
鼎
な
き
文
」
と
は
、
右
の
小
山
多
乎
理
－
人
だ
け
で
な
く
、
こ
の
末

文
を
快
く
書
写
人
も
、
ま
た
斯
く
誤
認
し
、
書
写
の
際
祖
本
に
見
え

る
「
冬
ご
も
ろ
空
の
け
し
ぎ
に
…
上
の
二
百
二
十
九
字
を
切
捨
て

た
も
の
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
し
、
殊
に
現
存
諸
本
五
十
数
種
の
う
ち
、

上
記
の
五
写
本
以
外
の
諸
本
に
は
、
右
の
末
文
が
見
え
る
ば
か
り
で

な
く
、
古
本
に
属
す
る
善
本
に
は
、
行
文
は
紙
を
改
め
て
末
文
が
書

か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

元
来
本
物
語
「
よ
し
な
し
こ
と
」
は
往
来
物
の
系
統
を
引
き
、
そ

の
内
容
は
極
端
に
誇
張
し
て
以
外
な
滑
稽
味
を
盛
上
げ
た
書
翰
文
体

で
あ
る
の
に
較
べ
、
こ
の
二
百
二
十
九
字
の
末
文
は
、
一
見
物
語
の

残
閥
文
ら
し
く
見
せ
か
け
た
散
文
詩
的
文
体
の
冒
頭
文
で
、
し
か
も

叙
景
を
配
し
た
王
朝
風
の
趣
向
を
持
っ
て
あ
る
な
ど
か
ら
見
て
、
同

一
簾
中
に
収
め
ら
れ
た
之
等
両
者
の
成
立
は
異
な
る
如
く
考
へ
ら
れ

る
が
、
こ
の
冒
頭
文
中
に
は
、
千
五
百
番
歌
合
の
「
今
よ
り
は
木
葉

が
く
れ
も
な
け
れ
ど
も
時
雨
に
の
こ
ろ
村
雨
の
月
」
と
い
ぶ
具
親
の

歌
が
引
用
や
ら
′
れ
て
あ
る
資
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
末
文
の
成
立
は
建

仁
元
年
（
三
〇
二
）
以
後
と
見
倣
さ
れ
る
。
従
っ
て
古
体
に
擬
装

し
た
作
者
の
意
図
が
問
題
と
な
る
。
現
に
松
浦
物
語
の
末
尾
に
も
、

こ
れ
と
類
似
．
し
た
趣
向
の
冒
頭
文
の
み
が
添
加
さ
れ
「
こ
の
お
く
も

本
く
ち
う
せ
て
は
な
れ
お
ち
に
け
り
と
本
に
」
と
記
し
て
あ
る
が
、

両
作
品
の
形
態
を
照
合
し
て
見
る
蒔
、
い
づ
れ
も
そ
の
作
品
を
古
代

の
成
立
に
擬
装
さ
せ
た
作
者
の
技
巧
的
表
現
で
あ
る
。
従
っ
て
「
よ

四
六

し
な
し
こ
と
」
の
作
者
は
、
そ
の
作
品
の
末
尾
に
僅
か
二
百
二
十
九

字
の
古
体
の
冒
頭
文
だ
け
を
留
め
「
そ
の
奥
も
本
く
ち
う
せ
て
は
な

れ
お
ち
け
り
」
の
趣
向
を
と
り
、
物
語
の
成
立
を
古
代
に
擬
装
さ
せ

て
、
伝
承
に
よ
る
古
典
的
価
値
を
高
め
よ
う
と
企
図
し
た
こ
と
が
窺

は
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
の
委
細
は
立
命
館
文
学
第
九
号
所
載
拙

稿
「
堤
中
納
言
物
語
『
よ
し
な
し
ご
と
』
に
於
け
る
末
文
の
吟
味
」

を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

以
上
の
如
く
検
討
し
て
み
る
時
、
堤
中
納
言
物
語
の
原
本
に
は

「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
末
尾
文
が
あ
っ
た
も
の
を
、
李
花
車
文
庫
本
及

び
そ
の
系
統
本
か
ら
は
脱
落
し
た
も
の
と
推
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

〔
昭
和
甘
八
年
十
二
月
稿
〕

岡
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一

心
　
　
敬
　
　
）
」
　
　
芭

蕉

一
心
敬
は
「
中
世
の
．
芭
蕉
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
心
敬
を
称
し
て
「
中
世
の
琶
蕪
」
と
い
う
の
は
簡
明
に
し
て

適
確
な
表
現
の
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る
が
、
葵
は
こ
れ
ほ
ど
あ
い
ま

い
な
表
現
は
な
い
。
そ
も
そ
も
近
松
を
目
し
て
日
本
の
沙
翁
と
し
た

り
、
あ
る
い
は
何
々
、
以
下
こ
れ
に
類
す
る
表
現
は
数
多
く
あ
る
が
、

i
種
、
新
聞
の
見
出
し
的
評
語
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
表
現
に
は

心
徹
や
近
松
の
本
家
は
芭
蕉
で
あ
り
沙
翁
で
あ
る
と
い
う
感
を
伴
っ

て
い
る
。
何
と
な
く
早
わ
か
り
ず
る
い
い
ま
わ
し
て
は
あ
る
が
、
本

質
に
せ
ま
っ
た
物
言
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
表
現
が
さ

れ
る
以
上
、
そ
こ
は
十
分
の
近
似
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

心
敬
と
芭
蕉
と
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
頴
原
退
蔵
氏
著
「
俳
譜
精

神
の
探
究
」
や
、
荒
木
良
雄
氏
著
「
心
敬
（
創
元
選
馨
）
」
に
お
い
て

詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
九
鬼
清
氏
に
も
「
心
敬
と
芭
蕉
」

と
題
す
る
論
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
多
分
、
和
歌
山
大
学
「
学
芸
研
究

心

敬

と

芭

蕉

～
人
文
科
学
－
」
の
一
号
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、

琶
蕪
を
論
じ
て
心
被
に
ふ
れ
た
文
章
も
い
く
つ
か
読
ん
だ
。
そ
れ
導

の
論
に
通
じ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
心
敬
と
芭
蕉
と
は
そ
の
論
に
お

