
一
、
は
じ
め
に

(
l
)
 

森
鵜
外
作
の
「
高
瀬
舟
」
は
、
大
正
五
年
(
-
九
一
六
）
一
月
一

日
発
行
の
雑
誌
『
中
央
公
論
』
第
一
二
十
一
年
第
一
号
に
「
森
林
太
郎
」

の
署
名
で
掲
載
さ
れ
、
の
ち
『
高
瀬
舟
」
（
大
正
七
年
、
春
陽
堂
）
に

(
2
)
 

収
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
本
作
は
、
池
辺
義
象
校
訂
『
翁
草
』
の
記
事

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
、
解
題
で
あ
る
「
附
高
瀬
舟
縁
起
」
（
以

(
3
)
 

下
「
縁
起
」
）
に
て
鵜
外
が
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

此
話
は
翁
草
に
出
て
ゐ
る
。
池
辺
義
象
さ
ん
の
校
訂
し
た
活
字

本
で
一
ペ
エ
ジ
余
に
書
い
て
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
読
ん
で
、
其

中
に
二
つ
の
大
き
い
問
題
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
思
っ
た
。
一
っ

は
財
産
と
云
ふ
も
の
の
観
念
で
あ
る
。
銭
を
持
つ
た
こ
と
の
な

い
人
の
銭
を
持
つ
た
喜
は
、
銭
の
多
少
に
は
関
せ
な
い
。
人
の

欲
に
は
限
が
な
い
か
ら
、
銭
を
持
つ
て
見
る
と
、
い
く
ら
あ
れ

ば
よ
い
と
い
ふ
限
界
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
二
百
文
を

森
鴫
外

「
高
瀬
舟
」

『
老
子
』

近
世
思
想
的
視
座
に
よ
る
再
検
討

と

財
産
と
し
て
喜
ん
だ
の
が
面
白
い
。
今
―
つ
は
死
に
掛
か
つ
て

ゐ
て
死
な
れ
ず
に
苦
ん
で
ゐ
る
人
を
、
死
な
せ
て
遣
る
と
云
ふ

事
で
あ
る
0

[
中
略
]
従
来
の
道
徳
は
苦
ま
せ
て
置
け
と
命
じ

て
ゐ
る
。
し
か
し
医
学
社
会
に
は
、
こ
れ
を
非
と
す
る
論
が
あ

る
。
即
ち
死
に
瀕
し
て
苦
む
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
楽
に
死
な
せ

て
、
其
苦
を
救
つ
て
遣
る
が
好
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

ュ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
と
い
ふ
。
楽
に
死
な
せ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
。

高
瀬
舟
の
罪
人
は
、
丁
度
そ
れ
と
同
じ
場
合
に
ゐ
た
や
う
に
思

(
4
)
 

は
れ
る
。
私
に
は
そ
れ
が
ひ
ど
く
面
白
い
。

『
翁
草
』
は
、
寛
政
―
―
一
年
（
一
七
九
一
）
頃
に
成
立
し
た
神
沢
杜
口
（
貞

幹
と
も
）
に
よ
る
随
筆
で
あ
る
。
京
都
町
奉
行
与
力
（
同
心
を
指
揮
し

て
上
官
の
事
務
を
分
掌
・
補
佐
し
た
職
）
で
あ
っ
た
杜
口
の
見
聞
し
た

事
実
や
、
中
古
以
来
の
世
話
・
武
功
談
・
奇
事
・
逸
話
等
々
が
二
百

(
5
)
 

巻
に
わ
た
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
「
高
瀬
舟
」
の
典
拠
と
な
っ

坂

本

圭
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て
い
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
巻
之
百
十
七
「
流
人
の
話
」
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
「
高
瀬
舟
」
は
、
「
縁
起
」
に
お
い
て
鴎
外
自
身
が
間
接
的
・

直
接
的
に
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
知
足
」
と
「
安
楽
死
」
と
い
う
「
ニ

つ
の
大
き
い
問
題
」
が
主
題
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
早
く
に

(

7

)

 

は
主
題
の
分
裂
を
指
摘
す
る
論
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
物
語
に
一

貰
性
を
見
出
せ
な
い
か
と
い
う
試
み
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る

6

一
見
、
「
高
瀬
舟
」
に
お
け
る
主
要
人
物
は
、
「
知
足
」
の
精
神
を

持
ち
、
且
つ
「
安
楽
死
」
を
体
験
し
た
喜
助
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
喜
助
の
人
物
像
は
庄
兵
衛
の
目
を
通
し
て
語
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
「
喜
助
は
、
『
知
足
』
・
『
安
楽
死
』
の
体
現
者
で
あ

る
」
と
評
価
し
た
の
は
、
実
は
庄
兵
衛
で
あ
る
。
ま
た
、
「
流
人
の
話
」

に
お
け
る
「
守
護
の
同
心
」
は
、
流
人
か
ら
話
を
聞
き
出
す
役
割
は

担
う
も
の
の
、
心
理
・
行
動
の
両
面
に
お
い
て
そ
れ
以
上
の
描
写
は

な
い
。
一
方
の
庄
兵
衛
は
、
喜
助
の
話
を
聞
く
う
ち
に
自
身
と
喜
助

を
照
ら
し
合
わ
せ
、
さ
ら
に
は
悶
々
と
内
省
ま
で
す
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
物
語
は
庄
兵
衛
の
視
点
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
喜
助
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
、
同
心
羽

田
庄
兵
衛
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
特
に
、
作
品
の
前
半
部
で
あ
る
「
知
足
」
の
問
題
を
取

り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
様
々
に
論
議
さ
れ
て
き
た
「
足
る
こ
と
を
知
っ

