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谷
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程
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と
し
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序
か
つ
て
、
小
田
切
秀
雄
氏
は
、
そ
の
師
片
岡
良
一
氏
が
、
北
村
透
谷
を
「
ど

う
評
価
す
る
か
は
、
日
本
の
近
代
文
学
史
叙
述
の
試
金
石
だ
ね
」
と
語
っ
た
と
記

{住
l
-

す
。
つ
ま
り
、
透
谷
を
ど
う
扱
う
か
で
文
学
史
の
「
性
格
や
優
劣
」
が
わ
か
る
と

言
う
の
で
あ
る
。
少
し
過
大
評
価
か
な
と
思
い
つ
つ
も
、
や
は
り
心
に
残
る
言
葉

で
あ
る
。
日
本
近
代
文
学
は
、
つ
ね
に
二
葉
亭
四
迷
や
森
鴎
外
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
し
て
は
自
ら
を
鍛
え
直
し
て
き
た
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
、
そ
の
様
相
と
可
能

性
に
つ
い
て
透
谷
に
帰
り
、
問
い
直
し
て
み
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
透
谷
の

呈
示
し
た
様
々
な
試
み
に
時
代
を
超
え
る
も
の
が
多
々
あ
り
、
透
谷
の
闘
い
の
あ

と
を
概
観
す
る
乙
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
日
本
近
代
化
全
般
に
か
か
わ
る
様
相
と

も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
故
で
あ
る
。

や
h
図
式
的
で
は
あ
る
が
、
透
谷
の
思
考
過
程
と
そ
の
ス
タ
イ
ル
、
意
味
に
つ

い
て
大
観
し
て
み
た
い
。

棋

林

混

て
透
谷
の
構
図

短
い
が
、
し
か
し
実
に
峻
烈
に
走
っ
た
透
谷
の
生
涯
の
闘
い
の
跡
に
、
大
き
く

三
つ
の
航
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
三
つ
の
闘
い
に
お
い
て
、
透
谷
は
幾
つ

か
の
論
理
づ
く
り
を
行
い
、
ま
た
幾
つ
か
の
切
り
捨
て
を
行
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
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て
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が
日
本
近
代
を
考
え
る
上
で
の
多
く
の
視
座
に

か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
つ
の
闘
い
と
は
向
か
。

一
つ
は
、

体
制
変
革
の
た
め
の
闘
い
、
二
つ
は
体
制
内
変
革
の
闘
い
、
そ
し
て
三
つ
は
体
制

外
変
革
の
闘
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
功
罪
を
含
め
そ
れ
ら
の
闘
い
及
、
ひ

そ
の
過
程
の
中
に
透
谷
全
像
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
し
そ
れ
ら
を

追
っ
て
み
る
。
第
一
の
、
体
制
変
革
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
民
権
運
動
参
加
を
い

う
。
若
き
自
の
激
烈
な
運
動
参
加
が
、
透
谷
に
は
ま
ず
あ
っ
た
。
秩
父
の
山
野
を

疾
駆
し
た
時
は
透
谷
の
最
も
大
な
る
夢
の
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
多

く
の
絶
望
的
な
闘
い
の
中
で
潰
え
た
。
第
二
の
、
体
制
内
変
革
と
は
、
体
制
の
変

革
を
諦
め
、
身
ぞ
体
制
内
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
中
で
個
内
部
の
精
神
的
な
自
立
と

解
放
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
実
世
界
に
対
す
る
「
想
世
界
」
の
設
定
、
そ
れ
に

ま
つ
わ
り
な
が
ら
、
恋
愛
肯
定
論
、
他
界
措
定
論
な
ど
、
透
谷
の
多
彩
が
現
出
す



る
。
第
三
の
、
体
制
外
変
革
と
は
、
自
立
を
め
ざ
し
て
の
個
の
内
界
重
視
を
通
じ

「
内
部
生
命
」
を
中
核
と
す
る
世
界
像
、
思
想
固
作
り
が
策
定
さ
れ
、
そ
れ

ら
に
よ
る
体
制
内
外
の
再
チ
ェ
ッ
ク
を
い
う
。
思
想
に
よ
る
闘
い
と
い
っ
て
も
よ

、。 て、
乙
の
三
つ
の
闘
い
お
よ
び
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
文
学
の
定
立
、
精
神
の
自
由

や
内
界
自
立
の
策
定
が
行
わ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
透
谷
の
栄
光
は
そ
乙
に
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
過
程
の
中
、
幾
つ
か
の
切
り
捨
て
が
あ
っ
た
。
部
分
告

発
や
抵
抗
が
い
つ
か
、
対
象
全
景
の
切
り
捨
て
に
つ
ら
な
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え

ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
の
闘
い
に
お
け
る
共
和
思
想
別
れ
、
第
二
の
闘
い
に

お
け
る
現
実
論
や
事
業
の
否
定
、
そ
し
て
第
三
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
や
現
社
会

体
制
等
の
批
判
と
別
れ
で
あ
る
。
闘
い
を
通
し
て
の
、
い
か
に
も
透
谷
ら
し
い
潔

癖
感
や
固
執
が
、
い
つ
か
多
く
を
失
わ
せ
て
も
い
っ
た
。
そ
し
て
、
時
に
そ
こ
に

一
種
の
論
理
飛
躍
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
飛
躍
が
逆
に
論
の
尖
鋭
化
を
生
み
も

し
た
。
幾
つ
か
の
危
険
な
コ

1
ス
が
生
ま
れ
た
。
内
景
へ
の
深
化
が
、
内
景
を
装
っ

た
擬
似
内
景
を
告
発
、
い
つ
か
そ
の
内
景
全
像
ま
で
捨
象
す
る
場
合
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
乙
れ
ら
切
り
捨
て
の
過
程
も
透
谷
の
鋭
角
を
作
る
乙
と
に
な
る
。

少
し
そ
乙
を
追
う
と
、
透
谷
は
こ
れ
ら
の
過
程
で
現
実
と
透
谷
と
の
聞
に
、
二

つ
の
大
き
な
溝
を
作
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
透
谷
晩
年
の
二
つ
の
心
景
に
か
か
わ

一
つ
は
「
民
権
運
動
別
れ
、
事
業
別
れ
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
政
治
か
ら
文

る学
へ
の
道
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
文
学
孤
立
へ
ゆ
く
可
能
性
を
生
み
、
高
踏
派
と

評
さ
れ
る
道
へ
も
い
っ
た
。
晩
年
の
作
「
一
夕
観
」
(
明
部
・
日
)
の
世
界
で
あ
る
。

ム
ユ
つ
は
、
内
景
に
よ
る
世
界
構
築
が
、
純
粋
に
内
発
論
理
と
し
て
作
動
し
た
と

き
、
そ
乙
か
ら
み
た
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
依
り
所
と

し
た
内
界
は
、
空
疎
な
る
外
界
に
激
し
く
反
発
す
る
。
晩
年
の
今
一
つ
「
漫
罵
」

(明

m-m)の
世
界
で
あ
る
。
か
り
に
前
者
を
外
喪
失
、
後
者
を
内
喪
失
と
よ
ぷ

と
、
こ
れ
ら
二
つ
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
、
透
谷
論
議
の
別
れ
る
と
乙
ろ
に
も
な

