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大

阪

の

和

學

と

契

沖

契
沖
の
死
ん
だ
の
は
、
元
藤
十
四
年

一
月
二
十
五
日
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

旧
暦
の

一
月
二
十
五
日
で
、
新
暦
に
直
す
と
、
西
暦

一
七
〇

一
年
の
三
月
四
日

に
当
り
ま
す
。
契
沖
の
亡
く
な
つ
た
円
珠
庵
の
あ
る
あ
た
り
は
、
小
橋
の
附
近

で
、
大
阪
の
東
の
丘
陵
地
帯
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
あ
た
り
は
今
こ
そ
大
き
な

建
物
も
並
ん
で
ゐ
て
全
く
の
市
中
で
あ
り
ま
す
が
、
音
の
名
所
記
で
見
ま
す
と

全
く
の
郊
外
で
、
春
は
摘
草
や
桃
桜
に
賑
ひ
、
秋
は
紅
葉
狩
り
の
人
出
を
見
る

と
い
ぶ
大
阪
人
の
遊
覧
散
策
の
景
勝
地
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ

土
地
で
、
し
か
も
梅
花
す
で
に
散
り
、
桃
花
ま
さ
に
開
か
ん
と
す
る
好
季
に
、

契
沖
は
死
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
二
十
六
年

一
月
二
十
四
日
の
大
阪
毎
日
新
聞
の
朝
刊
に
、

契
沖
の
墓
碑
銘
を
奈
良
の
高
田
某
な
る
人
が
持
ち
帰
つ
て
保
存
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
記
事
と
そ
の
写
真
と
が
出
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
墓
碑
銘
と
い
ふ
の
は
、
円
珠

庵
境
内
の
契
沖
の
墓
側
に
建
て
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
戦

災
で
破
壌
せ
ら
れ
、
石
碑
の
銘
文
面
が
ひ
び
割
れ
し
て
剣
落
し
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
、
そ
の
高
田
と
い
ふ
人
が
持
ち
帰
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
わ
け
で
あ
り

ま
す
が
、
抑
、
こ
の
墓
碑
銘
は
三
井
蘭
洲
が
撲
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
五
井

蘭
洲
と
い
ふ
の
は
、
懐
徳
世
の
教
授
で
大
阪
が
生
ん
だ
第

一
級
の
儒
学
者
で
あ

り
意
す
が
、
著
年
に
し
て
懐
徳
堂
の
動
数
と
た
り
、
後
に
江
戸
に
出
て
三
輪
義

Jヽ

島

吉

雄

斎
に
頼
り
、
更
に
津
軽
の
佐
竹
侯
に
仕
へ
、
居
る
こ
と
九
年
、
四
十
三
の
時
致

仕
し
て
大
阪
へ
帰
り
、
再
び
懐
徳
堂
の
教
授
と
な
り
、
折
ふ
し
学
主
の
中
井
贅

庵
が
亡
く
な
つ
た
も
の
で
す
か
ら
、
懐
徳
堂
の
中
心
と
な
つ
て
、
そ
の
学
風
振

興
に
力
を
尽
し
た
、
い
は
ば
懐
徳
堂
中
興
の
功
績
者
で
あ
り
ま
す
。
今
更
に
申

す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
懐
徳
堂
と
い
ふ
の
は
、
大
阪
唯

一
の
漢
学
あ
学
校

で
あ
り
ま
し
て
、
享
保
十
一
年
に
三
宅
石
庵
を
中
心
と
し
て
そ
の
問
弟
相
謀
う

て
幕
府
の
公
許
を
得
て
こ
の
学
堂
を
建
設
し
、
爾
来
明
治
初
年
ま
で
百
四
十
右

餘
年
間
続
い
た
も
の
で
、
大
阪
町
人
の
手
で
創
設
せ
ら
れ
、
大
阪
町
人
の
手
で

支
持
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
ま
す
。
さ
て
、
蘭
洲
の
墓
は
大
阪
の
東
寺
町
の
実
相

