
「
月
本
中
世
の
村
落
↑
を
讃
む

　
大
正
時
代
の
末
年
か
ら
、
昭
和
＋
二
年
頃
、
即
ち
支
那
事
憂
の

勃
獲
の
前
後
に
か
け
て
、
点
炭
研
究
の
動
向
を
支
配
し
て
み
た
も

の
は
、
怨
毒
経
論
史
的
な
研
究
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
、
最
も
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

の
注
が
れ
た
の
は
、
蕪
園
に
註
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
篇
数
百

頁
に
の
ほ
る
薙
園
に
凝
す
る
雄
大
な
る
素
量
が
数
多
く
難
誌
に
掲

載
せ
ら
れ
た
し
、
…
、
歴
墨
壷
研
究
」
の
如
き
は
、
「
日
本
蕪
園
特
輯

號
」
を
編
纂
し
、
一
厨
を
悉
ズ
蕪
園
に
害
す
る
論
丈
で
認
め
た
こ

ど
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
期
は
、
ま
さ
に
昭
和
＋
二
年
五
月
、
即

ち
麦
那
事
塗
の
初
回
る
ニ
ケ
尊
前
で
あ
っ
た
。
か
く
薙
園
に
税
す

る
甦
諸
経
濟
典
的
な
研
究
は
、
一
時
他
の
研
究
を
落
す
る
程
の
張

い
關
心
を
蒐
め
て
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
頓
に
そ
の
研
究

が
振
は
な
く
な
り
、
論
著
の
翠
蓋
が
減
少
し
た
上
に
、
獲
表
せ
ら

れ
た
も
の
、
多
く
は
奮
態
を
墨
守
し
、
既
往
の
業
績
を
無
批
判
に

「
碍
本
中
世
の
村
趣
浴
」
を
讃
む

赤

松

俊
・
秀

踏
製
し
、
何
故
に
薙
園
研
究
に
耕
す
る
乱
心
が
頓
に
失
は
れ
た
か
．

と
云
ふ
こ
と
に
就
い
て
の
反
省
を
示
し
て
み
な
い
。
僅
か
に
古
代

の
村
落
形
態
に
就
て
、
最
近
清
新
漫
刺
な
る
論
が
な
さ
れ
て
る
る

の
み
で
あ
る
。
か
峯
る
情
勢
に
在
る
の
時
、
昭
和
六
年
に
京
大
野

饗
部
國
愛
墨
譜
を
卒
業
し
て
か
ら
、
隠
絵
年
の
久
し
き
に
亙
っ
て

中
世
農
村
の
研
究
に
專
念
精
進
し
て
來
た
清
水
三
男
氏
が
、
最
近

日
本
評
論
祉
か
ら
、
「
日
本
歴
皮
骨
大
系
」
の
一
部
と
し
て
、
　
、
日
本

申
世
の
村
落
し
な
る
新
著
を
公
け
に
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
斯
界
の

た
め
に
喜
び
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
・

　
清
水
灰
は
か
』
る
研
究
動
向
の
推
移
に
饗
し
て
、
深
甚
な
る
注

意
を
佛
ひ
、
論
を
進
め
惹
に
先
立
っ
て
、
序
と
し
て
、
中
世
村
落

の
研
究
に
就
い
て
自
己
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
。
即
ち
支

那
事
憂
以
前
の
研
究
が
、
當
時
の
恩
潮
に
支
配
さ
れ
て
都
市
と
農

．
第
二
十
八
巻
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扁
號
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う
「
目
本
中
黛
の
村
落
」
を
讃
む

村
、
領
主
と
農
艮
、
地
弾
と
百
姓
と
を
極
端
に
濫
立
し
て
考
察
し
、

そ
の
爾
者
が
事
實
上
噛
稲
逼
り
糟
助
け
て
】
つ
の
社
會
、
國
家

を
三
共
し
て
み
る
事
實
に
殆
ん
ど
注
意
を
佛
は
な
か
っ
た
の
に
押

し
て
、
反
省
を
加
ふ
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
と
共
に
、
從
來
の
研

