
い
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で

時
代
背
景
を
少
し
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

　
石
田
梅
岩
が
活
躍
し
た
元
禄
〜
享
保
時
代

は
、
急
激
な
商
業
化
の
進
展
と
と
も
に
経
済

的
な
混
乱
が
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
た
時
代
で
あ

っ
た
。
た
と
え
家
計
が
安
定
し
て
い
て
も
10

年
後
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
多
く
の
庶
民

は
自
分
の
家
が
没
落
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
機
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
危
機
意
識
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
、
人
々
は
新
た
な
生
活
規
範
を
求

め
て
勉
学
に
励
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（
安
丸
良

夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
平
凡
社

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
１
９
９
９
年
）。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
勉
学
は
、
単
に
家
業

に
求
め
ら
れ
る
実
用
的
な
知
識
や
技
能
を
習

得
す
る
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。「
心
」
に
立
脚
点
を
求
め

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
生
き
方
に
ゆ
る
ぎ

な
い
信
念
を
得
た
い
と
す
る
庶
民
の
願
望
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
梅
岩
の
熱
心
な
学
び
は
、
こ
の
よ
う
な
時

代
背
景
の
中
で
進
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
商
家

の
奉
公
を
辞
め
て
ま
で
学
び
に
専
念
し
て
い

っ
た
こ
と
が
梅
岩
の
特
異
な
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
35
、
36
歳
の
頃
か
ら
、
梅
岩

は
師
と
な
る
人
物
を
探
し
求
め
る
よ
う
に
な

り
、
お小 

ぐ
り栗 

り
よ
う了 

う
ん雲

と
い
う
老
僧
に
出
会
っ
た
。

梅
岩
は
、
了
雲
に
「
心
」
に
つ
い
て
の
議
論

を
挑
ん
だ
が
、
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

か
ら
梅
岩
は
修
行
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、

奉
公
を
辞
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

や
が
て
梅
岩
は
、
２
度
に
わ
た
る
開
悟
を
体

験
す
る
こ
と
に
な
る
。
開
悟
に
よ
り
梅
岩
は
、

自
己
の
「
心
」
が
天
の
意
思
の
も
と
に
あ
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
「
心
」
こ
そ

が
生
き
る
う
え
で
の
究
極
的
な
規
範
で
あ
る

こ
と
を
確
信
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
開
悟
体
験
を
立
脚
点
と
し
て
梅
岩
は
、
１

７
２
９
（
享
保
14
）
年
、
京
都
の
自
宅
で
無

料
の
公
開
講
座
を
行
い
始
め
た
。
そ
し
て
、

１
７
４
４
（
延
享
元
）
年
、
60
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
教
育
活
動
に
専
念
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
梅
岩
は
、
人
々
に
「
心
」
を
知
る
こ
と
を

求
め
た
。「
心
」
を
知
れ
ば
、
確
固
た
る
信

念
の
も
と
で
暮
ら
し
に
向
き
合
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
そ

の
暮
ら
し
は「
倹
約
」

に
も
と
づ
く
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
と
梅
岩

は
言
う
。

　
梅
岩
の
著
書
『
せ
い斉

 

か家 

ろ
ん論

』
に
よ
る
と
、

弟
子
た
ち
が
梅
岩
か

ら
学
び
取
っ
た
最
も

大
き
な
こ
と
の
一
つ

は
倹
約
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
梅
岩
が
説
き
、

実
践
す
る
倹
約
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
石
田
先
生
事
蹟
』

に
は
、
梅
岩
の
日
頃

の
行
状
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
一
例
を
挙

げ
る
と
、
茶
殻
は
捨

て
ず
に
「
ひ
た
し
物
」
に
し
て
食
し
た
、
古

く
な
っ
た
障
子
紙
を
「
厠
の
お
と
し
紙
」
に

用
い
た
、
鼠
に
供
す
る
た
め
米
の
と
ぎ
汁
を

捨
て
ず
に
外
に
溜
め
置
い
た
、
な
ど
と
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
倹
約
と
い
う
よ
り
「
ケ
チ
」

と
で
も
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
行
状
で
あ
る

観
的
に
過
ぎ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

こ
こ
で
大
事
だ
と
思
う
こ
と
は
、
自
分
が
倹

約
す
る
こ
と
の
意
味
が
「
天
下
」
と
の
関
連

の
も
と
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
障

子
紙
を
再
利
用
す
る
こ
と
や
米
の
と
ぎ
汁
の

使
い
道
が
世
界
の
動
き
と
の
確
か
な
関
連
の

も
と
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
倹
約
を
実

践
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
絶
え
ざ
る
学
び
が

不
可
欠
だ
と
い
う
の
が
梅
岩
の
教
え
で
あ
っ

た
。

　
職
を
辞
し
て
ま
で
教
育
活
動
に
没
入
し
て

い
っ
た
梅
岩
に
対
し
、
弟
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
の
家
業
に
励
み
な
が
ら
、
学
び
を
深
め
て

