
一

寛
政
二
年
刊
行
「

心
学
早
染
草
」（
以
下
「
早
染
草
」
と
略
す
）
は
、
山

東
京
伝
に
よ
る
黄
表
紙
の
中
で
も
代
表
作
と
呼
べ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
流

行
の
心
学
を
題
名
に
冠
し
、
滑
稽
で
愛
嬌
の
あ
る
善
魂
悪
魂
を
登
場
さ
せ
た
こ

の
作
品
は
、
当
時
大
い
に
評
判
を
得
た
。

さ
て
、
そ
の
「
早
染
草
」
序
で
京
伝
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

―画
―草
―紙
―は
―。
―理
―屈
―臭
―き
―を
―。
―嫌
―ふ
―と
―い
―へ
―ど
―も
―。
―今
―そ
―の
―り
―く
―つ
―臭
―き

―を
―も
―て
―。
―一
―ト
―趣
―向
―と
―な
―し
。
三
冊
に
述
て
幼
童
に
授
く
。
も
し
其
理

を
得
る
こ
と
あ
ら
ば
。
天
竺
の
親
分
も
。
方
便
を
懐
に
し
て
退
き
。
魯

国
の
伯
父
も
。
天
命
を
袖
に
し
て
去
る
べ
し
。
し
か
ら
ば
我
国
の
姉
子

な
ん
ど
も
。
清
く
浄
と
し
給
ん
哉

（
注
１
）

（
三
二
五
頁
）

つ
ま
り
、
黄
表
紙
に
と
っ
て
禁
忌
で
あ
っ
た
「
理
屈
臭
き
」
趣
向
を
あ
え
て

用
い
た
作
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
寛
政
二
年
に
京
伝
が
上
梓
し
た
黄
表
紙
全

八
作
品
の
う
ち
の
二
作
品
「
京
伝
憂
世
之
酔
醒
」（
以
下
「
酔
醒
」
と
略
す
）

「
■
照
子
浄
頗
梨
」（
以
下
「
浄
頗
梨
」
と
略
す
）
に
お
い
て
、
黄
表
紙
と
「
理

屈
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

老
子
曰
信
言
美
な
ら
ず
。
美
男
為
に
な
ら
ず
然
り
。
―艸
―双
―帋
―は
―。
―理
―屈

―臭
―き
―が
―故
―に
―貴
―か
―ら
―ず
―。
―茶
―な
―る
―を
―以
―て
―貴
―し
―と
―し
。
女
郎
買
は
。
色

男
な
る
が
故
に
貴
か
ら
ず
黄
金
を
以
て
た
つ
と
し
と
す
。
於
レ
是
当
世

也
ト
云
々
（「
酔
醒
」
自
序
、
二
六
五
頁
）

東
西
々
々
、
こ
れ
よ
り
世
上
の
御
子
様
方
へ
、
つ
ら
り
つ
と
口
上
の
申

上
ま
す
。
歳
々
古
め
か
し
き
草
双
紙
の
趣
向
御
覧
に
入
れ
ま
す
る
所
、

御
評
判
宜
し
く
遊
ば
さ
れ
下
さ
れ
、
い
か
ば
か
り
か
有
難
ふ
、
何
が
な

と
存
じ
ま
し
た
が
、
さ
し
た
る
趣
向
も
な
く
、
ふ
と
存
じ
付
、
昔
、
小

野
篁
地
獄
へ
往
来
い
た
さ
れ
し
旧
事
を
和
ら
げ
、
御
覧
に
入
れ
ま
す

る
。
筆
も
回
ら
ぬ
一
作
ゆ
へ
、
御
目
ま
だ
る
い
が
ち
に
ご
ざ
り
ま
せ
ふ

が
、
ま
こ
と
に
御
子
様
方
の
御
目
覚
し
の
端
く
れ
が
で
ご
ざ
り
ま
す
れ
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ば
、
大
人
様
方
は
御
目
長
に
御
覧
下
さ
れ
ま
せ
。
―と
―か
―く
―理
―屈
―臭
―ひ
―事

―で
―は
―な
―く
―、
―耳
―を
―と
―つ
―て
―鼻
―を
―か
―む
―や
―う
―な
―大
―の
―む
―だ
―に
―て
―、
―筆
―の
―行

―方
―定
―め
―ぬ
―戯
―れ
―事
―、
―ひ
―と
―へ
―に
―御
―子
―様
―だ
―ま
―し
―の
―お
―笑
―ひ
―草
―で
―ご
―ざ
―り

―ま
―す
。
そ
の
た
め
の
口
上
、
左
様
に
。（「
浄
頗
梨
」
口
上
、
二
三
一
頁
）

黄
表
紙
に
と
っ
て
「
理
屈
」
は
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
三

作
の
記
述
か
ら
一
貫
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
京
伝
の
考
え
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
理
屈
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、「
早
染
草
」
序
の
「
理
屈
臭
き
」
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
も
注
釈
お
よ
び
解
説
が
な
さ
れ
て
き
た
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
列

挙
す
る
。

水
野
稔
氏
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
黄
表
紙
　
洒
落
本
集
』

【
解
説
】
い
ち
は
や
く
「
理
屈
く
さ
き
を
も
て
一
ト
趣
向
」
と
す
る
こ
と
に

着
目
し
て
、
心
学
流
行
に
あ
て
こ
ん
だ
作
品
で
あ
る
。（
中
略
）
一

人
の
人
間
に
お
け
る
善
悪
二
つ
の
魂
を
擬
人
化
し
て
そ
の
争
闘
を
お

家
騒
動
の
筋
に
仕
立
て
、
―当
―時
―評
―判
―の
―心
―学
―者
―中
―沢
―道
―二
―ま
―で
―作
―中

―に
―あ
―ら
―わ
―し
―て
―、
―教
―訓
―を
―正
―面
―か
―ら
―押
―し
―出
―し
―て
―い
―る
。

【
頭
注
】〈
金
々
先
生
栄
花
夢
〉
の
黄
表
紙
発
足
以
来
こ
れ
を
鉄
則
と
し
て

来
た
。

―寛
―政
―改
―革
―の
――朱
―子
―学
―奨
―励
―や
―心
―学
―教
―化
―の
―影
―響
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

作
者
の
野
心
的
な
意
図
が
見
ら
れ
る

（
注
２
）

。

中
山
右
尚
氏
『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』（
三
）

【
注
】
―道
―理
―・
―教
―訓
。
黄
表
紙
は
む
し
ろ
「
理
屈
」
を
茶
化
す
も
の
だ
が
本

作
は
そ
の
逆
を
い
く
の
意
。

道
理
・
教
訓
を
そ
の
ま
ま
に
構
想
し
て
。

【
解
説
】「
理
屈
臭
」
さ
と
は
、
―道
―理
―・
―教
―訓
―と
―そ
―の
―も
―つ
―雰
―囲
―気
―と
―解
―釈
―し

―よ
―う
―。
―す
―な
―わ
―ち
―、
―本
―作
―に
―あ
―っ
―て
―は
―、
―道
―理
―に
―も
―と
―づ
―く
―筋
―立
―（
―ス

―ト
―ー
―リ
―ー
―）
―と
―そ
―の
―内
―容
―の
―教
―訓
―性
―と
―い
―う
―こ
―と
―で
―あ
―る
。

（
注
３
）

棚
橋
正
博
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
黄
表
紙
　
川
柳
　
狂
歌
』

