
網
野
先
生
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
お
話
、
横
井
先
生
の
含
蓄
に
富

ん
だ
お
話
の
後
で
、
私
の
話
は
、
い
さ
さ
か
小
さ
な
問
題
を
取
り
扱

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
場
所
で
す
の
で
、
相
当
に
単
純
化

さ
れ
た
図
式
で
話
し
ま
す
が
、
そ
の
点
お
許
し
下
さ
い
。
「
思
想
史

の
中
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
」
と
い
う
全
体
の
テ
ー
マ
で
す
が
、
徳
川

期
の
儒
教
や
儒
家
神
道
に
お
い
て
、
「
死
」
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
、
一
、
二
述
べ
て
み
よ
う
と

思
い
ま
す
。

朱
子
学
が
「
死
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
言
え
ば
、
生
を
構
成
し
て
い
た
気
が
離
散
す
る
こ
と
、
も
う
少
し

詳
し
く
言
え
ば
、
よ
り
動
的
で
暖
か
な
気
で
あ
る
魂
が
上
昇
し
、
よ

り
静
的
で
冷
た
い
気
で
あ
る
晩
が
沈
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
捉
え
て

［
平
成
八
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
思
想
史
の
中
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
－
思
想
史
と
社
会
史
の
接
点

儒
教
・
儒
家
神
道
と
「
死
」
口
「
朱
子
家
礼
」
受
容
を
め
ぐ
っ
て
‐

い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
結
合
し
て
い
た
気
が
、
ゆ
る
や
か
に

そ
の
結
合
を
ほ
ど
い
て
、
天
地
四
方
に
散
っ
て
い
く
、
或
い
は
帰
っ

て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
そ
の
結
合
も
、
余
り
ハ
ー
ド
に
固

定
的
に
結
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
例
え
ば
呼
吸
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
外
の
世
界
と
し
な
や
か
に
循
環
し
、
流
れ
て
い

る
気
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
う
し
た
結
合
が
、
ほ
ど
け
て
い
く
の
が
「
死
」
で
あ
り
、
人
間
の

「
死
」
は
何
も
特
別
の
事
で
は
な
く
、
固
体
で
あ
っ
た
氷
の
結
晶
が

解
け
て
水
に
変
わ
る
よ
う
に
、
或
い
は
、
水
が
水
蒸
気
に
な
っ
て
大

気
中
に
帰
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
陰
陽
二
気
の
大

き
な
循
環
、
厳
密
に
は
、
生
生
と
循
環
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
う
し
た
も
の
が
し
っ
か
り
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て

田
尻
祐
一
郎
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存
在
し
、
そ
の
一
コ
マ
と
し
て
「
生
・
死
」
の
問
題
が
捉
え
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
死
」
を
捉
え
る
こ
と
が
、

朱
子
学
の
、
気
の
観
点
か
ら
の
祖
先
祭
祀
の
理
解
に
結
び
付
い
て
い

く
わ
け
で
、
同
時
に
そ
れ
が
、
論
理
的
に
難
し
い
問
題
を
朱
子
学
の

理
論
構
成
の
中
に
持
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
既
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
で
す
。
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
一
た
ん
、
天

地
四
方
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
、
先
祖
や
亡
く
な
っ
た
親
の
気
が
、
子

孫
が
、
敬
や
誠
を
尽
く
し
て
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
時
的
に
来
格
す

い
ま

る
Ｉ
戻
っ
て
く
る
、
或
い
は
、
よ
り
微
妙
に
言
え
ば
「
在
す
が
如

く
」
に
至
る
と
朱
子
学
は
説
く
わ
け
で
す
が
、
ど
う
い
う
仕
組
み
で
、

一
た
ん
瓢
散
し
て
し
ま
っ
た
気
が
、
祖
霊
と
し
て
来
格
で
き
る
も
の

な
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
に
踏
み
込
ん

で
説
け
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
わ
け
で
す
。
「
祖

考
の
精
神
は
自
家
の
精
神
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
謝
上
察
を
受
け
て

朱
子
自
身
が
好
ん
で
用
い
た
も
の
で
す
が
Ｉ
こ
こ
に
言
う
「
精
神
」

は
、
気
の
霊
妙
な
も
の
、
そ
の
作
用
と
い
う
こ
と
で
、
気
の
レ
ベ
ル

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
下
さ
い
Ｉ
祖
先
と
子
孫
は
、
気
を
同
じ

く
す
る
か
ら
、
子
孫
の
側
が
誠
心
誠
意
、
敬
を
尽
く
し
て
祭
れ
ば
、

気
が
互
い
に
響
き
合
う
の
だ
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
だ
け

な
の
で
す
。

し
か
し
、
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
ち
ら
が
或
る
高
み
に
立
ち
な

が
ら
、
朱
子
学
が
そ
う
い
う
難
問
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
を
言
い

渡
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
難
問
を
抱
え
込
み
な
が
ら
も
、

敢
え
て
、
気
の
循
環
と
い
う
全
体
の
枠
組
み
を
保
持
し
、
そ
の
中
で

問
題
を
突
め
て
い
く
と
い
う
方
向
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
敢
え
て
取
っ

て
い
く
と
い
う
、
そ
の
こ
と
自
体
に
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
話
は

飛
び
ま
す
が
、
徳
川
期
の
寛
文
年
間
に
出
版
さ
れ
た
仮
名
草
子
「
百

八
町
記
」
の
一
節
に
、
こ
う
あ
り
ま
す
。

あ
る
人
い
は
く
、
朱
喜
説
に
、
人
死
し
て
後
そ
の
躰
焼
ば
灰
と

た
ま
し
い

な
り
、
う
づ
め
ば
土
と
な
る
。
神
い
づ
か
た
と
も
な
く
散
て

跡
な
し
。
か
る
が
故
に
香
花
湯
飯
を
供
養
す
れ
ど
も
、
う
け
よ

ろ
こ
ぶ
こ
と
も
な
く
、
そ
の
し
る
し
な
し
と
。
…
…
答
て
い
は

く
、
朱
喜
が
こ
と
葉
を
信
用
す
る
愚
痴
を
示
す
に
、
…
：
．

話
は
こ
の
後
、
孔
子
を
は
じ
め
古
代
儒
教
の
世
界
は
鬼
神
で
あ
ふ
れ

て
い
た
の
に
、
朱
子
は
そ
れ
を
無
視
し
て
、
無
鬼
論
の
方
向
を
採
っ

て
い
る
と
続
く
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
の
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
学
者
の
本
格
的
な
論
述
か
ら
は
、
朱
子
学
の
死
・
鬼
神
・
祭

