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健
右
氏

（
６
）
は
、

直
文
の
士
族
と
し
て
の
美
意
識
と
国
学
者
と
し
て
の
伝
統
性
尊
重
の
資
質

は
、
意
識
で
は
急
進
的
な
和
歌
改
革
の
必
要
性
を
感
じ
な
が
ら
も
、
人
間

関
係
の
渦
ま
く
和
歌
壇
で
は
微
温
的
和
歌
改
革
の
立
場
し
か
と
り
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
御
歌
所
派
と
海
上
胤
平
を
代
表
と
す
る
対
立
の
構
図

の
中
で
、
直
文
の
主
張
は
両
者
の
融
合
調
和
を
図
る
場
の
提
供
に
そ
の
存

在
感
と
意
義
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
和
歌
改
革
を
意
図
し

て
い
た
鉄
幹
の
不
満
も
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

直
文
が
、「
あ
さ
香
社
」
で
与
謝
野
鉄
幹
、
服
部
躬
治
、
久
保
猪
之
吉
、

尾
上
柴
舟
、大
町
桂
月
等
を
育
成
し
、ま
た
「
い
か
づ
ち
会
」「
わ
か
菜
会
」

「
あ
け
ぼ
の
会
」
等
で
若
い
歌
人
を
指
導
し
た
近
代
短
歌
史
上
の
意
義
は

無
視
出
来
な
い
が
、
万
事
に
折
衷
的
立
場
の
主
張
は
、
急
進
的
改
革
派
の

若
い
人
々
に
と
っ
て
不
満
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
、
明
治
二
十
六
年
に
結
成
さ
れ
た
あ
さ
香
社
に
お
け
る
門
人
育
成
に
関
し
て

は
じ
め
に

落
合
直
文
の
和
歌
改
良
論
に
つ
い
て
は
、
従
来
直
文
に
関
す
る
研
究
や
短
歌

史
研
究
に
お
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
片
桐
顕
智
氏

（
１
）
が
、

〈
前
略
〉
直
文
の
改
良
論
は
、「
国
学
和
歌
改
良
論
」
の
延
長
で
あ
り
、

伝
統
的
遺
産
の
広
汎
な
る
総
合
で
あ
る
点
、
折
衷
派
、
又
は
総
合
的
伝
統

主
義
と
い
へ
よ
う
。
（
２
）

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
小
泉
苳
三
氏

（
３
）

が
、「
そ
れ
は
二
十
年
代
の
和
歌
改
良
論

を
基
礎
と
す
る
代
表
的
な
新
旧
折
衷
主
義
で
あ
っ
た
。」
と
評
し
て
い
る
よ
う

に
、「
折
衷
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
が
言
い
表
さ
れ
る
。
他
に
も
、

新
間
進
一
氏
（
４
）
の
「
新
旧
和
歌
の
折
衷
、
合
同
に
よ
る
漸
進
的
な
改
良
」
や
、
藤

岡
武
雄
氏
（
５
）
の
「
漸
進
的
な
、
折
衷
的
な
改
良
主
義
」
と
い
っ
た
見
方
が
な
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
直
文
の
改
良
論
を
「
折
衷
」
と
し
て
意
味
付
け
る
点
に
お
い

て
、
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
永
岡

落
合
直
文
の
和
歌
改
良
論
の
内
実

︱ 

御
歌
所
派
批
判
か
ら
雑
誌
『
歌
学
』
ま
で 

︱

長

　

福

　

香

　

菜



̶ 14 ̶

指
導
者
と
し
て
の
存
在
が
大
き
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

直
文
の
折
衷
的
立
場
に
立
つ
和
歌
改
良
論
は
、
よ
く
鉄
幹
の
革
新
論
と
比
較

さ
れ
、
否
定
的
に
評
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
直
文
の
改
良
論
を
体
系
的
に

捉
え
た
評
価
と
は
言
い
難
く
、
新
派
の
立
場
か
ら
見
た
、
安
直
か
つ
一
面
的
見

解
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
当
時
直
文
が
抱
え
て
い
た
主
義
主
張
や
問
題
意
識

か
ら
和
歌
改
良
論
提
唱
に
至
る
経
緯
、
そ
し
て
改
良
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
当

時
の
歌
壇
状
況（
８
）
と
を
包
括
し
た
上
で
直
文
の
改
良
論
を
見
な
け
れ
ば
、
折
衷
的

立
場
の
本
質
は
見
え
て
こ
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
ま
ず
、

明
治
二
十
二
年
か
ら
同
二
十
六
年
ま
で
の
改
良
論
を
年
代
順
に
掲
げ
、
改
良
論

の
内
実
を
鉄
幹
が
登
場
す
る
ま
で
の
直
文
の
発
言
か
ら
読
み
解
き
、
折
衷
的
立

場
の
背
景
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た
い
。

一

「
萩
の
家
主
人
追
悼
録
」（『
国
文
学
』
六
十
二
号
、
明
治
三
十
七
年
二
月
、

以
下
「
追
悼
録
」
と
略
す
）
に
、
御
歌
所
寄
人
の
阪
正
臣
に
よ
る
談
話
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
直
文
と
正
臣
は
伊
勢
神
教
院
時
代
に
出
会
っ
て
以
来
、
交
遊
関

係
が
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
９
）

。

正
臣
が
御
歌
所
へ
出
て
、
二
年
ば
か
り
立
ツ
た
時
（
明
治
二
十
二
年
頃
）

尋
ね
て
来
て
言
は
れ
る
に
は
、「
御
歌
所
の
連
中
の
歌
は
孱
弱
だ
、野
鄙
だ
、

大
に
革
新
す
べ
し
だ
」
と
い
は
れ
る
。
此
の
時
直
文
君
の
歌
論
は
旧
派
の

頂
上
と
も
思
は
れ
る
や
う
な
も
の
で
有
つ
た
。
正
臣
は
反
対
の
考
で
有
つ

は
「
近
代
短
歌
史
上
の
意
義
」
を
認
め
て
は
い
る
。
し
か
し
、「
両
者
の
融
合

調
和
を
図
る
場
の
提
供
」に
利
点
を
見
出
す
直
文
の
折
衷
的
立
場
は
「
微
温
的
」

で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
「
鉄
幹
の
不
満
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し

て
本
林
勝
夫
氏
（
７
）

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

明
治
の
歌
が
旧
時
代
の
陋
習
を
離
れ
、
よ
う
や
く
「
近
代
」
へ
の
方
向

を
と
る
の
は
、
二
十
六
年
、
落
合
直
文
の
「
あ
さ
香
社
」
の
結
成
を
出
発

点
と
し
て
で
あ
っ
た
。
あ
さ
香
社
は
一
定
の
主
義
主
張
を
掲
げ
ず
、
ま
た

特
定
の
機
関
誌
も
持
た
な
か
っ
た
が
、
直
文
の
革
新
へ
の
意
図
は
そ
れ
ま

で
の
言
説
か
ら
ほ
ぼ
明
ら
か
で
、
要
す
る
に
明
治
の
新
し
い
歌
は
若
い
世

代
の
創
出
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
さ
香
社
の

活
動
は
二
十
年
代
末
期
ま
で
の
わ
ず
か
の
期
間
で
自
然
解
消
の
形
と
な
っ

た
が
、
こ
こ
か
ら
出
た
鉄
幹
を
は
じ
め
と
す
る
青
年
た
ち
は
、
三
十
年
代

に
入
っ
て
あ
い
つ
い
で
新
派
の
結
社
を
結
成
し
、
明
治
の
革
新
歌
壇
を
形

成
す
る
。
直
文
自
身
の
歌
は
よ
く
言
え
ば
調
和
的
、
わ
る
く
言
え
ば
微
温

的
な
域
を
出
な
か
っ
た
し
、
そ
の
意
味
で
彼
の
功
績
は
、
一
に
も
二
に
も

こ
れ
ら
革
新
歌
人
た
ち
の
温
床
を
作
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
言
う
べ
き

だ
ろ
う
。

直
文
の
歌
を
「
調
和
的
」「
微
温
的
」
と
す
る
一
方
で
、「
若
い
世
代
の
創
出
」

へ
の
尽
力
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
さ
香
社
は
、
与
謝
野
鉄
幹
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
名
高
い
門
人
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が

あ
さ
香
社
の
功
績
と
し
て
称
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
文
は
あ
さ
香
社
の
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慣
に
そ
の
よ
り
て
来
る
と
こ
ろ
を
詳
に
し
、
以
て
そ
の
基
本
を
定
め
ざ
る

べ
か
ら
ず
。
さ
る
を
世
人
皆
か
の
文
明
に
眩
惑
し
、
反
て
之
を
破
壊
せ
ん

と
す
る
が
ご
と
き
、
何
ぞ
そ
の
論
の
暴
か
つ
疎
な
る
や
。〈
中
略
〉

我
国
の
あ
り
さ
ま
の
今
日
の
如
く
極
端
に
偏
す
る
原
因
を
た
づ
ぬ
る
に
、

彼
を
知
り
、
己
を
知
ら
ざ
る
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
は
じ
め
に
あ
た

り
、
我
国
の
国
体
、
歴
史
、
地
理
、
人
情
、
教
化
、
風
習
の
な
に
た
る
を

し
ら
む
に
は
、
か
ゝ
る
皮
想
的
の
文
明
に
は
陥
ら
ざ
り
し
な
ら
む
。
往
時

ま
た
お
ふ
べ
か
ら
ず
。
今
日
之
を
さ
と
ら
ず
バ
、
い
よ
B
C
な
す
べ
か

ら
ざ
る
に
至
ら
む
。こ
れ
予
輩
の
日
本
文
学
の
必
要
を
感
ぜ
し
所
以
な
り
。

自
国
の
文
明
を
意
図
す
る
な
ら
、
た
だ
全
面
的
に
欧
米
を
模
倣
す
る
の
で
は

な
く
、
従
来
自
国
で
培
っ
て
き
た
「
国
体
、
歴
史
、
地
理
、
人
情
、
教
化
、
風
習
」

に
立
ち
返
り
、
日
本
独
自
の
文
明
の
基
本
を
新
た
に
築
く
べ
き
旨
を
訴
え
る
の

で
あ
る
。
同
様
の
発
言
は
、
以
下
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。「
帝
国
文
科
大
学
に