【
頭
注
】
教
―訓
―臭
―さ
―や
―道
―理
―詰
―め
―の
―こ
―と
。

教
訓
や
道
理
を
茶
化
す
黄
表
紙
の
常
套
と
は
違
っ
て
、
―教
―訓
―や
―道
―理

―を
―そ
―の
―ま
―ま
―趣
―向
―と
―す
―る
。

【
解
説
】
善
魂
・
悪
魂
の
働
き
や
所
業
、
葛
藤
が
人
間
の
行
動
に
反
映
す
る

と
見
立
て
、
逆
に
人
間
の
心
の
あ
り
よ
う
も
魂
の
行
動
を
律
す
る
と

見
立
て
、
そ
れ
ら
一
々
の
因
果
関
係
を
絵
解
き
し
な
が
ら
話
の
展
開

を
図
っ
た
こ
と
は
確
か
に
理
詰
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
―心
―学
―者
―中
―沢

―道
―二
―に
―重
―ね
―た
―道
―理
―先
―生
―の
―理
―非
―を
―き
―わ
―め
―た
―教
―訓
―を
―も
―っ
―て
―結
―び

―と
―し
―た
―こ
―と
―も
―理
―屈
―に
―走
―っ
―た
―印
―象
―を
―強
―め
―て
―い
―る
―。
―こ
―う
―し
―た
―理

―屈
―臭
―さ
―こ
―そ
―が
―今
―の
―黄
―表
―紙
―の
―新
―機
―軸
―で
―あ
―る
―と
―、
―京
―伝
―は
―序
―文
―で

―こ
―と
―さ
―ら
―に
―断
―り
―強
―調
―し
―て
―い
―る
。
そ
れ
は
、
文
芸
に
も
束
縛
を
も

た
ら
し
た
寛
政
改
革
の
時
勢
に
逸
早
く
対
応
し
よ
う
と
す
る
京
伝
の

所
懐
で
も
あ
っ
た
ろ
う

（
注
４
）

。

右
の
よ
う
に
「
理
屈
臭
き
」
は
、
心
学
を
用
い
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
教
訓

― 30―



的
要
素
と
結
び
付
け
て
定
義
さ
れ
て
い
る

（
注
５
）

。

出
版
界
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
寛
政
改
革
に
よ
り
、
京
伝
自
身
も
寛
政
元
年

に
は
画
工
と
し
て
、
同
三
年
に
は
洒
落
本
作
者
と
し
て
筆
禍
を
被
っ
た
。「
早

染
草
」
は
、
京
伝
が
画
工
と
し
て
処
罰
を
受
け
た
年
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
、

し
か
も
庶
民
教
育
の
思
想
で
あ
る
心
学
を
題
材
に
用
い
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ

を
教
訓
的
な
黄
表
紙
と
す
る
評
価
が
下
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
作

品
の
主
題
に
対
す
る
評
価
が
そ
の
ま
ま
、
序
の
「
理
屈
臭
き
」
を
教
訓
と
解
釈

す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
「
早
染
草
」
序
の
宣
言
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
が
「
早
染
草
」
の
趣
向
を
指
し
示
す
重
要
な
言
葉
で
あ
り
、
同
時

期
の
他
作
品
に
同
じ
も
言
葉
が
見
ら
れ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
り
立
て
て

詳
し
く
考
察
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

筆
者
は
複
数
の
寛
政
二
年
刊
行
作
品
の
序
や
口
上
に
「
理
屈
臭
き
」
と
い
う

言
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
こ
の
時
期
の
作
品
の
中
で
「
早
染
草
」
の
み
が
教

訓
的
作
品
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
い
た
こ
と
か
ら
、「
早

染
草
」
の
趣
向
を
再
考
し
、
序
に
込
め
ら
れ
た
京
伝
の
意
図
に
正
し
い
解
釈
を

加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
本
稿
は
、
資
料
を
通
じ
て
京
伝
の
考
え
を
読

み
取
り
、「
理
屈
臭
き
」
趣
向
を
作
品
の
内
容
と
具
体
的
に
結
び
付
け
て
と
ら

え
直
す
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

二

「
早
染
草
」
を
教
訓
的
に
し
て
い
る
要
素
と
し
て
は
、
石
門
心
学
の
教
え
と

通
じ
る
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
作
中
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
結
末
部
に
心

学
者
中
沢
道
二
に
擬
し
た
道
理
先
生
が
登
場
し
て
主
人
公
理
太
郎
を
改
心
さ
せ

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

心
学
の
教
え
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
早
染
草
」
に
あ
る
文

言
と
、
心
学
書
に
見
ら
れ
る
語
彙
・
言
い
回
し
・
考
え
方
と
の
類
似
な
ど
、
中

山
氏
に
よ
る
詳
細
な
指
摘
が
あ
る

（
注
６
）。

た
だ
、
単
語
の
み
の
類
似
を
挙
げ
た
も
の

は
実
際
に
心
学
を
由
来
と
し
て
使
用
し
た
の
か
疑
わ
し
い
し
、
教
え
に
関
す
る

も
の
も
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
お
い
て
京
伝
が
ど
こ
ま
で
心
学
を
意
識
し
て
い

た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
幼
き
は
白
き
糸
の
ご
と
く
、
い
か
や

う
に
も
染
ま
る
も
の
な
り
と
は
、
む
べ
な
る
か
な
。」（
三
二
七
頁
）「
型
の
ご

と
く
律
儀
者
ゆ
へ
、
朝
も
早
く
起
き
、
夕
べ
も
遅
く
寝
て
、
ず
い
ぶ
ん
万
事
に

心
を
配
り
、
倹
約
を
も
と
ゝ
と
し
て
、
親
に
孝
を
尽
く
し
、
家
来
に
憐
れ
み
を

か
け
、
算
盤
を
常
に
離
さ
ず
、
内
外
を
守
り
け
れ
ば
、
そ
の
近
辺
に
評
判
の
息

子
と
な
り
け
り
。」（
三
三
〇
頁
）
な
ど
の
教
訓
的
な
表
現
が
散
見
す
る
こ
と
は

紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

一
方
、
道
理
先
生
は
作
品
の
結
末
部
に
登
場
す
る
。

理
太
郎
は
、
道
理
先
生
に
命
を
助
け
ら
れ
し
上
、
儒
・
仏
・
神
の
尊
き

道
を
聞
き
、
今
は
先
非
を
悔
ひ
、
本
心
に
立
帰
る
。（
中
略
）

「
人
間
万
事
大
切
な
る
は
一
つ
心
な
り
。
皆
お
の
れ
が
心
よ
り
出
て
、

お
の
れ
が
身
を
苦
し
む
る
。
そ
の
心
は
す
な
は
ち
、
魂
じ
や
。
こ
ゝ
の

道
理
を
、
と
く
と
合
点
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
中
略
）

― 31―



道
理
先
生
こ
と

ぐ
く
教
訓
し
て
の
ち
、
目
前
屋
の
両
親
に
、
勘
当
の

詫
び
を
し
給
ひ
け
れ
ば
、
両
親
も
大
に
喜
び
、
さ
っ
そ
く
呼
返
し
け
れ

ば
、
理
太
郎
、
是
よ
り
道
を
明
ら
め
、
親
に
孝
を
尽
く
し
、
眷
族
を
憐

れ
み
、
大
君
子
と
ぞ
な
り
、
家
富
み
栄
へ
け
る
。
こ
れ
み
な
道
理
先
生

の
仁
徳
な
り
と
、
世
に
言
ひ
も
て
は
や
し
け
る
。（
三
三
九
〜
三
四
〇
頁
）

追
剥
に
ま
で
身
を
落
と
し
て
い
た
理
太
郎
で
あ
っ
た
が
、
通
り
か
か
っ
た
道

理
先
生
の
講
釈
に
よ
っ
て
心
を
入
れ
替
え
る
と
こ
ろ
で
話
は
め
で
た
く
結
ば
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
度
は
堕
落
し
た
主
人
公
の
改
心
で
結
ば
れ
る
こ
と
も
、

確
か
に
「
早
染
草
」
を
教
訓
的
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
教
訓
性
は
「
早
染
草
」
特
有
の
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
酔
醒
」「
浄
頗
梨
」
の
二
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
「
酔
醒
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら

