
介

　
河
野
仁
昭
著

　
　
　
『
四
季
派
の
軌
跡
』

　
長
年
に
わ
た
る
著
者
の
「
四
季
」
派
（
及
び
そ
の
周
辺
）
研
究
の
ま
と

め
で
あ
る
。

　
巻
頭
に
、
「
『
四
季
」
派
の
打
情
」
と
「
『
日
本
浪
曼
派
』
と
『
四
季
』
」

と
の
二
論
文
が
総
論
と
し
て
置
か
れ
、
そ
の
後
に
、
詳
細
な
各
論
と
し
て

堀
辰
雄
論
．
三
好
達
治
論
・
伊
東
静
雄
論
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
堀
辰
雄

．
三
好
達
治
・
丸
山
薫
・
立
原
道
造
・
大
木
実
・
目
井
喜
之
介
・
萩
原
朔

太
郎
．
伊
藤
整
を
め
ぐ
る
、
や
や
随
筆
調
の
も
の
を
も
含
め
た
小
論
文
が

そ
れ
に
続
い
て
、
全
体
は
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　
論
及
さ
れ
た
詩
人
た
ち
に
関
心
を
抱
く
者
に
と
っ
て
は
無
論
、
一
九
三

十
．
四
十
年
代
に
興
味
を
持
つ
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
書
は
必
読
の
書
で

あ
る
。

　
更
に
、
西
洋
と
伝
統
と
、
と
い
う
目
本
近
代
文
学
を
貫
く
間
題
を
考
え

よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
；
碗
の
要
が
あ
ろ
う
。
総
論
と
し

て
の
巻
頭
二
っ
の
論
文
が
、
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
。

　
例
え
ぱ
、
第
一
論
文
で
著
者
は
、
三
好
達
治
・
丸
山
薫
・
立
原
道
造
ら

の
詩
業
を
辿
り
な
が
ら
、
述
べ
る
。
常
に
世
界
の
文
学
に
目
を
向
け
て
い

た
堀
辰
雄
に
よ
っ
て
、
　
「
四
季
」
は
産
み
落
と
さ
れ
た
。
そ
こ
に
集
っ
た

詩
人
た
ち
は
多
く
、
モ
ダ
ニ
ス
ム
に
よ
っ
て
詩
に
開
眼
し
た
人
々
だ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
内
な
る
伝
統
的
要
素
を
否
定
し
よ
う
と
は
し

て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
　
「
伝
統
的
な
る
も
の
へ
の
復
帰
」
が
声
高
く

叫
ぱ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
に
、
彼
ら
「
四
季
」
に
拠
っ
た
詩
人
た
ち
は
、

「
西
欧
現
代
詩
に
学
ん
だ
技
法
や
詩
的
セ
ン
ス
を
、
あ
る
い
は
詩
的
感
受

性
を
失
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
わ
が
国
の
伝
統
が
も
っ
技
法
や
督
情
の
う

ち
に
活
か
」
す
と
い
う
仕
事
を
し
て
い
く
。
著
者
は
、
そ
れ
を
悪
気
流
の

中
で
の
精
一
杯
の
「
伝
統
の
変
革
」
と
し
て
評
価
す
る
。

　
「
そ
の
伝
統
的
側
面
と
変
革
の
側
面
」
と
副
題
さ
れ
て
い
る
こ
の
第
一

論
文
は
、
著
者
の
次
の
よ
う
な
確
信
で
結
ぱ
れ
て
い
る
。
　
「
伝
統
に
埋
没

し
て
し
ま
う
危
険
性
と
、
糸
の
切
れ
た
凧
か
打
上
げ
花
火
の
よ
う
な
は
か

な
い
創
造
性
に
終
る
危
険
性
」
に
抗
し
、
　
「
伝
統
の
真
の
実
体
を
見
据
え
、

そ
れ
と
の
緊
張
関
係
を
維
持
し
ぬ
い
た
詩
人
や
芸
術
家
が
、
真
の
継
承
老

と
も
た
り
変
革
者
と
も
な
り
得
た
の
で
は
た
い
か
。
」

　
「
一
九
三
十
年
代
に
お
げ
る
文
学
の
一
側
面
」
と
副
題
さ
れ
た
第
二
論

文
で
は
、
　
「
日
本
浪
曼
派
」
と
「
四
季
」
派
と
の
際
立
っ
た
対
照
と
、
一

方
で
の
盛
ん
な
交
流
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
四
季
」
派
が
被
っ
た
影
響
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
声
高
な
グ
ル
ー
ブ
「
日
本
浪
曼
派
」
と
は
全
く
対
照
的
に
、
　
「
四
季
」

は
「
文
学
の
純
粋
さ
を
そ
っ
と
守
ろ
う
と
す
る
、
い
わ
ぱ
守
勢
の
姿
勢
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