る
気
配
が
あ
る
。

一一、

論
理
の
具
体

前
項
で
述
べ
た
乙
と
に
つ
い
て
、
少
し
そ
の
具
体
を
追
っ
て
み
た
い
。
透
谷
の

主
張
し
た
も
の
を
主
論
理
、
透
谷
の
否
定
し
た
も
の
を
従
論
理
と
す
る
な
ら
、
そ

の
主
論
と
従
論
の
問
題
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
論
の
聞
に
存
在
す
る
論
理
展
開
の

道
筋
に
あ
る
問
題
も
お
さ
え
て
お
く
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
事
が
そ
こ
に
あ

る
場
合
も
あ
る
。

ァ
、
体
制
変
革
と
離
脱

運
動
離
脱
後
の
暗
い
初
僅
を
経
て
、
評
家
と
し
て
出
発
し
た
時
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
透
谷
が
始
め
に
高
唱
し
た
の
は
、
社
会
変
革
の
志
と
そ
の
呼
び
か
け
で
あ
っ
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た。
「
鳴
呼
宣
に
然
ら
ん
や
、
憤
激
し
て
起
つ
可
き
社
界
は
汝
が
眼
前
に
横
は
ら
ず

ゃ
、
匿
々
恋
愛
の
説
明
吾
人
是
れ
に
慣
め
る
事
久
し
、
忠
一
々
た
る
一
代
の
栄
声
を

求
め
て
拙
々
伺
の
狭
障
な
る
、
汝
が
前
に
紛
砕
す
可
き
悪
組
織
の
社
界
あ
ら
ず
や
、

頭
を
円
ふ
し
香
を
焼
き
、
街
を
振
り
て
汝
向
者
を
か
救
は
ん
と
す
る
、
睦
呼
汝
が

筆
を
捨
て
よ
、
汝
が
ス
ペ
ン
サ
l
の
訳
書
を
投
げ
よ
、
汝
が
袈
裟
を
院
ぎ
去
れ
よ
、

今
日
は
ペ
ダ
ン
ト
リ
イ
の
縦
横
す
べ
き
自
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」
(
「
時
勢
に
感

あ
り
」
明
お
・

3
)

こ
こ
で
透
谷
は
、
恋
愛
、
宗
教
、
進
化
論
な
ど
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
観
念
的

な
行
為
を
棄
て
、
実
行
を
せ
ま
る
。
奇
妙
な
乙
と
は
、
透
谷
が
ミ
ナ
と
の
恋
愛
、



【注
2
}

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
再
生
、
民
権
運
動
時
の
ス
ペ
ン
サ
!
学
習
な
ど
と
、
こ
れ
ら

の
拒
否
が
ど
う
か
か
わ
る
の
か
、
そ
の
隙
聞
の
垂
鉛
に
苦
し
め
ら
れ
る
乙
と
で
あ

る
。
次
文
も
同
じ
風
景
で
あ
る
。

「
鳴
呼
外
面
に
歓
声
を
聞
き
裡
面
に
血
涙
の
滴
る
を
見
る
、
斯
の
如
き
は
民
を

思
ふ
の
士
の
宣
に
能
く
憂
悶
す
る
な
き
を
得
る
所
な
ら
ん
や
。
太
と
き
煙
管
を
口

に
し
、
美
く
し
き
酒
盃
を
手
に
す
る
は
学
者
か
政
治
家
か
将
た
宗
教
家
か
、
わ
れ

彼
等
に
対
し
て
慨
然
た
り
。
鳴
呼
泣
か
ん
乎
笑
は
ん
乎
、
迷
ふ
事
久
し
。
わ
れ
に

命
ず
る
者
あ
り
、
日
く
憂
ひ
ょ
、
憂
ふ
る
聞
に
楽
あ
ら
ん
。
」
(
「
泣
か
ん
乎
笑

は
ん
子
」
明
お
・

4
)

こ
こ
で
も
透
谷
は
、
観
念
に
の
み
生
き
る
学
者
、
政
治
家
、
宗
教
家
を
否
定
す

る
。
運
動
に
か
け
た
熱
情
、
行
動
へ
の
意
識
は
、
運
動
離
脱
後
も
一
種
の
皮
腐
感

覚
と
し
て
残
る
。
民
権
追
求
の
残
津
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
ら
の
離
脱
の

意
味
を
裏
切
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
民
権
基
本
理

念
の
批
判
は
、
そ
の
乱
れ
を
明
ら
さ
ま
に
露
呈
し
て
い
る
。
行
動
か
ら
の
退
身
論

で
あ
る
。

「
遮
莫
わ
が
ル
l
ソ
l
、
ボ
ル
テ
イ
ア
の
輩
に
欺
か
れ
了
ら
ず
又
た
新
聞
紙
々

面
大
の
小
天
地
に
開
閉
し
て
局
促
た
る
政
治
界
の
健
儲
子
と
な
り
畢
る
こ
と
も
な

く
己
が
夙
昔
の
不
平
は
転
じ
て
限
な
き
満
足
と
な
り
、
此
満
足
し
た
る
眼
を
以
て

蛙
飛
ぶ
古
池
を
眺
る
身
と
な
り
し
乙
そ
幸
ひ
な
れ
。
」
(
「
一
二
日
幻
境
」
明
白
・

8
1
9
)
 

閉
じ
共
和
思
想
批
判
は
、
「
荒
縦
な
る
併
国
生
の
自
由
主
義
我
に
於
て
甚
だ
有

難
か
ら
ず
、
絶
望
よ
り
転
化
し
来
れ
る
独
露
あ
た
り
の
虚
無
思
想
我
に
於
て
得
る

と
乙
ろ
あ
り
と
云
ふ
可
か
ら
ず
」
(
「
一
種
の
捜
夷
思
想
」
明
白
・
4
)
、
「
天
下

の
人
心
は
単
に
政
治
に
狂
熱
し
、
粗
暴
卑
野
な
る
悌
国
思
想
の
充
満
せ
る
時
、
」

(
「
静
思
余
録
を
読
む
」
明
部
・

6
)
な
ど
と
続
く
。

し
か
し
一
方
で
は
、
そ
の
批
判
す
る
民
権
共
和
論
を
一
つ
の
理
筋
と
し
て
使
っ

て
も
い
る
の
で
、
そ
こ
に
論
理
の
抵
梧
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
も
そ
れ

ら
は
次
の
よ
う
に
主
論
理
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「
ま
こ
と
や
平
民
と
雄
も
と
よ
り
劣
等
の
種
類
な
る
に
あ
ら
ず
、
社
界
の
大
傾

向
な
る
共
和
的
思
想
は
斯
か
る
抑
圧
の
聞
に
も
自
然
に
発
達
し
来
り
て
彼
等
の
思

想
に
は
高
等
民
種
に
措
抗
す
べ
き
も
の
は
な
く
と
も
白
か
ら
不
覇
高
落
な
る
調
子

を
具
有
し
、
一
転
し
て
は
虚
無
的
の
放
縦
な
る
も
の
と
な
り
て
以
て
暗
に
武
門
の

威
権
を
瑚
笑
せ
り
。
」
(
「
徳
川
氏
時
代
の
平
民
的
理
想
」
明
お
・

7
)

