
一

浅
井
了
意
作
『
可
笑
記
評
判
』（
十
巻
十
冊
、
万
治
三
年
刊
）

（
注
１
）

は
、
如
儡
子

作
の
教
訓
的
批
判
的
な
随
筆
集
『
可
笑
記
』（
五
巻
五
冊
、
寛
永
十
九
年
刊
）

（
注
２
）

に
対
す
る
批
評
で
あ
る
。
本
書
に
は
、『
可
笑
記
』
の
本
文
が
段
落
ご
と
に
引

用
さ
れ
、
そ
の
一
々
に
「
評
曰
」
と
し
て
了
意
の
思
う
と
こ
ろ
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

『
可
笑
記
評
判
』
に
つ
い
て
の
評
価
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ひ

と
つ
は
、『
可
笑
記
評
判
』
は
、
批
評
と
い
う
形
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
実
際

は
、
政
道
や
世
の
中
に
対
す
る
『
可
笑
記
』
の
批
判
精
神
を
継
承
し
た
作
品
で

あ
る
と
い
う
松
田
修
氏

（
注
３
）

や
常
吉
幸
子
氏

（
注
４
）

に
よ
る
評
価
。
も
う
ひ
と
つ
は
、『
可

笑
記
評
判
』
は
、
批
評
と
い
う
よ
り
も
、『
可
笑
記
』
の
解
説
あ
る
い
は
注
釈

の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
と
す
る
深
沢
秋
男
氏

（
注
５
）

や
花
田
富
二
夫
氏

（
注
６
）

の
評
価
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
評
価
に
共
通
す
る
の
は
、『
可
笑
記
評
判
』
は
『
可
笑
記
』
の

批
評
で
あ
り
な
が
ら
、
必
ず
し
も
批
判
や
評
価
を
目
的
と
し
た
わ
け
で
は
な
い

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
注
７
）

。
特
に
松
田
氏
や
常
吉
氏
の
論
で
は
、
了
意
作
『
浮
世

物
語
』（
寛
文
初
年
頃
刊
）
が
『
可
笑
記
』
の
批
判
精
神
を
受
け
継
い
だ
証
左

と
し
て
『
可
笑
記
評
判
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
了
意
に
批
評
の
意
思
が

あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
は
た
し
て
『
可
笑
記
評
判
』
の
性

格
は
、『
可
笑
記
』
を
批
判
し
評
価
し
た
と
は
言
い
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
示
す
べ
く
、
こ
こ
で
『
可
笑
記
評
判
』
の
序
文

を
取
り
上
げ
た
い
。

寛
永
の
頃
、
了
意
が
、
京
に
身
を
寄
せ
て
い
た
時
の
話
で
あ
る
。
あ
る
人
が

了
意
の
も
と
を
訪
れ
て
、『
可
笑
記
』
を
差
し
出
し
、
仁
政
・
修
身
・
文
武
・

明
徳
・
五
倫
を
教
え
た
書
で
、
そ
の
教
え
に
従
え
ば
、
聖
賢
の
道
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
る
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
本
を
開
い
て
見
て
み
る
と
、
経
国
・

修
身
の
た
め
の
道
理
が
説
か
れ
て
あ
り
、
さ
ら
に
、
誰
を
指
す
と
い
う
わ
け
で

も
な
く
、
上
は
大
名
か
ら
下
は
侍
ま
で
が
批
判
さ
れ
て
い
た
。『
可
笑
記
』
を
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見
た
了
意
は
、
次
の
よ
う
に
思
っ
た
と
い
う
。

是
な
る
こ
と
は
是
に
し
て
、
非
な
る
こ
と
は
非
な
る
事
共
す
く
な
か
ら

ず
。
此
故
に
、
今
、
愚
意
を
提
て
、
評
を
く
は
へ
、
判
を
な
さ
ん
と
す
。

い
か
な
れ
ば
、
仁
に
君
子
と
婦
人
の
仁
あ
り
。
政
に
一
家
と
天
下
国
郡
の

政
あ
り
。
愛
に
妻
子
一
僕
と
万
民
平
等
の
愛
あ
り
。
武
に
一
夫
の
勇
と
三

軍
の
帥
に
あ
た
る
勇
と
、
そ
の
外
、
物
ご
と
一
概
す
べ
か
ら
ず
。
す
べ
て

文
武
二
道
の
表
裏
本
末
、
み
な
そ
の
時
代
に
よ
る
べ
き
こ
と
は
り
、
筆
に

ま
か
せ
て
褒
貶
す
と
云
レ
尓
。

了
意
は
、
傍
線
部
①
で
、『
可
笑
記
』
の
教
訓
と
批
判
は
必
ず
し
も
正
し
い

も
の
ば
か
り
で
は
な
い
た
め
、
自
ら
の
意
見
を
以
て
、
そ
の
是
非
を
判
断
し
た

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
傍
線
部
②
に
あ
る
と
お
り
、「
す
べ
て

文
武
二
道
の
表
裏
本
末
、
み
な
そ
の
時
代
に
よ
る
べ
き
こ
と
は
り
」
に
よ
っ

て
、『
可
笑
記
』
の
批
評
を
行
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
傍
線
部
②
か
ら
、『
可
笑

記
』
に
対
す
る
是
非
の
判
断
が
、
文
武
二
道
の
用
い
方
は
そ
の
時
代
の
状
況
に

よ
る
と
い
う
道
理
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
了
意
は
、
そ
の
よ
う
な
道
理
を
持
ち
出
し
て
『
可
笑
記
』

の
批
評
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
を
解
く
鍵
は
、『
可
笑
記
評
判
』

巻
一
巻
頭
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
了
意
は
、
巻
一
巻
頭
で
、『
可
笑
記
』
の
こ

と
を
「
ひ
ろ
く
文
武
両
道
の
お
き
て
を
仮
名
が
き
に
し
て
、
よ
み
や
す
く
し
り

や
す
き
や
う
に
、
ひ
ろ
め
を
し
へ
ん
と
心
ざ
し
て
つ
く
れ
る
書
と
お
ぼ
え
た

り
」
と
述
べ
て
い
る
。『
可
笑
記
』
の
主
題
を
「
文
武
両
道
の
お
き
て
」
を
示

す
こ
と
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
了
意
が
、『
可
笑
記
』
の
是
非
を
「
文

武
二
道
の
表
裏
本
末
、
み
な
そ
の
時
代
に
よ
る
べ
き
こ
と
は
り
」
に
よ
っ
て
判

断
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
主
題
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。『
可

笑
記
』
批
評
の
焦
点
は
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
文
武
実
践
の
あ
り
方
に
当
て

ら
れ
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

序
文
を
読
む
限
り
、『
可
笑
記
評
判
』
は
、『
可
笑
記
』
を
相
対
的
に
捉
え
、

積
極
的
に
批
判
を
し
よ
う
と
し
た
作
品
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
可
笑
記
評
判
』
を
『
可
笑
記
』
の
追
随
作
・
解
説
・
注
釈
と
す
る
見
解
は
、

『
可
笑
記
評
判
』
の
側
面
を
捉
え
た
評
価
な
の
で
あ
っ
て
、『
可
笑
記
』
批
評
の

実
体
は
、
い
ま
だ
解
明
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。『
可
笑
記
評
判
』

を
正
面
か
ら
論
じ
、
批
評
と
し
て
の
真
価
を
問
う
た
め
に
は
、
ま
ず
『
可
笑

記
』
と
の
意
見
の
相
違
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
了
意
独
自
の
見
識
を
見
出
す
第
一
歩
と
し
て
、
序
文
に
示
さ
れ
た
『
可
笑

記
』
批
評
の
焦
点
に
着
目
し
、「
文
武
」
と
「
時
代
」
と
い
う
言
葉
を
手
が
か

り
に
考
察
を
行
う
。
そ
し
て
、『
可
笑
記
評
判
』
の
論
断
の
様
相
を
見
て
い
く

こ
と
で
、
了
意
の
思
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

二

ま
ず
、『
可
笑
記
評
判
』
の
「
時
代
」
認
識
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。『
可
笑

記
』
巻
一
―
一
は
、
如
儡
子
が
『
可
笑
記
』
の
執
筆
経
緯
を
述
べ
た
段
で
、
永

禄
己
巳
年
に
彗
星
が
出
現
し
た
際
、
当
時
の
易
博
士
が
「
我
朝
、
文
武
の
正
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道
、
め
つ
き
や
く
す
べ
き
し
る
し
の
星
也
」
と
予
言
し
た
と
い
う
話
を
伝
え
聞

き
、
王
道
が
絶
え
て
久
し
い
今
の
世
を
憂
え
て
「
文
字
の
あ
や
ま
り
、
か
な
ち

が
ひ
を
は
ぢ
ず
、
此
愚
書
を
綴
て
、
余
が
世
悴
に
あ
た
へ
、
よ
み
な
ら
は
」
そ

う
と
し
て
『
可
笑
記
』
を
編
ん
だ
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
可
笑
記
評
判
』