い
て
も
作
品
に
お
い
て
も
、
時
代
が
離
れ
、
環
境
を
異
に
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
く
似
て
い
る
こ
と
、
芭
蕉
は
心
敬
の
面
接
の
影

響
を
受
け
て
い
る
に
ら
が
い
な
い
こ
と
、
し
か
も
、
琶
駕
が
心
敬
か

ら
面
接
に
影
響
を
蒙
っ
た
と
い
う
こ
と
を
決
定
的
に
証
拠
づ
け
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
の
三
点
に
癖
着
す
る
。

諭
の
展
開
上
、
こ
こ
に
頴
原
、
荒
木
両
氏
の
業
踵
を
ふ
り
か
え
っ

て
み
て
、
心
敬
芭
蕉
の
相
関
関
係
を
略
述
し
ょ
う
。

頴
原
氏
は
「
確
か
に
西
行
と
芭
蕉
、
さ
う
し
て
宗
紙
と
芭
蕉
と
の

つ
な
が
り
に
は
二
校
的
な
伝
統
を
超
え
た
親
し
さ
が
見
ら
れ
る
。
し

か
し
心
敬
と
の
特
殊
な
血
脈
に
つ
い
て
は
、
芭
蕉
自
身
に
そ
れ
を
示

さ
う
と
す
る
何
の
身
擬
も
見
ら
れ
な
い
。
少
く
と
も
彼
が
西
行
で
あ

四
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り
宗
祇
で
あ
ら
う
と
し
た
や
う
な
熱
意
を
、
心
敬
に
つ
い
て
も
蒔
っ

て
居
た
と
い
ふ
肇
を
証
す
べ
き
資
料
は
全
く
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

は
ら
ず
、
や
は
り
芭
蕉
は
心
敬
の
精
神
を
面
接
に
学
ん
だ
に
ら
が
ひ

な
い
と
私
は
言
ひ
た
い
」
と
い
い
、
こ
の
面
接
と
い
う
こ
と
は
「
芭

蕉
が
心
敬
の
論
薯
を
実
際
に
読
ん
で
居
た
か
否
か
と
い
ふ
雷
は
さ
ま

で
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
連
歌
の
史
的
展
開
に
於
て
、
心
敬
の
理

論
を
作
品
の
上
に
具
現
し
た
も
の
が
宗
祇
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
宗
祇
か
ら
の
系
譜
の
中
に
自
ら
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
芭
蕉
が
、

ま
た
心
敬
か
ら
の
血
脈
を
身
に
具
へ
る
べ
き
は
自
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
し
か
も
芭
蕉
の
俳
譜
が
日
本
文
学
の
最
も
高
い
境
地
に
ま
で
到

り
得
た
と
見
ら
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
日
本
文
芸
の
理
念
と
し
て
最
も

深
奥
な
意
味
を
も
つ
心
敬
の
達
歌
論
が
、
恰
か
も
面
接
的
な
繋
が
り

を
も
っ
て
反
映
し
て
来
る
の
は
、
も
つ
と
当
然
の
こ
と
と
言
は
ね
は

な
ら
ぬ
。
芭
蕉
と
心
敬
と
の
関
係
が
、
一
般
的
な
文
芸
伝
統
と
見
る

よ
り
も
更
に
面
接
的
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
実
は
専
ら
と
の
や
う
な

方
面
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
雷
で
あ
っ
た
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
論
は
初
め
に
俳
論
書
に
あ
ら
あ
れ
た
心
敬
の
こ
と
ば
を

さ
ぐ
り
、
次
い
で
幽
玄
、
艶
の
伝
統
を
語
っ
て
心
敬
の
ひ
え
・
や
せ

・
さ
び
に
至
り
、
そ
こ
で
芭
蕉
の
さ
び
に
転
じ
、
更
に
軽
み
、
流
行
、

附
合
論
に
ま
で
及
ん
で
心
敬
と
芭
蕉
と
の
相
関
関
係
を
つ
ぶ
さ
に
論

じ
っ
く
さ
れ
て
い
る
。
僕
に
は
こ
れ
以
上
相
関
関
係
を
例
示
論
証
す

る
こ
と
は
困
難
の
よ
う
で
も
あ
り
、
不
要
の
よ
う
で
も
あ
る
。

四
八

次
に
荒
木
氏
に
移
る
。
氏
は
「
詩
歌
芸
術
が
人
生
に
お
い
て
占
め

る
意
義
と
価
値
と
の
根
本
問
題
」
に
お
い
て
心
敬
と
芭
蕉
と
に
相
通

ず
る
と
こ
ろ
あ
る
を
指
摘
し
、
近
似
し
た
句
境
の
発
句
を
例
示
し
、

句
に
向
う
態
度
を
述
べ
、
両
者
に
お
け
る
禅
の
影
響
を
示
し
、
、
更
に

漢
詩
文
の
摂
取
の
仕
方
に
お
い
て
両
者
軌
を
十
に
す
る
こ
と
を
力
説

績
述
し
、
な
お
表
現
技
巧
、
対
社
会
的
な
人
間
位
置
に
つ
い
て
も
論

ぜ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
心
敬
の
「
老
の
く
り
ご
と
」
申
、
大
山
の

麓
に
お
け
る
幽
橘
の
一
条
と
芭
蕉
の
「
幻
住
廃
語
」
と
の
近
似
を
極

め
て
詳
細
に
語
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
僕
が
心
敬
と
菖

蕪
と
の
近
似
関
係
に
つ
い
て
寸
言
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
く
、
ま

た
そ
の
こ
と
は
不
要
で
も
あ
る
感
が
つ
よ
い
。

以
上
要
領
を
摘
記
し
た
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
こ
と
は
こ
の
高

書
に
つ
い
て
見
て
も
ら
え
ば
わ
か
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
煩
を
い

