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書

評

近
…
藤
啓
吾
著
『
績
々
山
崎
闇
齋
の
研
究
』

牛

尾

弘

孝

　
前
著
『
績
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
（
平
成
三
年
、
神
道
史
学
会
）
に
引
き
つ
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
本
書
に
よ
っ
て
、
『
山
崎
闇
齋
の
研
究
』

正
・
績
・
績
々
の
三
部
作
が
完
成
し
、
闇
斎
に
お
け
る
朱
子
学
の
意
味
と
神
道
の
本
質
と
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
下
上
篇
ご

と
に
内
容
の
要
約
を
試
み
、
最
後
に
評
者
の
見
解
を
附
し
て
み
た
い
。

【皿［

先
ず
本
書
の
目
次
を
あ
げ
る
と
左
記
の
如
く
で
あ
る
（
便
宜
上
、
通
し
番
号
を
附
し
た
）
。

序
に
代
へ
て

緒
説（

一
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天
皇
の
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祈
願

（
二
）
　
山
崎
闇
齋
に
於
け
る
『
中
臣
祓
』

（
三
）
　
山
崎
闇
齋
と
『
古
語
拾
遺
』
一
神
器
は
三
種
か
二
種
か
一

（
四
）
　
三
種
神
器
説
の
展
開
一
後
縫
者
栗
山
潜
鋒
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（
一

Z
）

略
年
譜

索
引

山
崎
闇
齋
と
庚
申
一
「
教
へ
は
猿
田
彦
神
の
教
へ
」
考
一

績
心
神
考

山
崎
闇
齋
の
漢
詩

山
崎
闇
齋
の
葬
儀

山
崎
闇
齋
に
於
け
る
朱
子
學

大
山
爲
起
著
『
倭
姫
命
世
記
榊
葉
抄
』
に
つ
い
て

『
若
林
強
齋
の
研
究
』
補
遺
一
藤
井
左
平
太
・
梅
津
共
学
・
當
舎
修
齋
1

『
望
楠
軒
夜
作
』
に
思
ふ

寳
暦
の
攣

寳
暦
攣
鯨
響

川
島
栗
齋
所
講
『
論
語
講
義
』
に
つ
い
て
1
崎
門
朱
子
半
田
説
－

山
鹿
素
行
の
神
道
説
1
『
中
朝
事
實
』
成
立
考
1

［鵬一

二

　
（
一
）
　
天
皇
の
御
祈
願

　
御
一
身
の
こ
と
は
顧
み
ら
れ
ず
、
た
だ
「
世
治
ま
り
民
安
か
れ
」
と
ひ
た
す
ら
に
国
の
平
和
と
民
の
幸
福
を
皇
祖
皇
宗
に
祈
り
つ
づ
け

て
こ
ら
れ
た
の
が
、
わ
が
歴
代
天
皇
の
御
壷
で
あ
る
。
闇
斎
の
心
を
動
か
し
、
神
の
存
在
（
霊
魂
の
不
滅
）
を
確
信
せ
し
め
た
の
は
、
彼

れ
が
神
道
の
古
典
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
現
天
皇
が
古
の
ま
ま
に
そ
の
御
祈
り
を
つ
づ
け
て
お
ら
れ
る
事
実
を
拝
し
た



か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
天
皇
の
御
祈
願
は
、
歴
代
天
皇
の
御
製
歌
に
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
山
崎
闇
齋
に
於
け
る
『
中
臣
祓
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
な
が

　
闇
斎
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
、
五
十
二
歳
の
と
き
、
伊
勢
に
お
い
て
大
宮
司
河
辺
戸
長
（
一
六
〇
一
一
一
六
八
八
）
よ
り
、

な
か
と
み
の
は
ら
え

『
中
臣
祓
』
の
伝
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
伊
勢
神
道
の
説
は
闇
斎
の
神
道
思
想
（
垂
加
神
道
）
の
中
核
を
な
し
て
ゆ
く
。

じ
ん
だ
い
の
ま
き

『
神
代
巻
』
と
『
中
臣
祓
』
は
、
神
道
に
お
け
る
二
大
聖
典
で
あ
り
、
伊
勢
神
道
お
よ
び
吉
田
神
道
に
お
い
て
も
、
最
も
重
要
視
さ
れ
て

い
る
が
、
『
中
出
置
』
に
お
け
る
「
祓
」
の
解
釈
は
、
伊
勢
・
吉
田
・
闇
斎
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
あ
る
。
吉
田
神
道
に
お
い

て
は
、
一
切
の
災
難
を
は
ら
い
、
一
切
の
福
禄
を
求
め
る
と
い
う
現
世
利
益
的
な
要
素
が
強
い
。
こ
れ
に
対
し
伊
勢
神
道
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
つ
み

わ
が
身
の
罪
と
が
を
自
覚
し
、
神
に
祈
っ
て
わ
が
身
の
不
浄
を
は
ら
い
清
め
る
と
い
う
対
自
的
な
要
素
が
強
い
。
闇
斎
は
こ
の
伊
勢
の
内

省
的
な
自
己
悔
悟
を
受
け
つ
ぎ
な
が
ら
、
さ
ら
に
独
自
の
把
握
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
祓
」
と
い
う
も
の
が
、
決
し
て
個
人
的
な
領

域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
的
な
領
域
、
す
な
わ
ち
上
は
天
子
か
ら
下
は
臣
下
臣
民
に
至
る
ま
で
、
君
臣
一
体
と
な
っ
て
、
一

