
「
大
坂
の
学
藝
」
と
い
っ
て
も
こ
こ
で
扱
う
の
は
、
江
戸
時
代
後

期
の
大
坂
に
お
け
る
思
想
潮
流
、
特
に
懐
徳
堂
を
中
心
と
す
る
儒
学

思
想
の
特
質
に
限
ら
れ
る
。
論
点
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
、
以
下

の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
江
戸
期
大
坂
の
学
芸
に
と
っ
て
祖
棟
学

と
の
遜
遁
は
何
を
意
味
し
た
の
か
、
そ
し
て
後
に
大
坂
を
一
つ
の
、

し
か
し
大
き
な
起
点
と
し
て
発
生
し
た
「
反
祖
棟
」
と
は
思
想
史
上

一
体
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
、
第
二
に
、
懐
徳
堂
儒
学
に
お
い

て
構
成
さ
れ
た
「
知
」
が
ど
の
よ
う
な
点
で
そ
れ
ま
で
の
「
知
」
と

異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
異
質
性
を
い
か
な
る
視
点
か
ら
論
じ
て

い
く
べ
き
か
、
そ
の
際
「
公
共
性
」
と
い
う
問
題
枠
は
い
か
に
投
入

さ
れ
得
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
懐
徳
堂
の
学
問
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
テ
ッ
オ
・
ナ
ジ
タ
氏
や
、
小
堀
一
正
氏
、
山
中
浩
之
氏
、
宮

［
二
○
○
一
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集
・
大
坂
の
学
藝

大
坂
の
学
藝
と
祖
棟
学

川
康
子
氏
に
よ
っ
て
優
れ
た
研
究
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
先
行
す
る
議
論
を
踏
ま
え
て
（
学
ん
だ
上
で
）
、
さ
ら
に
ど
ん
な

論
点
を
想
定
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
述
べ
た
い
。

「
儒
学
は
享
保
以
後
、
国
学
は
宝
暦
以
後
、
庶
民
文
学
は
明
和
安

永
以
後
、
．
…
：
文
物
尽
く
東
に
徒
り
」
と
す
る
内
藤
湖
南
「
文
運
東

漸
」
論
（
『
関
西
文
運
論
』
）
が
一
面
真
実
を
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
は
出

版
現
象
の
推
移
な
ど
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
に
せ
よ
、
思
想
内

容
か
ら
考
え
た
時
、
む
し
ろ
そ
れ
以
降
が
、
関
西
に
お
い
て
も
、
今

日
か
ら
見
て
大
き
く
評
価
さ
れ
る
成
果
を
も
た
ら
し
た
時
代
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
儒
学
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
柤

侠
学
と
の
避
遁
、
享
受
と
そ
の
後
の
激
烈
な
反
発
を
契
機
と
し
て
展

開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
学
説
の
相
違
と
い
っ
た

中
村
春
作
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側
面
で
の
み
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
近
世
か
ら
近
代
に
い

た
る
学
問
の
「
知
」
の
変
質
、
そ
れ
自
体
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
考

え
ら
れ
る
べ
き
点
に
、
懐
徳
堂
儒
学
な
ど
の
思
想
史
上
の
意
味
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
江
戸
後
期
儒
学
思
想
の
質
的
転
換
が
、
柤
棟
学
と
の

迩
遁
・
反
発
を
通
じ
て
、
大
坂
と
い
う
「
場
」
で
な
ぜ
、
い
か
に
、

発
生
し
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
が
、
付
言
し
て
お
き
た

い
の
は
、
こ
こ
で
は
何
も
「
大
坂
」
と
い
う
地
域
性
を
特
権
化
さ
せ

る
つ
も
り
は
毛
頭
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
大
坂
」
な
い
し
懐