祀
と
い
っ
た
主
題
を
め
ぐ
る
、
更
に
精
綴
な
批
判
を
選
ん
で
く
る
こ

と
は
容
易
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
ち
ょ
う
ど
全
国
的
な
レ

ベ
ル
で
寺
檀
制
度
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る
、
そ
の
寛
文
年
間
に
出
さ

れ
た
仮
名
草
子
の
よ
う
な
通
俗
的
な
言
説
の
中
に
、
〈
人
の
死
を
、

気
の
離
散
と
し
て
捉
え
て
し
ま
え
ば
、
祖
先
祭
祀
の
意
味
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
問
い
が
見
え
て
い
る
こ
と
が
面

白
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
朱
子
学
の
気
の
理
論
へ
の
こ
う
い
う
素
朴
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な
批
判
は
、
朱
子
学
自
体
の
理
論
構
成
の
、
先
に
見
た
よ
う
な
難
点

を
、
そ
れ
な
り
に
き
ち
ん
と
問
題
に
し
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
「
在

す
が
如
く
」
の
「
如
く
」
に
比
重
を
懸
け
て
い
っ
た
時
、
朱
子
学
は

要
す
る
に
無
鬼
論
で
は
な
い
の
か
と
い
う
、
こ
う
し
た
批
判
を
招
く

の
は
当
然
で
す
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
朱
子
学
が
、
気
の
結

集
と
離
散
と
い
う
枠
組
み
を
保
と
う
と
し
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う

か
Ｉ
何
が
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
支
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
Ｉ
こ

う
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

死
に
対
す
る
具
体
的
な
対
処
を
説
く
も
の
と
し
て
、
「
文
公
家
礼
」

（
「
朱
子
家
礼
」
と
も
い
う
）
に
規
定
さ
れ
た
喪
礼
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、

朱
子
学
が
も
っ
て
い
た
気
を
め
ぐ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
、
果
し
て
日

本
の
朱
子
学
者
と
さ
れ
る
人
が
本
当
に
持
ち
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、

ギ
リ
ギ
リ
の
所
で
彼
等
を
支
え
て
い
た
の
は
、
少
し
別
な
も
の
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
問
い
た
い
わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ

と
を
考
え
る
材
料
と
し
て
、
こ
の
「
文
公
家
礼
」
の
中
の
喪
礼
に
つ

い
て
、
少
し
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
登
場
し
て
も
ら
う
の

は
、
日
本
で
本
格
的
に
「
文
公
家
礼
」
を
紹
介
し
解
説
し
、
日
本
の

現
実
に
適
合
的
に
そ
れ
を
植
え
付
け
よ
う
と
真
剣
に
努
力
し
た
山
崎

闇
斎
の
学
派
か
ら
、
浅
見
細
斎
で
あ
り
、
そ
の
高
弟
で
あ
っ
た
若
林

強
斎
で
す
。
強
斎
は
、
垂
加
神
道
家
で
も
あ
り
ま
す
が
、
ど
こ
ま
で

も
朱
子
学
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
神
道
説
を
展
開
し
た
人

物
と
す
べ
き
で
、
儒
教
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
経
害
に
つ
い
て
細
か

な
注
解
を
施
し
て
い
て
、
一
般
に
儒
家
神
道
家
と
し
て
一
括
さ
れ
る

人
々
の
中
で
、
そ
の
朱
子
学
の
素
養
は
、
文
字
通
り
抜
群
で
す
。
と

言
う
よ
り
、
他
に
そ
れ
だ
け
キ
チ
ン
と
経
書
の
世
界
に
向
き
合
え
た

儒
家
神
道
家
は
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
親
の
息
が
絶
え
た
時
、
「
文
公
家
礼
」
は
、
「
実
」
、
次
い

で
「
復
」
を
為
す
べ
し
と
言
っ
て
い
ま
す
。
「
実
」
は
、
哀
し
み
の

声
を
あ
げ
る
礼
で
す
が
、
「
復
」
に
つ
い
て
強
斎
は
、

コ
レ
ヲ
、
タ
マ
ョ
バ
ヒ
ト
訓
デ
瓢
散
シ
タ
ル
魂
気
ヲ
今
一
度
カ

ヘ
レ
ト
呼
ビ
カ
ヘ
ス
コ
ト
ナ
リ
、
…
…
瓢
散
シ
タ
ル
モ
ノ
、
再

ビ
カ
ヘ
ル
ト
云
コ
ト
モ
ナ
ケ
レ
ト
モ
ナ
ニ
ト
ゾ
瀞
窪
川
コ
ト
モ

ア
ラ
フ
カ
卜
望
ム
、
古
人
ノ
厚
キ
心
ニ
テ
礼
法
卜
立
テ
ア
ル
コ

ト
ソ
、
（
「
家
礼
訓
蒙
疏
」
）

と
解
説
し
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
綱
斎
は
、
「
笑
」
も
「
復
」
も
、

所
詮
は
「
ア
ノ
方
ノ
風
俗
」
で
あ
っ
て
「
此
方
デ
ハ
イ
ラ
ヌ
コ
ト
ソ
」

つ
ま
り
日
本
で
は
不
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
不
必
要
か
と

言
え
ば
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、

、
ン
、
ノ

サ
テ
紙
牌
ナ
リ
ト
モ
主
ヲ
早
ク
立
テ
、
神
ノ
タ
や
ョ
ハ
ヌ
ヤ
ウ

ニ
・
・
…
．
（
「
家
礼
師
説
」
）

す
る
こ
と
が
、
ま
ず
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
実

は
、
強
斎
も
一
字
一
句
同
じ
よ
う
に
説
い
て
い
ま
す
。
神
は
、
死
者

の
神
霊
で
あ
り
、
主
は
、
仏
教
で
言
え
ば
位
牌
に
相
当
す
る
も
の
で
、

「
文
公
家
礼
」
に
よ
れ
ば
、
子
孫
が
祖
先
を
祭
っ
た
時
に
、
天
地
四
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方
に
散
っ
て
い
た
祖
先
の
霊
妙
な
気
が
集
ま
っ
て
き
て
、
そ
こ
に
宿しん

る
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
主
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
神

し
ゆ主

と
も
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
「
文
公
家
礼
」
で
は
、
神
霊
の
寄
り

処
（
魂
帛
）
を
立
て
る
の
は
、
更
に
後
に
な
っ
て
か
ら
規
定
さ
れ
る

の
で
す
が
、
綱
斎
も
強
斎
も
、
兎
に
角
、
一
刻
も
早
く
仮
り
の
簡
便

な
主
を
作
っ
て
、
亡
親
の
神
霊
を
そ
こ
に
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
大

