
部
分
に
あ
る
民
衆
思
想
の
性
格
を
類
型
づ
け
る
点
を
可
能
に
さ
せ
た
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
四
章
と
第
五
章
に
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

と
り
わ
け
第
五
章
は
、
最
近
の
著
者
の
田
一
考
を
知
る
上
で
、
興
味
深
い
力
篇

と
な
っ
て
い
る
。
第
四
に
、
全
体
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
民
衆
思
想

を
対
象
化
さ
せ
る
た
め
の
方
法
論
を
定
立
さ
せ
た
こ
と
で
、
と
く
に
私
自
身

が
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
民
俗
的
世
界
の
諸
規
象
を
、
従
来
の
思
想
史
家
の

仕
事
に
み
ら
れ
な
い
形
で
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
以
下
右
の
四
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
明
を
加
え
て
み
た
い
。

　
第
一
の
通
俗
道
徳
は
、
著
者
も
言
う
よ
う
に
、
ご
く
普
通
の
民
衆
の
生
活

規
範
で
あ
り
、
通
蒔
的
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
勤
勉
・

倹
約
・
謙
譲
・
孝
行
な
ど
の
あ
る
程
度
の
禁
欲
を
伴
な
っ
た
儒
教
的
な
諸
徳

目
と
も
一
致
す
る
。
著
者
は
、
近
世
中
期
以
降
の
民
衆
が
、
臼
本
の
近
代
化

の
社
会
的
激
動
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
露
己
形
成
・
自
己
確
立
の
努
力
に
つ

と
め
、
通
俗
道
徳
を
主
張
す
る
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
思
想
形
成

が
な
さ
れ
る
突
破
口
が
開
け
る
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
従
来
の
近
代
化
論
者

た
ち
が
通
俗
的
で
前
近
代
的
な
存
在
と
し
て
軽
視
し
て
き
た
通
俗
道
徳
は
、

そ
の
実
現
と
い
う
形
態
に
お
い
て
民
衆
の
き
び
し
い
自
己
鍛
練
や
霞
己
形
成
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を
前
提
と
し
、
そ
こ
に
膨
大
な
社
会
的
人
間
的
エ
ネ
ル
ギ
…
の
噴
出
を
み
せ
、

近
代
化
の
原
動
力
と
成
り
得
る
も
の
だ
と
い
う
評
価
を
著
者
は
行
っ
た
の
で

あ
る
。
通
俗
道
徳
が
具
体
的
に
歴
史
的
な
価
値
を
も
つ
の
は
、
天
明
期
以
後

の
農
民
層
分
解
が
進
行
し
、
荒
廃
し
た
綿
々
が
出
現
し
た
地
域
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
石
田
梅
岩
や
大
原
算
学
、
二
宮
尊
徳
ら
の
実
践
活
動
と
そ
の
漫
事
、

黒
住
宗
忠
、
川
手
文
治
郎
、
中
山
み
き
、
出
山
ナ
オ
ら
の
宗
教
活
動
の
中
に
、

通
俗
道
徳
が
意
義
あ
る
存
在
と
な
っ
た
姿
を
、
著
者
は
執
拗
に
論
じ
て
い
る
。

　
著
者
は
限
ら
れ
た
地
域
で
、
限
ら
れ
た
昆
衆
が
形
成
さ
せ
た
通
俗
道
徳
を

一
つ
の
理
念
型
と
し
て
措
定
し
た
と
い
え
る
。
全
国
的
な
思
想
史
料
の
処
理

の
中
か
ら
抽
象
化
し
た
プ
μ
セ
ス
に
対
し
て
異
論
を
乞
え
る
立
場
の
人
も
あ

ろ
う
が
、
著
老
の
説
く
通
俗
道
徳
は
、
民
衆
思
想
の
篁
要
な
側
面
を
指
摘
し

た
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
著
着
が
通
俗
道
徳
の
歴
史
的
展
開

の
中
で
、
虚
偽
意
識
と
い
う
否
定
的
な
価
値
観
を
対
遣
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り

一
層
の
説
得
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
　
「
通
俗
道
徳
は
、
個
人
と
そ
れ
を
と

り
ま
く
小
共
同
体
の
な
か
で
は
人
々
の
生
活
態
度
を
根
本
か
ら
変
革
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
…
を
発
揮
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ

の
て
ん
で
は
民
衆
的
な
諸
思
想
が
し
ば
し
ば
の
べ
た
よ
う
に
人
間
の
心
に
は

無
限
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
小
共
斜
体
の
外
で
は

懸
人
の
人
格
的
な
力
は
神
通
力
を
失
う
。
だ
が
こ
う
し
た
通
俗
道
徳
が
自
明

の
社
会
通
念
と
し
て
普
遍
化
し
て
ゆ
く
と
、
ど
の
よ
う
な
聞
題
も
そ
の
通
念

を
通
し
て
処
理
し
う
る
か
の
よ
う
な
幻
想
が
成
立
す
る
。
そ
う
な
る
と
、
か

つ
て
民
衆
生
活
の
実
態
に
適
応
し
て
い
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
性
格
は
失
わ
れ
、

歎
購
的
・
偽
善
的
・
独
善
的
な
も
の
に
転
化
す
る
」
（
六
八
ペ
ー
ジ
）
。

　
通
俗
道
徳
の
い
わ
ば
負
の
側
面
を
立
証
す
る
材
料
に
は
事
欠
か
な
い
が
、

著
者
は
そ
う
し
た
虚
偽
意
識
の
立
ち
は
だ
か
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
俗
道

徳
が
染
代
の
変
革
意
識
と
な
り
得
る
可
能
性
を
懸
命
に
模
索
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
著
者
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
に
共
感
を
覚
え
な
が
ら
も
、
私
讐
身
一
つ
の
疑

問
を
も
つ
。
そ
れ
は
通
俗
道
徳
の
担
い
手
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
、
民
衆

を
い
ち
お
う
日
常
生
活
者
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
は
妥
当
な
と
ら
え
方
だ
と

思
う
。
通
俗
道
徳
は
、
こ
う
し
た
民
衆
生
活
の
実
態
に
適
応
し
て
真
の
意
味

を
も
つ
と
い
う
前
提
が
あ
る
が
、
そ
う
な
れ
ば
民
俗
的
慣
習
に
お
お
わ
れ
た

空
嘆
生
活
の
篭
耳
づ
け
が
肝
要
で
あ
る
。
著
者
は
「
民
衆
の
伝
統
的
目
常
的

世
界
に
密
着
し
つ
つ
し
か
も
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
ゆ
く
真
に
『
土
着
的
』
な

思
想
形
成
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
」
と
の
べ
て
い
る
か
ら
、
通
俗
道

徳
は
薮
畳
民
衆
の
日
常
生
活
に
密
着
し
、
そ
れ
を
の
り
越
え
た
も
の
と
み
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
～
方
本
書
で
導
き
出
さ
れ
て
い
た
通
俗
道
徳
は
、
少
な

く
と
も
形
の
上
で
は
、
村
落
支
配
者
側
か
ら
強
調
さ
れ
た
論
理
で
あ
り
、
そ

れ
を
梅
岩
・
尊
徳
・
幽
学
な
ど
が
思
想
的
に
深
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
実

践
化
の
上
で
さ
ら
に
村
落
内
に
浸
透
し
得
た
段
階
で
も
、
村
落
の
小
地
主
か

自
作
農
上
層
部
に
せ
い
ぜ
い
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
著
者
自
身
も

認
め
て
い
る
。

　
禁
欲
と
か
自
己
鍛
練
に
馴
染
ま
な
い
ま
ま
、
日
常
生
活
を
営
む
大
部
分
の

贈
爵
に
対
し
て
、
著
者
は
こ
れ
を
通
俗
道
徳
の
基
準
か
ら
は
ず
し
、
民
俗
的

世
界
へ
の
埋
没
と
い
う
こ
と
で
説
与
し
よ
う
と
し
た
。
た
だ
民
俗
的
慣
習
を

変
比
す
る
態
度
が
賜
確
に
な
っ
た
事
例
に
よ
っ
て
の
み
通
俗
道
徳
へ
の
つ
な

が
り
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
民
衆
思
想
が
人
間
の
無
限
の
可

能
性
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
根
に
あ
た
る
日
常
生
活
の
民
俗
的

な
あ
り
方
を
、
た
ん
に
マ
イ
ナ
ス
の
薗
だ
け
で
と
ら
え
る
こ
と
だ
け
で
は
済

ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
通
俗
道
徳
が
村
落
指
導
者
の
手
で
実
効
化
さ
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評書

れ
、
簡
単
に
虚
偽
意
識
に
転
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
脆
弱
性
を
も
つ
構
造
を

あ
ら
わ
に
さ
せ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
通
俗
道
徳
の
真
の
に
な
い
手
に
な
る