て
ゐ
る
こ
と
」
の
典
拠
を
問
い
直
し
、
そ
の
上
で
、
庄
兵
衛
の
視
点

を
通
し
て
語
ら
れ
る
「
知
足
」
及
び
「
安
楽
死
」
と
は
ど
の
よ
う
な

二
、
「
知
足
」
の
再
検
討

（
一
）
池
辺
義
象
校
訂
『
翁
草
』
に
お
け
る
「
知
足
」
節

従
来
、
鴎
外
と
「
知
足
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
前
述
の
「
流

人
の
話
」
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
鵬
外
が
参
照
し
た
池

辺
義
象
校
訂
『
翁
草
』
の
巻
之
百
四
に
「
知
足
」
と
い
う
一
節
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
以
下
、
同
節
か

ら
一
部
抜
粋
す
る
。

唯
衣
食
住
に
足
れ
ば
、
其
上
の
願
ひ
有
べ
か
ら
ず
、
あ
き
た

ら
ず
思
へ
ば
、
七
珍
万
宝
を
積
と
て
も
、
人
欲
の
足
る
事
な
け

ん
、
な
べ
て
六
欲
の
止
処
を
、
食
欲
の
ご
と
く
せ
ば
、
過
つ
事

あ
ら
じ
、
食
欲
は
旦
夕
に
絶
せ
ず
、
飢
る
所
へ
ほ
ど
よ
く
哺
す

れ
ば
、
忽
知
足
す
、
其
上
を
貪
る
心
無
し
、
若
貪
て
大
食
す
れ

ば
身
を
害
す
、
斯
て
半
日
を
過
れ
ば
又
飢
ゆ
、
飢
れ
ば
又
哺
し
、

哺
せ
ば
足
る
、
世
の
業
も
是
に
た
ぐ
へ
て
、
己
が
分
限
に
随
ひ
、

程
を
過
ぬ
や
う
に
慎
み
、
貪
欲
は
大
食
に
等
し
け
れ
ば
、
身
の

(

9

)

 

禍
を
も
う
く
る
と
心
得
て
慎
む
べ
し

本
節
は
神
沢
杜
口
の
自
伝
と
言
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、
右
の

文
章
か
ら
『
老
子
』
の
文
言
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

も
の
か
、
近
世
思
想
的
視
座
か
ら
再
検
討
し
た
い
。
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第
一
―
-
+
―
―
―
章

知
入
者
智
自
知
者
明
勝
入
者
有
力
自
勝
者
強
知
赳
者
富
強
行
者

有
志
不
失
其
所
者
久
死
而
不
亡
者
寿

第
四
十
四
章

名
与
身
執
親
身
与
貨
執
多
得
与
亡
執
病
是
故
甚
愛
必
大
費
多
蔵

必
厚
亡
知
赳
不
辱
知
止
不
殆
可
以
長
久

第
四
十
六
章

図一 林希逸註『老子慮齊口義』第三十三章

そ
こ
で
、
江
戸
・
明
治
期
に
広
く
読
ま
れ
た
林
希
逸
註
『
老
子
慮
齊

口
義
』
（
以
下
、
林
註
『
老
子
』
）
に
お
け
る
「
知
足
」
を
見
て
み
よ

(
I
O
)
 

入っ

天
下
有
道
却
走
馬
以
糞
天
下
無
道
戎
馬
生
於
郊
罪
葵
大
於
可
欲

禍
莫
大
於
不
知
足
咎
莫
大
於
欲
得
故
姐
赳
之
足
常
足
‘

屈
下
、
現
代
語
訳
]

第
一
―
-
+
―
―
一
章

他
人
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
は
知
恵
の
は
た
ら
き
で
あ
る

が
、
自
分
で
自
分
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
は
、
さ
ら
に
す
ぐ

れ
た
明
智
で
あ
る
。
他
人
に
う
ち
勝
つ
の
は
力
が
あ
る
か
ら
だ

が
、
自
分
で
自
分
に
う
ち
勝
つ
の
は
、
ほ
ん
と
う
の
強
さ
で
あ

る。
満
足
す
る
こ
と
を
知
る
の
が
、
ほ
ん
と
う
の
豊
か
さ
で
あ
る
。

努
力
を
し
て
行
な
い
つ
づ
け
る
の
が
、
目
的
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
本
来
の
あ
り
か
た
か
ら
離
れ
な
い
の
が
、

永
つ
づ
き
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
い
死
ん
で
も
、
真
実
の

「
道
」
と
一
体
に
な
っ
て
滅
び
る
こ
と
の
な
い
の
が
、
ま
こ
と

の
長
寿
で
あ
る
。

第
四
十
四
章

名
誉
と
身
体
と
は
、
ど
ち
ら
の
ほ
う
が
自
分
に
と
っ
て
切
実

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
身
体
と
財
産
と
は
、
ど
ち
ら
の
ほ
う
が

自
分
に
と
っ
て
重
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
の
を
得
る
の
と
失

う
の
と
は
、
ど
ち
ら
の
ほ
う
が
害
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
び

と
は
名
誉
や
財
産
の
欲
に
と
ら
わ
れ
て
わ
が
身
の
こ
と
を
忘
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れ
、
名
誉
や
財
産
の
獲
得
を
喜
ん
で
わ
が
身
を
そ
こ
な
う
害
を

知
ら
な
い
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
欲
を
と
げ
よ
う
と
し
て
極
端

な
も
の
お
し
み
を
し
て
い
る
と
、
必
ず
大
き
な
浪
費
を
す
る
こ

と
に
な
り
、
あ
ま
り
に
も
た
く
さ
ん
の
貯
蓄
を
し
て
い
る
と
、

必
ず
大
き
な
損
失
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
。
ま
こ
と
の
満
足