徳
堂
は
、
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
議
論
を
発
生
さ
せ
る
中

継
点
で
あ
っ
て
、
そ
こ
を
経
由
し
て
多
く
の
議
論
が
発
生
し
た
と
い

う
こ
と
を
、
江
戸
後
期
に
、
一
定
の
共
同
の
「
語
り
」
が
な
ぜ
、
ど

の
よ
う
に
発
生
し
た
の
か
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
こ

こ
で
は
重
要
な
の
だ
。
「
反
祖
侠
」
を
契
機
に
「
大
坂
」
と
い
う
中

継
点
を
経
由
し
て
発
生
し
た
多
様
な
諸
議
論
が
、
そ
れ
ま
で
の
儒
学

説
と
は
議
論
と
し
て
の
性
格
を
異
に
す
る
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
こ
で
生
じ
た
「
知
」
の
性
格
が
我
々
の
「
近
代
知
」
に
近
し
い
も

の
で
あ
る
こ
と
が
、
我
々
に
あ
ら
た
め
て
、
そ
れ
へ
の
内
省
の
眼
を

向
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
近
世
後
期
の

儒
学
思
想
の
質
的
転
換
か
ら
発
生
し
た
「
近
代
知
」
の
問
題
を
、
後

に
「
国
民
国
家
」
を
内
か
ら
構
成
し
て
い
っ
た
「
知
」
の
問
題
と
し

て
、
批
判
的
側
面
か
ら
見
て
い
く
必
要
を
、
私
は
現
在
感
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。

柤
侠
学
が
世
に
流
行
し
た
さ
ま
を
語
る
際
に
、
常
に
引
用
さ
れ
る

那
波
魯
堂
の
『
学
問
源
流
』
に
は
「
…
…
祖
侠
ノ
説
享
保
ノ
中
年
以

後
ハ
、
信
二
一
世
二
風
廃
ス
ト
云
へ
シ
、
然
し
ド
モ
京
都
二
至
テ
盛

ン
二
有
シ
ハ
、
柤
棟
没
シ
テ
後
、
元
文
ノ
初
年
ョ
リ
、
延
享
寛
延
ノ

比
マ
テ
、
十
二
三
年
ノ
間
ヲ
甚
シ
ト
ス
、
世
ノ
人
其
説
ヲ
喜
ン
テ
習

フ
コ
ト
信
二
狂
ス
ル
ヵ
如
シ
ト
謂
へ
シ
」
と
、
そ
の
京
・
大
坂
に
お

け
る
流
行
ぶ
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
一
世
二
風
塵
ス
」
あ
る
い
は
「
世

ノ
人
其
説
ヲ
喜
ン
テ
習
フ
コ
ト
信
二
狂
ス
ル
カ
如
シ
」
と
い
っ
た
言

い
方
か
ら
は
、
並
大
抵
で
は
な
い
祖
棟
学
受
容
の
さ
ま
、
そ
れ
も
大

衆
的
な
流
行
の
さ
ま
が
窺
え
る
が
、
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
っ
た
質
の

社
会
現
象
だ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
「
軽
桃
浮
薄
の
徒
、
奔
走
喘
汗
、

轍
を
改
め
て
こ
れ
に
帰
し
」
（
中
井
竹
山
『
非
徴
』
）
と
い
っ
た
、
後
世

に
記
憶
さ
れ
る
「
反
祖
棟
」
の
決
ま
り
文
句
か
ら
だ
け
で
は
、
捉
え

き
れ
な
い
部
分
が
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、

大
衆
的
に
祖
棟
学
を
好
ん
で
受
け
入
れ
る
素
地
や
気
分
が
存
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
、
今
日
の
我
々
が
柤
侠
の
テ

キ
ス
ト
を
読
む
の
と
は
ま
た
異
な
る
、
柤
侠
学
へ
の
関
心
の
あ
り
方

（
沮
棟
学
ブ
ー
ム
）
を
、
当
時
の
出
版
現
象
や
「
知
」
の
拡
散
の
姿
か

ら
捉
え
直
す
必
要
が
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
か
く
『
学
問
源
流
』
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
戸

に
お
け
る
柤
棟
学
ブ
ー
ム
か
ら
し
ば
ら
く
遅
れ
て
、
柤
棟
没
後
に

京
・
坂
で
の
大
流
行
が
発
生
し
た
の
だ
が
、
ほ
ぼ
同
時
に
、
懐
徳
堂
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の
儒
者
た
ち
を
中
心
と
す
る
口
を
極
め
て
の
柤
侠
批
判
が
興
起
す
る