べ
き
日
常
生
濡
者
の
意
識
体
系
そ
の
も
の
の
分
析
に
な
に
か
欠
陥
が
あ
る
の

で
は
な
い
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
民
衆
宗
教
の
分
析
で
は
、
薄
曇
信
仰
で

あ
る
ミ
ロ
ク
儒
仰
、
冨
士
信
仰
か
ら
丸
山
教
、
と
り
わ
け
教
祖
六
郎
兵
衛
の

思
想
を
通
し
て
、
通
俗
道
徳
を
軸
と
す
る
世
直
し
の
観
念
の
摘
出
に
成
功
し

た
と
い
え
る
。
第
一
章
や
第
二
章
で
主
に
と
り
上
げ
ら
れ
た
梅
岩
・
尊
徳
・

幽
学
に
く
ら
べ
、
六
郎
兵
衛
は
中
下
層
の
民
衆
の
一
人
と
い
え
た
。
彼
が
示

し
た
通
俗
道
徳
的
な
生
き
方
に
は
、
　
「
通
俗
道
徳
の
純
粋
化
と
い
う
形
態
を

通
じ
て
な
さ
れ
た
近
代
社
会
成
立
期
の
民
衆
的
思
想
形
成
の
特
質
が
凝
縮
さ

れ
て
い
る
」
（
一
一
一
ぺ
…
ジ
）
と
い
う
著
老
の
指
摘
す
る
内
容
が
あ
て
は
ま

っ
て
い
る
。
彼
が
実
践
す
べ
く
う
ち
出
し
た
自
己
規
律
の
主
張
に
は
、
生
産

力
を
発
展
さ
せ
経
済
的
地
位
を
上
昇
さ
せ
る
根
拠
が
求
め
ら
れ
得
る
コ
六
郎

兵
衛
の
丸
山
教
が
現
治
十
六
、
七
年
ご
ろ
か
ら
爆
発
的
に
発
展
し
た
基
底
に

は
、
世
直
し
思
想
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
ミ
ロ
ク
信
仰
の
脈
絡
か

ら
説
き
明
か
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
功
績
だ
と
い
え
よ
う
。

、
し
か
し
民
衆
の
理
想
世
で
あ
る
ミ
ロ
ク
の
世
の
到
来
を
、
丸
山
教
が
、
六

郎
兵
衛
の
通
俗
道
徳
の
実
践
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
正
当
化
さ
せ
た
と

し
て
も
、
現
実
の
歴
史
的
意
義
か
ら
い
う
と
、
社
会
体
制
と
し
て
の
イ
メ
ー

ジ
に
乏
し
く
、
神
秘
的
か
つ
幻
想
的
で
あ
る
。
宗
教
的
な
呪
術
の
世
界
の
中

で
、
六
郎
兵
衛
の
通
俗
道
徳
が
開
花
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
、
一
つ

の
特
微
だ
っ
た
。
た
ん
に
呪
術
を
行
使
し
て
世
直
し
観
念
を
発
展
さ
せ
る
こ

と
は
難
か
し
い
。
　
「
世
直
し
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
こ
れ
ま
で
揮
圧
さ
れ
て

い
九
欲
求
を
倒
錯
的
に
肥
大
化
七
て
爆
発
さ
せ
る
こ
上
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
・

あ
ら
た
な
自
己
規
律
・
秩
序
形
成
の
努
力
に
媒
介
さ
れ
な
け
れ
ば
、
運
動
の

一
時
的
な
発
展
が
あ
っ
て
魂
b
国
朋
壊
も
田
†
い
」
　
（
一
一
二
八
ぺ
！
ジ
）
。
　
㌫
九
巾
7
教
に

お
い
て
、
通
俗
道
徳
と
世
直
し
観
念
の
結
び
つ
き
の
上
に
、
民
衆
思
想
の
形

成
の
理
想
的
な
サ
ン
プ
ル
が
折
角
提
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が

呪
術
宗
教
的
な
表
現
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
、
’
こ
こ
に
も
大
き
な
限

界
が
露
呈
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
著
者
に
と
っ
て
は
民
衆
の
世
直
し
観
念
自
体

が
敗
北
す
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
問
題
は
敗
北
の
質
に
あ
る
の
だ
と

い
う
前
提
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
著
者
が

そ
の
よ
う
な
悲
観
的
な
認
識
に
到
っ
た
こ
と
自
体
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
結
論
の
当
否
は
と
も
か
く
、
大
き
な
宿
題
を
課
せ
ら
れ
た
気
が
す
る
。

