
良
寛
詩
集
系
統
序
論
（
上
）

－
　
自
筆
稿
本
『
草
堂
詩
集
』
に
つ
い
て
　
ー

は
じ
め
に
　
　
良
寛
詩
集
諸
本
の
概
要

今
日
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
良
寛
詩
集
の
請
書
に
見
る
、
良
寛
漢
詩
の
テ
キ
ス

ト
（
本
文
）
は
極
め
て
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
傭
質
」
と
題
さ
れ
る
詩
の

第
一
句
「
家
在
荒
村
紀
壁
立
」
の
下
三
字
を
、
あ
る
い
は
「
裁
壁
立
」
に
作

り
、
あ
る
い
は
「
半
無
壁
」
に
作
り
、
あ
る
い
は
「
空
四
壁
」
に
作
る
、
と
い

（1）

ぅ
が
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
誤
伝
で
は
な
い
。
良
寛
自
身
が
こ
う
し
た

多
様
な
テ
キ
ス
ト
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
良
寛
詩
集
の
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
良
寛
自
筆

の
詩
集
稿
本
、
ま
た
は
他
筆
の
写
本
に
よ
っ
て
流
布
し
て
い
る
詩
集
で
あ
る
。

自
筆
本
は
、
流
布
本
系
の
写
本
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
新
し
い
。
『
草
堂
詩
兵
』
・
『
草
堂
焦
（
昇
華
）
』
・
興
善
寺

（2）

本
『
草
堂
集
』
・
『
小
楷
詩
巻
』
等
数
本
が
現
存
す
る
。
各
々
の
稿
本
の
収
録
作

品
の
多
く
は
相
互
に
共
通
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
字
句
は
稿
本
に
よ
っ
て

か
な
り
の
異
同
が
あ
る
。

一
方
、
他
筆
の
写
本
に
よ
り
伝
存
す
る
詩
集
は
、
早
く
か
ら
良
寛
漢
詩
の
主

要
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
通
行
し
て
い
る
。
こ
の
流
布
本
系
の
詩
集
は
良
寛
自
筆

の
詩
集
稿
本
を
そ
の
ま
ま
筆
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
筆
稿
本
を
も
と
に
し

下
　
　
田
　
　
祐
　
　
輔

て
良
寛
以
外
の
人
の
手
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
開
版
に

は
至
ら
な
い
ま
ま
、
写
本
に
よ
っ
て
流
布
し
て
い
っ
た
。
現
存
す
る
写
本
は
、

鈴
木
嘉
校
『
草
堂
集
』
と
、
『
草
庵
集
』
の
名
で
知
ら
れ
る
詩
集
と
の
二
系
統

に
大
別
さ
れ
る
。
両
者
の
所
収
作
品
の
大
部
分
は
共
通
し
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
も

大
差
は
な
い
。
だ
が
詩
篇
の
排
列
の
仕
方
は
全
く
異
な
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
流

布
本
系
の
写
本
は
、
現
存
の
ど
の
自
筆
稿
本
と
も
字
句
の
完
全
な
一
致
を
見
な

い
。
従
っ
て
流
布
本
系
の
詩
集
の
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た
は
ず
の
自
筆
稿
本

は
、
現
存
の
ど
の
自
筆
稿
本
と
も
別
の
も
の
で
あ
る
と
推
削
さ
れ
る
が
、
そ
れ

に
当
た
る
稿
本
の
所
在
は
今
日
な
お
不
明
で
あ
る
。

さ
て
、
現
存
自
筆
稿
本
に
は
何
れ
も
、
良
寛
自
身
の
筆
に
よ
っ
て
字
句
の
改

変
の
書
き
込
み
が
施
さ
れ
て
い
て
、
良
寛
が
稿
本
を
作
る
ご
と
に
繰
り
返
し
推

敲
を
行
っ
た
様
子
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
推
敲
の
経
過
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
良

寛
が
そ
の
詩
に
目
指
し
て
い
た
も
の
を
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
自
筆
稿
本
は
い
ず
れ
も
、
執
筆
時
期
や
執
筆
の
事
情
に
関
す

る
記
述
を
全
く
欠
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
現
状
で
は
、
流
布
本
系
を
含
め
、
ど

の
本
文
を
以
て
定
稿
あ
る
い
ほ
最
終
稿
と
す
べ
き
か
す
ら
明
確
で
は
な
く
、
各

稿
本
の
成
立
時
期
・
成
立
順
序
も
曖
昧
な
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

良
寛
詩
集
の
諸
本
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
考
察
は
、
管
見
に
入



る
限
り
、
『
良
寛
全
集
』
　
（
昭
和
一
二
十
四
年
）
に
於
け
る
東
郷
豊
治
氏
の
論
が

唯
l
の
も
の
で
あ
る
。
氏
は
自
筆
本
『
草
堂
整
　
骨
撃
』
、
及
び
写
本
『
草
庵

集
』
・
写
本
『
草
堂
集
』
（
鈴
木
本
）
に
つ
い
て
、
収
録
詩
数
、
詩
篇
の
排
列
、

字
句
の
異
同
等
を
検
討
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
位
喝
つ
け
ら
れ
た
。
即
ち
、

『
貰
華
』
は
初
期
の
未
定
稿
本
で
あ
る
。
そ
れ
に
良
寛
が
推
敲
を
施
し
た
〝
新

稿
本
〟
（
所
在
未
詳
）
を
何
者
か
が
借
受
け
、
筆
写
し
た
の
が
『
草
庵
祭
』
で
あ

る
。
そ
の
後
良
寛
が
さ
ら
に
推
敲
を
重
ね
た
〝
新
々
稿
本
″
（
所
在
未
詳
）
を

も
と
に
、
『
草
堂
集
』
（
鈴
木
本
）
が
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
新
々
稿
本
が
定

稿
本
で
あ
る
。
以
上
が
、
東
郷
氏
説
の
要
旨
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

後
新
た
に
自
筆
稿
本
『
草
堂
詩
集
』
等
の
伝
本
の
存
在
が
知
ら
れ
る
に
従
っ

て
、
東
郷
氏
説
は
不
備
を
来
し
て
お
り
、
再
検
討
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

諸
本
問
で
異
な
る
テ
キ
ス
ト
を
、
推
敲
の
観
点
か
ら
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る

（3）

試
み
も
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
問
の
相
異
な
る
表
現
を
比
較
検
討
し
、
作
品
の
仕
上

が
り
具
合
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
成
立
順
序
を
推
定
す
る
と
い
う
方
法
で
あ

る
。
こ
う
し
た
考
察
は
な
お
部
分
的
な
試
み
に
留
ま
っ
て
お
り
、
良
寛
の
詩
作

の
全
容
を
包
括
す
る
統
一
的
な
研
究
の
推
進
が
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
作
品
の
読
み
に
出
発
す
る
こ
の
方
法
で
ほ
、
と
も
す
れ
ば
既
存