巻
一
―
一
は
、
永
禄
二
年
に
彗
星
が
出
現
し
た
記
録
は
な
い
と
指
摘
し
、
そ
の

上
で
次
の
よ
う
な
批
評
を
行
っ
て
い
る
。

永
禄
以
来
、
文
武
二
道
滅
却
し
た
り
共
お
ぼ
え
ず
、
中
ご
ろ
よ
り
王
道

を
と
ろ
へ
て
武
家
よ
り
世
を
お
さ
む
る
事
、
又
こ
れ
、
永
禄
以
前
、
頼
朝

の
時
よ
り
の
事
な
り
。
文
武
の
二
道
め
つ
き
や
く
し
て
は
、
何
に
よ
つ

て
、
今
天
下
は
平
ら
か
に
お
さ
ま
り
て
、
異
国
よ
り
は
手
を
も
さ
す
事
の

か
な
は
ざ
る
。
こ
れ
本
朝
の
武
威
さ
か
ん
な
る
故
に
あ
ら
ず
や
。
又
、
文

道
の
す
た
れ
ざ
る
事
、
京
田
舎
い
か
な
る
と
も
が
ら
ま
で
も
、
分
に
応
じ

て
学
問
を
せ
ざ
る
も
の
な
し
。
も
し
又
、
そ
の
実
義
な
き
故
に
こ
れ
を
す

た
れ
た
り
と
い
ふ
な
ら
ば
、
実
義
の
事
は
、
む
か
し
も
今
も
人
に
よ
つ
て

あ
る
な
し
は
侍
べ
ら
ん
。
家
作
り
、
衣
裳
、
男
女
の
わ
か
ち
み
だ
れ
ざ
る

は
文
な
り
。
太
刀
か
た
な
、
鎧
旗
、
そ
の
作
法
の
違
は
ざ
る
は
武
な
り
。

武
士
な
れ
ば
と
て
、
お
さ
ま
れ
る
世
に
も
鎧
か
ぶ
と
を
と
り
あ
つ
か
ひ
侍

べ
ら
ば
、
こ
れ
乱
を
ま
ね
く
と
い
ふ
も
の
な
り
。
馬
を
花
山
の
陽
に
は
な

つ
こ
そ
、
太
平
の
し
る
し
な
る
べ
け
れ
。

了
意
は
傍
線
部
①
の
よ
う
に
、
今
は
太
平
の
世
で
あ
り
、
文
武
も
盛
ん
で
あ

る
と
し
て
『
可
笑
記
』
に
反
論
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
②
で
、
太
平
の

世
で
は
、
武
士
だ
か
ら
と
い
っ
て
い
た
ず
ら
に
武
具
を
扱
え
ば
戦
の
火
種
に
な

る
と
述
べ
、
治
世
下
で
の
武
道
の
あ
り
方
を
問
う
て
い
る
。

こ
こ
で
目
を
向
け
た
い
の
は
、
了
意
が
「
今
天
下
は
平
ら
か
に
お
さ
ま
」
っ

て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
観
は
、
右
の
批
評
の

ほ
か
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
三
―
十
八
、
巻
十
―
四
十
二
に
お
い
て
も
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

『
可
笑
記
評
判
』
巻
三
―
十
八
が
批
評
し
た
『
可
笑
記
』
巻
二
―
十
九
は
、

大
将
と
な
っ
て
国
郡
を
奪
い
取
る
に
は
、
天
命
に
背
く
為
政
者
に
よ
っ
て
国
民

が
疲
弊
し
て
い
る
国
郡
を
ね
ら
う
の
が
上
策
だ
が
、
攻
略
の
後
に
自
ら
も
天
命

に
背
い
て
そ
の
国
郡
を
支
配
す
れ
ば
、
今
度
は
自
分
が
国
郡
を
奪
い
取
ら
れ
る

側
に
な
る
た
め
、
注
意
す
る
よ
う
諫
め
た
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
可

笑
記
評
判
』
巻
三
―
十
八
で
は
、

此
一
段
は
、
乱
れ
た
る
世
の
事
を
い
へ
り
。
天
下
一
統
し
て
、
太
平
に

お
さ
ま
り
た
る
当
代
の
事
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。（
中
略
）

さ
れ
ば
、
此
書
に
か
き
け
る
如
く
、
不
道
に
し
て
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
、
ほ
ろ

ぼ
し
た
る
人
、
ま
た
不
道
に
し
て
、
国
家
の
た
め
に
は
二
の
舞
也
け
り
。

つ
ゐ
に
、
い
ま
、
天
下
一
統
し
て
、
四
海
太
平
也
。
万
民
、
淳
和
の
風
に

帰
し
、
諸
人
、
徳
沢
の
め
ぐ
み
を
あ
ふ
ぐ
。
今
と
て
も
、
諸
国
拝
任
の

主
、
不
道
に
し
て
、
安
隠
（
マ
マ
）な
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。

と
あ
り
、
ま
ず
は
『
可
笑
記
』
の
教
訓
が
直
接
的
に
は
乱
世
に
お
け
る
内
容
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
教
訓
が
平
和
な
当
世
に
も
通
じ
る
こ
と
を
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言
い
添
え
て
い
る
。

ま
た
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
十
―
四
十
二
の
批
評
す
る
『
可
笑
記
』
巻
五
―

八
十
五
は
、
主
君
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
限
に
見
合
っ
た
恩
賞
を
与
え
、
情
け
を
か

け
て
諸
侍
を
登
用
す
れ
ば
、
国
に
は
諸
芸
万
能
の
人
々
が
自
ず
と
集
ま
り
、
万

民
が
豊
か
に
な
り
、
国
は
末
永
く
繁
栄
す
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
こ
の
話

に
つ
い
て
『
可
笑
記
評
判
』
巻
十
―
四
十
二
は
、
次
の
よ
う
な
批
評
を
し
て
い

る
。

今
の
世
は
、
不
仁
邪
道
な
り
と
て
、
身
を
山
中
に
を
き
た
る
賢
者
あ
り

と
も
聞
及
ば
ず
。
諸
芸
万
能
の
達
者
、
ま
ね
か
ず
し
て
城
下
に
あ
つ
ま

り
、
天
下
太
平
に
し
て
世
々
長
久
な
る
事
、
目
の
ま
へ
な
り
。
御
代
長
久

な
る
べ
き
歟
と
書
と
め
た
る
事
、
乱
世
の
時
の
を
し
へ
に
相
似
た
り
。
い

か
ゞ
。

今
の
世
は
す
で
に
天
下
太
平
な
の
で
、『
可
笑
記
』
の
教
訓
を
そ
の
ま
ま
受

け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
可
笑
記
評
判
』

か
ら
は
、『
可
笑
記
』
の
教
訓
の
是
非
を
今
の
世
に
適
す
る
か
ど
う
か
で
判
断

し
よ
う
と
す
る
観
点
と
、
当
世
を
天
下
太
平
と
見
な
す
了
意
の
明
確
な
時
代
認

識
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
の
時
世
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
乱
世
と
治
世
と
を
峻

別
し
た
文
武
の
教
訓
に
繋
が
っ
て
い
く
。『
可
笑
記
評
判
』
は
、
時
代
を
考
慮

し
な
い
『
可
笑
記
』
の
文
武
の
教
訓
を
是
正
し
、
平
和
な
当
世
に
適
っ
た
文
武

の
あ
り
方
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
了
意
が

平
和
な
世
を
意
識
し
て
い
る
以
上
、『
可
笑
記
』
と
の
文
武
観
で
の
差
異
は
、

文
道
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
に
違
い
な
い
。『
可
笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』

の
文
武
観
を
比
較
す
る
に
は
、
文
道
を
軸
に
据
え
て
考
察
す
る
こ
と
が
有
効
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

三

で
は
、『
可
笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
文
道

を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
可
笑
記
』
巻
三
―
二
十
七
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。人

は
た
ゞ
学
文
に
お
い
て
身
を
く
だ
き
、
本
心
の
玉
を
み
が
く
べ
き

事
、
か
ん
よ
う
な
る
べ
し
。

「
本
心
の
玉
」
と
は
、
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
が
持
っ
て
い
る
「
工
夫
・
思
案
・

分
別
・
才
覚
・
利
発
・
武
篇
・
ち
ゑ
」
の
源
泉
で
あ
る
（『
可
笑
記
』
巻
三
―

二
十
四
）。『
可
笑
記
』
は
、
こ
の
「
本
心
の
玉
」
を
磨
く
た
め
に
、
学
問
を
す

る
こ
と
が
大
切
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
注
８
）

。
こ
れ
に
対
す
る
批
評
『
可
笑
記

評
判
』
巻
六
―
二
も
、

を
よ
そ
人
と
な
り
や
、
正
直
に
し
て
学
問
な
き
人
は
愚
痴
に
み
ゆ
。
心

ざ
し
ま
こ
と
あ
る
人
の
学
問
な
き
は
か
た
づ
ま
り
て
み
ゆ
。
武
勇
を
こ
の

み
て
学
問
な
き
は
乱
を
お
こ
す
。
強
み
を
出
し
て
敖
毅
な
る
者
、
学
問
な

け
れ
ば
狂
の
ご
と
し
と
い
へ
り
。
す
べ
て
い
づ
れ
の
道
よ
り
み
れ
ど
も
、

学
問
な
く
ば
か
た
く
な
に
し
て
を
ろ
か
な
る
事
お
ほ
か
る
べ
し
。

― 4―



と
学
問
の
必
要
性
を
語
っ
て
お
り
、『
可
笑
記
』
に
同
調
す
る
批
評
を
行
っ
て

い
る
。『
可
笑
記
』『
可
笑
記
評
判
』
と
も
に
、
学
問
の
貴
さ
を
説
い
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、『
可
笑
記
』『
可
笑
記
評
判
』
を
通
読
す
る
と
、
両
書
が
、
万
人

