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元
禄
　
享
保
期
の
徒
然
草
注
釈

兼
好
発
憤
説
と
述
志
の
文
学

川

平

敏

文

備
前

の
有
識
学
者
土

肥
経
平

が
安
永

四
年
践

の
随
筆

『
春
湊
浪
話
』

で
示
し

た
徒
然
草

に
関
す

る
解
釈

は
、

そ
れ
ま
で
の
兼
好
像
を
根
底
か
ら
覆
す
か

に
見

え
た
。
経
平

が
案
出

し
た
解
釈

は
、

一
言

で
言

え
ば

「
兼
好
南
朝
忠
臣
説
」

で

あ
り
、
南
朝

に
心
を
寄

せ
る
兼
好

が
足
利
将
軍
家

の
僧
越
を
憤
り
、
吉
野

の
密

命
を
受

け
て
北
朝
方

の
間
諜
活
動
を
し

て
い
た
と
す

る
、
ま
る

で
読
本

の
筋
書

の
よ
う
な
試
論

で
あ

る
。

こ
の

一
種
荒
唐
無
稽
な
説
が

ひ
と
り
経
平

の
空
論

と

し

て
終
わ

ら
な
か

っ
た
事

は
、
幕
末

の
国
学

者
大
国
隆

正
が

こ
の
説
を
補
強

し
、
明
治
期

に
は
国
文
研
究
者

の
定
説
と
な

っ
て
い
た
と

い
う
事
実

が
雄
弁

に

物
語

る
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
抑
も
経
平

に
こ
の
よ
う
な
唐
突

と
も
思
え
る
徒
然

草
解
釈

を
成

り
立
た

せ
、

そ
れ

が
説

得
力

を
持

っ
て
受

け
入
れ

ら
れ
た
背
景

に
、
徒
然
草

に
対
す

る
何
ら
か

の
問
題
意
識
が
堆
積
し

て
は
い
な
か

っ
た
ろ
う

か
。徒

然
草
が
近
世
人

に
と

っ
て
必
読
書
と
言
え
る
く
ら
い
に
流
布

し
た
事
、

そ

し

て
意
識
さ
れ
る
と
さ
れ
な

い
と

に
拘

わ
ら
ず
、

そ
れ
が
新

し
い
文
芸
生
成

の

場

に
極
め

て
実
際
的
な
影
響
力
を
持

ち
得

た
で
あ

ろ
う
事

は
近
世
文
芸
研
究

の

常
識

で
も
あ
り
、
個
々
の
事
例

は
こ
れ
迄

い
く

つ
も
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
そ

の

意
味

で
受

容

の
問
題
は
あ
る
程
度

の
成
果
を
見

て
い
る
よ
う

に
思
え
る
が
、
し

か
し
そ
れ
ら
は
結

果
と
し
て

一
文
人
研
究

の
域
を
出
ず
、
近
世
を
通
じ

て
古
典

と
し

て
の
徒

然
草

が
総
体
的

に
ど
う
意
識

さ
れ
、
ど
う
新
し

い
文
芸
と
関
わ

っ

て
き
た

の
か
と
い
う
問
題

は
未
だ
解
明
さ
れ
な

い
点
が
多

い
。
そ

こ
で
当

然
第

一
に
勘
考

せ
ら
る
べ
き

は
、
徒
然
草
読
解

に
指
針
を
与
え
、
模

範
的

な
読

み
を

示
し
て
き

た
彩

し
い
数

に
登

る
板
本
注
釈
書
群

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
今

ま
で
等

閑
視

さ
れ

て
き

た
感
が
あ

る
が
、
本
稿

で
は
そ
れ
ら
を
緬

く
事

に
よ

っ
て
、
先

ず
は
経
平

の
解
釈

が
登
場
す

る
迄

の
読
み

の
系
譜
を
探

っ
て
み
る
と
共

に
、

そ

こ
で
近
世
文
芸
思
潮
史
上
特
筆
す

べ
き
文
学
論
が
展
開

さ
れ

て
い
た
こ
と
を
明

ら
か

に
し

た
い
。

二

兼
好
発
憤
説
の
起
源

「
羅
山
ー

兼
好
は
あ

る
時
期
、
余
生
を
静

か
に
生
き

る
た
め
の
準
備

に
画
策
し
、

そ
し

て
遂

に
剃
髪
し
た
。
世
俗
に
媚

び
る
事

な
く
努
め

て
身
を
貧

に
し
、
古
人
と
語
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ら
う
事
を
至
上

の
楽
し
み
と
す
る
兼
好

の
姿
勢

は
徒
然
草

の
基
調

で
あ

っ
て
、

一
々
例
を
挙
げ
る

に
暇
無

い
が
、

兼
好
が
許
由

・
孫
農

ら
中
国

の
隠
者

の
清
貧

を
賛
嘆
し
た
、
次

の
よ
う
な
部
分
を
敢
え

て
挙
げ

て
み
る
。

人

は
、
己
れ
を

つ
ゞ
ま
や
か

に
し
、
奢
り
を
退
け

て
、
財

を
持

た
ず
、
世

を
貧
ら
ざ
ら
ん
ぞ
、

い
み
じ
か
る

べ
き
。
昔
よ
り
、

賢
き
人

の
富

め
る
は

稀
な
り
。

(中
略
)
唐
土

の
人

は
、

こ
れ
を

い
み
じ
と
思

へ
ば

こ
そ
、
記
し

止
め

て
世

に
も
伝

へ
け
め
、

こ
れ
ら

の
人
は
、
語
り
も
伝
ふ

べ
か
ら
ず
。(1

)

(第

一
八
段
)

最
後

の

「唐
土

の
人

は
」
以
下

の

一
文

は
、
例
え
ば
南
部
草
寿

の

『
徒
然
草

諺

解
』
(寛
文
九
年
刊
)
の
よ
う
に
、
「
唐

の
人

は
是
を
よ
き
と
思

へ
ば

こ
そ
記
と
ゞ

め
て
置

け
め
、
我
朝

に
萄
如
レ
此
人

の
あ

り
と
も
、
却

て
狂
人

の
や
う

に
覚

て
後

の
世

に
語

り
も

不
レ
伝
と
な

り
」

と
、

乞
食
同
然

の
生
活
を
す

る
許
由

・
孫
農

は
、
中
国

で
は
高
徳

の
人

と
し
て
語

り
継

が
れ
て
い
る
が
、

日
本

で
は
こ
の
よ

う
な
人
物

が
語
り
伝

え
ら
れ
る
事

は
な
い
、

と
読

む
解
釈
が

一
般
的

で
あ

る
。

恵
空

の

『
徒
然
草
参
考
』
(延
宝
六
年
刊
)
で
は
更

に
、
「
も

ろ
こ
し

は
大
国

に
て

賢
者

の
方
人

も
お
ほ
く
、
日
本

に
は
道
し
れ
る
人

す
く
な
き
を

う
ら
む
心
な

る

べ
し
」
と
、
か
よ
う
な
高
賢

の
士
を
文
学
史
上

無
視

し
て
き
た
日
本

の
思
想
的
未

熟
さ
を
兼
好
が
嘆
息
し

て
い
る
と
見

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
江
戸
時
代

の
徒
然

草
注
釈
家
は
、
兼
好
が
許
由
ら

の
清
貧

に
共
感
し
、
そ

の
よ
う
な
高

風
が
根
ざ

さ

ぬ
日
本

の
精
神
風
土

に
失
望
し

て
い
る
と

い
う
解
釈
を
示
し
た
わ
け

で
あ
る

が
、
兼
好

の
そ

の
よ
う
な
世
間

へ
の
失
望
、
そ
し

て
隠
逸
と

い
う
問
題
は
、
特

に
江

戸
時
代

の
宋
学
定

着
以
降
顕

著

に
な
る
老
荘

へ
の
問
題
意
識

と
相
侯

っ

て
、
様

々
な
論
議
を
巻
き
起

こ
す

こ
と

に
な

る
。

抑
も
兼
好

の
強

い
隠
遁
志
向
が
、
中
国

の
詩
人
達
が
持

っ
て
い
た
よ
う
な
老

荘
的
雰
囲
気
、
或

い
は
老
荘

の
言
辞

そ
の
も

の

へ
の
心
酔

の
も
と

に
語
ら
れ

て

い
る
事

は
、
誰

の
目

に
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
老
荘

の
超
現
実
的
世
界
観

は
中

世
神
道
思
想

の
世
界
観

へ
と
流
入
す
る
事
甚

だ
し
く
、
当
時
兼
好
独

り
が
特

に

(
2
)

老
荘
思
想

に
覚
醒
し

て
い
た
と

い
う
わ
け

で
は
な
か

っ
た
。

そ
れ
で
も

や
は
り

徒
然
草

に
散

り
ば
め
ら
れ
た
老
荘

の
言
辞
は
、
そ

の
よ
う
な
当
時

の
思
想
界

の

状
況
を
差

し
引

い
て
も
、

一
隠
者

の
言
と
し

て
は
よ
く
語
ら
れ

て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
恐

ら
く
彼

は
、
近
世
初
期

に
お
け
る
老
荘
受

容
と
同
様
、
先

ず

は
や
は
り
そ
の
警
句

に
富

ん
だ
表
現
や
、
思
想
を
寓
話

に
よ

っ
て
語
る
豊

か
な

(3
)

筆
力

に
心

を
酔

わ
せ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
独
り
灯
火

の
も
と
、

見
ぬ
世

の
友

を
迎

え
る
た
め
に
広
げ

る
文

は
、
「文

選

の
あ
は
れ
な
る
巻

々
、
白
氏
文
集
、
老

子

の
こ
と
ば
、
南
華

の
篇
」
(第

一
三
段
)
と
し

て
い
る
の
は
、
兼
好

が
唐
代

の
詩

人
達

に
対

す
る
の
と
同
様
、
老
荘
を
文
学
的

に
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
た
事
を
表

し

て
い
る
よ
う

で
も
あ
る
。
老
荘

が
ど
こ
ま

で
彼

の
思
想
を
共
鳴
さ
せ
た
も

の

か
ど
う
か
は
分
か
ら
ぬ
が
、
兼
好

の
志
向
す

る
隠
逸

の
論
拠

に
は
、
少
な
く
と

も
は

っ
き
り
と
、
老

荘

の
言
辞

が
援
用

さ
れ

て
い
る
。

名
利

に
使
は
れ

て
、

閑
か
な
る
暇
な
く
、

一
生
を
苦
し
む

る
こ
そ
、
愚
か

な
れ
。
(略
)
強

ひ
て
智
を
求
め
、
賢
を
願
ふ
人

の
た
め
に
言

は
ゞ
、
智
恵

出

で
ゝ
は
偽
り
あ
り
。
才
能

は
煩
悩

の
増
長

せ
る
な

り
。
伝

へ
て
聞
き
、

学
び

て
知
る

は
、
ま

こ
と

の
智

に
あ
ら
ず
。

い
か
な
る
を

か
智
と

い
ふ
べ

き
。
可

・
不
可
は

一
条
な
り
。

い
か
な
る
を
か
善

と
い
ふ
。
ま

こ
と

の
人

は
、
智
も
な
く
、
徳
も
な
く
、
功
も
な
く
、
名
も

な
し
。
誰
か
知

り
、
誰

か
伝

へ
ん
。

こ
れ
、
徳
を
隠
し
、
愚
を
守
る
に
は
あ
ら
ず
。
本

よ
り
、
賢

愚

・
得
失

の
境

に
を
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
(第
三
八
段
)

「智
恵
出

で

ゝ
は
偽
り
あ
り
」
は

「
大
道
廃
有
二
仁
義

一。
智
恵
出
有

二
大
偽

一」

(『老
子
』
俗
薄
第
十
八
)、
「可

・
不
可

は

一
条
」
は

「
方
可
、
方

不
可
。
方
不
可
、

方

可
」

(『荘
子
』
斉
物
論
)、
ま

た

「
ま

こ
と

の
人
は
」
以
下

が

「至
人
無
レ
己
。
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神
人
無
レ
功
。
聖
人
無
レ
名
」
(『
荘
子
』
迫
遙
遊
)
辺
り
に
依

っ
て
い
る
事
、
既

に

諸
注
明
ら
か

に
す
る
所

で
あ
る
。
本
格
的
な
徒
然
草

の
注
釈
書

で
現
存

す
る
も

の
と
し

て
は
最
も
早

い
、
秦
宗
巴

の

『寿
命
院
抄
』
(慶
長
九
年
古
活
字
板
)
の
中

に
早
く
、
「兼
好
得
道

の
大
意

は
儒
釈
道

の
三
を
兼
備
す

る
者
欺
」
と
、
兼
好

の

老
荘
受
容
が
喝
破
さ
れ
、
ま
た
松
永
貞
徳

の

『
な
ぐ
さ
み
草
』
(慶
安
五
年
刊
)
に

は
、
「
日
本

へ
道
家

の
書
あ
ま
た
わ
た
り
た
れ
ど
も
、
よ
み

て
感
ず

る
人

の
み
に

て
、

加
様

に
身

に
行

ひ
た
る
道
人
は
此
兼
好
法
師
、
古
今

に
独
歩

せ
る
も

の
な

ら
し
」

(第
三
八
段
)
と
迄
評
判

さ
れ

て
い
る
が
、
徒
然
草

に
お
け
る
老
荘

の
影

響

を
細
部

ま

で
指

摘
し
、

ま
た
厳
し

い
批

言
を
加

え

た
の
は
林
羅
山

で
あ

っ

た
。

(4
)