こ
の
、
「
自
然
に
発
達
」
し
た
思
想
が
、
「
社
界
全
体
」
よ
り
視
る
時
は
ご

種
の
破
壊
的
要
素
」
を
発
生
せ
し
め
て
大
い
に
「
幕
府
」
を
苦
し
め
た
と
い
う
。

あ
わ
せ
て
、
こ
の
「
虚
無
」
思
想
の
肯
定
論
理
は
、
先
の
「
独
露
あ
た
り
の
虚
無

思
想
」
批
判
と
背
馳
す
る
。
ま
た
、
乙
れ
ら
よ
り
醸
成
さ
れ
た
「
思
想
」
の
重
視
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を
次
の
よ
う
に
も
記
す
。

「
凡
そ
心
性
の
活
動
あ
ら
ず
し
て
外
部
の
活
動
あ
る
は
あ
ら
ず
、
思
想
先
づ
動

き
て
動
作
生
ず
、
ル

l
ソ
ー
あ
り
、
ボ
ル
テ
l
ル
あ
り
、
而
し
て
後
に
悌
国
の
革

命
あ
り
。
国
民
の
登
固
な
る
勢
力
は
、
必
ら
ず
一
致
し
た
る
心
性
の
活
動
の
上
に

宿
る
も
の
な
り
。
此
点
よ
り
観
察
す
れ
ば
、
国
民
の
生
命
を
証
す
る
も
の
は
、
実

に
其
の
制
度
に
於
て
能
く
国
民
を
一
致
せ
し
む
る
舞
台
あ
る
と
否
と
に
存
せ
り
。
」

(
「
国
民
と
思
想
」
明
部
・
7
)

運
動
参
加
と
運
動
離
脱
、
し
か
し
残
る
共
和
思
想
へ
の
思
い
、
そ
れ
ら
が
精
神

の
基
底
に
存
在
し
て
透
谷
論
理
た
る
「
平
民
的
理
想
」
論
、
「
国
民
と
思
想
」
論

が
作
り
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

ィ
、
体
制
内
変
革
と
変
質



少
し
も
と
へ
戻
る
。
運
動
か
ら
の
離
脱
の
後
、
自
律
を
求
め
て
透
谷
は
二
つ
の

道
を
模
索
す
る
。
一
つ
は
内
界
追
求
で
あ
り
、
今
一
つ
は
他
界
追
求
で
あ
る
。
前

者
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
ま
ず
、
「
想
世
界
」
の
設
定
に
始
ま
る
。
「
恋
愛
宣

単
純
な
る
思
慕
な
ら
ん
や
、
想
世
界
と
実
世
界
と
の
争
戦
よ
り
想
世
界
の
敗
将
+
そ

し
て
立
龍
ら
し
む
る
牙
城
と
な
る
は
即
ち
恋
愛
な
り
。
」
(
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」

明
お
・

2
)
。
そ
し
て
、
た
め
に
、
内
な
る
「
心
」
を
重
用
、
「
わ
が
内
に
『
我
』

エゴ
l

な
き
時
に
業
天
地
を
蓋
ふ
と
も
伺
か
あ
ら
む
、
わ
が
内
に
「
我
』
の
全
き
時
に
わ

れ
は
天
地
よ
り
も
大
な
り
突
。
」
(
「
真
|
対
|
失
意
t

一
明
白
・
7
)
と
い
う
。

凄
じ
い
「
我
」
尊
重
論
で
、
そ
れ
は
「
天
地
」
よ
り
大
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
称
揚
に
も
つ
ら
な
る
。

「
人
須
ら
く
心
の
奥
の
秘
宮
を
重
ん
ず
べ
し
、
之
を
照
ら
か
に
す
べ
し
、
之
を

直
ふ
す
べ
し
、
之
を
白
か
ら
し
む
べ
し
之
を
公
け
な
ら
し
む
べ
し
。
(
中
略
)
然
り

永
遠
の
生
命
の
存
す
る
も
乙
の
奥
に
あ
り
、
か
の
説
明
し
得
べ
か
ら
ず
と
言
は
れ

た
る
人
生
の
一
端
の
説
明
せ
ら
る
〉
も
乙
の
奥
に
乙
そ
。
こ
の
奥
に
こ
そ
人
生
の

最
大
至
重
の
も
の
あ
る
な
れ
。
」
(
「
各
人
心
宮
内
の
秘
宮
」
明
白
・

9
)

エゴ
l

乙
の
内
な
る
「
我
」
、
心
の
奥
の
「
秘
宮
」
重
視
は
、
す
べ
て
内
発
を
重
ん
じ
、

形
式
的
な
外
発
よ
り
な
る
行
為
、
概
念
を
排
す
る
乙
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
一
方

で
は
形
式
を
重
ん
ず
る
日
本
的
な
粋
、
通
を
毘
じ
、
一
方
で
は
安
易
で
皮
相
的
な

外
国
文
明
流
入
を
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
「
粋
」
、
「
侠
」
を
否
定
、
「
迷
へ
る
内

に
迷
は
ぬ
を
重
ん
じ
、
不
徳
界
に
君
子
た
る
可
き
こ
と
を
以
て
粋
道
の
極
意
と
は

す
る
な
ら
し
。
之
れ
即
ち
恋
愛
の
本
性
と
相
背
反
す
る
第
一
点
な
り
、
凡
て
恋
愛

は
斯
の
如
き
者
な
ら
ず
、
粋
道
は
恋
愛
道
に
対
す
る
蹟
石
な
ら
ん
か
し
。
」
(
「
粋

を
論
じ
て
伽
羅
枕
に
及
ぶ
」
明
白
・
2
)
と
述
べ
、
「
頑
迷
に
し
て
局
量
狭
き
宣
教

師
的
基
督
教
思
想
の
我
国
に
益
せ
し
乙
と
の
す
く
な
き
は
世
の
人
の
普
ね
く
認
む

る
と
こ
ろ
、
(
中
略
)
。
欧
洲
今
日
の
毒
弊
と
し
て
識
者
の
痛
斥
す
な
る
皮
相
文
明

の
輸
入
吾
人
に
と
り
て
何
か
あ
ら
む
。
」
(
「
一
種
の
撰
夷
思
想
」
明
お
・

4
)
と

一
言
う
。
か
く
て
透
谷
は
「
内
な
る
我
」
を
重
ん
じ
、
概
念
化
、
類
型
化
し
た
行
為

を
厳
し
く
否
定
し
て
ゆ
く
。
乙
れ
ら
は
、
犀
利
に
し
て
尖
鋭
、
透
谷
論
理
の
最
も

魅
力
あ
る
部
分
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
「
他
界
」
追
求
に
つ
い
て
。
乙
れ
は
、
想
世
界
、
内
世
界
追
求
に
対
す

る
、
そ
れ
ら
の
対
象
あ
る
い
は
志
向
体
と
し
て
の
「
他
界
」
設
定
と
し
て
姿
を
あ

ら
わ
す
。
「
詩
の
世
界
は
人
間
界
の
実
象
の
み
の
占
領
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
、

昼
を
前
に
し
夜
を
後
に
し
、
天
を
上
に
し
地
を
下
に
す
る
無
辺
無
量
無
方
の
裟
婆

は
、
即
ち
詩
の
世
界
な
り
、
」
と
述
べ
、
「
生
死
は
人
の
疑
ふ
と
乙
ろ
、
霊
魂
は

人
の
惑
ふ
と
乙
ろ
、
こ
の
疑
惑
を
以
て
三
千
世
界
に
対
す
る
臆
度
に
加
ふ
れ
ば
、

自
ら
に
し
て
他
界
を
観
念
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
」
と
論
じ
、
「
詩
思
の
上
に
於
て

