
專
ら
精
細
詳
密
を
旨
と
し
徒
ら
に
大
な
る
巻
候
を
成
し
て
そ
の
實
何
人
に
も

讃
ま
れ
ざ
る
史
科
集
成
に
塵
し
去
っ
て
み
る
の
を
見
る
と
き
、
却
っ
て
か
く

の
如
き
小
冊
子
の
陣
地
に
有
つ
意
昧
の
重
大
さ
を
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。
箪

者
は
こ
の
「
綱
要
」
が
全
八
懸
町
民
を
し
て
眞
に
町
史
編
纂
の
意
義
を
自
高
せ

し
め
、
そ
の
嗣
難
な
る
黙
業
の
完
成
の
爲
に
｝
致
協
力
す
る
に
至
ら
ん
こ
と

を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
菊
判
附
録
年
表
共
哺
一
入
頁
、
岡
版
五
葉
、

塊
髄
二
葉
附
、
入
幡
町
役
場
獲
行
、
非
壷
）

　
　
　
　
○
軍
事
史
研
究
の
創
刊

　
今
図
陸
海
軍
将
校
の
有
志
の
聞
に
薪
に
軍
事
史
學
會
な
る
も
の
が
設
け
ら

れ
て
、
三
六
嗣
雑
誌
「
軍
事
史
研
究
」
が
護
遷
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
に
就

っ
て
、
帯
く
一
般
史
學
研
究
者
の
賛
岡
助
成
が
求
め
ら
れ
て
み
る
Q
そ
の
趣

旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
軍
事
史
の
部
門
に
立
っ
て
建
閣
の
木
義
を
明
ら
か
に

し
以
て
吏
學
本
図
の
使
命
を
心
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
と
い
ふ
。
も
と
よ
り
特

に
軍
事
史
な
る
一
部
門
の
薪
に
一
般
腿
焚
獅
究
の
中
に
設
け
ら
れ
う
べ
き
も

の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
が
、
平
素
事
に
軍
に
從
ふ
人
々
が
、
そ
の
關
心
す
る

と
こ
ろ
を
通
じ
て
歴
史
の
研
究
に
進
み
入
る
こ
と
は
そ
れ
自
身
好
ま
し
い
こ

と
で
あ
む
、
そ
の
趣
旨
の
薦
に
達
成
せ
ら
る
x
こ
と
は
誠
に
賀
す
べ
き
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
筆
者
は
そ
の
同
執
達
が
歴
更
研
究
に
於
て
は
ま
つ
偏

見
を
去
の
先
入
主
た
る
も
の
を
坂
除
く
こ
と
が
第
　
聖
な
る
こ
と
を
絡
始
忘

れ
ず
、
一
般
歴
史
家
達
も
亦
進
ん
で
之
に
協
力
し
麓
に
歴
史
的
な
る
も
の
」

理
解
を
得
ん
と
す
る
人
々
の
要
求
に
懸
へ
る
と
こ
ろ
が
あ
ら
ば
、
か
か
る
學

曾
の
創
立
も
そ
の
意
義
の
甚
だ
聖
な
る
も
の
あ
る
べ
き
を
愚
ひ
、
そ
の
將
來

の
爲
衷
心
の
競
意
を
表
す
る
竜
の
で
あ
る
。
左
に
創
刊
號
の
内
容
を
紹
介
し

紹

介

よ
う
。

　
　
臼
砲
術
の
傳
來
と
資
蘭
の
國
交
　
　
　
　
有
馬
　
成
南

　
　
隠
れ
た
る
重
要
者
竹
内
秀
明
　
　
　
佐
藤
堅
司

　
　
蘭
學
者
小
増
高
滲
鯵
　
　
　
　
　
　
　
　
安
部
　
正
己

　
　
史
料
！
永
藤
八
年
築
城
記
附
解
説

（
棄
京
市
芝
五
二
本
葺
西
町
ヨ
番
地
璽
蜘
書
誌
曾
雲
行
、
會
費
年
額
ヨ
圓
）

〔
以
上
柴
閏
〕

　
　
　
　
○
現
代
支
那
概
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滑
動
博
ま
矢
野
仁
…
著