羅
山

は
そ
の
徒

然
草
注
釈
書

『
野
槌
』

(元
和
七
年
撰
述
)
の
巻
頭

に
、
「
兼
好

は
天
台

の
教

を
学

び

て
、

又
老
荘

の
道

を
も
う
か
か
ふ
と
見

え
た
り
。
世
俗
を

い
き

ど
ほ
り
、
生
死
無
常

を
観

じ
、
時
序

を
感

じ
、
風
景
を

う

つ
し
、
男
女

の

情
を

い
ひ

て
、
己

が
志

を
の
べ
た
り
」
と

し
て
い
る
。
羅
山

は
後
践

に
も

「
彼

舗
二
仏
老
之
糟
醜

一」
と
す

る
如

く
、
兼
好

の
思
想

の
根
本

は
仏
道
と
老
荘

に
あ

り
と

し
、

こ
の
観
点

か
ら
そ
の
非
を
糺
す
。
上

の

「
ま

こ
と

の
人

に
徳
無
し
」

と
い
う
よ
う
な
兼
好

の
言
が
、
儒
学

の
聖
人
観
と
著
し
く
岨
悟
す
る
事
は
明
白

で
あ

る
。
よ

っ
て
当
然
、
「仏
老

は
手

の
く
だ
し
が
た
き
所
を
か
た
く
守
り

て
か

ぶ
り
も

ふ
ら
ず
、

さ
し
あ

た
り
た
る
所
を
取

て
日
用

の
工
夫
と
し
、
森
羅
万
象

み
な

い
た
づ

ら
事
也
と
す

る
故

に
、
名
利
を
す

て
生
死

に
着
せ
ず
と
云

て
い
み

は
ゞ
か

る
所
な
く
、
恣

に
行

ふ
也
。
若
兼
好

に
我
道
を
き
か
し
め
ば
向
上

の
工

夫
有

べ
き

に
、

い
と

口
惜
し
か

ら
ず

や
」

(第
三
八
段
)
と
い
う
事

に
な

る
。

か
か

る
羅
山

で
あ
れ
ば
、
徒
然
草

に
示

さ
れ
た
よ
う
な
兼
好

の
隠
逸
論

は
俄

に
首
肯
す

る
わ
け

に
は
い
か
な

い
。
兼
好

は
諸
縁
悉
く
放
下
し

て
山
林

に
隠

遁

す

べ
し
と
し

て
、
「
人
と
生
た
ら
ん
し

る
し

に
は
、
い
か

に
も
し

て
世

を

の
が
れ

む

こ
と
こ
そ
あ
ら
ま

ほ
し
け
れ
。

ひ
と

へ
に
む
さ
ぼ
る
事

を

つ
と
め
て
道

に
お

も
む

か
ざ

ら
ん
は
、

萬

の
畜
類

に
か

は
る
所
有
ま
じ
く
や
」

(第
五
八
段
)

と

言

っ
て
い
る
が
、
羅
山
は

い
う
。

若
我
道
よ
り

い
は

ゞ
、
兼
好
が

い
ふ
所

の
道

は
何
事
を

さ
す

や
。
君
臣
父

子
夫
婦
兄
弟
朋
友

の
外

に
道
あ
ら
ず
。
道

を
須
奥

も
は
な
れ
ざ

る
事

は
、

魚

の
水
を

は
な
れ
ざ
る
が
ご
と
し
。
沙
門

は
君
を
す

て
父
を
す

て
男
女
を

は
な
れ
世

の
ま
じ
は
り
を
た
ち
、
山
林

に
の
が
れ
て
寂
真
枯
槁
な
れ
ば
、

人
倫
を

い
と
ふ
。
人
倫
を
絶
す
る
を
禽
獣

と
す
。
兼
好

は
世
俗
を
畜
類
と

す
れ
ど
、
儒
よ
り
み
れ
ば
か

の
世

を
の
が
れ
て
人
倫
を

み
だ

る
者
を
禽
獣

と
す
。
道
は
人

に
あ
り
。

人

こ
そ
よ
く
道
を

ひ
ろ
む
れ
、

い
か
ん
ぞ
人
を

す

て
ゝ
道
を
得
ん
。

も

の
に
本
源
的

に
備
わ
る

「
理
」

と

「性
」
を
認
識
し
、
個

々
人
が
そ
れ
を
窮

め
尽
く
す

こ
と

に
よ

っ
て
得

た

「道
」
を
社
会

に
敷
術

さ
せ
る
事
が
人
間

の
義

務
と
す
る
な
ら
ば
、
朱
子
学

に
お

い
て
、
「道
」
は
間
違

い
な
く
人
倫

の
中

に
体

現
せ
ら
る

べ
き
筈

の
も

の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、

そ
こ
か
ら
敢
え

て
逸
脱
し
よ

う
と
目
論

む
者

は
人
倫

を
否
定
す

る
者

で
あ
り
、
則
ち
そ
れ
は
人
間
と
し

て
の

本

分
を
放
棄

し

て
し
ま

っ
て
い
る
と

い
う
意
味
合

い
に
お

い
て
、
正
に
禽
獣

に

均
し

い
。
或

い
は
兼
好
が

「
そ

の
物

に
付
き

て
、
そ

の
物
を

つ
ひ
や
し
損

ふ
物
」

と
し

て
、
身

に
風
、
家

に
鼠
、
国

に
賊
、
小
人

に
財
、
僧

に
法

、
そ
し

て

「
君

子
に
仁
義

あ
り
」

(第
九
七
段
)
と
す
る
時
、
羅
山

は
か
く
反
論
す

る
。

浮

屠
は
平
等
利
益
と

い
ひ
て
君
父
を
す

て
、
老
荘
は
悟
澹

元
為

を
道

と
し

て
仁
義

は
人

の
情

に
あ
ら
ず
と

い
ふ
。
或
は
不
思
善
、

不
思
悪

と
い
ひ
、

善
悪
不

二
、
邪
正

一
如
と

い
ひ
、
或
は
善
を
し

て
名

に
ち
か
づ

く
こ
と
な

か
れ
、
悪
を
し

て
刑

に
ち
か
づ
く

こ
と
な
か
れ
と
い
ひ
、
仁
義
を
も

せ
ず

淫

僻
を
も

せ
ず
と

い
ふ
。

是
皆
善

悪

の
中
間

に
心
を

や
り

て
終

に
い
み
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は

ゞ
か
る
こ
と
な
き

の
小
人

と
こ
と
な

ら
ず
。
此
故

に
を
し

て
仁
義
を
も

君
子
を

つ
い
や
す
物

な
り
と
て
、
身

の
風
、
家

の
鼠

に
ひ
き
合

て
論
ず
。

兼
好

が
詞

つ
い
へ
あ
り
。
病

あ
り
。

仁
義

の
体

得
を
志

さ
ず
た
だ
善
悪

邪
正

の
中

間
に
安
住

せ
ん
事
を
志
す
仏
老

の

隠

逸
観
は
、
羅
山

に
と

っ
て
そ

の
道
義

の
根
幹

を
揺

る
が
す
大
問
題

で
あ

っ
た

か
ら
、
彼
が
兼
好
を

「禽

獣
」

に
擬
し
、

そ
の
言

を

「病

あ
り
」

と
し
て
手
厳

し
く
批
判
し
た

の
も
、
儒
者
と
し

て
当

然

の
弁
駁

で
は
あ

っ
た
。

と
は

い
え
、
羅
山
が
隠
逸
と

い
う
行
為
を
全
く
無
視

で
き
な
か

っ
た
事
も

ま

た
事
実

で
あ
る
。
羅
山
自
身
、
「
代
々

の
史
を
見
る

に
、
太
史

公
が
、
伯
夷

が
伝

を
作
り
し
よ
り
、
後
世

の
筆
を
と
れ
る
も

の
、
隠

逸

の
も

の
ゝ
た
め
に
伝
を

た

て
ず
と
云
事
な
し
。
も
と
よ
り
濁
富

の
清
貧

に
し
か
ざ
る

こ
と
を
さ
と
れ
る
に

や
」
(第

一
八
段
)
と
言

っ
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
場
合

の
隠
逸
と

は
、
賢
人

が

志
を
持

つ
も
時

に
遇
わ
ず
、
時
到

っ
て
再
び
世

に
出
る
時
機
を
見
計

ら
う
為

の

一
時
的
な
身

の
処
し
方

で
あ

っ
て
、

こ
こ
に
は
仏
老

の
如
く
世
俗
と
永
遠

に
訣

別
す

る
事

に
よ

っ
て
し
か
成
立
し
得
な

い
よ
う
な
隠
遁

の
精
神
は
、
も
と
よ
り

想
定

さ
れ
な

い
わ

け
で
あ

る
。
例

え
ば

『論
語
』

の
、
「
天
下
有

レ道

則
見
、
無
レ

道
則
隠
。
邦
有
レ
道
、
貧
且
賎
焉
恥
也
。
邦
無
レ道
、
富

且
貴
焉
恥
也
」

(泰
伯
第

八
)
と

い
う
事

で
あ

り
、
羅
山

の
考

え
る
隠
逸
も
、
か
か

る
意
味

に
お

い
て
の
み

許
容

さ
れ
る
物

で
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
然
ら
ば
、
何
故

に
か
く
も
罵
倒
さ
れ

る
べ
き
欠
点

の
多

い
徒
然
草
を
、
羅
山

が
注
釈
を
施
し
、
且

つ
刊
行
迄
し
た

の

か
と

い
う
素
朴
な
疑
問

が
、

こ
こ
に
浮
上
す

る
。

「仏
老

の
糟
醜
」
で
あ

る
兼
好

は
、
『
野
槌
』
後
践

に
よ
れ
ば
続
け

て
次

の
よ

う
に
評
さ
れ
る
。

「夫
於
下
隠
遜
長
住
之
人
、
而
復
有
二
春

々
接
引
之
意

一者
上
、

聖
賢
待

二
衰
世
之
志

一也
。
我
今
以
二
此
草

　、
為
二
国
俗
所

p
玩
。
」
即
ち
、
隠
遁

し

て
世

俗
と
絶
縁

し
、

ひ
た
す
ら
後
世
を
願

う
よ
う
な
者

に
対
し

て
さ
え
も
、

聖
賢
は
そ

こ
に
衰
世

の

「志
」

を
見
る
も

の
で
あ

る
、
と
。
正

に
こ
の

「
志
」

の
存
在

こ
そ
が
、
羅

山
を
し

て
徒
然
草

を
国
俗

に
益

有

り
と

さ
せ

た
理
由

で

あ

っ
た
。
諸
縁
放
下
を
志
向

し

て
世
間

と
の
交

わ
り
を
絶

つ
者

に
対
し

て

「
志
」

を
見
る
と

い
う

の
は
、
本
来

的
な
意
味

に
お
い
て
は
成

り
立
た

ぬ
行
為

で
あ

る

が
、
羅
山
は
そ
れ

で
も
敢
え

て
、

こ

こ
に
対
社
会

の
何

ら
か

の
働
き
か
け
を
見

て
取

ろ
う
と
し

て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
れ
は
極

め
て
儒
学
的
な
発
想
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な

い
。

羅
山

の
こ
の
よ
う
な
徒
然
草
観
は
、
先

に
も
引

い
た

『野
槌
』
巻
頭

の
、
「
世

俗
を

い
き
ど

ほ
り
」
、
「
己
が
志
を

の
べ
た
り
」

と
い
う
評
言
と
重
な

っ
て
く

る

の
で
あ

り
、
徒
然
草

の
細
部

に
入

っ
て
は
そ
の
仏
老
的
言
辞

に
弁
駁

さ
れ
る
点

が
多
か

っ
た
兼
好
も
、
そ

の
総
体

と
し
て
の
把
握

に
お

い
て
は
、
衰
世

の

「志
」

を
持

つ
者

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
、
甚
だ
儒
学
的
な
見
地

か
ら
意
味
を
見
出

さ
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
羅
山
は
仏
老

の
糟
醜

で
あ
る
兼
好

の
隠
逸

に
、
明

ら
か
に
朱
子
学
的

「
隠
居
放
言
」

の
如
き
、
対
社
会

の
述
志
的
側
面

を
認
め
て

い
た
事

に
な

る
。
隠
遁
者

に
内
面

の
求
道
性

・
精
神
性

の
高

さ
を
見

る
の
で
は

な
く
、

そ
こ
に
世
俗

へ
の

「
い
き
ど

ほ
り
」
と

い
う
対
社

会
的

価
値

を
見
出

し

た
点

は
、

や
は
り
儒
学
者
特
有

の
敏
感
さ

で
は
あ
り
、
曲

り
な
り

に
も
こ
れ
が

徒

然
草

に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
我
が
国

に
儒
学
的
述
志

の
思
想

の
萌
芽

を

敢

え

て
見
出

そ
う
と
し
た
近
世
初
期

の
啓
蒙
的
儒
学
者

の
、

一
種

の
ナ

シ

ョ
ナ

リ
ズ

ム
的
発
想

で
あ

っ
た
と
思

え
る
。

三

発
憤
説

の
展
開
と
定
着

=
久
敬

・
近
松
ー

羅
山

に
よ

っ
て
提
示

さ
れ
た
よ
う
な
徒
然
草

に
対
社
会

の
思
想
を
見
る
視
点

は
、
そ

の
後

の
徒

然
草
注
釈

に
受

け
入
れ

ら
れ
、

よ
り
強
固
な
も

の
と
し

て
位
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置
付
け
ら
れ
る
事
と
な
る
。
林
読
耕
斎
が