を
知
る
も
の
は
、
屈
辱
を
う
け
て
わ
が
身
を
汚
す
よ
う
な
こ
と

に
な
る
の
を
ま
ぬ
が
れ
、
適
切
な
と
こ
ろ
で
止
ま
る
こ
と
を
知

る
も
の
は
、
わ
が
身
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の

を
ま
ぬ
が
れ
る
。
こ
う
し
て
、
い
つ
ま
で
も
安
全
に
長
ら
え
ら

れ
る
の
だ
。

第
四
十
六
章

世
界
じ
ゅ
う
に
道
理
が
行
な
わ
れ
て
平
和
で
あ
る
と
き
は
、

早
馬
は
追
い
や
ら
れ
て
畑
の
耕
作
に
使
わ
れ
る
が
、
世
界
じ
ゅ

う
に
道
理
が
な
く
て
乱
れ
た
と
き
に
は
、
軍
馬
の
活
動
が
都
の

近
く
で
も
起
こ
る
よ
う
に
な
る
。

戦
争
の
も
と
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
諸
侯
た
ち
の
私
的
な
欲

望
だ
。
欲
望
を
た
く
ま
し
く
す
る
の
が
最
大
の
罪
悪
で
あ
り
、

満
足
を
知
ら
な
い
の
が
最
大
の
災
禍
で
あ
り
、
物
を
貪
り
つ
づ

け
る
の
が
最
も
い
た
ま
し
い
罪
過
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
満
足
を

知
る
と
い
う
そ
の
満
足
こ
そ
は
、
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
誠
の
満

足
な
の
生

こ
の
よ
う
に
、
池
辺
校
訂
の
「
翁
草
』
に
お
け
る
「
知
足
」
節
と
林

註
『
老
子
』
に
お
け
る
「
知
足
」
と
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
内
容
が

一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
「
知
足
」
と
い
う

概
念
に
着
目
し
、
そ
の
出
典
と
し
て
『
老
子
』
を
指
摘
し
て
い
る
先

(
1
3
)
 

行
研
究
は
あ
る
が
、
池
辺
校
訂
の
「
翁
草
」
に
お
け
る
「
知
足
」
節

に
言
及
し
た
論
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
「
高
瀬
舟
」
の
下
敷
き
と
な
っ

て
い
る
の
は
「
流
人
の
話
」
で
間
違
い
な
い
が
、
『
翁
草
』
に
執
箪

の
素
材
を
求
め
参
照
し
た
鵬
外
が
、
同
書
中
の
「
知
足
」
節
を
読
ん

で
い
な
い
と
は
考
え
に
く
く
、
本
節
も
「
高
瀬
舟
」
の
素
材
と
し
て

看
過
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
菅
聡
子
氏
は
、
「
知
足
」

の
出
典
に
「
知
足
者
富
」
（
『
老
子
』
第
三
十
三
章
）
と
と
も
に
「
安
養

(11) 

知
足
」
（
仏
教
語
）
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
極
め
て
限
定

的
な
仏
教
テ
キ
ス
ト
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
「
高
瀬
舟
」
に
お
け
る
「
知

足
」
を
仏
教
用
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
一
方
、
当
時
、
『
老
子
』
は
比
較
的
入
手
し
や
す
い
テ

キ
ス
ト
で
あ
り
、
明
治
・
大
正
期
の
著
名
な
知
識
人
と
し
て
知
ら
れ

る
鴫
外
が
『
老
子
』
を
素
養
と
し
て
身
に
付
け
て
い
た
こ
と
は
半
ば

当
然
の
よ
う
に
想
定
し
得
る
。
さ
ら
に
「
知
足
」
節
が
「
流
人
の
話
」

と
同
様
に
『
翁
草
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
高
瀬
舟
」

に
お
け
る
「
知
足
」
は
仏
教
や
そ
の
他
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
『
老
子
』
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ

(
1
5
)
 

、つ
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こ
こ
で
「
高
瀬
舟
」
本
文
に
立
ち
返
る
。
庄
兵
衛
は
、
漠
然
と
「
人

の
一
生
と
い
ふ
や
う
な
事
」
に
思
い
を
巡
ら
し
た
の
ち
に
、
喜
助
に

対
し
て
、
「
人
は
ど
こ
ま
で
往
つ
て
踏
み
止
ま
る
こ
と
が
出
来
る
も

の
や
ら
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
今
目
の
前
で
踏
み
止
ま
つ
て
見
せ
て

く
れ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
知
足
」
節
及
び
『
老
子
』

と
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
知
足
」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
そ
の
典
拠
は
様
々
に
論
じ
ら

れ
て
き
た
が
、
以
上
の
検
討
か
ら
、
「
流
人
の
話
」
と
と
も
に
、
『
翁
草
』

所
収
の
「
知
足
」
節
が
『
老
子
』
の
思
想
に
基
づ
い
て
お
り
、
さ
ら

に
こ
れ
ら
一
一
節
が
「
高
瀬
舟
」
に
お
け
る
「
欲
の
な
い
こ
と
、
足
る

(
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こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
こ
と
」
の
典
拠
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
庄
兵
衛
に
よ
っ
て
〈
発
見
〉
さ
れ
る
「
知
足
」

「
知
足
」
は
「
老
子
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

念
頭
に
置
き
、
改
め
て
本
作
を
考
察
す
る
。
「
流
人
の
話
」
と
「
高

瀬
舟
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
あ
ら
ま
し
に
大
き
な
差
異
は

な
く
、
「
高
瀬
舟
」
は
典
拠
に
ほ
ぼ
則
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
両
者
は
人
物
描
写
の
点
に
お
い
て
違
い
が
見
ら
れ

る
。
「
流
人
の
話
」
で
は
、
罪
人
の
身
の
上
話
が
淡
々
と
語
ら
れ
る

の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
高
瀬
舟
」
で
は
、
罪
人
と
同
心
と
が
喜

助
及
び
庄
兵
衛
と
い
う
具
体
的
な
名
前
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
登
場