切
の
罪
や
け
が
れ
を
は
ら
い
清
め
さ
っ
て
こ
そ
、
わ
が
国
の
悠
久
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
す
い
そ
う

に
闇
斎
は
『
中
臣
祓
』
の
註
解
で
あ
る
『
中
臣
祓
風
水
草
』
三
巻
を
著
わ
し
、
そ
の
門
流
は
『
風
水
草
』
を
垂
加
神
道
最
高
の
伝
書
と
し

て
尊
ん
だ
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
書
は
広
汎
な
書
籍
か
ら
の
引
用
で
埋
め
つ
く
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
最
小
限
度
の
注
釈
が
つ
け
加
え
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
理
解
は
極
め
て
難
か
し
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
闇
斎
没
後
、
そ
の
意
の
深
奥
を
う
か
が
い
得
た

唯
一
の
学
者
で
あ
る
再
伝
の
門
人
若
林
強
縮
の
『
中
清
祓
師
説
』
に
よ
っ
て
、
簡
明
適
切
に
心
立
神
道
の
本
質
を
知
り
う
る
と
い
っ
て
も
、

過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
〇
3

ユ

一

　
（
三
）
　
山
崎
闇
齋
と
『
古
語
拾
遺
』
1
神
器
は
三
種
か
二
種
か
1

　
天
孫
の
降
臨
に
際
し
、
天
照
大
神
が
玉
・
鏡
・
剣
の
三
種
の
神
器
を
授
け
た
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
に
明
記
し
て
あ
り
、
そ

れ
は
『
古
事
記
』
の
記
述
も
等
し
い
。
し
か
し
『
古
語
拾
遺
』
に
は
、
神
宝
を
鏡
・
剣
の
二
器
と
し
、
玉
に
つ
い
て
は
「
自
ら
従
う
」
と

い
う
記
述
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
「
自
県
」
に
つ
い
て
の
解
釈
が
難
解
な
こ
と
も
あ
る
が
、
本
居
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
十
五
之
巻
に
お



い
て
、
鏡
・
剣
が
神
宝
の
主
体
で
あ
っ
て
、
「
玉
は
た
だ
何
と
な
く
そ
れ
に
添
へ
て
賜
へ
る
由
な
り
」
と
解
し
て
お
り
、
『
古
語
拾
遺
』
は

二
種
の
神
器
を
皇
位
継
承
の
し
る
し
と
す
る
と
い
う
説
が
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
神
器
は
天
祖
（
皇
祖
）
の
神
霊
の
よ
り
し
ろ

と
も
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
器
が
二
種
な
の
か
、
三
種
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
国
家
の
命
脈
に
関
す
る
重
大
な
問
題
を
は
ら

ん
で
お
り
、
闇
斎
は
こ
の
相
違
の
解
明
に
苦
心
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
闇
斎
の
学
問
の
態
度
の
厳
密
性
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題

の
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
、
な
し
う
る
限
り
博
く
資
料
を
求
め
て
、
こ
れ
を
公
平
な
態
度
で
整
理
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
深
思
し
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。
『
古
語
拾
遺
』
に
つ
い
て
も
、
通
行
本
（
嘉
禄
本
）
、
異
本
（
亮
順
本
）
、
北
畠
親
房
の
『
元
元
集
』
な
ど
の
諸
本
を
考
定
し
、

最
終
的
に
は
通
行
本
に
従
い
、
そ
の
本
文
を
『
風
水
草
』
に
引
用
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
闇
斎
は
自
身
の
意
見
を
表
に
出
す
こ
と
を
極
力

お
さ
え
、
関
連
の
資
料
の
記
述
を
並
記
す
る
こ
と
が
常
で
あ
る
か
ら
、
門
流
た
ち
の
講
説
書
を
媒
介
し
て
闇
斎
の
考
え
を
知
り
う
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
ぎ
ま
ち
き
ん
み
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
べ
り
ょ
う
け
ん

が
多
い
。
闇
斎
の
高
弟
正
親
町
公
通
の
「
正
親
町
公
通
卿
口
訣
」
、
同
じ
く
公
通
の
門
人
跡
部
良
顕
の
「
三
種
神
器
極
秘
伝
」
な
ど
に
よ
っ

て
、
闇
斎
自
身
の
「
十
種
而
三
種
、
三
種
而
二
種
、
二
種
而
一
種
也
」
（
『
風
水
草
』
）
の
言
は
、
三
種
の
神
器
が
玉
の
一
つ
に
つ
づ
ま
る

と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宝
玉
は
天
皇
の
御
身
を
は
な
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
ま
さ
に
玉
体
と
一
体
（
「
自
従
」
の
意
）
で

あ
り
、
玉
の
明
ら
か
な
る
徳
を
鏡
と
し
、
そ
の
密
な
る
を
剣
と
し
た
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
『
古
語
拾
遺
』
の
記
述
は
む
し
ろ
玉
を
中
心

と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
三
従
」
の
語
の
解
決
に
糸
口
を
与
え
た
の
が
、
『
元
元
集
』
神
器
伝

受
篇
の
「
自
従
而
不
改
」
と
い
う
親
房
の
意
見
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
〇
4

ユ

一

　
（
四
）
　
三
種
神
器
説
の
展
開
一
後
織
者
栗
山
潜
鋒
－

　
栗
山
潜
鋒
（
一
六
七
一
一
一
七
〇
六
）
は
、
水
戸
光
囲
に
仕
え
て
、
『
大
日
本
史
』
の
完
成
に
大
功
の
あ
る
一
人
で
あ
っ
た
。
ま
た

