
は
じ
め
に

黄
表
紙
は
、
洒
落
や
風
刺
を
特
色
と
す
る
草
双
紙
の
一
種
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
寛
政
改
革
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
が

複
数
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、
寛
政
改
革
期
に
お
け
る
政
策
や
世

相
を
取
り
入
れ
た
、
ま
た
は
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
黄
表

紙
を
複
数
取
り
上
げ
、
時
代
背
景
を
ふ
ま
え
な
が
ら
概
観
し
、
大

き
な
流
れ
を
俯
瞰
す
る
こ
と
で
視
野
広
く
各
作
品
を
比
較
す
る
。

そ
の
中
で
特
に
内
容
面
の
風
刺
要
素
や
そ
の
対
象
、
傾
向
・
類
似

点
な
ど
に
着
目
し
、
﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄
と
﹃
天
下
一
面
鏡
梅

鉢
﹄
の
二
作
品
に
お
け
る
、
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
隠
れ
た
風
刺
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
か
つ
、
風

刺
対
象
や
滑
稽
描
写
の
全
体
的
傾
向
を
自
ら
の
観
点
で
ま
と
め
、

こ
れ
ら
の
黄
表
紙
が
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
寛
政
改
革
期
の
政
策
・

世
相
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
、
い
か
に
黄
表
紙
ら
し
い
諧
謔
と

し
て
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
に
昇
華
し
て
い
る
の
か
考
察
結
果

を
述
べ
る
。

最
初
に
、
寛
政
改
革
期
に
お
け
る
黄
表
紙
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
論
文
や
書
籍
な
ど
、
先
行
研
究
の
概
要
を
ま
と
め
る
。

小
池
藤
五
郎
氏
は
﹃
山
東
京
傳
の
研
究
﹄︵
１
︶
で
京
伝
の
作
風
に

着
目
し
、
他
の
作
者
と
比
較
し
て
風
刺
が
端
的
で
は
な
く
、
朧
化

に
優
れ
て
い
る
な
ど
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

水
野
稔
氏
は
﹃
黄
表
紙
・
洒
落
本
の
世
界
﹄︵
２
︶
所
収
の
﹁
幕
政

風
刺
の
黄
表
紙
︲
寛
政
改
革
を
め
ぐ
っ
て
︲
﹂
に
お
い
て
、
風
刺

的
な
作
に
つ
い
て
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
な
が
ら
解
説
し
、
出
版
事

情
も
考
慮
し
つ
つ
見
解
を
述
べ
る
。

前
田
愛
氏
は
﹁
寛
政
の
改
革
と
江
戸
文
壇
 
概
説
﹂︵
３
︶
に
て
、

戯
作
者
に
着
目
し
な
が
ら
黄
表
紙
の
変
貌
や
洒
落
本
か
ら
滑
稽
本

へ
の
変
容
な
ど
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
そ
の
大
き
な
流
れ
を
論
じ
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て
い
る
。

浜
田
義
一
郎
氏
は
﹁
寛
政
改
革
の
黄
表
紙
と
﹁
よ
し
の
冊

子
﹂﹂︵
４
︶
に
お
い
て
、
﹁
よ
し
の
冊
子
﹂
か
ら
読
み
取
れ
る
説
、

噂
な
ど
の
側
面
か
ら
当
時
の
事
件
や
戯
作
者
、
黄
表
紙
作
品
に
つ

い
て
述
べ
る
。

棚
橋
正
博
氏
は
、﹁
寛
政
元
年
板
黄
表
紙
考
︲﹃
鸚
鵡
返
文
武
二

道
﹄・﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄・﹃
黒
白
水
鏡
﹄・﹃
孔
子
縞
于
時
藍

染
﹄を
め
ぐ
っ
て
︲
﹂︵
５
︶
に
お
い
て
、筆
禍
・
出
版
事
情
を
中
心
に

論
じ
、ま
た﹁
﹃
黒
白
水
鏡
﹄と
寛
政
の
改
革
︲
筆
禍
の
原
因
︲
﹂

︵
６
︶
で
は
﹃
黒
白
水
鏡
﹄
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
筆
禍
の
理
由
に

つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
﹃
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
を
読

む
 
江
戸
の
経
済
と
社
会
風
俗
﹄︵
７
︶
所
収
の
﹁
寛
政
改
革
と
山
東

京
伝
の
黄
表
紙
﹂
に
お
い
て
、
京
伝
作
周
辺
に
範
囲
を
絞
り
一
作

品
ず
つ
と
り
あ
げ
な
が
ら
解
説
と
考
察
を
加
え
て
い
る
。

南
和
男
氏
は
﹃
江
戸
の
風
刺
画
﹄︵
８
︶

所
収
﹁
田
沼
の
失
脚
﹂

﹁
寛
政
改
革
へ
の
批
判
﹂
で
、
挿
絵
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の
黄

表
紙
を
取
り
上
げ
な
が
ら
風
刺
的
要
素
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
改
め
て
私
見
と
考
察
を
述

べ
、
ま
た
新
た
に
指
摘
を
行
う
こ
と
を
本
稿
の
目
的
の
一
つ
と
す

る
。

一
　
対
象
と
す
る
十
二
作
品
の
内
容
と
考
察

対
象
と
す
る
十
二
作
品
に
つ
い
て
、
お
お
ま
か
な
作
品
内
容
、

こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
指
摘
や
、
私
自
身
の
考
察
な
ど
を
ま
と

め
た
も
の
を
稿
末
に
挙
げ
る
︿
表
１
﹀
と
し
、
加
え
て
、
実
際
の

寛
政
改
革
に
関
わ
る
政
治
と
社
会
の
様
相
を
年
譜
に
ま
と
め
、

︿
表
２
﹀
と
す
る
。
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
表
に
従
い
、
作
品
群
の

全
体
像
を
と
ら
え
な
が
ら
、
各
事
項
に
つ
い
て
の
検
証
・
考
察
結

果
を
列
記
し
て
い
く
。

︿
表
２
﹀
を
一
見
し
て
、
天
明
八
年
︵
一
七
八
八
︶
か
ら
寛
政
二

年
︵
一
七
九
〇
︶
に
作
品
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作

品
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
起
き
た
事
件
や
出
さ
れ
た

政
策
な
ど
、
比
較
的
す
ぐ
さ
ま
取
り
入
れ
る
傾
向
が
み
え
て
く

る
。
政
策
の
方
針
が
決
定
し
て
間
も
な
く
、
あ
る
い
は
定
信
が
着

任
し
て
間
も
な
く
、
そ
れ
が
新
鮮
な
話
題
と
し
て
黄
表
紙
に
盛
り

込
ま
れ
、
世
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寛
政
改
革
が
当
時
世

間
の
注
目
を
浴
び
る
話
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
戯
作
者

た
ち
に
と
っ
て
こ
う
い
っ
た
世
相
の
変
化
は
恰
好
の
題
材
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

︿
表
１
﹀
に
視
点
を
移
し
、
﹃
悦
贔
屓
蝦
夷
押
領
﹄
や
﹃
富
士
人

穴
見
物
﹄
の
よ
う
に
、
風
刺
と
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
作
が
存
在
す

る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
﹃
悦
贔
屓
蝦
夷
押
領
﹄
は
蝦
夷

の
様
子
を
面
白
お
か
し
く
描
く
の
み
で
、
政
治
的
要
素
は
み
ら
れ
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な
い
。
ま
た
﹃
富
士
人
穴
見
物
﹄
に
お
い
て
も
、
通
意
識
の
描
写

に
重
き
を
置
き
、
政
治
を
思
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
寛
政
改
革

に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
い
え
ど
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
政
策

や
世
相
が
た
だ
単
に
モ
チ
ー
フ
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
直
接
的

な
か
ら
か
い
の
要
素
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
政
策
や
世
相
を

下
敷
き
に
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
も
の
を
茶
化
す
わ
け

で
は
な
い
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し
も
風
刺
と
し
て
読
め
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
仮
託
す
る
登
場
人
物
の
パ
タ
ー
ン
に
焦
点
を
あ
て
る
。

為
政
者
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
場
合
、
は
っ
き
り
と
そ
の
人
を
思
わ

