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【花
伝
】
か
ら

【風
姿
花
伝
】
へ
の
本
文
改
訂表

は

じ

め

に

世
阿
弥
の
最
初
の
能
芸
論
書
た
る

『
風
姿
花
伝
』
は
、
当
初
か
ら
そ
う
題
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
本
来
の
書
名
は

【
花
伝
】
だ
っ
た
の
を
、
応
永
二
十

年
代
後
半
に
な

っ
て
か
ら
合
花
伝
第
七
別
紙
口
伝
』
元
次
本
奥
書
の
応
永
二
十

五
年
六
月
以
後
、
『花
鏡
』
奥
書
の
同
三
十

一
年
六
月
以
前
の
間
）、
世
阿
弥
自

身
が

【
風
姿
花
伝
】
に
改
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
事
に
つ
い
て
は
、

日
本
思
想
大
系

『
世
阿
弥

・
禅
竹
』
の
補
注
二
〇
に
略
述
し
た
の
で
、
そ
れ
を

参
看
願
い
た
い
。　
″
大
胆
な
推
測
″
と
前
置
し
て
提
示
し
た
新
見
で
あ

っ
た
が
、

今
は
、　
″
奥
義
篇
に
な

っ
て
″
と
言
っ
た
の
を

「
応
永
二
十
年
代
後
半
に
な

っ

て
」
と
改
め
た
も
の
の
、
至
当
の
推
測
だ
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

【
花
伝
】
か
ら

【
風
姿
花
伝
】
へ
の
書
名
変
更
に
は
、
少
な
か
ら

ぬ
本
文
改
訂
が
付
随
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
も
と
、
私
の

″原
書
名

【
花
伝
】
説
″
は
、
全
七
篤
か
ら
成
る

『華
伝
』
の
諸
伝
本
調
査
の
結
果
、
巻

序
不
記
な
が
ら
第
五
の
位
置
に
あ
る
奥
義
篇
ま
で
の
本
文
を

一
括
書
写
し
て
い

る
五
巻
本
系
諸
本

（金
春
本

上
ホ
節
署
名
本

。
吉
田
本

上
ホ
節
筆
巻
子
本
）
は

同

一
祖
本
に
基
づ
く
同
系
本
で
あ
り
、
そ
の
祖
本
は
、

『華
伝
』
の
原
形
の
ま

ま
で
は
な
く
、
世
何
弥
自
身
が
後
年
に
政
訂
を
加
え
た
本
で
あ
る
と
認
定
し
た

章

こ
と
が
、
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
前
述
の
補
注
二
〇
で
も
そ
の
事
を
言
い
、
改

訂
個
所
に
つ
い
て
少
々
言
及
も
し
た
が
、
詳
述
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
五
巻
本

祖
本

（そ
れ
は
【
風
姿
花
伝
】
と
改
称
さ
れ
た
後
の
本
で
あ
り
、
現
存
五
巻
本

系
諸
本
を
校
合
し
て
ほ
ぼ
本
文
が
把
握
で
き
る
）
の
改
訂
部
分
を
よ
り
具
体
的

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
考
察
の
対
象
は

五
巻
本
の
本
文
で
あ
り
、
第
六
花
修
と
第
七
別
紙
口
伝
は
直
接
の
対
象
で
は
な

い
。
五
巻
本
の
本
文
改
訂
は
必
ず
し
も

【
花
伝
】
か
ら

【
風
姿
化̈
伝
】
へ
の
改

称
と
一
体
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
改
称
以
前
の
改
訂
も

″
【
花
伝
】
か

ら

【
風
姿
花
伝
】
へ
″
の
過
程
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
。
表
題
は
そ
う
し
た
見

地
か
ら
付
し
た
。
五
巻
本
の
ど
こ
が
改
訂
個
所
で
あ
る
か
は
、

『華
伝
』
の
本

文
研
究
の
立
場
か
ら
だ
け
考
え
て
も
重
要
な
問
題
点
の
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
書
名
と
し
て
の
【
花
伝
】
や

【
風
姿
花
伝
】
と
区
別
す
る
た
め
、
著

述
と
し
て
の

『
風
姿
花
伝
』
を

『華
伝
』
と
記
す
こ
と
に
す
る
。
そ
の
引
用
文

は

『世
阿
弥

・
禅
竹
』
の
校
訂
本
文
に
従
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
振
仮
名

の
使
用
を
避
け
て
若
干
改
変
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
本
文
の
所
在
個
所
も

同
書
の
ペ
ー
ジ
数
に
よ
っ
て

″
５８
Ｐ
″
な
ど
の
形
で
示
す
。

一　
政
訂
部
分
推
定
の
基
本
的
態
渡
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五
巻
本
が

『華
仁
』
の，
成
立
当
初
の
形
の
ま
ま
で
な
い
こ
と
は
、
第
二
聞
答

条
々
の
末
に
応
永
七
年
の
奥
書
が
あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
で
最
初
の

『華
伝
』
は

一
応
完
結
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
続

い
て
第
四
神
儀
と
奥
義
篤
と
が
合
写
さ
れ
て
い
る
五
巻
本
の
形
が
原
形
で
あ
る

は
ず
は
な
い
。
両
篇
が
追
加
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
五
巻
本
の
本
文

（特

に
第
二
ま
で
）
は
、
当
初
の
形
に
か
な
り
の
改
訂
や
増
補
が
加
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
事
は
、
各
篇
の
各
条
の
本
文
を
精
読
し
、
論
旨

の
流
れ

・
組
み
立
て
を
分
析
し
、
文
体
や
語
彙
上
の
特
色
を
注
意
深
く
検
討

し
、

『華
伝
』
の
他
篤
の
論
や
世
阿
弥
の
他
書
の
論
と
比
較
す
る
な
ど
の
諸
作

業
か
ら
総
合
的
に
把
握
で
き
る
こ
と
で
、
私
自
身
も
こ
れ
ま
で
に
種
々
の
機
会

に
増
補
と
認
め
ら
れ
る
部
分
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
き
た
し
、
鑑
賞
日
本
古
典

文
学

『中
世
評
論
集
』
で
能
楽
論
を
担
当
し
、

『華
伝
』
の
第
二
ま
で
に
評
釈

を
加
え
た
伊
藤
正
義
氏
も
、
同
様
の
指
摘
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
方
法
を
、
恣
意
的
判
断
に
陥
り
易
い
無
用
の
事
と
感
じ
る
向
き
も

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
世
阿
弥
自
筆
本
の
残
存
す
る
第
六

花
修
と
第
七
別
紙
口
伝
以
外
は
、
原
形
の
ま
ま
で
は
な
い
こ
と
が
明
瞭
な
五
巻

本
の
本
文
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
『華
伝
』
の
研
究
に
於
い
て
は
、
五
巻
本

の
改
訂
・
増
補
部
分
の
確
認
は
不
可
欠
の
作
業
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
阿
弥
の
理

論
形
成
の
過
程
を
知
る
の
に
す
こ
ぶ
る
有
効
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
世
阿
弥
伝

書
の
場
合
は
、
０
『花
伝
第
七
別
紙
口
伝
』
に
二
種
の
本
文
（先
に
弟
四
郎
に
相

伝
し
た
世
阿
弥
自
筆
本
と
、
応
永
二
十
五
年
に
元
次
に
相
伝
し
た
本
）
が
伝
存

し
、
②
『花
鏡
』
の
前
身
た
る

『花
習
』
か
ら
応
永
二
十
五
年
に
抜
書
し
た
世

阿
弥
自
筆
の
「能
序
破
急
事
六
『花
習
内
抜
書
し
と
応
永
三
十
一
年
奥
書
の

『花

鏡
』
の

「序
破
急
之
事
」
と
が
共
存
し
、
０
応
永
二
十
六
年
奥
書
の

『音
曲
口

伝
』
の
一
部
と

『花
鏡
』
の
一
部
が
重
複
し
て
い
る
な
ど
、
世
阿
弥
自
身
の
本

文
改
訂
の
実
態
を
明
示
す
る
好
資
料
が
存
在
し
て
い
る
。
か
っ
て
講
座
日
本
文

学

『中
世
篇
Ⅱ
』
の

「
世
阿
弥
」
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
０
題
目
六

ケ
条

・
事
書
八
ケ
条
の

『花
習
』
か
ら
題
目
六
ケ
条

。
事
書
十
二
ケ
条
の

『花

鏡
』
へ
の
増
補
の
跡
が
、
現
存
本

『花
鏡
』
に
か
な
り
明
確
に
残

っ
て
い
る
事

や
、
⑤
金
春
禅
竹
に
与
え
た

『九
位
』
に
は
存
在
し
た
九
位
へ
の
金

。
銀
の
配

当
が
現
存
本

『九
位
』
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
事
も
、
参
照
で
き
る
。
そ
う
し

た
事
例
を
参
考
に
し
て
慎
重
に
進
め
て
行
け
ば
、
五
巻
本
に
於
け
る
改
訂
部
分

の
推
測
は
、
恣
意
的
判
断
に
陥
る
危
険
性
が
比
較
的
少
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
０
１
⑤
の
事
例
は
、
今
の
場
合
、
世
阿
弥
が
若
千
の
年
月
を
隔
て

て
同
じ
書
物

（ま
た
は
同
じ
論
）
を
書
く
に
際
し
、
大
幅
に
本
文
を
改
訂
す
る

の
が
常
で
あ

っ
た
事
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『華
伝
』

の
場
合
だ
け
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る

以
上
に
、
五
巻
本
に
は
改
訂
部
分
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
見

地
か
ら
、
次
節
以
下
で
は
、
や
や
大
胆
な
態
度
で
五
巻
本
の
改
訂
部
分
を
推
測

し
、
指
摘
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
①
１
０
の
事
例
か
ら
知
ら
れ
る
世
阿
弥
の
本
文
改
訂

の
実
態
は
、
ω
ま
と
ま
っ
た

一
節
の
増
補
ま
た
は
削
除
、
③

一
行
程
度
の
文
の

追
加
ま
た
は
削
除
、
③

「
三
番
ロ
ヨ
リ
破

ニ
ワ
ナ
ル
ベ
シ
」
を

「
三
番
目
よ
り

は
破
也
」
と
言
い
変
え
る
類
の
小
改
訂
、
③
「
大
綱
ノ
申
楽
」
を

「
大
義

の
申

楽
」
に
変
更
す
る
類
の
言
葉
の
置
き
換
え
な
ど
、
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
。
五

