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『
日
本
永
代
蔵
』
は
「
大
福
新
長
者
教
」
と
い
う
副
題
の
示
す
と
お
り
、
仮

名
草
子
「
長
者
教
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、
町
人
の
致
富
・
成
功
、
あ
る
い
は
、
没

落
・
失
敗
の
諸
相
を
描
こ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
寛
永
版
『
長
者
教
」
に
代
表

さ
れ
る
町
人
処
世
訓
の
基
本
が
、
『
永
代
蔵
」
で
は
、
巻
三
の
一
の
「
長
者
丸
」

の
方
組
・
毒
断
に
ほ
ぼ
要
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
方
組
・
毒
断
は
、
一
方

で
勤
庚
を
説
き
、
他
方
で
、
賛
沢
や
遊
芸
・
遊
興
や
、
か
け
こ
と
・
投
機
等
々

を
戒
め
る
消
極
的
教
訓
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
こ
こ

に
い
う
ま
で
も
な
い
◎

　
西
鶴
は
随
所
で
分
別
く
さ
い
教
訓
を
掲
げ
て
は
い
る
。
方
組
・
毒
断
に
類
し

た
こ
と
を
お
談
義
式
に
述
べ
た
個
所
も
多
い
。
没
落
・
失
敗
な
い
し
不
成
功
の

原
因
の
大
半
が
、
奮
像
・
遊
興
で
あ
る
こ
と
に
も
違
い
は
な
い
。
し
か
し
『
永

代
歳
「
一
全
巻
を
通
し
て
み
る
と
、
長
者
教
的
な
消
極
策
で
成
功
し
、
　
あ
る
い

は
、
失
敗
を
免
れ
た
話
は
、
案
外
に
少
な
い
。
　
「
長
者
丸
」
の
箸
屋
善
兵
禽
の
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ほ
か
に
は
、
巷
一
の
二
の
扇
屋
の
初
代
・
巻
二
の
一
の
藻
市
・
巻
五
の
四
の
日

暮
の
某
・
巻
五
の
五
の
万
屋
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
反
し
て
、

消
極
一
方
で
は
成
功
し
な
い
、
あ
る
い
は
、
没
落
せ
ざ
る
を
得
匁
い
例
話
の
方

が
、
は
る
か
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
巻
二
の
二
で
狂
言
ま
わ
し
の
役
を
つ
と
め
る
醤
油
屋
の
喜
平
次
は
、
一
生
う

だ
つ
が
あ
が
ら
ず
、
年
末
の
神
鳴
で
破
損
し
た
鍋
釜
の
僅
か
な
代
金
の
た
め
に

予
算
が
狂
っ
て
し
ま
う
。
　
「
正
直
に
か
ま
へ
た
分
に
も
培
は
明
か
ず
」
と
一
応

は
考
え
て
も
い
る
が
、
　
「
身
に
応
じ
た
る
商
売
を
お
ろ
そ
か
に
」
し
な
い
実
直

な
商
人
で
あ
る
。
そ
の
女
房
も
ま
た
つ
つ
ま
し
い
内
功
の
功
を
励
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
北
陸
路
へ
の
舟
着
場
と
し
て
繁
昌
し
て
い
た
大
津
の
町
に
住
み
な
が

ら
、
土
地
柄
を
利
用
し
て
儲
け
の
多
い
商
売
を
し
よ
う
と
も
し
な
い
。
そ
れ
だ

け
の
能
力
も
な
／
＼
問
屋
町
の
繁
栄
を
横
目
に
「
金
銀
も
有
る
所
に
は
瓦
石
の

こ
と
し
」
と
す
ま
し
か
え
っ
て
い
る
無
気
力
さ
が
、
そ
の
日
暮
し
の
生
活
に
甘

ん
じ
さ
せ
る
。
喜
平
次
の
見
聞
の
な
か
の
「
絵
馬
医
者
」
や
、
あ
て
が
い
扶
持

の
「
不
自
由
な
る
世
」
を
送
る
没
落
商
人
も
、
同
様
の
無
気
力
・
無
能
力
型
で
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あ
る
。
巻
四
の
一
の
主
人
公
夫
婦
も
、
　
「
渡
世
を
大
事
に
、
正
直
の
頭
を
わ
ら

し
て
、
暫
時
も
只
居
せ
ず
」
に
か
せ
ぐ
け
れ
ど
も
、
当
初
は
思
う
よ
う
に
な
ら

な
い
。

　
喜
平
次
の
話
の
冒
頭
に
「
細
波
や
、
近
江
の
湖
に
沈
め
て
も
、
一
升
入
る
壷

は
其
通
り
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
無
気
力
・
無
能
力
の
消
極
型
と
い
う
の
は
、

要
す
る
に
人
物
の
器
が
小
さ
い
の
だ
。
巻
六
の
一
の
年
越
屋
は
杣
当
な
利
発
者

で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
決
し
て
大
器
で
は
な
い
。
分
限
に
な
り
得
た
の
は
、
盆

の
霊
祭
が
す
ん
で
川
に
流
さ
れ
る
蓮
の
葉
を
拾
い
集
め
、
こ
れ
で
閉
売
の
味
噌

を
包
む
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
。
人
に
も
め
っ
た

に
い
え
な
い
こ
と
だ
。
西
鶴
が
顔
を
そ
む
け
ん
ぱ
か
り
に
し
て
毛
嫌
い
す
る

「
川
流
れ
の
髪
の
落
ち
取
る
」
な
ど
の
「
人
外
な
る
手
業
」
（
巻
四
の
四
）
と
、

な
に
ほ
ど
の
へ
だ
た
り
も
な
い
。
庭
木
の
選
定
に
も
実
用
第
一
で
な
か
な
か
や

か
ま
し
く
、
　
「
世
の
万
に
か
し
こ
く
」
は
あ
っ
た
が
、
蓄
財
以
外
の
こ
と
に
か

け
て
は
全
く
の
世
問
知
ら
ず
で
あ
る
。
息
子
の
縁
談
に
際
し
て
、
そ
の
う
か
つ

さ
と
非
常
識
さ
と
が
遺
憾
な
く
暴
露
さ
れ
る
。
や
が
て
そ
の
息
子
の
強
要
で
や

む
を
得
ず
新
築
し
た
家
屋
は
、
客
足
を
ぱ
っ
た
り
と
め
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
は

な
に
を
し
て
も
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
四
十
年
の
蓄
積
が
水
泡
に
帰
す
る
。
　
「
人
の

出
入
仕
つ
け
た
る
商
人
の
家
普
請
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で

作
者
の
掲
げ
る
教
訓
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
普
請
そ
の
も
の
が
悪
い
と
は
い
え

な
い
。
妻
や
息
子
に
ま
で
馬
麗
に
さ
れ
る
愚
鈍
さ
、
姑
息
な
智
恵
は
あ
り
な
が
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ら
、
い
ま
一
歩
発
展
の
機
会
を
つ
か
み
得
な
い
消
極
性
、
つ
ま
り
は
器
の
小
さ

さ
が
、
せ
っ
か
く
蓄
え
た
財
産
を
活
用
で
き
ず
、
か
え
っ
て
こ
れ
に
み
ず
か
ら

の
首
を
し
め
る
役
割
を
果
た
さ
せ
る
に
至
る
。
新
築
の
店
舗
も
分
に
過
き
た
の

だ
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
西
鶴
は
書
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
巻
六
の

四
の
与
三
右
衛
門
は
、
淀
川
に
流
れ
て
き
た
漆
を
拾
い
あ
げ
て
長
者
に
な
る
と

い
う
仕
合
せ
に
恵
ま
れ
、
栄
華
の
限
り
を
尽
く
す
が
、
極
め
て
些
細
な
物
惜
し

み
根
性
が
破
滅
の
動
機
と
な
る
。
こ
の
話
も
、
著
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
と
い

う
こ
と
の
例
話
だ
と
み
る
の
は
表
面
的
で
あ
ろ
う
。
　
「
商
の
心
ざ
し
は
、
根
を

を
さ
め
て
ふ
と
く
も
つ
事
肝
要
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
小
心
・
小
器
で
は
、

繁
栄
を
持
続
し
得
な
い
こ
と
が
い
い
た
い
の
だ
。
巻
二
の
五
や
巻
五
の
一
で

は
、
遠
隔
の
地
に
出
張
す
る
手
代
が
、
正
直
・
律
義
だ
け
で
は
、
人
に
お
く
れ

を
と
り
、
利
を
得
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
と
し
、
や
は
り
「
大
気
」
を
有
能
の

条
件
と
し
て
い
る
。

　
い
わ
ゆ
る
二
代
目
が
没
落
す
る
例
も
、
理
由
は
や
は
り
消
極
主
義
の
罪
に
帰

着
す
る
。
巻
一
の
二
の
扇
屋
の
二
代
目
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
。
長
者
教
を
地

で
い
っ
た
よ
う
な
親
仁
の
死
後
、
息
子
は
遺
産
を
丸
ど
り
に
し
て
、
親
に
も
ま

さ
る
始
末
屋
で
あ
っ
た
が
、
一
周
忌
の
墓
参
の
帰
途
に
偶
然
拾
っ
た
一
歩
金
の

誘
惑
で
、
た
だ
一
回
だ
け
「
老
い
て
の
咄
の
種
に
も
と
思
ひ
極
め
」
て
島
原
に

遊
ん
だ
の
が
や
み
つ
き
と
な
り
、
遺
産
は
数
年
の
間
に
使
い
果
し
て
し
ま
う
。

こ
の
息
子
は
、
二
十
一
に
も
な
っ
て
い
な
が
ら
、
局
女
郎
の
名
を
御
公
家
衆
の



御
夕
と
思
っ
た
り
、
遊
里
の
門
を
「
断
り
な
し
に
通
り
ま
し
て
も
、
く
る
し
う

御
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
」
と
だ
ず
ね
た
り
す
る
ほ
ど
の
う
ぶ
な
男
で
あ
る
。
倹
約
心

と
純
情
さ
加
滅
で
は
人
後
に
落
ち
な
い
が
、
抵
抗
力
も
免
疫
性
も
も
た
ぬ
ｍ
刀

が
、
い
か
に
僅
か
な
病
毒
に
侵
さ
れ
易
い
も
の
で
あ
る
か
を
、
こ
の
話
は
示
し

て
い
る
。
結
び
に
「
身
を
持
ち
か
た
め
し
鎌
田
屋
の
何
が
し
、
子
共
に
是
を
か

た
り
ぬ
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
作
者
も
鎌
田
屋
某
の
尻
馬
に
乗
っ
て
、
若