寺
に
あ
り
ま
す
が
、
元
来
こ
の
実
相
手
は
住
友
家
の
書
提
寺
で
あ
り
は
す
。
蘭

洲
を
何
故
に
こ
の
住
友
家
の
書
提
寺
に
葬
つ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
住
友
家
の

分
家
に
入
江
友
俊
育
斎
と
い
ふ
人
が
あ
つ
て
、
こ
れ
が
蘭
洲
の
弟
子
で
あ
り
ま

し
た
の
で
、
自
分
の
家
の
墜
域
に
葬
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
入
江
友

俊
は
住
友
友
昌
の
弟
で
、
通
称
泉
屋
理
兵
衛
と
い
ひ
、
別
子
銅
山
の
開
発
に
功

ヽ

労
の
あ
つ
た
人
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
友
俊
は
蘭
洲
に
漢
学
を
学
ぶ
と
共
に
、

ま
た
契
沖
阿
闇
梨
に
も
師
事
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
関
係
で
、
こ
の

人
江
友
俊
が
斡
旋
し
て
、
蘭
洲
に
契
沖
の
碑
文
を
書
い
て
も
ら
つ
た
の
で
す
。

一黙
、
三
井
蘭
洲
２
い
ふ
人
は
朱
子
学
者
で
あ
り
ま
す
が
、
同

―時
に
三
宅
右
¨



庵
、
三
輪
執
斎
に
陽
明
学
を
も
学
ん
で
を
り
、
ま
た
非
常
に
博
学
で
あ
り
ま
し

て
、
易
に
も
通
じ
神
道
に
も
造
詣
あ
り
、
歴
史
学
、
兵
学
に
も
達
ｔ
て
を
り
、

日
本
の
文
学
に
深
い
知
識
を
有
し
、
和
歌
を
も
多
数
詠
じ
て
ゐ
ま
す
。
ま
た
、

勢
語
通
、
源
語
提
要
、
万
葉
集
話
、
古
今
通
と
い
ふ
や
う
な
国
文
の
注
釈
書
を

も
書
い
て
を
り
ま
す
。
こ
の
人
が
、
契
沖
に
私
淑
し
、
契
沖
の
学
説
を
読
ん
で

を
つ
た
こ
と
は
、
そ
の
古
今
通
五
朋
を
見
て
も
分
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ

は
顕
昭
の
注
や
飛
鳥
井
栄
雅
の
栄
雅
抄
の
ほ
か
に
契
沖
の
古
今
餘
材
抄
の
説
を

参
照
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
い
ふ
人
が
契
沖
の
墓
碑
銘
を
書
い
た
の

で
あ
り
ま
す
。
蓋
し
、
そ
の
人
を
得
た
と
申
す
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。

と
こ
ろ
で
、
今
も
申
し
ま
す
や
う
に
、
関
洲
は
懐
徳
堂
中
興
の
功
績
者
で
あ

り
ま
す
。
す
な
は
ち
、
懐
徳
堂
〓
代
目
の
学
主
た
る
中
井
贅
庵
―
―
こ
の
人
は

懐
徳
堂
の
創
設
に
非
常
に
骨
折
つ
た
人
で
、
再
三
江
戸
へ
も
行
き
、
実
際
上
の

創
設
者
と
い
つ
て
も
よ
い
人
で
あ
り
ま
す
―
―
が
逝
去
し
ま
す
る
と
、
初
代
学

主
三
宅
石
庵
の
子
の
三
宅
春
楼
が
学
主
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
人
は
学
者
と

し
て
は
不
十
分
な
点
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
懐
徳
堂
の
学
問
は
実
際
は
蘭
洲
に

よ
つ
て
支
持
せ
ら
れ
、
整
庵
の
子
の
竹
山
や
履
軒
は
蘭
洲
の
薫
陶
を
受
け
て
成

長
し
、
そ
し
て
こ
の
中
井
竹
山
履
軒
の
兄
弟
が
の
ち
に
懐
徳
堂
の
名
を
天
下
に

高
か
ら
し
め
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
後
年
の
懐
徳
堂
の
学
風
は
蘭
洲
の
学
統

