
「
三
つ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界

諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ

佐

藤

泰

正
，

＼

一

 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
は
、
な
か
な
か
位
置
づ
け
の
む
つ
か
し
い
作
品
で
あ
る
。

従
来
の
漱
石
論
一
巻
に
、
「
坊
つ
ち
や
ん
」
論
を
も
っ
て
一
章
を
立
て
た
も
の

が
殆
ん
ど
見
ら
れ
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
一
面
は
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
だ

が
こ
の
作
の
無
類
の
味
わ
い
も
ま
た
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
大
岡
昇
平
は
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ヘ
 
 
へ

こ
れ
を
繰
返
し
読
ん
で
飽
く
こ
と
の
な
い
「
傑
作
」
と
よ
び
、
「
こ
う
い
う
多

へ
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ヘ
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彩
で
流
動
的
な
文
章
を
、
そ
の
後
漱
石
は
書
か
な
か
っ
た
。
ま
た
後
に
も
先
に

略
日
本
人
は
だ
れ
も
書
か
な
か
っ
た
」
 
（
昭
和
四
一
・
一
・
九
、
「
朝
日
新
聞

」
コ
冊
の
本
」
 
（
傍
点
筆
者
以
下
同
）
と
嘆
じ
て
い
る
。
ま
た
伊
藤
整
は
漱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 
 
へ

石
の
文
学
を
論
じ
て
、
「
『
坊
つ
ち
や
ん
」
は
筋
と
ユ
ー
モ
ア
の
高
潮
と
駆
け
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上
る
よ
う
な
創
作
の
完
全
さ
を
も
ち
」
（
角
川
書
店
「
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
」

「
夏
目
漱
石
」
）
云
々
と
述
べ
て
い
乃
。
い
ず
れ
も
そ
の
物
語
の
面
白
さ
も
ま

た
そ
れ
と
し
て
、
と
り
わ
け
、
そ
の
文
体
の
無
垢
な
る
流
露
の
完
壁
を
嘆
賞
し

て
や
ま
ぬ
か
に
み
え
る
α

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

'
ま
た
伊
藤
整
は
「
こ
の
小
説
で
は
じ
め
て
漱
石
は
小
説
を
か
い
た
と
云
っ
て

い
い
で
あ
ろ
う
」
と
も
い
う
。
た
し
か
に
「
澱
虚
集
」
の
短
篇
よ
り
「
吾
輩
は

「
三
つ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界
 
i
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
i

猫
で
あ
る
」
の
半
ば
に
至
る
章
を
含
め
て
、
彼
ば
こ
の
時
ま
で
真
に
小
説
ら
し

い
も
の
は
書
か
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
較
べ
、
主
人
公
の
弔
い
立
ち

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
よ
り
、
そ
の
都
落
ち
、
わ
ず
か
一
月
ば
か
り
の
間
に
圧
縮
さ
れ

た
様
々
な
事
件
の
起
伏
、
そ
う
し
て
再
び
都
に
帰
り
市
井
の
生
活
に
埋
没
す
る

後
日
諦
に
至
る
ま
で
、
起
承
転
結
を
踏
ま
え
た
展
開
は
、
こ
れ
に
続
く
「
草
枕

」
馳
や
「
二
百
十
日
」
を
も
含
め
て
、
異
な
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
に
も
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
果
し
て
「
小
説
」
た
り
え
た
か
。
あ
え
て
い
え
ば
こ
れ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ま
た
「
小
説
」
な
ら
ぬ
、
 
「
う
た
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
い
や
、
 
「
う
た
」
と

は
筆
・
者
の
恣
意
の
論
で
は
な
い
、
漱
石
自
身
が
そ
う
語
っ
て
い
る
の
だ
。
す

で
に
ふ
れ
た
文
体
の
無
類
の
流
露
感
も
ま
た
、
こ
れ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
執
筆
の
要
因
に
ふ
れ
て
、
当
時
の
漱
石
に
お
け
る
「
外
界

と
の
相
剋
が
も
た
ら
す
醗
積
状
況
か
ら
の
脱
却
の
試
み
が
、
作
品
形
成
の
発
火

点
に
な
っ
て
い
る
」
 
（
小
谷
野
純
一
「
『
坊
つ
ち
や
ん
』
解
析
」
）
と
い
う
指

摘
は
、
ま
た
多
く
の
論
者
の
評
す
る
処
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
漱
石
は
こ
の
一
篇

で
、
居
た
た
ま
れ
な
い
現
実
に
対
す
る
急
愚
を
痛
快
謳
と
い
う
構
成
で
放
出
し

て
い
る
」
 
（
梶
木
剛
「
夏
巨
漱
石
論
」
第
二
章
自
己
放
出
の
諸
形
態
、
現
在
「

試
行
」
連
載
中
）
と
言
い
う
る
し
、
こ
れ
を
初
期
の
作
品
申
の
文
脈
に
お
け
ば
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「
倫
敦
塔
」
の
「
空
想
」
、
 
「
草
枕
」
の
「
〈
非
人
情
V
の
世
界
」
、
「
坊
つ

ち
や
ん
」
の
「
痛
快
謳
」
1
こ
れ
ら
す
べ
て
は
「
居
た
た
ま
れ
な
い
現
実
の

ゆ
え
に
非
現
実
の
世
界
に
こ
こ
ろ
を
遊
ば
せ
る
と
い
う
構
図
」
を
示
し
「
こ
こ

に
漱
石
の
初
期
短
篇
群
を
貫
，
く
基
軸
が
あ
る
」
 
（
同
）
か
と
み
え
る
。
漱
石
の

三
三
と
怒
り
の
放
出
は
そ
の
書
簡
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
特
に
三
十
九

年
六
月
よ
り
十
月
終
り
の
頃
ま
で
、
創
作
意
欲
の
異
常
な
薄
ま
り
と
と
も
に
集

中
的
に
繰
返
し
語
ら
れ
、
こ
れ
が
「
坊
つ
ち
や
ん
」
発
表
後
、
 
「
草
枕
」
 
コ
一

百
十
日
」
の
執
筆
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

 
 
今
の
世
に
神
経
衰
弱
に
罹
ら
ぬ
奴
は
金
持
ち
の
魯
鈍
も
の
か
》
無
教
育
の

 
無
良
心
の
徒
か
左
ら
ず
ぱ
、
二
十
世
紀
の
軽
薄
に
満
足
す
る
ひ
や
う
ろ
く
玉

 
に
候
。
／
も
し
死
ぬ
な
ら
ば
神
経
衰
弱
で
死
ん
だ
ら
名
誉
だ
ら
う
と
思
ふ
亀

 
時
が
あ
っ
た
ら
神
経
衰
弱
論
を
草
し
て
天
下
の
犬
ど
も
に
犬
で
あ
る
事
を
自
、

 
覚
さ
せ
て
や
り
た
い
と
思
ふ
。
 
（
明
治
三
九
・
六
・
七
、
鈴
木
三
重
吉
宛
書

 
簡
）

 
 
天
下
の
犬
を
退
治
れ
ば
胃
病
は
全
快
す
る
。
是
が
僕
の
生
涯
の
事
業
で
あ

 
る
。
外
に
願
も
何
も
な
い
。
 
（
同
六
・
一
二
、
加
計
正
文
宛
）

 
 
犬
は
殺
さ
ゴ
る
べ
か
ら
ず
。
豚
は
屠
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
猪
子
才
は
頓
首

 
せ
し
め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
 
（
黒
土
・
二
一
二
、
野
村
伝
四
宛
）

 
さ
ら
に
は
ま
た
次
の
ご
と
く
も
言
う
。

 
 
小
生
は
生
涯
に
文
章
が
い
く
つ
か
け
る
か
夫
が
楽
し
み
に
候
。
又
喧
曄
が

 
何
年
出
来
る
か
夫
か
楽
に
候
。
 
（
略
）
世
界
総
体
を
相
手
に
し
て
ハ
リ
ッ
ケ

 
に
で
も
な
っ
て
ハ
リ
ッ
ケ
の
上
か
ら
下
を
見
て
此
馬
鹿
野
郎
と
心
の
う
ち
で

 
軽
蔑
し
て
死
ん
で
見
た
い
。
 
（
五
七
・
三
、
山
子
浜
虚
子
宛
）

 
 
小
生
千
駄
木
に
あ
っ
て
文
を
草
す
。
左
右
前
後
に
居
る
も
う
ろ
く
ど
も
一

 
切
気
に
喰
は
ず
朝
か
ら
晩
迄
喧
嘩
な
り
此
中
に
在
っ
て
名
文
が
か
け
ぬ
位
な
，

 
ら
文
章
は
や
め
て
仕
舞
ふ
考
な
り
。
 
（
略
）
喧
嘩
し
つ
㌧
、
勉
強
を
し
つ
㌧

 
文
章
を
か
き
つ
㌧
、
も
う
ろ
く
ど
も
が
く
た
ば
る
迄
は
決
し
て
千
駄
木
を
う

」
つ
ら
ず
し
て
、
安
々
と
往
生
仕
る
覚
悟
な
れ
ば
-
…
・
（
同
八
．
六
、
森
田
米

 
松
宛
）

 
も
は
や
逐
一
挙
げ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
か
く
し
て
八
月
十
一
日
、
高
浜

虚
子
宛
の
書
信
に
次
の
ご
と
き
言
葉
が
あ
る
。

 
 