介紹

で
は
じ
め
ら
れ
た
。
そ
の
誌
面
も
「
政
治
や
杜
会
な
ど
の
外
的
思
想
的
現

実
の
状
況
が
な
ん
ら
反
映
し
て
い
な
」
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
対
照
的
匁
ニ
グ
ル
ー
プ
間
に
盛
ん
な
交
流
が
始
ま
る
。
そ
こ
に
、
筆

老
は
、
萩
原
朔
太
郎
の
存
在
と
共
に
、
神
保
光
太
郎
の
果
し
た
役
割
を
大

き
く
認
め
る
。
こ
の
「
日
本
浪
曼
派
」
同
人
の
感
性
は
も
と
も
と
「
土
俗

的
あ
る
い
は
土
着
的
な
生
活
者
と
し
て
の
詩
的
感
性
」
で
あ
り
、
　
「
目
本

浪
曼
派
」
本
流
よ
り
は
む
し
ろ
、
　
「
四
季
」
派
詩
人
の
そ
れ
に
近
か
っ
た
。

神
保
光
太
郎
の
「
四
季
」
加
入
、
ニ
グ
ル
ー
プ
間
の
交
流
の
拡
大
、
更
に

は
「
四
季
」
の
誌
面
そ
の
も
の
の
変
質
へ
と
事
態
は
進
ん
で
い
く
。
モ
ダ

ニ
ス
ム
を
く
ぐ
っ
て
こ
な
か
っ
た
神
保
光
太
郎
の
世
界
は
、
や
は
り
「
四

季
」
派
詩
人
の
そ
れ
と
は
異
質
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
、

時
代
の
深
ま
り
と
共
に
、
神
保
光
太
郎
の
「
四
季
」
で
の
比
重
が
重
く
な

っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ニ
グ
ル
ー
プ
間
の
交
流
の
動

き
の
中
で
、
最
も
劇
甚
な
彫
響
を
被
っ
た
詩
人
と
し
て
の
立
原
道
造
の
軌

跡
が
、
精
密
に
辿
ら
れ
る
。

　
「
詩
人
の
全
集
を
買
っ
た
の
も
、
立
原
道
造
の
も
の
が
最
初
」
だ
と
言

う
著
者
の
、
立
原
道
造
に
対
す
る
眼
に
は
熱
が
こ
も
っ
て
お
り
、
個
別
詩

人
論
の
中
で
も
、
三
好
達
治
論
と
共
に
、
立
原
道
造
論
に
は
、
一
際
、
力

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
個
別
詩
人
論
と
し
て
多
く
の
誌
人
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
総
じ
て
、

一
四

著
者
の
「
四
季
」
派
（
及
び
そ
の
周
辺
）
の
詩
人
た
ち
に
そ
そ
ぐ
眼
差
し

は
、
無
類
に
あ
た
た
か
い
。
そ
の
事
は
、
三
好
達
治
の
軌
跡
に
つ
い
て
の
、

例
え
ぱ
戦
中
派
・
吉
本
隆
明
、
戦
後
派
・
鶴
岡
善
久
の
見
解
と
、
著
者
の

そ
れ
と
を
読
み
く
ら
べ
て
み
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
著
者
の
そ
の
あ
た
た
か
い
視
線
は
、
作
品
を
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
見

な
い
。
詩
人
の
実
生
活
を
と
ら
え
、
「
時
代
的
思
想
的
状
況
」
を
見
、
「
伝

統
と
の
緊
張
関
係
」
を
測
定
し
な
が
ら
、
著
者
は
い
つ
も
作
品
を
見
る
。

　
「
戦
中
世
代
で
も
な
け
れ
ぱ
戦
後
世
代
で
も
な
い
」
、
　
詩
人
で
あ
る
著

者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
ス
ヶ
ー
ル
の
大
き
な
ユ
ニ
ー
ク
な
論
集
、
そ
れ

が
本
書
で
あ
る
。

　
　
　
（
白
川
書
院
刊
。
昭
和
五
三
年
三
月
一
〇
日
発
行
／
Ｂ
６
判
、
三
二
一
頁
／

　
　
　
一
四
〇
〇
円
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岸
健
治
）

〈
紹
　
介
Ｖ

　
『
民
問
伝
承
集
成
　
語
り
部
の
記
録
』

　
監
修
　
土
橋
寛

　
編
集
　
広
川
勝
美

　
　
　
『
１
民
話
　
山
峡
の
炉
辺
』

　
こ
の
書
は
同
志
杜
大
学
の
「
伝
承
と
文
芸
・
つ
ち
く
れ
の
会
」
調
査
報



介

告
と
し
て
誕
生
し
た
。
採
訪
は
主
と
し
て
、
長
野
県
下
伊
那
郡
の
村
々
で

お
こ
な
わ
れ
、
土
橋
・
広
川
教
授
の
指
導
の
下
に
、
若
き
研
究
者
に
よ
っ

て
民
話
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
民
話
ブ
ー
ム
と
尋
一
口
わ
れ
る
昨
今
、
数
多
く
の
こ
の
種
の
書
が
出
版
さ
れ

