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停

蕉F

周
西

統

の

国鶴
ー
ー

森

之

助

武

新
し
い
文
単
は
、
そ
れ
が
起
る
多
く
の
動
機
と
必
然
性
の
結
貨
で
あ
り
‘
車
に
、
前
時
代
へ
の
反
抗
と
か
反
動
と
か
云
ふ
語
で
解
説
す
る
事
は
、
危
険
で
あ

る
。
文
皐
作
品
を
劃
一
的
な
叶
荒
い
ザ
ル
で
櫨
し
て
み
た
と
て
、
砕
を
と
ど
め
純
分
を
漏
す
と
一
疋
ふ
‘
そ
の
文
字
通
り
の
意
味
に
結
果
す
る
事
が
‘
屡
々
、
起

る
も
の
で
あ
る
。

- 1. -

文
準
作
品
は
、
言
語
的
、
思
怨
的
‘
祉
曾
的
背
最
に
於
け
る
複
雑
な
立
睦
的
唐
墨
物
で
あ
っ
て
．
そ
の
研
究
鑑
賞
面
は
‘
各
時
代
、
各
個
人
の
多
様
性
に
よ

っ
て
と
そ
作
品
を
新
し
く
生
か
し
績
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
‘
こ
の
研
究
鑑
賞
者
達
の
‘
凡
ゆ
る
方
面
か
ら
の
投
光
に
よ
り
、
文
皐
作
品
は
、
徐
々
に
質
の

杢
貌
を
現
し
て
来
る
の
だ
あ
る
。
光
は
、
常
に
角
度
を
獲
へ
て
、
表
か
ら
も
豪
か
ら
も
側
面
か
ら
も
、
嘗
て
た
い
も
の
で
あ
る
。

殊
に
‘
古
典
に
於
・
て
は
、
文
懐
具
樫
の
科
事
的
な
調
査
．
蒐
集
が
‘
最
初
の
絶
鐙
的
要
請
で
あ
る
が
‘
こ
の
困
難
を
克
復
し
得
た
と

L
て
も
‘
こ
の
暦
昼
物

の
総
鰹
積
の
考
察
、
解
明
の
義
務
を
兎
れ
る
事
は
由
来
ぬ
。
そ
れ
も
．
型
式
の
分
析
と
云
ふ
や
う
な
段
階
は
と
も
か
く
、
そ
の

Z
5

丘
町
内
旨
や
出2
z
s
z
q

を
論
ず
る
段
階
に
差
掛
る
と
、
忽
ち
．
各
自
の
批
判
．
評
債
の
問
題
と
か
ら
み
付
き
、
解
き
放
ち
の
困
難
な
多
様
性
を
示
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
丈
島

aの
考
察

は
、
直
ち
に
文
惑
論
を
議
惣
さ
せ
る
が
、
文
義
論
か
ら
準
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
幾
度
と
な
く
相
似
す
る
‘
或
は
矛
盾
す
る
論
議
が
、
績
け

ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
が
、
と
ま
れ
‘
長
い
長
い
時
間
と
．
多
く
の
人
々
の
投
光
を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
受
賞
性
は
、
或
る
目
、
確
か
め
ら
れ

る
．
か
も
し
れ
ぬ
が
、
一
科
皐
の
如
く
、
受
賞
性
の
確
認
に
護
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
最
後
に
浮
ぴ
上
っ
た
像
が
さ

z
g
岳
宮
で
あ
っ
た
か
‘
鼻
輸

を
貰
い
た
土
人
女
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
今
日
よ
り
考
へ
る
事
は
、
復
し
て
も
問
題
を
循
額
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
古
典
を
‘
を
ろ
が
む
人
々
の
中



の
最
も
貧
し
き
者
が
、
十
七
世
紀
の
神
々
の
き
ぴ
す
に
奉
っ
た
、
十
二
燈
の
一
つ
で
あ
る
。

I 

「
油
糟
」
（
寛
永
二
十
年
刊
）
の
巻
末
に
、
松
永
貞
徳
は
、
そ
の
誹
諸
式
目
を
‘
十
首
の
短
歌
に
し
て
載
せ
て
ゐ
る
事
は
、
周
知
の
事
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、

式
目
を
和
歌
形
式
に
整
理
し
て
現
は
す
事
自
鐙
は
、
貞
徳
の
創
始
で
は
な
く
、
高
山
宗
糊
の
数
十
首
の
式
目
歌
に
、
そ
の
先
例
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
貞
徳
の
十
首
は
‘
ご
く
簡
単
に
、
彼
の
式
目
の
中
心
と
な
っ
た
謡
歌
停
統
．
卸
ち
、
臆
安
新
式
、
和
漢
篇
、
漢
和
法
式
よ
り
成
る
線
が
摘
出
で
き
る
し
、

連
歌
か
ら
誹
諮
へ
の
綬
箭
の
限
界
も
、
一
通
り
分
明
す
る
便
利
な
も
の
で
あ
る
。
又
、
一
方
、
全
著
作
を
通
じ
て
批
評
の
語
の
み
多
く
、
自
説
誹
論
の
非
常
に

少
な
い
彼
を
知
る
上
に
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
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こ
の
式
目
歌
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
文
中
で
貞
徳
は
、
「
私
に
は
あ
ら
ず
。
先
達
の
被
用
し
分
を
思
ひ
出
て
十
首
の
替
に
つ
ら
ね
侍
物
な
ら
し
ヘ
と
断
り
を
付

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、
「
俳
諮
御
傘
」
（
慶
安
四
年
刊
）
の
序
に
於
て
は
、
よ
り
詳
細
に
註
鰐
さ
れ
て
、
「
こ
れ
は
際
安
の
新
式
を
立
て
、
一
座
一

旬
の
物
を
ぱ
二
句
に
さ
だ
め
、
七
句
の
物
を
ぱ
五
句
に
な
す
ゃ
う
の
事
の
み
に
て
、
わ
た
く
し
の
新
法
を
一
つ
も
い
だ
さ
ず
、
誰
も
し
り
た
る
和
漢
の
ご
と
く

あ
ひ
は
か
ら
ふ
も
の
な
り
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

誹
譜
が
、
和
漢
聯
句
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
論
は
、
徳
一
万
の
「
誹
譜
初
出
ア
抄
」
（
寛
永
十
八
年
刊
）
に
も
、
立
闘
の
「
は
な
ひ
草
」
（
寛
永
廿
年
刊
）
に

も
、
又
、
維
舟
の
「
毛
吹
草
」
（
正
保
二
年
刊
）
に
も
記
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
‘
特
別
に
取
上
げ
る
事
は
な
い
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
貞
徳
が
繰
返
し
、
そ
の
誹

、
、

諮
式
目
が
私
の
意
見
で
出
来
た
も
の
で
は
な
い
賠
を
．
強
調
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
中
世
の
塞
術
観
に
於
て
、
先
達
よ
り
の
体
習
は
絶
陸
で
あ
っ
た
事
は
、
こ

、
、

L

に
く
だ
ノ
＼
例
詮
す
る
ま
で
も
な
い
事
で
あ
っ
て
、
私
に
そ
れ
を
破
壊
し
去
る
事
は
、
大
き
な
罪
．
患
で
あ
っ
た
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
師
俸
の

倉
重
や
‘
世
俗
倫
理
の
文
義
へ
の
混
入
な
ど
‘
中
世
臭
が
強
く
特
徴
付
け
ら
れ
る
貞
徳
の
人
と
矯
り
を
想
へ
ば
、
彼
が
こ
の
罪
認
に
濁
し
て
謹
慢
で
あ
っ
た
事

