
「
山
椒
大
夫
」
論

│
│
〈
個
〉
と
〈
情
〉
か
ら
生
じ
た
物
語
│
│

王

晨

野

一
、
は
じ
め
に

乃
木
大
将
殉
死
事
件
の
衝
撃
を
受
け
、
歴
史
小
説
に
転
じ
た
森
鷗
外
は
「
わ
た
し
は
歴
史
の
「
自
然
」
を
変
更
す
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、

マ
マ

知
ら
ず
識
ら
ず
歴
史
に
縛
ら
れ
た
。
わ
た
し
は
こ
の
縛
の
下
に
喘
ぎ
苦
ん
だ
」⑴
と
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
小
説
を
書
い
て
い
た
途
中
、

違
和
感
と
苦
し
み
を
感
じ
て
い
た
。
こ
の
苦
し
み
を
「
脱
せ
よ
う
と
思
」
い
、
鷗
外
は
歴
史
小
説
に
関
す
る
新
な
方
法
論
を
試
み
た
。
そ

の
試
作
と
し
て
は
「
山
椒
大
夫
」
が
あ
る
。「
山
椒
大
夫
」
は
大
正
三
年
十
二
月
二
日
に
書
き
終
わ
り
、
同
月
十
日
に
校
正
し
終
わ
り
、

翌
年
一
月
に
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
時
に
書
か
れ
た
の
は
「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」（
大
正
四
年
一
月
、『
心
の
花
』）⑵
と
い

う
文
章
で
あ
り
、
そ
の
文
章
に
お
い
て
「
山
椒
大
夫
」
に
関
す
る
執
筆
経
緯
な
ど
を
示
し
た
。

ま
だ
弟
篤
二
郎
の
生
き
て
い
た
頃
、
わ
た
く
し
は
種
々
の
流
派
の
短
い
語
物
を
集
め
て
見
た
こ
と
が
あ
る
。
其
中
に
粟
の
鳥
を
逐
う
女
の
事
が
あ

っ
た
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
一
幕
物
に
書
き
た
い
と
弟
に
言
っ
た
。
弟
は
出
来
た
ら
成
田
屋
に
さ
せ
る
と
云
っ
た
。
ま
だ
団
十
郎
も
生
き
て
い
た
の

「
山
椒
大
夫
」
論
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で
あ
る
。⑶

森
篤
次
郎
は
明
治
四
十
一
年
に
死
去
し
、
九
代
目
団
十
郎
は
明
治
三
十
六
年
に
死
去
し
た
。「
粟
の
鳥
を
逐
う
女
」
に
着
目
し
た
時
期

は
伝
説
、
民
話
を
広
く
集
め
た
小
倉
時
代
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
実
な
証
拠
が
な
い
が
、
少
な
く
と
も
鷗
外
は
明
治
三
十
六
年
前
に
既
に

山
椒
大
夫
伝
説
に
着
目
し
た
。
そ
の
時
、
鷗
外
は
山
椒
大
夫
伝
説
を
一
幕
物
と
し
て
書
こ
う
と
し
、
お
そ
ら
く
『
歌
舞
伎
』
に
掲
載
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
が
、
何
か
の
理
由
で
断
念
し
た
。
こ
の
こ
と
は
「
青
年
」（
明
治
四
三
年
三
月
〜
明
治
四
四
年
八
月
、『
昴
』）
に
つ
な
が
る
。

作
家
志
望
の
青
年
小
泉
純
一
に
関
す
る
一
節
に
「
国
の
亡
く
な
っ
た
お
祖
母
あ
さ
ん
が
話
し
て
聞
か
せ
た
伝
説
」⑷
は
山
椒
大
夫
伝
説

で
あ
る
こ
と
は
既
に
諸
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
定
論
に
な
っ
た
の
で
、
純
一
の
悩
み
は
山
椒
大
夫
伝
説
に
つ
い
て
の
鷗
外
の
悩
み
と
見

て
も
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
鷗
外
は
山
椒
大
夫
伝
説
を
書
く
形
式
、
す
な
わ
ち
、
韻
文
か
散
文
か
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
学
ぼ
う
か
メ
ー
テ

ル
リ
ン
ク
に
学
ぼ
う
か
⑸
を
苦
悩
し
て
い
た
。
結
果
と
し
て
、
鷗
外
は
「
地
の
文
は
こ
れ
ま
で
書
き
慣
れ
た
口
語
体
、
対
話
は
現
代
の
東

京
語
で
、
只
山
岡
大
夫
や
山
椒
大
夫
の
口
吻
に
、
少
し
古
び
を
附
け
た
だ
け
」⑹
と
い
う
文
体
を
選
び
、
形
式
を
歴
史
の
自
然
か
ら
脱
そ

う
と
し
た
「
歴
史
離
れ
」
を
取
っ
た
一
方
、
歴
史
離
れ
の
つ
も
り
だ
っ
た
が
「
な
ん
だ
か
歴
史
離
れ
が
し
足
り
な
い
」⑺
と
正
直
に
告
白

し
た
。
鷗
外
は
文
体
、
或
い
は
表
現
形
式
に
相
当
に
拘
っ
て
自
信
を
持
っ
た
の
で
、
歴
史
離
れ
が
足
り
な
い
と
感
じ
た
の
は
内
容
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
山
椒
大
夫
」
に
お
い
て
、
鷗
外
は
物
語
の
年
代
や
厨
子
王
の
家
系
な
ど
詳
し
く
考
証
し
た
こ
と
が
歴
史
の

「
自
然
」
を
尊
重
す
る
行
動
な
の
で
、
結
果
的
に
は
「
歴
史
の
縛
り
」
か
ら
出
て
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
歴
史
の
自
然
」
を
尊
重
す
る

か
否
か
と
い
う
「
歴
史
其
儘
」「
歴
史
離
れ
」
の
方
法
論
が
極
め
て
曖
昧
の
た
め
で
あ
る
。
鷗
外
の
歴
史
小
説
群
か
ら
見
る
と
、「
歴
史
其

儘
」
と
「
歴
史
離
れ
」
に
関
し
て
も
明
晰
で
は
な
く
、「
安
井
夫
人
」（
大
正
三
年
三
月
、『
太
陽
』）
や
「
魚
玄
機
」（
大
正
四
年
七
月
、『
中
央

公
論
』）
は
位
置
づ
け
が
曖
昧
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
歴
史
小
説
に
お
い
て
、
歴
史
を
ど
の
程
度
尊
重
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
た
。

「
山
椒
大
夫
」
論

二



そ
の
問
題
を
解
析
す
る
に
は
、
原
典
と
の
比
較
研
究
は
看
過
で
き
な
い
。
従
来
、
鷗
外
の
「
山
椒
大
夫
」
と
原
典
の
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」

の
比
較
研
究
が
多
く
行
わ
れ
、
説
経
節
の
寛
文
七
年
山
本
九
兵
衛
版
の
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
と
浄
瑠
璃
の
『
徳
川
文
芸
類
聚

第
八
』

（
国
書
刊
行
会
、
大
正
三
年
一
〇
月
）
に
収
録
し
た
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
の
二
種
類
が
特
に
論
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、「
山
椒
大
夫
」
に
つ
い
て
、「
そ
こ
に
は
近
代
的
、
現
代
的
解
釈
が
鋭
光
を
放
っ
て
い
る
」、「
鷗
外
的
世
界
観
と
手
法
が
、
説

話
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
現
代
に
甦
ら
せ
た
か
を
追
求
し
て
み
る
」
と
長
谷
川
氏
が
指
摘
し
、
そ
し
て
、「
近
代
的
な
解
釈
」
が
政
治
に

密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
「
奴
隷
解
放
」⑻
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
要
す
る
に
、
鷗
外
の
歴
史
小
説
に
つ
い
て
の
手
法
研
究
も
重
要
で
あ
る

が
、
鷗
外
の
歴
史
小
説
を
明
確
に
区
分
す
る
前
に
、
そ
の
主
題
を
探
究
す
る
ほ
う
が
先
行
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鷗
外
の
歴
史
小

説
に
お
い
て
、
重
要
な
の
は
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
何
を
表
現
し
た
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
究

は
原
典
比
較
や
鷗
外
歴
史
小
説
に
お
け
る
方
法
論
を
割
愛
し
、
厨
子
王
と
安
寿
の
人
物
像
、
地
蔵
尊
の
意
味
、
そ
し
て
鷗
外
が
古
典
説
話

の
世
界
を
現
代
的
な
意
味
と
し
て
何
を
つ
け
た
か
に
つ
い
て
研
究
し
て
み
た
い
。

二
、
為
政
者
の
〈
個
〉

物
語
は
父
に
会
う
た
め
に
旅
に
出
た
母
、
女
中
の
姥
竹
、
姉
安
寿
、
弟
厨
子
王
四
人
が
人
買
に
遭
遇
し
て
か
ら
運
命
が
一
変
し
た
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
り
、
厨
子
王
が
出
世
し
て
奴
婢
を
解
放
し
、
母
に
会
え
た
と
こ
ろ
に
完
結
す
る
。
父
に
会
う
た
め
の
旅
か
ら
始
ま
り
、
母
と