る
が
、
こ
の
一
冊
ほ
ど
土
の
香
豊
か
な
民
話
を
収
め
、
そ
の
上
に
立
っ
て

精
級
な
民
話
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
は
稀
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
書

を
経
く
う
ち
、
清
内
路
村
の
語
り
婆
さ
桜
井
小
菊
氏
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

昔
ガ
タ
リ
に
は
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
小
菊
さ
ん
の
口
を
っ
い
て
出
る

も
の
に
は
、
村
落
共
同
体
の
中
で
民
話
が
生
き
生
き
と
機
能
し
て
い
た
頃

の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
よ
き
伝
承
者
を
見
っ
け
出
し
、
昔
ガ
タ
リ
を
引
き
出
し
得
た
こ
と
は
、

会
員
の
丹
念
な
採
訪
の
賜
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
最
初
は
土
橋
教
授
の
「
羽
衣
と
草
履
」
で
、
　
「
天
人
女
房
」
課
の
衣
裳

を
「
隠
す
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
由
来
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
水
辺
で
娘
た
ち
が
タ
マ
フ
リ
と
し
て
こ
の
水
浴
を
し
て
い
る
時
、
そ
の

衣
裳
を
若
者
た
ち
が
取
っ
て
隠
す
習
俗
が
あ
っ
て
、
若
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
自
分
が
取
っ
た
着
物
の
持
主
で
あ
る
娘
と
夫
掃
に
な
る
の
が
神
の
意
志

だ
と
す
る
。
盲
目
的
抽
出
に
よ
る
神
判
婚
習
俗
に
．
由
来
す
る
も
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
仮
説
を
呈
示
さ
れ
て
、
民
話
研
究
の
一
方
法

を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
序
章
「
民
話
の
基
層
ー
カ
タ
リ
と
ハ
ナ
シ
」
は
、

広
川
教
授
の
担
当
に
次
り
、
民
話
は
本
質
的
に
夜
の
闇
に
属
す
る
も
の
と

規
定
さ
れ
、
　
「
夜
の
暗
闇
の
喚
起
す
る
想
像
力
」
の
産
物
で
あ
り
、
炉
ぱ

た
が
そ
の
語
り
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
、
こ
こ
で
の
夜
語
り
こ
そ
が
民
話
の

口
承
性
を
支
え
、
そ
の
生
命
を
持
続
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
ま
た
民
話
は
共
同
体
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
生

命
も
持
続
で
き
、
語
り
出
さ
れ
る
世
界
は
共
同
体
の
共
有
す
る
想
像
力
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
想
像
力
が
形
成
し
た
民
話
は
伝
承
杜
会
の
ム
レ
の
紐

帯
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
ぎ
な
い
性
質
を
持
っ
こ
と
に
な
る
と
説
か
れ

て
い
る
。
第
一
章
「
カ
タ
リ
の
場
－
遊
戯
性
と
実
用
性
」
（
山
田
氏
担
当
）

で
は
、
冒
頭
に
昔
ガ
タ
リ
の
場
が
喪
失
し
、
そ
の
場
で
息
づ
い
て
い
た
コ

ト
バ
が
消
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
語
り
手
が

昔
ガ
タ
リ
に
執
着
し
、
語
り
伝
え
た
い
と
い
う
熱
意
に
燃
え
て
い
る
と
採

訪
の
体
験
を
述
べ
、
そ
う
し
た
者
達
の
生
き
て
い
る
廿
界
が
清
内
路
村
で

あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
小
菊
婆
さ
ん
に
会
い
、
昔
ガ
タ
リ
の
持
つ
遊
戯

性
と
教
訓
と
い
う
実
用
性
に
考
え
を
及
ぽ
し
て
い
る
。
第
二
章
「
日
常
を

超
え
る
コ
ト
バ
ー
昔
ガ
タ
リ
の
方
法
と
構
造
」
　
（
駒
木
氏
担
当
）
で
は
、

昔
ガ
タ
リ
の
語
り
口
の
固
定
的
様
式
と
リ
ズ
ム
が
聞
き
手
を
非
日
常
的
な

一
一
一
呈
胴
空
問
に
引
き
入
れ
る
働
き
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
、
カ
タ
リ
に
は
か
っ