は
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
是
を
此
ま
L

置
侍
ら
ば
、
は
ら
仁
ろ
な
る
人
有
で
‘
誹
諮
新
式
な
ん
ど
叩
事
も
や
侍
ら
ん
」
と
ま
で
心
を
配
っ
て
ゐ
る
撒
よ



り
考
察
す
る
と
・
秘
口
和

h
と
云
ふ
静
俸
が
、
単
な
る
謙
虚
を
の
み
示
す
も
の
で
は
な
い
ら
し
く
思
へ
て
来
る
の
で
あ
る

o

世
人
よ
り
‘
私
案
を
公
に
し
た
と

批
難
さ
れ
る
事
は
、
誠
に
恐
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
ひ
、
こ
の
批
難
は
同
時
に
彼
の
示
し
た
式
目
の
償
値
を
‘
著
し
く
低
下
さ
せ
る
結
果
に
な
る
事

を
、
彼
は
知
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
るo
「
私
の
新
法
を
一
つ
も
い
だ
さ
ず
」
と
‘
彼
は
云
ふ
が
、
こ
の
式
目
歌
を
、
和
漢
篇
、
漢
和
法
式
と
比
較
椴
討
す
る
と
、

賓
は
、
私
の
許
容
が
絶
無
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

春
と
春
。
五
句
去
也
。
問
云
、
誹
諮
は
和
漢
の
ご
と
く
去
嫌
と
云
ひ
し
に
、
何
と
て
同
季
を
七
句
は
煉
給
は
ぬ
ぞ
や
。
答
云
‘
是
不

ν
私
、
玄
旨
法

印
、
紹
巴
法
橋
な
ど
の
誹
譜
に
‘
季
を
五
句
去
に
な
さ
れ
し
を
聞
な
ら
ひ
て
昔
よ
り
仕
る
に
近
年
、
宗
祇
の
燭
吟
の
誹
譜
を
見
侍
れ
ば
皆
五
句
去
に
し

て
有
な
り
。
先
師
た
ち
の
せ
ら
れ
し
も
定
て
此
故
に
て
あ
り
つ
る
や
と
‘
い
よ
ノ
＼
殊
勝
に
思
は
れ
侍
（
御
傘
巻
二

と
、
誇
々
、
停
統
を
振
勢
し
て
、
世
人
に
迫
る
も
の
が
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
秘

b
非
よ
い
と
云
ふ
語
は
‘
臆
其
の
「
無
言
抄
」
に
劃
す
る
彼
の
批
難
の
執
劫

さ
と
考
へ
合
せ
る
と
、
こ
れ
は
謙
虚
と
云
ふ
よ
り
、
む
し
ろ
侍
統
の
力
に
依
存
し
て
の
強
底
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
一
方
、
世
人
は
、
こ
の
強
墜
故

に
‘
彼
の
式
目
を
喜
ん
で
受
入
れ
た
の
で
あ
る
。
先
達
の
停
統
と
云
ふ
解
説
が
あ
っ
て
こ
そ
始
め
て
、
紹
睦
の
信
頼
感
が
湧
き
上
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。

柿
園
に
報
思
臓
を
建
立
し
た
貞
徳
は
嘗
然
と
し
て
も
、
俸
統
に
反
援
す
る
事
に
よ
っ
て
結
賞
し
た
、
と
読
か
れ
て
ゐ
る
作
家
の
聞
に
於
て
も
、
こ
の
貼
に
、

意
外
の
店
弱
さ
が
護
具
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

菅
野
谷
高
政
に
替
っ
て
、
「
中
庸
姿
」
の
論
難
に
立
向
っ
た
大
坂
談
林
の
雄
、
岡
西
惟
中
は
、
そ
の
「
誹
譜
破
邪
顕
正
返
答
」
（
延
賓
八
年
刊
）
に
於
て
、
談

林
の
宗
主
、
西
山
宗
因
を
緯
護
し
て
、
「
恭
も
梅
翁
老
師
は
、
壮
年
の
比
よ
り
昌
琢
老
人
に
随
ひ
、
多
人
連
歌
の
遣
に
功
あ
り
名
逐
て
、
人
に
も
ゆ
る
さ
れ
、

情
家
清
花
の
す
ゑ
に
も
つ
ら
な
り
、
達
人
名
匠
の
座
に
も
な
を
り
」
た
る
人
で
、
高
政
と
は
異
り
、
「
天
満
紳
を
傾
城
に
と
り
な
し
．
帝
王
に
犬
の
ば
り
を
な

め
さ
せ
」
な
ど
す
る
事
は
な
い
。
そ
の
詮
擦
に
は
、

い
つ
の
比
か
予
が
句
の
内
に
、
韓
迦
は
や
り
も
ち
供
に
つ
れ
つ
ヘ
と
つ
か
ま
つ
り
け
れ
ば
此
句
あ
ま
り
に
や
、
一
代
教
主
の
如
来
、
心
す
べ
き
事

也
と
脇
書
し
給
ひ
ぬ
、
叉
い
つ
の
比
に
か
、
よ
ぶ
こ
ど
り
の
句
に
、
此
烏
秘
烏
也
。
と
か
う
に
不
及
と
判
じ
給
ふ
。
大
事
の
も
の
は
大
事
に
‘
も
た
い

な
き
も
の
は
も
た
い
な
く
し
給
ふ
。

- 3 ー



と
、
記
し
て
ゐ
る
。
卸
ち
、
宗
国
は
、
文
襲
作
品
の
上
に
於
て
も
非
倫
は
無
く
、
且
‘
中
世
文
惑
の
停
統
に
も
忠
貨
な
人
で
あ
る
か
ら
、
批
難
は
嘗
ら
ぬ
と

云
ふ
論
法
で
あ
る
。
こ
の
文
の
、
「
い
つ
の
比
か
」
の
年
月
が
明
確
に
指
定
出
来
ぬ
恨
み
は
残
る
が
‘
延
賓
期
と
す
れ
ば
、
既
に
古
今
停
援
な
ど
を
蔑
観
し
た

長
流
も
、
茂
睡
も
‘
契
沖
も
‘
そ
の
主
張
を
公
に
し
て
ゐ
た
頃
で
あ
る
の
に
、
惟
中
を
信
ず
れ
ば
、
宗
因
は
．
「
此
烏
秘
烏
也
。
と
か
う
に
不
及
」
と
刻
し
た

と
云
ふ
の
で
あ
る
。
叉
‘
「
此
句
あ
ま
り
に
や
、
一
代
教
主
の
如
来
、
心
す
べ
き
事
」
と
一
式
ふ
如
き
言
設
は
、
論
難
の
主
で
あ
る
中
烏
随
流
の
「
和
歌
濯
頭
、

神
道
濯
頭
と
云
事
あ
り
．

0

是
に
あ
づ
か
ら
ざ
れ
ば
紳
秘
の
ま
こ
と
を
人
の
し
る
事
に
あ
ら
ず
」
と
読
き
．
「
伊
勢
の
神
と
紙
屑
か
い
の
か

L
と
一
琳
分
身
也
と

云
ふ
事
か
（
中
略
）
紳
罰
は
の
が
れ
ぬ
物
ぞ
」
と
怒
る
態
度
と
の
聞
に
、
本
質
的
径
庭
は
認
め
難
い
の
で
あ
る
。
「
消
閑
雑
記
」
「
一
時
随
筆
」
等
を
一
議
す
れ

ば
、
惟
中
自
身
が
、
元
来
、
中
世
停
統
に
忠
賞
な
者
で
あ
っ
た
事
は
分
る
が
‘
こ
の
宗
因
緯
護
論
は
‘
営
時
‘
反
停
統
の
熔
印
を
甘
受
す
る
事
は
致
命
的
創
傷