『
御
前
が
馬
鹿
な
ら
、
わ
た
し
も
馬
鹿
だ
。
馬
鹿
と
馬
鹿
な
ら
喧
嘩
だ
よ

 
」
今
朝
か
う
云
ふ
う
た
を
作
り
ま
し
た
。
此
人
生
観
を
布
宿
し
て
い
っ
か
小

 
説
に
か
き
た
い
。
相
手
が
馬
鹿
な
真
似
を
し
て
切
り
込
ん
で
く
る
と
、
賢
人

 
も
巳
を
得
ず
馬
鹿
に
な
っ
て
喧
嘩
を
す
る
。
そ
こ
で
社
会
が
堕
落
す
る
。
馬

 
鹿
は
成
程
社
会
の
有
毒
分
子
だ
と
云
ふ
事
を
人
に
教
へ
る
の
が
主
意
で
す
。
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先
づ
当
分
は
幸
う
た
丈
う
た
っ
て
ゐ
ま
す
。
小
説
に
し
た
ら
ホ
ト
・
ギ
ス
へ

 
上
げ
ま
す
。
 
（
同
八
・
一
一
、
高
浜
虚
子
宛
）

 
「
先
づ
当
分
は
此
う
た
丈
う
た
っ
て
ゐ
ま
す
」
と
は
前
後
の
文
脈
よ
り
し
て

そ
の
創
作
へ
の
基
本
的
な
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
信
が
「
九
日

迄
連
日
執
筆
」
 
（
八
・
一
〇
、
小
宮
豊
隆
宛
）
、
と
い
う
「
草
枕
」
を
書
き
上
げ

一
息
つ
い
た
、
そ
の
余
情
の
裡
に
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
留
意
し
て
お

い
て
よ
か
ろ
う
。

 
「
ロ
ハ
今
ホ
ト
・
ギ
ス
の
分
を
三
十
枚
余
認
め
た
所
。
何
だ
か
長
く
な
り
さ
う

で
弱
は
り
候
。
夫
に
腹
案
も
思
ふ
様
に
調
は
ず
閉
口
の
体
に
候
。
実
を
申
す
と

今
日
杯
は
ぶ
ら
く
臼
帆
の
見
え
る
川
べ
り
で
も
あ
る
き
た
い
所
に
候
」
、
（
三

・
一
七
、
滝
田
樗
急
撃
）
」
と
は
、
 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
執
筆
・
中
の
言
葉
だ
が
、

後
半
の
感
慨
は
評
家
も
指
摘
す
る
ご
之
く
、
ま
さ
に
「
『
草
枕
」
の
世
界
に
接
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続
」
 
（
竹
盛
天
雄
「
坊
つ
ち
や
ん
の
受
難
」
）
し
て
お
り
、
し
か
し
「
現
実
の

漱
石
は
濫
虚
碧
堂
と
な
づ
け
た
書
斎
の
申
に
陰
雀
な
表
情
を
浮
か
べ
て
棲
み
な

が
ら
、
 
『
白
帆
の
見
え
る
川
べ
り
を
あ
る
』
く
代
り
に
、
都
よ
り
地
方
へ
下
る

坊
つ
ち
や
ん
嫁
を
原
稿
用
紙
の
上
に
放
射
し
噴
出
さ
せ
」
（
同
）
て
い
た
こ
と

と
な
る
。
し
か
も
こ
の
感
慨
は
さ
ら
に
「
坊
つ
ち
や
ん
」
一
篇
を
書
き
終
っ
た

後
も
ま
た
i
～
-
「
ど
う
か
春
晴
に
乗
じ
て
一
日
川
が
あ
っ
て
帆
懸
舟
の
通
る
所

へ
行
っ
て
遊
び
た
い
」
 
（
明
治
三
九
・
四
・
一
、
高
浜
虚
子
宛
）
と
い
う
ふ
う

に
続
く
。
こ
こ
か
ら
「
草
枕
」
の
世
界
は
ひ
と
続
き
で
あ
り
、
主
人
公
の
「
画

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

工
は
紛
々
た
る
俗
人
情
を
随
と
」
し
、
「
非
人
情
の
旅
を
し
て
し
ば
ら
く
で
も

瓢
虫
し
や
う
」
 
（
同
量
・
三
〇
、
森
田
米
松
宛
）
と
す
る
。
こ
の
「
二
十
世
紀

に
睡
眠
が
必
要
な
ら
ば
、
二
十
世
紀
に
此
出
世
間
的
の
詩
味
は
大
切
で
あ
る
」

と
言
い
、
画
工
は
「
淵
明
、
王
維
の
詩
境
を
直
接
に
自
然
か
ら
吸
収
し
て
、
す

こ
し
の
間
で
も
非
熱
情
の
天
地
に
迫
質
し
だ
、
い
し
 
（
「
草
枕
」
一
）
と
願
う
。

 
漱
石
は
こ
こ
に
み
ず
か
ら
言
う
ご
と
く
、
「
世
間
普
通
に
い
ふ
小
説
と
は
全

く
反
対
の
」
、
 
「
唯
一
種
の
感
じ
一
美
し
い
感
じ
が
読
者
の
心
に
残
り
さ
へ

す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
以
外
に
何
も
特
別
な
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
さ
れ
ば

こ
そ
、
プ
ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
」
 
（
「
余
が
『
草
枕
』

'）

ﾆ
い
う
一
篇
の
「
俳
句
的
小
説
」
を
描
い
て
み
せ
た
が
、
敢
て
時
代
を
日
露

戦
争
下
に
と
っ
た
こ
の
作
品
の
意
図
が
、
「
「
ひ
と
り
の
画
工
を
主
人
公
と
す
る

唯
美
的
非
人
情
の
世
界
を
、
そ
う
い
う
反
唯
美
主
義
的
な
現
実
の
情
況
を
向
う

に
ま
わ
し
て
あ
え
て
成
り
立
た
し
め
よ
う
」
 
（
寺
田
透
「
草
枕
の
文
章
」
）
と

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
・
す
べ
て
を
「
意
中
の
景
」
と
見

ん
と
す
る
主
人
公
の
（
同
時
に
作
者
自
身
の
）
意
図
は
、
駅
頭
に
出
稼
ぎ
の
た

あ
に
満
州
へ
旅
立
つ
前
夫
を
送
る
、
那
美
さ
ん
の
顔
に
一
瞬
浮
ぶ
「
憐
れ
」
を

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
世
界
 
-
諸
家
の
論
に
ふ
れ
っ
つ
一

見
て
、
「
余
が
胸
中
の
画
面
は
六
十
嵯
の
際
に
成
就
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う

結
尾
の
一
句
に
、
見
事
に
「
完
結
」
 
（
寺
田
透
）
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。 

だ
が
同
時
に
ま
た
、
こ
の
「
画
中
の
景
」
が
背
中
合
せ
に
、
殆
ん
ど
紙
一
重

に
、
現
実
の
苛
酷
さ
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
ま
い
。
い
や
、
敢
て
い
え

ば
、
那
美
さ
ん
も
男
も
、
ま
た
語
り
手
自
身
も
、
そ
の
背
後
の
現
実
世
界
の
あ

ら
わ
な
滲
出
と
対
峙
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
あ
や
う
さ
の
只
中
に
引
き
出
さ
れ

ざ
る
を
え
ぬ
一
そ
の
破
れ
の
な
か
に
、
あ
の
終
末
の
「
成
就
」
は
な
さ
れ
た
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の
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
「
愈
々
現
実
世
界
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
。
汽
車
の
見

え
る
所
を
現
実
世
界
と
云
ふ
」
-
1
一
行
が
停
車
場
に
着
く
と
同
時
に
、
語
り

手
の
筆
は
一
転
し
て
文
明
論
に
走
り
、
 
「
汽
車
程
二
十
世
紀
の
文
明
を
代
漏
す

る
も
の
は
」
な
く
、
「
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
手
段
を
つ
く
し
て
、
個
性
を
発
達
せ

し
め
た
る
後
、
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
方
法
に
よ
っ
て
此
個
性
を
踏
み
付
け
様
と
す

る
」
苛
酷
な
文
明
の
象
徴
を
汽
車
に
見
る
と
い
う
。
 
「
余
は
汽
車
の
猛
烈
に
、

み
さ
か
い

財
界
な
く
、
凡
て
の
人
を
貨
物
同
様
に
心
得
て
走
る
様
を
見
る
度
に
、
客
車

の
う
ち
に
閉
じ
籠
め
ら
れ
た
る
個
人
と
、
個
人
の
個
性
に
寸
毫
の
注
意
を
だ
に

払
は
ざ
る
此
導
車
と
を
比
較
し
て
」
、
文
明
の
孕
む
「
あ
ぶ
な
」
さ
を
憂
う
。

脳
や
が
て
那
美
さ
ん
の
前
か
ら
男
を
連
れ
さ
っ
て
ゆ
く
汽
車
は
、
皮
肉
な
運
命

と
い
う
以
上
に
、
つ
い
に
二
十
世
紀
の
住
人
に
安
ら
か
な
「
睡
眠
」
を
与
え
よ

う
と
せ
ぬ
苛
烈
な
文
明
の
象
徴
で
あ
り
、
こ
の
文
脈
上
に
あ
の
結
尾
の
一
節
を

お
け
ば
、
那
美
さ
ん
の
顔
に
浮
ぶ
、
「
憐
れ
」
の
背
後
に
、
 
「
寒
中
の
景
」
よ
り

す
で
に
覚
め
ざ
る
を
え
ぬ
、
作
者
の
に
が
い
眼
差
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。
「
愈
々
現
実
世
界
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
」
と
い
う
先
の
一
句
は
、
こ
の