を
継
ぐ
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
元
来
、
懐
徳
堂
は
三
宅
石
庵
以
来
、

そ
の
学
問
の
幅
の
広
い
の
を

一
つ
の
特
色
と
し
て
ゐ
ま
し
て
、
儒
学
の
み
な
ら

ず
、
和
学
の
素
養
も
あ
つ
た
こ
と
は
、
石
庵
が
俳
諸
に
遊
び
、
中
井
贅
庵
が
和

歌
和
文
に
長
じ
て
を
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
分
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
蘭
洲
に

至
つ
て
、
一
層
広
く
な
り
、和
学
の
知
識
も

一
層
深
く
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

蘭
洲
の
父
の
五
井
持
軒
は
大
阪
生
れ
の
近
世
最
初
の
儒
者
で
あ
り
ま
す
が
、
下

河
辺
長
流
に
歌
学
を
学
ん
で
を
り
ま
す
。
蘭
洲
の
和
学
も
父
に
影
響
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
が
鬱
く
な
か
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。
と
も
か
く
、
蘭
洲
は
大
阪
の

和
学
の
方
で
も
重
要
視
す
べ
き
人
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
申
し
あ
げ
て
来

た
だ
け
で
も
分
り
ま
す
や
う
に
、
漢
学
塾
た
る
懐
徳
堂
と
大
阪
の
和
学
と
の
関

係
は
相
当
に
深
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
き
は
ど
申
し
ま
し
た
人
江
友
俊
も
和
学

と
漢
学
と
の
両
胎
を
か
け
て
ゐ
ま
す
が
、
か
う
い
ふ
や
う
な
の
は
、
ほ
か
に
も

多
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
懐
徳
堂
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
富
永
芳
春

（道
明
寺

屋
吉
左
衛
門
と
い
ひ
醤
油
製
造
を
業
と
す
。
富
永
仲
基
の
父
）
も
上
代
様
仮
名

を
能
く
し
た
と
申
し
ま
す
か
ら
、
多
分
和
学
を
も
学
ん
だ
の
で
あ
ら
う
と
思
ひ

ま
す
。
そ
し
て
、
友
俊
や
持
軒
や
蘭
洲
ら
の
例
に
よ
つ
て
も
分
り
ま
す
や
う
に

懐
徳
堂
の
和
学
は
契
沖
と
関
係
が
深
い
の
で
あ
り
ま
す
。

な
は
、
契
沖
の
直
接
の
影
響
は
受
け
て
を
り
ま
せ
ん
が
、
明
和
安
永
頃
に
大

阪
の
歌
人
と
し
て
有
名
だ
つ
た
人
に
加
藤
景
範
と
い
ふ
人
が
あ
り
ま
す
。
号
を

竹
里
と
言
つ
て
本
業
は
薬
種
屋
で
し
た
が
、
こ
の
人
も
や
は
り
和
学
と
漢
学
と

を
兼
習
し
た
人
で
あ
り
ま
す
。
五
井
蘭
洲
が
懐
徳
堂
で
教
授
を
し
て
ゐ
た
頃
の

学
主
に
、
さ
き
ほ
ど
も

一
寸
申
し
ま
し
た
三
宅
春
楼
が
を
り
ま
し
た
が
、
そ
の

春
楼
の
学
主
と
な
り
ま
し
た
時
に
出
来
た
宝
暦
八
年
八
月
の
懐
徳
堂
規
約
の
附

記
に
連
署
致
し
て
を
り
ま
す
る
門
下
生
の
中
に
、
小
川
屋
喜
太
郎
と
い
ふ
名
が

見
え
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
小
川
屋
喜
太
郎
と
い
ふ
の
が
即
ち
加
藤
景
範
で
あ
り
ま

