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山
鹿
素
行
と
本
居
宣
長
1

谷

佳
　
憲

［
キ
ー
ワ
ー
ド
　
①
本
居
宣
長
　
②
賀
茂
真
淵
　
③
儒
学
　
④
国
学
　
⑤
ま
す
ら
を
ぶ
り
］

は
じ
め
に

　
国
学
者
の
主
張
し
た
文
学
理
念
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
「
ま
す
ら
を
ぶ

り
」
や
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
、
あ
る
い
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
有
名
で

あ
り
、
賀
茂
真
淵
（
一
六
九
七
～
一
七
六
九
）
と
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇

～
一
八
〇
一
）
が
主
張
し
た
理
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、

注
1

前
稿
に
お
い
て
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
に
関
し
て
、

儒
学
と
の
関
わ
り
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
、
儒
教
的
な
価
値
観
、
そ
れ

も
武
士
道
的
な
価
値
観
が
国
学
者
の
言
説
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る

こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
具
体
相
と
し
て
、
山
鹿
素
行
（
一
六
二
二
～
一
六

八
五
）
の
儒
学
説
に
あ
る
「
大
丈
夫
」
と
い
う
術
語
に
注
目
し
、
賀
茂
真

淵
の
言
説
が
素
行
の
儒
学
説
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
点
を
指
摘
し
た
。

山
鹿
素
行
と
い
う
補
助
線
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
真
淵
と
宣
長
の
言
説
、

そ
れ
を
差
し
あ
た
り
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
及
び
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
し

て
取
り
出
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
面
で
異
な
っ
て
い
る
の
か

を
指
摘
で
き
た
。
一
言
を
以
て
こ
れ
を
掩
え
ば
、
真
淵
は
宣
長
よ
り
も
儒

学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
も
所
謂
〈
（
儒
教
的
）
士
道
〉
誕
躍

の
言
説
か
ら
示
唆
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
真
淵

と
宣
長
と
い
う
二
人
の
国
学
者
は
、
兵
学
的
な
価
値
へ
の
親
近
感
と
心
理

的
な
距
離
感
に
よ
っ
て
距
て
ら
れ
る
と
い
う
見
取
り
図
が
得
ら
れ
た
。
そ

の
具
体
的
指
標
と
し
て
山
鹿
素
行
と
い
う
固
有
名
を
指
摘
し
た
訳
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
真
淵
と
宣
長
の
言
説
を
分
析
す
る
に
当
た

り
、
〈
（
儒
教
的
）
士
道
〉
論
（
1
1
武
士
道
的
言
説
）
の
中
に
展
開
さ
れ
る

文
学
観
と
の
関
わ
り
を
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
、
国
学
に
お
け
る
文
学
論

が
持
つ
意
味
と
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一、

u
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
た
を
や
め
ぷ
り
」

　
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
の
問
題
は
、
単
純
な
対
立

軸
と
は
言
え
な
い
部
分
が
あ
り
、
二
項
対
立
的
な
見
方
で
理
解
す
る
の
は

危
険
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
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と
い
う
理
念
は
、
近
世
社
会
自
体
が
内
的
に
孕
む
問
題
を
反
映
し
た
も
の

で
は
な
い
か
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
論
じ
た
が
、
本
稿
で
は
、
近
世
社
会

と
い
う
枠
組
み
の
中
に
更
に
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
分
析
を
加
え
、
〈
町

人
〉
と
〈
武
士
〉
と
い
う
対
立
軸
を
設
定
し
、
町
人
宣
長
と
い
う
側
面
、

即
ち
町
人
の
文
学
論
と
し
て
の
国
学
の
言
説
と
い
う
側
面
を
論
じ
て
み
た

い
。
そ
の
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
山
鹿
素
行
が
念
頭
に
置
い
て
い
た

「
武
士
意
識
」
で
あ
る
。

　
前
田
勉
氏
は
山
鹿
素
行
に
お
け
る
「
武
士
意
識
」
と
朱
子
学
批
判
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
、
「
殊
に
素
行
に
お
け
る
朱
子
学
批
判
が
注
目
さ
れ
た

理
由
は
、
彼
が
強
烈
な
武
士
意
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
、
「
こ
の
武
士
意
識
故
に
、
素
行
は
中
国
の
読
書
人
階
級
の
学

問
で
あ
る
朱
子
学
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
反
機
し
、
「
武
門
之
学
問
」
を
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

め
独
自
の
思
想
確
立
へ
の
道
に
向
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ

た
よ
う
に
、
〈
武
士
の
自
覚
〉
と
は
、
元
来
読
書
人
（
1
1
士
大
夫
）
階
級

の
学
問
で
あ
っ
た
朱
子
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
機
能
す
る
側
面
も
あ
っ

た
。
素
行
の
古
蘇
と
し
て
の
位
軍
つ
け
が
、
武
士
道
に
奉
つ
い
た
見
解

故
で
あ
る
と
す
る
説
は
新
し
く
は
な
い
が
、
本
稿
は
素
行
の
思
想
的
遍
歴

や
そ
の
意
味
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
の
で
、
素
行
学
の
核
心

に
武
士
道
の
主
張
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
。

　
で
は
、
実
際
に
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
や
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
い
っ
た

理
念
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
と
言
え
ば
、

真
淵
が
『
万
葉
集
』
の
歌
風
と
し
て
の
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
を
称
揚
す
る

た
め
の
対
立
項
と
し
て
設
定
さ
れ
た
用
語
で
あ
り
、
時
代
と
し
て
は
『
古

今
集
』
の
時
代
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
問
題
提
起
と
し

て
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
の
主
張
が
ど
の
よ
う
な
言
説
の
枠
組
み
の
中
で
行

わ
れ
る
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。
宝
暦
一
二
（
一
七
六
二
）
年
一
二
月
二

〇
日
付
の
蓬
莱
雅
楽
宛
書
翰
の
中
に
現
れ
る
「
大
丈
夫
」
と
い
う
語
句
が

実
に
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

奈
良
朝
ま
で
は
武
を
専
ら
と
し
て
、
官
人
皆
大
丈
夫
の
志
を
た
て
た

れ
ば
、
所
レ
詠
の
歌
即
大
丈
夫
の
歌
な
り
。
A
ユ
示
已
後
、
二
・
三
代

の
後
は
、
男
に
し
て
女
を
習
へ
り
。
よ
り
て
所
レ
詠
の
歌
皆
女
歌
也
。

故
巨
細
に
巧
を
な
し
て
歌
を
作
る
な
り
。
古
へ
は
丈
夫
の
心
な
れ
ば
、

　
　
子
細
な
る
巧
は
不
レ
用
、
ロ
ハ
意
気
高
く
風
調
を
賞
め
り
。
此
事
を
知

　
　
る
を
古
歌
学
ぶ
主
と
す
る
也
。
考
る
に
大
和
は
男
国
、
山
城
は
女
国

　
　
な
り
。
（
（
『
賀
茂
真
淵
全
集
第
二
十
三
巻
」
続
群
書
類
従
完
成
会
、

　
　
一
九
九
二
年
）
所
収
、
九
二
頁
。
「
県
居
書
簡
続
編
」
書
翰
番
号
四

　
　
二
。
賀
茂
真
淵
の
著
述
の
引
用
は
、
す
べ
て
続
群
書
類
従
完
成
会
版

　
　
全
集
に
よ
る
。
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
私
に
濁
点
、
読
点
を
付