せ
る
よ
う
な
露
骨
な
表
現
を
避
け
、
歴
史
上
の
人
物
に
見
立
て
る

こ
と
で
読
者
に
察
さ
せ
る
形
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ

で
、
松
平
定
信
や
当
時
の
将
軍
徳
川
家
斉
が
歴
史
上
の
ど
ん
な
人

物
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
か
、
傾
向
を
見
出
し
、
作
品
ご
と
に
検

証
し
た
。
ま
ず﹃
文
武
二
道
万
石
通
﹄に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
の

出
す
政
策
や
立
ち
位
置
・
主
従
関
係
な
ど
か
ら
推
察
し
て
、
畠
山

重
忠
が
定
信
、
源
頼
朝
が
家
斉
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま

た﹃
黒
白
水
鏡
﹄で
は
、
定
信
が
畠
山
重
忠
の
跡
目
に
仮
託
さ
れ
る

と
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
の
作
に
お
い
て
も
、
定
信
と
家
斉
は
畠
山

重
忠
と
そ
の
周
辺
人
物
に
擬
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方

﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄で
は
、
定
信
が
菅
秀
才
、
家
斉
が
醍
醐
天

皇
に
見
立
て
ら
れ
、﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄で
は
定
信
が
菅
原
道

真
、
家
斉
が
同
じ
く
醍
醐
天
皇
と
さ
れ
て
い
た
。
菅
秀
才
と
は
浄

瑠
璃﹃
菅
原
伝
授
手
習
鑑
﹄の
登
場
人
物
で
、
菅
丞
相
つ
ま
り
菅
原

道
真
の
子
で
あ
る
。
よ
っ
て
両
作
品
と
も
定
信
は
菅
原
道
真
に
ま

つ
わ
る
人
物
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
仮
託
対
象
を
改

め
て
見
て
み
る
と
、畠
山
重
忠
と
源
頼
朝
、菅
原
道
真
と
醍
醐
天
皇

ら
な
ど
、い
ず
れ
も
歴
史
的
に
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
人

物
だ
と
わ
か
る
。
風
刺
の
姿
勢
を
と
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

当
世
公
で
あ
る
家
斉
や
定
信
は
名
君
に
見
立
て
て
描
か
れ
る
傾
向

が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、表
面
上
は

好
意
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

取
り
上
げ
た
も
の
の
中
で
、
い
く
つ
か
の
作
品
に
ま
た
が
っ
て

類
似
す
る
趣
向
が
み
ら
れ
た
。
便
宜
上
そ
れ
ぞ
れ
の
趣
向
を
﹁
行

き
過
ぎ
も
の
﹂﹁
裏
返
し
も
の
﹂
と
し
、
分
類
を
行
っ
た
。
こ
こ

で
は
簡
単
に
そ
の
類
別
を
記
す
。
｢行
き
過
ぎ
も
の
｣と
は
、
現
実

の
政
策
・
世
相
を
軸
に
、
行
き
過
ぎ
た
世
の
中
を
描
く
も
の
で
あ

る
。
政
策
の
効
果
が
強
く
現
れ
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て
世
間
が
混
乱

に
陥
る
様
子
な
ど
と
し
て
描
か
れ
る
。
改
革
政
治
に
と
ま
ど
う

人
々
の
様
子
が
誇
張
さ
れ
、
読
者
を
笑
わ
せ
る
。﹃
鸚
鵡
返
文
武

二
道
﹄﹃
玉
磨
青
砥
銭
﹄
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。﹁
裏
返
し
も

の
﹂
は
、
当
時
倹
約
的
で
あ
っ
た
世
相
を
裏
返
し
、
金
満
な
世
と

し
て
描
く
滑
稽
で
あ
る
。
世
相
を
穿
つ
上
で
、
裏
返
し
の
趣
向
は

皮
肉
で
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
面
白
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
﹃
孔

子
縞
于
時
藍
染
﹄
が
先
行
し
、﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄﹃
黒
白
水

鏡
﹄の
二
作
品
が
そ
れ
を
模
倣
す
る
と
い
う
、
趣
向
の
移
入
が
あ
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っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
行
き
過
ぎ
も
の
﹂も﹁
裏
返
し
も
の
﹂も
、

改
革
の
世
相
へ
対
応
さ
せ
る
意
識
の
上
に
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
。

︿
表
１
﹀
か
ら
作
品
群
を
俯
瞰
す
る
と
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
取

り
上
げ
ら
れ
る
対
象
が
政
策
や
具
体
的
な
事
件
な
ど
か
ら
世
相
へ

と
変
容
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
は
筆
禍
に
影
響
す
る
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄
は
、
幕
政
批
判
と

と
れ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
作
者
が
定
信
に
召
喚
さ
れ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
も
ま
た
、
治
世
の
風
刺

と
と
れ
る
内
容
で
あ
り
、
絶
版
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

﹃
黒
白
水
鏡
﹄
は
、
特
に
露
骨
な
表
現
で
田
沼
を
批
判
し
た
た
め

絶
版
と
な
り
、
作
者
は
手
鎖
の
上
江
戸
払
い
、
画
工
は
過
料
の
刑

を
課
せ
ら
れ
た
。
一
方
、
﹃
文
武
二
道
万
石
通
﹄
は
、
自
主
的
に

修
正
を
加
え
て
再
版
し
て
お
り
、
田
沼
を
笑
い
も
の
に
す
る
内
容

で
あ
り
な
が
ら
、
あ
ま
り
露
骨
と
は
い
え
な
い
表
現
と
な
っ
て
い

る
。
﹃
時
代
世
話
二
挺
鼓
﹄
も
ま
た
、
田
沼
を
悪
者
と
し
て
描
き

な
が
ら
そ
れ
を
露
骨
に
匂
わ
す
こ
と
を
避
け
て
お
り
、
筆
禍
を
免

れ
後
年
に
は
再
版
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
定

信
政
権
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
前
代
の
田
沼
政
権
に
関
し
て
で
あ

っ
て
も
、
幕
政
に
対
し
て
言
及
す
る
も
の
は
禁
忌
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
と
推
測
す
る
。
﹃
文
武
二
道
万
石
通
﹄
と
﹃
時
代

世
話
二
挺
鼓
﹄
が
筆
禍
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
露
骨
さ
が
な
い

た
め
で
は
な
い
か
。
筆
禍
の
回
避
に
は
、
作
者
の
婉
曲
の
巧
み
さ

が
問
わ
れ
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
筆
禍
の
影
響
は
確
か
に
あ
り
、
後
年
に
な
る

に
つ
れ
、
禁
忌
に
な
る
べ
く
触
れ
な
い
よ
う
に
、
筆
禍
を
避
け
る

工
夫
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
と
想
像
で
き

る
。
一
方
で
、
幕
政
で
な
く
世
相
を
主
に
風
刺
す
る
傾
向
に
あ
っ

た
、
町
人
作
家
の
山
東
京
伝
作
品
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
　
い
つ
わ
り
の
聖
代

﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄
と
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
の
二
作
品
に
は

い
く
つ
か
の
類
似
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
仮
託
対
象
で
あ
る
。
ど
ち

ら
も
時
代
背
景
を
延
喜
の
聖
代
に
設
定
し
、
将
軍
家
斉
を
醍
醐
天

皇
に
見
立
て
て
い
る
。
二
つ
目
の
類
似
点
に
、
麒
麟
や
鳳
凰
の
登

場
が
挙
げ
ら
れ
る
。
麒
麟
や
鳳
凰
は
中
国
の
想
像
上
の
動
物
で
、

聖
王
の
兆
と
し
て
出
現
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
延
喜
の
聖
代
と
い

う
設
定
上
、
聖
獣
の
出
現
を
通
し
て
仮
託
対
象
の
家
斉
を
名
君
と

し
て
ま
つ
り
あ
げ
、
定
信
政
権
を
お
だ
て
て
い
る
よ
う
に
も
読
み

取
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
解
釈
す
る
に
は
い
く
つ
か
の
違
和
感
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

︽
﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄
の
違
和
感
︾

①
文
武
奨
励
に
お
け
る
武
の
奨
励
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
い