で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

II 
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不
可
侵
の
停
統
．
そ
れ
に
従
ふ
揺
ぎ
な
き
倫
理
観
と
共
に
‘
最
も
根
深
き
穫
を
日
本
文
惑
に
投
げ
か
け
て
ゐ
る
も
の
は
‘
所
謂
‘
幽
玄
美
に
劃
す
る
信
仰
で

あ
る
。

幽
玄
美
へ
の
理
解
は
、
俊
成
、
西
行
‘
心
敬
等
の
作
品
群
に
具
現
さ
れ
て
ゐ
る
し
‘
叉
‘
多
く
の
解
説
も
な
さ
れ
て
ゐ
て
‘
そ
の
獲
得
を
阻
格
す
る
困
難

は
、
少
な
い
や
う
に
見
ら
れ
る
が
‘
問
題
に
な
る
黙
は
‘
そ
れ
に
樋
綿
し
て
離
れ
ぬ
‘
信
仰
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
原
因
は
‘
進
展
し
た
幽
玄
の
中
心
と
成
っ

た
静
寂
感
、
無
常
感
に
よ
る
宗
教
的
境
地
へ
の
類
似
の
矯
で
あ
ら
う
か
‘
幽
玄
美
は
、
結
局
、
無
絃
の
琴
の
響
で
あ
り
、
無
韻
の
詩
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
そ
の

震
の
理
解
は
‘
騒
々
に
、
え
現
す
事
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
紳
秘
観
で
あ
る
。
か
L

る
．
審
が
晴
れ
て
こ
そ
．
近
世
の
文
塞
復
興
が
起
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
信
仰
の
根
深
さ
は
‘
い
つ
の
時
代
に
至
っ
て
も
‘
こ
れ
に
抗
す
る
者
を
卑
し
と
し
、
こ
の
神
秘
の
教
義
を
説
く
者
へ
は
賞
讃
を
惜
し
ま
ぬ
事
に
．
明

か
に
現
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



前
述
し
た
宗
因
を
中
心
と
し
て
、
寓
言
に
遊
ぶ
文
義
を
呼
稽
し
、
そ
の
題
材
に
於
て
は
庚
く
現
質
へ
の
横
充
を
企
て
、
こ
の
ま

L

進
展
す
れ
ば
、
や
が
て
は

近
世
の
寛
潤
を
正
し
て
生
か
し
得
る
文
義
に
ま
で
至

4る
か
と
思
へ
た
談
林
誹
譜
も
‘
延
賓
末
年
に
は
、
平
く
も
漉
滞
を
示
し
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
打
開

の
篤
に
、
質
塾
な
努
力
を
謹
し
た
入
々
に
、
椎
本
才
師
刷
、
池
凶
言
水
、
上
島
鬼
貰
‘
松
尾
桃
青
等
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
そ
れ
ん
＼
新
し

い
境
地
を
探
り
嘗
て
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
が
、
よ
り
新
し
い
境
界
を
採
り
嘗
て
た
姑
に
於
て
は
、
同
一
の
功
と
看
倣
す
事
は
出
来
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を

設
展
摘
大
し
て
行
っ
た
才
は
、
芭
蕉
一
人
の
も
の
で
あ
っ
た
。

談
林
誹
諮
を
、
一
歩
推
進
さ
せ
る
符
の
一
策
と
し
て
、
漢
字
、
漢
語
を
・
濫
用
す
る
と
云
ふ
、
方
向
が
あ
っ
た
。
漢
語
は
、
貞
徳
の
云
ふ
「
誹
一
百
」
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
使
用
は
、
別
に
珍
ら
し
い
方
向
で
は
な
い
が
、
首
時
の
談
林
の
人
々
の
使
用
法
は
、
和
歌
、
謡
歌
と
の
識
別
の
機
能
を
越
え
て
、
行
詰
り
を
打
開
し

て
、
新
境
地
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
焦
慮
が
試
み
さ
せ
た
一
策
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

蓬
莱
哉
瑛
泊
の
橘
珊
瑚
の
海
老

初
夢
や
猿
が
歯
閤
枕
の
今
朝

餅
屋
方
杵
が
朝
練
や
四
方
春

こ
の
程
度
の
句
な
ら
ば
、
わ
づ
か
の
異
髄
感
を
持
つ
の
み
で
、
理
解
へ
の
道
は
聞
け
て
ゐ
る
が
、

若
菜
や
今
朝
姐
板
時
鳴
レ
之

地
龍
浮
レ
水
嵐
吹
レ
月

蹄
闘
寂
震
供
盛
物
審
煙
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焼
鮎
ハ
子
レ
石
激

多
l

天
猫
ノ
眼
卵

な
ど
の
句
に
至
る
と
、
官
に
漢
語
の
濫
用
に
よ
っ
て
起
る
奇
異
の
姿
を
誇
示
し
て
ゐ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
末
の
二
句
は
‘
和
漢
聯
句
で
あ
ら
ラ

が
、
決
し
て
準
操
正
し
き
そ
れ
で
は
な
い
。
貞
徳
が
、
誹
諸
式
目
の
準
縄
と
し
た
和
漢
は
、
皮
肉
に
も
、
彼
が
嫌
悪
し
た
奇
邪
の
姿
に
於
て
現
れ
て
来
た
の
で



あ
る
。

既
に
寛
文
十
二
年
、
い
ち
平
く
「
貝
お
ぼ
ひ
」
を
撰
ん
で
‘
流
行
に
濁
し
て
の
敏
捷
さ
を
示
し
た
芭
蕉
も
、
勿
論
こ
の
首
流
の
新
傾
向
を
取
入
れ
る
事
に
、

後
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
たo
「
東
日
記
ヘ
「
武
蔵
曲
ヘ
「
慮
栗
」
等
に
散
見
す
る
漢
語
調
の
句
を
‘
一
つ
一
つ
読
く
ま
で
の
事
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
唯
、

タ
チ

注
目
さ
れ
る
賭
は
、
こ
の
種
の
芭
蕉
の
句
は
、
単
な
る
奇
異
の
姿
の
篤
の
み
の
も
の
で
も
な
く
、
且
、
漢
詩
句
の
無
差
別
の
裁
入
れ
と
云
ふ
事
で
、
読
明
の
終

ら
な
い
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
事
で
あ
る
。

夜
ル
縞
－
一
轟
は
月
下
の
栗
を
穿
ツ

憎
の
撃
波
ヲ
う
っ
て
腸
氷
ル
夜
ゃ
な
み
だ

髭
風
ヲ
吹
て
暮
秋
歎
ズ
ル
ハ
誰
が
子
ゾ

氷
苦
く
侮
鼠
が
咽
を
う
る
ほ
せ
り

こ
れ
ら
の
句
か
ら
感
得
さ
れ
る
も
の
は
、
共
通
し
て
内
面
に
湛
へ
ら
れ
て
ゐ
る
、
色
深
い
苦
溢
で
あ
る
。
漂
ふ
、
何
物
か
に
針
す
る
重
い
恨
み
の
詩
趣
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
他
の
談
林
誹
人
の
漢
句
裁
入
れ
の
も
の
か
ら
は
、
見
出
し
難
い
特
色
で
あ
る
。
流
行
に
従
っ
て
歩
み
績
け
て
ゐ
た
芭
蕉
は
、
漢
詩
濫
用
の
道
程

に
於
て
、
李
社
の
詩
趣
の
一
傾
向
と
、
自
己
の
晴
好
す
る
方
向
と
の
合
一
を
．
遊
具
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
苦
溢
は
李
社
の
も
つ
一
傾
向
で
は
あ
る
が
、