　
　
し
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
同
じ
）

こ
の
よ
う
な
真
淵
の
言
説
と
比
較
し
て
み
た
い
の
は
、
宣
長
が
抱
く
「
奈

良
朝
」
の
イ
メ
ー
ジ
、
さ
ら
に
ま
た
、
「
武
」
と
は
何
か
、
「
大
丈
夫
」
は

ど
う
い
う
も
の
か
、
に
関
し
て
の
宣
長
の
見
解
で
あ
る
。
ま
ず
「
奈
良

朝
」
に
つ
い
て
は
、
宣
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
歌
論
書
『
排
藍

小
船
』
（
宝
暦
八
・
九
〈
一
七
五
八
・
九
〉
年
頃
成
）
及
び
『
石
上
私
淑

言
』
（
宝
暦
＝
二
〈
一
七
六
三
〉
年
成
）
を
見
る
。
『
排
藍
小
船
』
の
「
歴

代
変
化
」
の
項
目
で
は
、
和
歌
の
変
遷
に
関
す
る
表
明
の
中
で
、

　
　
故
ニ
ヨ
キ
ウ
タ
ヲ
ヨ
ミ
イ
ヅ
レ
バ
、
鬼
神
モ
感
ジ
人
モ
メ
ヅ
ル
カ
ラ

　
　
シ
テ
ハ
、
ヨ
キ
歌
ヨ
マ
ム
ト
タ
ク
ム
心
モ
、
ヤ
・
出
来
ル
世
ニ
ナ
リ
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テ
、
奈
良
ノ
都
ノ
コ
ロ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
ヨ
ホ
ド
巧
ニ
ナ
リ
テ
、
ソ
ノ

歌
ノ
善
悪
ヲ
カ
レ
コ
レ
云
ヤ
ウ
ニ
ナ
レ
バ
、
上
手
ア
リ
下
手
ア
リ
、

コ
レ
ヲ
学
ビ
心
ガ
ク
ル
人
ア
リ
。
サ
レ
バ
萬
葉
ニ
ハ
、
人
丸
赤
人
ヲ

歌
ノ
達
人
ト
シ
テ
、
山
柿
ト
処
々
ニ
イ
ヘ
リ
。
コ
レ
ヨ
シ
ア
シ
ヲ
云

ユ
ヘ
ニ
、
上
手
下
手
ノ
ワ
カ
チ
イ
デ
キ
、
ヨ
ク
ヨ
マ
ム
ト
ス
ル
事
ニ

ナ
レ
リ
。
コ
レ
ヨ
リ
シ
テ
次
第
二
、
ソ
ノ
ヨ
ク
ヨ
マ
ム
ト
ス
ル
方
ハ

長
ジ
、
マ
コ
ト
ノ
情
ハ
次
第
二
消
ズ
ル
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
ユ
ク
也
。
コ
レ

自
然
ノ
勢
也
。
萬
葉
集
ノ
コ
ロ
ニ
至
リ
テ
ハ
、
ハ
ヤ
真
ノ
情
ヲ
ヨ
ム

ト
、
タ
ク
ミ
ヲ
本
ト
ス
ル
事
ト
大
方
半
ニ
ナ
レ
ル
也
。
（
中
略
）
サ

テ
萬
葉
以
後
嵯
峨
天
皇
ノ
コ
ロ
ヨ
リ
、
漢
文
モ
ツ
パ
ラ
行
ハ
レ
テ
、

上
下
ト
モ
ニ
コ
レ
ヲ
学
ビ
、
詩
文
ヲ
心
ニ
カ
ケ
テ
、
朝
廷
ヲ
始
メ
ト

　
　
シ
テ
下
々
マ
デ
、
ソ
ノ
心
二
化
シ
テ
、
歌
ヨ
ム
事
ハ
ハ
ナ
ハ
ダ
マ
レ

　
　
ナ
リ
シ
ト
ミ
エ
タ
リ
。
続
日
本
後
紀
ニ
ソ
ノ
オ
モ
ム
キ
ミ
エ
タ
リ
。

　
　
（
全
二
・
六
一
～
六
二
）
（
本
居
宣
長
の
著
述
は
す
べ
て
筑
摩
書
房
版

　
　
全
集
よ
り
行
う
。
全
集
一
巻
一
頁
の
引
用
の
場
合
、
（
全
一
・
一
）

　
　
と
表
記
。
以
下
同
じ
）

と
述
べ
て
、
『
万
葉
集
』
及
び
そ
の
成
立
期
の
時
代
（
1
1
「
奈
良
ノ
都
」
）

に
関
し
て
、
「
巧
」
と
い
う
基
準
か
ら
評
さ
れ
て
お
り
、
否
定
的
な
見
方

が
伺
え
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
歌
論
書
『
石
上
私
淑
言
』
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ミ
へ

そ
の
奈
良
時
代
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
中
国
の
「
書
」
の
渡
来
と
そ
の
影

響
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
［
六
八
］
項
で
の
議
論
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
カ
ラ

　
　
問
云
。
唐
の
詩
は
世
の
う
つ
り
か
は
る
に
し
た
が
ひ
て
、
人
の
心
と

　
　
土
ハ
に
さ
か
し
く
な
り
も
て
ゆ
き
、
又
此
方
も
萬
の
事
み
な
後
の
世
に

　
　
な
り
て
は
、
さ
か
し
く
の
み
な
り
ぬ
る
に
、
た
ゴ
歌
の
み
は
い
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
ヲ

　
　
れ
ば
今
も
猶
上
ツ
代
に
か
は
ら
ず
、
物
は
か
な
く
て
雄
々
し
き
事
の

　
　
ま
じ
ら
ぬ
ぞ
。
（
全
二
・
一
五
三
）

と
い
う
問
い
を
設
定
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
昌
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
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然
る
を
海
西
の
国
よ
り
書
と
い
ふ
物
わ
た
り
ま
う
で
来
て
、
そ
れ
を

　
　
　
　
マ
ネ

よ
み
な
ひ
学
ぶ
こ
と
は
じ
ま
り
て
は
、
其
中
に
人
の
国
の
や
う
を
か

け
る
を
見
る
に
、

　
　
コ
　
　
コ

萬
の
事
さ
か
し
く
心
ふ
か
げ
に
見
ゆ
め
る
に
め
で

て
、
此
方
の
人
も
そ
れ
を
い
み
じ
き
事
に
お
も
ひ
そ
め
て
は
、
い
つ

と
な
く
其
心
ば
へ
を
し
た
ひ
な
ら
ふ
や
う
に
の
み
な
り
も
て
ゆ
く
ほ

　
　
ど
に
、
な
ら
の
京
の
こ
ろ
ほ
ひ
と
な
り
て
は
、
つ
ひ
に
萬
の
事
み
な

　
　
カ
ラ
ク
ニ
　
　
ゴ
ト

　
　
唐
国
の
如
く
な
む
な
れ
り
け
る
。
（
全
二
・
一
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ラ
ク
ニ
　
　
ゴ
ト

