
富
士
谷
御
杖
（
一
七
六
八
’
一
八
二
三
、
明
和
五
Ｉ
文
政
六
）
は
、
代
々
筑

後
柳
川
藩
主
立
花
家
（
十
二
万
石
、
外
様
）
の
家
臣
で
留
守
居
役
と
し
て
京
都

に
駐
在
し
、
二
百
石
を
給
さ
れ
て
い
た
家
柄
に
生
れ
た
。
国
語
学
者
と
し
て
著

名
な
富
士
谷
成
章
の
嗣
子
で
あ
る
が
、
御
杖
自
身
も
、
家
学
を
継
承
す
る
と
と

も
に
国
学
興
隆
の
時
勢
の
中
で
語
学
・
神
典
・
和
歌
に
研
讃
を
つ
ゑ
、
「
古
事

記
燈
」
「
万
葉
集
燈
」
「
百
人
一
首
燈
」
「
土
佐
日
記
燈
」
と
い
っ
た
一
連
の

著
作
を
な
し
、
独
創
的
な
思
想
体
系
を
確
立
し
た
国
学
者
と
し
て
、
ひ
ろ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

御
杖
の
思
想
の
一
端
は
、
た
と
え
ば
、
「
人
と
い
ふ
は
、
神
を
身
内
に
や
ど

し
た
る
も
の
Ｌ
名
也
、
神
と
い
ふ
は
、
人
の
身
内
に
や
ど
り
た
る
も
の
を
云

也
」
と
し
た
神
の
観
念
、
「
神
道
と
は
身
外
に
出
し
が
た
き
所
欲
を
い
ふ
な

②
３

り
」
と
し
た
神
道
説
、
「
此
神
典
、
実
録
と
ゑ
て
は
、
奇
怪
か
ぎ
り
な
し
」
と

し
て
「
古
事
記
」
上
巻
は
史
書
に
非
ず
と
断
じ
た
見
解
、
「
神
武
帝
の
御
祖

４

も
、
こ
の
帝
の
御
世
ま
で
は
、
た
壁
一
方
の
魁
首
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
ん
」
と

し
た
歴
史
意
識
、
さ
ら
に
は
、
神
儒
仏
三
教
の
優
劣
に
つ
い
て
「
あ
る
人
儒
仏

富
士
谷
御
杖
の
思
想
に
つ
い
て
の
一
考
察

の
道
神
道
に
劣
れ
り
や
と
と
ふ
成
元
（
御
杖
）
答
へ
て
い
は
く
劣
る
事
さ
ら
に

な
し
た
呉
三
国
の
士
風
に
よ
り
て
そ
の
を
し
へ
た
る
筋
の
こ
と
な
る
は
か
り
な

⑤
り
」
と
し
た
態
度
な
ど
に
、
具
体
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
御
杖
の
主
張
は
、
本
居
宣
長
の
、
一
切
の
主
観
的
合
理
化
を
排
除

し
た
「
古
事
記
」
注
釈
の
態
度
、
天
照
大
神
即
太
陽
即
皇
祖
神
説
、
産
霊
・
直

毘
霊
・
禍
津
日
神
に
よ
る
宇
宙
観
・
人
生
観
、
自
国
中
心
の
神
道
思
想
な
ど
と

対
比
し
て
ゑ
る
と
ぎ
、
一
段
と
鮮
明
に
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
注
目
に
値
す
る
も

の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
御
杖
は
、

伝
（
「
古
事
記
伝
」
）
の
う
ち
、
す
こ
し
も
あ
や
し
く
心
え
が
た
き
所
々

は
、
か
入
る
事
深
く
た
づ
ぬ
る
は
か
ら
心
な
り
と
承
え
た
り
、
さ
ら
ば
聞
え

い
ま
上
に
な
し
お
く
を
ぱ
、
や
ま
と
心
と
や
い
は
ん
、
い
と
お
ほ
つ
か
な
き

事
な
り
や
、
（
中
略
）
し
か
る
に
此
説
を
信
受
せ
る
人
々
は
、
う
ま
れ
え
て

世
の
す
な
ほ
人
な
る
が
故
に
、
げ
に
神
の
御
う
へ
は
し
る
に
及
ば
ざ
る
こ
と

些
思
ひ
て
も
あ
る
な
れ
ど
、
成
元
が
ご
と
ぎ
し
う
ね
く
、
ね
ぢ
け
た
る
さ
が

な
る
は
更
に
ノ
ー
こ
れ
を
信
ず
る
事
あ
た
は
ね
ば
、
宣
長
が
説
も
ま
た
う
く

る
事
あ
た
は
ざ
る
な
り
、
大
か
た
世
の
人
を
ゑ
る
に
、
こ
れ
を
信
ず
べ
き
す

６

な
ほ
人
は
い
と
す
ぐ
な
く
、
成
元
が
ご
と
ぎ
ね
ぢ
け
人
は
い
と
多
か
り
、

ザ
一
つ
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と
、
宣
長
の
「
古
事
記
」
解
釈
の
態
度
を
批
難
し
て
い
る
。
国
学
界
の
主
流
が

す
で
に
鈴
屋
学
派
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
当
時
、
か
れ
ら
を
「
す
な
ほ

人
」
と
呼
び
、
対
す
る
に
ゑ
ず
か
ら
を
あ
え
て
「
し
う
ね
く
、
ね
ぢ
け
た
る
さ

が
」
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
鋭
敏
な
知
性
と
神
典
研
究
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
自
信

と
が
閃
め
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
御
杖
の
批
評
精
神
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
の
が
、
か
れ
独
自
の

思
想
か
ら
生
承
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
言
霊
説
で
あ
る
。
「
古
事
記
燈
」
に
例
を

ひ
け
ば
、
言
霊
す
な
わ
ち
言
語
の
霊
妙
な
る
力
に
よ
っ
て
古
代
人
の
心
を
種
々

の
説
話
と
し
て
表
現
し
た
の
が
「
古
事
記
」
で
あ
り
、
宣
長
の
よ
う
に
こ
れ
ら

を
す
べ
て
実
在
の
事
実
と
み
る
解
釈
は
不
合
理
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
っ

て
、
「
万
葉
集
燈
」
そ
の
他
の
著
作
に
お
い
て
も
、
こ
の
言
霊
説
を
も
っ
て
古

典
の
真
意
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
言
霊
説
こ
そ
は
御
杖
の
思
想
の
核
心
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

る
か
ら
、
す
で
に
先
学
に
よ
り
、
言
霊
説
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
神
道
論
、

歌
論
、
文
芸
論
が
い
か
に
独
創
的
で
あ
り
、
御
杖
が
文
芸
批
評
家
と
し
て
い
か

７

に
優
れ
た
才
能
を
発
揮
し
た
か
が
、
く
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
も
と
よ

り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
異
議
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
け
れ
ど
も
、
御
杖
の

思
想
が
い
か
な
る
社
会
的
背
景
の
中
で
形
成
さ
れ
、
そ
の
生
き
た
時
代
の
中
で

い
か
な
る
社
会
的
意
味
を
に
な
う
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
歴
史
的
な
観
点
か

ら
の
考
察
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

御
杖
の
思
想
の
変
化
に
注
目
し
な
が
ら
こ
の
問
題
を
い
さ
さ
か
明
ら
か
に
し

て
、
御
杖
の
立
つ
歴
史
的
位
置
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
が
、
小
論

の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
初
期
の
歌
論
に
ゑ
ら
れ
る
御
杖
の
思
想
の

特
色
に
つ
い
て
考
え
て
承
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一

御
杖
は
、
幼
少
か
ら
父
成
章
に
従
っ
て
歌
の
道
に
励
承
、
十
二
歳
で
父
の
死

に
あ
っ
て
か
ら
は
碩
儒
の
誉
高
か
つ
た
叔
父
皆
川
漠
園
な
ら
び
に
そ
の
弟
成
均

に
つ
い
て
儒
学
と
歌
学
を
修
め
た
。
し
か
し
、
二
十
歳
（
天
明
七
年
）
前
後
の

頃
か
ら
、
詠
歌
は
果
し
て
人
生
に
「
益
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
強
い
疑
い

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
詠
歌
は
単
な
る
「
も
て
あ
そ
ひ
く
さ
」
に
す
ぎ
な
い

で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
と
懐
疑
が
御
杖
の
心
を
と
ら
え
て
離
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