の
再
会
に
終
わ
る
⑼
と
い
う
物
語
の
構
成
は
変
奏
的
に
人
買
か
ら
開
始
し
、「
丹
後
一
国
で
人
の
売
買
を
禁
じ
」、「
山
椒
大
夫
も
悉
く
奴

婢
を
解
放
し
た
」（
六
八
五
頁
）
と
い
う
奴
婢
解
放
に
完
結
す
る
と
と
ら
え
て
も
よ
か
ろ
う
。

鷗
外
は
「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」
の
最
後
に
「
伝
説
が
人
買
の
事
に
関
し
て
い
る
の
で
、
書
い
て
い
る
う
ち
に
奴
隷
解
放
問
題
な
ん

ぞ
に
触
れ
た
の
は
、
已
む
こ
と
を
得
な
い
」⑽
と
奴
隷
解
放
に
つ
い
て
一
言
言
及
し
た
。
つ
ま
り
、
鷗
外
は
奴
隷
解
放
を
主
題
と
し
て
描

「
山
椒
大
夫
」
論

三



い
た
の
で
は
な
く
、
奴
婢
を
解
放
す
る
こ
と
を
通
し
て
背
後
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
ほ
か
に
目
を
向
け
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
山
椒
大
夫
」
に
お
け
る
「
奴
隷
解
放
問
題
」
は
、
そ
れ
ら
の
行
政
的
視
野
と
の
連
関
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
る
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ

の
小
説
の
「
奴
隷
解
放
」
は
、
支
配
被
支
配
の
革
命
で
は
な
く
、
関
係
の
改
善
と
い
う
現
実
性
を
持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。⑾

と
高
橋
広
満
氏
は
厨
子
王
が
出
世
し
て
奴
婢
解
放
を
し
た
こ
と
を
「
支
配
被
支
配
の
革
命
で
は
な
く
」、
山
椒
大
夫＝

支
配
者
、
奴
婢
で

あ
る
厨
子
王＝

被
支
配
者
と
い
う
立
場
か
ら
国
守
で
あ
る
厨
子
王＝

支
配
者
、
山
椒
大
夫＝

被
支
配
者
と
い
う
立
場
に
な
っ
た
こ
と
が

「
差
別
と
被
差
別
と
の
間
の
転
覆
」
で
あ
り
、「
関
係
の
改
善
と
い
う
現
実
性
を
持
た
さ
れ
」、「
融
合
主
義
思
想
」
を
現
し
た
と
指
摘
し
、

「
官
民
一
致
」、「
被
差
別
部
落
民
衆
」
の
問
題
⑿
か
ら
現
実
的
な
解
釈
を
し
た
。
す
な
わ
ち
奴
婢
解
放
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
支
配
者
階

級
と
被
支
配
階
級
の
関
係
を
緩
和
し
た
い
現
実
的
な
意
図
を
持
つ
。
な
ら
ば
、
作
品
に
戻
る
と
、
注
目
し
た
い
の
は
結
果
的
に
緩
和
的
な

効
果
を
も
た
ら
し
た
の
が
支
配
者
に
な
っ
た
厨
子
王
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
厨
子
王
が
国
守
に
な
っ
た
の
は
持
っ
て
い
る
地
蔵
尊
が
関
白
師

実
の
養
女
の
病
気
を
治
し
た
と
い
う
神
話
的
な
色
彩
を
帯
び
た
こ
と
と
「
陸
奥
掾
正
氏
の
子
」
と
い
う
血
筋
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
問
題
の
焦
点
は
為
政
者
に
あ
る
。

山
崎
國
紀
は
厨
子
王
が
結
末
に
作
っ
た
政
策
を
次
の
よ
う
に
捉
え
た
。

為
政
者
に
は
民
衆
に
対
す
る
に
「
寛
」
の
心
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）

こ
の
為
政
者
像
へ
の
意
識
は
最
晩
年
に
発
表
さ
れ
た
『
山
椒
大
夫
』（
大
４
・
１
「
中
央
公
論
」）
に
も
明
確
に
み
ら
れ
よ
う
。
こ
の
作
品
の
一
本

の
太
い
軸
は
正
し
い
〈
政
治
〉
の
道
の
主
張
で
あ
る
。
厨
子
王
を
「
正
道
」
と
元
服
以
後
よ
ば
せ
た
の
も
そ
の
点
き
わ
め
て
示
唆
的
と
言
え
る
。
そ

し
て
正
道
が
丹
後
の
国
守
に
任
ぜ
ら
れ
て
往
っ
た
政
道
は
き
わ
め
て
「
寛
」
の
も
の
で
あ
っ
た
。⒀

「
山
椒
大
夫
」
論
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山
崎
氏
は
前
の
国
守
と
厨
子
王
が
施
し
た
制
度
を
比
較
し
て
、
為
政
者
の
「
寛
」
の
心
が
必
要
と
述
べ
、「
正
道
」
の
名
前
を
為
政
者

で
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
捉
え
た
。「
寛
」
の
心
を
持
つ
為
政
者
こ
そ
、
民
衆
と
の
関
係
を
緩
和
し
た
い
意
志
を
持
つ
。
し
か
し
、
作
品
中

の
為
政
者
は
前
の
国
守
と
正
道
だ
け
で
は
な
く
、
正
道
の
父
で
あ
る
正
氏
も
為
政
者
の
一
員
で
あ
っ
た
。「
正
道
」
の
名
前
は
単
に
前
の

国
守
と
比
較
す
る
だ
け
だ
ろ
う
か
。

厨
子
王
は
「
陸
奥
掾
正
氏
の
子
」
で
あ
る
。
そ
の
家
柄
は
、

こ
れ
は
か
ね
て
聞
き
お
よ
ん
だ
、
尊
い
放
光
王
地
蔵
菩
薩
の
金
像
じ
ゃ
。
百
済
国
か
ら
渡
っ
た
の
を
、
高
見
王
が
持
仏
に
し
て
お
い
で
な
さ
れ
た
。

こ
れ
を
持
ち
伝
え
て
お
る
か
ら
は
、
お
前
の
家
柄
に
紛
れ
は
な
い
。
仙
洞
が
ま
だ
御
位
に
お
ら
せ
ら
れ
た
永
保
の
初
め
に
、
国
守
の
違
格
に
連
座
し

て
、
筑
紫
へ
左
遷
せ
ら
れ
た
平
正
氏
が
嫡
子
に
相
違
あ
る
ま
い
。（
六
八
四
〜
六
八
五
頁
）

鷗
外
は
厨
子
王
の
家
柄
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

其
外
、
つ
し
王
の
父
正
氏
と
云
う
人
の
家
世
は
、
伝
説
に
平
将
門
の
裔
だ
と
云
っ
て
あ
る
の
を
見
た
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
面
白
く
な
く
思
っ
た
の

で
、
只
高
見
王
か
ら
筋
を
引
い
た
桓
武
平
氏
の
族
と
し
た
。⒁

鷗
外
は
「
面
白
く
な
く
思
っ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、
長
谷
川
泉
氏
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

民
衆
的
立
場
に
立
っ
て
国
家
の
政
治
体
制
に
反
逆
し
た
平
将
門
の
曾
孫
と
し
て
の
厨
子
王
を
規
定
す
る
こ
と
を
避
け
た
配
慮
で
あ
る
。
正
氏
が
「
国

守
の
違
格
に
連
座
」
し
た
こ
と
に
は
、
鷗
外
が
設
定
し
た
歴
史
的
時
点
、
永
保
の
始
め
の
東
北
地
方
が
前
九
年
の
役
と
後
三
年
の
役
の
中
間
に
は
さ

マ

マ

ま
れ
た
動
乱
の
時
期
に
お
か
れ
、
正
氏
が
そ
の
裡
に
あ
っ
て
民
衆
的
立
場
を
と
っ
た
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
る
と
し
て
も
で
あ
る
。⒂

「
山
椒
大
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為
政
者
が
民
衆
の
立
場
に
立
っ
た
の
は
「
民
衆
に
対
す
る
に
「
寛
」
の
心
」⒃
を
出
発
点
と
し
た
結
果
か
ら
で
あ
ろ
う
。
厨
子
王
と
正

氏
は
同
じ
「「
寛
」
の
心
」
を
持
つ
、
民
衆
の
立
場
に
立
っ
た
為
政
者
で
あ
る
こ
と
が
違
い
な
い
。
し
か
し
、「
大
塩
平
八
郎
」（
大
正
三
年