れ
る
。

京
伝
つ
ら

く
思
ひ
め
ぐ
ら
し
け
る
に
、
―む
―べ
―な
―る
―か
―な
―、
―我
―、
―天
―理

―に
―叶
―は
―ざ
―る
―及
―び
―な
―き
―望
―み
―を
―思
―ひ
―し
―妄
―念
―を
―退
―け
―ん
―と
―、
―狐
―の
―化
―か

―せ
―し
―は
―、
―我
―が
―た
―め
―の
―大
―師
―な
―り
―。
―腹
―太
―餅
―も
―美
―食
―と
―思
―ひ
―、
―夜
―鷹
―も

―美
―人
―と
―思
―は
―ゞ
―、
―足
―る
―事
―を
―知
―る
―べ
―し
―。
―ア
―ヽ
―迷
―ふ
―た
―り

―く
―と
―、
―た

―ち
―ま
―ち
―悟
―道
―し
―て
―、
―長
―く
―清
―貧
―を
―弄
―び
―、
―一
―個
―の
―隠
―者
―と
―な
―り
―て
―、
―心

―ゆ
―た
―か
―な
―る
―春
―を
―迎
―へ
―け
―る
―と
―な
―ん
。（
二
八
〇
頁
）

「
酔
醒
」
は
京
伝
自
身
が
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
作
品
で
あ
る
。
狐
に
化

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
ず
贅
沢
三
昧
の
生
活
を
楽
し
ん
だ
京
伝
で
あ
っ
た

が
、
最
後
に
遊
興
費
の
掛
取
り
に
や
っ
て
来
た
男
た
ち
に
よ
っ
て
こ
と
の
真
相

を
知
る
。
そ
し
て
、
か
た
と
し
て
身
ぐ
る
み
持
っ
て
行
か
れ
た
結
果
、
こ
の
よ

う
に
反
省
を
す
る
の
で
あ
る
。
不
相
応
の
振
る
舞
い
に
は
つ
け
が
回
っ
て
来
、

結
局
は
今
の
生
活
に
満
足
す
る
べ
き
だ
と
悟
る
、
教
訓
的
な
結
び
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

も
う
一
方
の
「
浄
頗
梨
」
で
は
、
地
獄
巡
り
を
終
え
た
篁
が
最
後
に
娑
婆
に

帰
る
場
面
に
こ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

か
く
て
篁
は
、
一
百
三
十
六
地
獄
を
、
残
る
と
こ
ろ
な
く
見
物
し
て
、

し
ば
ら
く
逗
留
せ
し
が
、
今
は
そ
ゞ
ろ
に
故
郷
懐
し
く
、
閻
王
に
暇
を

乞
ひ
給
へ
ば
、
閻
王
も
、
篁
の
徳
を
感
じ
、
深
く
名
残
を
惜
し
み
け
れ

ど
も
、
詮
方
な
く
、
土
産
に
数
の
宝
を
贈
り
け
れ
ば
、
篁
曰
く
、「
―楚

―国
―に
―は
―以
―て
―宝
―と
―せ
―ず
―、
―唯
―善
―を
―以
―て
―宝
―と
―す
―」
―と
―、
―ひ
―ね
―り
―給
―ふ
―と

―こ
―ろ
―へ
―、
―三
―教
―の
―祖
―師
―出
―現
―し
―給
―ひ
―、
―釈
―迦
―は
―、
―味
―は
―い
―甘
―き
―酢
―を、

―樽
―に
―入
―て
―御
―持
―た
―せ
―な
―さ
―れ
―、
―孔
―子
―は
―、
―今
―汝
―が
―音
―を
―知
―る
―と
―あ
―つ
―て

―琴
―、
―太
―神
―宮
―は
―、
―や
―わ
―た
―の
―大
―蛇
―で
―作
―つ
―た
―、
―清
―く
―潔
―き
―摘
―入
―を
―御
―持

―参
―な
―さ
―れ
―て
―賜
―は
―る
―。
―篁
――、
―こ
―の
―三
―つ
―の
―賜
―物
―に
―て
―、
―我
―は
―唯
―樽
―琴
―を

―汁
―の
―み
―、
―と
―判
―じ
―給
―ひ
―、
―快
―く
―人
―間
―界
―へ
―立
―帰
―り
―給
―ふ
―ぞ
―有
―難
―き
。

（
二
四
六
頁
）

篁
が
帰
っ
て
い
く
の
を
惜
し
ん
だ
閻
王
は
数
々
の
宝
を
贈
る
が
、
篁
は
『
大

学
』
の
言
葉
を
引
用
し
て
辞
退
す
る
。
そ
こ
に
三
教
の
祖
が
登
場
し
、
我
は
唯

樽
琴
を
汁
の
み
（
引
用
者
注
・
我
は
唯
足
る
こ
と
を
知
る
の
み
）
と
表
現
し
て
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篁
の
仁
徳
を
賞
美
す
る
。
篁
の
振
る
舞
い
と
三
教
の
祖
の
言
葉
か
ら
は
、
宝
よ

り
も
善
を
尊
び
知
足
安
分
に
落
ち
着
く
べ
し
と
の
教
訓
が
感
じ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
引
用
し
た
二
作
品
の
結
末
部
に
は
共
通
し
て
「
足
る
こ
と

を
知
る
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
言
葉
は
さ
ら
に
、
同
じ
寛

政
二
年
の
刊
行
で
あ
る
「

玉
磨
青
砥
銭
」
の
結
び
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

北
条
時
頼
の
家
臣
青
砥
左
衛
門
藤
綱
、
鎌
倉
の
手
合
の
気
取
り
を
つ
ら

く
考
へ
て
、
は
な
は
だ
戯
け
に
思
し
召
し
、
針
ほ
ど
の
事
を
棒
ほ
ど

な
仕
方
を
示
し
給
ひ
、「
こ
の
上
は
、
芝
居
も
角
力
も
女
郎
も
、
あ
り

き
た
り
の
通
り
い
た
す
べ
し
。
し
た
が
、
心
に
は
此
一
ツ
銭
を
忘
る
な
」

と
、
な
め
し
革
の
早
道
か
ら
、
一
文
の
銭
を
取
出
し
見
せ
給
へ
ば
、
鎌

倉
の
万
民
、
ち
や
う
ど
よ
い
加
減
の
料
簡
と
な
り
、
扇
屋
の
格
子
で
は

な
い
が
、
青
漆
の
御
代
万

く
歳
ぞ
、
め
で
た
け
れ
。
―そ
―の
―文
―字
―に
―は、

―吾
―唯
―知
―レ
―足
―と
―記
―し
―た
―り
。
中
の
口
を
四
字
に
用
ひ
た
る
も
、
無
駄
の

な
き
世
の
中
な
り
。（
二
二
七
頁
）

当
時
一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
『
老
子
』
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

寛
政
二
年
刊
行
の
三
つ
の
黄
表
紙
に
共
通
し
て
記
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
。

石
川
謙
氏
は
そ
の
著
作
の
中
で
「
知
足
安
分
」
が
心
学
の
教
え
の
中
で
重
要

な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
指
摘
し

（
注
７
）、

心
学
の
祖
で
あ
る
石
田
梅
岩
の
「
都
鄙
問

答
」
巻
之
一
「
播
州
ノ
人
學
問
ノ
事
ヲ
問
ノ
段
」
か
ら
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

（
引
用
者
注
・
孔
子
は
、
委
吏
や
司
職
吏
な
ど
の
役
職
さ
え
も
熱
心
に

務
め
た
と
い
う
話
を
う
け
て
）
此
時
ノ
天
命
ニ
安
ジ
玉
フ
。
コ
レ
ヲ
法

ト
シ
テ
、
士
農
工
商
共
ニ
我
家
業
ニ
テ
―足
―コ
―ト
―ヲ
―知
―ル
―ベ
―シ
。
論
語
ヲ

讀
者
、
カ
ホ
ド
ノ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
―凡
―テ
―道
―ヲ
―知
―ル
―ト
―云
―ハ、