予
つ
ら
ｊ
、
お
も
ふ
や
う
野
を
よ
む
事
ぶ
つ
か
ら
益
な
く
人
に
も
益
な
ぎ
事

な
ら
は
た
と
ひ
父
の
志
た
り
と
い
へ
と
も
お
も
ひ
捨
て
経
書
の
一
巻
も
よ
ま

む
に
し
か
し
も
し
益
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
ら
は
生
涯
奇
も
よ
ま
む
と
お
も

ひ
よ
り
ぬ
、

⑧

こ
れ
は
、
晩
年
の
著
作
「
神
明
遇
談
」
の
一
節
で
あ
る
が
、
青
年
期
に
訪
れ

た
こ
の
よ
う
な
御
杖
の
精
神
的
動
揺
は
、
経
世
済
民
の
社
会
的
実
践
を
期
す
る

儒
学
を
学
び
な
が
ら
、
一
方
で
は
お
そ
ら
く
「
弓
ノ
本
体
、
政
治
ヲ
タ
ス
ク
ル

タ
メ
ニ
モ
ア
ラ
ス
、
身
ヲ
オ
サ
ム
ル
為
一
一
モ
ア
ラ
ス
、
タ
、
心
一
一
思
う
事
ヲ
イ

９

フ
ョ
リ
外
ナ
シ
」
と
す
る
宣
長
の
主
情
主
義
的
歌
論
に
も
接
し
、
ゑ
ず
か
ら
の

立
場
を
定
め
か
ね
苦
悶
し
て
い
た
姿
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
寛
政
四
年
（
二
十
五
歳
）
に
成
っ
た
「
歌
道
非
唯
抄
」
、
同
五
年

⑩

の
「
う
た
ふ
く
る
」
に
は
、
詠
歌
は
人
生
に
「
益
」
あ
り
や
い
な
や
と
い
う
先

の
命
題
を
御
杖
な
り
に
問
い
つ
め
て
え
た
結
論
と
み
ら
れ
る
記
述
が
ち
り
ば
め

ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
両
著
は
、
御
杖
の
歌
論
の

中
、
も
っ
と
も
初
期
の
著
作
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
、
伝
統
的
な
中
世
以
来

一
一



の
歌
論
と
北
辺
（
成
章
）
歌
学
の
家
伝
と
の
集
成
に
す
ぎ
ず
、
「
彼
の
創
始
的

な
言
霊
倒
語
説
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
習
作
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

て
、
御
杖
の
歌
学
説
の
揺
藍
期
を
形
作
る
一
資
料
」
、
「
所
詮
、
御
杖
の
歌
学

伽

の
発
展
の
途
に
於
け
る
一
の
稚
い
習
作
」
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
両
著
に
与

え
ら
れ
て
き
た
評
価
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
両
著
に
こ
う
し
た
面
が
多
分
に
認

め
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
皆
川
洪
園
も
「
歌
道
非
唯
抄
」
の
序

に
、
「
然
成
章
未
及
著
之
而
先
残
其
子
成
寿
（
御
杖
）
頃
述
其
父
志
作
此
抄
」

と
記
し
て
い
る
通
り
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
御
杖
の
思
想
の
展
開
過
程
を
大
観
す
る
と
き
、
寛
政
四
、

五
年
に
著
し
た
「
歌
道
非
唯
抄
」
「
う
た
ふ
く
る
」
と
、
文
化
年
間
以
降
の
著

作
と
の
間
に
は
無
視
し
が
た
い
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
コ
の

稚
い
習
作
」
と
し
て
の
承
片
付
け
ら
れ
な
い
問
題
が
そ
こ
に
は
潜
ん
で
い
る
と

ぶ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
詠
歌
の
有
益
性
を
め
ぐ
っ
て
行
な
わ
れ
た
御
杖
の
思
索
の
結
論

と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
通
し
て
、
初
期
の
歌
論
の
特
色
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

、
●

１
Ｖ

こ
こ
で
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
「
歌
道
非
唯
抄
」
に
、
「
歌
は
た
上
こ
と
は
に

誠
を
た
て
て
身
を
を
さ
め
。
国
た
ゑ
に
も
及
ほ
す
道
な
れ
は
。
身
の
業
を
忘
れ

烟

ん
は
道
に
あ
ら
す
。
」
と
い
い
、
「
う
た
ふ
く
る
」
に
「
奇
の
本
意
と
す
る
所

⑬

は
。
心
を
も
と
上
し
。
詞
を
末
と
す
へ
き
な
り
」
と
断
定
し
て
、
「
誠
」
「
心
」

を
尊
重
す
る
立
場
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
誠
を
た
て
」
る

た
め
に
は
、
歌
の
道
の
次
第
に
即
し
て
詠
歌
の
種
々
な
る
技
法
を
習
得
し
、

「
詞
の
に
ほ
ひ
」
「
影
の
詞
」
と
い
っ
た
言
葉
の
微
妙
な
陰
影
に
も
通
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
詠
法
の
心
得
、
和
歌
の
変
遷
論
や
分
類
論

が
家
説
を
も
と
に
詳
し
く
記
述
さ
れ
る
。
い
ま
、
「
詞
の
に
ほ
ひ
」
に
例
を
引

い
て
承
よ
う
。
「
古
今
集
」
の
「
あ
ふ
か
ら
も
物
は
猶
こ
そ
か
な
し
け
れ
わ
か

れ
ん
こ
と
を
か
ね
て
お
も
へ
は
」
と
い
う
歌
に
つ
い
て
御
杖
は
、
「
あ
ふ
は
か

な
し
か
ら
ぬ
こ
と
わ
り
な
る
を
か
な
し
と
い
ひ
。
別
の
こ
と
を
い
は
む
と
て
あ

ふ
と
い
ひ
。
あ
ふ
と
い
ふ
を
に
ほ
ひ
と
し
て
わ
か
れ
と
い
へ
る
な
と
に
て
も
。

か
つ
Ｊ
１
心
う
へ
し
に
ほ
ひ
は
た
坐
詞
の
お
こ
れ
る
こ
と
わ
り
を
は
。
こ
れ
を

⑭

も
て
わ
き
ま
へ
よ
と
也
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
秀
歌
は
、
詠
む
動
機
を
直
接
あ

ら
わ
に
は
表
現
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
「
余
情
」
が
失
わ
れ

て
「
感
動
」
が
生
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歌
う
べ
き
思
い
が
作
者
の
心
中
深
く

ひ
そ
め
ら
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て
言
葉
は
「
に
ほ
ひ
」
を
発
し
て
、
そ
こ
に
豊

か
な
「
余
情
」
が
漂
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
詞
は
「
末
」
と
い
う
御
杖
に
と
っ
て
、
右
の
ご
と
ぎ
表
現
技
法

⑮

は
、
「
思
ひ
あ
ま
れ
る
事
こ
そ
声
に
た
て
上
も
う
た
は
る
へ
け
れ
。
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
切
実
な
る
感
動
の
上
に
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。⑱

「
上
つ
世
は
人
の
心
す
な
ほ
に
し
て
。
思
ふ
さ
ま
な
る
事
を
奇
に
よ
ゑ
け
り
」

あ
る
い
は
「
京
極
黄
門
の
。
恋
の
奇
は
女
房
す
ぐ
れ
た
り
と
の
給
へ
る
も
。
お

ふ
な
は
。
な
へ
て
心
せ
は
き
に
つ
け
て
。
や
る
か
た
な
く
。
せ
ち
に
思
ひ
わ
ふ

⑰

る
も
の
な
れ
は
。
そ
の
心
さ
し
の
こ
も
り
て
。
吾
の
よ
き
な
る
へ
し
。
」
と
す

る
詠
歌
観
な
ど
に
、
実
情
実
感
を
尊
重
す
る
御
杖
の
精
神
が
よ
く
表
わ
れ
て
い

⑱
る
。

こ
の
御
杖
の
歌
論
と
宣
長
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
承
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
宣
長
に
と
っ
て
人
間
性
の
真
実
は
、
現
実
的
な
生
活
感
情
の
中
に
で
は
な

く
、
純
粋
感
情
の
世
界
で
あ
る
「
古
へ
の
雅
情
」
と
同
化
し
一
体
化
す
る
こ
と

の
中
に
求
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
宣
長
に
お
い
て
は
、
和
歌
の
表
現
の
根
源
を

三



な
す
「
実
情
」
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
古
へ
の
雅
情
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

⑲

か
つ
た
。
と
す
れ
ば
、
御
杖
の
場
合
、
表
現
技
法
の
面
で
中
世
歌
学
の
伝
統
的

世
界
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
現
実
に
お
け
る
生
活
感
情
の
切
実
な
表
白
を
意
図

