
書

評

評欝

松
騒
純
孝
著

鎗親

D
脚
i
そ
の
生
涯
と
思
想
の
展
開
過
程

上
横
手
雅
敬

　
親
驚
及
び
真
宗
史
に
関
す
る
問
題
は
、
常
に
日
本
仏
教
史
、
否
、
日
本
文
化

史
全
体
の
中
で
も
、
最
も
活
溌
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
来
た
分
野
で
あ
り
、
最

近
に
至
る
ま
で
多
く
の
労
作
が
学
界
を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
。
唯
我
々
の
眼
に
留

ま
る
の
は
、
多
く
は
歴
史
学
者
が
歴
史
学
の
方
法
に
基
い
て
な
さ
れ
た
研
究
で

あ
る
。
し
か
し
親
轍
…
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
宗
門
内
部
の
研
究
薪
に
よ
る
教

理
史
的
研
究
が
、
長
い
伝
統
の
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
て
お
り
、
童
画
研
究

に
当
っ
て
そ
れ
ら
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
と
は
い
え
歴
史
学
酌
方

法
と
教
理
史
醜
方
法
の
融
和
止
揚
は
、
両
考
の
闇
題
意
識
の
差
異
を
反
映
し
て
、

極
め
て
困
難
な
課
題
で
あ
り
、
　
一
般
に
砲
金
な
平
行
線
を
辿
っ
て
来
た
し
、
い

わ
ん
や
仏
教
史
を
専
門
と
せ
ぬ
一
般
歴
史
家
に
と
っ
て
教
学
的
研
究
は
関
心
の

外
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
今
回
刊
行
さ
れ
た
鴨
親
耀
』
の
著
者
松
野
純
孝
氏

は
、
印
度
哲
学
を
専
攻
さ
れ
た
上
に
歴
史
学
者
と
の
親
交
ま
た
浅
か
ら
ず
、
親

驚
研
究
が
直
面
す
る
こ
の
よ
う
な
課
題
の
解
決
着
と
し
て
最
も
適
任
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
　
門
神
秘
化
さ
れ
、
完
成
さ
れ
た
親
驚
扁
を
拒
み
、
　
「
現
爽
に
そ
こ

に
生
き
、
現
実
に
そ
こ
に
動
い
て
い
る
親
欝
」
を
描
こ
う
と
さ
れ
る
著
煮
、
「
親

欝
の
育
つ
た
仏
教
の
伝
統
飾
教
理
と
、
親
彌
を
め
ぐ
る
歴
史
的
社
会
約
諸
条
件

と
、
親
驚
の
個
性
と
の
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
の
か
ら
み
合
い
の
中
に
、
親
欝

の
人
間
形
成
の
過
程
を
と
ら
え
よ
う
」
　
（
は
し
が
き
）
と
す
る
本
著
の
成
果
に
、

多
く
の
期
待
を
審
ぜ
っ
つ
、
先
ず
本
著
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　
第
一
章
吉
水
蒔
代
の
親
難
で
は
、
先
ず
親
欝
が
源
空
に
帰
依
す
る
ま
で
の
二

尊
生
溝
に
メ
ス
を
入
れ
、
面
繋
が
勤
め
て
い
た
と
冤
ら
れ
る
横
川
首
札
厳
院
の

常
行
堂
の
伝
統
の
中
に
、
源
信
・
良
忍
・
叡
空
・
源
豊
．
親
驚
と
つ
ら
な
る
必

然
性
を
見
出
し
、
更
に
源
信
・
永
観
・
源
空
・
親
機
…
の
主
著
を
検
討
し
、
在
叡

、
時
代
の
親
鷲
に
は
源
空
と
の
め
ぐ
り
合
い
に
よ
り
、
直
に
廻
心
す
る
心
機
が
熟

し
て
い
た
と
亙
る
。
故
に
親
鶯
の
廻
心
は
、
吉
水
入
室
の
建
仁
元
年
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
こ
ろ
親
欝
が
見
た
叢
記
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
廻
心
か
ら
教
人
儒

　
（
伝
道
）
に
ふ
み
き
る
契
機
で
あ
っ
た
と
し
、
彼
の
教
人
儒
活
動
を
寛
喜
廷
臣

以
後
と
見
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
夢
記
は
女
犯
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

女
犯
は
専
修
念
仏
思
想
の
本
質
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
逆
に
一
生
不
犯
は
名

聞
利
回
を
誘
発
す
る
。
親
驚
は
一
生
不
犯
の
テ
ー
ゼ
を
克
服
し
よ
う
と
苦
悩
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
最
後
に
源
空
の
基
本
的
態
度
と
し
て
、
e
口
称
念
仏
、