て
は
必
ず
相
槌
が
打
た
れ
た
こ
と
か
ら
、
聞
き
手
は
造
型
の
世
界
に
積
極

的
に
加
わ
っ
て
い
く
も
う
一
人
の
創
造
老
で
あ
っ
た
と
規
定
し
、
採
録
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



介

た
昔
話
の
リ
ズ
ム
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
相
槌
の
位
置
を
想
像
す
る
興
味

深
い
論
を
展
開
し
て
い
く
。
第
三
章
「
語
り
出
さ
れ
る
コ
ト
バ
ー
昔
ガ
タ

リ
の
展
開
」
　
（
神
山
氏
担
当
）
で
は
、
小
菊
婆
さ
ん
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

二
通
り
の
「
食
わ
ず
女
房
」
講
を
提
出
し
て
、
こ
の
昔
ガ
タ
リ
が
「
基
本

的
次
構
造
と
論
理
を
固
持
し
な
が
ら
、
魔
性
の
者
に
打
ち
勝
っ
契
機
と
な

る
呪
物
を
差
し
変
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
行
事
と
結
び
っ
い

て
語
ら
れ
る
と
い
う
。
カ
タ
リ
の
空
間
的
、
地
域
的
流
動
の
実
態
を
浮
か

び
あ
が
ら
せ
て
い
る
」
と
考
察
し
て
い
る
。
第
四
章
「
世
問
バ
ナ
シ
ー
村

人
の
お
ど
ろ
き
」
　
（
塩
田
氏
担
当
）
こ
こ
で
は
、
信
濃
の
村
々
に
か
っ
て

は
村
人
と
深
く
関
わ
り
合
っ
て
い
た
、
狐
・
狸
・
天
狗
の
ハ
ナ
シ
が
数
多

く
盛
り
込
ま
れ
て
、
民
話
採
集
の
楽
し
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
五
章

「
ム
レ
か
ら
追
わ
れ
る
モ
ノ
ー
民
話
の
う
ち
な
る
死
」
　
（
広
田
氏
担
当
）

で
は
、
御
雲
言
卯
に
か
か
わ
る
も
の
の
中
の
、
非
業
の
死
を
と
げ
た
山
伏

の
霊
が
自
分
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
を
子
供
に
こ
ろ
が
さ
れ
こ
と
を
望
ん
だ
と

い
う
智
里
村
大
平
霊
杜
の
カ
タ
リ
を
、
氏
の
説
の
ご
と
く
、
ウ
マ
レ
カ
ワ

リ
、
ウ
マ
レ
キ
ヨ
マ
リ
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
興
味
深
い
。

　
以
上
が
こ
の
書
の
簡
単
な
紹
介
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
ま
ず
民
話

採
集
に
お
い
て
成
功
し
た
書
で
あ
る
。
そ
の
点
で
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
本
書
の
章
立
て
と
執
筆
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
羽
衣
と
草
履
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
橋
　
　
寛

一
六

序
章
民
話
の
基
層
ー
カ
タ
リ
と
ハ
ナ
シ
ー
　
　
　
　
広
川
勝
美

簾
章
　
カ
タ
リ
の
易
－
遊
戯
性
と
実
用
性
－
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
和
人

第
皿
章
　
目
常
を
超
え
る
コ
ト
バ
ー
昔
ガ
タ
リ
の
方
法
と
構
造
－
駒
木
　
　
敏

第
皿
章
語
り
出
さ
れ
る
コ
ト
バ
ー
昔
ガ
タ
リ
の
展
開
－
　
　
　
　
神
山
　
孝
一

第
ｗ
章
世
問
バ
ナ
シ
ー
村
人
の
お
ど
ろ
き
ー
　
　
　
　
　
　
　
塩
田
　
和
子

第
Ｖ
章
　
ム
レ
か
ら
追
わ
れ
る
モ
ノ
上
民
話
の
う
ち
な
る
死
－
　
　
広
田
　
　
収

特
別
寄
稿
飯
田
の
民
話
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
沢
　
武
夫

　
　
（
創
世
記
刊
、
昭
年
五
三
年
六
月
五
日
発
行
／
Ａ
四
判
／
二
六
八
頁
／

　
　
二
八
８
円
一
　
　
　
　
　
　
　
　
一
宮
本
正
章
一

　
　
　
『
２
遍
路
　
彼
岸
に
捨
て
ら
れ
る
も
の
』

　
本
書
は
『
民
問
伝
承
集
成
　
語
り
部
の
記
録
』
の
一
冊
と
し
て
、
同
志

杜
大
学
「
伝
承
と
文
芸
・
つ
ち
く
れ
の
会
」
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　
「
っ
ち
く
れ
の
会
」
が
、
伝
承
と
文
芸
と
の
か
か
わ
り
を
求
め
続
げ
て
、