　
ほ
け
ん
た
い
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
が
い
れ
ん
さ
い

『
楽
章
大
記
』
を
著
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
潜
鋒
の
師
鵜
飼
錬
斎
も
桑
名
松
雲
も
と
も
に
闇
斎
直
門
で
、
貞
享
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
ひ
と

年
、
十
四
歳
の
と
き
に
、
錬
斎
の
推
挙
に
よ
り
、
同
じ
く
十
四
歳
で
あ
っ
た
八
条
宮
尚
仁
親
王
の
学
友
と
し
て
親
王
に
近
侍
す
る
こ
と
に
、

な
っ
た
。
潜
鋒
が
元
禄
元
年
、
十
八
歳
の
と
き
、
親
王
に
献
じ
た
の
が
『
保
平
反
正
録
』
（
の
ち
に
水
戸
に
仕
へ
て
補
訂
を
加
え
、
『
保
々

大
記
』
と
改
め
て
い
る
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
禄
六
年
、
二
十
二
歳
の
と
き
、
師
錬
斎
は
潜
鋒
を
水
戸
藩
に
推
挙
し
、
光
國
の
篤
い
信
頼

を
受
け
、
寵
臣
と
し
て
、
修
史
の
事
業
に
あ
た
っ
た
。
し
か
し
宝
永
三
年
、
三
十
六
歳
と
い
う
若
さ
で
生
涯
を
終
え
た
が
、
『
保
建
大
記
』



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
に
じ
ん
ざ
ん

の
神
器
論
を
通
し
て
見
て
も
、
潜
鋒
は
闇
斎
の
後
継
者
と
も
言
え
る
も
の
で
、
闇
斎
の
最
晩
年
の
弟
子
谷
秦
山
、
闇
斎
の
再
伝
の
弟
子
若

林
強
斎
の
両
人
は
、
『
福
建
大
記
』
を
絶
賛
し
て
や
ま
ず
、
下
っ
て
は
幕
末
の
水
戸
藩
に
お
い
て
、
藤
田
幽
谷
が
出
る
に
及
ん
で
、
潜
鋒

の
尊
皇
論
は
藩
の
指
標
と
な
っ
て
復
活
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
『
保
建
大
記
』
は
、
保
元
・
平
治
よ
り
建
久
に
至
る
三
十
余
年
間
に
、
王

朝
政
治
か
ら
源
頼
朝
の
武
家
政
治
へ
ど
い
う
大
変
革
が
起
っ
た
原
因
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
神
器
に
関
し
て
は
、
闇
斎
の
「
三
種
の
神

器
は
玉
の
一
つ
に
つ
づ
ま
る
」
と
い
う
説
を
受
け
、
神
器
は
天
祖
が
天
孫
に
授
け
て
皇
統
の
し
る
し
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
天
祖

の
神
霊
の
よ
り
し
ろ
と
な
る
も
の
だ
か
ら
、
天
祖
・
神
器
・
今
上
は
三
者
一
体
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
神
器
な
き
北
朝

は
正
統
で
は
な
い
と
い
う
史
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
（
五
）
　
山
崎
闇
齋
と
庚
申
1
「
教
へ
は
猿
田
彦
神
の
教
へ
」
考
1

さ
る
た
ひ
ご
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ま
た
の
か
み

　
猿
田
墨
筆
は
、
『
日
本
書
紀
』
・
『
古
事
記
』
に
天
孫
の
道
案
内
を
つ
と
め
る
衝
神
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
漢
土
の
道
祖
神
と
習
合
せ

ら
れ
て
、
旅
行
者
の
守
り
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
世
に
入
り
、
庚
申
信
仰
の
な
か
で
猿
田
彦
神
が
祭
ら
れ
、
人
々
に
幸

い
を
賜
わ
る
と
い
う
現
世
利
益
の
神
と
な
っ
た
。
闇
斎
は
俗
信
と
し
て
の
庚
申
信
仰
と
『
紀
』
・
『
記
』
の
記
述
に
見
え
る
猿
田
彦
神
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
ひ
る
め
む
ち

を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
闇
斎
の
「
道
則
大
日
富
貴
儒
道
、
而
教
則
猿
田
彦
神
空
話
也
」
（
『
風
葉
集
首
巻
』
）
に
よ
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
「
教
へ
は
則
ち
猿
田
彦
の
教
へ
な
り
」
と
い
う
「
教
へ
」
の
内
容
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
「
教
へ
」
と
は
、
猿
田
彦

の
皇
孫
御
先
導
の
一
事
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
猿
田
彦
神
は
皇
孫
の
先
駆
と
し
て
難
難
を
押
し
ひ
ら
き
、
先
導
申
し
あ
げ
る
こ

と
を
み
つ
か
ら
の
責
務
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
闇
斎
に
日
守
木
（
ひ
も
ろ
ぎ
）
と
な
っ
て
皇
統
の
護
持
に
任
ぜ
ん
と
す
る
覚
悟
を
教

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
〇
5

ユ

一

　
（
六
）
　
績
心
神
考

　
　
　
い
ん
べ
の
ま
さ
み
ち
　
　
じ
ん
だ
い
く
け
つ

　
闇
斎
は
忌
部
正
通
の
『
神
代
口
訣
』
の
な
か
に
「
心
神
」
と
い
う
語
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
神
道
説
（
垂
加
神
道
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と
せ
い
き