る
。

②
鳳
凰
の
登
場
は
人
々
の
揚
げ
る
鳶
凧
を
仲
間
と
勘
違
い
し
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て
の
も
の
。

③
麒
麟
と
鳳
凰
を
見
世
物
に
す
る
。

︽
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
の
違
和
感
︾

①
金
満
な
世
の
中
と
い
う
設
定
で
あ
る
の
に
、
火
山
灰
に
擬

し
て
降
る
金
を
人
々
が
喜
ん
で
拾
う
。
そ
の
一
方
で
金
銀

を
捨
て
た
い
と
ぼ
や
く
描
写
が
あ
る
。

②
挿
絵
と
文
章
の
内
容
の
不
一
致
。
景
気
の
い
い
場
面
に
対

し
て
挿
絵
で
は
人
々
の
困
っ
た
様
子
が
描
か
れ
る
。

③
麒
麟
と
鳳
凰
を
見
世
物
に
す
る
。

﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄
に
関
し
て
先
行
研
究
の
大
多
数
は
、
定
信

政
権
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
い
う
意
見
の
も
の

だ
っ
た
。
し
か
し
、
南
和
男
氏
は
﹃
江
戸
の
風
刺
画
﹄︵

11
︶
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

名
君
の
出
な
い
う
ち
に
麒
麟
が
出
現
す
る
の
は
、
も
は
や
名

君
の
世
に
出
る
望
み
は
な
い
の
か
と
、
孔
子
が
嘆
い
た
と
い

う
故
事
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
右
の
麒
麟
の
出
現
は
、
定
信

の
治
世
に
た
い
す
る
非
常
な
皮
肉
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

こ
こ
で
い
う
﹁
孔
子
の
故
事
﹂
と
い
う
も
の
の
出
典
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
﹃
史
記
﹄
の
﹁
孔
子
世
家
﹂
に
該
当
箇

所
と
思
わ
れ
る
︿
獲
麟
の
故
事
﹀
を
見
出
し
た
。
次
に
こ
れ
を
引

用
す
る
。
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麒麟（10）



○
﹃
史
記
﹄
孔
子
世
家

［
原
文
］︵

12
︶

魯
哀
公
十
四
年
春
、
狩
大
野
。
叔
孫
氏
車
子
鉏
商
獲
獣
。

以
為
不
祥
。
仲
尼
視
之
曰
、
麟
也
。
取
之
。
曰
、
河
不
出

図
、
雒
不
出
書
、
吾
已
矣
夫
。

顔
淵
死
、孔
子
曰
、天
喪
予
。
及
西
狩
見
麟
、曰
、吾
道
窮

矣
。
喟
然
歎
曰
、莫
知
我
夫
。
子
貢
曰
、何
為
莫
知
子
。
子

曰
、不
怨
天
、不
尤
人
、下
学
而
上
達
。
知
我
者
其
天
乎
。

［
書
下
し
文
］︵

13
︶

魯
の
哀
公
十
四
年
春
、
大
野
に
狩
す
。
叔
孫
氏
の
車
子
鉏

商
、
獣
を
獲
た
り
。
以
っ
て
不
祥
と
為
す
。
仲
尼
こ
れ
を
視

て
曰
く
、﹁
麟
な
り
﹂
と
。
こ
れ
を
取
る
。
曰
く
、﹁
河
は
図

を
出
さ
ず
、
雒
は
書
を
出
さ
ず
、
吾
已
ん
ぬ
る
か
な
﹂
と
。

顔
淵
、
死
す
る
や
、
孔
子
曰
く
、﹁
天
、
予
を
喪
ぼ
せ

り
﹂と
。
西
の
狩
に
麟
を
見
る
に
及
び
て
、
曰
く
、﹁
吾
が
道

窮
せ
り
﹂と
。
喟
然
と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、﹁
我
を
知
る
も
の

莫
き
か
な
﹂と
。
子
貢
曰
く
、﹁
何
ぞ
子
を
知
る
も
の
莫
し
と

為
す
﹂と
。
子
曰
く
、﹁
天
を
怨
ま
ず
、
人
を
尤
め
ず
、
下
学

し
て
上
達
す
。
我
を
知
る
者
は
其
れ
天
な
る
か
﹂と
。

魯
の
哀
公
十
四
年
の
春
、
大
野
︵
山
東
省
鉅
野
県
︶
で
狩
猟
が

あ
り
、
叔
孫
氏
の
車
士
鉏
商
が
獣
︵
麒
麟
︶
を
仕
留
め
る
。
一
同

は
こ
れ
を
不
吉
と
し
た
。
孔
子
は
聖
王
が
あ
ら
わ
れ
る
瑞
兆
で
も

な
い
の
に
麒
麟
が
あ
ら
わ
れ
た
の
を
嘆
き
、
も
は
や
聖
王
の
出
現

す
る
兆
し
は
な
い
の
だ
と
悟
る
。
ま
た
、
最
愛
の
弟
子
顔
淵
が
死

ん
だ
と
き
、
西
方
の
狩
り
で
麒
麟
を
獲
っ
た
の
を
見
て
さ
ら
に

﹁
わ
が
道
も
こ
こ
に
窮
し
た
﹂
と
痛
嘆
す
る
。
こ
の
︿
獲
麟
の
故

事
﹀
は
、
荒
廃
し
た
時
代
に
お
け
る
麒
麟
の
出
現
と
そ
の
死
か

ら
、
時
勢
を
慨
嘆
す
る
故
事
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
政
策
の
失
敗
を
示
唆
し
て
い
る
点
と
い

い
、
南
氏
の
主
張
す
る
よ
う
に
﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄
は
幕
政
批

判
的
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
え
る
。
で
は
、
﹃
鸚
鵡
返
文
武

二
道
﹄
と
類
似
性
の
あ
る
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
に
お
い
て
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
麒
麟
の
登
場
は
、
︿
獲
麟
の
故
事
﹀

と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
は
先
行
研
究
で
こ
れ
に
関
し
て
特
に
言
及

は
な
さ
れ
て
な
い
。
政
策
に
対
す
る
茶
化
し
な
ど
は
い
く
つ
か
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
麒
麟
や
鳳
凰
の
登
場
に
関
す
る
解
釈
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
こ
で
改
め
て
検
証
を
試

み
た
。
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
に
お
け
る
麒
麟
の
登
場
場
面
を
引

用
す
る
。昔

、
き
り
ん
と
い
え
る
軽
業
師
あ
り
し
よ
し
、
そ
れ
は
人

間
、
こ
れ
は
正
真
正
銘
の
麒
麟
の
見
世
物
出
で
、
は
や
る
こ

と
見
物
山
の
ご
と
し
。
︵
左
隅
の
客
︶
﹁
こ
の
世
の
中
に
何
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う
そ
を
つ
く
も
ん
だ
。
看
板
に
偽
り
な
し
だ
﹂
︵
唐
人
風
の

見
世
物
師
︶
﹁
こ
れ
が
聖
人
の
西
に
狩
り
し
て
得
給
い
し
獣

で
ご
ざ
り
ま
す
。
体
の
火
炎
で
煙
草
を
吸
い
つ
け
て
み
せ
ま

し
ょ
う
﹂︵

14
︶

﹁
西
方
の
狩
り
﹂と
い
う
の
は﹃
史
記
﹄の︿
獲
麟
の
故
事
﹀に
み

ら
れ
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄の

麒
麟
の
登
場
は﹃
史
記
﹄を
下
敷
き
に
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い

と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
、﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄と
同
じ

よ
う
に
、
め
で
た
い
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
悪
い
意
味
に
と
ら
え

ら
れ
る
。
他
の
違
和
感
も
、
幕
政
批
判
の
姿
勢
を
ひ
そ
か
に
の
ぞ

か
せ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。

加
え
て
、新
た
に
両
作
品
に
お
け
る
庶
民
の
反
応
に
着
目
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
違
和
感
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
、本
来
な
ら
神
聖

な
は
ず
の
麒
麟
や
鳳
凰
を﹁
珍
し
い
﹂と
し
て
、あ
ろ
う
こ
と
か
見

世
物
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、聖
獣
の
本
当
の
価
値
を
わ
か
っ
て