い
自
心
子
た
ち
に
遊
興
を
戒
め
た
と
み
る
の
は
、
む
し
ろ
逆
で
は
な
い
か
。
勤
勉

・
始
末
・
正
直
・
律
義
の
一
枚
看
板
は
、
事
に
臨
ん
で
愚
鈍
さ
と
ひ
よ
わ
さ
と

を
露
呈
す
る
無
能
無
力
む
小
人
物
の
レ
ッ
テ
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
巻
三
の
五

の
忠
助
は
、
親
に
似
合
わ
ず
「
利
発
生
れ
お
と
り
」
、
干
貫
目
の
財
産
を
三
十

年
余
に
な
く
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
別
段
身
持
ち
が
悪
か
っ
た
の
で
は
な
さ
そ

う
で
、
た
だ
、
長
年
の
「
無
帳
無
分
別
」
の
た
め
の
じ
り
貧
で
あ
る
。
生
来
の

怠
け
者
で
あ
っ
て
、
前
の
話
と
は
大
分
違
う
け
れ
ど
も
、
少
々
の
遺
産
が
あ
っ

て
も
、
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
て
は
、
実
杜
会
の
き
ぴ
し
さ
の
な
か
で
、
い
ず
れ

は
落
伍
者
と
な
ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
巻
五
の
三
の
九
介
の
息
子
九
之
功
が
家
を

つ
ぶ
し
た
の
は
、
父
親
の
吝
奮
に
近
い
始
末
ぶ
り
を
「
浅
ま
し
く
思
」
い
、
柄

に
も
な
い
反
発
心
を
起
こ
し
て
散
財
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
消
枢
主

義
の
底
の
浅
さ
を
突
い
た
一
変
形
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ど
の
話
を
と
っ
て
み
て
も
、
長
者
丸
式
の
処
世
法
に
、
西
鶴
は
決
し
て
共
鳴

し
て
は
い
な
い
。
は
じ
め
に
あ
げ
た
数
少
な
い
成
功
例
に
お
い
て
さ
え
同
様
で
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あ
る
。
扇
屋
の
初
代
（
巻
一
の
二
）
や
藤
市
（
巻
二
の
一
）
に
あ
っ
て
は
、
も

っ
ぱ
ら
成
功
後
の
保
身
術
で
あ
り
、
し
か
も
扇
崖
の
場
合
、
二
代
目
は
さ
き
に

み
た
と
お
り
だ
。
藤
市
の
有
名
な
始
末
話
は
、
日
常
の
生
活
態
度
か
ら
、
子
女

の
教
育
・
後
進
の
指
南
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
　
真
山
青
果
氏
が
「
『
日
本
永
代

蔵
』
講
義
」
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
人
の
鑑
に
も
な
り
ぬ
べ
き
ね
が
ひ
」

を
こ
め
た
一
個
の
見
識
を
強
調
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
と
て

も
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
　
大
人
物
の
鑑
と
は
み
て
い
な
い
と
思
う
。
　
ま

た
、
日
暮
の
某
（
巻
五
の
四
）
や
万
屋
（
巻
五
の
五
）
の
章
で
は
、
成
功
談
そ

の
も
の
は
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
叙
述
が
簡
単
で
、

果
し
て
始
末
・
勤
勉
の
み
で
産
を
な
し
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
　
「
長
者

丸
」
　
（
巻
三
の
一
）
に
し
て
か
ら
が
、
　
「
四
十
の
陰
ま
で
、
う
か
う
か
暮
さ
れ

し
」
人
に
対
す
る
「
問
薬
」
で
あ
る
。
健
康
人
に
用
は
な
い
。
病
人
の
治
療
に

試
み
に
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
効
く
か
効
か
ぬ
か
さ
え
未
知
数
に
属
す
る
。

右
の
ほ
か
、
巻
一
の
三
に
出
て
く
る
筒
落
米
を
掃
き
集
め
た
老
女
の
貯
蓄
法

は
、
　
『
長
者
教
』
の
説
く
と
こ
ろ
と
類
似
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
も
た
だ
そ
れ

だ
け
が
長
者
と
な
り
得
た
原
因
で
は
な
か
っ
た
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て

も
、
こ
の
話
自
休
、
北
浜
米
市
の
活
況
を
描
写
し
た
つ
い
で
の
、
筒
落
米
に
も

似
た
、
舞
台
裏
の
こ
ぼ
れ
話
に
と
ど
ま
る
。

二
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五
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消
極
主
義
が
大
成
を
妨
げ
、
没
落
を
も
た
ら
す
原
因
に
も
な
り
か
ね
な
い
の

に
反
し
、
積
極
主
義
の
失
敗
は
め
っ
た
に
な
い
。
　
『
永
代
蔵
』
の
人
物
の
多
く

は
、
な
ん
ら
か
の
積
極
的
方
策
に
よ
っ
て
活
路
を
見
出
し
、
繁
栄
の
基
を
築
い

て
い
る
。

　
積
極
的
と
い
え
ぱ
い
つ
も
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
「
才
覚
」
に
も
、
比
較
的
単

純
な
思
い
つ
き
程
度
の
も
の
も
か
な
り
多
い
。
巻
一
の
五
の
松
屋
後
家
は
、
富

突
き
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
方
法
で
わ
が
家
を
売
り
に
出
し
、
苦
境
を
切
り
抜
け

た
。
こ
ん
な
の
は
お
愛
嬬
の
余
談
で
あ
る
が
、
ま
と
も
な
出
世
談
で
も
、
さ
き

に
も
あ
げ
た
巻
一
の
三
の
、
老
女
が
落
ち
こ
ぽ
れ
の
米
を
拾
い
集
め
た
こ
と

や
、
子
供
に
銭
さ
し
を
作
ら
せ
た
こ
と
、
　
「
長
者
丸
」
（
巻
三
の
一
）
の
箸
屋

善
兵
衛
が
、
仕
事
帰
り
の
大
工
が
落
し
て
ゆ
く
木
片
を
拾
い
歩
い
て
、
こ
れ
を

活
用
す
る
道
を
考
え
た
こ
と
な
ど
は
、
思
案
の
末
の
こ
と
と
は
い
え
、
本
格
的

な
才
覚
と
は
い
い
が
た
い
。
巻
二
の
三
の
新
六
が
、
勘
当
さ
れ
て
江
戸
へ
下
る

道
中
、
犬
の
黒
焼
を
狼
と
い
つ
わ
っ
て
路
銀
を
か
せ
き
、
江
戸
に
着
い
て
か
ら

は
、
都
会
向
き
に
手
拭
の
切
売
り
を
考
え
た
話
や
、
巻
四
の
三
の
分
銅
屋
が
、

芝
居
の
近
所
に
、
札
銭
の
両
替
を
あ
て
こ
ん
だ
銭
店
を
出
し
た
こ
と
、
巻
五
の

二
の
山
崎
屋
が
、
い
っ
た
ん
は
家
職
の
油
屋
を
嫌
っ
て
没
落
は
し
た
も
の
の
、

こ
れ
も
土
地
柄
を
利
用
し
て
川
魚
屋
に
転
身
し
、
商
売
の
仕
方
に
も
一
工
夫
し

て
成
功
し
た
話
な
ど
も
、
ま
ず
は
思
い
つ
き
に
近
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
、
出
世
の
緒
を
つ
か
ん
だ
と
き
の
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
さ
き
は
別
だ
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が
、
こ
の
段
階
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
は
、
小
才
の
き
い
た
人
た
ち
の
話
で

あ
る
。
成
功
の
原
因
は
そ
れ
ぞ
れ
に
み
な
違
う
の
だ
か
ら
、
類
型
的
に
分
類
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
　
一
人
一
人
に
つ
い
て
作
者
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
頭

に
描
い
て
い
た
の
か
も
、
臆
測
を
許
さ
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
作
晶
の
上
で

の
力
点
の
置
き
ど
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
才
覚
を
働
か
せ
た
積
極
成
功
型
と
い
っ

て
も
、
以
下
に
あ
げ
る
例
は
、
右
の
人
た
ち
と
は
、
い
さ
さ
か
類
を
異
に
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
思
い
つ
き
以
上
の
、
才
能
や
識
見
や
根
性
を
も
っ
て

い
た
人
た
ち
で
あ
る
。
人
物
が
一
ま
わ
り
大
き
い
。
西
鶴
が
興
味
を
も
つ
の

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
種
の
人
物
だ
。

　
巻
二
の
四
の
天
狗
源
内
は
名
だ
た
る
「
鯨
突
の
羽
指
の
上
手
」
で
あ
っ
た

が
、
従
来
は
廃
物
に
な
う
て
い
た
鯨
の
骨
か
ら
油
を
と
る
こ
と
を
考
え
、
つ
い

に
は
多
数
の
漁
師
と
舟
を
抱
え
る
網
組
の
親
方
に
な
る
。
一
介
の
漁
夫
か
ら
事

業
家
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
、
西
宮
戒
の
御
託
宣
で
さ
ら
に
新
し

い
工
夫
を
す
る
。
源
内
は
毎
年
の
十
日
戒
に
参
詣
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
が
、
あ

る
年
、
遅
く
か
ら
詣
っ
て
気
を
悪
く
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
帰
路
の
舟
に
え
ぴ
す

様
が
乗
り
移
り
、
う
た
た
寝
し
て
い
た
源
内
に
、
生
鯛
に
活
を
入
れ
て
長
時
問

も
た
せ
る
秘
法
を
伝
授
す
る
、
と
い
う
話
だ
。
　
「
信
あ
れ
ぱ
徳
あ
り
と
、
仏
に

つ
か
へ
、
神
を
祭
る
事
、
お
ろ
か
な
ら
ず
。
中
に
も
、
西
の
宮
を
有
り
が
た

く
」
思
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
な
に
か
特
別
の
御
利
益
で
も
期
待
し
た
か
の
よ

う
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
世
人
一
般
の
風
習
に
従
っ
て
、
精



