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素
行
か
ら
松
陰
へ
ー
士
道
の
継
承
－

佐

　

藤

　

健

　

二

山
鹿
素
行
の
著
書
に
『
武
教
小
学
』
と
い
ふ
の
が

あ
る
。
『
武
教
全
書
』
と
い
ふ
大
著
の
言
は
ば
　
「
序

論
」
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
武
教
全
書
』

は
武
士
と
し
て
生
き
る
上
で
必
要
な
事
柄
を
す
べ
て

網
羅
し
た
も
の
で
、
山
鹿
流
兵
学
の
最
重
要
教
典
で

あ
り
、
山
鹿
流
兵
学
師
範
で
あ
っ
た
吉
田
松
陰
は
、

何
遍
と
無
く
こ
の
書
を
読
み
、
藩
主
の
前
で
も
講
義

し
、
素
行
先
生
の
兵
学
ま
た
士
道
を
学
ん
だ
の
で
あ

る。

『
武
教
小
学
』
は
、
そ
の
本
編
た
る
『
武
教
全
書
』

に
入
る
前
に
、
武
士
と
し
て
の
基
本
的
な
所
作
や
心

構
へ
を
作
る
た
め
に
、
初
学
者
向
き
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
松
陰
は
松
下
村
塾
で
『
武
教
全
書
』
を

門
弟
に
講
読
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
幕
府
か
ら
の

呼
び
出
し
が
あ
り
、
そ
の
著
『
武
教
全
書
講
録
』
は
、

『
武
教
小
学
』
　
の
部
分
だ
け
を
講
じ
て
終
は
っ
て
ゐ

る
。
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
、
処
刑
三
年
前
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

松
陰
は
、
そ
の
『
武
教
全
書
』
を
講
ず
る
に
際
し
、

門
弟
達
に
ど
の
や
う
な
こ
と
を
言
つ
た
か
。
口
語
訳

（
川
口
雅
昭
氏
訳
注
）
　
で
少
し
読
ん
で
み
よ
う
。

「
安
政
三
年
丙
辰
の
八
月
二
十
二
日
と
い
う
日
を

復
刊
第
九
号
　
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
事
務
局
）
横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
一
〇

定
め
、
皆
さ
ん
を
集
め
て
山
鹿
素
行
先
生
の
『
武
教

全
書
』
　
の
講
義
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ

う
な
意
味
が
あ
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
し
っ
か
り
お
考
え

な
さ
い
。

私
も
皆
さ
ん
も
、
天
皇
を
い
た
だ
く
我
が
日
本
国

に
生
を
享
け
、
そ
の
中
で
も
私
共
は
武
家
、
武
士
で

あ
る
以
上
、
そ
の
職
分
で
あ
る
武
道
に
心
を
尽
く
し

て
励
み
、
国
家
の
大
き
な
御
恩
に
報
い
る
べ
き
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

武
士
の
本
分
と
国
家
の
御
恩
を
知
ら
な
い
と
い
う
者

は
い
な
い
が
、
心
を
尽
く
し
て
そ
の
本
分
に
励
む
者

と
そ
の
御
恩
に
報
い
る
者
は
、
昔
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
め
っ
た
に
い
な
い
の
で
あ
る
。
」

松
陰
は
、
こ
の
や
う
に
語
り
始
め
た
。
そ
し
て
、

や
が
て
素
行
の
主
著
『
中
朝
事
実
』
に
つ
い
て
、
次

の
や
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

「
国
家
の
御
恩
に
つ
い
て
は
、
素
行
先
生
が
、
世

の
中
の
つ
ま
ら
な
い
儒
者
達
が
み
な
外
国
を
貴
び
我

が
日
本
国
を
さ
げ
す
む
と
い
う
時
代
に
生
ま
れ
な
が

ら
、
独
り
高
く
す
ぐ
れ
た
態
度
で
そ
う
い
う
ま
ち
が

っ
た
考
え
を
排
除
し
、
古
代
の
貴
く
清
ら
か
な
生
き

方
を
深
く
追
求
し
て
そ
の
本
質
を
つ
か
み
、
『
中
朝

事
実
』
を
執
筆
さ
れ
た
深
い
意
味
を
考
え
て
理
解
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
、
先
日
皆
さ
ん

