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『葛
の
松
原
』
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て

各
務
支
考
の

『
葛
の
松
原
』

（半
紙
本

一
冊
、
元
禄
五
年

末
刊

か
。
以
下

「本
書
」
と
称
す
）
が
、
芭
蕉
の
生
前
に
公
刊
さ
れ
た
俳
論
書
と
し
て
は
、
其

角
の

『
雑
談
集
』

（半
紙
本
二
冊
、
元
禄
五
年
二
騨
“
）
と
並
ぶ
著
述
で
あ
る

と
と
も
に
、
本
書
の
俳
論
的
価
値
が
後
者
を
凌
ぐ
存
在
で
あ
る
こ
と
は
既
に
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
小
論
は
、
本
書
出
版
の
経
緯
、
就
中
出
版
に
対
す

る
芭
蕉
の
対
応
と
支
考
の
反
応
と
に
つ
い
て
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
、
本
書
出
版

直
前
に
支
考
が
試
み
た
奥
羽
行
脚
の
性
格

・
意
義
に
言
及
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

一

本
書
は
三
十
三
丁

（
丁
づ
け
は
三
十
二
丁
ま
で
で
あ
る
が
、
二
十
三
丁
の
あ

と
に
、

「
又
ノ
十
三
」
の
丁
づ
け
を
有
つ
一
丁
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の

丁
数
は
最
終
丁
の
丁
づ
け
の
数
字
よ
り
も

一
丁
多
く
な

っ
て
唖
“
）
か
ら
成
り

尚
い
ぎ
た

て
（
体

崚
柳
叶
の
俳
論

・
俳
話
に
分
け
、
各
段
の
冒
頭
に
は
圏
点
（○
印
）

さ
て
、
本
書
は
、
扉
に

「葛
の
松
原
」
と
内
題
を
掲
げ
、
そ
の
下
に

「野
盤

子
支
考
述
／
潜
渕
奄
不
玉
撰
」
と
あ

っ
て
、
た
だ
ち
に
第

一
段
の
本
文
が
始

っ

て
い
る
。
そ
の
文
章
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

八

亀

師

勝

○
冬
の
雪
の
寒
か
ら
む
蔓
を
し
れ
る
人
も
あ
ら
か
じ
め
水
無
月
の
き
ぬ
を
重

む
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
網
に
か
ヽ
る
鳥
の
た
か
く
飛
ざ
る
を
う
ら
み
、
鉤

を
ふ
く
む
魚
の
う
ゑ
を
し
の
び
ざ
る
事
を
か
な
し
む
。
そ
の
ま
ど
ひ
ふ
か

く
、
お
も

ハ
ざ
る
の
源
ち
か
し
。
世
の
風
雅
に
志
を
よ
す
る
人
も
万
分
が

一
も
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
是
故
に
支
考
が
随
間
を
し
る
し
て
東

の
人

の

記
念
に
は
つ
た
へ
侍
る
。

右
の
第

一
段
は
、
形
式
的
に
は
他
の
各
段
と
全
く
同
列

・
同
格
の
形
で
配
置

さ
れ
、
従

っ
て
、
何
ら
特
別
の
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
配
列
の
順
序

・
位
置
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
内
容
的
に
見
て
も
、

○
風
雅
は
道
の
階
梯
な
れ
ば
、
内

ハ
肝
‐胆
の
馴
に
わ
た
ら
ず
、
外

ハ
人
‐物

の
情
に
目
ゃ
け
れ
ど
、
お
の
れ
風
雅
を
培
に
し
て
世
の
利
要
に
を
よ
が
む

と
す
る
も
の
は
、
箇
中
の
論
に
あ
づ
か
ら
じ
。
か
か
る
多
日
の
是
非

な

ど
、
阿
曳

ハ
つ
ね
に
い
ミ
申
さ
れ
し
か
ど
、
若
あ
る
ま
じ
く
ば
、
吾
ひ
と

り
つ
ミ
せ
ら
れ
て
、
阿
鼻
の
口
業
に
ハ
し
づ
ミ
な
む
と
、
ん
二図
‐
司′之
凋

‐柏
堂二・而
紹
レ筆ヲ。

元
禄
壬
申
五
月
十
五
日

と
あ
る
第
四
十
段

（最
終
段
）
と
完
全
に
照
応
し
て
い
る
と
言
い
得
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
第
四
十
段
が
跛
文
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
第
一



段
は
序
文
と
し
て
の
機
能
を
担

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
は
支
考

一
人
の
手
に
よ
る
著
述
と
推
測
さ
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
前
記
の
ご
と
く
、
内
題
の
下
に
は

「野
盤
子
支
考
述
／
潜
渕
奄
不
玉

撰
」
と
あ

っ
て
、
あ
た
か
も
本
書
の
内
容
に
不
玉
が
少
な
か
ら
ぬ
関
係
を
有

っ

て
い
る
か
の
ご
と
き
体
裁
を
と

っ
て
い
る
。
第

一
段
で

「支
考
が
随
聞
を
記
し

て
」
と
第
三
者
的
な
書
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
も
、
右
の
体
裁
に
よ
く
応
じ
て

い
る
と
言
う
べ
き
で
あ

っ
て
、
さ
す
が
に
支
考
ら
し
く
、
第

一
段
か
ら
た
ち
ま

ち
破
綻
を
来
し
て
馬
脚
を
露
わ
す
よ
う
な
ミ
ス
を
犯
し
は
し
て

い
な

い
。
更

に
、
第
四
十
段
で
は

「於
二図
司
之
凋
柏
堂
一而
絶
レ筆
」
と
し
て
、　
奥
羽
行
脚

の
途
次
に
呂
丸
の
許
で
脱
稿
し
た
か
の
ご
と
く
装

っ
て
、
首
尾
を
整
え
よ
う
と

し
て
も
い
る
。
支
考
が
、
事
実
を
狂
げ
て
ま
で
も
右
の
よ
う
な
記
述
を
す
る
の

れ
″
嘲
剌
商
脚
¨

あ
（
際

狂
割
話
に
な

っ
た
人
々
に
対
す
る
謝
意
の
表
明
で
あ
る
と

本
書
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
既
に
先
学
の
研
究
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
関
し
て
は
重
複
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

本
稿
の
所
論
を
展
開
す
る
上
で
必
要
な
こ
と
だ
け
は
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。元

禄
五
年
二
月
上
旬
、
師
芭
蕉
の
奥
の
細
道
の
旅
の
あ
と
を
辿
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
支
考
は
松
島

・
象
潟
の
旅
に
出
、
六
月
下
旬
に
江
戸
に
帰
着
し
て

経れわ舞つ』赫だ織澪鋼）陸「］誦融［胸」師剛̈
疇̈
翻報向計づ（け

て

『
葛
の
松
原
』
と
命
名
し
、
同
年
末
に
丼
筒
屋
庄
兵
衛
板
と
し
て
公
刊
さ
れ

た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、
本
書
の
出
版
に
つ
い
て
芭
蕉
が
い
か
な
る

考
え
を
有
ち
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
対
し
て
支
考
は
ど

う
行
動
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
門
人
の
著
述

一
冊
に
対
す
る
芭
蕉
の
考

え
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
の
こ
と
が
常
に
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
と
は
必
ず
し