『本

朝
遜
史
』
(万
治
三
年
成
)
に
兼
好

と
徒
然
草
と
を
述

べ
て
、
「
其
憤
二
世
俗

一、
観
二
生
死

一
、
感
二
時
序

一、
摸

二
風
景

一、
説

二
人
情

一。
拝
二
私
見

一、
固
倭
文
之
尤
者

也
」

と
す
る
の
は
上

に
挙
げ

た

『
野
槌
』

の
評
そ

の
ま
ま

で
あ
り
、

他

に
も

「大
抵
清
紫

の
二
女

よ
り
事
お

こ

り

て
青
き
事
藍
よ
り
青

く
、
台
教

を
根
本

と
し
老
荘

を
枝
葉

と
し
、
生
死
無
常

を
観

じ
、
時

序
風
景
を
も

て
遊

び
、
男
女

の
情

を
す

て
ず
、
世
俗
を

い
き
ど

ほ

り

て
己

が

こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
述

た
り
。
誠

に
和
語

の
書

の
中
殊

に
す

ぐ
れ
た

る

物
」
(高
階
揚
順

『徒
然
草
句
解
』
寛
文
元
年
刊
)
等
は
、
明

ら
か

に
こ
れ
ら
を
参
照

し
た
事
疑

い
な
い
。
羅
山

は
徒
然
草

に
儒
学
的
憤
世
矯
俗

の
志
、
即
ち

「
世
を

い
き

ど
ほ
る
」
兼
好

の

一
面

が
あ
る
事
を

認
め

た
訳

で
は
あ

る
が
、
し
か
し
な

が
ら
、

こ
の
儒
学
的
概
念

が
即
徒
然
草
全
体
を
貫
く
思
想

で
あ

る
と
考
え
た
わ

け
で
は
な
い
。
寧

ろ
羅
山

に
あ

っ
て
は
、
仏
老

に
侵

さ
れ
、
思
想
書
と

い
う

に

は
余

り
に
通
俗

に
堕

し
た
徒
然
草

の
柔

ら
か
さ
は
、

や
は
り
批
判
す

べ
き
点
も

多
か

っ
た
。

そ
の
点
、
あ
く

ま
で
仏
門

の
隠
者

で
あ

る
兼
好

に
対
し

て
仏
学
系

の
学
者
が

沈
黙
を
守

る
筈

は
な
く
、
特

に
天
台

の
学
を
修
め
和
学

に
造
詣

の
深
か

っ
た
貞

門

の
加
藤
磐
斎
が
、
帰
す

る
所
唯
だ
摩
詞
止
観

の
み
と
す
る
主
張
を
以

て
注
釈

を
物
し

た

(寛
文
元
年
刊

『
磐
斎
抄
』)
の
は
当
然

の
成
り
行
き

で
あ

っ
て
、
彼
が

羅
山

の
仏
老
排
斥

に
対
し
強
力

に
異
議
を
唱
え
た
事
は
言
う
ま

で
も
な

い
。

こ

の
後
、
貞
徳
直
系

の
古
典
学
を
継
承
し

つ
つ
、
謂
わ
ば
和
学
講
談

の
参
考

書
と

も
言

う

べ
き

一
連

の
古

典
注
釈

書
を
編
纂

し

た
北

村
季
吟

の

『
徒
然
草
文

段

抄
』
(寛
文
七
年
刊
)
、
ま
た
儒
学
系

で
は
あ
り
な
が
ら
か
な
り
三
教

一
致

に
近
し

い
姿
勢
を
示
し
た
清
水
春
流

の

『徒

然
草
新
註
』
(同
年
刊
)、
或

い
は
明
確

に
三

教

一
致

を
説

い

て
細
か

い
思
想
的
論

議
を

嫌

っ
た
南

部
草
寿

の

『
徒
然
草
諺

解
』
(寛
文
九
年
刊
)
、
そ

の
老
荘
思
想
受
容

に
特
筆

す

べ
き
も

の
が
あ
る
季
吟

門

山
岡
元
隣

の

『
鉄
槌
増
補
』
(同
年
刊
)
な
ど
、
寛
文
後
年

に
は
か
よ
う
な

三
教

一

致
思
想
的
傾
向
を
持

っ
た
論
者
が
続
出
し
た
。

こ
れ
ら
が

一
様

に
持

っ
て
い
た

性
格
、

そ
れ

は
三
教

一
致
思
想

に
よ

っ
て
よ
り
広

く
、

且

つ
場
合

に
よ

っ
て
は

よ
り
濃
度
が
高
め
ら
れ
た
所

の
、
兼
好

の
風
狂

へ
の
賛
嘆

と
、
教
訓
性

の
主
張

と

で
あ

っ
た
。
三
教

一
致

の
中
道
的

文
学
観

は
、
徒
然
草

の
捉

え
所

の
な

い
思

想
的
雑
駁
性

の
中
心

に

「
教
訓
」
と
い
う

一
本

の
巨
大

な
柱
を
建

て
、
道
義
上

の
環
末
な
問
題
か
ら
は
超
越
し
た
所

に
、
徒
然
草

の
真

の
意
義
を
見
出

そ
う
と

し
た

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

此
書
を
仏
者
が
読

ば
専
ら
釈
教

に
云
ひ
お
と

し
、
儒
者
が
講
ず
れ
ば
悉
く

五
常

の
旨

に
と
り
な
し
、
歌
学
者

は
詞
花
言
葉
を
か
ざ

り
て
歌

の
道

に
云

ひ
課
す
。
是
皆
然

る

べ
か
ら
ず
。
兼
好
が
心

は
い
つ
れ

の
み
ち

に
も
人

の

教
と
な
る

べ
き
処

を
引

用
ひ
、
終

に
お
の
れ

が
本
意
を
云

ひ
あ
ら
は
す
。

然
れ
ば
三
教

一
致

と
心
得

…
…

(『諺
解
』
)

な
ど
と
す
る
の
が
代
表
的

な
も

の
で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
、
徒
然
草

の
仏
老

的
言
辞

を
完
全

に
拒
絶

し
た
羅
山

や
、
或

い
は
天
台

の
摩
詞
止
観
だ
け

で
説
明
し
よ
う
と
し
た
磐
斎

ら
の
リ
ゴ

リ
ズ

ム
か
ら
如
何

に
懸
け
離

れ

て
い
る

か
は
、

一
目
瞭
然

で
あ

ろ
う
。

三
教

一
致
論
者

は
無
条
件

に
兼
好
を
悟
道

の
師
と
し
、
徒
然
草

を
心
法
教

訓

の
書

で
あ
る
と
考

え
た
が
、
し
か
し
教
訓
は
あ
く
ま

で
教

訓
、

そ
れ
は
完
全

に

悟

り
澄

ま
し
た
境
地
か
ら
語
ら
れ

る
悟
道

の
弁

で
あ
り
、
ま
た
必
然
的

に
そ
れ

は
個
人

の
心
法

に
訴
え

る
べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
羅
山
が
敢
え

て
見
出

し
た
よ

う
な
世

を
憤

る
兼
好

の
対
社
会

の
志
と
は
、
発
信
源

の
位
相

と
周
波
数

と
を
異

に
す
る
筈

で
あ

る
。

加
賀
藩
士
浅
香
久
敬

(山
井
)
は
貞
享
五
年
刊

『徒

然
草
諸
抄
大
成
』
の
中

で
、

(
5
)

兼
好

は
三
学
兼
修

の
人
と
し

て
三
教

一
致
論

に
近
い
見
解

を
示

し
た
が
、

そ
の

一15「



根
本
的
な
徒
然
草

の
認
識

に

つ
い
て
は
、
寧
ろ
羅
山

に
近

づ

い
た
。

そ

こ
で
彼

が
見
出
し
た
物
と

は
、
徒
然
草
は
狂
激
な
る
志
が
送
る
所

の
発

憤

の
書

で
あ
る

と

の
認
識

で
あ

っ
た
。

そ
こ
に
は
、
悟
道
者
兼
好

の
穏
や
か
な
心
法
教
訓

の
姿

は
無
く
、
衰
世
を
嘆
じ

て
そ
の
志
を
文
筆

の
間

に
紛
ら
わ
す
社
会
的
不
遇
者

兼

好

の
、
抑
え

る
こ
と

の
出
来

ぬ
憤
り
が
あ

る
の
み
。
三
教

一
致
思
想
は
徒
然
草

の
根
幹
と
し

て

「
教
訓
」
と

い
う
柱
を
想
定
し
た
が
、
久
敬

は
羅
山
が

一
部
見

出
し

た
よ
う
な

「
憤

り
」

の
思
想
を
拡
大
解
釈
す

る
事

に
よ

っ
て
、
そ

っ
く
り

そ
の
ま
ま
こ
れ
を
徒
然
草

の
柱
と
し
、

そ
こ
に
こ
そ
徒
然
草

の
意
義
が
あ
る
と

見

た
の
で
あ

る
。

久
敬

は

『
諸
抄
大
成
』
の
巻
末

に

「追
加
」
と
し

て
、
『
和
論
語
』
に
載
る
伝

徒
然
草

詞
章

を
も
注
釈

を
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
、
「我
此
比
人

の
と

り
ぐ

い

ふ
事

を
き
く
に
、

見
ぬ
し
ら
ぬ
人

の
う

へ
の
は
な
し
せ
る
も

の
は
今
時

の
出
家

に
よ
く
あ
る
事

な
り
。
武
士

の
家

は
常

に
志

を
守

れ
る
故

に
、
あ

へ
て
み
だ

り

が
わ
し
き
事

は

い
は
ぬ
な
り
」
と

い
う
本
文

に
施

さ
れ
た
注
釈

の

一
部
を
挙
げ

て
み
る
。
本
文
を
素
直

に
読

め
ば
、
当
時

の
仏
門

の
堕
落

が
述

べ
ら
れ
、

こ
れ

に
対

照
し

て
武
家

の
品
格

の
正
し
さ
が
賞
賛

さ
れ

て
い
る
筈

で
あ
る
が
、
久
敬

は
ど

の
様

に
解
釈
し

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

当
時
太
平
記

の
乱

の
比
な
れ
ば
、
志
を
守
る
人
も
す
く
な
く
、
恒

の
心

あ

る
士
も
ま
れ
な

り
。
ロ
バ明
暮
畜
生
残
害

の
志

の
み
内

に
あ

つ
て
外

を
ば
飾

り

て
、
巧
言
令
色
を
専
と
す

る
俵
好
ど
も
多
き
時
世
な
り
。
兼
好
今

こ
ゝ

に
か
く

い

へ
る
は
、
士

の
常

の
道
を
論
ず
と

い

へ
ど
も
、
世
を
憤
る
意
言

外

に
し
れ

た
り
。
如
何
と
な
れ
ば
、
武
士
と
し

て
志
を
守

る
世
な
れ
ば
、

如
レ
此
乱

は

自

こ
れ

な
き
な

り
。
志
を
守

る
者
が
な
き
故

に
、
自
世
も
乱

る

ゝ
な
り
。
そ
れ
を
悲

で
、
士

た
る
者

は
如
レ
此
な

る
べ
き

こ
と
也
と
世
人

を

い
ま
し
め
て
い

へ
る
な

り
。
此
徒
然
草

の
全
篇
も
、
皆
時
世
を
憤
り

て

書

る
な

り
。

此
書
を
如
レ
斯
心
得

て
よ
ま
ね
ば
、

す
み
悪

き
事

ど
も
あ

り

て
、
無
理

に
道
理
を

つ
け

て
兼
好
本
意

に
そ
む
く
事

の
み
多

か
ら
ん
。
聖

賢

の
書
を
述
作
し
玉

ふ
も
、
当
時
道

の
行
ぬ

こ
と
を
歎
じ
玉
ひ
て
な
り
。

こ
れ
世

を
憤

り
玉

ふ
に
非

や
。

(追
加
)