と
う
て
こ
こ
に
説
明
は
し
な
い
。
し
か
し
心
敬
と
芭
蕉
と
の
近
似
の

相
貌
は
あ
ら
あ
ら
わ
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
患
う
。
要
す
る
に
心
敬

と
芭
蕉
と
は
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
似
す
ぎ
て
い
る
の

で
あ
る
。

二
　
僕
も
こ
れ
ら
先
学
の
論
文
に
み
ち
び
か
れ
て
、
心
敬
と
琶
蕪
と

の
関
係
を
た
ず
ね
て
み
た
。
誠
に
興
味
ふ
か
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
心
敬
と
芭
蕉
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
血
脈
相
承
の
、
更
に
し

め
あ
げ
れ
ば
、
芭
蕉
が
心
敬
の
著
述
を
読
ん
で
、
こ
れ
か
ら
恒
に
影

響
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
を
、
文
献
上
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
立
証

す
る
ま
で
に
は
ゆ
き
つ
け
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
似
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
前
提
に
し
て
読
ん
だ
た
め
か
、
心
敬
と
芭
蕉
と
の
相
異
の
み

が
妙
に
は
つ
l
き
り
し
て
来
た
。
宙
接
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
頴
原
氏
が
言
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
恰
か
も
直
接
的
な
繋

が
り
を
も
っ
て
反
映
し
て
来
る
」
と
い
う
ぼ
や
け
た
言
い
方
を
し
て
、

「
葵
は
専
ら
こ
の
や
う
な
方
面
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
事
で
あ
っ
た
」

と
言
い
高
さ
ね
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
合
点
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
心
敬
と
芭
蕉
と
の
関
係
は
、
け
っ
し
て
こ
れ
で
終

り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
頴
庶
民
が
「
し
か
し
我
が
詩
歌
の
新
し

い
展
開
を
思
ふ
時
、
こ
の
喜
美
は
や
は
り
深
い
省
察
の
資
と
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
」
と
論
を
結
ん
で
い
ら
れ
る
如
く
、
何
返
老
え
て
も
よ

い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は
芭
蕉
は
西
行
・
宗
祇
・
利
休
に
つ

な
が
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
真
淵
は
万
葉
を
模
倣
す
る
こ
と
を

勧
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
和
歌
を
打
開
し
ょ
う
と
し
た
。
近
代
文
学
に

お
け
る
ア
ラ
ラ
ギ
も
そ
う
で
あ
る
。
文
芸
遺
産
を
積
極
的
に
受
け
と

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
古
典
に
郷

愁
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
古
典
の
重
圧
に
屈
す
る
こ
と
で
あ
り
、

古
典
へ
の
迎
合
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
彼
は
こ
う

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
自
由
な
意
志
だ
け
で
動
け

る
も
の
か
、
あ
る
い
は
同
一
の
環
境
の
中
に
あ
つ
て
は
常
に
同
一
の

反
応
を
呈
す
る
自
然
科
学
的
な
動
き
で
あ
る
か
。
頻
尿
氏
の
言
の
如

く
「
西
行
・
宗
祇
か
ら
の
伝
統
を
深
く
一
身
に
休
し
て
、
俳
譜
に
和

心

敬

と

芭

蕉

歌
・
連
歌
と
同
じ
芸
道
の
自
覚
を
と
っ
た
芭
蕉
が
、
か
う
し
て
心
敬

の
理
論
と
合
致
す
る
歩
み
を
辿
っ
た
こ
と
は
当
然
と
い
へ
ば
当
然
で

あ
ら
う
」
か
も
知
れ
な
い
が
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
、
は
追
求
さ
れ

ね
は
な
ら
ぬ
し
、
文
芸
遺
産
と
し
て
心
敬
を
芭
蕉
が
受
け
と
つ
た
か

ど
う
か
、
彼
が
そ
う
い
う
決
意
を
し
た
の
で
あ
る
か
、
し
た
と
す
れ

ば
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
決
意
を
す
る
に
至
っ
た
か
ば
重
要
な
問
題

で
あ
る
。

三
　
荒
木
氏
は
心
敬
の
「
馨
の
く
り
ご
と
」
申
、
大
山
の
麓
に
お
け

る
幽
桶
の
一
条
と
芭
蕉
の
「
幻
住
庵
記
」
と
を
対
比
し
て
「
心
敬
の

幽
椙
が
、
さ
ら
に
山
深
う
し
て
、
そ
の
叙
述
が
秋
の
季
節
を
主
と
し

て
を
り
、
芭
蕉
の
庵
居
が
、
や
や
人
煙
に
近
く
て
、
春
を
主
と
し
て

ゐ
る
と
い
っ
た
小
異
は
あ
る
け
れ
ど
も
」
と
し
て
い
ら
れ
を
が
、
こ

の
小
異
は
な
る
ほ
ど
小
異
で
あ
る
が
、
見
す
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
は
「
馨
の
く
り
ご
と
」
に
伴
う
く
ら
さ
、
ま
じ
め
さ
と
「
幻

住
庵
記
」
に
伴
う
（
比
較
上
の
こ
と
で
は
あ
る
が
）
あ
か
る
さ
、
洒

脱
さ
と
を
標
徴
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
連
歌
と
俳
譜
の
ジ
ャ
ン
ル

の
相
異
で
あ
り
、
明
確
な
展
開
の
相
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
は
閉
さ
れ