に
対
し
て
無
条
件
に
学
問
を
奨
励
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
る
。『
可
笑
記
』
巻
三
―
三
十
二
は
、
所
謂
〈
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
ご

と
し
〉
を
主
題
と
す
る
教
訓
で
、
侍
が
手
跡
・
馬
・
詩
歌
・
鷹
狩
り
と
い
っ
た

芸
能
や
学
問
を
好
み
過
ぎ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

は
、
学
問
の
条
の
抜
粋
で
あ
る
。

そ
れ
、
学
文
と
申
も
の
は
、
人
間
に
お
い
て
極
無
上
の
物
に
て
候
へ

共
、
そ
れ
さ
へ
も
あ
ま
り
に
侍
が
す
き
こ
の
み
候
へ
ば
、
第
一
不
奉
公
に

な
り
、
又
は
、
武
士
道
も
ち
と
に
か
た
の
や
う
に
思
ひ
な
さ
る
ゝ
。
げ
に

D
C
、
大
聖
孔
子
も
、
行
に
余
力
あ
る
時
は
も
つ
て
文
を
ま
な
べ
と
こ

そ
の
た
ま
ひ
け
れ
。

『
可
笑
記
』
は
、
学
問
を
「
人
間
に
お
い
て
極
無
上
の
物
」
と
認
め
る
一
方

で
、
侍
が
あ
ま
り
に
学
問
に
熱
中
す
る
と
不
奉
公
に
な
り
、
武
士
道
も
少
し

「
に
か
た
」
即
ち
劣
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
と
警
告
す
る
。
そ
し

て
、『
論
語
』
の
「
行

有

カ
ウ
ア
ル
ト
キ
ハ

二

余
力
ヨ
リ
ヨ
ク

一
、
則
以
学

モ
ツ
テ
マ
ナ
ブ

レ
文ブ
ン

」（
注
９
）を

引
き
、
学
問
は
、

各
人
の
務
め
に
余
裕
が
あ
る
と
き
に
行
う
も
の
で
あ
る
と
説
く
。『
可
笑
記
』

は
、
侍
が
学
問
を
す
る
際
、「
行
に
余
力
あ
る
時
」
に
行
う
こ
と
を
条
件
と
し

て
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
『
可
笑
記
評
判
』
巻
六
―
七
は
、
次
の
よ
う
に
批
評
す
る
。

学
文
を
侍
が
こ
の
め
ば
不
奉
公
に
な
る
事
、
さ
も
有
べ
し
。
行
に
余
力

あ
る
時
は
文
を
も
ま
な
ぶ
べ
き
事
は
、
ま
こ
と
に
し
か
な
り
。
学
文
す

る
人
は
武
士
道
に
か
た
の
や
う
に
思
は
る
ゝ
と
い
へ
る
、
此
事
い
か
ゞ
あ

ら
ん
、
心
得
が
た
し
。
学
文
の
心
ざ
し
あ
る
人
こ
そ
、
忠
孝
の
道
も
よ
く

つ
と
め
、
義
を
ま
も
る
事
も
よ
く
そ
の
理
に
か
な
ふ
べ
け
れ
。
不
学
文
盲

の
人
は
、
ど
こ
ぞ
爪
は
づ
れ
の
あ
は
ぬ
事
あ
る
も
の
也
。

『
可
笑
記
評
判
』
が
是
と
判
断
す
る
の
は
、
侍
が
学
問
を
好
む
と
不
奉
公
に

な
り
得
る
と
い
う
こ
と
と
、
だ
か
ら
こ
そ
学
問
は
余
力
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
の
二
点
で
あ
り
、
非
と
す
る
の
は
、
学
問
を
す
る
侍
は
武
士

道
が
劣
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。『
可
笑
記
評
判
』
は
、

侍
が
不
奉
公
に
な
る
ほ
ど
学
問
に
打
ち
込
む
の
は
よ
く
な
い
が
、
学
問
を
志
す

こ
と
自
体
は
好
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
可
笑
記
評
判
』
の
学
問

観
は
、『
可
笑
記
』
の
そ
れ
と
完
全
に
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は

ひ
と
ま
ず
、『
可
笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
が
、
学
問
は
余
力
で
行
う
と
い

う
考
え
方
で
通
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
了
意
は
、『
可
笑
記
』
が
引
用
し
た
『
論
語
』
の
金
言
を
「
ま

こ
と
に
し
か
な
り
」
と
評
価
し
て
い
る
が
、
実
は
、
評
価
す
る
だ
け
で
は
な

く
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―
十
五
・
巻
四
―
一
・
巻
四
―
十
七
で
は
、
自
ら

も
引
用
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
行
有

カ
ウ
ア
ル
ト
キ
ハ

二

余
力
ヨ
リ
ヨ
ク

一
、
則
以
学

モ
ツ
テ
マ
ナ
ブ

レ
文ブ
ン

」

と
い
う
考
え
が
、
了
意
の
学
問
観
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
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だ
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、『
論
語
』
の
一
節
は
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
『
可
笑

記
』
批
評
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
右
に
あ
げ
た
三
段
の
う

ち
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―
十
五
は
、
学
問
以
外
の
文
事
を
扱
っ
た
話
で
あ

る
た
め
、
考
察
は
後
節
で
行
う
こ
と
に
し
、
以
下
に
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
四

―
一
・
巻
四
―
十
七
を
掲
げ
る
。

ま
ず
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
―
十
七
か
ら
見
て
み
よ
う
。
批
評
の
対
象
と

な
っ
た
『
可
笑
記
』
巻
二
―
四
十
一
は
、
武
芸
の
鍛
錬
は
親
の
言
い
付
け
に
従

っ
て
よ
く
励
む
が
、
学
問
に
つ
い
て
は
「
廿
に
及
て
仕
る
べ
し
」
と
言
っ
て
励

も
う
と
し
な
い
子
ど
も
に
、
親
が
腹
を
立
て
て
そ
の
理
由
を
問
い
詰
め
た
と
こ

ろ
、
子
ど
も
が
、

学
問
の
事
は
、
先
此
武
芸
共
を
な
ら
ひ
覚
え
て
、
が
つ
て
ん
も
参
る
べ

き
年
比
よ
り
も
と
づ
き
申
べ
し
。

と
語
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
武
芸
と
学
問
に
関
す
る
親
子
の
や
り
と
り
に
託

し
て
、
武
芸
は
学
問
に
先
立
つ
と
い
う
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き

る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
―
十
七
は
次
の
よ
う
な
批
評
を
加

え
る
。

武
芸
を
習
ひ
て
の
ち
、
学
問
す
べ
し
と
い
ふ
事
、
も
つ
と
も
よ
し
。
行
、

余
力
あ
る
時
は
、
文
を
ま
な
べ
と
か
や
。
論
語
に
あ
り
。
行
と
は
、
を

の
れ
B
C
の
身
の
ふ
る
ま
ひ
な
り
。
そ
れ
に
手
透
あ
ら
ば
、
文
学
を
い
た

せ
、
と
也
。

『
可
笑
記
評
判
』
は
、
学
問
は
武
芸
を
習
っ
て
か
ら
行
う
の
が
よ
い
と
す
る
『
可

笑
記
』
に
対
し
、「
も
つ
と
も
よ
し
」
と
の
評
価
を
下
す
。「
行
有

カ
ウ
ア
ル
ト
キ
ハ

二

余
力
ヨ
リ
ヨ
ク

一
、
則

以
学

モ
ツ
テ
マ
ナ
ブ

レ
文ブ
ン

」
の
一
文
は
、
評
価
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
了
意
は
、『
可
笑
記
』
に
賛
同
す
る
根
拠
を
示
す
た
め
だ
け
に
『
論

語
』
を
引
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
を
の
れ
B
C
の
身
の
ふ
る
ま
ひ
」
に

「
手
透
あ
ら
ば
、
文
学
を
い
た
せ
」
と
い
う
の
が
『
論
語
』
の
教
え
で
あ
る
と

説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
―
十
七
で
は
、
余
力
学
問

を
勧
め
る
意
図
で
、『
論
語
』
の
引
用
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

次
に
、『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
―
一
を
見
て
み
よ
う
。
巻
四
―
一
で
は
、
常

に
怠
り
な
く
学
問
に
励
む
こ
と
を
説
い
た
『
可
笑
記
』
巻
二
―
二
十
五
を
端
緒

に
、
学
問
に
対
す
る
了
意
の
持
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
了
意
は
、
書
籍
を
読

む
こ
と
に
尽
力
せ
ず
と
も
、
学
問
の
心
得
が
あ
る
人
に
近
付
い
て
奉
公
の
合
間

に
教
え
を
請
い
、
自
ら
も
よ
く
思
案
を
す
れ
ば
「
を
の
づ
か
ら
道
に
い
た
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
忠
義
を
尽
く
し
て
の
奉
公
を
全
う
し
、
な
お
か
つ
力
も
時
間