　
　
　
　
　
　
動
く
支
那
・
動
か
ざ
る
丈
那
　
　
　
　
　
　
、

　
著
者
は
層
層
の
序
文
に
於
て
、
麦
那
問
題
の
複
難
性
は
世
界
罐
史
の
大
勢

と
交
那
平
身
の
腿
焚
的
侮
統
と
が
同
時
に
支
那
に
働
き
つ
』
あ
る
結
果
に
よ

る
と
さ
れ
、
現
代
支
那
を
理
解
す
る
の
に
は
攣
動
的
獲
展
的
時
局
的
な
事
象

と
葎
態
依
然
た
る
本
質
的
な
部
分
と
の
一
一
面
的
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ

ら
れ
て
居
る
。
か
し
る
見
地
に
厳
き
本
書
は
そ
の
攣
動
的
、
時
局
的
な
も
の

に
塾
す
る
論
究
を
早
め
て
「
動
く
支
那
」
と
題
し
、
本
質
的
な
問
題
に
就
い
て

は
「
動
か
ざ
る
支
那
」
と
名
付
け
て
居
る
。

　
先
づ
内
容
を
見
る
に
「
動
く
支
那
」
に
於
て
は
傳
統
的
な
道
徳
的
國
家
組
織

乃
至
國
家
観
が
世
界
史
の
大
勢
に
懸
じ
或
は
懸
じ
き
れ
ず
し
て
季
重
し
つ
」

あ
る
遊
を
簸
ね
、
邊
鶉
問
題
、
北
支
問
題
等
主
と
し
て
…
劉
外
的
な
事
件
を
取

扱
っ
て
屠
る
。
著
者
に
漁
る
之
蒙
古
西
藏
等
は
皇
朝
脚
ち
満
洲
朝
廷
の
領
土

で
は
あ
っ
た
が
支
那
の
領
土
で
は
な
く
、
此
等
の
地
方
と
麦
那
と
の
關
係
は

満
洲
皇
帝
を
通
じ
て
の
同
君
聯
合
の
關
係
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
清
朝
が
滅