久
敬

は
、
敢

え
て
徒
然
草

が
太
平
記
時
代

の
書

で
あ
る
事

に
拘

る
。

即
ち

こ
の

言
を
、
当
時
甚

だ
し
か

っ
た
武
家

の
横
暴
を
直
接

に
は
批
判
す
る
事

無
く
、
逆

に
品
行

が
正

し
い
と
賞
揚
す

る
事

に
よ

っ
て
、
本
来
武
家

の
志
と
は
何
ぞ
や
と

憤

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
此
徒
然
草

の
全
篇
も
、
皆
世
を
憤
り

て
書

け

る
な
り
」
と
し
、

ま
た
更

に

「聖
賢

の
書
を
述
作
し
玉

ふ
も
当
時
道

の
行
ぬ

こ

と
を
歎
し
玉
ひ

て
也
。
是
世

を
憤

り
玉

ふ
に
非

や
」
と

い
う
言

に
見
ら
れ
る
発

(
6
)

憤
説
は
、
中
野
三
敏
氏

の

一
連

の
論
考

に
よ

っ
て
委
曲

の
尽
く
さ
れ
た
感

の
あ

る
、
我
が
国

に
お
け
る
享

保
以
後

の
文
芸

理
論
を

そ
の
定
着
を
待
た
ず

に
先
取

り
し
た
よ
う

で
も
あ
る
。
氏

の
論
点

を
極

く
大
雑
把

に
捉
え
れ
ば
、
中
国

に
は

社
会

調
諌

の
志

が
書
を
生

み
出
す

と
い
う
観
念

が
伝
統
的

に
行

わ
れ

て
き
た

が
、
我
が
国
思
想
界
が

こ
の
よ
う
な
著
述
意
識

を
明
確

に
意
識
し
始
め

る
の
が

近
世
中
期

に
お
け
る
明
末
清
初
風
文

芸
思
潮
流
行

の
頃

で
、

そ
の
内
陽
明
学
左

派
周
辺

の
老
荘
注
釈
や
文
芸
評
論

の
影
響

が
最
も
顕
著

で
あ

る
と

い
う
事
、

そ

し

て

こ
れ

が
思
想
界

に
あ

っ
て
は
既
成

の
様

々
な
道
学

か
ら
援
用

さ
れ

る
形

で
、

ま
た
戯
作
界

に
あ

っ
て
は
そ

の
文
芸
表
現
論

と
し

て
応

用
さ
れ
る
形

で
、

著

し
く
我

が
国

の
思
想

・
文
芸
界
を
覆

っ
た
と

い
う
も
の
。

か
か
る
近
世
中
期
以
降

の
文
芸
思
潮
と
久
敬

の
発
憤
説
と
が
出
処
を
同

じ
う

す
る
も
の
か
ど
う
か
は
今
後
追
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
で
は
あ
る
搬

彼
が
徒

然
草

の
注
釈

の
中

で
示
す
所

の
老
荘
観

は
、
陽
明
学
左
派
的
老
荘
観

に
通
じ
る

風
貌
を
何
処

と
無

く
漂

わ
せ
て
い
る
よ
う

に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
先

に
も
挙
げ

た
、

「其
物

に

つ
き
て
其
物
を
費

や
し
損
な
う
も

の
」
と
し

て
の
、

「
君
子
に
仁
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義
あ
り
」

(第
九
七
段
)
の
箇
所

の
注
釈

で
あ

る
。

仁
義
は
な
ぜ
君
子
を
蝕

ん

で

し
ま
う

の
か
。

当
時
政
衰

へ
て
万
里
小
路
藤
房
卿

・
楠
正
成

を
初
と
し

て
、
仁
義

の
忠
臣

世

に
か
な
は
ず
し

て
か

へ

つ
て
害
を
う
け
給

ひ
し
事

を
憤

り

て
、

か
く
道

の
廃
れ
た
る
時
は
仁
義
を
行
ふ
者

は
か

へ
つ
て
身

を
損

す
る
程

に
、
仁
義

だ

て
を

ば
行
ず

し

て
世

を
さ
け

て
静

に

一
生

を
く

ら
せ
と

の
意

な

る
べ

し
。

諸
注
は

「
大
道
廃
有
二
仁

義

一」
(『老
子
』
俗
薄
第
十
八
)
や
、
「殿

二
道
徳

一以
為
二

仁
義

一
、
聖
人
之
過
也
」
(『荘
子
』
馬
蹄
)
の
言
と
の
類

似
を
指
摘

し
て
、
兼
好

が

仁
義

そ
の
も

の
の
存
在
意
義

を
否
定

し

て
い
る
か

の
如

く

に
注
釈

し

て
い
る

が
、

久
敬

は

こ
れ
を
採
ら
な

い
。

仁
義

は
君
子
の
備

え
る
べ
き
徳

で
あ

る
こ
と

に
変

わ
り
は
な
い
が
、

そ
れ
が
な
ぜ
君
子
を
蝕

ん
で
し
ま
う
か
と
言

え
ば
、
仁

義

を
全

う
す
る
事

が
か
え

っ
て
君
子

の
徒

と
な

っ
て
し
ま
う
彼

の
時
代

の
論
理

が
あ
る
か
ら

で
あ
る
、

と
。

つ
ま
り
兼
好

は
こ
の
衰
世

の
論
理
を
憤

っ
て
か
く

発
言

し

て
い
る
の

で
あ

っ
て
、
決

し

て
仁
義

そ
の
も

の
を
否
定
し

て
い
る

の
で

は
な
い
と
言

う
の

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
点
を
押

さ
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
諸

注
指
摘
す

る
よ
う
な
老
荘

の
言
辞
も
初
め

て
真
意
を
得

る
。

此
仁
義
と

い
ふ
字

に
泥

て
兼
好
を

そ
し
れ

る
者
も
有
。
又
其
誘
り
を
悪

て

こ

ゝ
に

い

へ
る
仁
義

は
儒
者

の
仁
義

に
あ

ら
ず
、

老
荘

の
仁
義
な

り
な

ど

ゝ
い
ふ
。
是
等

の
説
共
甚
だ
理

に
あ
た
ら
ず
。
な

ん
ぞ
や
仁
義

に
二
品

の
高
下
あ

る
べ
き
。
と
も

に
天
地

一
理

の
仁
義
な

る
べ
し
。
老
子

の
仁
義

の
外

に
大
道
有
様

に
の
た
ま

ひ
し
も
、
其
時
周

の
代
も
衰

へ
て
道

の
廃
れ

た
る
に
よ

つ
て
、
世
を
憤

り
て
か
く
宣

ひ
し
也
。

即
ち
、
老
子
が

「
仁
義
」
と

い
う
儒
学
本
道
と
し

て
の
道

の
外

に

「大

道
」
が

有

る
か

の
様

に
発
言
し
た

の
は
、
正

に
周
代
以
降

の
衰
世
を
憤

っ
て
の
故

で
あ

り
、
老
子

に
お
け

る
仁
義
と

は
、
儒
道

に
お
け
る
そ
れ
と
全

く
同
質

の
も
の
で

あ
る
と
。
か
く
し

て
、
老
子

は
偉
大
な
る
逆
説
を
以

て
儒

学
本
道

に
参
画

し
た

と
捉

え
ら
れ

て
い
る
訳

で
あ
り
、

こ
こ
に
言
う

「
周
の
代

も
衰

へ
て
道

の
廃

れ

た
る
に
よ

つ
て
、
世
を
憤
り
」
と

い
う
老
子
定

義

の
言
葉

は
、
正

に
近
世
中
期

以
降
定
着
す

る
言

い
回
し

に
他
な
ら
な

い
。

続

け

て
、

兼
好

の
遁
世
も

ま
た
徒
然

草
第
五
段

で
兼
好

が
自
称

す
る

「
ふ

つ
ゝ
か

に
思

ひ
取
た
る

に
は
あ
ら

で
有

か
な
き
か
に
門

さ
し
こ
め
た
る
」
が
如

き
、
世
俗
か
ら
完
全

に
背
を
向
け
た
風
流
閑
居
の
隠
逸
と

い
う
類

の
も

の
で
は

な
く
、
実
際

に
は
、
道

の
行
わ
れ
ぬ
世
俗

を
絶

え
ず
憤
慨
す

る
隠
逸

で
あ

っ
た

と
す
る
。
こ
こ
に
お

い
て
、
徒
然
草
全
編

に
戦
時
下

の
緊
張

し
た
精
神
が
濫

る
。

さ

は
い

へ
ど
、
今
治
国
平
天
下

の
時
を
も

つ
て
是
を
見
れ
ば
、
仁
義
を
行

ふ
者

の
害

に
逢
ふ
事
有

る
ま
じ
き
と
の
不
審
を

こ
る
ゆ

へ
に
、
色

々
の
説

を
も
ふ
け

て
煩
し
き
也
。
此
所

は
兼
好

の
時
代

に
あ

て

ゝ
見
れ
ば
、
兼
好

の
本
意
よ
く
く

し
れ
ぬ

べ
し
。
若
人
あ

つ
て
、
兼
好

の
遁
世
は
ふ

つ
ゝ

か

に
思

ひ
取
た
る
に
は
あ
ら
で
有

か
な
き
か

に
門
さ
し

こ
め
た
る
道
心
者

な
れ
ば
、
世

を
憤

る
心

は
有

ま
じ
と

い
ふ
と
も
、
此
徒
然
草

の

一
部
を
見

る

に
、
世

を
憤

り

て
書

る
所
あ

ま
た
有
。
此
所

斗
さ

に
は
あ
ら
ず
と
云
が

た
し
。

久
敬

は
、

こ
の
徒
然
草

の
憤

り
に
注
釈
家
が
気
付
か
ぬ

の
は
、
治
国
平
天
下

の

達
成

さ
れ
た
当
代
人

の
所
謂

「
平
和
惚
け
」

で
あ
る
と
断
言
す
る
。

久
敬

の
考

え
る
か
か
る
兼
好

の
隠
遁

は
、
全
く
老
荘
を
も
儒
道

に
内
包

し
た
所

の
、

不
遇

の
聖
人
像

に
甚

だ
近
し

い
も

の
で
あ

っ
た
。

当
時
乱
世

の
比

に
し

て
人

の
心
も
す
な
ほ
な
ら
ね
ば
…
…
た
と

へ
ば
孔
孟

列
国
経

歴
し
玉

ひ
て
道
を
宣
玉

へ
ど
も
却

て
迂
遠

な
り
と

て
こ
れ
を
不
レ

用
。
兼
好
も

一
旦
世

に
交

て
道
を
述

ん
と
し
玉

へ
ど
も
、
人
聞
入
ず
。
さ
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る
に
よ

つ
て
世

に
交

れ
ば
心
外

の
塵

に
け
が
さ

る

ゝ
と
云

て
引

退

し
そ

か
し
。

(追
加
)

孔
子

が
陳

の
国

に
道
を
説

い
て
成
し
得
ず
、
「
帰
與

、
帰
與
」
(『論
語
』
公
冶
長
第

五
)

と
嘆

い
て
寧

ろ
祖
国
魯

の
狂
簡
な

る
人
材
を
教
育
せ

ん
と
帰
国

の
途

に

つ

い
た
よ
う
に
、
兼
好

ま
た
、
乱
世

に
道
を
説
く
も
用

い
ら
れ
る
事
な
く
、
意
を

曲
げ

て
隠
遁

せ
ざ

る
を
得

な
か

っ
た
。
兼
好

が
屡

々
山
沢
を
志
し
た

の
も
、
正

に
か
か
る
不
遇
の
も
た
ら
し
た
嘆
息

で
あ

っ
た
と

い
う
わ
け
で
あ

る
。

こ
こ
に

お
い

て
、
山
林

に
遊

ぶ
兼
好

の
風
狂

の
精
神

は
、
絶

え
ず
社
会

へ
意
識
が
向
け

ら
れ
た
儒

学
的
隠
逸

の

一
断
面

と
し

て
理
解

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
諸
抄

大
成
』

に
示
さ
れ
た
兼

好
発
憤
説

は
、

元
禄

の
学
者

に
徒
然
草
が
南

北
朝
期

と

い
う
激

動

の
時
代

に
書

か
れ
た
書

で
あ

る
と

い
う
歴
史
認
識

を
促

し
、
所
謂

「
徒
然
草
擬
き
」

の
仮
名
草

子
流

行

に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
共
時
的

な

レ
ベ
ル

で
の
徒
然
草
理
解

の
甘

さ
を
鮮
烈

に
訴

え
る
事

に
な

っ
た
。
『
諸
抄

大
成
』

の
諸
説

一
覧
的
参
考
書
と
し

て
の
用

い
ら
れ
方

の
他

に
ど
れ
だ
け
久
敬

独
自

の
徒
然
草
観
が
理
解
さ
れ
た
か
は
分
か
ら
ぬ
が
、
し
か
し

こ
の
徒
然
草
観

(
8
)