神
的
な
安
定
を
求
め
る
の
が
本
旨
で
あ
っ
た
と
思
う
、
、
時
刻
が
遅
く
て
あ
し
ら

い
の
悪
い
杜
人
た
ち
に
、
　
「
神
の
事
な
が
ら
、
少
し
腹
ｔ
ち
て
」
い
だ
り
斗
、
一

る
。
鯛
の
生
か
し
方
は
神
様
か
ら
授
か
っ
た
も
の
で
は
々
く
、
自
分
の
仕
火
，
に

あ
く
ま
で
忠
実
・
真
剣
で
あ
り
、
寝
て
も
覚
め
て
も
研
い
先
あ
、
怠
ら
ぬ
源
内
み
す

か
ら
が
、
船
申
の
余
暇
に
ふ
と
思
い
浮
ん
だ
工
夫
で
あ
っ
た
と
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
作
者
は
こ
れ
を
夢
の
お
合
げ
に
仮
托
し
た
ま
で
で
あ
る
。
な
四
の

一
の
桔
梗
屋
と
い
う
染
物
屋
は
、
正
直
・
勤
勉
の
沽
極
法
で
う
ま
く
ゆ
か
ぬ
の

に
業
を
煮
や
し
、
人
の
逆
手
を
い
っ
て
貧
乏
神
を
ま
つ
る
。
と
こ
ろ
が
一
グ
、
の
貧

乏
神
の
「
あ
ら
た
な
る
御
霊
夢
」
に
力
づ
け
ら
れ
て
、
独
刺
的
な
新
し
い
染
色

法
を
仕
出
し
、
こ
れ
が
も
と
で
、
問
も
な
く
分
眼
に
な
っ
た
、
こ
こ
に
も
霊
夢

が
登
場
す
る
が
、
肝
心
の
と
こ
ろ
は
「
柳
は
み
ど
り
花
は
紅
」
と
い
う
、
教
祖

の
お
筆
先
み
た
い
な
文
言
で
、
直
撲
の
参
考
に
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず

だ
。
桔
梗
屋
の
成
功
も
、
消
極
主
義
か
ら
翻
然
と
し
て
眼
覚
め
、
な
ん
と
か
人

の
や
ら
ぬ
こ
と
を
や
っ
て
み
よ
う
と
し
た
執
Ａ
、
心
の
た
ま
も
の
な
の
で
あ
る
、
、
夢

に
閑
し
て
は
、
さ
き
の
源
内
の
場
合
と
同
様
に
解
釈
で
き
る
。
金
餅
糖
の
製
法

を
炎
見
し
た
長
姶
の
町
人
（
巻
五
の
一
）
や
安
借
川
の
ち
リ
め
ん
紙
ヱ
、
を
仕
■

し
た
呉
服
屋
（
巻
三
の
五
）
な
ど
も
、
同
じ
く
臼
分
の
仕
事
に
生
命
を
か
け
て

熱
中
し
た
例
に
あ
げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
巻
三
の
二
の
豊
後
の
万
星
二
弥
は
、
荒
地
で
菜
種
の
試
作
が
成
功
し

た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
田
地
と
し
て
開
発
す
る
こ
と
を
考
え
、
さ
ら
に
は
、

　
　
　
　
　
　
ｉ
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

農
村
経
営
か
ら
上
方
へ
の
船
商
い
に
ま
で
進
■
し
て
、
西
国
第
一
の
長
者
と
な

る
。
い
ず
れ
も
た
だ
も
の
で
は
な
い
、
一
つ
の
事
が
ら
に
桁
秋
亭
、
傾
け
る
ば
か

り
か
、
小
成
に
満
足
せ
す
、
次
次
と
新
た
な
目
標
を
め
ざ
し
て
進
む
。
忍
耐
力

も
発
明
力
も
実
行
力
も
兼
ね
．
備
え
た
兇
た
ち
で
あ
る
。
荏
五
の
三
の
九
介
も
一
〆
、

の
一
人
・
王
十
余
歳
に
な
る
ま
で
は
、
し
が
な
い
小
百
姓
で
あ
っ
た
が
、
年
越

の
い
り
豆
の
一
粒
か
ら
不
思
議
に
芽
が
出
た
収
穫
を
も
と
に
し
て
、
ほ
ど
わ
ひ
く

大
百
姓
と
な
リ
、
栽
培
法
の
改
菩
や
農
器
具
の
発
明
・
改
良
に
も
非
凡
の
才
一
能

を
発
揮
し
、
の
ち
に
は
著
名
な
綿
商
人
と
た
ぴ
っ
て
、
栄
光
の
生
涯
弟
、
送
っ
山
」
の

で
あ
る
。
た
だ
、
九
介
の
場
合
、
右
の
よ
う
な
積
枠
王
義
の
反
酉
、
そ
の
生
活

が
あ
ま
り
に
も
吝
奮
で
あ
っ
た
こ
と
を
嫌
っ
て
か
、
西
鶴
が
必
、
一
、
し
も
無
条
作

で
礼
賛
し
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
は
、
前
節
で
も
触
れ
た
。
才
能
も
才
能
だ
が

杖
本
の
土
台
を
忘
れ
て
は
無
価
値
に
等
し
い
。

　
鋭
敏
な
触
角
も
藺
人
に
は
重
要
な
武
器
と
な
る
。
し
か
し
一
〆
、
の
武
器
も
、
や

は
り
使
い
方
次
第
だ
と
い
う
。
巻
四
の
二
の
、
博
多
の
金
屋
と
い
う
長
崎
南
人

は
、
不
運
つ
づ
き
で
悲
歎
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
と
き
、
く
も
が
巣
浄
、
作
る
杖
気

に
教
え
ら
れ
て
、
最
後
の
運
だ
め
し
に
、
店
宅
を
売
り
払
っ
て
長
崎
に
出
る

が
、
僅
か
な
資
金
で
は
商
人
の
数
に
も
は
い
ら
な
い
。
　
二
生
の
を
さ
め
Ｌ
に

丸
山
に
遊
ぶ
と
、
枕
屏
風
が
古
筆
を
張
り
め
ぐ
ら
し
た
絶
品
。
と
た
ん
に
「
遊

輿
は
脇
に
」
し
て
足
し
げ
く
通
い
、
そ
の
屏
風
を
貰
い
受
け
て
、
大
名
衆
に
献

上
し
、
御
褒
美
の
金
子
で
も
と
の
大
商
人
に
返
り
咲
く
。
の
ち
、
そ
の
遊
女
カ
、
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請
け
出
し
て
、
文
度
も
十
分
に
「
願
ひ
の
男
」
に
添
わ
せ
て
や
り
、
「
一
た
ぴ
は

傾
城
を
た
ら
す
に
と
い
へ
ど
、
是
ら
は
に
く
か
ら
ぬ
仕
か
た
、
其
目
利
、
ぬ
か

ら
ぬ
男
」
と
世
人
に
た
た
え
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
話
に
巻
三

の
三
が
あ
る
。
伏
見
の
町
は
ず
れ
に
、
貧
民
相
手
の
無
慈
悲
な
小
質
屋
を
営
む

菊
屋
の
善
蔵
は
、
な
に
を
思
っ
て
か
、
急
に
初
瀬
観
音
通
い
を
始
め
、
な
け
な

し
の
大
金
を
投
じ
て
、
三
度
も
御
開
帳
を
願
い
出
る
。
古
渡
り
の
唐
織
の
戸
帳

に
目
を
つ
け
、
開
帳
に
よ
る
損
傷
を
口
実
に
、
新
し
い
の
を
寄
進
し
て
、
こ
れ

を
申
し
受
け
よ
う
と
い
う
の
が
善
蔵
の
魂
胆
で
あ
っ
た
。
計
略
が
当
た
っ
て
、

一
度
は
儲
け
た
が
、
こ
の
「
す
か
ぬ
男
」
は
コ
兀
来
す
ぢ
な
き
分
限
、
む
か
し

よ
り
浅
ま
し
く
Ｌ
お
ち
ぶ
れ
て
し
ま
う
。
金
屋
と
菊
屋
と
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
目

利
き
者
で
あ
り
な
が
ら
、
作
者
の
扱
い
は
、
か
よ
う
に
相
反
す
る
。
理
由
は
あ

な
が
ち
道
義
心
の
有
無
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
小
質
屋
と
長
崎
商
人
と
、
結
局

は
こ
の
両
者
の
ス
ケ
ー
ル
の
相
違
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
才
能
を
生
か
す
だ
け
の
携
量
が
あ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
や
は
り
勝
負
の

わ
か
れ
目
と
な
る
。

　
巻
四
の
四
の
、
小
橋
の
利
功
の
話
は
、
後
者
の
例
で
あ
る
。
茶
の
煮
出
し
殻

を
買
い
集
め
て
、
新
し
い
葉
に
混
ぜ
て
売
る
と
い
う
悪
辣
な
方
法
を
考
え
つ
く

が
、
「
天
、
是
を
と
が
め
給
ふ
に
や
」
、
や
が
て
精
神
錯
乱
を
き
た
し
、
悲
惨
極

ま
る
最
期
を
と
げ
る
。
こ
の
男
が
売
り
出
し
た
最
初
は
、
毎
朝
、
玉
だ
す
き
・

く
く
り
袴
・
烏
帽
子
姿
お
か
し
く
、
　
煎
じ
茶
を
売
り
歩
き
、
　
「
ゑ
ぴ
す
の
朝
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茶
Ｌ
の
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
で
顧
客
の
人
気
を
集
め
た
こ
と
に
あ
る
と
い

う
。
　
「
才
覚
男
」
も
実
は
こ
の
程
度
、
四
十
ま
で
は
「
物
入
を
算
用
し
て
」
女

房
も
呼
ば
ぬ
。
　
「
毎
日
の
入
舟
、
判
金
壱
枚
な
ら
し
の
上
米
あ
り
」
と
い
わ
れ

た
「
北
国
の
都
」
敦
賀
の
住
人
に
し
て
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
粒
が
小
さ
く
、