も
費
や
さ
ず
、
心
を
悩
ま
せ
る
こ
と
も
な
く
学
問
を
行
う
方
法
が
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
侍
が
学
問
を
行
う
意
義
を
、
件
の
『
論

語
』
の
金
言
を
用
い
る
こ
と
で
、
以
下
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

孔
子
の
た
ま
は
く
、
行
に
余
力
あ
る
と
き
は
、
も
つ
て
文
を
ま
な
べ
と

い
へ
り
。
忠
と
孝
と
は
、
道
の
本
な
り
。
親
に
孝
あ
り
、
君
に
忠
あ
り
。

こ
れ
を
お
こ
な
ふ
を
人
た
る
道
と
す
。
そ
の
間
の
隙
に
は
、
文
学
を
も
心

が
け
よ
。
文
学
も
な
を
、
人
た
る
道
を
し
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
、
と
い

へ
り
。（
中
略
）
学
文
と
い
ふ
は
、
天
理
本
源
の
性
を
さ
と
り
、
あ
き
ら
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め
ん
為
な
り
。
其
性
と
は
、
五
常
の
道
な
り
。
よ
く
此
理
に
い
た
り
ぬ
れ

ば
、
を
の
づ
か
ら
徳
た
か
く
、
行
跡
み
だ
り
な
ら
ず
、
忠
孝
の
心
ざ
し
た

ゆ
ま
ず
、
軍
陣
の
場
に
の
ぞ
み
て
も
、
天
命
を
し
る
が
故
に
、
武
勇
に
し

て
未
練
な
ら
ず
、
死
す
べ
き
時
を
退
ぞ
か
ず
、
本
心
み
だ
れ
ず
、
最
後

た
ゞ
し
く
名
を
の
こ
す
こ
と
、
猶
、
子
路
が
衛
に
死
せ
し
が
ご
と
く
な
ら

ん
。

右
の
批
評
で
は
、
傍
線
部
①
に
お
い
て
、
先
掲
の
『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
―

十
七
よ
り
も
さ
ら
に
詳
し
い
『
論
語
』
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
忠
義
と
孝

行
を
行
う
こ
と
が
「
人
た
る
道
」
で
あ
る
が
、
そ
の
行
い
の
合
間
に
学
問
を
心

が
け
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
「
人
た
る
道
」
を
知
る
こ
と
に
通
じ
て
い
く
。
だ
か

ら
、
孔
子
は
「
行
に
余
力
あ
る
と
き
は
、
も
つ
て
文
を
ま
な
べ
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
問
に
よ
っ
て
「
天
理
本
源
の
性
」
を
会

得
し
た
侍
は
、
傍
線
部
②
に
あ
る
と
お
り
、
忠
孝
を
行
う
気
持
ち
が
ゆ
る
む
こ

と
な
く
、
戦
の
場
に
お
い
て
も
、
武
士
の
し
か
る
べ
き
態
度
を
と
っ
て
名
声
を

残
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
侍
が
学
問
を
行
う
意
義
を
述
べ
て
い
る
。
了
意

は
、
学
問
を
あ
く
ま
で
侍
の
本
分
を
果
た
す
た
め
の
も
の
だ
と
規
定
す
る
。
し

か
し
、
学
問
は
そ
の
よ
う
な
目
的
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
侍
に
と
っ
て
有

用
な
の
だ
と
も
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
可
笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
は
、
と
も
に
武
士
の
本
分
と
は
何
か
を
第

一
に
考
え
る
。
そ
の
た
め
、「
行
有

カ
ウ
ア
ル
ト
キ
ハ

二

余
力
ヨ
リ
ヨ
ク

一
、
則
以
学

モ
ツ
テ
マ
ナ
ブ

レ
文ブ
ン

」
に
基
づ
き
、

侍
が
行
う
学
問
に
、
余
力
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
絶
対
的
な
条
件

を
付
け
る
の
で
あ
る
。
両
書
の
学
問
に
対
す
る
意
識
は
、
根
本
的
に
は
同
じ
で

あ
る
。
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
可
笑
記
評
判
』
が
、
忠
義
を
心
得
る
助
け

と
し
て
肯
定
的
な
意
味
合
い
で
余
力
学
問
を
勧
め
て
い
る
の
に
対
し
、『
可
笑

記
』
は
、
侍
が
学
問
を
好
ん
で
行
う
こ
と
を
否
定
的
に
見
て
余
力
学
問
を
唱
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

前
節
で
は
文
道
を
学
問
の
こ
と
と
し
て
限
定
的
に
扱
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら

は
、
考
察
の
範
囲
を
学
問
よ
り
も
さ
ら
に
広
げ
、
文
道
の
「
文
」
と
は
何
を
指

す
の
か
と
い
う
問
い
を
含
み
つ
つ
、
両
者
の
相
違
点
を
見
て
い
き
た
い
。

そ
こ
で
、『
可
笑
記
』
巻
三
―
三
十
二
と
そ
の
批
評
『
可
笑
記
評
判
』
巻
六

―
七
と
の
比
較
検
討
を
行
う
。
こ
れ
ら
は
、
前
節
の
学
問
に
つ
い
て
の
考
察
で

取
り
上
げ
た
〈
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
〉
を
主
題
と
す
る
話
と
そ
の

批
評
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
手
跡
・
馬
・
詩
歌
・
鷹
狩
り
と
い
っ
た
芸
能

と
学
問
を
扱
っ
た
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
文
事
で
あ
る
手
跡
と
詩
歌
の
条
を

考
察
の
対
象
と
す
る
。
次
に
掲
げ
る
【
表
１
】
は
、
手
跡
と
詩
歌
の
条
を
抜
粋

し
た
も
の
で
あ
る
。【
表
１
】
で
は
、
上
段
に
『
可
笑
記
』
を
、
下
段
に
『
可

笑
記
評
判
』
を
配
し
、
右
か
ら
①
に
手
跡
の
条
、
②
に
詩
歌
の
条
を
置
い
た
。

― 7―

②



【
表
１
】

ま
ず
、
①
手
跡
の
条
か
ら
見
て
み
よ
う
。『
可
笑
記
』
は
、
傍
線
部
で
、
侍

に
と
っ
て
手
跡
を
た
し
な
む
こ
と
は
大
切
な
文
事
と
認
め
て
い
る
も
の
の
、
あ

ま
り
に
達
筆
で
あ
る
こ
と
を
「
よ
し
な
し
」
と
す
る
。
そ
う
考
え
る
理
由
と
し

て
、
王
羲
之
の
話
を
例
に
出
す
。
王
羲
之
は
、
大
賢
人
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
能
筆
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
書
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
妥
当
な
評
価
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
『
可
笑
記
評
判
』
は
、
傍
線

部
で
、
手
跡
に
限
ら
ず
何
か
に
長
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
好
ん
で
行
っ