と
素
行
先
生
の
『
配
所
麗
筆
』
を
拝
読
し
た
時
、
口

が
焼
け
た
だ
れ
る
ほ
ど
繰
り
返
し
繰
り
返
し
説
き
続

け
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
す
で

に
胸
の
内
に
理
解
し
て
お
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
」

何
と
激
烈
な
言
葉
で
あ
る
か
。
「
口
が
焼
け
た
だ

れ
る
」
　
の
原
文
は
　
「
口
舌
の
焦
爛
す
る
」
　
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
に
　
「
繰
り
返
し
巻
き
返
し
説
き
続
け
た
」

（
原
文
）
　
の
は
、
『
中
朝
事
実
』
執
筆
の
真
意
を
伝

へ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

『
中
朝
事
実
』
は
素
行
が
配
流
さ
れ
た
赤
穂
で
執

筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
赤
穂
に
流
さ
れ
た

か
と
い
ふ
と
、
朱
子
学
を
批
判
し
た
『
聖
教
要
録
』

を
出
版
し
た
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
し
て
、
松
陰
は
次
の
や
う
に
言
ふ
。

「
昔
、
素
行
先
生
は
人
の
人
た
る
生
き
方
を
御
自

分
の
任
務
と
さ
れ
、
俗
世
の
批
評
、
そ
し
り
や
称
賛

な
ど
は
気
に
せ
ず
、
そ
の
結
果
罪
に
問
わ
れ
て
赤
穂

流
刑
と
な
る
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
私

な
ど
、
志
と
し
て
素
行
先
生
の
実
践
さ
れ
た
人
の
人

た
る
道
に
励
ま
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
が

今
日
講
義
を
始
め
る
に
際
し
て
の
第
一
の
意
味
で
あ

る
。
皆
さ
ん
、
し
っ
か
り
お
考
え
な
さ
い
。
」
　
と
。

「
人
の
人
た
る
道
」
　
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
の
や
う

な
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
「
俗
世
の
批
評
、
そ
し
り
や

称
賛
な
ど
は
気
に
せ
ず
」
　
真
実
を
伝
へ
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
り
、
「
実
践
」
　
と
は
『
聖
教
要
録
』
出
版
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
素
行
は
、
そ
の
序
文
で
次
の
や
う