結
尾
と
照
応
し
．
て
ゆ
る
が
ぬ
も
の
と
み
え
る
。
画
工
は
胸
中
に
き
ざ
す
「
汽
車
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論
」
 
（
即
ち
文
明
論
で
あ
ろ
う
）
は
「
写
生
帖
へ
か
く
訳
に
も
行
か
ず
」
ゐ
「

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
 
と

満
州
の
野
に
吹
く
風
の
臭
ひ
も
知
ら
ぬ
。
現
代
文
明
の
弊
を
も
見
認
め
ぬ
。
革

．
命
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
文
字
さ
へ
闘
い
た
事
も
あ
る
ま
い
」
二
人
の
男
を

写
生
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
皮
肉
な
対
照
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
さ
ら
に
、
文
明

・
の
圧
追
下
に
あ
え
ぐ
個
人
の
内
部
に
き
ざ
す
「
革
命
」
に
ふ
れ
、
「
此
革
命
の

起
る
べ
き
状
態
に
就
て
具
さ
に
其
例
謹
を
吾
人
に
与
へ
た
」
イ
プ
セ
ン
へ
の
言

及
も
見
逃
せ
ま
い
。
先
に
ふ
れ
た
「
草
枕
」
の
余
情
と
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を

含
む
。
と
同
時
に
、
 
「
当
分
謂
う
た
逐
う
た
つ
て
ゐ
ま
す
」
と
い
う
、
そ
の
「

 
ヘ
 
 
へ

う
た
」
も
ま
た
こ
れ
ら
す
べ
て
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
小
説
に

し
た
ら
ホ
ト
・
ギ
ス
へ
上
げ
ま
す
」
と
い
う
一
こ
れ
が
後
に
「
二
百
十
日
」

 
（
明
治
三
九
・
一
〇
Y
を
経
て
、
．
「
野
分
」
 
（
明
四
σ
・
一
）
一
篇
と
し
て
発

譲
さ
れ
た
こ
と
は
付
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

 
 
「
二
百
十
日
」
は
い
さ
さ
か
草
卒
の
間
に
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
（

九
月
六
日
よ
り
九
日
ま
で
の
わ
ず
か
四
日
で
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
）
、
「
野

分
」
の
「
言
は
ば
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
や
う
な
も
の
」
 
（
小
宮
豊
隆
）
と

も
み
ら
れ
る
作
品
だ
が
、
そ
の
末
尾
は
一
1
「
我
々
が
世
の
中
に
生
活
し
て
み

る
第
一
の
目
的
は
、
か
う
云
ふ
文
明
の
怪
獣
を
打
ち
殺
し
て
、
金
も
力
も
な
い

平
民
に
幾
分
で
も
安
慰
を
与
へ
る
に
あ
る
だ
ら
う
」
と
い
う
慷
慨
家
の
圭
さ
ん

一
の
言
葉
と
と
も
に
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
「
轟
々
と
百
年
の
不
平
を

限
り
な
き
碧
空
に
吐
き
出
」
す
阿
蘇
の
姿
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
山
里
の
「

澄
み
き
っ
た
空
の
底
に
響
き
渡
る
」
鍛
治
屋
の
音
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
こ
の
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

も
ま
た
、
 
「
文
明
の
皮
を
剥
」
く
の
だ
と
言
い
、
 
「
文
明
の
革
命
」
を
や
る
の

だ
と
い
う
圭
さ
ん
の
批
判
、
慷
慨
を
も
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
、
怪
物
退
治
の
宣
言

を
も
っ
て
終
る
こ
と
と
な
る
。
漱
石
が
「
坊
つ
ち
や
ん
」
「
草
枕
」
コ
一
百
干
-
，

日
」
の
三
篇
を
「
鶉
籠
」
一
巻
に
収
め
、
そ
の
序
に
t
「
集
中
収
む
る
所
三

篇
、
取
材
一
な
ら
ず
、
趣
旨
固
ま
り
同
じ
か
ら
ず
。
著
者
は
た
ゴ
此
三
篇
に
よ

っ
て
、
其
胸
中
に
漂
へ
る
万
物
に
一
種
の
体
を
与
へ
た
る
を
信
ず
」
と
い
う
時
．

 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

「
其
胸
中
に
漂
へ
る
或
物
」
の
何
た
る
か
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
こ
れ
ら
三
篇
の
す
べ
て
に
あ
っ
て
「
都
よ
り
地
方
へ
下
る
入
間
が
主
人
公
と

し
て
え
が
か
れ
て
い
る
」
 
（
竹
盛
真
書
）
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
同
時
に
そ

の
都
落
ち
、
あ
る
い
は
旅
へ
の
志
向
が
、
文
明
社
会
や
現
実
へ
の
欝
屈
、
葱
癒

よ
り
の
自
己
解
放
、
あ
る
い
は
無
垢
な
る
自
然
の
慰
籍
や
「
出
世
間
の
詩
味
」

（
「
草
枕
」
）
へ
の
没
入
、
投
身
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
抱
く
と
み
え
つ
つ
、
同

時
に
そ
の
底
に
、
現
実
そ
の
も
の
へ
の
回
帰
の
深
い
衝
迫
を
孕
ん
で
い
る
こ
と

も
ま
た
見
逃
せ
ま
い
。
こ
れ
は
ま
た
晩
期
、
 
「
明
暗
」
と
並
行
し
て
作
ら
れ
た

漢
詩
が
「
俗
了
」
さ
れ
た
心
を
洗
い
濯
ぐ
た
め
と
言
い
つ
つ
、
ま
た
同
時
に
「

俗
了
し
の
世
界
を
凝
視
せ
ん
ど
す
る
認
識
者
の
姿
勢
を
色
濃
く
に
じ
ま
せ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
へ

る
こ
と
と
も
あ
い
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
漱
石
に
お
け
る
放
と
執
と
の
交
錯
の

機
微
に
か
か
わ
る
処
で
も
あ
る
。

 
「
草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
。
あ
れ
も
い
、
が
矢
張
め
今
の
世
界
．

に
生
存
し
て
自
分
の
よ
い
所
を
通
さ
う
と
す
る
に
は
ど
う
し
て
も
イ
プ
セ
ン
流

に
出
な
く
て
は
い
け
な
い
」
 
（
明
治
三
九
・
一
〇
・
二
六
、
鈴
木
三
重
吉
宛
書

簡
）
と
は
、
 
「
草
枕
」
よ
り
「
野
分
」
へ
の
転
回
を
示
す
言
葉
と
し
て
し
ば
し

ば
引
か
れ
る
処
だ
が
、
 
「
イ
プ
セ
ン
流
」
云
々
と
は
、
す
で
に
「
草
枕
」
末
尾

に
語
る
処
で
も
あ
り
、
 
「
野
分
」
へ
の
発
展
は
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
か
く

し
て
「
う
た
」
は
「
小
説
」
に
仕
立
て
ら
れ
た
が
、
な
お
そ
れ
は
本
質
に
お
い

て
「
う
た
」
を
脱
皮
し
え
た
と
は
言
い
え
ま
い
。
 
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
に
ふ

れ
て
、
 
「
出
来
る
な
ら
ば
、
あ
ん
な
馬
鹿
気
た
事
を
生
涯
か
い
て
る
た
い
。
そ

（・104）



れ
で
な
い
と
、
腹
へ
つ
め
た
も
の
が
も
た
れ
て
困
る
」
（
三
九
・
八
・
，
二
八
、

小
宮
豊
隆
宛
）
と
語
る
漱
石
は
同
時
に
、
 
「
迷
亭
が
喋
二
っ
て
も
苦
沙
彌
が
述

べ
て
も
同
じ
語
気
で
あ
る
」
と
い
う
評
者
の
「
非
難
」
を
「
御
尤
も
な
る
攻
撃

に
候
」
と
も
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
非
難
〔
は
ま
た
「
猫
」
の
み
の
も
の
で
は

あ
る
ま
い
。
漱
石
は
こ
の
矛
盾
を
敢
て
承
知
で
「
猫
」
を
書
き
、
 
「
坊
つ
ち
や

ん
」
を
書
き
、
 
「
草
枕
」
 
「
二
百
十
日
」
、
さ
ら
に
「
野
分
」
と
書
き
つ
づ
け

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
「
う
た
」
を
小
説
に
仕
立
て
る
以
上
、
こ
の
矛
盾
は
避
け
ら
れ
ま
い
。
こ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

ら
の
作
中
の
人
物
や
語
り
手
の
慷
慨
は
、
「
野
分
」
に
至
る
ま
で
つ
い
に
「
う

へた
」
の
発
想
を
出
で
ず
し
て
終
っ
た
と
も
い
え
る
。
た
だ
「
雪
分
」
に
至
っ
て

主
人
公
で
あ
る
「
文
学
者
道
也
の
論
理
を
相
対
化
で
き
る
妻
の
論
理
が
対
置
さ

れ
て
」
 
（
越
智
治
雄
「
蜀
分
」
）
い
る
こ
と
、
言
わ
ば
「
生
活
者
の
論
理
」
と

い
う
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
ま
い
。
し
か
も
な
お
「
文
学
は