人
間
が
で
き
て
い
な
い
。
悪
辣
ぶ
り
よ
り
も
、
こ
れ
を
指
摘
し
た
い
の
が
作
者

の
真
意
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

　
く
ど
く
い
う
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
も
っ

と
端
的
に
た
た
え
た
例
を
二
三
あ
げ
て
み
よ
う
。
巻
六
の
三
の
、
堺
の
小
刀
屋

と
い
う
裕
福
な
長
崎
商
人
が
、
ひ
と
り
息
子
の
命
を
救
っ
て
く
れ
た
医
師
に
法

外
な
謝
礼
を
し
た
こ
と
を
、
「
此
気
、
大
分
仕
出
し
、
家
さ
か
え
し
と
な
り
」
と

評
し
て
い
る
。
淀
の
与
三
右
衛
門
（
巻
六
の
四
）
の
物
惜
し
み
と
好
対
照
だ
。

巻
一
の
一
の
網
屋
は
、
江
戸
の
船
問
屋
で
あ
っ
た
が
、
初
午
詣
で
に
泉
州
水
澗

寺
を
訪
れ
、
　
「
利
生
の
銭
」
を
一
人
で
一
貫
も
借
り
受
け
る
。
前
代
未
聞
の
こ

と
と
あ
っ
け
に
と
ら
れ
る
寺
僧
た
ち
を
尻
目
に
、
名
前
も
告
げ
ず
に
立
ち
去
っ

た
が
、
彼
は
こ
の
銭
を
基
金
に
、
漁
師
の
出
船
を
祝
っ
て
貸
し
て
や
り
、
十
三

年
の
後
、
規
定
ど
お
り
二
年
一
倍
Ｌ
の
複
利
計
算
に
し
て
、
東
海
道
の
通
し

馬
も
豪
勢
に
返
納
し
、
寺
申
の
喝
采
を
あ
ぴ
た
。
こ
の
話
も
、
信
心
の
余
得
と

利
息
の
恐
ろ
し
さ
を
語
る
も
の
と
解
さ
れ
や
す
い
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う

か
。
観
音
信
仰
の
無
意
味
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
コ
戸
帳
こ
し
Ｌ
の
「
あ
ら
た

な
る
御
告
」
で
、
観
音
み
ず
か
ら
が
仰
せ
ら
れ
る
。
利
息
の
馬
麗
に
な
ら
ぬ
こ

●



と
は
そ
の
と
お
り
と
し
て
も
、
網
屋
臼
身
は
、
こ
の
銭
で
一
文
の
得
も
し
て
い

な
い
。
む
し
ろ
若
干
の
持
ち
出
し
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
彼
は
以
前
か
ら
す
で
に

「
舟
問
屋
し
て
、
次
第
に
家
栄
え
」
て
い
払
」
の
で
あ
る
。
概
音
の
銭
は
、
縁
起

を
喜
ぶ
漁
夫
た
ち
の
単
純
な
心
理
を
読
ん
で
、
自
己
の
勢
力
拡
張
・
人
心
掌
握

の
道
具
に
使
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
よ
う
。
野
問
光
辰
氏
は
、
江
戸
湾
を
申
心
と

す
る
関
東
方
而
の
漁
業
は
、
江
戸
初
期
以
来
、
優
秀
な
漁
法
を
伝
水
す
る
紀
州

・
泉
州
な
ど
の
上
方
漁
民
の
進
出
に
よ
っ
て
閉
禿
さ
れ
、
そ
の
戊
功
者
は
、
魚

問
屋
や
船
問
屋
に
な
っ
て
、
仕
込
み
金
を
漁
民
に
貸
付
け
る
こ
と
も
行
な
わ
れ

て
い
た
か
ら
、
網
屋
も
お
そ
ら
く
泉
州
出
身
の
納
問
屋
で
、
水
ｎ
寺
の
枢
銭
貸

し
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系

『
酉
鶴
集
・
下
」
補
注
）
。
　
と
す
れ
ぱ
、
彼
の
こ
の
、
故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
、

ど
き
も
を
抜
く
快
挙
は
、
一
か
八
か
の
冒
吹
も
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
閑
拓
者

た
ち
の
血
に
流
れ
る
、
太
っ
腹
な
糖
神
の
発
露
で
あ
っ
た
の
だ
。
西
鶴
が
『
永

代
蔵
』
の
開
巻
冒
頭
に
こ
の
話
を
も
っ
て
き
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
。

　
巻
一
の
四
は
、
三
井
九
郎
右
衛
門
が
、
商
売
の
む
ず
か
し
い
時
世
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
江
戸
駿
河
町
に
い
わ
ゆ
る
デ
パ
ー
ト
式
の
呉
服
店
を
開
き
、
現
金
売

・
掛
値
な
し
の
新
商
法
で
客
を
集
め
た
話
で
あ
る
。
九
郎
右
衛
門
の
や
り
方
は

他
に
例
の
な
い
独
特
の
も
の
で
、
ま
さ
に
積
極
主
義
者
の
典
型
と
み
ら
れ
る
。

『
永
代
蔵
」
の
な
か
で
最
も
重
要
な
人
物
の
一
人
だ
と
旧
心
う
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
藤
市
（
巻
二
の
一
）
の
消
梅
主
義
と
比
較
し
て
、
あ
と
で
述
べ
る
。
と

　
　
　
　
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

も
か
く
、
　
「
手
金
の
光
」
も
十
分
あ
っ
た
こ
と
だ
し
、
商
才
に
か
け
て
も
卓
越

し
て
い
だ
の
は
も
ち
ろ
ん
で
流
る
が
、
西
鶴
が
「
大
商
人
の
手
本
な
る
べ
し
」

と
い
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
一
切
を
包
括
し
だ
、
九
郎
有
衛
門
の
人
物
そ

の
も
の
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
『
永
代
蔵
』
に
書
い
た
人
物
を
通
し
て
、
町
人
階
層
の
致
冨
・
没
落
の
原
因

が
ど
こ
に
あ
っ
た
と
西
鶴
は
み
て
い
る
の
か
。
こ
れ
が
、
作
者
の
抱
く
人
問
観

・
世
界
観
を
解
明
す
る
有
力
な
手
が
か
り
と
な
り
、
こ
の
作
品
の
本
質
を
考
究

し
て
い
く
上
で
欠
か
せ
な
い
作
業
と
も
な
る
と
考
え
、
つ
こ
う
の
よ
い
話
だ
け

を
つ
ま
み
あ
げ
た
と
い
わ
れ
な
い
よ
う
、
紙
幅
の
許
す
か
き
り
多
く
の
例
話
を

あ
げ
て
、
私
の
率
直
な
読
み
と
り
方
を
述
べ
て
み
た
。
こ
う
い
う
こ
と
は
本
書

を
論
ず
る
多
く
の
人
に
よ
っ
て
つ
ね
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
、

い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
む
ろ
ん
多
い
け
れ
ど
も
、
納
得
し
が
た
い
所

説
も
ま
た
少
な
く
な
い
こ
と
を
感
じ
、
い
く
ら
か
違
っ
た
見
方
を
し
て
み
た
の

で
あ
る
。
成
功
の
要
諦
は
勤
勉
・
貯
蓄
に
あ
る
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
智
恵
・
才

覚
が
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
、
資
金
も
大
切
だ
、
幸
運
に
も
恵
ま
れ
ね
ぱ
な
ら
な

い
、
賛
沢
は
禁
物
だ
と
、
口
を
す
っ
ぱ
く
し
て
い
っ
て
い
る
。
だ
が
、
も
し
そ

れ
だ
け
で
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ぱ
、
所
詮
は
抽
象
論
で
あ
る
こ
と
を
免
れ

な
い
。
西
鶴
は
、
　
『
長
者
教
」
な
ん
か
と
違
っ
て
、
こ
れ
ら
が
複
雑
に
か
ら
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

あ
う
実
相
を
く
ま
な
く
把
握
す
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
こ
に
人
問
が
介
在
し
、

そ
の
個
々
の
人
間
の
「
人
物
」
に
よ
っ
て
、
才
覚
や
幸
運
が
生
か
さ
れ
も
し
、

殺
さ
れ
も
す
る
。
た
ぴ
た
ぴ
く
り
か
え
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
作
者
の
致
富
論

の
根
本
で
あ
ろ
う
。
抽
象
的
な
お
説
教
や
世
相
談
で
は
な
く
、
人
間
が
導
入
さ

れ
た
。
　
『
永
代
蔵
』
が
文
学
た
り
得
た
所
以
も
こ
こ
あ
る
か
と
思
う
。
も
ち
ろ

ん
、
作
者
の
こ
う
い
う
人
問
の
と
ら
え
方
に
．
と
り
た
て
て
特
異
と
し
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
「
思
想
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
才
覚
や
資
本
が
ひ
と
り
で
世

問
に
歩
き
出
す
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
い
わ
れ
て
み
れ
ぱ
、
極
く
あ
た
り
ま

え
の
こ
と
な
の
だ
が
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
考
え
方
に
到
達
す
る
ま
で
の
、
私
の
読
み
方
そ
の
も

の
が
、
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
勝
手
す
き
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
再
ぴ

作
晶
に
あ
た
っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
『
永
代
蔵
』
を
読
む
と
、
文
章
表
現
の
上
で
、
か
な
り
き
わ
だ
っ
た
二
つ
の

型
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
一
つ
は
椰
楡
的
・
噺
笑
的
な
書
き
方
、
も
う
一

つ
は
共
鳴
的
・
賛
美
的
な
書
き
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
論
を
い
え
ぱ
、
こ
の

二
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
作
者
の
否
定
す
る
人
物
と
肯
定
す
る
人
物
と
に
使
い
わ

け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　
ま
ず
前
者
、
郷
楡
一
的
・
潮
笑
的
な
方
か
ら
例
を
あ
げ
よ
う
。
巻
一
の
二
の
若

い
二
代
目
が
、
金
を
拾
っ
て
島
原
へ
届
け
に
出
か
け
る
前
後
の
描
写
は
、
　
『
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

代
蔵
』
の
な
か
で
も
指
折
り
の
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
。
い
か
に
も
小
心
翼
々
た
る

こ
の
男
の
面
目
が
目
に
う
つ
る
よ
う
で
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
光
景
が
思
わ
ず
微
笑

を
誘
う
。
が
、
そ
れ
よ
り
も
前
に
、
作
者
が
こ
の
男
を
ど
う
待
遇
し
て
い
る
か

を
み
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
八
「
の
都
に
住
み
な
が
ら
、
四
条
の
橋
を
ひ
が
し
へ
わ
た
ら
ず
、
大
宮
通
り

