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が
わ
か
る
。
そ
し
て
序
章
は
そ
の
思
想
を
重
要
視
す
る
商
か
ら
い
っ

て
も
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。

又
説
話
的
側
面
か
ら
み
て
も
序
章
に
よ
っ
て
既
に
説
話
的
な
世
界

の
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
前
に
確
認
し
た
。
そ
し
て
物
語
中

の
一
つ
一
つ
、
か
充
分
独
立
し
得
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
平
家
興
亡

の
史
実
を
描
く
と
い
う
事
、
が
主
題
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
序

章
の
引
き
出

L
て
い
る
清
盛
が
必
要
で
あ
っ
て
そ
の
構
成
の
巧
み
さ

に
は
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
様
に
序
章
が
不
可
欠
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
事
か
ら
し
で
も
序
章
は
「
平
家
物
語
」
に
於
て
重
要
な

位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
思
想
的
而
を
重
視
す
る
に
当
り
意
義

あ
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
序
章
の
表
現
に
集
約
せ
ら
れ
る
作
者

主
体
の
広
義
に
於
る
思
想
的
意
義
を
こ
れ
迄
に
受
け
と
ら
れ
て
き
た

よ
り
も
も
っ
と
積
極
的
に
捕
え
直
す
事
が
、
「
平
家
物
語
」
を
理
解

す
る
為
の
一
つ
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
叉

そ
の
事
を
「
平
家
物
語
」
と
い
う
作
品
自
体
が
逆
に
我
々
に
要
求
し

て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

註
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平
家
物
語
古
典
文
学
大
系
白

註
2
、
平
家
物
語
の
研
究
佐
々
木
八
郎
著

註
3
、

平

家

物

語

石

母

田

正

著

註
4
、

平

家

物

語

石

母

田

正

著

註
5
、

註
6
、

岩
波
書
店

早
稲
田
大
学
出
版
部

岩
波
新
書

p
u

岩
波
新
書

。
無
常
と
い
ふ
事

w
平
家
論
μ
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小
林
秀
雄
著

岩
波
新
書

註
7
、
中
世
文
学
の
達
成
谷
宏
著

註
8
、
平
家
物
語
研
究
（
中
）
佐
々
木
八
郎
者

早
稲
田
大
学
出
版
部

p
m
l
p
m

石
母
国
正
著
岩
波
新
書

P
訂

コ
二
書
房
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14 

註
9
、
平
家
物
語

八
代
集
に
か
け
る
枕
詞
の
研
究

ー
ー
そ
の
統
計
的
考
察
｜
｜
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ゲ、

枕
詞
の
呼
称
は
古
く
、
発
語
、
次
語
、
異
名
、
調
詞
、
枕
一
言
な
ど

が
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
に
も
広
狭
が
あ
っ
た
。
平
安
時
代
の
「
古

今
集
仮
名
序
」
や
源
氏
物
語
な
ど
に
「
枕
詞
」
の
字
が
見
え
て
い
る

が
、
現
在
の
枕
詞
と
は
そ
の
意
義
を
異
に
し
て
い
る
。

枕
詞
が
今
日
の
修
辞
用
語
と
な
っ
た
の
は
、
室
町
時
代
の
頃
で
、

親
一
房
の
「
古
今
集
記
」
に

久
堅
の
あ
め
と
は
惣
じ
て
天
を
久
堅
と
い
ふ
。
久
し
き
堅
き
義
な

り
。
か
ゃ
う
の
詞
は
、
古
語
の
残
れ
る
を
今
の
位
に
枕
詞
と
名
付

け
て
、
あ
な
が
ち
に
は
、
天
を
不
付
し
て
只
空
を
久
堅
と
心
う
る

と
見
え
て
い
る
が
、
「
今
の
世
に
」
と
あ
る
所
か
ら
枕
詞
と
呼
ば
れ



た
時
期
は
、
親
一
房
（
一
二
九
一
二

i
一
五
五
四
U

の
時
代
か
ら
あ
ま
り

さ
か
の
ぼ
っ
た
時
期
で
は
な
か
っ
た
、
と
考
え
の
れ
る
。

次
に
、
枕
詞
に
つ
い
て
、
矢
田
部
公
望
は
「
次
の
語
を
引
き
起
す

語
」
と
し
、
仙
覚
は
比
擬
の
義
を
考
え
、
真
淵
「
次
の
調
句
に
冠
ら

し
む
る
調
で
あ
っ
て
更
に
声
調
を
譜
ふ
る
為
に
設
く
る
辞
に
し
て
、

一
方
に
て
は
他
の
修
飾
と
な
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
譜
調

の
意
に
と
る
も
の
に
、
官
長
、
景
樹
、
内
遠
が
あ
り
、
土
子
金
子
郎

は
「
枕
詞
は
滑
稽
の
詞
な
り
」
と
さ
え
云
っ
て
い
る
。
叉
、
外
国
人

ア
ツ
ポ

U
イ
シ
ヨ

γ

で
あ
る
チ
ャ
ン
パ
レ
ン
は
意
義
な
き
詞
に
し
て
同
種
語
と
成
立

を
聞
じ
う
す
」
と
み
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
枕
詞
を
見
る
角
度
の
ち