た
場
と
開
か
れ
た
場
と
の
相
違
と
し
て
，
も
把
握
さ
れ
る
。
両
者
の
違

い
は
ま
た
、
心
敬
の
「
い
忙
し
や
よ
ひ
の
比
よ
り
、
・
栗
の
み
た
れ
さ

へ
し
き
り
に
成
、
た
か
び
に
弓
や
な
く
び
の
み
の
ヾ
か
ま
び
す
し
き
、

さ
な
か
ら
刀
山
勘
樹
の
も
と
1
成
侍
れ
ば
、
旅
の
う
れ
へ
も
、
ま
す

I
－
身
を
き
る
こ
と
く
な
れ
は
、
い
か
な
る
岩
の
は
さ
ま
、
水
の
む

四
九



し
ろ
に
も
、
し
ば
し
の
心
を
の
へ
、
世
の
う
き
掌
の
、
き
こ
え
さ
ら

ん
方
も
か
な
と
尋
入
侍
る
」
の
と
、
芭
蕉
の
奥
の
細
道
の
行
脚
を
終

え
て
、
「
今
歳
湖
水
の
波
に
濠
、
鳩
の
浮
巣
の
流
と
ゞ
ま
る
べ
き
声

の
山
本
の
陰
た
の
も
し
く
」
い
と
か
り
そ
め
に
入
っ
た
の
と
に
単
軸

に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
ち
が
い

を
超
え
て
、
じ
か
の
親
し
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
心
敬
は

む
し
ろ
受
身
に
動
い
た
の
に
芭
蕉
は
能
動
的
で
あ
っ
た
。
琶
蕪
の
旅

は
強
い
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
見
る
べ
く
、
彼
の
俳
譜
に
お
け

る
伝
統
の
受
容
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。

「
磐
の
く
り
ご
と
」
が
ま
た
長
明
の
「
方
丈
記
」
申
、
日
野
の
閑

居
の
一
条
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
も
荒
木
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
説
か

れ
て
い
る
が
「
自
ら
心
に
間
ひ
て
い
は
く
、
世
を
遅
れ
て
山
林
に
ま

じ
は
る
は
、
心
を
修
め
て
、
道
を
行
は
ん
が
た
め
な
り
。
然
る
を
汝

が
姿
は
聖
に
似
て
、
心
は
濁
り
に
し
め
か
。
…
・
・
も
し
こ
れ
貧
嬢
の

報
の
自
ら
悩
ま
す
か
、
は
た
文
豪
心
の
至
り
て
狂
は
せ
る
か
。
そ
の

時
、
心
更
に
答
ぶ
る
こ
と
な
し
。
た
ゞ
か
た
は
ら
に
舌
根
を
や
と
ひ

て
、
不
講
の
念
仏
而
三
通
申
し
て
止
み
ぬ
」
と
い
う
境
涯
か
ら
、
「
予

が
体
た
ら
く
、
禅
録
を
あ
が
ぬ
お
く
べ
き
机
に
は
和
歌
の
抄
物
を
重

ね
、
蒲
団
に
坐
す
べ
き
床
の
上
に
は
枕
草
子
を
務
へ
て
横
た
は
り
ふ

せ
り
。
炎
天
に
た
へ
ず
し
て
袈
裟
衣
を
忘
れ
、
び
び
し
ぎ
を
は
し
き

ま
1
に
し
て
、
酒
肉
の
車
に
ね
は
ぶ
る
。
こ
れ
の
み
に
か
き
ら
ず
、

無
漸
放
逸
の
科
二
六
時
中
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
し
」
と
　
「
な
ぐ
さ
め

五
〇

草
」
に
記
さ
れ
て
い
る
正
徹
の
，
む
し
ろ
無
頼
な
美
の
探
究
の
動
き
を

通
し
て
、
心
敬
は
「
胸
の
う
ち
人
間
の
色
欲
も
う
ず
く
、
よ
ろ
づ
に

跡
な
き
こ
と
を
お
も
ひ
し
め
、
人
の
な
さ
け
を
忘
れ
」
な
い
人
を
尊

び
、
「
御
津
の
門
に
入
り
て
心
の
源
を
明
ら
め
ん
に
も
、
比
の
道
を

ま
な
び
て
哀
ふ
か
き
雷
を
さ
と
ら
ん
に
も
」
と
仏
道
と
歌
と
を
ー
応

分
離
し
な
が
ら
、
「
本
よ
り
歌
道
は
吾
が
国
の
陀
羅
尼
也
。
綺
語
を

論
ず
る
時
は
経
論
を
よ
み
禅
定
を
修
す
る
も
ま
う
ざ
う
な
る
へ
し
」

と
仏
道
と
歌
道
と
を
止
揚
し
て
い
る
。
し
か
し
や
は
り
「
比
の
身
は
土

灰
と
な
れ
る
に
彼
の
い
ざ
の
一
す
ぢ
い
づ
ち
に
か
行
き
侍
ら
ん
。
我

の
み
な
ら
ず
万
象
の
上
の
来
し
方
さ
れ
る
所
こ
そ
尋
ね
極
め
た
く
侍

れ
」
で
あ
り
、
つ
い
に
仏
法
に
よ
っ
て
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

長
明
に
お
い
て
は
ま
だ
ま
だ
分
離
し
て
い
た
仏
道
と
歌
道
と
が
、
正

徹
の
あ
る
時
期
の
唯
美
的
無
漸
放
逸
な
柏
剋
を
経
て
、
心
敬
に
至
っ

て
は
一
応
両
者
を
止
揚
し
て
清
純
な
生
き
方
を
追
求
し
て
い
る
。
し

か
し
な
お
、
琶
蕪
に
く
ら
へ
れ
ば
、
心
敬
の
努
力
の
中
に
仏
道
と
歌

道
と
の
問
題
に
と
ら
お
れ
て
い
る
姿
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
然
る
に

琶
蕪
に
は
、
彼
の
死
近
く
、
植
野
の
句
を
詠
み
、
「
生
死
の
転
変
を

前
に
置
き
な
が
ら
、
発
句
す
べ
き
わ
ざ
に
も
あ
ら
ね
ど
、
よ
の
つ
ね

比
の
道
を
心
に
籠
め
て
年
も
や
1
半
官
に
過
ぎ
た
れ
は
、
寝
ね
て
は

朝
雲
暮
畑
の
間
を
か
げ
り
、
さ
め
て
は
山
水
野
鳥
の
声
に
驚
く
。
是

を
仏
の
妄
執
と
い
ま
し
め
給
へ
る
た
た
ち
は
今
の
身
の
上
に
覚
え
侍

る
也
。
比
の
後
は
た
い
一
生
前
の
俳
藷
を
忘
れ
む
と
の
み
思
ふ
は
」
と

語
っ
た
こ
と
が
F
笈
日
記
」
に
出
て
い
る
。
死
に
臨
ん
で
は
そ
う
も

あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
先
ず
た
の
む
椎
の
木
も
あ
り
夏
木
立
」

