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続
・
八
犬
伝
の
知
論

―
第
89
回
［
毛
野
の
心
情
吐
露
］・
150
回
［
一
休
の
足
利
義
政
公
教
戒
］・

167
回
「
下
の
下
の
中
後
序
」
を
め
ぐ
っ
て

井

上

啓

治

序Ⅰ
、「
妖
孽
論
」
に
お
け
る
「
知
論
」

Ⅱ
、
八
犬
伝
「
三
つ
の
知
論
」

Ⅲ
、
馬
琴
の
知
論
の
前
提
「
儒
学
中
心
・
仏
学
相
補
の
知
論
」

Ⅳ
、
馬
琴
の
「
上
知
論
」

Ⅴ
、
考
察
の
総
合
・
ま
と
め

序
こ
れ
ま
で
、
八
犬
伝
の
中
に
、【
少
年
の
成
長
】
と
【
英
雄
は
仁
・
知
兼
備
】

と
い
う
二
大
世
界
観
の
存
在
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
そ
の
儒
学
的
出
拠

を
指
摘
し
、儒
学
理
念
的
と
作
品
的
と
二
つ
の
「
意
味
と
理
由
」
を
論
じ
、も
っ

て
馬
琴
の
構
想
を
考
察
し
て
き
た
。江
戸
後
期
の
壮
大
な
る
物
語
文
学
の
中
に
、

思
想
性
と
芸
術
的
真
実
性
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、理
想
の
仁
政
小
王
国
建
国
の
英
雄
里
見
義
実
・
そ
の
軍
師
八
郎
・（
伏

姫
）・
八
郎
の
息
に
し
て
伏
姫
の
許
婚
者
大
輔
の
ち
ゝ
大
法
師
・
八
犬
士
の
信
乃
・

毛
野
・
親
兵
衛
等
、
以
上
の
主
要
人
物
の
行
為
が
描
か
れ
る
話
説
・
小
世
界
を

通
し
て
言
表
化
さ
れ
た
芸
術
性
と
思
想
性
、
具
体
的
に
は
各
「
物
語
世
界
」
に

お
け
る
説
話
的
典
拠
、
物
語
性
面
白
さ
、
人
間
た
ち
の
醜
美
・
性
・
不
思
議
さ

面
白
さ
、（
儒
学
的
）
理
念
・
哲
学
を
、
一
体
的
に
指
摘
・
論
じ
、
明
ら
か
に

し
て
き
た
。
一
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
歴
史
小
説
性
・
大
衆
文
学
性
・
理

念
思
想
性
の
三
つ
の
塊
と
思
わ
れ
る
八
犬
伝
の
新
し
い
享
受
・
解
釈
を
も
た
ら

す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
、
即
ち
「
八
犬
伝
の
世
界
観
」
を
。
具

体
的
に
は
、
上
記
【
少
年
の
成
長
】
と
【
英
雄
は
仁
・
知
兼
備
】、
で
あ
る
。

そ
の
要
は
、
儒
学
用
語
・
理
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
先
学
に
よ
っ
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（
下
）（
注
３
）
で
周
知
の
と
こ
ろ
、京
師
の
話
説
の
最
末
尾
第
百
五
十
回
、

そ
の
前
半
で
あ
る
。

と
し
て
、
そ
の
徳
田
氏
の
説
を
私
に
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
。「
馬
琴

が
毛
声
山
「
読
三
国
志
法
」
に
三
国
正
閏
論
と
、
歴
史
に
託
し
て
政
治
的
倫
理

を
正
す
と
い
う
小
説
的
原
理
を
学
ん
だ
」、
例
え
ば
、
八
犬
伝
当
該
部
で
、「
悪

僧
徳
用
が
管
領
細
川
政
元
の
乳
兄
弟
で
政
元
の
家
老
香
西
復
六
の
子
で
あ
り
、

政
元
の
養
女
で
病
気
が
ち
の
雪
吹
姫
に
、
奥
女
中
ら
に
頼
ま
れ
て
加
持
祈
祷
を

行
い
、
僧
侶
が
権
力
者
と
結
び
つ
く
話
柄
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
徳
川
十
一
代
将

軍
家
斉
と
愛
妾
お
美
代
の
方
、
側
近
の
権
力
者
中
野
石
翁
、
再
建
さ
れ
た
感
応

寺
の
住
職
に
な
っ
た
日
啓
の
、
事
実
と
噂
さ
れ
た
話
と
粗
一
致
す
」
る
。
あ
る

い
は
、「
名
画
の
無
瞳
の
虎
精
」
が
足
利
将
軍
「
義
政
の
奢
侈
と
悪
政
に
対
す

る
民
衆
の
反
乱
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
担
わ
せ
ら
れ
て
い
る
」
が
、「
こ
れ

は
徳
川
将
軍
家
斉
の
奢
侈
と
重
ね
ら
れ
て
」
お
り
、
ま
た
「
大
塩
の
乱
」
を
寓

意
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
当
時
「
打
ち
こ
わ
し
」
に
お
け
る
「
大
入
道

を
伴
う
前
髪
・
怪
力
の
美
少
年
と
い
う
、
普
遍
的
に
さ
え
な
っ
た
世
直
し
人
の

幻
像
を
、逆
に
叛
乱
者
や
妖
孽
の
退
治
人
と
し
て
親
兵
衛
に
重
ね
た
」
な
ど
と
。

以
上
、
徳
田
氏
の
「
政
道
論
」
を
確
認
の
上
で
、
氏
が
論
じ
な
か
っ
た
「
知

論
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。【
一
休
の
足
利
義
政
公
教
戒
】
の
中

の
「
政
道
論
」
に
続
く
「
妖
孽
論
」
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
前
稿
に

お
い
て
、「
妖
孽
論
」
の
出
典
『
中
庸
』
を
指
摘
し
、
こ
れ
が
「
誠
・
至
誠
論
」

「
知
・
明
知
論
」
で
も
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
『
中
庸
』
当
該
部
前
後
を
検
す
る

こ
と
で
、「
誠
論
」
は
即
「
性
（
井
上
注
：
も
の
ご
と
の
本
質
の
こ
と
）
論
」
で
、

て
論
じ
ら
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
話
説
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
儒
学
的
理
念
と
出

拠
を
指
摘
し
、
儒
学
理
念
を
用
い
る
意
味
と
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
予
想
以
上
に
多
彩
多
様
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
馬
琴
の

四
書
五
経
等
儒
学
教
養
の
厚
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
進
め
る
こ
と
で
、
以
外
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
出
会
っ
た
。

即
ち
、「
八
犬
士
は
賢
者
」
の
多
出
と
か
、「
知
」
の
必
須
視
・
重
要
視
、
で
あ

る
。
実
は
、
こ
の
点
が
も
っ
と
も
驚
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。「
仁
」
絶
対
、「
仁
」

の
圧
倒
的
優
位
、
と
考
え
て
い
た
の
が
覆
さ
れ
た
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

四
書
五
経
中
心
に
、
儒
学
的
理
念
と
物
語
世
界
両
者
の
対
象
化
・
論
証
を
集
中

的
に
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
知
」
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅰ
、「
妖よ

う

孽げ
つ

論
」
に
お
け
る
「
知
論
」

さ
て
、
か
つ
て
「
知
論
」
を
展
開
し
た
拙
稿
「
八
犬
伝
、
毛
野
・
房
八
の
智

と
〈
私
情
〉」（
注
１
）
の
末
尾
に
、

八
犬
伝
の
知
論
は
右
の
み
で
は
な
か
っ
た
。「
後
序
」の
知
論
に
関
連
し
て
、

第
九
輯
下
帙
の
下
の
乙
の
上
套
、
第
三
部
、
京
師
の
話
説
第
百
五
十
回
、

一
休
和
尚
に
よ
る
東
山
殿
足
利
義
政
公
に
対
す
る
教
戒
に
、
注
目
す
べ
き

論
が
見
え
る
。

と
記
し
た
。
ま
た
、
同
「
八
犬
伝
の
世
界
観
、［
知
論
］
を
め
ぐ
っ
て
」（
注
２
。

以
下
、
前
稿
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
Ⅰ
節
で
、
こ
れ
ま
で
の
全
て
の
拙
稿
八
犬
伝
論

の
「
知
論
」
を
総
浚
え
総
ま
と
め
し
た
）
に
お
い
て
、

そ
こ
は
徳
田
武
氏
「『
八
犬
伝
』
と
家
斉
時
代
―
「
隠
微
」
再
論
―
」（
上
）



－3－

な
ど
、
些
末
の
こ
と
に
ば
か
り
囚
わ
れ
て
い
る
の
は
、
酔
い
の
中
の
酔
い

で
あ
っ
て
、
迷
い
の
上
の
惑
い
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
衆
生
に
は
眼