こ
と
と
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
よ
り
遅
れ
て
の

柤
侠
学
の
大
流
行
と
「
反
柤
棟
」
の
大
合
唱
と
が
、
ほ
と
ん
ど
踵
を

接
す
る
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
京
都
・
大
坂

に
お
け
る
柤
侠
理
解
・
伝
播
の
あ
り
方
や
、
「
反
祖
侠
」
の
性
格
や

特
徴
に
そ
の
ま
ま
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
中
野
三
敏
氏
は
、
京
・
坂

に
お
け
る
柤
侠
学
伝
播
に
つ
い
て
、
柤
棟
没
後
の
柤
侠
学
の
分
裂
、

太
宰
春
台
に
代
表
さ
れ
る
経
学
派
と
服
部
南
郭
に
代
表
さ
れ
る
文
人

詩
文
派
の
分
裂
の
過
程
で
、
主
と
し
て
、
文
人
派
・
詩
文
派
が
京
・

坂
に
移
り
住
み
、
そ
こ
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
氏
は
さ
ら
に
、
「
寛
政
異
学
の
禁
」
自
体
が
、
「
反
関
東
」
意

識
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
し
、
出
版
文
化
の
中
心
が
西
か
ら
東
に

転
換
し
大
変
革
を
遂
げ
る
時
節
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
く
作

用
し
た
点
も
、
そ
う
し
た
意
識
の
背
景
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
（
『
十

八
世
紀
の
江
戸
文
学
』
）
。
こ
の
指
摘
は
、
京
・
坂
に
お
け
る
、
江
戸
と

は
時
間
差
の
あ
る
、
そ
し
て
位
相
を
異
に
す
る
柤
棟
学
の
大
流
行
（
文

人
Ⅱ
詩
文
派
と
し
て
の
沮
棟
学
受
容
）
と
、
引
き
続
き
生
起
し
た
激
烈
な

「
反
柤
棟
」
の
性
格
を
、
一
面
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
た
側
面
も
考
盧
に
入
れ
な
い
と
、
京
・
坂
に
お
け
る
、
あ
の
過

激
で
過
剰
な
「
反
沮
侠
」
の
調
子
が
、
脈
に
落
ち
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
、
江
戸
「
讓
園
派
」
に
形
成
さ
れ
た
高
踏
的
「
文
人

社
会
」
と
は
ま
た
異
な
る
も
う
一
つ
の
「
文
人
社
会
」
、
新
た
な
知

識
社
会
が
生
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
祖
侠
学
」
と
い
う
共
有
の
問
題
軸
、
論
点
の

下
に
議
論
を
展
開
す
る
論
争
的
知
識
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

当
時
の
文
壇
が
「
反
柤
侠
」
の
み
に
覆
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
反

柤
棟
」
を
言
う
『
非
徴
』
や
『
非
物
篇
』
に
呼
応
し
て
、
同
じ
く
関

西
の
文
化
圏
の
中
か
ら
、
沮
侠
擁
護
を
言
う
藤
澤
東
咳
『
弁
非
物
』

や
、
高
橋
赤
水
『
古
今
学
話
』
な
ど
が
出
て
き
た
こ
と
か
ら
も
知
れ

る
で
あ
ろ
う
。
「
反
祖
棟
」
と
い
う
社
会
的
運
動
の
中
で
、
「
祖
侠
学
」

と
い
う
共
有
す
る
論
点
を
軸
に
な
さ
れ
る
、
多
様
な
議
論
（
論
争
）

の
社
会
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
京
・
坂
の
儒
者
た
ち
を
中
心
に
し
た
「
反
柤
侠
」
の

議
論
が
な
し
た
批
判
点
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
点
に
絞
ら
れ
る
。
柤

棟
学
に
お
け
る
「
道
徳
」
不
在
へ
の
非
難
と
、
祖
棟
「
古
文
辞
学
」

批
判
の
二
点
で
あ
る
。
予
め
断
っ
て
お
け
ば
祖
係
自
身
の
言
説
に
道

徳
学
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
必
ず
し
も
正
当
で
は
な
い
。
祖