い
な
い
の
だ
。
同
様
の
こ
と
が﹃
史
記
﹄に
も
い
え
る
。
麒
麟
を

﹁
見
た
こ
と
の
な
い
不
吉
な
獣
﹂と
し
て
、あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
そ

れ
を
殺
し
て
し
ま
う
無
知
、人
々
の
罪
深
さ
で
あ
る
。
こ
う
い
っ

た
、聖
獣
に
対
す
る
人
々
の
お
ろ
か
な
行
動
と
い
う
点
か
ら
も
、荒

れ
た
時
勢
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹃
史
記
﹄の

記
述
を
下
敷
き
に
、聖
獣
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
逆
に
廃
れ
た
治

世
を
、さ
ら
に
民
衆
の
反
応
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
世
相
を
示
し
て

い
る
の
だ
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄と﹃
天
下

一
面
鏡
梅
鉢
﹄の
内
容
は
幕
政
批
判
と
解
釈
で
き
る
。

三
　
滑
稽
描
写

本
章
で
は
、
当
時
の
政
策
・
世
相
に
そ
れ
ぞ
れ
注
目
し
、
黄
表

紙
の
中
で
こ
れ
ら
が
ど
う
面
白
み
に
変
え
ら
れ
て
い
る
の
か
分
析

す
る
。

ま
ず
田
沼
時
代
の
事
項
を
見
て
い
く
。
当
時
行
わ
れ
た
北
方
調

査
や
そ
れ
に
伴
う
世
間
の
蝦
夷
地
へ
の
関
心
は
、
﹃
悦
贔
屓
蝦
夷

押
領
﹄
に
お
い
て
そ
の
片
鱗
が
み
ら
れ
る
。
蝦
夷
の
様
子
を
お
も

し
ろ
お
か
し
く
自
由
な
発
想
で
描
き
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
話
題
を
取

り
上
げ
つ
つ
読
者
を
笑
わ
せ
て
い
る
。
﹃
黒
白
水
鏡
﹄
で
は
、
田

沼
の
運
上
政
策
を
も
じ
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹁
ふ
ん
ぢ
や
う
﹂
と
い

う
も
の
が
あ
っ
た
。
金
満
な
世
と
い
う
現
実
を
裏
返
し
た
設
定
の

中
で
、
金
銭
を
民
に
配
る
﹁
ふ
ん
ぢ
や
う
﹂
が
愚
策
と
し
て
扱
わ

れ
る
点
の
み
が
現
実
と
重
な
り
、
皮
肉
で
あ
る
。
田
沼
失
脚
に
関

し
て
は
、
天
明
四
年
三
月
二
十
四
日
、
田
沼
意
次
の
長
男
意
知
が

江
戸
城
中
で
佐
野
善
左
衛
門
政
言
に
斬
ら
れ
て
死
亡
し
た
、
い
わ

ゆ
る
﹁
佐
野
の
事
件
﹂
が
有
名
だ
が
、
こ
の
事
件
も
複
数
の
作
品

で
題
材
と
さ
れ
て
い
る
。
﹃
時
代
世
話
二
挺
鼓
﹄
で
は
、
﹃
将
門

記
﹄
の
世
界
に
仮
託
し
な
が
ら
、
田
沼
に
見
立
て
た
平
将
門
を
悪

者
と
し
、
佐
野
に
見
立
て
た
藤
原
秀
郷
が
将
門
を
討
ち
取
る
内
容

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
表
現
は
あ
か
ら
さ
ま
と
は
い
え
ず
、
佐
野
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の
事
件
を
匂
わ
せ
る
程
度
に
と
ど
め
る
。
﹃
黒
白
水
鏡
﹄
に
お
い

て
は
、
前
述
し
た
﹁
ふ
ん
ぢ
や
う
﹂
な
ど
田
沼
の
政
治
を
悪
政
と

し
て
お
も
し
ろ
お
か
し
く
描
き
、
佐
野
の
事
件
の
要
素
を
絡
め
て

比
較
的
露
骨
に
描
か
れ
て
い
た
。

そ
の
後
の
松
平
定
信
の
治
世
で
は
、
文
武
奨
励
、
儒
教
奨
励
、

倹
約
令
な
ど
の
政
策
が
強
い
印
象
を
残
し
た
よ
う
だ
。

文
武
奨
励
を
取
り
上
げ
る
作
品
と
し
て
、
﹃
文
武
二
道
万
石

通
﹄
で
は
、
富
士
山
の
穴
の
内
で
武
士
た
ち
に
三
つ
の
穴
を
選
ば

せ
、
文
に
秀
で
た
武
士
、
武
に
秀
で
た
武
士
、
ぬ
ら
く
ら
武
士
に

分
類
す
る
さ
ま
が
滑
稽
に
描
か
れ
る
。
富
士
の
人
穴
探
査
を
ほ
の

め
か
す
と
同
時
に
、
当
時
強
力
に
行
わ
れ
た
文
武
奨
励
を
思
わ
せ

て
い
る
︵
定
信
の
江
戸
市
中
巡
回
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
作
に

は
、
富
士
の
人
穴
を
巡
回
し
通
意
識
を
体
得
す
る
﹃
富
士
人
穴
見

物
﹄
や
、
地
獄
を
巡
る
小
野
篁
に
仮
託
す
る
﹃
照
子
浄
頗
梨
﹄
な

ど
も
存
在
す
る
︶
。
﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄
に
お
い
て
は
、
政
府

に
よ
る
文
の
奨
励
・
武
の
奨
励
で
、
武
士
た
ち
が
勘
違
い
し
て
空

回
り
、
む
し
ろ
世
の
中
が
混
乱
し
て
し
ま
う
な
ど
行
き
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
文
武
奨
励
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
﹃
天
下
一
面
鏡
梅

鉢
﹄
の
遊
女
ま
で
も
が
文
武
に
精
を
出
す
様
子
、
﹃
照
子
浄
頗

梨
﹄
の
地
獄
で
学
問
・
武
術
に
励
む
様
子
と
い
う
よ
う
に
、
本
来

関
係
の
な
い
人
や
場
所
で
も
不
必
要
に
文
武
に
励
む
と
い
う
形
で

茶
化
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

儒
教
奨
励
策
も
同
様
に
﹁
行
き
過
ぎ
﹂
に
よ
る
滑
稽
が
多
い
。

﹃
孔
子
縞
于
時
藍
染
﹄
で
は
、
儒
教
の
伝
搬
に
よ
っ
て
人
々
が
貧

し
さ
を
徳
の
高
い
も
の
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
金
を
疎
ん
じ
る
世

の
中
に
な
っ
た
と
大
げ
さ
に
洒
落
て
い
る
。
﹃
天
下
一
面
鏡
梅

鉢
﹄
に
お
い
て
も
、
皆
の
道
徳
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
道
の

譲
り
合
い
さ
え
過
剰
に
な
っ
た
と
し
、
そ
の
滑
稽
ぶ
り
を
笑
い
も

の
に
す
る
。

倹
約
令
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
は
、
﹃
玉
磨
青
砥
銭
﹄
の

よ
う
に
、
倹
約
が
行
き
過
ぎ
、
芝
居
、
遊
里
な
ど
の
無
駄
が
一
切

な
く
な
っ
た
世
の
中
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
﹃
行
儀
有
良
礼
﹄

の
よ
う
に
、
邪
魔
な
金
銀
を
天
上
界
に
引
き
あ
げ
て
処
分
す
る
と

い
う
場
面
を
作
り
、
極
端
な
形
で
倹
約
が
実
行
さ
れ
て
い
く
様
子

を
描
い
た
も
の
も
あ
る
。
﹃
照
子
浄
頗
梨
﹄
に
お
い
て
描
か
れ

た
、
食
べ
物
が
燃
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
餓
鬼
地
獄
も
、
こ
の

倹
約
令
を
意
識
し
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
他
、
当
時
の
不
況
に
つ
い
て
は
、
﹃
孔
子
縞
于
時
藍
染
﹄

や
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
で
、
不
況
を
裏
返
し
て
金
満
な
世
の
中