　
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
。
著
者
は
、
敗
北
せ
ざ
る

を
得
な
い
世
直
し
観
念
の
日
本
の
特
異
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
し
か
に
比

較
宗
教
史
の
上
で
い
う
と
、
世
直
し
の
性
格
は
未
熱
だ
と
い
え
よ
う
。
終
末

観
の
薄
弱
さ
、
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
乏
し
さ
は
、
一
つ
の
民
族
性
の
表
出
だ
と

い
え
な
く
も
な
い
。
そ
こ
で
著
老
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
か
な
り
大
胆
な

見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
世
直
し
的
諸
思
想
が
民
俗
信
仰
的
神
道
説

の
系
譜
の
も
の
だ
っ
た
」
（
一
四
四
ペ
ー
ジ
）
こ
と
、
神
道
説
の
系
譜
の
思
想

は
、
天
皇
制
イ
デ
オ
朝
命
…
に
癒
着
し
や
す
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
い
ヶ
。

そ
し
て
何
故
、
民
俗
信
伸
に
依
処
し
易
か
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
を
問
い
、

そ
れ
は
「
わ
が
国
に
お
い
て
は
幕
藩
体
制
の
成
立
に
よ
っ
て
、
民
衆
的
な
宗

教
王
国
の
観
念
の
低
統
が
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
こ
と
」
（
一
四
五
ぺ
…
ジ
）
を

あ
げ
て
い
る
。
一
方
で
世
逸
し
観
念
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
他
方
で
天
皇
制

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
温
床
と
な
り
易
い
、
そ
う
い
う
相
反
す
る
性
向
を
も
っ
た

民
俗
信
仰
が
、
民
衆
思
想
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
、

は
な
は
だ
あ
い
ま
い
に
概
括
さ
れ
て
い
る
天
豊
舗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
質
は
、
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当
然
分
析
の
対
象
と
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
世
直
し
観
念
を
マ
イ

ナ
ス
颪
で
と
ら
え
る
と
、
天
皇
制
イ
デ
ー
が
蓑
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
う

し
た
両
者
の
相
互
関
連
を
も
っ
と
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
大
き
な
課
題
で

あ
ろ
う
。
著
者
が
い
う
民
俗
信
仰
的
神
道
説
は
、
す
で
に
内
在
的
に
天
皇
信

仰
と
い
う
イ
デ
陰
日
ギ
1
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
外
在
的
に
そ
れ
と

癒
着
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
世
漉
し
観
念
が
具
体
的
に
ミ
ロ
ク

の
世
と
し
て
、
天
皇
と
世
と
対
置
さ
れ
、
そ
れ
が
克
服
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
。

そ
う
し
た
思
考
が
民
衆
思
想
と
し
て
存
立
し
得
た
の
か
ど
う
か
が
、
日
本
の

罠
族
性
と
の
関
わ
り
で
特
徴
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
三
に
著
者
が
、
百
姓
一
揆
を
思
想
史
的
に
論
じ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
本

書
の
要
に
あ
た
る
と
い
っ
て
よ
い
。
著
者
の
通
俗
道
徳
論
や
民
衆
宗
教
論
で

展
開
さ
れ
た
論
理
が
、
第
四
、
五
章
に
お
い
て
凝
集
し
た
感
が
あ
る
。
民
衆

が
日
常
生
活
か
ら
離
脱
し
て
、
蜂
起
を
起
こ
す
、
そ
の
意
識
構
造
を
思
想
史

的
に
掘
製
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
可
能
か
ど
う
か
、
私
自
身
は
疑
問
視
し
て

い
た
が
、
著
者
は
そ
の
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
。
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
何
よ
り
も
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、
前
章
ま
で
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
、
民
衆
の
日
常
性
の
認
識
の
仕
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
著
者
は
民

衆
が
幕
藩
制
社
会
の
中
で
そ
れ
に
適
応
し
な
が
ら
β
常
生
活
を
送
る
と
い
う

生
活
態
度
を
表
面
的
に
と
る
が
「
そ
の
断
念
や
諦
め
や
怨
恨
や
憤
激
の
大
部

分
を
、
言
葉
に
な
ら
な
い
う
ち
に
の
み
こ
ん
で
、
意
識
下
の
世
界
に
か
く
し

た
の
で
あ
る
」
　
（
一
五
七
ペ
ー
ジ
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
艮
衆
の
無
意
識
構