究
が
、
概
ね
西
洋
維
心
皮
研
究
の
成
果
を
以
っ
て
、
我
が
國
中
世

．
の
村
落
を
類
推
す
る
、
紙
上
研
究
の
弊
が
多
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
、
今
後
の
研
究
は
、
民
俗
學
、
歴
史
地
理
藥
の
戯
果
を
も
取
入

れ
、
現
實
に
即
し
た
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
み

る
◎
而
し
て
氏
は
か
蕊
る
提
唱
を
先
づ
廓
ら
實
現
す
べ
く
、
こ
の

薪
薯
は
、
從
來
専
門
研
究
書
聖
版
が
、
朗
往
公
表
の
論
丈
を
、
或

ば
そ
の
儘
に
或
は
一
部
分
訂
正
し
て
、
牧
め
て
み
る
例
を
破
っ
て

所
謂
書
き
下
し
の
新
稿
を
撃
っ
て
満
た
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。

そ
の
轍
、
氏
の
精
進
に
樹
し
て
、
何
人
も
、
敬
意
を
表
さ
す
に
は

お
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

　
さ
て
、
本
書
の
論
述
の
構
域
は
、
第
一
部
、
本
論
、
第
二
部
、

各
論
、
第
三
部
、
野
芝
の
三
部
に
分
た
れ
、
第
一
部
の
本
論
ば
更

に
章
に
分
け
て
、
第
｝
章
蕪
園
と
中
世
村
落
の
艶
書
、
第
二
章
保

と
村
落
、
第
三
章
薙
露
文
轡
に
現
れ
た
村
落
、
第
四
章
郷
、
第
五

第
二
十
八
巻
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一
饒
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章
申
世
村
落
生
活
と
な
っ
て
み
る
。
第
二
部
の
各
論
は
、
若
荻
國

　
名
田
蕪
、
癖
直
家
大
番
保
、
東
大
寺
領
大
和
國
添
上
郡
河
上
蕪
、

　
山
城
謹
上
賀
茂
謎
境
内
六
郷
、
禁
裏
御
料
所
山
科
七
郷
の
五
つ
の

　
蕪
園
所
領
の
詳
論
で
あ
る
。
而
し
て
第
三
部
の
理
論
は
田
堵
の
性

　
質
、
村
落
と
市
場
、
建
武
中
興
と
村
落
、
｛
，
名
｝
に
饗
す
る
江
戸
時

　
代
の
諸
詮
、
中
世
村
落
研
究
の
歴
吏
に
分
れ
て
み
る
。

　
　
そ
の
な
か
で
、
氏
が
最
も
力
を
注
い
だ
と
思
は
牝
る
の
は
、
第

　
一
部
の
本
論
で
、
そ
の
各
章
は
数
節
，
に
分
れ
た
上
に
、
各
々
の
末

　
尾
に
は
概
括
が
附
せ
ら
れ
て
み
る
。
そ
の
一
幽
を
こ
Σ
に
繋
げ
る

　
こ
と
は
、
紙
幅
の
關
係
上
、
控
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
第
二

　
章
に
於
て
は
、
勢
頭
蕪
園
と
村
落
と
が
必
ず
薯
同
一
で
な
い
こ

　
と
々
指
摘
し
、
從
來
の
研
究
が
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ナ
の
古
い
理
論
に

’

　
影
響
さ
れ
て
、
軍
に
貴
族
の
土
地
領
有
に
封
ず
る
構
力
閥
係
を
表

　
は
し
た
に
過
ぎ
な
い
薙
園
を
以
て
、
直
ち
に
村
落
と
解
し
た
こ
と

　
の
誤
謬
を
是
正
し
て
み
る
の
が
、
先
づ
澤
意
さ
れ
る
。
我
が
國
の

　
薙
園
は
、
ゴ
ー
マ
の
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ウ
ム
の
如
く
、
貴
族
継
寺