ω
生
き
る
こ
と
の
至
上
性
、
⇔
愚
人
正
機
説
、
㈲
選
択
、
㊨
一
念
義
、
㈹
善
導

の
「
法
蘂
讃
砿
を
念
仏
考
の
未
来
記
と
し
た
、
㈲
一
所
に
定
傭
し
な
か
っ
た
こ

と
を
あ
げ
て
い
る
。

　
第
二
章
承
元
の
念
仏
弾
圧
で
は
、
日
時
や
処
刑
さ
れ
た
人
々
の
概
略
を
述
べ

た
上
で
、
極
刑
に
処
せ
ら
れ
た
安
楽
・
住
薄
が
、
何
れ
も
源
空
門
下
で
高
い
位

置
を
占
め
、
安
楽
の
ご
と
き
は
古
代
仏
教
と
衝
突
す
る
必
然
性
を
も
つ
武
士
階

級
に
伝
道
し
、
そ
の
所
業
が
偏
執
の
念
仏
勧
進
で
あ
り
、
六
時
礼
讃
の
よ
う
に

多
数
の
畏
衆
を
結
集
さ
せ
る
な
ど
、
古
代
体
制
と
本
質
的
に
衝
突
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
行
瀬
・
幸
西
・
証
空
な
ど
の
思
想
を
検
討
し
、
彼
ら
が
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偏
執
の
故
に
選
挙
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
い
う
説
を
否
定
し
、
処
刑
さ
れ
た
人
々

が
す
べ
て
偏
執
者
だ
つ
た
と
す
る
。
最
後
に
「
三
長
記
」
に
よ
っ
て
念
仏
に
対

す
る
貴
族
の
態
度
を
記
し
た
上
で
、
貴
族
に
は
専
修
念
仏
の
本
質
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
と
し
、
承
允
の
法
難
を
考
え
る
上
で
の
貴
族
側
史
料
の

限
界
を
指
摘
し
、
要
す
る
に
弾
圧
の
原
因
は
風
紀
問
題
で
は
決
し
て
な
く
、
門
偏

執
」
と
い
う
源
空
の
基
本
的
態
度
に
か
か
わ
る
聞
題
だ
と
見
て
い
る
。

　
第
三
腹
芸
鷺
の
思
想
に
お
け
る
一
念
義
に
よ
れ
ば
、
一
念
嚢
は
源
空
の
念
仏

の
正
義
か
ら
逸
脱
し
た
邪
説
だ
と
は
い
え
な
い
。
率
西
・
親
愛
の
思
想
の
源
流

と
な
っ
た
行
橋
の
一
念
義
も
、
源
空
の
異
端
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
源
流
か
ら

発
端
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
源
空
の
思
想
の
申
に
は
、
　
一
念
に
よ
っ
て
往
生
が

定
ま
り
、
二
念
以
後
の
念
仏
は
報
恩
の
念
仏
だ
と
す
る
一
念
義
の
基
本
的
立
場

が
あ
り
、
常
盤
に
連
な
る
も
の
が
あ
る
。
次
に
一
念
義
思
想
を
最
も
よ
く
知
り

う
る
幸
西
の
一
念
義
に
は
、
親
善
の
思
想
と
関
連
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
が
、

そ
れ
は
単
に
難
解
酌
な
立
場
か
ら
一
念
義
を
打
出
し
た
ま
で
で
、
実
践
に
裏
打

ち
さ
れ
ぬ
弱
さ
を
含
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
一
念
荒
垣
邪
説
の
派
生
を
許
す
理
由

が
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
点
に
章
西
の
限
界
、
親
驚
と
の
差
異
を
認
め
て
い
る
。

　
第
四
章
越
後
時
代
の
親
鷺
で
は
恵
信
尼
と
の
結
婚
が
先
ず
と
り
あ
げ
ら
れ
、

地
方
に
お
い
て
は
沙
弥
生
活
が
相
当
に
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
て
い
た
菓
情
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
恵
信
尼
の
素
性
に
つ
い
て
は
、
　
門
兵
部
大
輔
三
善
為
二
女
」
と

い
う
所
出
に
相
当
の
信
愚
度
を
お
き
、
応
永
二
年
の
山
寺
薬
師
の
薬
師
像
胎
内

銘
に
見
え
る
大
詰
那
三
善
氏
と
の
関
係
を
推
定
し
、
地
方
豪
族
禺
身
者
と
し
て

い
る
。
越
後
時
代
の
教
人
身
活
動
に
つ
い
て
は
、
相
当
高
く
評
価
し
、
こ
の
国

に
夙
に
念
仏
の
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
天
台
油
壷
衆
に
接
触
し
て
い
た
不
断
念

仏
、
民
間
的
聖
に
媒
介
さ
れ
た
伝
道
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
、
文

永
五
年
の
恵
信
尼
書
状
に
よ
っ
て
、
親
欝
の
子
儒
蓮
房
が
不
断
念
仏
を
行
な
い
、

野
稜
の
山
寿
に
赴
む
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
親
驚
も
亦
配
贋
に
定
型
せ
ず
、