一
月
、『
中
央
公
論
』）
の
よ
う
に
直
接
に
反
逆
を
描
い
た
鷗
外
は
、
こ
の
作
品
で
は
厨
子
王
に
関
し
て
意
図
的
に
民
衆
の
立
場
に
立
っ
た
反

逆
的
な
要
素
を
避
け
よ
う
と
し
た
一
方
、
密
か
に
正
氏
が
民
衆
的
立
場
を
と
っ
た
こ
と
を
書
き
込
ん
だ
。
そ
の
た
め
、「
山
椒
大
夫
」
で

厨
子
王
が
奴
婢
を
解
放
し
た
こ
と
を
「
民
衆
精
神
の
立
場
に
立
っ
た
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
簡
単
に
捉
ら
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な

ら
ば
、
厨
子
王
が
奴
婢
を
解
放
す
る
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
正
氏
と
つ
な
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
正
氏
の
結
末
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
書
か
れ
た
。

師
実
は
厨
子
王
に
還
俗
さ
せ
て
、
自
分
で
冠
を
加
え
た
。
同
時
に
正
氏
が
謫
所
へ
、
赦
免
状
を
持
た
せ
て
、
安
否
を
問
い
に
使
を
遣
っ
た
。
併
し

此
使
が
往
っ
た
時
、
正
氏
は
も
う
死
ん
で
い
た
。（
六
八
五
頁
）

「
民
衆
的
立
場
を
と
っ
た
」
正
氏
は
動
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
左
遷
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
厨
子
王
が
出
世
し
た
時
、
正
氏
は
赦
免
さ
れ
た

が
、
既
に
死
ん
で
い
た
。
赦
免
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
鷗
外
が
正
氏
の
行
動
を
肯
定
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
結
末
に
原
典
の
よ
う
に
生
き

て
い
て
厨
子
王
と
再
会
す
る
の
で
は
な
く
、「
既
に
死
ん
で
い
た
」
と
い
う
こ
と
は
鷗
外
に
と
っ
て
正
氏
の
行
動
に
何
か
違
和
感
を
覚
え

た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
氏
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
言
及
し
て
い
な
い
が
、
厨
子
王
の
家
系
を
意
図
的
に
反
逆
か
ら
避
け
よ
う
と
す
る
こ

と
と
正
氏
が
民
衆
的
立
場
を
と
っ
て
動
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
、
恐
ら
く
正
氏
は
為
政
者
の
立
場
を
忘
れ
、

民
衆
の
立
場
に
立
っ
て
、
直
接
に
参
加
し
た
と
し
な
く
て
も
、
民
衆
の
反
乱
行
動
に
何
か
力
を
貸
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
氏
は
民
衆
の

立
場
に
立
っ
た
か
ら
こ
そ
左
遷
さ
れ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
厨
子
王
は
、
物
語
前
半
部
分
で
姉
の
決
定
に
従
っ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
後
半
に
な
る
と
、
特
に
国
守
に
な
っ
て
か
ら

「
山
椒
大
夫
」
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ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
性
が
強
く
窺
え
る
。
そ
し
て
、
前
の
国
守
や
正
氏
と
比
べ
た
後
に
、
厨
子
王
が
為
政
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
が
着
目
さ
れ
描
写
さ
れ
た
。

併
し
国
守
は
最
初
の
政
と
し
て
、
丹
後
一
国
で
人
の
売
買
を
禁
じ
た
。
そ
こ
で
山
椒
大
夫
も
悉
く
奴
婢
を
解
放
し
て
、
給
料
を
払
う
こ
と
に
し
た
。

大
夫
が
家
で
は
一
時
そ
れ
を
大
き
い
損
失
の
よ
う
に
思
っ
た
が
、
こ
の
時
か
ら
農
作
も
工
匠
の
業
も
前
に
増
し
て
盛
ん
に
な
っ
て
、
一
族
は
い
よ
い

よ
富
み
栄
え
た
。
国
守
の
恩
人
曇
猛
律
師
は
僧
都
に
せ
ら
れ
、
国
守
の
姉
を
い
た
わ
っ
た
小
萩
は
故
郷
へ
還
さ
れ
た
。
安
寿
が
亡
き
跡
は
懇
に
弔
わ

れ
、
又
入
水
し
た
沼
の
畔
に
は
尼
寺
が
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。（
六
八
五
頁
）

厨
子
王
は
こ
の
よ
う
な
政
策
と
行
動
を
と
っ
た
。
奴
婢
か
ら
経
済
的
な
利
益
を
搾
取
す
る
山
椒
大
夫
は
富
み
栄
え
た
。
曇
猛
律
師
は
僧

都
に
な
っ
て
大
徳
が
肯
定
さ
れ
た
。
奴
婢
の
小
萩
は
故
郷
に
帰
れ
た
。
厨
子
王
の
行
動
は
敵
と
見
て
も
過
言
で
は
な
い
山
椒
大
夫
で
あ

れ
、
恩
人
の
曇
猛
律
師
で
あ
れ
、
姉
の
友
達
の
小
萩
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
良
い
結
果
に
至
っ
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
山
椒
大
夫

に
対
し
て
、
厨
子
王
は
民
衆
の
立
場
に
徹
底
的
に
立
っ
て
、
原
典
の
よ
う
な
残
酷
な
復
讐
行
動
を
と
っ
た
の
で
は
な
く
、
為
政
者
の
立
場

を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
。
厨
子
王
と
正
氏
を
比
べ
て
み
る
と
、
同
じ
「
寛
」
の
心
を
持
ち
、
民
衆
の
立
場
に
立
っ
た
為
政
者
で
あ
る
と
し

て
も
、
為
政
者
と
い
う
立
場
を
忘
れ
、
完
全
に
民
衆
の
立
場
に
立
っ
た
こ
と
と
、
為
政
者
の
立
場
を
保
つ
ま
ま
、
民
衆
の
立
場
を
考
慮
す

る
こ
と
に
関
し
て
、
鷗
外
は
後
者
の
姿
勢
を
取
っ
た
。
そ
し
て
、「
正
道
」
と
い
う
名
前
は
単
に
前
の
国
守
と
比
較
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

正
氏
と
に
も
比
較
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鷗
外
は
為
政
者
が
民
衆
の
立
場
に
立
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
角

度
で
為
政
者
を
着
眼
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
民
衆
の
立
場
に
立
っ
た
為
政
者
が
施
し
た
政
策
と
結
末
を
通
し
て
、
為
政
者
が
心
の
中
に
あ

る
民
衆
と
為
政
者
の
比
重
に
関
す
る
〈
個
〉
の
内
面
に
も
凝
視
し
て
い
る
。

ま
た
、
厨
子
王
の
人
物
像
か
ら
鷗
外
の
為
政
者
の
理
想
像
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
為
政
者
は
為
政
者
の
立
場
を
忘
れ
ず
に
、
民
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衆
全
員
を
幸
福
す
る
た
め
に
政
策
を
作
る
と
い
う
近
代
的
理
想
主
義
か
ら
誕
生
し
た
写
像
で
あ
る
。
こ
の
写
像
は
現
代
人
が
現
代
で
実
現

し
に
く
い
理
想
を
古
代
に
託
し
て
い
て
、
理
想
主
義
の
範
囲
か
ら
出
て
い
な
い
が
、
大
逆
事
件
以
来
、
鷗
外
が
為
政
者
の
あ
る
べ
き
姿
を

考
え
続
け
て
得
た
結
論
で
あ
ろ
う
。

三
、
地
蔵
尊
と
〈
情
〉

地
蔵
尊
は
厨
子
王
の
家
柄
の
象
徴
と
し
て
現
実
的
な
意
味
を
持
つ
が
、
神
秘
性
溢
れ
た
一
面
が
よ
り
強
く
機
能
し
て
い
る
。
ま
た
「
山

椒
大
夫
」
に
つ
い
て
、
斎
藤
茂
吉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
、
作
者
の
い
わ
ゆ
る
、『
歴
史
離
れ
』
の
し
た
歴
史
小
説
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
奴
婢
の
解
放
、
今
の
言
葉
で
い
え

ば
、
奴
隷
解
放
と
い
う
社
会
問
題
に
触
れ
た
こ
と
は
措
い
て
、
人
間
と
超
人
間
と
の
交
錯
、
自
然
と
人
間
と
の
交
流
、
人
間
老
若
男
女
貧
富
貴
賎
の

お
も
か
げ
が
、
蜘
蛛
が
網
を
吐
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
居
り
、
粟
の
鳥
追
い
伝
説
の
と
ろ
こ
で
結
末
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
小
説
は
、
作
者
は
ア
ポ
ロ
ン
的
に
書
く
書
く
と
こ
と
わ
っ
て
い
な
が
ら
、『
情
』
が
、
香
り
の
け
む
り
の
如
く
に
染
み
込
ん
だ
文
体
で
、
永
遠