な
世
の
儒
者
に
戦
ひ
を
挑
む
や
う
な
激
し
い
言
葉
を

吐
い
て
ゐ
る
。
幕
府
の
官
学
で
あ
る
朱
子
学
へ
の
宣

戦
布
告
で
あ
る
。
　
あ
や
ま

「
道
を
説
き
て
人
を
謬
る
者
は
天
下
の
大
罪
な

り
。
漠
唐
の
訓
話
、
未
明
の
理
学
、
各
々
利
口
饉
舌



平成30年5月15日育教の京東

に
し
て
、
惑
ひ
を
弁
せ
ん
と
欲
し
て
、
惑
ひ
愈
々
深

く
、
聖
人
を
し
て
塗
炭
に
坐
せ
し
む
、
最
も
畏
る
べ

き
な
り
」
。

人
と
し
て
の
道
を
説
き
な
が
ら
人
を
誤
っ
た
道
に

導
く
者
は
天
下
の
大
罪
人
で
あ
る
。
漢
や
唐
の
時
代

の
注
釈
書
、
宋
や
明
の
時
代
の
理
学
（
朱
子
学
）
な

ど
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
何
や
ら
べ
ら
べ

ら
と
利
口
さ
う
な
理
屈
を
言
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
実
、

人
の
惑
ひ
を
晴
ら
さ
う
と
し
て
益
々
惑
ひ
を
深
く

し
、
聖
人
の
考
へ
と
違
ふ
こ
と
を
伝
へ
る
こ
と
で
聖

人
に
塗
炭
の
苦
し
み
を
味
は
は
せ
て
ゐ
る
の
で
あ

り
、
こ
ん
な
畏
る
べ
き
こ
と
は
な
い
、
と
言
ふ
の
で

ある。当
時
素
行
に
は
多
く
の
大
名
や
幕
臣
が
弟
子
と
し

て
名
を
連
ね
て
を
り
、
儒
者
、
兵
学
者
と
し
て
の
名

声
は
天
下
に
鳴
り
響
い
て
ゐ
た
。
保
身
第
一
で
あ
れ

ば
、
身
の
危
険
を
顧
み
ず
こ
の
や
う
な
危
険
な
著
書

を
出
版
す
る
筈
が
な
い
。
ま
さ
に
命
懸
け
で
真
実
を

述
べ
、
世
の
迷
妄
を
晴
ら
さ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

松
陰
が
弟
子
に
伝
へ
よ
う
と
し
た
こ
と
も
、
当
に
そ

の
こ
と
で
あ
る
。
松
陰
白
く
、
「
余
は
罪
因
の
余
に

て
他
人
に
接
す
べ
き
身
に
非
ざ
れ
ど
も
、
其
の
独
り

自
ら
志
す
所
は
、
皇
国
の
大
恩
に
報
い
、
武
門
武
士

の
職
分
を
勤
む
る
に
あ
り
。
此
の
志
は
死
す
と
雑
も

吾
れ
敢
へ
て
変
ぜ
ず
」
。

素
行
の
死
を
も
恐
れ
ぬ
真
実
追
求
の
熱
誠
は
、
百

数
十
年
を
経
て
、
松
陰
の
肺
腑
を
貫
き
、
「
此
の
志

は
死
す
と
艶
も
吾
れ
敢
へ
て
変
ぜ
ず
」
　
と
い
ふ
決
意

を
以
て
弟
子
達
へ
伝
へ
ら
れ
、
時
代
を
大
き
く
動
か

し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
迎
へ
た
明
治
維
新
、
今
年
は
そ
れ
か
ら
百

五
十
年
と
い
ふ
節
目
の
年
で
あ
る
。

（会員）

千
日
回
峰
行
の
教
へ

藤

　

井

　

雅

　

和

回
峰
行
と
い
ふ
修
行
が
あ
り
、
こ
れ
が
行
ぜ
ら
れ

て
ゐ
る
行
場
は
全
国
に
い
く
つ
か
あ
る
や
う
で
あ

る。

そ
の
一
つ
、
天
台
宗
比
叡
山
延
暦
寺
に
千
日
回
峰

行
が
あ
る
。
無
動
寺
谷
の
明
王
堂
に
勤
め
る
僧
が
山

中
で
行
ふ
、
一
千
日
の
修
行
で
あ
る
。

一
日
に
七
里
半
と
い
ふ
か
ら
約
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
山
道
を
歩
い
て
行
ふ
。
四
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

余
り
を
走
る
競
技
よ
り
も
短
い
で
は
な
い
か
と
言
ふ

勿
か
れ
、
こ
れ
を
一
年
間
に
百
日
又
は
二
百
日
、
連

続
し
た
日
に
ち
を
天
候
に
関
は
り
な
く
続
け
、
し
か

も
提
灯
の
灯
を
頼
り
に
山
中
の
獣
道
の
や
う
な
坂
を

駆
け
上
が
り
走
り
降
り
、
途
中
二
百
六
十
箇
所
も
あ

る
堂
塔
、
神
木
、
詞
で
は
必
ず
礼
拝
し
て
経
を
読
む
。

標
高
差
は
六
百
メ
ー
ト
ル
に
な
る
。
深
夜
に
庵
を
出

発
し
て
明
け
方
戻
る
ま
で
、
こ
れ
が
毎
日
で
あ
る
。

途
中
で
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
挫
折
し
た
と

き
は
懐
中
し
た
紐
か
小
刀
で
自
裁
す
る
こ
と
に
な

る。

数
年
で
七
百
日
に
な
っ
た
そ
の
日
に
堂
入
り
と
い

ふ
行
が
あ
る
。
明
王
堂
に
九
日
間
参
籠
し
、
そ
の
間

断
食
断
水
不
眠
不
臥
で
不
動
明
王
の
真
言
を
十
万
遍

読
み
続
け
る
。
外
に
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
た
だ

一
日
に
一
度
、
未
明
に
少
し
離
れ
た
閥
伽
井
に
水
を

汲
み
に
行
く
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
水
は
仏
に

捧
げ
る
も
の
で
自
ら
は
決
し
て
口
に
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
喉
が
渇
い
た
ら
唇
を
湿
す
こ
と
は
よ
い
、