新
に
国
史
科
を
設
置
せ
ら
れ
た
る
に
つ
き
て
」

（
10
）（『

日
本
文
学
』
十
二
号
、
明
治

二
十
二
年
七
月
）
で
は
、
国
史
科
設
置
を
祝
す
言
を
述
べ
た
上
で
、

す
べ
て
学
者
た
る
者
は
、
お
の
れ
に
定
見
を
備
ふ
と
い
ふ
。
き
は
め
て
緊

要
な
り
。
反
言
す
れ
ば
、
学
問
に
籠
絡
せ
ら
れ
ざ
る
べ
し
と
い
ふ
こ
と
な

り
。
若
、定
見
な
く
し
て
、之
を
学
び
、之
を
得
る
も
の
、一
の
書
籍
た
り
、

一
の
図
書
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
べ
し
。
こ
の
弊
は
、
こ
と
に
和
漢
学
者
に
多

か
り
し
が
、
現
今
に
て
は
、
洋
学
者
も
ま
た
そ
の
轍
を
ふ
む
が
如
し
。
唯

各
取
る
と
こ
ろ
の
主
義
の
こ
と
な
る
よ
り
、
そ
の
弊
も
亦
各
そ
の
類
を
異

た
故
、
負
け
ぬ
気
で
争
ツ
た
。
そ
こ
で
直
文
君
は
、
此
奴
共
に
語
る
に
足

ら
ず
と
で
も
思
は
れ
た
か
、
以
後
歌
の
話
は
聞
か
な
か
ツ
た
。

正
臣
は
こ
の
談
話
で
、
直
文
が
当
時
の
歌
壇
の
中
心
勢
力
で
あ
っ
た
御
歌
所

派
の
歌
を
批
判
し
、「
革
新
」
す
べ
き
と
の
発
言
を
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
ん
な
直
文
の
歌
論
を
、
正
臣
は
「
旧
派
の

頂
上
」
と
評
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
革
新
」
を
促
す
直
文
自
身
こ
そ
旧
派
と
称

さ
れ
る
位
置
に
い
た
と
の
認
識
を
、
正
臣
が
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
治
二
十
二
年
、
そ
も
そ
も
直
文
は
な
ぜ
御
歌
所
派
批
判
を
行
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
同
時
期
に
直
文
が
発
表
し
た
言
説
か
ら
、
こ
の
発
言
の
背
景
に
あ
る

問
題
意
識
を
探
っ
て
み
た
い
。
こ
の
当
時
直
文
は
、欧
米
の
文
明
を
理
想
と
し
、

自
国
の
文
化
か
ら
欧
米
化
へ
と
転
換
を
目
指
す
日
本
の
風
潮
に
疑
問
を
呈
す
る

発
言
を
度
々
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
日
本
文
学
の
必
要
」（『
日
本
学
誌
』

一
号
、
明
治
二
十
二
年
二
月
、『
著
作
集
Ⅰ
』
収
録
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

世
人
口
を
開
け
ば
皆
曰
く
、「
欧
米
諸
国
の
文
明
や
、
我
国
の
遠
く
お
よ

ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
故
に
政
事
、
法
律
は
さ
ら
な
り
、
言
語
に
風
俗
に

悉
く
欧
米
風
に
変
換
し
、
我
古
来
の
習
慣
に
教
育
に
之
を
放
棄
し
、
は
や

く
そ
の
域
に
い
た
ら
む
こ
と
を
つ
と
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
。

こ
の
状
況
に
対
し
、
直
文
は
日
本
文
学
を
蔑
ろ
に
し
て
の
文
明
の
進
歩
は
望

め
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

〈
中
略
〉
故
に
我
国
の
文
明
を
は
か
ら
む
と
せ
ば
、
国
体
に
風
俗
に
習
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の
み
な
り
し
は
、
諸
君
も
共
に
熟
知
せ
ら
る
ゝ
な
ら
む
。
あ
は
れ
、
こ
の

世
ハ
い
か
に
か
な
る
な
ら
む
。
あ
は
れ
、
こ
の
国
土
ハ
い
か
に
か
変
ハ
る

ら
む
。
風
俗
は
い
か
に
、
習
慣
ハ
い
か
に
、
と
案
じ
煩
ひ
た
る
に
、
そ
の

勢
い
よ
B
C
猖
獗
を
き
ハ
め
、
明
治
十
五
六
年
に
到
り
て
極
れ
り
。
予

輩
ハ
そ
の
主
義
の
国
家
に
利
な
ら
ざ
る
を
知
り
、
そ
の
風
潮
の
国
家
に
害

あ
る
を
さ
と
り
、
同
志
と
謀
り
て
、
或
ハ
之
れ
を
論
議
し
、
或
ハ
建
言
し

た
り
。
さ
れ
ど
そ
の
勢
力
の
微
々
た
る
、
遂
に
西
洋
主
義
に
抗
す
る
こ
と

能
は
ざ
り
し
な
り
。

そ
の
後
、
運
命
い
よ
B
C
拙
く
、
同
志
中
に
て
も
多
く
は
職
業
を
か
へ
、

主
義
を
変
せ
し
が
、
そ
の
う
ち
最
も
頑
固
に
最
も
強
情
な
り
し
も
の
残
り

居
て
、
今
日
日
本
主
義
の
行
は
る
ゝ
時
期
に
際
会
し
た
る
な
り
。

〈
中
略
〉
今
の
時
に
あ
た
り
、
国
体
の
何
物
た
る
を
明
に
し
、
道
徳
の

何
物
た
る
を
知
ら
し
め
、
歴
史
よ
り
言
語
よ
り
之
を
論
じ
、
之
れ
を
説
き
、

以
て
国
人
一
般
の
頭
脳
に
真
正
の
日
本
主
義
を
注
入
し
、
さ
て
始
め
て
、

安
全
と
い
ふ
べ
き
な
り
。

明
治
二
十
二
年
を
日
本
主
義
再
興
の
時
期
と
し
、再
興
の
た
め
に
は
、「
歴
史
」

「
言
語
」
を
用
い
て
「
国
体
」
と
「
道
徳
」
を
説
く
「
真
正
の
日
本
主
義
」
注
入

が
肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
直
文
は
、
西
洋
主
義
の
導
入
に
よ
っ
て
近
代
化
を
図
ろ
う
と
す
る
国

内
の
風
潮
を
懸
念
し
、
自
国
古
来
の
、
ま
た
固
有
の
国
体
や
歴
史
、
文
学
な
ど

を
見
直
し
、
そ
れ
ら
を
立
脚
点
と
し
て
本
物
の
日
本
主
義
確
立
を
目
指
し
て
い

に
し
、
一
は
頑
固
と
な
り
、
一
は
軽
薄
と
な
り
、
各
極
端
に
走
り
て
、
氷

炭
相
容
れ
ざ
る
者
の
ご
と
し
。
か
く
て
こ
れ
に
陶
冶
せ
ら
る
ゝ
人
物
も
、

ま
た
各
そ
の
極
端
に
走
り
、
そ
の
結
果
た
る
や
、
互
に
誹
謗
を
き
は
め
、

そ
の
為
す
と
こ
ろ
の
事
業
に
い
た
り
て
も
、
一
方
は
西
洋
の
思
想
に
の
み

是
取
り
、
一
方
は
陳
腐
の
説
に
の
み
拘
泥
し
、
其
能
く
社
会
発
達
の
原
則

を
知
り
、
こ
れ
が
材
料
た
る
沿
革
、
及
、
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
完
全
な

る
日
本
文
学
者
の
一
機
軸
を
開
き
た
る
も
の
を
見
ず
。

と「
洋
学
者
」の
弊
害
を
指
摘
し
、「
社
会
発
達
」の「
材
料
」で
あ
る「
沿
革
」「
事

実
」
を
根
幹
と
し
て
新
機
軸
を
打
ち
出
す
「
日
本
文
学
者
」
が
い
な
い
こ
と
に

言
及
す
る
。
そ
の
上
で
、
学
生
に
対
し
「
漢
に
よ
ら
ず
、
仏
に
偏
せ
ず
、
洋
に

溺
れ
ず
、
常
に
国
家
、
国
体
、
人
情
、
風
俗
等
す
べ
て
日
本
た
る
思
想
を
脳
裏

に
据
ゑ
」る
こ
と
を
求
め
た
。
さ
ら
に
「
日
本
主
義
の
未
来
」（『
明
治
会
叢
誌
』

十
三
号
、
明
治
二
十
二
年
十
二
月
、『
著
作
集
Ⅲ
』
収
録
）
に
お
い
て
は
、
日

本
国
に
生
ま
れ
、日
本
人
で
あ
る
以
上
は
当
然
日
本
主
義
の
立
場
を
と
る
た
め
、

本
来
そ
の
よ
う
な
呼
称
は
不
要
で
あ
る
が
、
今
日
あ
え
て
日
本
主
義
を
称
す
る

の
は
、
日
本
主
義
の
衰
退
と
外
国
主
義
の
隆
盛
を
危
惧
す
る
か
ら
で
あ
る
と
の

立
場
を
取
る
。
以
下
、
特
に
西
洋
主
義
の
移
植
を
警
戒
し
、
日
本
主
義
の
再
興
、

そ
し
て
維
持
を
唱
え
て
い
る
。

回
顧
す
れ
ば
、
維
新
以
来
西
洋
主
義
い
た
く
行
ハ
れ
、
政
治
に
法
律
に
宗

教
に
文
学
に
其
の
他
有
形
と
無
形
と
を
問
は
ず
、
事
の
大
と
小
と
の
別
な

く
悉
く
彼
に
模
倣
し
、
一
も
西
洋
、
二
も
西
洋
、
四
面
只
旧
物
破
壊
の
声
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国
人
ま
た
お
の
づ
か
ら
そ
の
国
を
愛
す
る
念
盛
に
な
り
ゆ
く
な
ら
む
。
歴