　
　
よ
り
丹
波
口
の
西
へ
ゆ
か
ず
、

　
　
諸
山
の
出
家
を
よ
せ
ず
、
諸
牢
人
に
近
付
か
ず
、

　
　
す
こ
し
の
風
気
、
虫
腹
に
は
自
薬
を
用
ひ
て
、

　
　
若
い
時
な
ら
ひ
置
き
し
小
謡
を
、
そ
れ
も
両
隣
を
は
ぱ
か
り
て
、
地
声
に

　
　
し
て
、

　
　
灯
を
う
け
て
本
見
る
に
は
あ
ら
ず
。

　
　
一
生
の
う
ち
、
草
履
の
鼻
緒
を
踏
み
き
ら
ず
、
釘
の
か
し
ら
に
袖
を
破
ら

　
　
ず
。

こ
れ
ら
は
こ
の
男
の
親
仁
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
代
に
二
干
貫
目
も
「
し
こ
た

め
」
だ
、
そ
の
極
端
な
始
末
ぶ
り
が
、
い
か
に
深
い
嫌
悪
の
気
持
を
こ
め
て
書

か
れ
て
い
る
こ
と
か
。
死
後
、
そ
の
息
子
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
章
の
主
人
公

は
、　

　
あ
ま
た
の
親
類
に
所
務
わ
け
と
て
箸
か
た
し
散
ら
さ
ず
、
七
日
の
仕
揚
、

　
　
八
日
目
よ
り
蔀
門
口
を
明
け
て
、
泄
を
わ
た
る
業
を
大
事
に
か
け
て
、
腹

　
　
の
へ
る
を
か
な
し
み
て
、
火
事
の
見
舞
に
も
は
や
く
は
歩
ま
ず
。
し
は
い



　
　
せ
ん
さ
く
に
と
し
く
れ
て
、
明
く
れ
ぱ
去
年
の
け
ふ
ぞ
、
親
仁
の
祥
月
と

　
　
て
、
旦
那
寺
に
参
り
て
、
下
向
に
な
ほ
む
か
し
を
お
も
ひ
出
し
て
、
泪
は

　
　
袖
に
あ
ま
れ
る
。
此
の
手
紬
の
基
盤
嶋
は
、
命
し
ら
ず
と
て
親
仁
の
着
ら

　
　
れ
し
が
、
お
も
へ
ぱ
亭
、
し
き
命
、
・
け
．
廿
二
年
生
き
給
へ
ば
、
長
百
々
り
。

　
　
若
死
あ
ス
、
ぱ
し
て
大
（
小
ん
損
か
な
と
、
是
に
ま
で
欲
先
立
ち
て
…
…

と
い
う
よ
う
な
人
旧
と
し
て
ま
ず
紹
介
さ
れ
る
。
親
の
死
も
命
日
も
、
損
得
勘

定
を
は
た
瓜
れ
て
は
実
忠
に
迫
っ
て
こ
な
い
男
な
の
で
あ
る
。
本
章
の
話
は
・
こ

う
い
う
人
岬
を
主
人
公
に
し
て
艮
閑
し
て
ゆ
く
。
彼
は
こ
こ
で
徹
頭
徹
尾
愚
弄

さ
れ
続
け
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
読
者
が
滑
稽
を
押
え
き
れ
な
い
一
つ
一
つ
の

動
作
や
こ
と
ぱ
に
、
親
子
二
代
の
吝
薔
に
対
す
る
、
作
者
の
眼
り
な
い
軽
蔑
と

噺
笑
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、

　
　
森
山
玄
好
と
い
へ
る
人
、
か
た
の
こ
と
く
薬
師
は
上
手
、
殊
に
老
功
な
れ

　
　
共
、
叡
の
山
凪
程
の
劣
に
も
、
か
つ
て
薬
ま
は
ら
ず
。
門
に
も
の
ま
う
の

　
　
声
絶
え
て
、
内
に
神
農
の
掛
絵
も
身
ぶ
る
ひ
し
て
、
万
の
紙
袋
の
書
付
ほ

　
　
こ
り
に
埋
れ
、
冬
も
羽
二
重
の
ひ
と
へ
羽
繊
、
せ
ん
じ
や
う
常
に
か
は
ら

　
　
ぬ
衣
裳
つ
き
。
医
師
も
傾
城
の
身
に
同
じ
、
呼
ぱ
ぬ
所
へ
は
ゆ
か
れ
ず
。

　
　
宿
に
〃
れ
ば
外
閉
あ
し
く
、
毎
日
朝
脈
の
時
分
よ
り
立
出
で
て
・
四
の
宮

　
　
の
絵
馬
を
な
が
め
、
又
は
、
高
観
音
の
舞
台
に
行
き
て
、
近
江
八
景
も
あ

　
　
さ
ゆ
ふ
見
て
は
お
も
し
ろ
か
ら
ず
。
：
…
人
に
は
絵
馬
医
者
と
い
は
れ

　
　
て
、
口
を
し
か
り
し
。
　
（
巻
二
の
二
）

　
　
　
　
　
　
一
、
日
本
永
代
蔵
」
の
思
想
と
表
現

　
　
む
か
し
、
難
波
の
今
橋
筋
に
、
し
は
き
名
を
と
り
て
分
以
む
る
人
、
廿
一
身

　
　
一
代
独
リ
暮
し
て
、
始
末
か
ら
の
食
養
生
、
残
る
所
な
し
、
此
人
も
垣
ざ

　
　
か
り
に
、
う
き
世
を
何
の
面
白
い
〃
、
サ
も
な
く
果
て
ら
れ
、
其
跡
の
金
銀
御

　
　
寺
へ
の
あ
が
り
物
、
四
十
八
夜
を
｝
し
て
か
ら
役
に
立
た
ぬ
巾
な
リ
・
さ

　
　
れ
共
、
年
久
敷
内
蔵
に
隠
れ
、
世
問
見
な
ん
だ
銀
が
、
人
手
に
ま
は
り

　
　
て
、
九
軒
の
二
日
払
ひ
の
用
に
も
立
ち
、
遣
頓
堀
の
座
払
ひ
の
一
」
よ
リ
共

　
　
な
る
、
宝
と
い
ふ
宇
の
消
ゆ
る
租
、
ム
、
は
世
の
す
れ
者
と
な
り
け
る
と
・

　
　
大
笑
ひ
せ
し
。
　
（
巻
三
の
四
）

な
ど
に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。
あ
と
の
例
の
「
し
は
き
人
－
一
は
、
　
「
人
笑
ひ
」

さ
れ
た
の
ち
、
前
身
が
頼
刺
か
ら
西
行
法
師
に
た
ま
わ
っ
た
黄
金
の
猫
で
あ
っ

た
か
ら
、
臼
分
で
は
金
を
使
え
な
い
は
、
丁
だ
と
辿
い
討
ち
を
か
け
ら
れ
る
。
西

鶴
が
好
意
を
も
っ
て
い
な
い
人
…
、
も
し
く
は
、
期
待
を
か
け
讐
な
い
人
”

が
、
ど
う
い
う
描
き
万
を
さ
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
と
以
う
、
例
を
あ
げ
れ
ぱ

き
り
が
な
い
が
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現
と
い
う
の
は
、
こ
の
和
の
人
物
に
対
す

る
作
者
の
抑
楡
・
瑚
笑
、
そ
し
て
憐
潤
・
軽
侮
・
火
望
の
あ
ら
わ
れ
な
の
だ
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
消
極
主
義
者
の
な
か
で
は
最
高
の
待
遇
が
与
え
ら
れ
一
あ

る
程
度
の
畏
敬
の
念
さ
え
払
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
例
の
縢
市
（
巻
二
の

二
）
も
、
西
鶴
に
と
っ
て
は
、
決
し
て
期
待
の
も
て
る
人
Ｈ
像
で
は
な
か
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
企
い
４
に
み
な
き
る
ユ
ー
モ
ア
は
こ

こ
に
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
な
る
と
、
西
鶴
に
も
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
五
一



　
　
　
　
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

ひ
そ
か
な
嗜
虐
趣
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
ほ
ど
だ
。
小
橋
の

利
助
（
巻
四
の
四
）
の
あ
の
凄
惨
な
最
期
も
、
悪
徳
に
対
す
る
懲
罰
と
い
う
よ

り
は
・
利
助
の
人
物
そ
の
も
の
へ
の
不
満
を
表
現
す
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ

｝
つ
。

四

　
と
こ
ろ
が
一
方
、
作
者
の
肯
定
す
る
人
物
や
場
面
に
匁
る
と
、
文
章
が
一
変

す
る
。

　
　
惣
じ
て
北
浜
の
米
市
は
、
日
本
第
一
の
津
な
れ
ば
こ
そ
、
一
刻
の
問
に
、

　
・
五
万
貫
目
の
た
て
り
商
も
有
る
事
な
り
。
そ
の
米
は
蔵
々
に
山
を
か
さ

　
　
ね
・
夕
の
嵐
、
朝
の
雨
、
日
和
を
見
合
せ
、
雲
の
立
所
を
か
ん
が
へ
、
夜

　
　
の
う
ち
の
思
ひ
入
れ
に
て
、
売
る
人
有
り
、
買
ふ
人
あ
り
。
壱
分
弐
分
を

　
　
あ
ら
そ
ひ
・
…
…
空
さ
だ
め
な
き
雲
を
印
の
契
約
を
た
が
へ
ず
、
其
日
切

　
　
に
・
損
徳
を
か
ま
は
ず
売
買
せ
し
は
、
扶
桑
第
一
の
大
商
人
の
心
も
大
腹

　
　
中
に
し
て
・
そ
れ
程
の
泄
を
わ
た
る
な
る
。
難
波
橋
よ
り
西
見
渡
し
の
百

　
　
景
・
数
千
軒
の
問
丸
麓
を
な
ら
べ
、
白
土
、
雪
の
曙
を
う
ぱ
ふ
。
杉
ぱ
へ

　
　
の
膝
物
、
山
も
さ
な
が
ら
動
き
て
、
人
馬
に
付
け
お
く
れ
ぱ
、
　
大
遣
轟

　
　
き
、
地
雷
の
こ
と
し
。
　
（
巻
一
の
三
）

活
気
に
満
ち
た
北
浜
の
風
景
と
、
大
阪
町
人
の
「
大
腹
中
」
と
が
、
調
子
の
一
目
同

い
・
張
り
の
あ
る
筆
致
で
、
誇
ら
し
げ
に
描
写
さ
れ
る
。
文
字
が
躍
動
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
一