　
が
、
・
浮
浪
入
際
は
奴
鉾
を
直
接
に
使
役
し
て
、
計
劃
的
に
開
墾
し

　
た
も
の
は
そ
の
實
例
絶
無
で
、
農
民
が
自
己
の
開
墾
、
保
有
に
係

（　Sil　）



る
土
地
の
私
有
権
を
強
化
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
費
族
、
枇
寺
に

「
寄
附
し
た
も
の
が
絶
甥
に
多
籔
で
あ
る
。
開
墾
に
始
ま
る
蕪
園
で

・
も
、
、
そ
の
開
墾
に
、
最
も
努
力
し
た
の
は
、
地
，
方
定
佳
の
農
畏
で

あ
っ
て
、
浮
浪
人
」
奴
碑
で
は
な
か
っ
た
。
從
っ
て
、
貴
族
所
有

、
の
蕪
園
は
、
一
．
つ
の
纏
っ
た
地
域
を
な
し
｝
つ
の
経
濟
輩
位
を
な

す
こ
と
は
勘
く
、
そ
の
大
部
分
は
小
地
域
の
田
畑
の
害
せ
集
め
で

あ
り
、
假
令
地
域
的
に
纏
っ
て
み
た
に
も
せ
よ
、
貴
族
が
そ
の
荘

閣
の
経
螢
に
処
し
て
、
積
極
的
な
指
導
、
干
輿
を
な
す
こ
と
は
在

り
得
な
か
っ
た
。
蕪
園
維
螢
の
中
心
は
馬
在
地
の
土
豪
で
あ
り
、

三
聖
時
代
の
中
期
か
ら
、
名
主
と
云
ふ
形
を
取
っ
て
、
蕪
園
手
書

に
現
は
れ
て
來
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
蕪
園
研
究
に
於
け
る
名

主
の
問
題
の
重
要
性
は
、
初
期
の
名
田
を
論
い
た
時
に
氏
が
夙
に

論
文
で
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
書
の
第
｝
章
に
点
て
は
、

そ
の
立
場
で
、
薙
園
と
名
爾
、
名
主
、
地
頭
と
村
落
生
活
、
預
所

薙
園
と
商
業
等
の
、
廣
汎
な
問
題
に
就
て
一
貫
し
て
暴
い
て
み
る
。

そ
の
な
か
で
特
t
興
味
を
畳
え
る
の
は
、
地
頭
と
村
落
生
活
を
論

じ
た
一
節
で
あ
っ
て
、
從
來
の
薙
園
研
究
に
曾
て
は
、
地
頭
は
村

落
生
活
の
携
観
者
と
し
か
湾
へ
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
甥
し
て
、
渤

「
鮮
本
中
帯
M
の
村
落
…
」
を
講
…
む
、

農
、
冶
水
の
方
面
に
難
し
た
功
績
を
認
め
る
と
共
に
、
自
己
の
所

領
経
欝
に
愛
し
て
は
、
僅
薦
の
下
入
の
使
役
に
依
る
の
外
、
配
下

の
名
主
の
協
力
に
倹
つ
と
こ
ろ
多
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
、
者
主
の
自
畳
に
依
る
農
村
の
自
治
が
進
む
に
苦
れ
て
、
地
頭

の
村
落
支
配
が
、
そ
の
影
を
蒔
く
し
、
守
護
大
名
の
支
配
が
代
っ

て
現
は
れ
て
掌
る
こ
と
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
鮮
や
か

と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
蕪
園
と
商
業
の
一
節
に
於
て
述
べ

ら
れ
て
あ
る
、
挙
安
時
代
の
中
期
以
後
地
方
の
薙
園
に
於
て
糠
働

と
な
る
商
入
の
活
動
に
就
て
、
そ
の
活
動
の
源
泉
を
名
主
の
富
力

に
無
し
、
商
人
の
出
自
も
名
主
で
あ
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
で
あ