第
二
十
｝
撫
曾
　
第
三
號
　
　
　
山
脚
五
九

（213）



紹

介

罰
す
れ
ば
、
支
那
と
こ
れ
等
の
同
等
聯
合
も
解
題
す
る
。
從
っ
て
こ
れ
ら
の

地
方
は
全
然
支
那
と
閣
則
係
な
く
、
自
ら
そ
の
蓮
念
を
閑
…
目
し
、
去
就
を
分
別

し
得
可
き
自
由
の
立
場
に
立
つ
わ
け
で
あ
る
と
さ
れ
、
（
一
）
外
蒙
古
問
題
に

就
い
て
は
蒙
古
革
・
命
政
府
の
概
況
を
説
き
、
現
今
サ
ウ
ェ
ー
ト
露
西
亜
と
の

關
係
が
密
接
で
其
の
一
巡
に
過
ぎ
な
い
様
な
有
様
で
あ
り
、
（
二
）
内
馨
問

題
に
就
い
て
は
内
蒙
古
の
王
侯
は
灰
有
地
を
支
那
人
に
小
作
せ
し
め
る
關
係

か
ら
、
　
唱
般
蒙
古
人
と
利
害
關
係
が
背
馳
し
て
隔
る
故
、
…
封
支
問
題
に
於
て

は
外
蒙
古
と
異
っ
た
事
情
に
在
る
勲
を
論
じ
、
（
三
）
西
藏
問
題
に
於
て
は
西

藏
、
支
那
、
藤
央
國
の
關
係
を
明
か
に
し
、
（
四
）
新
調
問
題
に
於
て
は
図
人
、

支
那
人
及
び
サ
ウ
ェ
ー
ト
露
西
堂
の
關
係
を
説
き
、
（
五
）
雲
南
問
題
で
は
雲

南
と
英
領
ビ
ル
マ
と
の
邊
界
問
題
を
論
じ
て
睡
る
。
更
に
揃
踏
泌
懸
問
題
を

歴
史
的
立
場
か
ら
、
「
雁
史
上
よ
ヴ
見
た
る
蒙
古
間
題
」
、
「
同
じ
く
西
面
問

題
」
、
「
同
じ
く
新
．
漁
民
「
同
じ
く
雲
南
邊
羅
」
等
の
題
躍
の
下
に
前
項
に
於

て
云
ひ
足
ら
ぬ
鮎
を
補
ひ
、
蒙
古
西
豊
新
彊
等
が
清
朝
滅
亡
後
、
各
々
支
那

人
の
支
配
を
離
れ
て
錫
立
行
動
を
取
っ
て
居
る
過
程
を
明
か
に
し
、
蒙
古
、

新
墾
に
於
け
る
諸
部
族
の
滑
革
や
サ
ウ
ェ
ー
ト
露
西
亜
の
勢
力
侵
入
を
記

し
、
西
藏
に
於
け
る
粥
摩
教
、
西
藏
の
境
域
、
溝
朝
及
び
以
降
の
藏
支
關
…
係

か
ら
、
吏
に
一
九
二
ご
一
四
年
に
亙
る
シ
ム
ラ
曾
議
に
曇
る
ま
で
の
形
勢
を

述
べ
て
綴
る
。
「
艇
史
上
よ
り
見
た
る
雲
南
邊
彊
」
は
シ
ア
ン
族
の
歴
史
、
蒋

に
清
朝
時
代
に
於
け
る
土
司
の
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
支
那
の
土
匪
」
「
支
那
の
秘
密
結
蔵
教
匪
と
愈
凝
し
は
支
那
就
曾
に
於
て
最

も
特
有
な
而
も
頗
る
厄
介
な
匪
賊
、
或
は
白
蓮
會
、
天
地
會
な
ど
の
秘
密
．
結

赦
に
就
い
て
、
そ
の
畿
生
の
事
情
、
種
類
、
性
質
、
．
活
動
等
を
述
べ
た
も
の

徽
窯
一
十
…
巷
　
第
三
號
　
　
　
轟
ハ
山
ハ
○

で
あ
る
。
「
北
支
那
の
問
題
と
支
那
の
本
質
問
題
」
「
北
支
那
の
自
治
と
そ
の

護
展
性
」
「
史
上
よ
り
見
た
る
北
支
問
題
」
は
何
れ
も
北
支
那
、
黄
河
下
流
馳

方
の
丙
政
、
外
交
等
の
問
題
を
取
扱
ひ
、
こ
れ
を
表
面
上
か
ら
で
は
な
く
、

深
く
底
流
す
る
諸
因
を
尋
姦
し
て
、
解
明
さ
れ
ん
と
し
、
支
那
人
の
三
災
性
、

駆
史
的
傳
統
性
、
或
は
政
治
機
構
、
歴
史
審
賢
等
諸
種
の
観
黙
か
ら
論
じ
て

屠
る
◎
こ
の
他
、
猫
「
西
洋
諸
國
の
…
封
支
外
交
と
支
那
の
外
交
」
及
び
「
蒙
古

問
題
最
逝
の
攣
局
」
の
二
篤
が
慰
め
ら
れ
、
何
れ
も
静
聴
す
べ
き
所
論
を
含

ん
で
居
る
Q

　
次
ぎ
に
「
動
か
ざ
る
弩
弓
」
は
一
政
治
に
於
け
る
徳
治
主
義
、
瀧
愈
組
織

に
於
け
る
家
族
制
度
自
治
制
度
、
築
和
愛
好
無
抵
抗
主
嚢
の
救
民
子
等
の
…

！
麦
那
の
本
質
的
な
部
分
に
詳
論
を
お
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
支
郷

遠
浅
の
國
定
性
」
に
於
て
は
、
支
年
下
會
は
士
と
庶
斑
と
の
二
つ
に
簸
別
さ

れ
、
士
は
知
識
階
級
で
あ
る
と
同
時
に
漕
蒋
階
級
を
構
成
し
、
庶
昆
は
無
識

階
級
で
同
時
に
被
葉
叢
階
級
で
あ
る
。
こ
㊨
導
者
の
間
に
欝
欝
の
分
子
郎
ψ
5
9

匪
徒
の
類
が
存
す
る
。
こ
れ
は
察
あ
れ
ば
蜂
起
し
、
世
が
治
ま
れ
ば
漕
む
。
、
」

の
三
類
が
支
那
髄
脳
構
成
の
要
素
で
あ
る
。
支
那
の
政
治
は
士
の
…
遊
戯
と
し

或
は
職
業
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
蟻
簑
上
肢
民
の
編
就
休
戚
は
顧
ら