巻
本
に
も
同
様
の
改
訂
が
施
さ
れ
て
い
る
に
違
い
あ
る
ま
い
。
右
の
内
、
五
巻

本
に
於
い
て
最
も
認
定
し
易
い
の
は
０
の
増
補
の
分
で
あ
る
。
従
来
指
摘
さ
れ

て
き
た
改
訂
部
分
も
す
べ
て
そ
れ
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
比
し
、
０
０
０
の
如
き

小
部
分
の
改
訂
は
、
改
訂
後
の
本
文
に
の
み
基
づ
い
て
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と

は
不
可
能
に
近
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。　
一
般
的
に
は
で
あ
る
。
だ
が
、
世



町
弥
の
場
合
に
は
あ
．る
程
度
の
希
望
が
絆
て
る
。
役
の
使
．用
語
彙
に
、
独
．得
の，

造
語
が
多
い
と
か
禅
林
用
語
の
借
用
が
多
い
と
か
の
特
異
性
が
あ
り
、
か
つ
、

あ
る
時
期
に
の
み
集
中
的
に
用
い
て
い
る
と
か
、
あ
る
時
期
以
後
に
の
み
愛
用

し
て
い
る
と
か
、
用
法
に
片
寄
り
の
あ
る
語
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
こ
れ
は

″
原
書
名

【
花
伝
】
説
″
に
言
及
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、

「
風
姿
」
な
る
語
は
、
漢
語
と
し
て

一
応
存
在
し
て
い
た
し
、
連
歌
論
書
に
も

稀
に
は
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
風
道
」
「
風
名
」
な
ど
と
は
違

っ
て
世
阿
弥

の
造
語
で
は
な
い
ら
し
い
が
、
書
名

【
風
姿
花
伝
】
の
分
を
除
け
ば
、

１４
例
の

す
べ
て
が

『花
鏡
』
の
増
補
記
事
以
後
に

「
三
体
の
風
姿
」
と
か

「
面
白
き
風

姿
」
と
か
の
形
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、

『華
伝
』
に
は

一
つ
も
用
例
が
な
い
。

世
阿
弥
の
漢
字
へ
の
傾
倒
が
強
ま
っ
た
応
永
二
十
六
年
以
後
に
彼
の
語
彙
に
加

わ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
語
を
頭
に
冠
し
た

【
風
姿
花
伝
】
が

本
来
の
書
名
で
は
な
い
と
考
え
る
の
は
当
然
の
見
解
で
あ
ろ
う
し
、
も
し

『華

伝
』
の
本
文
に

「
風
姿
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
直
ち
に
そ
こ
を

改
訂
部
分
と
認
め
て
も
い
い
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
疑
い
を
抱
く
の
が
当
然
と

言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
に
、
用
法
に
片
寄
り
の
あ
る
語
を
手
が
か
り

と
し
て
、
五
巻
本
の
小
部
分
の
改
訂
を
も
探
知
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
節
以
下
の
考
察
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
試
論
で
あ
る
。

一
一

「公
案
」
の
語
を
め
ぐ
っ
て

世
阿
弥
の
伝
書
に

「
こ
う
あ
ん
六
公
案
）
の
語
が
“
例
見
ら
れ
る
。
も
と
も

と
は
禅
林
用
語
で
、
師
が
禅
の
妙
諦
を
理
解
さ
せ
る
た
め
弟
子
に
与
え
る
課
題

を
意
味
す
る
名
詞
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
は
そ
れ
を

「
工
夫
」
に
近
い
意
味
に
使

用

（誤
用
）
し
て
い
る
。
信
頼
す
る
に
足
る
伝
本
の
文
字
づ
か
い
で
は
１６
例
の

す
べ
て
が
仮
名
書
で
あ
る
か
ら
、
世
阿
弥
は
こ
の
語
を
耳
で
聞
き
知

っ
て
い
た

も
の
の
灘
字
を
知‥
ら
ず
、
「考
案
」
な
ど
の
意
に
受
け
収

，
て
ぃ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
「
公
案
し
て
」
「公
案
す
べ
し
」
な
ど
と
動
詞
化
し
て
用
い
た
例
が
４

例
あ
る
の
も
、
彼
が

「
公
案
」
の
語
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、

「
公
案
」
の
１６
例
中
、
永
享
二
年
奥
書
の

『習
道
書
』
の
本
文
最
末
尾
に

「
か
ね
て
の
公
案
を
も
て
能
の
序
破
急
を
延
曲

す
べ
し
六
如
Ｐ
）
と
あ
る
以
外
の
１５
例
が
、
す
べ
て

『華
伝
』
の
本
文
に
見
ら

れ
、
か
な
り
片
寄

っ
た
使
わ
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
。　
一
時
期
、
世
阿
弥
の
愛
用

語
だ

っ
た
ら
し
い
。

そ
の

『華
伝
』
の
１５
例
は
、
第
六
花
修
に
２
例
、
第
七
別
紙
口
伝

（世
阿
弥

自
筆
本
も
同
じ
）
２
例
で
、
五
巻
本
に
は
■
例
（第

一
１
、
第
二
４
、
第
二
６
、

第
四
０
、
奥
義
０
）
現
れ
る
。
第
六
と
第
七
の
用
例
は
、
動
詞
化
し
た
用
法
が

含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
以
外
は
特
に
注
意
す
べ
き
点
は
認
め
ら
れ
な
い
。
だ
が

五
巻
本
の

「
公
案
」
は
、
不
思
議
に
、
従
来
か
ら
増
補
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い

た
部
分
、
ま
た
は
増
補
の
可
能
性
の
強
い
部
分
、
及
び
改
訂
と
考
え
る
こ
と
の

で
き
る
部
分
に
多
く
現
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
の
用
例
た
る
第

一
年
来
稽
古
条
々

「
二
十
四
五
」
の
条
の
、

一
、
公
案
し
て
思
ふ
べ
し
。
我
が
位
の
ほ
ど
を
能
々
心
え
ぬ
れ
ば
、
そ
れ

は
ど
の
花
は

一
期
失
せ
ず
。
位
よ
り
上
の
上
手
と
思
へ
ば
、
も
と
あ
り

つ
る
位
の
花
も
失
す
る
也
。
よ
く
ノ
ヽ
心
得
べ
し
。
（
１７
Ｐ
）

は
、
二
十
四
五
の
時
期
が
時
分
の
花
の
盛
り
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
れ
を

自
覚
せ
ず
に
真
実
の
花
に
遠
ざ
か
る
こ
と
を
強
く
戒
め
て
、

「初
心
と
申
は
こ

の
比
の
こ
と
也
」
と
結
ん
だ
本
論
の
あ
と
に
、
突
然

一
ツ
書
の
形
で
添
え
ら
れ

た

一
文
で
あ
り
、
私
が

『世
阿
弥

・
禅
竹
』
の
頭
注
で

「
以
下
は
追
記
」
と
し

た
部
分
で
あ
る
。
追
記
即
増
補
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
が
本
論
と
は
若
千
質
を
異

に
す
る
増
補
的
記
事
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言

っ
て



よ
か
ろ
う
。
そ
う
し
た
部
分
に

「
公
案
」
の
語
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

用
例
の
順
序
通
り
で
は
な
い
が
、
第
二
物
学
条
々
「物
狂
」
の
項
の
後
半
の
、

又
云
、
物
ま
ね
な
れ
ど
も
心
得
べ
き
事
あ
り
。
物
狂
は
憑
物
の
本
意
を
狂

ふ
と
い
へ
ど
も
、
女
物
狂
な
ど
に
、
あ
る
ひ
は
修
羅
闘
諄

・
鬼
神
な
ど
の

憑
く
事
、
こ
れ
、
な
に
よ
り
も
悪
き
事
也
。
…
…
所
詮
、
こ
れ
体
な
る
能

を
ば
せ
ぬ
が
秘
事
な
り
。
…
…
こ
の
公
案
を
持
つ
事
、
秘
事
也
。

又
、
直
面
の
物
狂
、
能
を
極
め
て
な
ら
で
は
十
分
に
は
…
…

（
Ｚ
Ｐ
）

も
、
同
じ
よ
う
な
所
に

「
公
案
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
の

「物
狂
」
の
項
は
第
二
物
学
条
々
の
中
で
特
に
長
大
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「
時

の
花
を
か
ざ
し
に
さ
す
べ
し
」
で
本
論
が
終

っ
た
あ
と
に
、
掲
出
し
た
よ
う
な

「似
合
わ
ぬ
能
を
せ
ぬ
が
秘
事
」
の
論
と
男
物
狂
論
と
が
追
加
さ
れ
て
い
る
た

め
で
、
勿
論
増
補
と
見
な
す
べ
き
追
加
で
あ
る
。
冒
頭
の

「
又
云
」
は
、

『世

阿
弥

・
禅
竹
』
の
頭
注
や
補
注

一
一
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
世
阿
弥
の

「
論
を

追
加
す
る
時
な
ど
の
慣
用
句
」
で
、

「
又
云
」
で
始
ま
る
ま
と
ま
っ
た
記
事
の

ほ
と
ん
ど
が
増
補
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
。
他
項
に
比
較
し
て
著
し
く
長
い
項

に
は
増
補
が
含
ま
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
第
三
間
答
条
々
の
第
５
条
の
末
尾
部
分
に
、

さ
れ
ば
、
上
手
に
だ
に
も
、
上
慢
あ
ら
ば
能
は
さ
が
る
べ
し
。
い
は
ん
や

か
な
は
ぬ
上
慢
を
や
。
能
々
公
案
し
て
思
へ
。
上
手
は
下
手
の
手
本
、
下

手
は
上
手
の
手
本
な
り
と
工
夫
す
べ
し
。
…
…

「稽
古
は
強
か
れ
、
情
識

は
な
か
れ
」
と
は
、
こ
れ
な
る
べ
し
。
（
３３
Ｐ
）

と
あ
る
。
右
の
引
用
文
を
も
含
め
た
第
５
条
の
後
半
は
、
情
識

・
繋
縛

・
上
慢

な
ど

『華
伝
』
中
で
は
趣
き
を
異
に
す
る
語
の
集
中
的
使
用
や
、
文
体
上
の
特

色
や
、
後
補
と
見
ら
れ
る
序
の

「稽
古
は
強
か
れ
、
情
識
は
な
か
れ
」
が
引
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
伊
藤
正
儀
氏
が

『中
世
評
論
集
Ъ
に
於
い

て
後
年
増
補
説
を
提
起
し
て
お
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
条
の
本

論
は

「
さ
り
な
が
ら
能
と
工
夫
を
極
め
た
ら
ん
は
こ
れ
を
知
る
べ
し
」
ま
で
で

一
応
完
結
し
て
い
る
。
そ
れ
を
補
足
し
て
い
る

「
い
か
な
る
を
か
し
き
為
手
な

り
と
も
」
以
下
の
後
半
は
、
増
補
と
解
し
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
や