ら
う
と
す
る
親
方
も
、
氏
が
二
丈
に
於
て
夙
に
公
け
に
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
…
從
來
動
顛
も
す
れ
ば
、
劃
一
を
以
っ
て
自
給
自
足

の
封
鎖
燈
領
解
し
、
商
業
は
外
部
よ
り
の
破
壌
力
で
あ
る
と
考
へ

た
狭
い
古
い
槻
方
に
早
し
、
農
業
と
商
業
、
農
村
と
都
市
と
の
相

三
々
係
を
強
く
意
識
し
た
現
實
的
な
考
察
と
し
て
、
現
在
最
も
高

メ
評
償
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

　
第
二
章
の
「
保
と
村
落
」
に
於
い
て
は
、
無
二
保
が
漫
然
と
蕪
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
同
一
覗
せ
ら
れ
て
る
た
の
に
聴
し
て
、
最
籾
封
戸
の
便
補
と
し

第
二
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「
臼
本
巾
世
の
村
落
」
を
譲
む

て
國
衙
領
内
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
蕪
園
に
轄
化
す
る
も
の
、
國

衙
と
蕪
園
と
の
争
に
於
て
設
置
せ
ら
れ
、
國
衙
役
人
の
私
領
と
し

て
の
性
質
の
濃
厚
な
も
の
渓
二
種
を
囁
別
し
て
考
へ
、
そ
の
外
に

榊
耐
に
特
有
の
保
と
し
て
、
倉
入
の
保
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

宮
座
と
商
業
の
座
と
の
關
聯
の
問
題
ま
で
論
じ
て
み
る
．
。
そ
の
論

議
の
な
が
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
始
め
の
二
種
の
保
が
、
蕪

園
と
異
な
る
性
質
は
、
そ
の
地
域
が
独
い
乍
ら
に
纏
り
を
持
つ
た

、
も
の
が
多
く
、
自
然
村
落
が
そ
の
ま
』
に
保
に
包
辮
さ
れ
た
こ
と

が
撒
多
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
．
．
そ
の
原
因
と
し

て
は
、
保
を
領
有
し
た
國
衙
役
人
が
、
蕪
園
領
主
の
貴
族
の
如

く
、
非
在
地
性
の
も
の
で
ぽ
な
く
、
叉
名
主
の
如
く
、
そ
の
勢
力

範
國
の
狭
少
な
も
の
で
は
な
く
、
農
村
生
活
に
重
大
な
關
係
を
持

つ
山
野
河
川
の
使
胴
椹
を
私
有
し
て
、
、
そ
れ
に
依
っ
て
自
己
の
私

領
を
固
め
た
こ
と
に
在
り
と
す
る
。
か
く
の
如
く
國
衙
の
支
配
力

を
高
く
評
零
す
る
こ
と
も
、
從
來
謙
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
、
今
後
の
研
究
の
進
み
に
重
要
な
る
示
．
陵
を
輿
へ
る
も
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
第
三
章
④
i
薙
葱
冬
書
に
現
れ
た
村
L
は
、
茶
纏
縫
挙
安
初
期
の

第
二
十
八
巻
　
第
一
盤

八
六

文
書
に
村
と
b
て
表
は
さ
れ
て
み
る
竜
の
エ
内
容
を
邉
賦
し
て
、

墾
田
、
私
領
主
の
私
領
等
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
、
自
然
村

落
の
表
象
と
し
て
よ
り
は
、
始
め
は
墾
田
、
私
領
主
の
私
領
の
そ

れ
で
な
か
っ
た
か
と
推
定
す
る
。
而
し
て
、
其
の
後
築
安
時
代
の

後
期
か
ら
次
第
に
地
名
や
、
聚
落
名
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
が
、
そ

の
う
ち
に
村
の
み
に
て
構
域
さ
れ
た
荘
園
も
見
ら
れ
る
に
至
り
、

鎌
倉
時
代
の
後
期
に
は
槍
地
、
田
地
の
割
換
、
治
安
維
持
に
も
、

村
が
そ
の
主
膿
者
と
な
り
、
統
宰
者
と
し
て
、
番
頭
な
ど
の
導
入

を
持
ち
、
田
畠
の
財
産
を
所
持
し
、
そ
の
な
か
に
は
、
村
入
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岬