教
人
信
活
動
を
行
な
っ
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
績
極
的
な
伝
道
活

動
は
、
親
鷲
が
勅
勘
を
解
か
れ
て
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
五
年
間
を

「
農
信
」
の
時
代
で
あ
る
と
考
え
、
原
教
行
騰
証
の
撰
述
を
そ
の
時
期
に
宛
て

て
い
る
。

　
第
五
章
東
国
へ
の
旅
で
は
関
東
移
倥
の
動
機
を
、
田
夫
野
島
と
身
を
等
し
く

し
て
愚
に
か
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。

　
第
六
章
隔
源
空
・
・
聖
覚
・
親
締
澗
は
、
親
煮
融
か
間
行
者
に
推
薩
…
し
た
「
唯
信
抄
」

の
著
考
で
あ
る
聖
覚
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
源
空
か
ら
親
騰
へ
の
展

開
に
お
い
て
、
聖
覚
の
媒
介
を
必
要
と
し
た
か
否
か
が
問
題
に
さ
れ
る
。
先
ず

源
空
と
聖
覚
に
つ
い
て
行
実
上
の
関
連
を
記
し
た
の
ち
、
前
者
の
「
選
択
本
願

念
仏
集
」
「
西
方
指
南
抄
扁
、
後
噺
の
「
唯
僑
抄
」
を
素
材
と
し
て
、
両
者
の
思

想
が
比
較
さ
れ
る
。
か
く
て
聖
覚
の
立
場
は
、
源
空
の
基
本
酌
立
場
を
推
進
し
、

親
鷺
の
思
想
に
近
付
い
た
も
の
と
い
う
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
一
方
、
　
「
選

択
集
」
が
非
公
器
の
も
の
で
あ
っ
た
に
対
し
、
　
「
唯
信
抄
偏
は
談
義
本
的
性
格

を
も
つ
て
お
り
、
こ
の
こ
乏
に
よ
っ
て
も
冷
覚
が
源
空
の
思
想
を
よ
く
消
化
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
さ
れ
る
。
次
に
聖
覚
と
親
綱
に
つ
い
て
も
、
両
者
の

接
触
を
記
し
た
上
、
思
想
の
比
較
が
な
さ
れ
、
聖
覚
の
媒
介
を
経
ず
し
て
親
鷺

の
思
想
的
展
開
が
不
可
能
だ
つ
た
と
は
い
え
ぬ
と
結
論
さ
れ
る
。
親
鷲
が
門
唯

信
抄
」
を
高
く
評
価
し
た
の
は
、
源
空
門
下
の
異
義
に
紺
処
す
る
利
用
価
値
の

面
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
親
鶯
は
同
書
を
推
薦
す
る
か
た
わ
ら
、
自
己
の
思
想
と
の

差
異
を
明
ら
か
に
す
る
の
を
忘
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
　
次
に
承
久
の
変
が
三

門
・
親
購
に
ど
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
た
か
で
あ
る
が
、
親
辮
は
承
久
の
変
に
よ
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磐

っ
て
念
仏
の
勝
利
と
前
進
の
精
神
的
支
柱
を
得
る
と
と
も
に
、
承
元
の
弾
圧
者

に
対
す
る
「
あ
わ
れ
み
を
な
し
、
か
な
し
む
こ
こ
ろ
」
を
も
つ
に
至
っ
た
。
聖
．

覚
も
愚
人
正
機
の
念
仏
門
こ
そ
新
時
代
の
教
説
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
、
源
空

の
基
本
線
を
よ
り
推
進
し
、
親
鷲
の
思
想
に
近
付
い
た
た
の
で
あ
り
、
　
「
唯
信

抄
」
は
ま
さ
し
く
こ
の
時
点
に
お
い
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
更

に
「
唯
信
抄
」
成
立
の
諸
契
機
を
詳
論
し
、
聖
覚
に
関
す
る
そ
の
他
若
干
の
間

題
を
提
出
し
、
彼
の
複
雑
な
立
揚
を
述
べ
て
い
る
。

　
第
七
章
真
宗
の
燃
費
透
と
親
聯
網
の
帰
洛
で
は
、
先
ず
親
鞭
…
の
東
国
で
の
活
動
を

見
る
に
先
立
ち
、
そ
の
入
関
以
後
の
東
国
に
お
け
る
念
仏
流
伝
状
況
が
調
査
さ

れ
、
聖
・
阿
号
・
阿
弥
陀
信
仰
・
不
断
念
仏
が
夙
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
念
仏
が
繁
栄
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
そ

の
人
の
生
涯
の
総
決
算
で
あ
る
臨
終
正
念
の
大
事
に
便
宜
あ
る
も
の
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
欝
欝
は
そ
の
俵
道
に
お
い
て
、
専
修
念
仏
が
直
ち
に