る
。
積
極
型
人
物
は
、
そ
の
性
格
や
行
動
や
事
績
に
し
て
も
、
活
躍
の
舞
台
に

し
て
も
・
つ
ね
に
こ
う
い
っ
た
調
子
の
文
章
で
い
き
い
き
と
わ
れ
わ
れ
の
眼
前

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
紙
面
の
つ
こ
う
で
多
く
の
例
を
あ
げ
る
余
裕
が
な
い

が
・
さ
し
あ
た
り
・
巻
一
の
一
を
み
て
も
よ
い
。
水
間
寺
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
た

網
屋
が
、
風
体
こ
そ
野
暮
っ
た
い
が
、
う
ろ
た
え
る
ぱ
か
り
の
田
舎
坊
主
を
柵

手
と
も
せ
ぬ
態
度
、
返
済
の
と
き
の
堂
ヵ
の
威
容
。
お
得
意
の
計
数
が
と
ぴ
出

し
て
い
る
の
も
、
作
者
の
喜
悦
を
示
す
も
の
か
。
仮
に
首
章
を
選
ん
だ
ま
で

で
・
文
章
の
例
と
し
て
は
実
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
西

鶴
が
ど
れ
ほ
ど
こ
の
種
の
人
物
に
共
鳴
を
感
じ
、
期
待
を
か
け
、
称
賛
を
惜
し

ま
な
か
っ
た
か
が
、
文
章
の
側
か
ら
も
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
三
井
九
郎
右
衛
門
の
江
戸
駿
河
町
の
店
（
巻
一
の
四
）
は
ど
う
か
。

　
　
瓦
九
間
に
四
十
問
に
、
棟
高
く
長
屋
作
り
し
て
、
新
棚
を
出
し
、
万
現
金

　
　
売
に
、
か
け
ね
な
し
と
相
定
め
、
四
十
余
人
、
利
発
手
代
を
追
ひ
ま
は

　
　
し
・
一
人
一
色
の
役
目
。
た
と
へ
ぱ
、
金
欄
類
一
人
、
日
野
、
郡
内
絹
類

　
　
壱
人
・
羽
二
重
一
人
、
沙
綾
類
一
人
、
紅
類
一
人
、
麻
袴
類
一
人
、
毛
織

　
　
類
一
人
。
此
の
こ
と
く
手
わ
け
を
し
て
、
天
鳶
兎
一
寸
四
方
、
織
子
毛
貫

　
　
袋
に
な
る
程
、
緋
嬬
子
鑓
印
長
、
竜
門
の
袖
覆
輸
か
た
く
に
て
も
、
物

　
　
の
自
由
に
売
渡
し
ぬ
。
殊
更
、
俄
か
目
見
え
の
駿
シ
目
、
い
そ
き
の
羽
織

　
　
な
ど
は
、
其
使
を
ま
た
せ
、
数
十
人
の
手
前
細
工
人
立
ち
な
ら
ぴ
、
即
座

　
　
に
仕
立
て
、
こ
れ
を
渡
し
ぬ
。
…
…
い
ろ
は
付
の
引
出
し
に
、
唐
国
、
和



　
　
朝
の
絹
布
を
た
た
み
こ
み
、
晶
々
の
時
代
絹
、
申
将
姫
の
手
繊
の
蚊
屋
、

　
　
人
丸
の
明
石
縮
、
阿
弥
陀
の
挺
か
け
、
棚
比
奈
が
舞
鶴
の
切
、
達
磨
大
師

　
　
の
敷
溝
団
、
林
和
靖
が
括
頭
巾
、
三
条
小
鍛
冶
が
刀
袋
、
何
に
よ
ら
す
、

　
　
な
い
と
い
ふ
物
な
し
。
万
有
帳
め
で
た
し
。

そ
の
斬
新
な
経
営
法
と
段
賑
を
松
め
た
・
商
い
の
景
汎
が
礼
賛
さ
れ
る
。
同
類
事

填
が
多
数
列
記
し
て
あ
る
の
は
、
必
す
作
者
の
頭
が
連
想
を
追
っ
て
め
ま
ぐ
る

し
く
回
柾
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
矢
数
俳
諸
に
気
勢
を
あ
げ
た
の
と
同
じ
得

意
満
匝
の
表
竹
が
偲
ば
れ
よ
う
。
特
に
、
　
「
い
ろ
は
付
の
引
出
し
」
以
下
の
例

の
修
辞
法
が
ど
う
い
う
と
き
に
使
わ
れ
る
か
、
た
と
え
ぱ
『
西
鶴
諾
国
舳
』
の

庁
文
お
よ
ぴ
そ
の
巻
三
の
六
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
を
想
起
す
れ
ぱ
よ
い
。
珍

専
奇
聞
の
列
挙
は
、
視
野
の
拡
大
、
固
定
的
・
観
念
的
見
地
か
ら
の
脱
出
の
必

要
を
訴
え
た
も
の
だ
と
、
重
友
毅
氏
も
い
わ
れ
る
（
一
、
近
世
文
学
史
の
諸
問
題

所
収
「
西
鶴
諸
国
咄
二
題
」
）
。
こ
の
場
合
も
ま
た
、
非
現
実
的
な
珍
晶
を
借
り

て
、
何
人
も
未
だ
考
え
つ
か
な
か
っ
た
奇
抜
な
着
想
と
、
思
い
切
っ
て
実
行
に

移
し
た
決
断
力
を
称
揚
し
、
そ
し
て
そ
の
松
底
に
あ
る
店
主
の
人
物
の
偉
大
さ

を
立
証
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
鶴
の
表
現
方
法
を
知
る
好
個
の
例
で

あ
ろ
う
。

　
モ
デ
ル
は
、
用
知
の
と
お
り
、
三
井
八
郎
右
衛
門
の
越
後
屋
で
あ
る
が
、
中

凹
易
直
氏
の
『
三
井
高
利
』
に
よ
る
と
、
・
実
は
、
そ
の
父
・
八
郎
兵
衛
高
利
が

一
切
の
指
凶
を
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
九
郎
右
衛
門
す
な
わ
ち
高
利
の
分
身

　
　
　
　
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

と
み
て
よ
い
。
家
訓
・
家
憲
類
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
高
利
は
、
健
全
・
誠
実
な

町
人
倫
理
を
貫
い
た
典
型
で
あ
っ
た
と
い
う
。
遊
芸
・
著
移
・
娯
楽
・
勝
負
事

を
し
り
ぞ
け
、
邪
欲
・
非
法
・
投
機
を
戒
め
、
勤
労
と
倹
約
と
正
直
に
徹
し
、

適
正
利
潤
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
、
信
用
第
一
の
奉
仕
に
つ
と
め
た
。
　
「
御
用
は

帖
い
の
余
倍
」
と
心
得
、
株
力
と
結
ん
で
御
用
商
人
化
す
る
こ
と
に
は
極
力
批

判
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
内
人
逝
を
み
す
か
ら
実
践
し
て
、
古
い
型
の
因
襲

的
な
内
業
慣
羽
を
打
破
し
、
変
革
期
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
な
る
こ
と
に
成
功
し

た
の
で
あ
る
。
中
田
氏
は
、
こ
の
時
代
の
町
人
を
二
つ
に
大
別
す
る
。
投
機
を

好
み
、
遊
鮒
一
と
著
彰
に
ふ
け
る
種
類
の
町
人
と
、
も
う
一
つ
は
、
正
直
と
勤
佼

を
愛
し
、
亨
楽
を
抑
刊
す
る
堅
実
な
町
人
と
。
後
者
が
、
貨
幣
内
晶
経
済
の
発

展
し
て
ゆ
く
機
構
の
な
か
か
ら
着
実
に
成
長
し
て
く
る
町
人
層
で
、
三
井
高
利

は
そ
の
代
表
的
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
し
か
し
西
鶴
は
、
三
井
九
郎
右
衛
門
の
高
利
を
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
ぱ

か
り
み
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
興
味
を
も
っ
た
点
が
別
に
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
高
利
の
伝
記
か
ら
、
堅
実
な
倫
理
性
と
合
理
的
経
蛍
法
の
み
を
抽
出
す
る

こ
と
は
問
違
っ
て
い
よ
う
。
旺
盛
な
闘
志
と
敏
活
な
柔
軟
性
は
、
中
田
氏
も
も

と
よ
り
こ
れ
を
見
落
し
て
は
い
な
い
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
家
の
浮
沈
を
か

け
て
大
ぱ
く
ち
を
打
っ
て
み
る
気
概
も
、
発
展
の
裏
而
に
必
ず
隠
さ
れ
て
い
た

も
の
と
推
察
し
て
、
誤
り
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。
　
「
江
戸
店
持
」
は
高
利
の
若

い
時
か
ら
の
宿
願
が
実
現
し
た
わ
け
で
、
三
井
家
発
展
史
上
の
一
つ
の
画
期
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

な
業
績
で
あ
る
が
、
そ
．
れ
は
決
し
て
楽
々
と
獲
得
さ
れ
た
勝
利
で
は
な
か
っ

た
。
現
に
、
越
後
屋
の
新
商
法
に
反
感
を
抱
き
、
そ
の
繁
栄
を
嫉
妬
す
る
同
業

者
仲
間
は
、
頑
強
な
妨
害
を
加
え
た
。
と
き
に
は
生
命
の
危
険
を
さ
え
覚
悟
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
こ
と
は
む
し
ろ
小
さ
い
危
険
で
あ

っ
て
、
長
い
苦
闘
の
生
涯
に
は
も
っ
と
大
き
な
危
険
が
た
え
ず
待
ち
か
ま
え
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
高
利
は
、
碁
・
将
棋
や
か
け
こ
と
を
楽
し
む
者
に
、
内
い

そ
れ
白
休
の
遣
楽
を
す
す
め
る
。
商
人
な
ら
ぱ
、
願
わ
く
は
そ
う
あ
り
た
い
も

の
だ
。
心
か
ら
楽
し
め
る
商
売
が
し
て
み
た
い
。
が
、
悲
し
い
か
な
、
常
人
に

は
楽
し
む
余
裕
な
ど
生
じ
な
い
。
失
敗
を
恐
れ
て
い
て
は
、
消
極
・
小
心
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
楽
し
み
は
お
の
ず
か
ら
ほ
か
に
求
め
ら
れ
る
。
ざ
る