に
て
、
座
を
組
織
す
る
も
の
が
あ
り
、
或
は
惣
の
名
を
以
っ
て
、

集
議
湖
を
取
る
も
の
が
あ
り
、
室
町
時
代
に
は
、
村
落
の
自
治

は
、
相
當
に
獲
達
し
た
と
す
る
◎

　
第
四
章
の
　
、
郷
」
は
、
自
治
禮
と
し
て
の
村
落
の
構
造
の
遮
蔽
で

令
制
の
郷
は
、
五
＋
戸
一
読
と
、
地
域
よ
り
は
戸
撒
を
基
本
に

し
、
令
制
が
陵
夷
の
後
に
も
存
饗
し
た
が
、
蕪
園
の
獲
達
と
共
に

次
第
に
内
容
を
墾
じ
て
蕪
園
と
は
類
似
の
構
造
を
持
つ
に
至
り
、

そ
の
相
違
黙
と
し
て
地
域
的
に
纏
っ
た
地
覆
を
持
つ
こ
と
が
多
か

っ
た
こ
と
、
國
衙
領
に
多
く
周
ひ
ら
れ
た
こ
乏
》
指
摘
し
て
、
國

蔚（86）



衙
役
入
の
韓
化
し
た
武
士
の
所
領
は
、
農
園
よ
㊨
は
麹
が
多
く
、

蕪
園
よ
鉦
は
積
極
面
を
多
く
持
っ
て
る
た
で
あ
ら
う
と
推
論
す

る
。
鎌
倉
時
代
の
郷
に
は
、
か
・
る
令
制
に
因
由
す
る
も
の
』
外

に
、
寺
砒
の
境
内
を
表
示
す
る
郷
も
在
る
が
、
そ
の
郷
に
於
て
は

特
に
郷
戻
と
寺
就
と
が
親
し
く
、
事
は
す
べ
て
審
議
で
行
は
れ
て

る
た
こ
と
を
漂
属
し
、
室
町
時
代
の
郷
は
、
そ
の
爾
系
統
の
郷
を

｝
緒
に
し
た
も
の
で
、
村
落
自
治
は
愈
粛
辛
み
、
農
民
は
不
鴬
な

病
識
に
著
し
て
、
面
構
と
し
て
起
ち
、
集
團
を
以
っ
て
蜘
抗
し
た

が
、
馬
素
は
領
主
に
饗
し
て
親
し
み
を
持
ち
藝
能
の
樂
み
を
共
に

す
る
や
う
な
眞
に
親
し
み
の
あ
る
主
從
の
蘭
係
を
結
ん
だ
・
も
の

．
が
、
公
卿
の
所
領
を
始
め
、
守
護
領
に
ボ
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
と

す
る
。
こ
の
㎝
章
が
本
書
の
論
蓮
の
う
ち
で
最
も
鰯
鯨
に
富
む
と

こ
ろ
で
あ
り
、
守
護
と
農
民
と
の
關
係
を
か
く
律
し
た
こ
と
な
ど

は
、
洗
目
裳
値
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
第
五
章
の
「
、
中
世
村
落
生
活
」
は
前
四
章
に
於
い
て
、
云
は
欝
時

代
的
に
縦
ζ
そ
の
推
移
を
見
た
の
に
冒
し
て
、
善
管
的
に
構
成
分

子
を
検
討
し
、
紳
砒
寺
院
を
申
心
と
す
る
精
榊
生
活
を
明
ら
か
に

し
、
中
世
丈
化
の
精
粋
で
あ
る
、
掛
額
、
能
な
ど
の
、
蚕
業
の
享

　
　
　
　
「
臼
本
中
倦
の
村
落
」
を
讃
む

受
、
獲
達
に
養
し
て
遜
民
が
如
何
に
積
極
豹
に
干
聡
し
た
か
を
彊

議
し
て
、
最
後
に
A
紳
事
、
受
水
等
の
こ
と
に
於
い
て
は
、
村
粛

の
聯
合
が
行
は
れ
た
こ
と
に
注
意
し
て
み
る
。
序
丈
で
主
張
し
た

民
俗
纂
の
研
究
の
威
果
の
吸
牧
は
、
こ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
最
も