も
言
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
通
り
、
本
書
が
、
論
書

・
作
法
書
の
類
を

著
わ
す
こ
と
の
危
険
性
を
思
う
余
り
に
、
生
涯
そ
の
こ
と
を
実
行
に
移
さ
な
か

っ
た
芭
蕉
の
生
前
に
公
刊
さ
れ
た
唯

一
の
蕉
風
俳
論
書
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
公
刊
の
経
緯
、
な
か
ん
づ
く
、
芭
蕉
の
応
待
と
そ
れ
に
対
す
る

支
考
の
反
応
と
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
芭
蕉
の
考
え
を
直
接
的
に
示
す
材
料
が
乏
し
い
の
で
、
い
く
つ
か
の
間

接
資
料
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
推
定
す
る
以
外
に
方
策
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
芭
蕉
書
簡
中
の
支
考
評
、
『
削
か
け
の
返
事
』
の
記
事
、
『
雑
談
集
』

と
の
比
較
、
支
考
の
其
角
評
価
な
ど
に
よ
っ
て
一
つ
の
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を

本
書
の
内
部
徴
証
と
照
合
す
る
と
い
う
順
序
で
論
を
進
め
よ
う
と
考
え
る
。

二

『
葛
の
松
原
』
と
い
う
書
名
が
芭
蕉
の
命
名
に
よ
る
ら
し
い
こ
と
は
、

『
去

来
抄
』
に
、

さ
れ
ば
、
先
師
名
づ
け
給
ふ
を
見
る
に
、
猿
蓑

。
み
な
し
粟

・
三
日
月
日

記

・
冬
の
日
・
ひ
さ
ご

ｏ
葛
の
松
原

・
笈
の
小
文
等
み
な
そ
の
趣

（筆
者

注
＝
俳
諮
的
な
名
づ
け
方
）
也
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
本
書
の
出
版
を
芭
蕉
が

積
極
的
に
援
助
し
た
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
に
し
て
も
、
名
づ
け
親
で
あ
る

こ
と
が
事
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
積
極
的
に
反
対
し
て
は
い
な

か
っ
た
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
る
根
拠
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
芭
蕉

が
、
元
禄
五
年
二
月
八
日
付
近
藤
左
吉

（呂
丸
）
宛
書
簡
の
な
か
で
、

「風
雅

も
少
相
心
得
候
」
者
と
し
て
支
考
を
紹
介
し
、
暫
く
出
羽
に
逗
留
さ
せ
て
や

っ

2Cl



〆

（
注
６
）

菫
詢
れ
ゆ
喘
猜
］
ユ
漱
剛
「
は
い

。 る
難
侵
な
げ

じ 『
翔
「
↓
“
囃
姜
絆
漱
韓

つ 考
“

奥
羽
行
脚
の
餞
別
会
を
開
い
て
や
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
支
考
の
江
戸
帰

着
の
折
、
「飯
酢
の
鰻
な
つ
か
し
き
都
哉
」
（其
角
）
を
発
句
と
す
る
、
其
角

・

支
考

・
桃
隣
の
三
吟
歌
仙
が
巻
か
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
事
実
が
判
明
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
こ
の
と
き
芭
蕉
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
の
蕉
門
は

か
な
り
好
意
的
に
支
考
を
遇
し
て
い
た
と
言
い
得
よ
う
。
従

っ
て
、
歓
送
迎
に

お
け
る
か
か
る
厚
遇
ぶ
り
と
本
書
出
版
の
支
持
と
が
直
線
的
に
結
び
つ
く
こ
と

で
は
な
い
に
し
て
も
、
方
の
限
り
に
お
い
て
は
、
出
版
に
好
意
的
で
あ

っ
た
と

の
前
述
の
印
象
が
強
め
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
弱
め
ら
れ
は
し
な
い
よ
う
に
感
ぜ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
も
果
し
て
そ
の
通
り
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
支
考
の
人
柄
に
つ
い
て
芭
蕉
は
、
元
禄
五
年
五
月
七
日
付
去
来
書
簡

の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
批
評
を
下
し
て
い
る
。

盤
子
堅

一月
初
二
奥
州
へ
下
候
。
こ
い
つ
は
役
に
立
や
つ
に
而
無
御
座

候
。
其
角
を
初
連
衆
皆
ノ
ヽ
悪
立
候
へ
ば
、
無
是
非
候
。
尤
な
げ
ぶ
し
何

と
や
ら
を
ど
り
な
ど
で
、
酒
さ
へ
呑
ば
馬
鹿
尽
し
候
へ
ば
、
愚
庵
気
を
つ

め
侯
事
難
レ成
候
。
定
而
帰
候
は
ゞ
上
り
可
レ申
、
其
元
へ
尋
候
も
御
覚
悟

に
可
レ被
レ成
と
存
候
故
、
内
語
如
レ此
に
御
座
候
。　
史
邦
へ
も
ひ
そ
か
に

御
伝
、
さ
た
な
き
様
に
御
覚
悟
可
レ被
レ成
候
。

右
は
、
最
も
信
頼
す
る
に
足
る
門
人
の
一
人
で
あ
る
去
来
へ
の
内
語
の
形
を
と

り
つ
つ
、
あ
か
ら
さ
ま
に
支
考
の
人
柄
を
非
難
し
、
江
戸
の
俳
壇
で
も
、
重
鎮

た
る
其
角
を
は
じ
め
連
衆
に
悪
み
立
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ほ
と
ほ
と
困
惑
し

て
い
る
状
況
を
具
さ
に
伝
え
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
支
考
に
と
っ
て
は
き
わ
め

て
痛
烈
な
も
の
で
あ
る
が
、
内
語
と
し
て
人
に
沙
汰
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
の

支
考
評
価
が
お
そ
ら
く
芭
蕉
の
本
音
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ

っ
て
、
前

述
の
呂
丸
宛
書
簡
に
あ

っ
た

「風
雅
も
少
相
心
得
候
」
者
と
い
う
評
価
は
、
支

考
へ
の
世
話
を
依
頼
す
る
た
め
の
、
そ
し
て
、
呂
丸
を
通
し
て
支
考
の
耳
目
に

触
れ
る
危
険
性
を
も
考
慮
し
た
上
で
の
、
き
わ
め
て
儀
礼
的
な
性
格
の
も
の
で

あ

っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本

書
出
版
に
芭
蕉
が
好
意
的
で
あ

っ
た
と
の
印
象
を
与
え
る
根
拠
の
一
つ
が
崩
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
し
て
こ
れ
が
最
も
重
要
な
こ
と
な
の

だ
が
、
本
書
の
出
版
を
め
ぐ

っ
て
、
芭
蕉
と
支
考
と
の
談
合
が
必
ず
し
も
了
解

点
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
支
考
は

『
削
か
け
の

返
事
』
の
な
か
で
、
注
７
に
引
い
た
餞
別
会
の
記
事
の
あ
と
を
つ
づ
け
て
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