の
あ
わ
れ
を
湛
え
て
居
る
。⒄

彼
は
「
山
椒
大
夫
」
で
の
〈
情
〉
に
注
意
を
払
っ
た
が
、
こ
れ
以
上
詮
索
し
な
か
っ
た
。〈
情
〉
と
い
う
人
間
的
な
視
点
か
ら
地
蔵
尊

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

物
語
は
地
蔵
尊
に
つ
い
て
最
初
に
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

母
親
は
物
狂
お
し
げ
に
舷
に
手
を
掛
け
て
伸
び
上
が
っ
た
。「
も
う
仕
方
が
な
い
。
こ
れ
が
別
れ
だ
よ
。
安
寿
は
守
本
尊
の
地
蔵
様
を
大
切
に
お

し
。
厨
子
王
は
お
父
様
の
下
さ
っ
た
護
刀
を
大
切
に
お
し
。
ど
う
ぞ
二
人
が
離
れ
ぬ
よ
う
に
。」（
六
六
三
頁
）
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母
は
別
れ
際
に
、
地
蔵
尊
と
護
刀
を
安
寿
と
厨
子
王
に
渡
し
た
。
護
り
刀
は
父
か
ら
で
あ
る
と
明
言
し
た
が
、
地
蔵
尊
は
正
氏
家
系
の

証
明
で
あ
る
ゆ
え
、
父
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
物
語
全
編
か
ら
見
る
と
、
守
本
尊
は
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い

る
が
、
護
刀
は
後
ほ
ど
姿
が
完
全
に
消
え
、
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
同
じ
父
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
母
は
厨
子
王
に
渡
し

た
護
刀
だ
け
を
「
お
父
様
の
下
さ
っ
た
」
こ
と
と
言
い
、
安
寿
に
渡
し
た
地
蔵
尊
に
関
し
て
は
「
お
父
様
の
」
と
言
及
し
て
い
な
い
こ
と

に
つ
な
が
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
護
刀
は
男
性
で
あ
る
厨
子
王
に
渡
し
た
の
で
、「
お
父
様
の
」
と
強
調
し
、
地
蔵
尊
は
女
性
で
あ
る
安
寿

に
渡
し
た
の
で
、「
お
父
様
の
」
と
強
調
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
蔵
尊
の
系
譜
で
本
来
の
持
ち
主
で
あ
る
父
の
存
在
を
意
識
的
弱
化

し
、
父
│
護
刀
│
厨
子
王
と
い
う
図
式
と
母
│
地
蔵
尊
│
安
寿
と
い
う
図
式
に
意
図
的
に
誘
導
し
た
。
物
語
で
父
は
最
初
に
「
早
く
お
父

さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行
き
た
い
」
と
い
う
四
人
の
旅
人
の
目
的
を
言
明
す
る
と
こ
ろ
と
後
半
部
分
の
「
父
は
既
に
死
ん
だ
」
と
前
文
に
呼
応

し
て
父
の
結
末
を
言
明
す
る
と
こ
ろ
以
外
に
登
場
し
て
い
な
い
。
故
に
、
父
に
関
す
る
叙
述
は
第
三
者
の
範
疇
か
ら
出
て
い
な
い
。
そ
う

な
る
と
、
父
の
系
譜
に
属
し
て
い
る
護
刀
が
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
父
の
不
在
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
父
の
不
在
に
よ
り
、
父
の
系
譜

で
あ
る
護
刀
は
機
能
を
喪
失
し
た
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
地
蔵
尊
が
最
初
に
機
能
を
発
揮
し
た
の
は
母
が
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
別
れ
際
に
い
つ
も
優
雅
の
母
が
「
物
狂
お
し
げ
」
の
よ
う
に
振
る
舞
え
た
こ
と
は
母
が
子
に
対
し
て
持
っ
た
強
い
〈
情
〉
の
表

現
で
あ
る
。
そ
の
〈
情
〉
が
地
蔵
尊
に
宿
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
蔵
尊
が
初
め
て
力
を
発
揮
し
た
の
は
安
寿
と
厨
子
王
が
見
た

夢
で
あ
る
。

臥
所
の
上
に
倒
れ
た
二
人
は
、
暫
く
死
骸
の
よ
う
に
動
か
ず
に
い
た
が
、
忽
ち
厨
子
王
が
「
姉
え
さ
ん
、
早
く
お
地
蔵
様
を
」
と
叫
ん
だ
。
安
寿
は

す
ぐ
に
起
き
直
っ
て
、
肌
の
守
袋
を
取
り
出
し
た
。
わ
な
な
く
手
に
紐
を
解
い
て
、
袋
か
ら
出
し
た
仏
像
を
枕
元
に
据
え
た
。
二
人
は
右
左
に
ぬ
か

ず
い
た
。
そ
の
時
歯
を
く
い
し
ば
っ
て
も
こ
ら
え
ら
れ
ぬ
額
の
痛
が
、
掻
き
消
す
よ
う
に
失
せ
た
。
掌
で
額
を
撫
で
て
み
れ
ば
、
創
は
痕
も
な
く
な

っ
た
。
は
っ
と
思
っ
て
、
二
人
は
目
を
醒
ま
し
た
。
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二
人
の
子
供
は
起
き
直
っ
て
夢
の
話
を
し
た
。
同
じ
夢
を
同
じ
時
に
見
た
の
で
あ
る
。
安
寿
は
守
本
尊
を
取
り
出
し
て
、
夢
で
据
え
た
と
同
じ
よ

う
に
、
枕
元
に
据
え
た
。
二
人
は
そ
れ
を
伏
し
拝
ん
で
、
微
か
な
灯
火
の
明
り
に
す
か
し
て
、
地
蔵
尊
の
額
を
見
た
。
白
毫
の
右
左
に
、
鏨
で
彫
っ

た
よ
う
な
十
文
字
の
疵
が
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
。（
六
七
二
頁
）

こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
地
蔵
尊
が
超
自
然
的
な
力
を
発
揮
し
た
。
原
典
で
は
夢
の
こ
と
が
現
実
で
起
き
た
こ
と
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
安
寿
と
厨
子
王
が
焼
印
が
押
さ
れ
た
の
は
現
実
で
起
き
た
こ
と
で
あ
り
、
地
蔵
尊
に
救
わ
れ
た
こ
と
も
現
実
で
起

き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
鷗
外
の
「
山
椒
大
夫
」
で
は
、
夢
で
起
き
た
こ
と
が
現
実
と
重
ね
、
夢
と
現
実
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。

母
は
別
れ
た
際
に
「
ど
う
ぞ
二
人
が
離
れ
ぬ
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、「
奴
は
奴
、
婢
は
婢
の
組
に
入
る
」
と
安
寿
と
厨
子
王

を
引
き
別
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
時
に
、
二
人
は
「
死
ん
で
も
別
れ
ぬ
」、
ま
た
、
厨
子
王
が
逃
走
す
る
時
、
安
寿
は
「
わ
た
し
と
一
し
ょ

に
す
る
積
で
し
て
お
く
れ
」
と
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
二
人
は
母
の
話
通
り
に
一
緒
に
い
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
で
、
母
の
言
葉
に
従
っ
て
、

安
寿
と
厨
子
王
は
厨
子
王
が
逃
走
す
る
ま
で
ず
っ
と
一
緒
に
い
て
、
別
れ
た
時
に
も
、
共
に
い
よ
う
と
し
た
。
母
は
表
に
登
場
し
て
い
な

く
て
も
、
母
の
影
響
力
が
絶
え
ず
作
中
に
存
在
し
て
い
る
。
母
が
傍
に
い
た
ら
、
子
の
怪
我
を
丁
寧
に
手
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
母
は
不

在
で
あ
り
な
が
ら
、
母
の
影
響
力
が
存
在
す
る
た
め
、
母
か
ら
も
ら
っ
た
守
本
尊
が
存
在
す
る
た
め
に
、
母
の
強
い
〈
情
〉
が
伝
わ
っ

て
、
安
寿
と
厨
子
王
が
母
に
会
い
た
い
と
い
う
夢
が
焼
印
を
さ
れ
た
夢
と
守
本
尊
に
よ
っ
て
つ
な
が
り
、
母
の
〈
情
〉
が
宿
っ
た
守
本
尊

が
二
つ
の
夢
の
境
界
を
超
え
、
現
実
と
夢
の
境
界
を
超
え
、
子
を
守
っ
た
。

守
本
尊
が
再
び
力
を
発
揮
し
た
の
は
関
白
の
養
女
の
病
気
を
治
し
た
時
で
あ
る
。
関
白
が
厨
子
王
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
夢
か
ら
で
あ

る
。
国
分
寺
で
そ
の
夢
を
見
た
の
は
仏
│
守
本
尊
│
母
の
〈
情
〉
に
よ
る
力
と
い
う
系
譜
で
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
う
一
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つ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
安
寿
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
解
く
鍵
は
、「
お
前
一
人
で
す
る
事
を
、
わ
た
し
と
い
っ
し
ょ
に
す
る
つ
も
り
で
し
て
お
く
れ
」
と
い
い
、
守
り
本
尊
を
弟
に
渡
し
て
、「
こ