―此
―身
―コ
―ノ
―マ
―ヽ
―ニ
―テ
―足
―コ
―ト
―ヲ
―知
―テ
―、
―外
―ニ
―望
―コ
―ト
―ナ
―キ
―ヲ
―、
―學
―問
―ノ

―n
―ト
―ス
（
注
８
）。

京
伝
が
生
き
て
い
た
当
時
の
江
戸
に
心
学
を
広
め
た
の
は
中
沢
道
二
で
あ
る
。

そ
の
道
二
の
著
作
に
も
「
知
足
安
分
」
の
思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
二

に
よ
る
道
話
を
記
し
た
も
の
で
最
も
早
く
に
世
に
出
た
も
の
は
「
道
二
翁
前

訓
」
で
あ
り

（
注
９
）、

そ
の
中
に
は
、
哀
れ
な
夜
鷹
の
話
を
例
に
し
て
こ
の
よ
う
に
教

え
る
箇
所
が
あ
る
。

親
が
有
り
て
も
、
貧
家
で
は
く
は
す
事
も
な
ら
ず
、
夫
が
有
り
て
も
、

病
身
も
の
で
、
喰
は
せ
る
事
も
な
ら
ず
、
死
ぬ
に
も
死
な
れ
ず
、
是
非

な
く
か
ゝ
る
世
渡
り
す
る
も
女
じ
や
ぞ
へ
。
銘
々
身
に
引
き
く
ら
べ
て

ご
ら
う
じ
ま
し
。
勤
と
い
ふ
字
に
二
ツ
は
な
い
。
―足
―る
―事
―を
―知
―ら
―う
―ぞ

―く
。
不
足
所
じ
や
な
い
わ
い
な

（
注
10
）。

「
道
二
翁
前
訓
」
は
童
子
を
対
象
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
向

け
て
行
わ
れ
た
講
釈
を
聞
書
し
て
寛
政
七
年
か
ら
文
政
七
年
に
か
け
て
順
次
刊

行
さ
れ
た
「
道
二
翁
道
話
」
に
も
、「
足
る
を
知
る
」「
足
納
」
と
い
う
知
足
安

分
の
教
え
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
見
る
こ
と
が
で
き
る

（
注
11
）。

そ
し
て
寛
政
初
年
の
江
戸
で
心
学
が
大
い
に
流
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
京
伝
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の
黄
表
紙
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
「
早
染

草
」
で
は
悪
魂
が
「『
此
頃
は
、
心
学
と
や
ら
が
流
行
る
』」（
三
二
九
頁
）
と

言
っ
て
お
り
、「
浄
頗
梨
」
に
も
「
当
世
は
や
る
心
学
」（
二
四
〇
頁
）
と
い
っ

た
記
述
が
あ
る
。
さ
ら
に
「
山
A
B
蹴
転
破
瓜
」（
寛
政
二
年
刊
。
以
下
「
破

瓜
」
と
略
す
）
に
も
「『
こ
の
頃
流
行
る
心
学
』」（
三
二
〇
頁
）
と
あ
り
、
そ

の
隆
盛
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
京
伝
が
「
足
る
こ
と
を

知
る
」
と
い
う
言
葉
を
多
く
用
い
た
こ
と
の
背
景
に
、
流
行
の
心
学
を
利
用
し

よ
う
と
い
う
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
も
充
分
に
可
能
な
の
で
あ
る
。
仮
に
こ
れ

が
心
学
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
と
し
て
も
、
当
時
の
読
者
に
は
心
学
を
彷
彿
と

さ
せ
る
教
訓
的
な
言
葉
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
冒
頭
で
提
示
し
た
よ
う
に
、「
酔
醒
」
自
序
で
は
「
理
屈
臭
き
」
で

は
な
く
「
茶
な
る
」
黄
表
紙
を
貴
ぶ
従
来
の
価
値
観
が
示
さ
れ
、「
浄
頗
梨
」

口
上
で
は
「
理
屈
臭
ひ
」
こ
と
は
書
か
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
「
理
屈
臭
き
」
を
趣
向
と
す
る
と
宣
言
し
た
「
早
染
草
」
に
も
、「
理
屈
」

を
敬
遠
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
「
酔
醒
」「
浄
頗
梨
」
に
も
共
通
し
て
、
心

学
と
も
関
連
す
る
「
足
る
こ
と
を
知
る
」
と
い
う
教
訓
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

以
上
、
京
伝
が
言
う
「
理
屈
」
を
教
訓
と
い
う
意
味
で
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

三

「
理
屈
」
と
い
う
語
を
京
伝
の
意
図
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
た
め
に
、
用
例
か

ら
そ
の
字
義
を
帰
納
的
に
推
考
し
た
い
。
水
野
稔
氏
『
山
東
京
伝
年
譜
稿

（
注
12
）』

に

従
う
と
、
京
伝
が
な
ん
ら
か
の
形
で
携
っ
た
寛
政
二
年
刊
行
の
出
版
物
は
全
部

で
二
十
作
品
あ
る
。
そ
の
内
、
序
を
寄
せ
た
「
新
吉
原
細
見
」（
正
月
お
よ
び

七
月
）
・
「
呼
継
金
成
植
」（
時
鳥
館
主
人
作
・
文
橋
画
）
と
、
校
正
お
よ
び

画
を
担
当
し
た
「

磨
光
世
中
魂
」（
竹
塚
東
子
作
）
の
四
作
を
除
く
十
六
作
品

（
注
13
）

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、「
理
屈
」
と
い
う
語
の
使
用
例
を
い
く
つ
か
見
出

し
た
。
そ
こ
で
、
京
伝
が
そ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
て
用
い
て
い

る
か
、
解
釈
を
加
え
て
ゆ
く
。

ま
ず
、
京
伝
作
の
黄
表
紙
八
作
品
で
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
三
例
以
外
に
も

二
例
が
存
在
し
た
。
そ
の
一
つ
は
「
早
染
草
」
に
見
ら
れ
た
次
の
用
例
で
、
悪

魂
が
入
っ
て
い
る
た
め
に
居
続
け
で
遊
ぶ
理
太
郎
を
、
番
頭
が
呼
び
戻
し
に
来

る
場
面
で
の
も
の
で
あ
る
。

理
太
郎
が
番
頭
迎
い
に
来
て
、
奥
山
も
ど
き
で
理
屈
を
言
ふ
。（
三
三

六
頁
）

そ
し
て
本
文
中
に
あ
る
番
頭
の
台
詞
が
、
次
の
も
の
で
あ
る
。

「
左
様
に
御
料
簡
の
な
い
お
前
様
で
は
な
か
り
し
が
、
天
魔
の
見
入
れ

か
、
ぜ
ひ
も
ね
へ
」（
三
三
七
頁
）

「
奥
山
」
と
は
歌
舞
伎
役
者
浅
尾
為
十
郎
の
俳
名
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
番

頭
は
、
為
十
郎
の
よ
う
な
口
調
で
理
太
郎
に
「
理
屈
」
を
言
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る
が
、
そ
の
番
頭
が
言
っ
た
台
詞
は
と
い
う
と
、
真
面
目
で
律
儀
で
あ
っ
た

以
前
の
理
太
郎
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
れ
が
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
原
因
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を
求
め
て
嘆
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
理
太
郎
を
連
れ
戻
す
た

め
の
よ
り
直
接
的
な
説
得
を
行
っ
た
こ
と
も
想
像
で
き
る
が
、
番
頭
の
こ
の
台

詞
に
は
、
な
ん
と
か
理
太
郎
を
連
れ
帰
り
た
い
と
い
う
訴
え
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。

黄
表
紙
で
は
も
う
一
つ
、「
破
瓜
」
に
も
用
例
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
犬
猿

