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書　

評

中
嶋
英
介
著

『
近
世
武
士
道
論

─
山
鹿
素
行
と
大
道
寺
友
山
の
「
武
士
」
の
育
成
』

（
東
北
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
九
年
）

井
上
　
泰
至

　
「
武
士
道
」
研
究
の
困
難
さ
は
、
そ
の
内
実
の
多
様
さ
に
あ
る
。
そ
も

そ
も
儒
仏
の
よ
う
に
、
確
固
と
し
た
体
系
も
な
く
、
核
と
な
る
テ
キ
ス
ト

も
な
い
。
数
多
あ
る
テ
キ
ス
ト
群
の
摘
読
に
終
わ
れ
ば
、
百
人
百
通
り
の

「
武
士
道
」
が
あ
り
ま
し
た
、
と
い
う
笑
い
話
に
終
わ
り
か
ね
な
い
。「
武

士
道
」
研
究
の
場
合
、
ま
ず
何
よ
り
も
研
究
対
象
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
が
、

そ
の
正
否
を
決
め
る
。

　

さ
ら
に
、
研
究
対
象
を
慎
重
に
絞
る
過
程
で
も
、
も
う
一
つ
の
困
難
が

待
ち
構
え
て
い
る
。「
武
士
道
」
の
多
様
さ
は
、
そ
れ
を
語
る
者
た
ち
の
、

「
カ
オ
ス
」
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
。「
武
士
道
」
自
体
に
、
論
点
が
多
す

ぎ
る
の
で
あ
る
。
治
世
論
・
用
兵
論
・
修
養
論
、
さ
ら
に
は
殉
死
の
禁
止

や
敵
討
ち
に
象
徴
さ
れ
る
「
奉
公
」
の
法
制
史
と
も
言
う
べ
き
分
野
等
々
、

こ
れ
ま
で
も
武
士
道
論
は
、
そ
の
個
別
の
報
告
か
、
個
別
の
事
例
を
無
理

に
全
体
に
及
ぼ
し
て
、
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
を
作
る
こ
と
に
終
始
し
て

き
た
面
が
否
め
な
い
。

　

さ
て
、
本
書
で
は
、
山
鹿
素
行
と
そ
の
流
れ
に
あ
る
大
道
寺
友
山
を
選

ん
で
い
る
。
素
行
が
当
時
の
武
士
道
論
全
て
を
蔽
い
尽
く
し
た
存
在
だ
と

は
言
い
難
い
が
、
明
暦
か
ら
寛
文
と
い
う
本
格
的
な
平
和
が
到
来
し
つ
つ

あ
っ
た
時
代
に
、
武
士
の
在
り
方
を
問
う
た
特
筆
す
べ
き
例
だ
と
言
う
な

ら
、
こ
の
選
択
は
正
し
い
。
ま
た
、
そ
の
流
れ
に
あ
る
大
道
寺
友
山
は
、

武
士
の
官
僚
化
が
完
成
し
た
享
保
期
の
典
型
例
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な

く
、
幕
末
ま
で
そ
の
影
響
が
確
認
で
き
る
意
味
で
も
、
サ
ン
プ
ル
と
す
る

に
相
応
し
い
。
三
百
頁
に
満
た
な
い
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
、「
近
世
武
士
道
論
」

を
謳
う
本
書
の
焦
点
が
、
こ
の
二
人
に
絞
ら
れ
て
い
る
の
は
、
誠
に
筋
の

通
っ
た
話
で
あ
る
。　
　

　

ま
た
、
本
書
が
副
題
に
「「
武
士
」
の
育
成
」
を
掲
げ
た
の
も
頷
け
る

と
こ
ろ
だ
。
ミ
リ
タ
リ
ー
に
と
っ
て
、
戦
時
に
焦
点
と
な
る
の
は
、
戦

略
・
戦
術
の
用
兵
、
お
よ
び
兵
站
を
確
立
す
る
意
味
で
の
治
世
で
あ
る
。

し
か
し
、
平
時
に
ミ
リ
タ
リ
ー
が
政
治
を
行
う
と
な
れ
ば
、
論
点
は
「
教

育
」
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
。
素
行
は
大
物
な
の
で
、
彼
に
は
様
々
な
顔
が

あ
る
が
、
教
育
者
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
の
は
的
を
射
て
い
る
。
兵
学