地
獄
と
天
堂
に
対
す
る
観
念
ほ
ど
緊
要
な
る
も
の
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
「
他

-78-

界
に
対
す
る
観
念
」
(
明
白

-m)で
、
そ
れ
ら
を
強
く
奨
望
す
る
。

そ
し
て
、
乙
の
内
界
と
他
界
の
結
合
を
求
め
て
、
彼
は
そ
れ
ら
』
「
冥
交
」
、

「
冥
契
」
に
お
く
。

「
而
し
て
設
も
凡
て
の
物
も
一
に
帰
し
、
広
大
な
る
一
が
凡
て
を
占
領
す
。
無

差
別
と
な
り
、
虚
無
と
な
り
、
摸
糊
と
し
て
跨
跡
す
べ
か
ら
ざ
る
者
と
な
る
な
り
。

(
中
略
)
乙
￥
に
至
れ
ば
詩
歌
な
く
景
色
な
く
何
れ
を
我
、
何
を
彼
と
見
分
る
術
な

な
づ
く

き
な
り
、
之
を
冥
交
と
目
ひ
、
契
合
と
も
競
る
な
れ
。
」
(
「
松
島
に
於
い
て
芭

蕉
翁
を
読
む
」
明
お
・

4
)

「
秘
奥
の
潜
む
と
こ
ろ
、
幽
還
な
る
道
眼
の
観
識
を
待
ち
て
無
言
の
冥
契
を
以

て
或
は
看
破
し
得
る
と
こ
ろ
も
あ
る
べ
し
、
然
れ
ど
も
我
は
信
ぜ
ず
伺
者
と
雄
乙

の
『
秘
奥
』
の
淵
に
臨
み
て
其
至
奥
に
沈
め
る
宝
珠
を
採
り
得
ん
と
は
。
」
(
「
心



機
妙
変
を
論
ず
」
明
お
・

9
)

運
動
離
脱
、
後
の
模
索
、
初
い
の
後
、
自
立
の
道
を
内
界
に
求
め
、
そ
の
内
界

と
他
界
と
の
冥
契
に
よ
り
精
神
界
の
定
立
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
い
う
自
己
定
立
の
途
次
、
現
実
に
即
応
し
た
論
理
を
提
示
し
た

山
路
愛
山
、
徳
富
蘇
峰
と
の
別
れ
が
起
こ
る
。
「
事
業
は
尊
ぶ
べ
し
、
勝
利
は
尊

ぷ
ベ
し
、
然
れ
ど
も
高
大
な
る
戦
士
は
斯
の
如
く
勝
利
を
携
へ
て
帰
ら
ざ
る
こ
と

あ
る
な
り
、
彼
の
一
生
は
勝
利
を
目
的
と
し
て
戦
は
ず
、
別
に
大
に
企
図
す
る
と

乙
ろ
あ
り
、
空
を
撃
ち
虚
を
狙
ひ
、
空
の
空
な
る
事
業
を
な
し
て
、
戦
争
の
中
途

に
向
れ
へ
か
去
る
乙
と
を
常
と
す
る
も
の
あ
る
な
り
。
」
(
「
人
生
に
相
渉
る
と

は
伺
の
謂
ぞ
」
明
お
・

2
)
と
も
、
「
高
大
な
る
事
業
は
境
遇
等
に
よ
り
て
(
絶
対

的
に
)
生
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
精
神
の
霊
動
に
基
く
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら

ず
、
人
間
の
窮
通
は
機
会
の
独
断
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
精
神
の
動
静
に

因
す
る
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」
(
「
明
治
文
学
管
見
」
明

m
・
4
1
5
)
と

も
、
精
神
の
自
律
を
強
諭
す
る
。
そ
し
て
、
こ
乙
で
も
く
り
返
し
「
他
界
」
を
措

{
註

3
-

定
す
る
。

「
然
れ
ど
も
精
神
の
自
存
、
自
知
、
自
動
は
、
人
間
の
内
に
の
み
限
る
べ
き
に

あ
ら
ず
、
之
と
相
照
応
す
る
も
の
は
他
界
に
あ
り
、
他
界
の
精
神
は
人
閣
の
精
神

を
動
か
す
こ
と
を
得
べ
し
、
然
れ
ど
も
此
は
人
間
の
精
神
の
覚
醒
の
度
に
応
ず
る

も
の
な
る
べ
し
。
」
(
「
明
治
文
学
管
見
」
明
白
・

4
1
5
)

「
真
に
天
命
を
知
る
は
己
れ
を
知
り
た
る
後
に
あ
り
、
己
れ
を
知
り
、
天
命
を

知
る
が
為
に
は
、
造
化
万
物
情
を
秘
す
る
こ
と
な
く
、
吾
人
を
し
て
縦
に
観
察
し
、

縦
に
学
究
し
、
縦
に
冥
契
す
る
を
得
せ
し
む
。
造
化
を
観
じ
、
人
聞
を
観
じ
、
然

る
後
に
天
を
観
ず
、
詩
人
哲
学
者
宗
教
家
一
々
其
軌
を
異
に
す
る
が
如
し
と
雄
、

帰
す
る
所
は
即
ち
一
な
り
、
(
中
略
)
要
す
る
に
知
識
の
進
歩
の
道
程
に
於
て
盆
水

の
時
に
一
方
に
傾
く
が
如
き
の
み
。
」
(
「
満
足
」
明

m-4)

こ
う
い
う
「
内
界
」

「
他
界
」
措
定
の
中
、
再
度
「
他
界
」
と
の
「
冥
契
」
を

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
「
冥
拐
さ
を
ど
う

し
て
得
る
か
に
つ
い
て
の
言
及
で
、
透
谷
は
そ
れ
を
、
右
の
よ
う
に
、
「
人
閣
の

精
神
の
覚
醒
の
度
」
、
「
知
識
の
進
歩
の
道
程
」
に
お
い
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
か
く
て
、
「
他
界
」
存
立
と
、
そ
れ
と
内
界

と
の
呼
応
に
よ
る
「
自
立
」
の
世
界
構
築
へ
の
道
が
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ゥ
、
体
制
外
変
革
の
構
想

右
の
過
程
を
経
て
、
透
谷
再
度
の
体
制
へ
の
闘
い
が
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
内

化
し
た
世
界
が
一
つ
の
思
想
圏
を
得
て
自
立
し
、
そ
乙
か
ら
体
制
へ
の
働
き
か
け

を
行
う
、
体
制
変
革
を
志
し
た
民
権
運
動
期
と
異
に
し
た
、
更
な
る
闘
い
が
始
ま

る
わ
け
で
あ
る
。
乙
乙
で
透
谷
の
精
神
は
ま
ず
、
次
の
よ
う
に
自
己
の
思
想
の
確

キ
ー
テ
ュ
ア

立
を
は
か
る
。
「
造
化
は
人
聞
を
支
配
す
、
然
れ
ど
も
人
間
も
亦
た
造
化
を
支
配

す
、
人
間
の
中
に
存
す
る
自
由
の
精
神
は
造
化
に
黙
従
す
る
を
肯
ぜ
ざ
る
な
り
。

-79ー

造
化
の
権
は
大
な
り
、
然
れ
ど
も
人
間
の
自
由
も
亦
た
大
な
り
。
人
間
宣
に
造
化

に
帰
合
す
る
の
み
を
以
て
満
足
す
る
こ
と
を
得
べ
け
ん
や
。
」
、
す
な
わ
ち
、

「
造
化
」
を
乙
え
た
「
自
由
の
精
神
」
の
提
起
で
あ
る
。
つ
い
で
、
「
凡
そ
外
部
の

文
明
を
補
益
す
る
こ
と
は
、
何
ぞ
思
想
界
の
達
士
を
煩
は
す
こ
と
を
要
せ
ん
や
。

外
部
の
文
明
は
内
部
の
文
明
の
反
影
な
り
、
」
と
内
部
を
重
視
し
、
「
真

E
の
勧

イ
ン
ナ

l

ラ

イ

フ

懲
は
心
の
経
験
の
上
に
立
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
即
ち
内
部
の
生
命
の
上
に
立
た
ざ