の
、
或
い
は
論
者
の
主
観
の
も
と
に
設
定
さ
れ
た
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
、
作

品
の
評
価
が
下
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
が
良
寛
自
身
の
持
つ
価
値
基
準
に
合

致
し
て
い
る
と
い
う
保
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
実
際
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ

っ
て
こ
れ
ま
で
に
導
き
出
さ
れ
た
結
果
は
、
必
ず
し
も
単
l
で
は
な
い
の
で
あ

る
。そ

も
そ
も
、
自
作
品
に
関
し
て
の
言
及
を
ほ
と
ん
ど
残
し
て
い
な
い
良
寛

の
、
作
品
に
対
す
る
価
値
意
識
を
（
と
り
わ
け
個
々
の
表
現
に
即
し
て
）
正
確

に
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
役
は
当
時
の
洪
詩
壇
か
ら
離
れ
て
白
山

な
立
場
で
詩
作
を
行
っ
て
い
た
模
様
で
あ
る
が
、
そ
の
営
み
は
、
「
執
謂
我
詩

々
　
我
詩
非
是
詩
　
知
我
詩
非
詩
　
始
可
与
言
詩
」
（
『
草
堂
詩
集
』
天
巻
）
等

の
詩
に
窺
わ
れ
る
如
く
、
彼
独
自
の
価
値
意
識
に
支
え
ら
れ
て
の
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
正
し
く
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も

の
の
、
テ
キ
ス
ト
の
成
立
順
序
が
不
明
確
な
ま
ま
で
は
、
そ
れ
を
精
密
に
考
究

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
ま
ず
、
作
品
の
読
み
以
外
の
手
が
か
り
を
可
能
な
限
り
求
め
、
テ

キ
ス
ト
の
成
立
順
序
を
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
稿
で
は
テ
キ
ス

ト
問
の
字
句
の
相
異
・
一
致
と
い
っ
た
、
極
め
て
外
面
的
な
要
素
の
検
討
か
ら

出
発
し
た
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
良
寛
自
筆
詩
集
稿
本
の
中
で
は
い
ま
や
そ
の
存
在
が
最
も

重
視
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
な
ま
ま
と
な
っ
て

い
る
『
草
堂
詩
集
』
を
中
心
に
検
討
す
る
。

一
　
『
草
堂
詩
集
』
の
構
成

『
草
堂
詩
集
』
は
〝
天
・
地
・
人
の
三
巻
か
ら
成
る
良
寛
自
筆
の
詩
集
稿

本
〟
と
し
て
知
ら
れ
る
。
各
巻
と
も
、
推
敲
に
際
し
て
の
書
き
込
み
が
お
び
た

だ
し
く
施
さ
れ
て
お
り
、
草
稿
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
も
の
の
、
現
存
の
自

筆
稿
本
の
中
で
は
、
質
・
孟
と
も
に
最
も
充
実
し
た
も
の
と
目
さ
れ
る
た
め
、

最
近
で
は
、
良
寛
漢
詩
評
釈
の
底
本
と
し
て
、
従
来
の
流
布
本
系
テ
キ
ス
ト
に

代
わ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
詩
集
に
は
、
か
な
り
多
く
の
詩
篇
の
重
出
が
あ
る
と
さ
れ
て

お
り
、
し
か
も
、
そ
の
各
々
の
問
に
は
、
字
句
の
異
同
が
存
す
る
。
こ
の
重
複

（
－
）

詩
篇
の
扱
い
方
に
つ
い
て
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
本
書
が
一
二
巻
か
ら
成
る
と
す
る
見
方
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ



る
が
、
こ
の
点
に
は
大
き
な
疑
問
が
存
す
る
。
以
下
、
考
察
す
る
。

『
草
堂
詩
集
』
　
の
原
本
は
、
新
潟
県
西
関
原
郡
分
水
町
地
蔵
堂
、
木
田
家

蔵
。
『
昌
美
』
二
一
〇
・
二
一
三
号
（
昭
和
四
十
六
年
）
所
収
の
写
真
図
版
に

よ
り
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
次
に
各
巻
の
概
葵
を
示
す
。

＊
1
　
〔
　
〕
内
は
、
『
国
夫
』
二
一
〇
二
一
一
三
号
の
＜
訓
釈
＞
に
於
け
る

作
品
通
し
番
号
に
基
づ
く
作
品
数
。
こ
の
作
品
番
号
ほ
、
天
か
ら
人
ま
で

三
巻
通
し
の
番
号
で
あ
り
、
ま
た
詩
集
本
文
中
の
行
間
等
に
小
字
で
告
き

込
ま
れ
た
作
品
を
含
め
て
い
る
。
右
に
記
し
た
の
は
こ
の
書
き
込
み
の
作

品
を
挽
い
た
作
品
数
で
あ
る
。
尚
、
以
下
に
用
い
る
作
品
番
号
は
し
ば
ら

く
今
日
通
行
す
る
『
墨
美
』
の
も
の
に
従
う
が
、
天
・
地
・
人
の
巻
の
別

を
併
せ
記
す
こ
と
と
す
る
。

＊
2
　
最
後
の
第
五
十
三
首
は
、
最
終
丁
ウ
ラ
の
最
後
の
行
ま
で
書
か
れ
て
い

る
も
の
の
、
未
完
の
ま
ま
紙
幅
が
尽
き
て
い
る
。
人
巻
に
は
、
こ
の
あ
と

に
更
に
少
な
く
と
も
一
丁
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。

右
の
如
く
、
所
収
作
品
の
形
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
毎
に
統
一
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
集
が
編
成
さ
れ
る
に
際
し
、
詩
兵
と
し
て
の
体
裁
が
あ

る
程
度
留
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

天
巻
と
人
巻
と
は
、
と
も
に
「
雑
詩
」
の
集
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
四
十
八
首
も
の
作
品
を
両
巻
に
〝
重
複
″
し
て
収
銀
す
る
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
兎
接
す
る
作
品
の
全
て
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
一
・
二
字
、
多
い
も

の
で
は
作
品
全
体
に
わ
た
っ
て
、
字
句
の
異
同
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
、
天
と
人
と
の
二
つ
の
巻
が
、
当
初
か
ら
一
つ
の

詩
集
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
計
画
的
に
併
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
か
は
、
大
い

に
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
は
「
草
堂
詩
集
」
の

題
の
も
と
に
、
一
連
の
巻
名
を
付
与
せ
ら
れ
、
一
つ
の
詩
集
で
あ
る
も
の
の
如

（5）

く
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
こ
の
点
に
関
す
る
疑
問
が
あ
ま
り
取
沙
汰