し
て
い
る
点
で
、
む
し
ろ
賀
茂
真
渕
の
、
「
歌
は
人
情
を
い
ひ
出
す
物
な
れ
ば

凡
の
こ
と
わ
り
に
は
た
が
ふ
も
あ
れ
ど
其
一
人
の
上
に
て
ふ
れ
ば
か
へ
り
て
ま

剛

こ
と
に
ざ
り
け
り
と
お
も
ひ
や
ら
れ
て
な
つ
か
し
き
も
侍
り
」
と
し
た
「
わ
り

な
き
ね
が
ひ
」
の
境
地
と
通
ず
る
精
神
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
歌
道

非
唯
抄
」
に
は
、
「
ひ
し
り
と
い
は
る
Ｌ
も
。
た
入
此
理
を
い
て
。
誠
を
た
て

⑳

た
ら
む
か
き
は
ま
れ
る
を
ほ
め
た
Ｌ
ふ
る
也
」
と
い
う
一
節
も
あ
る
。

「
心
を
も
と
」
に
「
思
い
あ
ま
れ
る
」
感
動
を
表
現
し
て
「
誠
を
た
て
」
る

こ
と
が
歌
の
本
意
で
あ
る
と
し
た
御
杖
は
、
歌
に
対
し
て
、
「
や
か
て
人
を
和

め
。
広
く
は
天
地
鬼
神
の
心
を
あ
は
せ
。
近
く
は
身
を
を
さ
め
。
遠
く
は
あ
め

⑫

か
し
た
に
及
ふ
へ
し
。
」
と
す
る
積
極
的
効
果
を
期
待
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
御
杖
の
倫
理
的
性
格
の
濃
い
歌
論
は
、
実
は
、
父
成
章
と
叔
父
棋
園
か
ら
学

倒

ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
承
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
の
た
ん
な
る
鵜
呑
承

で
は
な
く
、
青
年
期
の
精
神
的
葛
蕊
を
克
服
す
る
過
程
で
主
体
的
に
受
け
と
め

た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
重
要
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
御
杖
に
と
っ
て
、
歌
と
は
畢
寛
、
「
も
て
あ
そ
ひ
く
さ
」
や
「
遊

芸
」
の
類
で
は
な
く
、
深
く
「
誠
を
た
て
」
て
「
わ
が
邪
正
を
し
り
。
人
情
の

“

つ
れ
を
広
く
定
め
」
、
さ
ら
に
こ
の
「
誠
」
を
「
遠
く
あ
め
か
し
た
」
ま
で
お

し
及
ぼ
そ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
人
生
修
業
の
道
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
歌
は
人

生
に
と
っ
て
「
益
」
あ
り
や
否
や
を
煩
悶
し
て
え
た
結
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一
一

と
こ
ろ
が
、
「
文
化
元
年
四
月
上
涜
」
の
識
語
を
も
つ
「
百
人
一
首
燈
」
の

「
お
ほ
む
ね
」
は
、
次
の
よ
う
な
論
述
で
始
ま
っ
て
い
る
。
「
百
人
一
首
燈
」

は
、
「
歌
道
非
唯
抄
」
「
う
た
ふ
く
る
」
か
ら
十
一
、
二
年
後
の
著
作
で
あ
る
。

お
ほ
よ
そ
、
歌
は
、
い
と
を
し
と
も
う
ら
め
し
と
も
思
ふ
心
を
、
や
が
て
よ

コ
ー
ｒ

み
い
づ
る
も
の
上
や
う
に
後
世
は
お
も
へ
り
、
さ
る
は
さ
る
情
の
ま
上
を
言

ワ
ザ行

に
い
で
入
も
、
そ
の
時
の
よ
ろ
し
き
に
だ
に
た
が
は
ず
は
、
奇
に
よ
む
ま

言
行

で
も
な
く
、
や
が
て
い
ひ
も
し
も
し
て
や
む
べ
き
に
あ
ら
ず
や
、
し
か
言
行

に
い
づ
と
も
害
な
か
ら
ん
に
、
な
に
の
ひ
が
わ
ざ
に
か
歌
は
よ
む
べ
き
、
歌

は
た
蛍
、
い
と
を
し
と
も
う
ら
め
し
と
も
お
ぽ
ゆ
る
心
の
、
さ
な
が
ら
言
行

に
い
つ
く
か
ら
ぬ
時
、
そ
の
言
行
に
か
へ
て
、
み
づ
か
ら
そ
の
情
の
一
向
な

る
を
な
ぐ
さ
む
る
道
に
し
あ
れ
ば
、
八
後
世
は
奇
と
言
行
と
を
混
じ
て
お
も

へ
り
Ｖ
ひ
と
へ
に
時
の
よ
る
し
か
ら
ん
を
の
ゑ
む
ね
と
し
て
、
情
は
公
私
と

な
く
よ
く
Ｊ
１
か
へ
り
み
る
べ
し
、
そ
の
か
へ
り
ゑ
て
も
の
ど
め
が
た
き
、

こ
れ
を
ぱ
奇
の
時
と
い
ひ
、
さ
る
時
寄
を
よ
ゑ
て
そ
の
一
向
な
る
情
を
な
ぐ

さ
め
、
身
を
時
の
よ
ろ
し
き
に
お
く
、
こ
れ
を
奇
の
道
と
は
い
ふ
な
り
、
我

神
典
、
た
壁
隠
身
を
む
ね
と
す
る
事
八
身
を
時
の
よ
ろ
し
き
に
お
く
と
は
、

す
な
は
ち
此
隠
身
な
り
Ｖ
な
れ
ば
、
寄
道
の
む
ね
を
し
ら
む
に
は
よ
く
神
典

を
み
し
る
べ
し
と
、
成
元
つ
ね
に
人
に
い
ふ
も
、
神
典
の
大
旨
、
わ
が
お
も

ふ
心
を
言
行
に
い
つ
ま
じ
き
こ
と
む
ね
な
れ
ば
也
、
し
か
は
あ
れ
ど
、
そ
れ

だ
に
よ
く
せ
ら
れ
な
ぱ
、
寄
道
は
不
用
の
道
な
る
べ
け
れ
ど
、
心
の
一
向
な

個

ら
ん
は
、
此
道
な
く
は
な
に
上
か
は
身
を
か
く
す
べ
き
、

（
八
Ｖ
内
は
原
文
割
注
ｌ
引
用
者
）
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右
の
一
文
と
図
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
御
杖
の
説
く
主
旨
は
お
よ
そ
次

の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
歌
は
、
思
う
心
を
そ
の
ま
ま
に
詠
み
出
す
べ
き
で
は
な

い
。
歌
は
思
う
心
を
そ
の
ま
ま
言
行
に
出
せ
な
い
と
き
に
、
そ
の
言
行
に
か
え

て
一
向
な
る
心
（
ひ
た
ぶ
る
心
）
を
慰
め
、
「
時
」
の
宜
し
き
を
全
う
す
る
道

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
間
は
、
わ
が
所
思
所
欲
を
言
行
に
出
す
な
ら
ば
、
必
ず

「
時
」
を
破
り
、
「
禍
」
を
招
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
え
ず
こ
れ
を
慎
承
、

心
を
自
制
す
る
道
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
道
が
神
道
で
あ
る
。
歌
の
道
と
は
、

同
じ
「
百
人
一
首
燈
」
お
ほ
む
ね
に
は
、
以
上
の
所
説
を
よ
り
明
瞭
な
ら
し

め
る
た
め
の
、
次
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

言
行
に
情
の
ま
・
皇
を

向

わ
が
情
の
、
理
に
お
さ
れ
て
の
ど

出
し
て
わ
が
身
を
か

心

め
ら
れ
ぬ
図

く
す
事
を
え
ざ
れ
ぱ
１
１
１
１
１
Ⅷ
１
１
１

熟
鋳

つ
ひ
に
禍
に
し
づ
む

べ
き
図

一
禍
一
囿
籔
灘
驚
轆
艤

動
の
か
た
ち
な
り

園
塒
硝
瀧
儲
霊
驍
鎮
溌

ｌ
き
時
な
る
を
云

↓
身

凹亙’
わ
が
身
の
内
に
て
、
理
の
わ
が
情

を
お
す
図

こ
の
神
道
を
も
っ
て
は
制
し
難
い
一
向
心
を
慰
め
る
道
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
故
に
御
杖
は
、
「
寄
道
あ
り
て
神
典
全
く
、
神
典
あ
る
が
故
に
、
寄
道
も