決
し
て
、
そ
れ
が
李
社
の
詩
趣
の
全
部
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
が
‘
こ
の
日
本
の
一
誹
人
は
、
異
閣
の
文
塞
を
観
照
し
て
、
そ
の
有
す
る
一
面
の
苦
溢
を
接

見
す
る
事
に
於
て
高
い
債
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
与
に
至
れ
ば
、
彼
の
遣
は
、
坦
々
と
開
け
て
来
る
。

手
づ
か
ら
雨
の
わ
ぴ
傘
を
は
り
て
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世
に
ふ
る
も
さ
ら
に
宗
祇
の
や
ど
り
哉

漢
詩
趣
に
よ
る
苦
溢
の
遊
具
は
、
直
ち
に
等
類
へ
の
連
還
に
進
む
。
眼
を
轄
ず
れ
ば
、
わ
ぴ
、
さ
ぴ
、
ひ
え
、
と
等
類
は
、
日
本
詩
歌
の
停
統
の
主
柱
に
存

在
し
て
ゐ
た
。
西
行
、
心
敬
、
宗
紙
、
と
結
合
し
て
、
芭
蕉
は
共
に
己
の
皐
統
と
敬
仰
し
た
の
で
あ
る
。

誹
譜
の
基
本
的
規
制
は
、
五
、
七
、
五
（
七
、
七
）
と
云
ふ
呪
術
に
あ
る
。
全
面
的
良
質
を
ぱ
、

一
面
的
解
轄
に
於
て
抽
象
化
し
て
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、



組
入
れ
切
れ
ぬ
諸
相
を
慮
理
す
る
に
、
常
に
一
定
の
方
向
に
釘
付
け
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
ロ
談
林
の
或
る
人
々
は
‘
極
端
な
‘
「
字
儀
り
」
の
作
品
に
よ

っ
て
‘
こ
の
規
制
を
外
延
か
ら
破
ら
う
と
努
力
し
た
事
も
あ
る
が
‘
結
局
、
試
み
だ
け
に
終
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
規
制
の
意
味
を
別
途
よ
り
敷
街
す
れ
ば
、
一
定

の
方
向
と
は
‘
宿
命
と
も
云
ふ
べ
き
歴
史
的
規
制
で
あ
っ
て
‘
そ
れ
は
‘
日
本
文
惑
に
停
統
さ
れ
た
或
る
精
神
を
約
束
す
る
事
に
よ
っ
て
の
み
‘
開
か
れ
る
窓

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
談
林
の
大
部
分
の
誹
人
達
は
、
こ
の
事
賓
に
想
ひ
寄
せ
ず
‘
外
延
部
に
於
け
る
打
開
の
み
努
力
を
績
け
て
、
凋
落
し
て
行
っ
た
の
で
あ

る
。
が
、
芭
蕉
は
、
打
開
し
前
進
す
る
矯
の
支
柱
を
、
漢
詩
趣
か
ら
そ
の
等
類
に
求
め
得
て
‘
つ
い
に
こ
の
秘
密
を
握
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
貨

を
こ
の
抽
象
理
念
で
救
済
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
、
素
朴
と
も
云
ふ
べ
き
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

「
幽
玄
」
そ
れ
自
身
は
何
ん
ら
自
ら
を
語
つ
て
は
呉
れ
ぬ
。
こ
れ
を
各
自
の
天
分
に
よ
っ
て
、
限
定
し
て
使
用
す
る
時
に
、
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ

－A

に
‘
芭
蕉
に
よ
っ
て
誹
譜
へ
の
移
行
を
受
け
た
幽
玄
を
‘
そ
の
ま
弘
、
蕉
門
の
人
々
に
よ
っ
て
設
か
れ
て
ゐ
る
、
わ
ぴ
、
さ
ぴ
、
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で

は
な
い
。
「
春
雨
の
柳
」
の
世
界
を
展
開
さ
せ
て
‘
吋
回
に
し
取
る
烏
」
こ
そ
自
己
の
新
し
い
領
域
で
あ
る
と
宣
言
し
て
ゐ
る
事
を
無
硯
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
頃
の
彼
の
追
求
し
た
姿
は
、
や
は
り
中
世
幽
玄
の
凝
縮
を
前
提
と
し
て
掬
ひ
上
げ
ら
れ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
を
具
現
さ
せ
た
彼
の
世
界
は
、
不
思
議
な
風
景
と
化
し
て
、
人
々
の
眼
前
に
、
突
き
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ

L

に
、
俗
設
に
従
っ
て
開
眼
の
三
句
と
稽

さ
れ
る
も
の
を
並
べ
て
み
る
。
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枯
枝
に
烏
の
と
ま
り
た
る
や
秋
の
暮

遣
の
漣
の
木
撞
は
馬
に
喰
は
れ
た
り

古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
一
菅

第
一
の
句
は
、
「
枯
木
寒
烏
」
と
題
す
る
シ
ナ
風
の
輩
と
想
へ
ば
、
解
決
す
る
か
も
し
れ
ぬ
。
第
二
の
句
は
、
素
丸
の
誘
く
知
く
、
消
極
的
な
魔
世
訓
な
の

か
も
し
れ
ぬ
。
が
、
第
三
の
句
は
、
誠
に
不
思
議
な
風
景
で
あ
る
。
支
考
は
‘
「
葛
の
松
原
弘
元
職
五
年
刊
）
に
於
て
、
「
芭
蕉
庵
の
史
、
一
日
略
駕
と
し
て
う

れ
ふ
。
目
夕
、
風
雅
の
世
に
行
は
れ
た
る
、
た
と
へ
ば
片
雲
の
風
に
の
ぞ
め
る
が
如
し
。
一
同
は
巴
狗
と
な
り
一
同
は
白
衣
と
な
っ
て
、
共
に
と
ど
ま
れ
る
慮

を
し
ら
ず
。
か
な
ら
ず
中
間
の
一
理
あ
る
べ
し
」
と
、
考
へ
て
深
川
の
庵
に
関
ぢ
こ
も
っ
て
ゐ
る
と
、
貞
享
三
年
の
春
も
暮
れ
や
う
と
す
る
或
る
目
、
近
く
の



池
に
蛙
の
飛
び
込
む
・
音
が
‘
時
々
き
こ
へ
て
来
た
む
こ

L

に
、
「
言
外
の
風
情
こ
の
筋
に
う
か
ぴ
て
ヘ
七
五
を
得
た
め
で
あ
る
。
傍
に
ゐ
た
其
角
が
も
山
吹

や
、
と
云
ふ
冠
を
付
け
よ
う
と
出
し
や
ぼ
っ
た
が
、
古
池
や
、
と
定
っ
た
。
「
山
吹
と
い
ふ
五
文
字
は
風
流
に
し
て
、
は
な
や
か
な
れ
ど
、
古
池
と
い
ふ
五
文

字
は
質
素
に
し
て
寅
也
。
賓
は
古
今
の
貰
道
な
れ
ば
な
ら
し
」
と
‘
論
じ
て
ゐ
る
。
越
人
の
「
俳
諮
不
猫
拙
」
に
云
ふ
如
く
、
こ
の
句
に
、
「
芦
の
若
葉
に
か

L

る
蜘
の
築
」
と
い
ふ
共
角
の
脇
が
、
木
曽
に
存
在
し
た
の
か
は
分
明
し
な
い
が
‘
「
李
社
が
心
酒
を
嘗
め
て
、
寒
山
が
法
粥
を
駿
る
」
よ
り
、
一
歩
前
進
し