れ
ぬ
。
換
言
す
る
な
ら
ば
支
那
の
政
府
は
租
税
を
搾
取
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
、

入
毘
の
生
命
財
産
を
保
護
し
な
い
。
そ
の
結
果
庶
民
は
政
治
に
饗
し
て
興
膿

を
持
た
な
い
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
｝
土
竃
那
人
は
準
和
を
好
む
三
民
で

あ
る
。
然
る
に
騒
臨
が
不
蜥
に
繰
る
の
は
如
何
た
る
理
由
で
あ
ら
う
か
Q
そ

れ
は
支
那
入
が
自
分
だ
け
載
鍋
の
影
響
を
被
ら
ぬ
様
に
こ
れ
燵
け
ん
と
す
る

結
果
で
あ
る
。
職
雫
爾
翫
が
紀
…
つ
た
際
は
威
る
可
く
損
讐
を
陸
島
な
ら
し
め

（o・エ・tl）



ん
と
し
て
、
反
劉
も
し
な
け
れ
ば
阻
止
も
し
な
い
。
目
前
の
損
害
を
熔
け
ん

と
し
て
、
利
己
的
な
無
抵
抗
主
義
を
と
る
爲
、
騒
凱
は
容
易
に
大
き
く
な
る

の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
治
者
と
被
治
者
の
聞
に
有
機
的
な
蓮
係
を
敏
く
結

果
何
時
も
騒
凱
が
起
る
の
で
あ
る
が
、
堂
廊
内
部
政
治
組
織
の
事
情
は
固
定

し
て
襲
展
性
が
な
い
、
即
ち
不
安
定
な
形
に
於
て
固
定
し
て
居
る
の
で
あ

る
。

、
「
支
那
の
腿
史
に
於
け
る
近
代
と
古
代
」
は
支
那
史
の
時
代
当
分
の
問
題
を

扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
賢
者
は
支
那
に
於
て
近
代
古
代
の
時
代
採
点
が
考
へ

得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
先
づ
現
代
を
理
解
す
る
爲
に
直
接
必
要
な
奥
實
を
有
す

る
時
代
が
近
代
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
古
代
で
あ
る
と
の
持
論
か
ら
、
西
洋

史
風
の
古
代
中
世
近
世
の
三
匿
分
法
を
排
さ
れ
、
支
那
近
代
は
支
那
が
西

叢
叢
勢
力
の
影
響
に
よ
り
て
初
ま
る
と
考
へ
て
、
清
朝
成
立
時
代
を
以
っ

て
こ
れ
に
あ
て
、
從
っ
て
宋
学
を
鞭
っ
て
近
枇
の
出
獲
鮎
と
す
る
見
解
を
極

力
反
駁
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
猶
、
又
「
支
那
に
お
け
る
外
黒
人
の
治
外
法

美
し
「
支
那
に
於
け
る
治
外
法
纏
の
魍
源
と
其
の
撤
慶
の
問
題
」
ほ
い
ふ
ま
で

も
な
く
何
れ
も
支
那
の
治
外
法
樺
の
問
題
を
取
扱
つ
た
も
の
で
、
殊
に
前
者

は
顧
維
黒
氏
が
、
治
外
法
…
擢
．
の
初
め
て
認
め
ら
れ
た
の
は
一
入
四
三
年
南
…
京

條
約
締
結
の
結
果
に
基
く
と
す
る
見
解
を
非
と
し
て
、
南
京
條
約
以
前
に
於

て
か
し
る
例
謹
の
多
々
あ
っ
た
こ
と
を
繋
げ
て
居
る
G
但
し
、
こ
れ
等
の
場

合
は
一
般
的
概
念
に
於
け
る
治
外
法
標
で
は
な
か
っ
た
。
鄭
ち
支
那
の
場
合

は
朝
廷
自
ら
の
便
宜
に
よ
る
も
の
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
徳
治
主
義
に
噂
基
い