は
元
禄
宝
永

の
文
壇

に
少
な
か
ら
ず
衝
撃
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

徒
然
草
が
憤
世

の
書

で
あ

る
と

い
う
認
識
は
、
例
え
ば
近
松

の
浄
瑠
璃

に
も

見
出

さ
れ

る
。
兼
好
が
将
軍
足
利
尊
氏

の
執
事
、
高
師
直

の
余
り

の
乱
暴
狼

籍

を
憎

み
、
塩
冶

判
官

の
遺

臣
等

と
共

に
遂

に

こ
れ
を
討

ち
取

る

べ
く
奮

い
立

つ
、
後

の
忠
臣
蔵
討
ち
入

り
の
場

の
原
型
と
な

る
場
面

で
あ
る
。
「
皆
師
直

に
遺

恨

の
者
、
世
を

い
き

ど
ほ
る
兼
好

が
、
も
と

よ
り
悪

に
は
組
せ
ぬ
と
勇
み
給

へ

ば

…
…
」
(宝
丞

二
年
初
演

『
兼
好
法
師
物
見
車
』
)。
近
松
が
、
兼
好
を
恋
慕
す
る
卿

の
宮

の
口
を
通
し
て
彼

を
評

し
て
、

「天
台

の
教

へ
を
学
び
、

老
荘

に
心
を
寄

せ
、
歌

の
道

に
思

ひ
を
述

べ
、
無
常
を
心

に
懸

る
と
は
、
常

々
に
聞
け
れ
ど
も
」

と
言

わ
せ

て
い
る
の
は
、
原
栄
宅

と
組

ん
で
徒
然
草
講
釈
も
し
た

(貞
享
四
年
刊

『野
郎
立
役
舞
台
大
鏡
』)
と

い
う
程

の
近
松

で
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
彼

が
当
時

の

徒
然
草
注
釈
書
か
ら
聞

い
た
兼
好
評

で
は
あ
り
、
兼
好
世

を
憤

る
と
い
う
認
識

の
出
所

も
又
、

そ
こ
ら
辺

り
に
十
分
求
め
ら
れ

る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
師
直
が

塩
冶
判
官
妻
宛

の
艶
書

を
兼
好

に
代
筆

さ
せ
た
が
結
局
は

そ
れ
が
無
視
さ
れ
、

「今

日
よ
り
其
兼
好
法
師
、
是

へ
寄
す

べ
か
ら
ず
」
と
怒

っ
た
と

い
う
太
平
記

に
載

る
兼

好
艶
書
代
筆
失
敗
事
件
も
、
近
松

は
こ
れ
を
兼
好
が
世

の
権
勢
を
恣

に
し

て
い
る
天
下

の
俗
物
師
直

か
ら
逃
れ

る
為

の
工
作

で
あ

っ
て
、
わ
ざ
と
師

直

の
不
興
を
蒙

っ
た
の
だ
と
構
想

し
た
。
固

よ
り
浄
瑠
璃

の
世
界

の
こ
と
、
ど

ん
な
突
飛
な
発
想
も
生

ま
れ
得
る
も
の
で
は
あ

る
と
思
う
が
、
兼
好

の
計
画
的

な
艶
書
代
筆

の
失
敗
、
そ
れ
に
よ
る
失
脚
と
隠
遁
、
師
直
討
伐
と
繋
が

る
ま

で

の
構
想

は
、
師
直

へ
の
、
延

い
て
は

こ
の
様

な
俗
物

が
蔓
延

っ
て
い
る
世

に
対

し

て
の
憤
り
と

い
う
線

で
結
ば
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
近
松

に
か

よ
う
な
創
作

の
ヒ

ン
ト
を
与
え
た

の
は
、
や
は
り
そ

の
隠
遁

を
動
的

な
も

の
と
見

る
兼
好
理

解

で
は
な

か

っ
た
か
と

思
わ
れ

る
。

そ
し

て
こ
れ
は
冒
頭

に
紹
介

し
た
よ

う

な
、
土
肥
経
平
が
南
朝

の
忠
臣
と
し

て
室
町
幕
府
倒
幕

の
為

に
水
面
下

で
活
動

す

る
兼
好
像
を
謂

わ
ば
真
面
目

に
思

い
描

い
た
事
と
、
底

辺
に
お
い
て
共
通
す

る
何

か
を
持

っ
て
い
る
。

四

表
現
法

へ
の
論
及

ー
支
考

・
残

ロ
リ

さ

て
、
各
務
支
考

の

『
つ
れ

く

の
讃
』

に
は
、
彼

の
門
人
と

い
う
渡
部
狂

(9
)

の
宝
永

八

(正
徳
元
)
年
十
月

の
践
が
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
、
先
師
支
考

が

こ
の

秋
逝
去
し
た
故
、

そ
の
書
笈

の
底

に
あ

っ
た
遺
稿
を
梓

に
上
し
た

の
が

こ
の
書

で
あ
る
と

い
う
旨

が
語

ら
れ
て
い
る
。
も
と
よ

り
こ
の
逝
去
が
支
考

の
洋
死

で

あ

る
事

は
言

う
ま

で
も
な

く
、

渡
部
狂

ま
た
支
考

の
変
名

で
あ
る
が
、

こ

の
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「狂
」

と
い
う
名

は
注
意

さ
れ

て
よ
い
。
徒
然
草
序
段

の

「
あ

や
し
う

こ
そ
も

の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
」
と

い
う
言
葉
か
ら

「
狂
」

の

一
字
を
抽
出
し
、

こ
れ
を
徒

然
草
全
体

に
流

れ
る
兼
好

の
執
筆
姿
勢
と
評
価
し

た
の
は
、
他
な
ら

ぬ
支
考

で

あ

っ
た
。

そ
の

「
凡
例
」

に
、

此
序

は
狂

の

一
字

よ
り
作
者

み

つ
か

ら
君
臣

の
道
を
棄

て
、
発
心

の
素
懐

を

と
け
ぬ
れ
は
、
人

は
物
狂

ひ
と
も
い

へ
、
心
な

し
と
も

い

へ
、
た

ゝ
此

生
死

の

一
大
事
を

こ
そ
と
、

つ
れ

く

一
部

の
趣
意
を
定

た
れ

は
、
序

に

は
あ
や
し
う

こ
そ
物

く
る
お
し
け
れ
と

一
部

の
言
語
を
会
釈
し
た
る
也
。

世

に
人

あ
り

て
我

は
狂
人

な
り
と

い
は
む

に
、

誰
か

は
君

臣

の
不
忠

を

た

ゝ
し
、
言
語

の
不
当
を

に
く
む

へ
き
や
。
狂

の

一
字

は
文
章

の
楓
也
○

(起
語
)

と
あ
る
。

つ
ま
り
隠
逸
す

る
事

に
よ

っ
て
君
臣

の
道
、

そ
の
他
諸

々
の
あ
ら
ゆ

る
社
会
的
束
縛

か
ら
逸
脱

し
、
自

ら

「物
狂

ひ
」

で
あ

る
事
を
序
文

に
宣
言
し

て
い
る
兼
好

な
れ
ば
、

か
よ
う
な
狂
人

の
発
す

る
言

に
正
常
な
道
義
を
以

て
論

議

し
て
も
所

詮
は
無
意
味

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
殆
ど

の
注
釈
者

は
こ
の
兼
好

の

「狂
」
に
気
付

か
ず
に
、
或

い
は
兼
好

を
聖
人
と
言

い
、
或

い
は
禽
獣
と
言

っ

て
そ

の
言

に
翻

弄
さ
れ

て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
支
考

は
、
「
さ
れ
ば
此

序

に
狂

の

一
字

を
置

て
百
世

の
注
者

を
あ
や
か
し
た
る
事

は
、
文
筆

の
戦
場

に

帷
握

の
智

あ
り
と
お
と
ろ
く

へ
し
」
(起
語
)
と
、
こ
れ
が

「
帷
握

の
智
」
、

つ
ま

り
策
略

と
し

て
の

「狂

」
態

で
あ

っ
た
と

い
う
。
ま
た

「序
文

の
狂

の
字
よ
り
、

自

己

の
本
情

を
ま
き
ら
は
し
た
る
に
は
、
注
者

の
ま
ち

く

な

る
も
、
作
者

の

ほ
ゐ
な
り
と
は
い
ふ

へ
し
」
(第
十
九
、
棄
恩
無
為
三
章
)
と
す
る
如
く
、
自
己

の

本
情

を
隠

し

て
文
筆

に
紛

ら
わ
せ
、
読
者

を
か
よ
う
に
煙

に
巻
く

こ
と

こ
そ
が

兼
好

の
本

意

で
あ

っ
た
と
解

す
る
。

し
か
ら
ば
、
支
考

の
考

え
る
兼
好

の
本
情

と
は

一
体
何
か
。
、

尤

つ
れ
く

は
そ

の
世

の
憤

を
ふ
く
み
て
自
己

の
襟
情
を
演
た

る
に
、
儒

者
は
儒
法

に
注

し
、
仏
者

は
仏
法

に
注
し

て
、
作
者

の
要
文
と
思

ひ
た

て

る
君
臣
不
道

の
褒

財
を
た
に
、
我
と
文
筆

に
ま
き
ら

は
し
た
れ
は
、
世

に

注
者

の
ま
と
ふ
所

の
三
な
る

へ
し
。

(「自
序
」)

こ
れ
は
古
来
徒
然
草

を
注

す
る
者

の
惑

う
所

の
第
三
番
目
と
し

て
挙
げ
ら
れ

て

い
る
も

の
で
、

「
作
者

の
要
文
」

と
は
即

ち
、
「
君
臣
不
道

の
褒
財
」
と

い
う
。

支
考
が

こ
の

「
君
臣

不
道

の
褒
慶
」
を
徒
然
草

の
核
心
と
考
え

て
い
る
事
は
、

彼
が
兼
好

の
隠
逸

の
抑

も
の
原
因

を
風
流

や
求
道
性
と

い

っ
た
個
人

の
内
面

へ

志
向
す
る
精
神

と
は
異
質

の
、
社
会
上
層
部

へ
の
憤

り
と

そ
の
反
動

に
拠
る
も

の
で
あ

っ
た
と
し

て
次

の
如

く
言

っ
て
い
る
事
か
ら
も
窺

い
知
ら
れ

る
で
あ
ろ

う
。

抑

つ
れ
く

の
大
綱

と
い
ふ
時

は
、
後
宇
多
院

の
崩
御

の
後
、
三
代

の
君

の
過
奢
を
な
け
き
、
将
軍
家

の
権
威
を
憤

り
、
殿
上
人

の
詣
諌
を

に
く
め

る
よ
り
、

人
間
の
無
常

も
身

に
せ
ま
り
て
、
終

に
発
心

の
素
懐
を
と
け
ぬ

る
也
。
(「大
綱
」)

し
か
し

こ
の

「
憤
り
」

は
兼
好
自

ら
が
文
筆

に
紛
ら
わ
し

て
い
る
為
、
注
者
は

こ
の
徒
然
草

の
核

心
を
汲

み
取

る
事

を
得
ず
、
「
儒
者

は
儒
法

に
仏
者

は
仏
法

に
」
と
、
的
外

れ
な
論
議

に
終
始

し
て
し
ま

っ
て
い
る
と

い
う
。

で
は
何
故

に
兼
好

は
、

か
く
も
自
己

の
諺
憤
を
隠
す
必
要
が
あ

っ
た

の
か
。

支
考
は

こ
れ
を
、

「
過
当

は
時
世

の
お

そ
れ
あ

り
て
、

物

に
よ
せ
事

に
ま
ぎ
ら

は
」
せ
た
故

で
あ

る

(「
凡
例
」
謁
詞
)
と
考
え
る
。
即
ち
、
兼
好
が
序
文

に

「
狂
」

の

一
字
を
置

い
た

の
も
、

か
か
る
狂
激

な
る
思
想
を
直
戴

に
表
現
せ
ず
し

て
、

文
筆

の
間

に
言

い
紛

ら
わ

し

て
し
ま

う
為

の
知
謀

で
あ

っ
た

と

い
う

の
で
あ

る
。と

こ
ろ

で
支
考

が
渡
部
狂

の
祓

に
も
、
「
抑
此
讃
は
十
五
抄

の
後

に
あ
り

て
、
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し
か
も
十
五
抄

に
異
な
る
所

は
、
第

一
に

つ
れ
く

の
憤
俳
を

し
り
…
…
」
と

語
ら
せ

て
い
る

の
を
見
る
と
、
上

の
よ
う
な
徒
然
草
発
憤
説

を
彼

が
大

い
に
発

明
し
た
か

の
如
く

で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
が
上

に
述

べ
た
久
敬
所
論

の
延
長

(
10
)