者
の
多
く
は
、
寛
文
期
以
降
、
戦
略
・
戦
術
家
か
ら
教
育
者
に
転
身
し
た

と
言
っ
て
よ
い
し
、
素
行
に
も
そ
の
色
は
濃
い
。
ま
た
確
か
に
、
友
山
は

教
育
の
面
で
最
も
寄
与
し
た
人
物
に
相
違
な
い
。

　

筆
者
は
お
そ
ら
く
試
行
錯
誤
の
中
か
ら
、
そ
の
選
択
を
し
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
た
ど
り
着
い
た
要
因
は
、「
武
士
」
と
い
う
言
葉
の

容
易
な
ら
ざ
る
複
雑
さ
に
、
気
づ
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
序
で
は
、
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163　書　評

一
口
に
武
士
と
い
っ
て
も
、
ど
の
階
層
を
対
象
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い

う
問
い
を
披
露
し
て
い
る
が
、
こ
の
視
点
を
獲
得
し
た
時
、
数
多
あ
る

「
武
士
道
」
論
の
中
か
ら
、「
教
育
」
に
光
を
当
て
る
有
効
性
に
気
づ
い
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
本
書
の
方
法
の
上
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
委
託
さ
れ
た
「
山
鹿
文
庫
」
を
基
盤
に
し

た
依
拠
テ
キ
ス
ト
の
慎
重
な
検
討
を
経
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
友
山

の
『
武
道
初
心
集
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
写
本
・
刊
本
に
渡
る
諸
本
の

検
討
を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
特
に
倫
理
学
の
側

で
は
、
や
や
も
す
れ
ば
活
字
本
で
済
ま
せ
て
き
た
結
果
生
じ
て
い
た
大
き

な
欠
落
が
浮
か
び
あ
が
り
、
こ
の
二
人
の
兵
学
者
の
研
究
が
新
段
階
に
至

っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
何
も
兵
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い

が
、
思
想
史
研
究
も
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
へ
の
目
配
り
抜
き
に
、
今
後
の

研
究
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

　

以
下
、
そ
う
し
た
興
味
か
ら
、
本
書
の
成
果
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ

う
。
第
一
部
は
素
行
を
対
象
と
し
て
い
る
。
冒
頭
の
「
第
一
章 
武
教
へ

の
道

─
山
鹿
素
行
の
修
養
論
」
は
、
主
著
『
山
鹿
語
類
』
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
「
士
談
」
編
に
注
目
、
軍
記
の
再
解
釈
や

リ
ラ
イ
ト
の
中
か
ら
、
心
身
の
錬
成
を
意
味
す
る
「
ね
り
」「
つ
と
め
」

の
鍵
語
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
が
延
い
て
は
素
行
の
修
養
論
全
体
の

核
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
軍
記
を
『
武
家

事
紀
』
の
よ
う
な
史
書
編
纂
の
興
味
か
ら
だ
け
で
な
く
、
教
訓
と
し
て
使

う
点
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
明
治
に
至
る
ま
で
、
ミ
リ

タ
リ
ー
の
修
身
の
教
材
で
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
当
然
と
言
え
る
が
、
こ

こ
は
倫
理
学
の
方
で
は
取
り
落
と
さ
れ
て
き
た
領
域
な
の
で
あ
る
。
結
果
、

重
要
な
結
論
と
し
て
「
ね
り
」「
つ
と
め
」
は
外
的
な
修
養
を
指
す
こ
と

が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
儒
学
で
い
う
「
礼
」
の
問
題
に
つ
な

が
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
辺
り
の
関
係
が
整
理
さ
れ
た
時
、
従
来
の
素
行
学

の
儒
学
と
の
親
和
の
議
論
に
、
新
し
い
地
平
が
生
ま
れ
る
は
ず
だ
が
、
そ

の
入
口
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
大
変
残
念
だ
。

　

つ
づ
く
、「
第
二
章 

山
鹿
素
行
の
職
分
論
再
考
」
は
、
従
来
四
民
を
道

徳
的
に
も
統
率
す
る
「
士
道
」
論
と
愚
民
観
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
て
き
た

き
ら
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
語
り
出
し
、
素
行
の
教
化
の
視
線
は
、
上
中
級

武
士
と
下
級
の
そ
れ
と
で
は
使
い
分
け
を
し
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し