人
生
其
物
で
あ
る
」
と
い
う
「
文
学
者
」
白
井
道
也
の
認
識
が
、
 
「
人
庄
」
そ

の
も
の
の
矛
盾
を
領
略
し
う
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
明
ら

か
で
あ
る
。
漱
石
が
こ
の
発
想
の
転
換
を
し
い
ら
れ
る
の
は
、
朝
日
入
社
後
、

職
業
作
家
、
ま
た
新
聞
小
説
の
作
者
と
し
て
の
出
発
を
み
ず
か
ら
に
課
し
て
よ

り
後
の
こ
と
と
な
る
。

 
さ
て
、
 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
周
辺
を
語
っ
て
い
さ
さ
か
長
き
に
失
し
た
か
と

も
み
え
る
が
、
以
上
の
文
脈
中
に
お
け
ば
、
 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
軸
篇
の
あ
り
か

だ
は
お
の
ず
か
ら
に
浮
彫
り
さ
れ
て
来
よ
う
。
そ
れ
は
漱
石
が
ま
さ
し
く
そ
の

「
う
た
」
を
、
最
も
純
一
に
、
ま
た
無
雑
に
直
叙
し
、
う
た
い
あ
げ
た
無
二
な

る
作
品
と
い
う
べ
く
、
そ
こ
に
我
々
は
お
の
ず
か
ら
な
る
作
者
内
奥
の
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
の
滲
出
を
、
そ
の
あ
ざ
や
か
な
し
る
し
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
よ

「
三
つ
ち
ゃ
ん
」
の
世
界
 
-
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
i

》
つ
。

二

 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
な
か
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
末
尾
の
一
節
で
あ

ろ
う
。
赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ
に
天
謙
を
加
え
、
東
京
に
引
き
揚
げ
て
来
た
主
人
公

は
、
や
が
て
そ
の
ま
ま
市
井
の
生
活
に
埋
没
し
、
最
愛
の
清
は
死
ん
で
し
ま

う
。
そ
れ
は
簡
略
な
後
日
潭
の
付
記
と
も
み
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
一
篇
の
か
な

め
は
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

 
 
清
の
事
を
話
す
の
を
忘
れ
て
居
た
。
i
お
れ
が
東
京
へ
着
い
て
下
宿
へ

 
 
 
 
 
 
か
ば
ん

 
も
行
か
ず
、
革
鞄
を
提
げ
た
儘
、
清
や
帰
っ
た
よ
と
飛
び
込
ん
だ
ら
、
あ
ら

 
坊
つ
ち
や
ん
、
よ
く
ま
あ
、
早
く
帰
っ
て
来
て
下
さ
っ
た
と
涙
を
ぼ
た
く

 
と
落
し
た
。
お
れ
も
余
り
嬉
し
か
っ
た
か
ら
、
も
う
田
舎
へ
は
行
か
な
い
、

 
東
京
で
清
と
う
ち
を
持
つ
ん
だ
と
云
っ
た
。

 
 
其
後
あ
る
人
の
周
旋
で
街
鉄
の
技
手
に
な
っ
た
。
月
給
は
二
十
五
円
で
、

 
家
賃
は
六
円
だ
。
清
は
玄
関
付
き
，
の
家
で
な
く
っ
て
も
至
極
満
足
の
様
子
で

 
あ
っ
た
が
気
の
毒
な
事
に
今
年
の
二
月
肺
炎
に
罹
っ
て
死
ん
で
仕
舞
つ
た
。

 
死
ぬ
前
日
お
れ
を
呼
ん
で
坊
つ
ち
や
ん
後
生
だ
か
ら
清
が
死
ん
だ
ら
、
坊
つ

 
ち
ゃ
ん
の
御
寺
へ
埋
め
て
下
さ
い
。
御
墓
の
な
か
で
坊
つ
ち
や
ん
の
来
る
の

 
を
楽
し
み
に
待
っ
て
居
り
ま
す
と
云
っ
た
。
だ
か
ら
清
の
墓
は
小
日
向
の
養

 
源
寺
に
あ
る
。

 
こ
う
し
て
「
無
事
街
鉄
に
と
ど
ま
り
、
月
給
二
十
五
円
、
家
賃
六
円
で
清
と

う
ち
を
持
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
い
う
の
は
す
で
に
坊
っ
ち
ゃ
ん

で
は
な
い
。
作
品
の
真
実
か
ら
言
え
ば
帰
京
し
て
街
鉄
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
坊

っ
ち
ゃ
ん
は
ウ
ソ
で
あ
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
死
ん
だ
の
で
あ
る
」
 
（
平
岡
敏
夫
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「
坊
つ
ち
や
ん
」
試
論
-
小
日
向
の
養
源
寺
t
）
と
い
う
評
者
の
指
摘
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

肯
く
べ
き
処
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
漱
石
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
死
を
描
き
、
そ
の

市
井
へ
の
埋
没
を
描
い
た
。
そ
れ
は
単
な
る
後
日
調
で
は
な
く
、
ま
ざ
に
描
く

べ
く
し
て
描
い
た
あ
ざ
や
か
な
作
品
の
終
結
部
と
い
え
よ
う
。
ま
た
作
者
は
坊

 
 
 
 
 
へ

っ
ち
ゃ
ん
の
死
と
と
も
に
清
の
死
を
も
描
い
た
。
し
か
も
「
死
ん
だ
ら
、
二
つ

ち
ゃ
ん
の
御
寺
へ
埋
め
て
下
さ
い
。
御
墓
の
な
か
で
坊
つ
ち
や
ん
の
来
る
の
を

楽
し
み
に
待
っ
て
居
り
ま
す
」
と
清
は
い
う
。
こ
の
「
実
に
異
様
な
こ
と
ば
」

の
感
触
に
ふ
れ
て
平
岡
氏
は
、
こ
れ
は
「
父
母
の
言
う
こ
と
ば
で
も
兄
弟
姉
妹

の
言
う
こ
と
ば
で
も
な
い
。
下
女
の
婆
や
と
い
っ
し
ょ
に
墓
に
眠
る
べ
き
男
。

こ
の
奇
妙
で
無
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
下
女
の
婆
や
の
か
わ
り
に
、
恋
人
か
愛

妻
を
入
れ
か
え
れ
ば
、
も
っ
と
も
ぴ
っ
た
り
す
る
。
て
こ
に
は
、
実
は
恋
人
・

妻
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
言
い
、
ま
た
こ
の
言
葉
に
こ
も
る

「
深
い
か
な
し
み
」
に
ふ
れ
て
は
、
 
「
あ
る
切
実
な
愛
、
現
実
の
も
の
で
は
な

く
、
死
に
よ
っ
て
へ
だ
て
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
っ
と
庵
切
実
に
成
り

立
ち
得
た
愛
の
存
在
」
，
と
は
何
か
と
問
い
つ
つ
、
こ
の
痛
切
な
イ
メ
ー
ジ
の
背

後
に
、
漱
石
の
生
涯
の
思
慕
の
対
象
で
あ
っ
た
「
媛
登
世
の
存
在
」
を
指
摘
し

て
い
る
。

 
こ
れ
は
幾
多
の
創
見
に
富
む
こ
の
す
ぐ
れ
た
論
孜
の
中
心
と
な
る
指
摘
で
あ

り
、
た
し
か
に
坊
っ
．
ち
ゃ
ん
の
出
立
に
際
し
て
、
別
れ
を
惜
し
み
、
甘
え
を
見

せ
る
清
の
姿
に
纒
綿
す
る
も
の
、
ま
た
こ
の
末
尾
の
異
様
な
印
象
な
ど
、
評
者

の
指
摘
は
ま
こ
と
に
鋭
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
私
は
い
ま
、
こ
の
部
分
に
つ

い
て
は
い
さ
さ
か
別
様
の
見
解
を
持
つ
。
結
論
を
い
え
ば
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の

背
後
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
屈
折
が
あ
り
、
登
世
へ
の
思
慕
を
は
じ
め
と
す
る
漱
石

に
お
け
る
永
遠
な
る
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
の
纒
綿
も
そ
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
が
、
、

そ
の
中
心
と
な
る
も
の
は
や
は
り
亡
き
母
千
枝
へ
の
思
慕
か
と
思
わ
れ
る
。
も

と
よ
り
母
千
枝
ど
の
つ
な
が
り
は
す
で
に
諸
家
の
指
摘
す
る
処
で
あ
り
、
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

新
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
死
と
清
の
死
を
重
ね
合
わ

ヘ
 
 
へ

せ
た
終
末
の
意
義
と
そ
の
必
然
に
つ
い
て
い
さ
ざ
か
考
究
す
る
処
が
あ
る
の

で
、
そ
れ
を
述
べ
て
み
た
い
。

 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
が
教
師
を
主
人
公
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
教
師
と
生
徒

と
の
精
神
的
交
流
は
な
く
、
特
定
の
生
徒
ひ
と
り
も
登
場
せ
ず
う
す
べ
て
は
生

徒
一
般
と
し
て
描
か
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
主
人
公
の
悪
罵
や
批
判
の
痛
烈
な
対

象
と
な
っ
て
い
る
ζ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
異
様
な
こ
と
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま

い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ

 
 