切
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

し
ば
ら
く
時
が
た
っ
て
、
亡
親
を
埋
葬
す
る
時
、
「
文
公
家
礼
」

は
「
造
二
明
器
こ
と
規
定
し
ま
す
。
死
者
が
生
前
に
使
っ
て
い
た
器

を
模
倣
し
て
小
さ
め
に
作
り
、
遺
骸
と
共
に
埋
め
る
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
強
斎
は
、

檀
弓
二
孔
子
謂
二
為
し
桶
者
一
不
仁
、
不
し
殆
二
於
用
砺
人
乎
哉
ト

ア
リ
、
親
ヲ
死
セ
リ
ト
ス
ル
ニ
不
し
忍
ト
云
サ
マ
ー
、
周
ノ
礼

文
二
過
ル
モ
ノ
ハ
是
ニ
テ
、
終
ニ
ハ
殉
葬
ノ
端
ト
ナ
ル
ユ
ヱ
、

孔
子
甚
非
し
之
、
。
：
…
且
シ
神
霊
ハ
神
主
ト
ト
モ
ニ
家
二
存
ス

ル
ュ
ヱ
、
奉
事
ス
ル
処
、
此
ニ
ア
リ
、
墓
ニ
オ
ト
ギ
奉
公
ヲ
入
、

服
食
ノ
類
ヲ
イ
ル
、
卜
云
コ
ト
ハ
、
分
ケ
モ
ナ
キ
コ
ト
ノ
ミ
ナ

ラ
ズ
、
却
テ
害
ア
リ
、

と
強
い
調
子
で
斥
け
、
朱
子
の
本
意
、
つ
ま
り
晩
年
の
定
論
の
こ
と

で
、
「
文
公
家
礼
」
は
中
年
の
見
解
が
土
台
に
な
っ
て
い
る
の
で
時

に
ズ
レ
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
晩
年
の
本
意
か
ら
す
れ

ば
、
「
造
明
器
」
の
規
定
は
撤
回
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
断
定
し
て

い
ま
す
。
こ
の
点
、
綱
斎
も
同
様
の
見
方
で
す
。
両
人
が
、
敢
え
て

「
文
公
家
礼
」
の
規
定
を
朱
子
の
中
年
未
定
の
論
だ
と
し
て
斥
け
て

し
ま
う
根
拠
が
、
亡
者
の
神
霊
は
、
ず
っ
と
家
に
在
る
の
だ
か
ら
、

そ
ち
ら
で
仕
え
る
べ
き
だ
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
見

逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
神
主
で
す
が
、
「
文
公
家
礼
」
は
、
基
本
的
に
程
伊
川
が

構
成
し
た
神
主
モ
デ
ル
を
引
き
継
い
で
、
墓
前
に
お
い
て
、
埋
葬
時

に
、
こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
細
斎
も
強
斎
も
、

こ
の
程
伊
川
の
神
主
モ
デ
ル
を
普
遍
的
に
正
し
い
も
の
と
し
て
高
く

評
価
し
て
い
ま
す
画
参
照
）
。
そ
れ
は
、
神
主
の
各
部
分
の
長
さ
や

高
さ
、
幅
な
ど
が
、
各
々
天
地
の
時
の
運
行
の
リ
ズ
ム
や
バ
ラ
ン
ス

を
背
景
に
し
て
定
め
ら
れ
、
そ
の
象
徴
的
な
数
を
見
事
に
定
式
化
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
小
天
地
・
小
宇
宙
を
神
主
は

表
現
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
は
綱
斎
に
は

無
く
強
斎
だ
け
が
主
張
す
る
こ
と
で
す
が
Ｉ
そ
の
点
、
儒
教
と
儒

家
神
道
と
を
分
け
る
も
の
と
し
て
注
意
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
Ｉ

強
斎
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

嘗
聞
、
吾
国
古
来
ョ
リ
神
体
封
ノ
伝
ア
リ
、
上
下
貴
賤
ソ
レ
ノ
、

ノ
格
式
ア
リ
テ
、
皆
自
然
ノ
法
象
ヲ
存
セ
リ
、
然
二
神
道
衰
へ

天
下
一
統
ノ
風
俗
二
行
ハ
レ
ズ
、
世
人
、
知
ル
モ
ノ
希
々
ナ
レ

ま

（
、
問
タ
或
ハ
其
伝
ヲ
得
テ
コ
レ
ヲ
奉
ズ
ル
モ
ノ
ァ
リ
ト
イ
ヘ

い
ぶ

ト
モ
、
却
テ
異
形
ナ
ル
事
ノ
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
テ
衆
人
ノ
計
カ
ル
コ
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富
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ﾉブ

I

程伊川「作主式」 （『二程全書』巻六十四）

ト
ナ
リ
、
実
二
流
俗
ノ
変
、
可
レ
歎
哉
、

強
斎
は
、
少
な
く
と
も
「
文
公
家
礼
」
の
解
釈
な
り
応
用
な
り
と
し

て
は
、
こ
う
述
べ
る
に
止
ど
ま
っ
て
、
そ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
「
神

体
封
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
上
の
展
開
を
み
せ
ま
せ
ん
が
、
強
斎
に

師
事
し
た
こ
と
の
あ
る
垂
加
神
道
家
・
松
岡
雄
淵
が
、
儒
家
神
道
の

立
場
か
ら
、
独
自
の
葬
礼
を
構
想
し
た
中
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が

見
え
て
い
ま
す
。

も
と

父
兄
尊
長
病
気
に
と
り
結
び
此
度
は
兎
角
心
許
な
き
と
存
せ

ば
、
機
嫌
を
見
合
せ
て
其
家
の
内
で
正
寝
あ
る
べ
し
。
其
処
へ

病
人
の
床
を
移
す
べ
し
。
而
し
て
後
、
従
容
と
し
て
神
魂
を
假

の
璽
に
祭
り
奉
ら
ん
事
を
乞
く
し
。
然
ど
も
此
一
事
は
用
舎
あ

り
。
其
病
人
学
び
た
る
人
な
ら
ば
、
其
人
の
覚
悟
あ
る
べ
し
。

ヲ
、

不
学
人
は
、
此
義
を
聞
て
諾
と
云
程
の
器
量
の
人
な
ら
ば
云
ベ

ヲ
ト

し
。
な
ま
じ
ひ
云
出
し
て
、
却
て
気
を
威
す
様
な
る
人
品
も
あ

る
べ
し
。
病
体
も
あ
る
べ
し
。
左
様
な
る
人
品
病
体
の
者
に
は
、

此
御
魂
遷
し
を
、
生
気
あ
る
内
に
せ
ん
と
云
は
い
ら
ざ
る
事
也
。

気
絶
の
後
で
も
苦
し
か
ら
ざ
る
事
也
。

仮
璽
は
尺
許
な
る
榊
に
、
三
た
れ
に
て
も
四
た
れ
に
て
も
木
綿

を
一
つ
中
程
に
、
紙
棯
に
て
結
付
く
し
。

〈
挿
絵
省
略
〉
木
綿
は
祓
の
木
綿
の
如
也
。
但
寸
法
な
し
。
八
枚
重
子

に
し
て
、
随
分
短
か
く
切
り
た
る
よ
し
。

此
榊
を
以
、
其
人
の
頭
辺
よ
り
病
人
に
向
ひ
て
中
臣
祓
辞
を
徴
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意
に
一
遍
唱
へ
、
某
氏
某
の
神
霊
遷
り
賜
へ
と
念
唱
す
べ
し
。