が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
多
く
は
瞳
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
書
を

み
れ
ど
も
文
の
意
味
を
悟
ら
な
い
、
こ
れ
を
文も

ん

盲も
う

と
い
う
。
玉
と
石
さ
へ

も
区
別
で
き
ぬ
、
見
て
る
の
に
見
え
な
い
、
こ
れ
ら
は
眼
が
あ
り
な
が
ら

眼
の
用
を
な
さ
な
い
も
の
で
、
よ
く
考
え
る
と
皆
瞳
が
な
い
、
瞳
が
無
い

の
は
ど
う
し
て
こ
の
画
虎
だ
け
で
あ
る
も
の
か
。

こ
こ
を
、
第
八
十
九
回
の
注
目
す
べ
き
場
に
重
な
っ
て
い
る
と
し
た
。

そ
し
て
、そ
の
八
十
九
回
こ
そ
、の
ち
の
第
三
部
、第
百
六
十
七
回
巻
頭
「
第

九
輯
下
帙
下
套と

う

之
中
後
序
」
と
並
ぶ
「
八
犬
伝
の
知
論
」「（
人
間
の
）
性さ
が

の
美

論
」「
誠
論
」
な
ど
が
言
表
化
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
場
で
あ
っ
た

と
考
え
て
い
る
、
こ
れ
ら
両
者
と
こ
の
第
百
五
十
回
「
一
休
、
足
利
義
政
批
判
」

に
お
け
る
「
知
論
」「
性せ

い

（
こ
こ
で
は
も
の
ご
と
の
本
質
）
論
」「
誠
論
」
が
重

な
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
以
下
、
続
稿
に
期
す
、
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
を
承
け
て
、
本
稿
で
は
そ
の
「
八
犬
伝
の
知
論
」
三
者
を
ま
と
め
て
考

察
し
て
み
た
い
。

Ⅱ
、
八
犬
伝
「
三
つ
の
知
論
」

早
速
に
、
そ
の
「
馬
琴
の
知
論
の
代
表
」
と
思
わ
れ
る
第
三
部
第
九
輯
、
⑴

「
下
の
下
の
中
後
序
」（
第
百
六
十
七
回
の
巻
頭
）
と
、
⑵
「
毛
野
の
物
思
い
・

内
部
世
界
吐
露
と
馬
琴
の
人
性
観
・
学
問
教
育
観
の
代
表
」
と
考
え
ら
れ
る
第

八
十
九
回
と
、
こ
の
「
京
師
の
話
説
」
末
部
第
百
五
十
回
、
⑶
「
一
休
和
尚
に

こ
れ
こ
そ
「
知
論
」、「
仁
知
一
対
兼
備
こ
そ
人
間
の
理
想
」
な
る
「『
中
庸
』

の
知
論
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
、
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
、「
知

論
」「
誠
論
」「
性せ

い

論
」、「
仁
・
知
一
対
」
と
く
れ
ば
、

仁
の
犬
士
・
知
の
犬
士
・「
性さ

が

美
し
き
」
と
さ
れ
る
親
兵
衛
と
毛
野
に
深

く
関
わ
ろ
う
。
即
ち
「
仁
」
と
「
知
」、
こ
れ
こ
そ
八
犬
伝
に
託
し
た
馬

琴
の
理
想
で
あ
り
、
ま
た
親
兵
衛
・
毛
野
に
託
し
た
【
少
年
の
成
長
・
完

成
】
に
関
わ
る
理
念
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
続
稿
で
述
べ
る
こ

と
に
し
た
い
。

と
も
記
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
知
」
の
重
視
と
「
仁
・
知
の
一
対
性
」
が
『
論
語
』
の
特
質
で
あ
る

こ
と
も
拙
稿
「
八
犬
伝
と
孝
経
・
論
語
と
史
記

―
第
一
部
里
見
の
聖
賢
像
と

『
封
神
演
義
』
太
公
望
像
を
め
ぐ
っ
て
」（
注
４
）・「
八
犬
伝
第
一
部
、
刺
客
・

軍
師
・
聖
賢
」（
注
５
）
あ
る
い
は
「
八
犬
伝
の
根
底
世
界
」（
注
６
）
に
お
い

て
見
て
お
い
た
。
ま
た
、
こ
の
「
一
休
和
尚
に
よ
る
足
利
義
政
公
教
戒
」
の
政

道
論
に
は
「
知
論
」
も
交
え
て
あ
る
、
前
述
「『
中
庸
』
の
知
論
」
に
拠
り
つ

つ
論
ず
る
、と
し
て
問
題
と
す
べ
き
個
所
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
「
一
休
教
戒
」

の
該
当
部
を
訳
し
て
引
く
（
原
文
は
次
節
の
⑶
の
①
と
②
）。

（
東
山
殿
、
前
足
利
将
軍
八
代
義
政
は
、
珍
器
奇
石
、
花
卉
故
書
画
を
多

数
集
め
、民
を
苦
し
め
て
も
尚
足
り
ぬ
と
続
け
て
多
年
、民
の
怨
み
積
も
っ

て
、
彼か

の
妖
艶
の
童
子
と
変
わ
り
無
瞳
の
画
虎
と
な
っ
て
、
世
を
戒
め
て

い
る
こ
と
を
）
な
お
も
悟
ら
ず
、
却
っ
て
例
の
童
子
の
出
処
を
気
に
し
た

り
、
妖
虎
の
眼
に
点
じ
な
い
よ
う
に
す
る
用
心
を
怠
っ
た
こ
と
を
責
め
る
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く
、
才
な
き
者
は
智
を
致
す
こ
と
得
な
ら
ず
。
こ
の
故
に
智
慧
と
云
い
、

才
智
と
云
う
。】

Ⓑ
１
仏
説
に
所
云
、
般
若
は
智
慧
也
。
智
と
慧
と
具
足
し
て
、
悟
る
べ

く
致
す
べ
き
を
才
と
云
う
。
智
慧
も
亦
た
大
い
な
る
哉
。　

X
２
【
蓋
し

智
と
慧
と
、
相
佐
け
て
用
を
做
す
や
、
譬
え
ば
人
の
身
に
魂
と
魄
と
有
る

が
如
し
。
魂
は
則
ち
心
神
也
、魄
は
則
ち
神
系
也
。
人
の
心
の
欲
す
る
所
、

魄
の
資
助
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
手
を
動
か
し
足
を
運
ば
し
、
動
静
云
為
、
坐

臥
行
止
、
一
つ
も
其
の
如
意
な
ら
ず
。
智
慧
と
才
幹
と
相
佐
け
て
、
譱よ

く

致
す
こ
と
あ
る
も
、
是
の
理
り
を
も
て
知
る
べ
き
而
已
。】

X
３
【
然
る
に
智
に
上
智
あ
り
、
邪
智
あ
り
。
上
智
は
、
良
善
の
事
に

用
い
て
、
毫
も
奸
悪
の
事
に
移
ら
ず
。
進
退
必
ず
度
に
称
う
て
、
動
く
と

い
へ
ど
も
跌
か
ず
。
是
を
賢
才
睿
智
と
い
う
。
才
は
智
の
乖
（
埀
？
）
な

る
者
也
。
是
を
以
て
難
し
と
す
。
才
な
く
智
な
き
は
、
則
ち
下
愚
な
り
。】

ⓒ
１
又
邪
智
は
奸
悪
の
事
に
用
い
て
、
仁
義
の
心
な
く
、
進
む
を
知
り

て
退
く
こ
と
を
思
わ
ず
、
動
く
と
き
は
人
に
害
あ
り
。
奸
民
盗
児
の
才
あ

る
は
、
多
く
是
な
り
。

X
４
【
或
い
は
又
良
知
に
し
て
心
正
し
く
、
博
く
学
び
得
て
奇
才
あ
れ

ど
も
、
命
凶
に
し
て
用
い
ら
れ
ず
、
且
つ
勢
利
に
附
か
ず
、
富
貴
を
羨
ま

ず
、
同
好
同
志
の
友
稀
な
れ
ば
、
但
い
に
し
へ
の
聖
賢
を
師
と
し
友
と
し

て
、
隠
居
放
言
、
春
日
秋
夜
を
長
し
と
せ
ず
、
常
に
書
を
著
し
て
、
も
て

み
づ
か
ら
其
の
智
を
籠
に
し
ぬ
る
者
あ
り
。
元
の
羅
貫
中
、
清
の
李
笠
翁

是
に
庶
し
と
せ
ん
か
。
是
よ
り
の
下
、
唐
山
に
て
云
う
稗
官
者
流
、
国
俗

よ
る
足
利
将
軍
義
政
公
批
判
・
教
戒
」、
こ
れ
ら
三
者
の
該
当
部
、「
知
論
」
に

関
わ
る
と
こ
ろ
を
比
較
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑴
の
「
下
の
下
の
中
後
序
」
は
、
か
つ
て
前
掲
拙
稿
「
八
犬
伝
、
毛
野
・
房