六
月
始
に
は
深
川
芭
蕉
庵
の
新
宅
に
帰
り
、
葛
の
松
原
の
相
談
最
中
に
美

濃
よ
り
飛
脚
来
り
、
夜
を
日
に
つ
ぎ
て
、
花
鳥
の
旅
も
水
無
月
晦
日
哉
と

は
熱
田
梅
人
亭
の
発
句
也
。

こ
の

「葛
の
松
原
の
相
談
」
と
い
う
の
が
、
出
版
す
る
こ
と
の
可
否
ま
た
は
そ

（ の
時
畔
¨
商
畷
漱
¨

て ヵ、
げ
″

力ヽ れ
薇

力ヽ も
閾

力ヽ 粋
力ヽ に

利
輪
資
れ

の（
て

帥
謂
嘲
極
蘇
だ
ぽ

力ヽ 否

は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
芭
蕉
と
支
考
と
の
間
で
遂
に

相
談
が
ま
と
ま
ら
ず

（
″相
談
″
と
言

っ
て
も
、
実
質
的
に
は
芭
蕉

に
よ
る

″検
閲
″
ま
た
は

″許
諾
″
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ

を
か
な
り
対
等
に
近
い
形
に
見
せ
ん
と
す
る
支
考
の
意
図
が
こ
の
語
に
は
秘
め

ら
れ
て
い
ょ
う
。
と
も
か
く
、
支
考
の
願
望
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
出
版
し

て
も
よ
い
と
い
う
許
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
）
、
　
一
致
点
を
見
出
し
得
な

い
状
態
の
ま
ま
で
、
美
濃
か
ら
飛
脚
が
来
た
こ
と
を
潮
に
支
考
は
相
談
を
打
切

り
、
江
戸
を
発

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
支
考
は

「夜
を



詢
燕
¨
議
は
一
設
「

た ヵ、
な
い
鶴
中
裁
嘲
一

カヽ 装
い
数
い
ヽ
行
嘲
靡
陳
］
け
選
囃
¨

緊
急
を
要
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
飛
脚
の
到
着
は
、
そ
れ
が
事
実
で
あ

っ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
芭
蕉
に
対
し
て
は
相
談
打
切
り
の
口
実

と

し
て
、　
ま
た

『
削
か
け
の
返
事
』
の
読
者
に
対
し
て
は
師
の
出
版
許
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
の
朧
化
策
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

右
の
こ
と
は
、
本
書
の
出
版
に
つ
い
て
芭
蕉
の
勧
奨
も
し
く
は
支
持
の
あ

っ

た
こ
と
を
積
極
的
に
語
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
消
極
的
な
形
で
匂
わ
せ
る
こ
と
さ

え
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
比
較
の
対
象
と

し
て
其
角
の

『
雑
談
集
』
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
同
書
末
尾
に
は

「芭
蕉
翁
回
国

帰
奄
時
宜
相
応
故
被
二校
合
一畢
」
と
あ

っ
て
、
同
書
が
芭
蕉
の
校
閲
を
得
て
公

け
に
さ
れ
る
著
述
で
あ
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
支
考
は
、
そ

の
性
格

や

″
し
き
り
に
芭
蕉
の
名
を
挙
げ
て
自
説
の
裏
付
と
し
て
ゐ
る
″

（各
務
虎
雄
氏

「支
考
」
創
元
社

「芭
蕉
講
座
」
第
二
巻
、
三
二

一
頁
）
後
年
の
論
法
に
徴
し

て
も
、
ま
た
本
書
が

『
雑
談
集
』
の
あ
と
を
追
う
著
作
で
あ
る
点

か
ら
見

て

も
、
少
く
と
も

『
雑
談
集
』
と
同
程
度
の
権
威
づ
け
の
た
め
の
一
言
を
書
き
添

え
た
か
っ
た
に
相
違
な
い
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
遂
に
そ

の
こ
と
は
叶
わ
ず
、
わ
ず
か
に
第

一
段
に

「支
考
が
随
間
を
記
し
て
」
と
書
く

に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

と
こ
ろ
で
、
今

『
雑
談
集
』
と
の
比
較
を
試
み
た
が
、
本
書
に
は
同
書
を
意

識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
個
所
が
随
所
に
認
め
ら
れ
る
。
①

『雑
談
集
』
ほ
ど

多
く
な
い
に
し
て
も
、
本
書
に
も
句
評
的
な
部
分
が
か
な
り
あ
る
こ
と
。
②
二

十

一
丁
ウ
か
ら
二
十
三
丁
ウ
に
か
け
て
発
句
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

ヽ

『
雑
談
集
』
首
巻
の
末
尾
に
、発
句
が
収
載
さ
れ
て
い
る
の
に
相
似
し
て
い
る
。

③

『雑
談
集
』
が
成
立
の
時
所
を

「元
禄
辛
未
歳
内
之
立
春
日
筆
納
狂
而
堂
燈

下
」

（首
巻
）
、
「元
禄
辛
未
歳
内
立
春
日
於
狂
而
堂
燈
下
書
」

（
尾
巻
）
と
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、　
本
書
末
尾
に

「於
二図
司
之
凋
柏
堂
一而
絶
レ筆
／
元
禄

【
岬

つ 五
潮
掛
螂
蜘
岸
に
わ
議
向
い
け

『 似
純
な
い
」
ぼ
¨
一
暉
わ

て
（
書

』
物
一
』
「

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
同
書
を
手
本
と
し
て
そ
の
形
式

に
倣
う
と
と
も
に
、
そ
の
補
遺
と
せ
ん
と
の
意
識
が
支
考
に
は
あ

っ
た
ろ
う
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。

右
に
あ
げ
た
の
は
主
と
し
て
形
式
的
な
面
で
あ
る
が
、
内
容
面
で
も
深
い
関

係
を
有
つ
個
所
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
計
五
個
所
の
多
き
を
数
え
る
が
、
次
の
第

七
段
が
そ
の
尤
た
る
も
の
で
あ
る
。

晋
子
も
鉄
抱
と
い
ふ
名
の
い
ひ
難
し
と
て
千
々
に
こ
ゝ
ろ
は
く
だ
き
け
る

也
。
お
な
じ
集
に
品
か
は
る
と
い
ふ
恋
の
論
は
、
徴
細
の
と
こ
ろ
か
く
ぞ

心
を
と
ど
め
け
む
殊
勝
の
心
ざ
し
い
と
う
ら
や
ま
し
。
晋
子
が
語
路
お
ほ

む
ね
酒
盃
に
渡
れ
り
と
い
ふ
人
あ
る
に
、
宋
ノ
泊
宅
編
に
ハ
白
氏
が
二
千

八
百
言
飲
酒
の
詩
九
百
首
な
り
と
苔
へ
侍
る
と
い
へ
ど
、
晋
子
が
性
人
に

ま
ぎ
れ
ね
ば
、
楽
天
が
飲
酒
は
な
お
か
ぎ
り
有
け
り
と
て
、
用
の
蔓
か
た

づ
け
侍
り
ぬ
。

こ
の
一
段
が

『
雑
談
集
』
に
基
づ
い
た
所
論
で
ぁ
硝
こ）
と
は
既
に
今
栄
蔵
氏
の

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
鉄
抱
を
俳
諸
に
詠
ま
ん
と
し
て
砕
心
の

努
力
を
傾
注
し
た
其
角
の
心
ば
せ
に
羨
望
を
伴
う
敬
意
を
払
い
つ
つ
、
芭
蕉
が

そ
の
大
飲
ぶ
り
を
咎
め
た
と
の
偽
簡
が
で
き
る
ほ
ど
著
名
で
あ

っ
た
其
角
の
飲

酒
癖
に
つ
い
て
も
、
豪
放
嘉
落
な
応
答
に
対
す
る
評
価
を
通
し
て
、
む
し
ろ
好

意
的
に
弁
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
段
の



［議扇漆れ一崚薇いれギ講物利な離れななっ麹れわ剛鰤ｒ劇嘲律け

著

『
雑
談
集
』
を
い
か
に
つ
よ
く
意
識
し
て
い
た
か
が
窺
い
知
れ

る

の
で
あ

ス
つ
。其

角
に
言
及
し
た
残
る
四
個
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
古
池
の
旬
の
初
五