受
容
ざ
れ
得
ぬ
習
合
に
は
、
不
断
念
仏
・
太
子
儒
仰
・
善
光
寺
如
来
・
弥
勒
信

仰
な
ど
、
念
仏
に
交
渉
を
も
ち
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
中
に
専
修
念
仏
に
廃
立
純

化
さ
れ
る
よ
う
な
契
機
を
含
ん
で
い
る
も
の
を
と
り
あ
げ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら

は
あ
く
ま
で
も
専
修
念
仏
に
帰
入
さ
せ
る
方
便
に
す
ぎ
ぬ
。
親
等
は
越
後
・
東

國
の
苦
し
い
生
活
の
中
で
、
磯
饅
と
い
う
き
び
し
い
現
実
を
背
景
と
し
、
一
念

儒
心
往
生
・
悪
人
正
機
説
を
打
ち
出
し
、
源
空
の
思
想
を
一
層
発
展
さ
せ
て
い

っ
た
。
そ
れ
は
臨
終
の
吉
悪
が
そ
の
人
の
往
生
・
不
往
生
の
表
象
で
は
な
い
と

い
う
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
要
す
る
に
他
力
を

高
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
善
根
を
積
み
得
ぬ
直
接
生
産
潜
に
、
主
た
る
受
容
層

を
見
出
し
て
い
っ
た
。
最
後
に
親
欝
帰
洛
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
心
境

の
変
化
に
求
め
る
山
田
文
昭
氏
の
説
を
発
展
さ
せ
、
恩
借
教
人
血
の
困
難
さ
を

反
省
し
、
自
覚
し
た
た
め
だ
と
し
て
い
る
。

　
第
八
章
帰
洛
後
の
親
鞭
…
一
象
で
は
、
親
欝
一
家
が
あ
る
時
期
ま
で
に
上
洛
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
妻
恵
信
尼
最
後
の
佐
地
で
あ
る
「
と
ひ
た
の

ま
き
」
を
越
後
の
小
黒
、
粟
沢
・
ま
す
か
た
、
国
府
の
三
点
を
結
ぶ
地
域
と
し
、

そ
の
地
で
の
生
活
が
苦
し
か
っ
た
も
の
だ
と
述
べ
る
。
研
摩
…
の
京
都
で
の
生
活

は
豊
か
な
も
の
で
な
く
、
東
国
の
同
行
か
ら
送
ら
れ
る
「
御
こ
こ
ろ
ざ
し
」
に

依
存
し
て
お
り
、
生
活
が
不
安
定
で
あ
る
た
め
に
一
家
は
離
散
し
た
と
す
る
。

　
簸
後
は
第
九
章
親
書
と
そ
の
門
弟
で
あ
る
。
建
長
年
間
に
善
欝
事
件
が
起
る

が
、
東
国
で
は
仏
罰
に
ひ
る
ま
ず
弥
陀
一
仏
に
帰
依
し
、
諸
神
諸
仏
を
払
い
の

け
る
「
造
悪
無
碍
蛮
」
や
、
一
念
以
後
の
念
仏
称
名
を
軽
視
し
、
真
実
の
報
土

に
生
ま
れ
る
往
生
行
で
な
く
、
辺
地
に
し
か
ゆ
け
ぬ
往
生
行
だ
と
す
る
傾
向
が

顕
著
で
あ
り
、
念
仏
漸
に
対
す
る
弾
圧
を
惹
起
し
て
い
た
。
謡
講
…
は
こ
れ
に
紺

処
し
て
真
言
・
禅
を
は
じ
め
定
道
門
や
譜
代
浄
土
教
を
摂
取
し
て
一
念
信
心
往

生
を
再
確
認
し
、
諸
神
諸
仏
・
余
行
余
丁
を
否
定
す
る
急
進
的
行
鋤
を
抑
制
し
、

よ
り
現
実
的
な
一
念
信
心
往
生
の
立
場
に
深
め
て
い
っ
た
。
弥
勒
等
周
・
如
来

等
同
の
思
想
は
か
く
て
生
ま
れ
、
　
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
法
然
の
窮
鳥

を
よ
く
味
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
親
鷲
は
、
東
国
の
家
父
長
的
関

係
を
拒
否
し
、
人
格
の
尊
厳
と
御
同
朋
・
御
堂
行
思
想
を
高
調
し
、
「
わ
れ
は
」

と
い
う
意
識
か
ら
発
展
し
た
多
念
論
を
理
論
酌
武
器
と
し
て
「
収
奪
の
論
理
」

が
生
み
出
さ
れ
る
の
を
防
い
だ
。
親
驚
は
或
る
疇
は
末
法
の
影
藤
を
く
り
ひ
ろ

げ
て
い
る
聖
道
自
力
門
に
対
し
て
、
或
る
時
は
内
な
る
忠
己
の
名
利
に
人
皇
を

好
む
心
中
の
賊
に
悲
歎
し
て
い
た
。
そ
し
て
最
後
に
「
某
閉
眼
せ
ば
賀
茂
河
に

い
れ
て
魚
に
あ
た
ふ
べ
し
」
と
い
う
境
地
に
達
し
た
と
結
ん
で
い
る
。

　
以
上
甚
だ
鰐
足
ち
ず
な
が
ら
、
本
態
の
大
略
を
紹
介
し
た
。
読
後
に
第
一
に
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感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
親
欝
の
人
格
に
肉
薄
す
る
著
者
の
情
熱
で
あ
ろ
う
。
著
者