鯛

た
ふ
と
し
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

こ
の
所
説
を
聞
い
て
た
だ
ち
に
気
付
く
こ
と
は
、
御
杖
が
従
来
全
く
説
く
こ

と
の
な
か
っ
た
「
時
」
の
観
念
を
強
く
前
面
に
出
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
人

間
の
所
思
所
欲
は
こ
の
「
時
」
に
い
つ
も
抑
圧
さ
れ
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て

い
る
、
と
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
。
「
身
を
か
く
す
事
」
を
し
な
け
れ
ば
「
禍
に

し
づ
む
」
と
い
い
、
ま
た
別
の
個
所
で
は
、
「
さ
れ
ば
古
寄
を
ゑ
る
も
、
そ
の

歌
ぬ
し
の
隠
身
せ
ら
れ
た
る
所
を
ふ
い
れ
ざ
れ
ぱ
詮
な
し
、
ゑ
づ
か
ら
よ
む

も
、
こ
上
を
詮
と
し
て
、
吾
は
隠
身
の
た
め
に
よ
ま
ざ
れ
ぱ
、
た
上
い
た
づ
ら

鋤

事
な
る
べ
し
か
し
」
、
「
し
か
お
ほ
や
け
な
る
理
、
そ
の
情
を
内
よ
り
お
す
時

四

は
、
つ
い
に
禍
の
う
ち
に
身
を
し
づ
む
く
し
、
あ
な
か
し
こ
や
ノ
、
」
と
も
い

っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
何
か
怖
怖
と
し
た
語
調
は
、
「
歌
道
非
唯
抄
」
を
著

し
た
頃
の
御
杖
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
、
同
一
人
物
の
内
面
の
動
き
で
あ
る
か
ら
、
歌
は
詠
む
動
機
を
あ

か
ら
さ
ま
に
は
詠
み
出
す
べ
き
で
な
い
と
し
、
言
葉
の
微
妙
な
陰
影
に
通
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
眼
識
な
ど
は
、
「
百
人
一
首
燈
」
以
後
の
著
作
に
も
生

か
さ
れ
深
め
ら
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
所
思
所
欲

を
抑
圧
し
て
や
ま
な
い
「
時
」
の
観
念
を
強
力
に
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
御
杖
の
歌
論
は
、
延
い
て
は
御
杖
の
思
想
そ
の
も
の
は
、
「
歌
道
非
唯
抄
」

「
う
た
ふ
く
る
」
の
時
点
と
比
較
す
る
と
、
あ
る
確
か
な
変
化
を
と
げ
て
い
た
、

と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ま
や
、
「
歌
は
た
上
こ
と
は
に
誠
を
た
て
て
身
を
を

さ
め
、
国
た
ゑ
に
も
及
ほ
す
道
な
れ
は
」
と
し
た
潤
達
な
精
神
、
積
極
的
な
意

欲
は
影
を
ひ
そ
め
、
全
体
と
し
て
、
屈
折
し
た
心
情
、
消
極
主
義
的
・
技
巧
主

五



義
的
な
精
神
態
度
が
、
そ
こ
に
は
色
濃
く
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
寛
政
六
年
に
、
詠
歌
の
法
を
説
い
た
小
品
「
略
南
弁
乃
異
則
」
、
一
種

の
和
歌
稽
古
台
本
「
和
歌
以
礼
ひ
裳
」
、
脚
結
の
研
究
「
脚
結
抄
翼
」
の
三
著

を
執
筆
し
て
以
来
、
「
百
人
一
首
燈
」
を
著
わ
す
ま
で
十
年
に
及
ぶ
長
い
期
間

め
ぼ
し
い
著
作
を
何
一
つ
残
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
お
そ
ら
く
御
杖
の

体
験
し
た
思
想
上
の
変
化
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
彼
に
と
っ
て
そ

の
十
年
間
は
い
わ
ば
第
二
の
思
索
期
・
沈
潜
期
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

と
す
れ
ば
、
御
杖
の
思
想
上
の
変
化
を
促
し
た
原
因
は
何
か
、
そ
の
時
期
如

何
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
い
ま
問
題
と
な
っ
た

神
道
・
歌
道
と
「
時
」
と
の
関
連
性
、
「
時
」
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
、
や
や

立
ち
入
っ
て
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
御
杖
に
と
っ
て
神
と
は
、
そ
し
て
神
道
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。

「
古
事
記
燈
」
（
文
化
四
年
稿
）
意
富
牟
泥
下
「
神
人
弁
」
で
御
杖
は
、

ま
づ
人
と
い
ふ
は
、
神
を
身
内
に
や
ど
し
た
る
も
の
上
名
也
、
神
と
い
ふ

は
、
人
の
身
内
に
や
ど
り
た
る
も
の
を
云
也
、
さ
れ
ば
神
を
主
と
す
る
も
、

も
と
人
を
ぱ
要
と
し
て
の
教
な
り
と
し
る
べ
し
、
此
人
身
中
の
神
な
に
物
ぞ

と
い
ふ
に
、
人
か
な
ら
ず
理
欲
の
二
つ
あ
り
て
、
そ
の
欲
を
つ
か
さ
ど
る
を

⑬

ぱ
神
と
い
ひ
、
理
を
つ
か
さ
ど
る
を
ぱ
、
人
と
い
ふ
、

と
説
き
起
こ
し
、
以
下
に
次
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
理
と
欲
と
は
人

間
に
本
来
的
に
内
在
す
る
二
つ
の
属
性
で
あ
り
、
欲
を
制
し
て
理
を
全
う
す
る

こ
と
に
努
め
る
の
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
、
い
か
に
し
て
も
免
れ

ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
道
が
あ
り
、
諸
家
の
教
説
が
存
す
る
所
以
が

あ
る
。
し
か
し
、
欲
も
ま
た
人
間
の
本
性
で
あ
る
か
ぎ
り
、
理
の
規
範
に
よ
っ

て
こ
れ
を
制
し
つ
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
欲
に
対
し
て
は
、
道
理
を
超
越
し

た
と
こ
ろ
で
、
や
む
な
く
乗
り
て
進
む
別
の
道
を
尽
さ
し
め
る
以
外
に
途
は
な

い
。
こ
の
欲
を
尽
さ
し
め
る
道
こ
そ
、
神
道
で
あ
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
「
神

道
と
い
ふ
は
、
道
理
を
は
な
れ
て
お
も
ふ
所
の
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
道
を
さ
し

鋤
例

て
い
ふ
名
」
で
あ
り
、
「
神
道
と
は
身
外
に
出
し
が
た
き
所
欲
を
い
ふ
な
り
」

と
い
っ
て
も
よ
い
。

こ
こ
に
、
欲
を
尽
さ
し
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

か
へ
す
ノ
ー
～
神
は
外
体
に
あ
づ
か
ら
い
物
な
れ
ば
、
貴
賤
大
小
に
か
上
は
ら

ず
、
内
に
し
て
貫
き
た
る
事
、
神
典
の
規
模
な
る
ぞ
か
し
、
し
か
ら
ぱ
人
と

は
こ
と
物
か
と
い
ふ
に
、
さ
ら
に
し
か
ら
ず
、
た
璽
直
を
な
す
は
人
な
り
、

働

倒
を
な
す
は
神
な
る
也
、

と
い
う
言
葉
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
「
倒
語
」
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
自
己
の
直
情
を
倒
に
す
る
こ
と
、
わ
が
欲
を
倒
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、

直
情
、
欲
は
倒
語
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
神
」
と
な
る
。
詠
歌
の
場
合
、
言

挙
げ
せ
ず
倒
語
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
霊
が
宿
り
、
こ
の
幸
に
す
が
っ
て
神
道

に
乗
れ
ば
、
「
身
外
に
出
し
が
た
き
所
欲
」
を
尽
さ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

承
な
ら
ず
、
「
時
」
を
も
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
御
杖
は
い
う
の
で
あ

プ
（
》
Ｏ

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
言
霊
」
の
成
り
立
ち
と
構
造
に
つ
い
て
、
和
歌
創
作
の

岡

過
程
に
即
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
「
真
言
弁
」
の
中
で
御
杖
は
、
詠
歌

の
過
程
に
五
つ
の
段
階
を
立
て
、
こ
れ
を
「
詠
歌
五
典
」
と
呼
ん
で
い
る
。
五

典
と
は
、
第
一
偏
心
、
第
二
知
時
、
第
三
一
向
心
、
第
四
詠
歌
、
第
五
全
時
を

い
う
が
、
こ
れ
ら
は
、
同
一
平
面
上
を
進
む
一
本
の
道
筋
と
し
て
あ
る
の
で
は

な
く
、
い
わ
ば
弁
証
法
的
に
次
第
に
よ
り
高
次
の
段
階
に
移
行
す
る
、
と
し
た

｛
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と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
特
色
が
あ
る
。