さ
れ
な
い
の
は
、
あ
る
い
は
、
本
集
は
い
わ
ば
手
控
え
的
な
草
稿
に
過
ぎ
な
い
、

（6）

と
い
う
見
方
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
木
集
は
草
稿
に
は
違
い
な
い
。

だ
が
、
そ
の
構
成
や
書
き
込
み
等
を
細
か
く
見
て
ゆ
く
と
、
本
条
は
無
計
画
に
綴

っ
た
単
な
る
手
控
え
で
は
な
く
、
収
録
作
品
の
取
捨
を
施
し
、
体
裁
の
整
っ
た

自
撰
詩
集
を
作
る
た
め
の
草
稿
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
）

そ
も
そ
も
、
こ
の
詩
集
名
と
巻
名
は
何
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、

ま
ず
、
「
草
堂
詩
集
」
な
る
題
は
、
良
寛
自
筆
の
原
表
紙
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
良
寛
自
身
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ

へ

7

）

の
原
表
紙
は
、
三
巻
の
う
ち
の
天
巻
に
の
み
付
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
と
は
い

え
、
左
肩
に
「
草
堂
詩
集
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
は
か
に
、
そ
の
余
白
に
は
漢

詩
が
三
首
、
見
返
し
に
は
和
歌
が
七
首
、
細
か
い
字
で
び
っ
し
り
書
き
つ
け
ら

れ
て
お
り
、
草
稿
本
体
の
延
長
の
如
き
も
の
と
も
言
え
る
。
こ
の
原
裏
紙
に

は
、
巻
名
は
な
ん
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。

巻
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
各
巻
に
後
装
さ
れ
た
外
表
紙
で
あ
る
。
そ
れ

ら
に
は
洋
画
家
、
中
村
不
折
氏
の
筆
で
、
「
草
堂
詩
集
　
天
（
地
・
人
）
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
題
は
原
表
紙
に
拠
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
巻
名
は
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計

表
中
の
作
品
の
排
列
は
天
巻
の
排
列
順
序
に
従
い
、

冒
頭
句
は
天
巻
所
収
テ
キ
ス
ト
に
拠
っ
た
。

詩
句
数
は
各
巻
に
於
け
る
推
堅
剛
の
も
の
。
推
敲
に
よ
っ
て
増
減
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
示
さ
な
い
。



何
に
よ
る
も
の
か
、
定
か
で
な
い
。
推
察
す
る
に
、
こ
れ
ら
三
相
の
稿
本
が
ひ

と
ま
と
め
に
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
よ
り
、
後
世
、
こ
の
三
冊
は
一
連
の

も
の
と
判
断
さ
れ
、
三
巻
と
も
ど
も
「
草
堂
詩
集
」
の
題
に
よ
っ
て
括
ら
れ
、

「
天
・
地
・
人
」
の
巻
名
が
与
え
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
処
置
が
、
果
し
て
良
寛
の
詩
集
編
成
の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る

か
、
疑
問
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
所
収
詩
篇
の
大
部
分
が
重
複
す
る
天
巻
と

人
巻
と
は
、
元
来
『
草
堂
詩
集
』
を
と
も
ど
も
構
成
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。
む
し
ろ
、
同
じ
雑
詩
の
集
の
一
箪
稿
本
（
初
稿
で
は
な
い
）
と
そ
の
再
稿

本
で
あ
る
、
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
両
巻
執
筆
時
期
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二
　
天
巻
と
人
巻
と
の
先
後
関
係

雑
詩
の
集
で
あ
る
天
巻
と
人
巻
と
に
は
、
い
ず
れ
も
全
体
に
亙
っ
て
推
敲
の

書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
き
込
み
字
句
を
手
が
か
り
と
し
て
、
両

巻
の
先
後
関
係
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
二
つ
の
革
稿

本
、
甲
稿
、
乙
稿
に
と
も
に
収
録
さ
れ
る
詩
篇
に
つ
い
て
、
甲
稿
に
施
さ
れ
た

（8）

推
敲
の
結
果
が
、
乙
稿
の
本
行
字
句
に
一
致
す
る
と
き
、
＜
ま
ず
甲
稿
が
書
か

れ
、
そ
れ
に
推
敲
が
施
さ
れ
た
の
ち
、
乙
稿
が
書
か
れ
た
＞
と
判
断
さ
れ
よ

（9）

う
。
こ
れ
を
天
巻
と
人
巻
と
に
当
て
朕
め
れ
ば
、
ま
ず
、
次
の
如
き
箇
所
が
見

出
だ
さ
れ
る
。
（
矢
印
は
見
か
け
の
改
案
の
方
向
を
表
す
。
引
用
箇
所
は
通
行

（10）

の
字
体
に
依
り
、
抹
消
符
号
が
施
さ
れ
て
い
る
字
に
は
右
傍
線
を
付
し
た
。
踊

字
に
は
相
当
す
る
字
を
当
て
た
。
以
下
同
じ
。
）

a
　
人
巻
テ
キ
ス
ト
の
書
き
込
み
字
句
と
、
天
巻
テ
キ
ス
ト
の
本
行
字
句
と
が

一
致
す
る
。

旧
l
鹿
l

（
例
）
　
人
1
9
3
　
蓼
蓼
春
已
莫
　
1
　
　
天
9
　
寂
寂
春
已
幕

右
の
例
の
字
句
を
辿
る
と
、
ま
ず
人
巻
で
推
昭
か
行
わ
れ
、
次
に
そ
れ
に
基

づ
い
て
天
巻
が
書
か
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

次
に
、
甲
稿
で
は
字
句
の
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、
乙
稿
に
て
改
変

が
行
わ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
、
甲
稿
の
字
句
が
乙
稿
の
改
変
前
の
本
行
字

句
と
一
致
す
る
な
ら
ば
、
＜
甲
稿
が
作
ら
れ
た
後
、
乙
稿
が
書
か
れ
、
そ
こ
で

初
め
て
字
句
の
改
変
が
行
わ
れ
た
＞
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
次
の
よ

う
な
場
合
で
あ
る
。

b
　
人
巻
テ
キ
ス
ト
の
本
行
字
句
（
改
変
さ
れ
な
い
）
と
、
天
巻
テ
キ
ス
ト
の

本
行
字
句
（
政
変
前
）
と
が
一
致
す
る
。

□

（
例
）
　
人
l
g
9
　
尋
思
少
年
時
　
1
　
天
2
1
　
尋
思
少
年
時

右
の
例
の
場
合
、
人
巻
が
作
成
さ
れ
推
敲
が
施
さ
れ
た
時
点
で
は
、
右
の
箇

所
で
の
字
句
の
改
変
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
続
い
て
天
巻
が
作
成
さ
れ
更
に