の
こ
の
よ
う
な
態
度
こ
そ
在
叡
時
代
か
ら
如
来
等
星
思
想
を
う
ち
嫁
す
ま
で
の

・
鼻
衝
の
思
想
の
展
開
を
一
貫
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
　
応
成
功
し
た
理
由
で
あ

る
。
本
甲
に
は
親
驚
の
生
涯
の
す
べ
て
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
本
著

は
、
戦
後
に
出
さ
れ
た
欝
欝
研
究
書
の
中
で
、
も
っ
と
も
完
全
な
債
記
的
著
作

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
一
体
わ
れ
わ
れ
が
過
去
の
人
物
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
対
象
に
情

熱
な
り
愛
情
な
り
を
抱
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は

常
に
歴
史
学
の
科
学
性
と
い
う
至
上
命
令
に
脅
や
か
さ
れ
、
客
観
的
叙
述
を
要

求
さ
れ
て
お
り
、
対
象
の
中
に
惑
溺
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
こ

の
二
つ
の
契
機
を
機
械
的
に
並
列
す
る
の
は
皮
相
で
あ
り
、
爾
考
の
止
揚
が
必

要
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
現
実
の
研
究
に

お
い
て
、
両
者
を
止
揚
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
科
学
控
の
要
求
に

脅
や
か
さ
れ
る
我
々
の
研
究
は
、
常
に
「
味
気
な
い
」
と
か
「
人
間
が
描
か
れ

て
い
な
い
」
と
か
い
う
非
難
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

歴
史
学
の
分
野
で
多
く
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
著
者
に
対
し
て

蕪
だ
失
礼
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
本
著
を
読
ん
で
矢
張
生
粋
の
歴
史
学
藩
の

著
書
を
感
じ
な
か
っ
た
。
歴
史
学
者
の
臆
病
さ
と
は
対
蹄
的
に
大
胆
な
問
題
提

起
が
し
ぼ
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
私
が
最
も
安
定
し
た
叙
述
を
感
じ
と
っ
た
の
は
、
教
理
史
に
関
す
る
部
分
で

あ
っ
た
。
源
空
・
詳
論
・
親
筆
の
思
想
に
闘
す
る
比
較
検
討
な
ど
極
め
て
周

到
で
あ
っ
て
、
聖
意
の
研
究
と
し
て
も
独
立
し
た
備
値
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う

（
第
六
章
）
。
ま
た
如
来
等
同
・
弥
勤
等
同
思
想
の
成
立
事
情
を
論
じ
た
最
終
章

に
お
い
て
は
、
周
到
さ
に
加
う
る
に
ユ
ニ
ー
ク
な
視
角
を
暴
出
す
こ
と
が
で
き

た
。
親
魂
の
教
説
に
影
響
を
与
え
た
さ
ま
ざ
ま
の
仏
教
思
想
の
存
在
に
つ
い
て

は
、
我
々
は
既
に
常
識
酌
な
知
識
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
親
鷺
が

い
か
に
し
て
先
人
の
教
説
を
積
極
的
に
摂
取
し
、
彼
の
独
得
の
教
説
を
つ
く
り

上
げ
て
い
っ
た
か
を
具
体
的
に
教
え
て
く
れ
た
の
は
中
盤
の
功
績
で
あ
り
、
そ

れ
は
私
が
こ
の
方
面
に
不
案
内
で
あ
っ
て
、
薯
彰
の
業
綾
を
過
大
に
評
価
し
て

い
る
か
ら
で
は
な
い
と
思
う
。

　
と
間
時
に
本
身
が
全
く
教
理
史
に
賜
踏
し
た
も
の
で
は
な
く
、
歴
更
学
藩
が

親
鷲
に
関
し
て
関
心
を
抱
き
論
議
し
て
来
た
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
学
説

史
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
早
期
の
独
自
の
立
場
か
ら
解
啓
を
与
え
て
お
ら
れ
る
の

を
喜
ば
し
く
思
う
。
受
容
層
、
承
久
の
変
と
親
驚
、
護
国
思
想
、
或
は
こ
の
範

醸
に
含
め
る
に
は
問
題
は
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
興
行
脚
註
の
撰
述
事
情
等
に
つ

い
て
嵐
さ
れ
た
卓
抜
な
見
解
は
、
十
分
学
界
の
要
望
に
応
え
る
も
の
と
い
え
よ

う
。
単
に
親
欝
の
生
涯
の
全
般
を
描
い
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
研
究
文