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

庄
兵
衛
は
、
喜
助
が
遠
島
刑
や
二
百
文
と
い
う
微
々
た
る
銭
を
有

難
く
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、
「
喜
助
の
欲
の
な
い
こ
と
、

足
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
こ
と
」
を
不
思
議
に
思
う
。
そ
し
て
自
身

を
顧
み
、
自
分
は
満
足
を
覚
え
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
常
に
心

の
奥
に
疑
憫
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の
上
で
「
人
は
ど
こ
ま
で

往
つ
て
踏
み
止
ま
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
や
ら
分
か
ら
な
い
。
そ
れ

を
今
目
の
前
で
踏
み
止
ま
つ
て
見
せ
て
く
れ
る
の
が
此
喜
助
だ
」
と

喜
助
を
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
当
の
喜
助
に
は
、
自
分

が
「
足
る
こ
と
を
知
っ
て
」
お
り
、
「
踏
み
止
ま
つ
て
見
せ
て
」
い

る
と
い
う
意
識
は
な
い
。
喜
助
の
こ
の
心
の
状
態
は
、
自
身
の
境
遇

や
人
柄
に
よ
る
産
物
で
あ
り
、
庄
兵
衛
と
は
別
次
元
の
幸
福
感
で
あ

る。
喜
助
は
た
っ
た
二
百
文
し
か
有
し
て
い
な
い
罪
人
で
あ
る
の
に
対

し
、
庄
兵
衛
は
喜
助
と
は
桁
違
い
の
給
料
を
貰
っ
て
い
る
役
人
で
、

さ
ら
に
は
喜
助
に
は
な
い
「
係
累
」
す
な
わ
ち
妻
も
い
る
。
江
戸
時

(n) 

代
の
同
心
の
俸
禄
は
、
三
十
俵
―
一
人
扶
持
が
標
準
で
あ
っ
た
。
格
に

よ
っ
て
若
干
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
職
掌
柄
、
町
方
な
ど
か
ら
の
付

届
け
（
謝
礼
や
義
理
な
ど
に
よ
る
金
品
）
が
相
当
あ
り
、
生
活
は
裕
福

(

1

8

)

 

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
庄
兵
衛
は
「
自
分
の
扶
持
米
で
立
て
て
行
く

暮
し
は
、
折
々
足
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
大
抵
出
納
が
合
っ

て
ゐ
る
。
手
一
ぱ
い
の
生
活
で
あ
る
。
」
と
自
身
の
経
済
事
情
を
鑑

み
て
い
る
が
、
喜
助
と
庄
兵
衛
の
間
に
は
経
済
面
だ
け
で
な
く
、
地
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位
・
係
累
と
い
う
社
会
的
・
家
庭
的
な
差
ま
で
も
が
明
ら
か
に
存
在

し
て
い
る
。
し
か
し
、
庄
兵
衛
が
重
要
視
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
客

観
的
差
で
は
な
く
、
精
神
的
差
で
あ
っ
た
。

恐
ら
く
喜
助
に
も
欲
や
疑
憫
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
大
方
の
「
目

も
当
て
ら
れ
ぬ
気
の
毒
な
様
子
」
を
し
た
罪
人
ら
と
は
異
な
り
、
「
い

か
に
も
楽
し
さ
う
で
」
「
遊
山
船
に
で
も
乗
っ
た
や
う
な
顔
」
を
し

た
「
こ
れ
ま
で
類
の
な
い
、
珍
ら
し
い
罪
人
」
た
る
喜
助
を
前
に
し
て
、

庄
兵
衛
は
、
そ
の
驚
異
と
「
知
足
」
の
精
神
に
囚
わ
れ
た
こ
と
で
彼

を
特
別
視
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
喜
助
の
中
に
理
想
像
を
見
出
す

も
、
そ
れ
は
実
態
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

が
「
峯
光
」
「
喜
助
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
変
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
喜
助
と
庄
兵
衛
の
間
に
は
、
「
知
足
」
と
い
う
精
神
的

差
と
、
理
想
と
現
実
の
乖
離
に
よ
る
「
懸
隔
」
が
生
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、

こ
れ
ら
は
庄
兵
衛
の
視
点
を
通
し
て
〈
発
見
〉
さ
れ
て
い
る
。
喜
助

の
「
足
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
」
姿
を
〈
発
見
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
庄
兵
衛
は
、
喜
助
の
幸
福
感
こ
そ
が
理
想
の
状
態
で
あ
り
、
人

は
「
踏
み
止
ま
る
」
必
要
性
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
得
る

の
で
あ
る
。
こ
の
庄
兵
衛
の
主
観
が
、
「
縁
起
」
の
い
う
「
二
つ
の

大
き
い
問
題
」
の
内
の
一
っ
と
し
て
読
者
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
高
瀬
舟
」
に
お
け
る
「
知
足
」
は
、
同
心
羽
田
庄
兵
衛
に
よ
っ
て
〈
発

見
〉
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
『
老
子
』
に
お
け
る

「
知
足
」
ま
で
も
が
物
語
の
中
で
〈
発
見
〉
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

作
者
で
あ
る
鴫
外
が
読
者
に
『
老
子
』
を
〈
発
見
〉
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
言
説
構
造
は
、
『
荘
子
」
に
お
け
る
「
寓
言
」

を
想
起
さ
せ
る
。
「
寓
言
」
と
は
架
空
の
動
物
や
歴
史
上
の
人
物
な

ど
に
仮
託
し
て
自
己
の
思
想
を
述
べ
る
も
の
で
、
江
戸
期
を
通
し
て

文
学
で
展
開
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
江
戸
中
期
に
流
行
し
た
。
よ
っ

て
鵬
外
の
試
み
は
、
既
に
近
世
文
学
で
行
わ
れ
て
い
た
発
想
に
基
づ

(

1

9

)

 

い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
、
『
老
子
』
に
お
け
る
「
死
」
と
「
安
楽
死
」