い
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
て手 

じ
ま島 

と堵

 

あ
ん庵
（
１
７
１
８
〜
１
７
８
６
）
で
あ
る
。
京

都
の
裕
福
な
商
家
に
生
ま
れ
た
堵
庵
は
、
18

歳
の
時
に
梅
岩
に
出
会
い
、
そ
の
２
年
後
に

「
心
」
を
知
る
に
至
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
堵

庵
が
梅
岩
の
教
え
を
説
き
広
め
る
教
育
活
動

を
本
格
的
に
始
め
た
の
は
、
１
７
６
４
（
宝

暦
14
）
年
、
47
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
は
家
業
に
実
直
に
励
む
こ
と
を
優

先
し
た
の
で
あ
っ
た
。
家
業
に
し
っ
か
り
と

取
り
組
む
こ
と―

―

そ
れ
は
師
匠
梅
岩
の
教

え
を
実
践
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
堵
庵
は
、
家
業
を
退
い
た
の
ち
に
教
育
活

動
を
開
始
し
た
の
だ
が
、
梅
岩
の
よ
う
な
器

量
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
考
え
た
堵
庵

は
、
自
身
の
教
え
を
「
学
び
が
て
ら
」
の
講

釈
と
呼
ん
だ
。
堵
庵
は
、
教
え
を
求
め
て
や

っ
て
き
た
者
た
ち
と
師
弟
関
係
を
結
ぼ
う
と

は
せ
ず
、「
ほ
う朋 ゆ
う友
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、

才
能
と
徳
が
乏
し
い
と
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、

と
も
に
学
び
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
梅
岩
の

教
え
を
実
践
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ

る
。

　
堵
庵
は
、
朋
友
た
ち
の
学
び
の
会
を
「
か
い会

 

ほ輔
」と
呼
ん
だ
。会
輔
と
い
う
語
は
、『
論
語
』

顔
淵
篇
の
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、

友
を
以
て
仁
を
た
す輔
く
」
と
い
う
文
言
を
典
拠

と
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
か
ら
堵
庵
は
、「
友

に
よ
ら
ざ
れ
ば
道
に
す
ゝ
み
が
た
し
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
っ
た

（『
会
友
大
旨
』）。

　
会
輔
で
は
、
事
前
に
出
さ
れ
た
日
常
に
即

し
た
問
い
に
対
し
、
参
会
者
が
回
答
を
持
ち

　
本
来
学
び
と
は
、
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め

の
営
み
で
あ
り
、
日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
に

結
び
付
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
学
び
は
日

常
の
暮
ら
し
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
日
常
の

暮
ら
し
に
寄
与
し
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
（
↓）

で
あ
る
。
合
格
と
い
う
結
果
は
、
そ
の
人
に

達
成
感
や
そ
の
後
の
意
欲
を
も
た
ら
す
か
も

し
れ
な
い
が
、
学
び
そ
の
も
の
が
そ
の
人
自

身
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
ら
し
た
か
ま

で
を
示
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
以
下
、
学
び
と
暮
ら
し
の
在
り
方
を
考
え

て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
江
戸
時
代
の
思
想
家
、

教
育
者
で
あ
る
い
し石 

だ田 

ば
い梅 

が
ん岩

（
１
６
８
５
〜
１

７
４
４
）
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
み

た
い
。
梅
岩
は
、
一
町
人
と
し
て
日
々
の
仕

事
に
励
む
傍
ら
、
ほ
ぼ
独
学
で
学
問
を
学
び
、

静
坐
を
す
る
な
ど
の
修
行
に
励
ん
だ
。
そ
の

結
果
、
自
己
と
世
界
と
が
一
体
化
す
る
と
い

う
あ
る
種
の
神
秘
的
な
体
験
を
遂
げ
た
の
だ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
体
験
を
も
と

に
梅
岩
が
人
々
に
説
く
の
は
、「
倹
約
」や「
孝

行
」
と
い
う
な
ん
と
も
身
近
で
あ
り
き
た
り

の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
教
え
は
、
町
人
を

中
心
と
す
る
当
時
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

弟
子
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
業
に
励
み
つ

つ
、
梅
岩
の
教
え
を
学
び
合
う
学
習
組
織
を

形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
そ
の

教
え
は
、
せ
き石 

も
ん門 

し
ん心 

が
く学
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
石
田
梅
岩
の
生
涯
に
つ

い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
梅
岩
は
、
１

６
８
５
（
貞
享
２
）
年
に
丹
波
国
桑
田
郡
と
う東

 