線
上

に
あ
る
事
は
、
も
は
や
贅
言
を
要

す
ま
い
。

し
か
る
に
、
両
者

は
同

じ
く

兼
好

の
隠
逸

に
は
道
衰
え
た
世

へ
の
憤

り
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
久
敬

が
そ

の
思
想
性
を
高
く
評
価
し
た

の
に
対
し

て
、

支
考

は
、
そ

の
激
情

を
覆

い
隠

し

て
延
々
今
日

に
至
る
迄
人
々
を
騙
し
続

け
た
巧
妙

な
文
章
技
術

に
対

し
て
、
非

常

に
高

い
評
価
と
分
析
を
施
し
た
。
支
考

の
場
合

、
久
敬

の
見
出

し
た
徒
然
草

の
憤
り

の
問
題
は
、
か
か
る
狂
激
な
る
感
情

が
如

何
様

に
そ
の
行
間

に
表
れ

て

く
る
か
と

い
う
表
現
論

の
問
題
と
し

て
捉
え
直
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

彼
は
古
典
注
釈

の
常
範

で
あ
る
出
典

考
証
、
時

代
考
証
と
い

っ
た
実
証
的
方

法
を

一
切
用

い
な

い
。
代
り

に
、
謁
詞

・
褒
疑

・
賊
意

・
模
様

・
あ
や
か
し

・

遁
場

・
断
続

・
虚
実

・
変

化
と

い

っ
た
彼
独

特

の
難
解
な
注
釈

用
語
を
駆
使

し

て
、
徒
然
草

の
巧
妙
な
修
辞
法
を
解
説
し

て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
注
釈

用
語
は

「凡
例
」
に

一
括
し

て
そ

の
定
義
が
為
さ
れ

て
い
る
が
、

一
例

と
し

て
、

「
褒
疑
」
と

い
う
用
語

の
定
義
を
挙
げ

て
お

こ
う
。

褒
財
は
作
者

の
意
也
。
先
は
そ

の
世

の
公
家

武
家
よ
り
僧
俗

の
名
字
を
出

す

べ
き
た
め

に
、
お

ほ
く

は
無
益

の
事
を
ほ
め

て
、
そ

の

一
章

を
ば

か
け

る
也
。
物

に
む
か
し
を
ほ
む
る
事
あ
ら
ば
、
か
な
ら
ず
今

を
そ
し
れ

り
と

は
し
る

べ
し
。
(後
略
)

こ
の
よ
う
な

一
種

の
表
現
論

が
成

り
立

っ
た

の
も
、
直

言

の
揮

ら
れ
る
将
軍

家

・
皇
室
公
家

に
対
す
る
兼
好

の
憤
り
と

い
う
問
題
が
徒
然
草

の
心
底

に
見
据

え
ら
れ

て
い
た
故

で
あ
る
事
は
間
違

い
な
く
、
純
粋

な

「読

み
」

だ
け
で
九
巻

と

い
う
大
著
を
為
し
た
支
考

の

『
つ
れ
く

の
讃
』

は
、

我
が
国
に
お
け
る
散

文
評
論
と
し
て
も
重
要
な
文
学
史
的
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
。

さ

て
、
兼
好

の
憤
り

の
モ
チ
ー

フ
を
南
北
朝
期

に
お
け

る
君
臣
秩
序

の
崩
落

や
政
治
的
腐
敗
と

い
う
問
題

に
限
定
せ
ず
、

こ
れ
ら
を
も
内
含
し
た
、
上
代

・

中
古
の
精
神
文
化
の
衰
退
と
い
う
問
題
と
捉
え
た
の
が
増
穂
残
口

『
つ
れ
く

東
雲
』

(享
保
三
年
刊
)
で
あ

っ
た
。

兼
好
も
真

の
佛
法
な
き

こ
と
を
な
け
き
、

又
神
道

の
お
と

ろ

へ
を
か
な
し

み
、
世

の
人

の
真
う
せ

て
、
上
代

の
風
化

を
し
た
ひ
末

の
鏡

に
故
実
を
残

す
心
な
が
ら
、
そ

の
時

の
機

嫌
を
は
か
り
強
も

え
い
は
す
、
物

に
よ
そ

へ

事

に
か

こ

つ
け
世
を

い
き
ど
を
り
た
る
な
り
。
殊
更
恋

の
情

は
和
国
神
理

の
根
源
な
が
ら
皆
人

の
あ
や
ま
り
取

う
し
な
ふ
ゆ

へ
、

そ
れ
を
ぞ
第

一
と

書
れ
と
、
世
俗

の
あ
ら
た
め
が
た
く

て
、

い
ま
し
め
な
が
ら
お
か

し
く
志

を
し
ら
せ
た
る
物
が
た
り
と
見
る

へ
し
。

(二
四
三
段
)

残

口
の
見
た
徒
然
草

の
憤
り
は
、
直

接
的

に
は
熊

沢
蕃
山

の

『
源
氏
外
伝
』

(
11
〉

(延
宝
年
間
成
立
)
が
渕
源
と
な

っ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
が
、
な
お
広
く
徒
然

草
注

釈
史
を

見
渡

し

て
み
れ
ば
、

こ
れ
が
上

に
述

べ
来

た

っ
た

よ
う
な
、
元

禄

・
宝
永
期

の
久
敬
、
近
松
、
支
考
ら
に
よ

っ
て
既

に
用
意

さ
れ

て
い
た
徒
然

草

へ
の
問
題
意

識
と
共

通

の
土
台

で
発
せ

ら
れ

て
い
る
事

は
瞭
然

と
し

て
い

る
。
例
え
ば
そ
れ
は

「
世
を

い
き
ど
を
り
」
「志

を
し
ら
せ
た
る
」
と

い
う
よ
う

な
言

が
、
兼
好

の
徒
然
草
執

筆
動
機

と
徒
然
草

そ

の
も

の
を
定
義

す
る
キ

ー

ワ
ー
ド
と
し

て
、
羅
山
以
来
、
特

に
元
禄
期

の
久
敬

以
降
、
確
実

に
定
着
し

て

(
12
)

い
た
も

の
を
継

承

し
て

い
る
事

か
ら
も
窺

え
る

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
、

こ
の

キ
ー

ワ
ー
ド
を
含
む

「
そ

の
時

の
機
嫌

を
は
か
り
て
強
も

え
い
は
す
、
物

に
よ

そ

へ
事

に
か

こ
づ
け
世
を

い
き
ど
を
り
」
、
「
い
ま
し
あ
な
が
ら
お
か
し
く
志
を

し
ら
せ

た
る
物
が
た
り
」
と

い
う
徒
然
草
観

が
、
残

口
以
後

の
教
訓
談
義
本

の

執
筆
精
神
と

そ
の
表
現
方
法
、
延

い
て
は
近
世
中
期
文
芸
全
体
を
覆

っ
た
述
志

の
文
学
観
を
簡
潔
か

つ
十
分

に
表

明
し
て
い
る
と
い
う
事

は
注
意
さ
れ

ね
ば
な
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る
ま

い
。
残

口
お

い
て
、

こ
れ
は
徒
然
草
と

い
う
古

典
だ
け
に
通
用
す
る
特
殊

な
文
芸
論
と
し

て
で
は
な
く
、
当
代
文
芸
述
作

に
新

た
な
局
面

を
切

り
開

く
活

き
た
文
芸
論
と
し

て
語
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

兼
好
は
世
を

い
き
と
ほ
り
た
る
俗
人

の
遁
世
者

な
り
。
色

を
は
な
る

ゝ
事

も
な
し
。
見
ぐ
る
し
く
愚
人

の
や
う
に
み
だ
れ
お
ぼ
る

ゝ
事

も
な
し
。

さ

れ
ば
道
有
恋
を
捨
る
は
人

の
心

に
あ
ら
す
。
た
穿
に
色

に
な

つ
み
淫

に
お

ぼ
る

ゝ
も
、
又
真

の
恋

に
あ
ら
す
。
そ
れ
を
知
た
る
兼
好

ゆ

へ
…

(第
二
一二

六
段
)