た
場
所
に
於
け
る
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
後
世
の
蕪
村
風
の
槍
蓋
構
闘
の
持
外
に
出
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
し
‘
そ
れ
か
と
一
去
っ
て
、
主
観
的
情
絡
を

訴
へ
る
文
字
は
無
い
し
‘
勿
論
、
劇
的
な
朕
態
な
ど
絶
無
で
あ
る
。
強
い
て
云
へ
ば
、
自
然
の
一
角
を
切
取
っ
た
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
‘
或
る
詩

の
一
つ
の
E
S
S

と
し
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
程
‘
稀
有
な
姿
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
、
ま
っ
た
く
‘
線
睦
積
が
そ
れ
き
り
で
、
そ
し
て
孤
立
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
文
撃
的
思
考
の
内
容
を
洞
察
す
る
手
掛
り
は
、
一
一
路
な
い
も
の
で
あ
る
。
幼
児
の
心
を
も
っ
て
接
す
れ
ば
、
唯
そ
れ
だ
け
の
空
虚
な
風

景
に
過
ぎ
ぬ
。
が
、
そ
こ
に
作
者
の
眠
想
を
感
得
し
始
め
る
と
‘
こ
の
句
の
意
味
す
る
も
の
は
、
段
々
と
動
揺
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
一
一
部
の
内Z1
E
q

の
剣
断
耐
で
あ
ら
う
。
語
り
手
の
志
向
す
る
も
の
は
何
か
ロ
そ
れ
は
‘
え
云
は
ぬ
も
の
で
あ
る
。
無
絃
の
琴
の
調
べ
で
あ
る

と
答
へ
る
。
す
る
と
、
鑑
賞
家
遠
の
中
世
停
統
へ
の
信
仰
心
は
、
作
者
の
思
ふ
査
通
り
、
復
し
て
も
遡
洞
し
て
、
わ
ぴ
を
、
さ
ぴ
を
．
其
蕗
に
探
し
営
て
た

、
、

と
、
報
告
す
る
の
で
あ
っ
た
。
四
方
八
方
に
接
鰯
し
た
談
林
の
喧
し
さ
の
中
よ
り
脱
出
し
て
‘
幽
玄
に
寄
り
掛
る
事
に
よ
り
、
語
る
煩
は
し
さ
を
除
去
す
る
事

が
出
来
る
と
確
信
し
て
、
芭
蕉
の
誹
譜
は
、
第
二
歩
を
進
め
得
た
の
で
あ
っ
た
。
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III 

誹
人
井
原
西
鶴
に
興
へ
ら
れ
た
、
「
放
坪
抜
群
に
勝
れ
」
と
云
ふ
批
評
は
、
誤
た
ず
、
賞
嘆
の
意
に
取
れ
る
。
卸
ち
‘
彼
が
他
の
誰
よ
り
も
、
多
角
的
に
‘

あ
ら
ゆ
る
題
材
の
上
に
、
誹
諮
の
墨
縄
を
打
っ
た
事
を
認
め
た
語
で
あ
る
と
解
す
る
事
が
出
来
る
。

不
惑
に
達
せ
ざ
る
頃
の
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
賓
を
、
誹
諮
に
於
て
、
諮
り
蓋
せ
る
と
信
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
随
流
の
一
再
ふ
、
放
持
は
、
所
謂
、
浮
世
ご
と



を
語
る
西
鶏
を
批
難
す
る
意
味
を
も
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
彼
め
語
り
た
い
艶
象
は
‘
そ
ん
な
限
定
さ
れ
た
狭
い
一
界
隈
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
例
へ

ば
、
此
の
頃
行
は
れ
る
誹
譜
の
う
ち
、
百
韻
中
に
「
四
十
五
旬
、
五
十
句
は
遊
女
の
噂
‘
歌
舞
妓
芝
居
の
風
情
‘
残
る
四
十
句
は
博
突
わ
ざ
喰
物
等
」
で
あ
る

懐
紙
を
、
彼
が
軽
蔑
し
て
ゐ
る
事
で
も
、
そ
れ
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
語
り
方
は
‘
相
手
に
明
確
な
理
解
を
要
求
し
得
る
論
理
に
立
っ
て
ゐ

て
、
座
中
の
誰
に
も
解
ら
ず
、
「
我
ば
か
り
う
な
づ
き
て
、
一
旬
ノ
＼
に
講
緯
」
す
る
て
い
の
暖
昧
さ
の
絶
無
を
期
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

延
賓
八
年
五
月
の
、
生
玉
木
覚
寺
に
於
け
る
、
四
千
句
興
業
は
か
ふ
る
用
意
の
上
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
指
合
見
五
人
を
招
請
し
て
ゐ
る

事
は
‘
齢
制
者
と
し
て
の
誇
り
の
中
に
、
こ
れ
を
遂
行
出
来
る
と
云
ふ
自
信
に
満
ち
た
‘
彼
の
姿
を
示
し
て
ゐ
る
。

こ
の
矢
敷
誹
諸
に
於
て
‘
確
か
に
彼
は
、
凡
ゆ
る
現
寅
に
接
鰯
し
．
最
入
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
。
殊
に
‘
都
曾
生
活
の
因
果
を
語
っ
て
‘
人
間
へ
の
詠
嘆

の
に
じ
み
出
る
作
品
は
、
安
易
な
談
林
を
一
歩
、
引
放
し
た
も
の
が
あ
る
。

内
謹
の
苦
は
色
か
ゆ
る
目
安
書

十
露
盤
上
手
と
い
は
れ
し
我
も

廿
日
き
り
今
は
法
度
の
御
鰯
に
て
」

繕
草
紙
も
吟
り
を
請
て
議
り
朕

心
中
の
末
は
年
寄
女
房

水
性
の
性
の
お
も
は
く
波
の
繊
」

ー 9 ・一一

油
屋
に
牟
ば
勤
め
て
御
暇

吾
妻
に
下
り
て
駕
籍
に
て
も
界

気
が
せ
く
か
闘
の
こ
な
た
を
夜
の
内
に
」

こ
れ
ら
は
、
談
林
一
般
の
智
的
な
批
剣
に
終
っ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
諦
観
に
ま
と
め
切
れ
ぬ
情
熱
と
感
動
が
働
い
て
織
出
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。
こ

A

に

は
、
統
治
者
の
下
す
政
策
が
行
動
を
規
定
し
、
貨
幣
の
悶
碑

K
よ
っ
て
の
み
生
活
が
運
行
さ
れ
て
ゐ
る
因
果
が
取
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
町
人
と
武
士
と
‘
色
子



と
遊
女
が
緯
い
て
ゐ
る
人
情
が
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
が
西
鶴
は
‘
こ
の
ま
L

準
め
ば
、
凡
て
は
語
り
壷
せ
る
と
何
時
ま
で
も
信
じ
績
け
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
答

は
、
否
定
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
誹
譜
の
世
界
は
、
護
句
よ
り
脇
、
第
三
、
第
四
と
記
述
は
進
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
前
句
と
付
句
の
間
際
を
連
絡
し
埋

め
て
行
く
も
の
は
、
暗
黙
の
類
推
が
支
柱
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
L

か
ら
起
る
ず
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
「
一
句
ノ
＼
に
議
轄
」
す
る
事
を
認
め
ざ

る
を
得
な
い
結
果
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。
所
謂
‘
「
自
註
」
の
誹
譜
な
る
も
の
の
存
在
こ
そ
‘
こ
の
間
隙
を
端
的
に
物
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