た
。
史
学
で
は
磯
田
道
史
ら
の
武
家
階
層
論
の
成
果
が
出
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
倫
理
学
あ
た
り
で
は
、
ま
だ
「
武
士
」
を
ひ
と
く
く
り
に
し

て
論
じ
る
乱
暴
な
議
論
に
終
始
し
て
い
た
が
、
素
行
の
語
る
武
士
の
あ
る

べ
き
道
は
、
治
国
の
武
士
道
と
、
心
身
を
鍛
錬
し
「
勇
」
を
磨
く
武
士
道

と
で
、
そ
れ
を
説
く
対
象
と
な
る
階
層
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
こ
と
が
、
何
よ
り
も
本
論
の
功
績
で
あ
る
。
軍
記
・
軍
書
の
世
界

で
言
え
ば
、『
太
平
記
評
判
理
尽
鈔
』
に
は
「
仁
」
と
「
智
」
の
「
武
道
」

が
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
「
勇
」
の
「
武
道
」「
武
士
道
」
が
説
か
れ
る
こ

と
と
、
見
事
に
対
応
し
て
い
た
わ
け
で
、
素
行
も
こ
う
し
た
位
相
と
照
応

で
き
る
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

　
「
第
三
章 
山
鹿
素
行
の
旧
臣
観
」
は
、
そ
の
素
行
の
「
使
い
分
け
」
そ

の
も
の
を
正
面
に
見
据
え
る
。
焦
点
化
す
る
の
は
、「
旧
臣
」
へ
の
素
行
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の
、
意
外
に
高
い
評
価
で
あ
る
。
従
来
素
行
の
武
士
道
論
で
は
、「
義
」

の
紐
帯
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
世
的
な
個
人

的
情
誼
を
核
と
す
る
主
君
と
の
結
び
つ
き
と
区
別
す
る
意
味
で
重
要
で
は

あ
っ
た
が
、
素
行
は
一
方
で
武
士
団
の
核
と
し
て
、
代
々
の
主
君
と
の
情

誼
を
結
ん
で
き
た
旧
臣
を
む
し
ろ
評
価
す
る
点
で
、
二
枚
腰
で
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
素
行
が
活
躍
し
出
す
寛
文
期
に
は
、
浪
人
の

登
用
を
積
極
的
に
主
張
す
る
兵
学
者
も
い
た
。
し
か
し
、
素
行
は
そ
う
で

は
な
い
。
武
士
の
過
度
な
官
僚
化
よ
り
も
、「
兵
民
」
へ
評
価
を
積
極
的

に
行
い
、「
武
」
に
重
心
を
お
い
た
「
国
」
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
分
析
に
は
、
こ
の
よ
う
な
当
代
の
兵
学
間
の
比
較
と
い
う
視
点
が

な
い
こ
と
は
残
念
だ
が
、
今
後
の
研
究
に
俟
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
第
四
章 

山
鹿
素
行
の
教
化
論

─
『
武
教
小
学
』『
山
鹿
語
類
』
の

差
異
を
中
心
に
」
は
、
本
書
の
中
心
と
な
る
論
考
で
あ
る
。
仕
え
る
側
の

教
訓
を
説
い
た
『
武
教
小
学
』
と
、
後
に
同
じ
言
い
回
し
を
使
い
な
が
ら

君
主
層
の
教
訓
へ
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い
っ
た
『
山
鹿
語
類
』
と
の
詳

細
な
比
較
は
、
テ
キ
ス
ト
の
調
査
を
踏
ま
え
た
立
論
で
手
堅
い
。
こ
こ
で

焦
点
が
当
た
っ
て
く
る
の
が
、
武
士
の
「
礼
」
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占

め
る
「
威
儀
」
で
あ
る
。
寡
黙
と
礼
儀
を
説
く
前
者
に
対
し
、
後
者
で
は

国
家
安
寧
の
基
礎
と
し
て
、
主
君
の
振
る
舞
い
と
そ
こ
か
ら
く
る
内
面
の

鍛
錬
と
が
説
か
れ
て
い
た
。
寛
文
期
は
、
藩
主
の
存
在
が
象
徴
的
に
な
っ

て
く
る
と
い
う
時
代
的
特
徴
も
踏
ま
え
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
。
朱
子
学
離