和
歌
や
物

語
草

紙
類

に
も
そ

の
跡

を
留

め
る
我

が
国
古
来

の
純
粋
な

る
精
神
文

化
は
、
帰
す
る
所

全

て

「恋
」

の

一
字

に
集
約

さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
俗
間
教

導

に
励
ん
だ
残

口
流
神

道

の
分
り
や
す
い
論
点

で
あ
る
。
兼
好

の
憤
り

は
、
不

実

の
恋

が
蔓
延

し
、
本
来
我

が
国

の
道

の
発
露

で
あ
る
実

の
恋
ま

で
が
不
当

に

退
け
ら
れ

て
い
る
世

に
対

し

て
発

せ
ら
れ

て
い
る
と
残

口
は
い
う
が
、

こ
れ

は

彼
自
身

の
当
代

に
対

す
る

《憤

り
》

を
徒
然
草

を
通

し
て
代
弁
し

て
い
る
も

の

に
他

な
ら
な
い
。
残

口
が

『艶
道

通
鑑
』
(正
徳
五
年
刊
)
そ
の
他

の
著
述

に
よ

っ

て
実
演

し
て
見

せ
る
の
は
、
残

口
ま
で
の
徒
然
草
注
釈

に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
た

徒
然
草

の
精
神

と
表
現
手
法

と
の
、
当
代
文
芸
論
と
し

て
の
応
用

で
あ

っ
た
。

五

兼
好
発
憤
説
の
行
方

「
経
平
の
登
場
「

か
く
し
て
、
羅
山

の
見
出

し
た
徒
然
草

の
儒
学
的
憤
世
矯
俗

の
志
は
、
久
敬
、

支
考
、
残

口
ら
謂
わ
ば
儒
学

の
外
周

に
い
る
人
物

に
よ

っ
て
徒
然
草

の
中
核

に

据

え
ら
れ
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
志

が
如
何

に
こ
と
ば
と
し

て
顕
さ
れ

て
い
る
か

と
い
う
表
現
論

に
迄
展

開
し
て
い

っ
た
訳

で
あ

っ
た
が
、
か
か

る
発
憤

の
文
芸

論

が
早
く
も
近
世
前
期

に
お
い

て
和
文
脈

の
中

に
見
出

さ
れ

て
い
た
と

い
う
点

は
、
文
学
史
上
特
記
し

て
お
く

べ
き
事
柄

で
あ
る
。

他

に
も
古
典
注
釈

と
し
て

は
、
中
世

の

『
河
海
抄
』
以
来
伝
統
的

に
行
わ
れ

て
い
た
源
氏
物

語
寓
言

・
勧

懲
説
、
或

い
は
熊
沢
蕃
山

の

『源
氏
外
伝
』
(延
宝
年
間
成
)
や
安
藤
為
章

の

『
紫

家
七
論
』
(元
禄
十
六
年
成
)
に
見
ら
れ
る
謁
諭
説
な
ど
、
こ
の
文
芸
論

に
近

い
も

の
は
同
時
代

に
も
存
在
し

て
い
た
が
、

そ
れ

が

「
憤
り
」

と
い
う
語
を

キ
ー

ワ
ー
ド
と
し

て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
伊
勢
物
語
注
釈

『
勢
語
通
』

(宝
暦
二
年
成
)
に
お
け
る
五
井
蘭

洲
の
業
平
発
憤
説
辺

り
を
待

た
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

兼
好
発
憤
説

が
近
世
中
期
以
後

の
古
典
注
釈

に
そ

の
文
芸

論

の
影
響

を
与

え

て
い
た
可
能

性
を
考

え

て
み
る
必
要
も
出

て
く

る

が
、
問
題
は

こ
の
よ
う
な
古
典
注
釈
史

に
留

ま
ら
な

い
。
残

口
の
著
作

に
も
表

れ

て
く
る
よ
う

に
、

こ
れ
は
当
代
文
芸

の
精
神

・
表
現

の

一
つ
の
可
能
性
と
し

て
、
当
時

に
あ

っ
て
は
非
常

に
斬
新

な
文
章
観
を
提
供
し
た
と
言
え
る

の
で
あ

る
。そ

れ

で
は
何
故
、
徒
然
草
注
釈
は
か
く
も
早
く

に
か
か
る
述
志

の
文
芸
観

に

目
覚
め

た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
徒
然
草

の
述
作
さ
れ
た
南

北
朝
期

を
類

稀
な

る
衰
道

の
世
と
す
る
歴
史
観
が
、
近
世
前
期

に
お
け
る
宋
学

の
定
着

と
も

相
挨

っ
て
当
時
強
烈

に
蔓
延
し
始
め
た
事
と
無

関
係

と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
羅

山

の
場
合
は
聯
か
明
瞭
さ

に
欠
け
る
点
も
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
久
敬

以
後

の

場
合
、
上

に
見

て
き
た
よ
う

に
、
楠

の
義
名

を
讃

え
足
利
将
軍
家

の
俵
好
を
非

難
す
る
歴
史
観
は
、
そ
の
ま
ま
兼
好

の

「
憤
り
」
の

モ
チ
ー

フ
な

の
で
あ

っ
た
。

久
敬
が

「当
時
政
衰

へ
て
万
里
小
路
藤
房
卿

・
楠
正
成
を
初
と
し

て
仁
義

の
忠

臣
世

に
か
な
は
ず
し
て
、
か

へ
つ
て
害
を
受
給

ひ
し
事
を
憤
り
、
か
く
道

の
廃

れ
た
る
時

は
…
…
」
(『諸
抄
大
成
』
九
七
段
)
と
言

い
、
ま
た
支
考
が

「
武
を

こ
の

む
人
を
畜
生

に
た
と

へ
た
る
な
と

…
…
楠

一
人
か
武
名

の
み
作
者

の
筆
を

の
か

れ
た
る
も
ゆ

ゝ
し
」
(『
つ
れ
く

の
讃
』
第
二
十
、
不
信
不
疑
士

二
章
)
と
言

い
、
近
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松
が

「
皆
師
直

に
遺
恨

の
者

、
世

を

い
き
ど
ほ
る
兼
好

が
、
も

と
よ
り
悪

に
は

組
せ
ぬ
と
勇
み
給

へ
ば
…
…
」
(『兼
好
法
師
物
見
車
』
)
と
言
う
時
、
そ
れ

ら
は
皆

南
北
朝
時
代
を
道
行
わ
れ
ぬ
世

で
あ
る
と
す
る
歴
史

認
識

が
前
提

と
な

っ
て
い

た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
君
臣

の
道

の
凋
落
し
た
南
北
朝
期

が

「発
憤

せ
ら
れ

る

べ
き
場
」
と
し

て
強
く
認
識

さ
れ

て
ゆ
く

に

つ
れ
て
、

そ
れ

ま
で
漢
文
学

の

世
界
だ
け

で
観

念
的

に
理
解

さ
れ

て
き
た

で
あ
ろ
う
発
憤

の
文
芸
観

は
、
次
第

に
論
ず

べ
き
具
体

的
な

「場
」
を
我

が
国
土
壌

に
見
出

し

て
い

っ
た
の
で
あ

り
、

そ

こ
に
隠
者
文

学
と
し

て
の
徒
然
草

が
あ

っ
た
時
、

そ
れ
は
伊
勢

・
源
氏
、

そ

の
他

の
ど
ん
な
文
芸
作
品
よ
り
も
い
ち
早
く
か
か
る
文
芸
観

に
よ

っ
て
論
ぜ

ら

れ
る

べ
き
素
質

を
備
え

て
い
た
。

近
世

前
期

に
お
け
る
南
北
朝
時
代
観
を
背
景

と
し

て
考
え
れ
ば
、
混
迷
す
る

「
道
」

の
中

で
述
作

さ
れ
た
徒
然
草

に

一
隠
者

の
何

ら
か

の
社
会

意
識
を

見
よ
う

と
す
る
事

は
寧

ろ
当
然

の
営
為

で
は
あ

っ

た
。そ

れ

で
は
、
文
学

の
社
会

へ
の
述
志

性

に
対
し

て
元
来

最
も
敏
感

で
あ
る
べ

き
儒
学
者
達
は
、
ど

の
よ
う
な
反
応
を
示
し

て
い
た

で
あ
ろ
う
か
。
羅
山

の
没

後
、
江
戸

の
林
家
を
尻
目

に
主

に
京
都
を
中
心
と
し

て
、
山
崎

闇
斎

・
中
江
藤

樹

・
熊
沢
蕃
山

・
伊
藤
仁
斎

・
谷

一
斎

・
中
村
楊
斎

・
藤
井
獺
斎

・
安
東
省
庵

ら
本
格
的

に
経
書

の
研
究

に
打
ち
込
ん
だ
儒
学
者
が
多
数
輩
出

し
た
が
、
古
義

堂

の
伊
藤
梅
宇
は

こ
れ
ら

の
人
物
を

「
日
本

の
学
風
を
た

て
直

し
た
る
儒
宗
」

と
し

て
列
挙
し
、
羅
山
以
後

の
学
風
を
次

の
よ
う

に
概
観
し

て
い
る
。

(徒
然
草
に
つ
い
て
真
剣
に
討
論
を
し
た
と
い
う
藤
原
慢
窩

・
林
羅
山
の
)
其
後

に

山
崎
闇
斎
先
生
、

一
途

に
性
理

の
学
を
と
な

へ
ら
れ
、

い
ろ
く

い

へ
ど

も
、
先
づ
本
朝
学
風

の

一
洗
し

て
、
か
た
き
経
学

に
な
れ
る
は
、

闇
斎

の

功
な
り
。
(中
略
)
闇
斎
以
来

の
学
者
、
徒
然
草
な
ど
を
ケ
様

に
熟
読

し
て

詮
義
す

る
や
う
な

る
ち
よ

う
き
事
は
な
し
、
彼
哉
彼
哉
三
教
を
混
じ
た
る

桑
門

の
作
れ
る
書
は
、
高
閣

へ
さ
し
お
く

に
も
及
ば
ぬ
な
り
。

(元
文
三
年

序

『見
聞
談
叢
』)

獺
斎

に

『
徒
然
草
摘
議
』
(貞
享
五
年
刊
)、
蜴
斎

に

『
比
費
鑑
』
(「述
言
」
宝
永
六

年
刊
)

あ

っ
て
徒
然
草
を
難
じ

て
い
る
事
は
有
名

で
あ
る
が
、

や
は
り
山
崎
垂

加
門
葉

の
土
佐

の
神
道
学
者

、
高

屋
近
文

に
も
、

こ
の
流

れ
は
受

け
継

が
れ

る

(正
徳
五
年
刊

『
徒
然
草
明
汗
稿
』
)。
江
戸

に

て
も
室
鳩
巣
等

は
例
外

で
は
な
く
、

鳩
巣
は
兼
好

の
事
を
人
物
怜
倒
、
頴
悟

な
る
人

で
あ
る
と

し

つ
つ
も
、
釈
門

に

陥
り
老
荘

の
無
為
を
尚
ぶ
者

と
し

て
、
そ
の
才

を
惜

し
ん
で
い
る
。
ま

た
太
平

記

の
艶
書
代
筆
事
件
な
ど
を
挙
げ

て
、
「是

に

て
し
る
べ
し
、
世

に
諮
ら

ひ
色

に

ふ
け
り
、
隠
逸
を

こ
の
み
名
利
を
い
と
ふ
と
い

へ
ど
、
も
と

よ
り
隠
者

の
操
あ

る
人

に
あ
ら
ず
」
(享
保
十
七
年
序

『駿
台
雑
話
』
)
と
も
言

っ
て
い
る
。
梅
宇

一
人

の
言

で
総
括
し

て
し
ま
う

の
は
危

ぶ
ま
れ
る
が
、

し
か
し
上

の
よ
う
な
事
実
を

見

て
取
れ
る
時
、
闇
斎
以
後

の
儒

学
者
達

が
ほ
ぼ

一
様

に
徒
然
草

の
思
想
的
雑

駁
性
を
嫌

っ
て
、
始
め
か
ら
論
ず
る
に
足
ら
ず

と
す

る
傾
向

に
あ

っ
た
事

は
強

ち
間
違

い
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。

か
か

る
兼
好

の

「
義
憤
」
と

い
う
問
題

に

つ
い
て
最
も
関
心

が
寄

せ
ら
れ

る

べ
き

は
水
戸
学
派

の
言

で
あ
る
。

安
積
澹
泊

が

『大

日
本
史
』

の

「
隠
逸
伝
」

に
付
し
た
論
賛

に
は
、
「
隠
逸
」
と

い
う
行
為

が
総
評

さ
れ

て
、

志
を
降
し

て
己
れ
を
屈
し
、

車
塵
を
望
み
て
桟
豆
を
恋

ふ
る
与
其

り
は
、

高
躇
遠
引
し

て
、
富
春

に
耕
し
蘇
門

に
繍
く

に
、
敦

若
そ
や
。

(享
保
五
年

(14
)

迄
成

『大
日
本
史
賛
藪
』)

と
、
俗
塵

に
汚

さ
れ

る
よ
り
は
志

の
潔
白

で
あ
る
を
善

し
と
す

る
そ
の
高
踏
性

が
評
価

さ
れ

て
い
る
が
、
し
か
し
そ

こ
に
藤
原
藤
房

・
源
顕
基

ら
が
忠
義

の
人

と

し
て
数
え
ら
れ
、
ま
た
西
行

・
長
明
ら
が
高
踏

の
士

と
し
て
伝
を
載

せ
る
の

に
対
し

て
、
兼
好
は

こ
こ
に
挙

げ
ら
れ
て
は
い
な

い
。
彼

の
伝

は
寧

ろ
、
「隠
逸

「22う



伝
」

で
は
な
く

「
歌
人
伝
」

に
組
み
込
ま
れ

て
い
る
の

で
あ
り
、

こ
れ
は
要
す

る

に
、
水
戸
学
が
兼
好
を
評
価
し
た
点

が
そ

の
文
学
性

で
あ

っ
て
、
決

し
て
そ

の
思
想
性

で
は
な
か

っ
た
事

を
意

味
し

て
い
る

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
は
、
闇
斎

一
派

の
み
な
ら
ず
水
戸
学

に
お

い
て
も
、
徒
然
草

の
思
想
的
雑
駁
性

の
中

に
敢

え

て
儒
学
的
な
何
が
し
か

の
意
義

を
見
出

そ
う
と
し
た
羅
山

の
よ
う
な
包
容
力

-
梅
宇

に
と

っ
て
は

こ
の
包
容
力

こ
そ
が
批
判

の
対
象

で
あ

る
が
=

は
も

は
や

持
ち
得
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
言

い
換

え
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
兼
好

の
発
憤

を
徒
然
草

の
中

心
的
問
題

と
し

て
展
開

し
て
い

っ
た
者

た
ち
が
儒
学
本
道

の
外

周

に
い
て
、

そ

の
思
想

的
雑
駁

性
を
飲

み
込

ん
で
し
ま

う
程

の
逞

し
い
包
容

力
、

強
引

さ
を
備

え

て
い
た
こ
と
が
、

か
え

っ
て
時
代
を
先
取

り
す

る
文
学
思

潮

の
端
緒

と
な
る
よ
う
な
発
想

の
自
由

に
恵

ま
れ
て
い
た
と

い
う
事

に
な
る
。

と

こ
ろ
が
上

に
見
た
よ
う
な
儒
学
者
達

に
反

し
て
、
譲
園

の
太
宰
春
台
、
服

部
南
郭
、
後

に
は
大
潮

を
経
由

し
て
古
文
辞
を

よ
く
し
た
宇
野
明
霞
ら
が
徒
然

草

に
親
災

し

て
い
た
ら
し
い
の
は
、
興
味
深

い
事

で
あ

る
。
南
郭
、
明
霞

に
は

(15
)