献
・
史
料
の
博
引
傍
証
ぶ
り
に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
既
往
の
研
究
史
の
整

理
と
発
展
の
上
で
著
わ
さ
れ
た
本
・
藩
が
、
親
鷺
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
と
い
う

評
を
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
過
褒
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
本
書
が
こ
れ
ら
の
特
色
を
も
つ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
私
が

疑
問
を
感
じ
た
点
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
｝
、
二
を
次
に
記
し
て

児
た
い
と
思
う
。

　
著
者
が
親
欝
の
全
生
涯
に
関
し
て
提
示
し
た
構
図
の
特
色
の
一
つ
は
、
例
え

ば
教
短
信
活
動
の
隔
始
に
し
て
も
、
教
行
信
誕
の
撰
述
に
つ
い
て
も
、
一
般
に

並
倉
の
思
想
の
展
開
を
旧
説
よ
り
も
早
め
て
い
る
点
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
場
合
起
伏
に
窟
む
親
鷺
の
生
涯
の
い
く
つ
か
の
転
部
が
、
十
分
な
説
得
力
を

以
て
説
明
さ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
例
え
ば
親
欝
は
越
後
時
代
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評
、

書

に
何
故
萎
帯
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
駅
亭
の
身
で
、
配
流
後
一
年
も
た
た
ぬ
う
ち

に
、
「
自
信
・
」
に
沈
潜
し
て
い
た
と
い
う
彼
は
、
承
元
の
弾
圧
で
還
俗
さ
せ
ら
れ

た
た
め
、
生
活
の
必
要
か
ら
、
全
く
他
穣
的
な
理
由
で
妻
帯
し
た
の
だ
ろ
う
か

（
第
四
章
）
。
と
い
う
の
は
、
吉
水
履
代
の
「
女
犯
」
の
苦
悶
が
、
越
後
遷
代
の
妻

帯
の
際
に
は
、
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
東
国
の
親
鷺
が
、
生
活
の
見
込
も
な
く
、
自
信
教
人
借
に
困
難
を
感
じ

て
上
洛
し
た
と
い
わ
れ
る
（
第
七
章
）
と
き
、
私
は
そ
れ
を
親
驚
の
敗
北
と
し

か
読
み
と
れ
な
か
っ
た
。
帰
洛
後
に
打
ち
幽
さ
れ
た
如
来
等
間
∵
弥
勒
等
同
思

想
も
、
単
に
三
一
の
思
想
の
深
ま
り
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
親
鷺

の
思
想
の
大
き
な
展
開
は
、
東
国
晦
代
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
帰
洛
後
の
親
鷺

の
生
活
に
、
く
す
ん
だ
色
彩
し
か
感
じ
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
読
後
感
な
の

で
あ
る
が
、
矢
張
如
来
等
身
・
弥
勒
等
同
が
親
総
の
思
想
の
最
高
峯
と
考
え
る

べ
き
な
の
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
発
す
る
の
は
、
宗
教
の
本
質
に
対

す
る
私
の
浅
薄
な
理
解
の
故
で
あ
ろ
う
か
ゆ
帰
洛
後
の
苦
し
い
生
活
を
論
証
す

る
た
め
に
、
著
者
は
東
園
の
同
門
か
ら
の
志
納
に
対
し
て
親
欝
が
出
し
た
返
書

に
「
か
し
こ
ま
り
て
た
ま
は
り
候
」
と
あ
る
の
を
論
拠
と
さ
れ
る
（
四
二
三
頁
）
。

然
し
少
額
の
志
納
と
い
え
ど
も
、
感
謝
の
礼
辞
を
つ
く
す
の
こ
そ
、
敬
慶
な
宗

教
者
の
態
度
で
あ
り
、
こ
の
書
状
は
親
愛
の
経
済
的
不
如
意
を
示
す
も
の
で
は

な
い
と
思
う
。
以
上
の
諸
点
は
親
欝
の
人
間
性
評
価
に
か
か
わ
る
論
題
で
あ
る
。

　
親
驚
の
思
想
の
展
開
を
早
期
に
移
動
さ
せ
る
著
春
の
構
図
か
ら
、
．
恐
ら
く
研

究
史
上
一
ペ
ー
ジ
を
飾
る
と
思
わ
れ
る
原
藍
鼠
儒
証
越
後
撰
述
説
が
生
ま
れ
た

（
第
隣
章
）
。
そ
の
生
ま
れ
方
に
、
私
が
門
著
春
の
構
図
か
ら
」
と
い
う
表
現
を

と
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
こ
の
新
説
を
裏
付
け
る
史
料
は
「
親

驚
浦
人
愈
脈
文
集
」
の
賊
の
み
で
あ
っ
て
、
他
は
す
べ
て
著
者
の
構
図
か
ら
演

繹
さ
れ
た
理
論
酌
要
講
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
親
鷲
の
生
涯
に
つ
い
て
著
者
の
描
い
た
構
図
の
検
討
は
こ
の
程
度
に
し
て
、