れ
と
の
み
従
来
把
握
さ
れ
て
い
た
素
行
の
教
化
の
懐
の
深
さ
を
明
ら
か
に

し
た
点
で
、
本
書
の
白
眉
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
第
五
章 

山
鹿
素
行
の
「
民
兵
」
育
成
論

─
「
農
」
か
ら
「
士
」

へ
」
は
、
第
二
部
と
の
結
節
点
で
も
あ
る
。
素
行
の
学
校
論
は
、
半
農
半

武
の
層
に
も
照
準
が
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
点
は
素
行

の
主
張
す
る
「
武
国
」
論
と
も
つ
な
が
る
、
と
い
う
。
素
行
の
郷
学
の
構

想
は
、
既
成
の
寺
社
で
、「
文
」
の
み
な
ら
ず
、
流
鏑
馬
・
競
馬
と
い
っ

た
調
練
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
み
込
ん
で
教
え
る
べ
き
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
江
戸
の
寺
社
の
現
実
か
ら
見
れ
ば
机
上
の
空
論
に
も
見
え
る

「
教
化
」
制
度
論
で
あ
る
が
、
そ
の
辺
の
素
行
の
具
体
的
な
見
通
し
に
つ

い
て
は
、
本
書
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
提
出
さ
れ
た
問
題
は

重
要
で
、
素
行
が
そ
の
よ
う
な
「
皆
兵
」
の
思
想
と
も
言
う
べ
き
も
の
を

持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
に
つ
な
が
る
一
つ
の
文
化
的
資
源

と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
こ
に
、
素
行
学

を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
幕
末
ま
で
読
ま
れ
る
に
至
っ
た
大
道
寺
友
山
の
存
在

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
論
に
あ
え
て
な
い
も
の
ね
だ
り
を
す
る
な
ら
、
素

行
の
「
武
国
」
概
念
と
そ
の
教
化
は
、
神
道
を
核
と
し
た
「
中
朝
」
の
概

念
と
当
然
リ
ン
ク
し
て
こ
よ
う
。
こ
の
点
を
ど
う
説
明
す
る
の
か
、
本
書

に
そ
の
解
答
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
近
代
の
素
行
の
全
集
類
に
は
、

素
行
の
天
皇
批
判
が
削
除
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
そ
こ
に
気
づ
い
て
は
い

る
よ
う
だ
が
、
こ
の
素
行
の
歴
史
認
識
と
、「
神
国
」
と
「
武
国
」
を
合

致
さ
せ
る
素
行
の
日
本
観
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
が

整
理
さ
れ
た
上
で
、
論
述
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
は
、『
武
家
事
紀
』
の
よ
う
な
史
書
に
お
け
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165　書　評

る
史
観
の
検
討
、
と
い
う
大
仕
事
が
待
っ
て
い
る
。
特
に
素
行
は
「
武

朝
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
た
。
同
時
期
の
林
家
や
前
期
水
戸
学
を
も

に
ら
み
な
が
ら
、
一
種
の
『
太
平
記
』
史
観
（
後
醍
醐
の
失
政
に
よ
る
「
皇

朝
」
の
没
落
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
検
討
が
、
今
後
の
必
須
の
課
題
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
二
部
冒
頭
は
、「
第
一
章 

大
道
寺
友
山
『
武
道
初
心
集
』
考
」
で
あ

る
。
本
書
は
、
松
代
藩
内
で
天
保
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
流
布
本
で

あ
る
た
め
お
お
む
ね
テ
キ
ス
ト
も
こ
れ
に
依
拠
し
、
わ
ず
か
に
そ
の
原
本

と
さ
れ
る
写
本
が
二
種
報
告
さ
れ
て
き
た
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本

論
は
、
十
九
点
の
全
国
に
散
ら
ば
る
写
本
と
、
二
点
の
異
本
を
悉
皆
調
査

し
た
こ
と
で
、『
武
道
初
心
集
』
が
流
布
本
以
前
に
も
、
ま
た
そ
れ
以
後

も
各
地
で
書
写
さ
れ
読
ま
れ
て
い
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
労
作
で
あ
る
。

　

当
然
こ
れ
を
踏
ま
え
た
、
諸
本
の
内
容
の
検
討
に
入
る
ス
テ
ッ
プ
を
、

著
者
も
踏
ん
で
い
る
。
そ
の
時
、
原
本
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
、
古
川
哲
史