し
て
、
こ
の
通
称
の
喜
太
郎
と
い
ふ
名
の
名
附
親
が
、
京
都
の
人
で
江
戸
に
塾

を
開
き
大
阪
に
も
慶
々
講
義
に
来
て
懐
徳
堂
と
も
関
係
の
深
か
つ
た
三
輪
執
斎

で
あ
り
ま
す
。
執
斎
も
ま
た
和
歌
に
長
じ
、
和
学
に
深
い
造
詣
を
も
つ
て
ゐ
ま

し
た
が
、
加
藤
景
範
は
こ
の
執
斎
に
名
を
つ
け
て
も
ら
ひ
、
そ
し
て
執
斎
の
弟

子
の
五
井
蘭
洲
に
教

へ
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
の
人
は
富
永
芳
春

に
も
弟
子
入
り
し
て
上
代
仮
名
を
学
び
ま
し
た
。
か
う
い
ふ
関
係
で
、
こ
の
人

は
懐
徳
室
と
非
常
に
関
係
が
深
い
の
で
あ
り
ま
す
。
享
保
五
年
五
月
朔
の
生
れ



で
、
寛
政
八
年
十
月
十
日
に
七
十
七
才
で
歿
し
ま
し
た
。
加
藤
景
範
入
門
誓
盟

録
と
い
ふ
の
に
は
、　
一
千
数
百
人
の
問
入
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
り
ま
し
て
、
大
阪
に
於
け
る
歌
入
学
者
と
し
て
非
常
な
勢
ひ
を
も
つ
て

ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
和
歌
は
京
都
の
堂
上
歌
人
に
学
ん
だ
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
人
に
は
、
「
国
雅
管
窺
」
「和
歌
虚
詞
考
」
と
い
ふ
や
う
な
著
書
も

あ
り
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
書
い
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
中
に
、
自
筆
写
本

で
伝
は
つ
て
ゐ
る
も
の
に
「新
古
今
集
旧
注
補
遺
」
と
い
ふ
本
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
儒
学
思
想
の
影
響
を
受
け
て
を
り
ま
し
て
、
儒
学
的
見
地
か
ら
北
村
季

吟
の
八
代
集
抄
の
説
を
批
判
し
た
新
古
今
集
の
注
釈
書
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
、

注
と
し
て
は
幼
稚
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
と
も
か
く
自
由
な
捉
は
れ
な
い

立
場
に
立
つ
て
批
判
し
て
ゐ
る
所
謂
自
由
討
究
の
態
度
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
、
そ
の
書
の
終
り
の
方
に
新
古
今
集
の
異
本
の
こ
と
に

も
触
れ
て
を
り
ま
し
て
、
こ
の
や
う
に
、
新
古
今
注
釈
書
で
異
本
校
定
と
か
本

文
批
評
と
か
の
問
題
に
ふ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
徳
川
時
代
と
し
て
は
珍
し
い
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

総
じ
て
、
懐
徳
堂
の
学
風
は
、
知
識
を
広
く
求
め
て
、　
一
つ
の
学
派
に
偏
せ

ず
中
正
を
守
る
と
い
ふ
の
が
、
創
立
以
来
の
特
色
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
初
代

の
学
主
で
あ
つ
た
三
宅
石
庵
の
如
き
は
、
そ
の
根
源
は
陽
明
学
で
あ
り
な
が
ら

し
か
も
な
ほ
朱
子
学
を
す
て
ず
、
ま
た
そ
の
他
の
諸
説
を
併
せ
と
つ
て
、
そ
の

よ
ろ
し
き
に
従
つ
た
た
め
に
、
世
間
か
ら
は
鶴
学
問
と
い
は
れ
た
は
ど
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ま
た
石
庵
の
え
ら
い
と
こ
ろ
は
、
中
庸
の
本
文
批
評
に
す

ぐ
れ
た
創
見
を
立
て
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
中
井
履
軒
の
中
庸
離
題
と
い
ふ
書

物
に
よ
り
ま
す
と
、
石
庵
は
中
庸
錯
簡
説
を
唱
へ
て
、
そ
の
第
十
六
章
は
第
二

十
四
章
の
後
に
入
る
べ
き
だ
と
言
つ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
非
常
な
卓