侠
は
政
治
学
の
優
位
を
言
う
一
方
、
「
礼
」
と
「
制
度
」
の
感
化
・

規
制
力
の
中
で
の
「
人
間
性
」
の
（
朱
子
学
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
か
ら
の
）
解

放
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
の
主
張
や
行
い
自
体
が
と
り
わ

け
放
埒
自
窓
だ
っ
た
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
祖
棟
が
朱

子
学
「
理
気
」
論
の
外
部
に
出
て
、
朱
子
学
的
「
道
徳
」
言
説
を
無

化
し
て
し
ま
う
過
程
で
、
道
徳
の
語
り
そ
の
も
の
が
背
景
化
し
、
後

に
そ
れ
を
教
条
化
し
た
継
承
者
た
ち
、
特
に
詩
文
派
の
行
動
が
、
世
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に
放
埒
自
窓
な
姿
に
映
じ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
京
・
坂
の
「
反
柤

棟
」
の
儒
者
た
ち
に
と
っ
て
、
柤
侠
学
は
、
そ
う
い
う
姿
に
お
い
て

眼
前
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
柤
棟
学
の
一

部
を
肥
大
さ
せ
た
か
た
ち
で
、
「
気
質
不
変
化
」
説
の
大
衆
的
受
容

が
ブ
ー
ム
と
化
し
た
こ
と
へ
の
反
動
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
反
柤
侠
」
の
論
点
の
後
者
、
す
な
わ
ち
、
詩

文
に
お
け
る
「
古
文
辞
」
の
手
法
、
『
論
語
徴
』
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
「
古
言
」
に
よ
る
祖
侠
注
釈
の
注
釈
行
為
へ
の
批
判
は
、
根
本
的

な
祖
棟
の
方
法
へ
の
批
判
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
柤
棟
は
自
ら
言

う
ほ
ど
「
古
文
」
を
正
確
に
は
読
ん
で
い
な
い
、
柤
棟
の
言
う
「
古

言
」
は
典
拠
が
定
か
で
は
な
い
、
と
い
う
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
の
が

事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
反
祖
侠
」
の
儒
者
た
ち
は
、
祖
棟
の
注

釈
の
手
法
に
強
い
拒
絶
感
を
表
明
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
を
「
字
義
」

や
解
釈
の
精
度
、
正
否
の
レ
ベ
ル
で
競
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ

り
用
語
論
的
な
経
典
解
釈
、
考
証
学
的
な
世
界
へ
と
入
っ
て
い
く
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
前
者
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
柤
侠
学
に
お
け
る
「
道
徳
」

説
不
在
へ
の
批
判
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
論
点
で
あ
る
は

ず
だ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
「
反
柤
棟
」
の
儒
者
の
道
徳
論
と
は
一
体

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
「
性
」
論
に
お
け
る
解
釈
の
一
例
を
、

中
井
履
軒
（
一
七
三
二
’
一
八
一
七
）
の
『
論
語
』
注
釈
か
ら
見
て
お

こ
う
。
「
性
ｌ
道
ｌ
教
」
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
る
語
り
は
、
朱
子
学
以
来
、

道
徳
の
根
拠
を
い
う
際
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
、
柤
棟
や
仁

斎
に
よ
る
朱
子
学
批
判
も
そ
の
構
図
の
解
体
に
向
け
て
展
開
し
た
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
論
語
』
中
の
「
子
日
性
相

近
習
相
遠
、
子
日
唯
上
知
與
下
愚
不
移
」
章
に
お
け
る
注
釈
の
姿
か

ら
、
懐
徳
堂
儒
学
の
性
格
を
窺
い
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
ち
な
み
に
、

同
章
に
お
け
る
朱
子
注
は
朱
子
学
性
論
の
特
徴
を
典
型
的
に
示
す
も

の
で
あ
り
、
柤
侠
が
そ
れ
に
駁
す
る
か
た
ち
で
「
性
Ⅱ
気
質
の
性
」

論
を
展
開
し
た
、
両
者
の
相
違
点
が
見
え
や
す
い
箇
所
だ
か
ら
で
あ

る
。
中
井
履
軒
『
論
語
逢
言
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
注
す
る
。