此
に
は
気
遷
と
云
こ
と
あ
り
。
口
伝
な
り
。
さ
て
遷
し
詑
り
て

其
榊
を
其
人
の
神
体
と
し
、
清
所
を
択
び
安
鎮
す
べ
し
。
某
氏

某
の
神
霊
遷
り
賜
へ
と
云
時
、
平
伏
し
て
警
躁
す
べ
し
。
即
、

ヲ
、
ヲ
、
ヲ
、
と
三
遍
云
也
。
（
「
神
道
葬
祭
記
」
）

み
た
ま
う
つ

こ
れ
を
雄
淵
は
「
御
魂
遷
し
」
と
読
ん
で
い
る
わ
け
で
、
こ
う
し

た
儀
礼
は
、
儒
家
神
道
以
外
の
神
道
家
に
よ
っ
て
も
説
か
れ
て
い
ま

す
（
例
え
ば
、
平
田
鉄
胤
門
下
の
古
川
躬
行
撰
「
喪
儀
略
」
な
ど
）
。
出
来
れ

ば
生
前
に
、
そ
れ
が
無
理
な
ら
絶
息
の
後
直
ち
に
、
亡
者
の
神
魂
・

神
霊
を
璽
に
移
し
て
、
す
ぐ
身
近
に
こ
れ
を
留
め
て
お
こ
う
と
い
う

わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
儀
礼
か
ら
、
強
斎
の
言
お
う
と
し
た
「
神
体

封
」
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
少
し
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

埋
葬
が
終
わ
れ
ば
家
に
戻
り
、
「
反
突
」
、
い
よ
い
よ
親
の
死
は
動

か
す
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
り
、
あ
ら
た
め

て
突
礼
を
為
す
わ
け
で
す
。
こ
の
「
反
芙
」
か
ら
、
次
い
で
「
虞
」

と
い
う
礼
を
為
す
こ
と
を
「
文
公
家
礼
」
は
規
定
し
て
い
ま
す
。
「
虞
」

は
、
も
と
も
と
『
儀
礼
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
「
文
公
家
礼
」

も
『
儀
礼
』
の
注
か
ら
、

鄭
氏
日
、
骨
肉
帰
二
於
士
一
、
魂
気
則
無
二
所
不
暉
之
、
孝
子
為
二

其
紡
復
一
、
三
祭
以
安
し
之
、

と
い
う
一
節
を
引
い
て
、
こ
れ
を
意
義
付
け
て
い
ま
す
。
「
虞
」
に

つ
い
て
綱
斎
は
、

コ
レ
ョ
リ
愈
々
家
二
オ
チ
ッ
カ
セ
ラ
ル
、
ヤ
ウ
ニ
ト
云
、
オ
チ

ッ
キ
ノ
祭
ソ
、
・
・
・
：
・
鄭
氏
日
云
々
、
骨
肉
ハ
土
二
帰
ス
ル
、
魂

気
ハ
霞
ノ
チ
ル
ヤ
ウ
ニ
散
ル
ユ
ヘ
、
神
主
ヲ
立
テ
神
気
ノ
ヤ
ド

シ
、
如
二
平
生
一
尊
奉
ス
レ
ハ
、
孝
子
ノ
情
卜
モ
ニ
ア
ッ
マ
ル
ソ
、

祐
僅
ハ
、
イ
ド
コ
ロ
サ
ダ
マ
ラ
ヌ
体
ゾ
、
ソ
レ
デ
ヒ
ト
ヘ
ナ
ラ

ズ
、
フ
タ
ヘ
ナ
ラ
ズ
、
三
度
マ
デ
ヲ
チ
ッ
キ
ノ
祭
ヲ
ス
ル
ソ
、

と
述
べ
、
強
斎
も
忠
実
に
こ
の
理
解
を
継
い
で
い
ま
す
。
細
斎
や
強

斎
の
狙
い
は
、
「
虞
」
の
礼
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
傍
復
し
て
散

っ
て
し
ま
う
は
ず
の
魂
気
を
強
く
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
所
に
あ
る

わ
け
で
、
孝
子
の
願
望
と
し
て
留
ま
っ
て
欲
し
い
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
実
態
と
し
て
、
そ
れ
は
留
ま
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
一
刻
も
早
く
「
虞
」
を
施
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
こ
の
思
い
か
ら
、
綱
斎
も
強
斎
も
、
「
反
突
」
を
と
ば

し
て
Ｉ
「
文
公
家
礼
」
で
は
、
沐
浴
を
し
て
身
体
を
清
潔
に
し
て

か
ら
「
虞
」
へ
移
る
の
で
す
が
Ｉ
そ
の
沐
浴
も
省
略
し
て
、
直
ち

に
「
虞
」
を
為
す
よ
う
に
と
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
ま
で
、
「
文
公
家
礼
」
の
喪
礼
を
材
料
に
し
て
、
山
崎
闇
斎

の
学
派
１
１
‐
徹
底
し
て
朱
子
そ
の
人
に
即
し
て
朱
子
学
を
学
ぼ
う
と

し
た
、
日
本
に
於
け
る
最
も
水
準
の
高
い
朱
子
学
理
解
に
到
達
し
た

人
々
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
が
Ｉ
、
そ
の
山
崎
闇
斎
の
学
派
に
あ

っ
て
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
気
の
集
合
離
散
と
い
う
枠
組
み
で
、
人
間
の
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生
死
を
捉
え
よ
う
と
す
る
発
想
か
ら
は
異
質
の
も
の
、
亡
く
な
っ
た

親
の
神
霊
は
、
と
も
す
れ
ば
天
地
に
楓
散
し
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
、

ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
子
孫
と
し
て
は
こ
れ
を
引
き
留
め
、
こ
れ
を
す

ぐ
身
近
に
、
具
体
的
に
は
、
自
分
達
子
孫
が
日
々
の
生
活
を
お
く
る

イ
エ
に
止
ど
め
て
お
こ
う
と
す
る
強
固
な
志
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
、
亡
者
の
神
霊
の
側
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、
子
孫
の
イ
エ
に
留