造
、
潜
在
意
識
裡
の
思
考
が
、
著
者
の
直
接
の
分
析
と
し
て
は
じ
め
て
成
立

し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
と
し
て
導
き
出
さ
れ
て
き
た
の
は
、
百
姓
一
揆
が
、
民
衆
に
不

幸
と
災
厄
を
与
え
る
絶
対
悪
を
に
な
っ
た
悪
役
を
措
定
し
て
、
そ
れ
を
除
虫

す
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
こ
と
だ
っ
た
。
二
項
対
立
の
概
念
化
か
ら
い
う
と
、

特
定
の
悪
役
と
蜂
起
す
る
集
団
が
、
明
白
に
善
と
悪
の
対
立
の
立
場
に
位
置

し
、
あ
ら
ゆ
る
日
常
生
活
意
識
は
こ
の
両
極
の
対
立
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
と

い
う
樵
界
観
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。

　
だ
が
特
定
悪
が
除
去
さ
れ
た
段
階
で
ど
う
な
る
の
か
、
民
衆
の
理
想
像
は

完
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
著
者
は
、
民
衆
が
絶
対
悪
を

除
去
す
べ
く
意
識
と
活
動
を
持
続
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
民
衆
の
一
時
的
な

解
放
感
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
は
、
一
瞬
目
酌
的
に
解
放
さ
れ
た

と
思
わ
れ
た
世
界
は
、
決
し
て
既
定
の
幕
藩
制
社
会
と
は
異
な
っ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
　
「
幕
藩
制
に
か
わ
る
世
界
像
は
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
お
ら
ず
、

世
界
像
の
形
態
か
ら
す
れ
ば
幕
藩
制
支
配
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
い
る
の
に
、

そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
実
質
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
よ
り
根
源
的
な
解

数
が
願
望
さ
れ
イ
メ
；
ジ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
奇
妙
な
事
態
が
み
ら
れ
る
」

（一

Z
八
ペ
ー
ジ
）
。
幕
藩
制
的
な
「
仁
政
扁
の
世
界
像
は
、
天
皇
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
…
と
同
様
に
強
固
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
根
底
か
ら
否
定
し
得
る
世

界
観
が
民
衆
の
側
に
成
り
立
っ
て
い
な
い
。

　
著
者
が
必
死
に
そ
う
し
た
挫
折
感
を
克
服
す
べ
く
模
索
す
る
思
考
が
、
こ

の
あ
た
り
身
に
し
み
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
何
故
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、

実
践
さ
れ
る
段
階
で
虚
偽
意
識
と
化
し
て
し
ま
う
通
俗
道
徳
の
せ
い
か
、
異

端
思
想
を
拒
否
し
て
し
ま
っ
た
日
本
の
民
衆
宗
教
運
動
の
せ
い
な
の
か
、
著

老
の
問
い
か
け
は
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
　
「
蜂
起
し
た
斑
衆
の
す
さ
ま
じ
い

活
動
性
や
そ
こ
に
し
め
さ
れ
た
民
衆
膚
身
の
権
威
と
威
力
の
大
部
分
が
、
非

日
常
的
な
暴
発
と
し
て
歴
史
の
闇
の
部
分
へ
お
し
こ
め
ら
れ
た
う
え
で
、
玉

本
の
近
代
祉
会
が
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
」
　
（
一
八
九
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
蓑
現

の
中
に
は
、
非
日
常
的
な
暴
発
と
い
う
み
じ
め
な
結
果
に
は
終
ら
せ
ま
い
と
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評書

す
る
著
老
の
執
拗
な
追
求
が
次
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
非
臼

常
性
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
畏
俗
的
な
世
直
し
踊
り
の
構
造
と
の
類
似
性
は

指
摘
さ
れ
得
る
。
し
か
し
著
者
が
は
っ
き
り
さ
せ
た
こ
と
は
、
一
揆
が
民
衆

に
と
っ
て
の
絶
対
悪
で
あ
る
敵
を
嬰
示
さ
せ
、
そ
れ
を
除
虫
さ
せ
る
存
在
と

把
握
す
る
。
　
「
一
揆
の
祭
り
性
の
強
調
が
、
そ
う
し
た
側
面
を
も
ふ
く
み
な

が
ら
展
開
す
る
一
揆
の
全
体
像
を
み
う
し
な
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
」
　
（
二
五
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
主
張
は
、
著
者
の
展
開
し
た
論
理
か
ら