現
に
あ
る
伝
承
を
、
自
ら
を
も
伝
承
者
（
語
り
部
）
と
し
て
位
置
づ
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
死
語
と
し
て
の
記
録
に
終
わ
ら
せ
ず
、
語
り
継
が
れ
て

き
た
民
衆
の
生
の
声
と
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
お

い
て
も
、
語
り
手
の
生
の
声
を
随
所
に
採
り
入
れ
、
そ
こ
を
起
点
に
問
題

を
探
り
、
深
め
て
い
る
。
本
書
の
魅
力
も
、
ま
た
、
こ
の
点
に
あ
る
と
い

え
よ
う
。
以
下
に
そ
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

　
序
章
「
遍
路
　
　
同
行
二
人
の
流
民
」
で
は
、
　
「
村
中
繁
栄
」
と
刻
ま



介

れ
た
一
体
の
石
仏
の
持
っ
意
味
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
も
、

村
落
同
体
と
遍
路
と
の
接
点
を
こ
こ
に
見
い
出
し
、
共
同
体
の
意
志
の
結

品
と
も
、
紐
帯
の
証
し
で
あ
る
と
も
説
い
て
い
る
。
と
同
時
に
、
反
作
用

と
し
て
の
、
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
た
流
民
と
し
て
の
遍
路
も
こ
の
こ
と

と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
、
遍
路
の
負
わ
さ
れ
た
業
苦
が
決
し
て
こ
の

世
で
消
え
去
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
死
出
の
旅
と
し
て
の
遍
路
と
い

う
位
置
づ
げ
が
な
さ
れ
る
と
言
い
、
こ
れ
を
「
代
受
苦
の
旅
」
と
す
る
こ

と
に
よ
り
、
定
住
民
た
ち
が
施
物
を
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
－
章
「
遍
路
す
る
も
の
た
ち
　
　
め
ぐ
る
と
い
う
こ
と
」
で
は
、
遍

路
の
出
発
が
「
捨
往
来
手
捗
」
の
示
す
ご
と
く
、
共
同
体
か
ら
の
永
却
の

追
放
と
い
う
村
落
維
持
の
危
機
の
犠
牲
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
遍

路
へ
の
定
住
老
の
賎
視
と
聖
視
も
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
非
定
住
を

強
制
さ
れ
た
ム
レ
と
し
て
の
遍
路
と
の
葛
藤
や
相
克
、
拒
否
や
相
互
依
存

も
く
り
拡
げ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
第
－
章
「
遍
路
と
大
師
　
　
番
外
札
所
の
語
り
」
で
は
、
遍
路
開
祖
と

さ
れ
、
聖
な
る
も
の
に
対
す
る
徹
底
的
な
反
逆
老
で
あ
る
衛
門
三
郎
の
絵

解
き
を
伝
え
る
文
珠
院
を
中
心
に
、
　
「
同
行
二
人
」
と
い
う
遍
路
の
始
原

と
、
そ
の
本
質
を
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
鎗
皿
章
「
接
待
す
る
論
理
　
　
聖
視
と
賎
視
」
で
は
、
序
章
で
位
置
っ

げ
ら
れ
て
い
る
代
受
苦
老
と
し
て
の
遍
路
の
姿
を
、
そ
の
終
局
の
路
傍
死

を
め
ぐ
っ
て
と
ら
え
て
い
る
。
遍
路
墓
、
遍
路
小
屋
、
遍
路
宿
た
ど
の
具

体
的
な
形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
定
住
者
の
遍
路
へ
の
対
応
の
仕
方
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
検
証
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
篤
ｗ
章
「
遍
路
の
行
－
生
き
な
が
ら
え
る
苦
行
」
で
は
、
　
「
捨
身
の

行
」
と
し
て
の
遍
路
を
凄
惨
な
祈
願
の
表
わ
さ
れ
て
い
る
絵
馬
よ
り
説
こ

う
と
し
て
い
る
。
或
は
苦
行
で
あ
る
逆
打
ち
の
道
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

救
済
へ
の
熱
い
願
望
が
叶
え
ら
れ
る
と
い
う
例
を
示
し
、
遍
路
の
装
束
の

持
つ
意
味
と
、
接
待
す
る
側
の
論
理
と
を
解
明
し
て
い
る
。

　
第
Ｖ
章
「
札
所
と
遍
路
遺
　
　
苦
行
の
証
し
」
で
は
、
遍
路
に
お
げ
る

苦
行
を
札
所
の
存
在
す
る
位
置
が
難
所
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
と
ら