の
地
蔵
様
を
わ
た
し
だ
と
思
っ
て
、
守
り
刀
と
い
っ
し
ょ
に
し
て
、
だ
い
じ
に
持
っ
て
お
く
れ
」
と
い
う
、
そ
の
セ
リ
フ
に
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
安
寿
は
お
の
れ
を
地
蔵
尊
に
託
し
て
、
厨
子
王
に
あ
ず
け
る
の
だ
。
地
蔵
尊
は
す
で
に
安
寿
の
身
替
り
に
た
つ
こ
と
を
証
し
て
い
た
の
だ

か
ら
、
こ
の
と
き
、
死
を
覚
悟
し
て
い
た
彼
女
は
、
地
蔵
尊
が
そ
れ
を
引
き
受
け
て
生
に
転
じ
、
そ
の
尊
体
の
裡
に
自
己
を
生
か
し
て
く
だ
さ
る
、

そ
れ
故
、
厨
子
王
と
「
い
っ
し
ょ
に
」
父
母
の
行
方
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
信
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。⒅

と
、
遠
藤
祐
氏
は
、
安
寿
は
死
に
よ
っ
て
地
蔵
尊
に
生
を
転
じ
、
地
蔵
尊
が
身
替
り
に
な
っ
た
と
指
摘
し
た
。
も
し
そ
の
論
に
沿
っ
て
安

寿
の
転
生
に
よ
っ
て
地
蔵
尊
が
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
な
る
と
、
地
蔵
尊
が
初

め
て
力
が
発
揮
す
る
こ
と
が
不
可
解
に
な
る
。
こ
こ
で
、「
こ
の
地
蔵
様
を
わ
た
し
だ
と
思
っ
て
、
守
り
刀
と
い
っ
し
ょ
に
し
て
、
だ
い

じ
に
持
っ
て
お
く
れ
」
と
い
う
安
寿
の
言
葉
は
、「
安
寿
は
守
本
尊
の
地
蔵
様
を
大
切
に
お
し
。
厨
子
王
は
お
父
様
の
下
さ
っ
た
護
刀
を

大
切
に
お
し
。
ど
う
ぞ
二
人
が
離
れ
ぬ
よ
う
に
」
と
い
う
母
の
言
葉
と
重
な
っ
て
く
る
。
母
の
〈
情
〉
が
守
本
尊
に
宿
っ
た
よ
う
に
、
安

寿
の
〈
情
〉
も
同
じ
く
守
本
尊
に
宿
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
地
蔵
尊
二
度
の
力
は
安
寿
の
転
生
と
い
う
よ
り
、
安
寿
が
〈
情
〉
を
託
し
た

と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

安
寿
の
最
後
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

後
に
同
胞
を
探
し
に
出
た
、
山
椒
大
夫
一
家
の
討
手
が
、
こ
の
坂
の
下
の
沼
の
端
で
、
小
さ
な
藁
履
を
一
足
拾
っ
た
。
そ
れ
は
安
寿
の
履
で
あ
っ

た
。（
六
八
一
頁
）
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安
寿
の
死
亡
に
関
し
て
明
確
に
描
写
さ
れ
て
い
な
い
が
、
厨
子
王
が
「
姉
が
由
良
で
亡
く
な
り
ま
し
た
」
と
言
っ
た
根
拠
は
沼
の
端
に

残
し
た
小
さ
な
藁
履
で
あ
る
。
も
し
安
寿
の
入
水
は
追
手
を
厨
子
王
か
ら
注
意
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
し
た
ら
、
藁
靴
が
残
さ
れ
な
い
。

「
わ
た
し
と
一
し
ょ
に
す
る
積
で
し
て
お
く
れ
」
と
い
う
安
寿
の
発
話
か
ら
見
る
と
、
安
寿
は
入
水
し
て
も
魂
が
ま
だ
世
に
残
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
藁
履
は
安
寿
不
在
の
象
徴
で
あ
り
な
が
ら
、
安
寿
が
弟
を
守
り
た
い
と
い
う
安
寿
の
魂
を
宿
っ
た
物
の
象
徴
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
安
寿
は
不
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
安
寿
の
思
い
が
ま
だ
世
に
残
さ
れ
、
安
寿
の
〈
情
〉
が
残
さ
れ
て
い
る
。
母
が
子
へ
の

〈
情
〉、
姉
が
弟
へ
の
〈
情
〉
は
地
蔵
尊
に
よ
っ
て
力
が
発
揮
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

地
蔵
尊
が
最
後
に
力
を
発
揮
し
た
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

忽
ち
正
道
は
縛
ら
れ
た
縄
が
解
け
た
よ
う
に
垣
の
う
ち
へ
駆
け
込
ん
だ
。
そ
し
て
足
に
は
粟
の
穂
を
踏
み
散
ら
し
つ
つ
、
女
の
前
に
俯
伏
し
た
。
右

の
手
に
は
守
本
尊
を
捧
げ
持
っ
て
、
俯
伏
し
た
時
に
、
そ
れ
を
額
に
押
し
当
て
て
い
た
。

女
は
雀
で
な
い
、
大
き
い
も
の
が
粟
を
あ
ら
し
に
来
た
の
を
知
っ
た
。
そ
し
て
い
つ
も
の
詞
を
唱
え
や
め
て
、
見
え
ぬ
目
で
じ
っ
と
前
を
見
た
。

其
時
干
し
た
貝
が
水
に
ほ
と
び
る
よ
う
に
、
両
方
の
目
に
潤
い
が
出
た
。
女
は
目
が
あ
い
た
。

「
厨
子
王
」
と
い
う
叫
び
が
女
の
口
か
ら
出
た
。
二
人
は
ぴ
っ
た
り
抱
き
合
っ
た
。

結
末
に
地
蔵
尊
の
力
で
母
を
開
眼
さ
せ
た
。
こ
れ
は
ず
っ
と
母
に
会
い
た
い
と
い
う
夢
を
抱
い
た
厨
子
王
の
〈
情
〉
が
地
蔵
尊
を
借
り

て
力
を
発
揮
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
父
母
に
会
い
た
い
と
い
う
安
寿
、
厨
子
王
の
願
望
は
最
後
に
厨
子
王
が
母
に
会
っ
た
と
い
う
不
完
全

な
形
式
で
実
現
し
た
。

母
か
ら
子
へ
の
〈
情
〉
か
ら
出
発
し
、
子
か
ら
母
の
〈
情
〉
ま
で
返
っ
て
き
た
。
地
蔵
尊
の
力
は
母
か
ら
子
へ
の
〈
情
〉
│
姉
か
ら
弟

へ
の
〈
情
〉
│
子
か
ら
母
の
〈
情
〉
と
い
う
形
式
で
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
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四
、
安
寿
と
〈
情
〉
と
超
自
然

姉
の
安
寿
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
。

安
寿
は
最
後
入
水
自
殺
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
は
献
身
精
神
の
面
か
ら
捉
え
た
。
例
え
ば
、
清
田
文
武
氏
は
「
安

寿
の
中
心
に
存
し
た
の
は
、
献
身
の
精
神
で
あ
」
り
、「
悲
劇
性
と
繋
が
り
で
、
そ
の
自
裁
が
聖
性
と
永
遠
性
と
に
お
し
て
」
示
さ
れ
、

「「
あ
は
れ
」
の
中
に
も
、
幾
分
か
は
崇
高
性
が
呈
示
し
」、「
そ
こ
に
諦
念
の
心
が
は
た
ら
い
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
」
と
述
べ
、
安
寿

最
初
の
変
貌
、
つ
ま
り
沈
黙
に
な
っ
た
こ
と
が
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
「
活
動
的
沈
黙
」
と
つ
な
が
り
、「
内
的
沈
黙
の
契
機
と
し
て
お
さ

え
る
と
き
、
外
的
沈
黙
つ
ま
り
環
境
的
沈
黙
と
い
っ
た
も
の
も
関
係
し
て
い
る
」⒆
と
指
摘
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
安
寿
の
献
身

精
神
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
活
動
的
沈
黙
」
に
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
然
が
あ
る
。
そ
し
て
、
献
身
精
神
以
外
に

他
に
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
安
寿
の
変
貌
と
つ
な
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

以
下
は
安
寿
一
度
目
の
変
貌
で
あ
る
。

二
人
の
子
供
が
話
を
三
郎
に
立
聞
せ
ら
れ
て
、
其
晩
恐
ろ
し
い
夢
を
見
た
時
か
ら
、
安
寿
の
様
子
が
ひ
ど
く
変
っ
て
来
た
。
顔
に
は
引
き
締
ま
っ