て
贋
る
「
律
」
の
目
的
を
達
す
る
手
段
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
便
宜

で
あ
る
と
考
へ
た
故
で
あ
る
Q
從
っ
て
若
し
不
便
で
あ
る
と
認
め
た
際
に
は

介

何
時
も
朝
廷
が
勝
手
に
停
止
し
、
或
は
陵
止
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た

と
力
説
し
て
居
る
。

　
「
支
那
の
共
和
政
治
と
帝
政
の
遺
産
」
「
支
那
の
帝
政
時
代
と
共
和
政
治
時

代
し
に
於
て
は
專
ら
そ
の
帝
政
と
共
和
政
治
と
を
比
較
論
究
し
た
も
の
で
、
帝

政
の
理
想
は
徳
治
主
義
の
政
治
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
理
想
に
止
ま
っ
て
上
行

さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
然
る
に
清
朝
滅
亡
後
こ
れ
を
鍵
い
だ
共
和
政
治
は
そ

の
理
想
す
ら
存
在
し
な
い
Q
蓋
し
清
朝
の
滅
亡
は
雁
朝
の
滅
亡
と
は
事
情
を

異
に
し
た
。
天
命
が
去
っ
た
爲
減
亡
し
た
の
で
は
な
く
、
天
下
は
天
子
に
よ

り
て
支
配
さ
れ
る
べ
し
と
い
ふ
理
想
が
滅
び
て
事
實
上
滅
び
た
の
で
あ
る
。

宣
統
膏
の
退
位
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
義
和
拳
匿
の
臨
の
結
果
六
部
の
宮
制

が
攣
更
さ
れ
た
が
こ
れ
は
清
朝
が
す
で
に
そ
れ
以
前
滅
亡
し
て
居
た
事
實
を

望
め
す
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
清
朝
に
か
は
っ
た
共
和
政
府
は
民
族
主
嚢
と

か
政
治
主
義
と
か
い
ふ
主
嚢
や
理
想
に
よ
っ
て
興
つ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
筆
名
は
共
和
政
治
で
あ
っ
て
も
帝
政
時
代
の
悪
政
は
依
然
と
し
て
黒
門
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
一
般
入
際
の
幅
瀧
は
少
し
も
擁
謹
さ
れ
る
や
う
に

な
ら
な
い
、
共
和
時
代
の
支
那
人
の
法
律
槻
念
、
自
責
の
槻
念
、
領
土
の
槻
念
、

肚
會
状
態
に
徴
す
る
も
一
つ
と
し
て
n
改
善
さ
れ
た
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
王
道
政
治
の
理
論
と
實
現
し
「
翼
翼
政
府
は
宜
し
く
王
道
政
治
繊
麗
隔
た

る
べ
し
」
は
前
者
に
於
て
王
這
政
治
と
は
如
何
な
る
も
の
．
で
あ
る
か
に
就
い

て
、
法
治
主
義
、
資
本
主
義
、
個
人
主
義
、
物
質
主
嚢
等
々
を
慕
調
と
す
る

西
洋
風
政
治
に
鋤
し
徳
治
主
義
、
敵
會
的
畢
等
不
和
主
義
、
精
憩
主
義
等
々

の
特
質
の
あ
る
黙
を
學
げ
、
そ
の
平
な
る
と
こ
ろ
と
優
れ
た
る
所
以
を
設
き
、

而
し
て
最
後
に
王
道
政
治
の
最
大
三
種
を
指
命
し
て
居
る
。
そ
れ
は
王
道
政
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紹