を
其
角
は

「山
吹
や
」
と
す
べ
き
で
あ
る
旨
弁
じ
た
が
、
芭
蕉
は
そ
れ
を
採
用

し
な
か
っ
た
こ
と

（第
二
段
）
。　
②
其
角
の

「角
文
字
や
い
せ
の
野
が
ひ
の
花

薄
」

「蚊
柱
に
夢
の
浮
は
し
か
ゝ
る
也
」
の
両
句
を
挙
げ
、
前
者
に
つ
い
て
は

「晋
子
は
じ
め
て
い
の
字
の
風
流
を
尽
す
。
古
今
俳
諧
の
ま
く
ら
な
ら
む
と
よ

き
人
も
申
さ
れ
侍
し
よ
し
」
と
言
い
、
後
者
に
つ
い
て
も

「晋
子
も
自
讃
申
つ

る
が
、
か
か
る
蔓
、人
の
心
の
い
ふ
べ
き
口
質
に
も
あ
ら
ず
。
天
縦
の
風
骨
、念

相
の
外
に
志
を
得
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

（第
十
二
段
）
。　
③

「宿
札
に

か
な
づ
け
し
た
る
と
は
れ
貞
」

（其
角
）
の
句
に
つ
い
て
、

「下
の
五
文
字
に

て
よ
く
し
づ
め
た
り
と
、
阿
隻
も
つ
ね
に
申
さ
れ
侍
し
か
」
と
の
芭
蕉
の
評
価

を
紹
介
し
て
い
る
こ
と

（第
二
十
五
段
）。
④

「
一
句
の
姿
た
し
か
な
ら
ぬ
は
、

趣
向
の
な
き
支
を
日
先
に
て
ま
ぎ
ら
か
し
た
る
故
な
り
と
、
晋
子
が
導
き
侍

る
。
大
切
の
蔓
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
（第
二
十
七
段
）。
以
上
で
あ
る
。

れ̈
”講」罐軽い】獅〔麒つ角̈
罐わ隊球」はい錦働いなＦ麻疇〔〓

あ
る
。

支
考
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
其
角
を
特
別
扱
い
に
す
る
理
由
は
何
か
。
蕉
門
の

高
弟
で
あ
る
其
角
に
払
わ
れ
る
べ
き
当
然
の
敬
意
か
。
そ
れ
と
も
、
奥
羽
行
脚

を
歓
送
迎
し
て
く
れ
た
こ
と
に
対
す
る
謝
意
の
表
明
か
。
お
そ
ら
く
儀
礼
と
し

て
の
右
の
い
ず
れ
も
が
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
に
は
、
同
年
の
二
月
に

其
角
が

『
雑
談
集
』
を
世
に
問
う
て
い
る
こ
と
が
更
に
深
い
か
か
わ
り
を
有

っ

て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
随
所
に
其
角
の
名
を

制
れ
０

あ 『
瑚
郡
鰈
汁
妻
詞

し
＾
用

奮
ル
ｔ
社
は

一 ょ
方 っ
“
げ
琳
準
い
“
“
働
最
最
罐
闘

書
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
図

が
そ
の
背
後
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
引
い
た
芭

蕉
の
去
来
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、　
支
考
は
其
角
に
も

「悪
立

（
に
く
み
た
て
ビ

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
猶
更
こ
の
よ
う
な
配
慮
が
必
要
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

以
上
、
支
考
は
、
芭
蕉
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
焦
れ
て
見
切
り
発
車

的
に
本
書
の
出
版
を
強
行
し
、
そ
れ
に
伴
う
種
々
の
配
慮
を
示
し
て
い
る
と
の

私
見
を
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
立
場
か
ら
本
書
出
版
の
直
前
に
支
考

が
試
み
た
奥
羽
行
脚
と
の
連
関
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

改
め
て
繰
返
す
ま
で
も
な
く
、
芭
蕉
は
俳
論
書

・
作
法
書
の
公
刊
に
は
否
定

的
な
見
解
を
有

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
芭
蕉
に
と
っ
て
、
殊

に
入
門
後
日
の
浅
い
支
考
が
高
弟
其
角
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
し
て
俳
論
書
を

出
版
し
よ
う
と
す
る
の
を
容
易
に
許
諾
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

す
る
に
難
く
な
い
。
芭
蕉
が
本
書
の
出
版
に
は
っ
き
り
と
反
対
の
意
志
表
示
を

し
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
残

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
出
版
を
め
ぐ
る
両
者

の
意
見
の
不

一
致
は
、
既
に
支
考
の
行
脚
以
前
か
ら
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

注
８
に
引
い
た
よ
う
に
、

「象
潟
紀
行
」
合
継
尾
集
』
所
収
）
に

「支
考
こ

と
し
文
集
つ
く
ら
む
と
お
も
ひ
立
こ
と
あ
り
て
奥
羽
の
間
に
行
脚
せ
し
云
々
」

と
あ
る
の
は
、
行
脚
以
前
に
本
書
の
出
版
計
画
が
支
考
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
示



し
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
の
去
来
宛
芭
蕉
書
簡
に

「定
而
帰
り
候
は
ゞ
、
上
り

可
レ申
云
々
」
と
あ
る
の
は
、　
恐
ら
く
出
版
に
関
す
る
こ
と
で
支
考
が
上
京
す

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
芭
蕉
は
予
測
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
以
前

（
つ
ま
り
支
考
の
行
脚
以
前
）
に
既
に
本
書
に
つ
い
て
の

ク相
談
″

が
あ

っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
し
か
も
、
支
考
が
奥
羽
行
脚

途
中
の
五
月
七
日
の
時
点
で
芭
蕉
は
出
版
不
許
可
の
意
向
を
固
め
て
い
た
こ
と

を
想
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
芭
蕉
の
決
意
は
支
考
の
出
立
の
時
点
ま
で

遡
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
芭
蕉
は
支
考

へ
の
餞
別
吟
と
し
て
、

此
こ
ゝ
ろ
推
せ
よ
花
に
五
器

一
具

の
句
を
詠
ん
で
い
る
。
支
考
は

「今
や
わ
か
れ
む
と
す
る
と
き
わ
す
れ
ず
久
せ

【
馘
綬
綬
い

て へ
聯
猥
摯
ヽ

従 へ
約
け
れ
麻
哺
［
昴
〔
わ
れ
っ
け

蕉
（哺

¨
卿
剛
´
は

べ
る
と
と
も
に
華
美
に
流
れ
や
す
い
支
考
の
性
質
を
訓
戒
し
た
も
の
と
し
て
お

り
、
甚
し
き
は

「師
弟
の
情
可
レ貴
し
」
（笈
の
底
）
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ

の
句
は
明
ら
か
に
訓
戒
に
重
点
を
置
い
た
も
の
で
、
し
か
も
、
そ
の
訓
戒
の
具

体
的
内
容
と
し
て
俳
論
の
出
版
な
ど
と
い
う
功
名
心
の
先
走
り
を
咎
め
る
意
が

こ
め
ら
れ
て
お
り
、
既
に
意
見
の
不

一
致
の
あ

っ
た
両
人
の
間
で
は
そ
の
真
意

が
了
解
さ
れ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句
に
右
の
ご
と
き
意
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
支
考
は
一