次
に
、
後
半
の
「
安
楽
死
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
庄
兵
衛
は
、

喜
助
の
弟
を
死
な
せ
た
経
緯
を
聞
き
、
「
こ
れ
が
果
し
て
弟
殺
し
と

云
ふ
も
の
だ
ら
う
か
、
人
殺
し
と
云
ふ
も
の
だ
ら
う
か
と
云
ふ
疑
」

が
沸
き
起
こ
る
が
、
「
罪
で
あ
ら
う
か
」
と
い
う
疑
念
を
持
ち
つ
つ
も
、

判
断
は
お
上
に
任
せ
る
外
な
い
と
の
結
論
に
至
る
。
し
か
し
そ
れ
に

は
「
ど
こ
や
ら
に
腑
に
落
ち
ぬ
も
の
が
残
っ
て
」
い
た
。

喜
助
の
立
場
か
ら
こ
の
弟
殺
し
の
件
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

喜
助
は
、
「
苦
し
い
、
早
く
抜
い
て
く
れ
」
と
の
弟
の
催
促
に
耐
え

か
ね
て
剃
刀
を
引
き
抜
く
こ
と
を
決
め
、
そ
れ
に
専
心
し
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
こ
で
の
喜
助
は
「
安
楽
死
」
の
意
識
は
希
薄
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
結
果
と
し
て
弟
の
死
を
受
け
入
れ
た
た
め
、
「
苦
か
ら

救
つ
て
遣
ら
う
と
思
っ
て
命
を
絶
つ
た
」
こ
と
は
善
か
悪
か
と
い
う

-40-



第
七
十
三
章

勇
於
敢
則
殺
勇
於
不
敢
則
活
此
両
者
或
利
或
害
天
之
所
悪
執
知

其
故
是
以
聖
人
猶
難
之
天
之
道
不
争
而
善
勝
不
言
而
善
応
不
召

而
自
来
坦
然
而
善
謀
天
網
恢
恢
疎
而
不
失

第
七
十
四
章

民
不
畏
死
奈
何
以
死
憫
之
若
使
民
常
畏
死
而
為
奇
者
吾
得
執
而

殺
之
執
敢
常
有
司
殺
者
殺
夫
代
司
殺
者
殺
是
謂
代
大
匠
断
夫
代

(
2
0
)
 

大
匠
劉
者
希
有
不
傷
手
突

冠
下
、
現
代
語
訳
]

第
七
十
―
―
―
章

裁
判
官
が
、
思
い
き
っ
た
決
断
に
勇
敢
で
あ
る
と
、
罪
人
は

殺
さ
れ
る
。
思
い
き
ら
な
い
で
保
留
に
す
る
こ
と
に
勇
敢
で
あ

こ
こ
で
再
び
林
註
『
老
子
』
か
ら
引
用
す
る
。

疑
問
は
喜
助
に
は
生
じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
喜
助

は
遠
島
刑
に
対
し
て
積
極
的
で
あ
り
、
お
上
の
恩
恵
と
し
て
拝
受
し

て
い
る
。
喜
助
が
庄
兵
衛
の
よ
う
な
「
疑
」
を
抱
か
な
か
っ
た
の
は
、

剃
刀
を
抜
い
た
こ
と
で
弟
の
死
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
は
事
実
で
あ

り
、
自
身
を
有
罪
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
こ

こ
で
「
安
楽
死
」
を
意
識
し
て
い
る
の
は
寧
ろ
庄
兵
衛
の
方
で
あ
る

と
言
え
る
。

る
と
、
罪
人
は
生
き
の
び
る
。
こ
の
二
つ
の
勇
断
は
、
裁
判
官

に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
利
益
が
あ
っ
た
り
害
が
あ
っ
た
り
と
い

う
こ
と
で
決
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
の
裁
断
で
に
く
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
理
由
は
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
。
も
ち

ろ
ん
利
害
打
算
と
は
無
関
係
だ
。
(
|
そ
れ
ゆ
え
、
聖
人
で
さ
え

も
そ
れ
を
知
る
の
は
む
ず
か
し
い
と
し
て
い
る
。
）

天
の
道
、
つ
ま
り
自
然
の
は
こ
び
か
た
は
、
争
わ
な
い
で

い
て
う
ま
く
勝
ち
、
も
の
を
言
わ
な
い
で
い
て
う
ま
く
答
え
、

よ
び
よ
せ
る
こ
と
を
し
な
い
で
い
て
お
の
ず
か
ら
に
来
さ
せ
、

ゆ
っ
た
り
と
か
ま
え
て
い
て
う
ま
く
計
画
を
た
て
る
。
つ
ま
り

は
「
無
為
」
で
い
て
す
べ
て
の
こ
と
を
り
っ
ぱ
に
な
し
と
げ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
。
天
の
法
網
は
た
い
へ
ん
広
大
で
、
網
の
目
は

あ
ら
い
が
何
も
の
を
も
逃
さ
な
い
。

第
七
十
四
章

人
民
が
棄
て
ば
ち
に
な
っ
て
死
を
恐
れ
な
い
よ
う
に
な
る

と
、
刑
罰
を
重
く
し
て
死
刑
に
よ
っ
て
か
れ
ら
を
お
ど
そ
う
と

し
て
も
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
で
き
よ
う
か
。
も
し
人
民
が
安
楽

に
暮
ら
し
て
、
い
つ
も
死
を
恐
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で

秩
序
を
乱
す
者
が
出
る
と
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
と
ら
え
て
殺
す

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
だ
れ
が
そ
れ
を
か
っ
て
に
殺
し
た

り
し
よ
う
か
。
い
つ
で
も
死
刑
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
が
自
然
の

摂
理
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
い
て
、
殺
す
の
だ
。
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そ
も
そ
も
死
刑
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
に
代
わ
っ
て
か
っ
て
な
判
断