是
の
章
、
専
ら
性
を
論
ず
る
な
り
。
曾
て
気
質
を
帯
び
ず
。
気

質
は
性
に
非
ざ
る
な
り
。
．
：
．
：
孔
子
曰
く
「
性
相
い
近
し
」
と
、

孟
子
曰
く
「
性
は
同
じ
く
然
る
」
と
、
其
の
義
一
な
り
。
辞
に

緊
慢
有
る
而
己
。
書
へ
ば
人
面
の
如
し
。
張
三
と
李
四
と
、
鼻

に
高
卑
有
り
、
目
に
巨
細
有
り
、
而
し
て
大
略
異
な
る
無
き
は
、

則
ち
之
れ
を
「
相
い
近
し
」
と
謂
ふ
な
り
。
其
の
両
目
両
耳
、

一
鼻
一
口
自
り
之
れ
を
言
へ
ば
、
則
ち
源
五
と
平
六
と
全
く
同

じ
き
な
り
。
孔
孟
の
言
符
合
す
。
但
、
当
に
語
脈
を
尋
ね
て
読

む
べ
し
。

「
張
三
、
李
四
、
源
五
、
平
六
」
と
い
っ
た
人
称
に
な
ぞ
ら
え
、

人
面
の
造
作
上
の
差
異
、
「
高
卑
・
巨
細
」
は
、
そ
も
そ
も
「
目
・
耳
・

鼻
」
が
あ
る
と
い
う
相
似
の
前
に
は
意
味
を
な
さ
な
い
、
と
い
う
平

易
か
つ
卑
近
な
比
嶮
で
、
履
軒
は
「
性
」
の
決
定
的
な
類
同
性
を
語
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る
。
そ
し
て
「
性
」
と
は
元
来
「
気
質
」
に
は
関
せ
ず
、
「
気
質
は

性
に
非
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
上
に
「
性
」
の
議
論
が
こ
こ
で
深
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
ご
く
当
た
り
前
、
自
明
の
こ
と
が
ら
と
し
て
、
類
同
的
「
性
」
の

実
在
が
、
卑
近
な
比
嚥
と
共
に
示
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
柤
侠
が

提
示
し
た
「
性
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
思
想
史
的
総
括
や
、
朱
子
学
の

す
る
観
念
的
理
論
構
築
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
視
界
が
こ
こ
に
は

あ
る
。と

こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
平
明
で
楽
天
的
な
人
間
観
は
、
懐
徳
堂
系

列
の
儒
者
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
懐
徳
堂
に
深
く

つ
な
が
る
豊
後
の
儒
者
、
帆
足
万
里
の
す
る
「
人
性
」
論
と
は
、

「
性
と
は
生
れ
つ
き
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
「
性
と
は
生
れ
つ
き
な
り
」
と
い
う
定
義
は
一
見
、
仁

斎
や
祖
採
ら
「
古
学
」
派
儒
者
た
ち
の
、
「
性
と
は
生
の
質
」
と
す

る
定
義
を
連
想
さ
せ
る
が
、
実
は
、
両
者
の
視
線
は
大
き
く
隔
た
っ

て
い
る
。
祖
侠
が
「
性
と
は
生
の
質
」
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
前

提
と
し
て
、
朱
子
学
の
「
本
然
の
性
（
天
理
に
由
来
の
本
来
的
正
し
さ
）
」

と
「
気
質
の
性
（
気
に
由
来
の
個
別
の
偏
り
）
」
の
対
立
の
図
式
、
お
よ

び
そ
の
図
式
の
形
式
化
、
形
骸
化
か
ら
生
じ
た
固
定
的
な
人
間
観
へ

の
反
溌
が
あ
り
、
「
気
質
の
性
」
が
充
満
す
る
現
実
世
界
の
再
把
握

か
ら
、
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
志
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

朱
子
学
の
論
理
を
逆
手
に
と
っ
て
、
「
人
性
」
を
め
ぐ
る
論
理
自
体

を
無
化
し
よ
う
と
欲
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
履
軒
や
万
里
の
定