八
の
智
と
〈
私
情
〉」
等
に
お
い
て
馬
琴
の
身
上
と
、
心
情
の
吐
露
に
し
て
、

知
論
と
文
学
論
に
関
す
る
重
要
な
言
表
だ
と
し
て
論
じ
、
考
察
し
て
き
た
。
ま

た
、
第
八
十
九
回
の
⑵
は
、
毛
野
像
・
毛
野
論
の
核
心
的
言
表
化
が
な
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
は
馬
琴
の
学
問
・
教
育
観
や
人
性
観
・
人
生
観
等
が
烈
し
く
示

さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
「
八
犬
士
論
の
た
め
の
序
論
、
毛
野
の
成
長
」

（
注
７
）・「
八
犬
伝
第
三
部
、
毛
野
の
成
長
と
完
成
」（
注
８
）
等
の
拙
稿
に
お

い
て
何
度
か
論
じ
、
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
⑶
の
「
一

休
和
尚
の
足
利
義
政
公
批
判
教
戒
」
こ
そ
、
馬
琴
の
知
論
が
直
接
言
表
化
さ
れ

て
い
る
と
し
て
、
こ
こ
何
稿
か
に
わ
た
っ
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
ま
ず
⑴
「
下
の
下
の
中
後
序
」
を
引
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
冒
頭
か
ら
難

解
な
文
義
が
続
く
。
私
に
謂
う
所
の
「
知
論
」
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
も
、

難
解
過
ぎ
る
ゆ
え
、
読
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
そ
も
そ
も
ま
と
も
に
触
れ
ら

れ
て
来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
原
文
を
引
い
て
か

ら
、
訳
と
、
解
釈
を
私
に
加
え
て
み
た
い
。
適
宜
送
り
仮
名
を
附
し
、
ル
ビ
を

附
け
、
段
落
分
け
な
ど
を
し
て
み
よ
う
。

⑴
智
は
知
る
也
。　

Ⓐ
１
人
生
ま
れ
て
耳
目
の
及
ぶ
所
、
物
と
し
て
知
ら
ざ

る
は
な
し
。
知
る
と
い
え
ど
も
其
の
理
を
極
め
て
、
是
を
弁
ず
る
に
あ
ら

ざ
れ
ば
、
智
の
要
を
為
さ
ず
。　

X
１
【
格
物
致
知
は
、
則
ち
、
学
者
の

先
務
也
。
雖
然
も
、
是
を
知
る
而
已
に
し
て
、
慧
な
き
者
は
悟
る
に
由
な
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ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。
俺
が
性
は
是
美
な
ら
ず
と
て
、
Ⓐ
２
み
づ
か
ら
棄

て
て
学
ば
ず
ば
、
愚
な
る
も
の
は
い
よ
い
よ
愚
に
し
て
、
心
あ
れ
ど
も
理

義
を
弁
ぜ
ず
、
眼
あ
れ
ど
も
一
書
も
得
読
め
ず
、
読
ま
ざ
る
故
に
理
に
疎

く
、
理
に
疎
け
れ
ば
愆
ち
を
、
知
る
よ
し
な
け
れ
ど
羞
じ
も
せ
ず
。
幸
い

に
し
て
免
れ
て
、
銭
あ
り
勢
い
あ
り
と
て
も
、
酔
え
る
が
ご
と
く
生
ま
れ

来
て
、
夢
の
ご
と
く
に
死
な
ん
の
み
。

是
を
思
え
ば　

㋑
２
そ
の
性
の
、
美
な
ら
ぬ
も
の
も
よ
く
学
べ
ば
、
気
質

を
更
め
行
い
を
、
新
た
に
し
つ
つ
後
竟
に
、
稍
良
善
の
域
に
至
ら
ん
。
性

の
美
な
る
は
得
が
た
く
と
も
、
そ
の
行
い
の
美
し
き
は
、
学
び
て
得
べ
き

も
の
な
れ
ば
、
性
相
遠
し
、
習
え
ば
近
し
、
と
孔
子
の
い
え
る
は
是
な
る

べ
し
。

俺
は
一
個
の
師
表
も
な
く
、
纔
に
自
得
し
た
り
け
る
、
文
学
武
芸
の
人
な

み
な
る
も
、
い
ま
だ
行
う
所
を
得
ず
、
冤
家
を
索
ぬ
る
与
に
の
み
、
人
を

集
む
る
坐
撃
大
刀
の
、
長
き
日
消
し
百
囀
り
て
、
果
敢
な
き
技
に
辛
き
世

を
、
渡
り
鳥
な
る
秋
よ
り
ぞ
、
三
冬
も
這
里
に
草
枕
、
旅
宿
に
春
を
迎
え

て
も
、
這
の
身
ひ
と
つ
は
春
な
ら
ぬ
、
心
の
憂
苦
を
争
何
は
せ
ん
。
形
き

な
き
世
の
去
住
ま
い
、
誠
を
照
ら
す
月
も
日
も
、
あ
り
と
は
見
え
て
景
足

ら
ぬ
、
胸
の
有
想
無
想
、
千
早
振
る
、
神
は
知
る
や
、

こ
こ
は
、
か
つ
て
拙
稿
「
八
犬
伝
、
毛
野
の
〈
智
〉
と
人
性
観
・
教
育
観
」（
注

９
）
や
注
１
論
文
等
で
採
り
上
げ
、
考
察
し
た
所
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
馬
琴

の
人
性
（
人
間
の
さ
が
、
人
間
の
生
ま
れ
つ
き
の
本
質
）
観
・
学
問
教
育
観
・

人
生
観
」
を
中
心
に
論
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、『
論
語
』『
中
庸
』
等
に

の
云
う
戯
作
者
是
な
り
。】

実
線
傍
線
は
、
論
の
き
っ
か
け
と
な
る
Ⓐ
・
Ⓑ
・
ⓒ
部
に
附
し
た
が
、
そ
れ
以

外
の
所
も
採
り
上
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
は
「
知
論
」
の
塊
、

馬
琴
に
よ
っ
て
「
知
論
」
が
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
た
所
で
あ
ろ
う
か
。
二
重
傍

線
部
は
、
馬
琴
の
内
部
世
界
・
自
評
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

第
八
十
九
回
、
⑵
は
毛
野
の
独
白
・
内
部
世
界
を
示
す
極
め
て
重
要
な
と
こ

ろ
だ
と
考
え
て
い
る
が
、こ
こ
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
も
、
毛
野
の
内
部
世
界
・
心
情
吐
露
と
、
馬
琴
の
身
上
・
心
情
吐
露
が
明

白
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
面
を
次
に
引
い
て
み
よ
う
。
特

に
実
線
・
二
重
線
の
傍
線
部
が
注
目
さ
れ
る
。

⑵
然
る
に
て
も
那
の
鯽
三
は
、
心
真
実
な
る
今
番
の
挙
動
、
Ⓓ
２
世
に
万
巻

の
書
を
読
む
も
の
の
、
尊
大
に
し
て
世
事
に
疎
く
、
徒
だ
広
博
に
誇
れ
ど

も
、
異
朝
の
事
の
み
細
し
く
し
て
、
皇
国
の
故
実
は
夢
に
も
知
ら
ず
、
口

に
経
伝
の
語
句
を
解
け
ど
も
、
心
術
は
一
文
不
通
の
、
俗
を
去
る
こ
と
遠

く
も
あ
ら
ず
や
、
そ
の
行
状
を
伝
え
聞
け
ば
、
慕
わ
し
か
ら
ぬ
も
世
に
は

あ
ら
ん
を
、
那
の
鯽
三
に
比
れ
ば
、
実
に
雲
壌
の
差
別
あ
り
。

是
を
思
え
ば　

㋐
２
性
の
美
は
、
自
然
の
美
に
し
て
、
造
ら
ず
飾
ら
ず
、

学
び
て
後
に
才
に
知
る
、
文
字
の
間
に
な
き
も
の
に
て
、
至
善
の
人
と
い

い
つ
べ
し
。
和
も
漢
も
、
昔
も
今
も
、
忠
臣
孝
子
、
義
士
節
婦
の
、
文
字

な
き
も
多
か
る
は
、
学
ぶ
に
優
る
世
の
人
の
、
人
の
上
な
る
人
也
け
り
。

然
れ
ば
と
て
稟
け
た
る
気
質
の
、
其
首
に
至
ら
ぬ
尋
常
人
は
、
よ
く
学
ば
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不
通
の
無
筆
あ
り
。
是
よ
り
下
は
、
玉
と
石
と
、
菽
と
麦
と
を
分
別
せ
ず
、