史
の
学
を
し
て
盛
な
ら
し
め
む
か
、
国
人
ま
た
B
C
お
の
づ
か
ら
そ
の

国
を
愛
す
る
情
及
び
念
盛
に
な
り
ゆ
く
な
ら
む
。
我
国
体
は
、
い
か
な
る

国
体
か
。
我
君
王
は
い
か
な
る
君
王
な
る
か
。
我
臣
民
は
い
か
な
る
臣
民

か
。
父
子
は
い
か
に
。
夫
婦
は
い
か
に
。
兄
弟
は
い
か
に
。
朋
友
は
い
か

に
。
一
の
歌
を
よ
む
も
、
一
の
文
を
よ
む
も
、
一
の
歴
史
を
よ
む
も
、
お

の
づ
か
ら
分
明
な
ら
む
。
言
を
か
へ
て
い
へ
ば
、
我
国
文
学
は
、
我
国
徳

育
の
基
礎
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。「
国
語
」「
国
文
」「
歴
史
」
の
振
起
を
図
る
こ
と
が
、
愛
国

心
の
涵
養
へ
と
繋
が
る
、
そ
れ
こ
そ
が
「
徳
育
の
基
礎
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ

こ
で
も
や
は
り
、
道
徳
の
定
着
を
図
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
手
立
て
と
し
て

歌
を
挙
げ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
日
本
主
義
再
興
に
は
「
徳
育
の
基
礎
」
で
あ
る

国
文
学
が
重
要
な
役
割
を
担
い
、
歌
も
そ
の
一
役
を
担
う
と
の
考
え
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

森
鷗
外
は
「
追
悼
録
」
で
、「
落
合
君
の
思
想
は
、
純
日
本
思
想
で
あ
り
ま

し
た
。」
と
回
顧
し
て
い
る
。
直
文
は
、
西
洋
化
の
流
れ
に
対
抗
す
る
に
は
国

文
学
の
台
頭
が
必
須
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
決
し
て
既
存
の
も
の

を
墨
守
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
さ
ら
な
る
発
達
を
必
須
と
し

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
あ
く
ま
で
「
純
日
本
思
想
」に
基
づ
き
な
が
ら
、

そ
の
先
に
発
達
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
直
文
に
よ
る
御
歌

所
派
批
判
の
根
拠
と
そ
の
詳
細
を
知
り
う
る
資
料
は
、
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
・
国
民
の
意
識
を
発
揚
し
、
西
洋
主
義

傾
倒
か
ら
の
脱
却
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
翌
年
「
道
徳
に
付
き
て
」（『
明
治
会
叢
誌
』
十
六
号
、
明
治
二
十
三

年
三
月
、『
著
作
集
Ⅲ
』収
録
）
で
は
、西
洋
国
は
「
自
由
国
」で
あ
り
な
が
ら
「
宗

教
」に
よ
っ
て
「
道
徳
」が
「
支
配
」さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
一
方
、日
本
は
「
自

由
主
義
」
の
み
を
取
り
入
れ
て
「
宗
教
を
忘
れ
」
て
い
る
た
め
、「
不
道
徳
社
会
」

と
な
っ
て
い
る
現
状
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
西
洋
主
義
摂
取
に
よ
る
影
響
を

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

歴
史
上
忠
臣
、
義
士
、
孝
子
、
節
婦
の
言
行
を
録
し
、
こ
を
か
た
り
き
か

し
め
、
又
そ
の
人
々
の
歌
、
又
そ
れ
に
関
し
た
る
歌
を
新
に
詠
み
、
以
て

朝
夕
唱
道
の
便
に
供
し
、
又
そ
の
人
々
の
歴
史
に
つ
き
た
る
図
画
を
つ
く

り
、
之
れ
を
み
せ
し
め
ん
に
は
、
い
か
に
。
世
人
は
い
づ
れ
も
い
さ
さ
け

き
わ
ざ
と
思
ふ
め
れ
ど
も
、
そ
の
効
力
に
い
た
り
て
は
、
実
に
お
び
た
ゞ

し
か
ら
む
と
信
ず
る
な
り
。

と
言
い
、「
不
道
徳
社
会
」
か
ら
脱
出
し
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
日
本
人
の
道
徳

心
を
取
り
戻
す
た
め
の
手
段
と
し
て
、
歌
の
奨
励
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

三
年
後
の
「
国
学
者
と
徳
育
と
の
関
係
」（『
明
治
会
叢
誌
』
四
十
九
号
、
明
治

二
十
五
年
十
二
月
、『
著
作
集
Ⅲ
』
収
録
）
で
も
、

我
国
文
学
は
、
そ
の
歴
史
を
究
研
す
る
学
問
な
り
。
我
国
語
国
文
を
究
研

す
る
学
問
な
り
。
国
語
の
学
を
し
て
盛
な
ら
し
め
む
か
、
国
人
お
の
づ
か

ら
そ
の
国
を
愛
す
る
情
盛
な
ら
む
。国
文
の
学
を
し
て
盛
な
ら
し
め
む
か
、
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気
の
勇
に
は
や
り
、
無
暗
に
も
矢
鱈
に
も
戦
を
挑
み
居
れ
り
。〈
中
略
〉

さ
れ
ど
試
に
い
は
ん
に
、
守
旧
党
の
本
陣
な
る
万
葉
の
城
郭
は
実
に
堅
固

な
り
。
お
ほ
く
の
巨
砲
を
以
て
こ
れ
を
攻
む
る
も
陥
る
こ
と
な
き
は
明
な

り
。
只
こ
を
守
ら
ん
の
兵
法
は
あ
り
や
な
し
や
。
武
田
上
杉
の
兵
法
は
、

昔
日
に
あ
り
て
は
其
妙
鬼
神
も
あ
ざ
む
き
し
な
ら
む
。
さ
れ
ど
、
今
日
の

戦
争
に
も
、
こ
を
行
は
ん
と
い
は
ゞ
い
か
に
。
恐
ら
く
は
機
を
み
る
を
し

ら
ず
と
の
そ
し
り
あ
ら
む
。
漸
進
党
の
論
も
よ
ろ
し
。
さ
れ
ど
そ
の
熟
練

は
短
歌
に
あ
る
の
み
。
長
歌
の
如
き
、
す
て
ゝ
顧
み
ざ
る
は
い
か
に
。
た

と
へ
ば
柔
術
の
一
法
を
え
て
、
刀
槍
、
弓
矢
、
砲
銃
皆
無
用
な
り
と
い
ふ

が
ご
と
し
。
共
に
兵
を
談
ず
る
に
た
ら
ざ
る
な
り
。
急
進
党
は
勇
は
勇
な

り
。
さ
れ
ど
そ
の
経
験
に
乏
し
き
を
い
か
に
せ
ん
。
自
由
党
は
、
兵
法
兵

略
の
何
に
た
る
を
し
ら
ず
、
只
戦
を
好
む
の
み
。
勝
を
う
る
能
は
ざ
る
は

勿
論
、
一
敗
血
に
ま
み
れ
ざ
れ
ば
幸
な
り
。
そ
も
B
C
戦
争
は
、
経
験
を

要
す
る
者
な
り
。
ま
た
熟
練
を
要
す
る
者
な
り
。
ま
た
変
化
を
要
す
る
者

な
り
。
又
利
器
を
要
す
る
者
な
り
。
又
城
郭
も
地
理
も
択
ば
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
者
な
り
。
さ
て
は
今
後
詠
歌
の
戦
場
に
出
て
、
花
々
し
き
功
名
手〈

マ
マ
〉■

を
な
す
者
は
、
こ
を
具
備
し
た
る
英
雄
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
能
は
ざ
る
な
り
。

こ
の
中
で
、歌
人
社
会
に
お
け
る
「
守
旧
」「
保
守
」「
漸
進
」「
急
進
」「
自
由
」

党
の
存
在
を
指
摘
し
、
党
派
間
で
論
争
が
起
き
て
い
る
状
況
を
述
べ
て
い
る
。

「
守
旧
党
」
は
万
葉
集
を
、「
保
守
党
」
は
香
川
景
樹
を
そ
れ
ぞ
れ
尊
重
す
る
立

場
で
あ
る
。「
漸
進
党
」
は
段
階
を
経
て
徐
々
に
進
歩
を
図
ろ
う
と
し
、「
急
進

な
い
。
管
見
の
限
り
、
直
文
が
御
歌
所
派
の
歌
を
批
判
し
た
背
景
に
は
、
お
そ

ら
く
西
洋
主
義
の
移
入
と
い
う
社
会
状
況
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
直
文
は
、
歌

に
お
い
て
も
伝
統
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
立
脚
点
と
し
て
伝
統
を
位
置
付

け
、
発
達
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
当
時
の
歌
壇
の
筆
頭
で
あ

り
な
が
ら
、
危
機
感
も
使
命
感
も
乏
し
い
御
歌
所
派
を
批
判
す
る
に
至
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

で
は
、
実
際
に
直
文
は
当
時
の
歌
壇
状
況
を
ど
の
よ
う
に
概
観
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
御
歌
所
派
批
判
が
な
さ
れ
た
同
年
、直
文
は
「
い
さ
り
火
」（『
東