義
に
は
そ
の
よ
う
な
論
争
的
な
契
機
は
無
い
。
彼
ら
が
「
性
は
生
れ

つ
き
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
生
物
学
的
事
実
そ
の
も
の
と
し
て
そ

う
だ
と
い
う
に
止
ま
る
。
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
人
間
を
も
包
摂

し
た
進
化
の
相
に
お
け
る
動
物
的
本
性
な
の
で
あ
る
。
人
間
本
来
の

自
然
性
の
内
に
、
そ
も
そ
も
一
定
の
ル
ー
ル
が
前
提
さ
れ
て
在
る
の

だ
と
彼
は
言
い
、
そ
れ
を
知
る
の
が
「
能
く
人
と
な
る
」
こ
と
だ
と

す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
初
め
か
ら
前
提
さ
れ
て
在
る
「
本
性
」
を
、

「
自
愛
の
心
」
と
人
々
が
「
相
資
り
て
生
を
な
さ
し
む
る
」
公
共
性

に
お
い
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
履
軒
の
「
曾
て
気
質
を
帯
び
ず
。
気

質
は
性
に
非
ざ
る
な
り
」
と
す
る
注
は
、
祖
棟
の
反
朱
子
学
の
テ
ー

ゼ
を
再
度
逆
転
し
て
み
せ
る
よ
う
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
、

あ
ら
た
め
て
朱
子
学
の
定
義
に
戻
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

「
性
」
を
め
ぐ
る
論
争
自
体
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
彼
の
人
間
論
は

あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
下
章
「
子
日
、
唯
上
知
與
下
愚
不
移
」

注
か
ら
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。

是
の
章
の
、
王
意
は
、
人
に
勧
め
て
善
に
遷
ら
し
む
る
に
在
り
。

移
る
べ
か
ら
ざ
る
の
人
、
至
っ
て
寡
き
の
み
。
下
愚
の
移
ら
ざ

る
を
患
ふ
る
に
非
ず
。
蓋
し
上
知
と
下
愚
と
は
、
千
万
人
中
、

僅
か
に
両
三
人
の
み
。
其
の
他
は
皆
移
る
べ
き
の
人
な
り
。
今
、

通
人
に
向
か
ひ
て
之
れ
に
問
ひ
て
曰
く
、
汝
は
上
知
か
と
。
必

ず
日
は
ん
、
否
と
。
汝
は
下
愚
か
、
亦
必
ず
日
は
ん
、
否
と
。
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然
ら
ば
則
ち
、
移
る
べ
き
の
人
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。
故
に
、

移
ら
ざ
る
を
論
じ
て
、
唯
上
知
と
下
愚
と
を
日
ふ
な
り
。
移
ら

ざ
る
と
言
ふ
者
は
、
唯
是
の
二
等
有
る
の
み
。
是
れ
、
重
ん
ず

る
所
は
移
る
に
在
り
て
、
移
ら
ざ
る
に
在
ら
ず
。

人
に
「
汝
は
上
知
か
、
下
愚
か
」
と
試
み
に
間
う
て
み
よ
、
皆
否
定

す
る
は
ず
だ
、
と
ま
た
し
て
も
平
易
・
卑
近
な
瞼
え
を
用
い
て
、
履

軒
は
、
対
象
と
し
て
考
盧
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
今
眼
前
の
「
良
識

あ
る
人
一
般
」
で
あ
り
、
「
上
知
」
も
「
下
愚
」
も
き
わ
め
て
例
外

的
な
も
の
、
我
々
に
と
っ
て
の
視
野
外
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ

る
。
「
下
愚
」
を
「
自
暴
自
棄
」
の
人
に
比
定
す
る
程
子
の
説
を
彼

は
退
け
、
ま
た
、
「
下
愚
と
は
民
を
謂
ふ
な
り
」
と
す
る
沮
棟
の
政

治
的
解
釈
に
も
履
軒
注
は
関
わ
る
こ
と
は
な
い
。
「
下
愚
」
と
は
例

外
的
な
廃
疾
者
の
こ
と
で
し
か
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら

人
一
般
は
論
じ
得
ぬ
こ
と
、
人
と
は
眼
前
の
、
「
上
知
」
と
も
「
下
愚
」

と
も
自
覚
し
な
い
人
間
以
外
の
何
者
で
も
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
で
は