が
い
、
例
え
ば
、
枕
調
を
そ
の
性
質
か
ら
と
く
も
の
、
目
的
の
面
か

ら
と
く
も
の
、
又
効
用
の
面
か
ら
と
く
も
の
等
か
ら
く
る
相
違
だ
と

考
え
あ
れ
る
。

枕
詞
は
「
あ
し
ひ
き
の
」
「
ひ
さ
か
た
の
」
等
五
音
よ
り
成
る
も

の
、
「
し
な
て
る
」
「
さ
ね
さ
し
」
等
四
音
の
も
の
、
「
う
っ
せ
」

と
三
音
の
も
の
、
「
ひ
た
ち
お
び
の
」
「
む
さ
し
あ
ぶ
み
」
等
六
音

の
も
の
な
ど
種
々
の
も
の
が
あ
る
が
、
通
常
五
音
節
の
も
の
の
使
用

度
が
高
い
。

山
岸
徳
平
氏
は
、

枕
詞
は
、
上
下
相
関
的
の
措
辞
に
し
て
そ
の
上
半
は
通
常
五
音
節

よ
り
成
り
、
下
半
の
為
に
従
属
の
地
位
に
立
ち
て
、
或
は
、
そ
の

修
辞
と
な
り
、
或
は
声
調
を
助
け
、
以
て
読
者
に
明
断
深
甚
の
印

象
を
与
へ
、
或
は
勿
劇
の
変
化
に
よ
っ
て
心
意
を
楽
し
ま
し
む
る

も
の
な
り
、

と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
私
も
「
枕
詞
は
、
普
通
五
音
、

た
は
そ
れ
に
準
ず
る
形
で
主
文
の
意
味
と
は
関
係
な
し
に
あ
る
調
句

を
言
い
出
そ
う
と
す
る
時
に
）
そ
の
上
に
被
ら
せ
て
用
い
る
一
種
の

修
飾
語
で
あ
り
、
枕
調
は
、
後
続
の
詞
句
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
独
立
し
て
は
枕
詞
と
称
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
」
と
考
え
る
。

ま

一
般
に
枕
調
が
、
真
の
生
命
を
有
し
、
精
彩
を
放
っ
た
の
は
万
葉

時
代
ま
で
で
、
古
今
集
以
後
は
次
第
に
衰
え
て
い
っ
た
。
と
い
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
歌
に
秀
句
、
縁
語
が
盛
ん

に
使
用
さ
れ
、
枕
調
も
、
万
葉
時
代
に
行
わ
れ
た
も
の
を
精
選
し
優

雅
な
も
の
を
襲
用
し
、
あ
る
い
い
は
接
続
の
法
を
か
え
、
転
義
し
た
り

技
巧
的
に
大
き
な
発
達
を
み
た
の
で
、
つ
い
に
は
秀
句
と
も
枕
詞
と

も
分
ち
難
い
も
の
も
数
多
く
生
じ
、
懸
詞
の
方
が
流
行
し
、
枕
調
は

大
い
に
衰
え
、
後
拾
遺
以
降
に
於
て
は
、
只
慣
用
に
従
い
、
無
意
識

的
に
用
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

枕
詞
の
研
究
は
先
に
も
述
べ
た
様
に
、
古
い
時
代
か
ら
数
多
く
の

学
者
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
て
昭
和
二
年
に
は
そ
の
集
大
成
と
も
い
う

べ
き
、
福
井
久
蔵
氏
の
「
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
」
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
「
ハ
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
」
及
び
、
大
塚
龍
夫
氏
の

「
枕
詞
辞
典
」
を
参
考
に
し
て
、
「
国
歌
大
観
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し

八
代
集
に
使
用
さ
れ
て
い
る
枕
詞
を
こ
と
ご
と
く
拾
い
上
げ
た
。

八
代
集
に
お
い
て
、
如
何
な
る
枕
詞
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
か

円

U



ど
ん
な
歌
人
が
多
く
使
用
し
て
い
る
か
、
各
々
用
例
数
の
上
か
ら
検

討
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
事
に
よ
っ
て
八
代
集
に
於
け
る
枕
調
の