洋
学
会
雑
誌
』
三
編
四
号
、
明
治
二
十
二
年
四
月
、『
著
作
集
Ⅰ
』
収
録
）
を

発
表
し
て
い
る
。

詠
歌
者
流
に
党
派
あ
る
こ
と
、
猶
政
治
に
政
党
あ
る
が
如
し
。
守
旧
と

い
ひ
、
漸
進
と
い
ひ
、
急
進
と
い
ひ
、
自
由
と
い
ひ
、
各
筆
陣
を
張
り
、

論
鋒
を
戦
は
し
、
互
に
相
下
ら
ざ
る
者
の
如
し
。
守
旧
党
は
、
万
葉
の
城

郭
に
籠
り
て
出
で
ず
、
保
守
党
は
古
今
新
古
今
の
諸
柵
を
こ
え
、
今
や
香

川
の
畷
に
ま
で
す
ゝ
み
た
れ
ど
、
伏
兵
の
あ
る
を
お
そ
れ
、
猶
躊
躇
す
る

に
似
た
り
。
急
進
党
は
、
お
ほ
く
は
若
武
者
連
に
て
、
更
に
煉
瓦
の
城
壁

を
築
き
、
弓
矢
、
刀
槍
を
す
て
ゝ
、
銃
器
を
携
へ
、
一
撃
以
て
四
面
の
敵

を
襲
は
ん
と
す
る
が
如
し
。
自
由
党
は
、
よ
る
べ
き
城
郭
も
な
く
、
た
よ

る
べ
き
弓
矢
、
刀
槍
も
な
く
、
又
こ
れ
に
代
ふ
べ
き
銃
器
も
な
く
、
只
血
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及
し
て
い
る
。

国
文
国
詩
か
く
の
如
く
盛
に
し
て
、
其
国
文
国
詩
の
更
に
み
る
べ
き
も
の

な
き
は
、
そ
の
原
因
種
々
な
ら
む
。
さ
れ
ど
其
お
も
な
る
も
の
は
、
文
学

の
学
理
お
よ
び
思
想
に
富
む
も
の
は
国
文
国
詩
の
な
に
た
る
を
し
ら
ず
。

又
国
文
国
詩
に
従
事
す
る
も
の
は
、
そ
の
学
理
に
、
そ
の
思
想
に
乏
し
き

が
故
な
ら
む
。
な
に
を
か
文
学
の
学
理
・
思
想
に
と
む
も
の
は
国
文
国
詩

の
な
に
も
の
た
る
を
知
ら
ず
と
い
ふ
。
見
よ
、
近
年
文
学
上
に
お
こ
り
た

る
議
論
を
。
ま
た
見
よ
、
そ
の
人
々
の
つ
く
り
た
る
詩
文
を
。
予
は
そ
の

議
論
の
た
く
み
に
し
て
、
そ
の
詩
文
の
拙
劣
な
る
に
お
ど
ろ
か
ざ
る
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。
要
す
る
に
国
文
国
詩
を
講
究
せ
ざ
る
に
よ
る
の
み
。
な
に

を
か
従
来
国
文
国
詩
に
従
事
す
る
も
の
は
学
理
に
思
想
に
乏
し
と
い
ふ
。

見
よ
、
従
来
国
文
学
上
に
お
け
る
国
学
者
の
議
論
を
。
ま
た
見
よ
、
そ
の

人
々
の
つ
く
り
た
る
詩
文
を
。
予
は
そ
の
議
論
の
拙
に
、
従
ひ
て
そ
の
詩

文
の
陳
腐
な
る
に
お
ど
ろ
か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
要
す
る
に
国
文
国

詩
の
目
的
を
あ
や
ま
り
た
る
の
み
。〈
中
略
〉

今
日
の
文
学
に
し
て
果
し
て
善
良
な
る
発
達
を
遂
げ
ん
か
、
我
歴
史
上
未

曾
有
の
文
学
の
あ
ら
は
る
ゝ
の
み
な
ら
ず
、
他
の
欧
米
お
よ
び
支
那
文
学

に
比
較
す
る
も
決
し
て
劣
る
こ
と
な
き
に
い
た
ら
む
。

予
は
熱
心
に
ま
た
誠
実
に
世
の
文
学
者
に
望
ま
ほ
し
き
は
、
各
自
虚
心
平

気
以
て
国
文
国
詩
を
講
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
な
り
。

  「
学
理
・
思
想
」
に
富
む
人
々
の
「
詩
文
」
を
「
拙
劣
」、「
国
文
国
詩
に
従

党
」
は
急
速
な
改
良
の
実
現
を
目
指
す
立
場
に
あ
る
。
そ
し
て
「
自
由
党
」
は

拠
る
歌
集
や
歌
人
も
な
く
、
明
確
な
目
的
意
識
を
持
た
な
い
立
場
を
指
す
。
直

文
は
、
こ
れ
ら
各
「
党
派
」
の
特
徴
を
戦
争
に
た
と
え
て
説
明
し
て
お
り
、
勝

つ
た
め
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
短
所
で
あ
る「
経
験
」「
熟
練
」「
変
化
」「
利
器
」「
城

郭
」「
地
理
」
を
補
い
、
こ
れ
ら
全
て
を
備
え
な
け
れ
ば
、「
詠
歌
の
戦
場
」
で

勝
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
直
文
は
、
各
「
党
派
」
の
長
所

と
短
所
を
心
得
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
合
同
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

た
。
ま
た
、「
漸
進
党
の
論
も
よ
ろ
し
」、「
急
進
党
は
勇
は
勇
な
り
」
と
、
改

良
推
進
の
二
党
を
肯
定
的
に
見
て
い
る
こ
と
か
ら
、
改
良
の
必
要
を
感
じ
て
い

た
こ
と
は
僅
か
な
が
ら
う
か
が
え
る
が
、
御
歌
所
派
を
取
り
立
て
て
批
難
す
る

よ
う
な
立
場
は
示
し
て
い
な
い
。

約
一
年
後
の
「
各
地
方
に
国
史
国
語
の
講
習
所
を
設
く
べ
し
」（『
大
八
洲
学

会
雑
誌
』巻
四
十
四
、明
治
二
十
三
年
二
月
、『
著
作
集
Ⅲ
』収
録
）に
お
い
て
は
、

歌
は
本
邦
固
有
の
文
学
に
し
て
、
敷
島
の
道
と
さ
へ
称
へ
こ
し
も
の
な
れ

ば
、
物
ず
き
の
業
と
の
み
な
さ
ず
、
ま
す
B
C
発
揮
せ
し
め
て
、
当
世

を
益
す
る
や
う
奨
励
あ
り
た
き
事

と
、「
物
ず
き
の
業
」
と
な
っ
て
い
る
歌
学
社
会
の
現
状
を
否
定
し
、
世
の
中

に
有
用
な
歌
を
望
む
直
文
の
考
え
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
同
年
、「
国
文
国
詩
を

論
じ
て
世
の
文
学
者
に
望
む
」（『
日
本
評
論
』六
号
、明
治
二
十
三
年
五
月
、『
著

作
集
Ⅰ
』
収
録
）
の
冒
頭
で
は
、「
漢
文
漢
詩
廃
れ
て
国
文
国
詩
大
に
起
り
ぬ
。」

と
述
べ
る
が
、
そ
の
割
に
「
国
文
国
詩
」
の
実
力
が
伴
っ
て
い
な
い
状
況
に
言
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と
を
示
す
。「
緒
言
」
で
は
他
に
、
従
来
の
歌
書
が
四
季
、
恋
、
雑
と
部
立
て

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
四
季
を
十
二
か
月
に
分
け
る
こ
と
や
、
長
歌
や
今

様
歌
、
旋
頭
歌
を
興
す
こ
と
、
歌
題
に
つ
い
て
は
旧
題
と
新
題
の
取
捨
等
を
掲

げ
る
。
第
八
項
目
で
は
、
作
例
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

一
歌
よ
み
に
数
派
あ
り
。
真
淵
派
と
い
ひ
、
景
樹
派
と
い
ひ
、
な
に
の
派

と
い
ひ
、
く
れ
の
派
と
い
ひ
、
各
好
む
と
こ
ろ
を
以
て
、
相
争
ふ
が
ご

と
し
。
そ
は
甚
だ
い
は
れ
な
き
事
と
い
ふ
べ
し
。
真
淵
翁
の
歌
と
い
へ

ど
も
、
よ
き
も
あ
ら
む
、
あ
し
き
も
あ
ら
む
。
ま
た
景
樹
翁
の
歌
と
い

へ
ど
も
、
た
く
み
な
る
も
あ
ら
む
、
つ
た
な
き
も
あ
ら
む
。
よ
き
は
よ

く
、
あ
し
き
は
あ
し
く
、
巧
み
な
る
は
た
く
み
に
、
つ
た
な
き
は
拙
き

な
り
。〈
中
略
〉
こ
の
書
の
作
例
は
、
歌
の
よ
き
も
の
は
こ
れ
を
と
り
、

人
を
区
別
せ
ず
。

詠
歌
者
に
は
「
真
淵
派
」「
景
樹
派
」
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
流
派
が
存

在
し
、
そ
の
流
派
間
で
の
争
い
が
生
じ
て
い
る
状
況
を
ふ
ま
え
、
直
文
は
、
真

淵
の
歌
も
景
樹
の
歌
も
、良
し
悪
し
が
あ
れ
ば
巧
拙
も
あ
る
と
し
た
。
よ
っ
て
、

流
派
に
よ
っ
て
優
劣
を
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
、作
例
で
は
、

ど
ち
ら
に
も
偏
向
せ
ず
、
良
い
歌
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
真

淵
派
」「
景
樹
派
」
と
名
指
し
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
二
派
間
に
お
け
る
対

立
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
歌
の
沿
革
」
で
は
、
歌
道
の

歴
史
の
概
要
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

維
新
以
降
、
文
学
大
に
進
歩
し
、
百
般
の
事
業
、
皆
改
新
す
る
に
つ
き
て

事
す
る
」
人
々
の
「
詩
文
」
を
「
陳
腐
」
と
評
し
、
文
学
の
「
発
達
」
を
遂
げ

る
べ
く
、「
世
の
文
学
者
」
に
「
虚
心
平
気
」
を
も
っ
て
「
講
究
」
す
べ
き
こ

と
を
訴
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
流
派
や
「
物
ず
き
」「
世
の
文
学
者
」
に
よ
っ
て
創