げ縣
村
（
現
在
の
京
都
府
亀
岡
市
東
別
院
町
と
う東

 

げ掛
）
に
生
ま
れ
た
。
農
家
の
次
男
で
あ
っ
た

梅
岩
は
、
11
歳
で
京
都
の
商
家
に
奉
公
に
出

が
今
日
、
学
び
と
暮
ら
し
の
関
係
は
必
ず
し

も
明
確
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
あ
り
き

た
り
の
話
だ
が
、
受
験
に
備
え
て
勉
強
に
励

み
、そ
の
結
果
、志
望
校
に
合
格
し
た
と
す
る
。

確
か
に
そ
の
勉
強
は
、
そ
の
人
の
境
遇
を
変

え
、
将
来
を
明
る
い
も
の
に
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
け
れ
ど
も
、
志
望
校
合
格
と
い
う
結

果
は
、
そ
の
人
の
学
び
の
質
や
量
を
そ
の
人

以
外
の
人
や
組
織
が
評
価
し
た
も
の
（↓

）

た
。
奉
公
先
の
都
合
で
一
旦
帰
郷
す
る
が
、

23
歳
の
時
に
再
び
京
都
に
出
て
、
呉
服
商
に

奉
公
に
入
っ
た
。

　
弟
子
た
ち
が
ま
と
め
た『
石
田
先
生
事
蹟
』

に
よ
れ
ば
、
２
度
目
の
奉
公
に
出
た
時
、
梅

岩
は
「
人
の
人
た
る
道
」
を
説
き
広
め
た
い

と
い
う
志
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
ど
う
し

て
こ
の
よ
う
な
志
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
謎
で
あ
る
が
、「
人
の
人
た
る
道
」
を

説
く
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
自
ら
が
「
あ
ま

ね
く
人
の
手
本
」
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
だ

か
ら
梅
岩
は
、
実
直
に
仕
事
を
す
る
傍
ら
寸

暇
を
惜
し
ん
で
勉
学
に
励
ん
だ
。
朝
は
誰
よ

り
も
早
く
起
床
し
読
書
に
励
み
、
夜
は
周
り

が
寝
静
ま
っ
た
後
も
勉
強
し
た
と
い
う
。

　
で
は
、
梅
岩
は
何
を
勉
強
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
当
時
、
学
問
と
い
え
ば
儒
学
を
指
す
こ

と
が
一
般
で
あ
り
、
梅
岩
も
『
論
語
』
や
『
孟

子
』
と
い
っ
た
書
物
に
親
し
ん
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
書
物
か
ら
何
を

読
み
出
そ
う
と
し
た
か
で
あ
る
。
後
に
梅
岩

は
、「
心
ヲ
知
ル
ヲ
学
問
ノ
初
メ
ト
云
」
と

述
べ
て
い
る
（『
と都 

ひ鄙 

も
ん問 

ど
う答

』）。
こ
こ
で
い

う
「
心
」
と
は
、
人
間
の
本
性
と
で
も
い
っ

た
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
本
質
を

問
う
こ
と
が
梅
岩
に
と
っ
て
の
学
問
の
出
発

点
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
学
び
が
「
心
」
の
思
索
へ
と

向
か
っ
て
い
っ
た
の
は
、
梅
岩
の
時
代
に
お

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
梅
岩
は
、「
倹
約
」

と
「
ケ
チ
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
最

後
の
鼠
の
例
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
梅
岩

の
倹
約
は
決
し
て
私
腹
を
肥
や
す
た
め
の
行

い
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。

　
梅
岩
に
よ
れ
ば
、
倹
約
す
る
と
自
分
が
節

約
し
た
「
財
宝
」
が
世
に
「
ア
マ
ル
」
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
て
天
下
に
流
通
す
る
余
財

が
増
え
て
い
け
ば
、
餓
死
す
る
者
も
い
な
く

な
る
だ
ろ
う
し
、
民
も
豊
か
に
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
倹
約
と
い

う
言
葉
は
「
施
し
」
と
い
う
意
味
を
帯
び
て

く
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
梅
岩
と
そ
の
弟
子

た
ち
は
、
京
都
で
貧
窮
者
が
続
出
し
た
年
に
、

精
力
的
に
施
行
活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

梅
岩
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
施
行
も
ま
た

倹
約
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
倹
約
を
財
の
流
通
と
と
ら
え
た
梅
岩
は
、