推
敲
が
進
め
ら
れ
た
際
、
初
め
て
改
変
が
行
わ
れ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
天
巻
が
人
巻
よ
り
先
に
書
か
れ
た
と
見
る
こ
と
は
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
天
巻
と
人
巻
と
の
問
に
は
、
こ
れ
と
は
全
く
逆
の
様
相
を
皇
す

る
箇
所
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
挙
げ
る
C
・
d
ほ
そ
れ
ぞ
れ

a
・
b
と
逆
の
事
象
で
あ
る
。

C
　
天
巻
テ
キ
ス
ト
の
書
き
込
み
字
句
と
、
人
巻
テ
キ
ス
ト
の
本
行
字
句
と
が

一
致
す
る
。

（
例
）
　
人
2
2
1
　
得
失
難
預
期
　
－
　
天
3
0
　
得
失
難
預
知

こ
の
場
合
、
天
巻
が
先
に
書
か
れ
、
改
変
が
施
さ
れ
た
の
ち
、
人
巻
が
書
か

れ
た
か
の
如
く
見
え
る
。

d
　
天
巻
テ
キ
ス
ト
の
本
行
字
句
（
改
案
さ
れ
な
い
）
と
、
人
巻
テ
キ
ス
ト
の

本
行
字
句
（
政
変
前
）
と
が
一
致
す
る
。

五

建

東

（
例
）
　
人
2
0
3
　
結
客
列
年
制
矧
－
天
2
7
　
結
客
少
年
場



こ
の
場
合
も
、
天
巻
の
方
が
先
に
書
か
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
人
巻
が
書
か
れ

た
後
、
人
巻
に
於
い
て
初
め
て
改
変
が
行
わ
れ
た
か
の
如
く
見
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
a
と
C
、
b
と
d
と
い
う
、
相
反
す
る
事
象
が
、
天
巻
と
人

巻
と
の
間
に
並
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
書
き
込
み
字
句
を
手
が
か
り
と
し
て
両

巻
の
先
後
閑
係
を
判
断
す
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、

実
際
に
は
、
ど
ち
ら
か
が
先
に
書
か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
相
反
す
る
事

象
が
並
存
す
る
と
し
て
も
そ
の
数
に
は
何
ら
か
の
差
異
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

い
ま
、
天
巻
と
人
巻
と
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
の
印
象
を
言
う
な
ら
ば
、
C
や
d

に
該
当
す
る
事
象
よ
り
も
、
a
や
b
に
該
当
す
る
事
象
の
ほ
う
が
よ
り
頻
繁
に

目
に
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
も
う
少
し
細
か
く
検
討
す

べ
く
、
天
巻
と
人
巻
と
に
共
通
し
て
収
録
す
る
四
十
八
首
の
全
て
に
つ
い
て
、

a
～
d
の
各
項
目
に
該
当
す
る
事
象
を
、
一
字
を
単
位
と
し
て
、
数
丑
測
定
を

（
‖
」

行
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
得
ら
れ
た
の
が
表
一
（
四
・
五
頁
に
掲
げ
た
）
で

あ
る
。
以
下
、
表
一
に
従
っ
て
考
察
を
進
め
る
。

ま
ず
全
体
的
に
見
て
、
a
及
び
b
の
各
パ
タ
ー
ソ
に
該
当
す
る
事
象
数
が
、

C
及
び
d
の
そ
れ
に
該
当
す
る
事
象
数
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。
全
作
品
に

つ
い
て
見
れ
ば
、
a
・
b
の
合
計
値
と
C
・
d
の
合
計
値
と
を
比
較
す
る
と
、

お
よ
そ
8
対
3
の
比
率
で
前
者
の
数
伯
の
廿
日
さ
が
顕
著
で
あ
る
。

次
に
、
作
品
毎
に
は
各
事
象
の
状
況
が
ど
う
で
あ
る
か
を
見
て
み
ょ
う
。
表

二
に
そ
の
概
略
を
ま
と
め
て
み
た
。
作
品
番
号
は
天
巻
の
も
の
で
あ
る
。

次
に
掲
げ
る
二
首
は
、
ど
ち
ら
も
①
に
該
当
す
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

「
蓼
蓼
春
日
莫
」
詩
は
全
体
に
亙
っ
て
a
の
事
象
が
認
め
ら
れ
、
「
尋
思
少
年

時
」
詩
は
全
体
的
に
b
の
事
象
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
人
巻
の
テ
キ

ス
ト
が
推
敲
さ
れ
た
後
、
天
巻
の
テ
キ
ス
ト
が
書
か
れ
、
更
に
推
敲
が
加
え
ら

れ
た
、
と
い
っ
た
過
程
を
、
か
な
り
明
瞭
に
字
句
の
上
に
辿
る
こ
と
が
出
来
る
。

寂
一
吾

覿
l
刻
春
已
英

彦

諺

独

寂
寂
長
閉
門

参
天
藤
竹
冥

没
階
薬
草
崇

伽
l
懐
l
　
珪
哩

筆
硯
長
委
挨

香
焼
更
無
姻

天
9
　
寂
寂
春
已
吉

家
蓼
独
閉
門

参
天
藤
竹
暗

投
路
蓬
竃
繁

鉢包
装
永
掛
壁

看寒
憾
更
無
姻



蒲
置
物
外
星

終
宵
囁
杜
的

人
間
　
　
尋
思
少
年
時

遊
瀞
逐
繁
華

好
著
緻
記
杉

能
騎
目
鼻
駒

朝
過
新
豊
市

莫
酔
河
陽
花

帰
来
知
何
処

恵矧
指
莫
愁
家

蒲
遺
物
外
貨

徹
夜
癖
杜
的【

ロ

天
2
1
　
尋
思
少
年
矧

不
知
有
咋
嗟

黄

好
著
矧
語
杉

能
騎
目
鼻
朋

囲
l

朝
貴
新
豊
酒

庫
l
恒
－

慕
看
河
陽
花

帰
来
知
何
処

直
指
莫
愁
家

人
2
0
3
　
　
金
璃
訪
侠
子

憫
l
旧
し

志
気
何
揚
揚

維
馬
垂
瘍
下

五

校

東

結
客
列
判
矧

一
朝
千
金
尽

零
落
如
飛
二
道

韓
絢
誰
復
傷

帰
来
問
旧
里

妻

子

亦

不

容

珊
瑚
珂
到
矧

天
2
7
　
金
精
溝
侠
子

志
気
何
揚
揚

灼

推
薦
垂
矧
下

結
客
少
年
場

一
朝
千
金
尽

輯
相
貌
復
傷

帰
来
問
旧
里

歳
寒
四
壁
荒

①
に
該
当
す
る
、
即
ち
字
句
の
上
で
は
人
巻
か
ら
天
巻
へ
の
改
案
の
方
向
が

読
み
取
れ
る
作
品
は
四
十
八
首
中
二
十
六
首
を
占
め
る
。
そ
れ
に
対
し
て
⑧
に

該
当
す
る
、
天
巻
か
ら
人
巻
へ
の
改
案
の
方
向
が
字
句
の
上
で
読
み
取
れ
る
作

品
は
八
首
、
①
の
三
割
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
天
巻
が
人
巻
の
再
稿