特
徴
が
見
い
出
さ
れ
れ
ば
本
望
で
あ
る
。

一
、
八
代
集
に
お
け
る
枕
調

八
代
集
に
お
け
る
総
歌
数
九
四
九
四
首
中
、
枕
詞
の
使
用
さ
れ
て

い
る
も
の
は
七
七
二
首
で
全
体
の
八
・
一
%
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ

を
集
別
に
な
が
め
る
と
、
後
撰
集
の
一
七
六
首
が
最
も
多
く
、
詞
花

集
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
七
首
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
全
歌
数
に

対
す
る
割
合
は
、
古
今
集
の
全
歌
数
一
一
一
一
首
に
対
し
て
一
七
三

首
の
一
四
・
三
%
が
最
も
多
く
、
次
が
拾
遺
集
の
一
二
%
、
後
撰
集

の
一
一
、
五
%
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
次
の
後
拾
遺
集
に
な
る

と
、
一
二
二

O
首
中
四
二
首
で
全
体
の
三
、
四
%
に
過
ぎ
ず
、
先
の

三
代
集
の
半
分
以
下
の
数
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
金
葉
・
千
載
・
調

花
も
そ
れ
ぞ
れ
四
・
三
%
、
二
・
六
%
、
一
・
七
%
と
急
激
な
減
少

を
見
る
が
、
新
古
今
に
お
い
て
は
一
九
七
九
首
中
二
二
九
首
と
数
の

上
か
ら
も
、
七
%
と
い
う
割
合
の
上
か
ら
も
増
加
し
て
い
る
事
が
目

立
っ
て
い
る
。

さ
て
、
右
の
数
字
上
か
ら
考
え
る
に
、
一
二
代
集
に
於
け
る
枕
詞
が

各
々
一

O
M以
上
の
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
万
葉
時
代
に
比

べ
て
枕
詞
の
精
彩
が
薄
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
こ
の
噴
ま

で
は
和
歌
の
修
辞
上
に
於
い
て
枕
詞
の
占
め
る
割
合
は
大
き
か
っ
た

と
考
え
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
三
代
集
に
使
わ
れ
て
い
る
枕
詞
二

O
七
種
の
う
ち
、

一
三
二
種
が
万
葉
と
同
種
類
の
も
の
で
あ
り
、
後
の
七
五
種
が
新
し

く
創
造
さ
れ
た
も
の
又
は
言
葉
の
変
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
後
撰
加

逢
ふ
こ
と
を
い
き
ほ
に
出
な
む
し
の
す
L
き
忍
び
は
つ
べ
き
物
な

ら
な
く
に

で
は忍

び
は
つ
べ
き
と
同
音
を
重
ね
て
調
と
な
せ
り
、
万
葉
に
は
、
し

ぬ
ず
す
き
と
も
し
ぬ
ぶ
と
も
い
ひ
し
を
、
三
代
集
の
頃
よ
り
、
ぬ

を
の
と
改
め
て
呼
べ
り
、
し
の
ず
す
き
は
穂
を
出
さ
ぬ
枯
薄
、
こ

こ
の
忍
ぶ
は
堪
へ
忍
ぶ
の
意
、
上
句
に
ほ
に
出
な
む
と
い
へ
る
縁

語
を
置
け
り
、

と
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
全
体
五
三
七
例
の
う
ち
、
万
葉
時

代
の
も
の
が
三
三
四
例
で
約
六
五
%
を
し
め
て
い
る
。

以
上
数
字
か
ら
み
れ
ば
、
コ
一
代
集
ま
で
は
修
辞
法
に
お
け
る
枕
詞

は
万
葉
時
代
の
も
の
が
多
く
の
比
重
を
も
っ
て
い
る
事
が
判
明
す

る。
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後
拾
遺
集
に
な
っ
て
急
激
な
減
少
を
み
て
い
る
こ
と
は
、
天
暦
十

年
か
ら
当
時
に
至
る
凡
そ
二
二
一
年
間
の
歌
で
拾
遺
集
に
洩
れ
た
も

の
を
集
め
よ
う
と
い
う
編
集
意
図
と
、
古
今
、
後
撰
の
作
者
、
梨
査

の
五
人
の
歌
は
省
く
と
い
う
撰
修
方
針
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
先

の
「
後
撰
」
「
拾
遺
」
の
作
者
が
二
百
人
内
外
で
あ
る
の
に
対
し
、

本
集
は
三
百
人
を
越
え
て
い
る
こ
と
、
作
者
は
、
和
泉
式
部
の
七
一



首
が
最
も
多
く
相
模
同
十
首
、
赤
染
衛
門
三
二
首
、
伊
勢
大
輔
二
七

首
、
能
因
コ
一
三
百
が
多
い
所
で
あ
る
、
が
、
枕
詞
使
用
数
で
は
、
式
部

一
百
、
能
因
二
首
に
過
ぎ
な
い
事
も
枕
詞
減
少
の
一
因
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。