は
り

「
公
案
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
間
答
条
々
の
第
６
条
の
結
末
の
一
文
、

よ
く
ノ
ヽ
公
案
し
て
思
ふ
に
、
幽
玄
の
位
は
生
得
の
物
か
。
た
け
た
る
位

は
功
入
り
た
る
所
か
。
心
中
に
案
を
め
ぐ
ら
す
べ
し
。
（
３４
Ｐ
）

は
、

「
た
け
た
る
位
」
を
年
功
に
よ
る
も
の
と
す
る
点
が
前
文
で

「
た
け
」
を

生
得
の
位
と
し
て
い
る
論
と
合
致
せ
ず
、
か
ね
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
所
で
あ

る
。
小
西
甚

一
博
士
が

『能
楽
論
研
究
』
で
前
文
の
本
論
部
分
は
観
阿
弥
の
論

の
祖
述
、
右
の
部
分
だ
け
は

「
あ
と
で
再
考
さ
れ
た
世
阿
弥
自
身
の
意
見
」
と

の
説
を
提
示
さ
れ
た
の
は
、
い
わ
ば
該
部
分
後
年
増
補
説
で
あ
ろ
う
。
本
論
を

観
阿
弥
の
説
と
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
そ
こ
が
増
補
で
あ
る
と
の

見
解
に
は
同
感
で
あ
る
。
そ
こ
に
も

「
公
案
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

以
上
に
言
及
し
た
の
は
、
い
ず
れ
も
従
来
か
ら
増
補
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い

た
部
分
に

「
公
案
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
増
補
部

分
に

「
公
案
」
の
語
が
４
例
も
見
え
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
他
の

「
公
案
」
の
用

例
を
見
て
ゆ
く
と
、
従
来
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
増
補
と
解
し

得
る
部
分
に

「
公
案
」
の
語
が
多
く
現
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
、
間
答

条
々
第
８
条
の

「
し
は
れ
た
る
風
体
」
の
項
は
、

「
さ
る
ほ
ど
に
、
た
と
へ
に

も
申
が
た
し
」
と
本
論
を
結
ん
で
い
な
が
ら
、
二
首
の
古
歌
を
引
き
、

か
や
う
な
る
風
体
に
て
や
あ
る
べ
き
。
心
中
に
あ
て
ゝ
公
案
す
べ
し
。

で
終

っ
て
い
る
。

「
心
中
に
あ
て
ヽ
公
案
す
べ
し
」
の

一
文
だ
け
が
後
補
か
と

も
擬
え
る
が
、
「た
と

・へ
に
も

，申し
灘
し
」
と
言
い
な
が
ら
す
ぐ
に
古
歌
を
た



と
え
．と
し
て
潟
え
て
い
る
の
に
不
自
然
．一
み
る
力、．ら
、　
一古
歌
云
」
か
ら
班
後‥

が
後
年
の
増
補
で
あ
る
可
能
性
が
す
こ
ぶ
る
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
同
じ
間
答
条
々
の
第
４
条
の
後
半
部
に
は
、

さ
れ
ば
、
肝
要
、
此
道
は
た
ゞ
花
が
能
の
命
な
る
を
、
花
の
失
す
る
を
も

知
ら
ず
、
も
と
の
名
望
ば
か
り
を
頼
ま
ん
事
、
古
き
為
手
の
返
々
誤
り
な

り
。
…
…
さ
れ
ば
、
主
の
心
に
は
随
分
花
あ
り
と
思
へ
ど
も
、
人
の
目
に

見
ゆ
る
ヽ
公
案
な
か
ら
ん
は
、
日
舎
の
花
、
藪
梅
な
ど
の
、
い
た
づ
ら
に

咲
き
匂
は
ん
が
ご
と
し
。
又
、
同
じ
上
手
な
り
と
も
、
そ
の
内
に
て
重
々

ヽあ

ヽる
べ
し
。
た
と
ひ
随
分
極
め
た
る
上
手

。
名
人
な
り
と
も
、
こ
の
花
の

公
案
な
か
ら
ん
為
手
は
、
上
手
に
て
は
通
る
と
も
、
花
は
後
ま
で
は
あ
る

ま
じ
き
な
り
。
公
案
を
極
め
た
ら
ん
上
手
は
、
た
と
へ
能
は
さ
が
る
と
も

花
は
残
る
べ
し
。
花
だ
に
残
ら
ば
、
面
白
き
所
は

一
期
あ
る
べ
し
。
さ
れ

ば
、
ま
こ
と
の
花
の
残
り
た
る
為
手
に
は
、
い
か
な
る
若
き
為
手
な
り
と

も
、
勝
つ
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
也
。
（
３‐
２
３２
Ｐ
）

と
、

「
公
案
」
が
３
例
も
集
中
し
て
い
る
が
、
こ
こ
も
増
補
と
解
し
得
る
記
事

で
あ
る
。
末
尾
の

一
文
が
、
若
き
為
手
が
名
人
に
立
合
で
勝
つ
こ
と
が
あ
る
の

を
不
審
と
す
る
間
に
対
応
す
る
答
の
結
び
と
し
て
整

っ
て
い
る
し
、
前
半
も
花

の
論
で
あ
る
た
め
、
増
補
で
あ
る
こ
と
が
目
立
た
な
い
が
、
本
論
は

「
か
や
う

の
た
と
へ
を
思
ふ
時
は
、　
一
旦
の
花
な
り
と
も
、
立
合
に
勝
つ
は
理
な
り
」
ま

で
で
十
分
完
結
し
て
い
る
。
前
半

。
後
半
と
も
花
の
論
で
は
あ
る
が
、

「
此
道

は
た
ゞ
花
が
能
の
命
」
と
言
い
、
ヨ

方
の
花
」
を
極
め
る
こ
と
の
有
効
性
や
、

花
の

「
人
の
目
に
見
ゆ
る
ゝ
公
案
」
の
必
要
性
を
説
く
後
半
の
論
は
、
世
阿
弥

自
身
が

「
花
の
段
」
と
呼
ん
で
い
る
間
答
条
々
第
９
条
よ
り
詳
細
で
あ
り
、
第

七
別
紙
口
伝
の
論
を
踏
ま
え
て
い
る
か
と
思
え
る
ほ
ど
質
が
高
い
。
こ
こ
に
こ

ん
な
論
が
あ
る
の
は

『華
伝
』
の
構
成
か
ら
見
て
不
釣
合
な
の
で
は
な
か
ろ
う

力、．。
末
足
の
上
手
の
風
陛
論‐
ハ
陽
の
範
囲
を
越
え
た
諦
で
あ
．る
こ
と
や
、
結
ド

が
前
半
の
「
五
十
以
来
ま
で
花
の
失
せ
ざ
ら
ん
程
の
為
手
に
は
、
い
か
な
る
若

き
為
手
な
り
と
も
勝
つ
こ
と
は
あ
る
ま
じ
」
と
重
複
す
る
こ
と
を
も
参
照
す
る

と
、
こ
こ
が
後
年
増
補
で
あ
る
可
能
性
は
す
こ
ぶ
る
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
公
案
」
の
語
の
多
用
を
そ
の
傍
証
に
し
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
、
第
二
物
学
条
々
の

「唐
事
」
の
条
の
末
尾
の
、

こ
ヽの

、ヽ
異
様
し
た
る
と
申
す
事
な
ど
、
か
り
そ
め
な
が
ら
、
諸
事
に
わ
た

る
公
案
な
り
。
な
に
事
か
異
様
し
て
よ
か
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
お
よ
そ
唐

様
を
ば
な
に
と
か
似
す
べ
き
な
れ
ば
、
常
の
振
舞
に
風
体
変
れ
ば
、
な
に

と
な
く
唐
び
た
る
や
う
に
よ
そ
目
に
見
な
せ
ば
、
や
が
て
そ
れ
に
な
る
な

り
。
（
％
Ｐ
）

も
ま
た
、
増
補
と
解
さ
れ
る
記
事
で
あ
る
。
格
別
の
風
体
で
稽
古
の
型
木
も
な

い
唐
事
の
物
ま
ね
の
心
得
と
し
て
、

「
一
体
異
様
し
た
る
や
う
に
風
体
を
持
つ

べ
し
」
「
出
立
を
唐
様
に
す
る
な
ら
で
は
手
立
な
し
」
と
説
き
、
「
た
ゞ
一
模
様

心
得
ん
ま
で
な
り
」
と
結
ん
だ
所
ま
で
が
本
論
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
引
用
部

分
が
補
足
的
記
事
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
全
体

が
そ
う
長
く
は
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
増
補
記
事
と
し
て
指
摘
さ
れ

た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

『世
阿
弥

。
禅
竹
』
の
翻
印
で
言
え
ば
、
直
面
が
６

行
、
法
師
が
４
行
、
修
羅
が
７
行
、
神
が
５
行
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
重
視
し
て

も
い
な
い
唐
事
に
８
行
を
費
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
長
す
ぎ
る
。
原
則
的
に

は
よ
ろ
し
く
な
い
「異
様
」
な
様
を
あ
え
て
す
る
こ
と
の
意
義
を
増
補
し
た
た

め
に
、
他
項
よ
り
長
く
な
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
で

「
五
巻
本
」
に
現
れ
る

「
公
案
」
１１
例
中
の
９
例
に
言
及
し
た
こ
と

に
な
る
。
９
例
が
現
れ
る
七
ケ
所
と
も
に
後
年
増
補
と
見
ら
れ
る
所
で
あ
り
、

あ
る
条
の
末
部
や
後
半
に
位
置
す
る
例
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
る
条
の
末



尾
部
分
に

「
公
案
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
が
後
年
増
補
と
は
言

い
切
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
第
二
物
学
条
々
「
老
人
」
の
項
の
末
尾
の
、

こ
と
さ
ら
、
老
人
の
舞
が
ゝ
り
、
無
上
の
大
事
な
り
。
花
は
あ
り
て
年
寄

と
見
ゆ
る
ゝ
公
案
、
く
は
し
く
習
ふ
べ
し
。
た
ゞ
、
老
木
に
花
の
咲
か
ん

が
ご
と
し
。
（
″
Ｐ
）

で
あ
る
。
こ
こ
は
、
形
の
上
で
は
勿
論
、
論
旨
の
面
か
ら
も
本
論
へ
の
追
加
記

事
と
見
な
し
得
る
所
で
あ
る
が
、
後
年
の
増
補
と
断
定
す
る
に
は
大
き
な
難
点

が
あ
る
。
第
七
別
紙
口
伝
第
３
条

「物
マ
ネ
ニ
似
セ
ヌ
位
ア
ル
ベ
シ
」
の
項
に

こ
こ
を
踏
ま
え
た
と
解
さ
れ
る
詳
細
な
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
別
紙
口
伝
の
当
該
記
事
に
は
、