言
も
洩
し
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
第
四
十
段
に

「
か
か
る
多
日
の
是
非

な
ど
阿
曼
ハ
つ
ね
に
い
ミ
申
さ
れ
し
か
ど
、
若
あ
る
ま
じ
く
ば
、
吾
ひ
と
り
つ

ミ
せ
ら
れ
て
」
と
あ
る
の
は
、
単
な
る
謙
辞
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ほ
ぼ
事

実
に
近
い
こ
と
が
ら

（具
体
的
に
言
え
ば
、
本
書
の
出
版
を
思
い
と
ど
ま
る
よ

う
に
説
得
さ
れ
た
こ
と
）
が
あ

っ
た
こ
と
と
、
出
版
を
強
行
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
芭
蕉
の
叱
責
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
の
か
な
り
明
確
な
予
測
お
よ
び
覚
悟

が
支
考
の
側
に
存
し
た
こ
と
と
を
記
し
た
と
こ
ろ
に
支
考
の
意
図
が
あ

っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
仮
説
が
正
鵠
を
得
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
扉
に

「野
盤
子
支
考
述

／
潜
渕
奄
不
玉
撰
」
と
、
あ
た
か
も
不
玉
が
本
書
の
出
版
に
何
ら
か
の
責
任
を

有
つ
か
の
ご
と
き
体
裁
を
と
り
、

「支
考
が
随
間
を
記
し
て
」
と
第
三
者
的
な

書
き
方
を
す
る
の
は
、
本
書
の
内
容
及
び
出
版
に
で
き
る
だ
け
の
客
観
性
を
付

与
し
よ
う
と
の
配
慮
の
し
か
ら
し
め
た
も
の
と
考
え
る
べ
き

で
あ

ろ
う
。
ま

た
、
巻
末
に
呂
丸
の
許
で
絶
筆
し
た
と
す
る
の
も
、
江
戸
帰
着
後

芭
蕉

と

の

″相
談
″
が
最
終
的
に
決
裂
す
る
以
前
に
既
に
本
書
が
脱
稿
さ
れ
て
い
た
か
の

ご
と
く
装
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
既
定
の
事
実
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
た
め
に
不
玉
や

呂
丸
に
累
が
及
ぶ
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が

「若
あ
る
ま
じ
く
ば
、

吾
ひ
と
り
つ
ミ
せ
ら
れ
て
阿
鼻
の
口
業
に
ハ
し
づ
ミ
な
む
」
の
語
句
を
書
き
添

え
た
真
意
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
奥
羽
行
脚
と
本
書
の
内
容
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
、
右
に
述

べ
た
こ
と
の
傍
証
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
旅
の
位
置
づ
け
を
し
て
お
き

た

い
。本

書
の
内
容
上
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
二
月
上
旬
か
ら
六
月
下
旬
ま
で

ほ
ぼ
五
ケ
月
に
及
ぶ
旅
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
経
験
が
本
書
の
内
容

設
け
〓
『
¨
期

つ 係
議
４
琳
」
」
い
は
い
漁
浸
“
哺
率

こ）。
菫
）
わ
叫
班
椰
謝
崚
律

の
濫
賜
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
場
合
に
は
、
余
り
に
も
旅
と
著
述
の
内

容
と
が
没
交
渉
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書
は
紀
行

数
一
れ
「
ほ
囃
論
は
』
』

言
（
ヵ、

ぉ
慮
称
螂
『
』
一
れ
議
嘲
ゆ
』
働
畷
麒
錬
「

れ の
一

●



『
続
五
論
』

（
元
禄
十
二
年
刊
）
に
は
、
九
州

へ
の
旅
の
経
験
に
基
づ

い
た

「旅
論
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
と
は
き
わ
め
て
好
対
照
を
為
し
て
い
る
。
さ

き
に
も
引
用
し
た
ご
と
く
、

「象
潟
紀
行
」
の
な
か
で

「文
集
」
と

「旅
」
と

の
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
も
、
本
書
の
計
画
が
さ
き
に

あ

っ
て
、
行
脚
の
な
か
で
悟
得
し
た
こ
と
が
ら
を
纏
め
上
げ
る
態
の
著
作
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
支
考
に
と

っ
て
は
、
本
書
の
著
述
と
奥
羽
行
脚
と
の
間
に
内
容
的

に
必
然
的
な
結
び
つ
き
は
柳
か
も
無
く
、
奥
の
細
道
の
旅
程
の
一
部
を
辿
る
の

は
、
本
書
を
出
版
ま
で
運
ぶ
こ
と
を
正
当
化
し
、
本
書
を
権
威
づ
け

る
た

め

の
、
き
わ
め
て
現
実
的
な

一
つ
の
手
続
き
で
あ

っ
て
、
芭
蕉
の
許
諾
が
容
易
に

得
ら
れ
な
か
っ
た
支
考
に
は
、
師
翁
の
あ
と
を
慕

っ
て
旅
を
し
た
と
い
う
実
績

と
体
裁
と
が
欲
し
か
っ
た
が
故
に
他
な
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
継

尾
集
』
（不
玉
編
）
巻
之
四
に
、

心
の
奥
は
猶
か
ぎ
り
な
く
や
有
け
ん
、
秋
風
な
ら
で
、
こ
ゝ
は
み
な
月
の

な
か
ば
に
の
ぼ
ら
れ
し
ぞ
本
意
な
し
な
ど
も
語
あ
へ
る
に
云
々

と
、
か
な
り
あ
わ
た
だ
し
い
印
象
を
与
え
る
旅
で
あ

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る

の
は
、
右
の
こ
と
を
如
実
に
物
語

っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
旅
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
書
を
権
威
づ
け

る
た
め
の
二
つ
の
収
穫
が
あ

っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
芭
蕉

の
送
別
吟
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
句
は
先
述

の
ご
と

く
、
支
考
を
た
し
な
め
る
と
こ
ろ
に
芭
蕉
の
真
意
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
支
考

は
巧
み
に
師
弟
の
情
の
厚
さ
に
す
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
二
と
し
て
、
第
十
二
段
に

「支
考
が
東
行
の
比
、
風
雅

ハ
い
か
に
し

侍
ら
ん
と
と
ふ
人
あ
れ

バ
」
と
書
き
得
た
こ
と
が
あ
げ

ら
れ

よ
う
。
こ
こ
に

は
、
本
書
の
出
版
が
必
ず
し
も
自
ら
の
願
望
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
東
の
人
の

要
望
に
応
え
る
意
味
を
も
有
す
る
こ
と
が
、
さ
り
げ
な
い
形
で
語
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
事
実
と
し
て
あ

っ
た
か
否
か
は
と
も
か
く

も
、
少
く
と
も
奥
羽
行
脚
を
し
な
け
れ
ば
書
き
得
な
い
文
言
で
あ
る
こ
と
だ
け

は
確
か
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
が
本
書
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
支

考
を
破
門
す
る
な
ど
の
挙
に
出
た
り
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
て
、
出
版
の