叉
、
新
古
今
集
に
増
加
の
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
序
に
あ
る
如
く

万
葉
の
歌
や
そ
の
時
代
の
人
の
作
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

よ
う
。
し
か
し
、
塩
井
正
男
氏
、
が
、
そ
の
著
「
新
古
今
和
歌
集
詳

解
」
の
中
で
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。

新
古
今
集
時
代
は
、
古
今
集
時
代
の
思
想
題
目
修
辞
を
相
と
し
た

和
歌
の
範
囲
内
で
は
、
最
早
技
術
的
修
飾
的
進
歩
す
べ
き
余
地
が

な
く
、
絶
頂
に
至
れ
り
：
・
：
古
来
の
修
辞
法
に
て
、
此
の
時
代
に

あ
ま
り
用
ひ
ら
れ
ず
な
い
れ
る
は
、
枕
詞
や
序
歌
の
法
な
り
、
枕
詞

や
序
歌
は
一
冗
来
一
首
の
意
味
に
多
く
関
係
な
き
も
の
な
れ
ば
、
成

る
べ
く
深
く
細
か
な
る
思
想
を
尽
く
さ
む
と
し
た
る
当
時
に
衰
へ

た
る
は
当
然
と
い
ふ
ベ
く
、
而
し
て
、
詩
想
を
主
と
す
べ
き
詩
の

本
意
、
白
か
ら
か
く
あ
る
べ
き
も
の
に
て
、
こ
れ
等
も
和
歌
の
技

術
の
進
み
た
る
を
知
る
一
端
と
い
ふ
を
得
べ
し
。

枕
詞
の
発
達

福
井
久
蔵
氏
は
、
「
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
」
の
集
中
、
「
三
代
集

時
代
の
枕
詞
」
を
設
け
「
三
代
集
に
見
ゆ
る
新
し
き
枕
詞
は
作
者
の

知
ら
れ
た
る
も
の
凡
そ
二
二

O
種
、
未
詳
の
も
の
一
四

O
種
に
殆
か

る
ベ
し
。
中
に
貫
之
の
作
最
も
多
く
、
射
恒
、
忠
山
今
、
友
則
、
能
因

之
に
弧
げ
ど
も
、
貫
之
、
知
恒
の
外
は
新
靭
の
も
の
一

O
種
に
も
満

た
ず
（
こ
は
撰
集
の
み
な
ら
ず
家
集
を
も
通
じ
て
の
数
な
り
と
す

）
」
と
、
三
代
集
時
代
の
枕
詞
と
そ
の
特
徴
を
分
析
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
実
例
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
為
、
八
代
集
に
用
い
ら
れ
て
い
る