西
鶴
の
語
り
た
か
っ
た
事
は
、
そ
の
材
料
の
摘
充
に
伴
っ
て
、
つ
い
に
こ
の
ず
加
に
ま
で
達
し
て
来
て
ゐ
た
の
で
あ
る

o

こ
の
れ
ん
…
と
は
何
ん
で
あ
ら
う
。

そ
れ
は
、
現
賓
を
誹
譜
化
す
る
過
程
に
振
り
落
ち
て
し
ま
ふ
種
々
相
で
あ
っ
た
。
こ
ミ
に
こ
そ
、
彼
が
語
り
蓋
し
た
い
と
焦
燥
し
た
現
賓
の
基
礎
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
貨
の
基
盤
の
相
互
関
係
、
よ
っ
て
来
る
因
果
を
語
る
事
に
付
随
す
る
僚
件
は
、
絶
践
に
詳
細
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
こ

の
賭
に
就
い
て
．
短
句
の
集
積
は
、
知
何
に
怠
大
で
も
‘
所
詮
こ
の
要
望
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
事
を
、
西
鶴
は
、
こ
の
頃
に
費
り
得
た
の
で
は
な
い
か
と

思
は
れ
る
。
他
の
要
因
を
暫
ら
く
問
は
ず
、
こ
の
賂
か
ら
の
み
許
し
得
る
と
す
れ
ば
‘
貞
享
元
年
の
二
高
三
千
五
百
句
の
鐙
勇
は
、
西
鶴
の
偲
倣
と
一
五
ふ
よ
り

も
、
未
練
の
行
篤
と
一
式
ふ
べ
き
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
と
云
へ
ょ
う
。

や
が
て
、
散
文
界
に
出
現
し
た
西
鶴
が
鏡
舌
で
あ
っ
た
事
は
、
営
然
で
あ
る
。
誹
譜
の
振
ひ
落
し
た
因
果
の
解
説
は
、
充
分
に
語
り
謹
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
現
賓
の
基
礎
を
理
解
さ
せ
る
矯
に
は
、
「
今
日
の
さ
か
し
き
、
く
ま
ん
＼
を
探
り
求
め
」
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
ロ
長
来
に
教
へ
て
、
「
云
ひ
お
ほ
せ
て

何
か
あ
る
ヘ
と
う
そ
ぶ
く
芭
蕉
は
、
こ
の
西
鶴
を
、
「
浅
間
し
く
な
り
下
れ
る
姿
」
と
翻
た
の
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
に
と
っ
て
は
‘
正
し
く
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ

ら
う
。
此
慮
を
起
賠
と
し
て
、
二
人
は
針
際
結
に
向
っ
て
歩
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ

L

に
亦
‘
二
人
を
隔
つ
「
異
常
」
と
「
尋
常
」
の
世
界
が
現
れ
る
の
で

n
υ
 

あ
る
。

「
好
色
一
代
男
」
の
成
功
に
よ
っ
て
、
記
述
し
謹
す
事
に
、
本
領
の
あ
る
部
暑
に
就
い
た
西
鶴
は
、
弐
々
と
、
諸
閣
の
奇
談
、
巷
談
、
仕
掛
者
の
な
す
意
外

の
作
骨
刷
、
隠
さ
れ
て
ゐ
た
好
色
生
活
の
詰
聞
き
な
ど
‘
凡
ゆ
る
日
常
の
俗
に
反
す
る
、
「
異
常
」
に
の
み
情
熱
を
示
し
出
し
た
。
そ
の
「
異
常
」
は
、
散
文
の
題

材
に
の
み
限
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
へ
ば
‘
停
統
に
反
し
て
、
聖
を
俗
に
す
り
鐙
へ
る
、
彼
の
批
判
も
亦
‘
「
異
常
」
と
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
批

判
は
‘
ご
く
簡
明
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
三
木
三
烏
は
、
「
一
夜
を
銀
六
匁
に
て
呼
子
烏
‘
是
停
授
女
な
り
。
費
束
な
く
て
た
づ
ね
け
る
に
、
風



呂
者
を
猿
と
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
な
し
‘
源
氏
の
君
は
、
首
代
に
一
式
ふ
浮
世
之
介
と
解
説
を
付
し
て
、
批
剣
し
終
へ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
こ
与
に
考
へ
得
る
事

は
、
彼
の
諸
作
品
は
、
営
時
の
何
人
に
も
易
々
と
透
徹
し
理
解
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
事
で
あ
る
。
異
常
な
事
物
の
、
そ
の
特
殊
な
姿
を
鏡
角
的
に
切
取
っ

て
示
し
、
人
生
の
或
る
特
別
な
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
種
類
の
才
気
や
、
機
智
を
蓋
し
て
の
彼
の
鏡
舌
は
、
何
ん
ら
の
準
備
を
も
讃
者
に
要
求
し
な
い
も
の

が
あ
る
。
唯
、
讃
め
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
の
解
説
は
、
隅
々
に
ま
で
行
届
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
停
統
の
文
義
に
暗
い
人
々
と
云
へ
ど
も
‘
も
と
ノ
＼
そ
の

約
束
に
立
つ
事
を
傑
件
と
し
な
い
世
界
で
あ
る
か
ら
、
少
し
も
理
解
へ
の
困
難
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。
所
謂
、
誹
譜
的
手
法
の
大
部
分
は

ω
河
口
E
M

の
問
題
に

属
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
ま
し
て
、
云
ふ
と
こ
ろ
の
古
典
の
宮
円
。
内
ぜ
よ
り
成
る
字
句
は
、
西
鶴
の
諸
作
の
根
本
要
因
と
は
、
線
の
遠
い
存
在
で
あ
る
。
「
異
常
」

の
種
子
は
、
談
林
誹
譜
に
既
に
指
摘
出
来
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
こ
の
種
子
は
、
彼
が
散
文
界
に
移
植
す
る
事
に
よ
っ
て
、
驚
く
べ
き
絢
欄
た
る
花
を
咲
か
し
得

た
の
で
あ
る
。

芭
蕉
の
世
界
は
、
こ
れ
と
針
腺
し
て
ゐ
た
。
彼
の
世
界
は
、
偶
護
的
で
は
な
く
、
誰
も
が
常
に
見
る
も
の
‘
聴
く
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
運
命
的
と
も
云
ふ
べ

き
類
性
的
現
事
か
ら
出
議
す
る
事
を
、
人
々
に
教
へ
て
ゐ
る
。
彼
は
、
些
一
の
「
異
常
」
の
な
い
環
境
に
沈
潜
す
る
事
に
於
て
、
自
己
の
誹
諮
は
護
足
す
る
事
を

語
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
‘
如
何
な
る
場
合
に
も
、
「
誠
を
せ
め
る
」
と
云
ふ
堅
貨
な
レ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ
る
事
を
許
さ
ず
‘
そ
の
護
展
は
、
常
に
、
「
此
の
一

筋
に
つ
な
が
る
」
停
統
の
信
仰
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
‘
彼
の
安
住
の
地
と
定
め
た
、
「
尋
常
」
｜
｜
田
園
風
の
平
凡
さ
は
、
決
し
て
冗
漫
‘

単
調
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
こ
そ
割
目
す
べ
き
婆
術
的
飛
躍
が
内
在
し
て
ゐ
る
の
だ
、
と
彼
は
確
信
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
れ
こ
そ
談
林
を

一
歩
抜
け
出
た
、
よ
り
新
し
い
彼
の
風
雅
で
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
出
議
し
た
二
人
は
‘
異
な
る
道
程
に
進
み
出
し
た
。
が
、
西
鶴
の
詳
細
な
解
説
の
あ
る
「
異
常
」
は
、
意
外
に
も
そ
の
理
解
は