る
べ
か
ら
ず
、
故
に
内
部
の
生
命
を
認
め
ざ
る
勧
懲
主
義
は
到
底
真
正
の
勧
懲
な

り
と
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
い
う
、
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
改
め
て
、
他
界

と
精
神
と
の
呼
応
を
求
め
て
、
「
必
覧
す
る
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
宇
官

の
精
神
即
ち
神
な
る
も
の
よ
り
し
て
、
人
間
の
精
神
即
ち
内
部
の
生
命
な
る
も
の



に
対
す
る
一
種
の
感
応
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
(
中
略
)
乙
の
感
応
は
人
間
の
内
部
の

生
命
を
再
造
す
る
者
な
り
、
」
と
論
じ
到
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
内
部
生
命

論
」
(
明
部
・

5
)
の
論
理
と
構
造
で
あ
る
。

透
谷
は
、
乙
の
、
内
化
を
得
た
世
界
の
構
築
に
依
り
新
し
い
闘
い
を
世
に
始
め

る
。
「
模
倣
」
社
会
で
な
く
「
創
造
」
社
会
の
創
成
で
あ
る
。
「
鳴
呼
不
幸
な
る

は
今
の
国
民
か
な
。
彼
等
は
洋
上
を
渡
り
来
り
た
る
思
想
に
あ
ら
ざ
れ
ば
一
一
顧
の

価
な
し
と
信
ず
る
の
止
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
か
。
彼
等
は
模
倣
の
渦
巻
に
投

げ
ら
れ
て
、
何
時
ま
で
斯
く
て
あ
ら
ん
と
す
る
。
」
と
単
純
模
倣
を
否
み
、
「
今

日
の
思
租
界
達
士
を
侯
つ
こ
と
久
し
、
伺
ぞ
奮
然
と
し
て
起
り
、
十
九
世
紀
の
世

界
に
立
っ
て
恥
づ
る
な
き
創
造
的
勢
力
を
此
の
国
民
の
上
に
打
ち
建
て
、
ざ
る
。
」

(
「
国
民
と
思
想
」
明
お
・

7
)
と
論
じ
た
と
き
、
乙
こ
に
は
、
か
つ
て
体
制
変
革

を
志
し
た
口
吻
と
同
じ
心
の
高
ぶ
り
が
あ
る
。

「
社
会
と
名
づ
け
、
国
家
と
呼
ぶ
も
、
要
す
る
に
個
々
人
間
の
最
上
府
が
、
・
自

由
の
意
志
を
以
て
相
結
托
せ
る
衆
合
幹
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
帰
着
す
る
所
は
一
個

の
最
上
府
な
り
、
震
に
総
て
の
運
命
を
形
成
せ
り
、
愛
に
総
て
の
過
去
と
、
総
て

の
未
来
と
を
注
射
せ
り
、
歴
史
は
其
過
去
を
語
り
、
約
束
は
其
の
未
来
を
談
ず
。

市
し
て
真
個
に
社
会
の
、
国
家
の
、
人
間
の
精
神
た
る
此
の
最
上
府
を
囲
緯
し
、

ヱ

ー

ネ

l

其
の
運
動
を
支
配
し
、
其
の
一
是
及
び
一
非
を
左
右
す
る
も
の
彼
の
『
思
想
』
な

り
と
せ
ば
、
其
の
威
力
の
壮
大
な
る
、
得
て
名
状
す
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
あ
る
な
り
。
」

(
「
思
想
の
聖
殿
」
明
お
・

9
)

少
し
長
く
な
っ
た
が
、
右
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
乙
の
「
社
会
」

「
思
想
」
定
義
の
中
に
も
、
「
思
想
」
確
立
と
そ
の
機
能
へ
の
期
待
の
中
に
も
、
透

-
住

4
}

谷
の
思
い
が
深
々
と
込
め
ら
れ
て
い
る
。
一
度
は
否
定
し
た
観
念
の
世
界
の
再
構

「
国
家
」

築
で
あ
る
。
新
し
き
思
想
世
界
を
得
た
高
ぶ
り
が
生
々
し
く
感
じ
ら
れ
る
文
脈
で

あ
る
。
透
谷
は
こ
の
地
よ
り
形
式
的
な
内
部
追
求
を
再
び
否
定
、
心
よ
り
神
へ
の

直
路
を
述
べ
る
。

「
遮
莫
世
の
所
謂
教
会
な
る
も
の
〉
中
に
愛
と
い
ふ
も
の
h
偶
像
立
て
ら
れ
て

心
は
外
に
あ
り
な
が
ら
仁
者
ら
し
う
説
法
す
る
偽
善
者
の
施
為
は
あ
ま
り
尊
と
き

も
の
に
あ
ら
ず
。
(
中
略
)
切
り
に
基
督
が
愛
す
べ
し
と
教
へ
た
れ
ば
愛
の
行
為
な

か
る
べ
か
ら
ず
と
思
惟
す
る
如
き
は
基
督
を
死
物
に
な
し
て
己
れ
も
共
に
死
滅
す

る
も
の
と
や
言
は
む
。
人
間
の
至
愛
は
必
ら
ず
人
間
の
胸
臆
よ
り
出
で
ざ
る
可
ら

ず
、
愛
憎
の
沙
汰
は
い
づ
れ
軽
浮
な
る
頑
迷
よ
り
出
で
ざ
る
は
あ
ら
ず
、
」
(
「
電

影
草
鹿
淡
話
」
明
お
・

7
)

「
心
の
大
な
る
使
命
は
外
な
る
も
の
と
交
通
す
る
に
あ
り
。
神
と
霊
と
の
親
し

き
関
係
は
心
の
奥
の
秘
宮
に
於
て
あ
り
。
人
は
到
底
孤
立
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。

尤
も
寂
し
き
境
遇
に
あ
る
の
人
尤
も
能
く
神
に
近
く
を
得
る
は
、
そ
の
心
の
思
求

す
る
と
こ
ろ
遂
に
欺
く
べ
か
ら
合
さ
れ
ば
な
り
。
」
(
「
心
の
経
験
」
明

m-m)

そ
こ
は
、
透
谷
の
到
達
し
た
一
つ
の
臨
界
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
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内
部
世
界
の
懸
命
の
構
築
、
そ
こ
よ
り
の
最
後
の
出
陣
と
い
っ
た
姿
で
あ
る
。

ェ
、
ニ
つ
の
内
喪
失

そ
し
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
突
如
、
全
く
唐
突
に
崩
壊
す
る
。
そ
れ
は
ニ
つ
の