で
殺
し
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
は
大
工
の
名
人
に
代
わ
っ
て
木
を
削

る
こ
と
だ
。
い
っ
た
い
、
大
工
の
名
人
に
代
わ
っ
て
木
を
削
っ
た
り

す
る
と
、
自
分
の
手
を
傷
つ
け
な
い
で
す
む
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
あ

(

2

1

)

 

ろ
う
。

為
政
に
よ
る
刑
罰
主
義
へ
の
批
判
が
こ
れ
ら
の
章
の
趣
旨
で
あ
る
。

厳
罰
に
よ
る
統
治
は
人
民
の
捨
て
鉢
の
反
抗
を
招
き
、
い
ず
れ
破
綻

す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
万
物
の
生
死
は
、
無
為
自
然
の
天
の
摂
理

に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

「
高
瀬
舟
」
に
お
い
て
、
庄
兵
衛
は
喜
助
の
行
為
は
果
し
て
罪
に

当
た
る
だ
ろ
う
か
と
の
「
疑
」
を
抱
く
。
こ
の
疑
念
は
そ
れ
以
上
の

展
開
を
見
せ
る
こ
と
は
な
い
が
、
お
上
す
な
わ
ち
権
威
に
対
し
て
疑

い
を
持
つ
と
い
う
姿
勢
は
、
『
老
子
』
に
語
ら
れ
る
刑
罰
主
義
批
判

と
照
応
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
「
安

楽
死
」
に
焦
点
を
絞
る
と
、
「
高
瀬
舟
」
で
は
「
老
子
」
の
説
に
対

立
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
『
老
子
』
が
説
く

所
の
「
天
の
摂
理
」
と
は
つ
ま
り
、
人
為
的
な
生
命
の
裁
断
を
許
さ
ず
、

自
然
死
を
理
想
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
そ
の
点
で
「
安
楽
死
」
は
ま

さ
に
人
為
的
な
死
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「
罪
で
あ
ら
う
か
」
と
い

う
言
葉
か
ら
、
庄
兵
衛
は
「
安
楽
死
」
に
対
し
て
否
定
的
で
な
く
、

『
老
子
』
の
主
張
と
は
相
反
す
る
立
場
に
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
「
天
」
対
「
人
」
と
い
う
対
立
構
造
に
論
点
を
置
く
発

想
は
、
近
世
中
期
に
ま
で
そ
の
源
泉
を
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
老
荘
に
お
け
る
「
人
為
」
の
否
定
に
着
目
し
、
「
天
道
」
と
「
人

道
」
と
の
分
離
を
重
視
し
た
祖
株
学
に
お
け
る
老
荘
理
解
に
由
来
す

(
2
2
)
 

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
章
で
「
知
足
」
の
問
題
が
『
老
子
」
に
基
づ
い
て
成
っ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
「
安
楽
死
」
に
関
し
て
も
背
景
に
『
老
子
』

を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
天
・
無
為
・
自
然
死
」
／
「
人
・

人
為
・
安
楽
死
」
と
い
う
対
立
構
造
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

「
高
瀬
舟
」
に
お
け
る
「
安
楽
死
」
が
、
近
世
と
近
代
の
発
想
が
個

人
の
中
に
併
存
す
る
鵡
外
の
見
地
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
庄
兵
衛
を
通
し
て
鴫
外
の
存
在
を
匂
わ
せ
た
所
で
、
物
語
は
読

者
へ
の
問
題
提
起
と
い
う
終
着
点
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
「
高
瀬
舟
」
研
究
は
、
「
縁
起
」
に
て
作
者
鵬
外
が
「
大

き
い
問
題
」
と
し
て
間
接
的
・
直
接
的
に
示
し
て
い
る
「
知
足
」
・
「
安

楽
死
」
と
い
う
二
主
題
を
作
品
論
の
立
場
か
ら
分
析
し
た
も
の
が
多

か
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
「
知
足
」
の
典
拠
の
追
検
証
を
手
掛

か
り
に
、
「
高
瀬
舟
」
の
根
底
に
は
一
貫
し
て
『
老
子
』
が
存
在
し

て
い
る
と
す
る
立
場
か
ら
物
語
を
再
検
討
し
た
。
そ
し
て
こ
の
観
点

か
ら
分
析
し
た
時
、
『
老
子
」
を
め
ぐ
る
言
説
構
造
が
、
近
世
に
お
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け
る
老
荘
思
想
の
受
容
の
枠
組
み
に
発
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
「
高
瀬
舟
」
の
新
た
な
読
み
が
開
か
れ
た
。
こ
こ
に
は
近
世
と
近

代
の
発
想
を
併
有
す
る
鵬
外
の
姿
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

老
荘
思
想
は
、
特
に
近
世
中
期
の
文
学
に
お
い
て
「
寓
言
」
を
伴

う
こ
と
で
受
容
さ
れ
た
が
、
近
代
小
説
で
あ
る
「
高
瀬
舟
」
の
底
流

に
「
老
子
』
の
存
在
を
認
め
る
と
、
本
作
品
が
「
寓
言
」
に
根
差
し

た
近
世
思
想
的
視
座
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
鵬
外
は
『
翁
草
』
内
の
「
流
人
の
話
」
に
仮
託
し
て
「
知

足
」
及
び
「
安
楽
死
」
を
読
者
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

二
主
題
は
、
喜
助
と
対
峙
し
た
庄
兵
衛
の
主
観
で
あ
り
、
庄
兵
衛
が

喜
助
の
中
に
〈
発
見
〉
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
〈
発
見
〉
に
よ
っ
て
、

読
者
は
こ
れ
ら
の
「
大
き
い
問
題
」
を
意
識
し
、
ひ
い
て
は
出
典
と

推
測
さ
れ
る
『
老
子
』
の
存
在
を
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
作
者
鵬