し
か
し
、
そ
の
水
が
減
っ
て
ゐ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

れ
は
助
僧
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
最
後
は
桶
を

担
ふ
体
力
も
な
く
、
伴
僧
に
天
秤
を
支
へ
て
貰
っ
て

取
水
を
終
へ
る
。

堂
入
り
九
日
目
の
満
行
に
な
っ
て
外
に
出
る
の
だ

が
、
真
夜
中
に
も
拘
は
ら
ず
大
勢
の
信
者
が
迎
へ
る
。

そ
の
僧
の
姿
は
ま
さ
に
生
き
た
不
動
明
王
に
感
じ
ら

れ
、
思
は
ず
拝
ま
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
。

こ
れ
で
当
行
満
阿
闊
梨
と
な
る
。

さ
て
、
行
は
こ
こ
で
終
は
っ
た
訳
で
は
な
く
、
更

に
数
年
、
三
百
日
続
く
。
今
度
は
山
を
下
り
て
京
都

市
街
を
回
る
行
も
あ
る
。
行
程
十
五
里
の
京
都
切
回

り
、
更
に
二
十
一
里
の
京
都
大
回
り
で
あ
る
。
洛
中

洛
外
の
社
寺
を
巡
拝
し
て
山
に
帰
る
の
だ
が
、
途
中

に
信
者
が
ゐ
れ
ば
加
持
を
し
て
や
る
。
戻
っ
て
く
る

ま
で
に
十
数
時
間
か
ら
殆
ど
丸
一
日
か
か
る
さ
う
で

ある。こ
の
堂
入
り
を
挟
む
一
千
日
の
行
を
終
へ
た
者

が
、
北
嶺
大
行
満
大
阿
閣
梨
と
称
さ
れ
る
。
さ
う
し

て
御
所
へ
土
足
参
内
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
行
者
へ
の

栄
誉
で
あ
る
と
同
時
に
玉
体
加
持
と
国
家
鎮
護
を
修

す
る
大
阿
闇
梨
と
し
て
の
責
務
で
も
あ
る
。

た
だ
し
一
千
日
と
い
ふ
も
の
の
、
実
際
に
は
九
百

七
十
五
日
と
い
ふ
。

こ
の
行
を
終
へ
た
僧
は
戦
後
で
も
十
数
人
し
か
ゐ

な
い
。
先
年
遷
化
し
た
酒
井
雄
哉
大
阿
闊
梨
は
、
千
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日
回
峰
行
を
二
回
成
し
遂
げ
た
。
昨
年
九
月
に
も
釜

堀
浩
元
と
い
ふ
一
山
住
職
の
行
者
が
達
成
し
、
織
田

信
長
の
焼
討
ち
の
後
の
記
録
に
残
る
五
十
一
人
目
の

大
阿
閣
梨
と
な
っ
た
。
そ
し
て
今
も
続
け
る
修
行
僧

が
居
る
は
ず
だ
。

今
、
こ
の
一
千
日
は
実
は
九
百
七
十
五
日
で
あ
る

と
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
残
り
の
二
十
五
日
は
何
だ
と

い
ふ
の
か
。
実
は
こ
こ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
こ
と

を
我
々
は
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

平
成
二
年
に
満
行
し
た
光
永
覚
道
大
阿
閣
梨
に
よ

れ
ば
、
一
千
日
と
区
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
で
行

が
終
は
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
と

い
ふ
。
最
後
ま
で
や
り
通
し
て
し
ま
へ
ば
、
今
ま
で

の
行
が
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
ふ
、
そ
れ
を
避

け
る
た
め
で
あ
る
。
あ
と
二
十
五
日
は
そ
の
後
の
一

生
を
か
け
て
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
か

ら
の
毎
日
が
　
「
あ
と
二
十
五
日
」
　
な
の
で
あ
り
、
こ

れ
が
一
生
続
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
九
百
七
十

五
日
を
一
千
日
に
読
み
替
へ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し

て
こ
の
二
十
五
日
は
一
生
と
同
じ
意
味
を
持
つ
の
で

あ
ら
う
。

こ
の
　
「
二
十
五
日
」
　
は
、
何
か
一
つ
の
こ
と
を
仕

上
げ
る
た
め
に
常
に
完
成
に
向
け
て
心
を
整
へ
て
お

く
期
間
な
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
期
間
が

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
々
完
成
に
近
づ
け
る
。
区
切

り
が
つ
い
た
と
思
ふ
と
き
は
も
は
や
凋
落
に
向
か
ふ

と
き
で
あ
る
。
満
つ
れ
ば
挟
く
る
と
は
い
ふ
が
、
映

け
て
ゆ
か
な
い
や
う
に
す
る
、
こ
れ
が
こ
の
一
千
日

に
対
す
る
二
十
五
日
間
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一

千
年
続
く
こ
の
行
が
茄
す
経
験
則
と
い
ふ
も
の
で

あ
ら
う
。
盈
虚
思
想
を
し
っ
か
り
見
定
め
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。