に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
高
田
法
古
謄
写
本
の
位
置
づ
け
が
、
中
心
課
題
と

な
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
だ
ろ
う
。「
第
二
章 

高
田
法
古
謄
写
本
『
武

道
初
心
集
』
再
考
」
が
こ
れ
に
当
た
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
流

布
本
（
松
代
版
）
の
原
本
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
高
田
法
古
謄
写
本
は
、

原
本
と
言
う
に
は
あ
ま
り
に
松
代
版
と
差
異
が
あ
り
過
ぎ
る
本
文
し
か
有

せ
ず
、
む
し
ろ
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
諸
本
は
大
き
く
抜
萃
系
と
松
代
系
に
大

別
で
き
、
後
者
に
属
す
る
真
田
本
Ｂ
・
Ｃ
本
の
方
が
原
本
の
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

以
上
二
章
の
着
実
な
基
礎
的
考
察
に
よ
り
、
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る

『
武
道
初
心
集
』
の
本
来
の
姿
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
？　

こ
れ
に

迫
っ
た
の
が
最
終
章
で
あ
る
「
第
三
章 

大
道
寺
友
山
の
士
道
論
」
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
友
山
の
武
士
道
論
は
端
的
に
言
っ
て
、
徳
川
の

治
世
の
完
成
期
で
あ
る
享
保
期
の
環
境
を
抜
き
に
語
れ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
、
と
い
う
。
ま
ず
、
な
に
よ
り
も
「
武
」
を
忘
れ
「
武
」
の
弛
緩
し
た

武
士
一
般
へ
の
教
訓
、
特
に
「
初
心
の
武
士
」
へ
の
、
武
士
た
る
も
の
の

持
つ
べ
き
緊
張
感
や
献
身
の
心
得
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
享
保

期
は
家
康
像
の
神
君
化
が
完
成
し
、
自
身
『
落
穂
集
』
な
ど
家
康
説
話
の

編
集
に
携
わ
っ
た
友
山
ら
し
く
、
彼
の
い
う
武
士
道
は
、
家
康
説
話
を
使

い
な
が
ら
、
仮
構
さ
れ
た
家
康
の
「
上
意
」
を
含
む
一
般
化
さ
れ
た
そ
れ

で
も
あ
っ
た
。
以
上
か
ら
、
従
来
儒
教
的
士
道
論
で
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ

て
き
た
素
行
と
友
山
の
立
ち
位
置
の
違
い
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
沿
っ

た
武
士
道
の
教
化
の
有
り
様
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
書
は
、
着
実
な
文
献
調
査
と
検
討
を
通
し
て
、
平
時
の
武
士
道
を
説

い
た
と
概
括
さ
れ
て
き
た
素
行
と
友
山
と
を
軸
に
、
そ
の
時
代
相
の
要
求

に
答
え
よ
う
と
し
た
彼
ら
の
試
み
の
実
態
と
、
そ
の
位
相
を
明
ら
か
に
し

た
点
で
、
成
果
を
挙
げ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

た
だ
し
、
本
書
の
記
述
は
、
素
行
と
友
山
の
武
士
道
論
の
概
括
的
な
こ

れ
ま
で
の
記
述
を
問
い
直
す
こ
と
に
腐
心
す
る
余
り
、
こ
の
二
人
の
武
士

道
論
に
論
述
が
絞
ら
れ
て
し
ま
い
、
時
代
相
へ
の
目
配
り
が
限
定
さ
れ
て

し
ま
っ
た
憾
み
が
残
る
。

　

評
者
の
立
場
か
ら
、
こ
の
点
、
最
後
の
要
望
を
書
き
付
け
て
お
き
た
い
。

こ
れ
は
本
書
が
近
世
武
士
道
論
の
新
た
な
出
発
点
に
な
る
こ
と
を
確
信
し
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た
故
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。
素
行
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
こ
れ
ま
で
確
か
に
大
名
や
上
級
武
士
相
手
の
官
僚
化
し
た
平

時
の
「
武
士
道
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
素
行
は
、
半

農
半
武
の
下
士
層
に
も
、
学
校
で
武
の
錬
成
を
行
え
と
い
う
、
評
者
の
言

葉
で
言
い
換
え
る
な
ら
、「
軍
国
」
を
構
想
す
る
人
だ
っ
た
と
い
う
本
書

の
指
摘
こ
そ
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

　