を
描
く
と
い
う
方
法
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
天
明
の
飢
饉
も
、
﹃
孔

子
縞
于
時
藍
染
﹄
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
に
て
、
裏
返
し
て
豊
か

す
ぎ
る
世
の
中
を
描
く
こ
と
で
表
さ
れ
る
。
打
ち
こ
わ
し
な
ど
の

事
件
も
ま
た
、
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
に
て
同
様
に
裏
返
し
、
安

全
な
世
の
中
に
不
必
要
な
戸
を
蹴
破
る
と
い
う
描
写
が
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
大
き
な
事
件
だ
っ
た
浅
間
山
の
噴
火
も
ま
た
、

﹃
孔
子
縞
于
時
藍
染
﹄
や
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
に
お
い
て
、
火
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山
灰
に
擬
し
て
お
金
が
降
り
つ
も
る
と
い
う
裏
返
し
の
形
で
描
か

れ
る
。

多
く
の
場
合
、
﹁
行
き
過
ぎ
﹂
ま
た
は
﹁
裏
返
し
﹂
の
趣
向
で

の
誇
張
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
か
に

面
白
く
み
せ
る
か
と
い
う
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
的
側
面
で
の

戯
作
者
た
ち
の
工
夫
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
程
度
の

違
い
こ
そ
あ
れ
皮
肉
や
風
刺
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
少
な
か
ら
ず

存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

今
回
取
り
上
げ
た
黄
表
紙
群
は
内
容
面
に
多
様
性
が
あ
り
、
一

概
に
分
類
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
見
立
て
る
人

物
の
パ
タ
ー
ン
や
趣
向
の
類
似
、
風
刺
対
象
の
傾
向
な
ど
は
み
て

と
る
こ
と
が
で
き
た
。

﹃
鸚
鵡
返
文
武
二
道
﹄
と
﹃
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
﹄
は
両
作
品
と
も

延
喜
の
聖
代
に
仮
託
さ
れ
、
一
見
家
斉
や
定
信
を
名
君
と
し
て
持

ち
上
げ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
い
く
つ
か
の
違
和
感
が

示
唆
す
る
よ
う
に
、
風
刺
の
針
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
え
隠
れ
す

る
。
聖
代
に
仮
託
す
る
こ
と
で
表
面
上
は
幕
政
支
持
の
姿
勢
を
見

せ
な
が
ら
、
実
は
両
者
と
も
﹁
い
つ
わ
り
の
聖
代
﹂
を
描
き
出
し

た
も
の
だ
と
い
え
る
。

滑
稽
描
写
で
は
、
政
策
関
連
は
﹁
行
き
過
ぎ
﹂
の
趣
向
と
し
て

穿
つ
傾
向
が
あ
っ
た
。
風
刺
的
な
場
合
は
戒
め
と
し
て
描
か
れ
、

行
き
過
ぎ
て
結
果
的
に
失
敗
す
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

風
刺
要
素
が
薄
く
、
た
だ
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
場

合
は
滑
稽
味
を
強
調
す
る
点
で
機
能
し
て
い
る
。
一
方
、
世
相
関

連
は
現
実
を
裏
返
す
傾
向
が
あ
っ
た
。
不
況
な
現
実
と
正
反
対

に
、
作
品
中
で
は
金
を
疎
い
、
押
し
付
け
合
う
皮
肉
が
効
果
的
で

あ
る
。

民
衆
の
大
き
な
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
寛
政
改
革
。
こ
れ
を
黄

表
紙
に
盛
り
込
む
こ
と
で
、
当
時
を
生
き
る
読
者
の
共
感
を
呼

び
、
そ
れ
と
同
時
に
少
し
の
ぞ
か
せ
た
風
刺
の
針
で
世
間
を
穿
っ

て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
風
刺
と
は
言
っ
て
も
、
幕
府
に
対
す

る
怨
念
を
晴
ら
そ
う
な
ど
と
い
う
悪
意
の
こ
も
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
多
少
の
皮
肉
を
込
め
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
と
し
て
お
か
し
み
・
滑
稽
味
を
描
出
し
よ
う
と
す
る
点

に
、
黄
表
紙
の
諧
謔
性
が
あ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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年
天
明
八

作
品
名

作
者
／
画
工
／
板
元

内
容
（
15
）

備
考【
先
行
研
究
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
見
解
】（
16
）

考
察

悦
贔
屓
蝦
夷
押
領

文
武
二
道
万
石
通

将
門
秀
郷

時
代
世
話
二
挺
鼓

三
巻
三
冊

十
五
丁

三
巻
一
冊

十
五
丁

二
巻
二
冊

十
丁

恋
川
春
町
作
／

北
尾
政
美
画
／

蔦
屋
重
三
郎

朋
誠
堂
喜
三
二

作
／
喜
多
川
行

麿
画
／
蔦
屋
重

三
郎

山
東
京
伝
作
／

喜
多
川
行
麿
画

／
蔦
屋
重
三

義
経
伝
説
の
世
界
に
仮
託
し
、
田

沼
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
北
方
探

査
や
そ
れ
に
伴
う
風
聞
、
当
時

騒
々
し
く
な
っ
た
北
方
ロ
シ
ア
と

の
交
渉
事
を
撮
合
さ
せ
、
当
時
の

情
勢
を
意
識
し
て
構
成
さ
れ
る
。

義
経
の
江
戸
征
服
。

鎌
倉
時
代
を
背
景
と
し
、寛
政
改

革
頭
初
の
大
名
、幕
臣
社
会
を
う

が
つ
。幕
臣
の
人
物
評
な
ど
。定
信

の
政
策（
文
武
奨
励
・
出
精
者
の
調

査
な
ど
）を
も
じ
っ
て
読
者
の
笑

い
を
誘
う
。武
士
た
ち
の
狼
狽
ぶ

り
。ぬ
ら
く
ら
武
士
の
分
類
。畠
山

重
忠
を
定
信
に
見
立
て
る
。

『
将
門
記
』
の
世
界
に
仮
託
し
な

が
ら
田
沼
失
脚
の
事
件
を
ほ
の
め

か
す
。
佐
野
の
事
件
な
ど
。
将
門

を
田
沼
一
派
に
、
秀
郷
を
佐
野
に

見
立
て
る
。
将
門
に
六
人
の
影
武

者
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
。

蝦
夷
と
奥
蝦
夷
は
両
地
と
も
に
わ

か
に
幕
府
や
世
間
の
関
心
の
的
と

な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。【『
江

戸
の
戯
作
絵
本　

第
三
巻
』】

全
体
の
構
成
に
緊
密
さ
を
欠
く
憾

み
は
あ
る
も
の
の
、
時
世
相
を

扱
っ
た
懐
の
深
い
作
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。【『
黄
表
紙
総
覧
』】