外
が
、
読
者
に
『
老
子
』
を
〈
発
見
〉
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

方
で
、
『
老
子
」
を
背
景
に
置
き
な
が
ら
も
、
「
安
楽
死
」
に
つ
い
て

は
近
代
的
な
見
地
か
ら
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
庄
兵
衛
を
借
り
て
示

さ
れ
た
近
代
の
医
者
た
る
鵬
外
自
身
の
見
地
で
あ
り
、
『
翁
草
』
・
『
老

子
』
と
い
う
古
い
文
献
の
中
に
自
身
の
存
在
を
ほ
の
め
か
す
こ
と
で
、

よ
り
読
者
の
問
題
意
識
を
高
め
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

「
高
瀬
舟
」
に
お
け
る
「
知
足
」
・
「
安
楽
死
」
と
は
、
鴫
外
が
庄

兵
衛
の
目
を
通
し
て
読
者
に
向
け
た
ま
さ
に
「
問
題
」
で
あ
り
、
そ

の
了
見
は
読
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
物
語

は
「
次
第
に
更
け
て
行
く
朧
夜
に
、
沈
黙
の
人
二
人
を
載
せ
た
高
瀬

舟
は
、
黒
い
水
の
面
を
す
べ
つ
て
行
っ
た
。
」
と
い
う
一
文
で
閉
じ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注(
1
)

本
文
の
引
用
は
、
木
下
杢
太
郎
[
ほ
か
]
編
『
鵬
外
全
集
』
第

十
六
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
字
体
は
通

行
の
も
の
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

(
2
)

鵬
外
が
参
照
し
た
底
本
は
、
神
沢
貞
幹
編
、
池
辺
義
象
校
訂
『
翁
草
j

（
五
車
楼
書
店
、
一
九
0
五
＇
一
九

0
六
年
）
で
あ
る
。

(
3
)

「
附
高
瀬
舟
縁
起
」
は
、
「
寒
山
拾
得
」
の
末
に
収
め
た
「
附
寒
山
拾

得
縁
起
」
と
併
せ
て
雑
誌
『
心
の
花
」
第
二
十
巻
第
一
号
（
大
正
五
年

一
月
一
日
発
行
）
に
「
高
瀬
舟
と
寒
山
拾
得
ー
近
業
解
題
ー
」
と
題
し

「
森
林
太
郎
」
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
、
「
高
瀬
舟
』
に
収
録
さ
れ
る
際
に

表
記
の
よ
う
に
改
題
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
末
に
収
め
ら
れ
た
。

(
4
)

木
下
杢
太
郎
[
ほ
か
]
編
『
鵬
外
全
集
』
第
十
六
巻
、
前
掲
、
二
三
七
頁
o

(
5
)

日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
」

（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
＇
一
九
八
五
年
）
及
び
国
史
大
辞
典
編
集
委

員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
＇
一
九
九
七
年
）

「
翁
草
」
項
参
照
。

(
6
)

「
安
楽
死
」
は
、
「
縁
起
」
に
て
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」

(euthanasie
[仏]）

と
い
う
語
で
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
「
知
足
」
と
い
う
語
は
、

「
高
瀬
舟
」
及
び
「
縁
起
」
本
文
に
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
「
翁
草
』
「
流

人
の
話
」
に
も
登
場
し
な
い
。
「
高
瀬
舟
」
に
お
い
て
「
足
る
こ
と
を
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知
っ
て
ゐ
る
こ
と
」
と
綴
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

(
7
)

例
え
ば
、
長
谷
川
泉
氏
は
著
書
の
「
森
鴎
外
論
考
」
（
明
治
書
院
、

一
九
六
二
年
、
三
九
七
＇
三
九
八
頁
）
で
、
「
「
高
瀬
舟
」
は
い
か
に
も

二
つ
の
問
題
が
別
個
の
興
味
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
さ
れ
た
だ
け
で
、

統
一
的
テ
ー
マ
に
よ
る
一
貫
性
の
乏
し
い
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
鵬
外

の
作
家
と
し
て
の
構
成
力
の
不
足
に
帰
す
る
。
作
品
の
楽
屋
を
語
っ
た

「
縁
起
」
が
無
け
れ
ば
ま
だ
よ
い
。
し
か
し
「
縁
起
」
は
、
あ
ま
り
に

も
他
意
な
く
二
つ
の
テ
ー
マ
ヘ
の
作
者
の
興
味
の
分
裂
を
露
呈
し
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
8
)

例
え
ば
、
外
尾
登
志
美
氏
は
「
「
高
瀬
舟
」
論
ー
物
質
か
ら
の
自

由
、
時
の
権
威
か
ら
の
自
由
ー
」
（
大
阪
教
育
大
学
編
『
大
阪
教
育
大

学

紀

要

題

I
部
門
人
文
科
学
』
第
四
五
巻
第
二
号
、
一
九
九
七
年
、

五
九
＇
七

0
頁
）
で
「
前
半
で
は
物
質
か
ら
の
精
神
の
自
由
が
展
望
さ

れ
、
後
半
で
は
時
の
権
威
か
ら
の
個
人
の
自
由
が
展
望
さ
れ
」
て
お
り
、

「
そ
の
自
由
は
、
近
代
人
に
と
っ
て
の
人
間
と
し
て
の
光
栄
に
満
ち
た

自
由
で
あ
る
」
と
論
じ
、
「
鵡
外
は
、
自
由
を
‘
[
中
略
]
最
下
層
の
赤

裸
々
な
い
わ
ば
本
能
的
生
活
者
喜
助
と
、
そ
の
喜
助
の
生
活
が
示
し
た

人
間
の
価
値
に
つ
い
て
そ
の
意
味
に
触
れ
得
る
だ
け
の
知
性
を
持
っ
た

生
活
者
庄
兵
衛
と
が
接
す
る
、
自
然
な
歴
史
の
事
実
の
一
コ
マ
に
、
定

着
さ
せ
た
」
と
し
て
い
る
。

(
9
)