碁
・
へ
ぼ
将
棋
・
麻
雀
の
類
が
凡
俗
を
誘
惑
す
る
秘
密
が
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
盤

上
や
卓
上
で
し
か
味
わ
え
な
い
勝
負
の
醍
醐
味
を
、
高
利
は
自
分
の
生
涯
を
か

け
て
昧
わ
い
尽
し
た
。
興
隆
の
原
動
力
と
も
い
う
べ
き
こ
う
い
う
側
面
を
、
西

鶴
が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
知
っ
て
い
た
れ

ぱ
こ
そ
、
　
『
永
代
蔵
』
で
は
、
た
だ
、
絢
燭
た
る
場
面
が
絢
燭
た
る
文
章
で
描

写
さ
れ
る
の
だ
。
三
都
に
わ
た
る
三
井
の
多
角
的
な
事
業
に
つ
い
て
も
、
そ
の

片
鱗
に
さ
え
触
れ
な
い
。
高
利
の
人
物
と
そ
の
業
絞
と
を
一
点
に
集
約
し
て
、

最
も
効
果
的
に
表
現
し
た
の
が
こ
こ
の
文
章
な
の
で
あ
る
。

　
九
郎
右
衛
門
の
場
合
と
全
く
対
称
的
な
の
が
、
藤
市
こ
と
藤
屋
市
兵
衛
（
巻

二
の
一
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
始
末
話
が
嗜
虐
的
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
記
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

い
る
こ
と
は
前
に
触
れ
た
が
、
藤
市
と
て
も
、
も
と
も
と
は
そ
う
い
う
人
間
で

は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
『
町
人
考
見
録
』
　
（
「
日
本
経
済
大
典
」
所
収
）
に
よ
る

と
、
別
家
し
た
当
初
、
僅
か
な
手
銀
で
長
崎
商
い
を
志
し
た
が
、
そ
れ
で
は
商

売
に
な
ら
ぬ
か
ら
と
て
、
そ
の
「
器
量
」
を
見
込
ん
で
資
金
を
貸
す
人
も
あ
っ

た
と
い
う
。
ま
た
、
は
る
ぱ
る
長
崎
に
下
っ
て
も
、
虚
勢
を
は
っ
て
高
値
の
唐

物
を
買
う
こ
と
な
ど
せ
ず
、
と
き
に
は
、
か
わ
り
に
よ
そ
で
安
い
穀
物
を
仕
入

れ
て
帰
っ
た
り
す
る
「
変
に
応
ず
る
働
き
」
も
あ
っ
た
。
実
在
の
藤
市
は
そ
う

い
う
人
で
、
商
魂
も
前
才
も
十
分
な
、
積
極
型
の
人
物
で
あ
る
。
大
体
、
長
崎

や
江
戸
な
ど
に
出
か
け
る
商
人
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
、
西
鶴
に
そ
の
器
量

を
認
め
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
三
井
八
郎
右
衛
門
も
そ
う
だ
っ
た
ろ
う
し
、

藤
市
も
そ
う
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
一
転
し
て
京
都
に
隠
居
同

然
の
生
活
を
送
り
、
　
「
借
屋
大
将
」
な
ん
か
に
甘
ん
ず
る
消
極
型
に
な
り
さ
が

っ
て
、
始
末
話
の
み
が
世
上
に
有
名
に
な
っ
た
も
の
か
。
も
は
や
期
待
を
か
け

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
見
識
に
対
し
て
は
感
服
し
な
が
ら
も
、
心
か
ら

の
共
鳴
は
感
じ
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
藤
市
の
履
歴
か
ら
、
活
動
的
な
部
分

は
あ
っ
さ
り
抹
消
し
て
し
ま
い
、
半
ぱ
伝
説
化
し
た
始
末
話
に
、
い
わ
ぱ
一
種

の
筆
訣
を
加
え
た
の
が
、
こ
の
『
永
代
蔵
」
の
一
章
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
藤
市
の
家
は
三
代
目
に
し
て
早
く
も
大
名
貸
に
倒
れ
、
一
方
の
三
井
家
は

ま
す
ま
す
そ
の
組
織
を
拡
大
し
て
ゆ
く
。
同
じ
く
新
興
町
人
と
い
っ
て
も
、
天

地
の
相
違
だ
。
と
も
に
西
鶴
の
与
り
知
ら
ぬ
、
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
経
営
学



的
な
診
断
を
下
し
た
わ
け
で
も
む
ろ
ん
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
旧
違
を
直
劔
灼

に
か
き
わ
け
得
た
の
が
、
文
学
作
次
の
勘
と
い
う
も
の
１
、
あ
ろ
，
つ
か
、

五

　
以
上
は
、
　
『
永
代
蔵
一
で
西
鶴
が
な
に
を
書
き
た
か
っ
た
か
を
、
文
市
表
現

と
の
関
連
で
み
て
き
た
。
さ
て
、
西
鶴
は
ど
う
い
う
つ
も
り
で
こ
う
い
う
作
品

を
書
い
た
の
か
。

　
『
永
代
蔵
』
の
人
物
に
は
、
モ
デ
ル
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
も
あ
る
。
ま

た
全
く
の
創
作
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
す
れ
に
せ
よ
、
作
者
の
見
聞
が
も
と

に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
　
１
肚
問
の
ひ
ろ
き
事
、
今
思
ひ
当
れ
り
、
万
の
内
車
が
な
い
と
て
、
我
人
年

　
　
々
く
や
む
事
、
お
よ
そ
四
十
五
年
な
り
。
世
の
つ
ま
り
た
る
と
い
ふ
う
ち

　
　
に
、
丸
裸
に
て
取
付
き
、
歴
々
に
仕
出
し
け
る
人
あ
ま
た
あ
リ
。
米
壱
右

　
　
を
拾
四
匁
五
分
の
時
も
、
乞
食
は
あ
る
ぞ
か
し
。
つ
ら
つ
ら
人
の
内
証
を

　
　
み
る
に
、
其
家
そ
れ
く
に
、
諸
道
具
を
こ
し
ら
へ
、
む
か
し
よ
り
は
、

　
　
お
し
な
べ
て
物
こ
と
十
分
に
な
り
ぬ
。
尤
も
、
家
や
ぶ
る
人
も
あ
れ
ど
、

　
　
家
と
と
の
へ
る
人
ま
さ
れ
り
。
　
（
巻
六
の
五
）

と
い
っ
て
い
る
。
　
「
お
よ
そ
四
十
五
年
」
と
い
う
の
は
、
四
十
五
年
前
に
歴
史

上
こ
れ
こ
れ
の
事
実
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
彼
自
身
が
生
を
う
け
て
か
ら

の
年
数
を
漠
然
と
い
っ
た
も
の
と
思
う
。
そ
れ
は
、
寛
永
末
年
頃
か
ら
、
明
暦

　
　
　
　
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

・
万
治
・
寛
父
・
延
宝
を
へ
て
天
和
・
貝
享
に
至
る
長
い
年
月
で
あ
る
。
杜
会

附
・
経
済
的
変
動
も
も
ち
ろ
ん
渋
し
か
っ
だ
が
、
た
ぴ
だ
ぴ
ぼ
、
ほ
か
れ
一
、
い
る
と

お
り
、
概
し
て
い
え
は
、
世
“
が
つ
ま
り
、
以
わ
し
い
儲
け
の
で
き
に
く
い
昨
一

代
に
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
右
の
引
用
で
は
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
な

書
き
方
だ
け
れ
ど
、
後
半
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
そ
れ
に
続
く
文
章
で
わ
か
る
よ

う
に
、
単
に
市
中
に
人
友
が
ふ
え
て
そ
れ
ぞ
れ
に
生
活
し
て
い
る
こ
と
く
ら
い

が
「
其
た
め
し
」
な
の
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
　
「
万
の
南
事
が
な
い
」
状
況

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
肚
”
の
広
ミ
｝
」
に
、
長
い
…
に
は
、
成
功
者
も
ま
た

案
外
あ
る
も
の
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
『
永
代
蔵
一
の
成
功
者
は
、
そ

の
、
案
外
多
い
よ
う
で
し
か
も
欲
少
な
い
部
類
の
人
だ
ち
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　
天
和
・
貰
享
期
が
、
は
な
や
か
な
上
昇
・
好
汎
の
時
代
で
は
な
く
、
下
降
・

不
汎
の
時
期
で
あ
り
、
西
鶴
の
作
品
が
そ
う
い
う
時
代
を
背
景
に
し
て
作
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
し
ぱ
し
ぱ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
野
問
光
辰

氏
は
『
西
鶴
と
西
鶴
以
後
』
　
（
「
岩
波
講
座
・
日
本
文
学
史
」
）
で
、
こ
の
こ
と

と
関
連
し
て
、
　
『
好
色
一
代
男
』
の
「
紘
合
書
」
に
つ
い
て
示
唆
深
い
見
解
を

提
、
小
さ
れ
た
。
野
閉
氏
は
「
柾
合
」
を
「
根
源
的
に
は
、
充
実
し
た
生
命
力
の

臼
然
の
允
露
、
も
し
く
は
確
立
さ
れ
た
自
我
の
自
由
な
表
出
が
、
何
等
か
の
規

制
を
受
け
て
阻
害
さ
れ
る
時
、
そ
の
救
抜
・
解
放
の
欲
求
と
し
て
狂
的
に
あ
ら

　
　
　
　
、
　
　
、

わ
れ
る
」
鎖
狂
す
な
わ
ち
一
租
の
狂
気
で
あ
る
と
規
定
し
、
外
か
ら
の
抑
圧
ぱ

か
り
で
な
く
、
環
境
に
対
す
る
順
応
や
岬
囲
と
の
調
和
を
教
え
る
生
活
の
智
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

は
、
内
か
ら
も
強
く
自
己
に
対
し
て
制
肘
を
加
え
、
救
抜
・
解
放
を
求
め
る
欲

望
は
ど
す
黒
く
内
に
く
す
ぶ
っ
て
、
物
狂
わ
し
さ
を
さ
え
帯
ぴ
て
く
る
、
そ
の

狂
気
が
『
一
代
男
の
』
筆
を
と
ら
せ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
狂