一
つ
は
、
世
界
像
変
革
の
闘
い
に
討
っ
て
出
る
、
そ
の
重
要
な

拠
り
所
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
心
」
そ
の
も
の
の
縮
小
で
あ
る
。
透
谷
の
到
達
点
の

形
で
展
開
す
る
。

一
つ
と
い
わ
れ
る
「
万
物
の
声
と
詩
人
」
(
明

m-m)は
次
の
よ
う
に
そ
の
内
景

を
語
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
「
字
官
の
中
心
に
無
絃
の
大
琴
」
が
あ
り
、
「
す
べ

て
の
詩
人
」
は
「
そ
の
傍
に
采
り
て
、
己
が
代
表
す
る
国
民
の
為
に
己
が
育
成
せ

ら
れ
た
る
社
会
の
為
に
、
百
種
千
態
の
音
を
成
す
も
の
な
り
。
」
と
詩
人
の
仕
事

を
述
べ
、
そ
の
詩
人
と
は
、
「
己
れ
の
為
に
生
く
る
に
あ
ら
ず
、
己
れ
が
固
ま
れ



る
ミ
ス
テ
リ
ー
の
為
め
に
生
れ
た
る
な
り
、
」
と
し
て
、
「
そ
の
声
は
己
れ
の
声

に
あ
ら
ず
己
れ
を
囲
め
る
小
天
地
の
声
な
り
」
、
「
渠
を
囲
め
る
小
天
地
は
悲
を

も
悦
を
も
、
彼
を
通
じ
て
発
露
せ
ざ
る
こ
と
な
し
、
渠
は
神
聖
な
る
蓄
音
器
な
り
、
」

と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
詩
人
は
、
万
物
、
自
然
の
声
の
紹
介
者
で
あ
り

媒
介
者
で
あ
る
と
い
う
。

「
万
物
自
然
の
声
、
渠
に
蓄
へ
ら
れ
て
而
し
て
渠
が
為

に
世
に
啓
示
せ
ら
る
。
秋
の
虫
は
そ
の
悲
を
詩
人
に
伝
へ
、
空
の
鳥
は
そ
の
自
由

を
詩
人
に
告
ぐ
。
」
と
続
け
る
。

乙
れ
は
ま
さ
し
く
「
心
」
の
世
界
の
後
退
で
あ
る
。
前
に
見
た
「
真

|
対
|
失
点
息
」
に
始
ま
る
「
心
」
重
視
に
比
べ
る
と
そ
の
差
異
は
大
き
い
。
そ
れ

ら
が
「
天
」
よ
り
も
「
心
」
が
大
な
り
と
論
じ
た
の
に
対
し
、
乙
乙
で
は
詩
人
は

自
ら
を
語
る
の
で
な
く
、
宇
宙
の
心
の
「
蓄
音
器
」
で
あ
り
、
伝
達
者
で
し
か
な

し
か
し
、

ぃ
。
そ
し
て
述
べ
て
き
た
強
靭
な
「
内
」
世
界
も
急
激
に
衰
え
て
ゆ
き
、
あ
と
に
、

自
然
の
「
大
景
」
や
「
幽
寂
」
が
残
る
だ
け
に
な
る
。
一
種
の
東
洋
帰
り
と
も
言

え
る
が
、
内
部
精
神
の
主
張
は
凄
じ
い
勢
い
で
後
退
す
る
の
で
あ
る
。

「
月
は
晩
く
し
て
未
だ
上
る
に
及
ば
ず
。
仰
い
で
蒼
寄
を
観
れ
ば
、
無
数
の
星

宿
紛
糾
し
て
我
が
頭
に
あ
り
。
顧
み
て
我
が
五
尺
を
視
、
更
に
又
内
観
し
て
我
が

内
な
る
も
の
を
察
す
る
に
、
彼
と
我
と
の
距
離
甚
だ
遠
き
に
驚
く
。
不
死
不
朽
、

彼
と
興
に
あ
り
、
衰
老
病
死
我
と
興
に
あ
り
。
鮮
美
透
涼
な
る
彼
に
対
し
て
、
提

み
易
く
折
れ
易
き
我
れ
如
何
に
報
然
た
る
べ
き
ぞ
。
愛
に
於
て
、
我
は
一
種
の
悲

慨
に
撃
た
れ
た
る
が
如
き
心
地
す
。
」
(
「
一
タ
観
」
明
お
・
日
)

ム
ユ
つ
の
喪
失
は
、
右
に
い
う
体
制
外
変
革
路
線
の
途
絶
で
あ
る
。
内
に
徹
し

て
物
の
真
諦
へ
ゆ
き
、
物
と
一
体
化
し
て
天
へ
連
な
る
、
つ
ま
り
、
内
が
嵩
じ
て

他
に
及
び
、
そ
こ
で
の
変
革
を
促
す
と
い
っ
た
内
部
変
革
の
道
が
突
如
切
れ
る
。

現
実
変
革
の
意
識
の
持
続
を
、
現
実
に
応
ず
べ
き
も
の
な
し
と
し
て
断
念
す
る
。

「
今
の
時
代
は
物
質
的
の
革
命
に
よ
り
て
そ
の
精
神
を
奪
は
れ
つ
つ
あ
る
な
り
。

そ
の
草
命
は
内
部
に
於
て
相
容
れ
ざ
る
分
子
の
撞
突
よ
り
来
り
し
に
あ
ら
ず
。
外

部
の
刺
激
に
動
か
さ
れ
て
来
り
し
も
の
な
り
。
革
命
に
あ
ら
ず
移
動
な
り
。
」
と

「
漫
罵
」
(
明

m-m)の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
喪
失

と
は
二
つ
に
し
て
一
っ
と
も
い
え
る
。
透
谷
内
像
の
崩
壊
で
あ
る
。
そ
乙
に
何
が

い
っ
た
、

あ
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

一一一、

透
谷
の
遺
響

改
め
て
、
透
谷
全
像
に
帰
っ
て
み
よ
う
。
結
局
、
透
谷
生
涯
に
わ
た
っ
た
も
の
、

透
谷
の
問
い
続
け
た
も
の
と
は
何
か
。

一
言
で
言
え
ば
、
「
徹
底
し
た
内
部
追
求
」

と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
内
を
徹
し
て
、
そ
の
骨
髄
に
ゆ
く
。
物
と
一
体
化
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し
、
天
と
神
に
連
な
る
、
「
真
正
の
勧
懲
」
は
「
内
部
の
生
命
」
よ
り
な
り
、

そ

れ
を
貫
く
と
「
字
官
の
精
神
」
に
通
じ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
内
界
追
求
に
よ

る
自
然
、
宇
宙
と
の
通
路
の
発
見
、
そ
れ
が
透
谷
の
志
で
あ
り
、
透
谷
の
経
由
し

た
思
考
の
道
程
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
内
化
を
心
底
に
据
え
た
と
き
、
世

の
す
べ
て
が
、
虚
偽
、
偽
善
の
重
な
り
に
見
え
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
告
発

と
断
裁
が
透
谷
の
文
脈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
現

れ
た
、
政
治
、
経
済
、
文
化
、
思
想
、
文
学
、
社
会
運
動
、
宗
教
活
動
等
々
の
全

般
に
お
け
る
欺
踊
性
へ
の
問
い
か
け
が
、
透
谷
の
内
底
か
ら
込
み
あ
げ
て
く
る
の

で
あ
る
。

た
だ
、
透
谷
の
論
理
に
問
題
は
あ
っ
た
。
彼
は
内
界
の
追
求
に
よ
り
精
神
の
自

由
を
求
め
、
た
め
に
、
自
然
、
宇
宙
の
真
な
る
も
の
と
の
連
携
を
論
じ
た
。
そ
し

て
、
た
め
に
彼
は
両
者
を
繋
ぐ
に
、
「
冥
契
」
「
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
く
り



