
佐
藤
直
方
の
徒
然
草
観

鋤
島
　
内
　
裕
　
子

　
　
　
　
要
　
旨

　
本
稿
は
、
近
世
の
朱
子
学
者
佐
藤
直
方
が
、
徒
然
草
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
直
方
の
徒
然
草
観
が
、
近
世
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
佐
藤
直
方
に
は
、
『
緋
艸
』
と
『
し
の
㌻
め
』
と
い
う
、
徒
然
草
の
抄
出
書
が
二
種
類
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
第
一
に
、
『
辮
艸
』
の
特
異
本
文
を
取
り

上
げ
て
徒
然
草
の
諸
本
や
『
し
の
㌧
め
』
と
比
較
検
討
し
、
第
二
に
『
辮
艸
』
と
『
し
の
》
め
』
の
書
名
の
由
来
な
ど
を
考
察
し
た
。
第
三
に
、
抄
出
章

段
の
多
い
『
し
の
》
め
』
を
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
面
的
な
徒
然
草
の
中
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
直
方
が
抜
き

出
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
、
徒
然
草
は
教
訓
的
な
書
物
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
佐
藤
直
方
の
徒
然
草
理
解
に
は
独
自
の
も
の
が
あ
り
、
彼
は
徒
然
草
を
、
日
常
生
活
に
役
立
つ
教
訓
書
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
の
心
の
あ

り
方
を
指
し
示
し
て
い
る
書
物
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
徒
然
草
の
抄
出
書
の
研
究
が
、
徒
然
草
の
本
質
を
照
射
す
る
た
め
の
示
唆
に
満
ち
た
方
法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
今
後
の
研

究
の
展
望
を
示
し
た
。
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は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
佐
藤
直
方
（
一
六
五
〇
～
一
七
一
九
）
の
徒
然
草
抄
出
書
を

取
り
上
げ
て
、
直
方
の
徒
然
草
観
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
と
も
に
、

直
方
の
徒
然
草
観
を
、
近
世
に
お
け
る
徒
然
草
理
解
の
中
で
位
置
付
け
、

放
送
大
学
研
究
年
報
　
第
こ
○
号
（
こ
○
〇
二
）
（
二
十
三
－
四
十
四
）
頁

q
O
∬
き
p
。
一
〇
h
窪
Φ
¢
巳
く
零
⑫
ぴ
賓
o
P
冨
≧
が
Z
o
』
O
（
邸
O
O
N
）
薯
b
G
。
－
禽

さ
ら
に
徒
然
草
の
本
質
に
関
わ
る
一
面
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
佐
藤
直
方
は
山
崎
闇
斎
門
下
の
三
傑
と
呼
ば
れ
た
朱
子
学
者
で
、
厳
格

な
学
風
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
直
方
に
『
辮
艸
』
と
『
し
の
》
め
』
と

い
う
二
種
類
の
徒
然
草
の
抜
き
書
き
が
あ
る
こ
と
は
、
従
来
余
り
注
目
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
抜
き
書
き
は
、
徒
然
草
の
本
文
が
抽
出
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
、
な
ぜ
そ
の
章
段
を
選
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
や
、
抽
出

紛
放
送
大
学
助
教
授
（
人
間
の
探
究
）
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章
段
の
内
容
自
体
に
対
す
る
説
明
な
ど
も
一
切
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
佐
藤

直
方
が
徒
然
草
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
こ
の
よ
う
な
抜
き
書
き
を
作
っ

た
の
か
、
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う
な
資
料
も
あ
ま
り
見
あ
た
ら
な
い
。
け

れ
ど
も
直
方
の
他
の
著
作
や
彼
の
学
談
を
筆
記
し
た
も
の
な
ど
を
参
照
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
推
測
は
可
能
で
あ
る
。

　
『
緋
艸
』
は
、
徒
然
草
か
ら
合
計
二
十
九
段
を
抽
出
し
、
『
し
の
》
め
』

は
合
計
三
十
二
段
を
抽
出
す
る
。
ほ
と
ん
ど
の
抽
出
章
段
は
共
通
す
る
が
、

第
十
八
段
は
『
耕
艸
』
に
の
み
抽
出
さ
れ
て
お
り
、
『
し
の
》
め
』
に
は

な
い
。
逆
に
『
辮
艸
』
に
は
な
く
『
し
の
》
め
』
に
の
み
見
え
る
段
は
、

第
九
十
八
・
百
六
十
八
・
百
八
十
四
・
二
百
三
十
五
段
の
四
章
段
で
あ
る
。

『
緋
艸
』
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
で
自
筆
本
と
さ
れ
る
。
『
し
の
㌧
め
』

は
『
増
訂
佐
藤
直
方
全
集
』
（
．
へ
り
か
ん
社
・
昭
和
五
十
四
年
）
第
一
巻

に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
も
写
本
（
以
下
、
書
陵
部
本
『
し

の
》
め
』
と
略
す
）
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
全
集
本
（
以
下
、
全
集
本
『
し

の
》
め
』
と
略
す
）
と
多
少
の
異
同
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
本
調
査
お
よ
び
、
佐
藤
直
方
の
学
説
・
学
芸
と
徒
然
草
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
エ
　

の
関
連
等
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
佐
藤
直
方
と
徒
然
草
」
で
述
べ
た
が
、

そ
こ
で
は
こ
の
二
種
類
の
抜
き
書
き
の
う
ち
、
『
辮
艸
』
を
草
稿
本
、
『
し

の
墨
め
』
を
推
敲
改
定
版
と
推
定
し
た
。
た
だ
し
、
『
辮
艸
』
と
『
し
の
》

め
』
の
表
記
・
表
現
の
比
較
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
名
の
由
来
、
依
拠
し
た

徒
然
草
の
本
文
、
抄
出
章
段
の
個
々
の
検
討
に
よ
る
直
方
の
抽
出
基
準
の

特
徴
な
ど
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
詳
し
く
考
察
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
で
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
本
論
に
入
る
前
に
、
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
者
に
よ
る
徒
然
草

抄
出
書
の
研
究
が
、
徒
然
草
研
究
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
と
意
義
を
持

つ
の
か
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
近
世
に
お
け
る
徒
然
草
研
究
の
状
況
を

概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
徒
然
草
の
注
釈
研
究
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
ま
も
な
い
慶
長
九
年

（一

Z
〇
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
に
よ
っ
て
開
始
し

た
。
そ
の
後
、
徒
然
草
の
注
釈
研
究
の
流
れ
は
八
十
年
間
余
り
続
き
、
十

数
種
類
の
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
最
初
の
注
釈
書
『
徒
然

草
寿
命
院
抄
』
で
、
「
兼
好
得
道
ノ
大
意
ハ
儒
早
道
ノ
三
ヲ
兼
備
ス
ル
者
歎
」

と
把
握
さ
れ
た
こ
と
が
、
以
後
の
徒
然
草
研
究
を
強
く
呪
縛
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
徒
然
草
の
捉
え
方
は
、
巨
視
的
に

見
れ
ば
、
徒
然
草
を
三
教
一
致
の
作
品
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、

次
々
に
刊
行
さ
れ
た
注
釈
書
は
、
注
釈
者
の
思
想
的
・
宗
教
的
・
文
学
的

立
場
に
従
っ
て
、
儒
教
・
仏
教
・
老
荘
思
想
・
神
道
・
和
学
な
ど
、
作
品

理
解
に
力
点
の
置
き
方
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
先
に
引
用
し
た
『
徒
然

草
寿
命
五
三
』
の
徒
然
男
茎
の
路
線
に
沿
っ
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
徒
然
草
は
三
教
一
致
の
教
訓
的
作
品
で
あ
る
と
い
う

大
前
提
の
上
に
立
っ
て
、
ど
の
部
分
に
力
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て
差
異
を

際
立
た
せ
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
注
釈
研
究
の
独
自
化
を
図
る
と
い
う
近
世

の
注
釈
書
の
あ
り
方
自
体
を
検
証
し
、
相
対
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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近
世
に
お
け
る
徒
然
重
弁
や
徒
然
草
研
究
を
辿
る
こ
と
は
、
徒
然
草
の

本
質
を
照
ら
し
出
す
と
い
う
観
点
か
ら
高
い
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
と
思

う
が
、
　
方
で
当
時
の
思
潮
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
し
て
徒
然
草
が
ど

の
よ
う
に
人
々
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
研
究
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

は
徒
然
草
自
体
の
研
究
と
は
問
題
意
識
が
異
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
真
に
徒
然
草
の
本
質
と
関
わ
っ
て
く
る
考
察
の
た
め
に

は
、
ど
の
よ
う
な
徒
然
草
論
を
取
り
上
げ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
問
題

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
見
渡
し
た
時
に
、
佐

藤
直
方
の
徒
然
草
抄
出
書
は
特
異
な
存
在
と
し
て
注
目
に
価
す
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
彼
の
徒
然
草
理
解
は
、
当
時
の
徒
然
草
注
釈
者
た
ち
と
比
べ

て
も
独
自
の
徒
然
草
観
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ

り
、
彼
の
徒
然
草
理
解
を
補
助
線
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徒
然
草
の
本

質
に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

『
辮
艸
』
の
特
異
本
文
に
つ
い
て

　
最
初
に
『
辮
艸
』
の
本
文
の
検
討
か
ら
行
お
う
。
先
述
の
拙
稿
「
佐
藤

直
方
と
徒
然
草
」
で
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
『
辮
艸
』
は
漢
字
を
宛
て
る

こ
と
が
多
く
、
筆
跡
も
走
り
書
き
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
草
稿
本
と

推
測
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
も
、
徒
然
草
の
本
文
を
抜
き
書
く
に
あ

た
っ
て
、
座
右
に
徒
然
草
を
置
い
て
そ
れ
を
写
し
た
と
は
と
て
も
思
え
な

い
よ
う
な
特
異
な
本
文
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
分
量
の
抜
き
書

き
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
か
こ
れ
ら
を
暗
記
し
て
い
て
す
ら
す
ら
と
書
い
た

と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
が
、
徒
然
草
の
写
本
な
り
刊
本
な
り
を
見
な
が

ら
書
い
た
に
し
て
は
、
特
異
本
文
が
多
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
て
い
る
の
か
、
『
辮
艸
』
の
特
異
本
文
を
逐
一

確
認
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
推
測
し
て
み
た
い
。
こ
の
作
業
に
よ
っ

て
、
『
緋
艸
』
が
草
稿
本
で
あ
る
可
能
性
を
再
確
認
で
き
る
と
思
う
。

　
以
下
の
掲
出
方
針
は
、
ま
ず
当
該
箇
所
の
『
辮
艸
』
の
本
文
を
現
行
の

章
段
番
号
と
と
も
に
掲
げ
、
そ
れ
ら
　
つ
ず
つ
に
関
し
て
、
『
し
の
』
め
』

で
の
表
記
や
徒
然
草
諸
本
と
の
比
較
を
行
い
、
『
辮
艸
』
本
文
の
特
徴
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
と
思
う
。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
と
『
し

の
》
め
』
の
本
文
に
つ
い
て
も
考
察
で
き
る
し
、
ひ
い
て
は
、
佐
藤
直
方

に
よ
る
二
種
類
の
徒
然
草
抜
き
書
き
『
緋
艸
』
と
『
し
の
＼
め
』
が
依
拠

し
た
徒
然
草
本
文
も
あ
る
程
度
絞
り
込
め
る
と
思
う
。

　
な
お
、
徒
然
草
諸
本
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
高
乗
勲
著
『
徒
然
草
の
研
究
』

（
自
治
日
報
社
・
昭
和
四
十
三
年
）
の
「
校
本
篇
」
「
本
文
研
究
篇
」
に
拠
っ

た
。
以
下
の
記
述
で
「
諸
本
」
と
言
う
場
合
は
、
本
書
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
徒
然
草
の
諸
本
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
字
を
仮
名
に
、
仮
名

を
漢
字
に
し
て
い
る
場
合
は
、
本
文
の
異
同
で
は
な
い
の
で
、
徒
然
草
の

本
文
を
掲
出
す
る
際
に
は
、
『
辮
艸
』
の
表
記
を
優
先
さ
せ
て
、
そ
れ
と

比
較
す
る
諸
本
の
表
記
は
な
る
べ
く
『
辮
艸
』
に
あ
わ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
『
辮
艸
』
で
「
露
だ
が
わ
じ
と
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
を
比
較

す
る
場
合
、
徒
然
草
諸
本
の
当
該
箇
所
の
掲
出
は
「
露
だ
が
は
ら
ざ
ら
ん
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と
」
と
い
う
表
記
に
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
表
記
は
諸
本
に
よ
っ
て
、
「
つ

ゆ
た
が
は
ら
ざ
ら
ん
と
」
と
い
う
よ
う
に
「
露
」
が
仮
名
表
記
に
な
っ
て

い
る
も
の
も
多
い
が
、
『
辮
艸
』
で
「
露
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
漢
字
表