易
し
い
の
で
あ
る
が
、
芭
蕉
の
語
ら
な
い
「
尋
常
」
は
、
そ
の
詑
漠
さ
の
篤
に
、
こ
れ
を
理
解
す
る
震
に
は
彼
の
蔑
楓
し
た
鏡
舌
を
‘
多
分
に
必
要
と
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
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IV 

貞
享
元
年
六
月
、
住
吉
の
神
前
に
て
興
行
し
た
、
西
鶴
の
濁
吟
二
高
三
千
五
百
句
は
、
誠
に
破
天
荒
の
放
れ
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
早
口
に
従
ふ
者
は
、
今
後

永
久
に
絶
無
で
あ
ら
う
事
は
、
彼
自
身
も
確
信
し
、
衆
人
も
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
彼
は
、
そ
れ
以
来
し
ば
ら
く
誹
壇
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
ゐ
る
。
そ
の
聞
の
理
由
を
推
察
し
て
、
何
人
に
よ
っ
て
も
登
馨
不
能
の
金
字
塔
を
築
き
上
げ
た
事
に
減
是
し
て
、
散
文
界
に
専
心
、
身
を
挺
し
た
と
説
く
事

は
、
た
ぶ
ん
蛍
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
数
多
い
小
説
の
刊
行
と
‘
ほ
と
ん
ど
無
に
近
い
誹
諸
方
面
の
資
料
が
、
こ
れ
を
物
語
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

彼
が
、
再
ぴ
誹
壇
に
そ
の
姿
を
現
は
し
て
来
た
の
は
、
元
政
三
、
四
年
、
齢
も
知
命
に
達
し
た
頃
で
あ
っ
た
。
殊
に
「
石
平
」
の
刊
行
に
於
て
、
相
手
を
雛

さ
ん
と
い
き
り
立
つ
、
彼
の
盛
ん
な
英
姿
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
石
車
」
（
元
職
四
年
刊
）
は
衆
知
の
如
く
‘
国
水
の
「
特
牛
」
に
つ
ど
く
‘
可
休
の
「
誹
譜
物
見
事
」
へ
の
論
駁
の
書
で
あ
る
。
撒
取
歌
仙
の
問
題
は
、
標
的

と
な
っ
た
験
者
の
無
知
無
撃
を
喧
ふ
、
篤
に
す
る
隠
険
な
策
謀
で
あ
り
、
首
時
の
誹
壇
の
小
さ
な
覇
道
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
段
と
掘
下
げ
る

と
、
そ
の
根
底
に
は
鑑
賞
の
問
題
と
相
関
し
た
、
重
大
な
材
料
が
伏
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
殊
に
、
短
詩
形
の
場
合
に
現
れ
る
と
極
端
に
な
り
、
屡

々
、
同
一
文
字
が
鑑
賞
者
の
異
る
に
つ
れ
て
、
紹
讃
と
、
排
劾
を
同
時
に
受
け
る
結
果
が
起
り
得
る
の
で
あ
る
。
可
休
の
廃
業
の
原
因
が
何
退
に
あ
っ
て
も
、

行
き
着
く
魔
は
、
単
な
る
式
目
や
墜
識
の
問
題
を
越
え
た
、
批
剣
の
陥
穿
に
結
ぴ
つ
く
問
題
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
毒
矢
の
的
に
凶
鶴
も
擬
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
頃
の
彼
は
、
年
齢
の
さ
せ
る
業
で
あ
ら
う
か
、
往
年
の
不
館
奔
放
な
観
念
の
躍
動
を
潜
め
、
散
文
に
現

れ
た
慮
を
み
て
も
．
胸
算
用
、
織
留
の
境
地
に
辿
り
着
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
銃
い
筆
鋒
で
相
手
を
論
駁
し
て
ゐ
る
。
そ
の
諭
接
と

eす
る
文
献
を
明
示

し
て
皐
識
を
語
り
、
式
目
へ
の
確
閏
た
る
智
識
を
述
べ
て
‘
黙
者
と
し
て
微
動
だ
に
も
せ
ぬ
位
置
を
誇
示
し
て
ゐ
る
。
が
、
結
局
そ
れ
き
り
の
範
囲
で
終
っ
て

ゐ
る
。
勿
論
、
こ
れ
だ
け
で
充
分
、
「
石
車
」
に
於
け
る
西
鶴
の
任
務
は
完
遂
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
の
背
後
に
隠
れ
て
ゐ
る
‘
西
鶴
の
心
境

を
鏡
ふ
と
‘
こ
の
頃
‘
既
に
彼
は
、
津
諾
は
停
統
す
る
式
目
の
内
の
も
の
で
、
ぞ
れ
以
上
に
出
づ
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
結
論
に
達
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
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か
ら
う
か
。
今
‘
こ
の
説
明
を
彼
自
身
に
さ
せ
る
と
．
こL
に
「
織
留
」
の
一
章
が
浮
ぴ
上
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

時
に
連
歌
の
提
を
ゆ
る
か
せ
に
し
て
誹
譜
と
い
ふ
も
こ
れ
寄
遁
の
一
鉢
な
り
。
む
か
し
は
世
を
際
に
な
す
人
あ
る
ひ
は
神
主
又
は
武
士
の
も
て
あ
そ

び
に
し
て
有
け
る
を
‘
ち
か
き
年
世
上
に
は
や
り
過
人
の
め
し
っ
か
ひ
の
小
者
下
女
ま
で
も
い
た
さ
ぬ
と
い
ふ
事
な
し
。
惣
し
て
護
事
す
ゑ
ノ
＼
の
手

に
渡
り
て
捨
れ
る
た
め
し
有
。
昔
日
の
誹
譜
師
は
奇
書
大
か
た
に
見
わ
た
り
．
議
し
る
人
に
鵡
式
を
朝
日
ひ
貴
人
法
韓
の
下
座
に
付
‘
諸
事
宗
匠
の
下
知

に
ま
か
せ
て
心
に
ま
こ
と
あ
れ
は
自
然
と
神
慮
に
叶
ひ
ぬ
。
い
つ
れ
の
漣
衆
に
で
も
よ
ろ
し
き
付
句
を
い
た
さ
れ
し
時
は
、
座
中
肝
に
め
い
じ
我
も
お

ぼ
え
ず
同
普
に
血
管
て
‘
持
扇
の
は
し
に
書
付
好
る
人
に
是
を
聞
せ
け
る
。
ま
た
賭
取
の
巻
し
て
つ
か
は
し
け
る
に
‘
其
比
の
職
者
は
百
韻
一
旬
／
＼
聞

か
た
を
脇
書
に
し
て
明
白
也
。
又
作
者
も
俳
道
の
わ
き
ま
へ
あ
っ
て
‘
す
こ
し
の
さ
し
合
同
字
見
お
と
し
の
吟
味
を
と
げ
て
．
た
が
ひ
の
執
行
に
な

し
ぬ
。

と
の
短
篇
一
章
の
約
半
分
を
費
し
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
彼
の
論
撒
は
、
確
か
に
‘
「
牛
は
閣
に
ニ
句
嫌
ふ
か
」
の
類
の
似
非
験
者
に
謝
す
る
批
難
で
あ
ら
う

が
、
そ
の
背
後
に
隠
れ
て
ゐ
る
論
援
は
‘
結
局
誹
譜
は
．
厳
重
な
式
目
に
よ
っ
て
の
み
守
護
さ
れ
保
た
れ
る
城
で
あ
る
事
を
認
め
た
記
述
で
は
な
か
ら
う
か
。