返
し
述
べ
た
。
神
、
天
、
宇
宙
、
自
然
と
の
呼
応
を
得
て
、
現
実
の
力
や
論
理
の

組
み
立
て
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
の
「
冥
契
」
を
ど

の
よ
う
に
し
て
得
る
か
は
あ
っ
た
。
そ
乙
に
論
理
は
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
方
法

は
な
い
。
そ
の
接
点
で
透
谷
の
出
し
た
答
は
、
「
人
聞
の
覚
醒
の
度
」
で
あ
り
、

「
知
識
の
進
歩
の
度
合
」
で
あ
っ
た
。
乙
れ
ら
に
つ
い
て
修
身
的
努
力
の
問
題
で

解
く
方
法
が
一
つ
で
あ
ろ
う
。
徳
富
蘇
峰
や
植
村
正
久
た
ち
は
そ
乙
に
道
を
お
似

た
。
求
道
的
に
も
道
義
的
に
も
、
自
彊
が
最
も
解
し
易
い
答
で
あ
っ
た
。
蘇
峰
は

「
自
修
」
と
い
う
。
透
谷
は
今
一
つ
の
答
を
考
え
た
。
そ
れ
は
各
個
の
「
熱
意
」

と
「
情
熱
」
に
よ
る
道
で
あ
る
。

「
熱
意
と
は
伺
ぞ
や
。
感
情
の
激
甚
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
感
情
の
中
の
感
情

た
る
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
、
且
つ
湧
き

E
つ
静
ま
り
、

E
つ
燃
え
且
つ
消
ふ
る
感

情
の
、

一
定
の
事
物
の
上
に
接
続
し
て
、
連
鎖
の
如
き
現
象
を
呈
す
る
者
即
ち
熱

「
熱
意
は
凡
て
の
事
業
に
結
局
を
与
ふ
る
者
な
り
。
痴
情

意
な
り
。
」
と
述
べ
、

の
熱
意
に
は
、
痴
情
の
結
局
を
見
る
の
意
味
あ
り
。
節
義
の
熱
意
に
は
節
義
の
結

局
を
見
る
の
意
味
あ
り
。
熱
意
は
常
に
結
局
を
院
ん
で
立
て
り
。
熱
意
の
終
わ
る

と
と
ろ
は
結
局
に
あ
り
。
」
(
「
熱
意
」
明
部
・

6
)
と
結
ぶ
と
き
、
そ
れ
は
事
に

対
す
る
「
方
法
」
で
あ
り
「
結
論
」
で
も
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

ー「

凡

そ
美
術
の
壮
快
を
極
む
る
も
の
、
荘
厳
を
極
む
る
も
の
、
優
美
を
極
む
る
も
の
、

必
ら
ず
其
の
根
底
に
於
て
情
熱
を
具
有
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
内
に
欝
惇
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
あ
り
て
、
而
し
て
外
に
異
粉
あ
る
光
線
を
放
つ
べ
し
、
情
熱
は
す
べ
て

乙
の
も
の
に
奇
異
な
る
洗
礼
を
施
す
も
の
な
り
、
」
、
こ
の
よ
う
に
「
情
熱
」
を

重
視
、
「
『
神
聖
』
と
い
ふ
語
、
『
純
潔
』
と
い
ふ
語
な
ど
に
、
無
量
の
味
あ
る

所
以
の
も
の
は
必
寛
或
度
ま
で
は
比
較
的
の
も
の
に
し
て
、
情
熱
と
纏
繋
す
る
に

始
ま
り
て
情
熱
の
最
後
の
洗
礼
に
よ
り
て
終
に
殆
ん
ど
絶
対
的
の
奇
観
を
呈
す
。
」

(
「
情
熱
」
明
部
・

9
)
と
ま
で
言
う
。
「
熱
意
」
、
「
情
熱
」
と
も
に
一
つ
の
究
極

の
価
値
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
、
乙
の
「
熱
意
」

「
情
熱
」
乙
そ
透

谷
自
身
の
姿
で
あ
る
と
と
も
に
、
透
谷
論
理
の
論
眠
で
あ
り
、
強
さ
で
あ
り
ま
た
、

透
谷
の
限
界
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

透
谷
と
星
野
天
知
と
が
会
っ
た
と
き
、
最
初
の
会
話
は
乙
こ
に
始
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
、
主
論
脈
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

「
或
夏
の
午
後
、
私
の
本
町
宅
へ
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
ス
テ
ッ
キ
の
有
腎
壮
士
が
、

紺
併
の
単
衣
に
白
木
綿
の
兵
子
帯
と
い
ふ
風
采
で
、
突
如
『
天
知
さ
ん
は
居
ま
す

か
、
北
村
で
す
が
、
』
と
訪
問
し
た
。
(
中
略
)
此
日
は
情
熱
の
事
か
ら
始
ま
っ
て
、

空
虚
文
学
、
没
趣
味
、
没
理
想
の
慨
嘆
に
花
が
咲
い
て
時
の
移
る
を
も
覚
え
ず
、

轄
て
夜
食
が
出
る
、
(
中
略
)
枕
を
排
し
て
、
社
会
思
想
の
低
級
、
宗
教
家
の
停
頓
、

学
者
の
没
理
想
等
等
に
付
て
痛
憤
止
ま
ず
、
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日
高
く
昇
っ
た
の
で
、
勿
慢
と
し
て

透
谷
は
去
っ
た
。
」
(
星
野
天
知
「
黙
歩
七
十
年
」
回
目

-m)

藤
村
が
透
谷
を
語
る
と
き
も
「
パ
ッ
シ
ョ
ン
」
(
「
北
村
透
谷
の
短
き
一
生
」

大
元

-m)を
語
る
。
し
か
し
、
「
熱
意
」
、
「
情
熱
」
と
は
向
か
、
懸
命
に
行
え

ば
道
は
聞
か
れ
る
で
は
、
論
理
の
道
と
し
て
は
弱
い
。
透
谷
の
論
理
は
乙
こ
に
到
つ

て
途
絶
え
る
。
「
覚
醒
」
の
道
や
「
冥
契
」
の
道
へ
の
方
法
を
ど
こ
に
得
る
か
。

乙
れ
が
得
ら
れ
ぬ
と
き
、
再
び
内
界
の
地
獄
は
お
こ
り
、
獄
卒
が
身
を
責
め
る
。

し
か
し
な
ぜ
急
激
に
体
制
外
変
革
、
が
消
え
た
の
か
、
ま
だ
日
清
戦
争
は
始
ま
っ

て
い
な
い
。
構
築
し
た
論
理
の
脆
弱
を
語
る
に
は
ま
だ
時
の
刻
削
が
足
ら
な
い
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
透
谷
自
身
、
経
験
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
ぞ
れ
以
後
、

透
谷
が
問
題
と
す
る
な
ら
、
民
権
運
動
離
脱
の
転
身
よ
り
も
、
乙
の
転
身
を
乙
そ

論
ず
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
思
担
の
本
義
は
そ
乙
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
語
り