て
初
め
て
そ
の
境
地
に
至
る
の
だ
と
批
評
し
、
王
羲
之
も
そ
の
例
外
で
は
な
い

と
す
る
。

― 8―

『
可
笑
記
』
巻
三
―
三
十
二

手
跡
は
諸
芸
万
能
の
う
は
も
り
と

し
て
、
十
能
七
芸
に
も
す
ぐ
れ
た

り
と
い
へ
ど
も
、
侍
の
あ
ま
り
に

物
か
き
だ
て
も
よ
し
な
し
。
も
ろ

こ
し
に
王
義
（
マ
マ
）之
と
い
へ
る
人
は
、

さ
ば
か
り
の
大
賢
人
に
て
お
は
し

け
れ
ど
も
、
古
今
に
す
ぐ
れ
た
る

手
か
き
ゆ
へ
に
、
義
（
マ
マ
）之
が
筆
画
石

に
入
事
三
分
と
申
な
ら
は
し
て
、

そ
の
賢
人
君
子
な
る
事
を
ば
、
た

れ
人
も
と
り
ざ
た
仕
ら
ず
。
さ
ら

ば
、
物
を
も
書
ま
じ
き
と
て
、
無

筆
に
候
は
ゞ
、
お
つ
し
・
も
ん
も

う
・
あ
き
じ
り
・
め
く
ら
の
ご
と

く
に
て
、
人
間
の
諸
用
か
な
は

ず
。

詩
連
句
な
ど
も
、
あ
ま
り
に
す
き

好
み
て
よ
く
つ
く
り
候
へ
ば
、
済

家
の
出
家
が
へ
り
の
や
う
に
思
ひ

あ
な
ど
る
。
又
、
哥
れ
ん
が
な
ど

も
、
あ
ま
り
す
き
こ
の
み
て
よ
く

よ
み
候
へ
ば
、
公
家
の
な
り
さ
が

り
か
と
や
は
ら
か
に
思
ひ
な
し
、

ほ
む
る
や
う
な
れ
ど
も
、
武
士
道

手
跡
の
事
、
王
羲
之
は
、
手
跡
に

よ
り
て
名
を
え
た
り
。
賢
人
君
子

な
り
と
い
ふ
も
、
筆
画
の
ほ
ま
れ

有
け
る
故
な
り
。
惣
じ
て
、
物
の

上
手
に
な
る
と
い
ふ
は
、
い
づ
れ

に
て
も
わ
が
こ
の
ま
ざ
れ
ば
、
そ

の
道
の
妙
に
は
い
た
ら
ず
と
い
へ

り
。
義
（
マ
マ
）之
が
徳
行
、
さ
こ
そ
有
つ

ら
め
。
手
跡
が
義
（
マ
マ
）之
が
身
に
第
一

の
事
に
て
有
け
る
成
べ
し
。（
中

略
）
今
も
つ
て
、
侍
の
手
跡
よ
き

が
、
武
勇
の
ほ
ま
れ
の
害
に
な
ら

ん
事
、
知
が
た
し
。

詩
連
句
の
事
、
よ
く
作
意
を
は
た

ら
か
す
と
て
誰
か
済
家
僧
の
は
て

也
と
思
ふ
べ
き
。
た
と
ひ
、
又
出

家
お
ち
な
れ
ば
と
て
、
武
勇
あ
ら

ば
い
か
ゞ
せ
ん
。（
中
略
）
哥
連

歌
の
事
、
よ
く
作
意
あ
る
を
公
家

の
成
さ
が
り
と
は
又
誰
か
思
は

ん
。
い
か
で
か
武
士
道
に
か
た
也

①②

『
可
笑
記
評
判
』
巻
六
―
七

に
か
た
に
思
ひ
あ
な
ど
る
。
さ
ら

ば
、
詩
連
句
・
哥
連
哥
を
も
い
ら

ざ
る
事
と
て
心
得
ね
ば
、
底
意
つ

た
な
く
万
事
に
心
う
つ
ら
ず
。
さ

れ
ば
、
ふ
う
ん
流
水
に
も
心
う
つ

り
て
面
白
き
は
、
詩
連
句
・
歌
連

哥
の
道
な
る
を
や
。
誠
人
輪
（
マ
マ
）お
ほ

し
と
い
へ
ど
も
、
公
家
武
家
と
号

し
て
此
道
を
ま
も
り
学
す
る
い
に

し
へ
の
武
篇
ほ
ま
れ
の
侍
、
い
づ

れ
か
詩
哥
を
心
得
ざ
る
。

と
あ
な
ど
ら
ん
や
。
こ
と
に
詩
哥

は
文
の
道
な
り
。
そ
れ
、
み
だ
れ

た
る
時
に
は
武
を
も
つ
て
し
づ

め
、
お
さ
ま
れ
る
世
に
は
文
を
も

つ
て
世
に
ほ
ど
こ
す
。
文
武
二
道

は
天
地
の
経
緯
な
り
。
い
づ
れ
を

か
す
て
て
も
ち
ひ
ざ
ら
ん
や
。
此

書
に
い
ふ
と
こ
ろ
、
武
篇
ほ
ま
れ

の
侍
、
秀
逸
の
詩
哥
を
つ
く
り

し
、
つ
ゐ
に
済
家
の
お
ち
た
る
と

も
公
家
の
さ
が
り
た
る
と
も
申
た

る
事
な
し
。
詩
は
済
家
、
哥
は
公

家
と
其
家
に
か
ぎ
る
と
思
へ
る

は
、
せ
ば
き
事
也
。



①
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
第
一
に
、『
可
笑
記
』
も
『
可
笑
記
評
判
』
も
手

跡
を
侍
に
必
要
な
文
事
と
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
は
、

『
可
笑
記
評
判
』
は
、
何
事
も
好
ん
で
行
わ
な
け
れ
ば
上
手
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
②
詩
歌
の
条
に
つ
い
て
比
較
を
行
う
。『
可
笑
記
』
は
、
傍
線
部
に

あ
る
よ
う
に
、
侍
が
詩
歌
を
好
み
過
ぎ
て
上
手
に
詠
む
と
、
武
士
道
が
劣
っ
て

い
る
よ
う
に
侮
ら
れ
て
し
ま
う
と
懸
念
す
る
。
対
す
る
『
可
笑
記
評
判
』
は
、

上
手
に
詩
歌
を
詠
む
侍
に
つ
い
て
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
ど
う
し
て
武
士

道
が
劣
っ
て
い
る
と
侮
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
反
論
を
行
う
。
そ
し

て
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
詩
歌
が
、
文
武
二
道
の
う
ち
、
太
平
の
世
に
必
要
と

さ
れ
る
「
文
の
道
」
に
相
当
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
了
意
が
今
の
時
代
を
太
平
の
世
だ
と
明
確
に
認

識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
可
笑
記
』
批
評
の
焦
点
は
、『
可
笑
記
』

の
提
示
す
る
文
武
の
教
訓
が
、
平
和
な
今
の
世
に
適
っ
て
い
る
か
否
か
な
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
右
の
批
評
は
、「
文
の
道
」
で
あ
る
詩

歌
が
、
今
の
世
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
平
和

な
時
代
で
は
、
詩
歌
は
侍
が
た
し
な
ん
で
し
か
る
べ
き
文
事
な
の
で
あ
る
。『
可

笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
の
詩
歌
に
対
す
る
意
識
の
違
い
は
、
時
代
を
眺
め

る
視
点
の
有
無
に
起
因
す
る
と
言
え
る
。

以
上
、
①
と
②
か
ら
、『
可
笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
の
意
識
の
違
い
が

見
え
て
く
る
。『
可
笑
記
』
は
、
侍
が
手
跡
・
詩
歌
を
好
ん
で
上
手
に
な
る
こ

と
を
悲
観
的
に
見
て
い
る
が
、『
可
笑
記
評
判
』
は
、
好
ん
で
上
手
に
な
る
こ

と
は
「
そ
の
道
の
妙
」
に
至
る
と
考
え
、
好
意
的
に
見
て
い
る
。
ま
た
、『
可

笑
記
評
判
』
は
、
今
と
い
う
時
代
を
認
識
し
て
い
る
だ
け
に
、
文
事
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
了
意
の
こ
の
意
識
は
、『
可
笑
記

評
判
』
巻
六
―
七
で
、
手
跡
・
馬
・
詩
歌
・
鷹
狩
り
と
い
っ
た
芸
能
と
学
問
を

そ
れ
ぞ
れ
批
評
し
終
え
た
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
総
評
に
も
表
れ
て
い
る
。

さ
て
、
右
の
し
な
D
C
、
よ
き
ほ
ど
に
上
つ
ら
ば
か
り
を
心
得
わ
た
し

て
う
ち
を
か
ば
、
首
刈
学
文
と
か
や
、
い
づ
れ
の
道
も
そ
の
理
を
き
は
め

ず
、
名
も
な
く
ほ
ま
れ
も
な
く
成
ゆ
く
べ
し
。
武
道
を
た
し
な
む
と
て

も
、
天
下
太
平
の
世
な
れ
ば
、
武
勇
者
の
名
も
あ
ら
は
る
ま
じ
。
其
中

に
、
女
が
た
、
酒
、
盤
上
な
ど
は
こ
の
み
て
お
ち
い
り
、
徳
を
う
し
な
ふ

事
に
成
や
す
し
。

手
跡
・
詩
歌
・
学
問
の
上
辺
を
理
解
し
た
だ
け
で
は
、
理
を
極
め
る
こ
と
は

で
き
ず
、
名
誉
も
得
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
武
道
を
た
し
な
む
と
言
っ
て
も
、
今

は
天
下
太
平
の
世
な
の
で
、
武
勇
で
名
は
残
せ
な
い
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う

ち
に
、
気
持
ち
は
女
形
・
酒
・
盤
上
の
方
に
傾
き
、
徳
を
失
う
こ
と
に
な
り
や

す
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
了
意
は
、
侍
に
対
し
、
余
力
が
あ
る
な
ら

ば
、
手
跡
・
詩
歌
・
学
問
と
い
っ
た
文
事
を
好
ん
で
行
う
よ
う
に
勧
め
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
太
平
の
世
に
お
い
て
、
学
問
な
ど
の
文
事
を
身
に
つ
け
て
お
く

必
要
性
は
、
戦
乱
の
世
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
高
い
の
で
あ
る
。

― 9―



五

こ
こ
ま
で
、『
可
笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
の
学
問
・
手
跡
・
詩
歌
に
対

す
る
意
識
を
見
て
き
た
が
、『
可
笑
記
評
判
』
に
は
あ
と
ひ
と
つ
、
文
事
に
関

わ
る
話
で
、
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
学
問

以
外
の
話
の
中
で
「
行
有

カ
ウ
ア
ル
ト
キ
ハ

二

余
力
ヨ
リ
ヨ
ク

一
、
則
以
学

モ
ツ
テ
マ
ナ
ブ

レ
文ブ
ン

」
を
引
用
し
た
『
可
笑

記
評
判
』
巻
二
―
十
五
で
あ
る
。
批
評
の
対
象
と
な
っ
た
『
可
笑
記
』
巻
一
―

四
十
三
は
、
数
寄
と
不
数
寄
の
小
身
な
る
侍
二
人
が
数
寄
に
つ
い
て
口
論
す
る

と
い
う
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
話
の
大
部
分
は
、
不
数
寄
者
に
よ
る
数
寄
批
判

で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
当
話
の
目
的
は
、
名
利
を
貪
り
や
す
い
数
寄
者
へ
の
批