出
さ
れ
る
閉
鎖
的
な
歌
学
社
会
を
脱
し
、
歌
道
の
拡
充
を
図
ろ
う
と
す
る
直
文

の
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、『
新
撰
歌
典
』
と
『
歌
学
』
に
よ
っ
て
具

体
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

三

明
治
二
十
四
年
、
直
文
、
小
中
村
義
象
、
萩
野
由
之
、
増
田
于
信
の
共
著
で
、

『
新
撰
歌
典
』（
博
文
館
発
行
）
が
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
改
良
論
が
よ
り

詳
ら
か
と
な
る
。
冒
頭
に
は
、
直
文
に
よ
る
「
緒
言
」
が
掲
げ
ら
れ
、
十
八
項

目
か
ら
成
る
。
そ
の
第
一
項
目
で
は
、

一
こ
の
書
は
、
は
じ
め
て
歌
を
修
め
む
と
す
る
も
の
ゝ
た
め
に
著
し
た
る

も
の
な
り
。
さ
て
は
類
語
作
例
の
如
き
、
す
べ
て
解
し
易
き
も
の
の
み

を
撰
び
た
り
。
か
の
巻
首
の
沿
革
の
如
き
、
作
法
の
如
き
、
書
式
の
如

き
、
巻
尾
の
枕
詞
の
如
き
も
、
充
分
に
か
ゝ
ま
ほ
し
か
り
し
か
ど
、
中
々

に
わ
づ
ら
は
し
く
や
な
り
な
む
と
て
、
大
か
た
に
な
し
お
き
た
り
。
猶

く
は
し
く
は
、
更
に
も
の
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
む
。

と
、『
新
撰
歌
典
』
は
歌
を
学
ぶ
初
心
者
の
た
め
に
編
ま
れ
、「
歌
の
沿
革
」「
歌

の
作
法
」「
歌
の
書
式
」「
類
語
及
び
作
例
」「
枕
詞
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
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む
と
い
ふ
に
も
あ
ら
ず
。
只
稽
古
習
学
の
た
め
な
れ
ば
、
さ
し
て
害
な
か

る
べ
し
。
か
く
す
る
中
に
自
然
と
習
熟
す
れ
ば
、
は
て
は
己
が
も
の
と
な

り
て
、
さ
ま
D
C
新
機
軸
を
出
す
こ
と
を
得
る
に
至
る
べ
し
。

ま
ず
は
「
古
歌
」
に
倣
い
、
修
練
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
基
礎
を
築
か
な
け

れ
ば
、「
新
機
軸
」
を
打
ち
出
す
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
新
撰
歌
典
』
で
は
、
流
派
に
よ
っ
て
甲
乙
を
付
け
る
こ
と
は

せ
ず
、
両
派
の
良
い
と
こ
ろ
は
と
も
に
取
り
入
れ
な
が
ら
改
良
を
図
る
と
い
う

方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
本
に
あ
る
の
が
、
伝

統
を
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

四

『
歌
学
』は
、久
米
幹
文
、小
中
村
義
象
、直
文
を
監
督
と
し
、金
子
富
太
郎
（
元

臣
）、
佐
野
鉚
次
を
幹
事
と
し
て
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
三
月
に
創

刊
さ
れ
、
方
針
を
次
の
よ
う
に
掲
げ
た
。

一
歌
学
は
学
術
上
よ
り
歌
学
に
関
す
る
事
項
を
報
道
論
議
す
る
歌
学
専
門

唯
一
の
雑
誌
に
し
て
、
汎
く
公
衆
に
発
売
す
る
学
術
的
の
雑
誌
な
り
。

直
文
は
、『
歌
学
』
発
行
の
中
枢
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
直
文
が
、
創
刊

号
で
「
発
行
の
趣
旨
」
と
し
て
「
賛
成
の
ゆ
ゑ
よ
し
を
の
べ
て
歌
学
発
行
の
趣

旨
に
代
ふ
」（『
著
作
集
Ⅰ
』
収
録
）
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

こ
の
中
で
、
直
文
は
十
八
点
も
の
「
ゆ
ゑ
よ
し
」
を
掲
げ
、『
歌
学
』
発
行
の

意
図
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
以
下
、十
八
項（
①
〜
⑱
）の
概
略
を
列
挙
し
た
。

は
、
歌
の
改
良
も
文
学
上
の
一
大
問
題
と
な
り
、
唱
歌
、
新
体
詩
等
、
陸

続
世
に
出
づ
る
に
至
れ
り
。
あ
は
れ
古
を
鑑
み
、
今
を
照
し
、
以
て
王
朝

の
風
雅
を
興
さ
ん
は
、
こ
れ
誰
の
つ
と
め
ぞ
や
。
わ
れ
B
C
は
、
こ
を

将
来
の
青
年
諸
子
に
望
ま
ん
と
す
る
な
り
。

維
新
後
の
文
学
の
「
進
歩
」
と
「
改
新
」
を
認
め
る
と
同
時
に
、「
歌
の
改
良
」

の
問
題
を
提
示
す
る
。
伝
統
を
土
台
に
し
な
が
ら
時
代
に
即
し
て
改
良
を
図
ろ

う
と
い
う
意
図
が
看
取
さ
れ
、
そ
の
実
現
を
「
青
年
諸
子
」
に
期
待
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
伝
統
に
立
脚
す
る
姿
勢
は
、
た
と
え
ば
「
歌
の
作
法
」

の
「
作
例
の
事
」
で
示
さ
れ
る
、
初
め
て
歌
を
学
ぶ
人
は
「
古
歌
」
を
模
範
に

す
る
べ
き
だ
と
の
見
解
に
も
表
れ
て
い
る
。

歌
を
よ
む
に
は
、
古
歌
を
見
な
ら
は
ず
は
、
道
に
入
り
が
た
し
。
貝
原
益

軒
の
如
き
は
、
年
八
十
に
及
び
て
和
歌
に
志
し
、
先
づ
古
今
集
を
暗
誦
せ

り
と
い
ふ
。
多
く
古
歌
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
自
在
に
取
り
ま
か
な
ふ
こ
と
能

は
ず
。
但
そ
の
集
は
、
初
心
の
中
に
は
、
近
き
頃
の
人
の
類
題
集
よ
り
入

り
、
や
ゝ
熟
し
て
後
は
、
代
々
の
勅
撰
、
さ
て
は
各
の
家
集
に
も
分
け
入

る
べ
き
な
り
。
す
べ
て
我
お
も
ひ
よ
り
の
あ
ら
む
だ
け
は
、
自
ら
そ
の
風

情
を
案
じ
て
、
よ
み
出
づ
べ
き
こ
と
な
れ
ど
、
初
心
の
間
は
、
さ
も
な
り

が
た
き
も
の
な
れ
ば
、
初
は
類
題
、
そ
の
他
の
作
例
の
書
に
つ
き
、
彼
所

を
少
し
取
り
、
此
所
を
少
し
取
り
つ
ゝ
、
一
首
に
つ
ゞ
り
な
す
も
一
の
方

便
な
る
べ
し
。
こ
れ
古
歌
の
中
を
剽
窃
す
と
も
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
全
く
初

学
の
間
の
こ
と
に
て
、
か
く
し
て
よ
み
た
る
を
、
我
歌
と
し
て
集
に
の
せ
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で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
以
下
、
②
〜
④
の
引
用
を
行
う
。

②
　
歌
は
、
今
日
さ
か
り
な
り
と
い
ふ
人
も
あ
ら
む
か
、
さ
れ
ど
そ
は
、
あ
る

部
分
に
さ
か
り
な
る
の
み
、
国
人
お
し
な
べ
て
は
い
か
ゞ
あ
ら
む
。
か
の

や
ん
ご
と
な
き
公
達
の
た
は
ぶ
れ
、
か
の
世
を
そ
む
け
る
老
人
の
た
の
し

み
、
お
の
れ
は
そ
れ
ら
を
以
て
こ
の
学
の
さ
か
り
な
り
と
は
い
は
ざ
る
な

り
。
お
の
れ
は
、
こ
の
高
尚
な
る
歌
と
い
ふ
も
の
を
、
す
べ
て
の
国
人
、

こ
と
に
青
年
有
為
の
人
々
に
の
ぞ
ま
む
と
す
る
な
り
。
こ
れ
、
わ
れ
B
C

の
こ
の
挙
に
賛
成
し
た
る
ゆ
ゑ
よ
し
な
り
。

歌
が
「
公
達
の
た
は
ぶ
れ
」
や
「
老
人
の
た
の
し
み
」
と
し
て
慰
み
も
の
と

化
し
て
い
る
現
状
を
憂
い
、
若
者
に
こ
そ
詠
ん
で
ほ
し
い
と
期
待
す
る
。
前

掲
『
新
撰
歌
典
』
の
「
歌
の
沿
革
」
と
同
様
の
こ
と
を
こ
こ
で
も
述
べ
て
い
る
。

直
文
が
若
者
に
託
す
短
歌
普
及
の
願
い
は
、
や
が
て
あ
さ
香
社
結
成
に
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

③
　
歌
さ
か
り
な
ら
ず
と
せ
ば
、
そ
を
さ
か
り
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
を
さ
か

り
に
せ
む
に
は
、
種
々
の
方
法
あ
る
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
雑
誌
な
ど
そ
の
お

も
な
る
も
の
な
ら
む
。わ
れ
B
C
の
こ
の
挙
に
賛
成
し
た
る
ゆ
ゑ
よ
し
な
り
。

④
　
歌
を
さ
か
り
に
せ
む
に
は
、
大
な
る
団
体
を
つ
く
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ

の
ゆ
ゑ
は
い
か
に
と
い
ふ
に
、
一
人
一
箇
に
て
は
、
あ
る
一
方
に
偏
す
る

こ
と
を
免
れ
ざ
れ
ば
な
り
。
今
日
歌
学
者
社
会
に
き
く
に
堪
へ
ざ
る
あ
ら

そ
ひ
あ
る
も
、
そ
れ
が
た
め
な
り
。
こ
は
歌
学
の
た
め
利
益
な
き
の
み
な

ら
ず
、
中
B
C
に
そ
の
害
す
く
な
か
ら
ず
。
こ
れ
に
反
し
て
、
一
の
大

①
国
文
学
者
が
歌
学
の
隆
盛
を
図
る
。

②
若
者
へ
の
短
歌
の
普
及
。

③
短
歌
雑
誌
の
必
要
性
。

④
歌
学
社
会
に
「
無
私
無
偏
」
の
大
き
な
団
体
を
作
る
。

⑤
昔
と
現
在
の
歌
学
を
後
学
者
へ
授
け
る
。

⑥
詠
歌
者
の
質
問
や
添
削
に
応
じ
る
。

⑦
詠
歌
者
は
自
国
の
文
学
の
歴
史
を
認
識
す
る
。

⑧
長
歌
を
興
す
。

⑨
今
様
歌
を
興
す
。

⑩
音
楽
と
歌
学
を
合
体
す
る
こ
と
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

⑪
歌
は「
古
き
」ま
た
は「
新
し
き
」の
ど
ち
ら
に
拠
る
べ
き
か
の
意
見
を
聞
く
。

⑫
歴
史
や
伝
記
等
の
叙
事
歌
を
盛
ん
に
す
る
。

⑬
五
七
や
七
五
調
の
他
に
、
四
・
六
・
八
の
句
を
作
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て

研
究
す
る
。

⑭
歌
詞
の
制
限
を
守
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
研
究
す
る
。

⑮
自
国
の
歌
と
中
国
や
西
洋
の
歌
と
の
比
較
研
究
。

⑯
訳
詩
の
善
悪
を
判
断
す
る
。

⑰
古
来
の
歌
学
者
の
長
所
短
所
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

⑱
雄
壮
活
発
な
歌
の
詠
作
。

直
文
は
当
時
の
歌
が
抱
え
る
問
題
を
提
起
し
、
改
良
項
目
を
具
体
的
に
掲
げ

た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
議
論
し
、
解
決
を
図
る
こ
と
が
『
歌
学
』
発
行
の
目
的
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か
し
そ
の
中
に
、「
偏
僻
論
者
」
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
、
詳

し
く
見
て
み
る
。

偏
僻
と
は
何
ぞ
や
。
何
の
た
め
に
香
川
景
樹
の
伝
を
載
せ
た
る
か
と
い
ふ

論
な
り
。
何
の
た
め
に
賀
茂
真
淵
の
伝
を
載
せ
ざ
る
か
と
い
ふ
論
な
り
。

そ
の
論
者
は
、
東
京
に
あ
り
て
、
地
方
に
あ
り
て
、
皆
歌
学
を
以
て
自
ら

任
ぜ
ら
る
ゝ
人
々
な
り
と
か
。
わ
れ
B
C
は
歌
学
者
中
偏
僻
論
者
の
あ

る
よ
し
は
、
か
ね
て
き
ゝ
お
よ
び
し
と
こ
ろ
な
り
。
さ
れ
ど
か
く
ま
で
偏

僻
の
論
者
あ
り
と
は
知
ら
ざ
り
し
な
り
。

偏
僻
と
は
何
ぞ
や
。
真
淵
の
歌
は
巧
な
り
。
景
樹
の
歌
は
拙
な
り
。
そ
の

差
霄
壤
、
決
し
て
比
較
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
さ
る
を
真
淵
と
景
樹
と

の
比
較
は
い
か
に
。
又
、
人
麿
の
神
髄
を
得
た
り
と
い
ふ
も
の
ゝ
中
に
、

真
淵
の
名
あ
り
て
、
景
樹
の
名
の
見
え
ざ
る
は
い
か
に
。
共
に
歌
学
者
の

言
と
も
思
は
れ
ず
と
い
ふ
論
な
り
。〈
中
略
〉

は
じ
め
の
偏
僻
論
者
は
、
世
に
所
謂
真
淵
派
と
い
ふ
も
の
な
ら
む
。
次
の

偏
僻
論
者
は
、
世
に
所
謂
景
樹
派
と
い
ふ
も
の
な
ら
む
。
わ
れ
B
C
は
、

は
じ
め
の
偏
僻
論
者
に
答
へ
む
、「
わ
れ
B
C
の
景
樹
の
伝
を
載
せ
た
る

は
、
景
樹
は
実
に
た
ふ
と
ぶ
べ
き
歌
人
な
れ
ば
な
り
。
真
淵
の
伝
を
載
せ

ざ
り
し
は
、
そ
の
伝
記
い
ま
だ
と
ゝ
の
は
ざ
れ
ば
な
り
。
決
し
て
景
樹

を
の
み
あ
が
め
て
、
真
淵
を
貶
し
た
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
わ
れ

B
C
は
次
の
偏
僻
論
者
に
答
へ
む
、「
真
淵
の
長
所
と
す
る
と
こ
ろ
、
景

樹
の
短
所
な
り
。
景
樹
の
長
所
と
す
る
と
こ
ろ
、
真
淵
の
短
所
な
り
。
長

な
る
団
体
を
つ
く
り
、
種
々
の
歌
を
あ
つ
め
、
千
紫
万
紅
そ
の
う
ち
よ
り

最
も
よ
き
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ
に
な
ら
ひ
、
そ
れ
を
学
ば
む
か
、
無
私

無
偏
、
そ
の
益
す
る
と
こ
ろ
ま
こ
と
に
お
ほ
か
ら
む
。
こ
れ
、
わ
れ
B
C

の
こ
の
挙
に
賛
成
し
た
る
ゆ
ゑ
よ
し
な
り
。

③
と
④
で
は
、
短
歌
雑
誌
の
必
要
性
を
説
く
。「
歌
」
を
「
さ
か
り
」
に
す

る
た
め
の
方
法
は
雑
誌
で
あ
り
、
雑
誌
が
歌
を
繁
栄
さ
せ
る
場
所
と
し
て
の
役

割
を
担
う
こ
と
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
一
流
派
に
偏
向
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
争

い
が
生
じ
て
い
る
と
し
、『
歌
学
』
は
、「
無
私
無
偏
」
の
「
大
な
る
団
体
」
と

し
て
の
役
割
も
ま
た
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
歌
学
』
二
号
（
明
治
二
十
五
年
四
月
）
に
は
、「
歌
学
者
の
偏
僻
」（『
著
作

集
Ⅰ
』
収
録
）
と
題
さ
れ
る
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

歌
学
第
一
号
世
に
出
で
た
り
。
第
二
号
よ
り
は
い
さ
ゝ
か
歌
学
に
関
し
た
る

愚
見
を
の
べ
む
と
思
ひ
わ
た
れ
り
し
に
、
こ
ゝ
に
一
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と

出
で
来
れ
り
。
そ
は
第
一
号
を
よ
み
て
、
人
々
よ
り
い
ひ
お
こ
さ
れ
た
る
こ

と
ど
も
の
、
き
は
め
て
お
ほ
か
り
し
こ
と
な
り
。〈
中
略
〉
わ
れ
B
C
は
悉

く
諸
君
の
論
に
従
ふ
こ
と
能
は
ず
と
い
へ
ど
も
、
い
づ
れ
も
歌
学
を
お
も
ふ

熱
心
よ
り
出
で
た
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
を
あ
り
が
た
く
思
ふ
と
同
時
に
、
そ

の
よ
き
も
の
は
と
り
、
あ
し
き
も
の
は
は
ぶ
き
、
お
ひ
B
C
に
実
行
せ
む

と
思
ふ
な
り
。
た
ゞ
こ
ゝ
に
い
ふ
べ
か
ら
ざ
る
偏
僻
論
者
あ
り
。

『
歌
学
』
創
刊
号
に
対
し
て
、
様
々
な
意
見
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
に
感

謝
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
意
見
を
取
捨
選
択
し
て
い
く
姿
勢
を
示
し
た
。
し
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自
ら
が
依
拠
す
る
流
派
や
作
風
と
い
う
狭
小
な
場
所
や
範
囲
に
固
執
す
る
あ
ま

り
他
派
を
非
難
す
る
よ
う
な
「
偏
僻
論
者
」
の
存
在
を
全
面
的
に
否
定
し
、
そ
れ

ら
を
払
拭
し
な
け
れ
ば
、
歌
学
の
発
達
は
望
め
な
い
こ
と
を
断
言
す
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、『
歌
学
』
七
号
（
明
治
二
十
五
年
九
月
）「
歌
は
目
に
て
見
る
べ
き

も
の
か
。
耳
に
て
聞
く
べ
き
も
の
な
る
か
」（『
著
作
集
Ⅰ
』収
録
）を
見
て
み
る
。

古
の
歌
は
、
耳
に
て
聞
き
た
れ
ど
、
今
の
歌
は
お
ほ
く
は
目
に
て
見
る
な

り
と
は
、
予
の
か
ね
て
論
ぜ
し
と
こ
ろ
な
り
。
歌
は
耳
に
て
聞
く
べ
き
も

の
な
る
か
、
目
に
て
見
る
べ
き
も
の
な
る
か
と
い
ふ
に
、
歌
と
い
ふ
以
上

は
、
き
く
べ
き
も
の
に
て
、
見
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
も
、
予

の
か
ね
て
論
ぜ
し
と
こ
ろ
な
り
。
古
の
歌
は
歌
の
真
理
に
か
な
ひ
、
今
の

歌
は
と
も
す
れ
ば
歌
の
真
理
に
そ
む
け
り
と
い
ふ
も
、
予
の
か
ね
て
論
ぜ

し
と
こ
ろ
な
り
。
真
理
に
か
な
ふ
歌
を
お
こ
し
、
真
理
に
そ
む
く
歌
を
退

け
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
も
、
予
の
か
ね
て
論
ぜ
し
と
こ
ろ
な
り
。