経
緯
に
つ
い
て
は
不
同
意
で
あ

っ
て
も
、
内
容
に
つ
い
て
は
余
り
問
題
と
す
る

必
要
が
な
い
と
評
価
し
て
い
た
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
不
詳
と
言
わ
ざ
る
を

疇
は
ぃ
け
れ

与 ヵ、
れ
中
』
一
は
制
計
障
諏
け
「
』
］
“

『 匂
鰤
け
嘲
い
講
「
岬
設

力ヽ し

れ
る
な
ど
、
後
代
に
高
い
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
右
の
こ
と

と
併
せ
て
、
本
書
が
芭
蕉
の
命
名
に
よ
る
ら
し
い
こ
と
、
後
年
の
支
考
の
俳
論

に
比
べ
る
と
、
そ
の
内
容
が
き
わ
め
て
穏
当
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
本

書
が
、
芭
蕉
の
賛
同
を
得
た
上
、
内
容
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
後
出
版
さ
れ

た
か
の
ご
と
く
錯
覚
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
右
の
諸
事
実
と
芭
蕉
が
本
書

の
出
版
に
好
意
的
で
あ

っ
た
ろ
う
と
の
推
測
と
を
性
急
に
結
び
つ
け
“
林
奮
で

な
い
こ
と
は
、
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
蛇
足
を
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
右
の
結
論
が
本
書
の
俳
論
的
も
し
く
は

俳
論
史
的
価
値
を
害
ね
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

注
１
　
一九
禄
五
年
刊

『誹
諸
書
籍
目
録
」
に

「
一
冊
　
其
角
作
　
一万
禄
五
年
二
月
」
と

あ
る

（乾
裕
幸
氏
編

『古
俳
書
目
録
索
引
」
に
よ
る
）
の
に
従
う
。
な
お
、

『葛

の
松
原
』
を

「元
禄
五
年
末
か
」
と
し
た
の
は
、
第
四
十
段
末
尾
に

「元
禄
壬
申

（＝
五
年
）
五
月
十
五
日
」
と
あ
る
こ
と
、
元
禄
十
五
年
九
月
序
、
宝
永
四
年
刊

『誹
諸
書
籍
目
録
』
に

「
一　
支
考
　
一九
禄
五
年
　
一
匁
三
分
」
と
あ
る

（同
前



書
に
よ
る
）
と
あ
る
に
従
っ
た
。

注
２
　
挿
入
さ
れ
た

「又
ノ
十
三
」
丁
に
つ
い
て
は
、
山
本
唯

一
氏
が
、　
一
旦
印
刻
後

追
加
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
内
容
的
に
は
二
十
丁
あ
た
り
に
入
れ
る
べ
き

こ
と
、
発
句
及
び
そ
の
作
者
か
ら
考
え
て
支
考
と
湖
南
の
蕉
門
人
と
の
深
い
え
に

し
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

（同
氏
編

『葛
の

松
原
』
影
印
本
解
題
五
頁
ｔ
六
頁
、
文
栄
堂
刊
）。　
な
お
、
本
書
の
書
誌
な
ど
に

つ
い
て
は
、　
拙
稿

「『葛
の
松
原
」
の
諸
本
に
つ
い
て
」
令
南
山
国
文
論
集
」
第

一
号
∧
昭
５．
．
１０
Ｖ
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
）

注
３
　
各
段
の
長
さ
は
長
短
さ
ま
ざ
ま
で
、
短
の
わ
ず
か
二
行
か
ら
、
長
は
百
六
行
に

ま
で
及
ぶ
。
内
容
的
に
は
、
前
段
に
つ
づ
け
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
個
所
や
二

段
以
上
に
分
割
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
個
所
も
あ
る
が
、
今
は
圏
点
に
従
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
一
段
と
算
え
た
。
た
だ
し
、
第
三
十
段
で
は
、
走
・
響

・
馨
の
句
例

が
掲
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
圏
点
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
段
と
し
て
は

算
え
な
い
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
四
十
段
の
あ
と
に
、
芭
蕉

・
其
角

。
桃
隣
・
露

浩
の
餞
別
吟
と
支
考
の
挨
拶
の
句
と
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

注４柏幹絆断蠍報」赫権藪韓“鵬切蒸い「聾ぎ消珠しヽ部“「け『が鑑ぽ『朦嘲

事
実
通
り
の
記
載
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、　
一
つ
に
は
冒
頭
に

「東
の
人
の
記
念

に
は
つ
た
へ
侍
る
」
と
言
っ
た
趣
旨
を
生
か
す
た
め
の
処
理
で
あ
り
、　
一
つ
に

は
、
奥
羽
行
脚
中
、
特
に
大
き
な
世
話
に
な
っ
た
呂
九
亭
の
名
を
こ
こ
に
掲
げ
て

そ
の
厚
遇
に
報
い
る
べ
く
こ
う
し
た
形
を
取
っ
た
の
に
す
ぎ
な
い
。

（略
）
次
に

撰
者
に
つ
い
て
は
巻
頭
に

『野
盤
子
支
考
述
、
潜
渕
庵
不
玉
撰
」
と
あ
る
が
、
前

記
の
成
立
時
期
か
ら
も
自
明
の
よ
う
に
、
不
玉
が
こ
れ
を
撰
し
た
と
い
う
事
情
は

全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
も
や
は
り
呂
丸
の
場
合
と
同
様
の
意
味
あ
い
か
ら
、

不
玉
撰
と
い
う
形
式
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」

（校
本
芭

蕉
全
集
第
七
巻
解
題
、
三
六
頁
―
三
七
頁
）
と
さ
れ
、
山
本
唯

一
氏
も
こ
れ
を
受

け
て

「支
考
は
奥
羽
行
脚
中
不
玉
か
ら
厚
く
遇
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
報
い
る
た

め
名
前
を
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。　
巻
末
に

『於
二図
司
凋
柏
堂
一而
絶
レ筆
」
と

記
し
て
あ
る
の
も
同
様
の
事
情
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」

（文
栄
堂
刊

『葛

の
松
原
』
解
題
、
六
頁
）
と
し
て
お
ら
れ
る
。
私
は
、
敢
え
て
こ
の
通
説
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
支
考
が
右
の
ご
と
き
体
裁
を
整
え
る
背
後
に
は
、
通
説

以
外
に
も
別
の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注
５
　
「昔
は
応
理
円
実
の
覚
徒
と
し
て
公
家
の
梵
筵
に
列
り
、
今
は
諸
国
流
浪
の
乞

食
と
し
て
終
を
く
つ
の
松
原
に
取
。

世
の
中
の
人
に
は
く
つ
の
松
原
と
よ
は
る
ゝ
名
社
う
れ
し
か
り
け
れ
　
　
」

（群
書
類
従
本

『撰
集
抄
』
巻
九

「南
都
覚
英
僧
都
事
し

注
６
　
「此
盤
子
と
申
出
家
、
奥
羽

一
見
二
参
候
間
、
暫
時
御
山
二
滞
留
被
二仰
付
一可

レ被
レ下
候
。
風
雅
も
少
相
心
得
侯
間
、
御
聞
被
レ遣
可
レ被
レ下
候
」

注
７
　
「
二
月
十
日
に
は
我
師

（筆
者
注
＝
支
考
の
こ
と
）
の
奥
州
行
脚
と
て
餞
別
の

会
あ
り
。
祖
師
は
五
器
の
発
句
（同
＝
此
こ
ゝ
ろ
推
せ
よ
花
に
五
器

一
具
）あ
り
。

其
角
は
紙
鳶
の
発
句

（同
＝
白
河
の
関
に
見
か
へ
れ
い
か
の
ぼ
り
）
有
り
。
杉
風

。
棟
風
な
ど
十

一
人
の
連
衆
也
」
（か
っ
こ
内
の
句
は
本
書
所
収
）

注
８
　
こ
の
段
階
で
完
成
原
稿
が
で
き
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
出
版
の
可