え
、
補
陀
落
渡
海
や
山
中
他
界
と
い
う
種
々
様
々
た
仏
の
霊
験
と
緒
び
つ

い
て
い
き
、
そ
れ
が
遍
路
の
証
し
と
も
さ
れ
て
、
大
師
講
が
広
く
民
間
に

浸
透
し
て
い
っ
た
根
拠
を
示
し
て
い
る
。

　
本
書
の
最
後
に
は
、
高
知
在
住
の
作
家
で
あ
る
土
佐
文
雄
氏
に
よ
る

「
四
国
遍
路
考
」
も
特
別
寄
稿
と
し
て
載
せ
て
い
る
。
　
「
人
類
は
も
と
も

と
漂
泊
者
の
群
れ
で
あ
っ
」
て
、
そ
の
「
原
型
の
一
っ
」
が
四
国
遍
路
で

あ
る
と
説
き
、
遍
路
誕
生
の
原
型
か
ら
現
況
ま
で
を
概
観
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
遍
路
の
も
た
ら
し
た
文
化
の
一
つ
で
あ
る
石
灰
の
製
法
と
、
逆
に

遍
路
が
出
身
の
村
へ
四
国
の
文
化
を
伝
え
た
例
の
一
と
し
て
釣
針
製
法
を

挙
げ
ら
れ
て
、
　
「
人
間
ど
ん
た
逆
境
の
な
か
に
あ
ろ
う
と
も
互
に
助
げ
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



介

え
ば
何
か
を
生
み
創
り
出
す
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
結
ぱ

れ
て
い
る
。

　
遍
路
は
か
っ
て
の
遺
風
で
は
汰
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
語
り
継
が
れ
る

こ
と
で
し
か
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
の
苦
悩
を
現
在
も
語
り
伝
え
て
在

る
の
で
あ
る
。
本
書
が
遍
路
を
単
た
る
仏
教
信
仰
の
一
形
態
と
し
て
眺
め

る
の
で
は
な
く
、
村
落
共
同
体
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と

す
る
姿
勢
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
の
あ
ま
り
、

自
ら
の
意
志
で
遍
路
と
な
る
者
た
ち
の
意
識
を
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

な
い
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
本
書
の
副
題
が
「
彼
岸
に
捨
て
ら
れ
る
も
の
」

と
な
っ
て
捨
身
の
行
、
蹟
罪
の
行
為
と
説
か
れ
て
い
る
点
の
深
ま
り
は
、

本
シ
リ
ー
ズ
が
逐
次
刊
行
さ
れ
て
い
く
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
。

た
お
本
書
の
章
立
て
と
執
筆
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
お
遍
路
さ
ん
」