明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
注
釈
内
容
は
、
朱
子
や
仁
斎
、

祖
侠
な
ど
の
注
釈
営
為
を
見
慣
れ
た
も
の
に
は
、
拍
子
抜
け
の
感
を

さ
え
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、
道
徳
説
に
お
い
て
祖
侠

批
判
を
し
、
な
お
か
つ
朱
子
学
の
議
論
に
は
回
帰
し
な
い
、
懐
徳
堂

儒
者
の
す
る
人
間
論
の
特
徴
が
、
そ
こ
に
こ
そ
鮮
明
に
出
て
い
る
と

言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

懐
徳
堂
儒
者
の
経
学
は
常
に
「
行
事
上
」
「
接
物
上
」
に
お
い
て
、

経
書
の
意
味
を
読
み
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
解
釈
の

基
盤
に
あ
る
の
は
、
こ
こ
に
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
常
に
「
生
れ

つ
き
、
善
に
遷
る
」
こ
と
を
無
前
提
に
備
え
る
、
眼
前
の
「
大
多
数

の
人
一
般
」
へ
の
視
線
で
あ
り
、
そ
れ
を
離
れ
て
こ
と
さ
ら
に
道
徳

的
観
念
の
構
築
を
な
す
こ
と
は
、
緊
急
で
は
な
い
こ
と
と
考
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
界
が
、
近
世
後
期
大
坂
の
、
懐
徳
堂
を

取
り
巻
く
町
人
社
会
の
秩
序
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

想
像
に
難
く
な
い
し
、
そ
れ
を
大
坂
町
人
層
の
歴
史
的
条
件
か
ら
因

果
付
け
て
考
え
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
平

易
・
開
明
な
「
知
」
が
、
山
片
蟠
桃
、
富
永
仲
基
な
ど
多
様
な
志
向

を
有
す
る
儒
者
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
、
そ
し
て
、

帆
足
万
里
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
九
州
の
一
地
方
に

ま
で
流
通
、
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
事
実
を
思
想
史
的
に
考
え
る
こ
と

で
あ
る
。
「
反
祖
棟
」
と
い
う
一
種
の
触
媒
を
介
し
て
、
一
定
の
知

識
社
会
が
広
汎
な
広
が
り
の
中
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
の
思
想
史
的
意

義
で
あ
る
。
沮
侠
学
派
の
展
開
下
に
成
立
し
た
（
「
古
文
辞
」
に
典
型

化
さ
れ
る
）
知
的
特
権
層
と
し
て
の
「
文
人
社
会
」
が
、
「
反
沮
侠
」

運
動
の
な
か
で
否
定
さ
れ
、
そ
こ
に
出
現
し
た
の
は
、
日
常
的
な
「
知
」

を
広
く
共
有
す
る
「
知
識
社
会
」
の
提
唱
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
兼
葭

堂
の
学
術
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
も
ま
た
趣
味
的
な
「
文
人
社

会
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
「
古
文
辞
」
を

操
る
閉
鎖
的
文
人
社
会
で
は
な
く
、
新
興
商
人
層
に
支
え
ら
れ
た
、
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も
う
一
つ
の
「
文
人
社
会
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ

記
ヘ
ノ
Ｏ

整
理
す
れ
ば
、
懐
徳
堂
儒
学
の
「
知
」
の
理
解
に
お
い
て
と
り
あ

え
ず
言
い
得
る
こ
と
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
は
、
彼
ら
の

議
論
に
お
い
て
、
江
戸
期
思
想
史
上
初
め
て
、
共
有
す
る
問
題
軸
が

発
生
し
た
と
い
う
こ
と
、
共
有
す
る
真
の
問
題
軸
が
地
域
を
超
え
て

論
じ
合
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
論
争
す
る
「
知
識
人
」
の
社
会
が
発
生

し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
議
論
の
対
立
軸
と
し
て

「
但
侠
学
」
が
読
書
の
習
慣
と
と
も
に
流
通
し
た
こ
と
の
意
味
は
、

徳
川
思
想
史
に
お
け
る
朱
子
学
の
存
在
意
義
よ
り
大
き
い
一
面
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
に
は
、
懐
徳
堂
儒
学
が
「
大
坂
」