商
業
の
社
会
的
意
義
を
積
極
的
に
主
張
し
た
。

例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
粗
悪
品
を
購
入
し
て

し
ま
っ
た
時
、
使
っ
た
お
金
が
も
っ
た
い
な

い
と
感
じ
る
。
な
ら
ば
、
自
分
が
商
品
を
売

る
側
に
な
っ
た
際
に
は
、
相
手
に
そ
の
よ
う

な
思
い
を
さ
せ
ぬ
よ
う
、
良
い
品
を
作
れ
ば

よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
相
手
も
お
金
を
も
っ

た
い
な
い
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、

お
金
は
「
天
下
」
に
流
通
す
る
こ
と
に
な
り
、

「
万
物
」
が
養
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
を
梅
岩
は
「
万
民
ノ
心
ヲ
安
ン
ズ
ル
」

と
表
現
し
て
い
る
（『
都
鄙
問
答
』）。

　
自
身
の
節
約
か
ら
万
民
の
安
泰
へ
。
生
き

方
と
し
て
の
エ
コ
と
で
も
言
う
べ
き
梅
岩
の

考
え
方
は
、
今
日
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
楽

寄
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
た
り
、
静
坐
会
が
行

わ
れ
た
り
し
た
。
や
が
て
会
輔
や
公
開
講
釈

の
た
め
の
常
設
の
講
舎
が
設
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
京
都
で
は
、
修
正
舎
や
時

習
舎
、
明
倫
舎
な
ど
の
講
舎
が
設
け
ら
れ
、

大
坂
で
も
静
安
舎
や
明
誠
舎
な
ど
が
設
立
さ

れ
た
。
江
戸
に
お
い
て
も
、
参
前
舎
な
ど
の

講
舎
に
は
多
く
の
人
々
が
来
訪
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
講
舎
の
な
い
地
域
で
も
盛

ん
に
遊
説
活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

梅
岩
の
教
え
は
、
広
範
な
地
域
に
普
及
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
清
貧
の
生
活
を
貫
い
た
梅
岩
の
学
び
は
、

利
益
や
ス
テ
ー
タ
ス
と
い
っ
た
も
の
の
獲
得

を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
ら
の

「
心
」
を
問
い
直
し
、
自
ら
の
暮
ら
し
に
密

接
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

弟
子
た
ち
は
、
自
ら
の
未
熟
さ
を
自
覚
し
な

が
ら
、
梅
岩
の
教
え
を
互
い
に
学
び
合
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
に
向
き
合
っ
て
い
っ
た
。

才
能
や
財
力
を
前
提
と
は
し
な
い
学
び
の
姿

が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
は

じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
学
び
と
は
、

富
や
威
信
の
獲
得
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
暮
ら
し
を
問
う
中
か
ら
生
ま
れ

る
の
が
学
び
で
あ
り
、
特
別
な
才
能
が
必
要

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
代

に
は
、
富
や
才
能
を
前
提
と
し
な
い
学
び
の

在
り
方
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
各
地
に
設
立
さ
れ
た
講
舎
は
、
幕
末
維
新

期
に
廃
絶
し
た
も
の
が
多
い
。
だ
が
、
明
治

以
降
も
存
続
し
た
講
舎
や
後
に
再
興
さ
れ
た

講
舎
、そ
し
て
、本
誌
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、

今
日
も
活
動
を
続
け
る
講
舎
も
あ
る
。
そ
の

活
動
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
学
び
を
考
え
る
う

え
で
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

石
田
梅
岩
の
肖
像
画
。

人
の
人
た
る
道
を
説
く
梅
岩
の
教
え
は
、

心
の
支
柱
を
求
め
る

当
時
の
人
々
を
魅
了
し
た
。　
所
蔵
／
明
倫
舎

「
梅
岩
講
釈
の
図
」（『
石
田
勘
平
一
代
記
』よ
り
）。

石
田
梅
岩
に
よ
る
講
釈
の
様
子
。

当
時
と
し
て
は
珍
し
く
男
女
が
共
に

聴
講
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。　
所
蔵
／
明
倫
舎
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学
び
と

暮
ら
し
の
関
係

「
心
」
に

立
脚
す
る
学
び

「
人
の
人
た
る
道
」

「
倹
約
」
と
は
何
か

江
戸
時
代
の
思
想
家
、
教
育
者
で
あ
る
石
田
梅
岩
の
教
え
に
は
、
日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
に
結
び
付
い
た
「
学
び
」
の

本
来
の
姿
が
あ
る
。
人
の
人
た
る
道
を
説
き
、
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
自
ら
の
「
心
」
を
問
い
直
す
そ
の
教
え
は
、

経
済
の
混
乱
に
揺
れ
る
当
時
の
民
衆
を
魅
了
し
、
日
本
全
国
に
広
が
っ
た
。
現
代
に
至
る
ま
で
「
石
門
心
学
」
と
し
て