見
だ
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
博
く
学
ん
で
、
こ
れ
を
自
由
に
批
判
し
中
正
を
得
る

と
い
ふ
こ
と
は
、
や
は
り
自
由
討
究
の
学
問
精
神
で
あ
り
ま
し
て
、
傍
ら
ま
た

本
文
批
評
に
す
ぐ
れ
た
眼
識
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
や
う
な
傾

向
は
石
庵
の
あ
と
を
受
け
た
懐
徳
堂
代
々
の
教
授
の
上
に
見
ら
れ
る
所
で
あ
り

ま
し
て
、
こ
れ
が
懐
徳
堂
の
学
問
の
大
き
な
特
色
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
わ
た
く

し
は
、
加
藤
景
範
の
注
釈
書
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
自
由
討
究
の
精
神
や
本
文
批
評

へ
の
着
限
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
も
、
ま
た
こ
の
懐
徳
堂
の
学
風
の
お
の
づ
か
ら

な
る
影
響
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
述
べ
来
り
ま
し
た
と
は
り
、
懐
徳
堂
と
大
阪
の
和
学
準
の
関
係
は
深
い

の
で
あ
り
ま
し
て
、
両
者
が
互
に
影
響
し
合
ひ
交
流
し
て
ゐ
る
点
が
炒
く
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
前
述
の
如
く
、
懐
徳
堂
の
和
学
に
は
下
河
辺
長
流

や
契
沖
阿
闇
梨
の
投
影
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

元
来
、
大
阪
に
は
町
人
で
学
者
た
る
人
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し

の
今
日
の
話
は
和
学
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
方
に
重
点
を
お
い
て
申
し
あ
げ

て
み
ま
し
て
も
、
い
ま
申
し
た
加
藤
景
範
が
や
は
り
そ
の
一
人
で
あ
り
ま
す
が

こ
の
ほ
か
に
も
、
た
と
へ
ば
契
沖
の
弟
子
の
海
北
若
沖
―
―
こ
の
人
は
十
七
八

才
の
頃
か
ら
契
沖
に
師
事
し
て
相
当
に
業
績
を
も
つ
て
ゐ
る
人
で
す
が
、
こ
れ

が
ま
た
玉
造
の
垂
水
屋
と
い
ふ
商
人
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
紀
海
音
―
―
こ
れ
は

純
粋
の
学
者
と
は
言
へ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
海
音
も
契
沖
の
弟
子
で
、

や
は
り
町
人
の
出
で
あ
る
こ
と
は
先
刻
ご
承
知
の
と
は
り
で
あ
り
ま
す
。
和
学

で
も
漢
学
で
も
大
阪
に
は
町
人
の
学
者
が
多
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
関

係
か
ら
で
も
あ
り
ま
せ
う
か
、
大
阪
の
和
学
は
、
所
謂
国
学
と
は
違
つ
た
特
色

を
も
つ
て
ゐ
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
大
阪
の
古
典
学
の
こ
と
を

和
学
と
い
ふ
言
葉
で
も
つ
て
言
ひ
あ
ら
は
し
て
、
国
学
と
も
古
学
と
も
申
し
ま

せ
ん
わ
け
は
、
大
阪
の
古
典
学
は
所
謂
国
学
と
か
古
学
と
か
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も

の
と
は
性
質
を
異
に
す
る
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
だ
つ



た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
大
阪
の
和
学
は
ど
う
い
ふ
特
色
を
も
つ
て
ゐ

た
か
と
申
し
ま
す
之
、
学
者
に
よ
つ
て
幾
分
の
例
外
は
あ
り
ま
せ
う
が
、
大
碁

の
と
こ
ろ
を
概
括
し
て
申
し
ま
す
と
、
第

一
に
、
比
較
的
捉
は
れ
な
い
見
地
に

立
つ
て
知
識
を
広
く
求
め
、　
一
つ
の
主
義
主
張
に
執
し
な
い
、
自
由
討
究
的
、

批
判
的
態
度
の
濃
厚
で
あ
つ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
所
謂
古
学
者
的