次
に
受
容
贋
の
問
題
に
う
つ
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
最
も
中
心
的
な
受
容

層
が
東
国
の
直
接
生
産
者
農
協
に
お
か
れ
て
い
る
の
が
、
本
著
の
特
色
で
あ
る
。

し
か
し
受
容
層
を
関
ら
か
に
す
る
鶏
合
に
も
、
理
論
か
ら
の
演
繹
と
い
う
難
点

が
伴
な
う
。
親
藩
の
教
義
か
ら
受
容
層
を
推
定
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
受
容
層
と
し
て
悪
人
と
か
被
抑
圧
薪
と
か
が
明
か
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
を
蔽
ち
に
特
定
階
麟
に
結
び
つ
け
ら
れ
ぬ
の
が
中
世
細
事
の
身
分

構
成
・
階
級
構
成
の
複
雑
さ
な
の
で
あ
る
。
更
に
進
ん
で
二
、
三
度
と
か
青
年

を
持
ち
出
す
に
至
っ
て
は
、
著
者
の
思
考
の
柔
軟
さ
に
敬
意
を
表
す
る
と
し
て

も
、
現
代
の
被
抑
圧
者
、
進
歩
襯
か
ら
類
推
さ
れ
た
富
ま
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と

い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
　
「
母
・
姉
・
風
な
ん
ど
や
う
や
う
に
ま
ふ
さ
る
る
こ
と

は
、
ふ
る
ご
と
に
て
さ
ふ
ら
ふ
」
、
と
い
う
親
欝
の
書
状
を
引
か
れ
る
（
三
九
三

頁
）
が
、
母
・
姉
・
妹
が
あ
れ
ば
二
、
三
男
だ
と
ど
う
し
て
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
著
嚢
の
史
料
操
作
に
は
、
し
ば
し
ば
理
論
か
ら
演
繹
さ
れ
て
い

る
と
い
う
危
険
が
認
め
ら
れ
る
。
私
は
一
々
の
史
料
を
論
駁
す
る
能
力
を
も
た

な
い
が
、
あ
る
理
論
か
ら
演
繹
さ
れ
て
生
ず
る
誤
読
の
累
積
が
全
く
如
実
に
反

す
る
図
式
を
つ
く
り
上
げ
る
危
険
の
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

承
元
の
法
難
を
論
じ
た
第
二
章
に
見
ら
れ
る
著
薪
の
史
料
観
に
私
は
君
過
し
難

い
も
の
を
見
出
し
た
。

　
す
な
わ
ち
貴
族
は
念
仏
の
本
質
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
貴
族
側

史
料
は
事
件
の
本
質
を
知
る
客
観
的
史
料
と
は
な
ら
ぬ
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

逆
に
念
仏
者
の
側
か
ら
轡
か
れ
た
史
料
の
み
が
客
観
的
史
料
だ
と
い
わ
れ
る
な

ら
、
尊
慮
は
偏
向
し
た
階
級
史
観
か
ら
な
さ
れ
る
あ
る
種
の
研
究
と
全
く
同
一
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の
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
。
見
方
を
変
え
て
い
え
ぽ
、
す
べ
て
の
史
料
は
何
等
か

の
党
派
性
を
反
映
し
て
い
る
以
上
、
厳
密
な
意
味
で
の
客
観
的
史
料
な
ど
は
空

想
の
藍
物
で
し
か
な
い
。
弾
圧
事
件
そ
の
も
の
の
分
析
は
誤
ま
っ
て
い
恥
い
の

だ
か
ら
、
著
者
の
表
現
の
不
備
か
、
堅
め
誤
読
か
と
も
思
う
が
、
と
も
か
く
史

料
に
対
す
る
右
の
様
な
態
度
は
全
く
納
得
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
受
容
器
に
関
連
し
て
、
著
漸
の
把
え
方
が
最
も
曖
昧
な
の
は
、
武
士
に
つ
い

て
で
あ
る
。
承
元
の
弾
圧
で
安
楽
が
処
刑
さ
れ
た
原
因
を
、
念
仏
が
古
代
仏
教

と
衝
突
す
る
必
然
性
を
も
つ
武
士
と
交
渉
を
も
つ
た
た
め
だ
と
さ
れ
る
（
第
二

章
）
。
　
武
士
の
一
部
に
念
仏
が
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、
武
士
の

信
仰
に
念
仏
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
念
仏
が
古
代
勢
力
と
衝
突
す
る
必

然
性
を
も
つ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
保
留
す
る
。
そ
し
て
第
七

章
そ
の
他
で
笑
め
て
受
容
層
が
問
わ
れ
る
時
に
は
、
武
士
は
し
ば
し
ば
念
仏
の

弾
圧
者
で
あ
り
、
雑
善
を
欲
す
る
余
裕
を
も
ち
一
念
儒
心
往
生
に
到
達
し
難
い

も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
武
士
が
こ
の
よ
う
な
二
簡
性
を
も
つ
て
い
た
こ
と