の
仲
で
あ
る
朝
日
如
来
と
九
郎
介
稲
荷
と
の
間
の
い
ざ
こ
ざ
と
、
そ
れ
に
巻
き

込
ま
れ
る
人
間
の
色
恋
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
締
め
く
く
り
に
作
者
京
伝

は
、
突
然
に
藪
の
中
か
ら
田
舎
娘
を
飛
び
出
さ
せ
て
棒
踊
り
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
無
理
矢
理
に
二
者
を
和
睦
さ
せ
て
仕
舞
い
を
つ
け
て
し
ま
う
。
し
か
も

そ
れ
に
つ
い
て
「
な
ぜ
田
舎
娘
が
出
た
か
、
そ
れ
は
ど
う
も
作
者
も
知
ら
ず
」

と
無
責
任
な
こ
と
を
述
べ
る
。
し
か
し
「
追
加
」
の
丁
が
付
さ
れ
、
こ
の
意
味

不
明
の
結
末
に
納
得
が
い
か
な
い
如
来
と
稲
荷
が
京
伝
宅
を
訪
問
し
、
書
き
直

し
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
答
え
に
窮
し
た
京
伝
は
こ
の
よ
う
に
説

明
す
る
。そ

の
時
京
伝
、
席
を
打
つ
て
曰
く
、「
そ
れ
狐
は
陰
の
獣
也
。
又
、
九

郎
介
と
い
へ
ば
、
夜
に
象
つ
て
い
よ

く
陰
な
り
」。「
朝
日
如
来
は
陽

の
ち
や
き

く
な
り
。
陰
と
陽
と
和
合
せ
ざ
る
ゆ
へ
、
い
ざ
こ
ざ
が
絶

へ
ぬ
な
り
。
ま
た
田
舎
娘
、
形
は
女
に
し
て
陰
也
。
実
は
菊
之
丞
な
れ

ば
、
男
に
し
て
陽
な
り
。
陰
と
陽
と
よ
く
合
体
し
た
る
も
の
を
出
し

て
、
和
合
せ
ざ
る
陰
陽
を
鎮
め
た
は
、
こ
れ
目
前
の
理
な
り
。
大
明
神

さ
ん
、
一
言
も
あ
る
ま
い
。
な
く
ん
ば
念
の
た
め
、
又
候
め
で
た
か
り

け
る
次
第
な
り
」
と
洒
落
る
。（
三
二
〇
頁
）

こ
れ
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
の
が
、
如
来
の
「『
阿
弥
陀
か
ら
だ
か
、
わ
か

ら
ね
へ
―理
―屈
だ
』」（
三
二
〇
頁
）
と
い
う
台
詞
で
あ
る
。
京
伝
が
ひ
ね
り
出
し

た
後
付
の
説
明
に
納
得
が
で
き
な
い
如
来
の
気
持
ち
と
皮
肉
が
よ
く
表
れ
た
文

章
で
あ
る
。
こ
の
用
例
に
は
、
相
手
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
説
明
や
弁
解
と
い

っ
た
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

他
に
洒
落
本
に
も
い
く
つ
か
用
例
が
み
ら
れ
た

（
注
14
）。

ま
ず
は
、「
繁
千
話
」
に

見
ら
れ
た
、
次
の
二
つ
の
例
で
あ
る
。

モ
ウ
是
ぎ
り
だ
、
ち
く
し
や
う
め
。〈
ト
枕
を
ふ
り
上
ル
。
女
郎
其

手
に
す
が
り
、
又
耳
に
口
を
付
〉
マ
ア
サ
、
わ
け
を
ね
聞
イ
て
お
く
ん
な

ん
し
ヨ
〈
ト
こ
れ
よ
り
両
人
せ
い
て
は
居
れ
ど
、
あ
た
り
を
は
ゞ
か
り

た
が
ひ
に
耳
こ
す
り
で
―り
―く
―つ
を
い
ひ
あ
ふ
。
耳
こ
す
り
の
口
論
其
身

ぶ
り
を
か
し
け
れ
ど
も
筆
に
述
が
た
し
。
跡
は
ぶ
つ
ツ
ぶ
た
れ
ツ
、
C

の
内
に
手
あ
や
ま
ち
の
で
き
た
や
う
に
、
声
な
し
に
が
た
ぴ
し
す
る
〉

（
二
六
一
頁
）

女
郎
の
真
を
疑
っ
た
男
が
機
嫌
を
損
ね
た
の
に
対
し
て
、
女
郎
は
必
死
に

「
わ
け
」
を
述
べ
よ
う
と
す
る
が
、
男
は
少
し
も
聞
き
入
れ
ず
、
つ
い
に
口
論

に
な
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
男
は
語
気
も
荒
く
「
枕
を
ふ
り
上
」
て
お
り
、

そ
の
の
ち
に
は
「
ぶ
つ
ツ
ぶ
た
れ
ツ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
つ
い
に
は
互
い
に
手

も
で
て
い
る
。
ま
た
「
耳
こ
す
り
」
で
の
「
り
く
つ
」
の
言
い
合
い
が
、「
耳

こ
す
り
の
口
論
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
が
非
常
に
激
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し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
用
例
で
は
、

相
手
を
言
い
く
る
め
る
た
め
に
自
分
が
有
利
に
な
る
よ
う
な
主
張
を
ま
く
し
立

て
る
こ
と
を
「
り
く
つ
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
略
）
風
荻
さ
ん
へ
、
よ
し
か
ね
、
お
か
し
く
つ
て
な
り
や
ア

い
た
し
い
せ
ん
に
、
ち
や
ん
と
わ
つ
ち
を
し
ま
い
に
よ
こ
し
ん
す
は

な
。
あ
の
坊
主
に
出
る
と
が
は
し
ん
せ
ん
ね
へ
。
で
ら
れ
ね
へ
と
い
つ

て
や
り
ん
し
た
ら
、
こ
う
い
つ
て
ま
ふ
し
ん
す
は
な
。
生
か
は
り
死
か

は
り
う
ら
ん
で
や
る
ツ
サ
。

お
め
へ
、
あ
の
坊
さ
ん
の
あ
だ
な
を
知

つ
て
居
な
ん
す
か
。

イ
ヽ
ヘ
。

玉
眼
入
の
炭
団
と
申
ン
す
と
さ

■
な
ぜ
ね
へ
　

あ
た
ま
が
丸
く
ツ
て
色
が
黒
く
ツ
て
目
ば
か
り
光
り
ン

す
か
ら
さ
　

ホ
ン
ニ
そ
ふ
だ
よ
。
な
ぜ
あ
ね
へ
に
色
が
黒
イ
ね
へ
。
色

の
黒
イ
が
は
や
る
と
思
ツ
て
居
ン
す
か
ね
へ
。
そ
り
や
ア
そ
ふ
と
お
聞

キ
な
ん
し
、
せ
ん
ど
の
―理
―屈
が
ま
だ
す
み
ん
せ
ん
ヨ
。〈
ト
は
な
す
そ
ば

か
ら
さ
し
出
て
〉

モ
シ
イ
（
二
六
三
頁
）

月
の
戸
は
客
に
関
す
る
愚
痴
を
聞
い
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
た
が
、
風
荻
が

「
坊
さ
ん
の
あ
だ
な
」
へ
と
話
題
を
逸
ら
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に

言
っ
て
話
を
も
と
に
戻
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
自
分
に
対
し
て
「
生
か
は
り

死
か
は
り
う
ら
ん
で
や
る
」
と
暴
言
を
吐
い
た
「
あ
の
坊
主
」
と
の
間
に
そ
れ

か
ら
ど
の
よ
う
な
い
さ
か
い
が
あ
っ
た
の
か
、
風
荻
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
文