記
に
し
て
掲
出
し
、
『
型
押
』
と
の
異
同
を
見
や
す
く
し
た
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
ま
た
、
清
濁
は
私
に
付
し
た
。

［『

蝉
㊨
B
の
特
異
本
文
［
覧
］

＊
第
十
二
段
「
．
露
だ
が
わ
じ
と
」
…
…
こ
の
本
文
は
徒
然
草
の
諸
本
で
は

　
「
露
だ
が
は
ざ
ら
ん
と
」
で
あ
る
。
『
し
の
》
め
』
で
も
書
陵
部
本
一
全

　
零
本
と
も
に
「
露
だ
が
は
ら
ざ
ら
む
と
」
と
な
っ
て
い
る
。

＊
第
十
二
段
「
心
地
や
せ
め
」
…
…
こ
の
本
は
諸
本
と
も
に
「
心
地
や
せ

　
ん
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
』
め
』
も
「
心
地
や
せ
ん
」
で
あ
る
。

＊
第
十
二
段
「
た
が
ひ
に
い
わ
ん
程
の
事
を
も
」
…
…
諸
本
で
は
「
た
が

　
ひ
に
い
は
ん
程
の
事
を
ば
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
事
を
ば
」

　
と
な
っ
て
い
る
。

＊
第
十
八
段
「
許
由
と
云
ひ
つ
る
人
は
」
…
…
徒
然
草
諸
本
に
お
い
て
、

　
こ
の
箇
所
は
異
同
が
多
い
。
「
云
ひ
つ
る
人
は
」
の
部
分
が
、
「
云
ひ
け

　
る
人
の
」
（
正
徹
本
系
な
ど
）
、
「
云
け
る
人
は
」
（
浄
教
房
所
持
本
）
、
「
云

　
ひ
し
人
は
」
（
伝
常
縁
書
写
本
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
本
も
あ
る
。
烏

　
丸
本
や
『
鉄
槌
』
で
は
「
云
ひ
つ
る
人
は
」
で
あ
る
。
な
お
、
『
し
の
》

　
め
』
に
は
こ
の
第
十
八
段
は
抽
出
さ
れ
て
い
な
い
。

＊
第
十
八
段
「
か
し
ま
し
と
て
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
と
も
「
か
し

　
か
ま
し
と
て
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
か
し
か
ま
し
と
て
」

　
で
あ
る
。
『
辮
艸
』
で
、
「
か
」
が
誤
脱
し
た
ど
思
わ
れ
る
。

＊
第
十
八
段
「
客
月
」
…
…
こ
の
部
分
、
正
徹
本
や
常
縁
本
や
な
ど
で
は

　
「
冬
の
月
」
と
な
っ
て
、
「
の
」
が
入
っ
て
い
る
が
、
烏
丸
本
や
『
鉄
槌
』

　
で
は
「
冬
月
」
で
あ
る
。
先
の
「
云
ひ
つ
る
人
は
」
や
こ
の
部
分
を
見

　
る
限
り
、
『
辮
艸
』
の
本
文
は
烏
丸
本
か
あ
る
い
は
『
鉄
槌
』
か
と
思

　
わ
せ
る
が
、
以
下
の
異
同
を
見
て
ゆ
く
と
、
烏
丸
本
で
は
な
い
よ
う
な

　
異
同
が
多
い
。

＊
第
四
十
五
段
「
堀
す
て
け
れ
ば
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
の
多
く
が
「
掘

　
す
て
た
り
け
れ
ば
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
ン
め
』
も
「
掘
す
て
た
り
け

　
れ
ば
」
で
あ
る
。
な
お
、
正
徹
本
で
は
「
掘
り
す
て
た
り
け
る
」
で
あ
る
。

＊
第
五
十
一
段
「
こ
し
ら
へ
さ
せ
た
れ
ば
」
…
…
こ
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど

　
の
本
が
「
こ
し
ら
へ
さ
せ
ら
れ
け
れ
ば
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
㌻
め
』

　
も
「
こ
し
ら
へ
さ
せ
ら
れ
け
れ
ば
」
で
あ
る
。
な
お
、
正
徹
本
で
は
「
調

　
せ
さ
せ
ら
れ
け
れ
ば
」
で
あ
る
。

＊
第
五
十
七
段
「
す
べ
て
い
と
は
ち
し
ら
ぬ
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
と

　
も
「
す
べ
て
い
と
も
し
ら
ぬ
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
す
べ

　
て
い
と
も
し
ら
ぬ
」
で
あ
る
。

＊
第
七
十
三
段
「
か
つ
あ
ら
わ
な
る
を
も
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
と
も

　
「
か
つ
あ
ら
は
る
る
を
も
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
か
つ
あ

　
ら
は
る
る
を
も
」
で
あ
る
。

＊
第
七
十
三
段
「
し
ら
ぬ
よ
し
に
て
」
…
…
こ
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
の
本
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が
「
し
ら
ぬ
よ
し
し
て
」
で
あ
り
、
「
よ
し
に
て
」
と
い
う
本
文
は
『
徒

　
然
草
の
研
究
』
に
は
出
て
い
な
い
。
両
『
し
の
墨
め
』
も
「
し
ら
ぬ
よ

　
し
し
て
」
で
あ
る
。

＊
第
七
十
五
段
「
心
の
外
の
」
…
…
こ
の
部
分
は
烏
丸
本
・
『
野
槌
』
・
常

　
縁
本
な
ど
で
は
「
心
外
の
」
　
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
鉄
槌
』
や
『
な
ぐ

　
さ
み
草
』
な
ど
「
心
の
外
の
」
と
な
っ
て
い
る
本
が
多
い
。
両
『
し
の
墨

　
め
』
も
「
心
の
外
の
」
で
あ
る
。
『
緋
艸
』
や
『
し
の
ン
め
』
が
依
拠

　
し
た
徒
然
草
本
文
を
考
え
る
上
で
、
注
目
す
べ
き
箇
所
で
あ
ろ
う
。

＊
第
七
十
九
段
「
心
得
た
る
よ
し
の
い
ら
へ
は
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本

　
と
も
「
心
得
た
る
よ
し
の
さ
し
い
ら
へ
は
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
｝
め
』

　
も
「
心
得
た
る
よ
し
の
さ
し
い
ら
へ
は
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
辮
艸
』

　
で
は
「
さ
し
」
を
誤
脱
し
た
と
思
わ
れ
る
。

＊
第
八
十
五
段
「
か
り
に
も
愚
を
学
ぶ
べ
か
ら
ず
」
…
…
こ
の
部
分
が
「
愚
」

　
か
「
賢
」
か
に
よ
っ
て
、
　
諸
本
が
分
か
れ
る
。
鳥
丸
本
・
『
野
槌
』
・

　
正
徹
本
・
常
製
本
な
ど
は
「
賢
」
で
あ
る
が
、
『
鉄
槌
』
　
や
『
な
ぐ
さ

　
み
草
』
な
ど
は
「
愚
」
で
あ
る
。
両
『
し
の
》
め
』
も
「
愚
」
で
あ
る
。

　
こ
の
部
分
も
第
七
十
五
段
同
様
、
依
拠
し
た
徒
然
草
本
文
を
考
え
る
上

　
で
注
目
し
た
い
箇
所
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
部
分
の
本
文
異
同
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
て
、
西
尾
実
の
論
考
が
あ
る
。

＊
第
面
七
段
「
と
は
ず
語
り
に
云
出
す
」
…
…
こ
の
部
分
は
『
辮
艸
』
も

　
ほ
と
ん
ど
の
本
と
一
致
し
て
い
る
の
で
特
異
本
文
で
は
な
い
が
、
両

　
『
し
の
》
め
』
で
は
「
云
出
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
特
異
で
あ
る
の
が

　
珍
し
い
。

＊
第
百
七
段
「
若
賢
女
有
な
ぱ
」
…
…
こ
の
部
分
の
「
有
な
ば
」
は
ほ
と

　
ん
ど
の
本
が
「
あ
ら
ば
」
で
あ
り
、
「
有
な
ば
」
と
い
う
本
文
は
『
徒

　
然
草
の
研
究
』
に
は
見
え
な
い
。
両
『
し
の
」
め
』
は
「
あ
ら
ば
」
で

　
あ
る
。

＊
第
百
七
段
「
思
ふ
べ
き
事
な
り
」
…
…
こ
の
部
分
の
「
思
ふ
」
は
諸
本

　
と
も
「
お
ぼ
ゆ
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
お
ぼ
ゆ
」
で
あ
る
。

＊
第
百
二
十
三
段
「
営
む
事
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
と
も
「
営
む
所
」

　
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
所
」
と
な
っ
て
い
る
。

＊
第
百
三
十
四
段
「
身
の
数
な
ら
ぬ
」
…
…
こ
の
部
分
は
、
烏
丸
本
や
『
野

　
槌
』
な
ど
は
「
数
な
ら
ぬ
」
で
あ
る
が
、
「
身
の
数
な
ら
ぬ
」
と
な
つ

　
て
い
る
本
が
多
い
。
両
『
し
の
》
め
』
も
「
身
の
数
な
ら
ぬ
」
で
あ
る
。

　
こ
の
部
分
も
、
依
拠
し
た
徒
然
草
本
文
を
考
え
る
上
で
、
第
七
十
五
段

　
や
第
八
十
五
段
同
様
、
注
目
箇
所
で
あ
ろ
う
。

＊
第
百
四
十
二
段
「
能
一
言
は
い
ふ
物
也
」
…
…
こ
の
部
分
は
、
烏
丸
本

　
で
は
「
は
」
を
欠
く
が
、
二
言
は
」
と
い
う
本
文
が
多
い
。
両
『
し
の
＼

　
め
』
も
二
言
は
漏
で
あ
る
。

＊
第
百
四
十
二
段
「
情
な
き
御
心
に
」
：
：
：
こ
の
部
分
は
諸
本
と
も
「
情

　
な
き
御
心
に
ぞ
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
に
ぞ
」
と
な
っ
て

　
い
る
。

＊
第
百
四
十
二
段
「
慈
悲
有
な
ん
や
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
と
伺
様
で

　
あ
る
が
、
全
集
本
『
し
の
》
め
』
で
は
「
慈
あ
り
な
ん
や
」
と
な
っ
て
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い
る
。

＊
第
百
四
十
二
段
「
悲
し
か
ら
ん
や
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
と
も
ほ
と

　
ん
ど
が
「
悲
し
か
ら
ん
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
悲
し
か
ら

　
ん
」
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
部
分
は
、
前
後
の
文
脈
の
意
味
の
理
解
と

　
も
か
か
わ
っ
て
く
る
異
同
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
に
関
し

　
て
、
こ
こ
で
少
し
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
『
徒
然
草
の
研
究
』

　
で
は
御
所
本
の
み
「
悲
し
か
ら
ん
や
」
で
あ
る
。

　
こ
の
部
分
は
『
云
為
』
に
見
え
る
特
異
な
本
文
異
同
で
あ
り
、
も
し
こ

れ
が
単
純
な
書
き
間
違
い
で
あ
る
と
し
て
も
、
佐
藤
直
方
は
徒
然
草
の
原

文
を
、
「
そ
の
人
の
心
に
な
り
て
思
へ
ば
ま
こ
と
に
悲
し
か
ら
ん
や
。
親

の
た
め
、
妻
子
の
た
め
に
は
恥
を
も
忘
れ
、
盗
み
を
も
し
つ
べ
き
こ
と
な

り
。
」
と
い
う
二
つ
の
文
章
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
直
方
の
心
の
深
層
で
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事

情
か
ら
罪
を
犯
す
人
々
に
対
す
る
「
ま
こ
と
に
悲
し
か
ら
ん
や
」
と
い
う

深
い
共
感
の
念
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
特
異
本
文
に
な
っ
た
と

推
測
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
佐
藤
直
方
と
言
え
ば
、
厳
格
な
朱
子
学
者
で
あ
り
、
「
赤
穂
四
十
六
士

事
件
」
に
お
い
て
は
、
徹
底
し
た
法
治
主
義
に
よ
っ
て
、
厳
罰
を
主
張
し

た
非
情
な
る
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
部
分
の
本

文
異
同
が
暗
示
す
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
直
方
の
イ
メ
…
ジ
と
は
裏
腹

で
あ
る
。
人
情
の
機
微
に
対
す
る
共
感
か
ら
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
独
自

の
本
文
異
同
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　
徒
然
草
の
諸
本
に
お
い
て
は
こ
こ
が
一
続
き
に
な
っ
て
お
り
、
「
そ
の

人
の
心
に
な
り
て
思
へ
ば
ま
こ
と
に
悲
し
か
ら
ん
親
の
た
め
妻
子
の
た

め
」
と
続
い
て
い
る
。
「
悲
し
か
ら
ん
」
は
、
ほ
と
ん
ど
の
本
で
「
悲
し

か
ら
ん
」
と
い
う
表
記
で
あ
る
が
、
現
代
の
注
釈
書
で
は
漢
字
で
は
な
く

仮
名
で
「
か
な
し
か
ら
ん
」
と
な
っ
て
、
「
悲
し
い
」
で
は
な
く
、
「
愛
し
い
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
両
『
し
の
》
め
』
は
、
「
や
」