ひ
と
え
ど
こ
ろ

ま
ず
、
「
偏
心
」
と
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
一
筋
に
う
ち
頼
む
心
を
い
う
。
人

は
誰
に
せ
よ
あ
る
方
向
に
心
を
決
す
る
の
で
な
け
れ
ば
言
行
に
現
わ
さ
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
偏
心
が
生
ず
る
さ
ま
を
ふ
る
と
、
事
柄
の
正
邪
に
よ
ら
ず
、

「
理
」
に
心
を
委
ね
て
う
ち
頼
む
か
ら
で
あ
っ
て
、
邪
も
ひ
た
ぶ
る
に
う
ち
頼

む
の
で
な
け
れ
ば
、
偏
心
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
正
と
い
へ
ど
も
う
ち
頼
め
ば

す
な
わ
ち
偏
心
で
あ
る
。
い
な
、
む
し
ろ
正
し
き
事
こ
そ
が
頼
む
心
の
着
き
や

す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
邪
よ
り
も
か
え
っ
て
惑
い
や
す
い
の
で
あ
る
。
邪
正

と
も
に
う
ち
頼
む
心
は
、
そ
の
偏
向
性
の
故
に
「
時
」
Ⅱ
「
時
宜
」
を
破
る
と

こ
ろ
か
ら
悪
で
あ
る
、
と
御
杖
は
い
う
。

こ
の
「
時
」
と
は
、
偏
心
と
対
立
し
、
偏
心
を
し
て
自
己
意
識
を
生
ぜ
し
む

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
御
杖
が
、
「
畢
寛
こ
れ
ま
て
の
所
思
を
あ
ら
た
め

“

所
欲
を
す
つ
へ
き
こ
と
に
あ
ふ
を
は
時
と
は
い
ふ
な
り
」
と
し
た
の
は
、
時
が

偏
心
に
対
し
て
制
約
的
・
限
定
的
に
作
用
す
る
側
面
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
御
杖
は
、
「
く
は
し
く
い
へ
は
此
時
に
彼
我
あ
り
我
と
は
今
ま

て
の
所
置
に
た
か
ひ
来
れ
る
情
態
な
り
彼
と
は
わ
か
所
思
に
た
か
へ
る
事
物
也

閏

云
々
」
と
い
っ
て
思
索
を
深
め
て
い
る
が
、
土
田
杏
村
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
偏
心
が
時
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
衝
撃
を
破
っ
て
進
む
場
合
に
は
、
今
ま
で
の

処
置
は
、
何
程
か
の
程
度
で
変
更
せ
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
処

置
が
変
更
せ
し
め
ら
れ
た
情
態
そ
の
も
の
は
、
『
我
』
で
あ
る
。
御
杖
は
こ
こ

に
『
我
』
の
本
質
を
自
由
意
志
的
の
も
の
と
見
、
そ
の
自
由
の
活
動
の
自
意
識

を
『
我
』
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
我
が
所
思
は
、
時
に
ぶ
つ
か
っ
て
そ
こ
に
対

立
す
る
事
物
的
の
も
の
を
認
め
、
そ
の
事
物
的
の
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
所
思
を

変
更
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
物
的
の
も
の
が
『
彼
』
で
あ
る
。
」

的

と
解
さ
れ
た
。

そ
れ
な
ら
ば
、
現
実
生
活
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
「
時
宜
」
を
考
え
れ
ば

鋤

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
土
佐
日
記
燈
」
の
「
大
旨
」
で
御
杖
健
紀
貫
之
が
な

ぜ
こ
の
日
記
を
「
女
の
所
為
に
書
な
し
」
た
の
か
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
貫
之
は
、
和
漢
の
才
に
長
じ
、
政
治
的
に
も
功
績
が
多
か
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僻
遠
の
地
土
佐
の
国
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
古
来
の
慣

例
か
ら
察
し
て
配
流
を
意
味
す
る
措
置
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
土
佐
の
任
を

ふ
か
く
は
ち
ら
れ
け
る
こ
と
お
も
ひ
や
ら
れ
た
り
」
・
こ
の
時
代
は
貫
之
の
承

で
な
く
、
功
労
の
士
は
斥
け
ら
れ
、
無
功
の
人
が
多
く
登
用
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
状
態
は
「
皆
朝
廷
の
不
幸
に
し
て
天
下
の
人
民
の
安
か
ら
ざ
る
基
」
で
あ

っ
て
、
貫
之
の
慨
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
時
勢
を
嘆
く
「
深

き
歎
息
」
こ
そ
日
記
を
書
こ
う
と
し
た
貫
之
の
動
機
で
あ
っ
て
、
「
こ
れ
必
ふ
か

き
い
ぎ
と
お
り
あ
り
て
か
上
れ
た
る
物
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
動
機
が
「
い

さ
上
か
も
あ
ら
は
な
る
時
は
お
ほ
や
け
に
樟
あ
れ
ぱ
た
上
心
に
こ
め
て
や
み
な

ん
と
も
お
も
は
れ
つ
ら
め
と
し
の
ひ
か
た
さ
に
此
日
記
は
な
り
ぬ
る
に
け
り
」
、

，
〆
）
Ｏ

こ
の
よ
う
な
独
特
の
解
釈
が
正
鵠
を
射
て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
御
杖

が
貫
之
の
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
時
宜
」
を
、
ど
の
よ
う
に
み
て

働

い
た
か
は
明
瞭
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
御
杖
は
ま
た
、
「
万
葉
集
燈
」
の
中
で
、

「
藤
原
宮
之
役
民
作
歌
」
に
つ
い
て
、
表
面
上
に
は
遷
都
を
実
現
し
た
持
統
天

皇
の
徳
を
た
た
え
て
い
る
も
の
の
、
作
者
の
心
底
は
労
役
に
苦
し
む
人
民
の
歎

き
を
述
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
も
御
杖
の
「
時

宜
」
観
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
池
田
勉
氏
は
、
「
言
霊
の
ま
な
び
」
に
お
い

て
、
「
思
ふ
に
、
時
宜
と
は
広
く
『
時
の
必
然
性
』
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら

七



う
。
（
中
略
）
時
宜
は
そ
の
中
に
身
を
置
い
て
従
ふ
く
き
も
の
、
こ
れ
に
対
し

て
は
破
る
べ
か
ら
ざ
る
軌
範
、
全
う
す
べ
き
絶
対
的
の
も
の
、
従
っ
て
、
ま
た

抑
制
的
な
当
為
と
し
て
、
御
杖
の
い
ふ
『
時
宜
せ
ん
方
な
き
』
も
の
と
し
て
性

鬮

格
づ
け
ら
れ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
適
切
な
理
解
と
い
う
べ
き
で
あ

い

る
。
す
な
わ
ち
「
時
宜
」
と
は
、
実
質
的
に
「
お
ほ
や
け
な
る
理
」
と
み
て
よ

く
、
「
知
時
」
と
は
、
要
す
る
に
歴
史
的
必
然
の
中
の
自
己
を
詮
方
な
き
も
の

と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
一
方
に
う
ち
頼
む
心
の
偏
心
は
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
言

行
に
出
せ
ば
、
「
時
宜
」
に
衝
突
し
て
必
ず
「
禍
」
を
招
く
。
そ
こ
で
、
こ
の

偏
心
を
制
御
し
時
宜
を
全
う
さ
せ
る
た
め
の
道
が
神
道
で
あ
る
。
神
道
は
、
道

理
で
偏
心
を
押
え
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
「
お
ほ
え
す
す
か
さ
れ
て
所
欲
所
思

㈱

お
の
づ
か
ら
う
ち
の
と
め
ら
る
入
道
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
偏
心

㈹

を
す
か
す
と
は
、
偏
心
を
「
畏
愛
の
間
に
お
く
」
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
神
へ
の
畏
敬
の
念
を
厚
く
し
、
精
神
の
平
静
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ

る
、
と
解
せ
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
神
道
は
、
偏
心
を
す
か
し
時
宜
に
叶
え
し
め
る
た
め
に
存
在

す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
偏
心
は
人
間
に
と
っ
て
本
来
的
な
所
思
所
欲
で
あ
る
か

ら
、
神
道
に
よ
っ
て
こ
れ
を
制
し
尽
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
神
道
の