判
と
、
数
寄
が
い
か
に
侍
の
職
務
の
障
害
と
な
る
か
を
説
く
こ
と
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

『
可
笑
記
』
の
数
寄
批
判
に
対
し
て
、『
可
笑
記
評
判
』
は
ど
の
よ
う
な
批
評

を
行
い
、『
論
語
』
の
一
節
を
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
可
笑
記
』
巻
一
―
四

十
三
と
『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―
十
五
を
比
較
す
る
た
め
に
、
両
者
の
違
い
が

顕
著
な
部
分
を
抜
粋
し
、【
表
２
】
と
し
た
。
上
段
に
『
可
笑
記
』
を
、
下
段

に
『
可
笑
記
評
判
』
を
配
置
し
て
い
る
。
双
方
の
本
文
は
、
便
宜
上
、
私
の
判

断
に
よ
っ
て
内
容
ご
と
に
区
切
り
、
右
か
ら
①
②
③
④
と
番
号
を
振
っ
た
。

【
表
２
】
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『
可
笑
記
』
巻
一
―
四
十
三

い
に
し
へ
、
か
し
こ
き
人
の
茶
を

も
て
あ
そ
ば
れ
し
は
、
有
に
ま
か

す
る
草
の
む
し
ろ
、
落
葉
の
薪
、

し
ば
の
あ
み
戸
の
あ
け
く
れ
に
、

本
心
を
こ
そ
や
し
な
ひ
た
れ
。
今

の
す
き
し
や
の
茶
を
た
つ
る
は
、

宝
く
ら
べ
を
も
つ
は
ら
と
し
て
、

名
利
に
は
し
り
、
邪
悪
に
と
ゞ
ま

り
、
本
心
を
に
ご
し
、
く
ら
ま

す
。

さ
ぶ
ら
ひ
と
し
て
、
す
き
や
の
、

せ
ば
き
所
へ
を
し
こ
め
ら
れ
、
刀

わ
き
ざ
し
、
て
ど
を
に
す
て
を

き
、
な
ん
の
心
や
す
き
事
あ
り
て

お
も
し
ろ
が
り
、
う
れ
し
が
る
ぞ

や
。
侍
道
油
断
の
大
て
き
、
こ
れ

に
過
べ
か
ら
ず
。

古
し
へ
の
賢
人
、
あ
る
に
ま
か
せ

て
茶
を
も
て
あ
そ
び
し
事
は
、
こ

れ
、
風
顛
の
道
人
の
事
を
い
へ

り
。
も
し
、
又
、
豊
饒
の
人
は
、

う
つ
は
物
を
も
え
ら
び
、
名
物
を

も
求
め
て
、
も
て
あ
そ
び
給
ふ
べ

し
。
心
を
た
の
し
み
、
な
ぐ
さ
む

る
事
、
大
名
高
家
貴
人
の
う
へ
に

又
よ
き
事
也
。

刀
わ
き
ざ
し
、
手
ど
を
に
を
く

事
、
ま
こ
と
に
武
士
の
を
こ
た
り

也
と
い
へ
ど
も
、（
中
略
）
こ
の

人
は
、
風
呂
に
も
、
刀
を
さ
し
け

る
や
。
帯
と
き
て
湯
あ
ぶ
る
も
無

用
心
な
る
べ
し
。
又
、
し
ゐ
て
い

は
ゞ
、
此
詞
は
、
只
、
こ
れ
一
夫

の
勇
な
り
。
大
名
高
家
は
、
人
数

あ
ま
た
も
ち
給
ふ
。
茶
の
湯
の
あ

ひ
だ
に
お
こ
る
大
事
は
、
そ
の
人

数
に
て
ふ
せ
ぐ
べ
し
。（
中
略
）

茶
は
、
こ
れ
、
太
平
清
心
の
も
て

あ
そ
び
も
の
な
り
。
乱
を
思
ふ
者

の
心
に
あ
ら
ず
。

①②

『
可
笑
記
評
判
』
巻
二
―
十
五



さ
て
、【
表
２
】
に
基
づ
い
て
検
討
を
行
う
前
に
、『
可
笑
記
評
判
』
が
『
可

笑
記
』
の
話
の
枠
組
み
に
つ
い
て
批
評
し
て
い
る
部
分
を
抜
き
出
す
。

こ
の
一
段
、
小
身
な
る
人
の
数
奇
を
い
ま
し
め
た
る
や
。
又
、
大
身
に

も
通
ず
る
や
。
一
段
の
始
終
聞
え
が
た
し
。
も
し
、
小
身
成
人
の
数
奇
を

い
ま
し
む
る
に
は
、
墨
跡
、
茶
椀
等
の
事
は
い
ふ
に
た
ら
ず
。
又
、
大
身

に
通
ず
と
い
は
ん
と
す
れ
ば
、
文
章
の
始
終
は
、
小
知
行
の
侍
の
相
論
な

り
。
い
づ
れ
と
も
か
た
づ
き
が
た
き
寓
言
な
り
。

了
意
は
、『
可
笑
記
』
の
批
判
す
る
数
寄
者
が
小
身
な
の
か
大
身
な
の
か
を

問
題
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
茶
の
湯
を
好
む
の
が
小
身
か
大
身
か
に
よ

っ
て
、
数
寄
批
判
の
是
非
が
大
き
く
変
っ
て
く
る
た
め
で
あ
る
。
①
を
見
て
み

よ
う
。『
可
笑
記
』
は
、
今
の
数
寄
者
は
宝
比
べ
に
専
心
し
て
利
欲
に
走
る
と

し
て
、
数
寄
者
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
可
笑
記
評
判
』

は
、
豊
か
な
人
は
器
物
を
選
び
、
名
物
を
求
め
て
玩
び
な
さ
る
の
が
よ
い
と
言

っ
て
反
論
し
て
い
る
。
大
名
・
高
家
・
貴
人
の
場
合
は
、「
心
を
た
の
し
み
、

な
ぐ
さ
む
る
」
た
め
に
、
高
価
な
茶
道
具
を
買
い
集
め
て
も
構
わ
な
い
と
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
③
の
よ
う
に
、『
可
笑
記
』
の
批
判
す
る
対
象
が

小
身
で
あ
る
場
合
は
、『
可
笑
記
評
判
』
も
、『
可
笑
記
』
と
同
じ
よ
う
に
、
身

上
を
崩
し
て
ま
で
茶
の
湯
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
お
り
、「
あ
る
に
ま

か
す
る
茶
の
湯
こ
そ
、
心
を
た
の
し
む
道
な
ら
め
や
」
と
い
う
教
訓
を
行
っ
て

い
る
。
①
③
の
『
可
笑
記
評
判
』
か
ら
は
、
了
意
が
、
茶
の
湯
を
「
心
を
た
の

し
み
、
な
ぐ
さ
む
る
」
た
め
の
も
の
、「
心
を
た
の
し
む
道
」
と
考
え
て
い
る
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日
比
す
き
な
る
故
に
、
第
一
は
不

奉
公
に
し
て
主
君
恩
を
報
ぜ
ず
、

当
世
畳
の
上
の
奉
公
は
、
戦
場
と

同
事
な
ら
ず
や
。
其
上
、
す
き
な

る
故
に
益
な
き
道
具
を
か
ひ
も
と

め
、
無
用
の
金
銀
を
つ
く
す
に
、

手
前
ひ
つ
ぱ
く
し
て
奉
公
の
つ
と

め
成
が
た
く
、
侍
が
道
具
し
や
う

ぞ
く
み
ぐ
る
し
け
れ
ば
、
人
前
の

た
ち
ふ
る
ま
ひ
な
り
が
た
く
、
見

に
く
し
。

日
比
し
た
く
の
弓
、
鑓
、
て
つ
ぽ

う
ま
で
も
、
貧
苦
に
せ
め
ら
れ
、

う
り
す
て
、
し
ち
も
つ
に
を
き
、

茶
ば
か
り
を
た
て
な
ら
ひ
、
あ
す

に
も
事
す
で
に
出
来
た
ら
ば
、
何

を
も
つ
て
武
法
を
と
ゝ
の
へ
、
佳

名
を
あ
ら
は
し
、
主
恩
を
ほ
う
ぜ

ん
や
。
但
、
其
時
に
あ
た
つ
て

も
、
ち
や
が
ま
が
甲
に
な
る
べ
き

か
、
ひ
し
や
く
が
さ
し
物
に
な
る

べ
き
か
。
侍
の
す
き
す
く
事
、
つ

い
へ
、
あ
ほ
う
言
語
に
い
と
ま
あ

き
あ
ら
ず
。

小
身
な
る
人
、
主
君
に
不
奉
公
を

い
た
し
、
馬
具
、
装
束
見
ぐ
る
し

く
、
郎
従
を
め
ぐ
ま
ず
、
身
上
逼

迫
し
て
、
茶
の
湯
を
出
さ
ん
事
は

し
か
る
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
、
只
、

あ
る
に
ま
か
す
る
茶
の
湯
こ
そ
、

心
を
た
の
し
む
道
な
ら
め
や
。

武
の
法
を
わ
す
れ
て
、
大
事
に
望

む
時
、
物
の
用
に
た
つ
べ
か
ら
ず

と
い
ふ
事
、
釜
を
甲
に
も
、
柄
杓

を
さ
し
物
に
も
成
べ
か
ら
ず
。
さ

れ
ば
、
物
み
な
、
そ
の
役
に
あ
た

る
品
々
あ
り
。（
中
略
）
そ
の
役

用
を
い
ふ
と
き
、
陣
中
に
釜
な
き

時
は
、
甲
に
て
飯
を
た
く
べ
き

や
。
水
を
の
ま
ん
と
す
る
時
、
さ

し
物
に
て
く
む
べ
き
や
。
そ
れ
、

お
さ
ま
れ
る
世
の
も
て
あ
そ
び
、

み
だ
れ
た
る
時
の
兵
具
、
こ
れ
、

す
で
に
各
別
也
。

③④



と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
も
そ
も
、
侍
が
茶
の
湯
を
た
し
な
む
こ
と
自
体
に
つ
い
て
、『
可

笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
②

の
『
可
笑
記
』
で
は
、
油
断
大
敵
で
あ
る
は
ず
の
侍
が
、
狭
い
数
寄
屋
に
入
る

た
め
に
丸
腰
と
な
る
の
は
、
油
断
そ
の
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
『
可
笑
記
評
判
』
は
、
侍
が
刀
や
脇
差
し
を
手
の
届
か
な
い
所
に
置

く
の
は
「
武
士
の
を
こ
た
り
」
に
違
い
な
い
と
認
め
な
が
ら
も
、
茶
は
「
太
平

清
心
の
も
て
あ
そ
び
も
の
な
り
。
乱
を
思
ふ
者
の
心
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
、『
可

笑
記
』
の
数
寄
批
判
を
斥
け
て
い
る
。
ま
た
、
④
の
『
可
笑
記
』
は
、
兵
具
を

質
屋
に
入
れ
て
茶
道
具
を
買
い
揃
え
て
い
て
も
、
有
事
の
際
に
、
茶
釜
が
甲
と

な
る
わ
け
で
も
な
く
、
柄
杓
が
指
物
と
な
る
わ
け
で
も
な
い
と
言
っ
て
非
難
し

て
い
る
。
対
し
て
『
可
笑
記
評
判
』
は
、
道
具
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
役
用
」
が

あ
る
の
だ
か
ら
、
茶
道
具
が
兵
具
の
代
用
に
な
ら
な
い
の
は
当
然
だ
と
す
る
。

そ
し
て
、「
お
さ
ま
れ
る
世
の
も
て
あ
そ
び
、
み
だ
れ
た
る
時
の
兵
具
、
こ
れ
、

す
で
に
各
別
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
可
笑
記
評
判
』
で
は
、

数
寄
道
を
「
太
平
清
心
の
も
て
あ
そ
び
」「
お
さ
ま
れ
る
世
の
も
て
あ
そ
び
」

と
見
な
し
、
軍
事
的
な
も
の
と
は
完
全
に
切
り
離
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。『

可
笑
記
評
判
』
は
、
数
寄
道
を
完
全
に
否
定
す
る
『
可
笑
記
』
と
は
大
き

く
異
な
り
、
太
平
の
世
に
、
余
力
あ
る
人
々
が
心
を
楽
し
む
文
道
と
し
て
、
数

寄
道
を
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
批
評
の
結
び
の
部
分
に
お
い
て
、『
論
語
』

を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

但
、
行
、
余
力
あ
る
と
き
は
文
を
ま
な
ぶ
と
い
へ
り
。
武
道
お
ろ
そ

か
に
、
侍
の
法
み
だ
り
に
し
て
、
茶
の
湯
に
お
ち
い
る
者
は
、
こ
れ
不
覚

人
也
。
わ
が
お
こ
な
ふ
道
を
よ
く
つ
と
め
、
そ
の
職
を
よ
く
お
さ
め
て
の

ち
、
茶
の
湯
も
こ
の
む
べ
し
。

「
行
有

カ
ウ
ア
ル
ト
キ
ハ

二

余
力
ヨ
リ
ヨ
ク

一
、
則
以
学

モ
ツ
テ
マ
ナ
ブ

レ
文ブ
ン

」
を
踏
ま
え
、「
わ
が
お
こ
な
ふ
道
を
よ

く
つ
と
め
、
そ
の
職
を
よ
く
お
さ
め
て
の
ち
、
茶
の
湯
も
こ
の
む
べ
し
」
と
い

う
但
し
書
き
と
な
っ
て
い
る
。「
行
」
が
武
道
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、「
文
」
に
相
当
す
る
の
は
こ
こ
で
は
茶
の
湯
で
あ
る
。
了
意
は
、
余
力

で
行
う
茶
の
湯
を
文
事
と
見
な
し
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
茶
の
湯
は
、
諸
芸
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か

見
て
お
こ
う
。『
可
笑
記
』
巻
二
―
四
十
四
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

む
か
し
、
さ
る
人
の
云
る
は
、
侍
の
花
車
な
る
と
云
は
、
行
儀
よ
く
、

正
じ
き
に
し
て
人
を
に
く
み
そ
し
ら
ず
、
へ
つ
ら
は
ず
、
身
に
相
応
の
奉

公
を
大
事
と
つ
と
め
、
そ
の
ひ
ま
B
C
に
は
、
仏
道
、
儒
道
、
詩
歌
の
み

ち
に
心
ざ
し
、
弓
馬
、
し
つ
け
が
た
、
兵
法
、
手
跡
な
ど
、
少
づ
ゝ
も
心

得
た
る
ぞ
め
で
た
く
お
ぼ
ゆ
。

茶
を
た
て
、
花
を
い
け
、
詞
の
な
ま
り
を
わ
ら
ひ
あ
ざ
け
り
、
す
が

た
、
し
や
う
ぞ
く
を
つ
く
ろ
ひ
、
物
に
も
た
ゝ
ぬ
物
ず
き
、
や
は
ら
か
な

る
風
情
を
き
や
し
や
と
お
も
へ
る
事
、
お
上
が
た
衆
の
意
地
也
。

風
流
に
身
を
委
ね
る
侍
と
は
、
分
相
応
の
奉
公
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
そ
の
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合
間
に
、
仏
道
・
儒
道
・
詩
歌
・
弓
馬
・
礼
儀
作
法
・
兵
法
・
手
跡
な
ど
を
た

し
な
む
人
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
風
流
な
侍
と
な
る
た
め
に
た

し
な
む
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
、
仏
道
・
儒
道
に
並
び
、
詩
歌
・
手
跡

が
あ
が
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
茶
の
湯
は
、
侍
で
は
な
く
上
方
者
が
行
う
風

流
だ
と
な
っ
て
お
り
、
詩
歌
な
ど
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
茶
の

湯
や
生
花
を
親
し
む
侍
に
は
、
厳
し
い
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

で
あ
ろ
う
。

対
す
る
『
可
笑
記
評
判
』
巻
四
―
二
十
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

詩
歌
、
手
跡
、
花
、
茶
な
ど
、
め
ん
B
C
こ
の
む
所
あ
り
。
お
な
じ
く

芸
能
の
う
ち
也
。
余
り
に
こ
の
み
過
し
て
は
、
禍
の
種
と
な
る
也
。
こ
れ

ら
の
事
、
さ
の
み
に
し
ら
ず
と
て
も
又
く
る
し
か
ら
ず
。

『
可
笑
記
』
が
、
茶
や
花
を
詩
歌
や
手
跡
と
は
完
全
に
区
別
し
て
い
る
の
に

対
し
、『
可
笑
記
評
判
』
は
、
そ
れ
ら
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。『
可
笑
記
評

判
』
で
は
、
茶
の
湯
や
生
花
も
、
詩
歌
や
手
跡
と
同
様
、
侍
が
行
う
文
事
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
可
笑
記
』
は
、
侍
の
数
寄
道
に
反
対
す
る
。
手
跡
や
詩
歌
と
は
違
い
、
文

道
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、『
可
笑
記
評
判
』
は
、
数

寄
道
も
侍
が
行
う
文
道
の
ひ
と
つ
に
数
え
て
い
る
。
平
和
な
時
代
に
生
き
る

侍
、
特
に
余
裕
の
あ
る
侍
に
と
っ
て
、
心
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
行
う
茶
の
湯

は
、
決
し
て
不
要
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。『
可
笑
記
』
と
『
可

笑
記
評
判
』
に
お
け
る
文
事
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
違
い
は
、
数
寄
道
に
お
い

て
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

六

以
上
、『
可
笑
記
評
判
』
の
序
文
に
示
さ
れ
た
「
す
べ
て
文
武
二
道
の
表
裏

本
末
、
み
な
そ
の
時
代
に
よ
る
べ
き
こ
と
は
り
」
と
い
う
言
に
立
脚
し
て
、『
可

笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
の
文
武
観
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
可
笑
記

評
判
』
の
批
判
の
内
実
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。

『
可
笑
記
評
判
』
の
文
武
観
は
、
家
職
励
行
を
重
ん
じ
る
と
い
う
意
味
で
は

『
可
笑
記
』
と
考
え
を
一
に
す
る
。
し
か
し
、『
可
笑
記
評
判
』
が
『
可
笑
記
』

と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
時
代
を
眺
め
る
視
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

了
意
は
、
今
の
時
代
と
い
う
も
の
を
見
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
可
笑
記
』