句
が
ま
だ
あ
る
の
だ
、
と
い
う
月
の
戸
の
気
持
ち
が
表
れ
た
用
例
で
あ
る
。

そ
し
て
「
傾
城
買
四
十
八
手
」
に
も
二
つ
の
用
例
が
あ
っ
た
。
ま
ず
一
つ
が

次
の
も
の
で
あ
る
。

〈
扨
は
こ
よ
ひ
は
名
代
の
客
あ
る
と
み
へ
た
り
。
う
せ
を
つ
た
ら
こ
ふ

い
ふ
て
あ
ゝ
い
ふ
て
、
と
む
ね
の
う
ち
に
い
は
ん
と
お
も
ふ
―り
―く
―つ
を

な
ん
べ
ん
も
ふ
く
し
て
ゐ
る
う
ち
、
又
候
あ
し
を
と
し
て
し
や
う
じ
を

さ
ら
り
と
あ
く
る
ゆ
へ
、
び
つ
く
り
し
て
又
ね
た
ふ
り
す
れ
ば
、
わ
か

い
も
の
来
て
油
を
つ
い
で
行
〉（
二
四
六
頁
）

女
郎
に
待
た
さ
れ
て
暇
を
も
て
あ
ま
し
た
男
は
、
ひ
と
り
床
に
入
っ
て
寝
た

ふ
り
を
し
て
待
つ
が
、
待
ち
く
た
び
れ
て
苛
立
ち
が
募
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、

別
の
客
の
相
手
を
終
え
た
女
郎
が
や
っ
と
や
っ
て
来
る
が
、
し
び
れ
を
切
ら
し

て
帰
り
か
け
て
い
た
男
は
、
女
郎
が
止
め
る
の
も
聞
か
ず
に
怒
鳴
り
散
ら
す
。

や
か
ま
し
い
。
お
ど
れ
が
し
つ
た
事
じ
や
な
い
。
ふ
と
ひ
女
郎
め

だ
。
い
ひ
ぶ
ん
が
あ
る
が
、
よ
ふ
い
は
ぬ
。
う
ぬ
が
や
う
な
く
さ
つ
た

女
郎
に
は
、
い
ふ
く
ち
も
た
ぬ
。
ア
ア
わ
か
ひ
も
の
に
、
は
き
も
の
を

お
ろ
さ
せ
ろ
。
ち
や
屋
の
く
る
を
ま
つ
て
は
ゐ
ぬ
。
か
へ
る
。
と
む
る

な
。

そ
れ
だ
つ
て
も
、
用
心
が
わ
る
ふ
ご
ざ
ん
す
。
き
つ
い
は

ら
た
ち
や
う
さ
。

用
心
も
へ
ち
ま
も
い
ら
ぬ
。
な
ん
で
も
か
へ
る
。

を
れ
が
あ
し
で
を
れ
が
か
へ
る
に
、
だ
が
な
ん
と
い
ふ
も
の
だ
。
そ
こ

を
は
な
し
を
ら
う
。〈
ト
よ
ひ
か
ら
の
む
し
や
く
し
や
ば
ら
、
と
む
る

ほ
ど
こ
ゑ
が
た
か
く
な
る
〉（
二
四
六
〜
二
四
七
頁
）

待
つ
こ
と
は
男
に
か
な
り
の
苦
痛
を
与
え
て
い
た
よ
う
だ
。
ど
な
り
ち
ら
す

場
面
に
は
、
女
郎
が
な
か
な
か
現
れ
な
か
っ
た
た
め
に
「
よ
ひ
か
ら
の
む
し
や
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く
し
や
」
が
鬱
積
し
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
捨
て
台
詞
の
数
々
か

ら
、
ひ
と
り
の
床
で
く
さ
く
さ
と
考
え
て
い
た
「
い
は
ん
と
お
も
ふ
り
く
つ
」

と
は
、
女
郎
に
ぶ
ち
ま
け
て
や
り
た
い
文
句
や
不
満
な
ど
、
男
の
一
方
的
な
言

い
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

最
後
に
、
同
作
に
見
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
例
で
あ
る
。

女
郎
も
、
帰
し
た
翌
日
は
ふ
さ
ひ
で
飯
さ
へ
も
喰
は
ず
役
所
を
も
ひ
く

な
り
。
客
も
、
う
ち
へ
か
へ
つ
て
も
御
持
仏
の
阿
弥
陀
さ
ま
ま
で
が
女

郎
の
顔
に
見
ゆ
る
も
の
也
。
何
レ
外
か
ら
見
て
は
馬
鹿
ら
し
く
見
ゆ
れ

ど
、
そ
の
身
に
な
つ
て
は
も
つ
と
も
な
―理
―屈
も
あ
る
べ
き
か
。
嗚
呼
さ

れ
ば
捨
て
が
た
き
は
此
道
の
迷
ひ
な
り
と
双
丘
の
し
れ
も
の
も
書
き
し

に
あ
ら
ず
や
。（
二
五
二
頁
）

小
見
出
し
に
「
真
の
手
」
と
あ
る
話
に
付
さ
れ
た
評
の
最
後
の
部
分
で
あ

る
。
互
い
に
真
の
心
を
抱
い
て
し
ま
っ
た
客
と
女
郎
の
わ
り
無
き
仲
の
成
れ
の

果
て
は
、
こ
の
引
用
箇
所
の
直
前
に
も
長
々
と
書
か
れ
て
い
る
。
女
郎
が
本
来

の
勤
め
を
疎
か
に
す
る
こ
と
も
男
が
身
代
を
潰
す
こ
と
も
、
冷
静
な
第
三
者
か

ら
す
れ
ば
ば
か
ら
し
く
思
え
る
が
、
当
人
ら
に
す
れ
ば
そ
の
状
況
に
至
る
ま
で

の
様
々
な
事
情
や
理
由
、
苦
労
を
し
て
で
も
い
つ
か
結
ば
れ
た
い
と
い
う
深
い

思
い
が
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
寛
政
二
年
刊
行
の
作
品
に
お
け
る
「
理
屈
」
の
用
例
を
見
て
い

く
と
、
黄
表
紙
の
二
例
で
は
訴
え
・
弁
解
な
ど
の
意
味
、
洒
落
本
の
始
め
の
三

例
で
は
主
張
・
文
句
・
不
満
と
い
っ
た
意
味
、
最
後
の
一
例
で
は
事
情
と
い
う

意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
文
脈
に
応
じ
て
様
々
な
意
味
合
い
で
使
用
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
様
に
他
者
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
自
分
の
主
張
や
文

句
を
ひ
た
す
ら
述
べ
立
て
る
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま

た
、「
理
屈
」
に
教
訓
と
い
う
意
味
合
い
を
込
め
て
い
る
例
が
皆
無
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
先
の
考
察
に
対
す
る
裏
付
け
と
も
な
る
。

四

「
理
屈
臭
き
」
を
考
え
る
上
で
、
こ
こ
で
少
し
「
早
染
草
」
の
登
場
人
物
の

名
前
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
主
た
る
登
場
人
物
で
あ
る
目
前
屋

理
兵
衛
・
理
太
郎
親
子
お
よ
び
道
理
先
生
は
、
そ
ろ
っ
て
名
前
に
「
理
」
の
字

を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
早
染
草
」
の
中
心
的
趣
向
が
「
理
屈
臭
き
」
で
あ

る
が
ゆ
え
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
登
場
人
物
の
名
前
は
、
と
き

に
作
品
の
内
容
と
関
連
さ
せ
、
作
者
が
工
夫
を
凝
ら
す
と
こ
ろ
の
一
つ
で
も
あ

る
。
例
え
ば
、
家
業
に
誠
実
に
打
ち
込
ん
で
い
た
理
太
郎
が
堕
落
し
て
い
く
き

っ
か
け
と
な
っ
た
遊
女
が
「
怪
野
」
と
い
う
名
で
あ
る
こ
と
も
、
名
付
け
が
人

物
設
定
や
話
の
筋
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
目
前
屋
親
子
の

名
前
に
つ
い
て
は
水
野
氏
が
「『
目
前
の
利
』（
目
の
前
の
つ
ま
ら
ぬ
利
益
）
を

転
化
し
た
命
名
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
が

（
注
15
）、「

利
」
で
は
な
く
「
理
」
が

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
注
16
）。

こ
の
「
目
前
の
理
」
な
る
語
は
、「
破
瓜
」
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
用
例