神
沢
貞
幹
編
、
池
辺
義
象
校
訂
『
翁
草
』
第
十
二
冊
、
前
掲
、
二
六

頁
。
字
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
た
。

(10)

林
註
『
老
子
」
は
中
国
で
は
あ
ま
り
読
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
日
本
で

は
林
羅
山
が
重
視
し
た
一
七
世
紀
中
葉
頃
か
ら
近
世
期
を
通
し
て
定
着

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
羅
山
に
よ
る
林
註
の
受
容
と
そ
の
背
景
に
つ
い

て
は
、
大
野
出
著
『
日
本
の
近
世
と
老
荘
思
想
ー
林
羅
山
の
思
想
を
め

ぐ
っ
て
ー
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。
な
お
、
林
註
に
見

ら
れ
る
「
数
車
無
車
」
と
い
う
著
名
な
フ
レ
ー
ズ
が
王
弼
註
な
ど
で
は

文
言
が
異
な
る
な
ど
、
底
本
（
註
釈
者
）
の
違
い
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト

の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
林
希
逸
註

を
用
い
た
。

(11)

林
希
逸
註
「
老
子
慮
齊
口
義
』
（
延
宝
二
年
[
-
六
七
四
]
版
本
、
大

島
明
秀
蔵
）
よ
り
引
用
。
本
文
の
字
体
は
通
行
の
も
の
に
改
め
、
訓
点

は
省
略
し
た
。
な
お
、
傍
線
は
筆
者
が
施
し
た
。

(12)

現
代
語
訳
は
、
金
谷
治
著
『
老
子
』
（
講
談
社
、
一
九
九
七
年
）
、

―
一
三
頁
、
一
四
四
'
-
四
五
頁
、
一
四
九
頁
を
参
照
し
た
。
な
お
、

ル
ビ
は
省
略
し
た
。

(13)

天
野
愛
子
氏
は
「
鵬
外
晩
年
の
境
地
「
知
足
」
に
つ
い
て
の
一

考
察
ー
「
蛇
」
「
高
瀬
舟
」
「
委
蛇
録
」
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
九
州

大
学
日
本
語
文
学
会
「
九
大
日
文
」
絹
集
委
員
会
編
『
九
大
日
文
』

―
一
、
二

0
0
八
年
、
三
六
頁
）
で
、
『
老
子
』
第
三
十
三
章
「
知
足
者

富
」
を
、
石
田
忠
彦
氏
は
、
「
「
高
瀬
舟
」
論
」
（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編

著
『
〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、
〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
』
一
、
右
文
書
院
、

一
九
九
九
年
、
五
七
＇
五
八
頁
）
で
、
「
老
子
』
第
四
十
四
章
「
知
足
不

辱
知
止
不
殆
」
を
引
い
て
い
る
。

(14)

「
森
鴎
外
「
高
瀬
舟
』
を
〈
読
む
こ
と
〉
」
（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
「
文

学
の
力
X

教
材
の
力
中
学
校
編
三
年
』
、
教
育
出
版
、
二

0
0
一年）。

(15)

竹
内
常
一
氏
は
「
〈
再
審
の
場
〉
と
し
て
の
「
高
瀬
舟
」
」
（
田
中
実
・

須
貝
千
里
編
著
『
〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、
〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
』
一
、

前
掲
、
六
七
頁
）
で
「
知
足
安
分
（
心
）
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
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は
「
老
子
』
よ
り
後
代
の
中
国
の
テ
キ
ス
ト
に
確
認
で
き
、
『
老
子
』

の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

(16)

「
知
足
」
を
「
医
」
と
の
側
面
か
ら
さ
ら
に
考
え
る
と
、
戦
国
・
江

戸
初
期
に
牛
に
乗
っ
て
診
療
し
、
い
か
な
る
治
療
を
施
し
て
も
十
六

（
十
八
）
文
以
上
の
代
金
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
老
荘
思
想
を

想
起
さ
せ
る
逸
話
で
周
知
さ
れ
る
医
聖
・
永
田
知
足
斎
（
徳
本
）
の
名

が
思
い
浮
か
ぶ
。
「
高
瀬
舟
」
と
同
時
期
に
近
世
医
師
「
渋
江
抽
斎
」
や
「
伊

沢
蘭
軒
」
を
題
材
と
し
た
作
品
を
脱
稿
し
た
鵬
外
が
右
の
老
荘
的
逸
話

に
情
報
を
得
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
「
高
瀬
舟
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
新
た
な
可
能
性
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

(17)

扶
持
米
は
一
人
一
日
五
合
の
計
算
で
毎
月
支
給
さ
れ
る
。
こ
れ
を
年

収
に
換
算
す
る
と
、
一
人
扶
持
は
お
よ
そ
五
俵
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ

て
三
十
俵
二
人
扶
持
は
お
よ
そ
四
十
俵
で
あ
る
。

(18)

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
（
前
掲
）
及
び
笹
間

良
彦
著
『
江
戸
幕
府
役
職
集
成
」
増
補
版
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
四

年
）
「
同
心
」
項
参
照
。

(19)

川
平
敏
文
「
老
荘
思
想
」
（
井
上
泰
至
、
田
中
康
二
編
『
江
戸
の
文

学
史
と
思
想
史
』
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二

0
―
一
年
）
、
一
五
八
i
一
六
九
頁
。

(20)

林
註
『
老
子
』
、
前
掲
゜

(21)

金
谷
治
著
『
老
子
」
、
前
掲
‘
-
―
―
九
＇
ニ
ニ

0
頁
、
ニ
ニ
ニ
頁
。

(22)

川
平
敏
文
「
老
荘
思
想
」
、
前
掲
、
一
五
八
＼
一
六
三
頁
参
照
。
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