ま
る
こ
と
で
、
神
霊
の
方
も
安
ら
ぐ
と
い
う
感
覚
が
あ
る
こ
と
を
見

て
き
ま
し
た
。
亡
者
の
側
に
も
、
子
孫
の
側
に
も
、
こ
の
よ
う
な
感

覚
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
こ
そ
が
彼
等
の
本
当
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
た
い
わ
け
で
す
。
仮
り
に
、
こ
う

い
う
見
通
し
に
大
き
な
誤
り
が
な
い
な
ら
、
気
の
循
環
、
生
生
す
る

気
で
も
っ
て
肉
体
や
生
命
を
捉
え
て
い
く
考
え
方
、
気
相
の
変
換
で

も
っ
て
世
界
を
捉
え
て
い
く
考
え
方
と
は
、
随
分
話
が
違
っ
て
く
る

と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

周
辺
の
話
を
一
つ
取
り
上
げ
て
、
議
論
を
補
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

綱
斎
は
、
そ
も
そ
も
自
分
達
が
「
文
公
家
礼
」
を
学
習
す
る
の
は
、

現
実
の
イ
エ
の
中
に
「
名
分
」
を
確
立
す
る
た
め
だ
と
述
べ
て
い
ま

す
が
、
で
は
何
が
「
名
分
」
の
確
立
を
妨
げ
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、

近
年
、
利
害
デ
養
子
ヲ
シ
タ
リ
、
私
意
デ
妾
腹
立
テ
タ
リ
シ
テ
、

惣
領
ス
ジ
モ
シ
レ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
、
系
図
モ
乱
ル
、
…
…

と
あ
る
通
り
で
、
養
子
が
無
原
則
に
横
行
し
て
い
る
と
い
う
問
題
が

大
き
か
っ
た
わ
け
で
す
。
細
斎
か
ら
離
れ
て
も
、
徳
川
期
の
儒
者
が

「
文
公
家
礼
」
を
論
じ
る
時
、
養
子
問
題
の
比
重
は
大
き
く
、
こ
れ

が
持
続
的
な
主
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
中
国
や
朝
鮮
と
比
べ
て
も
、

そ
の
点
が
一
つ
の
特
徴
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
言
う
迄
も
な
く
、

姓
を
異
に
す
る
養
子
、
つ
ま
り
異
姓
養
子
に
よ
る
祖
先
祭
祀
は
、
祭

ら
れ
る
側
と
の
気
の
連
続
性
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
気
の
連
続
性

に
祭
祀
の
根
拠
を
置
く
考
え
方
か
ら
し
て
、
絶
対
に
認
め
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
認
識
の
前
提
に

は
、
姓
と
い
う
も
の
が
、
巨
大
な
血
縁
の
集
合
体
と
し
て
社
会
的
に

認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
わ
け
で
す
。
姓
を
同
じ
く
す

る
者
は
、
共
通
の
祖
先
を
も
っ
た
、
つ
ま
り
濃
淡
の
差
こ
そ
あ
れ
同

じ
気
を
分
か
ち
持
っ
た
者
同
士
で
あ
る
わ
け
で
す
。
婚
姻
に
際
し
て

の
同
姓
不
婚
も
、
同
じ
考
え
方
に
由
来
し
ま
す
。
綱
斎
も
強
斎
も
、

い
か
に
も
正
統
の
朱
子
学
者
ら
し
く
、
こ
う
い
う
考
え
方
に
共
鳴
し

て
、
例
え
ば
綱
斎
は

子
ノ
ナ
イ
モ
ノ
ハ
、
同
姓
ノ
者
ヲ
養
子
ト
ス
ル
ソ
、
血
脈
ハ
ー

ユ
ヘ
、
カ
ヤ
ウ
ニ
処
ス
ル
コ
ト
ソ
、

と
述
べ
て
い
ま
す
。
日
本
の
当
時
の
現
実
か
ら
す
れ
ば
、
相
当
に
原

則
的
な
批
判
を
放
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
「
文
公
家
礼
」
は
、
祭
礼
の
部
分
で
、
「
冬
至
祭
二
始
祖
一
」

「
立
春
祭
二
先
祖
Ｅ
と
い
う
規
定
を
設
け
、
そ
の
根
拠
を
、
程
伊
川

の
次
の
よ
う
な
議
論
に
求
め
て
い
ま
す
。

程
子
日
、
此
暁
初
生
民
之
祖
也
、
冬
至
、
一
陽
之
始
、
故
象
二
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其
類
一
而
祭
し
之
、

立
春
の
祖
先
の
祭
に
つ
い
て
は

程
子
日
、
初
祖
以
下
高
祖
以
上
之
祖
也
、
立
春
、
生
物
之
始
、

故
象
二
其
類
一
而
祭
し
之
、

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
「
文
公
家
礼
」
は
、
い
ず
れ
も
『
儀

礼
』
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
な
礼
の
テ
キ
ス
ト
に
は
見
ら
れ
な
い

も
の
だ
が
、
程
伊
川
が
「
義
ヲ
モ
ッ
テ
起
コ
シ
タ
」
も
の
だ
と
弁
解

し
て
い
ま
す
。
さ
て
強
斎
は
、
例
え
ば
冬
至
の
祭
に
つ
い
て
、

天
地
開
關
ノ
初
、
気
化
ノ
元
祖
ヲ
云
、
ソ
レ
ョ
リ
シ
テ
血
脈
相

続
テ
今
日
ノ
子
孫
卜
ハ
ナ
リ
タ
ル
ユ
ヱ
、
追
遠
ノ
イ
タ
リ
ハ
、

コ
レ
マ
デ
ニ
ッ
マ
ル
ゾ
、

祖
先
を
思
う
「
追
遠
」
の
心
は
、
こ
こ
ま
で
潮
上
る
の
が
当
然
だ
と

い
う
わ
け
で
す
。

…
…
然
二
天
地
開
關
ノ
初
ハ
、
唯
男
女
二
人
ア
リ
テ
、
ソ
レ
カ

ラ
、
ヒ
ロ
ガ
リ
テ
今
日
ノ
如
ニ
ナ
リ
タ
ル
ト
云
ニ
ハ
非
ズ
、
天

地
陰
陽
尊
卑
ノ
品
ア
レ
バ
、
ソ
レ
ナ
リ
ニ
気
化
ス
ル
ナ
リ
モ
君

臣
上
下
自
然
二
分
ル
、
筈
ナ
リ
、
ソ
レ
ユ
エ
天
子
諸
候
公
卿
大

夫
庶
人
ソ
レ
ゾ
レ
ニ
其
流
出
ス
ル
源
頭
ア
ル
自
然
ノ
理
ユ
エ
、

程
子
尽
二
孝
敬
追
遠
之
心
一
、
此
二
祭
ヲ
義
起
セ
リ
、

つ
ま
り
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
れ
ら
の
祭
を
肯
定
し
て
、
身
分
の
上
下