枕
詞
を
全
部
抽
出
す
る
と
二
四
八
種
、
八

O
一
例
と
な
る
。
そ
の
中

で
も
「
あ
し
ひ
き
の
」
七
回
例
、
「
か
ら
こ
ろ
も
」
二
九
例
、
「
ち

は
や
ふ
る
」
一
一
一
例
、
「
ひ
さ
か
た
の
」
二
九
例
、
「
い
そ
の
か
み
」

一
六
例
、
「
た
か
さ
ご
の
」
一
五
例
、
「
あ
ら
た
ま
の
」
一
四
例
、

「
あ
っ
さ
ゆ
み
」
一
同
例
「
く
さ
ま
く
ら
」
一
一
一
一
例
、
「
う
は
た
ま

の
」
一
二
例
、
「
玉
く
し
げ
」
一

O
例
、
「
つ
の
く
に
の
」
一

O

例
、
「
く
れ
た
け
の
」
一

O
例
等
は
数
の
上
か
ら
み
て
も
当
時
多
く

使
用
さ
れ
て
い
た
事
、
が
証
明
さ
れ
る
。

次
に
そ
れ
ら
の
枕
詞
が
如
何
な
る
語
に
掛
か
る
か
に
つ
い
て
、
又

変
遷
を
知
る
為
に
も
、
万
葉
集
と
八
代
集
と
を
合
せ
考
え
て
み
る
に

こ
こ
で
は
一
番
数
の
多
か
っ
た
「
あ
し
ひ
き
の
」
は
、
万
葉
に
於
て

も一

O
二
例
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の
九
三
例
が
「
山
叉
は

山
に
因
め
る
も
の
」
に
掛
っ
て
い
る
。

八
代
集
に
於
て
は
七
一
例
、
拾
遺
集
七
七
九
に
は
「
あ
し
ひ
き
の

葛
城
山
に
ゐ
る
雲
の
立
わ
て
も
ゐ
て
も
君
を
こ
そ
思
へ
」
と
山
の
固

有
名
詞
に
掛
け
た
例
が
伺
わ
れ
る
。
万
葉
に
於
て
は
、
他
に
、
岩
根

一
種
、
や
つ
を
一
種
、
嵐
一
種
、
尾
上
一
種
に
掛
り
、
八
代
集
で
は

病
一
種
（
後
撰
側
）
か
な
た
こ
な
た
一
種
（
新
古
側
）
大
和
撫
子



（
新
古
閣
）
に
掛
か
っ
て
い
る
。

更
に
福
井
氏
の
同
書
の
中
で
分
類
さ
れ
た
同
じ
方
法
で
爪
代
集
の

枕
詞
に
つ
い
て
分
類
す
れ
ば
、

ー

、

比

険

に

属

す

る

も

の

九

三

程

2
、

同

音

反

覆

の

も

の

三

回

種

3
、

形

容

的

修

飾

句

的

な

も

の

一

五

種

4
、
連
想
に
よ
り
或
い
は
転
義
し
た
も
の
四

O
積

古
今
回
か
ら
ご
ろ
も
日
も
タ
ぐ
れ
に
な
る
時
ぞ
か
へ
す
が
へ
す

も
人
は
恋
し
き
、
の
歌
に
於
て
、
古
の
衣
に
は
紐
が
つ
い
て
い
た
o

そ
れ
を
結
ぶ
と
い
う
所
か
ら
「
ひ
も
ゆ
ふ
」
ぐ
れ
と
転
義
－
、
更
に

衣
物
は
折
っ
た
り
返
し
た
り
す
る
所
か
ら
「
か
へ
す
が
へ
す
」
と

縁
語
を
用
い
技
巧
的
に
す
ぐ
れ
た
効
果
を
出
し
て
い
る
。

5
、
例
え
ば
拾
遺
集
六
二
七
「
音
に
聞
く
人
に
心
を
筑
波
嶺
の
み
ね

ど
恋
し
き
君
に
も
あ
ら
ね
ば
し
で
事
象
に
直
接
の
連
鎖
が
な
く
、

唯
言
語
上
の
続
き
か
ら
同
音
異
義
語
、
叉
は
そ
れ
に
類
似
す
る
音

を
語
の
一
部
分
に
も
つ
語
に
転
じ
た
例
、
四

O
種、

6
、
上
の
語
、
が
、
下
の
語
の
主
語
の
様
に
下
の
述
語
よ
り
同
音
語
に

転
じ
た
も
の

種

以
上
六
例
に
よ
れ
ば
、
八
代
集
の
枕
詞
は
単
な
る
枕
詞
と
し
て
用

い
た
の
み
で
な
く
、
「
み
ね
」
と
「
峰
」
の
一
掛
詞
と
し
、
衣
か
ら

「
か
へ
す
が
へ
す
」
と
縁
語
を
伴
わ
し
め
た
例
が
多
い
。
使
用
数
の

上
か
ら
は
万
葉
に
及
ば
な
い
と
し
て
も
、
修
辞
的
、
技
巧
的
に
よ
大

き
な
発
達
を
と
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
に
あ
げ
た
福
井
氏
や
、