本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
窺
え
る
。

た
だ
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
①
の
作
品
の
な
か
に
は
、
右
の
よ
う
に
推
定

さ
れ
る
先
後
関
係
に
矛
盾
す
る
は
ず
の
C
や
d
の
事
象
を
示
す
箇
所
を
若
干
含

む
も
の
が
あ
り
（
例
え
ば
右
の
「
蓼
蓼
春
已
莫
」
詩
の
第
六
句
は
C
に
該
当
す

る
）
、
⑨
の
作
品
の
如
く
、
そ
う
し
た
事
象
が
a
や
b
の
事
象
数
を
上
回
る
も

の
さ
え
存
在
す
る
こ
と
は
、
な
お
疑
問
と
し
て
残
る
。

次
に
掲
げ
る
「
金
鵜
湊
侠
子
」
詩
は
、
そ
の
⑧
に
分
類
さ
れ
る
作
品
で
あ
り
、

字
句
改
変
箇
所
の
大
部
分
が
d
の
パ
タ
ー
ソ
を
示
す
、
顕
著
な
例
で
あ
る
。

右
の
詩
の
み
を
眺
め
る
と
、
先
に
み
た
方
向
と
は
逆
の
、
天
巻
か
ら
人
巻
へ

の
改
案
の
流
れ
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
実
際
に
両
方
の

先
後
閑
係
が
並
存
す
る
こ
と
は
無
論
あ
り
得
な
い
わ
け
で
あ
り
、
⑧
に
該
当
の

作
品
は
、
見
か
け
上
天
巻
が
人
巻
に
先
立
つ
と
思
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
実
際
に
は
、
一
度
記
し
た
人
巻
の
改
案
に
、
何
ら

か
の
不
都
合
な
、
ま
た
意
に
溝
た
ぬ
点
が
見
出
だ
さ
れ
た
た
め
、
続
く
天
巻
で

は
旧
案
に
復
さ
れ
た
、
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
推
敲
の
途
上

で
、
こ
の
よ
う
な
逆
戻
り
の
改
裏
が
ど
の
程
度
頻
繁
に
行
わ
れ
た
か
が
問
題
で

あ
る
。こ

の
こ
と
に
関
し
て
、
一
稿
本
上
で
の
字
句
の
改
変
に
伴
う
、
抹
消
符
号
の

付
し
方
が
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。

雨
二
叩
冊
思
講

天
1
　
風
伯
掃
・
路
　
＊
「
道
」
は
「
路
」
の
直
前
の
脱
字
を
補
入
す
べ
く

那
脚
政
林
叢
　
書
き
加
え
ら
れ
た
字
で
あ
る
。

字
句
改
変
箇
所
に
お
い
て
は
、
元
の
案
で
あ
る
本
行
字
句
に
抹
消
符
号
が
付



さ
れ
、
改
案
で
あ
る
書
き
込
み
字
句
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
対
句
に
お
い
て
は
、
書
き
込
み
字
句
の
方
が
抹
消
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
対
語
で
あ
る
「
夙
伯
」
と
「
雨
師
」
と
を
入
れ
換
え
る

ペ
く
、
ひ
と
た
び
改
案
を
書
き
込
ん
だ
が
、
な
お
検
討
す
る
う
ち
に
、
や
は
り

旧
案
の
方
が
良
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
一
旦
書
き
込
ん
だ
改
案
の
方
を
抹
消
し
、
も
と
の
案
を
残
す
と
い
う
措
置

が
、
人
巻
、
天
巻
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
る
か
を
検
す
る

（
〓
－
）

と
、
丙
巻
と
も
に
、
少
数
な
が
ら
散
在
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
良
寛
の
漢
詩

は
ま
さ
に
、
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
表
現
が
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

右
の
点
を
、
稿
本
問
の
問
題
に
敷
街
す
れ
ば
、
甲
稿
本
に
推
敲
を
施
し
た
の

ち
、
更
に
乙
稿
本
を
新
た
に
作
成
す
る
、
と
い
っ
た
段
階
で
も
、
先
に
甲
稿
本

で
一
旦
改
め
た
字
句
を
、
元
の
案
に
戻
す
と
い
う
こ
と
は
ま
ま
起
こ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
、
人
巻
・
天
巷
間
に
於
け
る
、
a
／
C
、
b
／
d
と
い
う
如
き

相
反
す
る
事
象
の
並
存
と
し
て
表
れ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し

た
字
句
の
改
案
の
遊
行
は
、
各
巻
内
で
の
改
案
の
逆
行
の
事
象
の
少
な
さ
を
勘

案
す
れ
ば
、
極
め
て
頻
繁
に
行
わ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
a
・
b
の
事
象
数

に
比
し
て
C
・
d
の
事
象
数
が
少
な
く
、
そ
し
て
①
に
該
当
の
作
品
に
比
べ
て

⑧
に
該
当
の
作
品
が
希
少
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
や
は
り
天
巻
が
人
巻
の
再
稿
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
各
稿
本
内
で
の
字
句
の
改
案
の
逆
行
に
比
べ

れ
ば
、
人
巻
推
敲
後
、
天
巻
起
稿
の
際
の
そ
れ
は
や
や
頻
度
が
高
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
理
由
は
未
だ
詳
か
で
な
く
、
更
に
考
究
を

（15）

要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
◎
④
⑤
は
、
こ
こ
で
は
両
巻
の
先
後
闘
係
を
判
断
す
る
材
料
と
な
し

得
な
い
。三

　

地

巻

の

位

置

さ
て
、
次
に
問
題
な
の
は
、
と
も
に
雑
詩
の
集
で
あ
る
天
巻
・
人
巻
と
、
右

題
の
詩
の
集
で
あ
る
地
巻
と
が
、
如
何
な
る
関
わ
り
を
以
て
作
ら
れ
．
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
「
草
堂
詩
集
」
な
る
題
は
天
巻
に
付
さ
れ
た
原
表
紙
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
天
巻
は
少
な
く
と
も
『
草
堂
詩
集
』
を
構
成
す
る
巻
の
一
つ
で
あ
る
。
こ

れ
は
雑
詩
の
み
の
集
で
あ
る
か
ら
、
有
題
詩
の
集
で
あ
る
地
巻
と
併
せ
て
『
草

堂
詩
集
』
と
な
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
事
象
が
あ
る
。
天
巻
と
地
巻
と
の
問
に

は
、
五
首
の
重
複
が
あ
る
（
天
巻
所
収
詩
に
は
砥
が
な
く
、
地
巻
所
収
詩
に
は

題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
）
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
詩
篇
に
は
、
次
に
示
す
如
く
、