視
れ
ど
も
見
え
ず
、
指
せ
ど
も
知
ら
ず
。
是
等
は
眼
あ
り
な
が
ら
、
眼
の

用
を
做
さ
ざ
る
者
に
て
、
よ
く
思
へ
ば
皆
瞳
子
な
し
。
豈
に
只
這
の
画
虎

の
み
な
ら
ん
や
。

③
こ
の
故
に
内
典
に
、
般
若
を
も
て
菩
提
の
一
義
と
す
。
Ⓑ
３
般
若
は
即

ち
大
智
慧
也
。
智
は
お
の
づ
か
ら
に
知
る
義
に
て
、
慧
は
即
ち
悟
る
の
義

也
。

④
ま
た
外
典
荀子

に
、
無
明
の
酔
い
の
醒
め
ざ
る
を
、
蒙
々
と
し
て
未
ま
だ

見
ざ
る
、
狗
子
の
如
し
、
と
い
へ
る
も
是
な
り
。

⑤
君
は
俗
に
云
う
物
数
奇
に
て
、
新
奇
を
好
み
給
へ
り
。
且
つ
珍
器
故
物

の
御
鍳
定
に
、
御
眼
力
は
富
み
給
へ
ど
も
、
民
の
憂
い
の
見
え
給
わ
ぬ
に
、

瞳
な
き
画
の
虎
を
の
み
、
怪
し
み
給
う
は
是
も
亦
た
、
御
惑
い
に
候
わ
ず

や
。

⑥
尒
る
に
這
の
無
瞳
の
画
虎
に
、
人
其
の
眼
に
点
せ
し
よ
り
、
忽
地
に
暴

れ
出
で
て
、
世
の
人
を
恐
嚇
せ
し
を
、
よ
く
思
へ
ば
相
似
た
る
事
あ
り
。

譬
え
ば
、
ⓒ
３
本
性
奸
佞
に
て
、
且
つ
邪
智
あ
る
者
、
或
は
亦
た　

Ⓓ
３

庸
才
な
る
も
、
憗
い
に
漢
学
び
し
て
、
眼
其
の
用
を
做
す
と
き
は
、
心
高

慢
り
己
に
惚
れ
て
、
博
き
に
誇
り
俗
を
欺
き
、
利
を
尋
ね
名
を
鬻
ぎ
て
、

反
っ
て
身
を
脩
め
心
を
正
し
く
し
、
家
を
成
し
、
道
を
行
う
、
真
の
学
問

に
は
疎
か
に
て
、
只
世
俗
を
非
と
し
賤
し
め
て
、
身
は
是
魔
界
に
在
る
を

思
わ
ず
、
甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
、
乱
を
起
こ
し
て
刑
せ
ら
れ
、
衆
と
争

う
て
兵
せ
ら
る
。
か
く
の
如
き
白
物
の
、
悪
名
を
貽
す
が
如
き
は
、
瞳
子

拠
り
、「
誠
」「
性せ
い

（
も
の
ご
と
の
本
質
）」
を
中
心
に
、「
知
」
に
つ
い
て
も
考

察
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
第
百
五
十
回
、
⑶
「
一
休
和
尚
、
東
山
殿
足
利
義
政
公
批
判

教
戒
」の
該
当
部
を
引
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、そ
れ
は
前
稿
に
お
い
て
、「
政

道
論
」
の
部
分
と
「
知
論
」
の
部
分
に
分
け
て
指
摘
す
る
た
め
に
、
紹
介
の
み

し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。「
政
道
論
」
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
紹
介
し

た
如
く
、徳
田
氏
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
な
ら
ば
、今
こ
こ
で
、「
知
論
」

の
方
を
論
ぜ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
こ
で
、
上
引
両
者
、
第
百
六
十
七
回
巻
頭
の
「
馬
琴
の
知
論
の
代
表
」
た

る
⑴
「
下
の
下
の
中
後
序
」・
⑵
「
毛
野
の
内
部
世
界
吐
露
と
馬
琴
の
人
性
観

学
問
教
育
観
の
代
表
」
た
る
第
八
十
九
回
、
こ
の
両
者
と
比
較
検
討
す
る
た
め

に
、
⑶
を
再
度
、
段
落
附
け
し
た
形
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑶
①
珍
器
奇
石
、
花
卉
故
書
画
を
、
多
く
集
合
て
民
を
傷
む
る
を
、
尚
飽
か

ず
思
召
す
こ
と
、
既
に
年
来
に
な
る
を
も
て
、
民
の
怨
み
と
鬼
神
の
怒
り

の
、
よ
う
や
く
に
相
蘊
り
て
、
那
の
妖
艶
の
行
童
に
変
り
、
又
無
瞳
の
画

虎
と
見
れ
て
、
世
を
箴
め
人
を
驚
か
し
た
り
け
る

②
を
、
尚
暁
得
給
わ
ず
し
て
、
反
っ
て
那
の
行
童
の
出
処
を
訝
り
、
且
つ

虎
の
眼
に
点
せ
ざ
り
け
る
、
用
心
を
詰
り
給
う
は
、
酔
い
の
中
な
る
酔
い

に
し
て
、
迷
う
が
上
の
惑
い
也
。
夫
れ
以
れ
ば
、
一
切
衆
生
の
眼
あ
る
も
、

多
く
は
瞳
な
き
が
如
し
。
こ
こ
を
も
て
、
Ⓐ
３
書
を
看
れ
ど
も
、
文
義
を

悟
ら
ず
、
是
を
名
つ
け
て
文
盲
と
云
う
。
甚
だ
し
き
に
至
り
て
は
、
一
字
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論
」
も
交
え
て
あ
っ
た
。
②
③
⑥
を
中
心
に
、
前
述
「『
中
庸
』
の
知
論
」
に

拠
り
つ
つ
論
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
」
と
し
た
通
り
、そ
の
三
か
所
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
三
者
の
該
当
傍
線
部
を
一
つ
ず
つ
論
じ
、
そ
の
上
で
考
察
を
加
え
て

み
よ
う
。

Ⅲ
、
馬
琴
の
知
論
の
前
提
「
儒
学
中
心
・
仏
学
相
補
の
知
論
」

ま
ず
傍
線
部
Ⓐ
３
だ
が
、
こ
の
第
百
五
十
回
⑶
「
一
休
和
尚
の
足
利
義
政
公

批
判
・
教
戒
」（
以
下
、「
一
休
教
戒
」
と
略
す
）
で
は
、
京
師
を
騒
が
し
た
古

画
の
妖
虎
に
関
す
る
問
答
、
そ
れ
を
承
け
た
「
国
家
将
に
興
ら
ん
と
す
れ
ば
、

禎
祥
あ
り
、
国
家
将
に
亡
び
ん
と
す
れ
ば
、
妖
孽
あ
り
」（
前
稿
注
２
論
文
で
、

先
に
記
し
た
如
く
、
こ
の
出
典
を
『
中
庸
』
と
指
摘
し
、
論
じ
て
お
い
た
）
の

箴
言
を
示
す
。
そ
れ
に
続
け
て
中
国
近
世
初
期
、
芸
術
芸
能
を
事
と
し
て
佞
人

に
政
を
預
け
、
民
を
傷
つ
け
国
家
を
亡
ぼ
し
、
は
る
か
北
方
、
厳
寒
の
金
国
に

親
子
・
宮
廷
夫
人
・
女
官
達
と
と
も
に
連
れ
去
ら
れ
た
北
宋
末
期
の
亡
国
の
皇

帝
徽
宗
を
採
り
あ
げ
、
そ
こ
で
も
宮
中
に
妖
孽
が
出
現
し
た
こ
と
を
述
べ
、
目

前
本
朝
京
師
の
無
瞳
の
画
虎
妖
も
同
じ
と
断
じ
た
後
、「
よ
く
御
心
を
、
推
し

鎮
め
て
聞
し
召
せ
」
と
、
直
接
眼
前
の
義
政
公
に
向
か
っ
て
政
道
批
判
・
義
政

公
教
戒
を
行
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
前
引
の
通
り
①
〜
⑦
へ
と
続
く
の
で

あ
る
。
そ
の
②
に
あ
る
傍
線
部
Ⓐ
３
を
、
私
に
釈
す
。

書
・
文
字
を
見
て
も
目
に
入
る
だ
け
で
、
意
味
も
分
か
ら
ぬ
、
こ
れ
を
文
盲

と
い
う
が
、
そ
の
中
に
は
一
字
さ
え
も
読
め
ぬ
分
か
ら
ぬ
無
筆
も
い
る
。
そ

れ
以
下
と
い
う
と
、
玉
と
石
、
豆
と
麦
さ
え
区
別
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