大
き
く
前
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
心
神
」
の
語
、
す
で
に
伊
勢
の
神
道
五
部
書
の
『
倭
姫
命
世
記
』
な
ど
に
見
え
て
い
る
が
、
こ

の
「
心
神
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
闇
斎
は
神
と
自
己
の
魂
と
の
相
関
、
す
な
わ
ち
心
神
は
わ
が
内
な
る
天
神
（
天
人
一
貫
・
神
人
一
貫



と
も
い
う
）
で
あ
っ
て
、
祖
神
の
霊
と
自
己
の
霊
と
が
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
生
命
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
（
祖
孫
一
体
）
と
い
う
信
念
を

持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
心
神
」
と
い
う
語
が
、
儒
仏
の
書
に
よ
っ
て
偽
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
非
難
は
、
若
林

強
磁
（
一
六
七
九
－
一
七
三
二
）
と
同
時
代
の
吉
見
幸
和
（
一
六
七
三
－
一
七
六
一
）
が
『
五
部
書
二
三
』
に
論
証
し
て
以
来
、
今

日
に
至
る
ま
で
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
「
心
神
」
の
語
は
す
で
に
『
万
葉
集
』
に
見
え
て
お
り
、
『
今
昔
物
語
』
の
仏
法
説
話
中
に
も
あ
り
、

中
国
に
お
い
て
は
、
『
三
国
志
』
（
蜀
志
・
関
羽
伝
）
や
『
魏
書
』
（
釈
銀
白
）
な
ど
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
つ
れ
も
「
心
の

神
」
の
意
で
は
な
く
、
二
字
で
一
語
と
し
て
、
「
こ
こ
ろ
」
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
伊
勢
の
神
道
五
部
書
の
な
か
に
現
わ
れ

た
「
心
神
」
の
語
の
訓
読
は
、
「
こ
こ
ろ
」
・
「
た
ま
し
い
」
で
、
「
心
の
神
」
と
は
重
ん
で
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
馬
仏
教
思
想
の

影
響
を
受
け
、
「
心
仏
」
の
語
に
示
唆
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
、
「
神
の
宿
ら
る
る
心
」
と
い
う
新
し
い
意
義
を
附
与
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
ら
え
の
ぶ
よ
し

意
味
で
、
闇
斎
に
伊
勢
神
道
の
本
質
を
伝
え
た
伊
勢
の
外
宮
祠
官
度
会
延
佳
（
一
六
一
五
－
一
六
九
〇
）
が
、
そ
の
『
神
代
巻
講
述
紗
』

に
お
い
て
、
「
心
ノ
神
」
と
並
ん
で
い
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
の
如
き
神
道
思
想
展
開
の
事
実
を
無
視
し
て
、
ひ
と
つ
の

語
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
儒
仏
の
書
に
よ
っ
て
偽
作
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
伊
勢
神
道
は
、
わ
が
国
の
真
の
神
道
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、

た
と
え
ば
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
当
鉦
が
朱
子
学
を
批
判
す
る
の
に
、
老
荘
や
仏
教
の
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
孔
子
の
真
意
を
得
て
い
な
い
と

非
難
す
る
の
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。

【
0
6

ユ

一

　
（
七
）
　
山
崎
闇
齋
の
漢
詩

　
闇
斎
は
五
、
七
言
の
絶
句
・
律
詩
・
古
詩
は
も
と
よ
り
、
長
短
句
、
四
題
詩
、
騒
体
と
あ
ら
ゆ
る
体
に
挑
戦
し
て
臆
す
る
と
こ
ろ
が
な

い
。
し
か
し
闇
斎
が
も
っ
と
も
尊
ん
だ
の
は
『
詩
経
』
の
四
言
詩
で
あ
り
、
次
に
悦
ん
だ
の
は
蘇
武
・
李
陵
、
陶
淵
明
、
朱
子
の
『
感
興

詩
』
な
ど
の
五
言
詩
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
闇
斎
の
意
識
の
奥
に
、
古
代
へ
の
強
き
あ
こ
が
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
彼

れ
の
『
神
代
巻
』
に
抱
い
た
思
慕
と
そ
の
質
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
八
）
　
山
崎
闇
齋
の
葬
儀

闇
斎
は
そ
の
晩
年
、
神
道
に
深
く
心
を
寄
せ
な
が
ら
、

み
つ
か
ら
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
神
道
の
儀
礼
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
を



遺
言
し
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
は
厳
し
い
寺
請
制
度
下
に
あ
っ
た
た
め
、
遺
体
は
門
下
の
手
で
極
秘
に
、
朱
子
の
『
家
礼
』
の
制
に
準
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
の
り
も
の

て
墓
穴
に
お
さ
め
、
全
く
僧
侶
の
手
に
触
れ
さ
せ
ず
し
て
埋
葬
を
す
ま
せ
た
。
一
方
、
葬
儀
の
方
は
、
虚
乗
物
を
用
意
し
て
寺
に
運
び
、

僧
侶
に
よ
る
仏
式
の
葬
礼
を
受
け
た
。
か
よ
う
に
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
思
想
家
闇
斎
の
葬
儀
と
し
て
は
、
極
め
て
淋
し
い
も
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
こ
そ
生
涯
孤
高
の
哲
人
で
あ
っ
た
山
崎
閣
斎
の
真
姿
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
後
に
無
し
た
門
人
で
さ
え
、
師
の
最

後
の
心
を
理
解
し
た
人
物
が
、
は
た
し
て
い
く
人
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
闇
斎
の
再
伝
の
門
人
で
あ
る
若