介

治
が
麦
那
に
於
て
古
癖
考
へ
ら
れ
、
羅
代
帯
政
の
理
想
で
あ
っ
た
に
・
も
拘
は

ら
ず
、
曾
つ
、
て
實
行
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
と
云
っ

て
居
る
。
後
者
は
著
者
が
王
道
政
治
實
施
に
脅
す
る
抱
負
を
鼓
離
し
た
も
め

で
、
翼
東
政
府
政
務
長
官
殿
汝
黒
氏
に
製
し
、
王
道
政
治
の
實
際
化
、
現
代

化
を
教
へ
た
も
の
で
あ
る
。

　
猶
こ
の
他
、
本
書
に
は
「
耳
順
の
薦
の
統
　
と
日
本
の
廃
藩
鼠
銑
交
し
「
支

那
内
鼠
の
滲
購
と
順
序
革
倉
の
成
否
」
コ
罵
民
主
義
と
露
出
亜
の
支
那
援
助
し

の
三
篇
…
を
牧
め
で
贋
る
Q

　
以
上
は
本
書
の
内
容
に
瀕
す
る
概
略
的
な
紹
…
介
で
あ
る
Q
牧
む
る
所
の
諸

論
究
の
う
ち
、
若
干
の
も
の
は
既
に
專
門
離
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
含
ん

で
屠
る
が
、
主
要
に
し
て
、
面
も
大
部
分
は
稿
を
薪
た
に
起
し
た
も
の
で
あ

る
。
至
難
極
ま
診
な
い
支
那
間
題
に
直
噂
し
た
と
き
、
，
そ
の
蝿
祖
把
握
の
四

国
さ
は
、
薪
．
聞
に
よ
る
朝
改
濃
墨
的
報
道
に
徴
し
て
何
人
も
磁
ち
に
肯
き
曇

る
所
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
蓋
博
な
る
知
識
と
卓
抜
な
る
洞
察
と
を
以
っ
て

よ
く
雑
上
の
問
題
を
解
開
し
、
露
華
に
著
者
濁
自
の
見
解
を
示
し
て
贋
る
。

叉
記
蓮
に
際
し
て
は
引
…
用
器
の
如
き
を
比
較
的
は
ぶ
い
て
纈
…
讃
を
容
易
な
ら

し
め
て
居
る
。

　
最
後
に
一
二
注
文
を
云
ふ
な
ら
ぽ
「
動
く
支
那
」
に
堅
め
ら
れ
て
居
る
匪
賊

や
秘
密
結
紅
に
熱
す
る
も
の
は
却
っ
て
「
動
か
ざ
る
支
那
し
に
牧
め
、
後
者
に

牧
め
て
居
る
コ
ニ
民
、
王
義
と
露
西
距
の
支
那
援
助
」
そ
の
他
一
二
篇
の
も
の
は

叉
蓮
に
前
者
に
牧
め
る
方
が
宜
し
い
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

　
「
麦
那
の
歴
史
に
於
け
る
避
代
と
古
代
」
は
若
い
一
部
の
東
洋
史
家
の
最
も

興
昧
あ
る
問
題
の
一
に
鰯
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
博
士
の
「
千
代
支
那
生
し

轄廻

�
¥
｝
維
〕
　
第
一
二
號
　
　
　
山
ハ
轟
ハ
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中
「
近
代
麦
那
の
概
念
」
と
か
内
藤
博
士
の
「
概
指
上
脇
宋
時
代
襯
」
「
潅
代
麦

那
の
文
化
生
濡
」
な
ど
の
諸
事
交
を
讃
ん
で
居
な
い
も
の
に
は
少
し
く
理
解

し
難
い
憾
み
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
本
書
の
性
質
と
し
て
は
今
少
し
く
親
切

な
全
般
的
記
蓮
が
要
求
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
や
う
に
愚
ふ
。

　
猶
、
支
那
の
領
土
問
題
に
就
い
て
は
遍
満
瀦
蒙
古
西
藏
新
経
籍
を
以
て
㍉

こ
れ
等
が
清
朝
即
ち
満
洲
皇
帯
の
領
土
で
あ
っ
た
が
、
麦
那
の
領
土
で
は
な

い
と
読
か
れ
て
艦
る
、
こ
れ
は
一
齎
の
卓
見
と
は
思
は
れ
る
が
、
一
歩
…
退
い

て
考
へ
る
際
に
は
「
支
那
の
領
土
」
な
る
概
念
が
頗
る
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
「
支
那
の
領
土
」
な
る
概
念
に
就
い
て
一
覧
明
確
な
定
義
が
與
へ
ら
れ
た