序
章

第
章

第
皿
章

第
皿
章

第
ｗ
章

第
Ｖ
章

特
別
寄
稿

遍
路
－
同
行
二
人
の
流
民
－

遍
路
す
る
も
の
た
ち
－
め
ぐ
る
と
い
う
こ
と
ー

遍
路
と
大
師
－
番
外
札
所
の
語
り
１

接
待
す
る
論
理
－
聖
視
と
賎
視
－

遍
路
の
行
－
生
き
な
が
ら
え
る
苦
行
－

札
所
と
遍
路
道
　
苦
行
の
証
し
－

　
四
国
遍
路
考

土
橋
　
　
寛

広
川
勝
美

谷
口
　
広
之

大
塚
　
　
実

久
保
田
孝
夫

谷
口
　
広
之

谷
口
　
広
之

久
保
田
孝
夫

谷
口
　
広
之

土
佐
文
雄

一
八

（
創
世
記
刊
、
昭
和
五
三
年
六
月
三
〇
日
発
行
／
Ａ
四
判
／
二
六
七
頁
／

二
八
○
○
円
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
星
田
公
一
）

　
　
　
『
３
わ
ら
べ
唄
　
　
遊
び
と
唱
え
言
』

　
わ
ら
べ
う
た
を
採
集
記
録
し
た
資
料
も
ふ
え
て
き
た
。
行
智
『
童
謡
集
』
、

玉
目
兆
『
尾
張
童
遊
集
』
な
ど
江
戸
期
の
す
ぐ
れ
た
覚
書
か
ら
、
明
治
以
後

の
、
　
『
目
本
民
謡
大
全
』
、
『
目
本
伝
承
童
謡
集
成
』
な
ど
の
全
国
的
蒐
集
、

『
気
仙
沼
地
方
童
謡
民
謡
集
』
、
『
江
沼
郡
手
毬
唄
集
』
な
ど
一
地
方
の
集

中
的
調
査
に
い
た
る
ま
で
、
し
か
も
郡
町
村
誌
・
民
俗
関
係
雑
誌
の
報
告

を
も
掬
い
上
げ
通
覧
す
る
こ
と
を
怠
ら
ね
ぱ
、
現
今
、
資
料
の
点
で
満
足

と
ま
で
は
ゆ
か
ぬ
と
し
て
も
、
研
究
上
お
お
い
に
困
難
と
不
便
を
感
ず
る

こ
と
は
す
で
に
た
く
た
っ
て
い
る
。

　
そ
の
上
に
立
っ
て
、
わ
ら
べ
う
た
研
究
も
ぽ
っ
陵
っ
行
な
わ
れ
て
い
る
。

自
己
の
詩
的
感
受
性
や
イ
メ
ー
ジ
の
中
へ
わ
ら
べ
う
た
を
取
り
入
れ
、
そ

の
美
し
さ
や
あ
ど
げ
た
さ
を
言
う
詩
人
の
評
語
集
は
別
と
し
て
、
国
文
学

歌
謡
研
究
の
一
環
と
し
て
の
歌
詞
考
証
・
継
承
分
布
・
文
芸
作
品
と
の
か

か
わ
り
の
考
察
を
は
じ
め
と
し
て
、
民
俗
学
（
口
承
文
芸
）
的
研
究
や
音

楽
側
か
ら
の
取
り
扱
い
な
ど
、
け
っ
し
て
数
は
多
く
た
い
が
、
そ
の
研
究

は
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
状
の
た
か
で
、
や

や
見
方
を
か
え
た
清
新
た
発
表
も
望
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
。



介紹

　
そ
う
し
た
な
か
、
昭
和
五
十
三
年
・
秋
、
土
橋
寛
博
士
監
修
・
広
川
勝

美
氏
編
集
”
民
問
伝
承
集
成
－
語
り
部
の
記
録
”
の
三
巻
と
し
て
『
わ
ら

へ
う
た
　
　
遊
ぴ
と
唱
え
言
』
が
出
た
。
わ
ら
べ
う
た
及
ぴ
そ
の
地
盤
と

し
て
の
民
俗
の
採
集
地
を
、
長
野
県
下
伊
那
郡
の
清
内
路
他
三
箇
所
と
飯

田
市
と
に
決
め
、
調
べ
あ
げ
た
多
く
の
わ
ら
べ
う
た
と
牧
内
武
司
氏
『
下

伊
那
郷
土
民
謡
集
』
其
の
他
の
資
料
を
補
助
と
し
て
、
わ
ら
べ
う
た
の
実

体
に
瑞
六
し
く
切
り
込
ん
だ
。
こ
こ
ろ
み
と
し
て
地
域
を
一
つ
に
定
め
、

対
象
の
地
盤
の
ぬ
く
も
り
を
捉
え
、
民
俗
杜
会
学
的
た
方
法
論
と
で
も
言

え
る
よ
う
た
視
点
も
有
効
に
利
用
Ｌ
て
論
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
、
一
っ