と
「
幻
住
廃
語
」
を
結
び
、
与
幽
・
虚
申
宛
書
輪
に
は
「
世
道
俳
道

是
叉
二
つ
な
き
処
に
て
御
座
候
」
と
い
っ
て
い
る
彼
は
、
時
代
的
に

も
す
で
に
仏
道
と
芸
術
の
こ
と
は
問
題
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
い

た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
－
応
人
の
世
を
肯
定
的

に
観
て
、
俳
譜
と
人
生
と
に
立
ち
向
つ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
日
の
御
影
花
に
に
は
へ
る
あ
し
た
哉
」
は
心
敬
の
伊
勢
に
お
い

て
の
作
で
あ
り
、
「
何
の
木
の
花
と
は
知
ら
ず
匂
ひ
哉
」
は
芭
蕉
の

伊
勢
に
お
け
る
作
で
あ
る
。
こ
の
両
句
を
対
比
す
る
と
む
し
ろ
芭
蕉

の
方
に
繰
紗
さ
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
か
え
っ
て
心
敬
的
な
艶
に
ち

か
く
、
心
敬
の
作
は
反
対
に
正
徹
的
幽
玄
に
ち
か
い
。
も
と
も
と
心

敬
の
艶
は
「
雪
青
し
木
ず
ゑ
や
春
に
な
り
ぬ
ら
ん
」
と
い
う
よ
う
な

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
日
の
御
影
」
旬
に
対
し
て
は
「
何

の
木
の
」
句
よ
り
も
、
「
あ
ら
だ
う
と
青
葉
諾
葉
の
日
の
党
」
を
持

ち
出
し
た
方
が
両
者
の
性
格
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
は
な
い
か
。
琶

蕪
の
ぽ
き
ん
ら
ん
た
る
輝
き
を
も
ち
、
心
敬
の
は
あ
た
た
か
い
あ
．
か

る
さ
が
あ
る
。
心
敬
の
若
葉
は
「
花
に
見
ぬ
ゆ
ふ
暮
ふ
か
き
青
葉
哉
」
、

「
夏
ふ
か
み
風
き
く
ほ
ど
の
わ
か
葉
哉
」
で
あ
る
。
ひ
そ
か
に
、
ふ

か
い
落
ち
つ
き
で
あ
る
。
．
心
敬
と
し
て
は
「
雨
音
し
五
月
の
雲
の
む

ら
柏
」
あ
た
り
が
強
い
感
じ
の
句
で
あ
ろ
う
。

心
敬
に
「
秋
の
風
し
は
る
は
ぜ
を
の
露
よ
り
も
破
れ
て
の
よ
ほ
を

心

敬

と

琶

蕪

く
影
も
な
し
」
と
い
う
和
歌
が
あ
る
。
芭
蕉
に
F
芭
蕉
野
分
し
て
盤

に
雨
を
聞
く
夜
哉
」
と
い
う
旬
が
あ
る
。
心
敬
の
歌
は
露
よ
り
も
は

か
な
い
い
の
ち
を
象
徴
的
に
う
た
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
芭
蕉

の
句
は
淋
し
さ
に
耐
え
て
茅
屋
で
こ
れ
を
聞
い
て
い
る
。
心
敬
の
歌

と
対
比
す
る
と
き
芭
蕉
の
句
は
現
実
の
淋
し
さ
に
真
正
面
か
ら
向
つ

て
い
る
の
で
あ
る
。
酪
通
に
「
芭
蕉
葉
は
何
に
な
れ
と
や
秋
の
風
」

と
い
う
の
が
あ
る
。
支
考
は
「
一
生
の
風
雅
を
こ
の
車
に
ぞ
と
ゞ
め

申
さ
れ
け
む
」
と
「
為
の
松
原
」
に
は
め
て
い
る
が
、
や
は
り
「
何

に
な
れ
と
や
」
は
問
題
で
あ
る
。
意
識
過
剰
と
い
ね
ね
は
な
ら
ぬ
。

芭
蕉
の
句
は
「
五
雑
姐
」
の
「
凄
風
害
雨
之
夜
、
擬
寒
燈
読
書
、
暗

闘
紙
窓
外
、
芭
蕉
漸
濫
作
声
亦
有
致
」
な
ど
を
ひ
か
な
く
て
も
、
談

林
風
を
抜
け
出
し
て
蕉
風
開
眼
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
時
の
湊
詩

風
の
作
で
あ
り
、
心
敬
の
i
面
に
非
常
に
近
よ
っ
た
感
の
あ
る
作
で

あ
る
。
同
時
代
の
談
林
作
家
言
水
の
「
夙
に
起
き
て
妻
に
芭
蕉
を
経

は
せ
け
り
」
の
都
会
人
的
、
趣
味
人
的
な
粋
を
押
し
出
し
て
、
か
え

っ
て
無
粋
に
終
っ
て
い
る
旬
空
駿
ぺ
れ
ば
、
芭
蕉
の
地
方
人
的
な
、

真
面
目
な
、
己
を
た
た
き
上
げ
て
ゆ
く
態
度
が
は
っ
き
り
と
見
て
と

れる。も
と
も
と
心
敬
は
連
歌
が
そ
の
発
生
以
来
転
変
し
て
来
た
そ
の
末

期
に
あ
っ
て
、
理
論
的
究
極
境
に
も
ち
こ
ん
だ
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。

心
敬
は
研
究
に
よ
っ
て
連
歌
の
過
去
の
転
変
を
理
解
し
、
現
在
を
体

験
に
よ
っ
て
築
い
た
。
然
る
に
芭
蕉
は
貞
門
以
後
の
動
き
を
身
を
も

五
一



っ
て
体
験
し
、
談
林
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
、
自
ら
蕉
風
を
樹
立
し
た
。