一
生
を
か
け
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
我
々
は

い
く
つ
か
持
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
は
こ
の
考
へ
方

が
大
切
で
あ
る
。
例
へ
ば
学
習
な
ど
も
そ
の
一
つ
で

あ
ら
う
。
常
に
目
標
を
先
に
設
け
て
そ
れ
に
向
き
合

ひ
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

実
は
、
千
日
回
峰
行
の
中
の
　
「
二
十
五
日
」
　
こ
そ

が
　
「
ゆ
と
り
」
　
と
い
ふ
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
思

ふ
。
修
行
を
修
行
と
し
て
、
学
問
を
学
問
と
し
て
完

成
さ
せ
る
源
が
本
来
の
　
「
ゆ
と
り
」
な
の
で
あ
る
。

以
前
「
ゆ
と
り
教
育
」
　
と
称
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
学
習
内
容
を
何
割
か
削
っ
て
生
み
出

し
た
時
間
を
利
用
す
る
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が

行
ば
れ
た
。
し
か
し
削
ら
れ
た
内
容
を
回
復
す
る
手

段
は
用
意
さ
れ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
。
「
二
十
五
日
」

を
他
の
こ
と
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ゆ

と
り
教
育
」
　
の
　
「
ゆ
と
り
」
　
は
別
物
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。か