後
に
於
て
再
側
臥
が
必
要
の
や
う
で
あ
る
。
要
之
、
清
鑑
の
脚
領
土
で
あ
っ
た

と
云
ふ
こ
と
に
擦
っ
て
、
少
く
と
も
そ
の
轍
だ
け
か
ら
支
那
の
領
土
に
は
非

ら
ず
と
云
ふ
結
論
を
導
く
の
に
は
絵
り
に
も
痩
離
し
た
問
題
で
あ
る
や
う
で

あ
る
。
（
四
六
判
二
燐
、
定
償
各
戴
圓
蓼
拾
銭
、
闘
黒
書
店
山
行
）
〔
小
野
〕

○
東
洋
文
化
史
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
學
博
士
内
藤
虎
古
風
著

　
故
内
藤
博
士
の
短
篇
的
論
考
は
襲
に
聯
弾
さ
れ
た
研
幾
小
鯛
・
讃
史
叢
録
・

日
本
交
化
吏
研
究
等
に
牧
め
ら
れ
て
屠
る
が
、
著
作
論
文
の
写
録
を
一
見
す

る
な
ら
ば
、
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
而
も
猶
未
牧
の
も
の
玉
多
い
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
中
に
は
特
種
な
筆
工
な
ど
に
編
載
さ
れ
た
結
果
、
容
易
に
見
難
い

も
の
が
あ
り
、
そ
の
鮎
甚
だ
邊
憾
で
あ
っ
た
。

　
今
度
輩
行
書
中
柱
牧
の
論
文
十
七
篇
を
選
び
「
東
洋
交
化
史
研
究
し
と
題
し

て
獲
麟
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
潟
整
の
一
部
を
癒
や
す
も
の
と
し
て
時
宜
を

得
た
こ
と
玉
殿
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（£エ6）



　
こ
れ
等
諸
篇
は
す
で
に
新
聞
難
誌
等
に
掲
識
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
改

め
て
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
必
要
を
認
め
な
い
で
あ
ら
5
。
從
っ
て
こ
し
で

は
軍
に
題
目
だ
け
を
掲
げ
る
こ
と
x
す
る
）

　
「
支
那
上
古
の
瀧
曾
状
態
し
「
股
嘘
に
就
い
て
」
「
染
織
に
閥
す
る
文
鰍
の
研

究
」
「
北
派
の
書
論
」
「
紙
の
話
…
し
「
支
那
の
通
貨
と
し
て
の
銀
」
「
宋
元
級
の
話
」

「
概
括
的
唐
朱
蒔
代
麹
」
「
近
代
亥
那
の
文
化
生
活
」
「
畏
族
の
文
化
と
文
明
に

就
い
て
」
「
支
那
人
の
見
た
る
支
那
の
将
來
槻
と
其
の
批
評
」
「
麦
那
に
溌
れ
」

「
東
北
亜
細
…
盟
諸
鐙
の
野
生
帝
説
」
「
女
塾
麹
族
の
同
源
傳
臥
し
「
日
本
浦
洲
交

通
略
説
」
7
吉
の
浦
洲
と
今
の
満
洲
」
「
昔
の
満
洲
研
究
し
Q

　
こ
れ
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
本
書
に
黒
め
ら
れ
た
る
も
の
は
支
那
漁
…

洲
に
關
謝
す
る
も
の
」
み
で
あ
る
。
研
究
の
揚
言
と
し
て
は
政
治
、
纏
濟
、

就
會
、
罠
族
、
文
化
に
及
び
時
代
か
ら
い
ふ
な
ら
ば
野
郎
か
ら
現
代
に
亙
っ
て

居
る
。
叉
評
論
交
の
執
筆
の
時
期
を
み
る
に
明
治
四
十
年
か
ら
昭
和
八
年
、

即
ち
故
博
士
の
年
玉
生
活
の
初
期
か
ら
晩
年
に
至
る
も
の
を
含
ん
で
履
る
。

　
本
書
の
特
色
と
す
る
と
こ
と
ろ
を
略
言
す
る
な
ら
ば
、
專
門
的
題
材
を
一

・
般
の
人
々
に
容
易
に
理
解
せ
し
む
る
よ
う
に
述
べ
て
居
る
轍
で
あ
る
。
理
解

の
容
易
は
や
』
も
す
る
と
識
見
の
凡
庸
を
意
度
す
る
相
言
葉
と
し
て
解
さ
れ

や
す
い
が
、
本
書
は
全
く
そ
の
反
勢
で
故
樽
士
の
該
簿
な
階
段
と
卓
抜
な
見

識
を
示
し
、
そ
の
耐
風
を
如
實
に
窺
ふ
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