は
事
実
で
あ
ろ
う
。
家
出
は
著
者
が
こ
の
よ
う
な
問
題
に
明
確
な
解
答
を
与
え

て
お
ら
れ
ぬ
の
を
残
念
に
思
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
承
久
の
変
を
親
鷲
が
ど

う
受
取
つ
た
か
を
め
ぐ
っ
て
、
署
着
が
川
崎
庸
之
氏
の
説
に
試
み
ら
れ
た
反
論

の
仕
方
に
も
連
な
っ
て
く
る
。

　
溶
着
は
教
行
信
証
の
化
身
土
巻
に
見
え
る
「
元
仁
元
年
」
が
、
承
久
の
豊
後

の
秩
序
圃
定
の
乱
言
の
年
で
あ
り
、
農
民
を
失
望
さ
せ
、
親
難
が
絶
望
し
て
末

法
意
識
を
味
わ
っ
た
年
だ
と
す
る
川
階
説
を
批
判
し
、
承
久
の
変
に
よ
っ
て
親

纏
は
念
仏
の
勝
利
を
確
信
し
た
の
だ
と
い
わ
れ
る
（
第
六
章
）
。
　
川
綺
麗
に
疑

点
は
あ
る
に
し
て
も
、
同
説
は
親
鞭
…
の
受
容
贋
を
農
民
に
結
び
付
け
る
考
え
方

に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
著
港
の
見
解
と
共
通
し
て
い

る
。
し
か
る
に
著
潜
は
、
武
士
の
勝
利
に
よ
る
承
元
の
弾
圧
着
の
敗
北
、
念
仏

に
好
意
的
な
守
・
爽
親
王
の
登
場
に
よ
っ
て
、
親
欝
が
念
仏
春
の
勝
利
を
確
儒
し

た
の
だ
と
さ
れ
る
。
著
春
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
単
に
宮
廷
に
お
け
る
支
配

者
の
交
代
で
あ
り
（
守
貞
親
王
が
念
仏
の
本
質
を
正
し
く
埋
解
し
て
い
た
だ
ろ

う
か
）
、
　
川
綺
奨
の
い
わ
れ
る
農
民
の
失
望
を
媒
介
と
す
る
親
驚
の
末
法
意
識

と
い
う
問
題
提
起
に
対
し
て
は
、
何
等
解
答
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
今
一
つ
だ
け
疑
問
を
申
し
述
べ
る
。
影
響
入
関
以
前
の
東
国
に
お
け

る
念
仏
流
伝
を
考
え
、
塑
・
写
実
・
阿
弥
陀
信
仰
・
阿
弥
陀
念
仏
か
ら
、
太
子

信
仰
・
善
光
寺
如
来
・
弥
勒
信
管
に
ふ
れ
ら
れ
た
籔
を
私
は
興
味
深
く
読
ん
だ
。

但
し
太
子
儒
仰
や
善
光
寺
如
来
等
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
策
国
に
お

け
る
仏
教
一
般
の
流
伝
形
態
を
知
る
好
資
料
と
し
て
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら

を
親
思
が
と
り
上
げ
た
の
は
、
　
「
念
仏
に
交
渉
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ

自
身
の
内
に
、
専
修
念
仏
に
廃
立
純
化
さ
れ
る
否
定
駒
契
機
を
蔵
し
て
い
る
」

（
三
五
五
頁
）
か
ら
だ
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
コ
否
定
的
契
機
」
と
は
何
か
、
黒
丸
は
い
か
に
し
て
「
廃
立
純
化
」

を
行
な
っ
た
か
。
黒
影
の
説
明
で
は
な
お
十
分
に
疑
問
が
氷
解
さ
れ
な
か
っ
た

の
は
残
念
で
あ
る
。

　
精
力
的
で
堅
実
な
労
作
に
、
私
は
多
く
の
妄
評
を
連
ね
て
来
た
。
仏
教
史
に

全
く
無
智
な
私
の
疑
問
は
、
或
は
三
蓋
に
と
っ
て
意
外
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
少
な
く
な
く
、
多
く
の
誤
解
を
伴
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
著
嚢
な

ら
び
に
読
者
に
御
要
宥
を
憎
い
た
い
。
し
か
し
爽
塾
な
学
究
で
あ
る
署
看
が
、

恐
ら
く
私
の
素
朴
な
疑
問
に
紺
し
て
快
刀
乱
麻
の
解
決
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
し
、
署
着
の
研
究
の
一
層
の
発
展
を
祈
念
し
つ
つ
筆
を
お
く
。
　
（
A
5
遡

四
〇
二
頁
　
昭
飛
竜
賜
年
三
月
　
三
雀
堂
刊
　
実
価
九
五
〇
円
）
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