を
欠
い
て
ひ
と
つ
づ
き
の
文
章
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
諸
本
と
同
様
で
あ

り
、
『
緋
艸
』
で
「
悲
し
か
ら
ん
や
」
と
な
っ
て
い
る
表
記
は
、
両
『
し
の
》

め
』
で
は
「
か
な
し
か
ら
ん
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
『
緋
艸
』
と
『
し
の
㌧
め
』
の
性

格
の
違
い
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
『
辮

艸
』
は
、
佐
藤
直
方
が
徒
然
草
か
ら
心
に
残
る
章
段
を
抽
出
し
た
が
、
そ

の
際
、
ど
の
よ
う
な
徒
然
草
本
文
に
拠
っ
た
か
は
、
い
ま
だ
明
確
に
は
特

定
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
こ
ま
で
の
本
文
異
同
か
ら
、
少
な
く
と
も
鳥
丸

本
や
『
野
江
』
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
そ

し
て
直
方
は
、
あ
る
徒
然
草
の
本
を
座
右
に
置
い
て
自
分
の
心
に
残
る
章

段
を
か
な
り
な
ス
ピ
…
ド
で
一
気
に
書
き
抜
い
た
。
そ
の
書
写
態
度
は
厳

密
な
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
あ
る
程
度
の
分
量
の
本
文
を
一
瞥
し
な

が
ら
次
々
に
書
写
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
今
ま
で
に
見
て
き
た
箇
所
で

も
た
と
え
ば
、
諸
本
で
「
掘
り
す
て
た
り
け
れ
ば
」
と
な
っ
て
い
る
所
を

「
掘
り
す
て
け
れ
ば
」
と
し
た
り
、
「
さ
し
い
ら
へ
」
と
な
っ
て
い
る
所
を
「
い

ら
へ
」
と
し
た
り
、
表
現
の
一
部
を
切
り
詰
め
て
い
る
の
は
徒
然
草
本
文
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の
見
落
と
し
に
よ
る
単
純
な
誤
写
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
第

百
四
十
二
段
の
特
異
本
文
に
は
、
佐
藤
直
方
の
徒
然
二
七
の
深
層
が
窺
わ

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
第
百
五
十
四
段
「
墨
つ
き
て
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
と
も
「
そ
の
興

　
つ
き
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
両
『
し
の
』
め
』
で
も
「
そ
の
面
つ
き
て
」

　
で
あ
る
。
た
だ
し
、
貞
徳
本
系
は
「
興
つ
き
て
」
で
あ
る
。

＊
第
百
五
十
四
段
「
こ
と
や
う
」
…
…
こ
の
部
分
、
諸
本
と
も
「
こ
と
や

　
う
に
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
も
「
こ
と
や
う
に
」
で
あ
る
。
『
緋

　
艸
』
で
は
「
に
」
が
誤
脱
し
た
の
だ
ろ
う
。

＊
第
百
七
十
一
段
「
神
霊
に
祈
る
は
」
…
…
こ
の
部
分
、
諸
本
と
も
「
神

　
霊
に
訴
ふ
る
は
」
で
あ
り
、
両
　
『
し
の
》
め
』
も
「
神
霊
に
訴
ふ
る
は
」

　
で
あ
る
。

＊
第
百
七
十
一
毅
「
医
書
に
も
」
…
…
こ
の
部
分
、
諸
本
と
も
「
医
書
に
」

　
で
あ
り
、
両
『
し
の
》
め
』
で
も
「
医
書
に
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見

　
て
き
た
『
辮
艸
』
の
特
異
本
文
で
は
誤
脱
が
多
か
っ
た
が
、
　
こ
こ
は

　
逆
に
「
も
」
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
の
が
珍
し
い
。

＊
第
百
八
十
八
段
「
輿
車
も
た
ぬ
」
…
…
こ
の
部
分
、
烏
丸
本
や
『
野
馬
』

　
な
ど
「
輿
車
は
も
た
ぬ
」
と
な
っ
て
い
る
本
も
多
い
が
、
両
『
し
の
＼

　
め
』
は
、
『
辮
艸
』
と
同
様
「
輿
車
も
た
ぬ
」
で
あ
り
、
『
鉄
槌
』
や
『
な

　
ぐ
ざ
み
草
』
な
ど
も
「
輿
車
も
た
ぬ
」
で
あ
る
。
こ
こ
も
『
辮
艸
』
や

　
『
し
の
》
め
』
　
が
依
拠
し
た
徒
然
草
本
文
が
、
烏
丸
本
や
『
心
霊
』
で

　
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊
第
百
八
十
八
段
「
京
に
住
人
」
…
…
こ
の
部
分
は
諸
本
と
も
「
京
に
住

　
む
人
急
ぎ
て
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
墨
め
』
に
も
「
急
ぎ
て
」
が
入
っ

　
て
い
る
の
で
、
『
緋
艸
』
が
「
急
ぎ
て
」
を
書
き
落
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

＊
第
二
百
十
一
段
「
万
の
事
頼
む
べ
か
ら
ず
」
…
…
こ
の
部
分
、
諸
本
は

　
「
万
の
事
は
頼
む
べ
か
ら
ず
」
　
で
あ
り
、
「
は
」
が
入
っ
て
い
る
。
両
『
し

　
の
峯
め
』
で
も
「
は
」
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
も
お
そ
ら
く
『
辮

　
艸
』
の
書
き
落
と
し
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
貞
徳
本
系

　
は
「
万
事
」
で
あ
る
。

＊
第
二
百
十
一
段
「
一
毛
損
せ
ず
」
…
…
こ
の
部
分
、
諸
本
と
も
「
一
毛

　
も
損
せ
ず
」
で
あ
り
、
両
『
し
の
・
）
め
』
に
も
「
も
」
が
入
っ
て
い
る

　
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
こ
も
『
立
†
山
丁
勃
山
ゾ
』
の
書
き
落
と
し
で
あ
ろ
う
。
た
だ

　
し
、
『
野
槌
』
初
刻
本
で
は
二
毛
損
せ
ず
」
で
あ
る
。

　
以
上
、
『
辮
艸
』
の
特
異
本
文
を
一
覧
し
、
諸
本
と
比
較
し
、
書
陵
部
本
『
し

の
＼
め
』
・
全
集
本
『
し
の
峯
め
』
と
も
比
べ
て
み
た
。
こ
の
結
果
、
『
辮

艸
』
に
お
け
る
特
異
本
文
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
し
の
ン
め
』
に
お
い

て
は
、
徒
然
草
の
諸
本
と
一
致
す
る
よ
う
な
本
文
に
直
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
拙
稿
「
佐
藤
直
方
と
徒
然
草
」
に
お
い
て
、
『
辮
艸
』
を

草
稿
本
、
『
し
の
㌧
め
』
を
推
敲
改
訂
版
と
推
定
し
た
が
、
そ
の
蓋
然
性
は
、

い
ま
見
て
き
た
よ
う
な
『
辮
艸
』
の
特
異
本
文
の
検
討
に
よ
っ
て
さ
ら
に

高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
霊
界
』
に
は
徒
然
草
の
本
文
の
写

し
間
違
い
が
か
な
り
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
し
の
》
め
』
で
そ
れ
ら
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が
直
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
ま
ず
『
辮
艸
』
が
最
初
に
書
か
れ
、

そ
れ
を
た
と
え
ば
弟
子
た
ち
に
示
し
て
清
書
さ
せ
、
そ
の
際
に
徒
然
草
本

文
の
書
き
間
違
い
を
正
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
徒

然
草
本
文
の
書
き
間
違
い
が
ほ
と
ん
ど
な
い
『
し
の
｝
め
』
が
先
に
書
か

れ
、
そ
の
後
で
書
き
間
違
い
の
多
い
『
辮
艸
』
が
書
か
れ
た
と
は
考
え
に

く
い
。
さ
ら
に
、
依
拠
し
た
徒
然
草
の
本
文
の
特
定
は
難
し
い
も
の
の
、

少
な
く
と
も
烏
丸
本
や
『
野
槌
』
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
当
時
の

流
布
状
況
か
ら
見
て
、
あ
る
い
は
『
鉄
槌
』
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
高
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
『
鉄
槌
』
は
広
く
流
布
し
た
徒
然
草
注

釈
書
で
あ
り
、
版
の
種
類
も
多
い
。
放
送
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
鉄
槌
』

（
刊
記
な
し
、
山
形
屋
利
平
開
板
）
で
は
、
先
に
触
れ
た
第
七
十
五
段
が
「
心

外
」
、
第
八
十
五
段
が
「
賢
」
と
な
っ
て
お
り
、
『
徒
然
草
の
研
究
』
に
示

さ
れ
て
い
る
、
『
鉄
槌
』
（
慶
安
元
年
）
と
異
な
る
。

二
　
四
辮
艸
馳
と
『
し
の
、
め
飴
の
書
名
の
由
来

　
次
に
、
『
緋
艸
』
と
い
う
書
名
と
『
し
の
㌻
め
』
と
い
う
書
名
の
そ
れ

ぞ
れ
の
由
来
、
お
よ
び
な
ぜ
書
名
が
変
わ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
『
辮

艸
』
と
『
し
の
》
め
』
に
お
い
て
抽
出
章
段
に
出
入
り
が
あ
る
の
か
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
『
国
振
』
と
い
う
書
名
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
と
な
る
書
名
に
、

荻
生
祖
棟
の
『
愛
国
』
（
一
七
一
七
年
）
・
『
弁
名
』
（
一
七
一
七
年
頃
）
が

あ
る
。
こ
れ
ら
は
佐
藤
直
方
の
『
辮
艸
』
（
～
六
八
五
年
）
よ
り
も
後
の

も
の
で
は
あ
る
が
、
類
似
書
名
で
あ
る
の
で
こ
れ
ら
の
書
名
か
ら
『
冷

帯
』
と
い
う
書
名
の
意
味
を
類
推
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
荻
生
祖
棟
の

『
弁
道
』
と
い
う
書
名
は
「
道
を
明
ら
か
に
す
る
」
の
意
で
あ
り
、
『
弁
名
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

と
い
う
書
名
は
「
名
目
を
明
ら
か
に
す
る
」
の
意
と
い
う
。
こ
れ
に
な
ら
っ

て
考
え
れ
ば
『
辮
艸
』
と
は
「
徒
然
草
（
艸
）
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い

う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
緋
艸
』
の
践
文
に
よ
れ
ば
、
佐
藤
直
方
が
こ
の
徒
然
草
抜
き
書
き
を

行
っ
た
の
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
夏
で
あ
っ
た
。
当
時
直
方
は

三
十
六
歳
で
あ
り
、
三
年
前
に
は
山
崎
闇
斎
が
没
し
て
い
る
。
闇
斎
が
没

し
た
翌
年
の
一
六
八
三
年
か
ら
数
年
間
は
、
「
意
欲
的
に
執
筆
活
動
を
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　

溶
し
た
」
著
述
期
に
あ
た
る
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時
期
に
徒
然
草
の
抜

き
書
き
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
辮
艸
』
の
賊
文
で
直
方
は
「
纏

二
以
テ
愚
俗
ノ
訓
戒
ト
為
ス
ニ
足
ル
者
ノ
有
り
。
今
マ
摘
出
シ
一
冊
ト
為

ス
。
」
（
原
文
に
付
さ
れ
た
返
り
点
、
お
よ
び
送
り
仮
名
に
よ
り
読
み
下
し

た
。
た
だ
し
、
句
点
は
私
意
に
付
し
た
。
）
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
徒
然
草
の
中
か
ら
「
訓
戒
」
と
す
る
に
足
る
章
段
を
抜
き
出
し
た

と
い
う
。
つ
ま
り
、
徒
然
草
の
中
か
ら
訓
戒
と
な
る
部
分
を
明
ら
か
に
し

た
と
い
う
意
味
で
、
『
軍
監
』
と
命
名
し
た
と
考
え
た
い
。

　
さ
て
、
次
に
も
う
一
種
類
の
徒
然
草
抜
き
書
き
『
し
の
》
め
』
に
つ
い

て
考
察
し
よ
う
。
な
ぜ
『
し
の
》
め
』
と
い
う
書
名
に
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
書
名
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
『
緋
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艸
』
と
『
し
の
》
め
』
で
は
徒
然
草
の
摘
出
章
段
に
違
い
も
あ
る
。

　
『
緋
艸
』
に
は
合
計
二
十
九
段
、
『
し
の
墨
め
』
に
は
合
計
三
十
二
段

が
抄
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
章
段
の
う
ち
、
『
直
営
』
に
は
摘
出
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
し
の
＼
め
』
に
は
摘
出
さ
れ
て
い
な
い
章

段
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
徒
然
草
第
十
八
段
で
あ
る
。
『
辮
艸
』
で
は