よ
く
窺
は
れ
る
．
〆

・
第
一
部
の
外
に
、
第
二
部
の
各
論
、
第
三
部
の
絵
論
に
就
て
も

一
汝
紹
介
す
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
豫
定
の
頁
数
を
醜
に
超
過
し
て

了
つ
た
こ
と
で
あ
り
、
殊
に
各
論
の
如
き
は
、
清
水
氏
自
身
が
、

自
ら
述
べ
て
み
る
如
く
、
本
論
の
根
篠
と
七
て
、
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
を
の
眼
禺
は
本
論
に
黒
影
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
瓦
で
は
v
驚
控
へ
る
こ
と
に
・
す
る
◎
只
狐
諏
弧
醐
の
末
尾
、
中
野

村
落
研
究
の
歴
更
は
、
江
戸
時
代
よ
り
現
代
に
至
る
研
究
の
動
向

の
適
切
な
概
観
で
あ
っ
て
、
今
後
の
研
究
の
方
向
決
定
に
、
大
き

な
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
み
を
附
加
す
る
に
止
め
て
お

か
う
。

　
紙
薗
の
貴
重
な
る
今
田
、
幾
頁
に
も
亙
っ
て
本
書
紹
介
の
文
を

綴
っ
た
の
は
、
高
等
墨
校
入
墨
以
來
、
著
者
と
は
＋
七
八
年
に
亙

る
交
誼
を
得
て
、
共
に
中
世
奥
に
關
心
を
持
ち
《
著
者
の
精
逡
刻

第
二
十
八
鰯
　
　
第
一
號

八
七

（　，97　）



【，

ﾚ
本
中
帯
一
の
村
落
」
を
繭
罷
む

苦
を
熟
知
し
て
み
る
紹
介
者
と
し
て
は
、
從
來
の
薪
刊
紹
介
の
如

く
、
簡
軍
に
そ
の
全
腿
を
評
す
る
こ
と
は
な
す
に
忽
び
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
黙
讃
者
諸
君
の
諒
恕
を
仰
ぐ
と
共
に
、
紹
介

が
必
ず
し
も
、
正
鵠
を
得
て
み
る
と
は
思
は
な
い
が
、
猶
こ
れ
に

依
っ
て
、
護
者
が
本
書
の
意
臨
が
奈
避
に
在
る
か
を
察
知
し
、
本

書
を
味
讃
せ
ん
と
す
る
入
の
一
入
で
も
多
か
ら
ん
こ
と
を
念
願
す

る
も
の
で
あ
る
。
薯
者
に
劉
し
て
は
、
既
往
先
學
の
研
究
を
＋
二

分
に
港
化
し
た
上
に
v
無
緻
の
村
落
皮
料
を
自
由
に
駿
使
し
て
、

申
世
村
落
の
廣
汎
な
る
問
題
一
般
に
劉
し
て
、
能
く
凋
自
㊨
見
解

を
立
て
た
そ
の
努
力
に
樹
し
て
、
改
め
て
敬
意
を
表
す
る
と
共

に
、
論
丈
の
＝
ε
於
て
、
示
さ
れ
た
個
汝
の
問
題
の
獲
展
臆
封
．

す
る
鯛
式
的
論
明
、
或
は
要
講
的
な
論
明
に
封
し
て
、
今
後
精
緻

な
る
竃
設
的
研
究
の
．
公
け
に
せ
ら
れ
ん
こ
ど
を
翼
ふ
も
の
で
あ

る
。

策
二
十
八
壱
　
第
｝
十

八
ん

（　S9，　）