臭
味
が
少
く
、
神
な
が
ら
の
道
と
か
古
道
と
か
い
ふ
も
の
を
固
執
せ
ず
、
漢
学

で
も
仏
学
で
も
こ
れ
を
排
斥
す
る
や
う
な
偏
狭
な
と
こ
ろ
が
な
か
つ
た
や
う
で

あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
大
抵
の
和
学
者
は
，
漠
学
の
素
養
深
く
、
ま
た
諸
学
に

わ
た
つ
て
を
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
阪
の
和
学
者
は
漢
学
に
通
じ
、
大
阪
の
漢

学
者
は
和
学
に
通
じ
、
し
か
も
両
者
と
も
に
偏
狭
で
な
か
つ
た
の
が
特
色
で
あ

り
ま
す
。
所
謂
近
世
の
古
学
者
と
か
国
学
者
と
か
い
ふ
人
々
は
、
古
道
を
明
ら

め
る
た
め
に
古
典
を
考
究
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
い
古
道
と
い
ふ
も
の
に
拘
泥

ｔ
て
、
漢
学
や
仏
学
を
排
斥
し
、
偏
執
的
な
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
契
沖
を
は
じ
め
、
そ
の
系
統
を
引
く
大
阪
の
和
学
に
は
、
さ
う
い
ふ
と
こ

ろ
が
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
大
阪
の
古
典
学
者
は
、
古
典
を
読
み
解
く
と

い
ふ
こ
と
に
重
心
を
置
く
態
度
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
た
和
歌
和
文
を
作
る
参
考

に
古
典
を
学
ぶ
と
い
ふ
傾
向
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ま
た

古
典
の
原
典
に
直
接
に
当
つ
て
ゆ
く
と
い
ふ
態
度
を
示
し
て
を
り
ま
す
。
従
つ

て
文
献
的
で
あ
り
、
実
証
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
も
そ
の
特
色
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
異
本
の
校
定
や
本
文
批
評
に
着
眼
し
て
、
注
釈
鑑
賞
の
上
に
そ
れ

の
成
果
を
応
用
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
点
が
ま
た
重
要
な
特
色
で
あ
り
ま
す
。
更

に
も
う
一
つ
、
そ
の
注
釈
鑑
賞
の
あ
と
を
検
討
し
て
み
ま
す
と
、
大
阪
の
和
学

者
は
比
較
的
古
注
を
重
ん
じ
、
古
注
か
ら
出
発
し
、
古
注
に
つ
な
が
り
を
も
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
加
藤
景
範
の
新
古

今
集
の
注
釈
ぶ
り
を
見
ま
し
て
も
、
北
村
季
吟
の
八
代
集
抄
を
基
礎
に
し
て
を

り
ま
す
。
契
沖
に
致
し
ま
し
て
も
、
古
注
を
多
く
参
照
致
し
て
を
り
ま
す
。
こ

の
点
は
、
真
淵
や
宣
長
と
違
つ
て
ゐ
る
点
で
あ
り
ま
し
て
、
真
淵
や
宣
長
は

一

往
古
注
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
否
定
す
る
と
こ
ろ
か

ら
新
し
く
出
発
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
の
考
へ
で
は
、
真
淵
宣

長
ら
の
新
注
は
合
理
的
と
い
ふ
こ
と
を
尺
度
に
し
て
古
典
を
解
釈
し
よ
う
と
す

る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
が
学
問
的
に
は
敬
服
す
べ
き
い
ろ
い
ろ
の
立
派
な
業
績

を
あ
げ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
か
う
い
ふ
合
理
的
な
解
釈
が
時
に
は
古

意
を
誤
り
伝
へ
る
こ
と
も
あ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
古
典
の
大
来
の
あ
り
方
か

ら
逸
脱
し
て
ゐ
る
場
合
も
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
古
注
に
も