い
っ
て
正
当
な
も
の
と
い
え
る
。

　
著
者
は
最
後
に
「
あ
ら
た
な
可
能
意
識
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
節
を
設
け
、

本
書
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
社
会
体
制
の
根
本
的
な
転

換
が
予
測
さ
れ
る
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
は
、
「
小
生
産
者
農
民
と
し
て
の
目

陰
と
自
立
こ
そ
が
民
衆
の
可
能
意
識
の
方
向
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
」
（
二
七

〇
ペ
ー
ジ
）
を
著
者
が
言
い
き
っ
た
点
で
あ
る
。
日
常
生
活
者
と
し
て
、
幕

藩
体
制
社
会
に
余
儀
な
く
順
応
さ
せ
ら
れ
て
い
た
民
衆
が
、
日
常
的
願
望
に

あ
た
ら
し
い
意
味
と
内
容
を
も
り
こ
ん
で
、
新
た
な
世
界
観
を
創
造
し
得
る

可
能
性
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
質
と
規
模
を
も
っ
て
、
近
代
社

会
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
か
、
著
者
の
次
の
仕
事
は
い
よ
い
よ
重
く
辛

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
最
後
に
、
方
法
論
を
含
め
民
俗
的
世
界
と
の
ふ
れ
合
い
に
つ
い
て
簡

単
に
記
し
て
お
き
た
い
。
本
書
で
展
開
し
た
著
者
の
民
衆
思
想
に
関
す
る
さ

ま
ざ
ま
の
理
念
型
は
、
当
然
地
域
性
と
時
間
性
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
成
り

立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
近
世
中
後
期
で
か
つ
近
世
村
落
内
の
中
下
層
の

小
生
産
民
の
思
想
構
造
と
い
う
限
定
は
本
書
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
こ

と
で
あ
り
、
抽
出
さ
れ
た
理
念
型
は
、
こ
の
限
定
条
件
の
も
と
に
膚
効
性
を

も
つ
。
し
た
が
っ
て
先
進
地
帯
と
か
後
進
地
帯
、
あ
る
い
は
東
北
地
方
と
か

関
東
地
方
で
の
民
衆
思
想
の
タ
イ
プ
如
何
と
い
う
問
題
提
起
は
、
こ
こ
で
は

考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
民
俗
的
世
界
が
描
く
日
常
性
の
把
え
方
に
し
て
も
、

そ
う
し
た
方
向
の
上
で
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
納

得
さ
れ
得
る
も
の
だ
。
た
だ
民
俗
的
日
常
生
活
態
度
は
、
多
く
通
晴
性
を
も

つ
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
を
き
っ
て
も
た
と
え
ば
金
太
郎
飴
の
よ
う
な
状
況
が

あ
る
。
第
一
章
で
著
者
が
凹
か
っ
た
民
俗
的
世
界
は
、
民
俗
慣
習
の
否
定
と

い
う
形
で
、
日
常
生
活
態
度
の
克
服
と
い
う
方
向
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
が
、

実
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
蒔
期
の
民
俗
の
停
滞
性
を
開
確
化
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
な
る
。
禁
欲
や
勤
勉
と
対
置
す
る
概
念
の
中
に
罠
俗

が
あ
て
は
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
は
、
い
ち
が
い
に
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
第
五
章
で
は
、
そ
の
点
著
者
自
身
大
き
く
修
正
し
て
い
る
点
は
注

屠
さ
れ
る
。
日
常
性
の
ハ
レ
の
部
分
と
、
一
揆
に
お
け
る
非
臼
常
性
の
接
続

す
る
論
理
を
認
め
、
民
衆
思
想
の
内
在
的
部
分
と
し
て
、
民
俗
的
世
界
を
と

り
込
む
視
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
に
は
な
お
著
者
が
民
衆
思
想
と
概
括
す
る
場
合
に
、
日
常
性
の
荷
担
者

と
し
て
柳
田
国
男
の
措
定
し
た
常
民
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
、
著
者
の

考
え
方
を
確
か
め
た
い
気
が
す
る
が
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
、
著
者
が
精
魂
こ
め
て
、
民
衆
思
想
の
歴
史
的

認
識
を
可
能
に
す
る
た
め
に
追
究
し
た
軌
跡
で
あ
り
、
対
象
把
握
に
お
け
る

比
類
な
き
著
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
深
い
感
銘
を
覚
え
た
こ
と
を
あ
え
て
つ
け

加
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
（
東
京
学
蔓
大
学
助
教
授
・
東
京
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