こ
の
論
に
し
て
実
行
せ
ら
れ
ざ
ら
む
に
は
、
恐
ら
く
は
、
歌
の
最
も
た
ふ

と
ぶ
べ
き
調
と
い
ふ
も
の
も
、遂
に
あ
と
な
く
な
り
ゆ
く
に
い
た
ら
む
か
。

調
を
貴
ぶ
直
文
は
、
古
歌
こ
そ
が
「
歌
の
真
理
」
に
か
な
っ
た
歌
で
あ
る
と

い
う
。
よ
っ
て
、
古
歌
は
耳
で
「
聞
く
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
調
が

備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
歌
学
』
二
巻
一
号
（
明
治
二
十
六
年
一
月
）
で
は
、「
我
歌
学
の
取
る
と
こ

ろ
」（『
著
作
集
Ⅰ
』
収
録
）
を
発
表
し
て
い
る
。

気
運
と
は
い
か
に
。
守
旧
派
は
い
づ
こ
ま
で
も
守
旧
、
改
進
派
は
い
づ
こ

短
各
こ
と
な
れ
り
。そ
の
比
較
如
何
と
い
へ
る
の
み
」と
。又
、答
へ
む
、「
人

麿
の
神
髄
を
得
た
る
は
、
実
に
真
淵
に
し
て
、
景
樹
に
あ
ら
ね
ば
、
真
淵

を
出
し
て
、
景
樹
を
出
さ
ゞ
る
な
り
」
と
。
真
淵
の
伝
記
を
載
せ
む
と
欲

せ
ば
そ
を
か
き
て
よ
。景
樹
、真
淵
に
ま
さ
れ
り
と
思
は
ゞ
、そ
を
論
ぜ
よ
。

景
樹
、
果
し
て
人
麿
の
神
髄
を
得
た
り
と
思
は
ゞ
、
こ
も
ま
た
論
ぜ
よ
。

前
者
の「
偏
僻
論
者
」は「
真
淵
派
」に
立
ち
、「
景
樹
の
伝
」を
掲
載
し
て「
真

淵
の
伝
」を
掲
載
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。
一
方
、後
者
の
「
偏

僻
論
者
」
は
「
景
樹
派
」
に
立
ち
、「
真
淵
の
歌
は
巧
」「
景
樹
の
歌
は
拙
」
と

す
る
こ
と
の
「
比
較
」
に
つ
い
て
問
う
て
お
り
、ま
た
景
樹
も
「
人
麿
の
神
髄
」

を
理
解
し
て
い
る
と
の
意
見
を
寄
せ
て
い
る
。直
文
は
両
者
の
意
見
に
対
し
て
、

景
樹
を
尊
敬
し
て
真
淵
を
お
と
し
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
、
ま
た
真
淵

と
景
樹
と
も
に
「
長
所
」
と
「
短
所
」
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ど
ち
ら
に
も

偏
向
し
な
い
雑
誌
と
し
て
の
立
場
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。そ
し
て
、

次
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
。

あ
は
れ
、
遠
き
神
代
の
む
か
し
よ
り
、
こ
の
歌
お
こ
り
、
世
々
そ
の
あ
と

を
た
ゝ
ざ
り
し
に
、
そ
の
割
合
に
お
も
し
ろ
き
発
達
を
と
げ
ざ
り
し
は
、

い
か
に
ぞ
や
。
何
流
と
い
ひ
、
何
派
と
い
ひ
、
何
風
と
い
ひ
、
一
小
局
部

に
齷
齪
し
、
一
小
版〈
マ
マ
〉囲
内
に
拘
泥
し
た
れ
ば
な
り
。
そ
は
す
べ
て
昔
し
の

夢
な
り
け
り
と
お
も
ひ
し
に
、
今
猶
か
ゝ
る
偏
僻
論
者
の
あ
る
あ
〈
マ
マ
〉り

。
歌

学
の
前
途
お
も
ひ
や
れ
ば
、
実
に
あ
は
れ
な
る
も
の
な
り
。
わ
れ
B
C

は
愈
振
ひ
起
り
て
、
こ
の
学
の
発
達
を
は
か
ら
で
や
は
。
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る
、
そ
の
意
全
く
こ
ゝ
に
あ
る
な
り
。

お
の
れ
改
進
派
に
向
ひ
て
は
、
左
の
如
く
答
へ
む
と
欲
す
。

世
の
改
進
派
と
称
す
る
徒
は
、三
十
一
字
の
歌
だ
に
う
た
ふ
こ
と
能
は
ず
。

今
様
だ
に
作
る
こ
と
能
は
ず
。
こ
と
に
長
歌
の
ご
と
き
、
素
読
さ
へ
出
来

ぬ
も
の
お
ほ
き
に
あ
ら
ず
や
。
た
ゞ
欧
詩
の
美
な
る
に
お
ど
ろ
き
、
一
も

な
く
二
も
な
く
、
さ
る
歌
を
つ
く
ら
む
と
す
る
の
み
に
て
歌
に
な
ら
ず
。

歌
は
歌
を
よ
む
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
よ
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
、
よ
ま
る

べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
改
進
派
は
常
に
い
ふ
、「
歌
よ
む
者
は
、
多
く
は

迂
遠
な
り
。
そ
の
迂
遠
な
る
人
と
は
か
り
て
は
、
何
の
日
か
そ
の
進
歩
を

見
る
を
得
む
」
と
。
さ
な
り
、
さ
れ
ど
、
歌
を
知
ら
ざ
る
人
の
論
に
従
ひ
、

こ
の
歌
の
進
歩
を
は
か
ら
む
に
は
、
中
々
に
歌
を
傷
け
、
歌
を
蕪
雑
に
陥

ら
し
め
む
の
み
。
お
の
れ
等
、
容
易
に
改
進
派
の
論
に
応
ぜ
ざ
る
、
そ
の

意
全
く
こ
ゝ
に
あ
る
な
り
。

以
上
の
べ
た
る
如
く
、
お
の
れ
等
、
守
旧
派
に
従
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
、
ま

た
改
進
派
に
そ
む
く
も
の
に
あ
ら
ず
。
た
ゞ
物
に
順
序
あ
り
、
そ
の
順
序

を
守
り
て
、お
ひ
B
C
に
そ
の
進
歩
を
は
か
ら
む
と
す
る
も
の
な
り
。〈
中

略
〉
こ
ゝ
に
あ
ま
ね
く
同
志
と
か
た
ら
ひ
、
大
に
こ
の
道
の
進
歩
を
は
か

ら
む
と
欲
す
。
あ
は
れ
、
こ
の
歌
学
を
愛
読
せ
ら
る
ゝ
諸
君
よ
、
論
あ
ら

ば
寄
せ
給
へ
、説
あ
ら
ば
き
か
せ
給
へ
。
お
の
れ
等
歌
学
の
門
を
ひ
ら
き
、

よ
ろ
こ
び
て
相
待
た
む
。

「
守
旧
派
」
に
対
し
て
は
、
三
十
一
文
字
に
固
執
し
て
い
る
だ
け
で
、
句
や

ま
で
も
改
進
、
そ
の
間
、
氷
炭
相
容
れ
ず
、
弁
難
攻
撃
ま
た
の
こ
す
と
こ

ろ
な
し
。〈
中
略
〉
守
旧
派
は
曰
く
、「
歌
学
は
や
ゝ
世
の
風
潮
に
流
さ
る
ゝ

に
似
た
り
、さ
る
事
あ
り
て
は
よ
ろ
し
か
ら
ず
」と
。
改
進
派
は
曰
く
、「
歌

学
は
純
乎
た
る
守
旧
派
の
連
合
体
の
み
、
共
に
か
た
る
に
足
ら
ず
」
と
。

い
づ
れ
も
一
理
あ
る
こ
と
に
て
、
お
の
れ
等
は
、
こ
れ
を
す
て
ず
。
さ
れ

ど
、
ま
た
悉
く
従
ふ
こ
と
も
能
は
ざ
る
な
り
。

直
文
は
「
守
旧
派
」
と
「
改
進
派
」
の
背
反
す
る
関
係
を
示
し
、
そ
の
論
争

の
激
し
さ
を
述
べ
た
。
あ
く
ま
で
偏
向
し
な
い
立
場
を
主
張
す
る
『
歌
学
』
の

雑
誌
と
し
て
の
姿
勢
は
、「
守
旧
派
」
の
立
場
と
し
て
は
改
良
を
求
め
る
気
運

に
押
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
一
方
「
改
進
派
」
の
立
場
か
ら
は
「
守
旧
派

の
連
合
体
」
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
お
り
、
両
派
か
ら
の
相
容
れ
な
い
意
見
が

寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
そ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
て
、
直
文
は

次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

お
の
れ
守
旧
派
に
向
ひ
て
は
、
左
の
如
く
答
へ
む
と
欲
す
。

世
の
守
旧
派
と
称
す
る
徒
は
、
三
十
一
字
の
小
天
地
に
跼
蹐
し
て
、
長
歌

を
よ
む
こ
と
だ
に
知
ら
ず
。
た
ま
B
C
見
す
る
も
、
そ
を
味
ふ
こ
と
だ

に
知
ら
ず
。
従
来
行
は
れ
来
れ
る
歌
体
に
し
て
、
猶
し
か
な
り
。
句
を
変

じ
、
調
を
あ
ら
た
め
、
以
て
新
面
目
を
ひ
ら
く
な
ど
到
底
望
む
べ
か
ら
ず
。

お
の
れ
の
考
ふ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
あ
り
さ
ま
に
て
は
、
こ
の