ま
た
信
ず
べ
き
点
が
あ
り
、
案
外
馬
鹿
に
な
り
ま
せ
ん
。
古
注
に
も
、
も
ち
ろ

ん
詰
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
、
し
か
し
、
中
に
は
古
い
時
代
の
生
活
感
情
に

直
結
し
て
ゐ
る
場
合
も
す
く
な
く
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従

つ
て
、
そ
の
作
品
の
真
生
命
に
触
れ
た
解
釈
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
古
注

だ
か
ら
と
言
つ
て
必
ず
し
も
軽
視
出
来
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く

し
は
自
分
の
専
門
と
す
る
新
古
今
集
の
注
釈
を
調
査
致
し
ま
し
た
結
果
か
ら
類

推
し
て
か
や
う
な
こ
と
を
申
す
の
で
す
が
ヽ
新
古
今
集
の
み
な
ら
ず
源
氏
物
語

と
か
そ
の
他
の
場
合
に
も
、
か
う
い
ふ
こ
と
が
言
へ
さ
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、
大
阪
の
和
学
者
は
、
古
注
を
基
礎
と
し
、
そ
の
上
に
自
分
の

新
し
い
見
解
を
築
い
て
ゆ
く
と
い
ふ
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
が
大

阪
和
学
の
特
色
で
あ
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
か
う
い
ふ
の
は
、
大

阪
の
和
学
者
の
い
づ
れ
も
が
大
な
り
小
な
り
も
つ
て
ゐ
る
傾
向
で
あ
ら
う
か
と

思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
か
う
い
ふ
大
阪
の
和
学
の
源
泉
が
契
沖
で
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
契
沖
こ
そ
は
大
阪
の
和
学
の
代
表
者
で
あ
り
ま
す
。
契
沖
の

学
問
学
風
の
上
に
は
、
右
に
申
し
述
べ
ま
し
た
や
う
な
大
阪
和
学
の
特
色
が
も

つ
と
も
は
つ
き
り
現
れ
て
を
る
の
で
あ
り
ま
す
。
契
沖
の
学
問
に
つ
い
て
は
、



何
れ
後
ほ
ど
諸
先
生
か
ら
お
話
が
あ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
所
謂
国
学
者
の

連
中
の
と
は
違
つ
て
を
り
ま
す
。
契
沖
は
儒
学
や
仏
学
を
排
斥
し
な
い
ば
か
り

で
な
く
、
儒
仏
神
等
を
広
く
渉
猟
し
て
自
分
の
学
問
の
上
に
そ
れ
を
摂
り
入
れ

て
を
り
ま
す
。
ま
た
、
本
文
批
評
の
問
題
に
も
販
り
く
ん
で
を
り
、
ま
た
古
注

を
基
に
し
て
自
分
の
説
を
立
て
て
を
り
ま
す
。
契
沖
は
飽
く
ま
で
言
語
学
的
な

学
問
方
法
を
と
つ
て
ゐ
ま
し
て

・、
文
献
的
で
あ
り
、
実
証
的
で
あ
り
ま
す
。
い

ろ
い
ろ
な
点
で
、
い
は
申
し
述
べ
ま
し
た
や
う
な
大
阪
和
学
の
特
色
を
発
揮
致

し
て
を
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
契
沖
の
学
問
学
風
が
大
阪
の
和
学

の
み
な
ら
ず
、
漢
学
の
方
に
も
影
響
し
た
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
、
懐
徳

堂
と
和
学
と
の
関
係
を
考
へ
る

こ
と
に
よ
つ
て
推
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。と

も
か
く
、
大
阪
の
和
学
界
に
及
ぼ
し
た
契
沖
の
影
響
は
相
当
大
き
な
も
の

で
あ
つ
た
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ひ
と
り
大
阪
の
学
問
に
対
し
て
の

み
な
ら
ず
、
全
国
の
学
問
に
大
影
響
を
与
へ
て
を
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
久