橋
残
夢
氏
、

三
代
集
の
頃
の
手
ぶ
り
は
万
葉
に
見
え
る
こ
と
多
か
れ
ど
、
そ
の

続
け
様
、
こ
の
世
の
一
手
風
に
て
、
枕
の
縁
語
を
以
て
一
首
と
な

し
、
又
序
の
如
く
言
い
下
し
て
頓
て
枕
と
し
た
る
な
ど
万
葉
の
頃

に
は
見
え
ぬ
遣
ひ
ざ
ま
な
り
、

と
述
べ
て
い
る
。

江
戸
時
代
末
の
高

二
、
八
代
集
の
歌
人
に
つ
い
て

八
代
集
中
に
使
用
さ
れ
た
枕
詞
八

O
一
例
の
う
ち
読
人
し
ら
ず
、

名
な
し
を
省
け
ば
、
貫
之
の
六

O
例
が
最
も
多
く
、
人
磨
ご
一
七
種
、

射
恒
一
七
例
、
源
俊
頼
一
一
例
、
伊
勢
九
例
、
紀
友
則
八
例
、
藤
原

忠
一
房
八
例
、
た
だ
み
ね
七
例
：
：
：
等
と
な
っ
て
い
る
。

古
今
集
に
於
て
は
、
二
一
二
人
の
作
者
の
う
ち
、
枕
詞
を
使
っ
て

い
る
歌
人
は
三

O
人
、
そ
の
中
で
も
貫
之
の
二
二
例
、
射
恒
一

O
例

を
は
じ
め
、
友
則
七
例
、
忠
与
六
例
、
忌
一
房
五
例
、
伊
勢
三
一
例
、
そ

せ
い
法
師
コ
一
例
、
平
貞
文
三
例
が
目
立
ち
、
よ
み
人
知
ら
ず
が
七
九

例
と
、
全
使
用
数
の
四
五
%
を
し
め
て
い
る
。
古
今
集
目
録
に
よ
れ

ば
、
読
人
し
ら
ず
の
歌
が
四
コ
二
首
あ
り
、
比
較
的
古
い
時
代
の
民

謡
的
性
質
を
お
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。

次
の
後
雄
一
集
に
は
、
六
六
人
の
歌
人
が
枕
詞
を
使
用
し
、
貫
之
の

一
一
例
、
伊
勢
の
六
例
、
兼
輔
三
例
、
敦
忠
三
例
、
も
と
よ
し
の
な

こ
三
例
、
叉
、
よ
み
人
し
ら
ず
が
七
六
例
で
、
こ
こ
で
も
枕
詞
使
用
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数
の
四
一
%
を
し
め
て
い
る
。
後
撰
集
の
一
場
合
は
、
撰
者
の
歌
を
一

首
も
入
れ
て
い
な
い
事
、
新
進
の
歌
人
を
認
め
な
い
事
な
ど
か
ら
、

貫
之
、
伊
勢
、
兼
輔
な
ど
何
れ
も
前
時
代
の
歌
人
の
枕
詞
が
多
い
。

拾
遺
集
で
枕
詞
を
使
用
し
て
い
る
歌
人
は
五
十
二
名
、
前
と
同
様

読
み
人
し
ら
ず
が
六
一
例
で
全
体
の
二
一
一
%
に
な
っ
て
い
る
。
叉
、

人
麿
コ
一

O
例
、
貫
之
一
六
例
と
や
は
り
、
占
い
人
の
使
用
数
、
か
多
い
。

後
拾
遺
集
に
な
る
と
、
枕
詞
四
二
例
に
対
し
て
、
三
四
名
の
作
者

で
、
三
例
以
上
の
も
の
は
馬
内
待
と
藤
原
国
房
の
二
人
で
あ
る
。
一
二

代
集
で
最
も
多
く
数
を
し
め
て
い
た
貫
之
の
作
は
一
例
も
見
出
せ
ず

読
人
し
ら
ず
が
二
例
の
み
に
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
集
の
特
徴
と
云

え
よ
う
。

金
葉
集
で
も
、
後
拾
遺
集
と
同
じ
く
、
よ
み
人
知
ら
ず
の
歌
は
少

な
く
四
種
あ
る
の
み
で
、
二
二
七
人
の
歌
人
の
中
、
枕
詞
を
使
用
し

て
い
る
の
は
二
八
人
と
全
体
の
二
一
%
、
俊
頼
の
四
例
、
顕
輔
、
長

実
の
コ
一
例
が
多
い
所
で
他
は
一
・
二
例
の
み
で
あ
る
。

次
の
詞
花
集
で
は
九
五
人
の
歌
人
に
対
し
て
七
人
・
七
例
の
枕
詞

使
用
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
全
体
の
七
%
に
過
ぎ
ず
枕
詞
の
減
少
が

判
明
出
来
よ
う
。

千
載
集
で
も
同
様
の
事
が
言
え
る
、
三
二
八
人
に
対
し
て
枕
詞
三

九
例
、
二
八
人
の
歌
人
が
名
を
連
ね
多
い
所
で
は
崇
徳
院
の
四
例
、

俊
頼
の
四
例
で
あ
る
。

新
古
今
の
時
代
に
な
る
と
、
貫
之
一
一
例
、
人
麿
七
例
、
慈
園
六

例
、
摂
政
太
政
大
臣
・
藤
原
家
隆
・
定
家
・
俊
成
が
そ
れ
ぞ
れ
四
例

謙
徳
公
コ
一
例
、
能
因
法
師
三
一
例
、
赤
人
三
例
等
そ
の
時
代
の
人
の
作

が
多
い
と
共
に
、
人
麿
、
赤
人
ら
万
葉
歌
人
、
貫
之
な
ど
古
今
時
代

の
人
が
数
の
上
で
大
き
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。

貫
之
の
場
合
、
「
あ
し
ひ
き
の
」
、
か
一
三
例
で
全
体
の
一
一
一
%
を

し
め
、
人
麿
に
於
て
も
四
例
で
一
四
%
、
知
恒
二
例
、
伊
勢
、
友
則

ら
も
一
例
ず
つ
使
用
し
て
い
る
、
こ
れ
は
彼
等
が
「
あ
し
ひ
き
の
」

な
る
枕
詞
を
好
ん
だ
か
ら
だ
、
と
言
う
よ
り
、
前
章
で
も
ふ
れ
た
が

枕
詞
用
例
数
中
七
五
例
と
一
番
多
く
、
叉
万
葉
時
代
に
お
い
て
も
一

O
二
例
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
枕
詞
と
い
え
ば
こ
の
語
、
が