歌
と
い
ふ
も
の
は
、
遂
に
青
年
の
手
を
は
な
れ
、
ふ
た
ゝ
び
隠
居
の
一
遊

戯
に
属
す
る
に
至
ら
む
か
。
お
の
れ
等
、
容
易
に
守
旧
派
の
論
に
応
ぜ
ざ
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も
、
折
衷
的
立
場
は
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
偏
向
を
避
け
る
こ
と
は
、
雑
誌

継
続
の
手
段
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
識
と
態
度
が
直
文
の
保
身
で
も

あ
っ
た
。お

わ
り
に

明
治
二
十
二
年
、
直
文
が
行
っ
た
御
歌
所
派
批
判
の
背
景
に
は
、
西
洋
化
と

い
う
時
代
の
潮
流
が
あ
る
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
期
に
直
文
は

国
内
の
西
洋
化
を
危
惧
し
、
日
本
主
義
再
興
を
提
言
し
て
い
る
。
そ
の
再
興
の

手
段
の
一
つ
と
し
て
国
文
学
の
台
頭
を
挙
げ
、
古
来
培
っ
て
き
た
伝
統
を
基
礎

と
し
て
進
歩
を
意
図
す
る
姿
勢
を
示
す
の
で
あ
る
。
歌
に
対
し
て
も
同
様
の
姿

勢
を
貫
い
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
故
、歌
壇
の
一
大
勢
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

伝
統
の
墨
守
に
終
始
す
る
御
歌
所
派
の
態
度
が
不
満
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
二
十
二
年
か
ら
同
二
十
六
年
ま
で
の
直
文
の
和
歌
改
良
論
を
見
て
き
た

が
、
直
文
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
の
は
、「
景
樹
派
」「
真
淵
派
」、「
守

旧
派
」「
改
進
派
」
等
の
流
派
に
固
執
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
斟
酌
す
る
、

ま
さ
に
折
衷
論
で
あ
る
。
そ
の
根
本
に
あ
る
の
が
、
歴
史
を
顧
み
て
、
伝
統
を

元
に
進
歩
を
図
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
改
良
の
意
識
を
持
ち
な
が

ら
、
両
派
を
公
平
に
重
視
し
よ
う
と
す
る
直
文
の
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
直
文
の
こ
の
折
衷
的
改
良
論
は
「
微
温
的
」と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

新
派
の
側
に
立
て
ば
、そ
の
よ
う
な
評
価
に
と
ど
ま
る
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
む
し
ろ
直
文
は
主
体
的
に
そ
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
当
時
の
社
会

調
の
新
味
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、「
改
進
派
」
に
対
し
て
は
、

歌
を
詠
う
こ
と
さ
え
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
進
歩
を
意
図
す
れ
ば
、
歌

を
傷
付
け
、「
蕪
雑
」
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
を
抱
い
て
い
る
。
よ
っ
て
、

「
守
旧
派
」
に
準
ぜ
ず
、「
改
進
派
」
に
も
反
対
し
な
い
と
言
っ
て
は
い
る
が
、

「
お
ひ
B
C
に
そ
の
進
歩
を
は
か
ら
む
」
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
は
段
階
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
文
の

中
で
は
必
ず
し
も
「
進
歩
」
と
「
改
進
派
」
が
直
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

直
文
に
と
っ
て
、
急
激
的
な
変
化
で
は
な
く
、「
順
序
」
を
踏
む
穏
や
か
な
「
進

歩
」
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
歌
学
』
は
、『
新
撰
歌
典
』
同
様
、「
景
樹
派
」
と
「
真
淵
派
」
に
お
け
る
流

派
間
の
争
い
を
否
定
す
る
。「
守
旧
派
」
と
「
改
進
派
」
の
対
立
に
つ
い
て
は
、

互
い
の
長
所
と
短
所
を
認
識
し
、
伝
統
を
顧
み
な
が
ら
徐
々
に
進
歩
を
図
ろ
う

と
い
う
直
文
の
考
え
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
『
歌
学
』
は
、
歌
を
繁
栄
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
流

派
の
別
な
く
、
様
々
な
歌
学
者
が
融
和
を
図
る
場
を
提
供
す
る
と
い
う
方
針
を

打
ち
出
し
た
が
、
約
一
年
で
終
刊
を
迎
え
て
し
ま
う
。
改
良
問
題
を
提
示
し
な

が
ら
も
、
偏
向
の
無
意
味
さ
を
主
張
し
、
折
衷
的
立
場
で
あ
る
こ
と
を
雑
誌
運

営
に
活
か
そ
う
と
し
た
意
図
は
う
か
が
え
、
そ
の
意
識
は
終
刊
ま
で
の
間
は
保

持
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。「
景
樹
派
」「
真
淵
派
」、ま
た
は「
守
旧
派
」

「
改
進
派
」
の
各
ど
ち
ら
か
の
立
場
を
明
確
に
す
れ
ば
、
雑
誌
の
運
営
に
支
障

を
き
た
す
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
、
雑
誌
を
存
続
さ
せ
て
い
く
た
め
に
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と
そ
れ
ぞ
れ
略
す
。

（
３
）　『
近
代
短
歌
史
　
明
治
篇
』（
一
九
五
五
年
　
白
楊
社
）
所
収
「
第
五
章
　
近
代
短

歌
の
発
生
（
明
治
廿
六
年
―
卅
二
年
）  

一
　
主
情
派
短
歌
の
発
生
」。

（
４
）　「
近
代
短
歌
史
に
お
け
る
落
合
直
文
の
位
置
」（『
短
歌
研
究
』
二
十
巻
十
一
号
、

一
九
六
三
年
十
一
月
）。

（
５
）　「
あ
さ
香
社
の
実
態
」（『
短
歌
』
四
十
八
巻
三
号
、
二
〇
〇
一
年
二
月
）。

（
６
）　『
和
歌
文
学
講
座
　
第
九
巻
　
近
代
の
短
歌
』（
一
九
九
四
年
一
月
　
勉
誠
社
）
所

収
「
落
合
直
文
、
佐
佐
木
信
綱 

― 

明
治
二
十
年
代
の
活
動
を
中
心
に
―
」。

（
７
）　『
和
歌
文
学
講
座
　
第
九
巻
　
近
代
の
短
歌
』所
収
「
黎
明
期
―
総
論
な
ら
び
に
「
あ

さ
香
社
」
の
成
立
ま
で
―
」。

（
８
）　
拙
稿
「
明
治
御
歌
所
派
歌
壇
の
再
検
討 

― 

鉄
幹
・
子
規
に
よ
る
批
判
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
国
文
学
攷
』
二
〇
一
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
に
お
い
て
、
明
治
二
十
年
代
後

半
か
ら
三
十
年
代
前
半
に
至
る
歌
壇
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
９
）　
前
田
透
著
『
落
合
直
文 

― 

近
代
短
歌
の
黎
明 

―
』（
一
九
八
五
年
　
明
治
書
院
）

所
収
「
第
二
章
　
直
文
前
史
」、
附
表
「
直
文
年
表
」
に
よ
る
。
ま
た
、
正
臣
自
身
も

「
追
悼
録
」
中
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
10
）　
引
用
は
、『
著
作
集
Ⅲ
』
に
よ
る
。

〔
付
記
〕

注
記
の
な
い
限
り
、
直
文
の
言
説
の
引
用
は
原
雑
誌
か
ら
行
っ
た
。

本
稿
は
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
平
成
二
十
四
年
度
研
究
集
会
（
平
成
二
十
四
年
七

月
八
日
　
於
広
島
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
一
部
を
も
と
に
執
筆
し
、
加
筆
修
正
を

施
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
お
よ
び
発
表
後
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
深
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

― 

ち
ょ
う
ふ
く
・
か
な
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教 

―

状
況
や
歌
壇
状
況
を
よ
く
見
据
え
て
い
た
現
実
主
義
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。『
新
撰
歌
典
』
や
『
歌
学
』
が
発
行
さ
れ
た
当
時
の
歌
壇
は
、
御
歌
所

派
が
勢
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下

で
は
、
御
歌
所
派
を
公
に
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
折
衷
的
立
場
に
立
つ
と
い
う
選
択
は
当
然
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、

そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

明
治
二
十
七
年
、
与
謝
野
鉄
幹
が
「
亡
国
の
音
」
を
、
同
三
十
一
年
に
は
正

岡
子
規
が
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」
を
発
表
す
る
。
彼
ら
の
御
歌
所
派
批
判
に

始
ま
る
短
歌
革
新
運
動
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
直
文
の
和
歌
改
良

論
と
い
う
土
壌
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
結
果
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
登

場
以
後
に
は
、
直
文
の
言
説
に
変
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
紙
幅
の
都
合

に
よ
り
、
明
治
二
十
六
年
ま
で
の
改
良
論
を
検
討
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ

れ
以
後
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）　「
落
合
直
文
論 

― 

そ
の
歌
論
を
中
心
と
し
て 

―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
十
五
巻
九

号
、
一
九
三
八
年
九
月
）。

（
２
）　
以
下
、
資
料
及
び
雑
誌
等
の
引
用
に
際
し
て
は
、
通
行
の
字
体
に
改
め
、
振
り
仮

名
は
省
略
し
、
適
宜
句
読
点
・
濁
点
・
カ
ギ
括
弧
を
補
っ
た
。
引
用
文
中
に
私
に
施

す
括
弧
は
〈
　
〉
で
示
し
、
引
用
文
に
本
来
あ
る
（
　
）
と
区
別
し
た
。
傍
線
や
波

線
は
私
に
付
し
た
。

ま
た
、落
合
秀
男
編
『
落
合
直
文
著
作
集
Ⅰ
』（
一
九
九
一
年
　
明
治
書
院
）
は
『
著

作
集
Ⅰ
』、同
『
落
合
直
文
著
作
集
Ⅲ
』（
一
九
九
一
年
　
明
治
書
院
）
は
『
著
作
集
Ⅲ
』