心
敬
は
そ
の
作
品
に
は
相
当
な
は
ば
も
あ
り
、
理
論
に
も
や
や
は
ば

が
あ
る
が
、
先
ず
彼
自
身
と
し
て
は
動
か
な
か
っ
た
。
兼
誠
は
「
心

敬
は
、
若
き
よ
り
藷
後
ま
で
風
情
を
か
へ
ぎ
り
し
と
な
り
」
と
「
兼

載
雑
談
」
に
書
い
て
い
る
。
彼
の
作
品
に
は
ゆ
れ
は
あ
つ
て
も
、
展

開
は
な
か
つ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
連
歌
と
い
う
大
き

な
動
き
の
頂
点
に
位
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
芭
蕉
は
自
ら

動
い
て
止
ま
な
か
っ
た
。
「
苛
佃
は
三
十
六
染
地
。
一
歩
も
あ
と
に

帰
る
心
な
し
。
行
に
し
た
が
ひ
心
の
故
は
、
た
ゞ
先
へ
行
心
な
れ
ば

な
り
」
と
「
し
ろ
さ
う
L
L
に
あ
る
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
苛
相
だ
け

で
は
な
く
、
彼
の
俳
譜
の
生
涯
の
様
相
で
も
あ
っ
た
。

そ
こ
で
大
観
し
て
、
連
歌
が
滑
稽
を
主
と
す
る
な
ぐ
き
み
よ
り
、

心
敬
の
主
張
し
て
や
ま
な
い
和
歌
連
歌
同
一
の
線
ま
で
動
い
た
し
、

俳
譜
が
同
様
に
、
宗
鑑
・
守
武
の
滑
稽
よ
り
出
発
し
、
西
行
の
血
脈

に
立
つ
と
自
覚
し
た
芭
蕉
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
、
し
か
も
芭
蕉
が
貞

門
よ
り
蕉
風
ま
で
あ
る
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
心
敬
に
お
い
て
静
止

的
集
中
的
に
存
在
す
る
和
歌
的
連
歌
の
あ
り
方
と
相
似
た
も
の
が
延

宝
末
天
和
始
、
彼
が
蕉
風
横
立
を
志
し
て
よ
り
以
後
の
風
体
に
見
受

け
ら
れ
る
の
は
余
り
に
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
発
句
は
あ

ら
た
ま
っ
た
態
度
で
詠
ま
れ
や
す
い
の
で
、
古
典
的
な
も
の
に
近
づ

く
傾
向
か
つ
よ
い
が
、
附
句
に
な
る
と
展
開
の
は
げ
し
ぎ
は
芭
蕉
に

掠
あ
つ
て
も
、
心
敬
に
は
見
ら
れ
な
い
。

塩
出
す
鴨
の
竃
ほ
ど
く
な
り

貸
席
に
浮
世
を
立
つ
る
京
ず
ま
ひ

家
普
請
を
春
の
手
透
に
取
付
い
て

上
の
た
よ
り
に
あ
が
る
米
の
値

奈
良
通
ひ
同
じ
つ
ら
な
る
細
元
手

こ
と
し
は
雨
の
降
ら
ぬ
六
月

町
衆
の
つ
ら
り
と
酔
う
て
花
の
陰

門
で
押
さ
る
ゝ
壬
生
の
念
仏

千
鳥
暗
く
一
夜
一
夜
に
寒
う
な
り

末
進
の
高
の
果
て
ぬ
貸
席

五
二

芭
蕉
（
炭
俵
、
暁
子
講
の
巻
）

芭
蕉
（
炭
俵
、
梅
が
香
の
巻
）

芭
蕉
（
同
右
）

芭
蕉
（
同
着
）

芭
蕉
（
同
着
）

こ
う
い
う
傾
向
は
「
炭
俵
」
に
顕
著
で
あ
る
。
心
敬
が
「
や
す
ら
か

な
る
句
」
、
「
や
す
さ
旬
」
を
い
い
、
「
心
敬
僧
都
庭
訓
」
に
も
「
無

上
の
よ
き
連
歌
と
い
ふ
は
、
湯
水
な
ど
を
の
む
ご
と
く
な
り
、
さ
せ

る
あ
ぢ
は
ひ
な
け
れ
ど
も
、
い
つ
き
く
も
あ
か
ぬ
物
也
」
と
あ
っ
て
、

平
明
、
平
談
が
志
向
さ
れ
て
お
り
、
芭
蕉
が
晩
年
「
軽
み
」
を
唱
え

て
「
さ
び
」
　
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
打
ち
破
ろ
う
と
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
両
者
に
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。
「
町
衆
の
」
は
町
の
お
借

方
達
で
も
あ
ろ
う
か
、
つ
ら
り
と
酔
う
て
い
る
わ
け
だ
が
、
貧
乏
な

民
衆
や
百
姓
達
は
混
み
合
う
壬
生
狂
言
を
仰
ぎ
見
る
の
か
唯
一
の
楽

し
み
で
あ
っ
た
。
民
衆
の
わ
び
し
き
が
あ
る
。
芭
蕉
は
自
ら
こ
れ
に

「
こ
ち
風
に
糞
の
い
き
れ
を
吹
廻
し
」
と
、
壬
生
門
前
の
郊
外
の
姿

を
つ
け
て
い
る
。
心
敬
に
は

あ
は
れ
に
も
項
柴
折
た
く
夕
ま
嚢

疑
う
る
市
の
か
へ
る
さ
の
や
ま
∴
∴
∴
∴
高
藤

う
き
も
つ
ら
さ
も
さ
と
に
よ
り
け
り

朝
市
に
世
を
偶
人
の
か
す
見
え
て
　
　
心
敬

と
い
う
の
が
よ
う
や
く
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
で
に
連
歌
と
俳