な
か
り
し
這
の
虎
の
、眼
に
点
し
て
遂
に
那
の
禍
事
を
惹
き
出
だ
せ
し
と
、

亦
た
年
を
同
じ
く
し
て
論
ず
べ
し
。
嗚
呼
造
化
の
小
児
の
手
段
玄
妙
、
禎

祥
も
徒
に
興
ら
ず
、
妖
孽
も
徒
に
起
こ
ら
ず
。
事
勧
懲
に
係
る
所
、
誰
か

這
の
深
き
意
を
知
ら
ん
や
。
是
に
由
り
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
這
の
虎
実
に

巨
勢
金
岡
の
肉
筆
な
る
や
、
神
明
仏
陀
の
灵
画
な
る
か
、
人
も
得
知
ら
ず
、

我
も
得
知
ら
ず
。
知
ら
ぬ
を
強
い
て
説
を
做
し
て
、
原
故
を
究
め
ん
と
欲

す
る
は
、
是
惑
い
の
み
。
蓋
し
虎
の
猛
悪
な
る
も
、
瞳
な
け
れ
ば
、
人
を

傷
ら
ず
。
㋐
３
人
の
性
の
美
し
か
ら
ぬ
も
、
見
ず
知
ら
ざ
れ
ば
、
倒
か
に

易
か
り
。
然
れ
ば
瞽
者
は
、
反
っ
て
具
眼
の
俗
に
勝
り
て
、
冨
戸
あ
り
、

博
識
あ
り
て
、
家
を
興
す
も
尠
か
ら
ず
。
眼
目
の
資
助
は
、
人
に
よ
る
べ

し
。

⑦
君
果
た
し
て
、
妖
艶
の
行
童
の
出
処
と
、
無
瞳
子
の
虎
の
画
工
の
用
心

を
、
知
ら
ま
く
思
召
す
な
ら
ば
、
君
が
年
来
の
御
行
状
を
、
省
み
給
う
に

し
く
こ
と
な
し
。
疑
い
給
う
こ
と
か
は
、
と
席
を
拍
ち
面
を
犯
し
て
、
忌

み
憚
る
所
な
く
、
談
義
数
刻
に
及
び
し
か
ば
、
義
政
公
は
懜
然
と
、
酔
え

る
が
如
く
醒
む
る
が
如
く
、
且
つ
怒
り
且
つ
羞
じ
て
、
黙
然
た
る
こ
と
半

晌
許
り
、

以
上
が
第
百
五
十
回
、
⑶
「
一
休
和
尚
、
義
政
公
批
判
」
の
該
当
部
で
あ
る
。

問
題
と
す
べ
き
個
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
を
附
し
た
。
文
辞
、
キ
イ
ワ
ー
ド
が

前
二
者
⑴
⑵
の
傍
線
部
と
直
接
的
に
一
致
、
も
し
く
は
粗
々
一
致
な
い
し
類
似

す
る
所
、
あ
る
い
は
行
文
の
内
容
が
一
致
ま
た
は
類
似
す
る
所
に
行
な
っ
た
。

前
稿
に
お
い
て
、「
政
治
政
道
論
の
場
か
と
思
わ
れ
よ
う
。
だ
が
、こ
こ
に
は「
知
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自
ら
諦
め
放
棄
し
て
学
ぼ
う
と
し
な
い
と
、
愚
か
な
者
は
い
よ
い
よ
愚
か
な

ま
ま
で
、
心
は
あ
っ
て
も
道
理
や
善
悪
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

眼
が
あ
っ
て
も
一
書
も
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
読
ま
な
い
か
ら
道
理
が
分

か
ら
ず
、
道
理
に
暗
い
の
で
過
ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
知
ら
な
く
と
も

羞
じ
も
し
な
い
。

と
な
る
。

Ⓐ
３
・
Ⓐ
１
・
Ⓐ
２
の
三
者
に
関
す
る
考
察
の
ま
と
め
と
し
て
は
、
三
者
三

様
と
い
え
ば
三
様
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
は
同
じ
、「
知
論
」
の
入
り
口
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
誰
し
も
、
見
て
い
る
聞
こ
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
な

ん
と
な
く
、
そ
の
も
の
事
を
知
っ
て
い
る
・
認
知
識
別
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ

の
理
や
本
質
に
関
す
る
深
い
認
識
・
理
解
は
、
ま
っ
た
く
で
き
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、
眼
が
あ
っ
て
も
目
に
入
っ
て
く
る
だ
け
で
、
ま
っ
た
く
用
を
な
し
て
い

な
い
、「
根
本
的
に
知
っ
た
」
こ
と
に
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
。
や
は
り
、「
知

論
」
の
た
め
の
導
入
部
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
⑵
の
Ⓐ
２
で
は
、

「
性
論
」
や
「
馬
琴
の
学
問
・
教
育
観
」
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、馬
琴
の
想
い
・

烈
し
さ
も
お
の
ず
か
ら
言
表
化
さ
れ
、
強
く
に
じ
み
出
て
い
る
。

問
題
は
、⑴
の
Ⓐ
１
の
後
ろ
、「
格
物
致
知
は
」
で
始
ま
る
短
文
X
１
で
、「
慧
・

悟
る
・
才
・
智
を
致
す
・
智
慧
・
才
智
」
を
含
ん
で
い
る
「
儒
学
・
仏
学
混
交
」

の
難
文
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
「
仏
説
」
を
中
心
と
し
た
Ⓑ
１
に
続
き
、「
般
若
・

智
慧
・
智
・
慧
・
悟
る
・
致
す
・
才
」
が
示
さ
れ
、
同
じ
く
X
２
「
智
と
慧
」

即
「
魂
・
魄
」
論
と
な
る
き
わ
め
て
文
義
の
難
い
説
が
続
く
。
そ
し
て
儒
学
理

つ
ま
り
、眼
に
は
入
っ
て
も
見
え
て
な
い
何
も
分
か
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
。

即
ち
、眼
が
あ
っ
て
も
用
を
な
し
て
な
い
者
で
あ
る
（
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、

皆
瞳
が
な
い
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
瞳
が
な
い
の
は
ど
う
し
て
こ
の
画

虎
妖
だ
け
で
あ
る
も
の
か
、
と
続
く
）。

こ
れ
は
知
論
の
た
め
の
入
り
口
で
あ
ろ
う
か
、次
の
③
に
あ
る
傍
線
部
Ⓑ
３
の
、

「
だ
か
ら
仏
説
で
は
般
若
は
大
智
慧
の
こ
と
で
、
智
は
お
の
づ
か
ら
に
知
る
こ

と
で
、
慧
は
悟
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」、
と
い
う
難
文
、「
知
論
」
に
関
わ
る

き
わ
め
て
難
解
な
文
に
続
く
の
で
あ
る
。

こ
の
Ⓐ
３
が
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
第
百
六
十
七
回
巻
頭
、
⑴
「
第
九
輯
下

帙
下
套
之
中
後
序
」（
以
下
、「
下
の
下
の
中
後
序
」
と
略
す
）
の
傍
線
部
Ⓐ
１

に
な
る
と
、
冒
頭
の
書
き
出
し
「
智
は
知
る
也
」
に
始
ま
っ
て
、
同
じ
く
私
に

釈
す
と
、

人
は
聞
こ
え
見
え
る
範
囲
に
関
し
て
は
、
そ
の
物
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と

い
え
る
が
、
そ
れ
は
耳
に
入
り
目
に
入
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
知
っ
て
い
る

と
い
っ
て
も
、
そ
の
理
を
明
ら
か
に
し
て
そ
れ
を
明
晰
に
述
べ
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
、「
智
」
の
根
本
を
押
さ
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い

と
な
る
。
で
は
、
上
引
両
者
の
だ
い
ぶ
以
前
に
あ
た
る
第
八
十
九
回
、
⑵
「
毛

野
の
独
白
・
内
部
世
界
、
馬
琴
の
学
問
教
育
観
・
人
性
観
」（
以
下
、「
毛
野
の

独
白
」
と
略
す
）
で
対
応
す
る
傍
線
部
Ⓐ
２
で
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
言
表
化

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
傍
線
部
Ⓓ
２
と
㋐
２
の
後
、
㋑
２
の
前
で
あ
る
。
同

様
に
、
私
に
釈
す
。
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前
稿
で
論
述
し
た
も
の
を
中
心
に
こ
こ
で
も
頼
る
こ
と
に
し
よ
う
。既
に
、一
々