つ
て
我
が
国
に
蔓
延
し
た
　
「
ゆ
と
り
教
育
」
な

る
も
の
に
よ
っ
て
、
あ
る
年
齢
層
の
個
人
、
並
び
に

社
会
は
大
切
な
も
の
を
失
つ
た
と
い
へ
る
。

（会員）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
（
四
）

［
次
の
文
章
は
、
『
現
代
国
語
読
本
　
巻
一
』

に
載
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
教
科
書
は
、
大
正

十
二
年
初
版
で
、
手
許
に
あ
る
の
は
、
昭
和
十

年
修
正
七
版
で
あ
る
。
こ
の
教
科
書
は
、
国
文

学
者
、
文
部
省
教
科
書
編
纂
官
八
波
則
吉
氏
の

単
独
編
蹄
と
し
て
知
ら
れ
、
戦
前
の
中
学
国
語

教
科
書
と
し
て
大
変
評
価
の
高
い
も
の
で
あ
っ

た
。
全
十
巻
か
ら
成
り
、
各
学
年
二
巻
配
当
。

巻
一
は
中
学
一
年
前
期
の
も
の
で
あ
る
。
］

「
菖
蒲
の
節
句
」
　
　
　
島
崎
藤
村

国
民
の
記
念
日
で
も
な
く
、
氏
神
の
祭
礼
で
も
な

く
、
卯
月
八
日
の
花
祭
と
か
碁
の
ク
リ
ス
マ
ス
と
か

の
や
う
な
宗
教
的
意
味
の
あ
る
祭
日
で
は
な
い
ま
で

も
、
一
年
に
二
度
の
節
句
の
祝
が
た
だ
I
－
幼
い
者

の
た
め
に
あ
る
の
は
嬉
し
い
。
－
－
I
女
の
児
の
た
め

に
は
三
月
の
桃
の
節
句
、
男
の
児
の
た
め
に
は
五
月

の
菖
蒲
の
節
句
が
あ
る
の
は
嬉
し
い
。

五
月
人
形
の
多
く
が
、
武
勇
を
誇
と
し
た
旧
い
時

代
か
ら
の
遺
物
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
理
窟
は
抜
き

に
し
た
い
。
そ
こ
に
飾
ら
れ
る
一
切
の
も
の
は
皆
玩

具
で
あ
る
。
あ
の
三
月
の
節
句
に
取
出
さ
れ
て
、
今

に
も
合
唱
で
も
始
め
さ
う
な
雛
や
、
古
風
な
少
年
音

楽
隊
の
や
う
な
五
人
暁
子
の
代
り
に
、
五
月
の
節
句

を
祝
ふ
た
め
に
あ
る
も
の
は
鍾
燈
や
鬼
や
金
時
や
桃

太
郎
な
ど
の
行
列
で
あ
る
。
五
月
の
空
に
高
く
翻
る

鯉
職
は
、
恰
も
子
供
の
国
を
そ
こ
に
打
建
て
た
か
の

や
う
に
も
見
え
る
。
狭
苦
し
い
町
の
中
に
あ
つ
て
も
、

あ
ち
こ
ち
屋
根
の
上
に
鯉
職
を
望
む
の
は
楽
し
い
。

鱗
を
描
い
た
魚
の
形
、
長
い
尾
、
大
き
な
眼
、
空
に

か
ゝ
る
金
と
赤
と
黒
と
の
あ
の
色
彩
、
動
き
を
悦
ぶ

子
供
の
心
を
楽
し
ま
せ
る
や
う
な
あ
の
飛
揚
。
大
人

の
心
を
も
子
供
の
心
に
返
す
も
の
は
、
あ
の

は
た
／
＼
と
風
に
鳴
る
鯉
臓
の
音
で
あ
る
。
五
月
の

節
句
を
祝
ふ
も
の
は
室
内
に
も
屋
外
に
も
あ
っ
て
、
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軒
に
ふ
く
菖
蒲
ま
で
が
お
伽
話
の
情
調
を
誘
ふ
の
も