思
い
起
さ
れ
る
程
一
般
に
認
め
ら
れ
、
一
種
の
慣
用
語
的
に
使
用
さ

れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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結

び

八
代
集
に
お
け
る
枕
詞
に
つ
い
て
、
統
計
的
に
見
た
点
を
述
べ
て

み
た
が
、
以
上
の
事
を
総
合
し
て
み
る
と
次
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ

。

〉
内
ノー

、
枕
詞
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
枕
詞
は
普
通
五
音
又
は
そ
れ
に
準

ず
る
形
で
、
主
文
の
意
味
と
は
関
係
な
し
に
あ
る
詞
句
を
言
い
出

そ
う
と
す
る
時
に
上
に
被
ら
せ
て
用
い
る
一
種
の
修
飾
語
で
あ
り

後
続
の
詞
句
と
の
関
係
に
於
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ

ヲ心。

2
、
枕
詞
使
用
数
の
両
か
ら
い
え
ば
、
八
代
集
に
於
け
る
総
歌
数
九

四
九
四
首
中
、
七
七
二
首
に
枕
詞
が
使
用
さ
れ
、
全
体
の
八
・
一



加
問
、
摂
蕗
木
話
，
τ
ρ
R
K

．
出
属
医
均
等
間
間
．
完

2
．
信
ぽ
カ
与
オ
与
j

f・0
レ

組
W
窃
抱
明
剥
製
ぶ
恥
r
h一i
a
d吋

%
を
し
め
て
い
る
。
集
別
に
見
る
に
、
L

白
今
一
四
・
一
二
%
、
後
撰

一
一
、
五
%
、
拾
遺
一
二
%
と
い
ず
れ
も
一
O
%
以
上
を
し
め
て

い
る
の
に
対
し
、
後
拾
遺
に
な
る
と
コ
一
・
四
%
と
急
減
し
、
金
葉

六
・
一
%
、
詞
花
一
、
七
%
、
千
載
二
・
六
%
、
新
古
今
七
弘
と

な
り
、
こ
の
数
字
は
、
時
代
的
な
も
の
も
多
少
は
含
ま
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
各
集
の
撰
者
好
み
と
か
撰
集
方
針
の
ち
が
い
か
ら
来

て
い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
o

3
、
部
立
て
別
に
見
る
と
、
恋
の
部
二
一
・
三
%
と
最
も
多
く
、
一

番
少
な
い
の
が
秋
の
四
・
八
%
と
な
っ
て
い
る
。
全
集
を
通
じ
て

と
ら
れ
て
い
る
四
季
の
部
、
恋
の
部
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
検
討

し
た
く
思
っ
て
い
る
。

4
、
八
代
集
に
使
用
さ
れ
て
い
る
枕
詞
の
種
類
は
二
五
一
種
、
八
O

一
例
あ
り
、
そ
の
中
で
「
あ
し
ひ
き
の
」
が
最
も
多
く
七
四
例
、

「
か
ら
こ
ろ
も
」
一
二
O
例
、
「
ひ
さ
か
た
の
」
二
九
例
、
「
ち
は

や
ぶ
る
」
二
九
例
な
ど
。
叉
、
三
一
代
集
に
使
わ
れ
て
い
る
枕
詞
二

O
七
種
の
う
ち
一
一
一
一
一
一
種
が
万
葉
と
同
じ
種
類
で
あ
り
、
後
の
一

O
五
種
は
、
新
し
く
創
造
さ
れ
た
も
の
、
又
は
言
葉
の
変
化
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
使
用
数
上
か
ら
み
る
と
、
全
五
コ
一
七
例
の

う
ち
万
葉
時
代
の
が
三
＝
一
四
例
で
約
六
五
%
を
し
め
、
用
例
数
か

ら
み
て
、
三
代
集
の
枕
詞
は
万
葉
の
も
の
の
比
重
が
大
だ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