な
り
に
各
々
「
天
地
開
關
ノ
初
」
に
ま
で
潮
上
っ
た
「
源
頭
」
の
処

が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
ま
さ
に
一
陽
来
復
の
冬
至

に
祭
る
と
い
う
の
は
、
極
め
て
理
に
か
な
っ
た
自
然
な
こ
と
だ
と
述

べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
す
ぐ
そ
れ
に
続
け
て
、
こ
う
述
べ

る
の
で
す
。

然
ド
モ
徳
至
レ
ル
モ
ノ
ハ
其
世
統
モ
無
窮
二
伝
へ
、
徳
薄
キ
モ

ノ
ハ
其
ッ
や
ク
所
モ
、
ソ
レ
ダ
ケ
ニ
ア
ル
筈
ノ
コ
ト
、
此
モ
自

然
ノ
理
ナ
レ
バ
、
子
孫
追
遠
ノ
情
ハ
限
リ
ア
ル
マ
ジ
ケ
レ
ド
モ
、

ソ
レ
ゾ
レ
ノ
分
際
ア
ル
コ
ト
自
カ
ラ
不
し
可
二
潜
差
一
、

こ
の
一
段
は
必
ず
し
も
分
か
り
易
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、

「
徳
至
レ
ル
モ
ノ
」
「
徳
薄
キ
モ
ノ
」
と
い
う
表
現
を
、
正
直
に
道
徳

性
の
厚
い
薄
い
と
い
う
次
元
で
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
く
、
要
す
る

に
身
分
の
尊
い
者
と
一
般
庶
民
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
理
的
な
事
実
と
し
て
は
、
誰
で
あ
れ

身
分
に
関
わ
ら
ず
、
天
地
開
關
の
時
か
ら
の
血
脈
を
保
っ
て
い
る
わ

け
で
、
そ
れ
な
し
に
は
現
在
こ
う
し
て
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
わ
け

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
生
理
的
事
実
を
、
き
ち
ん
と
自
覚
的
に
た
ど

れ
る
尊
貴
な
人
々
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
一
般
の
庶
民
た
ち
と
が
い

る
わ
け
で
、
そ
の
多
く
は
、
姓
も
持
た
な
い
人
々
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
庶
民
が
、
冬
至
に
自
分
た
ち
の
始
祖
を
祭
る
の
は
、
「
分
際
」

か
ら
み
て
適
切
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り

の
強
斎
の
心
情
は
、

冬
至
ノ
賀
ハ
、
朝
廷
ニ
ハ
行
ハ
ル
レ
ド
モ
、
民
間
二
行
ハ
ザ
レ

バ
、
遠
盧
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
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と
い
う
一
節
や
、
始
祖
と
は
「
上
古
ノ
祖
神
」
の
こ
と
で
、

極
遠
ノ
祖
ユ
エ
名
モ
シ
レ
ズ
、
主
ヲ
立
ツ
ベ
キ
様
ハ
ナ
イ
、

と
い
う
よ
う
な
言
い
方
か
ら
も
、
よ
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し

て
綱
斎
も
強
斎
も
、

今
貧
家
無
レ
カ
者
、
四
時
ノ
祭
ヲ
不
し
能
し
行
、
但
一
歳
一
度
、

新
穀
出
来
タ
ル
ト
キ
ニ
、
初
穂
ヲ
以
テ
祭
ル
ベ
シ
、
月
日
ハ
十

一
月
次
卯
ノ
日
、
国
家
新
嘗
ノ
祭
、
畢
テ
後
ニ
コ
レ
ヲ
行
う
可

也
、

と
い
う
よ
う
な
無
難
な
所
に
落
ち
付
い
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

細
か
な
議
論
は
省
略
し
ま
す
が
、
両
人
は
、
そ
う
し
た
結
論
を
正

当
化
す
る
た
め
に
、
朱
子
自
身
も
、
後
年
に
は
、
冬
至
や
、
立
春
の

祭
が
、
締
や
給
と
い
う
、
天
子
や
諸
候
に
固
有
の
儀
礼
に
似
て
い
る

た
め
に
、
士
大
夫
の
身
分
と
し
て
こ
れ
ら
を
為
す
こ
と
を
僧
越
だ
と

反
省
し
て
、
冬
至
・
立
春
の
祭
を
止
め
た
の
だ
と
論
じ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
早
く
山
崎
闇
斎
の
『
文
会
筆
録
』
が
注
意
を
促
し
て
い
た

よ
う
に
、
『
小
学
』
や
『
近
思
録
』
に
も
、
程
伊
川
が
「
義
起
」
し

た
こ
れ
ら
の
祭
は
収
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
問
題
は
簡
単
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仮
り
に
朱
子
の
最
終
的
な
意
見
が
ど
う
で
あ

れ
、
一
般
の
士
大
夫
も
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
始
祖
以
下
を
祭
る
こ
と

が
出
来
る
の
だ
と
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
祭
の
妥
当
性
を
判
断
し
て

い
く
の
と
、
綱
斎
や
強
斎
の
よ
う
に
、
「
源
頭
」
が
あ
る
に
は
あ
る

は
ず
だ
が
、
そ
の
あ
た
り
は
何
と
も
暖
昧
模
糊
と
し
て
い
て
、
容
易

に
そ
れ
を
た
ど
り
え
な
い
下
々
の
我
々
と
し
て
は
、
祭
ら
な
い
こ
と

が
相
応
の
「
分
際
」
だ
と
す
る
の
で
は
、
質
的
に
全
く
別
だ
と
い
う

こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

養
子
を
め
ぐ
る
当
時
の
現
実
は
、
異
姓
養
子
を
何
ら
抵
抗
な
し
に

受
け
入
れ
る
も
の
で
し
た
し
、
熊
沢
蕃
山
や
、
か
つ
て
佐
藤
直
方
の

門
人
で
あ
り
な
が
ら
陽
明
学
に
転
じ
た
三
輪
執
斎
な
ど
は
、
積
極
的

に
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
ま
し
た
。
『
日
本
養
子
説
』
と
い
う
書
を
著