懐
か
し
い
。

五
月
の
節
句
を
迎
へ
る
頃
は
、
何
と
言
っ
て
も
季

節
の
感
じ
が
深
い
。
桃
・
接
彊
過
去
り
、
椿
や
木
蓮

に
も
遅
く
、
山
吹
や
藤
や
満
天
墓
な
ど
の
花
が
香
気

を
放
つ
五
月
の
初
は
、
一
年
の
中
の
最
も
楽
し
い
季

節
の
一
つ
で
あ
る
。
遠
い
山
々
へ
は
ま
だ
雪
の
来
る

日
が
あ
っ
て
、
雨
で
も
降
れ
ば
袷
で
は
寒
い
こ
と
も

あ
る
が
、
私
達
の
周
囲
は
も
は
や
若
葉
の
世
界
で
あ

る
。
こ
の
好
い
時
候
に
楽
し
い
菖
蒲
の
節
句
が
や
っ

て
来
る
。

桃
の
花
が
女
の
児
に
ふ
さ
は
し
い
や
う
に
、
菖
蒲

は
お
の
づ
か
ら
男
の
児
に
ふ
さ
は
し
い
。
一
ふ
し

鋭
い
と
こ
ろ
の
あ
る
葉
の
形
も
好
い
。
爽
か
で

み
づ
〈
し
い
葉
の
色
も
好
ま
し
い
。
あ
れ
を
軒
に

か
け
る
と
い
ふ
こ
と
も
優
し
い
風
俗
だ
と
思
ふ
。
一

年
に
一
度
の
菖
蒲
湯
が
た
っ
て
、
あ
の
香
気
が
人
を

酔
は
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
私
達
の
身
を
も
心
を
も

温
め
て
呉
れ
る
の
も
嬉
し
い
。
青
々
と
し
た
菖
蒲
の

浮
い
て
居
る
中
を
掻
分
け
て
湯
槽
に
浸
る
の
も
楽
し

み
だ
し
、
あ
の
葉
が
私
達
の
肌
な
ど
へ
ぺ
た
り
と
附

い
た
時
の
心
持
も
悪
く
な
い
。

操
の
香
は
幼
い
日
の
香
で
あ
る
。
綜
ば
か
り
は

部
び
た
処
で
作
ら
れ
る
も
の
ほ
ど
好
い
。
あ
の
細
長

い
韓
の
葉
の
巻
付
け
て
あ
る
の
を
解
い
て
、
青
い
色

に
蒸
さ
れ
た
香
を
唄
い
だ
子
供
の
頃
の
心
持
は
、
今

だ
に
忘
れ
ら
れ
な
い
。
標
の
外
に
、
柏
餅
・
赤
飯
な

ど
と
数
へ
て
来
る
と
、
五
月
の
節
句
を
祝
ふ
も
の
で
、

何
が
な
し
に
懐
か
し
い
忠
を
誘
は
な
い
も
の
は
な

い
。
私
達
の
少
年
時
代
は
ま
だ
軒
の
菖
蒲
に
も
残
つ

て
居
る
や
う
な
気
が
す
る
。

（
原
文
の
漢
字
は
正
字
。
送
り
仮
名
、
ル
ビ
は
原
文
通
り
）

○
研
究
大
会
主
題
の
設
定
に
つ
い
て

既
報
の
通
り
、
平
成
三
十
年
度
日
本
教
師
会
第
五

十
八
回
教
育
研
究
大
会
は
来
た
る
8
月
4
日
、
5
日

に
　
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
市
ヶ
谷
（
私
学
会
館
）
」
　
を
会
場

に
開
催
さ
れ
ま
す
。
研
究
主
題
を
　
（
近
代
教
育
の
再

検
討
－
何
を
得
て
、
何
を
失
っ
た
か
－
）
　
に
設
定
し

ま
し
た
。
以
下
は
　
【
主
題
設
定
の
趣
旨
】
　
（
要
旨
）

です。
〔
今
年
は
明
治
改
元
か
ら
百
五
十
年
と
な
る
節
目

の
年
で
あ
る
。
教
育
界
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
意
味
を
も
つ
か
。
明
治
五
年
に
学
制
が
発
布
さ

れ
、
明
治
二
十
三
年
の
教
育
勅
語
に
よ
り
、
近
代
に

お
け
る
我
が
国
教
育
の
基
本
理
念
が
確
立
し
た
。
し

か
し
、
昭
和
二
十
年
大
東
亜
戦
争
の
敗
北
に
よ
り
、

我
が
国
は
六
年
八
ケ
月
と
い
う
長
き
に
わ
た
っ
て
連

合
国
軍
に
占
領
さ
れ
、
そ
の
間
に
教
育
制
度
も
変
更

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
教
育
勅
語
が
廃
止
さ
れ
、
六

・
三
・
三
制
や
男
女
共
学
制
の
施
行
、
修
身
や
地
歴

科
の
廃
止
、
漢
字
制
限
や
現
代
仮
名
遣
い
へ
の
変
更

等
、
G
H
Q
の
指
導
の
下
に
制
定
さ
れ
た
教
育
基
本

法
に
基
づ
く
戦
後
教
育
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
教
育

基
本
法
は
現
行
の
も
の
に
改
正
さ
れ
、
我
が
国
の
主

体
性
が
回
復
さ
れ
た
が
、
歴
史
教
育
な
ど
は
、
ま
だ

多
く
の
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の

節
目
の
年
に
、
明
治
か
ら
始
ま
る
近
代
教
育
を
再
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
は
何
を
得
て
、
何
を
失

っ
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。
そ
こ
に
今
後
我
が
国
が

進
む
べ
き
道
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
は
ず
だ
。
〕

〇
日
本
数
節
会
「
日
本
の
教
育
」
　
の
原
稿
募
集

こ
の
夏
の
教
育
研
究
大
会
の
紀
要
と
し
て
発
行
さ

れ
ま
す
。
日
頃
の
実
践
、
研
究
の
成
果
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

・内容①
記
念
講
話
、
実
践
発
表
者
の
レ
ジ
ュ
メ

②
研
究
主
題
に
か
か
わ
る
論
考
、
実
践
報
告

③
そ
の
他
の
テ
ー
マ
に
よ
る
論
文

・体裁①
B
5
判
i
3
0
字
×
2
4
行
×
2
段
組

②
字
数
　
見
開
き
2
頁
～
4
頁

③
二
太
郎
」
　
又
は
　
「
ワ
ー
ド
」
　
で

④
締
切
　
七
月
二
十
日
　
（
木
）

⑤
付
先
e
畠
i
r
h
豊
d
8
⑧
n
i
畢
8
害

◎
「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
投
稿

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

字
数
は
三
千
字
程
度
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。

た
だ
し
こ
れ
よ
り
長
い
も
の
は
数
次
に
分
け
て
掲

載
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

仮
名
遣
い
は
古
典
現
代
い
づ
れ
か
に
統
一
し
て

下
さ
い
。
ま
た
、
写
真
や
図
版
は
ご
相
談
く
だ
さ

い。

送
り
先
は
題
字
下
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー

ル
の
送
り
先
は
次
の
通
り
で
す
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）
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