刊
行
し
て
ま
も
な
く
大
評
判
を
呼

ぶ
。
市
中
を
売
り
歩
く
と
こ
ろ
日

を
待
た
ず
売
り
切
れ
に
。
当
局
の

忌
憚
に
触
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
、

新
た
に
板
を
刻
し
、
さ
ら
に
修
正

を
加
え
た
。
作
者
の
喜
三
二
は
佐

竹
藩
の
江
戸
留
守
居
。【『
黄
表
紙

総
覧
』】

巧
み
な
婉
曲
化
に
よ
っ
て
筆
禍
を

逃
れ
、
後
年
再
版
も
許
さ
れ
る
。

【
『
江
戸
の
戯
作
絵
本　

続
巻

二
』】

蝦
夷
の
様
子
を
面
白
お
か
し

く
描
く
。
政
策
や
世
相
を
下

敷
き
に
し
て
い
る
が
、
そ
の

も
の
を
茶
化
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
風
刺
で
は
な
く

モ
チ
ー
フ
に
し
た
だ
け
と
い

う
印
象
。
政
治
的
要
素
は
感

じ
ら
れ
な
い
。

新
政
謳
歌
の
立
場
を
と
っ
て

お
り
、
田
沼
一
派
を
悪
者
と

し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

幕
政
批
判
で
は
な
い
。
再
版

に
よ
っ
て
す
こ
し
暗
示
が
ぼ

か
さ
れ
る
。

佐
野
を
称
賛
し
、
田
沼
を
悪

者
と
し
て
描
く
。
し
か
し
そ

れ
と
匂
わ
す
こ
と
を
避
け
て

表
現
さ
れ
て
お
り
、
ほ
の
め

か
す
程
度
。

よ
ろ
こ
ん
ぶ
ひ
い
き
の
ゑ
ぞ
を
し

ぶ
ん
ぶ
に
ど
う
ま
ん
ご
く
と
お
し

ま
さ
か
ど
ひ
で
さ
と

じ
だ
い
せ
わ
に
て
う
つ
ゞ
み

︿
表
１
﹀
対
象
作
品
一
覧
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天
明
八

寛
政
元

仁
田
四
郎

富
士
人
穴
見
物

鸚
鵡
返
文
武
二
道

孔
子
縞
于
時
藍
染

三
巻
三
冊

十
五
丁

三
巻
三
冊

十
五
丁

三
巻
三
冊

十
五
丁

山
東
京
伝
作
／

北
尾
政
演
画
／

榎
本
惣
右
衛
門

恋
川
春
町
作
／

北
尾
政
美
画
／

蔦
屋
重
三
郎

山
東
京
伝
作
／

北
尾
政
演
画
／

大
和
田
安
兵

畠
山
重
忠
が
頼
家
公
の
意
を
受

け
、
堅
物
の
仁
田
四
郎
を
し
て
富

士
の
人
穴
よ
り
世
の
中
を
巡
察
さ

せ
、
通
意
識
を
体
得
し
て
い
く
次

第
を
描
く
。
定
信
の
市
中
巡
回
に

擬
し
、
改
革
を
風
刺
し
て
い
る
と

い
う
解
釈
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で

趣
向
を
借
り
た
ま
で
で
、
む
し
ろ

主
眼
は
通
意
識
を
探
る
と
こ
ろ
に

置
か
れ
て
い
る
。

改
革
政
治
に
振
り
回
さ
れ
る
武
士

た
ち
を
逐
一
戯
画
化
し
て
揶
揄
。

万
石
通
し
に
よ
っ
て
ふ
る
い
わ
け

ら
れ
た
武
士
た
ち
が
定
信
の
政
治

改
革
に
対
し
て
い
か
に
ふ
る
ま
っ

た
か
。
文
武
奨
励
や
倹
約
令
を
思

わ
せ
、
改
革
政
治
下
に
動
揺
す
る

人
心
を
茶
化
す
。
麒
麟
の
出
現
。

醍
醐
天
皇
を
将
軍
家
斉
に
、
菅
秀

才
を
定
信
に
見
立
て
る
。

現
実
を
逆
転
し
て
描
く
趣
向
。儒
教

の
教
え
が
広
ま
り
、カ
ネ
が
疎
ま
れ

る
時
代
に
。当
代
の
経
済
的
困
窮
や

災
害
を
金
満
の
世
に
逆
転
し
、こ
れ

時
世
相
の
う
が
ち
に
終
始
し
、
時

に
は
ぐ
ら
か
し
、
時
に
故
事
付
け

付
会
と
、
黄
表
紙
的
諧
謔
が
い
か

ん
な
く
発
揮
さ
れ
、
こ
の
手
法
は

『
照
子
浄
頗
梨
』
へ
と
つ
な
が

る
。【『
黄
表
紙
総
覧
』】

売
れ
行
き
は
甚
だ
よ
し
。『
文
武
二

道
万
石
通
』を
踏
襲
。「
鸚
鵡
」の
語

に
は
定
信
の『
鸚
鵡
言
』の
影
。寛

政
元
年
四
月
、作
者
春
町
は
定
信
の

召
還
に
病
気
を
理
由
と
し
て
応
じ

ず
、同
年
七
月
七
日
病
没
し
た
と
伝

え
ら
れ
る
。自
殺
説
あ
り
。春
町
の

主
君
小
島
候
松
平
丹
後
守
信
義
の

作
に
な
る
と
の
風
聞
も
。【『
江
戸

の
戯
作
絵
本　

第
三
巻
』】

『
黒
白
水
鏡
』、『
天
下
一
面
鏡
梅

鉢
』
と
類
似
。
処
罰
の
難
を
免
れ

る
。【『
黄
表
紙
総
覧
』】

風
刺
と
は
い
い
づ
ら
い
。
世

相
は
取
り
入
れ
る
が
政
治
向

き
云
々
と
は
い
え
な
い
。

表
現
が
少
々
露
骨
。
武
士
の

勘
違
い
や
行
き
過
ぎ
を
笑
い

も
の
に
す
る
。
一
度
「
武
」

の
奨
励
に
失
敗
す
る
点
や
最

後
に
わ
ざ
と
ら
し
く
鳳
凰
や

麒
麟
が
登
場
す
る
皮
肉
か

ら
、
定
信
批
判
と
捉
え
て
よ

い
の
で
は
。

世
相
を
風
刺
す
る
。
し
か
し

田
沼
の
失
脚
や
佐
野
事
件
に

は
一
切
触
れ
ず
、
政
治
向
き

を
や
や
茶
化
す
の
み
。

に
た
ん
の
し
ろ
う

ふ
じ
の
ひ
と
あ
な
け
ん
ぶ
つ

あ
ふ
む
か
え
し
ぶ
ん
ぶ
の
ふ
た
み
ち

こ
う
し
じ
ま
と
き
に
あ
い
そ
め
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寛
政
元