林
強
斎
こ
そ
は
、
闇
斎
の
没
後
、
そ
の
意
の
深
奥
を
う
か
が
い
得
た
唯
一
の
学
者
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
九
）
　
山
崎
闇
齋
に
於
け
る
朱
子
学

　
闇
斎
は
十
五
歳
に
し
て
妙
心
寺
に
入
り
禅
僧
と
な
っ
た
が
、
二
十
五
歳
の
時
に
還
俗
し
て
朱
子
学
に
転
じ
、
四
十
歳
前
後
よ
り
神
道
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
よ
な
が

の
関
心
は
急
激
に
顕
緒
と
な
る
。
五
十
二
歳
の
時
に
、
伊
勢
の
大
宮
司
河
辺
里
長
よ
り
『
中
臣
祓
』
の
伝
を
受
け
、
さ
ら
に
五
十
四
歳
の

時
に
は
、
吉
川
惟
足
よ
り
吉
田
神
道
の
伝
を
受
け
、
垂
直
霊
社
の
神
号
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
闇
斎
が
伊
勢
神
道
に
学
ん
だ
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

「
心
神
」
と
い
う
語
を
通
し
て
、
わ
が
心
の
う
ち
に
神
が
宿
り
、
私
ど
も
の
生
命
は
神
と
一
体
（
神
人
一
貫
）
で
あ
り
、
天
神
の
無
限
の

生
命
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
て
滅
び
る
ご
と
が
な
い
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
吉
田
神
道
に
学
ん
だ
も
の
は
、
吉
田
家
の
神
祖

あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
も
ろ
ぎ

天
賦
屋
命
が
天
神
に
天
孫
守
護
の
大
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
思
い
を
致
し
、
同
じ
よ
う
に
み
つ
か
ら
日
守
木
と
な
っ
て
、
皇
統
の

護
持
に
任
ぜ
ん
と
す
る
覚
悟
で
あ
っ
た
。
神
人
一
貫
の
教
え
は
、
朱
子
学
に
深
く
沈
潜
し
て
天
人
相
関
の
理
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
助
け

と
な
っ
て
お
り
、
日
守
木
の
大
任
は
、
朱
子
学
か
ら
学
ん
だ
道
義
・
人
倫
の
自
覚
、
さ
ら
に
は
国
家
・
民
族
の
自
覚
が
影
響
し
て
い
る
。

し
か
し
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
巻
」
は
、
朱
子
学
の
儒
教
的
合
理
主
義
を
も
っ
て
し
て
は
、
そ
の
記
述
の
荒
唐
無
稽
さ
を
理
解
す
る
の

は
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
伊
勢
・
吉
田
の
両
神
道
の
伝
を
得
て
、
日
本
の
道
を
考
え
ん
と

し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
確
か
に
闇
斎
の
学
問
は
神
儒
兼
学
で
あ
る
が
、
正
確
に
言
え
ば
、
神
道
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
朱
子
学

を
修
め
た
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
神
道
史
に
お
い
て
は
、
闇
斎
の
垂
耳
神
道
を
儒
家
神
道
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
分
り
や
す
い
安
易
な
説
明
で
あ
っ
て
、
闇
斎
の
神
道
者
と
し
て
の
思
索
と
実
践
の
跡
を
見
る
と
き
、
闇
斎
の
真
の
姿
は
求
道
者
で

あ
っ
た
と
い
う
の
が
正
鵠
を
得
て
い
る
。

一
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一



　
（
一
〇
）
　
大
山
爲
起
著
『
倭
姫
命
世
記
榊
葉
抄
』
に
つ
い
て

　
伊
勢
の
神
道
五
部
書
の
ひ
と
つ
し
て
名
高
い
『
倭
運
命
世
記
』
に
初
め
て
考
定
を
施
し
、
傍
訓
を
訂
し
、
か
つ
そ
の
価
値
を
認
め
て
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
お
き

く
評
価
し
た
の
は
山
崎
闇
斎
で
あ
る
。
闇
斎
の
晩
年
の
門
人
大
山
為
起
（
一
六
五
一
－
一
七
＝
二
）
は
、
師
の
こ
の
『
世
記
』
尊
重
の

学
風
を
継
い
で
、
さ
ら
に
精
密
の
考
察
を
同
書
に
加
え
、
師
の
い
ま
だ
及
ば
ざ
り
し
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
成
果
を
『
倭
姫
命
世

さ
か
き
ば

記
榊
葉
抄
』
と
し
た
。
同
書
は
『
世
記
』
全
篇
に
わ
た
る
註
解
と
し
て
は
初
出
の
も
の
で
あ
る
。
平
起
は
二
十
年
と
い
う
歳
月
を
か
け
て
、

『
世
記
』
の
調
査
研
究
と
そ
の
註
解
の
編
述
に
あ
た
り
、
後
学
の
た
め
に
、
『
世
記
』
研
究
に
対
す
る
新
し
い
道
を
開
い
た
功
績
は
大
き

い
。
し
か
し
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
全
巻
を
貫
い
て
い
る
著
者
の
神
道
信
仰
思
想
で
あ
る
。
為
起
は
『
世
記
』
に
よ
っ
て
代

表
せ
ら
れ
る
古
き
伊
勢
神
道
の
信
仰
に
分
け
入
り
、
そ
の
信
仰
を
身
を
も
っ
て
実
践
自
証
せ
ん
と
努
力
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
『
榊
葉
抄
』
は
註
解
の
書
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
越
え
て
、
神
道
信
仰
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
伝
え
る
書
物
で
あ