の
新
風
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
は
次
の
よ
う
に

た
っ
て
い
る
。

　
序
　
章
　
わ
ら
べ
う
た
の
周
辺
１
そ
の
虚
像
と
実
像
（
担
当
・
広
川
勝

　
　
　
　
美
氏
）

　
第
－
章
わ
ら
べ
唄
の
文
化
圏
－
伝
承
杜
会
の
ハ
レ
と
ケ
（
担
当
・
駒

　
　
　
　
木
敏
氏
）

　
第
ｎ
章
　
コ
ト
バ
と
ウ
タ
ー
わ
ら
べ
唄
の
詞
章
と
旋
律
（
担
当
・
橋
本

　
　
　
　
昌
代
氏
）

　
第
ｍ
章
　
わ
ら
べ
唄
の
原
型
－
遊
び
の
コ
ト
バ
と
呪
術
の
コ
ト
バ
（
担

　
　
　
　
当
・
塩
田
和
子
氏
）

　
第
Ｍ
章
遊
戯
唄
ー
う
ご
き
の
リ
ズ
ム
・
コ
ト
バ
の
リ
ズ
ム
（
担
当
・

　
　
　
　
山
海
正
恵
氏
）

　
策
Ｖ
章
　
子
守
唄
－
実
用
性
と
拝
惜
性
（
担
当
・
今
井
昌
子
氏
）

　
特
別
寄
稿
　
伊
那
谷
の
手
毬
唄
（
牧
岡
武
司
氏
）

か
ら
成
る
。

　
第
－
章
で
は
、
子
供
達
の
村
落
共
同
体
と
し
て
の
大
人
の
生
活
や
労
働

に
も
参
入
し
て
ゆ
く
一
面
を
見
な
が
ら
、
遊
び
や
行
事
の
中
で
、
ウ
タ
を

転
用
し
変
容
さ
せ
て
、
白
分
達
の
ウ
タ
と
し
て
、
自
由
自
在
に
１
取
り
入
れ

て
ゆ
く
様
子
を
追
う
。
第
ｎ
章
で
は
、
わ
ら
べ
う
た
の
リ
ズ
ム
・
旋
律
に

も
注
意
し
た
が
ら
、
わ
ら
べ
う
た
の
中
の
特
に
唱
え
言
を
と
り
あ
げ
、
そ

こ
に
見
え
る
遊
び
と
児
術
を
教
え
る
。
一
例
と
し
て
「
イ
ボ
イ
ポ
う
っ
れ
、

は
し
の
ま
ん
た
か
か
ら
お
っ
ち
ん
な
」
に
ふ
れ
我
々
を
頷
か
せ
る
。
第
ｍ

章
で
は
、
皿
章
を
う
け
て
、
遊
び
コ
ト
バ
と
児
術
コ
ト
バ
の
一
連
を
と
り

あ
げ
、
わ
ら
べ
う
た
の
原
型
に
迫
る
。
　
「
ま
じ
な
い
唄
－
実
効
を
め
ざ
す

コ
ト
バ
」
の
項
の
神
隠
し
の
子
供
を
尋
ね
出
す
”
人
さ
が
し
唄
”
、
　
”
ス

バ
コ
を
治
療
す
る
唱
え
一
一
戸
な
ど
、
注
目
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。
第
ｖ
章

で
は
、
手
鞠
歌
・
お
手
玉
歌
な
ど
の
遊
び
歌
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
動
作
と

リ
ズ
ム
の
実
態
が
解
説
さ
れ
、
か
く
れ
た
土
俗
信
仰
的
意
味
あ
い
に
も
ふ

れ
る
。
問
題
は
、
労
働
・
舞
踊
と
歌
謡
の
関
係
に
発
展
で
き
よ
う
。
第
Ｖ

章
で
は
、
子
守
歌
の
二
面
、
子
供
を
寝
さ
せ
遊
ぼ
せ
る
機
能
と
、
子
守
自

身
の
望
郷
∴
諦
め
・
低
抗
の
拝
情
と
を
、
土
地
の
子
守
の
思
い
出
話
を
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



介

り
ま
ぜ
て
考
察
す
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
、
村
の
生
活
の
中
に
１
、
そ
し
て
子
供
達
の
集
団
の
中
に
、
わ

ら
べ
う
た
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
か
を
、
若
々
し
い
筆
致
で
述
べ
て

い
る
。
地
盤
と
し
て
の
民
俗
の
考
察
を
大
切
に
し
、
集
団
や
冗
術
に
大
き

な
関
心
が
は
か
わ
れ
て
い
る
。
土
橋
寛
博
士
の
場
と
機
能
を
見
据
え
る
歌

謡
論
が
み
ご
と
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
文
芸
の
発
生
と
い

う
点
で
も
参
考
に
た
る
標
分
が
多
い
。
一
面
で
は
、
資
料
的
に
よ
り
詳
細

た
説
明
が
望
ま
し
い
と
こ
ろ
も
見
う
け
ら
れ
る
が
、
か
っ
て
の
わ
ら
べ
う

た
研
究
に
欠
け
て
い
た
、
特
に
遊
戯
と
唱
え
言
に
お
け
る
考
察
が
添
加
さ

れ
、
今
後
の
わ
ら
べ
う
た
研
究
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
、
間
題
意
識
を
呼

び
さ
ま
す
刺
激
性
を
内
蔵
し
て
い
る
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
出
版
の
意

義
は
大
き
い
。

　
　
な
お
本
書
の
章
立
て
と
執
筆
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
わ
ら
ぺ
唄
と
大
人
の
う
た
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
橋

序
章
わ
ら
べ
唄
の
周
辺
ー
そ
の
虚
像
と
実
像
－
　
　
　
広
川

第
章
わ
ら
ぺ
唄
の
文
化
圏
－
伝
承
杜
会
の
ハ
レ
と
ケ
ー
　
駒
木

第
皿
章
　
コ
ト
バ
と
ウ
タ
ー
わ
ら
ぺ
唄
の
詞
章
と
旋
律
　
　
　
　
橋
本

第
皿
章
わ
ら
べ
唄
の
原
型
遊
ぴ
の
コ
ト
バ
と
呪
術
の
コ
ト
バ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
田

第
ｗ
章
遊
戯
唄
１
う
ご
き
の
リ
ズ
ム
・
コ
ト
バ
の
リ
ズ
ム
ー
　
　
山
海

第
Ｖ
章
子
守
唄
－
実
用
性
と
掃
情
性
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
井

特
別
寄
稿
　
伊
那
谷
の
手
毬
唄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
内

　
寛

勝
美

　
敏

昌
代

和
子

正
恵

昌
子

武
司

二
一
〇
Ｉ
Ｉ
－
－
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
」

（
創
世
記
刊
、
昭
和
五
三
年
九
月
一
〇
日
発
行
／
Ａ
４
判
二
七
五
頁
■

二
八
○
○
円
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
真
鍋
昌
弘
）
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