学
校
へ
這
入
っ
て
、
嘘
を
吐
い
て
、
胡
魔
化
し
て
、
陰
で
ζ
せ
く
生
意

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ら

 
気
な
悪
い
た
づ
ら
を
し
て
、
さ
ケ
し
て
大
き
な
面
で
卒
業
す
れ
ば
教
育
を
受

 
け
た
も
ん
だ
と
心
違
を
し
て
居
や
が
る
。
話
せ
な
い
雑
兵
だ
。
 
（
四
）

 
 
い
く
ら
人
間
が
卑
怯
だ
つ
て
、
こ
ん
な
に
卑
怯
に
出
来
る
も
の
ち
や
な

 
い
。
ま
る
で
豚
だ
。
か
う
な
れ
ば
隠
れ
て
居
る
奴
を
引
き
ず
り
出
し
て
、
あ

．
や
ま
ら
せ
て
や
る
迄
は
ひ
か
な
い
そ
と
、
…
…
」
 
（
同
）
 
 
'

 
 
よ
く
考
へ
て
見
る
と
世
の
中
は
み
ん
な
此
生
徒
の
直
な
も
の
か
ら
成
立
し

 
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
。
人
が
あ
や
ま
っ
た
り
詫
び
た
り
す
る
の
を
、
真
面

 
目
に
受
け
て
勘
逸
す
る
の
は
正
直
過
ぎ
る
馬
鹿
と
云
ふ
ん
だ
ら
う
。
あ
や
ま

 
る
の
も
仮
り
に
あ
や
ま
る
の
で
、
勘
辮
す
る
の
も
仮
り
に
勘
辮
す
る
の
だ
と

 
思
っ
て
れ
ば
差
し
支
な
い
。
も
し
本
当
に
あ
や
ま
ら
せ
る
気
な
ら
、
本
当
に

 
後
悔
す
る
迄
叩
き
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
。
 
（
十
）

 
も
は
や
逐
一
挙
げ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
こ
の
語
調
は
そ
の
ま
ま
先
の
書
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簡
に
み
る
、
天
下
の
「
犬
」
や
「
豚
」
ど
も
は
「
屠
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
の
批

判
に
つ
な
が
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
生
徒
一
般
は
そ
の
ま
ま
世
間
一
般
で
あ
り

こ
れ
は
だ
だ
教
育
の
場
を
仮
り
の
舞
台
と
し
た
、
漱
石
一
流
の
文
明
批
判
、
社

会
批
判
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
作
品
を
な
し
た
機
因
に
、
こ

の
年
の
二
月
十
五
日
、
十
七
日
付
の
姉
崎
正
治
宛
の
書
簡
、
さ
ら
に
は
当
時
の

」
文
科
大
学
長
坪
井
下
馬
三
二
の
二
月
二
十
三
日
付
の
書
簡
に
記
さ
れ
た
英
語
入

試
委
員
辞
退
に
み
る
、
、
当
時
の
大
学
の
「
御
屋
敷
風
御
大
名
風
御
役
雨
風
」
な

事
大
主
義
と
も
権
威
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
へ
の
急
葱
や
批
判
も
あ
る
が
、

そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
単
な
る
教
育
あ
る
い
は
教
育
界
批
判
な
ら
ぬ
、
社
会

一
般
の
風
潮
へ
の
痛
烈
な
葱
癒
、
響
屈
の
放
射
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
も
主
人
公
は
「
是
で
も
元
は
旗
本
だ
。
旗
本
の
元
は
清
和
源
氏
で
多
田

の
満
伸
の
後
商
だ
。
こ
ん
な
土
百
姓
と
は
生
れ
か
ら
し
て
違
ふ
ん
だ
」
 
（
四
）

と
“
う
。
山
嵐
が
「
会
津
つ
ぼ
」
で
あ
り
、
清
も
ま
た
「
も
と
由
緒
の
あ
る
も

の
だ
っ
た
さ
う
だ
が
、
瓦
解
の
と
き
に
零
落
し
て
、
つ
い
奉
公
迄
す
る
様
に
な

っ
た
」
 
（
一
）
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
三
者
が
と
も
に
「
士
族
階

級
」
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
佐
幕
派
士
族
」
 
（
平
岡
敏
夫
）
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
、
こ
こ
に
「
薩
長
藩
閥
政
府
の
下
で
立
身
出
世
の
道
を
断
た
れ
た
」
者

と
、
そ
の
「
反
極
に
あ
る
」
狸
や
赤
シ
ャ
ツ
、
さ
ら
に
は
「
「
そ
れ
に
へ
つ
ら
う

ヘ
 
 
へ

野
だ
な
ど
の
存
在
」
 
（
同
）
と
い
う
対
立
の
図
式
の
生
ま
れ
る
こ
ど
も
、
評
者

の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
坊
つ
ち
や
ん
を
申
心
と
す
る
清
い
世

界
と
赤
シ
ャ
ツ
を
中
心
と
す
る
き
た
な
い
世
界
」
 
（
梅
原
猛
「
浄
と
い
う
価
値

」
）
と
い
う
勧
善
懲
悪
的
な
図
式
ど
重
ね
て
、
開
化
の
推
進
と
と
も
に
敗
れ
さ

っ
た
者
の
側
が
ら
の
開
化
批
判
と
い
う
、
漱
石
固
有
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
ら
わ
れ

て
来
る
。
 
「
つ
ま
り
漱
石
は
清
い
世
界
の
人
物
を
伝
統
的
価
値
を
に
な
う
時
代

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
世
界
 
一
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一

の
敗
残
者
に
あ
て
、
き
た
な
い
世
界
の
人
物
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
遊
採
用
し

て
い
る
時
代
の
支
配
者
に
あ
て
て
い
る
。
こ
の
『
七
つ
ち
ゃ
ん
」
全
体
は
日
本

の
近
代
を
支
配
す
る
き
た
な
い
世
界
に
た
い
す
る
漱
石
の
猛
烈
な
抗
議
か
ら
生

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
 
（
同
）
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

 
か
く
し
て
「
清
と
い
う
老
女
」
を
「
維
新
以
後
の
東
京
に
お
い
て
、
急
速
に

う
し
な
わ
れ
っ
つ
あ
っ
た
江
戸
的
な
も
の
の
象
徴
」
と
見
、
∴
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
「

親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
い
う
そ
の
「
親
譲
り
」
と
は
、
 
「
両
親
と
い
う
よ
り
も

 
 
 
 
 
 
 
 
お
や

も
っ
と
本
源
的
な
『
祖
』
と
し
て
の
江
戸
的
な
も
の
を
さ
し
て
い
る
」
 
（
竹
盛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＼

天
意
）
と
い
う
指
摘
も
生
ま
れ
て
来
る
こ
と
と
な
り
、
「
満
つ
ち
ゃ
ん
が
『
親

譲
り
』
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
家
や
肉
親
・
町
内
ど
．
い
う
よ
う
な
準
拠
す
べ
き
グ

ル
ー
プ
か
ら
疎
外
さ
れ
、
他
人
に
は
『
木
の
端
』
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
、
わ

ず
か
に
時
勢
に
と
め
残
さ
れ
た
老
女
の
偏
愛
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
る
と
い
う
設

定
に
は
、
明
治
的
現
実
の
中
で
日
に
実
体
を
喪
失
し
て
ゆ
く
江
戸
的
な
も
の
の

運
命
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
コ
少
数
派
の
孤
立
、
こ
れ
が
坊

-
っ
ち
ゃ
ん
の
上
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
宿
命
な
の
だ
」
 
（
同
）
と
い
う
指
摘
も
ま

た
肯
け
る
処
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
孤
立
、
敗
北
の
相
は
疑
う

べ
く
も
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
主
人
公
に
み
る
非
現
実
性
、
、
あ
る
い
は
極
度

な
「
幼
児
性
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
膏
側
面

を
な
す
「
知
識
階
級
」
批
判
も
、
 
「
課
刺
は
坊
つ
ち
や
ん
と
い
う
、
現
実
に
は

存
在
し
え
ぬ
『
妖
精
』
の
設
定
に
よ
っ
て
、
成
功
し
て
い
る
」
 
（
江
藤
淳
「
夏

目
漱
石
し
）
と
は
い
う
も
の
の
愚
ま
た
コ
度
、
坊
つ
ち
や
ん
が
現
実
の
人
間

に
な
っ
た
時
生
ず
る
愚
劣
さ
は
論
を
」
 
（
同
）
ま
つ
ま
い
。
こ
れ
は
「
結
果
と

し
て
は
、
希
望
も
信
念
も
な
い
き
わ
め
て
今
日
的
な
青
年
が
、
自
己
の
内
に
あ
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る
幼
児
性
を
逆
手
に
と
っ
て
、
世
の
大
入
の
壁
に
叛
逆
し
た
も
の
の
、
壁
を
破

れ
な
い
ま
ま
次
第
に
孤
立
し
、
む
し
ろ
、
自
己
の
純
粋
さ
と
方
向
を
見
失
っ
て

し
り
す
ぼ
ま
り
に
退
行
し
て
い
く
悲
劇
」
 
（
相
原
和
邦
「
「
坊
つ
ち
や
ん
」
論

」
）
と
も
み
え
る
。
し
か
し
ま
た
漱
石
自
身
、
こ
れ
ら
の
批
判
の
あ
る
べ
き
こ

と
を
充
分
に
予
期
し
て
い
た
こ
と
は
一
「
坊
つ
ち
や
ん
と
云
ふ
入
物
は
弱
点

ま
で
は
愛
す
べ
く
、
向
情
を
表
す
べ
き
価
値
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
単
純
過