飛
脚
屋
忠
兵
衛

仮
宅
居
梅
川

奇
事
中
洲
話

天
下
一
面

鏡
梅
鉢

世
直
大
明
神
金
塚

之
由
来

三
巻
三
冊

十
五
丁

三
巻
一
冊

十
四
丁

二
巻
一
冊

衛
，
榎
本
惣
右

衛
門
（
再
版
）

山
東
京
伝
作
／

北
尾
政
美
画
／

蔦
屋
重
三
郎

﹇
唐
来
参
和
作
﹈／

栄
松
斎
長
喜
画
／

﹇
蔦
屋
？
﹈

石
部
琴
好
作
／

北
尾
政
演
画
／

に
改
革
治
下
の
模
様
を
か
ら
め
て

滑
稽
世
界
を
作
り
出
す
。主
に
町
人

社
会
の
模
様
を
う
が
つ
。

田
沼
意
次
追
罰
の
時
流
を
背
景
と

す
る
が
、
寛
政
改
革
異
聞
と
い
っ

て
よ
い
特
色
を
持
つ
。
土
山
と
誰

が
袖
に
ま
つ
わ
る
事
実
や
噂
、
近

松
門
左
衛
門
の
『
冥
土
の
飛
脚
』

の
梅
川
・
忠
兵
衛
の
悲
劇
、
火
災

に
よ
る
吉
原
の
移
動
な
ど
を
ふ
ま

え
て
な
い
交
ぜ
に
し
て
脚
色
。

寛
政
の
改
革
の
社
会
状
況
（
文
武

奨
励
・
倹
約
令
・
浅
間
山
噴
火
・

不
況
な
ど
）
を
示
唆
し
、
そ
れ
を

極
端
に
滑
稽
化
し
て
表
現
。
醍
醐

天
皇
は
徳
川
家
斉
、
道
真
は
松
平

定
信
を
さ
す
。
し
か
し
二
人
は
最

初
に
出
る
の
み
で
あ
と
は
当
時
の

事
件
や
世
相
を
裏
返
す
。

田
沼
が
と
っ
た
天
明
の
飢
饉
や
幕

府
お
よ
び
諸
藩
の
経
済
的
破
綻
を

救
済
す
る
た
め
の
諸
政
策
を
徹
底

的
に
揶
揄
。
佐
野
の
事
件
に
始
ま

る
田
沼
一
派
の
凋
落
を
、
こ
れ
に

題
名
は「
雉
子
も
鳴
か
ず
ば
う
た

れ
ま
い
」の
も
じ
り
で
吉
原
の
中

洲
の
仮
宅
営
業
を
当
て
込
む
。
筆

禍
は
逃
れ
る
。【
『
黄
表
紙
総

覧
』】

非
常
に
好
評
。幕
府
に
絶
版
を
命

じ
ら
れ
る
。逆
転
趣
向
に
関
し
て

『
孔
子
縞
于
時
藍
染
』
と
似
る

が
、こ
ち
ら
だ
け
と
が
め
ら
れ
た

の
は
手
法
が
見
透
か
さ
れ
た
た
め

か
。参
和
の
署
名
が
な
い
た
め
、作

者
に
つ
い
て
若
干
の
疑
問
。【『
江

戸
の
戯
作
絵
本　

第
三
巻
』】

た
ち
ま
ち
絶
版
に
。
作
者
の
琴
好

は
手
鎖
の
上
江
戸
払
い
、
画
工
の

政
演
は
過
料
（
罰
金
）
の
刑
を
受

け
る
。
政
演
の
絵
に
よ
っ
て
本
書

が
露
骨
な
落
書
に
堕
す
こ
と
が
な

世
相
・
事
件
を
風
刺
す
る
。

一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
は
な

く
、
混
戦
さ
せ
る
こ
と
で
は

ぐ
ら
か
す
か
。

政
策
を
茶
化
す
面
も
あ
る

が
、
主
に
は
世
相
を
風
刺
。

太
平
の
世
と
し
て
描
か
れ
る

が
違
和
感
あ
り
。
治
世
に
対

す
る
風
刺
と
と
れ
る
の
で

は
。

田
沼
一
派
を
露
骨
に
批
判
。

悪
政
と
し
て
描
く
。
定
信
の

新
政
に
対
す
る
批
判
は
見
ら

れ
ず
。
む
し
ろ
好
意
的
か
。

ひ
き
ゃ
く
や
ち
う
び
や
う
へ

か
り
た
く
の
む
め
が
は

き
じ
も
な
か
ず
わ

て
ん
か
い
ち
め
ん

よ
な
お
し
た
い
み
や
う
し
ん
か
ね
つ
か

の
ゆ
ら
い

か
が
み
う
め
ば
ち
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寛
政
元

寛
政
二

黒
白
水
鏡

張
か
へ
し

行
儀
有
良
礼

太
平
記
吾
妻
鏡

玉
磨
青
砥
銭

十
丁

三
巻
一
冊

十
五
丁

三
巻
三
冊

十
五
丁

板
元
不
明

山
東
京
伝
作
／

兎
角
亭
亀
毛
画
／

﹇
大
和
板
？
﹈

山
東
京
伝
作
／

喜
多
川
歌
麿
画
／

蔦
屋
重
三
郎

代
わ
っ
て
登
場
す
る
定
信
政
権
に

か
ら
め
、
下
世
話
に
か
つ
町
人
の

怨
念
を
こ
め
て
描
く
。
現
実
を
裏

返
す
趣
向
。
畠
山
重
忠
の
跡
目
を

定
信
に
見
立
て
る
。

篤
実
な
世
の
中
。遊
里
に
舞
台
を
限

定
。
未
来
記
型
の
構
想
で
う
が
つ

も
、諷
す
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
な
い
。邪
魔
な
金
銀
を
天
上
界

に
引
き
上
げ
、生
臭
坊
主
な
ど
を
拝

し
た
と
す
る
あ
た
り
に
、わ
ず
か
に

寛
政
改
革
治
下
に
あ
っ
て
緊
縮
政

策
や
教
化
政
策
に
従
順
す
る
社
会

世
相
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
み
る

こ
と
も
で
き
る
か
。

鎌
倉
北
条
時
頼
公
の
御
代
、
諸
人

が
生
真
面
目
に
な
り
、
無
駄
の
な

い
世
の
中
に
な
る
と
こ
ろ
、
そ
の

行
き
過
ぎ
を
是
正
す
べ
く
青
砥
藤

綱
は
す
べ
て
元
通
り
に
し
、
穴
あ

き
一
文
銭
の
「
吾
唯
知
足
」
の
四

文
字
を
忘
れ
る
な
と
教
訓
す
る
。

改
革
政
治
に
と
ま
ど
う
江
戸
庶
民

の
反
応
を
滑
稽
誇
張
し
皮
肉
る
。

か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。【『
江
戸
の
戯
作
絵
本　

続
巻

二
』】

『
孔
子
縞
于
時
藍
染
』を
前
編
と

す
る
。
あ
ま
り
改
革
政
治
を
穿
つ

こ
と
を
避
け
る
の
は
、『
黒
白
水

鏡
』で
の
筆
禍
の
影
響
か
。【『
黄

表
紙
総
覧
』】

作
柄
に
何
か
不
足
で
も
あ
っ
た
の

か
、
刊
行
が
一
年
遅
れ
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

【『
山
東
京

傳
全
集　

第
二
巻
』】

遊
里
の
世
相
を
対
象
に
風

刺
。
あ
か
ら
さ
ま
な
表
現
は

な
く
、
政
治
的
要
素
も
あ
ま

り
感
じ
さ
せ
な
い
。

庶
民
生
活
を
中
心
に
世
相
を

風
刺
。
改
革
に
戸
惑
う
庶
民

を
滑
稽
に
描
く
。

ぎ
や
う
ぎ
あ
ら
れ

た
ま
み
が
く
あ
お
と
か
ぜ
に

こ
く
ひ
や
く
み
つ
か
ゝ
み
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寛
政
二
地
獄
一
面
照
子
浄

頗
梨

三
巻
三
冊

十
五
丁

山
東
京
伝
作
／

北
尾
政
演
画
／

蔦
屋
重
三
郎

冥
府
に
往
来
し
た
と
い
う
小
野
篁

伝
説
に
擬
え
な
が
ら
、
当
世
風
俗

を
地
獄
の
様
子
に
付
会
さ
せ
て
、

寛
政
の
改
革
に
よ
る
文
武
二
道
奨

励
に
と
ま
ど
う
武
士
や
庶
民
の
姿

を
穿
つ
。

『
黒
白
水
鏡
』に
よ
る
筆
禍
事
件
が

京
伝
に
一
時
戯
作
を
断
念
す
る
気
持

ち
を
抱
か
せ
る
な
ど
保
身
的
態
度
を

も
た
ら
し
、本
書
に
お
け
る
茶
化
し

の
姿
勢
を
後
退
さ
せ
理
屈
へ
落
ち
た

笑
い
へ
と
作
風
が
転
換
。【『
江
戸
の

戯
作
絵
本　

第
三
巻
』】

世
相
を
風
刺
す
る
。
政
策
を

茶
化
す
部
分
も
み
ら
れ
る

が
、
あ
く
ま
で
社
会
風
俗
的

に
描
か
れ
る
た
め
、
政
策
批

判
と
も
賛
同
と
も
と
れ
ず
。

ぢ
ご
く
い
ち
め
ん
か
ゞ
み
の
じ
や
う

は　

り
年

一
七
七
二
（
安
永
元
）

一
七
七
三
（
安
永
二
）

一
七
七
四
（
安
永
三
）

一
七
七
五
（
安
永
四
）

一
七
七
九
（
安
永
八
）

一
七
八
〇
（
安
永
九
）

一
七
八
二
（
天
明
二
）

一
七
八
三
（
天
明
三
）

政
治

社
会

作
品

一
・
一
五　

田
沼
意
次
老
中
と
な
る
（
側
用
人
も
兼

ね
る
）

一
一
・
一　

意
次
の
長
男
意
知
が
奏
者
番
に

飛
騨
屋
久
兵
衛
、蝦
夷
地
で
ア
イ
ヌ
と
交
易
を
始
め
る

八
・
七　

ロ
シ
ア
船
が
、
通
商
を
求
め
て
来
航

下
総
国
印
旛
沼
の
再
干
拓
が
開
始
さ
れ
た
が
、
大
洪

水
で
中
止
へ

一
一
・
一　

意
知
が
若
年
寄
に

一
二
月　

倹
約
令
（
天
明
の
飢
饉
に
よ
る
七
ヵ
年
の

倹
約
令
）

二
・
二
九　

江
戸
で
大
火
発
生
（
目
黒
行
人
坂
大

火
）

三
〜
五
月　

全
国
で
天
然
痘
が
猛
威
を
ふ
る
う

一
月　

恋
川
春
町
の
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
が
評
判

と
な
り
、「
黄
表
紙
」
が
生
ま
れ
る

六
月　

江
戸
に
大
洪
水
が
発
生

日
本
各
地
を
異
常
気
象
が
襲
う

七
・
六　

浅
間
山
噴
火　

天
明
の
飢
饉

︿
表
２
﹀
寛
政
改
革
期
略
年
譜
︵
17
︶
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一
七
八
四
（
天
明
四
）