こ
の
よ
う
に
、
「
な
ら
の
京
」
は
「
唐
国
の
如
く
」
な
っ
た
時
代
と
い
う

観
点
で
捉
え
ら
れ
、
以
下
の
［
七
〇
］
項
で
は
、

　
　
さ
る
は
な
ら
の
京
の
こ
ろ
ほ
ひ
な
ど
の
や
う
に
、
ひ
た
ぶ
る
に
も
ろ

　
　
こ
し
を
し
た
ひ
て
、
よ
う
つ
に
さ
か
し
が
る
世
も
有
し
か
ど
、
さ
る

　
　
人
々
は
深
く
も
て
あ
そ
ば
ず
、
又
其
こ
ろ
と
て
も
歌
よ
む
人
の
心
は
、

　
　
猶
な
つ
か
し
う
や
は
ら
か
に
な
む
有
け
れ
ば
、
を
の
つ
か
ら
歌
は
歌

　
　
の
心
ば
へ
を
う
し
な
は
で
後
の
世
に
も
伝
は
り
し
物
也
。
（
全
二
・

　
　
一
五
六
）

と
し
て
、
「
な
ら
の
京
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
「
さ
か
し
が
る
世
」
で

あ
る
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
る

と
、
真
淵
に
お
い
て
、
称
揚
す
る
価
値
と
な
っ
て
い
る
「
奈
良
朝
」
の

「
雄
々
」
し
さ
は
、
宣
長
に
お
い
て
は
、
全
く
反
対
に
「
唐
国
の
如
」
き

も
の
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
「
な
ら
の
京
」
は
「
さ
か
し
」
い
時
代
と
い
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う
理
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
、
「
雄
々
し
さ
」
は
一

種
の
《
知
性
的
な
も
の
》
に
対
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も

受
け
取
り
得
る
。
《
知
的
な
も
の
》
、
人
間
の
《
理
智
》
を
否
定
的
に
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

す
る
見
解
に
関
し
て
は
、
〈
漢
意
〉
の
理
解
で
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
雄
々
し
さ
」
を
人
間
が
持
つ
《
理
智
》
に

対
し
て
与
え
ら
れ
た
表
現
と
解
す
る
と
、
《
理
智
》
に
対
す
る
反
措
定
と

し
て
、
「
は
か
な
さ
」
や
「
女
々
し
さ
」
と
い
う
表
現
が
理
解
さ
れ
て
く

る
。　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
真
淵
や
宣
長
が
抱
く
時
代
の
イ
メ
ー
ジ

と
「
雄
々
し
さ
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
す
る
態
度
が
、
単
純
な
近
代

主
義
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
メ
タ
フ
ァ
ー
、
即
ち
「
男
」
「
女
」
と
い
う
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

立
軸
と
等
価
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
は
俄
に
は
同
じ
が
た
い
。
「
雄
々
し

さ
」
と
「
は
か
な
さ
」
の
対
立
が
、
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
「
た
を
や
め

ぶ
り
」
の
対
立
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
ま
た
、
真
淵
と
宣
長
の
詠
歌
理

念
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
真

淵
や
宣
長
に
よ
っ
て
「
奈
良
朝
」
イ
メ
ー
ジ
と
結
ば
れ
て
い
る
「
大
丈

夫
」
と
い
う
表
現
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
《
理
智
》
を
「
唐
国
」
の

フ
サ
ミ「

書
」
に
代
表
さ
せ
る
と
い
う
発
想
に
、
儒
教
的
な
価
値
観
と
の
繋
が
り

が
見
い
だ
せ
る
。
さ
ら
に
は
、
山
鹿
素
行
に
代
表
さ
せ
得
る
よ
う
な
「
武

士
意
識
」
に
も
繋
が
る
論
拠
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

同
時
に
、
何
に
基
づ
い
て
過
去
を
眺
め
、
評
価
す
る
か
、
と
い
う
歴
史
の

再
構
成
（
1
1
歴
史
観
）
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
お
り
、
真
淵
と
宣
長
が
全

く
異
な
っ
た
奈
良
時
代
像
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
の
複
数
性
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

単
一
で
は
な
い
複
数
の
〈
日
本
〉
と
い
う
議
論
と
し
て
も
考
え
得
る
問
題

で
あ
り
、
極
め
て
興
味
深
い
。

二
、
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
と
山
鹿
素
行

　
山
鹿
素
行
は
、
近
世
日
本
の
儒
教
運
動
の
系
譜
に
お
い
て
、
古
学
派
の

　
　
　
　
　
　
　
注
8

筆
頭
と
目
さ
れ
て
い
る
。
古
学
派
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
近
世
中
期
の
荻

生
狙
篠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
学
へ
の
親

近
感
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
素
行
は
お
し
な
べ
て
文
学
に
は
否
定
的
で
あ
っ

た
。
堀
勇
雄
氏
に
よ
り
素
行
の
思
想
的
遍
歴
は
『
配
所
残
筆
」
の
記
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

由
っ
て
、
五
期
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
こ
と
文
学
に
関
し
て
は
素
行
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
大
き
な
変

化
を
見
せ
て
い
な
い
。
初
期
の
作
『
武
教
小
学
』
（
明
暦
二
〈
一
六
五
六
〉

年
成
）
を
窺
う
と
、

　
　
王
吉
の
上
疏
に
曰
は
く
、
夫
婦
は
人
倫
の
大
綱
な
り
と
。
朱
子
の
日

　
　
は
く
、
夫
婦
あ
り
て
然
し
て
後
に
父
子
あ
り
云
云
と
。
師
嘗
て
曰
は

　
　
く
、
近
世
の
俗
、
女
子
に
教
ふ
る
の
学
、
皆
源
氏
・
伊
（
世
）
物
語

等
の
俗
書
を
以
て
す
。
甚
だ
歎
息
す
べ
き
か
な
。
此
れ
等
の
書
は
淫

侠
の
事
を
以
て
楽
と
為
し
、
悠
艶
の
事
を
以
て
専
ら
と
為
す
。
或
は

女
子
の
別
夫
に
通
ず
る
を
書
き
、
或
は
人
情
の
及
ぶ
所
を
記
し
、
筆

力
甚
だ
柔
く
し
て
尤
も
女
子
の
書
た
り
。
然
れ
ど
も
此
の
書
を
以
て

垂
戒
と
す
る
の
女
子
は
今
焉
く
ん
ぞ
あ
ら
ん
や
。
筆
削
す
る
所
の
者

も
亦
淫
侠
の
女
な
り
。
必
ず
之
れ
を
玩
味
せ
し
む
べ
か
ら
ず
。
（
『
素

行
全
集
＝
四
九
七
頁
。
以
下
、
素
行
の
著
述
の
引
用
は
岩
波
書
店

版
全
集
か
ら
行
う
。
全
集
一
巻
か
ら
行
う
場
合
『
素
行
全
集
一
」
と

略
記
。
以
下
同
じ
）
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と
あ
り
、
「
女
子
」
に
対
し
て
物
語
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、

ま
た
『
山
鹿
語
類
』
（
寛
文
五
〈
一
六
六
五
〉
年
成
）
「
巻
十
六
・
父
子
道

　
・
教
戒
」
に
は
、

一　
師
嘗
て
曰
は
く
、
本
朝
の
俗
、
女
子
深
窓
に
養
は
る
る
の
間
、
常
に

　
源
氏
物
語
・
伊
勢
物
語
等
の
草
子
を
翫
ば
し
め
、
女
師
を
置
い
て
講

　
読
せ
し
む
。
而
し
て
詠
歌
の
事
を
専
ら
と
し
て
、
絵
書
・
花
結
等
の

　
こ
と
を
な
し
、
琴
悪
を
な
ら
し
て
游
宴
の
興
を
催
さ
し
む
。
是
れ
世

　
俗
女
子
の
教
戒
を
失
ふ
が
ゆ
ゑ
也
。
こ
こ
に
案
ず
る
に
、
源
氏
・
伊

勢
物
語
の
類
は
各
々
男
女
の
情
を
通
じ
、
好
色
の
道
を
専
ら
と
し
、

つ
ひ
に
人
倫
の
大
綱
を
失
ひ
て
、
君
臣
父
子
夫
婦
の
本
源
み
だ
れ
、

兄
妹
朋
友
の
道
そ
む
け
り
。
た
ま
く
世
間
の
事
を
の
ぶ
る
と
い
へ

ど
も
、
過
奢
を
以
て
事
と
し
、
風
流
を
以
て
用
と
し
て
、
こ
と
ぐ

く
好
色
游
宴
の
媒
た
ら
し
む
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
閨
門
に
在
り
て
外
を
し