マ
タ
、
老
人
ノ
花
ハ
ア
リ
テ
年
寄
卜
見
ユ
ル
ヽ
日
伝
ト
イ
フ
ハ
、
…
…
老

木
二
花
ノ
サ
カ
ン
ガ
ゴ
ト
シ
。
（
５８
Ｐ
）

と
あ
っ
て

（世
阿
弥
自
筆
本
は

「
…
口
伝
に
云
」
の
形
）、
「公
案
」
で
は
な
く

「
口
伝
」
と
あ
る
事
実
で
あ
る
。
先
に
成
立
し
た
書
物
の
一
部
を
後
に
成
っ
た

書
に
引
用
す
る
際
に
必
ず
し
も
原
文
通
り
で
な
く
引
く
事
は
あ
り
得
る
か
ら
、

本
来
は

「
公
案
」
だ
っ
た
の
を
別
紙
口
伝
が

「
口
伝
」
に
変
更
し
た
事
も
考
え

ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
別
紙
口
伝
の
両
本
が
共
に

「
口
伝
」
で
あ
る
事
や
、
五

巻
本
で
の

「
公
案
」
の
語
の
現
れ
方
の
特
異
性
を
考
慮
す
る
と
、
別
紙
口
伝
の

「
口
伝
」
が

『華
伝
』
の
本
来
の
形
で
あ
り
、
五
巻
本
の

「
公
案
」
は
そ
れ
を

改
訂
し
た
形
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
世
阿
弥
の
本
文
改
訂
に

は
そ
う
し
た
言
葉
の
言
い
換
え
が
す
こ
ぶ
る
多
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、

「
公
案
」
の
語
を
含
む

「老
人
」
の
条
の
引
用
部
分
が
増
補
記
事
で

あ
る
可
能
性
も
、
小
さ
く
は
な
い
。
や
は
り
第
二
ま
で
の
所
説
を
踏
ま
え
て
展

開
さ
れ
て
い
る
別
紙
口
伝
の
第
１
条
で
は
、

ツ
功
レ
バ
、
花
伝
ノ

・
花
ノ

・
段
二
、

「
・
物
数
フ
極
メ
テ
、
工

・夫
ワ
沢
ク
ツ
サ

後
、
花
ノ
失
セ
ヌ
所
ヲ
バ
知
ル
ベ
シ
」
ト
ア
ル
ハ
、　
コ
ノ
ロ
伝
也
。
…
…

「
花

ハ
心
、
種
ハ
ワ
ザ
」
卜
書
ケ
ル
モ
、　
コ
ン
ナ
リ
。

物

マ
ネ
ノ
鬼
ノ
段
二
、

「鬼
バ
カ
リ
フ
ヨ
ク
セ
ン
者

ハ
、
鬼
ノ
面
白
キ
所

フ
モ
知
ル
マ
ジ
キ
」
ト
モ
申
ツ
タ
ル
也
。
‥
‥

「巌

二
花
ノ
咲
カ
ン
ガ
ゴ

ト
シ
」
卜
申
シ
タ
ル
■
‥

人

５６
Ｐ
）

と
、
踏
ま
え
た
本
文
の
所
在
に
言
及
し
、
「
卜
書
ヶ
ル
」
「
卜
申
シ
タ
ル
」
な
ど

の
文
言
で
以
前
に
書
い
た
こ
と
の
再
言
で
あ
る
事
を
明
示
し
て
い
る
の
に
、
第

３
条
の

「
老
人
ノ
花

ハ
ア
リ
テ
年

ヨ
リ
ト
見
ユ
ル
ヽ
日
伝
」
や

「
老
木

二
花
ノ

咲
カ
ン
ガ
ゴ
ト
シ
」
に
は
そ
れ
が
な
く
、
別
紙
口
伝
の
論
が
先
行
し
、
そ
の
要

点
を

「老
人
」
の
項
の
末
に
増
補
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
口
伝
」
を

「
公
案
」
に
改
変
し
た
だ
け
と
見
る
か
、
「
公
案
」
の
語
を
含
む

一
節

（但
し
そ
の
前
文
の

「
又
花
な
く
は
面
白
き
所
あ
る
ま
じ
」
以
下
の
全
体

と
も
考
え
ら
れ
る
）
を
増
補
と
見
る
か
、
択

一
は
む
つ
か
し
い
。
同
じ
よ
う
な

比
喩
の

「巌
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
が

「鬼
」
の
条
に
本
来
存
在
し
て
い

た
こ
と
は
、

「
老
木
に
花
の
咲
か
ん
が
ご
と
し
」
が
同
様
に

「
老
人
」
の
条
に

も
と
か
ら
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
点
で
あ
る
が
、

「
老
人
」
の
条
の
論
の
流

れ
か
ら
は
増
補
説
を
採
り
た
い
気
持
の
方
が
強
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ

の

「
公
案
」
が

『華
伝
』
に
も
と
も
と
存
在
し
た
語
で
は
な
く
、
広
義
の
改
訂

に
よ
っ
て
五
巻
本
に
含
ま
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
五
巻
本
の

「
公
案
」
の
用
例
中
た
だ

一
つ
、
あ
る
条
の
後
半
や
末
尾

で
は
な
く
て
首
部
に
現
れ
る
の
が
、
第
二
物
学
条
々

「物
狂
」
の
冒
頭
の
、

此
道
の
第

一
の
面
白
づ
く
の
芸
能
な
り
。
物
狂
の
品
々
多
け
れ
ば
、
こ
の

一
道
に
得
た
ら
ん
達
者
は
、
十
方
へ
わ
た
る
べ
し
。
く
り
返
し
ノ
ヽ
、
公

一案
の
入
べ
き
た
し
な
み
な
り
。
（
”
Ｐ
）

で
あヽ
る
。
冒
頭
部
と
て
も
・増補
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
こ
の
全
体
を
増



補
と
見
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
他
の
１０
例
の
現
わ
れ
方
か
ら
見
て
、

こ
こ
の

「
公
案
」
が

『華
伝
』
に
も
と
も
と
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
も
と

は

「
工
夫
」
な
ど
の
語
だ
っ
た
の
を

「
公
案
」
に
改
訂
し
た
と
か
、

「
く
り
返

し
ノ
ゝ
公
案
の
入
べ
き
た
し
な
み
な
り
」
の

一
文
が
増
補
で
あ
る
と
か
の
ケ
ー

ス
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

一
文
増
補
の
可

能
性
が
強
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
な
く
て
も
論
旨
に
は
影
響
の
な
い
一
文
で

あ
る
う
え
に
、
世
阿
弥
の
本
文
改
訂
に
は
そ
う
し
た
抽
象
的
な

一
文
を
増
補
す

る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
同
文
の
一
調
二
機
三
声
論

が

『音
曲
口
伝
』
と

『花
鏡
』
の
両
書
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
後
に

書
か
れ
た

『花
鏡
』
の
分
は
本
文
末
に

「
能
々
心
中
に
あ
て
ヽ
念
ろ
う
す
べ
き

な
り
」
の
一
文
が
加
わ
っ
て
い
る
。　
一‐念
ろ
う
」
は
禅
林
用
語

「
描
弄
」
の
あ

て
字
で
、
世
阿
弥
は

「
公
案
す
」
と
同
様
に
工
夫
を
め
ぐ
ら
す
意
に
用
い
て
い

る
が
、
古
賢
の
古
則
や
公
案
を
批
判
し
解
釈
す
る
意
が
本
義
で
あ
る
か
ら
、
公

案
と
も
縁
の
深
い
語
で
あ
る
。　
一
方
は
首
部
、　
一
方
は
末
部
な
が
ら
、
一‐物
狂
」

の

「く
り
返
し
ノ
ゝ
公
案
の
入
べ
き
た
し
な
み
な
り
」
と

『
花
鏡
』
の

「能
々

心
中
に
あ
て
ヽ
念
ろ
う
す
べ
き
な
り
」
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
意
で
あ
り
、
相
互

に
入
れ
換
え
て
も
い
い
ほ
ど
に
両
文
の
は
た
ら
き
は
似
て
い
る
。

『花
鏡
』
の

分
と
同
様
に

「物
狂
」
の
分
も
後
年
の
増
補
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
で

『華
伝
』
五
巻
本
の

「
公
案
」
の
全
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と

に
な
る
。
■
例
中
の
１０
例
ま
で
が
増
補
な
い
し
改
訂
と
見
ら
れ
る
部
分
に
用
い

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
語
が

『華
伝
』
の
最
初
の
形
の
本
が
書
か
れ
た
頃
に

世
阿
弥
の
語
彙
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。
「
公
案
」

の
語
を
含
む
部
分
は
、

「物
狂
」
の
冒
頭
の
分
を
含
め
、
す
べ
て
増
補
な
い
し

改
訂
さ
れ
た
部
分
と
判
断
し
て
も
、
恐
ら
く
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
、
世
阿
弥
が
「公
案
」
を
自
己
の
語
彙
に
加
え
た
の
は
、
そ
の
語
が

一
つ
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
奥
義
篇

（
の
最
初
の
形
）
の
成
立
後
、
第
六
花
修

や
第
七
別
紙
口
伝
の
自
筆
本
を
書
く
以
前
、
具
体
的
に
は
応
永
十
年
代
中
頃
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
頃
か
ら
禅
に
親
し
み
は
じ
め
、
聞
き
覚
え
た
禅
林

用
語
を
自
己
の
語
彙
と
し
て
使
い
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
別
紙
口
伝

の
元
次
本
を
書
い
た
応
永
二
十
五
年
か
ら

【
花
伝
】
を

【
風
姿
花
伝
】
に
改
め

た
頃
に
か
け
て
比
較
的
多
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
に
は

『習
道
書
』
に

１
例
の
み
で
他
書
に
全
く
使
用
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
、
「
描
弄
」
「安
得
」