そ

の
漢
語
訳

が
あ
り

(寛
延
三
年
刊
『
大
東
世
語
』、
寛
政
八
年
刊
『
明
霞
先
生
遺
稿
』
)
、

春

台

は
徒
然

草
を
好

ん

で
注

解
さ

え
も

の
し

て
い
た
と

い
う
。

湯
浅
常
山

の

『文
会
雑

記
』

に
よ
れ
ば
、
春
台

は

「徒
然
草

ヲ
嗜
好

テ
、
若
時
鉄
槌
何
カ

ト

リ

ア
ッ
メ
、
簡
意

二
注

ヲ
シ
タ

ル
ガ
、
全
部
出
来
ダ

チ
タ
ル

ニ
、
是

モ
火
災

ニ

カ

・
リ
タ

ル
ト
話

シ
タ

ル
ヨ
シ
、

元
麟
語

リ
ヌ
」
と
あ

る
。
今
、
春
台

の
注
が

罹
災

し

て
現
存

せ
ぬ
事

は
誠

に
惜

し
ま
れ
る
が
、
彼
等
が
兼
好
発
憤
説

に
親
灸

し
た
物

か
ど
う
か
は
知

ら
ず
、
闇
斎

一
門

の
徒
然
草
論
難

に
較

べ
て
、
狙
裸
以

後

の
古
文
辞
学
者

に
と

っ
て
は
、
徒
然
草

は
も

は
や
批
判

の
対
象

で
は
な
く
、

文
筆

の
余
裕
を

以
て
接
す

る
事

が
可
能

で
あ

っ
た
。
久
敬
、
支
考
、
残

口
ら

に

よ

っ
て
展
開

さ
れ
た
発
憤
説

は
、
正

に
近
世
中
期
以
降

の
本
格
的
な
述
志

の
文

芸
思
潮
到
来

の
波

に
呑

ま
れ

る
よ
う
な
形
と
な

っ
た
わ
け

で
、
自
然
、
始
め
か

ら
牛
刀
を
以

て
し
た
よ
う
な
徒
然
草

発
憤

説
は
、

こ
の
中

で
ほ
ぼ
完
全

に
消
化

さ
れ

て
し
ま

っ
た
物
と
考
え
ら
れ
る
。

さ

て
、

一
見
命
脈
を
絶

っ
た
か
に
思
え
た
兼
好
発
憤
説

は
、
南
朝
を
正
統
と

す

る
大

義
名
分
論

に
触
発

さ
れ
た

で
あ
ろ
う
近
世

中
期

の
有
職

学
者

の
手

に

よ

っ
て
、

こ
の
後
意
外

な
姿

で
復
活
す

る
事

に
な

る
。
即
ち
、
土
肥
経
平

「
兼

好
南
朝
忠

臣
説
」

の
登
場

で
あ
る
。
逆
臣
足
利

の
横
暴

に
直
面
し
た
兼
好
は
、

心
は
吉
野
に
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
憤

り
を
隠
し

て
北
朝
方

に
踏
み
留
ま
り
、
歴

史

の
裏
舞
台

で
暗

躍
を
始

め
る
事
と
な

る
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
が
上

に
見

て
き

た
よ
う
な
兼
好

へ
の
問
題
意
識
と
不
可
分

で
あ

る
事

は
も
は
や
細
叙
す
る
必
要

は
あ
る
ま
い
が
、
経
平

と
そ
れ
以
降
明
治

ま
で
の
流
れ

に

つ
い
て
は
、
ま
た
別

稿
を
期

し

て
論

ず
る
事

と
し
た
い
。

今
、

経
平

の

『
春
湊
浪
話
』

(大
田
南
畝
編

『
三
十
幅
」
所
収
)
の

一
節
を
抜
書
し

て
こ
の
稿

の
締
め
括
り
と
し
よ
う
。

塩
冶
判
官

が
妻

の
も
と

へ
師
直

よ
り

の
艶
書
を
兼
好
書
た
り
し
事
、
太
平

記

に
み

へ
し
を
、
本
朝
遜
史
、
扶
桑
隠
逸
傳

に
、
兼
好

一
生

の
過
錯
な
り
と

い
ひ
、
不
レ
拘

こ
と
如
レ
此
な
ど
論
じ
た
れ
ど
も
、
是
は
読
耕
子
も
深
草

の

元
政
も
、
兼
好

の
心
を

ふ
か
く
さ

つ
せ
ざ

る
に
や
。
今
按

る
に
、
兼
好

の
南

朝

へ
心
を

よ
せ
し

こ
と

の
専
ら
な
る
故
、
師
直
が
か

ゝ
る
邪
義

の
出
来

し

は
、
足
利
家

の
内

の
乱

る
べ
き

は
し
な
る
と
内
心

に
悦
び

て
、
師
直

が
頼

し
を
幸

に
、
艶
書

の
詞
を

つ
く
し
書
た
る

に
ぞ
。

誠

に
も
師
直

が
所
行

か

ゝ
る
不
義
か

さ
な

り
し

よ
り
事
起
り
、
将
軍
家
大
き

に
乱
れ

て
、
将

軍
も

.
己

に
自
害
あ

ら
ん
と
せ
し
程

の
こ
と

に
な
り

て
、
終

に
師
直
兄
弟
、
其
外

高

の
氏
族

み
な
殺

さ
れ
け
る
。
是

に
て
思

へ
ば
、
兼
好
折

々
伊
賀

よ
り
都

に
登

り
内
間

せ
し
事
有
し
な
る

べ
し
。
さ
れ
ど
も
其
身
を
た
く
み
に
せ
し

故
、
其
世

に
内
間
を
更

に
察
す

る
も

の
な
く

て
、

一
生
慈

な
く
観
磨

元
年

「23「



(
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)

二
月
十
八
日

に
、
伊
賀

の
国
見
山

の
麓
、

奈
保
村

の
庵

に
寂
す
。
今

に
至

り

四
百

三
十
年

に
も
近

か
る

べ
き

に
、
兼
好

の
深
き

心
を
察
す

る
者

な

し
。
遠
き
世

の
今
案

い
と
覚
束
な
け
れ
と
も
、
大

や
う
は
た
が
は
ざ
ら
ん

か
。

註

徒
然
草
の
引
用
は
、
近
世
期
流
布
本
文
の
祖
で
あ
る
鳥
丸
本

(慶
長
十
八
年
古
活

字
)
を
底
本
と
し
た
岩
波
文
庫
版

『徒
然
草
』
に
よ
る
。
以
下
同
。

島
内
裕
子

「中
世
神
道
思
想
と
の
底
通
」
(『徒
然
草
の
変
貌
』
平
成
四
年

一
月

・

ぺ
り
か
ん
社
)
参
照
。

日
野
龍
夫

「近
世
前
期
の
江
戸
詩
壇
」
(『宣
長
と
秋
成
』
昭
和
五
十
九
年
十
月

・

筑
摩
書
房
)
参
照
。

引
用
は
吉
澤
貞
人
編

『徒
然
草
ー
埜
槌
ー
』

(平
成
七
年
三
月

・
中
部
日
本
教
育

文
化
会
)
を
参
照
し
た
。
な
お
、
他
の
注
釈
書
の
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
九

州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
に
よ

っ
て
い
る
。
但
し
、
句
読
点

・
ル
ビ
等
の
記
載
に

若
干
の
手
を
加
え
て
い
る
。

久
敬
は
清
水
春
流
の
次
の
よ
う
な
言
を
引
い
て
こ
れ
に
賛
同
を
示
し
て
い
る
。

「私
を
は
な
れ
て
い
は
ゴ
、
尭
舜
の
道
あ
り
、
老
荘
の
道
あ
り
、
釈
迦
達
磨
の
道

あ
り
。
た
と

へ
ば
儒
釈
老
の
三
は
水
火
土
の
ご
と
し
。
天
下
に
無
て
は
あ
る
べ
か

ら
ず
。
国
に
よ
り
時
に
し
た
が
ひ
、
盛
な
る
と
衰
る
と
の
た
が
ひ
侍
り
。
今
時
大

唐
日
本
に
仏
法
さ
か
ん
に
行
れ
、
其
次
に
儒
道
な
り
。
惜
哉
、
老
氏
の
道
を
と
ろ

へ
た
る
こ
と
ま
さ
れ
ど
も
、
又
時
を
得
た
ら
ば
お
こ
ら
ん
こ
と
も
し
り
難
し

(以

上

『
新
註
』)
。
(中
略
)
此
弁
、
ま
こ
と
に
兼
好
の

一
道
に
偏
な
ら
ざ
る
志
に
は
よ

く
か
な
は
ん
も
の
な
り
」
(第
五
六
段
)
と
。

「談
義
本

-
そ
の
精
神
と
場
」、
「近
世
中
期
に
於
け
る
老
荘
思
想
の
流
行
」、

「寓
言
論
の
展
開
」、
「狂
文
意
識
の
背
景
」
な
ど
諸
論
考
。
何
れ
も

『
戯
作
研
究
』

(昭
和
五
十
六
年
二
月

・
中
央
公
論
社
)
所
収
。

天
理
図
書
館
古
義
堂
文
庫
蔵
の
同
塾
門
人
帳

(植
谷
元

「伊
藤
仁
斎
の
門
人
帳

(下
)
」
天
理
図
書
館
報

「
ビ
ブ
リ
ア
」
七

一
号

・
昭
和
五
十
四
年
三
月
)
に
よ
れ

ば
、
久
敬
は
元
禄
十
五
年
、
仁
斎
に
入
門
し
て
い
る
。
久
敬
の
思
想
に
関
し
て
は

金
沢
藩
の
学
風
と
も
関
連
さ
せ
て
、
別
稿
に
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

都
の
錦
の

「
ふ
か
く
か
ん
が
ふ
る
は
諸
抄
大
成
よ
き
も
の
な
り
」

(『元
禄
大
平

記
』
)
と
の
評
価
は
、
道
義
的
解
釈
に
迄
踏
み
込
ま
ず
考
証
性
を
前
面
に
出
し
た

閑
寿

『徒
然
草
集
説
』
(元
禄
十
四
年
刊
)
が
、
類
似
板
と
し
て
板
元
か
ら
ク
レ
ー

ム
が
付
く
程
酷
似
し
な
が
ら
も
、

「
諸
抄
大
成
よ
り
は
は
る
か
に
お
と
り
た
る
も

の
に
候
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
時
、
こ
れ
が
そ
の
参
考
書
的
学
術
性

・

便
用
性
に
対
し
て
の
評
価
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
性
に
対
し
て
の
評
価
で
あ

っ
た

事
が
知
ら
れ
る

(拙
稿

「舌
耕
徒
然
草

「

『諸
抄
大
成
』
以
後
諸
注
釈
の
展
開

i
」
「雅
俗
」
二
号

・
平
成
七
年

一
月
参
照
)。

同
年
十
月
、
門
人

「
渡
部

ノ
狂
」
に
よ
る
支
考
追
善
集

『
阿
誰
話
』
が
刊
行
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
支
考
は
同
年
八
月
十
六
日
に
死
去
し
た
こ
と
に
な

っ
て

い
る
。
よ

っ
て
こ
れ
ら
は
同

一
の
企
画
の
下
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
宝

永
は
こ
の
年
四
月
に
正
徳
と
改
元
さ
れ
て
お
り
、
『讃
』
践
文
の
「宝
永
辛
卯
十
月

日
」
は
厳
密
に
言
え
ば
有
り
得
な
い
。

註
8
の
拙
稿
に
、
支
考
が

『諸
抄
大
成
』
所
載
の
諸
説
を
抜
書
し

つ
つ
も
何
故
か

こ
の
久
敬
の
説
を
批
判
す
る
事
は
滅
多
に
な
い
事
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
そ
れ

は
要
す
る
に
、
支
考
の
問
題
意
識
が
久
敬
の
抱
い
て
い
た
問
題
意
識
を
多
く
は
そ

の
ま
ま
含
有
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば

「
兼
好
は
隠
逸
の
身

と
し
て
、
い
か
て
そ
の
世
の
褒
腫
に
わ
た
ら
ん
と
い
ふ
人
も
あ
れ
と
、
世
に
筆
と

り
て
文
と
な
り
、
口
ひ
ら
い
て
物
を
い
ふ
時
は
、
釈
迦
も
孔
子
も
兼
好
も
、
そ
の

代
そ
の
時
の
褒
慶
に
は
過
ざ
れ
ど
」
(第
二
十
四
、
殿
上
褒
疑
十
章
)
等
と
い
う
弁

説
は
、
そ
の
ま
ま
上
に
見
た
久
敬
の
言
に
置
き
換
え
る
事
が
で
き
る
。

「
此
物
語
を
書
た
る
意
趣
は
、
万
の
事
世
の
末
に
成
行
ば
、
上
代
の
美
風
衰

へ
て
、

俗
に
流
ん
事
を
嘆
き
思
ふ
と
い
へ
ど
も
、
其
あ
ら
は
に
正
し
き
書
は
人
忌
て
近
づ

け
ず
、
見
る
人
す
く
な
け
れ
ば
、
世
に
あ
ま
ね
か
ら
ず
。
教
を
書
た
る
事
は
多
け

れ
共
、

詞
す
く
み
て
人
厭
ふ
心
あ
れ
ば
、

書
置
と
も
其
詮
な
き
事
を
思
は
か
り

一24「



て
、
強
て
教
が
ま
し
き
筆
法
を
あ
ら
は
さ
ず
、
只
好
色
の
戯
と
な
し
て
、
其
中
に

上
騰
の
美
風
心
も
ち
ひ
を
く
は
し
く
残
せ
る
も
の
也
」
(『
源
氏
外
伝
』
。
『源
氏
物

語
古
注
釈
大
成
』
第
八
巻

・
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
)
。
蕃
山
と
残
口
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
中
野
三
敏

「増
穂
残
口
の
事
蹟
」
(『
戯
作
研
究
』
前
出
)
に
詳
し
い
。

残
口
が
こ
の
注
釈
の
中
で
論
駁
す
る
諸
説
の
引
用
を
見
る
と
、
特
に
久
敬
の

『
諸

抄
大
成
』
辺
り
が
参
照
さ
れ
て
い
る
事
は
先
ず
間
違
い
な
い
。
森
和
也

「『
徒
然
東

雲
』
考
ー
増
穂
最
仲
の

『徒
然
草
』
注
釈
の
位
相
ー
」
(「文
芸
と
批
評
」
八
巻
二

号

・
平
成
七
年
十

一
月
)
に
も
同
様
の
指
摘
を
見
る
。

中
村
幸
彦

「五
井
蘭
洲
の
文
学
観
」
(「文
学
研
究
」
六
六

・
昭
和
四
十
四
年
九
月
、

『著
述
集
』
第

一
巻
)
参
照
。

『近
世
史
論
集
』
(「
日
本
思
想
大
系
」
四
八

・
岩
波
書
店
)
に
よ
る
。

中
村
幸
彦

「徒
然
草
受
容
史
」
(「解
釈
と
鑑
賞
」
二
二
-

一
二

・
昭
和
三
十
二
年

十
二
月
、
『著
述
集
』
第
三
巻
)
参
照
。

兼
好
が
伊
賀
に
隠
棲
し
そ
の
地
で
寂
し
た
と
い
う
記
録
は
、
南
北
朝
期
の
太
政
大

臣
洞
院
中
園
公
賢
の
日
記

(通
称

『園
太
暦
』)
に
所
載
と
し
て
、
貞
享
頃
か
ら
そ

の
部
分
の
抜
書
が
流
布
し
始
め
る
。
流
布
本

『園
太
暦
』
に
は
こ
れ
ら
の
条
が
な

く
、
且

つ
そ
の
内
容
も
現
代
の
史
実
考
証
か
ら
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、

近
世
に
お
い
て
は
こ
れ
が
文
学
史
的
事
実
と
し
て
の
力
を
十
分
持

っ
て
い
た
。
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