　
僑
て
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
論
文
申
、
爾
後
の
厨
究
の
結
果
若
干
挿
ふ
べ
き

　
と
こ
ろ
が
達
見
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
悉
く
は
そ
の
當
特
に

於
て
は
全
く
前
人
未
踏
の
分
野
を
開
拓
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
畢
に
こ
の
黙

の
み
か
ら
考
へ
て
も
、
現
在
は
勿
論
今
後
と
錐
も
そ
の
猫
自
の
償
値
は
高
く

紹

介

認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
Q

　
猶
本
書
の
巻
頭
に
は
弱
階
［
博
士
が
序
文
を
寄
せ
ら
れ
、
太
文
中
に
は
慮
々

に
圓
版
を
挿
入
し
て
理
解
を
一
暦
便
な
ら
し
め
て
居
る
。
（
菊
到
、
定
償
蓼

闘
弘
丈
堂
護
行
）
〔
小
野
〕
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著
嚢
ロ
ー
ト
は
現
パ
リ
大
學
　
冷
痛
、
申
達
研
究
で
は
先
づ
フ
ラ
ン
ス
墨
・
界

を
代
表
す
る
人
と
し
て
そ
の
定
評
は
す
で
に
國
際
的
な
も
の
と
な
っ
て
み

る
。
氏
の
研
究
は
從
來
專
ら
中
世
初
期
の
範
園
に
集
中
せ
ら
れ
、
こ
れ
ま
で

に
既
に
忍
言
篇
を
緻
へ
る
そ
の
藷
述
に
お
い
て
も
、
十
一
世
紀
以
後
に
開
す

る
も
の
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
同
時
に
そ
の
學
風
も
、
瀟
瀟
的
見
識
に
冨

む
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
フ
ラ
ン
ス
風
の
恭
謹
的
堅
實
さ
に
お
い
て
特
徴
を
認

め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
じ
く
中
世
初
期
研
究
家
と
し
て
も
ウ

ィ
ー
ン
の
ド
ブ
シ
ュ
の
や
う
に
學
界
の
方
向
を
リ
ー
ド
し
て
ゆ
く
や
う
な
猫

創
的
迫
力
に
は
乏
し
い
け
れ
ど
も
、
概
し
て
穏
健
愛
當
で
あ
り
時
に
常
識
論

的
低
調
さ
を
俘
ふ
こ
と
は
あ
っ
て
も
讃
者
に
不
安
を
感
ぜ
し
め
る
こ
と
が
な

い
。
而
も
そ
の
灘
酒
に
は
學
界
の
進
歩
や
問
題
の
推
移
に
申
し
て
頗
る
敏
感

な
瀞
纏
を
有
ち
、
新
津
設
に
解
し
て
ほ
常
に
率
直
に
、
時
に
は
む
し
ろ
大
膿

に
、
そ
れ
を
と
り
い
れ
て
ゆ
く
…
進
歩
的
長
所
を
竜
っ
て
み
る
、
そ
の
聞
の
到

藪
は
極
ぬ
て
明
快
且
っ
適
切
で
あ
り
良
心
的
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
氏
は
む

し
ろ
緻
年
前
に
故
八
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
ペ
リ
ー
（
叢
＝
望
）
に
近
き
型
の
學

者
と
考
へ
ら
れ
、
そ
の
筈
述
ほ
現
在
の
中
批
研
究
の
水
準
を
賭
し
て
砺
も
初

捨
者
を
謬
ら
し
め
な
い
と
い
ふ
良
き
意
味
で
の
入
門
書
と
な
る
性
質
を
も
つ
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