否
の
相
談
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ

『継
尾
集
』
巻
之
二
に
自
ら

「支

考
こ
と
し
文
集
つ
く
ら
む
と
お
も
ひ
立
こ
と
あ
り
て
奥
羽
の
間
に
行
脚
せ
し
云

々
」
（象
潟
紀
行
）
と
記
し
て
い
る

「文
集
」
は
恐
ら
く
本
書
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
構
想
や
骨
格
は
既
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
こ
こ
に
言
う
と
こ
ろ
の

「内
容
」
と
は
そ
の
程
度
の
こ
と
を
指
す
。

注
９
　
堀
切
実
氏
は

ニ
ハ
月
下
旬
、
江
戸
を
出
立
、
熱
田
を
経
て
尾
張
に
越
人
を
訪

れ
、
そ
の
後
美
濃
に
帰
郷
、
滞
在
か
。　
一
説
に
伊
勢
山
田
に
帰
臥
す
と
い
う

（山

田
三
秋
説
と

（支
考
年
譜
考
証
、　
三
二
頁
）
と
さ
れ
る
。

注
１０
　
『雑
談
集
』
首
巻
に
は
、

「高
位
の
人
の
取
あ
へ
ず
思
出
給
へ
る
句
、
少
年

・

少
女
・
遊
女
・
禅
門
な
ど
の
、
折
に
ふ
れ
た
る
事
云
出
し
は
、
心
と
心
と
の
む
か

ひ
あ
へ
る
故
、
等
類
あ
る
句
も
聞
ゆ
る
さ
れ
侍
り
。
な
ま
じ
ゐ
に
点
者
で
候
と
い

は
る
ゝ
心
憂
し
と
嵐
雪
が
身
を
恨
ミ
し
も
こ
と
は
り
也
。
人
に
は
く
ず
の
松
原
と

よ
ば
れ
る
ゝ
名
さ
え
う
れ
し
と
よ
ま
れ
し
、
誠
に
ゆ
か
し
」
と
し
て
、
覚
英
上
人

の
逸
話
を
引
い
て
い
る
。
既
に
今
栄
蔵
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

（校
本
解
題
、

三
六
頁
）
よ
う
に
、
支
考
は
芭
蕉
の
餞
別
吟
に
対
し
て

「も
ヽ
す
ぢ
り
ゆ
が
み
て

ふ
さ
む
花
の
蔭
」
の
句
を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
も

「撰
集
抄
』
の

「正
直
坊
往

生
の
事
」
に
拠
る

『雑
談
集
』
の
記
事
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
本
書
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と
の
深
い
関
係
が
窺
え
よ
う
。
な
お
、
支
考
の
奥
羽
行
脚
出
立
前
に

『雑
談
集
』

が
出
版
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
江
戸
帰
着
後
に
は
見

る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
支
考
は
、
五
年

一
月
に
一
時
名
古
屋

に
出
か
け
た
時
期
を
除
い
て
、
前
年
九
月
以
降
ず
っ
と
芭
蕉
の
傍
に
居
た
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
十
二
月
に
芭
蕉
の
校
閲
を
う
け
た
同
書
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
も
そ
の

内
容
も
充
分
に
熟
知
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
も
っ
と
積
極
的
に
、

同
書
に
刺
激
さ
れ
て
本
書
の
出
版
を
思
い
立
っ
た
と
さ
え
言
い
得
る
か
と
思
う
。

注

ず
１１

梅

勢

誘

貿

針

断

舗

鐵

囃

♂

教

籍

赫
『

致

謬

多
少
涙
と
作
ら
れ
た
り
。
是
は
伊
豆
の
山
に
て
猟
師
の
猿
を
み
つ
け
て
鉄
抱
を
取

上
た
る
に
、
哀
猿
断
腸
の
声
を
出
し
て
叫
び
た
る
を
即
興
の
詩
な
る
よ
し
仰
せ
ら

れ
け
り
。
誹
諮
に
て
は
か
か
る
自
由
に
は
手
の
と
ど
く
べ
か
ら
ず
思
は
れ
侍
る

也
。
又
か
し
は
餅
と
云
名
の
面
白
か
ら
ね
ば
、
是
を
十
七
字
に
ゆ
る
め
て
は
い
か

に
と
て
、
初
懐
紙
、

餅
作
る
な
ら
の
広
葉
を
う
ち
合
せ

と
こ
れ
ほ
ど
に
は
句
作
ぬ
れ
ど
も
、
鉄
抱
と
云
て
よ
き
句
作
に
は
及
ぶ
ま
じ
く

や
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て
い
る
。

注
１２
　
第
六
段
以
前
の
叙
述
内
容
を
略
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

第

一
段
＝
序
。

第
二
段
＝
古
池
の
句
の
論
。

第
三
段
＝
詩
歌
と
の
比
較
に
お
け
る
俳
諸
の
特
質
。

第
四
段
＝
今
の
俳
諸
は
祖
師
禅
に
喩
え
る
こ
と
が
で
き
、

「転
ず
る
」
を
特

長
と
す
る
こ
と
。

第
五
段
＝

「俳
諧
に
古
人
な
し
」
の
論
。

第
六
段
＝
古
人
の
語
意
の
用
い
方
が
安
易
で
な
い
こ
と
。

こ
の
直
後
に
前
掲
の
第
七
段
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、

「雑
談
集
』
か
ら
の
逸
話
の

引
用
は
、
用
語
に
対
す
る
其
角
の
注
意
深
さ
が
古
人
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
と

し
て
称
揚
す
る
と
と
も
に
、

「雑
談
集
」
に
対
す
る
敬
意
を
表
明
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
第
六
段
ま
で
に
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
言
及
さ
れ

て
い
る
人
名
・
書
名
は
、
芭
蕉
。
人
麿

・
定
家
・
頓
阿
・
兼
好
。
浄
弁
・
孔
子
・

韓
退
之
。
社
甫
、
荘
子
・
論
語
・
漢
書
・
古
今
集
・
華
厳
経
で
あ
る
。
こ
の
あ
と

に
其
角
お
よ
び

『雑
談
集
』
が
来
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
意
識
は
並
一
通
り
の
も
の

で
は
あ
る
ま
い
。

注
１３
　
英
角
が

「山
吹
や
」
と
冠
せ
る
べ
き
こ
と
を
答
え
た
と
き
の
様
子
を
支
考

は

「を
よ
づ
け
侍
る
」
↑
これ
以
外
に
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
ば
か
り
に
自
信
た

っ
ぶ
り
に
答
え
た
こ
と
を
言
う
か
）
と
表
現
し
て
い
る
。
芭
蕉
は
こ
れ
を
採
用
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
褒
め
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
其
角
に
非
難
を
浴
び
せ
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
芭
蕉
の
発

想
に
は
実
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
の
ひ
き
合
い
と
し
て
出
さ
れ
た
に
と
ど
ま