は
引
か
な
い
。
さ
て
、
Ⓑ
１
、

仏
説
で
言
う
と
こ
ろ
の
般
若
は
智
慧
と
い
う
こ
と
。
智
と
慧
と
両
方
を
完
備

す
る
こ
と
が
大
事
で
、
完
備
し
た
上
で
、
慧
が
あ
る
か
ら
真
理
を
き
わ
め
真

実
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
智
を
致
す
、
智
を
き
わ
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
働
き
を
才
と
い
う
の
で
あ
る
。（
儒
学

の
「
智
」
に
対
し
て
）
仏
説
の
智
慧
と
い
う
も
の
も
ま
た
偉
大
な
る
も
の
な

の
だ
よ
。

こ
の
よ
う
に
釈
し
て
み
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
上
述
し
た
如
く
、
こ
の
前
後
に
さ

ら
に
き
わ
め
て
難
解
な
文
が
備
わ
る
。
こ
の
前
後
X
１
・
X
２
と
Ⓑ
１
と
三
者

併
せ
た
知
論
を
、
解
釈
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
直
後
に
、
X

３
、

然
る
に
智
に
上
智
あ
り
、
邪
智
あ
り
。
上
智
は
、
良
善
の
事
に
用
い
て
、

毫
も
奸
悪
の
事
に
移
ら
ず
。
進
退
必
ず
度
に
称
う
て
、
動
く
と
い
へ
ど
も

跌
か
ず
。

云
々
な
る
「
上
知
論
」
と
「
良
善
」
が
あ
る
ゆ
え
で
あ
る
。「
上
知
」
は
、
毛

野
論
に
と
っ
て
必
須
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
第
Ⅳ
節
で
い
く
ら
か
触

れ
る
。
さ
ら
に
、
ⓒ
１
「
邪
智
論
」
を
経
て
、
そ
の
後
ろ
に
続
く
の
が
、
馬
琴

み
ず
か
ら
を
語
る
と
思
わ
れ
る
「
良
知
の
自
評
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、「
良
善
」
だ
が
、「
三
つ
の
良
善
」
と
し
て
拙
稿
注
１
論
文
「
八
犬
伝
、

毛
野
・
房
八
の
智
と
〈
私
情
〉」
で
考
察
し
て
お
い
た
。

さ
て
、
Ⓑ
１
に
対
応
す
る
も
の
は
、
⑵
「
毛
野
の
独
白
」
第
八
十
九
回
に
は

念
に
移
り
、
X
３
「
然
る
に
智
に
上
智
あ
り
、
邪
智
あ
り
。
上
智
は
…
…
…
才

な
く
智
な
き
は
、則
ち
下
愚
な
り
。」
と
「
上
知
論
」
が
示
さ
れ
た
後
、ⓒ
１
「
邪

智
論
」
に
続
き
、
最
後
に
X
４
「
或
い
は
又
良
知
に
し
て
心
正
し
く
…
…
…
稗

官
者
流
、
国
俗
の
云
う
戯
作
者
是
な
り
。」
と
い
う
、
必
ず
や
馬
琴
の
自
評
・

自
負
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
「
誠
論
」「
性さ

が

の
美
論
」
そ
し
て
日
中
作
家
論

で
終
え
る
。
こ
の
最
後
の
X
３
・
ⓒ
１
・
X
４
こ
そ
、
お
そ
ら
く
己
を
顧
み
た

「
馬
琴
の
知
論
の
核
心
」
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
Ⅳ
節
で
、
ⓒ
１
・
X
３
を

考
察
す
る
）。

思
え
ば
こ
の
⑴
は
、
大
部
大
河
の
八
犬
伝
に
終
末
・
結
局
部
が
見
え
て
き
た

第
百
六
十
七
回
巻
頭
に
、
あ
え
て
「
智
」
に
集
中
し
た
形
で
、
明
白
に
示
さ
れ

た
、
ま
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
や
は
り
、
意
識
し
て
示
さ
れ
た
「
馬
琴

の
知
論
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
本
稿
で
す
べ
て
を
論
じ
る
こ
と

が
で
き
ぬ
ゆ
え
、
各
節
毎
に
必
要
に
応
じ
て
採
り
上
げ
（
Ⅳ
節
で
、
Ⓐ
１
・
X

１
・
Ⓑ
１
を
論
ず
る
）、
考
察
す
る
に
と
ど
め
、
残
り
は
続
稿
に
期
す
こ
と
に

し
た
い
。

さ
て
、
そ
の
上
記
Ⓑ
１
を
含
む
傍
線
部
Ⓑ
で
あ
る
。

⑴
「
下
の
下
の
中
後
序
」
の
傍
線
部
Ⓑ
１
は
、
き
わ
め
て
難
解
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
、八
犬
伝
の
「
知
論
」
を
論
ず
る
た
め
に
四
書
五
経
（
た
だ
し
『
易
経
』

は
用
い
て
い
な
い
）
や
『
孝
経
』
等
の
用
語
・
考
え
を
用
い
て
解
釈
し
て
き
た
。

こ
こ
も
難
解
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
考
で
種
々
に
用
い
、
ま
た
私
に
解
釈
し
て

き
た
「『
中
庸
』
の
知
論
」、
さ
ら
に
今
回
は
「『
大
学
』
の
知
論
」
を
、
特
に
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と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
文
は
こ
の
直
前
に
あ
る
次
の
一

文
、
X
３
と
対
に
な
っ
て
い
る
。

然
る
に
智
に
上
智
あ
り
、
邪
智
あ
り
。
上
智
は
、
良
善
の
事
に
用
い
て
、

毫
も
奸
悪
の
事
に
移
ら
ず
。
進
退
必
ず
度
に
称
う
て
、
動
く
と
い
え
ど
も

跌
か
ず
。
是
を
賢
才
睿
智
と
い
う
。
才
は
智
の
乖
（
埀
？
）
な
る
者
也
。

是
を
以
て
難
し
と
す
。
才
な
く
智
な
き
は
、
則
ち
下
愚
な
り
。

両
傍
線
部
に
つ
い
て
は
拙
稿
注
１
論
文
「
八
犬
伝
、
毛
野
・
房
八
の
智
と
〈
私

情
〉」
で
考
察
し
た
。
そ
こ
で
は
、
第
一
部
前
半
「
建
国
譚
（
サ
ー
ガ
）」
に
お

け
る
里
見
と
軍
師
八
郎
と
、
第
二
部
に
お
け
る
毛
野
三
者
の
「
智
」
を
比
較
し

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
両
者
の
類
似
性
を
採
り
あ
げ
て
み
た
い
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
も
き
わ
め
て
難
解
で
あ
り
、
量
を
要
す
る
ゆ
え
次
稿
に
回
す
こ
と

に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
破
線
部
の
み
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

難
問
は
「
才
は
智
の
乖
な
る
者
也
」
で
あ
ろ
う
。「
乖
」
は
「
乖
離
」
の
乖
で
、

「
背
く
」
等
で
意
味
が
通
じ
な
い
。
そ
こ
で
、
き
わ
め
て
よ
く
似
た
「
埀
す
い
」

の
誤
字
誤
刻
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
。
も
し
、そ
う
と
す
れ
ば
、「
埀
」は「
垂
」

で
、「
垂
す
い
・
た
れ
る
・
ほ
と
り
」
で
、「
才
と
は
、
智
の
垂
な
り
」
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
す
る
と
、「
智
と
は
何
か
」、「
才
と
は
何
か
」、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
て
い
ね
い
に
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。

「
智
」「
才
」「
慧
」「
悟
る
」「
上
智
」「
邪
智
」
の
六
者
に
つ
い
て
、
集
中
的

に
記
さ
れ
て
い
る
⑴
（
Ⓐ
１
・
X
１
・
Ⓑ
１
・
X
２
・
X
３
・
ⓒ
１
・
X
４
）

を
検
討
し
、「
知
論
」
の
根
本
的
な
基
礎
で
あ
る
「
智
」
と
「
才
」
を
、
こ
こ

で
改
め
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
は
、種
々
の
「
知
論
」
の
考
察
か
ら
、

な
い
。
つ
ま
り
、
Ⓑ
２
は
な
い
。
だ
が
、
第
百
五
十
回
、
⑶
「
一
休
教
戒
」
に

は
、
前
引
Ⓑ
３
が
あ
っ
た
。
Ⓐ
３
の
直
後
で
あ
る
。
釈
す
と
、

仏
説
に
、
般
若
と
は
大
智
慧
の
こ
と
で
、
智
は
自
然
と
も
の
ご
と
を
識
別
認

識
す
る
力
、
慧
は
即
ち
真
実
真
理
を
き
わ
め
る
力
悟
る
力
で
あ
る
。

と
で
も
な
ろ
う
か
。
非
常
に
重
要
な
言
説
で
、「
儒
学
中
心
・
仏
学
相
補
」
と

で
も
い
う
べ
き
と
思
わ
れ
る
「
馬
琴
の
知
論
」
の
前
提
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
仏
教
の
「
悟
る
」
を
儒
学
の
「
致
知
（
深
遠
な
る
真
理
・
本
質
を