と
い
う
の
も
、
学
派
は
違
う
が
、
熊
沢
蕃
山
も
荻
生
徂
徠
も
、
あ
る
意

味
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
蕃
山
が
岡
山
藩
時
代
、
藩

校
の
先
駆
け
で
あ
る
花
畠
道
場
を
作
り
活
動
の
中
心
と
し
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
庶
民
教
育
の
場
を
提
案
し
て
、
こ
れ
が
郷

学
「
閑
谷
学
校
」
に
つ
な
が
る
わ
け
で
、
そ
こ
で
の
教
育
は
、
素
行
同
様
、

軍
記
か
ら
抜
き
書
き
を
し
た
武
家
説
話
を
使
っ
た
、「
武
」
の
教
育
で
あ

っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
蕃
山
の
妹
婿
淡
庵
の
編
に
な
る
『
武
将
感

状
記
』
は
、
序
文
に
よ
れ
ば
、
そ
の
郷
学
で
の
教
育
を
反
映
し
た
と
伝
え

て
お
り
、
本
書
は
江
戸
か
ら
明
治
ま
で
最
も
読
ま
れ
た
武
家
説
話
集
だ
っ

た
。
ま
た
、
共
に
「
皆
兵
」
論
者
で
あ
っ
た
素
行
と
蕃
山
は
、
敵
が
多
く
、

流
謫
さ
れ
た
り
、
藩
を
退
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

　

後
の
世
代
の
徂
徠
に
つ
い
て
は
、『
政
談
』『
鈐
録
』
な
ど
で
展
開
し
て

い
た
、
武
士
帰
農
論
や
軍
役
重
視
論
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
か
つ
て
日
野

龍
夫
が
「〝
謀
反
人
〟
荻
生
徂
徠
」（『
江
戸
人
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』）
で
鮮
や

か
に
解
き
明
か
し
た
よ
う
に
、
武
臣
が
文
官
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
来

の
「
武
」
が
喪
失
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機
感
そ
の
も
の
は
、
本
書
の
指

摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
同
世
代
の
友
山
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
素
行
学
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
な
が
ら
微
温
的

に
仮
構
さ
れ
た
家
康
像
の
御
威
光
に
よ
っ
て
、
武
士
道
論
へ
と
回
収
し
て

い
く

0

0

通
俗
的
な
友
山
と
、
よ
り
制
度
論
の
本
質
に
分
け
入
っ
て
、
武
士
の

土
着
に
よ
る
「
武
」
の
再
生
を
ラ
ジ
カ
ル
に
構
想
し
た
徂
徠
と
で
は
、
立

場
が
全
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。

　

友
山
と
徂
徠
と
い
う
対
極
の
兵
学
者
は
、
幕
末
の
緊
張
感
の
あ
る
時

期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
系
譜
を
生
ん
で
い
く
。「
志
士
」
が
登
場
す
れ
ば
、

素
行
や
友
山
の
「
民
兵
」
論
は
、
書
か
れ
た
当
時
の
文
脈
を
超
え
て
注
目

さ
れ
て
い
き
、
近
代
に
再
解
釈
さ
れ
て
、
武
士
道
の
「
聖
典
」
と
な
っ
て

い
く
流
れ
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
近
代
の
素
行
顕
彰
の
主
役
は
乃
木
希

典
と
井
上
哲
次
郎
な
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
徂
徠
兵
学
の
制
度
論
の
流
れ
は
、
林
子
平
が
ま
ず
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
兵
制
改
革
の
系
譜
へ
と
つ
な
が
り
、
明
治
の
西
周
に
至
り
つ

く
は
ず
で
あ
る
。
本
書
の
篤
実
な
試
み
は
、
上
記
の
よ
う
な
構
想
を
忘
れ

ず
、
本
書
で
扱
っ
た
対
象
の
、
共
時
的
か
つ
通
時
的
な
位
置
づ
け
を
怠
ら

な
か
っ
た
時
、
真
に
「
近
世
武
士
道
論
」
の
内
実
を
備
え
る
で
あ
ろ
う
。

今
後
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
防
衛
大
学
校
教
授
）
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