抑
制
を
す
り
ぬ
け
た
偏
心
は
、
時
宜
の
衝
撃
に
あ
っ
て
い
っ
そ
う
激
成
せ
ら

れ
、
時
宜
を
も
破
ら
ん
ば
か
り
の
力
、
す
な
わ
ち
「
欝
情
」
と
な
っ
て
燃
え
上

る
。
こ
の
、
も
は
や
神
道
を
も
っ
て
し
て
は
す
か
す
こ
と
の
不
可
能
と
な
っ
た

激
し
い
心
を
、
御
杖
は
．
向
心
」
と
呼
ん
だ
。
．
向
心
」
と
「
時
宜
」
と

の
激
烈
な
葛
藤
が
展
開
さ
れ
て
．
向
心
」
を
お
さ
え
か
ね
た
と
き
、
こ
こ
に

詠
歌
の
道
が
必
要
と
な
る
。
「
吾
は
時
宜
や
ふ
る
へ
か
ら
す
ひ
た
ふ
る
心
お
さ

以
上
に
よ
っ
て
言
霊
説
の
構
造
と
機
能
が
判
明
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
形
成

に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
時
宜
」

の
思
想
で
あ
ろ
う
。
「
時
宜
」
と
は
、
「
時
の
必
然
性
」
で
あ
り
、
「
時
（
宜
）

を
知
る
」
と
は
、
歴
史
的
必
然
の
中
の
自
己
を
自
覚
す
る
こ
と
、
を
意
味
し
て

い
た
。と

す
れ
ば
、
言
霊
説
は
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
当
代
に
お
い
て
、
い
か
に

ふ
へ
か
ら
ぬ
時
に
よ
ゑ
て
ひ
た
ふ
る
心
時
宜
ふ
た
つ
な
か
ら
全
う
す
る
道
に
て

㈱
わ
ざ

候
。
」
欝
情
を
歌
に
詠
む
と
は
、
「
我
身
の
う
ち
に
為
を
促
す
欝
情
を
殺
し
言

の
う
ち
に
活
し
お
き
て
身
を
せ
め
時
を
や
ふ
ら
せ
む
と
す
る
を
ま
ぬ
か
れ
む
」

こ
と
で
あ
り
、
欝
情
を
殺
し
て
、
こ
れ
を
言
の
中
に
生
か
す
具
体
的
方
法
が

「
倒
語
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
詠
歌
は
な
ぜ
一
向
心
を
慰
め
う
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
一
定
の

形
姿
、
韻
律
形
態
が
存
し
、
こ
の
形
態
の
上
に
一
向
心
の
欝
情
が
象
徴
と
し
て

託
さ
れ
、
宿
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
歌
は
、
欝
情
の
象
徴
と
し
て
成
り
立

つ
。
こ
の
時
、
欝
情
は
歌
の
中
に
言
霊
と
な
る
、
と
御
杖
は
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
霊
と
な
る
は
い
か
な
る
物
そ
と
い
ふ
に
所
欲
の
す
ぢ
は
為
に
い
つ
へ
か

ら
い
時
宜
の
そ
の
時
宜
に
か
な
へ
む
こ
と
の
か
た
さ
に
せ
め
て
吾
に
よ
ゑ
て

ひ
た
ふ
る
心
を
な
く
さ
め
む
と
す
る
心
こ
れ
な
り
さ
る
心
よ
り
歌
の
な
り
出

た
る
な
れ
は
言
の
う
ち
に
そ
の
時
や
む
こ
と
を
え
さ
る
と
ひ
た
ふ
る
心
の
や

鋤

む
こ
と
を
え
さ
る
さ
ま
お
の
つ
か
ら
と
奥
ま
り
て
霊
と
は
な
る
に
て
候

御
杖
に
と
っ
て
、
言
霊
の
宿
っ
た
と
こ
ろ
の
歌
、
こ
れ
す
な
わ
ち
「
真
言
」

な
の
で
あ
る
。

四
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ゑ
ず
か
ら
の
「
偏
心
」
．
向
心
」
を
慰
め
す
か
し
て
精
神
の
バ
ラ
ン
ス
を
維

持
す
る
か
と
い
う
、
緊
迫
し
た
内
面
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え

ば
、
歌
の
「
余
情
」
を
楽
し
ん
で
い
た
「
歌
道
非
唯
抄
」
の
時
期
に
は
生
れ
る

は
ず
が
な
く
、
切
な
い
「
欝
情
」
の
燃
え
上
っ
た
あ
る
時
期
以
後
の
所
産
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
、
「
余
情
」
か
ら
「
欝
情
」
へ

の
転
回
は
、
御
杖
の
場
合
、
「
時
宜
」
の
思
想
が
介
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
然
に
社
会
観
の
変
化
を
伴
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
事
実
、
彼
の
詠
草
を
年

次
を
追
っ
て
ゑ
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
こ
の
社
会
観
の
変
化
が
お
の
ず
か
ら
浮

き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ほ
ぼ
寛
政
中
期
を
境

と
し
て
、
そ
れ
ま
で
承
ら
れ
な
か
っ
た
社
会
の
現
状
に
対
す
る
悲
観
的
あ
る
い

は
諦
観
的
な
見
方
が
歌
の
中
に
数
多
く
表
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
そ
の
二
に
つ
い
て
く
わ
し
く
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
け
れ
ど
も
、

た
と
え
ば
天
明
か
ら
寛
政
前
期
に
は
、

大
幣
の
な
が
れ
よ
る
瀬
は
い
と
は
や
も
波
に
ぞ
秋
の
色
は
ゑ
え
け
る
（
天
明

㈹

四
年
）

よ
ろ
づ
代
に
民
の
草
葉
も
な
び
け
と
て
神
の
し
め
け
む
あ
し
は
ら
の
国
（
同

七
年
）

い
に
し
へ
の
ま
こ
と
に
か
へ
す
こ
と
の
は
は
命
な
り
け
り
敷
嶋
の
道
（
同
右
）

承
ね
お
ろ
す
夕
か
ぜ
さ
む
み
高
円
の
野
べ
の
草
葉
は
冬
が
れ
に
け
り
（
寛
政

二
年
）

あ
ら
し
山
こ
の
め
も
え
行
影
承
れ
ば
春
ま
だ
あ
さ
き
水
の
色
か
な
（
同
四

年
）

な
ど
と
、
情
意
を
率
直
に
表
現
し
て
い
る
歌
で
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、
寛
政
五

年
に
は
、

年
ご
と
に
つ
る
人
お
ほ
ぎ
ま
つ
ら
河
あ
は
れ
わ
か
ゆ
の
た
え
ず
さ
ば
し
る

雨
に
ち
る
花
は
あ
ら
し
に
ゑ
だ
れ
糸
の
と
ふ
し
か
く
ふ
し
し
づ
心
な
き

と
、
心
の
陰
を
揺
曳
し
て
い
る
歌
が
現
わ
れ
る
。
翌
六
年
の
詠
草
の
初
め
に
記

し
た
覚
書
に
は
、
「
こ
と
わ
り
な
く
は
詞
は
無
用
也
こ
と
わ
り
あ
れ
は
そ
の
内

に
不
言
の
言
存
す
此
故
に
古
人
は
つ
と
め
て
い
は
ず
い
は
ぬ
を
つ
と
む
る
は
神

の
道
也
」
、
「
承
つ
あ
る
も
の
ひ
と
つ
を
と
れ
ば
ふ
た
つ
は
人
の
物
也
み
つ
な

が
ら
と
れ
ば
人
の
物
な
し
人
物
な
き
時
は
わ
れ
を
そ
こ
な
ふ
此
故
に
古
人
は
つ

と
め
て
わ
れ
を
む
な
し
う
す
」
と
い
う
一
文
が
み
え
、
後
年
の
言
霊
説
へ
の
端

緒
、
着
想
の
一
つ
が
認
め
ら
れ
る
。
寛
政
八
年
に
な
る
と
御
杖
は
、

も
の
い
は
い
花
の
心
の
ふ
か
け
れ
ば
い
か
に
み
る
ら
ん
さ
が
に
く
き
世
を

と
詠
承
出
す
に
至
る
。
以
後
、
世
間
の
道
理
に
矛
盾
を
痛
感
し
て
憤
り
を
抱

き
、
一
人
物
思
い
に
沈
ん
で
欝
々
と
し
て
す
ご
す
日
々
が
多
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。い