5
、
万
葉
時
代
に
最
も
精
彩
を
放
っ
た
と
い
わ
れ
る
枕
詞
が
数
の
上

か
ら
は
と
う
て
い
そ
の
数
に
及
ぶ
所
の
も
の
で
は
な
い
が
、
例
え

H
H
Vト
↑

l
i

ノ

nuvト
J
F

，，rLr

j

ム古
今
町
あ
さ
っ
さ
弓
春
た
ち
し
よ
り
年
月
の
い
る
、
が
ご
と
く
も
お

も
ほ
ゆ
る
か
な

と
縁
語
的
に
、

拾
遺
拘
別
る
れ
ば
心
を
の
み
ぞ
っ
く
し
櫛
さ
し
て
逢
ふ
べ
き
方

を
し
ら
ね
ば

と
掛
詞
的
に
、

後
姶
遺
醐
か
り
衣
そ
で
し
の
う
ら
の
う
っ
せ
が
ひ
む
な
し
き
恋

に
年
の
へ
ぬ
ら
ん

と
序
詞
に
、

拾
遺
問
池
水
の
そ
こ
に
あ
ら
で
は
ね
ぬ
な
は
の
来
る
人
も
な
し

ま
つ
人
も
な
し

一
句
に
二
種
を
使
用
す
る
な
ど
、
修
辞
的
、
技
巧
的
に
大
き
な
発

達
を
と
げ
て
い
る
。

6
、
枕
詞
使
用
数
の
多
い
歌
人
は
貫
之
（
印
）
人
麿
（
訂
）
射
恒

（
汀
）
俊
頼
（
叩
）
他
に
伊
勢
、
友
則
、
忠
一
男
、
忠
与
な
ど
が
多

い
。
各
集
に
於
る
撰
集
方
針
な
ど
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
概
し
て

古
い
歌
人
の
う
た
に
多
く
使
用
さ
れ
、
時
代
集
を
追
う
毎
に
減
少

の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
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万
葉
集
全
註
釈
（
二
、
十
二
、
す
二
己
武
田
祐
吉
著

角
川
書
店
（
昭
旬
刊
）

枕
詞
の
研
究
と
釈
義

有
精
堂
（
昭
お
刊
）

枕
詞
辞
典

創
元
社
（
昭
訪
刊
）

新
校
万
葉
集

創
一
冗
社
（
昭
訪
刊
）

日
本
文
学
大
辞
典

新
潮
社
（
昭
お
刊
）

源

)I慎

伝

記

考

杉
浦
（
伊
藤
〉
辰
子

序

源
順
は
嵯
峨
天
皇
の
曾
孫
で
あ
り
、
和
漢
の
学
に
達
し
詩
文
や
和

歌
に
巧
な
人
物
で
あ
っ
た
。
所
謂
、
梨
査
の
五
人
の
う
ち
で
も
随
一

に
数
え
ら
れ
、
か
っ
、
三
十
六
歌
仙
の
一
人
に
選
ば
れ
て
い
る
。
彼

の
私
家
集
に
は
、
そ
う
し
た
賢
才
ぶ
り
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
発
揮
さ

れ
丈
い
る
。
し
か
し
、
一
方
彼
は
刻
苦
勉
励
し
て
学
問
に
励
ん
だ
の

で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
源
順
集
を
市
心
に
本
朝
文
粋
、
扶
桑
集
、
和
漢
朗
詠
集
、

朝
野
群
載
、
和
名
類
家
妙
、
勅
撰
集
、
平
安
朝
の
歌
合
、
天
徳
三
年

闘
詩
記
、
三
十
六
人
歌
仙
伝
等
を
参
照
し
て
彼
の
作
口
同
特
に
和
歌

漢
詩
文
に
よ
っ
て
、
彼
の
家
庭
、
創
作
活
動
、
詠
歌
事
情
、
交
際
関

係
、
人
物
等
に
つ
い
て
、
考
察
し
、
彼
の
事
蹟
や
伝
記
を
明
ら
か
に

し
た
い
と
い
う
の
が
目
的
で
あ
る
。

な
お
、
源
順
集
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
如
き
点
に
留
意
し

た。

源
順
集
は
底
本
と
し
て
続
国
歌
大
観
所
収
（
歌
仙
家
集
本
に
よ

る
）
の
も
の
を
使
用
す
る
。

本
稿
は
続
国
家
大
観
の
源
順
集
の
番
号
を
使
用
す
る
。
但
し
、

〔
一
八
九

O
二
か
ら
〔
一
九
一
一
七
〕
ま
で
が
源
順
の
も
の
で

あ
る
。

底
本
以
外
の
引
用
歌
は
そ
の
資
料
に
よ
る
番
号
を
用
い
る
こ
と
に

す
る
。

付
順
の
家
庭

源
順
は
嵯
峨
天
皇
の
子
孫
で
あ
る
。
彼
の
略
伝
を
－
記
し
た
三
一
十
六

人
歌
仙
伝
に
よ
れ
ば
、
永
観
元
年
に
年
七
十
三
卒
と
あ
る
か
ら
逆
算

し
て
延
喜
十
一
年
の
生
れ
と
い
う
こ
と
じ
な
る
。
彼
の
系
図
を
尊
卑

分
脈
に
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。