譜
と
の
相
違
で
あ
る
。
「
春
雨
の
柳
は
全
体
連
歌
也
。
田
に
し
取
烏

は
全
く
俳
譜
也
」
　
（
し
ろ
さ
う
し
）
で
あ
る
。
以
上
は
最
も
近
い
関

係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
検
討
を
加
え
、
更
に
最
も
離
れ
た

相
を
つ
て
も
い
る
附
句
の
車
で
最
も
相
よ
る
所
を
見
て
み
た
の
で
あ

る。四
　
江
戸
元
藤
頃
の
世
の
中
は
西
鶴
の
小
説
な
ど
に
精
し
い
。
特
に

そ
の
町
人
も
の
な
ど
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

こ
に
そ
れ
を
詳
細
に
描
く
こ
と
は
し
な
い
が
、
例
え
ば
「
諸
国
唖
」

の
「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
」
な
ど
を
見
る
と
、
「
紙
子
の
袖
を
つ

ら
ね
、
時
な
ら
ぬ
一
重
羽
織
」
豊
臣
忘
れ
ぬ
浪
人
の
気
風
と
貧
困
と

が
ま
ざ
ま
ざ
と
描
か
れ
て
い
る
。
芭
蕉
も
ま
た
、
「
算
用
に
浮
世
を

立
つ
る
京
ず
ま
ひ
」
、
「
未
進
の
高
の
合
は
ぬ
算
用
」
と
つ
け
て
い
る
。

貧
の
か
な
し
み
は
都
会
も
靂
村
も
同
様
で
あ
っ
た
。
交
換
、
貨
幣
経

済
を
根
軸
と
す
る
商
業
資
本
の
伸
張
し
た
時
代
で
あ
る
。
都
市
生
活

は
発
達
し
、
町
人
精
神
は
勃
興
し
、
市
民
文
化
は
興
隆
し
た
。
し
か

し
こ
の
町
人
精
神
の
波
に
乗
っ
た
西
鶴
さ
え
も
が
、
彼
の
晩
年
に
は

人
の
世
の
か
な
し
み
を
し
み
じ
み
と
、
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
伊
賀

上
野
の
城
代
藤
堂
氏
に
小
姓
と
し
て
出
仕
し
た
琶
蕪
は
、
そ
の
出
角

心

敬

と

芭

蕉

か
ら
い
っ
て
蔑
村
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
、
武
士
階
層
に
列

し
た
も
の
の
、
主
君
の
死
に
あ
っ
た
彼
は
し
ょ
せ
ん
は
か
な
い
下
級

武
士
に
と
ど
ま
る
外
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
は
強
化
さ

れ
、
動
き
の
な
い
も
の
と
な
り
、
い
き
い
ざ
と
動
き
つ
つ
あ
っ
た
も

の
は
新
興
町
人
で
あ
る
。
西
鶴
「
万
丈
反
古
」
の
「
此
通
り
と
始
末

の
書
付
」
に
あ
る
よ
う
に
、
「
此
方
も
世
上
か
し
こ
く
な
っ
て
其
銀

程
利
を
得
、
徳
を
取
申
候
、
利
発
な
る
男
の
身
が
ら
く
だ
り
て
韓
の

明
掌
に
は
御
座
な
く
候
」
と
い
う
時
世
に
あ
つ
て
は
武
士
階
層
か
ら

逃
亡
し
、
お
そ
ら
く
は
資
本
も
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
芭
蕉
に
は

町
人
の
列
に
く
い
こ
む
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
彼
が
武
士
に
も
町
人
に
も
背
を
む
け
る
原
因
が
ひ
そ
ん
で
い

る
。
し
か
も
何
か
を
成
し
と
げ
た
い
欲
望
に
も
え
て
い
た
で
あ
ろ
う

芭
蕉
は
農
民
の
、
貧
乏
人
の
、
こ
の
世
に
お
け
る
わ
び
し
き
を
身
を
も

っ
て
体
験
し
た
。
人
生
に
真
正
面
か
ら
と
り
く
む
芸
術
家
と
し
て
は
、

す
で
に
談
林
は
彼
の
世
界
で
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
商
業
資
本
を
俗

物
と
し
て
却
け
た
彼
も
こ
の
一
筋
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
、

志
を
同
じ
う
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
新
興
町
人
と
も
、
武
士
と
も

手
を
結
ば
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
心
の
奥
底
に
お
い
て
は
や

は
り
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
遂
に
詩
人
の
運
命
で
も
あ
り
、
彼
を

と
り
ま
く
現
実
の
さ
び
し
い
圧
力
で
も
あ
っ
た
。
更
に
ま
た
、
和
歌

連
歌
の
世
界
に
あ
つ
て
は
強
固
に
確
立
さ
れ
た
中
世
的
な
る
規
範
が

あ
っ
た
し
、
そ
の
詩
型
の
も
つ
運
命
か
ら
い
っ
て
も
伝
統
を
ふ
り
き

五
三



る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
和
歌
が
新
し
い
息
吹
を
ふ
き
か

え
す
た
め
に
は
国
学
と
手
を
と
っ
て
、
万
葉
復
帰
の
旗
印
を
あ
げ
ね

は
な
ら
ず
、
「
吾
は
天
保
の
異
な
り
、
古
人
に
は
あ
ら
ず
、
み
だ
り

に
古
人
を
執
す
れ
ば
、
吾
が
身
何
人
、
何
兵
衛
な
る
薯
を
忘
る
」
と
、

卑
し
く
と
も
、
下
賎
で
あ
つ
て
も
、
異
体
で
あ
つ
て
も
自
分
の
歌
を

う
た
お
う
と
叫
ん
だ
の
は
大
隈
言
道
に
ま
た
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
天
保
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
芭
蕉
は
早
く
も
「
素
人
肯

定
論
」
を
提
出
し
て
「
俳
譜
に
古
人
な
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
慈

円
に
来
る
と
、
そ
れ
は
『
素
人
肯
定
論
』
の
緒
に
於
て
、
こ
れ
ら
先

行
の
文
学
活
動
が
ま
だ
主
張
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
現
実
主
義

確
立
の
為
へ
の
新
し
い
主
張
を
な
し
得
た
。
こ
の
点
で
蕉
門
は
貞
門
・

談
林
の
前
時
代
性
を
止
揚
し
て
一
歩
前
返
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
文
学
活
動
の
他
の
一
端
に
於
て
、
蕉
門
は
一
歩
後
退
し
た
。
そ