る
。　

（
一
一
）
　
　
『
若
林
強
齋
の
研
究
』
補
遺
－
藤
井
左
平
太
・
梅
津
共
軒
・
當
耳
茸
齋
i

　
昭
和
五
十
四
年
三
月
、
『
若
林
強
磁
の
研
究
』
を
刊
行
し
て
か
ら
十
五
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
と
に
強
斎
の
門
人
の
伝
に
関

す
る
補
正
の
ご
と
き
は
、
い
ま
だ
そ
の
資
料
の
抜
き
書
の
ま
ま
手
元
に
保
存
し
て
き
た
。
そ
の
う
ち
か
ら
三
件
を
取
り
あ
げ
、
こ
の
一
文

を
草
し
て
、
『
若
林
強
齋
の
研
究
』
の
補
遺
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
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一

　
（
一
二
）
　
『
望
楠
軒
夜
作
』
に
思
ふ

　
若
林
強
斎
の
門
人
が
、
交
代
に
師
の
雑
話
を
筆
録
し
て
一
篇
と
し
た
『
望
難
所
聞
』
は
、
上
下
二
冊
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
そ
の
下
品

の
初
め
に
、
「
正
月
十
日
、
望
楠
虚
器
作
」
と
題
し
て
、
七
言
の
絶
句
と
同
じ
題
に
よ
っ
て
作
っ
た
和
歌
と
が
並
べ
て
書
い
て
あ
る
。
こ

の
詩
も
歌
も
、
強
意
の
学
舎
で
あ
る
望
楠
軒
の
実
際
を
直
叙
し
て
お
り
、
道
を
守
っ
て
貧
に
屈
し
な
か
っ
た
強
斎
の
風
姿
を
想
見
す
る
こ

と
が
で
き
る
。



　
（
一
三
）
　
寳
暦
の
攣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
の
う
ち
し
き
ぶ

　
若
林
耳
翼
最
晩
年
の
門
人
の
一
人
に
、
宝
暦
事
件
の
中
心
人
物
の
竹
内
式
部
（
一
七
一
二
i
一
七
六
七
）
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
若
き

桃
園
天
皇
の
君
徳
御
尋
養
の
た
め
に
、
若
き
公
卿
た
ち
が
師
式
部
の
講
ず
る
垂
加
思
想
を
も
っ
て
、
儒
書
お
よ
び
神
書
を
天
皇
に
追
着
し

た
こ
と
が
問
題
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
保
守
的
な
公
卿
た
ち
が
、
京
都
所
司
代
に
通
報
し
て
処
分
を
計
っ
た
の
が
事
の
お
こ
り
で
、

宮
中
に
お
け
る
自
己
の
立
場
が
犯
さ
れ
る
と
考
え
た
吉
田
家
よ
り
の
摂
関
家
に
対
す
る
は
た
ら
き
か
け
も
影
響
し
て
い
る
。
し
か
し
式
部

の
説
く
と
こ
ろ
は
、
専
ら
天
子
の
天
子
た
る
君
徳
の
御
酒
養
と
、
側
近
公
卿
た
ち
に
真
の
忠
義
の
何
た
る
か
を
説
く
に
限
ら
れ
て
い
た
。

式
部
は
決
し
て
挙
兵
討
幕
を
説
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
ま
た
当
時
の
京
を
囲
む
幕
府
の
態
勢
も
そ
れ
を
許
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
闇
斎
の
神
道
説
（
垂
加
神
道
）
が
す
で
に
当
時
の
宮
廷
内
の
一
つ
の
流
れ
を
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
一
四
）
　
寳
暦
攣
絵
響

　
に
し
よ
り

　
西
依
成
斎
（
一
七
〇
ニ
ー
一
七
九
七
）
、
名
は
周
行
、
通
称
は
儀
兵
衛
、
肥
後
の
人
。
九
十
六
歳
の
長
命
を
保
ち
、
強
斎
な
き
あ
と
、

小
野
鶴
山
（
一
七
〇
一
－
一
七
七
〇
）
と
と
も
に
、
学
舎
望
楠
軒
を
守
り
、
幕
末
維
新
に
向
け
て
、
尊
皇
思
想
運
動
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。
照
準
の
揮
毫
に
か
か
わ
る
書
幅
の
う
ち
、
「
月
色
江
声
共
一
楼
（
月
色
・
江
声
　
と
も
に
一
号
－
晩
唐
の
詩
人
黒
陶
の
『
宿

嘉
陵
駅
』
の
末
吉
）
」
に
は
、
九
十
二
歳
の
老
齢
に
て
師
強
運
の
創
設
し
た
望
楠
軒
を
守
る
成
果
の
孤
独
の
心
境
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

も
う
ひ
と
つ
の
「
自
天
祐
之
（
天
よ
り
こ
れ
を
祐
く
i
『
易
』
の
大
有
の
卦
、
上
九
の
交
野
）
」
に
は
、
天
祐
を
善
く
べ
き
天
子
の
出

現
を
願
う
成
斎
の
尊
皇
の
微
意
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一畑「

　
（
一
五
）
　
川
島
栗
齋
所
講
『
論
語
講
義
』
に
つ
い
て
1
事
事
朱
子
學
概
説
一

　
近
江
の
大
津
崎
門
学
者
川
島
燐
寸
の
『
論
語
講
義
』
（
写
本
七
冊
）
は
、
和
漢
古
今
の
諸
説
を
ひ
ろ
く
探
り
、
そ
の
と
る
べ
き
を
と
っ