一
七
八
五
（
天
明
五
）

一
七
八
六
（
天
明
六
）

一
七
八
七
（
天
明
七
）

一
七
八
八
（
天
明
八
）

一
七
八
九
（
寛
政
元
）

一
七
九
〇
（
寛
政
二
）

三
・
二
四　

意
知
が
江
戸
城
で
佐
野
善
左
衛
門
政
言

に
斬
ら
れ
る
（
四
・
二 

死
亡
）

四
・
二
九　

蝦
夷
地
探
検

八
・
二
七　

老
中
田
沼
意
次
、
罷
免
さ
れ
る

九
・
八　

徳
川
家
治
歿

四
・
五　

徳
川
家
斉
、
将
軍
宣
下

六
・
一
九　

松
平
定
信
老
中
首
座
と
な
る　

七
・
一　

政
事
を
享
保
の
改
革
に
復
す
る
こ
と
を
宣

言
（
寛
政
の
改
革
）

一
〇
・
二　

田
沼
意
次
の
所
領
二
万
七
千
石
を
没
収

し
、
蟄
居
謹
慎
を
命
ず
る
（
追
罰
）

一
・
二　

老
中
松
平
定
信
、
寛
政
改
革
の
願
文
を
納

め
る

一
二
月　

農
村
出
稼
禁
止
令
。
倹
約
令

一
・
二
五　

寛
政
と
改
元

九
・
一
六　

札
差
棄
捐
令
（
旗
本
・
御
家
人
救
済
の

た
め
）

九
・
一
九　

囲
米
令

五
・
二
四　

寛
政
異
学
の
禁
（
朱
子
学
の
振
興
を
は

か
る
）

一
〇
月　

諸
国
代
官
に
郷
蔵
と
囲
米
の
奨
励
（
凶
荒

の
際
に
備
え
る
）

『
鸚
鵡
言
』

五
・
二
〇
〜
二
五　

米
価
高
騰
、
江
戸
で
打
毀
し

一
・
三
〇　

京
都
大
火

二
・
九　

京
都
高
台
寺
方
丈
火
災

二
・
一
九　

人
足
寄
場
の
設
置

一
一
・
二
八　

人
返
し
法
。
奉
公
人
取
締
り
・
帰
農

奨
励
を
令
す
る
。
旧
里
帰
農
令

『
悦
贔
屓
蝦
夷
押
領
』

『
文
武
二
道
万
石
通
』

『
時
代
世
話
二
挺
鼓
』

『
富
士
人
穴
見
物
』

『
鸚
鵡
返
文
武
二
道
』

『
孔
子
縞
于
時
藍
染
』

『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』

『
奇
事
中
洲
話
』

『
黒
白
水
鏡
』

『
行
儀
有
良
礼
』

『
玉
磨
青
砥
銭
』

『
照
子
浄
頗
梨
』
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一
七
九
一
（
寛
政
三
）

一
七
九
二
（
寛
政
四
）

一
七
九
三
（
寛
政
五
）

九
・
二　

異
国
船
出
没

一
二
・
二
九　

七
分
積
金
の
制
を
創
始

九
・
三　

ロ
シ
ア
遣
日
使
節
、
根
室
に
到
る

一
一
・
九　

外
国
船
漂
着
の
際
の
処
置
令

六
・
二
〇　

ロ
シ
ア
の
使
節
ラ
ク
ス
マ
ン
松
前
に
到
着

七
・
二
八　

老
中
松
平
定
信
、
職
を
辞
す

注︵
１
︶
﹃
山
東
京
傳
の
研
究
﹄
︵
一
九
三
五
年
、
岩
波
書
店
︶

︵
２
︶
﹃
黄
表
紙
・
洒
落
本
の
世
界
﹄
︵
一
九
七
六
年
、
岩
波
書
店
︶

︵
３
︶
﹃
近
世
の
文
学
 
下
﹄
︵
一
九
七
七
年
、
有
斐
閣
︶
所
収
。

︵
４
︶
﹃
随
筆
百
花
苑
﹄第
八
巻
・
付
録
６︵
一
九
八
〇
年
一
一
月
︶所
収
。

︵
５
︶
﹃
近
世
文
芸
 
研
究
と
評
論
﹄
30
︵
一
九
八
六
年
六
月
︶
所
収
。

︵
６
︶
﹃
立
正
大
学
大
学
院
 
日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
﹄
９
︵
二
〇
〇

六
年
三
月
︶
所
収
。

︵
７
︶
﹃
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
を
読
む
 
江
戸
の
経
済
と
社
会
風
俗
﹄

︵
二
〇
一
二
年
、
ぺ
り
か
ん
社
︶

︵
８
︶
﹃
江
戸
の
風
刺
画
﹄
︵
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
22
、
一
九
九
七

年
、
吉
川
弘
文
館
︶

︵
９
︶
﹃
江
戸
の
戯
作
�
�
�
�
�

絵
本
 
第
３
巻
﹄
︵
一
九
八
二
年
、
社
会
思
想

社
︶
よ
り
転
載
。

︵
10
︶
︵
９
︶
に
同
じ
。

︵
11
︶
︵
８
︶
に
同
じ
。

︵
12
︶
﹃
中
国
の
古
典
14

史
記
四
︵
別
冊
︶
﹄
︵
一
九
九
四
年
、
学
習

研
究
社
︶
よ
り
引
用
。
な
お
引
用
に
際
し
て
は
返
り
点
を
省
略
し
、

旧
字
体
を
新
字
体
に
置
き
換
え
る
な
ど
の
処
置
を
行
っ
た
。

︵
13
︶
﹃
中
国
の
古
典
14

史
記
四
﹄
︵
一
九
九
四
年
、
学
習
研
究
社
︶

を
参
照
し
た
。

︵
14
︶
﹃
江
戸
の
戯
作
�
�
�
�
�

絵
本
 
第
３
巻
﹄
︵
一
九
八
二
年
、
社
会
思
想

社
︶
よ
り
引
用
。
原
本
の
文
章
に
対
し
、
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
す

な
ど
の
改
変
を
加
え
て
い
る
。

︵
15
︶
﹃
黄
表
紙
総
覧
﹄
︵
一
九
八
六
年
、
青
裳
堂
書
店
︶
、
﹃
江
戸
の

戯
作
�
�
�
�
�

絵
本
 
第
三
巻
﹄
︵
一
九
八
二
年
、
社
会
思
想
社
︶
、
﹃
江

戸
の
戯
作

�
�
�
�
�

絵
本
 
続
巻
二
﹄
︵
一
九
八
四
年
、
社
会
思
想
社
︶
、

﹃
山
東
京
傳
全
集
 
第
二
巻
﹄
︵
一
九
九
二
年
、
ぺ
り
か
ん
社
︶
を

参
照
し
、
引
用
し
な
が
ら
ま
と
め
た
も
の
。

︵
16
︶
︵
15
︶
に
同
じ
。
︻
 
 
︼
内
に
出
典
を
記
し
た
。



︵
17
︶
﹃
新
・
国
史
大
年
表
 
・
国
史
大
年
表
 
第
五
巻
︲
Ⅱ
﹄
︵
二
〇

一
〇
年
、
国
書
刊
行
会
︶
、
﹃
江
戸
時
代
２
６
５
年
ニ
ュ
ー
ス
事

典
﹄
︵
二
〇
一
二
年
、
柏
書
房
︶
を
参
照
し
た
。

︱
 あ
り
き
・
し
お
り
 
日
本
文
学
科
四
年
生
 ︱

－101－

黄表紙に描かれた寛政改革 －風刺と滑稽－