天
巻
或
い
は
地
巻
の
必
ず
何
れ
か
一
方
に
、
詩
篇
の
削
除
を
指
示
す
る
県
線
が

引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

×Å　　天
8957251613巻

）

冒
頭
句

天
気
粕
和
調

依
稀
藤
鵜
月

苔
径
花
如
霞

落
髪
為
僧
伽

併
説
十
二
部

×　　　　×　×　地

13016011日26113巻

・
数
字
は
作
品
番
号
、
×
印
は
削

除
の
銅
盤
線
が
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
表
す
。

・
（
　
）
は
挿
入
さ
れ
た
作
品
。

天
巻
と
地
巻
と
で
「
草
堂
詩
集
」
と
い
う
一
つ
の
詩
集
を
構
成
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
両
巻
の
間
に
重
複
す
る
詩
篇
が
存
す
る
こ
と
は
不
都
合
で
あ
る
。
そ
こ

で
こ
う
し
た
地
位
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
天
巻
と
地

巻
と
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
推
敲
の
段
階
に
於
い
て
は
、
一
組
の
も
の
と
し
て



扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

従
っ
て
良
寛
が
『
草
堂
詩
集
』
と
名
付
け
た
自
撰
詩
集
は
、
推
敲
が
施
さ
れ

た
上
で
の
最
終
形
態
と
し
て
は
、
天
巻
と
地
巻
と
を
あ
わ
せ
た
、
二
巻
か
ら
な

る
詩
集
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

地
巻
の
作
成
着
手
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
原
本
に
直
接
あ
た
っ
て
の
書
誌
的

な
調
査
・
検
討
を
な
し
得
て
い
な
い
た
め
、
人
巻
や
天
巻
と
の
関
わ
り
に
於
い

て
そ
れ
を
特
定
す
る
こ
と
が
、
現
段
階
で
は
難
し
い
。
ち
な
み
に
、
人
巻
と
地

巻
と
の
間
に
ほ
、
重
複
す
る
作
品
が
ひ
と
つ
も
な
い
こ
と
か
ら
、
地
巻
は
天
巻

の
作
成
と
あ
わ
せ
て
起
稿
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
以
前
に
人
巻

と
ひ
と
組
の
も
の
と
す
べ
く
作
成
が
着
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
も
疑

わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
更
に
課
題
と
し
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
巻
に
大
幅
な
増
補
と
推
敲
と
を
施
し
た
天
巻
が
作
ら
れ

る
に
至
っ
て
、
地
巻
は
天
巻
と
組
み
合
わ
さ
れ
、
『
草
堂
詩
集
』
と
し
て
編
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
草
堂
詩
集
』
と
そ
の

あ
と
に
作
ら
れ
た
自
撰
詩
集
の
構
成
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
の
裏
付
け
も
可
能

と
考
え
る
が
、
詳
し
い
考
察
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

お

　

わ

　

日

ソ

　

に

良
寛
詩
集
諸
本
の
系
統
を
探
る
端
緒
と
し
て
、
本
稿
で
は
『
草
堂
詩
集
』
の

各
巻
の
関
係
に
つ
い
て
、
作
品
の
読
み
以
外
の
観
点
か
ら
聯
か
の
検
討
を
行
っ

た
。
現
時
点
で
は
一
つ
の
蓋
然
性
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
今
後
さ
ら
に
様
々

な
角
度
か
ら
の
検
証
を
要
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
当
然
作
品
の
表
現

内
容
か
ら
の
裏
付
け
も
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
作
品
の
読
み
を
成
立

順
序
の
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
は
、
良
寛
の
詩
に
於
い
て
は
と
り
わ
け
慎
重
に

行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
最
初
の
段
階
と
し
て
、
今
回
作
品
内
部
に
立

ち
入
る
の
を
殊
更
避
け
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
暫
く
は
読
み
以
外
の
手
が

か
り
を
能
う
限
り
摸
荒
し
、
良
寛
詩
集
諸
本
の
成
立
過
程
の
解
明
を
進
め
て
ゆ

き
た
い
。
続
稿
で
は
『
草
堂
詩
集
』
と
そ
の
他
の
諸
本
と
の
関
係
、
及
び
各
々

の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

註

（
1
）
　
　
「
祝
壁
立
」
　
に
作
る
…
酋
郡
久
吾
『
北
越
伶
人
沙
門
良
寛
全
倦
』

（
大
正
三
年
）
・
東
郷
豊
治
『
良
寛
全
集
』
　
（
昭
和
三
十
四
年
）
な
ど
。

「
裁
壁
立
」
に
作
る
…
渡
辺
秀
英
『
良
寛
詩
集
』
（
昭
和
四
十
九
年
）

・
入
矢
義
高
『
日
本
の
禅
語
録
　
二
十
　
良
寛
』
　
（
昭
和
五
十
三
年
）

な
ど
。「

空
四
壁
」
に
作
る
…
蔵
雲
編
『
良
先
遣
人
遺
稿
』
（
慶
応
三
年
序
）
　
一

・
小
林
二
郎
編
『
僧
良
寛
詩
集
』
（
明
治
二
十
五
年
）
・
大
島
花
束
『
良
　
1
0

究
全
集
』
（
昭
和
四
年
）
・
星
野
活
蔵
『
良
寛
の
詩
境
』
（
昭
和
十
六
年
）
　
一

・
須
佐
晋
長
『
良
寛
詩
註
解
』
　
（
昭
和
二
十
八
年
）
な
ど
。

「
半
無
壁
」
に
作
る
…
飯
田
利
行
『
良
寛
詩
集
謹
』
　
（
昭
和
四
十
四

年
）
な
ど
。

ち
な
み
に
興
垂
寺
本
『
草
堂
集
』
及
び
『
草
堂
詩
集
』
地
巻
は
「
裁

壁
立
」
、
鈴
木
本
『
草
堂
集
』
は
「
貌
壁
立
」
、
い
わ
ゆ
る
『
草
庵
集
』

は
「
空
四
壁
」
に
作
る
ほ
か
、
良
寛
の
遺
墨
に
　
「
半
無
壁
」
（
上
原
兼

一
氏
蔵
扇
面
）
、
「
全
無
壁
」
（
北
方
文
化
博
物
館
蔵
六
曲
一
双
屏
風
）
、

（悦）
「
□
四
壁
」
（
高
橋
卯
一
郎
氏
蔵
扇
面
）
に
作
る
も
の
が
あ
る
。

（
2
）
　
興
善
寺
本
『
草
堂
集
』
は
明
治
四
十
三
年
頃
、
興
善
寺
の
蔵
す
る
と
こ

ろ
で
は
な
く
な
り
、
そ
の
後
分
解
さ
れ
散
々
に
な
っ
た
。
分
解
さ
れ
る
直

前
に
山
岸
疫
石
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
た
写
本
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。