気
の
根
源
を
、
打
続
く
天
災
地
変
に
も
ま
し
て
人
々
を
震
え
あ
が
ら
せ
た
綱
吉

の
恐
怖
政
治
に
求
め
、
　
二
代
男
』
の
最
後
に
女
護
の
島
渡
り
を
設
定
し
た
の

は
、
そ
れ
が
鳥
も
通
わ
ぬ
流
刑
の
島
・
八
丈
島
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ぱ
、
い

わ
れ
る
よ
う
な
飽
く
こ
と
を
知
ら
ぬ
享
楽
の
追
求
な
ん
か
で
は
な
く
、
反
対

に
、
世
之
介
の
深
刻
な
不
安
と
絶
望
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り
、
西
鶴
自
身
も

ま
た
、
こ
の
不
安
と
絶
望
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
高
橋
義
孝
氏
は
「
『
好
色
一
代
男
』
の
問
題

若
干
」
　
（
「
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
三
八
・
三
特
別
寄
稿
）
で
、
　
野
間
氏

自
身
明
確
に
意
識
し
な
い
社
会
学
主
義
的
芸
術
観
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
て
、
「
乾

合
」
の
意
味
を
拡
大
解
釈
し
た
と
批
判
し
、
中
島
随
流
の
使
っ
た
「
放
婿
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
う
語
が
西
鶴
の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
よ
り
適
切
で
あ
る
、
女
護
の
島
渡
り

は
、
西
鶴
が
あ
え
て
し
た
数
々
の
放
培
を
上
ま
わ
る
放
埼
中
の
放
曙
な
の
だ
、

と
い
っ
て
い
る
が
、
自
己
救
抜
を
求
め
る
狂
的
な
欲
望
の
あ
ら
わ
れ
を
「
放

埼
」
と
置
き
か
え
た
こ
の
意
見
が
、
立
場
の
相
違
は
と
も
か
く
と
し
て
、
野
問

氏
の
所
見
を
さ
ほ
ど
大
幅
に
修
正
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
私
は
、
　
『
永
代
蔵
』
も
ま
た
『
一
代
男
』
と
同
様
、
深
刻
な
絶
望
感
に
襲
わ

れ
た
西
鶴
の
心
に
欝
積
す
る
欲
求
の
ほ
ど
ば
し
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

五
六

表
面
的
に
は
、

　
　
古
代
に
か
は
っ
て
、
人
の
風
俗
次
第
著
に
な
っ
て
、
諸
事
其
分
際
よ
り
は

　
　
花
麗
を
好
み
、
殊
に
妻
子
の
衣
服
、
ま
た
上
も
な
き
事
共
、
身
の
程
し
ら

　
　
ず
、
冥
加
お
そ
ろ
し
き
、
…
…
此
時
節
の
衣
裳
法
度
、
諸
国
諸
人
の
身
の

　
　
た
め
、
今
思
ひ
あ
た
り
て
、
有
り
が
た
く
お
ぽ
え
ぬ
。
商
人
の
よ
き
絹
き

　
　
た
る
も
見
ぐ
る
し
。
紬
は
お
の
れ
に
そ
な
は
り
て
見
よ
げ
な
り
。
武
士
は

　
　
縛
羅
を
本
と
し
て
つ
と
む
る
身
な
れ
ぱ
、
た
と
へ
無
僕
の
さ
ぶ
ら
ひ
ま
で

　
　
も
、
風
義
常
に
し
て
お
も
は
し
か
ら
ず
。
　
（
巻
一
の
四
）

と
、
町
人
抑
圧
政
策
の
一
つ
で
あ
る
衣
裳
法
度
に
も
随
喜
す
る
。
泰
平
の
御
代

を
調
歌
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
ま

た
、　

　
五
十
年
の
内
外
、
　
何
し
て
暮
せ
ぱ
と
て
、
　
成
る
ま
じ
き
事
に
は
非
ず
。

　
　
（
巻
四
の
四
）

　
　
生
あ
れ
ぱ
食
あ
り
。
　
世
に
住
む
か
ら
は
、
　
何
事
も
案
じ
た
る
が
そ
ん
な

　
　
り
。
　
（
巻
四
の
五
）

な
ど
と
、
な
り
ゆ
き
ま
か
せ
に
傾
く
。
そ
の
一
方
で
、
不
況
の
時
代
だ
の
に
、

勤
倹
力
行
・
智
恵
才
覚
で
財
産
を
築
き
あ
げ
た
例
話
を
紹
介
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
の
申
は
決
し
て
、
さ
よ
う
に
あ
り
が
た
が
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、

一
個
人
の
さ
さ
や
か
な
努
力
や
才
能
を
も
っ
て
ど
う
に
で
も
な
る
も
の
で
は
な

い
、
あ
る
い
は
ど
う
に
か
な
る
も
の
で
さ
え
な
い
こ
と
く
ら
い
、
知
り
す
き
る



ほ
ど
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
ろ
。
人
々
を
そ
う
さ
せ
た
き
ぴ
し
い
政
治
の
あ
り
方

に
盲
目
で
あ
っ
た
は
ず
も
な
い
。
政
道
批
判
め
い
た
こ
と
は
一
か
け
ら
も
出
て

は
い
な
い
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
作
家
に
そ
れ
を
責
め
る
こ
と
は
で

き
な
り
口
に
出
し
て
は
い
な
い
が
、
い
く
ら
か
で
も
体
系
的
な
杜
会
認
識
が

あ
っ
た
か
と
い
え
ぱ
、
そ
れ
も
疑
わ
し
い
。

　
け
れ
ど
も
・
こ
う
い
っ
た
楽
天
的
な
、
と
き
に
は
迎
合
的
な
口
吻
の
な
か

に
・
逆
に
・
作
者
の
限
り
な
い
悲
痛
な
叫
ぴ
声
を
聞
き
の
が
し
得
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
・
広
末
保
氏
は
、
金
銭
の
世
界
に
町
人
の
可
能
性
を
追
求
し
よ
う

と
し
た
意
図
が
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
『
元
廠
文
学
研
究
』
）
。
　
こ
と

ば
じ
り
を
と
ら
え
る
よ
う
だ
が
、
可
能
性
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
・
実
現
困
難
で
あ
る
こ
と
は
は
じ
め
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
西
鶴

が
自
分
の
眼
で
み
一
自
分
の
肌
で
じ
か
に
、
感
じ
と
っ
た
現
実
が
、
〆
、
う
な
の
だ
。

暗
ポ
時
代
に
成
功
し
得
た
人
は
・
実
は
極
め
て
稀
な
例
外
だ
つ
た
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
幸
運
か
天
分
か
才
能
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
な
に
か
に
特
別
恵
ま

れ
た
人
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、
爪
に
火
を
と
も
し
た
吝
蒲
家
だ
。
消
松
型
．

積
極
型
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
訣
者
が
処
世
上
の
範
と
し
、
自
分
も
ま
た
か
く

あ
り
た
い
と
望
ん
だ
と
し
て
も
、
簡
単
に
そ
う
は
い
か
な
い
話
な
の
で
あ
る
。

失
敗
者
の
例
も
・
前
車
の
わ
だ
ち
以
上
の
参
考
に
は
な
ら
む
い
。
注
意
さ
え
す

れ
ば
く
っ
が
え
ら
ぬ
と
い
う
鮭
淫
い
。
も
ろ
も
ろ
の
話
は
、
い
く
ら
閉
か

さ
れ
て
も
・
実
際
に
は
あ
た
か
も
鏡
に
う
つ
る
虚
俊
の
こ
と
き
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
二
事
実
、
多
く
は
す
で
に
過
去
の
話
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
永
代
蔵
』
の
思
想
と
表
現

　
『
永
代
蔵
』
も
一
つ
の
「
転
合
書
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
現
実
に
は
満

た
さ
れ
が
た
い
作
者
の
欲
望
が
狂
奔
す
る
と
き
、
た
と
え
ぱ
あ
の
越
後
屋
店
頭

の
描
写
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
弁
舌
・
手
だ
れ
・
智
恵
．
才
覚
の
眼
り
を
つ

く
し
・
生
牛
の
目
を
も
く
じ
る
敏
捷
さ
と
、
朝
夕
に
星
を
い
た
だ
く
勤
勉
さ
を

も
っ
て
し
て
も
、
金
利
に
も
な
ら
ぬ
の
が
、
　
「
京
の
出
見
世
」
一
般
の
実
情
で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
な
か
で
の
越
後
屋
の
成
功
で
あ
る
。
読
者
町
人

も
・
作
者
と
と
も
に
・
思
わ
ず
歓
声
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

い
か
ん
せ
ん
・
虚
後
は
あ
く
ま
で
虚
像
に
と
ど
ま
る
。
百
人
に
一
人
の
話
で
は

実
像
を
結
ぱ
な
い
。
そ
う
と
知
り
つ
つ
も
、
な
お
あ
え
て
書
き
と
ど
め
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
西
鶴
に
、
現
実
に
対
す
る
淡
い
絶
望
感
を
み
た
い
。

　
そ
れ
は
・
無
言
の
う
ち
に
政
治
を
批
判
し
た
、
当
時
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る

き
り
き
り
の
抵
抗
で
あ
っ
た
な
ど
と
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
念

の
た
め
断
っ
て
お
く
が
、
た
と
え
こ
の
小
稿
で
述
べ
た
こ
と
が
問
違
っ
て
い
な

い
と
仮
定
し
て
も
・
そ
こ
か
ら
直
ち
に
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
の
は
、
少
し

せ
っ
か
ち
な
断
定
に
遇
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
一
．
永
代
蔵
』
執
筆
当
時
の
西
鶴
が
ど

う
い
う
世
界
観
を
も
っ
て
い
た
か
、
実
の
と
こ
ろ
、
私
に
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら

な
い
。

　
　
天
道
言
ば
ず
し
て
、
国
土
に
恵
み
ふ
か
し
、
人
は
実
あ
っ
て
偽
り
お
ほ

　
　
し
。
其
心
は
本
虚
に
し
て
、
物
に
応
じ
て
跡
な
し
。
、

こ
の
か
な
り
難
解
ぢ
巻
頭
書
き
出
し
の
文
章
は
、
そ
の
ま
“
、
ぴ
『
永
代
蔵
』
の
難

解
さ
を
象
徴
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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