し
て
異
姓
養
子
を
容
認
し
た
垂
加
神
道
家
の
跡
部
良
顕
は
、
『
霜
夜

学
談
』
の
中
で
、
日
本
人
は
残
ら
ず
「
伊
弊
諾
伊
弊
閂
尊
天
照
大
神

の
御
子
孫
」
な
の
だ
か
ら
、
外
国
人
を
養
子
と
す
る
な
ら
話
は
別
だ

が
、
日
本
人
内
部
で
の
養
子
に
は
何
の
問
題
も
な
い
と
論
じ
て
い
ま

す
。
日
本
人
全
体
が
、
気
を
同
じ
く
す
る
一
大
血
縁
共
同
体
だ
と
い

う
わ
け
で
す
。
仮
り
に
良
顕
の
論
に
の
れ
ば
、
日
本
人
同
士
の
結
婚

は
、
気
を
同
じ
く
す
る
者
同
士
の
結
婚
で
は
な
い
の
か
と
問
い
返
す

こ
と
も
可
能
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
気
と
い
う
も
の
に
託
せ
る
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
が
、
良
顕
に
は
無
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
綱
斎
や
強

斎
の
異
姓
養
子
否
定
論
は
、
こ
れ
ら
と
比
べ
れ
ば
、
気
の
連
続
性
を

根
拠
に
し
た
祭
祀
論
に
立
脚
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

し
か
し
、
姓
を
単
位
に
し
た
、
気
を
同
じ
く
す
る
者
の
大
き
な
時
間

的
連
続
、
共
通
の
始
祖
を
も
っ
て
、
「
源
頭
」
の
処
か
ら
遠
々
と
し

て
確
固
と
し
て
連
ら
な
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
集
団
の
一
員
と
し
て

自
分
た
ち
は
今
こ
こ
に
在
る
の
だ
と
い
う
自
信
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
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話
を
ま
と
め
て
み
ま
す
。
『
中
庸
』
第
十
六
章
。
「
子
日
、
鬼
神
之

為
レ
徳
、
其
盛
突
乎
」
に
始
ま
る
こ
の
章
に
つ
い
て
、
島
田
度
次
氏
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

鬼
神
問
題
は
朱
子
学
の
理
論
に
大
き
な
矛
盾
を
持
ち
こ
ん
だ
難

問
で
あ
っ
て
、
朱
子
は
つ
い
に
そ
れ
に
明
確
な
解
決
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
…
…
物
が
壊
滅
し
た
り
生
物
や
人
間

が
死
滅
し
た
り
し
て
気
が
散
じ
て
い
く
と
き
、
そ
の
散
じ
て
い

っ
た
気
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
、
逆
に
い
う
な
ら
ば
、

物
が
生
成
す
る
場
合
、
ま
た
は
人
間
が
生
ま
れ
る
場
合
、
集
っ

て
き
て
凝
集
す
る
気
は
か
な
ら
ず
真
っ
さ
ら
の
気
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
一
度
使
用
ず
み
の
気
が
再
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
あ
り
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
も
し
す
で
に
屈

イ
ー
が
、
残
念
な
が
ら
感
じ
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
一
陽
来
復
の
時

に
自
分
た
ち
の
始
祖
を
祭
る
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
春
夏
秋
冬
、
時

間
の
循
環
、
悠
大
な
気
の
循
環
、
そ
の
大
き
な
循
環
の
中
に
、
身
体

な
り
自
己
自
身
を
位
置
づ
け
、
ま
き
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
安
ら
ぎ

を
感
じ
取
る
よ
う
な
実
感
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
背
景
か
ら

異
姓
養
子
を
否
と
す
る
の
が
朱
子
学
だ
と
す
れ
ば
、
細
斎
や
強
斎
の

場
合
、
「
名
分
」
と
い
う
価
値
規
範
に
反
す
る
か
ら
異
姓
養
子
は
認

め
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
規
範
性
だ
け
を
拠
り
所
に
し
て

踏
ん
ば
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
わ
け
で
す
。

し
た
気
が
ま
た
伸
び
て
く
る
と
す
れ
ば
、
天
地
の
間
に
は
た
だ

多
数
の
同
一
の
気
が
来
来
去
去
す
る
の
み
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
は
正
し
く
仏
教
の
輪
廻
説
で
あ
っ
て
、
儒
教
の
生
成
思
想

で
は
な
い
」
。
し
か
し
、
「
も
し
散
ず
れ
ば
す
な
わ
ち
空
無
と
な

り
了
る
と
す
れ
ば
、
の
ち
の
ち
祭
祀
に
あ
た
っ
て
祖
宗
の
気
の

来
格
す
る
こ
と
は
解
釈
が
つ
か
な
い
」
（
後
藤
俊
端
『
朱
子
の
実
践

哲
学
』
二
六
六
ペ
ー
ジ
）
。
朱
子
の
気
の
理
論
は
、
つ
い
に
こ
の

ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

私
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
こ
か
ら
す
ぐ
続
く
、
島
田
氏
の
次

の
指
摘
で
す
。

も
っ
と
も
、
後
世
の
思
想
家
た
ち
も
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
い
ら

だ
ち
、
こ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
懸
命
に
努
力
を
試
み
た
と

か
、
こ
の
矛
盾
の
故
に
朱
子
学
を
攻
撃
し
た
、
と
か
い
う
事
例

は
、
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
朱
子
学
が
攻
撃
さ
れ
る
場
合
、
こ
の

も
っ
て
こ
い
の
弱
点
は
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
朱
子
が
気
の
説
を
理
論
化
し
体
系
化
し
た
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
中
国
古
来
の
学
問
的
・
通
俗
的
な
い
わ
ば
通
念
を
そ
う

し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
点
が
大
き
い
し
、
ま
た
祭
祀
と
い

う
こ
と
も
生
活
に
密
着
し
た
、
し
か
も
圧
倒
的
な
「
大
事
」
で

あ
る
の
で
、
か
な
ら
ず
し
も
朱
子
学
に
よ
る
説
明
を
必
要
と
し

な
か
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
朱
子

の
理
論
的
不
整
合
に
あ
ま
り
敏
感
に
な
り
に
く
か
っ
た
の
で
は
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な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
（
中
国
古
典
選
『
大
学
・
中
庸
』
）

こ
の
指
摘
を
、
私
な
り
に
受
け
止
め
れ
ば
、
こ
う
な
り
ま
す
。
気
の

生
生
と
い
う
面
と
循
環
と
い
う
面
と
の
間
に
は
、
そ
れ
を
理
論
化
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
困
難
な
理
論
矛
盾
が
露
呈
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で

す
。
今
回
の
発
表
に
関
連
付
け
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
死
後
の
霊
魂
の