に
し
へ
に
か
へ
さ
む
と
思
ふ
し
き
嶋
の
道
の
た
め
さ
へ
か
な
し
か
り
け
り

（
寛
政
九
年
）

一
す
ぢ
に
承
れ
ば
く
る
し
き
世
中
を
お
も
ひ
の
ど
め
ん
道
ぞ
此
道
（
同
十
年
）

い
は
ん
す
べ
せ
ん
す
べ
し
ら
ぬ
歎
こ
そ
思
へ
ぼ
道
の
し
る
べ
也
け
れ
（
同
右
）

世
中
は
う
べ
も
鴬
ほ
と
と
ぎ
す
な
く
よ
り
外
の
事
な
か
り
け
り
（
文
化
十
五

絢年
）

月
ま
つ
と
人
に
は
い
ひ
し
偽
も
誠
と
な
り
い
わ
れ
老
ぬ
ら
し
（
年
次
不
明
）

文
字
通
り
「
欝
情
」
を
歌
に
託
し
た
暗
示
的
・
象
徴
的
な
詠
草
は
他
に
い
く

つ
も
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
観
の
転
回
を
促
し
た
原
因
が
何
で
あ
っ
た
に
つ
い
て
、
彼

の
具
体
的
な
生
活
体
験
に
即
し
て
確
か
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
ま
こ
と
に
遺
憾
と

九



す
べ
き
で
あ
る
が
、
御
杖
の
言
霊
説
が
、
中
世
歌
学
の
伝
統
と
家
学
の
継
承
を

基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
主
体
的
に
は
「
欝
情
」
を
内
に
秘
め
た
彼
自
身
の
．
へ
シ

ミ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
現
状
認
識
を
起
点
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
御
杖
は
「
神
明
懸
談
」
の
中
で
、
「
神
書
一
部
す
へ
て
神
智
を
述

た
る
も
の
な
り
、
予
三
十
七
歳
ま
で
い
か
て
こ
の
御
教
あ
き
ら
め
さ
せ
給
へ
と

念
し
奉
り
し
冥
加
に
や
凡
智
の
及
は
さ
る
事
と
も
心
え
ら
れ
て
そ
の
年
の
九
月

に
は
し
め
て
講
し
き
そ
れ
よ
り
今
年
ま
て
十
七
八
年
わ
す
る
些
事
な
く
お
も
ひ

㈱

を
こ
ら
し
た
り
」
と
述
懐
し
て
い
る
か
ら
、
三
十
七
歳
す
な
わ
ち
文
化
元
年
頃

が
言
霊
説
の
体
系
化
さ
れ
た
時
期
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
元
年
稿

の
「
百
人
一
首
燈
」
、
翌
二
年
か
ら
逐
次
稿
が
成
る
「
古
事
記
燈
」
は
、
こ
の

意
味
で
画
期
的
な
著
作
で
あ
っ
た
、
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

御
杖
は
、
現
存
す
る
社
会
秩
序
や
道
徳
規
範
（
「
時
宜
」
）
を
詮
方
な
き
も

の
と
承
る
一
方
、
心
の
内
な
る
声
（
「
所
思
所
欲
」
）
を
そ
の
中
に
押
し
つ
ぶ

し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
ず
、
倒
語
し
て
言
外
に
所
思
を
生
か
し
お
く
言
霊
説

に
よ
っ
て
、
両
者
の
衝
突
を
回
避
す
べ
く
努
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
解

決
策
は
、
非
合
理
な
る
現
実
（
「
さ
が
に
く
き
世
」
）
を
所
与
と
し
て
容
認
し
つ

つ
、
た
だ
自
己
内
面
の
主
体
性
を
知
性
の
力
に
よ
っ
て
保
持
し
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
何
事
も
わ
が
心
に
欲
す
る

こ
と
は
直
接
言
行
に
ふ
る
ま
う
べ
き
で
な
い
と
し
た
「
隠
身
」
の
思
想
が
、
そ

れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

し
か
も
こ
の
「
隠
身
」
の
思
想
は
、
い
わ
ば
仏
教
的
な
合
理
主
義
の
精
神
と

通
ず
る
面
が
あ
る
と
い
え
る
が
、
実
際
に
御
杖
は
、
寛
政
十
年
頃
か
ら
仏
教
を

学
び
、
と
り
わ
け
浄
土
真
宗
の
教
義
に
深
い
関
心
を
示
し
て
「
三
帖
和
讃
恥
の

⑲

注
釈
を
試
み
て
い
る
。
「
三
和
讃
と
も
し
び
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
わ
ず
か
二
葉

の
短
篇
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
御
杖
が
、
善
人
は
ゑ
ず
か
ら
善
に
頼
る
故
に

か
え
っ
て
善
悪
を
超
え
た
信
心
を
妨
げ
、
悪
人
は
悪
人
と
し
て
の
自
覚
に
お
い

て
か
え
っ
て
信
心
を
固
く
す
る
と
し
て
、
他
力
本
願
の
否
定
の
論
理
を
構
築
し

た
親
鴬
の
教
説
に
心
ひ
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
如
上
の
言
霊
説
形
成
の
過
程

で
、
そ
こ
か
ら
示
唆
を
受
け
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
．
す
ぢ
に
ふ
れ
ば
く
る
し
き
世
中
」
を
生
き
ぬ
く
方
途
を
求

め
て
言
霊
説
を
唱
え
た
御
杖
の
思
想
を
ふ
り
返
っ
て
ゑ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

著
し
く
内
向
的
・
禁
欲
的
で
あ
り
、
時
勢
の
流
れ
に
対
す
る
彼
の
立
場
は
、
保

守
主
義
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
一
面
、
御
杖
が
時
折
、
詮

方
な
し
と
し
た
筈
の
「
時
宜
」
の
束
縛
を
踏
承
越
え
る
か
の
如
き
言
葉
を
吐
い

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
も
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
承
る
必
要
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
「
宣
長
、
直
毘
霊
と
い
ふ
も
の
を
害
て
、
（
中
略
）
た
壁
何

ご
と
も
お
ほ
や
け
の
御
お
も
む
け
の
ま
に
ノ
、
あ
ら
ん
ぞ
人
の
道
な
る
べ
き
と

お
も
は
れ
た
り
と
み
え
た
り
、
し
か
る
に
庶
人
と
い
へ
ど
も
、
各
そ
の
身
相
応

の
家
業
あ
り
家
人
あ
り
て
、
さ
ま
ノ
、
常
に
た
が
ひ
た
る
事
の
象
出
く
る
も
の

也
、
さ
れ
ど
た
壁
ひ
と
し
へ
に
さ
る
心
に
な
ら
せ
て
ん
と
の
心
な
る
べ
け
れ

ど
、
た
と
へ
ぱ
風
ふ
き
雨
ふ
り
地
震
雷
鳴
な
ど
す
る
が
ご
と
く
、
か
の
ぬ
し
の

思
は
る
上
や
う
に
、
つ
ね
に
無
事
な
る
事
は
あ
た
は
ざ
る
物
に
て
、
か
つ
て
人

々
の
邪
智
よ
り
常
な
ら
ぬ
こ
と
の
い
で
く
る
に
は
あ
ら
ず
、
さ
る
時
を
い
か
に

倒

せ
ん
と
か
す
る
」
、
と
か
、
「
そ
も
ノ
、
天
下
国
家
と
も
に
乱
れ
た
る
時
は
い

ふ
に
及
は
す
治
世
の
上
に
て
も
現
在
国
産
多
く
出
来
て
も
費
用
に
あ
た
ら
す
剰

借
財
な
と
多
く
て
い
か
ほ
と
数
年
の
国
産
を
つ
ゑ
て
も
な
し
か
た
き
は
ま
こ
と

に
其
国
な
き
に
ひ
と
し
そ
の
外
上
下
の
風
俗
よ
か
ら
す
上
下
和
せ
す
国
民
恨
を

一

○



６

い
た
く
な
と
ふ
な
ｊ
、
そ
の
人
あ
り
て
な
き
に
ひ
と
し
か
ら
す
や
」
、
あ
る
い

は
「
君
の
賦
税
を
収
め
忠
臣
孝
子
の
も
の
く
ら
ひ
よ
る
係
る
（
を
）
は
た
れ
も

こ
れ
を
欲
也
と
い
ふ
人
は
な
き
事
な
れ
と
い
ひ
も
て
ゆ
か
は
そ
れ
も
猶
私
な
る

９６

事
を
の
か
る
へ
か
ら
す
」
と
い
う
類
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
御
杖
は