こ
の
段
は
省
略
せ
ず
に
全
文
を
書
き
抜
い
て
い
る
。
中
国
の
隠
者
許
由
・

孫
農
を
例
に
挙
げ
て
質
素
な
暮
ら
し
を
よ
し
と
す
る
こ
の
段
は
確
か
に
訓

戒
性
が
あ
り
、
抜
き
出
す
に
価
す
る
段
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
『
し
の
墨
め
』
に
は
摘
出
さ
れ
て
い
な
い
の
は
や
や
不
審
で
あ
る
。

　
逆
に
、
『
耕
艸
』
に
は
摘
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
し
の
》
め
』
で
は
摘

出
さ
れ
て
い
る
章
段
が
四
段
あ
る
。
第
九
十
八
段
・
第
百
六
十
八
段
・
第

百
八
十
四
段
・
第
二
百
三
十
五
段
で
あ
る
。
第
九
十
八
段
は
、
『
一
言
芳
談
』

か
ら
兼
好
の
「
心
に
合
ひ
て
覚
え
し
事
ど
も
」
を
五
条
を
抄
出
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
佐
藤
直
方
の
徒
然
草
抄
出
書
の
先
躍
と
言
っ

て
よ
い
書
き
方
で
あ
る
。
『
し
の
》
め
』
で
は
、
こ
の
第
九
十
八
段
か
ら

一
条
の
み
、
「
し
や
せ
ま
し
、
せ
ず
や
あ
ら
ま
し
と
思
ふ
事
は
、
お
ほ
や

う
は
、
せ
ぬ
は
よ
き
な
り
。
」
を
摘
出
し
て
い
る
。

　
第
百
六
十
八
段
は
省
略
せ
ず
に
全
文
を
抜
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
段
は
、

そ
の
道
の
老
専
門
家
は
、
他
人
か
ら
専
門
の
こ
と
を
何
か
聞
か
れ
て
も
、

「
今
は
忘
れ
に
け
り
」
と
言
う
の
が
よ
く
、
何
事
で
あ
れ
し
た
り
顔
で
し
ゃ

べ
り
散
ら
す
の
は
い
け
な
い
こ
と
を
述
べ
た
段
で
あ
る
。
こ
の
段
は
謙
虚

な
態
度
と
い
う
訓
戒
性
に
富
む
段
で
あ
る
の
で
摘
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
百
八
十
四
段
は
、
松
下
禅
尼
が
障
子
の
切
り
張
り
を
し
た
段
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
は
松
下
禅
尼
が
兄
の
前
景
に
切
り
張
り
の
真
意
を

問
わ
れ
て
答
え
た
言
葉
ま
で
の
引
用
、
つ
ま
り
、
「
若
き
人
に
見
習
は
せ

て
、
心
づ
け
ん
た
め
な
り
、
と
申
さ
れ
け
る
」
ま
で
の
抽
出
で
終
わ
っ
て

お
り
、
こ
れ
に
続
く
「
い
と
有
難
か
り
け
り
。
世
を
認
む
る
道
、
倹
約
を

本
と
す
。
女
性
な
れ
ど
も
、
聖
人
の
心
に
通
へ
り
。
天
下
を
保
つ
ほ
ど
の

人
を
子
に
て
持
た
れ
け
る
、
ま
こ
と
に
、
た
だ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
る
と

　
　
ら
　

ぞ
。
」
と
い
う
末
尾
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
は
為
政
者
の
心

得
と
し
て
倹
約
を
重
視
す
る
段
で
あ
る
か
ら
訓
戒
性
が
あ
る
が
、
こ
の
段

は
『
辮
艸
』
に
は
摘
出
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
質
素
・
倹
約
を
め
ぐ

る
段
が
、
『
官
爵
』
で
は
第
十
八
段
を
抜
き
書
き
、
『
し
の
》
め
』
で
は
第

百
八
十
四
段
に
な
っ
て
、
取
り
替
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
百
三
十
五
段
は
人
間
の
心
と
は
何
か
を
問
う
段
で
あ
り
、
「
心
と

い
ふ
も
の
の
な
き
に
や
あ
ら
ん
」
と
い
う
兼
好
の
独
特
の
認
識
が
示
さ
れ

て
い
る
重
要
章
段
で
あ
る
。
心
と
い
う
も
の
は
空
き
家
や
鏡
や
虚
空
の
よ

う
な
も
の
で
、
本
来
、
何
も
な
い
空
虚
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
心
を
去
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
認
識
は
、
徒
然
草
序

段
の
「
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
」
と
い
う
部
分
と
も
響
映
す
る
徒

然
草
の
根
幹
に
か
か
わ
る
段
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
自
体
に
は
訓
戒

性
は
希
薄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
佐
藤
直
方
が
こ
の
段

を
摘
出
し
た
の
は
、
第
十
二
段
（
心
の
友
）
や
第
二
百
十
一
段
（
万
の
事

は
頼
む
べ
か
ら
ず
）
と
と
も
に
、
彼
に
お
け
る
人
間
認
識
と
深
く
関
わ
る
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と
い
え
よ
う
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
『
し
の
N
め
』
の

摘
出
章
段
の
検
討
に
お
い
て
も
う
　
度
触
れ
た
い
。

　
次
に
『
し
の
》
め
』
と
い
う
書
名
の
由
来
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

た
と
え
ば
『
風
雅
和
歌
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
一
連
の
和

歌
は
、
「
し
の
の
め
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
す
る
の
に
参
考
に
な
る
。

　
　
　
　
花
の
御
歌
の
中
に

　
　
枝
も
な
く
さ
き
か
さ
な
れ
る
花
の
色
に
木
ず
ゑ
も
お
も
き
春
の
あ
け

　
　
ぼ
の
　
　
　
　
　
　
（
巻
第
二
・
米
中
・
一
九
三
・
伏
見
院
御
歌
）

　
　
さ
か
り
と
は
昨
日
も
み
え
し
花
の
色
の
な
ほ
さ
き
か
を
る
木
々
の
あ

　
　
け
ぼ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
一
九
四
・
従
二
位
兼
行
）

　
　
耳
な
れ
や
ま
だ
あ
け
や
ら
ぬ
し
の
の
め
の
を
ち
の
霞
の
お
く
ふ
か
き

　
　
色
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
一
九
五
・
従
三
位
親
子
）

　
　
　
　
伏
見
院
、
人
々
に
花
の
歌
あ
ま
た
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
に
、

　
　
山
の
は
の
月
は
の
こ
れ
る
し
の
の
め
に
ふ
も
と
の
は
な
の
色
ぞ
明
け

　
　
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
・
一
九
六
・
従
一
位
教
良
女
）

　
こ
れ
ら
の
四
首
の
和
歌
を
比
べ
て
み
る
と
、
「
あ
け
ぼ
の
」
と
「
し

の
の
め
」
の
違
い
が
明
確
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
し
の
の
め
」
と

い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
も
明
瞭
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
～
九
三
番
歌
と

一
九
四
番
歌
は
ど
ち
ら
も
、
桜
の
花
が
美
し
く
咲
い
て
い
る
様
子
が
よ
く

目
に
見
え
る
状
態
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
「
あ
け
ぼ
の
」
は
夜
が
明
け
て
、

明
る
く
な
っ
た
時
間
帯
で
あ
る
。
一
方
、
一
九
五
番
歌
で
は
「
ま
だ
あ
け

や
ら
ぬ
し
の
の
め
の
」
と
詠
ま
れ
、
一
九
六
番
歌
で
は
、
「
月
は
の
こ
れ

る
し
の
の
め
に
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
し
の
の
め
」
は
、

ま
だ
明
る
く
な
り
き
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
し
の
の
め
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
徒

然
東
雲
』
と
い
う
注
釈
書
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
徒
然
東
雲
』
は
、
神

道
家
増
穂
最
伸
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
徒
然
草
の
注
釈
書
で
、
享
保
三
年

（一

ｵ
一
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
佐
藤
直
方
の
『
し
の
㌻

め
』
（
一
六
八
五
年
）
よ
り
も
三
十
年
以
上
も
後
の
注
釈
書
で
あ
る
。
『
徒

然
東
雲
』
と
い
う
書
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
こ
の
注
釈
書
の
中
で
も
直

接
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
佐
藤
直
方
と
増
穂
最
仲
の
両
者
が
、

徒
然
草
に
関
す
る
書
名
に
「
し
の
の
め
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る

の
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
注
釈
書
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
直
方
の
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

然
草
体
も
視
野
に
入
れ
て
、
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。

　
先
ほ
ど
の
『
風
雅
和
歌
集
』
の
和
歌
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
し
の
の
め
」
と
は
、
ま
だ
明
け
や
ら
ぬ
時
問
帯
を
意
味
し
て
い
た
。
し

か
し
、
「
し
の
の
め
」
は
、
次
第
に
明
る
ん
で
く
る
夜
明
け
方
の
時
間
帯

で
も
あ
る
わ
け
で
、
暗
い
夜
が
次
第
に
明
る
く
な
る
と
い
う
意
味
の
「
し

の
の
め
」
を
徒
然
草
摘
出
書
や
徒
然
草
注
釈
書
の
書
名
に
使
用
し
て
い
る

こ
と
は
、
徒
然
草
の
世
界
に
夜
明
け
を
も
た
ら
す
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
蒙
を
濃
き
、
徒
然
草
の
本
質
を
明
ら
め
る
と
い

う
意
味
で
「
し
の
の
め
」
と
言
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
と
考
え
た
い
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
『
早
戸
』
が
「
徒
然
草
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う

意
味
の
書
名
で
あ
り
、
『
し
の
＼
め
』
が
「
徒
然
草
の
本
質
を
明
ら
か
に
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し
て
夜
明
け
を
告
げ
る
」
も
の
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
も
意
味
内

容
の
上
で
の
実
質
的
な
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
『
辮
艸
』
が
中
国
風
の
書
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
し
の
y
め
』

、
は
歌
語
を
使
っ
て
い
る
点
が
大
き
く
異
な
る
。
『
し
の
》
め
』
と
い
う
和

歌
的
な
書
名
は
、
「
貞
享
二
年
秋
」
の
諺
文
を
持
つ
『
女
郎
花
物
語
』
か

ら
の
摘
出
書
『
お
た
ま
き
』
と
ワ
ン
・
セ
ッ
ト
に
す
る
た
め
に
、
『
辮
艸
』

と
い
う
中
国
風
の
書
名
を
改
め
、
和
風
の
『
し
の
＼
め
』
と
い
う
書
名
に

し
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
佐
藤
直
方
に
よ
る
和
書
か
ら
の
摘

出
書
と
し
て
『
し
の
Σ
め
』
と
『
お
た
ま
き
』
と
い
う
、
歌
語
に
よ
る
書

名
で
統
一
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
先
に

『
立
†
共
学
山
ノ
』
と
『
し
の
》
め
』
で
、
質
素
・
倹
約
を
め
ぐ
る
章
段
が
取
り
替

わ
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
が
推
測
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
風
の
書
名
を
も
つ
『
辮
艸
』
で
は
、
中

国
の
隠
者
た
ち
の
故
事
を
記
す
第
十
八
段
を
抜
き
出
し
、
和
風
の
書
名
を

持
つ
『
し
の
下
め
』
で
は
日
本
の
松
下
禅
尼
の
話
を
記
す
第
百
八
十
四
段

に
差
し
替
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　
佐
藤
直
方
の
徒
然
草
観

　
徒
然
草
は
、
近
世
を
通
じ
て
よ
く
読
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
読

ま
れ
方
は
時
期
に
よ
り
少
し
ず
つ
変
化
が
あ
っ
た
。
近
世
初
頭
に
お
い
て

は
、
徒
然
草
は
思
想
書
・
教
訓
書
と
し
て
流
行
し
た
。
そ
の
後
、
儒
学
の

深
化
に
と
も
な
い
次
第
に
徒
然
草
は
思
想
劇
の
影
響
力
を
減
じ
た
か
の
よ

う
に
見
え
る
。
儒
学
君
た
ち
に
よ
る
徒
然
草
批
判
に
は
厳
し
い
も
の
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

り
、
徒
然
草
の
存
在
さ
え
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
佐
藤
直
方

を
見
る
限
り
、
彼
の
思
想
の
根
底
と
徒
然
草
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
徒

然
草
は
佐
藤
直
方
の
心
に
充
分
に
到
達
す
る
も
の
を
有
し
て
い
た
書
物
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
佐
藤
直
方
に
と
っ
て
徒
然
草
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
。
摘