た
よ
う
な
表
情
が
あ
っ
て
、
眉
の
根
に
は
皺
が
寄
り
、
目
は
遥
に
遠
い
処
を
見
詰
め
て
い
る
。
そ
し
て
物
を
言
わ
な
い
。
日
の
暮
れ
に
浜
か
ら
帰
る

と
、
こ
れ
ま
で
は
弟
の
山
か
ら
帰
る
の
を
待
ち
受
け
て
、
長
い
話
を
し
た
の
に
、
今
は
こ
ん
な
時
に
も
詞
少
に
し
て
い
る
。（
六
七
二
〜
六
七
三
頁
）

沈
黙
に
つ
い
て
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
は
、「
我
々
が
真
に
互
い
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
有
る
時
は
、
我
々
は
余
儀
な
く
口

を
慎
ま
し
め
ら
れ
る
」⒇
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
安
寿
が
沈
黙
に
な
っ
た
理
由
は
こ
の
心
的
状
態
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ

ば
、
物
事
を
厨
子
王
に
相
談
し
な
く
な
っ
た
の
は
三
郎
の
よ
う
な
人
に
聞
か
れ
、
夢
の
よ
う
に
ひ
ど
い
目
に
あ
う
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
厨
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子
王
を
逃
が
す
た
め
、
厨
子
王
へ
の
〈
情
〉
か
ら
発
し
た
選
択
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
く
だ
り
に
も
う
一
つ
着
眼
し
た
い
こ
と
は
「
目
は
遥
に
遠
い
処
を
見
詰
め
て
い
る
」
と
い
う
描
写
で
あ
る
。
二
度
目
の
変
貌
で
目

に
関
す
る
描
写
も
あ
っ
た
。

藁
を
擣
っ
て
い
た
厨
子
王
が
返
事
を
し
よ
う
と
し
て
、
ま
だ
詞
を
出
さ
ぬ
間
に
、
此
頃
の
様
子
に
も
似
ず
、
安
寿
が
糸
を
紡
ぐ
手
を
止
め
て
、
つ

と
二
郎
の
前
に
進
み
出
た
。「
そ
れ
に
就
い
て
お
願
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
弟
と
同
じ
所
で
為
事
が
い
た
し
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か

一
し
ょ
に
山
へ
遣
っ
て
下
さ
る
よ
う
に
、
お
取
計
ら
い
な
す
っ
て
下
さ
い
ま
し
」
蒼
ざ
め
た
顔
に
紅
が
差
し
て
、
目
が
赫
い
て
い
る
。（
六
七
五
頁
）

二
度
目
の
変
貌
で
安
寿
は
、「
蒼
ざ
め
た
顔
に
紅
が
差
し
て
、
目
が
赫
い
て
い
る
」
状
態
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
厨
子
王
と
同
じ
く
山
で

柴
刈
り
を
し
た
い
と
二
郎
に
願
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
安
寿
の
後
の
行
動
か
ら
見
る
と
、
厨
子
王
と
同
じ
山
で
芝
刈
り
を
し
た
い
の
は
山
に

行
っ
て
厨
子
王
を
逃
走
さ
せ
る
た
め
地
形
を
探
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
大
き
い
目
を
赫
い
て
い
る
」
が
厨
子
王
を
逃
が
す
直
前
な

こ
と
な
の
で
、「
目
が
赫
く
」
と
い
う
表
現
は
厨
子
王
を
逃
走
さ
せ
、
父
母
に
会
わ
せ
る
喜
び
の
流
露
で
あ
ろ
う
。

「
そ
う
で
す
。
わ
た
し
に
も
そ
う
ら
し
く
思
わ
れ
て
来
ま
し
た
。
逃
げ
て
都
へ
も
往
か
れ
ま
す
。
お
父
う
様
や
お
母
あ
様
に
も
逢
わ
れ
ま
す
。
姉

え
さ
ん
の
お
迎
え
に
も
来
ら
れ
ま
す
。」
厨
子
王
の
目
が
姉
と
同
じ
様
に
赫
い
て
来
た
。（
六
八
〇
頁
）

父
母
に
会
え
る
、
姉
と
も
う
一
度
一
緒
に
な
れ
る
と
い
う
未
来
の
こ
と
を
想
像
し
て
、
厨
子
王
は
「
目
が
姉
と
同
じ
よ
う
に
赫
い
て
来

た
」。
つ
ま
り
、
厨
子
王
の
目
が
輝
い
て
き
た
の
は
、
父
母
へ
の
〈
情
〉
か
ら
生
じ
た
希
望
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
安
寿
の
目
が
輝
い

て
い
る
の
も
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
安
寿
は
父
母
に
会
い
た
い
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
る
時
三

郎
に
聞
か
れ
た
。
三
郎
は
残
酷
な
人
な
の
で
、
残
酷
さ
が
夢
に
投
射
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
現
実
の
残
酷
に
父
母
に
会
え
る
希
望
が
徹
底
的

「
山
椒
大
夫
」
論

一
四



に
断
絶
さ
れ
た
安
寿
が
見
つ
め
て
い
る
の
は
空
間
を
越
え
、
前
よ
り
遥
か
な
存
在
に
な
っ
た
両
親
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
安
寿
は
父
母
へ
の

〈
情
〉
か
ら
生
じ
た
希
望
が
断
絶
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
た
め
「
目
は
遥
に
遠
い
処
を
見
詰
め
て
い
る
」
と
表
出
さ
れ
、
厨
子
王
を
逃
走
さ

せ
父
母
に
合
わ
せ
る
希
望
が
立
ち
上
が
っ
た
た
め
「
目
が
赫
い
て
い
る
」
と
表
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
子
が
親
へ
の
渇
望
、
姉
が
弟
へ
の

素
朴
な
〈
情
〉
は
「
目
」
を
通
し
て
流
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
情
〉
が
安
寿
変
貌
の
原
動
力
と
な
っ
た
。

目
の
こ
と
を
「
赫
く
」
と
描
写
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
も
う
一
箇
所
あ
る
。
そ
れ
は
山
に
登
っ
て
、
厨
子
王
を
逃
が
す
直
前
の
こ
と
で
あ

る
。

安
寿
は
け
さ
も
毫
光
の
さ
す
よ
う
な
喜
を
額
に
湛
え
て
、
大
き
い
目
を
赫
か
し
て
い
る
。（
六
七
七
頁
）

目
の
表
現
か
ら
見
る
と
、
前
の
変
貌
と
つ
な
が
り
が
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、〈
毫
光
〉
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
も
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。「
高
瀬
舟
」
に
喜
助
が
知
足
に
つ
い
て
話
し
た
時
、「
此
時
庄
兵
衛
は
空
を
仰
い
で
い
る
喜
助
の
頭
か
ら
毫
光
が
さ
す

よ
う
に
思
っ
た
」21
と
い
う
記
述
が
り
、〈
毫
光
〉
と
い
う
表
現
は
智
慧
の
象
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
逃
亡
当
日
に
以
下
の
よ
う
な
会
話
が

あ
る
。

「
で
も
お
寺
の
坊
さ
ん
が
隠
し
て
置
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
。」

「
さ
あ
、
そ
れ
が
運
験
し
だ
よ
。
開
け
る
運
な
ら
坊
さ
ん
が
お
前
を
隠
し
て
く
れ
ま
し
ょ
う
。」

「
そ
う
で
す
ね
。
姉
え
さ
ん
の
き
ょ
う
仰
や
る
事
は
、
ま
る
で
神
様
か
仏
様
が
仰
や
る
よ
う
で
す
。
わ
た
し
は
考
え
を
極
め
ま
し
た
。
な
ん
で
も
姉

え
さ
ん
の
仰
る
通
り
に
し
ま
す
。」

「
お
う
、
好
く
聴
い
て
お
く
れ
だ
。
坊
さ
ん
は
善
い
人
で
、
き
っ
と
お
前
を
隠
し
て
く
れ
ま
す
。」（
六
八
〇
頁
）
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「
き
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
安
寿
が
厨
子
王
逃
走
当
日
の
異
常
性
を
言
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
を
安
寿
三
度
目
の
変
貌

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、〈
毫
光
〉
と
い
う
表
現
は
安
寿
が
「
悟
り
」
を
得
た
表
現
で
あ
る
。
安
寿
の
「
悟
り
」
と
し
て
、「
お
寺
の

坊
さ
ん
が
隠
し
て
置
い
て
く
れ
る
」
希
望
を
「
開
け
る
運
」
に
託
し
、
そ
し
て
「
き
っ
と
お
前
を
隠
し
て
く
れ
ま
す
」
と
断
言
し
た
。
ど

う
し
て
安
寿
は
そ
れ
を
断
言
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
同
日
に
安
寿
は
「
人
の
運
が
開
け
る
も
の
な
ら
、
善
い
人
に
出
逢
わ
ぬ
に
も
限
り
ま
せ