苗
原
宏
「
良
寛
の
漢
詩
研
究
補
遺
　
－
　
興
善
寺
本
『
草
堂
集
』
に
つ
い

て
　
－
　
」
（
『
越
佐
の
歴
史
と
文
化
＜
宮
栄
二
先
生
古
稀
記
念
集
＞
』
昭

和
六
十
年
）
参
照
。

（
3
）
　
渡
辺
秀
英
『
良
寛
詩
集
』
（
昭
和
四
十
九
年
）
、
朝
倉
尚
「
良
寛
の
詩
歌

寸
見
」
（
『
越
佐
研
究
』
第
三
十
八
号
　
昭
和
五
十
二
年
）
等
に
、
本
格

的
な
論
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
例
え
ば
、
前
出
の
渡
辺
秀
英
『
良
寛
詩
集
』
と
入
矢
輩
高
『
良
究
』

は
、
い
ず
れ
も
『
草
堂
詩
集
』
を
民
本
と
し
て
い
る
が
、
天
巻
と
人
巻

と
の
間
で
重
複
す
る
詩
篇
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
の
テ
キ
ス
ト
を
採
用
す

る
か
と
い
う
点
で
、
両
書
は
方
針
を
異
に
し
て
い
る
。

（
5
）
　
従
来
〝
草
堂
詩
集
″
の
収
録
作
品
数
は
、
天
巻
百
十
一
首
、
地
巻
六
十

八
首
、
人
巻
五
十
三
首
、
そ
れ
に
自
筆
表
紙
書
込
み
の
三
首
を
合
計
し

て
「
全
二
百
三
十
五
首
」
と
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の

作
品
数
の
見
方
は
必
ず
し
も
妥
当
で
ほ
な
い
。

（
6
）
　
例
え
ば
、
大
場
南
北
『
艮
究
つ
れ
づ
れ
』
　
（
昭
和
五
十
年
）
に
「
こ
れ

ら
の
諸
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
草
堂
詩
集
と
い
う
自
筆
の
詩
稿

は
、
最
初
か
ら
意
図
的
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
甚
だ
非
計
画

的
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
（
一
四
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

（
7
）
　
天
巻
の
本
体
と
こ
の
原
裏
紙
と
で
、
虫
抗
の
跡
が
符
合
す
る
こ
と
か
ら

そ
れ
が
知
ら
れ
る
。

（
8
）
　
本
行
字
句
と
は
、
稿
本
が
作
成
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
書
か
れ
る

本
文
の
字
句
を
さ
す
。
推
敲
の
際
、
行
間
に
小
字
に
て
書
き
込
ま
れ
る

字
句
（
書
き
込
み
字
句
と
呼
ぶ
）
と
区
別
す
る
た
め
に
こ
の
語
を
用
い

る
。

（
9
）
　
こ
れ
ほ
、
人
巻
と
天
巻
と
が
、
一
稿
本
と
そ
の
再
稿
本
と
い
う
形
で
連

続
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
応
の
前
提
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
確
証
は
必
ず
し
も
得
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
次

の
点
は
そ
の
蓋
然
性
を
い
く
ら
か
は
支
持
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
）
両
巻
の
吾
写
の
あ
り
よ
う
は
極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、
各
々
の

執
筆
時
期
が
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
（
二
）
人

巻
に
於
い
て
塗
抹
・
削
除
さ
れ
て
い
る
作
品
ほ
、
践
ね
天
巻
に
は
収
録

さ
れ
て
い
な
い
。

（
1
0
）
　
字
句
の
改
変
の
際
、
点
・
圏
点
・
弧
線
・
棒
線
な
ど
を
用
い
た
見
せ
消

ち
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
印
を
総
称
し
て
抹
消
符
号
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。

（
1
1
）
　
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
抹
消
符
号
の
付
し
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
字

句
の
改
変
に
際
し
て
の
抹
消
符
号
の
用
法
に
は
、
基
本
的
に
は
、
次
の

四
通
り
が
認
め
ら
れ
る
。

1
　
本
行
字
句
に
の
み
抹
消
符
号
を
付
す
。

2
　
書
き
込
み
字
句
に
の
み
抹
消
符
号
を
付
す
。

3
　
本
行
字
句
・
書
き
込
み
字
句
の
両
方
に
抹
消
符
号
を
付
す
。

4
　
本
行
字
句
・
書
き
込
み
字
句
の
い
ず
れ
に
も
抹
消
符
号
を
付
さ
な

い
。

1
・
2
の
場
合
、
推
敲
の
結
果
、
ど
の
字
句
を
選
ん
だ
か
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
3
・
4
の
場
合
は
、
そ
れ
が
必
ず
し

も
明
確
で
な
い
。
3
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
本
行
、
書
き
込
み
の
ど
ち

ら
か
一
方
の
字
句
を
選
択
し
て
他
方
の
字
句
を
抹
消
し
た
も
の
の
、
改

め
て
見
直
し
て
み
る
と
、
一
旦
は
消
し
去
っ
た
字
句
の
方
が
や
は
り
良

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
も
う
一
方
の
字
句
に
も
抹
消
符
号
が
付
さ

11



れ
た
、
と
い
っ
た
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
に

先
に
抹
消
符
号
が
付
さ
れ
た
か
、
を
知
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ

る
。こ

の
こ
と
を
先
の
a
b
C
d
の
項
目
に
即
し
て
見
る
と
、
a
～
d
の

各
項
目
は
、
字
句
改
変
箇
所
に
於
け
る
抹
消
符
号
の
用
法
が
1
の
場
合

で
あ
る
と
き
、
何
ら
問
題
な
く
先
後
関
係
の
判
断
要
素
と
な
り
得
る
。

と
こ
ろ
が
a
お
よ
び
C
で
は
、
2
の
場
合
に
、
ま
た
b
お
よ
び
d
で
は
、

2
3
4
の
場
合
に
、
見
か
け
上
の
先
後
関
係
の
判
断
が
つ
け
に
く
い
。

例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

C
2
　
人
2
0
0

b
2
　
人
1
銅

d

3

　

人

削

b

4

　

人

I

9

0

訊
硯
為
雪
飛

雨
師
放
林
叢

直
上
嵩
峯
頂

冷
冷
数
千
干

天
1
9

天
1

天
1
2

天
6

九
つ
　
上
　
諏
用

満
城
路
討
泥

風
l
価

雨
師
厳
林
叢

矧
l
矧

直
上
矧
劉
頂

惜
∵
惰

冷
冷
数
千
干

そ
こ
で
a
b
C
d
の
各
項
目
の
事
象
数
を
調
べ
る
に
際
し
て
、
1
2

3
4
の
場
合
ご
と
に
数
え
、
先
後
関
係
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
右
の