「見
得
」

「安
心
」
な
ど
、
同
意
の
別
の
語
を
使
い
出
し
た
こ
と
が
主
因
で
あ

ろ
う
が
、
「
公
案
」
の
真
の
意
味
を
知

っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
０

そ
れ
に
し
て
も
、

「
公
案
」
の
語
が
五
巻
本
の
改
訂
部
分
に
集
中
的
に
用
い

ら
れ
て
い
る
感
じ
が
強
い
が
、
こ
れ
は
、
世
阿
弥
に
同
じ
語
を
同
じ
条
に
続
け

て
使
用
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
―
―
例
え
ば

「
工
夫
」
の
語
は
、
五
巻
本
の

全
１８
例
中
、
７
例
が
第
三
間
答
条
々
第
５
条
、

１０
例
が
奥
義
篇
に
現
れ
る
―
―

の
と

一
体
の
現
象
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
改
訂
増
補
が
時
期
を
隔
て
て

バ
ラ
バ
ラ
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、　
一
時
に
ま
と
め
て
行
わ
れ
た
た
め
に
、

そ
こ
に

「
公
案
」
の
語
が
集
中
的
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
書
名
を

【
花
伝
】
か
ら

【
風
姿
花
伝
】
に
改
め
た
の

と
同
時
で
あ
る
可
能
性
が
最
も
強
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
あ
た
り
、
世
阿
弥
が
禅
に
親
し
み
は
じ
め
た
時
期
と
言
い
、
五
巻
本
の

改
訂
時
期
と
言
い
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
安
直
な
推
測

説
を
展
開
し
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
今
は
こ
れ
以
上
の
深
入
り
を
避
け
る
が
、

「
公
案
」
な
る

一
語
を
契
機
と
す
る
五
巻
本
の
改
訂
部
分
探
索
が
か
な
り
に
有

効
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

〓
一
「得
法
」
「見
所
」
そ
の
他



「公
案
」
と
同‐
様
に
用
法‐
に
片
寄
り
が
あ

っ
て
五
巻
本
の
改
訂
部
分
探
索

に

役
立
つ
語
が
他
に
も
な
い
か
、　
一
応
調
べ
て
は
み
た
。
だ
が
、
柳
の
下
に
な
ん

と
や
ら
で
、

「
公
案
」
ほ
ど
効
験
あ
ら
た
か
な
語
は
他
に
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
用
例
数
が
少
な
く
て

「
公
案
」
は
ど
顕
著
で
は
な
い
が
、
世
阿
弥
伝

書
内
で
の
分
布
状
態
か
ら
見
て
そ
の
語
が

『華
伝
』
の
第
二
ま
で
に
見
え
る
の

が
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
間
を
抱
か
せ
、
そ
こ
は
改
訂
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
を
思
わ
せ
る
語
が
幾
つ
か
は
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
第

一
年
来
稽
古
条
々
の

「
四
十
四
五
」
の
項
の
冒
頭
に
、

此
頃
よ
り
は
、
能
の
手
立
、
大
か
た
変
る
べ
し
。
た
と
ひ
、
天
下
に
許
さ

れ
、
能
に
得
法
し
た
り
と
も
、
そ
れ
に
付
て
も
、
よ
き
脇
の
為
手
を
持
つ

べ
し
ｏ
（
‐８
Ｐ
）

と
見
え
る

「
得
法
」
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、

『華
伝
』
七
篇
の
中
で
こ
こ
に
１

例
の
み
現
れ
る
語
で
、
他
の
世
阿
弥
伝
書
で
は
、
『九
位
』
１
例
、
『
却
来
華
』

２
例
、

『き
や
状
』
４
例
で
あ
る
。
他
例
は
み
な
世
阿
弥
の
晩
年
の
著
作
の
中

な
の
に
、　
一
つ
だ
け
第

一
年
来
稽
古
条
々
に
見
え
る
の
は
ど
う
も
気
に
な
る
。

そ
う
言
え
ば
、
「能
に
得
法
し
た
り
と
も
」
の

「
能
」
の
語
義
も
、
「
天
下
に
許

さ
れ
」
と
並
ん
で
い
る
だ
け
に
、
ヨ
バ
術
と
し
て
の
能
″
に
近
い
意
に
解
さ
れ
、

増
補
部
分
を
除
く
第
二
ま
で
の

「
能
」
が
ほ
と
ん
ど

″
わ
ざ
“　
″能
の

一
曲
″

″
能
の
催
し
”
の
意
で
あ
る
の
と
は
違

っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も

「
能
に
得
法

し
た
り
と
も
」
の
部
分
は
改
訂
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
得
法
」

が

「
公
案
」
と
同
じ
く
禅
林
用
語
で
あ
る
点
も
そ
れ
を
思
わ
せ
る
。
や
は
り
禅

林
用
語
で
あ
る

「情
識
」
に
し
て
も
、
五
巻
本
の
冒
頭
の
序
と
、
間
答
条
々
第

５
条
の
後
半

（前
節
で
増
補
と
見
な
し
た
部
分
）
と
奥
義
篇
に
の
み
現
わ
れ
る

の
で
あ

っ
て
、
序
も
増
補
に
相
違
な
い
所
で
あ
る
か
ら
、

『華
伝
』
の
原
形
に

は

一
つ
も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

「
得
法
」
が
改
訂
に
よ
っ
て

加
わ
っ
た
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
原
形
に
は
禅

林
用
語
が

一
つ
も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
―
―
そ
の
当
時
の
世
阿
弥
は
ま
だ
禅

に
親
し
ん
で
い
な
か
っ
た
―
―
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

右
に
言
及
し
た

「情
識
」
の
如
く
、
第
三
ま
で
の
中
で
は
増
補
と
解
さ
れ
る

部
分
に
の
み
現
れ
る
語
は
他
に
も
多
い
。
問
答
条
々
第
１
条
の
後
半
部

（明
白

な
増
補
記
事
）
に
５
例
が
集
中
し
て
い
る

「
成
就
」
は
最
も
顕
著
な
例
で
、
第

六
花
修
に
も
１
例
見
え
、

『花
鏡
』
以
後
の
諸
書
に
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
五

巻
本
で
は
そ
こ
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
語
が
現
れ
る
か
ら
増
補
で
あ

る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
こ
が
増
補
や
改
訂
部
分
で
あ

る
こ
と
の
傍
証
に
は
十
分
な
り
得
る
。
改
訂
部
分
探
索
に
語
彙
の
調
査
は
大
き

な
は
た
ら
き
を
持
つ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
巻
本
で
は
た
だ

一
つ
の
用
例
が
第
三
ま
で
に
現
れ
、
そ
の
語
の
世
阿
弥
伝

書
内
部
に
於
け
る
現
れ
方
か
ら
見
て
、
そ
こ
は
増
補
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る

部
分
が
、
も
う

一
ケ
所
あ
る
。
第
二
物
学
条
々
冒
頭
の
、
い
わ
ば
物
ま
ね
総
論

と
も
言
え
る
左
の
記
事
で
あ
る
。

物
ま
ね
の
品
々
、
筆
に
尽
く
し
が
た
し
。
さ
り
な
が
ら
、
此
道
の
肝
要
な

れ
ば
、
そ
の
品
々
を
、
い
か
に
も
ノ
ゝ
た
し
な
む
べ
し
。
お
よ
そ
、
な
に

事
を
も
残
さ
ず
、
よ
く
似
せ
ん
が
本
意
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
又
、
事
に

よ
り
て
濃
き
う
す
き
を
知
る
べ
し
。

先
、
国
王

。
大
臣
よ
り
始
め
奉
り
て
、
公
家
の
御
た
ゝ
ず
ま
ひ
、
武
家
の

御
進
退
は
、
及
ぶ
べ
き
所
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
十
分
な
ら
ん
事
難
し
。
さ
り

な
が
ら
、
能
々
言
葉
を
尋
ね
、
品
を
求
め
て
、
見
所
の
御
意
見
を
待
つ
べ

き
を
や
。
そ
の
外
、上
職
の
品
々
、花
鳥
風
月
の
事
わ
ざ
、
い
か
に
も
ノ
ヽ

細
か
に
似
す
べ
し
。
日
夫

・
野
人
の
事
に
至
り
て
は
、
さ
の
み
に
細
か
に

卑
し
げ
な
る
わ
ざ
を
ば
似
す
べ
か
ら
ず
。
仮
令
、
木
こ
り

。
草
刈

。
炭
焼



ｏ
汐
汲
な
ど
の
、
風
情
に
も
成
つ
べ
き
わ
ざ
を
ば
、
組
か
に
も
似
す
べ
き

か
。
そ
れ
よ
り
猶
卑
し
か
ら
ん
下
職
を
ば
、
さ
の
み
に
は
似
す
ま
じ
き
な

り
。
こ
れ
、
上
方
の
御
日
に
見
ゆ
べ
か
ら
ず
。
若
、
見
え
ば
、
あ
ま
り
に

卑
し
く
て
、
面
白
き
所
あ
る
べ
か
ら
ず
。
此
あ
て
が
ひ
を
、
能
々
心
得
ベ

し
。
（
“
Ｐ
）

こ
の
序
的
な
記
事
に
続
い
て
、
女

・
老
人

。
直
面

。
物
狂

・
法
師

・
修
羅

・

神

。
鬼

・
唐
事
の
九
種
の
対
象
に
つ
い
て
の
物
ま
ね
各
論
を
展
開
し
、
末
に
短

文
な
が
ら
跛
を
置
い
て
い
る
の
が
、
第
二
物
学
条
々
の
構
成
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、

『
華
伝
』
の
第

一
次
完
結
た
る
第
二
ま
で
の
中
で
第
二
の
み
が
序

・
跛

を
備
え
て
い
る
と
い
う
形
態
的
特
色
に
着
日
し
た
伊
藤
正
義
氏
は
、
内
容
的
に

も
第

一
や
第
二
よ
り
素
朴
な
論
を
基
調
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
事
を
も
考
え

合
わ
せ
、
物
学
条
々
は
本
来
は
独
立
の

一
篇
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
し
か

も
そ
れ
は
、
第

一
や
第
二
に
先
行
す
る
、
世
阿
弥
の
最
も
早
い
著
作
で
は
な
か

っ
た
か
と
、
推
測
し
て
お
ら
れ
る

（『
中
世
評
論
集
』
２‐８
・
２８４
Ｐ
）
０
伊
藤
説
の

当
否
に
つ
い
て
今
は
触
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
見
解
を
生
む
ほ
ど
に
第
三
ま
で

の
中
で
形
態
上
特
異
な
の
が
、
右
に
引
用
し
た
物
ま
ね
総
論
で
あ
る
。
そ
こ
を

世
阿
弥
自
身
に
よ
る
後
年
の
増
補
部
分
と
私
は
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
に
至
っ
た
手
が
か
り
の
一
つ
は