継
承
さ
れ
る
思
想
の
エッ
セ
ン
ス
を
「
倹
約
」
の
意
味
に
探
り
、
梅
岩
自
身
の
実
践
を
た
ど
り
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら

の
学
び
の
在
り
方
を
考
え
る
。

高
野 

秀
晴

特
集
／
昔
の
暮
ら
し
力
／
そ
の
4心

学

に
学
ぶ

Takan
o H

id
eharu

Sp
ecial  Feature  The  Pow

er  of  Traditional  Life  Part  4
論
考
／
心
学
の
教
え

1

石
田
梅
岩
の

思
想
と
行
動

石
田
梅
岩
遺
品
。

右
端
の
香
炉
で
は
、

線
香
を
焚
い
て
時
間
を

計
って
い
た
。

所
蔵
／
明
倫
舎



い
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で

時
代
背
景
を
少
し
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

　
石
田
梅
岩
が
活
躍
し
た
元
禄
〜
享
保
時
代

は
、
急
激
な
商
業
化
の
進
展
と
と
も
に
経
済

的
な
混
乱
が
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
た
時
代
で
あ

っ
た
。
た
と
え
家
計
が
安
定
し
て
い
て
も
10

年
後
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
多
く
の
庶
民

は
自
分
の
家
が
没
落
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
機
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
危
機
意
識
を
乗
り
越
え

る
た
め
に
、
人
々
は
新
た
な
生
活
規
範
を
求

め
て
勉
学
に
励
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（
安
丸
良

夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
平
凡
社

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
１
９
９
９
年
）。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
勉
学
は
、
単
に
家
業

に
求
め
ら
れ
る
実
用
的
な
知
識
や
技
能
を
習

得
す
る
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。「
心
」
に
立
脚
点
を
求
め

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
生
き
方
に
ゆ
る
ぎ

な
い
信
念
を
得
た
い
と
す
る
庶
民
の
願
望
が

そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
梅
岩
の
熱
心
な
学
び
は
、
こ
の
よ
う
な
時

代
背
景
の
中
で
進
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
商
家

の
奉
公
を
辞
め
て
ま
で
学
び
に
専
念
し
て
い

っ
た
こ
と
が
梅
岩
の
特
異
な
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
35
、
36
歳
の
頃
か
ら
、
梅
岩

は
師
と
な
る
人
物
を
探
し
求
め
る
よ
う
に
な

り
、
お小 

ぐ
り栗 

り
よ
う了 

う
ん雲

と
い
う
老
僧
に
出
会
っ
た
。

梅
岩
は
、
了
雲
に
「
心
」
に
つ
い
て
の
議
論

を
挑
ん
だ
が
、
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

か
ら
梅
岩
は
修
行
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
、

奉
公
を
辞
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

や
が
て
梅
岩
は
、
２
度
に
わ
た
る
開
悟
を
体

験
す
る
こ
と
に
な
る
。
開
悟
に
よ
り
梅
岩
は
、

自
己
の
「
心
」
が
天
の
意
思
の
も
と
に
あ
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
「
心
」
こ
そ

が
生
き
る
う
え
で
の
究
極
的
な
規
範
で
あ
る

こ
と
を
確
信
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
開
悟
体
験
を
立
脚
点
と
し
て
梅
岩
は
、
１

７
２
９
（
享
保
14
）
年
、
京
都
の
自
宅
で
無

料
の
公
開
講
座
を
行
い
始
め
た
。
そ
し
て
、

１
７
４
４
（
延
享
元
）
年
、
60
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
教
育
活
動
に
専
念
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
梅
岩
は
、
人
々
に
「
心
」
を
知
る
こ
と
を

求
め
た
。「
心
」
を
知
れ
ば
、
確
固
た
る
信

念
の
も
と
で
暮
ら
し
に
向
き
合
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
そ

の
暮
ら
し
は「
倹
約
」

に
も
と
づ
く
も
の
に

な
る
だ
ろ
う
と
梅
岩

は
言
う
。

　
梅
岩
の
著
書
『
せ
い斉

 

か家 

ろ
ん論

』
に
よ
る
と
、

弟
子
た
ち
が
梅
岩
か

ら
学
び
取
っ
た
最
も

大
き
な
こ
と
の
一
つ

は
倹
約
に
つ
い
て
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

で
は
、
梅
岩
が
説
き
、

実
践
す
る
倹
約
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
石
田
先
生
事
蹟
』

に
は
、
梅
岩
の
日
頃

の
行
状
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
一
例
を
挙

げ
る
と
、
茶
殻
は
捨

て
ず
に
「
ひ
た
し
物
」
に
し
て
食
し
た
、
古

く
な
っ
た
障
子
紙
を
「
厠
の
お
と
し
紙
」
に

用
い
た
、
鼠
に
供
す
る
た
め
米
の
と
ぎ
汁
を

捨
て
ず
に
外
に
溜
め
置
い
た
、
な
ど
と
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
倹
約
と
い
う
よ
り
「
ケ
チ
」