ら
ず
、
世
な
れ
ぬ
さ
ま
の
処
女
、
幼
稚
の
時
よ
り
は
ず
か
し
く
か
た

ま
し
き
情
を
知
り
、
堵
を
こ
え
て
奔
走
す
る
の
あ
や
ま
り
を
好
ん
で
、

彼
の
光
源
氏
の
た
め
し
、
在
五
中
将
が
あ
り
さ
ま
な
ど
を
以
て
比
興

と
し
、
詞
華
言
葉
の
や
さ
し
く
娩
な
る
を
以
て
各
々
艶
書
恋
文
の
用

　
　
と
す
。
是
れ
女
子
の
風
俗
甚
だ
あ
や
ま
る
ゆ
ゑ
ん
に
あ
ら
ず
や
。

　
　
（
『
素
行
全
集
六
」
三
〇
一
頁
）

と
あ
っ
て
、
文
学
に
関
し
て
は
「
淫
」
で
あ
る
故
に
否
定
す
る
と
い
う
道

学
先
生
臭
を
免
れ
が
た
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
文
学
に
関
し
て
は
否
定
的

な
素
行
が
、
そ
の
基
準
と
し
て
何
を
理
念
と
し
て
い
た
の
か
が
問
題
に
な

ろ
う
。
「
人
倫
の
大
綱
」
「
道
」
へ
の
否
定
的
影
響
に
関
し
て
、
「
好
色
の

道
」
が
反
措
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
な
理
由
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

　
儒
学
に
お
い
て
「
道
」
と
は
、
政
治
的
か
つ
社
会
的
な
秩
序
の
謂
い
で

あ
る
。
「
人
倫
の
大
綱
」
と
「
好
色
」
と
が
、
相
反
す
る
「
道
」
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
反
規
範
と
し
て
「
好
色
」
を
捉
え
、

そ
れ
も
対
社
会
的
な
意
味
合
い
で
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
「
人
倫

の
大
綱
」
に
対
す
る
「
好
色
」
と
い
う
位
置
づ
け
は
、
武
士
道
の
言
説
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

「
エ
ロ
ス
」
の
影
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
と
も
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『
山

鹿
語
類
』
「
巻
第
二
十
三
・
士
談
二
」
に
曰
く
、

師
日
は
く
、
秀
吉
常
に
細
川
玄
旨
・
法
橋
紹
巴
等
を
傍
に
置
い
て
、

時
に
興
あ
る
歌
連
歌
あ
り
、
或
は
五
山
十
刹
の
長
老
出
世
の
も
の
を

あ
つ
め
て
詩
連
句
の
会
あ
り
。
而
し
て
其
の
内
に
秀
吉
の
作
意
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
ル

応
し
て
出
来
た
ら
ん
歌
連
歌
を
以
て
、
是
れ
を
秀
吉
の
作
に
可
レ
仕

也
。
詩
歌
は
武
家
の
必
と
す
べ
き
事
に
非
ず
と
云
へ
ど
も
、
無
下
に

し
か
れ
ば
と
て
是
れ

（『

f
行
全
集
七
』
二

26

卑
し
か
ら
ん
も
亦
大
丈
夫
の
本
意
に
あ
ら
ず
、

　
　
に
心
を
そ
ま
ん
こ
と
は
甚
だ
労
役
の
至
り
也
。

　
　
六
五
頁
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
素
行
の
判
断
基
準
が
「
大
丈
夫
」

に
相
応
し
い
か
否
か
、
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
素
行
は

『
孟
子
』
の
中
に
現
れ
る
「
大
丈
夫
」
と
い
う
術
語
の
中
に
、
日
本
の
現

在
の
体
制
を
支
え
る
〈
武
士
〉
が
抱
く
特
権
的
意
識
の
基
底
を
見
出
し
、

そ
こ
に
補
完
さ
れ
る
べ
き
行
動
規
範
を
求
め
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
秀
吉
が
、
細
川
玄
旨
や
法
橋
紹
巴
と
土
ハ
に
「
歌
連
歌
」

を
詠
ん
で
い
る
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
素
行
は
一
貫
し
て
「
人
倫
の
大

綱
」
と
い
う
政
治
的
な
意
味
合
い
、
社
会
秩
序
と
し
て
の
規
範
を
前
提
に



宣長文学論への一視角

文
学
を
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
素
行
の
用
い
る
「
大
丈
夫
」
と
い
う
術
語
と
は
、
本
稿
で
提
起
し
た
表

現
と
結
べ
ば
、
「
武
士
意
識
」
と
密
接
に
関
わ
っ
た
術
語
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
大
丈
夫
」
が
素
行
に
あ
っ
て
は
武
士
に
相
応
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
う

い
か
否
か
、
と
い
う
価
値
基
準
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
社
会
的
な

ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ

身
振
り
と
し
て
相
応
し
い
か
と
い
う
意
味
合
い
を
併
せ
持
つ
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
「
武
士
意
識
」
が
政
治
的
な
態
度
、
個
人
的
な
自
覚
と
し
て
見

ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
多
く
の
場
合
、
対
社
会
的
な
行
動
規
範
と
い
う

意
味
が
含
ま
れ
、
「
大
丈
夫
」
と
い
う
表
現
は
、
人
間
が
則
る
べ
き
政
治

的
な
態
度
を
示
す
行
動
規
範
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

「
武
士
道
」
や
「
武
士
意
識
」
は
、
こ
こ
で
政
治
的
求
心
力
を
持
つ
規
範

意
識
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
「
大
丈
夫
」
の
術
語
で
捉
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

三
、
宣
長
と
素
行

　
で
は
、
宣
長
と
素
行
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
。
ま
ず
、
宣
長
が

実
際
に
「
大
丈
夫
」
と
い
う
術
語
を
用
い
て
い
る
箇
所
を
検
討
し
た
い
。

宣
長
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
提
起
し
た
書
と
さ
れ
る
『
紫
文
要
領
」

（
宝
暦
＝
二
〈
一
七
六
三
〉
年
成
）
か
ら
例
を
引
く
。

又
も
の
＼
ふ
の
戦
場
に
を
き
て
い
さ
ぎ
よ
く
討
死
し
た
る
事
を
物
に

か
か
ん
に
、
其
し
わ
ざ
は
ま
こ
と
に
大
丈
夫
と
い
ふ
物
に
し
て
心
の

う
ち
も
さ
こ
そ
を
＼
し
か
り
け
め
と
思
ひ
は
か
ら
る
れ
ど
、
そ
の
樹

の
う
ち
を
つ
く
ろ
は
ず
、
有
の
ま
＼
に
か
＼
ん
に
は
、
ふ
る
里
の
父

母
も
こ
ひ
し
か
る
べ
し
、
妻
子
の
か
ほ
も
今
一
た
び
見
ま
ほ
し
く
思

ふ
べ
し
、
命
も
な
ど
か
す
こ
し
は
お
し
か
ら
ざ
ら
ん
、
是
み
な
人
情

の
必
ま
ぬ
が
れ
が
た
き
人
の
ま
こ
と
の
情
な
れ
ば
、
大
丈
夫
な
ら
ん

か
ら
に
露
も
情
は
な
し
と
い
は
ば
岩
木
の
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
、
そ
れ