き
わ
め
る
こ
と
・
力
）」
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
可

能
で
あ
っ
た
、
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
妥
当
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
と
、「
馬
琴
の
知
論
」
の
前
提
の
二
点
を
確
認
で
き
た
こ
と
が
収
穫
と

思
わ
れ
る
。

Ⓑ
１
・
Ⓑ
３
の
Ⓑ
に
関
す
る
考
察
の
ま
と
め
と
し
て
は
、「
仏
説
に
お
け
る

知
論
」、
そ
の
要
約
を
示
し
た
も
の
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
Ⅳ
節
で

触
れ
る
。

Ⅳ
、
馬
琴
の
「
上
知
論
」

ⓒ
に
移
る
。
百
六
十
七
回
、
⑴
「
下
の
下
の
中
後
序
」
の
傍
線
部
ⓒ
１
、

又
邪
智
は
奸
悪
の
事
に
用
い
て
、
仁
義
の
心
な
く
、
進
む
を
知
り
て
退
く

こ
と
を
思
わ
ず
、
動
く
と
き
は
人
に
害
あ
り
。
奸
民
盗
児
の
才
あ
る
は
、

多
く
是
な
り
。

短
文
だ
が
、
真
ん
中
の
傍
線
部
「
進
む
を
知
り
て
退
く
こ
と
を
思
わ
ず
、
動
く

と
き
は
人
に
害
あ
り
」
が
難
し
い
。
儒
学
的
に
、
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
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以
上
三
者
を
ま
と
め
る
と
、
何
が
分
か
ろ
う
か
。
ま
ず
、
Ⓐ
１
「
智
は
認
知

識
別
す
る
こ
と
」。
X
１
「
才
の
無
い
者
は
智
を
致
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ

ま
り
、
才
は
致
智
に
必
要
」。
Ⓑ
１
「
才
は
致
智
＝
悟
る
た
め
の
働
き
」。

Ⅲ
節
同
様
、
儒
学
の
「
致
智
」
を
仏
学
の
「
悟
る
」
と
道
義
と
類
推
し
た
の

で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
と
す
れ
ば
、「
才
は
も
の
ご
と
の
深
遠
な
る
真
理
・
本

質
を
手
に
入
れ
ん
と
し
て
、
智
を
究
め
る
時
に
必
要
な
働
き
・
方
法
・
技
術
な

ど
」
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。

さ
て
、「
智
」
と
「
才
」
を
考
察
し
た
ゆ
え
、
ⓒ
１
と
一
対
に
な
っ
て
い
る

X
３
の
破
線
部
、「
才
は
智
の
埀
な
る
者
」
に
反
映
さ
せ
よ
う
。
す
る
と
、「
才

は
智
の
傍
ら
に
あ
っ
て
、
智
を
究
め
る
の
に
必
要
な
働
き
・
方
法
な
ど
」
と
結

論
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
X
３
は
、
要
点
の
み

言
う
と
、

と
こ
ろ
が
、
智
に
は
上
智
も
あ
れ
ば
、
邪
智
も
あ
る
。
上
智
の
人
は
、
出
処

進
退
・
行
動
が
必
ず
基
準
に
適
っ
て
い
て
失
敗
し
な
い
。
こ
れ
を
賢
才
叡
智

と
い
う
が
、
そ
の
才
と
い
う
の
は
智
を
究
め
る
の
に
必
要
な
働
き
・
方
法
で

あ
る
。（
智
だ
け
で
は
駄
目
で
、
才
が
な
い
と
深
遠
な
る
本
質
・
真
理
に
は

至
ら
な
い
）、（
だ
か
ら
、
上
智
に
な
る
、
上
智
で
あ
る
こ
と
は
）
難
し
い
と

い
う
の
も
こ
の
故
で
あ
る
。（
逆
に
、
智
だ
け
で
も
、
才
だ
け
で
も
、
手
に

入
れ
た
い
も
の
だ
が
）
才
も
智
も
な
い
者
は
、
下
愚
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
れ
を
、「
上
智
・
賢
才
叡
智
論
」
と
し
て
、
記

憶
し
て
お
き
た
い
。
毛
野
は
最
高
級
の
智
、
即
、「
生
知
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
智
」
を
「
深
遠
な
る
認
識
・
本
質
に
至
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
も
の
ご
と
を

識
別
分
析
認
識
す
る
識
別
智
・
分
析
智
・
認
識
智
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と

考
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
用
い
て
き
た
の
だ
が
。
さ
て
、
Ⓐ
１
、

智
は
知
る
こ
と
で
、
眼
に
入
れ
ば
知
る
、
識
別
認
識
す
る
こ
と
で
、
し
か
し
、

そ
の
真
理
道
理
を
正
し
究
め
て
、
明
ら
か
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

だ
と
、
智
の
根
本
に
至
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、

と
な
ろ
う
。
次
い
で
、
X
１
、

格
物
致
知
と
は
い
う
が
、
知
る
の
み
、
識
別
す
る
の
み
で
慧
の
無
い
者
は
悟

る
た
め
の
そ
の
力
・
方
法
も
無
く
、
才
の
無
い
者
は
智
を
致
す
こ
と
、
つ
ま

り
才
の
無
い
者
は
深
遠
な
る
真
理
・
本
質
を
究
め
て
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。「
致
智
・
悟
る
」、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
、
そ
れ
に
必
要
な

も
の
と
い
う
こ
と
で
、
仏
説
で
も
「
智
慧
」
と
言
い
、「
才
智
」
と
言
う
の

で
あ
る
、

と
。
本
源
的
本
質
的
な
「
致
智
」
と
「
悟
る
」
に
対
し
て
、「
才
」
と
「
慧
」

が
伴
う
べ
き
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
、
し
か
も
必
須
で
あ
る
と
。

ま
た
、Ⓑ
１
の
仏
説
だ
が
、「
致
す
べ
き
を
才
と
云
う
」
の
「
べ
き
」
を
、「
致

す
べ
き
こ
と
を
」
と
、「
致
す
べ
き
も
の
を
」
の
両
方
が
考
え
ら
れ
る
が
、「
致

す
べ
き
こ
と
を
」
だ
と
、「
智
と
慧
と
が
完
備
し
揃
っ
て
、
悟
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
正
し
・
究
め
る
こ
と
自
体
を
才
と
い
う
」
と
な
っ
て
、
通
じ
に
く
い
。

そ
こ
で
、「
致
す
べ
き
も
の
」
と
す
る
と
、「
智
と
慧
と
揃
っ
て
、
悟
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
正
し
・
究
め
る
そ
の
働
き
・
用
を
才
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
な
っ

て
、
前
者
よ
り
は
通
じ
や
す
い
。
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し
な
く
と
も
表
面
的
な
知
識
・
識
別
認
識
に
は
至
り
、
そ
の
た
め
心
昂
ぶ
り

高
慢
傲
慢
の
自
惚
れ
と
な
っ
て
、
智
識
だ
け
は
博
学
に
な
っ
た
こ
と
を
誇
っ

て
大
衆
を
欺
き
、
利
を
求
め
名
を
売
る
こ
と
に
夢
中
に
な
り
、
反
っ
て
、
真

の
学
問
、
つ
ま
り
身
を
修
め
心
を
正
し
く
し
て
、
家
を
斉
え
、
正
し
い
道
を

行
う
真
の
学
問
は
疎
か
に
し
て
、そ
の
く
せ
、た
だ
ひ
た
す
ら
に
世
間
の
人
々

を
批
判
非
難
し
賤
し
め
て
、
己
自
身
が
心
身
堕
落
し
尽
し
て
身
は
魔
界
に
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
。

こ
こ
に
は
、
重
要
な
言
説
が
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
続
稿
で
論

ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
は
、八
十
九
回
、⑵
「
毛
野
の
独
白
」
に
あ
っ