ん
」（
六
七
八
頁
）
と
言
っ
た
。
つ
ま
り
、「
運
が
開
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
善
い
人
に
出
会
う
」
と
い
う
こ
と
と
因
果
関
係
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
鷗
外
の
翻
訳
小
説
「
毫
光
」
を
想
起
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
小
説
「
毫
光
」
は
大
正
三
年
四
月
一
日
に
『
番
紅
花
』
に
掲
載

さ
れ
た
。
物
語
は
無
邪
気
の
少
女
の
「
痴
さ
」
が
人
々
の
善
の
心
を
蘇
っ
て
、
善
の
心
が
信
者
│
盗
│
少
年
と
い
う
順
番
で
移
り
、
少
女

が
救
わ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
物
語
で
〈
毫
光
〉
は
少
女
の
「
痴
さ
」
を
指
し
、「
痴
さ
」
が
「
善
の
心
」
を
蘇
り
、「「
善
」
は
伝
染

性
の
も
の
で
あ
る
」22
と
い
う
物
語
の
筋
の
方
向
性
も
明
瞭
で
あ
る
。

前
節
に
地
蔵
尊
が
〈
情
〉
に
よ
っ
て
力
が
生
じ
た
と
い
う
全
体
の
構
図
は
既
に
論
述
し
た
。
こ
こ
で
は
安
寿
と
地
蔵
尊
に
つ
い
て
の
細

部
を
再
確
認
し
て
み
よ
う
。
以
下
は
安
寿
が
厨
子
王
に
地
蔵
尊
を
渡
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

姉
は
守
本
尊
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
弟
の
手
に
渡
し
た
。「
こ
れ
は
大
事
な
お
守
だ
が
、
こ
ん
ど
逢
う
ま
で
お
前
に
預
け
ま
す
。
此
地
蔵
様
を
わ

た
し
だ
と
思
っ
て
、
護
刀
と
一
し
ょ
に
し
て
、
大
事
に
持
っ
て
い
て
お
く
れ
。」（
六
七
九
頁
）

次
は
律
師
が
厨
子
王
と
別
れ
た
時
の
事
で
あ
る
。

山
城
の
朱
雀
野
に
来
て
、
律
師
は
権
現
堂
に
休
ん
で
、
厨
子
王
に
別
れ
た
。「
守
本
尊
を
大
切
に
し
て
往
け
、
父
母
の
消
息
は
き
っ
と
知
れ
る
」
と

言
い
聞
か
せ
て
、
律
師
は
踵
を
旋
し
た
。
亡
く
な
っ
た
姉
と
同
じ
事
を
言
う
坊
様
だ
と
、
厨
子
王
は
思
っ
た
。（
六
八
三
〜
六
八
四
頁
）
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律
師
は
安
寿
が
言
っ
た
「
開
け
る
運
」
で
出
会
う
善
い
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
厨
子
王
が
律
師
の
こ
と
を
「
姉
と
同
じ
事
を
言
う
坊
様

だ
」
と
思
っ
た
が
、
実
際
に
、
律
師
も
安
寿
と
同
じ
く
地
蔵
尊
を
大
事
に
持
つ
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
地
蔵
尊
は
悟
り
を
得
た

安
寿
と
「
開
け
る
運
」
の
律
師
を
連
結
し
た
存
在
と
し
て
の
位
置
付
け
も
明
確
に
窺
え
る
。
さ
ら
に
、「
姉
え
さ
ん
の
き
ょ
う
仰
や
る
事

は
、
ま
る
で
神
様
か
仏
様
が
仰
や
る
よ
う
で
す
」。
つ
ま
り
、
安
寿
は
「
開
け
る
運
」
で
「
善
い
人
」
に
出
会
う
確
信
を
持
っ
た
の
は
地

蔵
尊
か
ら
悟
り
を
得
た
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
蔵
尊
の
超
自
然
的
な
力
が
発
揮
さ
れ
、
安
寿
の
姉
弟
愛
、「
坊
さ
ん
は
善
い
人
」
と

い
う
強
い
希
求
な
ど
、
様
々
な
〈
情
〉
が
混
雑
し
て
、
地
蔵
尊
を
通
し
て
律
師
に
伝
染
し
た
結
果
、
美
し
い
人
間
の
〈
情
〉
が
地
蔵
尊
を

媒
体
と
し
て
伝
染
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
地
蔵
尊
が
超
自
然
的
な
力
を
発
揮
し
た
の
は
、
他
に
は
、
安
寿
と
厨
子
王
が
見
た
地
蔵
尊
夢
、
関
白
の
娘
の
病
気
を
完

治
、
母
を
開
眼
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
前
述
し
た
四
つ
の
場
面
は
霊
験
談
と
し
て
見
て
も
良
い
が
、
そ
の
共
通
点
は
、〈
情
〉
が
含
ま
れ

る
こ
と
と
誰
か
が
強
く
願
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
安
寿
の
「
開
け
る
運
」
言
説
は
悟
り
を
得
た
変
貌
と
い
う
形
式
を
と
り
、

地
蔵
尊
夢
は
夢
と
現
実
と
い
う
曖
昧
な
形
を
と
っ
た
た
め
、
鷗
外
は
霊
験
談
の
効
果
を
意
識
的
に
弱
化
し
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
実
現

で
き
な
い
こ
と
を
〈
情
〉
の
力
で
、
超
自
然
的
な
力
で
実
現
さ
せ
る
こ
と
は
、
鷗
外
が
人
間
に
対
す
る
善
意
と
美
し
い
願
望
の
象
徴
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
お
わ
り
に

原
典
で
あ
る
伝
説
は
長
時
間
を
経
て
、
多
く
の
形
式
で
再
構
成
さ
れ
、
物
語
の
細
部
に
多
少
な
差
異
が
あ
る
が
、
さ
ん
せ
う
太
夫
伝

説
、
あ
る
い
は
安
寿
と
厨
子
王
伝
説
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
鷗
外
は
小
説
の
タ
イ
ト
ル
を
「
安
寿
と
厨
子
王
」
や
「
地
蔵
尊
」
で
は

な
く
、「
山
椒
大
夫
」
と
名
付
け
た
。
原
典
で
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
、
悪
し
き
山
椒
大
夫
が
最
後
に
処
刑
さ
れ
、
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悪
が
滅
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
勧
誡
の
意
味
で
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
鷗
外
は
山
椒
大
夫
の
結
末
を
改
編
し
、
勧
誡
の

意
味
を
消
し
て
、
山
椒
大
夫
が
最
後
に
許
さ
れ
て
、
厨
子
王
が
奴
婢
を
解
放
し
た
と
い
う
現
代
的
な
解
釈
を
加
え
た
。
つ
ま
り
、「
山
椒

大
夫
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
山
椒
大
夫
の
結
末
に
よ
り
表
現
さ
れ
た
現
代
的
な
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

尾
形
仂
氏
は
、
鷗
外
の
歴
史
の
主
題
は
秀
麿
物
の
主
題
、
す
な
わ
ち
、「
権
力
と
自
我
と
の
対
立
の
間
に
ど
う
解
決
を
求
め
て
ゆ
く
か

と
い
う
問
題
」
を
一
貫
し
、「
時
に
調
和
、
時
に
対
立
の
形
を
と
」
っ
た
23
と
指
摘
し
た
。
権
力
と
自
我
の
関
係
は
言
わ
ば
〈
個
〉
の
問

題
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
武
士
物
の
『
意
地
』
三
部
作
で
、「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
は
自
我
が
権
力
の
追
随
を
象
徴
す
る
殉
死
を

選
ん
だ
こ
と
を
描
き
、「
阿
部
一
族
」
は
自
我
と
権
力
の
関
係
及
び
殉
死
に
つ
い
て
描
き
、「
佐
橋
甚
五
郎
」
も
自
我
と
権
力
の
関
係
を
描

い
た
。
つ
ま
り
、〈
個
〉
が
権
力
下
で
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
山
椒
大
夫
」
は
権
力
と
自
我
の
間

に
調
和
の
形
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鷗
外
は
厨
子
王
の
身
分
に
つ
い
て
意
図
的
に
反
逆
な
要
素
を
避
け
、
前
の
国
守
、
正
氏
と
比
較
的

に
描
き
な
が
ら
、
厨
子
王
の
〈
個
〉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
着
眼
し
、
理
想
な
為
政
者
を
描
い
た
。
こ
の
理
想
化
さ
れ
た
為
政
者
像
は

歴
史
の
中
で
こ
そ
鮮
明
に
存
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
鷗
外
は
伝
説
の
こ
と
を
「
粟
の
鳥
を
逐
う
女
の
事
」24
と
呼
称
し
た
た
め
、
物
語
で
鷗
外
に
と
っ
て
一
番
印
象
深
い
の
は
最
後

の
場
面
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
山
椒
大
夫
」
一
篇
は
〈
個
〉
と
権
力
の
関
係
だ
け
で
解
釈
す
る
の
は
足
り
な
く
、
献
身
以
外
に
注
意