て
主
群
の
態
度
が
な
く
、
ま
こ
と
に
親
切
公
平
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
講
義
の
渕
源
を
な
せ
る
も
の
は
山
崎
闇
斎
の
言
で
あ
り
、
依
拠
と

し
根
底
と
し
て
い
る
も
の
は
浅
見
綱
斎
・
若
林
強
斎
両
先
学
の
講
義
で
あ
る
。
栗
斎
は
初
め
奥
野
寧
斎
に
学
び
、
の
ち
に
寧
斎
の
師
西
依

成
斎
に
師
事
し
た
真
摯
の
学
人
で
あ
っ
た
。
寧
斎
・
栗
斎
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
神
童
兼
修
は
若
林
強
斎
の
望
楠
軒
の
流
れ
を
く
む
大
津



崎
門
学
派
の
特
色
で
、
栗
斎
の
門
人
で
あ
っ
た
上
原
立
斎
に
幕
末
の
勤
皇
家
梅
田
雲
浜
（
一

偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

八
一
五
－
　
八
五
九
）
が
従
思
し
た
の
は
、

　
（
一
六
）
　
山
鹿
素
行
の
神
道
説
1
『
中
朝
事
實
』
成
立
考
一

　
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
八
一
一
六
八
二
）
と
同
時
代
の
学
者
で
、
同
じ
く
儒
者
で
あ
っ
て
神
道
に
心
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
山
鹿
素
行

（
一

Z
二
ニ
ー
一
六
八
五
）
が
、
何
を
契
機
と
し
て
そ
の
転
回
を
成
し
た
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
闇
斎
の
同
じ
転
回
の
理
由
を
考

え
る
助
け
た
ら
し
め
ん
と
し
た
の
が
、
「
山
鹿
素
行
の
神
道
説
」
で
あ
る
。
素
行
は
寛
文
五
年
、
四
十
四
歳
の
と
き
に
『
聖
教
要
録
』
を

著
し
て
朱
子
学
を
批
判
し
た
た
め
、
翌
年
赤
穂
へ
配
流
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
際
に
死
罪
も
あ
る
べ
き
か
と
い
う
生
死
の
関
門
に

直
面
す
る
と
い
う
体
験
を
持
つ
に
至
っ
た
。
赤
穂
に
あ
っ
て
さ
ら
に
自
身
の
生
命
の
根
源
に
深
く
思
い
を
致
し
、
こ
こ
に
日
本
人
と
し
て

民
族
の
歴
史
を
回
想
し
、
そ
こ
に
自
己
の
樹
立
の
道
を
見
出
し
た
こ
と
が
、
神
道
思
想
へ
の
転
回
を
な
し
た
原
因
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
寛

文
九
年
、
四
十
八
歳
の
と
き
に
成
立
し
た
『
中
朝
事
実
』
と
し
て
開
花
結
実
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
『
中
朝
事
実
』
に
、
北
畠
親
房
の

『
留
原
抄
』
・
『
元
元
集
』
・
『
神
隠
正
統
記
』
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
、
『
日
本
書
紀
』
を
読
む
際
に
大
き
な
力
と
な
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

一
1
0

ユ

一

三

　
著
者
は
『
浅
見
綱
齋
の
研
究
』
層
（
昭
和
四
十
五
年
、
神
道
史
学
会
）
・
『
若
林
強
齋
の
研
究
』
（
昭
和
五
十
四
年
、
同
上
）
・
『
山
崎
闇

齋
の
研
究
』
（
昭
和
六
十
一
年
、
同
上
）
と
い
う
崎
門
学
研
究
の
三
部
作
を
世
に
問
う
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら
に
闇
斎
研
究
の
三
部
作
と
し

て
、
『
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
に
引
き
つ
づ
い
て
、
『
績
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
（
平
成
三
年
、
神
道
史
学
会
、
臨
川
書
店
発
売
）
を
刊
行
し
、

今
回
の
『
績
々
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
・
を
上
梓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
で
は
、
著
者
は
主
に
書
誌
学
的
な
調
査
を
積
み
重
ね
た
う
え
で
、
闇
斎
が
そ
の
神
道
説
（
垂
加
神
道
）
を
樹
立

す
る
た
め
に
は
、
朱
子
学
へ
の
沈
潜
が
い
か
に
重
要
な
契
機
を
な
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
『
績
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
で
は
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
ら
え
の
ぶ
よ
し

著
者
は
闇
斎
の
神
道
説
の
究
明
に
専
念
さ
れ
、
北
畠
親
房
や
度
会
延
任
の
著
書
が
闇
斎
の
神
道
開
眼
を
助
け
て
お
り
、
特
に
伊
勢
神
道
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
も
ろ
ぎ

の
沈
潜
を
通
し
て
、
霊
魂
不
滅
の
確
信
を
持
ち
、
み
つ
か
ら
日
守
木
と
な
っ
て
、
皇
統
の
守
護
と
国
土
の
保
全
を
無
窮
に
願
わ
ん
と
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
著
者
は
霊
魂
に
対
す
る
闇
斎
の
思
想
を
究
明
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
三
部
作
の
最
後
を
し
め
る
も
の
が
本
書
『
績
々
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
で
あ
り
、
十
六
篇
の
論
文
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
内
容
に
つ
い
て