松
博
士
の
契
沖
研
究
に
く
は
し
く
出
て
を
り
ま
す
る
が
、
春
満
・真
淵
。宣
長
ら

を
は
じ
め
近
世
の
国
学
者
は
み
な
契
沖
の
影
響
を
受
け
て
を
り
ま
す
。
あ
の
有

名
な
宣
長
の
物
の
あ
は
れ
論
な
ど
も
実
は
契
沖
に
淵
源
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
他
の
反
宣
長
派
の
人
々
に
も
影
響
し
て
ゐ
ま
す
。
蓋
し
、
契
沖
は

ひ
と
り
大
阪
の
契
沖
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
天
下
の
契
沖
で
あ
つ
ま
す
。

然
る
に
、
契
沖
と
の
因
縁
浅
か
ら
ぎ
る
懐
徳
堂
は
、
明
治
末
年
に
大
阪
財
界

の
支
持
に
よ
り
、
懐
徳
堂
記
念
会
を
結
成
し
て
そ
の
遺
業
を
顕
揚
し
て
今
日
に

至
つ
て
を
り
ま
す
。
ま
た
、
唯
今
は
申
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
大
阪
に
は
緒
方

洪
庵
の
適
々
塾
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
に
於
け
る
洋
学
の
濫
臨
地
で
あ
り

ま
し
て
、
全
国
か
ら
右
為
の
青
年
が
集
ま
つ
て
来
て
、
こ
こ
に
学
ん
だ
の
で
あ

り
ま
す
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
文
化
を
双
肩
に
荷
つ
た
人
々
が
、

こ
の
塾
か
ら
沢
山
出
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
福
沢
諭
吉
な
ど
も
こ
こ
の
出
身
で

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
洪
庵
の
適
々
塾
は
今
も
旧
形
の
ま
ま
保
存
せ
ら
れ
て
を
り

ま
し
て
、
大
阪
大
学
が
こ
の
管
理
に
当
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
和
学
で
も

漢
学
で
も
叉
洋
学
で
も
近
世
大
阪
の
占
め
る
地
位
は
ま
こ
と
に
重
要
な
の
で
あ

つ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
洋
学
と
漢
学
と
は
、
大
阪
人
の
手
に
よ
つ
て
、
今
な
ほ

遺
跡
を
保
存
し
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
契
沖
を
中
心
と
す
る
和
学
に
対
し
て
は
、

今
日
ま
で
あ
ま
り
力
が
致
さ
れ
て
を
り
ま
せ
ん
。
今
日
契
沖
の
円
珠
庵
が
戦
災

を
蒙
つ
た
ま
ま
、
こ
れ
も
ま
だ
復
興
が
出
来
て
を
り
ま
せ
ん
。
契
沖
の
日
本
学

は
「
本
全
体
の
も
の
で
あ
り
、
契
沖
は
日
本
の
契
沖
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
の
た
び
契
沖
三
百
五
十
年
忌
を
機
会
に
契
沖
の
餘
沢
を
豪
る
全
国
の
学
界
有

志
が
相
図
り
、
そ
の
復
興
を
企
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
大
阪
の
諸
君
の

御
協
力
を
ま
つ
こ
と
切
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

懐
徳
堂
復
興
に
際
し
て
懐
徳
堂
記
念
講
演
会
を
開
き
ま
し
た
そ
の
故
智
に
な

ら
つ
て
、
こ
こ
に
円
珠
庵
復
興
後
援
会
の
成
立
に
当
り
、
こ
の
記
念
講
演
会
を

催
し
、
久
松

。
沢
潟
両
先
生
に
そ
れ
ぞ
れ
御
専
門
の
蘊
蓄
を
傾
け
て
頂
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
、
ま
づ
そ
の
一剛
座
を
つ
と
め
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。
　
↑
」
れ
は
昭
和
二
十
六
年

一
月
二
十
六
日
大
阪
朝
日
新
聞
社
講
堂
に
於
け

る
契
沖
阿
闇
梨
記
念
講
演
会
の
講
演
要
旨
で
あ
る
。
）
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