「
見
所
（け
ん
じ
ょ
と

の
語
で

あ
る
。
引
用
文
中
の

「
見
所
の
御
意
見
を
待
つ
べ
き
を
や
」
を
初
出
と
す
る
、

観
客
ま
た
は
観
客
席
を
意
味
す
る

「
見
所
」
は
、
世
阿
弥
の
愛
用
語
で
、
奥
義

篇
２
、
第
六
花
修
２
、
『花
鏡
』
６
、
『拾
玉
得
花
』
６
な
ど
、
世
阿
弥
伝
書
に

計
″
例

（別
に
意
味
を
異
に
す
る
６
例
と

「
見
所
人
」
３
例
が
あ
る
）
現
れ
る

が
、
第
三
ま
で
に
は
右
の
分
た
だ

一
つ
で
あ
る
。
第
三
ま
で
で
は
、
観
客
を
意

味
す
る
語
と
し
て
は

「
見
物
」
「
見
物
衆
」
ま
た
は
「
人
」
が
使
わ
れ
、
観
客
席

を
意
味
し
て
い
る
の
は

「
座
敷
」
で
あ
る
。
共
に
観
客
の
意
で
は
あ

っ
て
も
、

「
見
物
衆
」
と

「
見
所
」
と
で
は
、
後
者
に

″
批
判
者
″
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

感
じ
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は

「
見
物
衆
の
御
意
見
」
よ
り

「
見
所
の
御
意
見
」

が
ふ
さ
わ
し
い
所
で
は
あ
る
が
、
第
三
ま
で
に
次
い
で
書
か
れ
た
は
ず
の
第
七

別
紙
口
伝
で
は
そ
う
し
た
所
を
も
ま
だ

「
見
物
衆
」
の
語
で
表
現
し
て
い
る
。

『
華
伝
』
の
第

一
次
完
結
当
時
か
ら

「
見
所
」
が
世
阿
弥
の
使
用
語
彙
に
含
ま

れ
て
い
た
可
能
性
は
、
極
め
て
乏
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、

そ
の

「
見
所
」
を
は
じ
め

「
国
王

。
大
臣
」
「公
家
」
「武
家
」
「御
進
退
」
「御

意
見
」
「
上
職
」
「下
職
」
「花
鳥
風
月
」
「
田
夫

・
野
人
」
「
上
方
」
な
ど
、
右

の
文
中
に
は
漢
語
ま
た
は
漢
字
合
成
語
が
す
こ
ぶ
る
多
く

（列
挙
し
た
分
は
ほ

と
ん
ど
こ
こ
以
外
の
所
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
語
で
あ
る
）、
文
体

の
面
で
も

物
学
条
々
の
中
で
こ
こ
は
甚
だ
異
質
で
あ
る
。
こ
こ
の
文
体
は
五
巻
本
冒
頭
の

序
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「事
わ
ざ
」
が
序
の

「申
楽
延
年
の
事
わ
ざ
」

と
こ
こ
に
の
み
見
え
る
語
で
あ
る
事
も
そ
れ
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
序
は
、
私
や

伊
藤
氏
が
か
ね
て
後
年
増
補
説
を
主
張
し
て
い
る
所
な
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に

言
え
ば
、
「
上
職
」
「下
職
」
と
も
に
当
時
の
一
般
通
用
語
と
は
考
え
に
く
く
、

世
阿
弥
の
造
語
の
感
じ
が
強
い
が
、
彼
が
造
語
癖
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
応
永
二
十
年
代
後
半
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
先
の
引
用
文
の
末
尾
に
見
え
る

「
あ
て
が
ひ
」
の
語
に
も
注
意
を
要

す
る
。
名
詞

「あ
て
が
ひ
」
は
全
”
例
、
動
詞

「あ
て
が
ふ
」
は
全
”
例
で
、

共
に
世
阿
弥
が
多
用
し
た
語
で
あ
る
が
、
五
巻
本
で
は
そ
こ
が
唯

一
の
用
例
で

あ
る
。
興
味
深
い
の
は
第
七
別
紙
口
伝
に
於
け
る
現
わ
れ
方
で
、
世
阿
弥
自
筆

本
の
唯

一
の

「
あ
て
が
い
」
を
応
永
二
十
五
年
の
元
次
本
は

「
ア
ン
リ
ウ
只
安

立
）
に
改
め
て
い
る
が
、
自
筆
本
の

「
手
だ
て
」
と

「
く
ふ
う
」
を
元
次
本
が

「
ア
テ
ガ
イ
」
に
変
え
、
２
例
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
頃
か
ら
こ
の
語
を
愛

用
し
始
め
た
ら
し
い
。
先
に
言
及
し
た

「
公
案
」
「得
法
」
「
見
所
」
の
よ
う
な



漢
語
の
み
な
ら
ず
、
和
語
に
於
い
て
も
、
世
阿
弥
は
時
代
的
片
寄
り
の
跡
を
見

せ
る
使
い
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
言
葉
を
あ
る
時
期
に
使

っ
て
い
る

か
否
か
だ
け
で
な
く
、
同
じ
語
の
語
義
が
時
期
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
先
の
引
用
文
中
の
２
例
の

「
わ
ざ
」
も
そ
の
例
で
、
そ

れ
を
除
く

『
華
伝
』
七
篇
の
９
例
が
す
べ
て
演
者
自
身
の
芸
態
ま
た
は
技
術

・

演
技
の
意
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
の
２
例
は
明
ら
か
に
似
せ
る
対
象
の
姿
態
の
意

で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
該
部
分
の
異
質
さ
を
示
す
現
象
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
世
阿
弥
が
初
期
の
著
述
か
ら
序
を
備
え
る
整

っ
た
形
態
を

採
用
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
物
学
条
々
に
当
初
か
ら
序
が
あ

っ
た
と
す

れ
ば
そ
れ
は
極
め
て
異
例
に
属
す
る
事
を
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
五

巻
本
冒
頭
の
序
と
第
五
相
当
の
奥
義
篇
首
部
の
序
的
記
事
と
は
、
共
に
世
阿
弥

自
身
の
後
年
の
増
補
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
除
く
と
、
世
阿
弥
の
著
書

で
冒
頭
に
序
的
記
事
が
あ
る
の
は
、
応
永
二
十
八
年
の

『
二
曲
三
体
人
形
図
』

と
、
晩
年
の
著
た
る

『
五
音
』
と
、
永
享
二
年
の

『習
道
書
』
の
み
で
あ
る
。

条
目
数
が
多
く
て
序
が
あ

っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
第
七
別
紙
口
伝
や

『花
鏡
』
に

も
序
が
な
い
。
世
阿
弥
が
著
書
に
序
を
置
く
形
を
採
用
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の

は
、
応
永
二
十
年
代
後
半
以
後
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
飛
び
離
れ
た
段
階
で
の
用
例
と
な
る

「
見
所
」
や

「あ
て
が
ひ
」
の

語
の
存
在
、
造
語
ら
し
い

「
上
職
」
や

「
下
職
」
の
使
用
、

「
わ
ざ
」
の
語
義

の
特
異
性
、
漢
語
を
多
用
す
る
文
体
の
異
質
さ
、
序
的
記
事
を
持
つ
こ
と
自
体

の
特
異
性
な
ど
、
多
く
の
理
由
を
挙
げ
て
、
第
二
物
学
条
々
の
序
的
記
事
が
増

補
部
分
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
今
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ

た
の
が
不
思
議
に
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
増
補
で
あ
る
跡
を
顕
著
に
残
し
て
い
る

部
分
と
言

っ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
、
物
学
総
論
の
首
・部
（洗
の
引

・
用
で
は
４
看
分
）
にヽ
は
、　

〓特
・に注
意
を

要
す
る
語
も
含
ま
れ
ず
、
文
体
も
尋
常
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
は
当
初
か
ら
あ

っ

た
も
の
で
、

「
先
、
国
王

。
大
臣
よ
り
」
以
下
が
増
補
で
あ
る
と
考
え
る
事
も

出
来
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
女
」
以
下
の
各
論
が
、
増
補
部
分
を
除
け
ば

「仕
立
只
扮
装
）
の
重
視
に
代
表
さ
れ
る
素
朴
な
物
ま
ね
論
の
範
囲
に
留
ま
っ

て
い
る
の
と
比
較
す
る
と
、

「
な
に
事
を
も
残
さ
ず
、
よ
く
似
せ
ん
が
本
意
な

り
」
と
物
ま
ね
の
基
本
的
立
場
を
明
示
し
た
冒
頭
部
は
や
や
高
次
の
論
と
言
う

べ
く
、
続
く

「
し
か
れ
ど
も
、
又
、
事
に
よ
り
て
濃
き
う
す
き
を
知
る
べ
し
」

の

一
文
は
、
前
文
と

一
体
の
基
本
方
針
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

「
先
、
国
王
」

以
下
の
具
体
的
説
明
を
予
想
し
て
の
文
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
短
文
で
あ

っ

て
も
序
が
存
在
す
る
こ
と
の
異
例
さ
に
変
り
は
な
い
し
、
や
は
り
序
的
記
事
の

全
体
を
増
補
と
見
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
　
五
巻
本
の
改
訂
部
分
総
覧

事
の
つ
い
で
に
、
こ
れ
ま
で
言
及
し
な
か
っ
た
分
を
も
含
め
、
五
巻
本
で
改

訂
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
部
分
を

一
括
掲
出
し
て
お
こ
う
。
書
名
や
巻
名
の

「
風
姿
」
が
増
補
で
あ
ろ
う
こ
と
は

一
々
言
及
せ
ず
、
説
明
は
簡
潔
に
す
る
。

所
在
や
範
囲
は

『世
阿
弥

。
禅
竹
』
の
ペ
ー
ジ
数

・
行
数
で
示
す
。

〔序
〕

１４
Ｐ
の
序
全
体
が
増
補
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て

「
世
阿
弥

―
そ
の
能
士バ論

展
開
の
時
期
的
区
分
を
中
心
に
」
（講
座
日
本
文
学
『
中
世
編
Ⅱ
』
）
に
論
じ
た
よ
う
に
、

こ
こ
は
奥
義
の
首
部
と
縁
が
深
い
。

「非
道
」
は
両
所
に
の
み
現
れ
る
語
で
あ

る
。
申
楽
縁
起
説
は
勿
論
第
四
神
儀
の
説
の
要
約
と
考
え
ら
れ
る
。

〔第

一
年
来
稽
古
条
々
〕

「
二
十
四
五
」
の
末
尾
２
行
増
補
説
を
第
二
節
に

述
べ
た
が
、
そ
の
直
前
の
６
行
分

（
１７
Ｐ
）
も
増
補
ま
た
は
改
訂
部
分
と
思
わ

れ
る
。

「
申
楽
に
そ
ば
み
た
る
輪
説
」
の

「輪
説
」
が
他
に
用
例
の
な
い
特
異

な
濡
で
あ
る
の

・
み
な
ら
ず
、

「申
楽
」
を

″
能
の
　

・
道
″
の
意

‘に用
い
て
い
る

・の



も
第
二
ま
で
の
中
で
は
異
例
で
、
そ
こ
が
当
初
か
ら
の
形
で
は
な
い
事
を
思
わ

せ
る
し
、

「
さ
れ
ば
時
分
の
花
を
ま
こ
と
の
花
と
…
」
云
々
の
説
は
年
来
稽
古

論
の
次
元
を
越
え
た
花
の
論
の
感
が
強
い
。
「さ
れ
ば
」
以
下
の
み
が
増
補
で
、

「申
楽
に
そ
ば
み
た
る
輪
説
」
あ
た
り
は
改
訂
さ
れ
た
形
と
も
考
え
得
る
が
、

こ
の
時
期
こ
そ
が
初
心
で
あ
る
こ
と
を
首
尾
で
強
調
し
て
い
る
６
行
分
全
体
が

増
補
で
あ
る
可
能
性
の
方
が
強
か
ろ
う
。
「初
心
」
の
語
も
、
「
五
十
有
余
」
の

条
に
も
見
え
る
が
、
当
初
か
ら
世
阿
弥
の
語
彙
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が