行
方
、
祖
霊
の
来
格
、
子
孫
と
の
交
感
と
い
っ
た
領
域
で
、
矛
盾
が

最
も
鋭
く
現
れ
る
わ
け
で
す
。
朱
子
は
、
こ
の
難
問
に
対
し
、
気
を

も
っ
て
す
る
世
界
解
釈
の
立
場
か
ら
、
徹
底
的
に
問
題
を
突
き
詰
め

て
し
ま
い
ま
し
た
。
中
国
に
生
き
る
人
々
の
、
学
派
や
思
想
傾
向
よ

り
以
前
の
、
い
わ
ば
自
分
達
の
肉
体
を
通
じ
て
体
得
し
て
き
た
気
の

共
通
感
覚
に
し
っ
か
り
と
身
を
ひ
た
し
な
が
ら
も
、
問
題
を
ト
コ
ト

ン
詰
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
朱
子
と
い
う
個
性
が
そ
う
さ
せ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
徳
川
期
の
日
本
に
於
い
て
、
仏
教
的
な

色
彩
の
濃
い
仮
名
草
子
が
、
寛
文
年
間
に
、
朱
子
の
本
音
は
無
鬼
論

で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
は
、
祖
先
祭
祀
へ
の
否
定
論
し
か
出
て
こ

な
い
で
は
な
い
か
と
問
い
、
一
方
、
あ
れ
ほ
ど
真
剣
に
「
文
公
家
礼
」

を
学
び
、
問
題
を
考
え
抜
い
た
闇
斎
学
派
の
中
か
ら
、
亡
者
の
霊
魂

は
、
そ
も
そ
も
霊
魂
そ
れ
自
体
が
気
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
る
わ
け
だ

か
ら
、
気
の
離
散
に
よ
っ
て
天
地
四
方
に
瓢
散
し
て
し
ま
う
と
い
う

思
考
法
に
つ
い
て
の
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
違
和
感
が
表
明
さ
れ
、

そ
の
流
れ
か
ら
、
亡
親
や
祖
先
の
神
霊
は
、
イ
エ
と
と
も
に
、
子
孫

の
日
々
の
暮
し
と
共
に
、
お
だ
や
か
に
身
近
な
と
こ
ろ
に
留
ま
っ
て

い
て
、
子
孫
の
生
活
を
見
守
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
感
覚
が
強
く
出

て
く
る
と
い
う
事
実
は
、
朱
子
自
身
も
ど
っ
ぷ
り
と
、
豊
か
に
、
そ

の
中
に
身
を
お
い
て
い
た
気
の
生
生
、
気
の
循
環
と
い
う
感
覚
に
、

日
本
の
側
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
で
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
て
な
か
っ

た
こ
と
の
証
拠
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
、
人
々
の
思
想
や
感
覚
を
根
源
の
深
み
に
あ
っ
て
規
定
し

て
い
る
、
或
る
種
の
肉
体
感
覚
・
生
命
感
覚
の
質
の
問
題
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
こ
こ
で
強
調
し

た
い
こ
と
は
、
そ
う
し
た
感
覚
の
問
題
を
、
超
歴
史
的
に
実
体
化
す

べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
田
篤
胤
に
せ
よ
会
沢
正
志
斎

に
せ
よ
、
は
た
ま
た
柳
田
国
男
に
至
る
ま
で
、
各
々
の
角
度
か
ら
、

そ
の
超
歴
史
化
・
実
体
化
を
試
み
る
わ
け
で
す
か
ら
、
特
に
こ
の
点

に
は
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
垂
加
神
道
の
実
力
者
・
梨

本
祐
之
が
伝
え
た
と
い
う
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

い
み
び
と

神
職
は
斎
な
り
、
故
に
父
母
の
屍
と
雛
も
自
ら
事
を
執
ら
ず
、

神
社
の
境
内
は
死
稜
を
忌
む
、
故
に
病
人
と
称
し
て
藍
輿
に
駕

し
、
家
僕
を
し
て
屍
を
寺
内
に
送
り
…
…

（
吉
見
幸
和
「
吉
見
葬
祭
略
式
」
）

は
、
「
死
稜
」
に
怯
え
、
決
し
て
死
を
語
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
一
時

代
前
の
神
道
者
た
ち
の
姿
を
よ
く
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
或
る
時
代
か

ら
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
積
極
的
に
、
死
や
死
後
の
神
霊
の
行
方
、
生

者
の
側
か
ら
の
こ
れ
へ
の
対
し
方
を
語
り
出
す
わ
け
で
す
。
ま
さ
に
、

日本思想史学29<1997>]4



う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

話
を
戻
し
ま
す
。
今
回
の
発
表
の
趣
旨
を
、
少
し
別
な
言
い
方
を

す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
万
物
一
体
の
仁
」
「
民
ハ
吾
ガ
同
胞
、
物
ハ

と
も

吾
ガ
与
」
と
い
う
よ
う
な
、
人
と
人
、
人
と
物
と
の
激
し
い
連
ら
な

り
、
共
鳴
の
実
感
、
そ
の
背
景
に
は
豊
か
な
気
の
思
想
が
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
言
葉
と
し
て
は
日
本
の
儒
者
に
と
っ
て
馴

染
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
根
底
の
所
で
は
果
た
し
て
ど
う
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
何
も
私
は
、

日
本
の
儒
教
に
は
ア
レ
が
無
か
っ
た
、
コ
レ
が
欠
け
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
列
島
に
暮
ら
す
人
々
の
身
体
を

通
じ
て
在
る
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
、
そ
れ
も
万
世
不
変
の
〈
日
本
的
な
〉

も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
展
開
の
相
に
即
し
た
リ
ア
リ
テ

ィ
ー
に
深
く
降
り
て
い
っ
て
、
そ
こ
か
ら
日
本
の
儒
教
の
意
味
を
考

え
直
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
時
こ
そ
が
、
そ
れ
ら
の
超
歴
史
化
・
実
体
化
が
始
ま
る
時
だ
ろ

※
浅
見
細
斎
に
つ
い
て
は
「
家
礼
師
説
」
、
若
林
強
斎
に
つ
い
て
は

「
家
礼
訓
蒙
疏
」
を
主
た
る
史
料
と
し
た
。
前
者
は
、
宝
永
二
年
（
一

七
○
五
）
に
開
始
さ
れ
た
綱
斎
の
「
文
公
家
礼
」
講
義
記
録
で
あ
り
、

筆
記
者
は
、
若
林
強
斎
そ
の
人
で
あ
る
。
「
家
礼
訓
蒙
疏
」
は
、
享

保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
著
さ
れ
た
。
前
者
は
、
文
政
七
年
（
一
八

二
四
）
橘
惟
一
写
本
（
東
北
大
学
狩
野
文
庫
蔵
）
に
、
後
者
は
、
天

明
元
年
（
一
七
八
二
刊
本
（
内
閣
文
庫
蔵
）
に
依
っ
た
。

（
東
海
大
学
助
教
授
）
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