よ
り
も
侍
に
と
っ
て
の
文
事
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
、『
可
笑
記
』
の
唱
え
る

文
武
観
に
異
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
平
和
な
時
代
に
お
い
て
、
武
士
は
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
文
武
を
正
し
く
実
践
で
き
る
の
か
。
そ
の
問
い
の
答
え
と
し
て
、

了
意
は
、
学
問
や
詩
歌
の
み
な
ら
ず
、
茶
の
湯
ま
で
も
文
道
の
領
域
に
入
れ
、

奨
励
を
行
っ
た
。
世
は
今
や
、
武
士
が
武
道
を
全
う
す
る
た
め
に
、
余
力
で
行

う
文
事
こ
そ
が
必
要
と
な
る
時
代
で
あ
る
。
そ
う
了
意
は
確
信
し
、『
可
笑
記
』

を
批
評
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
注
１
）『
可
笑
記
評
判
』
は
寛
永
十
四
年
の
跋
文
を
持
つ
が
、
批
評
の
対
象
で
あ
る
『
可

笑
記
』
が
、
寛
永
十
三
年
成
立
の
後
に
加
筆
を
経
て
寛
永
十
九
年
に
刊
行
さ
れ
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て
お
り
、
さ
ら
に
『
可
笑
記
評
判
』
の
引
用
す
る
『
可
笑
記
』
の
本
文
が
無
刊

記
本
（
寛
永
十
九
年
以
後
刊
と
推
定
。
注
２
参
照
）
で
あ
る
た
め
、
跋
文
を
も

っ
て
成
立
時
期
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
野
間
光
辰
氏
は
「
了
意
追
跡
」

（『
近
世
作
家
伝
攷
』
一
九
八
五
年
十
一
月
　
中
央
公
論
社
、
初
出
『
増改
補訂
浅
井

了
意
』
北
条
秀
雄
編
　
一
九
七
二
年
三
月
　
笠
間
書
院
）
で
、
了
意
は
寛
永
十

四
年
に
『
可
笑
記
』
の
草
稿
本
を
内
覧
し
て
『
可
笑
記
評
判
』
を
執
筆
し
、
刊

行
に
際
し
て
改
め
て
推
敲
改
刪
を
行
っ
た
と
推
量
し
て
い
る
。
ま
た
、
北
条
秀

雄
氏
は
『
新
修
浅
井
了
意
』（
一
九
七
四
年
　
笠
間
書
院
）
で
、
本
文
中
に
、
寛

永
十
九
年
の
飢
饉
の
記
事
、
正
保
四
年
刊
『
悔
草
』
の
記
事
、
万
治
二
年
刊
『
堪

忍
記
』
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
四
年
に
起
稿
、
万
治
二
年
頃
ま
で

書
き
継
が
れ
た
と
推
測
す
る
。『
仮
名
草
子
集
成
』
第
十
六
巻
所
収
『
可
笑
記
評

判
』
解
題
（
朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編
・
解
題
執
筆
　
一
九
九
五
年
　
東
京
堂

出
版
）
に
よ
る
と
、
諸
本
に
は
、
早
印
本
と
後
印
本
と
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿

で
用
い
る
『
可
笑
記
評
判
』
の
本
文
は
、
近
世
文
学
資
料
類
従
・
仮
名
草
子
編

21-

23
『
可
笑
記
評
判
』（
万
治
三
年
板
の
影
印
　
一
九
七
七
年
　
勉
誠
社
）
を

翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
振
り
仮
名
を
省
略
し
、
適
宜
、
濁

点
・
句
読
点
を
補
い
、
私
に
段
落
・
記
号
・
傍
線
を
設
け
た
。
又
、
漢
字
は
通

行
の
字
体
に
統
一
し
た
。

（
注
２
）
寛
永
十
三
年
の
跋
文
を
持
つ
が
、
本
文
中
に
寛
永
十
五
年
に
起
こ
っ
た
島
原
の

乱
の
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
十
三
年
成
立
後
も
加
筆
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
諸
本
に
は
、
寛
永
十
九
年
十
一
行
本
、
同
年
十
二
行
本
、
無
刊
記

十
二
行
本
、
万
治
二
年
絵
入
板
本
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
可
笑
記
評
判
』
に
引

用
さ
れ
た
無
刊
記
本
は
、『
仮
名
草
子
集
成
』
第
十
四
巻
所
収
『
可
笑
記
』
解
題

（
朝
倉
治
彦
・
深
沢
秋
男
編
・
解
題
執
筆
　
一
九
九
三
年
　
東
京
堂
出
版
）
で
、

他
の
諸
本
と
の
本
文
異
同
か
ら
、
寛
永
十
九
年
以
後
、
万
治
二
年
以
前
の
刊
行

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
用
い
る
『
可
笑
記
』
本
文
は
、『
可
笑
記

大
成
―
影
印
・
校
異
・
研
究
』（
一
九
七
四
年
　
笠
間
書
院
）
所
収
の
寛
永
十

九
年
十
一
行
本
の
影
印
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
方
針
は
、（
注
１
）『
可

笑
記
評
判
』
に
同
じ
。

（
注
３
）「『
浮
世
物
語
』
の
挫
折
―
仮
名
草
子
に
お
け
る
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
―
」（『
日

本
近
世
文
学
の
成
立
』
一
九
七
二
年
八
月
　
法
政
大
学
出
版
局
、
初
出
『
国
語

国
文
』
第
二
六
巻
五
号
　
一
九
五
七
年
五
月
）

（
注
４
）「『
可
笑
記
評
判
』
の
〈
批
判
〉」（『
近
世
に
お
け
る
文
芸
的
領
域
の
成
立
と
位

相
』
一
九
九
四
年
五
月
　
お
う
ふ
う
、
初
出
『
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
第
一
八

号
　
一
九
八
五
年
九
月
）

（
注
５
）「『
可
笑
記
評
判
』
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
学
の
研
究
』
一
九
七
四
年
七
月
　
文

理
書
院
）

（
注
６
）「
評
・
注
の
文
学
―
『
可
笑
記
評
判
』
を
中
心
に
―
」（『
仮
名
草
子
研
究
―
説

話
と
そ
の
周
辺
―
』
二
〇
〇
三
年
九
月
　
新
典
社
、
初
出
『
大
妻
女
子
大
学
文

学
部
三
十
周
年
記
念
論
文
集
』
一
九
九
八
年
三
月
）

（
注
７
）
た
だ
し
、『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
一
九
八
三
―
八
五
年
　
岩
波
書
店
）
の

「
可
笑
記
評
判
」
項
（
田
中
伸
氏
執
筆
）
で
は
、「
批
評
内
容
は
殆
ど
『
可
笑
記
』

の
言
説
の
反
駁
と
な
っ
て
お
り
、
昂
然
た
る
批
評
に
徹
し
た
趣
が
あ
る
」
と
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

（
注
８
）『
可
笑
記
』
の
考
え
は
、『
礼
記
正
文
』
巻
三
・
学
記
「
玉
不

　
レ
バ

レ
琢　

セ

不
レ
成
レ
器　

ヲ

、

人
不

　
レ
バ

レ
学
不
レ
知
レ
道　

ヲ
レ
」（
寛
政
十
年
和
刻
　
葛
山
壽
・
萩
原
萬
世
点
、『
和
刻

本
經
書
集
成
』
第
三
輯
　
長
澤
規
矩
也
編
　
一
九
七
六
年
　
汲
古
書
院
）
に
よ

る
も
の
で
、
了
意
も
ま
た
『
可
笑
記
評
判
』
巻
五
―
二
十
四
（『
可
笑
記
』
巻
三

―
二
十
四
の
批
評
）
で
、「
人
々
身
の
中
に
、
を
の
B
C
ひ
と
つ
の
玉
あ
り
、
と

云
。
こ
れ
本
心
を
さ
し
て
い
へ
り
。
玉
み
が
ゝ
ざ
れ
ば
ひ
か
り
な
し
。
そ
の
み

が
く
と
云
は
、
学
道
な
り
」
と
、『
可
笑
記
』
の
反
復
と
も
言
え
る
教
訓
を
著
し

て
い
る
。
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（
注
９
）『
論
語
』
学
而
第
一
。
引
用
は
『
和
刻
本
經
書
集
成
』
第
四
輯
（
長
澤
規
矩
也
編

一
九
七
七
年
　
汲
古
書
院
）
所
収
、
片
仮
名
旁
訓
本
（
江
戸
初
期
和
刻
　
訓
点

者
不
明
）
に
よ
っ
た
。
な
お
、
本
稿
で
は
、『
可
笑
記
』
と
『
可
笑
記
評
判
』
の

本
文
で
、「
行カ

ウ

有
二

ア
ル
ト
キ
ハ
　

余
力

ヨ
リ
ヨ
ク

一
、
則
以
学

モ
ツ
テ
マ
ナ
ブ

レ
文ブ

ン

」
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
箇
所
に
、

四
角
囲
い
を
施
し
た
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
十
九
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
集
会
（
十
一
月
二
十
五

日
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
席
上
お
よ
び
発
表
後
に
ご
教
示
下
さ
い

ま
し
た
方
々
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

―
す
え
ま
つ
・
ま
さ
こ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―
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