検
証
の
際
に
も
引
用
し
た
部
分
で
、
京
伝
は
田
舎
娘
を
持
ち
出
し
て
二
者
を
和
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睦
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
自
身
で
「『
こ
れ
目
前
の
理
な
り
』」
と
ま
と
め
、

如
来
に
は
「『
わ
か
ら
ね
へ
理
屈
だ
』」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
こ
の
用
例
に
「
目
の
前
の
つ
ま
ら
ぬ
利
益
」
と
い
う
意
味
を
当
て
は
め
て

も
、
ど
う
も
釈
然
と
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
「
目
前
の
理
」
に
似
た
言
葉
で
一
般

に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
「
理
の
前
」
が
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
「
道
理
に
合
っ

た
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
・
当
然
の
こ
と
」
な
ど
と
定
義
さ
れ
て
い
る

（
注
17
）。

親
子
の

名
前
に
使
わ
れ
る
の
が
「
利
」
で
は
な
く
「
理
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

も
こ
れ
な
ら
ば
必
然
で
あ
る
し
、「
破
瓜
」
の
用
例
に
関
し
て
も
こ
ち
ら
の
解

釈
で
あ
れ
ば
文
脈
に
う
ま
く
適
合
す
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
京
伝
が
使
用
し

て
い
る
「
目
前
の
理
」
と
は
「
理
の
前
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
「
早
染
草
」
の
三
人
の
主
な
登
場
人
物
は
、「
道
理
に
合
っ
た

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
・
当
然
の
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
名
を
持
つ
親
子
と
、
道

理
先
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
登
場
人
物
の
名
に
込
め
ら
れ
た
意
味
も
、「
早

染
草
」
の
趣
向
を
読
み
解
い
て
い
く
う
え
で
必
要
な
情
報
と
な
ろ
う
。

五

京
伝
に
よ
る
用
例
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
字
義
や
使
用
傾
向
と
、
登
場
人
物

の
名
前
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
参
考
に
、「
早
染
草
」
に
お
け
る
理
屈
と
は
何

か
を
最
後
に
ま
と
め
た
い
。

用
例
検
証
の
結
果
を
念
頭
に
「
早
染
草
」
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
善
魂
悪

魂
が
働
き
か
け
を
行
っ
た
結
果
と
し
て
理
太
郎
が
ど
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る

か
を
述
べ
た
文
章
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
。
善
魂
は
良
い
行
い
を
、
悪
魂
は
悪

い
行
い
を
さ
せ
る
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
理
太
郎
の
皮
肉
に
入
り
込
も
う
と
す
る
。

果
た
し
て
理
太
郎
は
、
善
魂
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
き
は
誠
実
に
振
舞
い
、
悪

魂
が
入
っ
て
い
る
と
き
は
堕
落
す
る
と
い
う
法
則
に
忠
実
に
従
っ
て
行
動
し
、

体
を
所
有
す
る
魂
が
交
代
し
た
り
勢
力
を
拡
大
し
た
り
す
る
の
に
伴
っ
て
、
そ

の
様
が
幾
度
も
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
寛
政
二
年
刊
行
の
黄
表
紙
を
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
理

屈
臭
き
」
と
教
訓
の
間
に
関
係
性
は
見
出
せ
な
い
と
い
う
結
論
を
得
た
。
そ
し

て
用
例
検
証
か
ら
は
、「
理
屈
」
と
い
う
語
が
他
者
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
自

分
の
主
張
や
文
句
を
ひ
た
す
ら
述
べ
立
て
る
場
面
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た

主
人
公
親
子
の
名
前
に
「
道
理
に
合
っ
た
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
」
と
い
う
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
導
き
出
し
た
。「
早
染
草
」
の
場
合
、
道
理
に
あ

っ
た
あ
た
り
ま
え
の
主
張
を
す
る
の
は
京
伝
で
、
そ
れ
に
納
得
す
る
他
者
は
読

み
手
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
あ
た
り
ま
え
の
主
張
と
は
、
魂
の
働
き

に
連
動
す
る
よ
う
に
振
る
舞
う
理
太
郎
に
つ
い
て
の
説
明
が
そ
れ
に
該
当
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
善
悪
ど
ち
ら
の
魂
に
と
り
つ
か
れ
て
い

る
か
、
ま
た
魂
の
勢
力
は
ど
の
程
度
か
と
い
う
要
素
に
即
応
し
て
行
動
す
る
理

太
郎
に
つ
い
て
、
幾
度
も
律
儀
な
説
明
文
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、「
早

染
草
」
序
で
京
伝
が
言
う
「
理
屈
臭
き
」
趣
向
で
あ
る
と
定
義
付
け
た
い
。

序
や
口
上
か
ら
は
「
理
屈
」
を
敬
遠
す
る
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
こ
と
に
加

― 38―



え
、
多
く
の
用
例
で
「
理
屈
」
は
負
の
語
感
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
本

来
で
あ
れ
ば
忌
避
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
め
に
、
新
し
さ
と
い
う
点
に
お
い
て

は
間
違
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
理
屈
臭
き
」
を
趣
向
と
す
る
こ
と
は
大

き
な
挑
戦
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
「
早
染
草
」
が
現
代
に
至
る
ま

で
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
京
伝
の
試
み
は
成
功
に

終
わ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
注
１
）
以
下
、
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
の
引
用
は
す
べ
て
『
山
東
京
伝
全
集
』
第
二
巻
「
黄

表
紙
２
」（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
り
、
引
用
の
末
尾
に
頁
数
を
括
弧

に
入
れ
て
示
し
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
振
り
仮
名
を
省
き
、
傍
線
を
私
に

施
す
な
ど
の
処
置
を
と
っ
た
。

（
注
２
）
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
二
六
お
よ
び
一
九
八
頁
。
傍
線
は
私
に
施
し
た
。

（
注
３
）
社
会
思
想
社
、
一
九
九
七
年
、
二
五
一
お
よ
び
二
八
一
頁
。
傍
線
は
私
に
施

し
た
。

（
注
４
）
小
学
館
、
一
九
九
九
年
、
一
七
四
お
よ
び
二
四
五
頁
。
傍
線
は
私
に
施
し
た
。

（
注
５
）
最
近
で
は
佐
藤
至
子
氏
が
、
理
屈
臭
さ
を
趣
向
と
し
た
寛
政
二
年
刊
行
の
京
伝
黄

表
紙
に
対
し
て
「
こ
の
当
時
の
社
会
に
お
け
る
学
問
の
流
行
、
自
学
自
習
の
流
行

に
応
じ
て
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
序
の
「
理
屈
臭
き
」
を
定
義
す
る
こ
と
は

し
て
い
な
い
が
『
早
染
草
』
に
関
し
て
は
「
教
訓
的
で
滑
稽
、
し
か
も
わ
か
り
や

す
い
」
と
の
評
価
を
さ
れ
て
い
る
。『
山
東
京
伝
―
滑
稽
洒
落
第
一
の
作
者
―
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
注
６
）『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』（
三
）
の
中
で
、
例
え
ば