よ
う
な
不
確
定
要
素
を
差
し
引
い
て
行
う
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
人
巻
・
天
巻
そ
れ
ぞ
れ
に
於
け
る
全
て
の
字
句
改
変
箇
所
に

つ
い
て
、
抹
消
符
号
の
用
法
を
1
2
3
4
の
ケ
ー
ス
別
に
検
し
、
そ
の

数
と
全
体
に
占
め
る
割
合
と
を
示
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。
両
巻
と

も
概
ね
、
1
の
ケ
ー
ス
が
主
で
あ
っ
て
、
2
3
4
は
少
な
い
。
そ
の
た

め
、
表
一
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
a
・
C
に
お
け
る
2
、
及
び
b
・
d

お
け
る
2
3
4
の
、
全
事
象
数
に
占
め
る
割
合
も
小
さ
く
な
る
。
そ
こ

で
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
不
確
定
要
素
を
除
い
て
も
大
き
な

支
障
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
ア
　
人
巻
・
天
巻
に
共
通
し
て
収
録
す
る
四
十
八
首
に
つ
い
て

イ
　
人
巻
、
或
は
天
巻
の
全
収
録
作
品
に
つ
い
て

）

表
中
の
数
字
は
一
字
を
単
位
と
し
た
事
象
数
。
但
し
　
内
は
全
事

（

象
数
に
対
す
る
割
合
（
％
）
。

（
1
2
）
　
こ
こ
に
該
当
す
る
作
品
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
一
）
天
巻

・
人
巻
の
い
ず
れ
の
テ
キ
ス
ト
に
も
全
く
字
句
改
変
の
書
き
込
み
が
な

さ
れ
て
い
な
い
。
（
二
）
何
ら
か
の
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
a
～
d
の
何
れ
の
パ
タ
ー
ソ
に
も
該
当
し
な
い
。
つ
ま
り
、
次
の

如
く
、
改
変
箇
所
に
お
け
る
両
テ
キ
ス
ト
の
字
句
が
全
く
一
致
を
見
な

い
。

人

心

古

不

同

人
用
　
間
道
宜
洗
耳
　
　
天
7
1
　
細
見
嘲
見
大

（
1
3
）
　
こ
の
二
首
に
見
ら
れ
る
C
ま
た
は
止
の
事
象
は
、
全
て
注
（
n
）
に
述
べ

た
不
確
定
要
素
に
相
当
す
る
。

（
1
4
）
　
注
（
1
1
）
を
参
照
。
本
行
字
句
を
残
し
、
書
き
込
み
字
句
を
抹
消
す
る
、
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つ
ま
り
2
の
ケ
ー
ス
は
、
人
巻
全
体
で
ほ
全
改
変
字
数
の
0
・

8
％
、
天
巻

全
体
で
は
5
・

2
％
で
あ
る
。

（
15
）
但
し
、
作
品
に
よ
っ
て
C
の
事
象
が
目
立
つ
も
の
の
な
か
に
は
、
次
の

よ
う
な
ケ
ー
ス
も
含
ま
れ
て
い
る
。

竺

土

仙

人
1
3
3
　
鏑
慕
矧
嘲
天

怒

松

何

落

落

人
2
8
7
　
割
矧
刊
痢
薗

清
風
鰐
古
停

也

世

人

風
視
〓
風

天
1
4
　
揺
慕
細
一
l
罰
仙

雲
∵
周
干
拓
層

賓
塔
映
日
懸

天
3
9
　
長
松
何
落
落

更

埴

映

日

腰

矧
風
園
部
矧

天
1
4
で
は
人
巻
の
改
案
と
同
じ
案
が
ま
ず
書
か
れ
て
い
る
が
、
「
義

視
風
」
、
更
に
「
出
世
人
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
人
1
3
3

で
の
元
の
案
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
見
か
け
上
は
ど
ち
ら
が
先

に
書
か
れ
た
の
か
判
然
と
せ
ず
、
従
っ
て
こ
の
箇
所
は
a
の
パ
タ
ー
ソ

に
該
当
す
る
と
同
時
に
C
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
人
2
0
7
－

天
3
9
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
結
論
と
し
て
は
、
人
巻
か
ら

天
巻
へ
推
敲
が
進
め
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
で
、
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

補
注
　
「
テ
キ
ス
ト
」
は
、
本
文
批
評
と
訳
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
t
e
已
c
r
i
t
i
c

の
t
e
芝
で
あ
る
。
即
ち
テ
キ
ス
ト
＝
本
文
で
あ
る
。
個
々
の
詩
篇
に

つ
い
て
の
字
句
の
異
な
る
本
文
の
そ
れ
ぞ
れ
を
指
す
。
依
拠
す
べ
き
最

善
の
本
文
を
有
す
る
本
、
定
本
、
の
意
味
で
は
な
い
。

付
記
　
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
米
谷
巌
先
生
に
終
始
懇
切
な
御
指
導
を
賜

っ
た
。
記
し
て
薄
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

－
　
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－

彙

　

　

報

第
十
l
回
沖
縄
文
化
協
会
（
金
城
朝
永
）
質
（
平
成
元
年
十
一
月
）

第
十
一
回
沖
縄
文
化
協
会
（
金
城
朝
永
）
質
に
、
町
博
光
氏
が
決
定
し
、
十

一
月
二
十
五
日
、
東
京
・
四
谷
の
主
婦
会
館
で
贈
呈
式
が
行
わ
れ
た
。

氏
は
、
本
学
全
会
員
、
現
在
、
広
島
大
学
教
育
学
部
助
教
授
。
受
賞
対
象
と

な
っ
た
の
は
、
与
論
島
方
言
を
中
心
と
し
た
南
島
方
言
の
研
究
で
あ
る
。

第
七
回
新
村
出
記
念
財
団
研
究
助
成
金
（
平
成
元
年
十
二
月
）

第
七
回
新
村
出
記
念
財
団
研
究
助
成
金
を
、
松
本
光
隆
氏
が
受
け
ら
れ
、
十

二
月
三
日
、
京
都
大
学
・
楽
友
会
館
で
贈
呈
式
が
行
わ
れ
た
。

氏
は
、
本
学
会
会
員
、
現
在
、
高
知
大
学
人
文
学
部
助
教
授
。
「
漢
書
暢
雄

伝
天
暦
二
年
点
に
お
け
る
訓
読
の
方
法
」
（
『
国
語
学
』
1
2
3
、
昭
5
7
・
3
）
・
「
高

山
寺
経
蔵
覚
成
木
に
つ
い
て
」
（
『
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論

集
』
昭
和
5
9
年
度
、
昭
6
0
・
3
）
な
ど
の
古
訓
点
資
料
に
基
く
一
連
の
研
究
が

評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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