の
場
に
局
限
さ
れ
た
儒
学
と
し
て
で
は
な
く
、
広
く
拡
散
し
、
共
同

的
な
「
語
り
」
と
し
て
展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
新
興

商
人
層
を
基
盤
と
し
て
、
日
々
の
営
み
に
直
結
す
る
儒
学
解
釈
が
平

易
に
語
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
観
点
の
下
に
、

懐
徳
堂
儒
学
に
お
け
る
「
知
」
の
「
公
共
性
」
の
問
題
が
浮
上
し
て

く
る
の
で
あ
る
。

社
会
史
家
、
阿
部
謹
也
氏
は
．
教
養
」
と
は
何
か
』
の
中
で
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
「
公
共
圏
」
論
を
紹
介
し
た
後
で
、
日
本
に
お
け
る
「
公

共
性
」
を
氏
が
近
年
主
張
す
る
「
日
本
社
会
Ⅱ
世
間
」
に
置
換
し
、

そ
の
こ
と
の
問
題
性
を
説
い
て
い
る
が
、
一
方
氏
は
、
日
本
に
お
け

る
「
公
共
性
」
展
開
の
（
あ
り
得
た
）
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、

懐
徳
堂
儒
学
を
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
的
課
題
に
対
応
す
る
歴
史
的
事
実

と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
阿
部
氏
が
引
用
す
る
の
は
、
テ
ッ
オ
・
ナ
ジ

タ
氏
の
著
書
『
懐
徳
堂
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
確
か
に
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
「
読
書
す
る
公
衆
」
が
、
懐
徳
堂
儒
者
の
様
態
に
比
定
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
氏
の
議
論
に
端
を
発
し
、
近
年
大
き
く
進
展
し

た
懐
徳
堂
儒
学
理
解
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
的
課
題
の
発
見
が
伏
在
し

て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、

「
近
代
」
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
観
点
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、

懐
徳
堂
な
ど
近
世
後
期
儒
学
の
変
質
の
意
味
を
、
「
近
代
」
と
の
関

連
か
ら
い
か
に
意
味
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
自
体
が
、
「
未
完
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と

し
て
の
「
近
代
」
の
救
済
に
向
け
て
、
「
市
民
的
公
共
圏
」
に
元
来

あ
っ
た
は
ず
の
（
そ
し
て
挫
折
し
た
）
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合

理
性
」
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
公
共
性
」

論
は
、
論
者
の
「
近
代
」
把
握
如
何
と
密
接
に
絡
む
問
題
構
成
と
し

て
あ
り
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

近
世
後
期
儒
学
に
お
い
て
「
公
共
性
」
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
今

日
、
い
か
な
る
「
近
代
」
へ
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。

筆
者
は
前
に
、
近
世
後
期
の
儒
学
思
想
の
質
的
転
換
か
ら
発
生
し
た

「
近
代
知
」
の
問
題
を
、
後
に
「
国
民
国
家
」
を
内
か
ら
構
成
し
て

い
っ
た
「
知
」
の
問
題
と
し
て
、
批
判
的
側
面
か
ら
見
て
い
く
必
要

を
現
在
感
じ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
懐
徳
堂
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
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「
読
書
す
る
公
衆
」
と
「
人
び
と
が
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
国
民
」

と
い
う
主
体
が
創
出
さ
れ
る
公
共
圏
」
（
平
田
由
美
「
《
議
論
す
る
公
衆
》

の
登
場
」
『
岩
波
講
座
近
代
日
本
の
文
化
史
３
』
所
収
）
と
の
間
の
狭
間
を
、

「
知
」
の
変
質
の
問
題
と
し
て
丹
念
に
見
て
い
く
こ
と
が
、
近
世
後

期
儒
学
思
想
と
近
代
啓
蒙
知
と
の
間
の
連
絡
と
断
絶
を
明
ら
か
に
す

る
上
で
、
今
後
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
広
島
大
学
助
教
授
）
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