規
制
に
針
し
無
知
で
あ
っ
た
り
‘
故
意
に
規
制
を
無
制
糊
し
た
り
す
る
‘
「
す
ゑ
ん
＼
の
手
に
渡
」
る
事
は
‘
誹
譜
の
白
壌
に
等
し
い
事
を
‘
表
明
し
て
ゐ
る
の

で
は
な
か
ら
う
か
。
質
疑
は
街
未
詳
で
あ
る
が
‘
談
林
の
放
縦
を
慨
嘆

L

て
再
ぴ
連
歌
に
還
っ
た
、
と
云
は
れ
る
宗
因
の
晩
年
に
も
一
味
通
ず
る
も
の
が
．
そ -13 ー

こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
るP

こ

L

に
「
石
車
」
と
同
年
の
刊
行
に
な
る
、
粛
藤
賀
子
撲
の
「
蓮
賞
」
に
入
集
し
た
．
彼
の
句
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

蛸
開
て
夫
婦
い
さ
か
ひ
は
つ
る
哉

盤
ふ
く
人
留
守
と
は
か
ほ
る
蓮
哉

玉
笹
や
不
断
時
雨
るL
元
箱
根

こ
れ
ら
の
句
は
、
蕉
風
に
親
近
し
て
来
た
晩
年
の
西
鶴
を
示
す
と
云
ふ
解
説
よ
り
も
．
誹
識
の
も
つ
宿
命
的
な
．
俸
統
に
鈎
す
る
敗
北
を
認
め
た
．
彼
の
諦

観
を
示
す
も
の
と
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。



他
方
、
「
石
車
」
刊
行
の
頃
の
芭
蕉
は
、
既
に
一
世
の
宗
匠
と
し
て
、
そ
の
新
風
は
全
誹
壇
を
風
廃
せ
ん
と
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
把
握
し
た
手
法
は
設
展

し
て
‘
「
猿
蓑
」
に
ま
で
達
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
手
に
よ
っ
て
誹
譜
の
座
に
移
行
さ
れ
た
中
世
文
轟
の
俸
統
は
、
静
か
に
燃
焼
を
績
け
て
‘
正
し
く
光

り
輝
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
流
行
」
は
、
さ
ぴ
、
し
を
り
、
ほ
そ
み
の
方
向
に
歩
み
績
け
、
一
世
の
誹
譜
は
皆
、
幽
玄
、
閑
寂
の
味
を
、
一
一
隙
具
へ
た
も

の
に
進
ん
で
来
た
。
確
か
に
、
こ
れ
は
、
彼
の
意
闘
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
っ
た
。
が
、
そ
れ
に
は
文
謹
の
創
作
を
誤
ら
す
、
重
大
な
官
馳
を
蔵
し
て

ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
印
ち
‘
芭
蕉
の
指
す
現
且
貨
を
直
ち
に
、
抽
象
的
な
理
念
に
よ
っ
て
解
轄
す
る
と
、
そ
の
形
象
設
定
に
嘗
る
時
‘
屡
々
こ
の
現
貨
を
自
己
の

前
提
す
る
抽
象
理
念
の
護
現
で
あ
る
と
翻
て
し
ま
ふ
事
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
現
貨
は
‘
主
盤
的
に
把
握
さ
れ
る
事
は
な
く
‘
一
つ
の
抽
象
に
還
元
さ
れ
て
終
る

の
で
あ
る
。
作
家
自
身
の
誹
譜
は
無
く
‘
幽
玄
の
紡
復
す
る
姿
を
の
み
迫
ふ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
さ
す
が
に
こ
の
陥
穿
の
恐
ろ
し
さ
を
覚
っ
て

ゐ
た
。
「
桧
の
事
は
松
に
靖
国
へ
、
竹
の
事
は
竹
に
習
へ
」
云
々
と
一
五
ふ
コ
ニ
茄
子
」
に
俸
へ
ら
れ
て
ゐ
る
詞
は
、
現
賓
の
観
照
が
絶
佳
の
一
要
件
で
、
抽
象
制
念

を
通
じ
て
封
象
を
観
る
誤
り
を
戒
め
た
、
彼
の
深
い
思
考
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
が
‘
彼
の
迫
従
者
は
‘
皆
こ
の
弊
を
覚
っ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
。
後
年
‘
子

規
の
痛
罵
し
た
所
詣
「
月
並
」
は
、
芭
蕉
を
源
と
し
て
安
易
に
流
出
し
た
中
世
停
統
の
精
霊
を
一
去
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ぜ

亦
、
彼
の
晩
年
に
達
し
た
最
高
の
境
地
と
し
て
、
「
軽
み
」
な
る
場
所
が
設
か
れ
て
ゐ
る
。
彼
が
‘
去
来
’
に
教
へ
た
比
輸
に
よ
る
と
‘
「
梨
子
地
の
器
に
高
蒔

絢
」
を
し
た
如
き
も
の
で
は
な
く
‘
「
桐
の
器
を
か
き
合
せ
」
塗
り
に
し
た
如
く
‘
「
ざ
ん
ぐ
り
と
あ
ら
ぴ
」
た
美
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
一
五
ふ
の
で
あ
る
。
誰

よ
り
も
自
己
の
誹
譜
の
盲
黙
を
知
っ
て
ゐ
た
彼
は
、
中
世
文
義
の
理
念
を
、
よ
り
俗
に
蹟
充
す
る
必
要
を
痛
感
し
た
篤
の
詞
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
高
く
こ

L

ろ
を
さ
と
り
て
俗
に
蹄
る
」
と
云
ふ
「
軽
み
」
は
、
俗
の
中
に
溶
解
し
た
俸
統
が
、
や
が
て
、
一
段
と
飛
躍
し
出
す
事
を
期
待
し
た
詞
で
あ
っ
た
の
だ
。
確
か

に
．
彼
の
こ
の
方
向
は
、
ま
っ
た
く
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
さ
て
．
こ
れ
を
作
品
に
具
現
さ
せ
て
進
展
す
る
困
難
さ
は
、
彼
の
期
待
を
裏
切
ら
な
か
っ
た
で
あ

ら
う
か
。

木
の
も
と
は
汁
も
胞
も
さ
く
ら
哉

梅
が
香
に
の
っ
と
日
の
出
る
山
路
哉

芭
蕉
の
ご
臨
み
」
が
、
単
に
語
や
趣
向
に
の
み
存
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
と
一
五
ふ
解
－
説
を
了
解
し
た
と
し
て
も
、
か
ミ
る
通
俗
へ
の
嬢
充
は
、
誹
譜
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に
於
て
は
支
委
の
平
俗
を
越
え
て
、
つ
い
に
、
そ
の
飴
り
の
凡
俗
さ
加
減
で
、
文
義
作
品
と
は
一
疋
ひ
得
な
い
一
茶
め
或
る
種
の
作
品
に
至
ら
し
め
て
し
ま
ふ
宿

命
を
、
芭
蕉
は
こ
の
頃
よ
り
強
想
し
得
た
で
あ
ら
う
か
。

誹
諮
の
停
統
的
宿
命
を
諦
観
し
て
、
散
文
界
に
於
て
の
解
決
を
期
し
た
西
鶴
も
、
停
統
の
含
蓄
す
る
も
の
を
自
己
の
一
単
位
と
確
信
し
、
そ
の
周
囲
を
置
き

換
へ
る
努
力
を
績
け
た
芭
蕉
も
、
共
に
文
義
の
解
決
し
き
れ
ぬ
苦
悩
を
残
し
た
ま
ヘ
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
元
雌
の
世
か
ら
消
え
去
っ
て
行
っ
た
の

で
あ
る
。
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