ぎ
て
経
験
が
乏
し
過
ぎ
て
現
今
の
様
な
複
雑
な
社
会
に
は
円
満
に
生
存
し
に
く

い
人
だ
な
と
読
者
が
感
じ
て
合
点
し
さ
へ
す
れ
ば
、
そ
れ
で
作
者
の
人
生
観
が

読
者
に
徹
し
た
と
云
う
て
よ
い
の
で
す
」
 
（
「
文
学
談
」
明
三
九
・
九
「
文
芸

界
」
）
と
い
う
言
葉
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
こ
の
主
人
公
は
「
は

じ
め
か
ら
現
実
と
真
剣
に
取
り
く
ん
で
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
改
変
せ
ず
に
は

お
か
な
い
と
い
う
熱
意
と
愛
情
と
を
も
た
な
か
っ
た
」
「
あ
の
田
舎
に
永
住
す

る
決
心
を
し
な
け
れ
ば
、
真
に
強
力
な
モ
ラ
リ
ズ
ム
は
生
ま
れ
ず
、
そ
の
自
称

す
る
潔
白
も
本
物
に
な
ら
な
い
」
 
（
吉
村
善
夫
「
夏
目
漱
石
」
）
と
い
う
批
判

は
、
い
さ
さ
か
的
を
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、
・
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
お
け
る
「
甘
え
」

（
土
居
健
郎
「
漱
石
の
心
的
世
界
」
）
と
い
う
精
神
医
学
的
視
点
よ
り
の
論
者

の
指
摘
も
、
敢
て
い
え
ば
作
者
は
承
知
の
上
で
の
お
の
ず
か
ら
な
救
述
で
あ
っ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
こ
こ
で
肝
心
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
機
微
が
実
は
、
作
者
の
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
の
お
の
ず
か
ら
の
漏
洩
、
あ
る
い
は
滲
出
と
い
う
側
面
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
に
お
け
み
人
物
の
設
定
は
、

評
者
も
い
う
ご
と
く
外
形
上
赤
シ
ャ
ツ
こ
そ
作
者
漱
石
に
最
も
近
く
、
「
主
人

公
と
作
者
の
落
差
」
 
（
相
原
和
邦
）
は
む
し
ろ
深
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

即
ち
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
モ
デ
ル
詮
議
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
「
赤
シ
ャ
ツ
は
「

即
ち
か
う
い
ふ
私
の
事
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
…
」
 
（
「
私
の
個
人
主

義
」
）
と
、
後
年
冗
談
め
か
し
た
言
葉
の
な
か
で
も
ふ
れ
て
い
る
通
り
、
赤
シ

ャ
ツ
が
文
学
士
で
あ
り
、
英
文
学
の
徒
で
あ
り
、
俳
句
を
た
じ
な
み
、
 
「
赤
シ

、
ヤ
ツ
は
時
々
、
帝
国
文
学
と
か
云
ふ
真
赤
な
雑
誌
を
学
校
へ
持
っ
て
来
て
難
有

さ
う
に
読
ん
で
み
る
。
山
嵐
に
聞
い
て
見
た
ら
、
赤
シ
ヤ
ッ
の
片
仮
名
は
み
ん

な
あ
の
雑
誌
か
ら
出
る
ん
だ
さ
う
だ
。
帝
国
文
学
も
罪
な
雑
誌
だ
」
（
五
）
と
い

う
、
そ
の
「
帝
国
文
学
」
も
ま
た
漱
石
と
ゆ
か
り
深
い
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
は

付
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
れ
に
反
し
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
物
理
学
校
を
出
た

数
学
教
師
で
あ
り
、
俸
給
は
四
十
円
、
こ
れ
は
松
山
中
学
時
代
の
漱
石
の
半
額

に
す
ぎ
ぬ
。
ま
た
そ
の
父
母
に
う
と
ん
じ
ら
れ
、
た
っ
た
ひ
と
り
の
兄
と
も
肌

が
あ
わ
ず
、
父
母
の
亡
き
あ
と
は
兄
と
も
別
れ
天
涯
孤
独
と
な
る
坊
っ
ち
ゃ
ん

は
、
漱
石
の
不
幸
な
生
い
立
ち
に
通
う
も
の
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
環

境
の
設
定
に
は
か
な
り
の
違
い
が
み
ら
れ
よ
う
。
先
ず
な
に
よ
り
も
母
に
さ
え

う
と
ん
じ
ら
れ
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
肉
親
よ
り
の
完
壁
な
離
脱
は
、
終
生
そ
の

愛
を
覚
え
つ
つ
母
へ
の
思
慕
を
抱
き
つ
づ
け
た
漱
石
と
は
大
い
に
異
な
る
。

 
明
ら
か
に
作
者
は
現
実
の
自
己
と
は
遙
か
に
異
な
る
場
所
に
主
人
公
を
据
え

て
、
物
語
を
展
開
せ
ん
と
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
内
実
は
叙
述
の
進
展
と
と
も

に
l
I
「
お
れ
は
何
事
に
よ
ら
ず
長
く
心
配
し
や
う
と
思
っ
て
も
心
配
が
出
来

な
い
男
だ
」
 
（
三
）
と
言
い
、
 
「
思
ひ
切
り
は
頗
る
い
㌧
人
間
で
あ
る
」
．
（
同

）
と
い
う
、
そ
の
口
の
う
ら
か
ら
「
何
だ
か
生
徒
全
体
が
お
れ
一
人
を
探
偵
し

て
居
る
様
に
思
は
れ
た
」
 
（
同
）
と
思
い
込
む
よ
う
に
な
り
、
ま
た
「
お
れ
は

性
来
構
は
な
い
性
分
だ
か
ら
」
 
（
七
）
と
言
い
つ
つ
、
 
「
急
に
世
の
な
か
を
物

騒
に
思
ひ
出
し
た
」
 
（
同
）
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
漱
石

自
身
の
被
害
妄
想
や
探
偵
恐
怖
症
、
被
追
跡
妄
想
な
ど
が
み
ら
れ
、
 
「
坊
つ
ち
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や
ん
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
漱
石
の
分
身
」
 
（
平
岡
敏
夫
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

か
く
し
て
「
作
者
の
意
図
を
裏
切
る
形
で
、
主
人
公
は
作
者
に
接
近
し
て
く
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

」
 
（
相
原
和
邦
）
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
矛
盾
は
果
し
て
、
，
本
来

 
へ

の
「
作
者
の
意
図
を
裏
切
る
」
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
む
し
ろ
作
者
は
、
両

者
の
「
接
近
」
に
み
ず
か
ら
を
委
ね
た
ふ
し
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
外
形
の
離

反
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
質
に
お
い
て
両
者
が
深
く
重
な
り
、
あ
い
溶
け

あ
っ
て
ゆ
く
か
と
み
え
る
、
こ
の
二
者
の
離
反
融
合
の
機
微
は
、
こ
の
作
品
の

終
結
部
に
お
い
て
き
わ
ま
る
か
と
み
え
る
。
即
ち
先
に
も
ふ
れ
た
こ
の
作
品
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

か
な
め
と
も
い
う
べ
き
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
死
と
清
の
死
に
か
か
わ
る
部
分
で
あ

る
。

 
も
は
や
こ
の
小
稿
の
結
論
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
呈
示
し
て
よ
か
ろ
う
。
坊

 
 
 
 
 
 
へ

っ
ち
ゃ
ん
の
死
、
そ
の
内
的
な
死
と
は
何
か
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
、
作
者
の
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

「
部
に
お
け
る
い
ま
ひ
と
り
の
自
己
の
死
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
あ
り
う
べ
か
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

・
し
、
い
ま
ひ
ど
り
の
漱
石
の
死
を
語
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
恐
ら
く
こ

れ
を
遡
れ
ば
明
治
十
四
年
、
漱
石
十
五
歳
の
折
の
母
千
枝
の
死
が
ひ
と
つ
の
分

岐
点
ど
な
ろ
う
。

三

 
漱
石
の
母
千
枝
が
亡
く
な
っ
た
の
は
明
治
十
四
年
一
月
二
十
一
日
の
こ
と
だ

が
、
漱
石
は
間
も
な
く
申
学
を
や
め
て
漢
学
塾
、
二
松
学
舎
に
転
じ
て
い
る
。

彼
の
通
っ
て
い
た
東
京
府
第
一
中
学
校
は
い
わ
ゆ
る
正
則
中
学
校
で
あ
り
、
英

語
の
課
程
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
英
語
を
修
め
て
ゐ
ぬ
か
ら
、
当
時
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
つ
か
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・

予
備
門
に
入
る
こ
と
が
六
ケ
轍
い
。
こ
れ
で
は
つ
ま
ら
ぬ
、
今
ま
で
自
分
の
抱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

て
る
た
、
志
望
が
話
せ
ら
れ
ぬ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
是
非
廃
さ
う
と
い
ふ
考
を