出
章
段
数
が
多
く
、
推
敲
改
訂
版
と
見
ら
れ
る
『
し
の
』
め
』
か
ら
窺
え

る
徒
然
草
露
を
探
っ
て
み
よ
う
。
直
方
は
『
し
の
㌻
め
』
の
賊
文
で
「
縷

カ
ニ
以
テ
庸
俗
之
訓
戒
ト
為
ス
下
足
ル
有
り
」
と
書
い
て
い
る
が
、
『
し

の
》
め
』
の
摘
出
章
段
は
三
十
二
段
で
あ
る
の
で
、
序
段
を
含
め
て
合
計

二
百
四
十
四
段
か
ら
な
る
徒
然
草
の
一
割
以
上
に
な
る
わ
け
で
、
「
纏
カ

ニ
」
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
践
文
の
口
吻
と
比
べ
て
摘

出
章
段
数
は
意
外
に
多
い
印
象
を
受
け
る
。

　
前
稿
「
佐
藤
直
方
と
徒
然
草
」
で
は
、
抽
出
の
特
徴
と
し
て
、
全
体
的

に
教
訓
的
な
段
が
多
い
こ
と
、
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
段
の
全
体
を
抜
き
出
し

て
い
る
が
、
段
に
よ
っ
て
は
省
略
も
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
こ
に
は
、
佐
藤

直
方
の
徒
然
草
原
文
に
対
す
る
価
値
判
断
や
読
み
手
へ
の
配
慮
が
垣
問
見

ら
れ
る
こ
と
、
摘
出
章
段
の
い
く
つ
か
は
佐
藤
直
方
の
著
述
と
直
接
の
関

連
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。

　
こ
こ
で
は
以
上
の
特
徴
に
加
え
て
、
摘
出
章
段
全
体
か
ら
窺
わ
れ
る
抽

出
の
特
徴
を
考
え
て
み
た
い
。
結
論
を
先
取
り
す
る
か
た
ち
で
述
べ
る
な
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ら
ば
、
『
し
の
》
め
』
に
摘
出
さ
れ
て
い
る
徒
然
草
章
段
は
、
人
間
の
心

を
問
題
と
し
て
い
る
段
が
多
い
と
言
え
よ
う
。
前
稿
で
も
第
二
百
十
一
段

に
関
し
て
、
「
万
の
事
は
頼
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
段
を
選
ん
で
い
る
の

は
、
佐
藤
直
方
自
身
の
心
の
深
奥
に
宿
る
絶
望
的
な
思
い
と
響
映
す
る
か

ら
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
摘
出
章
段
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
人
間
の

心
に
関
す
る
段
が
多
い
の
は
、
直
方
が
、
心
と
い
う
も
の
の
測
り
難
さ
を

骨
身
に
し
み
て
痛
感
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
心
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
、
心
を
ど
の
よ
う
に
制
御
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
彼
の
関
心
事

で
あ
っ
た
こ
と
が
徒
然
草
の
摘
出
章
段
か
ら
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
た
同
時
に
徒
然
草
に
内
在
す
る
兼
好
の
関
心
事
に
光
を
あ
て
る
こ
と
に

も
な
ろ
う
。
以
下
、
順
に
『
し
の
＼
め
』
に
見
ら
れ
る
徒
然
草
の
摘
出
章

段
を
取
り
上
げ
、
な
ぜ
そ
の
段
が
摘
出
さ
れ
て
い
る
の
か
吟
味
し
て
ゆ
く

こ
と
に
す
る
。

　
最
初
に
抽
出
さ
れ
て
い
る
の
は
第
二
段
で
あ
る
。
こ
の
段
は
為
政
者
の

態
度
を
問
題
と
し
て
い
る
。
質
素
を
も
と
と
し
て
政
治
を
行
う
べ
き
こ
と

を
説
く
こ
の
段
に
直
方
も
共
感
し
て
抽
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
段
は
『
し
の
》
め
』
の
践
文
で
述
べ
て
い
る
「
庸
俗
」
の
た
め
の
訓

戒
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
現
実
政
治
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
、
直
方
は
、
必
ず
し
も
世
間
一
般
の
人
々
が
質
素
に
暮
ら
す
こ
と
自
体

は
、
訓
戒
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
第
百
四
十
段
は
、
死

後
に
財
産
が
残
っ
て
い
る
の
は
相
続
争
い
な
ど
も
生
じ
て
よ
く
な
い
、
「
朝

夕
な
く
て
叶
は
ざ
ら
ん
物
こ
そ
あ
ら
め
、
そ
の
外
は
、
何
も
持
た
で
ぞ
あ

ら
ま
ほ
し
き
」
と
あ
る
。
ま
た
、
第
九
十
八
段
に
は
『
一
言
丸
干
』
か
ら

の
引
用
と
し
て
、
や
は
り
質
素
な
生
き
方
を
よ
し
と
す
る
言
葉
が
、
「
後

世
を
思
は
ん
者
は
、
粧
汰
瓶
一
つ
も
持
つ
ま
じ
き
こ
と
な
り
」
と
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
章
段
は
引
用
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
第
九
十
八
段

は
仏
教
の
教
え
で
あ
る
か
ら
引
用
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
心
の
あ
り
方
の
認
識
と
心
の
あ
り
方
の
方
向
性
を
指
し
示
す
こ
と
、
こ

の
両
面
を
ふ
た
つ
な
が
ら
捉
え
て
い
る
点
に
、
佐
藤
直
方
の
徒
然
草
理
解

の
特
徴
が
あ
る
。
「
世
の
人
の
心
ま
ど
は
す
事
、
色
欲
に
は
し
か
ず
」
と

い
う
第
八
段
を
直
方
が
抜
き
書
き
し
て
い
る
の
も
、
た
ん
な
る
色
欲
の
戒

め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
力
点
は
、
人
間
の
心
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
、
人
の
心
を
惑
わ
す
も
の
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
続
い
て
第
十
二
段
「
同
じ
心
な
ら
ん
人
と
」
を

抽
出
し
て
い
る
の
も
、
心
の
友
が
得
難
い
と
い
う
兼
好
の
現
実
認
識
に
共

感
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
直
方
は
、
「
難
波
江
の
清
き
月
こ
そ
友
な

ら
め
よ
し
あ
し
わ
か
ぬ
人
の
ま
じ
は
り
扁
（
『
全
集
』
第
一
巻
、
三
二
九
頁
）

と
い
う
和
歌
を
残
し
て
い
る
。
世
間
の
人
々
は
、
も
の
ご
と
の
善
悪
つ
ま

り
「
よ
し
あ
し
」
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
直
方
の
認
識
は
、
難
波
江
の
縁

語
と
し
て
「
よ
し
あ
し
」
つ
ま
り
水
辺
の
植
物
と
し
て
の
葦
を
使
い
な
が

ら
詠
ん
で
お
り
、
文
学
的
な
修
辞
を
使
っ
た
、
和
歌
ら
し
い
和
歌
に
仕
上

が
っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
絶
望
的
な
人
間
認
識
で
あ
る
。

　
第
四
十
五
段
の
榎
木
僧
正
を
抽
出
し
て
い
る
の
も
、
立
腹
の
訓
戒
で
あ
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る
よ
り
も
、
周
囲
に
対
す
る
人
間
の
心
の
反
応
と
い
う
点
が
佐
藤
直
方
の

関
心
事
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
宇
治
の
里
人
が
水
車
を
上
手
に
作
っ
た
第
五
十
一
段
を
抽
出
し
て
い
る

の
は
、
心
の
あ
り
方
へ
の
関
心
で
は
な
い
が
、
そ
の
道
の
専
門
家
の
重
要

性
を
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
五
十
七
段
は
、
歌
物
語
の
歌
が
適
切
で
な
い
の
は
い
け
な
い
と
述
べ

て
い
る
段
で
あ
る
。
一
見
文
学
論
の
よ
う
な
こ
の
段
を
な
ぜ
抽
出
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
段
も
、
お
そ
ら
く
佐
藤
直
方
は
そ
の
道
に
通
じ

て
い
る
こ
と
の
重
要
性
と
い
う
点
で
抽
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
少
し

そ
の
道
知
ら
ん
人
は
、
い
み
じ
と
思
ひ
て
は
語
ら
じ
。
す
べ
て
、
い
と
も

知
ら
ぬ
道
の
物
語
し
た
る
、
か
た
は
ら
い
た
く
、
聞
き
に
く
し
」
と
い
う

部
分
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
、
歌
道
論
を
越
え
て
、
そ

の
道
を
よ
く
知
る
こ
と
の
大
切
さ
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
七
十
三
段
は
、
世
間
で
語
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
嘘
が
多
い
こ
と
を

述
べ
る
段
で
あ
り
、
徒
然
草
原
文
の
「
善
き
人
は
あ
や
し
き
事
を
か
た
ら

ず
」
の
部
分
ま
で
を
引
用
し
て
い
る
。
語
る
言
葉
の
真
実
性
を
述
べ
る
段

で
あ
る
こ
と
か
ら
抽
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
藤
直
方
は
、
著
述
よ
り

も
弟
子
た
ち
へ
の
講
義
を
通
じ
て
自
己
の
学
問
を
伝
え
る
学
風
で
あ
っ
た

　
　
　
　

か
ら
、
語
る
こ
と
に
対
す
る
関
心
は
お
の
ず
と
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
七
十
五
段
は
、
「
紛
る
る
方
な
く
、
惟
独
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ
」

と
い
う
段
で
あ
る
。
こ
の
段
は
第
十
二
段
と
も
通
じ
る
よ
う
な
孤
独
の
勧

め
で
あ
る
。
第
七
十
五
段
に
続
い
て
、
世
間
と
の
距
離
を
置
く
こ
と
の
重

要
性
と
、
逆
に
自
分
た
ち
だ
け
で
符
丁
の
よ
う
に
し
て
通
じ
る
こ
と
を
示

し
合
い
、
新
参
者
を
の
け
者
に
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
第
七
十
八
段
、
知
っ

た
か
ぶ
り
を
批
判
す
る
と
と
も
に
よ
く
わ
き
ま
え
た
道
に
対
し
て
自
分
か

ら
進
ん
で
し
ゃ
べ
っ
た
り
し
な
い
こ
と
を
よ
し
と
す
る
第
七
十
九
段
を
抽

出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
章
段
は
い
ず
れ
も
、
世
問
と
の
距
離
を
置
き
、

で
し
ゃ
ば
っ
た
態
度
を
と
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
道
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を

よ
し
と
す
る
価
値
観
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
章
段
で
あ
る
。
先
に
見
た

第
五
十
七
段
と
も
通
じ
る
段
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
佐
藤
直
方
は
、
賊
文
で
「
訓
戒
」
と
い
う
こ

と
を
前
面
に
出
し
て
い
る
が
、
彼
は
決
し
て
徒
然
草
を
日
常
生
活
に
お
け

る
教
訓
書
と
し
て
読
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
心
と
は
何
か
、

そ
の
心
を
い
か
に
し
て
保
つ
か
と
い
う
点
に
こ
そ
彼
の
関
心
事
が
あ
り
、

そ
の
問
題
意
識
に
答
え
得
る
書
物
と
し
て
徒
然
草
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
し
彼
が
た
ん
な
る
日
常
教
訓
を
徒
然
草
か
ら
抽
出
し
よ
う
と
し
た

の
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
第
五
十
二
段
の
仁
和
寺
の
法
師
の
失
敗
談
や
第

百
九
段
の
高
名
の
木
登
り
の
話
を
抽
出
し
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
話
は
「
少

し
の
こ
と
に
も
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
な
り
」
と
い
う
言
葉
や
、
「
あ

や
ま
ち
は
、
安
き
所
に
な
り
て
必
ず
仕
る
こ
と
に
候
ふ
」
と
い
う
言
葉
な

ど
に
よ
っ
て
、
世
の
中
の
真
実
を
よ
く
穿
っ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
い
つ
の

世
に
も
日
常
の
教
訓
と
し
て
通
用
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
章
段
は
抽

出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
佐
藤
直
方
に
お
け
る
関
心
事
が
こ
れ
ら
の
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段
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。

　
第
八
十
五
段
も
や
は
り
人
間
の
心
を
問
題
に
す
る
段
で
あ
り
、
す
ぐ

れ
た
人
物
に
対
す
る
世
間
の
人
々
の
無
理
解
を
批
判
す
る
段
で
あ
る
。
第

九
十
二
段
は
、
一
瞬
一
瞬
を
大
切
に
せ
よ
と
い
う
こ
と
を
二
本
の
矢
の
讐

え
で
述
べ
る
段
で
あ
り
、
次
の
第
九
十
三
段
と
連
続
し
て
解
釈
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
世
の
無
常
を
越
え
て
、
現
在
の
瞬
間
を
充
実
し
て
生
き
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
大
切
さ
を
述
べ
た
段
と
し
て
解
釈
出
来
る
が
、
佐
藤
直
方
の
場
合
は
そ