れ
は
冨
典
へ
の
迎
合
』
で
あ
る
」
と
藤
村
作
、
近
藤
忠
義
著
「
日

本
文
学
原
論
」
は
語
っ
て
い
る
。
俳
藷
は
と
に
も
か
く
に
も
開
か
れ

た
場
へ
進
出
し
た
も
の
の
、
そ
の
創
作
過
程
に
お
い
て
ほ
大
体
連
歌

と
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
連
歌
が
そ
の
創
作
過
程
に
お
い
て
い
ち
じ

る
し
く
閉
さ
れ
た
場
に
あ
る
芸
術
様
式
で
あ
る
こ
と
は
拙
稿
「
心
敬

論
序
説
（
立
命
館
文
学
、
一
九
五
四
年
四
月
号
）
」
に
お
い
て
す
で
に
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
更
に
開
か
れ
た
場
に
進
出
す
る
た
め
に
は
そ

れ
は
小
説
に
転
移
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
れ
程
開
か
れ
た

性
裕
を
も
っ
た
談
林
俳
譜
輔
と
し
て
発
足
し
な
が
ら
、
リ
ア
リ
ズ
ム

五
四

の
線
上
に
こ
れ
を
展
開
さ
せ
得
な
い
で
、
小
説
へ
と
移
り
変
っ
た
西

鶴
の
文
芸
的
行
動
は
こ
の
こ
と
を
実
に
よ
く
物
語
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
れ
ほ
ど
誠
実
に
人
生
に
周
っ
た
芭
蕉
に
あ

っ
て
も
「
日
本
文
学
原
論
」
の
い
う
「
「
歩
後
退
」
を
敢
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
の
一
班
は
俳
譜
と
い
う
芸
術
様
式
に
内
在

し
て
い
た
の
で
も
あ
っ
た
。
芭
蕉
の
後
退
、
い
わ
ば
心
敬
的
相
貌
を

帯
び
る
こ
と
は
芭
蕉
白
身
の
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
と
、
そ
の
追
求

し
た
俳
譜
と
い
う
芸
術
様
式
と
、
そ
し
て
西
鶴
を
も
後
退
さ
せ
た
世

の
あ
り
方
乃
至
な
り
行
き
で
あ
る
。
享
保
期
に
は
商
業
資
本
に
対
す

る
封
建
制
度
の
圧
力
、
町
人
精
神
に
対
す
る
武
士
精
神
の
圧
力
、
開

放
さ
れ
た
文
芸
に
対
す
る
儒
教
的
文
治
政
策
の
圧
力
が
明
確
な
か
た

ち
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
享
保
六
年
絵
草
紙
出
版
禁
止
、
同
七

年
心
中
読
売
出
版
禁
止
が
そ
れ
で
あ
る
。
敏
惑
な
文
芸
家
西
鶴
や
芭

蕉
は
世
の
な
り
ゆ
き
に
早
く
も
こ
の
姿
を
感
じ
と
つ
て
い
た
も
の
で

は
な
い
か
。

心
敬
の
位
置
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
に
あ
る
程
度
の
叙
述
を
試
み

た
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
つ
か
め
ば
、
心
敬
も
真
面

目
に
人
生
に
向
つ
た
文
芸
家
で
あ
る
。
し
か
し
近
世
の
眼
を
も
っ
て

す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
仏
教
的
で
あ
り
す
ぎ
た
。
当
時
の
動
き
つ
つ

あ
る
支
配
階
層
に
は
背
を
む
け
た
、
徐
々
に
成
長
し
っ
つ
あ
っ
た
新

興
階
層
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
た
。
し
か
し
芭
蕉
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
そ
の
文
芸
に
生
き
る
か
ぎ
り
全
く
こ
れ
等
と
j
父
渉
を
た
つ
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
心
敬
も
あ
か
ら
さ
ま
な
政
治
的
圧
力
を
う
け
た

ち
げ
で
は
な
い
が
、
僧
侶
生
活
に
お
い
て
も
、
連
歌
師
と
し
て
も
つ

ま
ず
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
更
に
応
仁
の
乱
、
と
い
う
戦

い
は
彼
の
流
浪
を
金
銭
な
く
さ
せ
た
。
彼
も
ま
た
伸
び
な
や
ん
だ
人

で
あ
っ
た
。

結
論
め
い
た
も
の
を
こ
こ
に
用
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
芭

蕉
の
心
敬
的
な
も
の
に
近
よ
っ
て
ゆ
く
姿
、
芭
蕉
と
心
敬
と
の
相
似

と
相
違
を
粗
描
し
た
の
で
あ
る
。
芭
蕉
に
は
中
世
文
芸
遺
産
の
発
展

的
摂
取
が
あ
る
。
芭
蕉
の
姿
に
は
中
世
的
な
も
の
が
多
分
に
見
え
る

が
、
芭
蕉
は
中
世
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
す

ぐ
れ
て
近
世
的
で
あ
る
。
江
戸
と
い
う
時
代
に
残
存
し
た
中
世
性
を

も
含
め
て
見
雷
に
体
現
し
た
人
で
は
な
か
つ
た
か
。
心
敬
の
達
歌
論

を
も
っ
て
中
世
評
論
の
最
高
峯
の
一
と
し
、
芭
蕉
の
俳
譜
を
近
世
文

芸
の
一
つ
の
最
高
峯
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
中
世
友
び

近
世
の
文
芸
の
様
相
が
ま
ざ
ま
ざ
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
あ
か
る
い
も
の
で
も
な
く
、
強
力
な
も
の
で
も
な
く
、
湿
度
の

高
い
、
し
め
や
か
な
、
し
か
も
烈
々
た
る
気
脱
を
ふ
か
く
内
に
秘
め
、

冷
た
く
艶
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
の
間
に
量
的
差
異
は
あ
る
と

し
て
も
。

心

敬

と

芭

蕉