っ
て

い
る
。

注
１４
　
因
み
に
、
其
角
と
並
称
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
嵐
雪
に
つ
い
て
は
二
個
所

（第
十

二
段
と
第
二
十
五
段
）
言
及
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

注
１５
　
さ
き
の
五
例
に
は
含
め
な
か
っ
た
が
、

「雑
談
集
』
ま
た
は
其
角
を
称
揚
す
る

と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
所
説
の
補
遺
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
例
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
は
第
十
二
段
で
あ
る
。
芭
蕉
の

「五
月
雨
に
か
く
れ

ぬ
物
や
勢
多
の
は
し
」
の
句
に
つ
い
て
、
座
五
が
他
の
名
所
に
ふ
る
可
能
性
が
あ

る
と
の
批
評
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
其
角
は

「
一
句
に
得
た
る
景
物
の
う
ご
か
ざ

る
場
」
と
し
て
こ
れ
を
一
蹴
し
、支
考
は

「勢
多
と
い
へ
る
も
の
は
古
今
の
模
楷
」

で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て
芭
蕉
の
句
を
擁
護
す
る
こ
と
と
去
来
の

「湖
の
水
ま
さ
り
け
り
五
月
雨
」
を
比
較
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
で
は
、
両
者
に

高
い
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、　
一
方
的
に
其
角
の
説
に
賛
意
を
表
す
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ

「五
月
雨
の
増
ぞ
ま
さ
ぬ
ぞ
と
い
へ
る
処
、
も
る
こ
し
に
は
五
湖

あ
り
。
倭
に
は
一
二
に
も
過
べ
か
ら
ず
」
と
の
自
説
の
展
開
に
重
点
を
置
い
て
い

る
。
そ
の
二
は
第
十
六
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
芭
蕉
の

「辛
崎
の
松
は
花
よ
り
お

ぼ
ろ
に
て
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「雑
談
集
』
の
所
説
に
比

べ
る
と
き
わ
め
て
簡
潔
で
、
第
十
二
段
と
同
様
に
其
角
の
名
も
出
さ
ず
、
そ
の
一

方
で
は

「起
定
転
合
」
の
こ
と
を
持
ち
出
す
と
い
っ
た
ふ
う
に
な

っ
て
い
る
。

「雑
談
集
』
の
補
遺
・
補
説
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

注
１６
　
「桃
の
首
途
』
序
で
も
支
考
は

「む
か
し
我
師
の
東
く
だ
り
に
祖
父
翁
の
旅
の

具
と
て
碁
笥
椀
と
い
ふ
物
を
は
な
む
け
に
し
て
、
此
心
推
せ
よ
花
に
五
器
一
具
と



は
、
西
行
上
人
の
心
を
つ
た
へ
て
世
の
人
よ
か
れ
我
乞
食
せ
む
と
よ
め
る
風
雅
の

さ
び
を
さ
と
せ
し
の
み
な
ら
で
、
其
師
の
そ
の
弟
子
に
を
し
ふ
る
実
情
な
り
」
と

記
し
て
い
る
。

注
１７
　
こ
の
こ
と
を
繰
返
し
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
が
各
務
虎
雄
氏
で
あ
る
。
同
氏
の
説

が
最
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、

こ
れ
を
要
す
る
に
支
考
の
一
生
は
旅
と
著
述
の
一
生
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と

が
で
き
る
。
さ
う
し
て
そ
の
旅
と
著
述
は
、
単
な
る
煙
霞
癖
、
単
な
る
発
表

意
欲
の
自
然
の
発
露
と
の
み
は
見
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
端
的
に
い
へ

ば
、
旅
と
著
述
は
表
裏
の
関
係
を
保
ち
な
が
ら
門
下
の
獲
得
と
指
導
精
神
の

滲
透
を
期
し
た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（創
元
社

「芭
蕉
講
座
」

第
三
巻

「支
考
」
、
二
二
一
頁
〉

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
１８
　
山
崎
氏
は

「旅
と
芭
蕉
」
今
芭
蕉
と
門
人
』
所
収
）
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
お
ら
れ
る
。

支
考
は
同
間
中
で
も
最
も
よ
く
旅
し
た
一
人
に
数
へ
る
べ
き
だ
が
、
九
州
の

旅
を
終
へ
た
記
念
に

『続
五
論
』
（元
禄
十
二
年
刊
）
を
上
梓
し
た
。
書
中
旅

へ
の
論
及
が
あ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
が
、
果
し
て
旅
論
の
一
項

を
設
け
て
、

「旅
は
風
雅
の
や
つ
れ
」
と
も
言
ひ
、

「旅
の
句
と
恋
の
句
と

は
、
中
に
あ
り
て
骨
折
る
べ
き
事
也
」
と
論
じ
た
。
（四
一
頁
）

た
だ
し
、
本
書
と
旅
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

注
１９
　
『去
来
抄
』
は

「牡
年
日
、
い
か
な
る
を
ひ
ゞ
き

。
匂
ひ
・
う
つ
り
と
は
い
へ

る
に
や
。
去
来
日
、
支
考
等
有
ラ
増
シ
を
書
出
せ
り
。
是
を
手
に
取
た
る
ご
と
く

に
は
云
が
た
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
支
考
云
々
は
、
本
書
第
三
十
段
に
、
走

・
響
・
馨
の
句
例
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
部
分
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
、
芭
蕉
歿
後
の
蕉
門
内
で
の
評
価
は
こ
の
記
事
が
代
表
的
に
示
し
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

注
２０
　
本
稿
に
よ
っ
て
全
て
の
疑
間
が
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
最
も
大
き
な
問

題
と
し
て
残
る
の
は
、
芭
蕉
が
本
書
の
出
版
に
不
賛
成
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
な
ぜ

『葛
の
松
原
』
の
書
名
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『去
来
抄
』

の
記
述
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
疑
間
は
雲
散
霧
消
す
る
が
、
そ
う

で
な
い
限
り
、
支
考
が
芭
蕉
に
命
名
さ
れ
た
こ
と
を
宣
伝
材
料
と
し
て
利
用
し
な

い
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
、
支
考
批
判
に
多
忙
で
あ
っ
た
越
人
が
本
書
の
批
判
を
避

け
て
通
る
の
は
な
ぜ
か
、
の
二
つ
の
疑
間
と
と
も
に
あ
と
に
残
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。　
一
つ
の
考
え
方
之
し
て
、

「葛
の
松
原
」
の
書
名
は
、
紀
行
文
ま
た
は

撰
集
の
た
め
の
も
の
で
、
こ
れ
な
ら
ば
芭
蕉
に
も
許
可
す
る
意
向
が
あ

っ
た
ゆ

え
、
書
名
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
考
は
師
の
意
向
に
反
す
る
俳
論
書
の

出
版
を
企
図
し
て
反
対
さ
れ
た
た
め
に
宣
伝
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
越
人
は
そ
の

経
緯
を
知
ら
な
か
っ
た
か
、
本
書
の
内
容
の
穏
当
さ
が
越
人
に
つ
け
い
る
隙
を
与

え
な
い
か
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、　
一
通
り
の
説
明
が
可
能
に
な
る
が
、
あ
く
ま
で

も
辻
接
を
合
わ
せ
る
た
め
の
推
測
の
域
を
出
な
い
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
な
お
後

考
を
期
す
べ
き
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（甲
南
大
学
助
教
授
）
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