の
よ
う
に
こ
の
段
の
前
後
と
関
連
付
け
て
兼
好
の
無
常
観
の
展
開
と
は
解

釈
し
て
い
な
い
。
第
七
十
八
段
や
第
七
十
九
段
の
よ
う
に
連
続
し
て
抽
出

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
前
後
と
切
り
離
し
て
第

九
十
二
段
の
み
を
抽
出
し
て
い
る
の
は
、
直
方
に
と
っ
て
無
常
の
認
識
と

い
う
仏
教
的
な
考
え
に
は
関
心
が
な
く
、
弓
の
師
匠
の
前
に
あ
っ
て
さ
え
、

後
の
矢
を
侍
む
人
間
の
心
の
情
け
な
さ
が
書
か
れ
て
い
る
段
と
し
て
、
第

九
十
二
段
に
注
目
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
徒
然
草
か
ら

こ
の
章
段
を
摘
出
す
る
に
際
し
て
、
人
間
の
心
の
高
富
を
こ
そ
問
題
に
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
九
十
八
段
は
、
そ
の
う
ち
の
ご
く
一
区
分
だ
け
を
摘
出
し
て
い
る
。

第
九
十
八
段
は
も
と
も
と
『
一
言
芳
談
』
か
ら
の
五
箇
条
の
抜
き
書
き
で

あ
る
が
、
佐
藤
直
方
は
、
そ
の
中
か
ら
さ
ら
に
絞
っ
て
第
一
番
目
に
抜
き

書
き
さ
れ
て
い
る
「
し
や
せ
ま
し
、
せ
ず
や
あ
ら
ま
し
と
思
ふ
事
は
、
お

ほ
や
う
は
せ
ぬ
は
よ
き
な
り
」
の
み
を
抜
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
『
一
言
芳
談
』
は
中
世
の
念
仏
者
た
ち
の
言
葉
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
書
物
か
ら
抜
き
書
き
し
た
第
九
十
八
段
を
佐
藤

直
方
の
よ
う
な
厳
格
な
朱
子
学
者
が
訓
戒
と
し
て
摘
出
す
る
こ
と
自
体
不

似
合
い
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
こ
こ
に
摘
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
彼
の
琴
線
に
触
れ
た
言
葉
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
な

ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
佐
藤
直
方
が
共
感
し
た
か
と
い
え
ば
、
こ
の
言
葉
が
、

人
間
の
心
と
い
う
も
の
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
心
と
は
、
逡
巡
す
る
心
で
あ
る
。
人
間
の
心
と
は
何
か
、
心
の

本
質
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
佐
藤
直
方
に
と
っ
て
重
要
だ
っ

た
こ
と
が
徒
然
草
か
ら
の
抜
き
書
き
に
よ
っ
て
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
。
そ
の
こ
と
は
、
徒
然
草
の
多
彩
な
内
容
に
お
い
て
や
は
り
、
兼

好
も
ま
た
心
と
い
う
も
の
の
本
質
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

さ
ら
に
佐
藤
直
方
の
徒
然
草
抽
出
章
段
を
見
て
ゆ
こ
う
。

　
第
百
七
段
の
抽
出
は
全
文
で
は
な
く
、
非
常
に
辛
辣
な
女
性
批
判
が
書

か
れ
て
い
る
後
半
部
分
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、

こ
の
段
の
末
尾
の
「
た
だ
ま
よ
ひ
を
あ
る
じ
と
し
て
か
れ
に
し
た
が
ふ
と

き
、
や
さ
し
く
も
、
お
も
し
ろ
く
も
、
覚
ゆ
べ
き
事
な
り
」
ま
で
抜
き
書

い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
直
前
の
、
「
も
し
賢
女
あ
ら
ば
、
そ
れ
も

も
の
う
と
く
、
す
さ
ま
じ
か
り
な
ん
」
ま
で
で
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
も

の
で
あ
る
が
、
最
後
の
一
文
ま
で
入
れ
て
抜
き
書
き
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

人
間
の
心
の
不
思
議
さ
に
思
い
を
馳
せ
る
直
方
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
第
百
七
段
の
抽
出
態
度
は
、
第
八
段
の
抽
出
態
度
と
類

似
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
第
八
段
も
全
文
を
引
用
せ
ず
に
、
色
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欲
に
迷
う
人
の
心
は
愚
か
で
あ
る
と
い
う
前
半
部
分
の
み
を
抽
出
し
て
、

久
米
仙
人
が
洗
濯
を
す
る
女
の
脛
を
見
て
神
通
力
を
失
っ
た
と
い
う
後
半

の
具
体
例
は
引
用
し
て
い
な
い
。

　
第
百
十
段
は
「
勝
た
ん
と
打
つ
べ
か
ら
ず
、
負
け
じ
と
打
つ
べ
き
な
り
」

と
い
う
双
六
名
人
の
言
葉
か
ら
、
「
道
を
知
れ
る
教
へ
、
身
を
治
め
国
を

保
た
ん
道
も
ま
た
し
か
な
り
」
と
結
論
付
け
て
い
る
段
で
あ
る
。
道
の
真

理
が
書
か
れ
て
い
る
段
と
し
て
共
感
し
て
摘
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
百
十
六
段
は
、
名
付
け
る
時
は
難
解
な
も
の
で
な
く
、
あ
り
の
ま
ま

に
付
け
る
の
を
よ
し
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
敷
空
し
て
異
説
を
好
む
の
は
浅

才
の
人
が
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
段
で
あ
る
。
佐
藤
直
方
は
当
時
の

学
者
と
し
て
は
珍
し
く
号
を
持
た
な
か
っ
た
。
号
が
な
い
と
中
国
に
行
っ

た
時
に
困
る
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
も
、
佐
藤
五
郎
左
衛
門
と
し
て
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
に
行
こ
う
と
言
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
直
方
に
と
っ
て
、
徒
然
草

第
百
十
六
段
は
共
感
で
き
る
段
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
第
百
二
十
段
は
、
中
国
の
文
物
は
薬
以
外
は
も
は
や
不
要
で
あ
り
、
危

険
を
犯
し
て
わ
ざ
わ
ざ
中
国
ま
で
行
く
必
要
は
な
い
と
い
う
段
で
あ
る
。

朱
子
学
者
で
あ
る
佐
藤
直
方
が
こ
の
よ
う
な
考
え
に
共
感
し
て
い
る
の
は

や
や
不
審
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
号
を
持
た
な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

同
様
に
、
「
中
国
は
中
国
、
日
本
は
日
本
」
と
い
う
考
え
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
段
も
直
方
の
独
自
性
と
結
び
付
い
て
摘
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
第
百
二
十
三
段
は
、
無
益
の
こ
と
に
あ
く
せ
く
せ
ず
に
、
閑
か
に
過
ご

す
こ
と
を
よ
し
と
し
て
、
衣
食
住
と
薬
を
以
て
足
る
と
せ
よ
と
述
べ
る
段

で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
生
き
方
の
最
小
限
を
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ

て
人
々
へ
の
訓
戒
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
百
三
十
四
段
は
、
前
半
に
は
あ
る
三
昧
僧
が
鏡
で
自
分
の
顔
を
見
て

つ
く
づ
く
い
や
に
な
っ
て
人
と
の
交
わ
り
を
断
っ
て
引
き
こ
も
っ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
は
省
略
し
て
、
後
半
の
己
を
知
る
こ
と
の

大
切
さ
の
部
分
の
み
を
引
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
末
尾
の
一
文
、
「
食

る
事
の
止
ま
ざ
る
は
、
命
を
終
ふ
る
大
事
、
今
こ
こ
に
来
れ
り
と
、
確
か

に
知
ら
さ
れ
ば
な
り
」
は
省
略
し
て
い
る
。

　
第
百
四
十
二
段
は
、
あ
る
荒
夷
の
意
外
な
一
言
か
ら
人
間
の
情
愛
の
大

切
さ
へ
の
共
感
を
述
べ
、
そ
こ
か
ら
政
治
の
あ
り
か
た
を
説
く
段
で
あ
る
。

こ
こ
も
第
二
段
を
抽
出
し
て
い
る
の
と
同
様
、
為
政
者
に
対
す
る
政
治
論

を
引
用
し
て
い
る
。

　
第
百
五
十
三
段
と
第
百
五
十
四
段
は
ど
ち
ら
も
京
極
為
兼
に
関
す
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
段
で
あ
る
。
為
兼
が
日
野
資
朝
の
態
度
に
共

感
し
た
こ
と
と
、
為
兼
が
曲
折
の
あ
る
植
木
を
好
ん
で
い
た
が
そ
れ
ら
を

皆
捨
て
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
自
分
の
価
値
観
に
従
う
堂
々
と
し
た

態
度
に
訓
戒
性
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
百
五
十
七
段
は
、
仏
教
に
お
け
る
因
縁
と
い
う
観
点
か
ら
書
か
れ
て

い
る
段
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
因
縁
・
機
縁
を
重
視
す
る
。
こ
の
段

に
対
し
て
松
永
貞
徳
の
『
な
ぐ
さ
み
草
』
で
は
、
仏
教
の
観
点
か
ら
詳
述

し
て
い
る
の
も
う
な
つ
か
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
を
強
く
排
斥
し

て
い
る
佐
藤
直
方
の
よ
う
な
朱
子
学
者
が
こ
の
段
を
摘
出
し
て
い
る
こ
と
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は
本
来
不
適
切
な
は
ず
で
あ
る
。
さ
す
が
に
彼
は
、
こ
の
段
の
後
半
部
「
心

さ
ら
に
起
こ
ら
ず
と
も
、
仏
前
に
あ
り
て
数
珠
を
取
り
、
経
文
を
取
ら
ば
」

以
下
の
本
文
は
省
略
し
て
い
る
が
、
前
半
部
は
抄
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
彼
が
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
段
を
あ
え
て
抄
出
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
人
間
の
心
の
動
き
に
注
目
し
た
部
分

が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
「
か
り
に
も
不
善
の
戯
れ
を

な
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
は
確
か
に
訓
戒
性
が
あ
る
が
、
そ
の
部
分

よ
り
も
む
し
ろ
佐
藤
直
方
が
注
目
し
た
の
は
、
「
心
は
必
ず
事
に
触
れ
て

き
た
る
」
と
い
う
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
徒
然
草
の
中
か
ら
、

人
間
の
心
の
動
き
の
複
雑
さ
や
測
り
難
さ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
段
を
数
多

く
抽
出
し
て
い
る
。
佐
藤
直
方
に
お
け
る
人
間
の
心
へ
の
関
心
の
高
さ
が

こ
こ
で
も
窺
え
よ
う
。

　
第
百
六
十
四
段
は
、
世
間
の
人
々
が
無
益
な
お
し
ゃ
べ
り
に
時
間
を
費

や
す
こ
と
へ
の
批
判
が
書
か
れ
て
い
る
段
で
あ
る
が
、
佐
藤
直
方
は
、
す

で
に
第
五
十
七
段
・
第
七
十
八
段
・
第
七
十
九
段
・
第
百
二
十
三
段
な
ど

を
抜
き
出
し
て
、
人
々
が
よ
け
い
な
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
り
、
つ
ま
ら
な

い
こ
と
に
時
間
を
使
う
こ
と
の
非
を
訓
戒
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
段
も
そ

れ
ら
と
通
じ
る
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
摘
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
百
六
十
八
段
は
、
徒
然
草
本
文
の
流
れ
の
中
で
は
そ
の
直
前
の
第

百
六
十
七
段
と
の
関
連
が
強
い
段
で
、
こ
の
二
段
に
お
い
て
専
門
家
の
あ
’

り
方
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
百
六
十
八
段
で
は
老
専
門
家
の
態
度
と
し

て
は
人
々
か
ら
聞
か
れ
て
も
「
今
は
忘
れ
に
け
り
」
と
言
う
の
が
よ
い
と

し
た
上
で
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
得
意
げ
に
し
ゃ
べ
り
散
ら
す
こ

と
へ
の
嫌
悪
が
書
か
れ
て
い
る
段
で
あ
る
。
た
だ
し
佐
藤
直
方
が
こ
の
段

を
摘
出
し
た
の
は
、
す
で
に
第
五
十
七
段
や
第
七
十
九
段
を
引
用
し
て
い

る
の
と
同
様
の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
「
少
し
そ
の
道
知
ら
ん
人
は
、
い
み

じ
と
思
ひ
て
は
語
ら
じ
。
す
べ
て
、
い
と
も
知
ら
ぬ
道
の
物
語
し
た
る
、

か
た
は
ら
い
た
く
、
聞
き
に
く
し
」
（
第
五
十
七
段
）
、
「
よ
く
わ
き
ま
へ

た
る
道
に
は
、
必
ず
口
重
く
、
問
は
ぬ
限
り
は
言
は
ぬ
こ
そ
、
い
み
じ
け

れ
」
（
第
七
十
九
段
）
と
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
も
摘

出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
直
方
が
繰
り
返
し
類
似
章
段
を
引
用
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
直
方
に
と
っ
て
知
っ
た
か
ぶ
り
が
許
せ
な
か
っ
た
こ
と
、

お
よ
び
徒
然
草
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
が
い
か
に
繰
り
返
し
触
れ
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
の
二
点
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。
な
お
、
『
気
圏
』

で
は
こ
の
段
は
摘
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
第
百
七
十
一
段
は
、
末
尾
の
「
萬
の
行
き
て
三
苗
を
征
せ
し
も
、
師
を