を
有
の
ま
＼
に
か
き
あ
ら
は
す
と
き
は
、
女
童
の
如
く
み
れ
ん
に
お

　
　
う
か
な
る
所
お
ほ
き
也
、
（
全
四
・
九
五
）

以
上
を
窺
う
と
き
、
宣
長
は
詩
歌
や
物
語
が
、
「
大
丈
夫
」
か
ら
は
遠
い

所
に
あ
る
と
し
、
「
大
丈
夫
」
の
術
語
で
文
学
を
説
明
す
る
こ
と
を
否
定

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
大
丈
夫
」
が
実
際
の

〈
武
士
〉
（
1
1
「
も
の
～
ふ
」
）
と
等
価
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
そ
の

エ
ー
ト
ス
（
1
1
「
武
士
意
識
」
）
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
大
丈
夫
」
の
反
対
に
「
女
童
」
の
精
神
性
を
文

学
の
理
想
に
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
男
女
の
対
立

で
は
な
く
、
公
私
の
対
立
軸
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、
宣
長

が
〈
武
士
〉
そ
の
も
の
が
文
学
を
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る

訳
で
は
な
い
。
宣
長
が
、
「
大
丈
夫
」
に
対
し
て
持
ち
出
し
た
の
は
、

「
女
々
し
」
い
人
間
の
情
（
1
1
「
女
童
の
如
く
み
れ
ん
に
お
ろ
か
な
る

所
」
）
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
女
々
し
」
さ
と
い
う
表
現
の
中
に
、
宣

長
は
文
学
の
あ
る
べ
き
姿
を
公
私
の
対
立
と
い
う
形
で
窺
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
男
」
と
「
女
」
と
い
っ
た
対
立
項
が

設
定
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
公
的
立
場
と
私
的
立

場
を
各
々
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
武
士
意
識
」
、
即
ち
〈
武
士
〉

の
エ
ー
ト
ス
（
1
1
「
大
丈
夫
」
）
に
対
す
る
反
措
定
と
い
う
形
で
、
文
学

の
意
味
が
人
間
の
私
的
な
精
神
性
の
次
元
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
正
月
五
日
付
で
送
ら
れ
た
真
淵
の
宣
長
宛
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書
翰
を
窺
う
。

　
　
去
以
来
、
奥
平
大
膳
大
夫
殿
の
歌
見
セ
ら
れ
候
、
近
年
万
葉
を
被
レ

　
　
見
候
と
聞
及
候
、
は
た
し
て
抜
群
之
事
也
、
従
来
武
気
を
専
ら
と
し

　
　
て
、
惣
て
の
事
も
豪
傑
と
聞
え
候
、
誠
其
意
歌
に
見
え
た
り
、
大
丈

　
　
夫
の
意
な
ら
で
ハ
、
古
風
は
不
レ
叶
候
事
、
万
葉
に
て
知
給
ふ
べ
し
、

　
　
（
「
県
居
書
簡
補
遺
」
書
翰
番
号
三
〇
）

こ
の
箇
所
か
ら
、
直
接
、
宣
長
に
対
し
て
叱
責
す
る
真
淵
が
、
宣
長
と
何

に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
「
大

丈
夫
」
と
い
う
概
念
を
己
れ
の
文
学
理
念
と
し
た
か
否
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
真
淵
と
宣
長
は
、
同
じ
く
日
本
の
上
代
の
文
学
こ
そ
、
理
想
と

す
べ
き
文
学
が
あ
る
と
い
う
一
致
し
た
見
方
を
し
て
い
る
反
面
、
「
大
丈

夫
」
と
い
う
術
語
を
文
学
構
築
の
基
礎
に
置
く
か
否
か
に
お
い
て
対
立
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
大
丈
夫
」

と
い
う
術
語
に
示
さ
れ
る
、
人
間
の
感
性
そ
の
も
の
を
両
者
が
共
有
し
つ

つ
、
そ
の
価
値
観
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
心
的
距
離
感
を
持
っ
て
い
た
か

の
相
違
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
再
度
吟
味

す
る
。

四
、
町
人
意
識
と
宣
長

　
さ
て
、
本
節
で
は
、
続
い
て
宣
長
が
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
を
「
大
丈

夫
」
の
反
措
定
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
っ
た
、
文
学
的
環
境
即
ち
社
会

的
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
近
世
の
町
人
た
ち
が
、
自
己
の
生
き

る
時
代
を
ど
う
認
識
し
、
そ
の
上
で
ど
う
生
き
る
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い

う
発
想
の
類
型
を
教
訓
書
や
談
義
本
な
ど
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。
近
世
の

前
期
か
ら
順
に
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
　
一
　
う
き
世
を
ば
、
ゆ
め
と
お
も
ひ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
そ
ぶ
こ
そ
、
し
な
ね
ば

の
ち
は
、
こ
ち
く
ば
か
り
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
者
教
）

【
　
こ
ひ
を
せ
ば
、
う
た
ば
し
よ
む
な
、
ふ
み
や
る
な
、
一
も
ん
も

た
ゴ
、
ぜ
に
を
た
し
な
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
）

一
　
善
悪
、
親
類
他
人
に
よ
ら
ず
、
う
ら
む
る
事
な
か
れ
。
是
も
非

も
過
去
の
因
果
と
こ
そ
き
け
。
猶
あ
き
ら
む
べ
し
。
兼
て
先
、
本
心

を
あ
き
ら
か
に
し
て
、
其
身
を
い
さ
ぎ
よ
く
執
行
す
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寒
河
正
親
・
子
孫
鑑
・
寛
文
＝
二
年
刊
）

そ
れ
商
売
に
う
き
世
を
わ
た
る
人
は
、
た
Σ
言
葉
に
ま
け
て
利
を
と

る
が
か
ち
と
し
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
）

或
人
の
云
、
「
町
人
利
発
あ
り
、
侍
利
発
あ
り
。
町
人
は
利
を
捨
て

名
を
専
ら
と
す
る
時
は
、
身
代
を
つ
ぶ
す
も
の
也
。
侍
は
名
を
捨
て

　
　
利
を
専
ら
と
す
る
時
は
、
身
を
亡
す
事
あ
り
。
名
利
を
正
し
く
求
る

　
　
を
、
道
を
知
れ
る
人
と
い
ふ
。
名
利
は
四
民
の
日
用
也
。
狂
人
に
し

　
　
て
後
は
じ
め
て
名
利
を
離
れ
得
べ
し
。
さ
な
く
ば
無
用
の
事
也
」
と

　
　
い
は
れ
し
。
　
　
　
　
　
　
（
西
川
如
見
・
町
人
嚢
⊥
旱
保
四
年
刊
）

　
　
一
　
破
壊
放
逸
の
僧
徒
、
’
是
又
当
時
は
、
升
に
て
は
か
り
候
程
有
レ

　
　
之
候
間
、
少
々
女
犯
肉
食
仕
候
在
レ
之
と
て
も
、
一
向
宗
じ
や
な
と
、

　
　
此
方
か
ら
了
簡
し
て
、
其
分
に
差
置
、
見
ぬ
ふ
り
し
て
可
レ
被
レ
通
候

　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
単
朴
・
教
訓
雑
長
持
・
宝
暦
二
年
刊
）