疑
わ
れ
る
要
注
意
語
で
あ
る
。
「
三
十
四
五
」
の
末
尾
２
行
（
１８
Ｐ
）
も
追
加
記

事
ら
し
く
、
後
年
増
補
の
疑
い
が
濃
い
。

「
四
十
四
五
」
の

「得
法
」
が
改
訂

さ
れ
て
加
わ
っ
た
語
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
節
に
述
べ
た
が
、
こ
の
条
の
末
尾
５

行
分

（
１９
Ｐ
）
も
増
補
の
感
が
強
い
。
そ
こ
に
見
え
る

「
た
し
な
み
」
は
、
名

詞

・
動
詞
と
も
に
要
注
意
語
の
一
つ
で
あ
る
。

〔第
二
物
学
条
々
〕

冒
頭
の
巻
名
の

「物
学
」
は
改
訂
さ
れ
た
文
字
遣
い
で

あ
ろ
う
。
第
二
の
他
例
は
み
な

「物
ま
ね
」
で
あ
る
。
２０
Ｐ
の
序
的
記
事
全
体

が
増
補
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
節
に
述
べ
た
。

「
女
」
の
条
の
末
２
行

（
２．
Ｐ
）

も
増
補
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「老
人
」
の
末
２
行
増
補
説
は
第
二
節
に
述
べ
た
。

同
条
の
「校
」
を
振
仮
名
で

″
あ
や
ま
り
た
る
″
と
読
ま
せ
て
い
る
前
後
に
は

改
訂
の
手
が
加
わ
っ
て
い
よ
う
。

「
批
判
」
も
要
注
意
語
の
一
つ
と
思
う
。

「物
狂
」
の
条
首
部
の

「公
案
」
を
含
む
一
文
増
補
説
は
第
二
節
に
述
べ
た
。

後
半
の

「
又
云
只
”
Ｐ
）
以
下
が
増
補
で
あ
ろ
う
こ
と
を

『世
阿
弥

。
禅
竹
』

補
注

二

に
述
べ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
第
六
花
修
の
第
１
条
に
「此
心
、

二
の
巻
の
物
狂
の
段
に
申
た
り
」
と
、
こ
こ
の
記
事
へ
の
言
及
が
見
え
る
事
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
の
増
補
は
第
六
花
修
が
書
か
れ
る
以
前
で
あ
り
、

【
風
姿

花
伝
】
と
書
名
を
改
め
た
の
と
同
時
で
は
な
い
。
２
Ｐ
の
「直
面
の
物
狂
」
論

は

ヽ
増
補
部
分
に
さ
ら
に
増
補
が

‥続
い
て
い
る

‥形
で
あ
り
、
世
阿
称
の
体
文
致

‐訂

作
業
の
重
層
性
を
物
語

っ
て
い
る
。

「法
師
」
の
条
末
尾
の
、
「但
、
賦
物
に
よ
り
て
思
ひ
の
ほ
か
の
手
か
ず
の
入

事
も
あ
る
べ
し
」
の
一
文

（
Ｚ
Ｐ
）
も
、
増
補
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
賦
物
」

の
語
は

『拾
玉
得
花
』
と
こ
こ
の
み
に
現
れ
て
い
る
。

「鬼
」
の
条
の
末
部
の

「鬼
ば
か
り
を
よ
く
せ
ん
物
は
、
鬼
も
面
白
か
る
ま
じ
き
道
理
あ
る
べ
き
か
」

（
る
Ｐ
）
は
、
そ
こ
を
背
景
と
す
る
第
七
別
紙
口
伝
第
１
条
に

「鬼
バ
カ
リ
フ

ヨ
ク
セ
ン
モ
ノ
ハ
、
鬼、
ハ
面、
自、
キ、
所、
フ、
モ、
知、
ノレ、
マ、
ジ、
キ、
」
と
あ
り

（
５６
Ｐ
Ｏ
世

阿
弥
自
筆
本
も
同
じ
）、
そ
れ
が
原
形
だ
っ
た
の
を
改
訂
し
た
形
と
思
わ
れ
る
。

続
く

「鬼
の
面
白
か
ら
む
た
し
な
み
」
も
、

「
た
し
な
み
」
の
語
の
用
法
が
特

異
で
あ
り
、
多
分
改
訂
が
加
わ
っ
て
い
よ
う
。

「唐
事
」
の
末
尾
３
行
分
が
増

補
で
あ
ろ
う
こ
と
は
第
二
節
で
述
べ
た
。

物
学
条
々
の
跛
文
の
２
行

（
２７
Ｐ
）
も
、
も
と
は

「物
ま
ね
の
条
々
以
上
」

程
度
だ
っ
た
の
を
改
訂
増
補
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

〔第
二
間
答
条
々
〕

第
１
条
後
半
の

「
又
云
六
“
Ｐ
）
以
下
が
増
補
で
あ
ろ

う
こ
と
を

『
世
阿
弥

。
禅
竹
』
補
注

一
一
に
言
及
し
た
が
、
そ
れ
は
確
実
で
あ

ろ
う
。

「
秘
義
云
」
以
下
は
増
補
部
分
に
増
補
が
続
い
て
い
る
形
で
あ
る
。
そ

こ
に
多
出
す
る

「
成
就
」
の
語
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
第
三
節
に
言
及
し
た
。

第
３
条
首
部
の

「序
云
、
歌
道
を
少
し
た
し
な
め
と
は
、
是
な
り
」
（
３。
Ｐ
）

の
一
文
は
、
増
補
に
相
違
な
い
序
の
文
言
の
言
い
変
え
で
あ
り
、
明
ら
か
に
後

年
の
増
補
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
文
が
な
い
方
が
前
後

の
文
の
つ
な
が
り
も
い

い
。
そ
こ
に
も
要
注
意
語
の

「
た
し
な
む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
行
後

の

「
さ
れ
ば
、
能
を
せ
ん
程
の
者
の
、
和
才
あ
ら
ば
、
申
楽
を
作
ら
ん
事
、
易

か
る
べ
し
。
こ
れ
、
此
道
の
命
也
」
も
、
第
六
花
修
の
冒
頭
の
記
事
と
関
連
が

深
く
、
増
補
ま
た
は
改
訂
部
分
の
可
能
性
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
条
末

，の
５
看
分
が
悌
メ

・
花
修
以
後
の
増
補
で
あ
る
ぅ
こ
と
は

『泄
判
跡

・
禅
竹
嘔
補



江
二
四、に
述
．べ
た
。
確
実
に
増
補
と
言
ぇ
る
記
．事
と
思
う
∝

第
４
条
後
半
の

「
さ
れ
ば
肝
要
六
３．
Ｐ
）
以
下
、
第
５
条
後
半
の

「
い
か
な

る
を
か
し
き
為
手
な
り
と
も
六
３２
Ｐ
）
以
下
、
第
６
条
の
末
尾
２
行
分
（
３４
Ｐ
）

が
増
補
で
あ
ろ
う
こ
と
は
第
二
節
に
述
べ
た
。

第
７
条
の
末
尾
５
行
分

（
３５
Ｐ
）
は
ヽ
第
３
条
末
尾
と
同
じ
く
第
六
花
修
以

後
の
増
補
に
相
違
あ
る
ま
い
。

『
世
阿
弥

・
禅
竹
』
補
注
二
四
参
照
。
そ
の
直

前
の

「
音
曲

。
は
た
ら
き

一
心
」
の
境
地
を
説
い
た
４
行
分
も
、
花
修
第
２
条

を
踏
ま
え
て
の
後
年
の
増
補
で
あ
ろ
う
。
竹
本
幹
夫
氏
が

「
花
鏡
上
葬
は
声
を
根

と
為
す
」
翁
国
文
学
』
昭
和
５５
年
１
月
号
）
で
疑

っ
て
い
る
よ
う
に
、
花
修
の
説

の
方
が
祖
形
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
し
、
４
行
中
に
見
え
る

「
堪
能
」
も
要
注

意
語
の
一
つ
で
あ
る
。
第
８
条
の

「
古
歌
云
只
３６
Ｐ
）
以
下
が
増
補
で
あ
ろ
う

こ
と
は
第
二
節
に
述
べ
た
。

第
９
条

「
花
の
段
」
の

「
能
を
尽
く
し
、
工
夫
を
極
め
て
後
」
の

一
句
は
、

奥
義
篇
に
は

「物
数
を
尽
く
し
、
工
夫
を
極
め
て
後
」
と
あ
り
、
第
七
別
紙
ロ

伝
第
１
条
に
は

「
物
数
ヲ
極
メ
テ
、
工
夫
フ
尽
ク
シ
テ
後
」
と
あ
る
。
恐
ら
く

は
別
紙
口
伝
の
形
が
原
形
で
、
奥
義
の
形
を
経
て
五
巻
本
の
形
に
改
訂
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
同
条
末
尾
に