と
で
も
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
行
状
で
あ
る

観
的
に
過
ぎ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

こ
こ
で
大
事
だ
と
思
う
こ
と
は
、
自
分
が
倹

約
す
る
こ
と
の
意
味
が
「
天
下
」
と
の
関
連

の
も
と
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
障

子
紙
を
再
利
用
す
る
こ
と
や
米
の
と
ぎ
汁
の

使
い
道
が
世
界
の
動
き
と
の
確
か
な
関
連
の

も
と
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
倹
約
を
実

践
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
絶
え
ざ
る
学
び
が

不
可
欠
だ
と
い
う
の
が
梅
岩
の
教
え
で
あ
っ

た
。

　
職
を
辞
し
て
ま
で
教
育
活
動
に
没
入
し
て

い
っ
た
梅
岩
に
対
し
、
弟
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
の
家
業
に
励
み
な
が
ら
、
学
び
を
深
め
て

い
っ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
て手 

じ
ま島 

と堵

 

あ
ん庵
（
１
７
１
８
〜
１
７
８
６
）
で
あ
る
。
京

都
の
裕
福
な
商
家
に
生
ま
れ
た
堵
庵
は
、
18

歳
の
時
に
梅
岩
に
出
会
い
、
そ
の
２
年
後
に

「
心
」
を
知
る
に
至
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
堵

庵
が
梅
岩
の
教
え
を
説
き
広
め
る
教
育
活
動

を
本
格
的
に
始
め
た
の
は
、
１
７
６
４
（
宝

暦
14
）
年
、
47
歳
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
は
家
業
に
実
直
に
励
む
こ
と
を
優

先
し
た
の
で
あ
っ
た
。
家
業
に
し
っ
か
り
と

取
り
組
む
こ
と―
―

そ
れ
は
師
匠
梅
岩
の
教

え
を
実
践
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
堵
庵
は
、
家
業
を
退
い
た
の
ち
に
教
育
活

動
を
開
始
し
た
の
だ
が
、
梅
岩
の
よ
う
な
器

量
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
考
え
た
堵
庵

は
、
自
身
の
教
え
を
「
学
び
が
て
ら
」
の
講

釈
と
呼
ん
だ
。
堵
庵
は
、
教
え
を
求
め
て
や

っ
て
き
た
者
た
ち
と
師
弟
関
係
を
結
ぼ
う
と

は
せ
ず
、「
ほ
う朋 ゆ
う友
」
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、

才
能
と
徳
が
乏
し
い
と
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、

と
も
に
学
び
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
梅
岩
の

教
え
を
実
践
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ

る
。

　
堵
庵
は
、
朋
友
た
ち
の
学
び
の
会
を
「
か
い会

 

ほ輔
」と
呼
ん
だ
。会
輔
と
い
う
語
は
、『
論
語
』

顔
淵
篇
の
「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、

友
を
以
て
仁
を
た
す輔
く
」
と
い
う
文
言
を
典
拠

と
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
か
ら
堵
庵
は
、「
友

に
よ
ら
ざ
れ
ば
道
に
す
ゝ
み
が
た
し
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
っ
た

（『
会
友
大
旨
』）。

　
会
輔
で
は
、
事
前
に
出
さ
れ
た
日
常
に
即

し
た
問
い
に
対
し
、
参
会
者
が
回
答
を
持
ち

　
本
来
学
び
と
は
、
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め

の
営
み
で
あ
り
、
日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
に

結
び
付
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
学
び
は
日

常
の
暮
ら
し
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
日
常
の

暮
ら
し
に
寄
与
し
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
（
↓）

で
あ
る
。
合
格
と
い
う
結
果
は
、
そ
の
人
に

達
成
感
や
そ
の
後
の
意
欲
を
も
た
ら
す
か
も

し
れ
な
い
が
、
学
び
そ
の
も
の
が
そ
の
人
自

身
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
ら
し
た
か
ま

で
を
示
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
以
下
、
学
び
と
暮
ら
し
の
在
り
方
を
考
え