落
し
て
徳
を
敷
く
に
及
か
ざ
り
き
」
と
い
う
一
文
は
省
略
し
て
い
る
。
こ

れ
は
拙
稿
「
佐
藤
直
方
と
徒
然
草
」
で
も
す
で
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
こ

の
一
文
を
省
略
し
た
の
は
、
聖
人
萬
の
こ
と
を
兼
好
が
あ
げ
つ
ら
っ
た
と

感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
を
摘
出
し
た
の
は
、
「
よ
う
つ
の
事
、

外
に
向
き
て
求
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
、
こ
こ
も
と
を
正
し
く
す
べ
し
」
と

い
う
部
分
に
訓
戒
性
を
見
出
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
百
八
十
四
段
は
、
松
下
禅
尼
が
障
子
の
切
り
張
り
を
し
て
、
息
子
で

あ
る
執
権
北
条
時
頼
に
倹
約
の
手
本
を
示
し
た
話
で
あ
る
。
こ
の
段
も
「
い
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と
有
難
か
り
け
り
。
世
を
好
む
る
道
、
倹
約
を
本
と
す
。
女
性
な
れ
ど
も
、

聖
人
の
心
に
通
へ
り
。
天
下
を
保
つ
ほ
ど
の
人
を
子
に
て
持
た
れ
け
る
、

ま
こ
と
に
、
た
だ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
る
と
そ
」
と
い
う
末
尾
部
分
は
省

略
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
段
も
『
辮
艸
』
で
は
摘
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　
第
百
八
十
八
段
は
、
あ
る
少
年
が
説
経
師
に
な
ろ
う
と
し
た
が
、
肝
心

の
仏
教
の
勉
強
を
す
る
前
に
、
乗
馬
や
早
歌
の
練
習
に
明
け
暮
れ
て
、
と

う
と
う
説
経
師
に
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
冒
頭
の
話
か
ら
始
ま
っ
て
、
す

べ
て
を
な
げ
う
っ
て
自
分
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
事
に
遮
進
ぜ
よ
と
説
く

段
で
あ
る
。
た
だ
し
、
佐
藤
直
方
は
最
後
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

登
蓮
法
師
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
省
略
し
て
い
る
。
こ
の
段
の
冒
頭
は
、
法
師

の
話
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
引
用
し
て
い
る
。
『
な
ぐ
さ
み
草
』
で
も

こ
の
段
は
仏
教
の
こ
と
と
し
て
詳
し
く
書
い
て
い
る
。
直
方
は
、
仏
教
の

教
え
と
し
て
で
は
な
く
、
コ
事
を
必
ず
な
さ
ん
と
思
は
ば
、
他
の
事
の

破
る
る
を
も
傷
む
べ
か
ら
ず
、
人
の
嘲
り
を
も
恥
べ
か
ら
ず
。
万
事
の
換

へ
ず
し
て
は
、
一
の
大
事
な
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
部
分
に
訓
戒
性
を
強

く
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
百
八
十
九
段
と
第
二
百
十
一
段
は
と
も
に
世
の
中
の
あ
て
に
な
ら
な

さ
を
述
べ
た
段
で
あ
る
。
第
百
八
十
九
段
で
は
、
「
日
々
に
過
ぎ
行
く
さ
ま
、

か
ね
て
思
ひ
つ
る
に
は
似
ず
」
「
不
定
と
心
得
ぬ
る
の
み
、
ま
こ
と
に
て

違
は
ず
」
と
述
べ
、
第
二
百
十
一
段
で
も
「
万
の
事
は
、
頼
む
べ
か
ら
ず
」

と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
段
は
、
徒
然
草
の
中
で
も
後
世
へ
の
影
響
力
が
強

か
っ
た
段
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
第
百
八
十
九
段
は
、
樋
口
一
葉
の
日
記

に
も
「
世
の
中
の
事
湿
し
れ
難
き
物
は
あ
ら
じ
か
し
。
必
ず
な
ど
頼
め
た

る
事
も
大
か
た
は
違
ひ
ぬ
さ
へ
、
ひ
た
ぶ
る
に
違
ふ
か
と
す
れ
ば
、
又
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

も
な
か
り
け
り
。
い
か
に
し
て
い
か
に
か
せ
ま
し
」
と
あ
る
。
ま
た
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

二
百
十
一
段
は
、
林
羅
山
の
『
丙
辰
紀
行
』
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
段
を
抽
出
し
て
い
る
の
は
、
佐
藤
直
方
の
現
実
認
識
を
よ
く
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
第
二
百
十
一
段
は
、
彼
の
『
学
談
雑
録
』

で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
拙
稿
「
佐
藤
直
方
と
徒
然
草
」
で
も
指
摘

し
た
が
、
こ
こ
で
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
『
叢
談
雑
録
』
の
当
該
箇
所
を
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
た
い
。

佐
藤
直
方
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
、
人
間
の
心
と
い
う
も
の
に

対
す
る
彼
の
認
識
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
非
常
に
重
要
な
箇
所
で
あ

る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
ご
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

認
識
は
、
彼
の
徒
然
草
摘
出
箇
所
に
お
い
て
、
人
間
の
心
に
関
す
る
こ
と

を
多
数
抜
き
書
き
し
て
い
る
こ
と
と
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
こ
れ
を
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佐
藤
直
方
の
徒
然
草
摘
出
書
の
担
っ
て
い
た
意
味
も

よ
り
一
層
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
世
上
ス
ベ
テ
云
コ
ト
ニ
、
ア
ノ
人
里
タ
シ
カ
ナ
人
ジ
ヤ
、
非
義
ヲ

　
　
ス
ル
人
デ
ハ
ナ
イ
ト
云
ハ
ヲ
カ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
凡
人
ハ
其
時
二
当

　
　
テ
人
欲
が
出
ル
ト
信
義
ヲ
モ
ス
ル
ゾ
。
人
欲
ノ
ナ
キ
時
ハ
盗
ヲ
シ
、

　
　
偽
ヲ
言
フ
吐
蕃
ナ
ケ
レ
ド
モ
、
其
時
其
時
ノ
出
来
モ
ノ
ナ
リ
。
タ
シ

　
　
カ
ナ
ト
ユ
ル
シ
テ
大
キ
ナ
ダ
マ
シ
一
稼
フ
コ
ト
モ
ア
リ
。
凡
人
ハ
何

　
　
時
イ
カ
ヤ
ウ
ナ
心
が
出
様
モ
知
レ
ヌ
。
コ
コ
ヲ
ユ
ル
サ
ヌ
が
自
動
ナ
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り
。
賢
人
君
子
ノ
目
利
デ
タ
シ
カ
ナ
人
ヲ
ト
リ
出
サ
レ
タ
ヲ
バ
、
大

ナ
ル
柏
餅
ア
ル
マ
ジ
。
大
抵
ノ
人
ノ
目
利
デ
ハ
受
取
ラ
レ
ヌ
。
世
々

ノ
大
名
士
大
夫
力
主
君
ニ
ウ
ラ
ガ
ヘ
ル
ヲ
見
ヨ
。
貧
ノ
盗
二
恋
ノ
歌

ナ
レ
バ
、
サ
リ
ト
テ
ハ
頼
マ
レ
ヌ
ハ
凡
人
ナ
リ
。
自
己
ヲ
モ
頼
マ
レ

ヌ
ト
思
フ
テ
謹
ム
ベ
シ
。
ア
ノ
人
ナ
ン
タ
ル
コ
ト
ニ
モ
コ
コ
石
鼓
シ

　
　
カ
ナ
ト
云
ホ
ド
、
メ
ツ
タ
ナ
コ
ト
ハ
ナ
イ
。
二
心
サ
へ
頼
レ
ヌ
。
コ

　
　
コ
ハ
兼
好
ガ
ヨ
ク
云
テ
ヲ
イ
タ
。
何
時
如
何
様
ナ
ル
心
が
出
来
ヤ
ウ

　
　
ヤ
ラ
知
レ
ヌ
。
扱
モ
官
牒
キ
コ
ト
カ
ナ
ト
自
イ
タ
ミ
戒
ム
ル
心
ア
ル

　
　
人
血
頼
母
シ
。
他
人
ヲ
サ
ヘ
タ
シ
カ
ナ
ト
定
ム
ル
目
利
ナ
レ
バ
、
我

　
　
身
ノ
コ
ト
ハ
至
極
タ
シ
カ
ニ
思
フ
ラ
ン
。
ヲ
カ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
古

　
　
歌
二
、
「
幾
度
か
思
ひ
さ
だ
め
て
か
は
る
ら
ん
た
の
む
ま
じ
き
は
心

　
　
な
り
け
り
」
。
ヨ
ク
コ
コ
ロ
ミ
タ
ル
ナ
リ
。
朱
子
日
、
本
領
分
明
義
理
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

　
　
明
白
閑
時
都
、
如
此
説
及
至
臨
小
利
害
、
便
無
点
得
此
則
尤
可
聴
。

　
こ
こ
に
は
、
悲
観
的
・
絶
望
的
と
も
書
え
る
よ
う
な
佐
藤
直
方
の
人
間

観
が
表
れ
て
い
る
。
他
人
の
心
の
頼
み
難
さ
、
さ
ら
に
は
自
分
自
身
の
心

さ
え
も
頼
み
難
い
と
い
う
人
間
観
で
あ
る
。
直
方
と
て
も
徹
頭
徹
尾
人
間

の
心
が
悪
で
あ
る
と
は
見
て
い
な
い
。
む
し
ろ
普
段
は
善
良
な
人
間
が
、

あ
る
時
「
人
欲
」
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
か
ら
悪
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま

う
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
見
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
人

間
観
は
「
世
々
ノ
大
名
士
大
夫
が
主
君
ニ
ウ
ラ
ガ
ヘ
ル
ヲ
見
ヨ
」
と
言
い
、

「
ア
ノ
人
ナ
ン
タ
ル
コ
ト
ニ
モ
コ
コ
ハ
タ
シ
カ
ナ
ト
云
ホ
ド
メ
ツ
タ
ナ
コ

ト
ハ
ナ
イ
。
下
心
サ
へ
頼
レ
ヌ
。
コ
コ
ハ
兼
好
ガ
ヨ
ク
云
テ
ヲ
イ
タ
」
と

言
い
、
こ
こ
で
徒
然
草
第
二
百
十
一
段
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
具
体
的
に
徒
然
草
の
ど
の
部
分
と
い
う
原
文
の
引
用
は
な
い
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
人
間
の
心
の
頼
み
難
さ
に
つ
い
て
書
か

れ
て
い
る
の
は
、
第
二
百
十
一
段
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
第
二
百
十
一
段
に
は
、
「
奴
従
へ
り
と
て
、
頼
む
べ
か
ら
ず
。

背
き
走
る
事
あ
り
。
人
の
志
を
も
頼
む
べ
か
ら
ず
。
必
ず
変
ず
。
約
を
も

頼
む
べ
か
ら
ず
。
信
あ
る
事
少
な
し
。
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
『
学
談
雑
録
』
は
、
佐
藤
直
方
の
学
談
の
口
述
筆
記
で
あ

る
が
、
い
つ
頃
の
筆
記
で
あ
る
か
は
年
紀
が
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
。
た

だ
し
、
「
附
録
末
条
の
文
中
に
享
保
丙
申
即
ち
元
年
（
直
方
六
十
八
歳
）

の
年
紀
が
見
え
る
こ
と
や
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
晩
年
の
口
述
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

る
。
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
『
し
の
》
め
』
は
貞
享
二
年
、
直
方
三
十
六

歳
の
時
の
徒
然
草
抜
き
書
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
学
談
は
、
『
し
の
》
め
』

よ
り
も
三
十
年
以
上
も
後
の
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
こ
で
、
「
コ
コ

ハ
兼
好
ガ
ヨ
ク
云
テ
ヲ
イ
タ
」
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
徒
然
草

第
二
百
十
一
段
に
対
す
る
佐
藤
直
方
の
共
感
は
、
非
常
に
強
く
か
つ
持
続

す
る
思
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
し
か
も
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
徒
然
草
第
二
百
十
一
段
で
兼
好
は
、

自
分
自
身
の
心
さ
え
も
ど
の
よ
う
に
変
貌
す
る
か
頼
み
難
い
と
ま
で
は
直

接
述
べ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佐
藤
直
方
は
、
兼
好
の
人
間
観
を

一
歩
進
め
る
形
で
、
「
自
己
ヲ
モ
頼
マ
レ
ヌ
ト
思
フ
テ
謹
ム
ベ
シ
」
「
要
心

サ
へ
頼
マ
レ
ヌ
」
と
ま
で
述
べ
て
、
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
心
の
頼
み
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難
さ
を
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
徒
然
草
に
お
い
て
兼
好
は
自
分
自
身
の
心
と
い
う
も
の

に
対
し
て
は
楽
観
的
だ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
第

二
百
三
十
五
段
に
お
い
て
兼
好
も
、
人
間
の
心
、
ひ
い
て
は
自
分
の
心
と

い
う
も
の
の
実
体
を
問
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
段
も
ま
た
直
方