そ
の
晩
年
、
著
作
の
中
の
あ
る
文
面
と
い
っ
た
範
囲
を
は
る
か
に
越
え
て
、
「
時

宜
」
を
ゑ
ず
か
ら
破
っ
て
し
ま
う
。
文
政
四
年
十
二
月
、
五
十
四
歳
の
御
杖

は
、
柳
川
藩
か
ら
「
父
千
右
衛
門
（
御
杖
）
行
跡
不
宜
候
二
付
、
父
子
共
去
冬

御
暇
被
下
置
候
」
と
の
諾
責
を
蒙
り
、
こ
の
二
百
石
取
り
の
武
士
は
、
た
ち
ま

田

ち
に
し
て
無
禄
の
境
涯
に
沈
む
の
で
あ
る
。
「
時
宜
」
を
は
ば
か
り
な
が
ら
生

き
る
こ
と
を
説
い
て
き
た
御
杖
自
身
が
、
晩
年
に
至
っ
て
こ
れ
を
踏
象
越
え

「
禍
」
を
招
い
た
と
は
ま
こ
と
に
痛
ま
し
い
限
り
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
い
か

鋤

な
る
不
行
跡
が
彼
を
罪
に
お
と
し
入
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
性
来
、
潤

達
な
精
神
と
鋭
敏
な
知
性
を
備
え
た
御
杖
に
と
っ
て
、
厳
し
い
世
襲
的
身
分
秩

序
に
依
存
す
る
以
外
生
き
る
術
の
な
か
っ
た
当
時
の
社
会
が
、
い
か
に
息
苦
し

く
感
ぜ
ら
れ
た
か
は
、
先
に
例
示
し
た
若
干
の
詠
草
に
よ
っ
て
も
十
分
に
察
せ

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
マ
マ
）
田

御
杖
は
、
「
妻
子
共
小
子
及
餓
死
候
間
、
格
別
に
御
憐
偏
に
頼
み
上
げ
候
」

と
門
人
に
合
力
を
求
め
つ
つ
、
同
六
年
十
二
月
、
貧
窮
の
う
ち
に
五
十
六
歳
の

生
涯
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
御
杖
の
思
想
と
行
動
を
幕
藩
制
社
会
の

時
代
的
雰
囲
気
の
中
に
置
い
て
み
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う

か
。
中
下
級
の
武
士
の
場
合
、
ど
の
藩
で
も
ほ
ぼ
寛
政
期
ま
で
は
身
分
制
に
拘

束
さ
れ
て
政
治
上
に
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
が
、

文
化
・
文
政
期
か
ら
天
保
期
に
か
け
て
状
況
は
大
き
く
変
化
し
、
多
く
の
藩
で

藩
政
の
再
編
強
化
を
め
ざ
し
て
人
材
の
登
用
を
実
施
す
る
に
至
り
、
天
保
期
以

降
そ
の
傾
向
は
一
段
と
活
発
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
世
襲
的
身
分
秩
序
も
当
然

に
固
定
的
な
も
の
と
は
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
御
杖
は
、

歴
史
的
に
ゑ
る
と
、
ま
さ
に
幕
藩
制
身
分
秩
序
の
動
揺
期
に
位
置
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
が
、
御
杖
自
身
に
と
っ
て
身
分
制
を
そ
の
中
に
含
む
と
こ
ろ
の
あ
ら

ゆ
る
社
会
的
・
道
徳
的
規
範
は
や
は
り
ま
だ
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
重
圧
と
し
て

存
在
し
て
い
た
。
こ
の
社
会
的
重
圧
の
下
で
心
の
内
な
る
声
を
ど
う
し
た
ら
生

か
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
の
術
に
つ
い
て
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
つ
き
つ
め
て

思
索
し
た
思
想
家
、
そ
れ
が
富
士
谷
御
杖
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。注

仙
「
古
事
記
燈
」
、
「
富
士
谷
御
杖
集
」
第
一
巻
三
三
頁
。
（
以
下
一
’

三
三
の
よ
う
に
略
す
）

⑨
同
右
、
一
’
四
八

③
同
右
、
一
’
一
二

④
同
右
、
一
’
一
四

⑥
「
北
辺
随
脳
」
、
二
’
二
六
二

⑥
「
古
事
記
燈
」
、
一
’
八
、
九

⑦
三
宅
清
氏
著
「
富
士
谷
御
杖
」
巻
末
の
「
論
文
要
目
」
に
詳
し
い
。
最

近
で
は
、
藤
原
暹
氏
「
富
士
谷
御
杖
の
思
想
」
（
同
氏
著
「
鶴
峯
戊
申

の
基
礎
的
研
究
」
所
載
）
、
中
井
信
彦
氏
「
富
士
谷
御
杖
に
お
け
る
神

道
と
人
道
」
（
「
哲
学
」
五
八
号
）
な
ど
が
あ
る
。
中
で
も
土
田
杏
村
氏

の
二
論
文
「
御
杖
の
言
霊
論
」
「
文
芸
創
作
の
弁
證
論
的
過
程
」
（
「
土

田
杏
村
全
集
」
第
十
一
巻
所
載
）
と
池
田
勉
氏
の
「
言
霊
の
ま
な
び
」

は
、
御
杖
の
思
想
の
分
析
的
研
究
と
し
て
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
本
稿
作
成
に
当
っ
て
も
両
氏
の
論
文
か
ら
多
く
の
教
示
を
受

け
て
い
る
。

⑥
三
’
五
九
一
、
二

一
一
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筑
摩
書
房
刊
「
本
居
宣
長
全
集
」
第
二
巻
三
頁

両
著
と
も
第
三
巻
所
収
。
（
以
下
に
、
巻
数
だ
け
を
示
し
た
と
き
は
、

「
富
士
谷
御
杖
集
」
の
巻
数
を
指
す
）
な
お
、
第
二
巻
に
も
同
名
の

「
歌
道
非
唯
抄
」
な
る
一
言
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
は
内
容

を
異
に
す
る
。

第
三
巻
解
題
。
前
者
は
「
歌
道
非
唯
抄
」
、
後
者
は
「
う
た
ふ
く
る
」

に
つ
い
て
の
も
の
。

三
’
八

三
’
八
九

三
’
一
二
、
一
三

三
’
一
四

三
’
五
三

三
’
五
七

平
野
仁
啓
氏
「
富
士
谷
御
杖
声
同
氏
著
「
万
葉
批
評
史
研
究
」
所
載
）

大
久
保
正
氏
著
「
江
戸
時
代
の
国
学
」

「
校
本
賀
茂
真
渕
全
集
」
思
想
篇
上
、
六
一
頁

三
’
一
四

三
’
七

皆
川
漠
園
の
「
非
唯
抄
序
」
参
照
、
三
’
三

三
’
七

二
’
三
四
七

二
’
三
四
八

二
’
三
五
二

二
’
三
五
四

一
’
三
三

一
’
三
四
、
三
五

一
’
四
八

一
’
四
三

第
二
巻
所
収
。
成
立
年
次
不
詳
、
た
だ
し
文
化
元
年
以
後
同
八
年
以
前

の
著
作
。
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二
’
二
二

同
右

土
田
氏
前
掲
害
二
二
八
頁

明
治
三
十
一
年
十
月
、
国
光
社
刊
。
三
冊
本
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

第
四
巻
所
収

池
田
氏
前
掲
書
二
七
四
頁

二
’
三
五
四

二
’
二
○
二

同
右

二
’
一
八
九

二
’
二
一
二
、
二
一
三

以
下
、
三
宅
氏
前
掲
書
所
載
の
も
の
に
よ
る
。

以
下
の
二
首
は
「
富
士
谷
御
杖
大
人
歌
文
」
（
門
人
五
十
嵐
篤
好
編
、

国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
に
よ
る
。

三
’
五
九
三

親
鴬
の
著
作
「
浄
土
和
讃
」
「
高
僧
和
讃
」
「
正
像
末
和
讃
」
を
「
三

帖
和
讃
」
と
い
う
。

第
二
巻
所
収

一
’
三
五

二
’
一
○
九

一
’
七
四

平
井
武
夫
氏
「
富
士
谷
御
杖
大
人
の
生
活
」
（
「
国
学
院
雑
誌
」
二
五

巻
四
・
六
号
）
に
よ
る
。

平
井
氏
は
前
掲
論
文
で
、
御
杖
の
離
婚
（
文
政
三
年
）
と
再
婚
、
同
四

年
の
越
中
方
面
へ
の
巡
遊
の
事
実
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
ら
が
遇
詣
と
全

く
無
関
係
と
も
い
い
難
い
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ
、
志
田
廷
義

氏
は
「
小
伝
」
（
第
一
巻
所
載
）
で
「
『
古
事
記
燈
』
及
び
こ
れ
が
関

係
書
の
内
容
が
藩
侯
の
忌
む
所
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ

る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

平
井
氏
前
掲
論
文
か
ら
引
用
。

一
一
一