「
古
人
云
」
と
題
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
慧
能

の
侶
は
、
勿
論
、
禅
に
親
し
む
よ
う
に
な

っ
た
後
年
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
古

歌
や
古
典
の
文
言
を
論
の
末
尾
に
引
用
す
る
形
は
、

『花
鏡
』
に
は
見
ら
れ
る

も
の
の
、

『
華
伝
』
時
代
に
は
ま
だ
採
用
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

末
尾
の
３
行
の
跛
文
は
、
冒
頭
の
序
と
対
応
す
る
が
、
文
言
や
文
体
が
奥
義

の
序
的
記
事
や
跛
文
的
記
事
に
近
似
す
る
。
こ
こ
も
増
補
に
相
違
あ
る
ま
い
。

〔第
四
神
儀
〕

第
４
条
末
尾
の

「秦
氏
安
よ
り
」
以
下
の
３
行
（
“
Ｐ
）
は
、

そ
れ
ま
で
の
記
事
と
は
違

っ
て
円
満
井
座
の
伝
承
が
生
の
ま
ま
顔
を
出
し
て
い

る
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は

「
上
宮
太
子
」
だ

っ
た
の
が
こ
こ
だ
け

「
聖
徳

太
子
」
と
あ
る́
こ
と
ハ
象
徴
す
る
よ
う
に
、．
他
と
は
異
質
で
み
る
．
説
者
力、．ら

の
間
書
が
主
体
の
一
篇
に
円
満
井
座
の
伝
承
を
附
加
し
て
神
儀
篇
が
成
立
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
増
補
と
見
て
お
き
た
い
。

〔奥
義
〕

冒
頭
７
行
分

（
４２
Ｐ
）
の
、

【
風
姿
花
伝
】
述
作
の
目
的
と
書
名

の
由
来
を
述
べ
た
序
的
記
事
が
増
補
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
遅
く
と

も
応
永
二
十
年
に
は
成
立
し
て
い
た
は
ず
の
奥
義
が
、
当
初
か
ら

「
風
姿
」
を

冠
し
た
書
名
を
意
識
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
本
文
中
で
も
跛

文
で
も

【
花
伝
】
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
五
巻
本
の
奥
義
篇
は
第
三
ま
で

と
同
じ
く
改
訂
を
経
た
形
と
認
め
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

“
Ｐ
末
の

「
又
云
」
以
下
の
４
行
も
多
分
増
補
で
あ
ろ
う
。

『世
阿
弥

・
禅

竹
』
補
注

一
一
が
こ
こ
を

″念
の
た
め
に
言
い
添
え
た
こ
と
の
よ
う
で
、
後
年

の
追
加
と
は
別
種
で
あ
る
″
と
し
た
の
は
、
奥
義
に
も
増
補
が
あ
る
事
に
気
付

い
て
い
な
か
っ
た
た
め
の
不
徹
底
で
、
論
旨
の
流
れ
か
ら
見
て
も
増
補
と
解
す

る
の
が
素
直
な
よ
う
で
あ
る
。

４４
Ｐ
中
ほ
ど
の

「
此
た
し
な
み
の
本
意
を
あ
ら

は
さ
ん
が
た
め
、
風
姿
花
伝
を
作
す
る
也
」
の

一
文
は
、
木
に
竹
を
つ
い
だ
感

す
ら
あ
る
挿
入
文
で
あ
り
、
増
補
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
「
た
し
な
み
」

の
語
を
含
む
が
、
序
的
記
事
に
も
２
例
、
末
部
の
増
補
部
分
に
も
４
例
見
え
、

奥
義
を
増
補
し
た
際
に
は
こ
の
語

（名
詞

・
動
詞
）
を
多
用
し
た
ら
し
い
。

末
部
の

「
一
、
此
寿
福
増
長
の
た
し
な
み
」
以
下
の
４
行

（
“
Ｐ
）
も
、　
一

ッ
書
の
形
と
言
い
、
論
旨
と
言
い
、
追
加
記
事
で
あ
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い

る
。
「
た
し
な
み
」
の
多
用
、
「妙
花
」
の
語
の
存
在
か
ら
も
、
後
年
増
補
に
相

違
な
く
、
序
的
記
事
と
同
じ
時
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

末
尾
の
４
行
の
跛
文

（
４６
Ｐ
）
は
ヽ
増
補
記
事
で
は
あ
る
ま
い
。

以
上
が
、
現
段
階
で
私
が
考
え
て
い
る
五
巻
本
の
改
訂
部
分
の
す
べ
て
で
あ

る
。
検
討
を
深
め
れ
ば
、
細
部
の
改
訂
は
も

っ
と
指
摘
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。



も
し
私
の
推
論
通
り
な
ら
ば
、

『
華
伝
』
の
第
三
ま
で
の
原
形
は
、
現
存
五

巻
本
に
見
ら
れ
る
本
文
か
ら
約
三
分
の
一
を
減
じ
た
も
の
と
な
る
。
原
形
か
ら

削
除
さ
れ
た
部
分

（そ
れ
は
把
握
不
能
）
も
少
し
は
あ

っ
た
ろ
う
が
、
か
な
り

縮
小
さ
れ
た
形
を
原
形
と
考
え
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
増
訂
が
す
こ

ぶ
る
多
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
と

思
う
。
第
三
奥
書
の
応
永
七
年
か
ら
第
七
別
紙
口
伝
元
次
本
奥
書
の
応
永
二
十

五
年
ま
で
は
１８
年
を
隔
て
る
。
し
か
も

【
花
伝
】
か
ら

【
風
姿
花
伝
】
へ
の
改

称
は
も

っ
と
後
年
で
あ
る
。
主
題
別
に
書
名
を
異
に
す
る
形
で
著
述
す
る
方
針

を
ま
だ
採
用
せ
ず
、
子
孫
に
伝
え
た
い
事
の
す
べ
て
を

【
花
伝
】
の
名
で
書
き

遺
そ
う
と
し
た
期
間
が
世
阿
弥
に
は
長
か
っ
た
。
初
期
の
方
針
の
ま
ま
で
進
ん

で
い
れ
ば

「
花
伝
第
十
至
花
道
」
と
か

「
花
伝
第
十
八
習
道
書
」
と
か
の
名
目

が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
持

っ
て
い
た
の
が

【
花
伝
】
の
性
質
で
あ
る
と
私
は
考

え
て
い
る
。
し
か
も
、
第
六
花
修
は

「
心
ざ
し
の
芸
人
よ
り
外
は

一
見
を
も
許

す
べ
か
ら
」
ざ
る
秘
伝
で
あ
り
、
第
七
別
紙
口
伝
は

「
一
代

一
人
ノ
相
伝
」
が

原
則
で

「
一
子
タ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
無
器
量
ノ
者

ニ
ハ
伝
フ
ベ
カ
ラ
」
ざ
る
秘
書

で
あ

っ
た
。
そ
の
両
巻
を
伝
え
ず
に
奥
義
篤
ま
で
を
相
伝
す
る
場
合
を
想
定
し

て
、
五
巻
本

『華
伝
』
が
書
か
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
う
し
た
性
格
の

【
花

伝
】
の
五
巻
本
に
改
訂
が
多
い
の
は
当
然
視
し
て
い
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
そ
の
改
訂
の
作
業
が
い
つ
頃
に
ど
ん
な
経
緯
で
行
わ
れ
た
か
で
あ
る

が
、
具
体
的
に
明
示
で
き
な
い
に
し
て
も
、
第
三
ま
で
で
完
結
し
て
い
た
形
に

第
四
神
儀
と
奥
義
を
加
え
た
段
階
と
、
書
名
を

【
花
伝
】
か
ら

【
風
姿
花
伝
】

に
改
め
た
段
階
と
、
三
度
の
機
会
に
か
な
り
集
中
的
に
行
な
わ
れ
た
ろ
う
こ
と

は
ほ
ぼ
確
か
で
あ
ろ
う
。
世
阿
弥
が
そ
う
頻
繁
に

『華
伝
』
を
書
写
し
た
と
は

考
え
難
い
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
改
訂
は
二
つ
の
機
会
の
ど
ち
ら
か
に
行
わ
れ
た

と
解
し
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
序
や
、
第
二
の
序
的
記
事

。

跛
文
や
、
第
三
の
跛
文
な
ど
、
形
を
整
え
る
結
果
に
な

っ
て
い
る
増
補
や
、
第

四
と
奥
義
篇
の
改
訂
の
す
べ
て
は
後
の
機
会
で
あ
ろ
う
し
、
第
六
花
修
や
第
七

別
紙
口
伝
の
本
文
を
背
景
と
す
る
改
訂
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
第
二
節
に
ま
と
め

て
考
察
し
た

「
公
案
」
の
語
を
含
む
部
分
も
、
や
は
り
後
の
機
会
と
思
わ
れ
る
。

「
物
狂
」
の
条
の

「
又
云
」
で
始
ま
る

一
節
の
み
は
最
初
の
段
階
で
の
改
訂
に

相
違
な
く
、
他
に
も
同
じ
機
会
の
改
訂
個
所
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
明
言
は

で
き
な
い
。
使
用
語
彙
の
分
析
を
主
体
に
、
な
お
精
査
を
期
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
も

っ
ば
ら
五
巻
本
の
本
文
を
問
題
に
し
、
四
巻
本
に
は
意

識
し
て
言
及
し
な
か
っ
た
。
奥
義
篇
を
持
た
ず
、
神
儀
篇
が

「
聞
書
云
」
と
題

さ
れ
て
い
る
四
巻
本
を
、
か
つ
て
は
五
巻
本
よ
り
も

『華
伝
』
の
原
形
に
近
い

本
と
し
て
評
価
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も

【
風
姿
花
伝
】
と
題
さ
れ
た
本
で
あ

っ

て
、
五
巻
本
の
祖
本
成
立
後
に
成
立
し
た
本
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
、

説
を
改
め
た
た
め
で
あ
る
。
本
稿
の
論
旨
か
ら
も
、
そ
う
解
す
る
の
が
至
当
で

あ
る
と
確
信
し
て
い
る
。

最
後
に
、
第
三
間
答
条
々
第
８
条
の

「
し
ほ
れ
た
る
」
の
論
は
全
体
が
増
補

で
は
な
い
か

（全
体
の
論
旨
の
遊
離
性
や

「
風
情
」
の
語
義
の
特
異
性
か
ら
）、

第
３
条
の

「
立
合
の
手
立
」
の
論
は
全
体
が
改
訂
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

（第
六
花
修
に

「序
破
急
の
段
」
と
言
う
の
が
前
条
と
本
条
を
合
わ
せ
た
形
か

も
し
れ
ず
、
本
条
の
分
離
独
立
が
想
定
で
き
る
こ
と
か
ら
）
と
の
疑
念
を
抱
い

て
い
る
こ
と
を
、
付
言
し
て
お
く
。

（５５
。
■
・
・１
）
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