の
大
体
は
す
で
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
著
者
が
「
緒
説
」
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
（
一
）
よ
り
（
九
）
ま
で
が
本
書
の
正
篇

で
あ
っ
て
、
な
か
で
も
（
一
）
よ
り
（
五
）
ま
で
が
本
書
の
核
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
（
（
一
〇
）
よ
り
（
一
六
）
ま
で
は
続
篇
と
も
言

う
べ
き
も
の
で
、
）
（
一
〇
）
よ
り
（
一
五
）
ま
で
は
門
下
門
流
に
よ
っ
て
、
闇
斎
の
神
道
が
ど
の
よ
う
に
継
承
せ
ら
れ
発
展
し
実
践
せ

ら
れ
た
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
（
一
六
）
は
闇
斎
の
神
道
転
回
の
理
由
を
考
え
る
助
け
と
す
る
た
め
に
附
け
加
え
た
も
の

で
あ
る
。

　
著
者
は
『
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
正
・
績
・
績
々
を
書
き
つ
い
で
行
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
そ
の
博
大
な
る
生
涯
の
学
問
思
索
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
と
み
の
は
ら
え
ふ
う
す
い
そ
う

晩
年
最
後
の
著
書
な
る
『
中
臣
中
風
水
草
』
に
そ
の
す
べ
て
が
凝
結
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
闇
斎
の
学
問
の
目

的
も
方
法
も
、
そ
し
て
そ
の
結
論
も
こ
の
一
書
に
凝
結
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
身
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
際
の
『
中
糞
婆
』

を
理
解
す
る
た
め
の
眼
目
と
な
る
も
の
が
、
コ
ニ
種
神
器
」
・
「
猿
田
悪
神
」
　
・
「
心
神
」
等
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
本
書
で
考
察
の
対

象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
の
書
評
（
九
州
大
学
、
「
中
国
哲
学
論
集
」
1
3
、
一
九
八
七
年
）
、
つ
づ
い
て
『
績
山
崎
闇
齋
の
研
究
』
の
書
評

（
同
1
7
、
一
九
九
一
年
）
、
さ
ら
に
今
回
も
書
評
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
特
に
感
銘
を
う
け
た
の
は
著
者
の
執
筆
の
姿
勢
で
あ
る
。
「
山

崎
闇
斎
と
『
古
語
拾
遺
』
」
（
5
1
頁
）
に
お
い
て
、
三
種
の
神
器
の
論
争
に
関
し
、
「
学
者
が
神
器
で
あ
る
と
い
う
本
質
を
忘
れ
、
学
問
の

た
め
の
学
問
と
い
う
名
に
隠
れ
て
、
い
た
づ
ら
に
新
説
を
樹
て
、
自
説
を
説
く
こ
と
の
み
に
走
る
」
と
い
う
弊
害
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

こ
と
。
ま
た
「
大
山
蔓
紫
著
『
美
姫
命
世
記
榊
葉
抄
』
に
つ
い
て
」
（
㎜
頁
）
で
は
、
「
吉
見
幸
和
の
『
五
部
書
説
弁
』
や
、
駐
車
友
の

『
倭
姫
命
世
記
私
考
』
の
出
現
と
な
り
、
（
中
略
）
神
道
そ
の
も
の
が
、
信
仰
と
し
て
で
は
な
く
、
考
証
考
古
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
合
理
実
証
の
み
が
学
問
で
あ
る
と
す
る
弊
が
生
じ
て
来
た
」
と
憂
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
著
者
は
「
緒
説
」
（
7

頁
）
に
お
い
て
、
「
故
に
私
の
執
筆
し
た
各
篇
は
、
い
わ
ゆ
る
学
術
論
文
と
は
、
執
筆
の
目
的
も
態
度
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
明
言
し

一

m
一



て
お
ら
れ
る
が
、
著
者
の
大
部
な
三
部
作
を
読
め
ば
、
厳
密
な
書
誌
学
的
調
査
を
積
み
、
精
密
な
思
想
的
考
察
を
尽
く
し
て
お
ら
れ
る
こ

と
は
す
ぐ
に
了
解
で
き
る
。
そ
れ
な
の
に
あ
え
て
今
日
の
学
界
の
研
究
方
法
を
批
判
さ
れ
る
の
は
、
「
今
日
、
論
文
と
証
す
る
も
の
に
多

い
、
科
学
的
記
述
と
か
実
証
的
研
究
を
看
板
と
し
て
、
古
人
を
自
分
と
同
列
に
引
き
さ
げ
、
第
三
者
の
目
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
冷
た
く
観

察
し
評
価
す
る
態
度
に
同
感
で
き
な
い
」
（
「
緒
説
」
7
頁
）
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
著
者
が
問
題
提
起
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
何
の
た
め
の
学
問
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
治
か
ら
平
成
の
今
日
に
至
る
ま
で
、
学
問

が
科
学
的
、
実
証
的
研
究
と
い
う
名
の
も
と
に
、
何
を
欠
落
し
て
き
た
か
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
、
崎
門
の
学
者
た
ち
の
学
問
の
姿
勢
で

あ
る
。
今
日
の
学
者
は
思
想
や
信
仰
を
身
を
も
っ
て
実
践
自
証
せ
ん
と
す
る
姿
勢
が
忘
却
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一

繼
繻
ﾜ
年
（
平
成
七
年
）
四
月
三
十
日
発
行
神
道
史
学
会
（
臨
川
書
店
発
売
）
九
五
七
九
円
）

一
1
2

ユ

一