て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
江
戸
時
代
の
思
想
家
、

教
育
者
で
あ
る
い
し石 

だ田 

ば
い梅 

が
ん岩

（
１
６
８
５
〜
１

７
４
４
）
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
み

た
い
。
梅
岩
は
、
一
町
人
と
し
て
日
々
の
仕

事
に
励
む
傍
ら
、
ほ
ぼ
独
学
で
学
問
を
学
び
、

静
坐
を
す
る
な
ど
の
修
行
に
励
ん
だ
。
そ
の

結
果
、
自
己
と
世
界
と
が
一
体
化
す
る
と
い

う
あ
る
種
の
神
秘
的
な
体
験
を
遂
げ
た
の
だ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
体
験
を
も
と

に
梅
岩
が
人
々
に
説
く
の
は
、「
倹
約
」や「
孝

行
」
と
い
う
な
ん
と
も
身
近
で
あ
り
き
た
り

の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
教
え
は
、
町
人
を

中
心
と
す
る
当
時
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

弟
子
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
業
に
励
み
つ

つ
、
梅
岩
の
教
え
を
学
び
合
う
学
習
組
織
を

形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
そ
の

教
え
は
、
せ
き石 

も
ん門 

し
ん心 

が
く学
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
石
田
梅
岩
の
生
涯
に
つ

い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
梅
岩
は
、
１

６
８
５
（
貞
享
２
）
年
に
丹
波
国
桑
田
郡
と
う東

 

げ縣
村
（
現
在
の
京
都
府
亀
岡
市
東
別
院
町
と
う東

 

げ掛
）
に
生
ま
れ
た
。
農
家
の
次
男
で
あ
っ
た

梅
岩
は
、
11
歳
で
京
都
の
商
家
に
奉
公
に
出

が
今
日
、
学
び
と
暮
ら
し
の
関
係
は
必
ず
し

も
明
確
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
あ
り
き

た
り
の
話
だ
が
、
受
験
に
備
え
て
勉
強
に
励

み
、そ
の
結
果
、志
望
校
に
合
格
し
た
と
す
る
。

確
か
に
そ
の
勉
強
は
、
そ
の
人
の
境
遇
を
変

え
、
将
来
を
明
る
い
も
の
に
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
け
れ
ど
も
、
志
望
校
合
格
と
い
う
結

果
は
、
そ
の
人
の
学
び
の
質
や
量
を
そ
の
人

以
外
の
人
や
組
織
が
評
価
し
た
も
の
（↓

）

た
。
奉
公
先
の
都
合
で
一
旦
帰
郷
す
る
が
、

23
歳
の
時
に
再
び
京
都
に
出
て
、
呉
服
商
に

奉
公
に
入
っ
た
。

　
弟
子
た
ち
が
ま
と
め
た『
石
田
先
生
事
蹟
』

に
よ
れ
ば
、
２
度
目
の
奉
公
に
出
た
時
、
梅

岩
は
「
人
の
人
た
る
道
」
を
説
き
広
め
た
い

と
い
う
志
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
ど
う
し

て
こ
の
よ
う
な
志
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
謎
で
あ
る
が
、「
人
の
人
た
る
道
」
を

説
く
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
自
ら
が
「
あ
ま

ね
く
人
の
手
本
」
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
だ

か
ら
梅
岩
は
、
実
直
に
仕
事
を
す
る
傍
ら
寸

暇
を
惜
し
ん
で
勉
学
に
励
ん
だ
。
朝
は
誰
よ

り
も
早
く
起
床
し
読
書
に
励
み
、
夜
は
周
り

が
寝
静
ま
っ
た
後
も
勉
強
し
た
と
い
う
。

　
で
は
、
梅
岩
は
何
を
勉
強
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
当
時
、
学
問
と
い
え
ば
儒
学
を
指
す
こ

と
が
一
般
で
あ
り
、
梅
岩
も
『
論
語
』
や
『
孟

子
』
と
い
っ
た
書
物
に
親
し
ん
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
書
物
か
ら
何
を

読
み
出
そ
う
と
し
た
か
で
あ
る
。
後
に
梅
岩

は
、「
心
ヲ
知
ル
ヲ
学
問
ノ
初
メ
ト
云
」
と

述
べ
て
い
る
（『
と都 

ひ鄙 

も
ん問 

ど
う答

』）。
こ
こ
で
い

う
「
心
」
と
は
、
人
間
の
本
性
と
で
も
い
っ

た
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
本
質
を

問
う
こ
と
が
梅
岩
に
と
っ
て
の
学
問
の
出
発

点
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
学
び
が
「
心
」
の
思
索
へ
と

向
か
っ
て
い
っ
た
の
は
、
梅
岩
の
時
代
に
お

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
梅
岩
は
、「
倹
約
」

と
「
ケ
チ
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
最

後
の
鼠
の
例
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
梅
岩

の
倹
約
は
決
し
て
私
腹
を
肥
や
す
た
め
の
行

い
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。

　
梅
岩
に
よ
れ
ば
、
倹
約
す
る
と
自
分
が
節

約
し
た
「
財
宝
」
が
世
に
「
ア
マ
ル
」
こ
と

に
な
る
。
こ
う
し
て
天
下
に
流
通
す
る
余
財

が
増
え
て
い
け
ば
、
餓
死
す
る
者
も
い
な
く

な
る
だ
ろ
う
し
、
民
も
豊
か
に
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
倹
約
と
い