た
。
Ⓓ
２
を
引
く
。

（
然
る
に
て
も
那
の
鯽
三
は
、
心
真
実
な
る
今
番
の
挙
動
、）
世
に
万
巻

の
書
を
読
む
も
の
の
、
尊
大
に
し
て
世
事
に
疎
く
、
徒
だ
広
博
に
誇
れ
ど

も
、
異
朝
の
事
の
み
細
し
く
し
て
、
皇
国
の
故
実
は
夢
に
も
知
ら
ず
、
口

に
経
伝
の
語
句
を
解
け
ど
も
、
心
術
は
一
文
不
通
の
、
俗
を
去
る
こ
と
遠

く
も
あ
ら
ず
や
、（
…
…
…
那
の
鯽
三
に
比
ぶ
れ
ば
、
実
に
雲
壌
の
差
別

あ
り
。）

釈
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

（
そ
れ
に
し
て
も
あ
の
鯽
三
の
心
深
い
誠
心
な
今
回
の
行
動
で
あ
っ
た
こ

と
よ
。）
世
間
に
は
万
巻
の
書
を
読
ん
で
も
、
尊
大
高
慢
な
だ
け
で
世
間

の
実
事
は
ま
っ
た
く
知
ら
ず
、
た
だ
知
識
だ
け
は
博
学
に
な
っ
た
こ
と
を

「
上
知
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
上
知
」
に
関
す
る
馬
琴
の
理
解
・
認
識
が
明
ら

か
に
な
っ
た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
ⓒ
１
と
対
の
X
３
の
考
察
を
半
ば
終
え
、
半
ば
は
後
考
に
残
し
た
が
、

馬
琴
の
「
上
知
論
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
大
き
な
収
穫
が
あ
っ
た
。
ⓒ
２

は
な
い
。
八
十
九
回
⑵
「
毛
野
の
独
白
」
に
ⓒ
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

百
五
十
回
⑶
「
一
休
教
戒
」
に
は
、
ⓒ
３
「
本
性
奸
佞
に
て
、
且
つ
邪
智
あ
る

者
」
と
し
か
な
い
。

ⓒ
１
・
ⓒ
３
の
ⓒ
に
関
す
る
考
察
の
ま
と
め
と
し
て
は
、
上
述
「
馬
琴
の
上

知
論
」
と
「
邪
智
は
奸
悪
の
一
言
」
に
尽
き
よ
う
。

次
い
で
Ⓓ
で
あ
る
が
、
百
六
十
七
回
、
⑴
「
下
の
下
の
中
後
序
」
に
は
な
い
。

百
五
十
回
、
⑶
「
一
休
教
戒
」
の
Ⓓ
３
を
引
く
。

庸
才
な
る
も
、
憗な

ま
じい
に
漢
学
し
て
、
眼
其
の
用
を
做
す
と
き
は
、
心
高
慢

り
己
に
惚
れ
て
、博
き
に
誇
り
俗
を
欺
き
、利
を
尋
ね
名
を
鬻
ぎ
て
、反
っ

て
身
を
脩
め
心
を
正
し
く
し
、
家
を
成
し
、
道
を
行
う
、
真
の
学
問
に
は

疎
か
に
て
、
只
世
俗
を
非
と
し
賤
し
め
て
、
身
は
是
れ
魔
界
に
在
る
を
思

わ
ず
。

こ
の
「
憗
い
に
漢
学
し
て
」
に
注
目
し
て
、
徳
田
氏
が
「
大
塩
の
乱
」
の
寓
意

を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
稿
で
示
し
て
お
い
た
。
さ
て
、
こ
の
Ⓓ
３
は
一
休

を
超
え
て
、
実
に
馬
琴
ら
し
い
慷
慨
で
あ
ろ
う
。
釈
し
て
み
よ
う
。

持
っ
て
生
ま
れ
た
才
能
は
凡
庸
な
者
が
、
で
き
も
し
な
い
の
に
な
ま
じ
っ
か

漢
学
を
学
び
、
一
応
眼
が
そ
の
用
を
果
た
し
て
深
い
認
識
・
心
理
に
は
到
達
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穫
が
あ
っ
た
。

Ⓐ
類
は
、
い
ず
れ
も
「
知
論
の
導
入
部
」
で
あ
っ
た
が
、
百
六
十
七
回
の
⑴

「
下
の
下
の
中
後
序
」
が
、「
意
識
的
に
集
中
し
て
示
さ
れ
た
馬
琴
の
知
論
」
で

「
儒
学
中
心
・
仏
学
相
補
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
こ
と
が
収
穫
で
あ
る
。

Ⓑ
類
は
、「
仏
説
の
知
論
」
で
、
や
は
り
「
馬
琴
の
知
論
の
前
提
で
あ
る
儒

学
中
心
・
仏
学
相
補
」
と
、「
致
智
＝
悟
る
」
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
考
え
ら
れ

る
こ
と
の
確
認
と
、「
智
・
慧
・
才
」
の
意
味
の
考
察
・
確
認
が
収
穫
で
あ
っ
た
。

ⓒ
類
は
、や
は
り
「
儒
仏
混
交
の
馬
琴
の
知
論
」
と
「
智
と
才
」
の
考
察
と
、

「
馬
琴
の
上
知
論
」
の
考
察
・
確
認
と
い
う
大
き
な
収
穫
が
あ
っ
た
。

以
上
、
こ
れ
ま
で
、
拙
稿
注
９
論
文
等
で
聖
賢
里
見
論
・
毛
野
論
と
し
て
考

察
し
て
き
た
『
論
語
』
の
「
仁
・
知
一
対
性
」
や
「
三
知
一
愚
論
」、
孔
子
の

後
学
子
思
学
派
の
『
中
庸
』
の
「
三
知
三
行
論
」
や
「
好
学
・
力
行
・
知
恥
と

知
・
仁
・
勇
の
三
徳
論
」、
あ
る
い
は
私
に
謂
う
「
毛
野
即
生
知
・
上
知
論
」

な
ど
に
、「
馬
琴
の
知
論
」
の
基
礎
的
視
点
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

注１　
『
就
実
論
叢
』
37
号
、
平
20
・
２
。

２　
『
就
実
表
現
文
化
』
８
、
平
26
・
１
。

３　
『
文
学
』、
昭
56
・
７
、
及
び
翌
８
。

４　
『
復
興
す
る
八
犬
伝
』、
高
田
衛
・
諏
訪
春
雄
氏
編
、
勉
誠
出
版
、
平
20
・
２
。

５　
『
就
実
表
現
文
化
』
１
（
通
巻
27
）、
平
18
・
12
。

誇
っ
て
は
い
る
が
、
他
国
（
中
国
）
の
文
化
・
歴
史
に
の
み
詳
し
く
な
っ

て
も
、
自
身
の
生
ま
れ
、
住
む
本
朝
日
本
国
の
故
実
、
制
度
・
文
化
な
ど

は
ち
っ
と
も
知
ら
ず
、
口
に
は
儒
学
の
文
句
を
説
く
が
、
心
ざ
ま
心
ば
え
・

深
い
美
や
真
実
は
何
一
つ
分
か
っ
て
は
い
な
い
、
俗
を
去
る
ど
こ
ろ
か
俗

中
の
俗
、（
…
…
…
あ
の
鯽
三
に
比
べ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
天
と
地
ほ
ど
の

違
い
が
あ
る
。）

前
者
Ⓓ
３
同
様
に
、
毛
野
を
超
え
て
、
徹
底
し
て
馬
琴
ら
し
い
公
憤
・
慷
慨
の

気
が
あ
ふ
れ
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
Ⓓ
に
関
す
る
考
察
の
ま
と
め
と
し
て
は
、
共

に
似
非
学
究
・
村
学
究
を
口
を
き
わ
め
て
非
難
批
判
し
て
い
る
こ
と
、
粗
そ
れ

に
尽
き
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
Ⓓ
３
で
、「
学
問
し
た
時
に
、
目
が
そ
の
用

を
な
し
た
時
は
、
高
慢
博
学
に
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

が
注
目
さ
れ
る
。「
も
の
を
見
て
知
っ
て
は
い
て
も
分
か
っ
て
い
な
い
。」
と
い

う
Ⓐ
１
に
同
じ
で
あ
ろ
う
。知
識
人
論
の
よ
う
で
い
て
、や
は
り
知
論
で
も
あ
っ

た
の
だ
。

Ⅴ
、
考
察
の
総
合
・
ま
と
め

知
論
が
集
中
し
て
示
さ
れ
て
い
た
八
犬
伝
の
三
か
所
を
、多
く
を
残
し
つ
つ
、

半
ば
を
考
察
し
て
き
た
。
半
ば
、
と
い
う
の
は
、
⑴
の
八
犬
伝
第
三
部
、
第
九

輯
第
百
六
十
七
回
巻
頭
の
「
下
の
下
の
中
後
序
」
の
該
当
部
の
全
て
が
、
そ
れ

こ
そ
難
解
な
知
論
の
塊
と
思
わ
れ
る
ゆ
え
、
本
稿
で
は
各
節
の
注
目
点
問
題
点

毎
に
採
り
上
げ
て
考
察
し
、
全
体
を
集
中
的
に
採
り
上
げ
る
こ
と
を
続
稿
に
期

し
た
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
い
く
ら
か
「
八
犬
伝
の
知
論
」
に
関
し
て
収
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