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
世
界
 
-
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一

起
し
た
」
 
（
「
私
の
経
過
し
た
学
生
時
代
」
）
云
々
と
は
、
後
の
漱
石
の
回
想

す
る
「
処
だ
が
、
こ
う
し
て
入
学
し
た
曲
松
学
舎
も
一
入
学
は
恐
ら
く
こ
の
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

の
春
頃
と
思
わ
れ
る
一
こ
の
秋
十
一
月
に
は
す
で
に
退
い
て
い
る
よ
う
で
あ

 
 
 
 
 
 
か
ん

る
。
漱
石
は
こ
の
間
の
事
情
に
ふ
れ
て
、
 
「
元
来
僕
は
漢
学
が
好
で
随
分
興
味

を
有
っ
て
漢
籍
は
沢
山
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
今
は
英
文
学
な
ど
を
や
っ
て
居

る
が
、
其
頃
は
英
語
と
来
た
ら
大
嫌
ひ
で
手
に
取
る
の
も
厭
な
様
な
気
が
し
た

」
。
だ
が
「
考
へ
て
見
る
と
漢
籍
許
り
読
ん
で
こ
の
文
明
開
化
の
世
の
中
に
漢

学
者
に
な
っ
た
処
が
仕
方
な
し
、
別
に
之
と
云
ふ
目
的
が
あ
っ
た
訳
で
も
な
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
た
け
れ
ど
、
昏
怠
で
過
ご
す
の
は
充
ら
な
い
と
思
ふ
処
か
ら
、
兎
に
角
大
学

へ
入
っ
て
何
か
勉
強
し
よ
ヶ
と
決
心
し
た
」
。
そ
う
し
て
大
学
予
備
門
へ
入
る

た
め
成
立
学
舎
に
入
り
、
 
「
好
な
漢
籍
さ
へ
一
冊
残
ら
ず
売
っ
て
了
ひ
夢
中
に

な
っ
て
勉
強
し
」
 
「
其
年
（
明
治
十
七
年
）
の
夏
は
運
よ
く
大
学
予
備
門
へ
入

る
こ
と
が
出
来
た
」
 
（
「
落
第
」
）
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
孤
松
学
舎

を
や
め
て
、
十
六
年
九
月
成
立
学
舎
に
入
る
ま
で
の
二
年
近
い
空
白
に
つ
い
て

は
、
漱
石
は
何
事
も
語
っ
て
い
な
い
。
ま
た
二
野
学
舎
で
は
「
漢
学
許
り
専
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
っ
と

に
習
っ
て
み
た
が
、
英
語
の
必
要
i
英
語
を
修
め
な
け
れ
ば
静
止
し
て
ゐ
ら

れ
ぬ
と
い
ふ
必
要
が
、
日
一
日
と
迫
っ
て
来
た
」
 
（
「
私
の
経
過
し
た
学
生
時

代
」
）
と
も
い
う
。

 
す
で
に
見
る
ご
と
く
、
こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
あ
る
。
正
則
中
学
を

や
め
た
理
由
か
ら
い
え
ば
二
松
学
舎
に
転
じ
た
こ
と
は
大
き
な
矛
盾
で
あ
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
じ
っ
と

ま
た
「
英
語
を
修
め
な
け
れ
ば
静
止
し
て
ゐ
ら
れ
ぬ
」
ほ
ど
の
焦
燥
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
そ
の
後
成
立
学
舎
入
学
ま
で
の
二
年
近
い
空
白
も
ま
た
不
審
で
あ

る
。
後
年
の
こ
れ
ら
回
顧
談
の
文
脈
の
、
背
後
に
と
り
こ
ぼ
さ
れ
て
い
る
も
の

は
何
か
。
恐
ら
く
先
の
矛
盾
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
矛
盾
の
故
に
、
当
時
の
漱
石
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内
面
の
財
経
を
あ
ざ
や
か
に
語
る
か
と
み
た
る
。
自
己
の
本
然
の
世
界
に
生
き

ん
と
す
る
渇
望
と
、
そ
れ
ら
の
一
切
を
切
り
捨
て
て
も
時
代
の
主
潮
に
と
り
残

さ
れ
ま
い
と
す
る
志
向
と
一
こ
の
あ
ら
が
い
は
そ
の
ま
ま
、
評
家
が
「
儒
学

と
洋
学
の
問
」
と
題
し
、
 
「
新
旧
ふ
た
つ
の
時
代
、
あ
る
い
は
世
問
像
の
あ
い

だ
に
落
ち
ζ
ん
で
、
行
き
く
れ
て
い
る
幼
い
魂
」
の
、
そ
の
、
「
亀
裂
」
 
（
江
藤

淳
「
漱
石
と
そ
の
時
代
」
第
一
部
）
の
刻
印
と
も
評
す
る
処
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
「
少
年
漱
石
の
中
の
、
東
洋
か
西
洋
か
一
包
か
東
か
の
戦
ひ
の
第
一

声
」
 
（
小
宮
豊
隆
，
「
夏
目
漱
石
」
）
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
か
く
し
て
彼
が
選
び
と
っ
た
「
洋
学
」
の
道
は
、
そ
の
新
た
な
未
来
を
約
束

す
る
と
と
も
に
、
ま
た
彼
が
切
り
棄
て
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
「
本
然
」
の
も
の

に
よ
っ
て
、
手
痛
い
復
讐
を
受
け
る
こ
と
と
も
な
る
。
 
「
英
文
学
に
欺
か
れ
た

る
が
如
き
不
安
」
 
（
「
文
学
論
」
序
）
を
大
学
卒
業
後
も
松
山
、
熊
本
、
さ
ぢ

に
は
ロ
ン
ド
ン
留
学
に
至
る
ま
で
抱
き
つ
づ
け
た
と
い
う
が
、
彼
を
欺
い
た
も

の
は
「
英
文
学
」
な
砂
ぬ
「
開
化
」
と
い
う
化
物
、
あ
の
「
文
明
の
怪
獣
」
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
「
自
分
一
，
身
の
趣
味
に
根

底
を
置
く
生
き
方
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
が
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
ど
ん
な
苦
痛
を
℃

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
十
代
お
わ
り
の
青
年
金
之
助
は
知
る
よ
し

も
な
か
っ
た
」
 
（
桶
谷
秀
昭
「
夏
目
漱
石
論
」
）
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

 
さ
て
先
の
謎
に
か
え
っ
て
問
え
ば
、
二
松
学
舎
転
入
の
背
後
に
は
、
母
千
枝

の
死
が
大
き
く
は
た
ら
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
「
私
も
十
五
六
歳
の
頃
は
、
漢
書
や
小
説
な
ど
を
読
ん
で
文
学
と
い
ふ
も
の

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ト
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

を
面
白
く
感
じ
、
自
分
も
や
っ
て
見
よ
う
と
い
ふ
気
が
し
た
の
で
、
そ
れ
を
亡

く
な
っ
た
兄
に
話
し
て
見
る
と
、
兄
は
文
学
は
職
業
に
や
な
ら
な
い
、
ア
ッ
コ

ン
ブ
リ
ツ
シ
メ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
と
云
っ
て
、
寧
ろ
私
を
叱
っ
た
」
 
（

「
処
女
作
追
懐
談
」
）
と
い
う
漱
石
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
元
来
漢
籍
が
好
き
で

あ
り
「
余
児
時
諦
唐
宋
数
千
言
喜
作
為
文
章
」
 
（
「
木
屑
録
」
序
）
と
言
い
「

余
は
少
時
好
ん
で
漢
籍
を
学
び
た
り
。
之
を
学
ぶ
手
短
か
き
に
も
関
ら
ず
、
文

学
は
斯
く
の
如
き
者
な
り
と
の
定
義
を
漠
然
と
冥
々
裏
に
左
国
史
漢
よ
り
得
た

り
」
 
（
噛
「
文
学
論
」
序
）
と
も
い
う
漱
石
に
と
っ
て
、
．
二
松
学
舎
へ
の
入
学
は

好
き
な
文
学
の
道
へ
の
志
向
を
含
ん
で
い
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
漢
学
に
よ
っ

て
文
学
の
何
た
る
か
を
解
し
た
少
年
の
、
そ
れ
は
本
然
的
な
る
も
の
へ
の
回
帰

の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
あ
え
て
「
出
世
よ
り

も
、
好
き
な
漢
籍
に
ひ
た
る
出
世
間
的
態
度
に
心
を
ひ
か
」
し
め
た
も
の
は
～

や
は
り
「
実
母
千
枝
の
死
」
 
（
瀬
沼
茂
樹
）
で
あ
り
、
そ
の
死
に
「
無
常
を
感

じ
、
 
『
立
派
な
人
糞
に
な
っ
て
世
間
に
出
」
よ
う
と
あ
く
せ
く
す
る
よ
り
も
、
、

自
分
の
好
き
な
事
を
し
て
一
生
を
暮
す
方
が
、
遙
に
良
い
事
で
あ
る
と
い
ふ
や

う
な
心
持
に
、
一
時
的
に
で
も
、
な
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
」
．
（
小
宮
豊
隆

）
と
い
う
評
家
の
指
摘
も
肯
く
べ
き
処
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
彼
は
そ

の
「
『
不
安
』
に
唯
一
の
安
息
を
あ
た
え
て
く
れ
た
母
を
追
っ
て
、
漢
学
の
あ

た
え
る
過
去
の
世
界
像
の
な
か
へ
埋
没
し
た
い
と
思
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」