は
抜
き
書
き
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
方
に
お
け
る
人
間
の
心
へ
の
関
心

の
あ
り
方
が
い
か
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

第
二
百
三
十
五
段
は
徒
然
草
の
原
文
を
全
文
に
わ
た
っ
て
引
用
し
て
い
る

が
、
こ
の
原
文
に
は
心
と
い
う
も
の
の
不
思
議
さ
は
述
べ
ら
れ
て
い
て
も
、

直
接
的
な
意
味
で
の
「
庸
俗
」
の
た
め
の
訓
戒
と
い
う
も
の
は
な
い
。
こ

こ
に
あ
る
の
は
、
人
間
の
心
に
対
す
る
兼
好
の
ま
る
で
低
く
つ
ぶ
や
く
よ

う
な
率
直
な
感
想
の
み
で
あ
る
。

　
し
か
も
こ
の
段
は
『
な
ぐ
さ
み
草
』
に
よ
れ
ば
、
神
道
の
教
義
と
も
関

わ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
直
方
は
師
匠
の
山

崎
闇
斎
が
神
道
に
傾
斜
し
、
垂
加
神
道
の
開
祖
と
な
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、

闇
斎
か
ら
破
門
さ
れ
る
ほ
ど
、
純
粋
に
朱
子
学
を
奉
ず
る
学
者
で
あ
っ
た
。

そ
の
彼
が
、
神
道
と
も
通
じ
る
と
解
釈
さ
れ
る
徒
然
草
第
二
百
三
十
五
段

を
摘
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
抄
出
章
段
に
も
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
こ
の
段
が
人
間
の
心
の
関
す
る
段
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
が
共
感

し
て
抜
き
書
き
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
二
百
四
十
二
般
が
摘
出
さ
れ
て
い
る
の
も
、
同
様
な
観
点
か
ら
理
解

で
き
る
。
第
二
百
三
十
五
段
が
神
道
的
な
内
容
を
持
つ
段
だ
っ
た
の
に
対

し
て
、
こ
の
第
二
百
四
十
二
段
は
仏
教
的
な
段
で
あ
る
。
「
違
順
」
「
楽
欲
」

「
顛
倒
の
想
」
の
よ
う
な
仏
教
用
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
名
声
欲
・
色
欲
・

食
欲
の
三
つ
の
欲
望
を
求
め
て
は
い
け
な
い
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
明

ら
か
に
仏
教
的
な
段
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
段
を
摘
出
し
て
い
る

の
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
こ
の
段
で
問
題
に
し
て
い
る
も
の
が
人
間
の
心

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
『
し
の
ン
め
』
に
摘
出
さ
れ
て
い
る
徒
然
草
の
章
段
を
一
つ
ず

つ
検
討
し
、
な
ぜ
そ
の
段
が
佐
藤
直
方
に
よ
っ
て
摘
出
さ
れ
た
か
を
考
察

し
て
き
た
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
佐
藤
直
方
の
摘
出
の
特
徴
が
浮
か
び

上
が
っ
て
き
た
と
思
う
。
直
方
が
古
文
に
書
い
て
い
た
「
訓
戒
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
は
、
決
し
て
日
常
生
活
上
の
具
体
的
な
教
訓
で
は
な
く
、
も
っ

と
根
本
的
な
人
間
の
心
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
た
時
の
「
訓
戒
」
と
な
る

べ
き
段
が
摘
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る

た
め
に
各
州
の
検
討
に
際
し
て
、
当
時
の
徒
然
草
の
読
み
方
と
し
て
、
教

訓
性
を
前
面
に
打
ち
出
し
、
日
常
生
活
に
お
け
る
振
る
舞
い
や
人
間
関
係

な
ど
の
教
訓
と
な
る
部
分
を
強
調
す
る
読
み
方
を
示
し
て
い
る
松
永
貞
徳

の
『
な
ぐ
さ
み
草
』
を
適
宜
参
照
し
た
の
で
あ
る
。
『
な
ぐ
さ
み
草
』
で
は
、

た
と
え
ば
、
「
い
つ
く
に
も
あ
れ
、
し
ば
し
旅
立
ち
た
る
こ
そ
、
目
さ
む

る
心
地
す
れ
」
と
い
う
旅
の
こ
と
を
書
い
た
第
十
五
段
は
「
か
わ
い
い
子
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に
は
旅
を
さ
せ
よ
」
と
い
う
教
訓
と
し
て
捉
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
章
段

を
佐
藤
直
方
は
摘
出
し
て
い
な
い
。

　
直
方
に
と
っ
て
徒
然
草
か
ら
摘
出
す
べ
き
章
段
と
は
、
心
の
あ
り
方
、

心
と
い
う
も
の
本
質
に
関
す
る
章
段
が
と
り
わ
け
目
立
っ
た
。
政
治
の
あ

り
方
を
説
く
章
段
も
も
ち
ろ
ん
い
く
つ
か
摘
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら

よ
り
も
心
に
関
す
る
章
段
の
方
が
格
段
に
多
い
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
け

る
徒
然
草
理
解
は
、
教
訓
書
と
し
て
、
あ
る
い
は
儒
教
・
仏
教
・
老
荘
思

想
と
い
う
三
教
一
致
の
書
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

の
理
解
は
徒
然
草
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
目
に
見
え
る
そ
の
ま
ま
の
形

ヒ
で
受
け
取
っ
て
い
る
。
一
方
、
佐
藤
直
方
の
抄
出
態
度
は
、
色
欲
の
戒
め

や
友
人
論
、
対
人
関
係
に
お
け
る
振
る
舞
い
方
、
世
の
中
の
不
定
や
頼
み

難
さ
な
ど
、
一
見
教
訓
的
に
見
え
る
多
様
な
内
容
を
抽
出
し
て
い
る
か
に

見
え
て
、
実
は
そ
れ
ら
の
章
段
は
、
背
後
に
人
間
の
心
の
あ
り
方
や
本
質

を
見
据
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
段
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。

　
佐
藤
直
方
は
、
徒
然
草
に
点
在
す
る
人
間
の
心
の
あ
り
方
や
心
の
本
質

を
論
じ
た
段
に
的
を
絞
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
徒
然
草
の
本
質
を
見
据
え
た

と
も
解
釈
で
き
る
点
で
、
個
性
的
な
独
自
の
深
い
理
解
に
な
っ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
翻
っ
て
、
徒
然
草
に
は
、
「
心
の
あ

り
方
、
心
の
本
質
に
関
す
る
考
察
の
書
」
と
い
う
一
面
が
あ
る
こ
と
も
、

浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
徒
然
草
の
抄
出
書
の
考
察
が
、
徒
然
草
の
本
質
を
照
ら
し
出
す
一
助
と

も
な
る
と
す
れ
ば
、
佐
藤
直
方
以
外
に
も
取
り
上
げ
る
べ
き
徒
然
草
の
抄

出
書
は
い
く
つ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
崎
闇
斎
門
下
の
朱
子
学
者
藤
井

癩
斎
に
よ
る
『
徒
然
草
摘
議
』
や
、
幕
末
の
画
家
・
啓
蒙
思
想
家
司
馬
江

漢
の
随
筆
『
春
波
楼
筆
記
』
に
見
ら
れ
る
徒
然
草
か
ら
の
か
な
り
の
数
に

の
ぼ
る
抄
出
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
を
、
「
徒

然
草
か
ら
の
章
段
抽
出
書
に
よ
っ
て
徒
然
草
の
本
質
を
照
射
す
る
研
究
方

法
」
の
第
一
歩
と
し
て
、
今
後
は
、
藤
井
身
動
や
司
馬
江
漢
た
ち
に
お
け

る
徒
然
草
抄
出
書
の
研
究
を
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
四
年
十
一
月
十
三
日
受
理
）

注

（
1
）
　
拙
稿
「
佐
藤
直
方
と
徒
然
草
」
（
『
汲
古
』
第
四
十
二
号
・
平
成

　
　
十
四
年
十
二
月
）

（
2
）
　
西
尾
実
「
「
賢
」
か
「
愚
」
か
…
「
つ
れ
づ
れ
草
」
第
八
十
五
段

　
　
の
解
釈
と
本
文
問
題
…
」
（
『
つ
れ
づ
れ
草
文
学
の
世
界
』
所
収
・
法

　
　
政
大
学
出
版
局
・
一
九
七
二
年
、
初
出
は
昭
和
十
二
年
二
月
号
『
解

　
　
釈
と
鑑
賞
』
）

（
3
）
　
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
（
岩
波
書
店
）
の
当
該
項
目
解
説
に
よ

　
　
る
。

（
4
）
　
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
1
2
吉
田
健
舟
・
海
老
田
輝
旧
著
『
佐
藤

　
　
直
方
・
三
宅
尚
斎
』
（
名
徳
出
版
社
・
平
成
二
年
）
、
四
九
頁
。

（
5
）
　
徒
然
草
の
本
文
の
引
用
は
、
西
尾
実
・
安
良
岡
康
作
校
注
『
新
訂

　
　
徒
然
草
』
（
岩
波
文
庫
）
に
拠
っ
た
が
、
表
記
等
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

（
6
）
　
『
徒
然
東
雲
』
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
森
和
也
「
『
徒
然
東

　
　
雲
』
考
…
…
増
穂
最
仲
の
『
徒
然
草
』
注
釈
の
位
相
」
（
『
文
芸
と
批
評
』

　
　
一
九
九
五
年
一
一
月
）
が
あ
る
が
、
書
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
触
れ

　
　
ら
れ
て
い
な
い
。



（
7
）
　
亀
井
伸
明
校
訂
『
見
聞
談
叢
』
（
岩
波
文
庫
）
の
巻
之
一
、
参
照
。

（
8
）
　
障
本
思
想
大
系
3
1
『
由
崎
闇
斎
学
派
』
、
五
七
八
頁
参
照
。

（
9
）
　
拙
著
『
徒
然
草
の
内
景
』
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
・
一
九
九
四
年
）
、

　
　
第
十
四
章
参
照
。

（
1
0
）
注
4
書
、
二
頁
。

（
1
1
）
　
拙
著
『
徒
然
草
の
遠
景
』
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
・
一
九
九
八

　
　
年
）
、
　
二
〇
頁
参
照
。

（
1
2
）
　
拙
稿
「
徒
然
草
古
注
釈
書
の
方
法
…
…
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
か

　
　
ら
『
野
槌
』
へ
…
…
」
（
『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
第
十
八
号
・
平
成

　
　
十
二
年
）
に
お
い
て
考
察
し
た
。

（
1
3
）
　
引
用
は
、
『
増
訂
佐
藤
直
方
全
集
』
第
一
巻
、
九
七
頁
か
ら
九
八
頁
に

　
　
拠
っ
た
。

（
1
4
）
　
注
8
書
、
五
五
九
頁
。

佐藤直方の徒然草観

付
記
　
本
研
究
は
、
平
成
十
四
年
度
放
送
大
学
特
別
研
究
費
に
よ
る
研
究

　
　
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
佐
藤
直
方
の
伝
記
研
究
に
関
し
て
、

　
　
和
田
英
松
『
芸
備
の
学
者
』
、
『
新
市
町
史
』
、
『
備
後
史
談
』
な
ど
、

　
　
福
山
城
博
物
館
学
芸
員
園
尾
裕
氏
よ
り
御
教
示
を
受
け
た
。
併
せ

　
　
て
、
放
送
大
学
広
島
学
習
セ
ン
タ
ー
福
山
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

　
　
の
有
田
英
勝
氏
に
も
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

　
　
す
。
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’Naokata　Sato’s　View　ef　Tsurezuregusa’

Shimauchi　Yuko

Abstraet

　　This　paper　studies　how　Sato　Naokata，　a　Zhuxi　scholar　in　the　Edo　era，

ineerpreted　Tsurezuregusa　through　the　process　of　editing　and　extracting　the

text，　and　specifies　its　significance　and　position　held　in　the　centemporaneous

context　of　literature．　Naokata　published　two　extract　editions　of　Tsurezuregusa；

Benso　and　ShiHonome．　The　paper　examines　the　latter　edition　in　detail，　for　it

has　more　chapters　extracted　from　the　original　text　than　Benso．　lt　will　thereby

clarify　the　reasons　why　Naokata　extracted　soine　particular　chapters　of

Tsurezuregusa，　and　illustrate　some　significant　manners　in　which　he　did　so．

Instead　of　reading　Tsurezuregusa　as　a　book　of　moral　instructions　for　daily　life，

he　treated　it　to　be　a　book　on　the　reflection　of　the　state　of　human　mind．　The

paper　concludes　by　showing　hQw　this　type　of　studies　of　the　extract　editions　of

Tsurezuregusa　will　be　suggestive　and　helpful　for　us　to　appreeiate　the　real

nature　of　Tsurezuregusa　more　deeply，　and　how　it　will　lead　to　a　further

development　of　Tsurezuregusa　studies．