し
か
ら
ば
我
国
の
姉
子
な
ん
ど
も
。
清
く
浄
と
し
給
ん
哉
（
三
二
五
頁
）

と
い
う
文
言
に
は

神
道
・
国
学
の
理
想
と
す
る
境
地
。
手
島
堵
庵
の
『
前
訓
』
の
婦
女
六
徳

中
に
『
清
潔
』（
せ
い
け
つ
・
き
よ
く
い
さ
ぎ
よ
し
）
と
あ
る
。（『
江
戸
の

絵
本
』（
三
）
二
五
一
頁
）

と
注
を
付
さ
れ
、
理
太
郎
が

「
坊
は
お
と
つ
さ
ん
や
、
お
か
ゝ
さ
ん
が
大
事
だ
よ
。
穴
一
や
宝
引
は
、
し

ね
へ
も
ん
だ
ね
へ
」（
三
二
八
頁
）

と
両
親
に
述
べ
る
箇
所
に
関
し
て
は
、

こ
の
場
面
は
児
童
向
け
の
心
学
講
釈
で
あ
る
前
訓
な
ど
の
趣
を
出
し
て
い

る
。「
坊
は
お
と
っ
さ
ん
云
々
」
は
「
父
母
ほ
ど
世
に
大
切
の
宝
は
な
い
」

（『
道
二
翁
前
訓
』）
と
か
「
先
子
供
の
穴
一
宝
引
。
種
柿
西
瓜
の
目
引
（
中

略
）。
そ
の
外
比
類
残
ら
ず
御
停
止
ゆ
へ
。
一
切
禁
制
の
事
」（『
道
二
先
生

御
高
札
道
話
』）
に
対
応
す
る
。（『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』（
三
）
二
五
七
頁
）

と
解
説
す
る
な
ど
し
て
お
ら
れ
る
。

（
注
７
）
石
川
謙
氏
『
石
門
心
学
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）。
ま
た
、
柴
田

実
氏
も
『
日
本
思
想
大
系
　
石
門
心
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
の
解
説

で
、
心
学
で
は
金
銭
を
扱
う
商
人
と
い
う
身
分
の
存
在
意
義
を
主
張
す
る
と
同
時

に
、
正
直
と
倹
約
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
、「
都
鄙
問
答
」
の
同

じ
箇
所
（
傍
線
部
）
を
引
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
梅
岩
が
言
う
知
足
安
分
と
は
消

極
的
な
あ
き
ら
め
の
気
持
ち
で
は
な
く
、「
天
ノ
与
ル
楽
ハ
、
実
面
白
キ
ア
リ
サ
マ

哉
。
何
ヲ
以
テ
カ
コ
レ
ニ
加
エ
ン
」（「
都
鄙
問
答
」
巻
之
一
「
都
鄙
問
答
ノ
段
」）

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、「
正
直
と
倹
約
の
実
践
を
通
じ
て
、
人
び
と

に
こ
の
安
心
、
こ
の
よ
ろ
こ
び
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、
か
れ
の
心
学
の
根

本
精
神
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」（
四
七
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
柴
田
氏
も
心
学
の
教
え
の
な
か
で
「
知
足
安
分
」
を
重
要
視
さ
れ

て
い
る
。

（
注
８
）『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
近
世
思
想
家
文
集
』（
小
高
敏
郎
氏
ら
校
注
、
岩
波
書
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店
、
一
九
六
六
年
）
三
九
五
頁
。

（
注
９
）
石
川
氏
に
よ
る
『
校
訂
道
二
翁
道
話
』
解
説
は
こ
れ
を
「
天
明
九
年
二
月
」「
浅

井
き
を
女
聞
書
」
と
記
述
す
る
に
と
ど
め
る
が
、『
国
書
総
目
録
』
は
こ
れ
を
「
天

明
九
年
刊
」
と
し
て
い
る
。

（
注
10
）『
校
訂
道
二
翁
道
話
』（
石
川
謙
氏
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
第
五
刷
）
所
収
。

三
一
六
頁
。

（
注
11
）
注
10
に
同
じ
。

（
注
12
）
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
。

（
注
13
）「
京
伝
憂
世
之
酔
醒
」（
京
伝
画
作
）
・
「

照
子
浄
頗
梨
」（
京
伝
画
作
）
・

「
先
時
怪
談
花
芳
野
犬
斑
点
」（
京
伝
画
作
）
・
「

行
儀
有
良
礼
」（
京
伝
画

作
）
・
「
冷
哉
汲
立
清
水
記
」（
京
伝
作
・
自
画
か
）
・
「

心
学
早
染
草
」（
京

伝
作
・
北
尾
政
美
画
）
・
「
山
A
B
蹴
転
破
瓜
」（
京
伝
作
・
北
尾
政
美
画
）
・

「
■
■
玉
磨
青
砥
銭
」（
京
伝
作
・
喜
多
川
歌
麿
画
）
の
八
作
は
『
山
東
京
伝
全
集
』

第
二
巻
「
黄
表
紙
２
」
に
収
録
。
な
お
、
本
稿
で
は
『
山
東
京
伝
年
譜
稿
』
に
従

い
、「
兎
角
亭
亀
毛
画
」
を
京
伝
画
と
み
な
し
「
京
伝
憂
世
之
酔
醒
」「

行
儀
有

良
礼
」
を
京
伝
画
作
と
し
た
。

「
画図

通
俗
大
聖
伝
」（
京
伝
作
・
北
尾
重
政
画
）
は
『
山
東
京
伝
全
集
』
第
十
五
巻

「
読
本
１
」（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
年
）
に
収
録
。

「
繁
千
話
」（
京
伝
画
作
）
・
「
京
伝
予
誌
」（
京
伝
作
・
自
画
か
）
・
「
傾
城
買

四
十
八
手
」（
京
伝
画
作
）
・
「
田
舎
談
義
」（
竹
塚
東
子
作
・
京
伝
序
お
よ
び
跋
）

「
文
選
臥
坐
」（
佐
保
川
狂
示
、
蒼
龍
闕
湖
舟
、
梅
暮
里
谷
我
共
作
・
京
伝
序
）
の

五
作
は
『
洒
落
本
大
成
』
第
十
五
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
）
に
収
録
。

「
福
種
笑
門
松
」（
京
伝
作
・
喜
多
川
歌
麿
画
）
は
『
寛
政
笑
話
集
』
二
（
宮
尾

し
げ
を
編
、
小
噺
頒
布
会
、
一
九
三
九
年
）
に
収
録
。

「
小
紋
雅
話
」（
京
伝
画
作
）
は
『
日
本
名
著
全
集
』
第
十
四
巻
「
滑
稽
本
集
」

（
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
）
に
収
録
。

（
注
14
）
以
下
、
山
東
京
伝
の
洒
落
本
の
引
用
は
す
べ
て
『
洒
落
本
大
成
』
第
十
五
巻
に
よ

り
、
引
用
の
末
尾
に
頁
数
を
括
弧
に
入
れ
て
示
し
た
。
た
だ
し
、
割
書
に
つ
い
て

は
山
括
弧
に
入
れ
て
一
行
書
と
し
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
振
り
仮
名
を
省

き
、
私
に
句
読
点
を
施
し
適
宜
濁
点
を
補
っ
た
。
ま
た
、
傍
線
を
私
に
施
す
な
ど

の
処
置
を
と
っ
た
。

（
注
15
）
注
２
に
同
じ
。
二
〇
〇
頁
。
ま
た
中
山
氏
も
注
３
の
『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』（
三
）

二
五
四
頁
で
「『
目
前
の
利
』
の
人
名
化
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
注
16
）
文
中
、
親
子
の
名
は
す
べ
て
「
理
」
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
人
物
の
画

へ
の
書
き
入
れ
に
お
い
て
、
父
で
あ
る
理
兵
衛
が
「
利
」、
理
太
郎
が
「
理
」
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
二
人
を
区
別
す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

（
注
17
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）
で
「
理
の
前
」
は

「『
り
（
理
）
の
当
然
』
に
同
じ
。」
と
あ
り
、「
理
の
当
然
」
の
項
を
参
照
す
る
と

こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

―
く
ぼ
た
・
あ
い
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
在
学
―
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