以
上
の
用
例
か
ら
何
か
単
一
の
思
想
や
宗
教
を
抽
出
し
た
い
の
で
は
な
い

が
、
三
井
高
房
編
『
町
人
考
見
録
』
（
享
保
一
一
年
か
ら
一
八
年
の
間
に

成
）
に
つ
い
て
、
中
村
幸
彦
氏
が
「
仏
教
信
仰
も
過
ぎ
れ
ば
、
奢
の
一
つ
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宣長文学論への一視角

と
見
な
さ
れ
る
し
、
現
実
精
神
の
喪
失
は
、
商
人
の
厳
し
く
禁
じ
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
現
実
精
神
」

と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
様
々
な
形
で
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
読
み
取
り
た
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
町
人
の
精
神

の
中
に
一
種
の
「
此
岸
性
」
を
求
め
る
見
解
も
あ
る
。
加
藤
周
一
氏
は

コ
七
世
紀
末
の
町
人
、
殊
に
大
都
会
の
商
人
は
、
お
そ
ら
く
二
つ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2

に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
性
的
快
楽
と
金
も
う
け
で
あ
る
」
と
し
、

「
町
人
層
が
武
士
支
配
層
か
ら
受
け
と
っ
た
儒
仏
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

は
、
彼
ら
の
感
情
生
活
の
全
体
を
支
配
す
る
も
の
で
は
な
く
（
故
に
近
松

の
「
道
行
」
が
あ
っ
た
）
、
彼
ら
の
全
く
此
岸
的
な
関
心
、
性
的
物
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

快
楽
主
義
を
、
根
底
か
ら
動
揺
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
「
此
岸
性
」
「
現
実
主
義
」
「
快
楽
主
義
」
は
概
ね
全
て

の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
此
岸
性
」
「
快
楽
主
義
」
は
、
何
も
特
定
の

商
人
の
み
に
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
思
考
の
共
通
性
・
発

想
の
類
似
性
が
実
は
宣
長
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て

以
下
検
証
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、
町
人
の
文
学
思
想
・
理
念
と
し
て
、

国
学
の
言
説
を
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
宣
長
の
『
源
氏
物
語
」
理
解
を
考
え
る
に
際
し
て
、
宣
長
の
理
解
の
仕

方
を
み
る
と
、
宣
長
は
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
、
光
源
氏
が
栄
華
を
極

め
て
い
く
過
程
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
紫
文
要
領
』
の
以
下

の
箇
所
に
顕
著
で
あ
る
。
宣
長
は
、

此
物
語
は
、

迄
繁
昌
し
、

好
色
の
源
氏
一
生
安
楽
に
し
て
栄
花
此
上
な
く
、
子
孫

作
者
の
詞
に
も
よ
き
や
う
に
の
み
論
じ
た
れ
ば
、
よ
む

　
　
人
よ
う
せ
ず
は
好
色
を
よ
き
事
と
思
ひ
て
な
ら
ふ
心
は
い
で
く
る
土
ハ
、

　
　
決
し
て
つ
～
し
む
心
は
お
こ
る
べ
か
ら
ず
、
（
以
下
略
）
（
全
四
・
八

　
　
〇
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
勧
善
懲
悪
に
対
す
る
批
判
と
は
言
え
な
い
の

で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
つ
＼
し
む
心
」
目
儒
者
心
を

否
定
す
る
発
想
は
、
「
好
色
」
の
肯
定
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
な
っ
た
価
値
観

で
あ
り
、
勧
善
懲
悪
主
義
的
な
見
方
を
も
包
摂
す
る
、
よ
り
広
い
現
実
の

肯
定
と
も
言
う
べ
き
立
場
と
み
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

立
場
か
ら
、
光
源
氏
の
資
質
、
さ
ら
に
は
『
源
氏
物
語
」
を
理
解
し
て
い

る
と
い
う
立
場
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
現
実
精
神
」
や
「
此
岸
性
」
、

「
町
人
意
識
」
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
”
徳
”

と
し
て
価
値
が
反
転
さ
れ
た
「
好
色
」
は
、
私
的
規
範
と
し
て
の
色
合
い

を
強
く
帯
び
つ
つ
、
『
源
氏
物
語
」
を
描
き
出
し
て
い
く
。

　
　
物
の
哀
を
い
み
じ
う
い
は
ん
と
て
は
、
其
中
に
か
な
ら
ず
淫
事
は
其

　
　
中
に
お
ほ
く
ま
じ
る
べ
き
こ
と
は
り
也
、
色
欲
は
こ
と
に
情
の
深
く

　
　
か
＼
る
故
也
、
【
此
事
、
猶
奥
に
く
は
し
、
】
好
色
の
事
に
あ
ら
ざ
れ

　
　
ぎ
、
い
た
り
て
深
き
物
の
哀
は
あ
ら
は
し
し
め
し
が
た
き
故
に
、
こ

　
　
と
に
好
色
の
事
は
お
ほ
く
か
け
る
也
、
（
全
四
・
四
〇
）

こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
文
学
理
念
も
「
好

色
」
の
肯
定
と
い
う
こ
と
に
係
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

「
好
色
」
と
い
う
こ
と
が
積
極
的
に
正
の
価
値
を
帯
び
た
も
の
と
理
解
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
、
近
世
の
町
人
が
一
様
に

抱
い
た
と
こ
ろ
の
「
快
楽
主
義
」
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
重
大

な
意
味
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
発
想
が
、
宣
長
の
文
学
研
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究
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
宣
長
が
称
揚
す
る
中
古
文
学
に
対
す

る
文
学
理
念
と
し
て
の
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
、
近

世
の
町
人
思
想
の
発
想
法
と
同
型
を
な
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
「
大
丈

夫
」
の
文
学
を
相
対
化
す
る
理
念
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

五
、
「
た
を
や
め
・
ぷ
り
」
と
宣
長

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
改
め
て
宣
長
の
『
源
氏
物
語
』

評
を
見
て
、
山
鹿
素
行
の
言
説
と
比
較
検
討
す
る
。
宣
長
が
積
極
的
に
肯

定
し
た
「
好
色
」
と
い
う
”
徳
”
は
、
同
時
に
人
間
の
精
神
性
と
し
て
は
、

「
女
々
し
」
い
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
の
「
女
々
し
」
さ
が
、
「
男
」

と
「
児
女
子
」
の
差
異
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
再
び
『
紫
文
要
領
』
を
見

る
と
、

　
　
絵
物
語
と
い
ふ
物
、
ま
つ
は
は
か
な
き
翫
物
な
れ
ば
、
児
女
子
の
よ

む
物
に
し
て
、
ま
つ
男
な
ど
の
わ
ざ
と
み
る
物
に
は
あ
ら
ぬ
ゆ
へ
に
、

か
や
う
に
と
き
ぐ
た
ち
き
け
ば
と
い
ひ
な
し
給
ふ
也
、
実
は
さ
に

　
　
あ
ら
ず
、
○
下
心
、
卑
下
の
こ
＼
ろ
有
、
（
全
四
・
二
二
）

と
い
う
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
を
含
ん
だ
日
本
の
物
語
文
学
全
体
が
、

全
て
「
男
」
と
非
「
男
」
（
1
1
「
児
女
子
」
）
と
い
う
対
立
軸
で
設
定
さ
れ

直
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
物
語
や
文
学
の
中
に
、

人
間
の
ど
の
よ
う
な
精
神
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
読
み
込
む
こ
と
で