（
江
藤
淳
）
。
こ
れ
は
「
明
ら
か
に
未
来
の
拒
否
で
」
あ
り
、
 
「
生
存
競
争
の

現
実
を
拒
否
し
、
安
息
の
世
界
を
希
求
し
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
」
 
（
同
）

で
あ
ろ
う
。
敢
て
天
下
「
有
用
の
士
」
た
ら
ん
と
す
る
少
年
漱
石
の
心
の
張
り

は
、
母
の
死
に
よ
っ
て
崩
お
れ
、
み
ず
か
ら
の
本
然
に
、
「
自
然
」
に
生
き
ん

と
す
る
衝
迫
の
、
と
ど
め
が
た
き
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
ま
た

 
 
 
 
 
 
じ
っ
と

そ
の
処
に
、
 
「
静
止
」
せ
し
め
ぬ
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
は
す
で
に
ふ
れ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
開
化
を
評
し
て
、
 
「
今
日
の
吾
人
は
過
去
を
有
た
ぬ
開
化
の
う
ち
に
生
息
し

て
み
る
」
 
「
明
治
の
四
十
年
は
先
例
の
な
い
四
十
年
で
あ
る
」
 
（
野
分
）
と
し
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て
、
作
中
烈
々
と
し
て
青
年
に
自
由
を
説
く
反
面
、
「
悲
し
い
か
な
今
の
吾
等

は
刻
々
に
押
し
流
さ
れ
て
、
瞬
時
も
一
所
に
低
徊
し
て
、
吾
等
が
歩
ん
で
来
た

道
を
顧
み
る
暇
を
有
た
」
ず
、
「
歴
史
を
有
せ
ざ
る
成
り
上
り
も
の
の
如
く
に
、

た
皮
前
へ
前
へ
と
押
さ
れ
て
行
く
」
「
吾
等
は
渾
身
の
気
力
を
挙
げ
て
、
吾
等

が
過
去
を
破
壊
し
つ
㌧
、
麗
れ
る
迄
前
進
す
る
の
で
あ
る
」
 
（
「
マ
ー
ド
ッ
ク

先
生
の
日
本
歴
史
」
）
と
も
い
う
漱
石
に
あ
っ
て
、
自
己
も
ま
た
単
に
開
化
の

被
害
者
な
ら
ぬ
、
加
害
者
で
も
あ
っ
た
と
い
う
負
い
目
は
深
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
 
「
涙
を
呑
ん
で
上
滑
り
に
滑
っ
て
行
」
 
（
「
現
代
日
本
の
開
化
」
）
く
ほ

か
は
な
い
と
い
う
、
そ
の
言
葉
の
背
後
に
、
こ
の
加
害
者
た
る
こ
と
の
に
が
い

体
感
を
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。

 
後
の
「
こ
＼
ろ
」
一
篇
に
お
け
る
「
K
と
先
生
の
惨
劇
」
が
評
家
の
指
摘
す

る
ご
と
く
「
作
者
漱
石
に
即
せ
ば
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
以
前
と
以
後
の
二
人
置
問

め
劇
に
ほ
か
な
ら
」
（
桶
谷
秀
昭
）
ぬ
と
す
れ
ば
、
・
漱
石
の
内
部
に
お
け
る
矛

盾
ど
負
い
目
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
K
の
死
が
あ
の
「
破
壊
」
さ
れ
躁
躍
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

た
「
過
去
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
死
も
ま
た
、
開
化
の

巨
大
な
車
輪
の
下
に
躁
醐
さ
れ
た
多
く
の
敗
者
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
、
先

ず
な
に
よ
り
も
作
者
み
ず
か
ら
の
裡
に
圧
殺
さ
れ
た
古
き
も
の
、
本
然
な
る
も

の
の
あ
．
か
し
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
く
し
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

名
も
な
き
庶
民
の
ひ
と
り
と
し
て
、
市
井
の
間
に
み
ず
か
ら
を
埋
没
せ
し
め
て

ゆ
く
。
そ
の
背
後
に
死
屍
累
々
た
る
開
化
と
い
う
怪
物
の
正
体
が
、
ま
た
坊
っ

ち
ゃ
ん
の
ご
と
き
存
在
を
許
さ
ざ
る
こ
の
社
会
の
腐
蝕
が
見
え
て
来
れ
ば
、
そ

れ
で
作
者
の
「
人
生
観
」
が
、
思
想
が
、
「
読
者
に
徹
し
た
」
こ
と
に
な
る
と
は

す
で
に
作
者
の
い
う
処
で
あ
る
。
K
の
死
を
負
い
目
と
し
つ
つ
つ
い
に
K
の
死

に
殉
じ
て
ゆ
く
、
そ
れ
が
同
時
に
、
，
「
明
治
の
精
神
」
へ
の
「
殉
死
」
で
あ
っ

「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
世
界
一
諸
家
の
論
に
ふ
れ
つ
つ
一

た
先
生
の
背
後
に
、
明
治
と
い
う
時
代
が
自
己
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
を
問

う
作
者
漱
石
の
眼
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
見
え
る
と
す
れ
ば
、
赤
シ
ャ
ツ
と
い
う
唾

棄
す
べ
き
人
物
に
な
お
自
己
の
一
面
を
写
さ
ん
と
し
た
作
者
の
、
そ
の
に
が
い

自
己
調
刺
の
眼
差
も
ま
た
理
解
で
き
よ
う
。

 
市
井
の
塵
の
な
か
に
名
も
な
き
者
と
し
て
消
え
ゆ
く
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
あ
の

母
の
死
と
と
も
に
本
然
の
世
界
に
生
き
ん
と
し
た
漱
石
の
、
い
ま
ひ
と
り
の
自
，

己
の
、
そ
の
あ
め
う
べ
か
り
し
姿
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
時
彼
を
待
つ
も
の

は
、
も
は
や
「
母
な
る
も
の
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
 
「
御
墓
の

な
か
で
…
…
待
っ
て
居
り
ま
す
」
と
は
、
言
わ
ば
「
母
胎
回
帰
」
の
志
向
に
も
つ

な
が
る
も
の
で
あ
り
、
清
の
背
後
に
あ
の
「
母
な
る
も
の
」
の
本
源
と
し
て
の
．

母
千
枝
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
漱
石

は
晩
期
の
エ
ッ
セ
イ
「
硝
子
戸
の
中
」
の
末
尾
に
、
最
も
忘
れ
が
た
い
母
の
想

い
出
と
し
て
一
少
年
時
代
、
悪
夢
か
ら
覚
め
罪
の
お
び
え
を
つ
げ
る
彼
の
前

に
仔
っ
て
、
微
笑
し
つ
つ
慰
め
を
与
え
た
母
の
忘
れ
が
た
い
姿
を
語
っ
て
い
る
．

が
、
こ
れ
は
も
は
や
現
実
の
追
贈
を
こ
え
た
普
遍
の
、
 
「
母
な
る
も
の
」
の
あ

か
し
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
し
か
も
ま
た
母
の
晩
年
に
生
ま
れ
た
彼
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
常
に
「
お
婆
さ
ん
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
か
っ
た
と
い

う
。
 
「
坊
つ
ち
や
ん
」
の
な
か
で
濤
が
繰
返
し
「
婆
さ
ん
」
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
こ
と
も
ま
た
、
・
こ
れ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。

．
小
谷
野
純
一
氏
は
先
の
論
放
で
、
こ
の
清
と
の
母
と
の
関
連
に
ふ
れ
て
す
ぐ

れ
た
論
証
を
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
清
の
眠
る
『
小

日
向
の
愈
々
寺
」
の
、
「
そ
の
「
小
日
向
」
が
、
最
初
原
稿
で
は
「
小
石
川
」
と

な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
漱
石
の
母
の
死
後
、
家
族
を
は
な
れ
「
明
治
十
七
年
の

頃
」
住
ん
で
い
た
と
い
う
小
石
川
の
新
福
寺
で
の
生
活
の
、
 
「
母
を
喪
っ
た
悲
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痛
な
自
己
に
立
ち
向
い
続
け
」
て
い
た
時
期
の
忘
れ
が
た
い
刻
印
を
遺
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
母
と
の
合
一
へ
の
願
い
は
ふ
こ
こ
に
も
色
濃
く

あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
小
谷
野
氏
は
、
「
『

清
』
の
設
定
」
は
こ
の
作
品
の
本
来
的
な
流
れ
を
「
母
と
子
の
肉
感
的
な
物
語

へ
と
移
転
」
せ
し
め
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
む
し
ろ
物

語
の
主
脈
の
転
移
な
ら
ぬ
、
必
然
の
合
↓
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま

へ
 
 
む

し
カ
 
 
 
 
 
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
漱
石
が
母
へ
の
思
慕
に
ま
つ
わ
る
一
篇
の
作
を
な
し
た
の
は
、
こ
れ
が
最
初

で
あ
り
ま
た
最
後
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
あ
り
う
べ
か
り
し
自
己
へ
の
鎮
魂
の
作

と
、
見
る
な
ら
ば
、
 
「
母
な
る
も
の
」
へ
の
帰
一
の
モ
チ
ー
フ
は
必
然
の
も
の
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
作
品
が
、
い
ま
だ
「
う
た
」
で
あ
り
え
た
蜜
月
の
時
期

の
、
ふ
た
つ
な
き
天
与
の
収
獲
で
あ
っ
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（112）