を
払
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
全
編
に
鷗
外
も
か
な
り
着
眼
し
た
〈
情
〉
で
あ
る
。
母
か
ら
子
の
〈
情
〉、
子
か
ら
母
へ
の

〈
情
〉
と
い
う
血
縁
関
係
か
ら
発
し
た
〈
情
〉
以
外
、
小
萩
か
ら
安
寿
へ
の
〈
情
〉
も
看
過
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。
小
萩
は
安
寿
と
血

縁
関
係
が
な
い
が
、
安
寿
の
た
め
に
考
え
、
行
動
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
安
寿
は
「
め
っ
た
に
見
え
ぬ
微
笑
の
影
が
浮
か
ぶ
」
こ
と

に
な
っ
た
。
小
萩
は
最
初
に
安
寿
が
潮
汲
み
出
来
な
い
時
か
ら
安
寿
を
助
け
つ
づ
け
、
苦
難
か
ら
安
寿
を
救
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
せ

め
て
安
寿
に
と
っ
て
一
種
の
救
い
に
な
る
。
小
萩
か
ら
安
寿
へ
の
〈
情
〉
以
外
、
姥
竹
か
ら
母
、
子
へ
の
〈
情
〉、
潮
汲
み
女
や
、
樵
や

「
山
椒
大
夫
」
論

一
八



二
郎
の
善
意
な
〈
情
〉
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
〈
情
〉
は
貴
重
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
〈
情
〉
が
存
在
す
る
限

り
、
苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
些
細
な
救
い
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
地
蔵
尊
の
力
は
母
か
ら
子
へ
の
〈
情
〉
か
ら
出
発
し
、
子
か
ら

母
の
〈
情
〉
ま
で
返
っ
て
き
て
、
母
か
ら
子
へ
の
〈
情
〉
│
姉
か
ら
弟
へ
の
〈
情
〉
│
子
か
ら
母
の
〈
情
〉
と
い
う
形
式
で
発
揮
し
た
。

そ
し
て
、
人
間
の
力
に
及
ば
な
い
こ
と
を
霊
験
と
い
う
形
式
で
実
現
さ
せ
る
こ
と
は
、
鷗
外
が
人
間
の
〈
情
〉
か
ら
感
動
を
受
け
、
人
間

に
対
す
る
美
し
い
〈
情
〉
の
証
明
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
〈
情
〉
こ
そ
が
「
歴
史
離
れ
」
小
説
の
真
髄
で
あ
る
。

鷗
外
一
連
の
歴
史
小
説
で
、
武
士
物
は
〈
個
〉
に
目
を
向
け
、「
魚
玄
機
」（
大
正
四
年
七
月
、『
中
央
公
論
』）
か
ら
は
〈
情
〉
へ
の
注
目

も
入
れ
始
め
た
。
前
述
の
よ
う
に
、「
魚
玄
機
」
か
ら
「
歴
史
其
儘
」
と
「
歴
史
離
れ
」
が
曖
昧
に
な
っ
た
。
も
し
か
し
て
鷗
外
が
〈
個
〉

だ
け
に
着
眼
す
る
こ
と
か
ら
〈
情
〉
に
も
注
目
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
原
因
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
は
鷗
外
が
〈
個
〉
と
〈
情
〉

へ
の
視
線
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
他
の
歴
史
小
説
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

（
本
文
は
す
べ
て
「
山
椒
大
夫
」（『
鷗
外
全
集
』
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
）
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
引
用

は
、
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
を
省
略
し
た
。）

注
⑴

森
鷗
外
、「
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
」、『
鷗
外
全
集
』
第
二
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
、
五
〇
九
頁
（
初
出：

『
心
の
花
』
第
十
九

巻
第
一
号
、
大
正
四
年
一
月
）。

⑵

鷗
外
日
記
大
正
三
年
一
二
月
二
日
、
十
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
記
述
し
た
。

二
日
、
晴
。
陸
軍
省
爐
開
す
。
岡
大
臣
に
官
第
に
面
會
し
て
本
復
を
祝
す
。
山
椒
大
夫
を
草
し
畢
る
。

十
日
、
晴
。
山
椒
大
夫
を
校
し
畢
る
。
歴
史
其
儘
と
歴
史
離
れ
の
文
を
草
し
て
佐
々
木
信
綱
に
わ
た
す
。
心
の
花
に
乗
せ
む
た
め
な
り
。Piano

の
室
に
煖
爐
を
置
く
。

⑶

注
⑴
に
同
じ
、
五
〇
九
頁
。

「
山
椒
大
夫
」
論

一
九



⑷

森
鷗
外
、「
青
年
」、『
鷗
外
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
、
四
六
六
頁
（
初
出：

『
昴
』
第
二
年
第
三
号
〜
第
三
年
第
八
号
、

明
治
四
三
年
三
月
〜
明
治
四
四
年
八
月
）。

⑸

同
右
。

⑹

注
⑴
に
同
じ
、
五
一
〇
頁
。

⑺

同
右
。

⑻

長
谷
川
泉
、「「
山
椒
大
夫
」
論
」、『
長
谷
川
泉
著
作
選
１

森
鷗
外
論
考
』、
明
治
書
院
、
平
成
三
年
、
九
五
〇
頁
（
本
論
集
は
長
谷
川
泉
氏

の
博
士
学
位
論
文
で
あ
る
）。

⑼

高
橋
広
満
、「
語
り
手
の
近
代
│
森
鷗
外
「
山
椒
大
夫
」
論
│
」、『
日
本
文
学
』
第
四
三
巻
第
五
号
、
平
成
六
年
、
三
二
頁
。

⑽

注
⑴
に
同
じ
、
五
一
一
頁
。

⑾

注
⑼
に
同
じ
、
三
四
頁
。

⑿

注
⑼
に
同
じ
、
三
四
〜
三
五
頁
。

⒀

山
崎
國
紀
、「『
佐
橋
甚
五
郎
』
│
為
政
者
像
へ
の
視
線
」、『
森
鷗
外
│
基
層
的
論
究
』、
八
木
書
店
、
平
成
元
年
、
二
八
〇
頁
（
初
出：

「『
佐
橋

甚
五
郎
』
小
考
」、「
花
園
大
学
国
文
学
論
究
」、
昭
和
六
三
年
十
月
）。

⒁

注
⑴
に
同
じ
、
五
一
一
頁
。

⒂

注
⑻
に
同
じ
、
九
六
三
頁
。

⒃

注
⒀
に
同
じ
。

⒄

斎
藤
茂
吉
、「
鷗
外
の
歴
史
小
説
」、『
文
学
』
第
四
巻
第
六
号
、
昭
和
十
一
年
六
月
、
五
四
頁
。

⒅

遠
藤
祐
、「『
山
椒
大
夫
』
考
」、『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
（
特
集
森
鷗
外
の
世
界
）』
第
五
七
巻
一
一
号
、
平
成
四
年
一
一
月
、
一
一
四
頁
。

⒆

清
田
文
武
、「『
山
椒
大
夫
』
の
方
法
と
そ
の
世
界
」、『
講
座
森
鷗
外
２

鷗
外
の
作
品
』、
平
川
祐
弘
、
平
岡
敏
夫
、
竹
盛
天
雄
編
、
新
曜
社
、

平
成
九
年
、
三
五
二
〜
三
五
三
頁
（
本
稿
は
「
森
鷗
外
『
山
椒
大
夫
』
の
安
寿
の
形
象
」、『
日
本
文
芸
の
潮
流
』、
お
う
ふ
う
、
平
成
四
年
の

論
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
）。

⒇

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
、「
沈
黙
」、『
貧
者
の
宝
』、
吉
江
喬
松
訳
、
新
潮
社
、
大
正
六
年
、
五
頁
。

21

森
鷗
外
、「
高
瀬
舟
」、『
鷗
外
全
集
』
第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
年
、
二
三
〇
頁
（
初
出：

『
中
央
公
論
』
第
三
十
一
年
第
一
号
、
大

「
山
椒
大
夫
」
論

二
〇



正
五
年
一
月
）。

22

森
鷗
外
訳
、「
毫
光
」、『
鷗
外
全
集
』
第
一
五
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
、
五
七
八
頁
（
初
出：

『
番
紅
花
』
第
一
巻
第
二
号
、
大
正
三

年
四
月
一
日
。
原
題：

未
詳
、
原
作
者：

M
elchoir

Lengyel

、
翻
訳
本：

未
詳
）。

23

尾
形
仂
、「
森
鷗
外
の
歴
史
小
説
」、『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
六
月
号
、
昭
和
三
七
年
六
月
、
五
二
頁
。

24

注
⑴
に
同
じ
、
五
〇
九
頁
。

（
お
う

し
ん
や

関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）

「
山
椒
大
夫
」
論

二
一