も
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
近
世
期
に
あ
っ
て
「
男
」
と
は
何
で
あ
っ

た
か
、
と
い
う
問
題
に
立
ち
帰
ろ
う
。
素
行
に
と
っ
て
「
男
」
と
は
く
武

士
〉
に
他
な
ら
ず
、
〈
武
士
〉
で
な
い
者
は
「
男
」
で
も
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
〈
武
士
〉
を
担
う
者
だ
け
を
「
大
丈
夫
」
と
言
っ
て
お
け
ば

足
り
た
の
で
あ
る
。
素
行
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
『
山
鹿
語
類
』

巻
十
九
「
夫
婦
之
別
」
で
展
開
さ
れ
る
素
行
の
見
解
を
見
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
テ
　
　
ル

　
　
す
べ
て
婦
人
の
文
章
は
行
有
二
余
力
一
の
時
を
以
て
つ
と
む
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ニ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ニ

　
　
父
母
に
つ
か
へ
事
二
君
父
一
事
二
姑
舅
↓
閨
門
の
用
事
多
か
ら
ん
を
さ

　
　
し
置
き
て
文
書
に
耽
ら
ん
事
、
甚
だ
あ
や
ま
り
也
。
況
や
文
書
を
以

物
知
り
だ
て
な
る

　
　
　
　
　
　
一
フ

30

て
身
に
高
慢
を
立
て
、
人
を
お
と
し
め
そ
し
り
、

こ
と
を
云
ひ
て
理
を
立
て
ん
は
、

男
子
も
身
を
修
め
た
る
に
不
レ
有
、

　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
フ

　
　
こ
と
に
柔
順
を
専
ら
と
す
べ
き
女
の
さ
か
し
ら
は
家
を
可
レ
失
の
本

　
　
　
　
　
　
キ
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
ム

　
　
也
。
尤
も
可
レ
慎
也
。
以
上
是
れ
を
婦
人
の
学
問
と
可
レ
定
也
。
（
第

　
　
六
巻
、
五
一
六
頁
～
五
一
七
頁
）

と
あ
り
、
「
婦
人
の
学
問
」
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
先
に
も
触
れ
た

よ
う
に
、
道
学
先
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
押
さ
え
て
お
き
た
い

の
は
、
素
行
は
〈
武
士
〉
に
向
か
っ
て
「
武
士
意
識
」
を
説
い
た
の
で
あ

っ
て
、
〈
武
士
〉
で
な
い
者
に
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。　

し
か
し
、
素
行
の
説
く
「
武
士
意
識
」
を
公
的
意
識
・
規
範
と
し
て
読

め
ば
、
実
は
宣
長
の
主
張
は
、
素
行
の
見
解
を
少
な
か
ら
ず
踏
襲
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
『
紫
文
要
領
」
を
草
し
た
後
に
、
歌
論
書
『
石
上

私
淑
言
』
を
物
し
て
い
る
が
、
歌
論
の
中
で
は
光
源
氏
の
「
好
色
」
の
姿

は
、
そ
の
ま
ま
「
女
々
し
」
さ
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

　
　
又
詩
も
を
の
つ
か
ら
さ
る
国
の
な
ら
は
し
に
ひ
か
れ
て
。
た
ゴ

　
　
マ
　
ス
　
ラ
　
ヲ
　
　
　
　
ヲ
　
　
ヲ

　
　
大
丈
夫
の
雄
々
し
き
心
ば
へ
を
の
み
好
み
て
と
＼
の
へ
て
。
恋
す
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メ
　
　
　
メ

る
情
の
女
々
し
く
人
わ
ろ
き
さ
ま
な
ど
を
ば
は
ち
て
い
は
ず
。
是
み

　
　
な
つ
く
ろ
ひ
か
ざ
れ
る
う
は
べ
の
事
に
て
。
人
の
心
の
ま
こ
と
に
は

　
　
あ
ら
ず
を
。
後
に
そ
れ
を
よ
む
人
は
深
く
た
ど
ら
で
。
か
の
詩
文
の

　
　
　
　
マ
コ
ト
　
　
サ
　
マ

　
　
や
う
を
実
の
情
態
と
心
得
。
か
の
国
の
人
は
色
に
ま
よ
ふ
ふ
る
ま
ひ

　
　
す
く
な
し
と
お
も
ふ
は
お
ろ
か
也
。
（
「
石
上
私
淑
言
」
）
（
全
二
二

　
　
六
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
ス
　
ラ
　
ヲ

こ
の
引
用
箇
所
の
中
に
「
大
丈
夫
」
と
あ
る
箇
所
に
最
大
の
注
意
を
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
ス
　
ラ
　
ヲ
　
　
　
　
ヲ
　
　
ヲ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宣
長
は
明
確
に
、
「
大
丈
夫
の
雄
々
し
き
心
ば
へ
」

が
「
つ
く
ろ
ひ
か
ざ
れ
る
う
は
べ
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
コ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
メ

そ
の
反
対
の
精
神
性
（
1
1
「
情
」
）
と
し
て
「
女
々
し
」
さ
が
取
り
上
げ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
マ
　
ス
　
ラ
　
ヲ

　
宣
長
は
「
大
丈
夫
」
を
否
定
し
、
そ
の
意
味
で
は
素
行
の
主
張
を
否
定

し
た
と
、
一
応
は
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
態
度
に
は
、
素
行
の
説
く

「
武
士
意
識
」
を
「
つ
く
ろ
ひ
か
ざ
れ
る
う
は
べ
」
と
し
て
相
対
化
す
る

発
想
が
あ
り
、
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
引
き
付
け
て
言
え
ば
、
近
世
の

「
町
人
意
識
」
に
深
く
契
合
す
る
も
の
と
言
え
る
。
「
た
を
や
め
ぶ
り
」

「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
か
く
し
て
、
宣
長
の
文
学
理
念
と
し
て
み
れ
ば
、

マ
ス
ラ
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
ス
ラ
ヲ

「
大
丈
夫
」
を
相
対
化
す
る
意
味
合
い
を
帯
び
つ
つ
、
「
大
丈
夫
」
を
公
的

側
面
に
限
定
し
、
「
武
士
意
識
」
も
包
摂
す
る
よ
う
な
、
よ
り
広
い
人
間

観
（
即
ち
、
中
村
幸
彦
氏
の
言
を
借
り
れ
ば
「
現
実
精
神
」
）
に
因
つ
く

理
念
と
し
て
、
私
的
側
面
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
表
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

縷
説
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
「
た
を
や
め
ぶ
り
」
あ
る

い
は
ま
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
っ
た
文
学
理
念
は
、
同
じ
近
世
期
の

言
説
か
ら
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
真
淵
、
そ
し
て
宣
長
が
文

学
論
の
中
で
展
開
し
た
術
語
「
大
丈
夫
」
は
、
近
世
初
期
の
儒
者
山
鹿
素

行
の
説
い
た
〈
（
儒
教
的
）
士
道
〉
論
と
密
接
に
関
連
が
あ
り
、
ま
た
町

人
へ
向
け
ら
れ
た
教
訓
書
等
か
ら
の
影
響
も
同
様
に
指
摘
で
き
る
よ
う
な

一
般
化
さ
れ
た
「
町
人
意
識
」
（
1
1
「
現
実
精
神
」
）
の
表
明
と
み
た
い
。

　
言
っ
て
み
れ
ば
、
「
大
丈
夫
」
と
は
、
一
種
の
求
心
的
な
価
値
・
規
範

を
示
す
術
語
で
あ
り
、
そ
の
反
措
定
と
し
て
読
め
る
「
女
々
し
さ
」
と
は
、

「
雄
々
し
さ
」
に
対
す
る
遠
心
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宣
長
が
主
張
す
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
、
そ
の
よ
う
に
儒
教
的
言
説
と