う
言
葉
は
「
施
し
」
と
い
う
意
味
を
帯
び
て

く
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
梅
岩
と
そ
の
弟
子

た
ち
は
、
京
都
で
貧
窮
者
が
続
出
し
た
年
に
、

精
力
的
に
施
行
活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

梅
岩
ら
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
施
行
も
ま
た

倹
約
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
倹
約
を
財
の
流
通
と
と
ら
え
た
梅
岩
は
、

商
業
の
社
会
的
意
義
を
積
極
的
に
主
張
し
た
。

例
え
ば
、
私
た
ち
は
、
粗
悪
品
を
購
入
し
て

し
ま
っ
た
時
、
使
っ
た
お
金
が
も
っ
た
い
な

い
と
感
じ
る
。
な
ら
ば
、
自
分
が
商
品
を
売

る
側
に
な
っ
た
際
に
は
、
相
手
に
そ
の
よ
う

な
思
い
を
さ
せ
ぬ
よ
う
、
良
い
品
を
作
れ
ば

よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
相
手
も
お
金
を
も
っ

た
い
な
い
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、

お
金
は
「
天
下
」
に
流
通
す
る
こ
と
に
な
り
、

「
万
物
」
が
養
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
を
梅
岩
は
「
万
民
ノ
心
ヲ
安
ン
ズ
ル
」

と
表
現
し
て
い
る
（『
都
鄙
問
答
』）。

　
自
身
の
節
約
か
ら
万
民
の
安
泰
へ
。
生
き

方
と
し
て
の
エ
コ
と
で
も
言
う
べ
き
梅
岩
の

考
え
方
は
、
今
日
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
楽

寄
っ
て
議
論
が
行
わ
れ
た
り
、
静
坐
会
が
行

わ
れ
た
り
し
た
。
や
が
て
会
輔
や
公
開
講
釈

の
た
め
の
常
設
の
講
舎
が
設
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
京
都
で
は
、
修
正
舎
や
時

習
舎
、
明
倫
舎
な
ど
の
講
舎
が
設
け
ら
れ
、

大
坂
で
も
静
安
舎
や
明
誠
舎
な
ど
が
設
立
さ

れ
た
。
江
戸
に
お
い
て
も
、
参
前
舎
な
ど
の

講
舎
に
は
多
く
の
人
々
が
来
訪
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
、
講
舎
の
な
い
地
域
で
も
盛

ん
に
遊
説
活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

梅
岩
の
教
え
は
、
広
範
な
地
域
に
普
及
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
清
貧
の
生
活
を
貫
い
た
梅
岩
の
学
び
は
、

利
益
や
ス
テ
ー
タ
ス
と
い
っ
た
も
の
の
獲
得

を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
ら
の

「
心
」
を
問
い
直
し
、
自
ら
の
暮
ら
し
に
密

接
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

弟
子
た
ち
は
、
自
ら
の
未
熟
さ
を
自
覚
し
な

が
ら
、
梅
岩
の
教
え
を
互
い
に
学
び
合
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
に
向
き
合
っ
て
い
っ
た
。

才
能
や
財
力
を
前
提
と
は
し
な
い
学
び
の
姿

が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
は

じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
学
び
と
は
、

富
や
威
信
の
獲
得
自
体
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
暮
ら
し
を
問
う
中
か
ら
生
ま
れ

る
の
が
学
び
で
あ
り
、
特
別
な
才
能
が
必
要

で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
時
代

に
は
、
富
や
才
能
を
前
提
と
し
な
い
学
び
の

在
り
方
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
各
地
に
設
立
さ
れ
た
講
舎
は
、
幕
末
維
新

期
に
廃
絶
し
た
も
の
が
多
い
。
だ
が
、
明
治

以
降
も
存
続
し
た
講
舎
や
後
に
再
興
さ
れ
た

講
舎
、そ
し
て
、本
誌
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、

今
日
も
活
動
を
続
け
る
講
舎
も
あ
る
。
そ
の

活
動
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
学
び
を
考
え
る
う

え
で
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

手島堵庵の肖像画。
梅岩の教えを全国各地に広めた。
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熟
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