え
ぬ
ま
ま
、
透
谷
は
自
ら
の
生
を
絶
つ
。



再
び
片
岡
良
一
氏
の
と
こ
ろ
に
帰
る
な
ら
、
乙
の
三
つ
の
闘
い
の
過
程
、
そ
し

て
、
主
、
従
論
理
の
過
程
の
い
ず
れ
に
眼
を
注
ぐ
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
学
史
が

問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
あ
た
り
の
霊
鉛
に
よ
っ
て
、
透
谷
論
、
透
谷
研

究
も
動
い
て
き
た
感
が
あ
る
。
多
く
評
家
は
透
谷
に
よ
り
つ
つ
、
自
ら
を
語
る
と

い
う
。
語
ら
れ
る
べ
き
内
意
を
透
谷
は
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
早
く
に
色
川
大

吉
氏
や
小
田
切
秀
雄
氏
の
論
点
は
第
一
の
闘
い
に
あ
っ
た
。
体
制
変
革
の
闘
い
の

-住

6

-

A

注

7
】

前
史
を
色
川
大
吉
氏
が
、
後
史
の
文
学
へ
の
道
を
小
田
切
氏
が
問
う
。
そ
の
聞
の

A

佳

s-

暗
部
解
明
に
当
っ
た
樋
谷
秀
昭
氏
は
、
透
谷
訪
僅
の
基
底
を
問
う
た
。
笹
淵
友
一

【住
9
-

氏
は
第
二
の
闘
い
の
道
程
に
主
力
が
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
介
在
か
ら
『
文
学

界
』
を
通
し
て
自
立
に
到
る
道
の
開
示
を
試
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
平
岡
敏
夫
氏

『佳
M
V

の
論
理
は
、
第
こ
か
ら
第
三
の
闘
い
の
道
程
に
あ
っ
た
。
近
代
的
自
我
に
か
か
わ

り
つ
つ
論
じ
あ
っ
た
小
田
切
・
平
岡
論
争
は
、
両
者
の
論
理
の
力
点
の
垣
間
、
互

い
の
論
拠
の
ず
れ
の
上
に
存
立
し
た
感
が
あ
る
。
そ
の
中
、
各
氏
は
、
透
谷
を
語

り
つ
つ
い
つ
か
自
ら
を
語
っ
た
と
も
言
え
る
。
透
谷
を
実
り
だ
す
は
ず
の
も
の
が

多
々
自
ら
を
語
る
乙
と
と
も
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
乙
に
む
し
ろ
逆
に
透
谷
の
特
質

が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
研
究
者
や
評
家
を
他
の
日
本
の
文
学
者
は
さ
ほ
ど
持
た
ぬ

は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
透
谷
三
つ
の
闘
い
は
、
日
本
近
代
文
学
史
全
般
に
も
敷
伺
し
う

る
大
き
さ
を
持
つ
と
一
吉
一
回
え
ば
少
し
事
を
広
げ
す
ぎ
た
と
言
わ
れ
ょ
う
か
。
政
治
と

文
学
、
文
学
と
自
我
、
文
学
と
宗
教
、
文
学
と
美
、
国
家
と
文
学
、
思
想
と
文
学

そ
し
て
文
学
と
実
存
な
ど
な
ど
と
た
ど
る
な
ら
、
透
谷
の
三
つ
の
闘
い
は
、
日
本

一
つ
の
原
水
服
で
あ
る
。
し
か
し
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
乙
に
は
継
承
し
え
ぬ
世
界
が
残
っ
て
も
い
た
。
「
蓬
莱
曲
」

近
代
に
深
々
と
か
か
わ
っ
て
く
る
感
が
す
る
。

等
に
か
h

わ
る
劇
詩
の
世
界
、
他
界
の
追
尋
、
内
界
の
地
獄
を
語
る
「
我
牢
獄
」

の
追
求
、
そ
し
て
、
「
漫
罵
」
に
か
か
わ
る
日
本
近
代
そ
の
も
の
の
全
像
垂
鉛
、

そ
し
て
何
よ
り
、
透
谷
の
自
死
に
か
か
わ
る
国
家
と
思
組
創
造
の
問
題
等
。
す
ぐ

れ
て
現
代
的
な
問
題
は
、
そ
こ
か
ら
繭
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
は
透
谷
自
死

の
近
因
に
は
な
い
、
そ
う
い
っ
た
思
想
の
道
程
と
そ
の
先
き
行
き
に
あ
っ
た
。

小
田
切
秀
雄
『
北
村
透
谷
論
』
(
回
必
・

4
、
八
木
書
居
)

色
川
大
吉
『
明
治
精
神
史
』
(
昭
卸
・

6
、
黄
河
書
房
)

拙
稿
「
『
進
化
論
』
の
狭
聞
に
て
|
透
谷
と
自
律
|
」
(
昭
白
・
7

『
研
究
論
文
集
』
八
佐
賀
大
学
教
育
学
部
〉
)

注
3
、
乙
の
当
時
、
民
権
運
動
の
方
向
回
避
と
し
て
政
府
は
二
宮
尊
徳
の
報

徳
思
想
を
鼓
吹
し
た
と
い
う
(
鹿
地
政
直
『
明
治
の
思
想
』
昭
泊
・

7
、

注

l
、

注
2
、
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筑
摩
書
房
)
。
観
念
者
か
ら
生
活
者
へ
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
、
透

谷
も
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
視
点
は
、
尊
徳
の
実
学
で
な
く
、

そ
の
内
発
性
に
あ
っ
た
。
透
谷
は
、
「
翁
は
稀
代
の
理
財
家
に
し
て
、
而

イ
ン
ナ
ア
ラ
イ
フ

し
て
独
得
の
大
信
仰
を
有
し
、
天
来
の
心
内
生
に
よ
り
て
終
生
を
犠
牲

的
に
職
事
し
了
り
た
る
人
傑
な
り
。
」
(
「
二
宮
尊
徳
翁
」
明
白
・
日
)
と

一
言
う
。
こ
れ
ら
も
愛
山
分
岐
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

注
4
、
拙
稿
「
批
評
の
生
成
!
『
国
民
と
思
想
』
試
考
l
」
(
平

3
-
H
『日

本
文
学
』
)

注
5
、

拙
稿
「
静
思
余
録
・
文
学
断
片
」
(
『
民
友
社
文
学
・
作
品
論
集
成
』

平
4
・
3
、
=
二
書
房
)

拙
稿
「
植
村
正
久
『
真
理
一
斑
』
の
機
構
」
(
平
4
・
2

「
広
島
女
子

大
学
文
学
部
紀
要
」
)



注
6
、

前
掲
注
l

前
掲
注
2

注
7
、

注
8
、

『
近
代
の
奈
落
』
(
回
日
・
4

国
文
社
)

注
9
、

『
「
文
学
界
」
と
そ
の
時
代
上
』
(
問

MA--
明
治
書
院
)

『
北
村
透
谷
研
究
』
(
昭
担
・
6
、
有
精
堂
)

追
、
本
稿
の
も
と
は
第
二
回
北
村
透
谷
研
究
会
(
平
4
・
6
・
6
)
に
お
け
る
、

注
叩
、

「
透
谷
の
問
い
か
け
る
も
の
」
の
標
題
の
も
と
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
報
告
し
た

も
の
で
あ
る
。
た
め
に
、
そ
の
テ
l
マ
の
内
意
が
本
稿
に
も
あ
る
。
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