深
い
関
わ
り
を
持
ち
、
ど
う
行
動
す
べ
き
か
と
い
う
「
義
理
」
と
、
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4

行
動
し
た
い
の
か
と
い
う
「
人
情
」
の
相
克
と
い
う
古
典
的
テ
ー
マ
は
、

そ
の
意
味
で
、
素
行
が
説
い
た
よ
う
な
〈
（
儒
教
的
）
士
道
〉
論
を
踏
襲

し
つ
つ
、
公
的
な
価
値
観
と
し
て
本
稿
が
「
武
士
意
識
」
と
し
て
規
定
し

た
も
の
と
通
底
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
「
町
人
意
識
」
と
は
、

公
私
を
含
ん
だ
「
現
実
精
神
」
の
謂
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
排

藍
小
船
』
［
三
八
］
項
で
の
議
論
を
引
い
て
、
稿
を
終
え
た
い
。

　
　
男
子
ハ
心
ニ
ハ
ア
ク
マ
デ
悲
シ
ク
ア
ハ
レ
ニ
思
フ
事
ア
リ
テ
モ
、
人

　
　
ノ
見
聞
ヲ
オ
モ
ン
バ
カ
リ
、
心
ヲ
制
シ
、
形
ヲ
ッ
ク
ロ
ヒ
テ
、
本
情

　
　
ヲ
カ
ク
シ
ッ
ク
ロ
フ
ニ
タ
ク
ミ
ナ
ル
ヤ
ウ
也
。
コ
レ
又
近
世
武
士
ノ

　
　
気
象
、
唐
人
議
論
ノ
カ
タ
ギ
也
。
（
全
二
・
三
五
）

注1

拙
稿
「
「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
考
－
山
鹿
素
行
と
賀
茂
真
淵
　
　
」
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（
『
国
語
と
国
文
学
」
六
月
号
、
二
〇
〇
八
年
）

2
　
相
良
亨
『
武
士
道
』
（
塙
新
書
、
一
九
六
八
年
）

3
　
前
田
勉
「
第
二
章
　
山
鹿
素
行
の
「
異
端
」
批
判
」
（
『
近
世
日
本

　
　
の
儒
学
と
兵
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）
＝
二
五
頁
。

4
　
早
く
は
、
井
上
哲
次
郎
『
日
本
古
学
派
之
哲
学
』
（
冨
山
房
、
一

　
　
九
〇
二
年
）
に
そ
の
先
駆
的
主
張
が
見
え
る
。

5
　
拙
稿
「
〈
漢
意
〉
生
成
論
　
　
テ
ク
ス
ト
読
解
の
系
譜
と
本
居
宣

　
　
長
1
」
（
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
第
四
八
号
、
二
〇

　
　
〇
五
年
）
及
び
田
中
康
二
氏
「
「
漢
意
」
の
成
立
と
展
開
」
（
『
文

　
－
．
化
学
年
報
』
二
三
号
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

6
　
依
田
富
子
氏
は
「
平
安
文
学
の
女
性
化
（
フ
ェ
ミ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ

　
　
ン
）
と
一
八
世
紀
歌
学
の
「
近
代
性
」
」
（
『
源
氏
研
究
』
一
〇
号
、

　
　
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
に
お
い
て
、
「
宣
長
は
、
平
安
文
学

　
　
と
女
性
的
な
も
の
を
関
係
づ
け
る
一
方
で
、
真
淵
が
ジ
ェ
ン
ダ

　
　
ー
・
メ
タ
フ
ァ
ー
に
こ
め
た
意
味
、
つ
ま
り
男
性
性
／
女
性
性
に

　
　
付
与
さ
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
逆
転
し
た
。
作
為
性
や
衰
退
の
現

　
　
れ
と
し
て
女
ら
し
さ
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
宣
長
は
、
倫
理

　
　
的
・
理
性
的
な
原
理
に
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
真
の
感
情
を
表
す
も

　
　
の
と
し
て
そ
れ
を
活
用
し
た
。
同
時
に
、
男
性
的
な
も
の
は
、
純

　
　
粋
で
素
朴
な
自
国
本
来
の
精
神
で
は
な
く
、
外
国
（
中
国
）
の
理

　
　
論
や
そ
れ
を
土
台
と
し
た
現
行
の
社
会
秩
序
や
支
配
的
な
原
理
の

　
　
作
為
性
を
意
味
す
る
」
（
二
〇
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
も
し

　
　
仮
に
宣
長
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
メ
タ
フ
ァ
ー
」
を
我
々
が
用
い
る

　
　
意
味
で
の
「
女
ら
し
さ
」
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
男
性

78910ll12

性
／
女
性
性
」
と
い
っ
た
対
立
軸
で
は
な
く
、
後
に
引
用
す
る
よ

う
に
「
児
女
子
」
と
い
う
項
が
宣
長
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る

意
味
が
把
握
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
文

学
の
問
題
は
単
純
な
二
項
対
立
的
問
題
で
は
な
く
、
「
男
性
性
／

女
性
性
」
と
い
っ
た
枠
組
み
そ
の
も
の
が
近
代
主
義
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
を
用
意
す
る
。

神
野
志
隆
光
『
複
数
の
「
古
代
」
』
（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇

七
年
）
参
照
。
複
数
の
「
古
代
」
と
は
、
複
数
の
〈
日
本
〉
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
五
二
年
）
及
び
相
良
亨
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
教
運
動
の
系

譜
」
（
理
想
社
、
一
九
六
五
年
）
参
照
。

堀
勇
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
①
「
修
学
時
代
」
（
寛
永
四
年
～
寛
永
十

九
年
）
、
②
「
思
想
的
遍
歴
時
代
」
、
こ
れ
は
神
儒
仏
老
一
致
時
代

（
寛
永
十
九
年
～
明
暦
二
年
）
と
朱
子
学
中
心
時
代
（
明
暦
二
年

～
寛
文
二
年
）
に
分
け
ら
れ
、
③
「
シ
ナ
的
聖
学
」
（
寛
文
二
年

～
寛
文
六
年
）
、
④
「
日
本
的
聖
学
」
（
寛
文
六
年
～
延
宝
三
年
）
、

⑤
「
象
数
的
宇
宙
観
」
（
延
宝
三
年
～
貞
享
二
年
）
に
続
く
。

（『

R
鹿
素
行
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）

筆
者
は
こ
こ
で
、
氏
家
幹
人
氏
の
「
武
士
道
」
に
関
す
る
近
年
の

研
究
成
果
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

中
村
幸
彦
「
解
説
」
（
日
本
思
想
大
系
五
九
『
近
世
町
人
思
想
』

岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
四
三
一
頁
。

加
藤
周
一
「
第
七
章
　
元
禄
文
化
」
（
『
日
本
文
学
史
序
説
　
上
』
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ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
五
三
八
頁
。
初
出
は
、
一
九

七
五
年
筑
摩
書
房
刊
。
引
用
頁
数
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
よ
る
。

同
右
、
五
四
九
頁
。

源
了
圓
『
義
理
と
人
情
』
（
中
公
新
書
、
一
九
六
九
年
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
に
・
よ
し
の
り
　
博
士
後
期
課
程
）

宣長文学論への一視角

33


