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去
来
・
其
角
・
許
六
そ
れ
ぞ
れ
の
不
易
流
行

―
―
芭
蕉
没
後
の
俳
論
の
ゆ
く
え
「
答
許
子
問
難
弁
」
ま
で
―
―

藤
　
井
　
美
　
保
　
子

　

芭
蕉
没
後
の
蕉
門
門
人
の
中
で
も
、
京
都
に
あ
っ
て
同
門
の
信
望
厚
く
西
の

要
と
な
っ
て
い
る
向
井
去
来
と
、
湖
東
彦
根
で
武
家
を
中
心
と
し
た
彦
根
蕉
門

を
形
成
し
た
森
川
許
六
の
関
係
は
、
と
り
わ
け
彼
ら
が
交
わ
し
た
俳
論
に
よ
っ

て
文
学
史
に
著
名
で
あ
る
。
実
作
者
で
あ
る
彼
ら
の
俳
論
に
意
見
の
相
違
は

あ
っ
て
も
作
品
と
論
の
乖
離
は
な
く
、
議
論
は
謙
虚
で
あ
り
真
摯
で
鋭
く
、
創

作
過
程
の
内
部
や
秘
密
を
自
ら
示
す
開
明
さ
に
満
ち
て
い
る
。
蕉
風
俳
諧
に
お

け
る
理
論
や
実
践
に
お
い
て
、
彼
ら
は
忌
憚
の
な
い
意
見
を
交
わ
し
相
互
理
解

を
深
め
て
い
た
が
、
根
本
理
念
の
一
つ
で
あ
る
「
不
易
流
）
1
（
行
」
の
取
扱
い
に
関

し
て
は
見
解
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
「
不
易
流
行
」
を
め
ぐ
る

去
来
・
許
六
、
ま
た
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
其
角
、
三
人
の
立
場
を
紹
介
し
つ

つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
不
易
流
行
を
考
え
た
い
。

一　

去
来
―
―
流
行
の
句
―
―

　

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
芭
蕉
自
身
が
書
き
留
め
た
「
俳
論
」
は
今
日
見
る
こ

と
が
な
く
、
す
べ
て
門
人
達
が
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
蕉
風
俳
諧
と
俳
論
に

つ
い
て
山
下
一
海
氏
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

〇
芭
蕉
の
俳
論
に
つ
い
て
は
純
粋
に
芭
蕉
個
人
の
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
念
頭
に
お
い
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

〇
芭
蕉
俳
諧
は
、
孤
独
な
芸
術
と
し
て
と
い
う
よ
り
、
蕉
門
の
形
成
と
と
も

に
生
成
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
俳
論
は
個
室
で
の
思
惟
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
門
下
と
の
対
機
説
法
の
う
ち
に
醸
成
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
芭
蕉
存
命
中
は
そ
の
俳
論
に
と
っ
て
芭
蕉
自
体
が
大
き
な
錘

の
役
割
を
果
た
し
た
。
芭
蕉
俳
論
が
ほ
ん
と
う
に
流
動
的
に
な
る
の
は
、

芭
蕉
没
後
、
彼
が
錘
の
役
を
果
た
さ
な
く
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

『
風
雅
の
ま
こ
と
・
蕉
風
俳
論
の
展
開
』

　

去
来
は
許
六
よ
り
も
六
年
ほ
ど
早
く
貞
享
二
、
三
年
（1686

）
三
十
四
、
五

歳
の
頃
に
は
芭
蕉
に
入
門
し
て
お
）
2
（
り
、
元
禄
二
年
（1689

）
の
お
く
の
細
道
の

旅
で
開
眼
し
た
と
い
わ
れ
る
「
不
易
流
行
」
に
つ
い
て
も
早
く
教
え
を
受
け
て

い
た
。
元
禄
七
年
三
月
と
推
定
さ
れ
る
出
羽
酒
田
の
不
玉
に
あ
て
た
去
来
の
書

簡
は
、「
不
易
流
行
」
お
よ
び
「
不
易
流
行
」
に
裏
付
け
ら
れ
る
「
か
る
み
」

に
つ
い
て
、
初
心
の
不
玉
に
も
懇
切
な
文
章
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

去
来
曰
く
、「
俳
諧
に
千
載
不
易
の
姿
有
り
。
一
時
流
行
の
姿
有
り
。

我
師
こ
れ
を
両
端
に
分
て
教
へ
、
し
か
も
其
血
脈
貫
通
す
。
貫
通
す
る
は
、

共
に
実
地
に
立
て
ば
也
。
不
易
の
姿
を
し
ら
ざ
る
時
は
、
其
の
本
行
は
れ
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が
た
し
。
流
行
の
姿
を
知
ら
ざ
る
時
は
、
佚い
つ

し
て
動
か
ず
。
物
動
か
ざ
る

時
は
変
ぜ
ず
。
変
ぜ
ざ
る
時
は
新
た
な
ら
ず
。
此
道
は
心
・
辞こ
と
ば

共
に
新

し
み
を
以
て
命
と
す
。
是
流
行
の
句
の
行
は
る
ゝ
所
以
也
。
能
く
流
行
す

る
時
は
活
々
然
と
し
て
万
歳
を
経
て
新
た
也
。
久
し
く
留
ま
る
時
は
濁
り

て
重
し
。
今
軽
み
を
用
ふ
る
は
当
時
の
流
行
に
し
て
往
時
の
変
風
な
り
。

此
を
察
し
給
へ

　

前
半
部
分
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
俳
諧
に
は
時
代
を
経
て
も
価
値
の
変

わ
ら
な
い
不
易
の
句
と
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
現
れ
る
流
行
の
句
が
あ
り
ま

す
。
師
芭
蕉
は
俳
諧
の
姿
を
不
易
と
流
行
両
端
二
つ
に
分
け
て
教
え
ら
れ
ま
し

た
が
、
全
身
に
血
脈
が
通
じ
て
い
る
よ
う
に
そ
の
二
つ
を
貫
い
て
い
る
根
本
は

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
貫
い
て
い
る
と
い
う
の
は
共
に
実
地
―
ま
こ
と
の
地
―
に

立
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
不
易
の
姿
を
知
ら
な
け
れ
ば
そ
の
本
で
あ
る
実
―
ま

こ
と
に
立
っ
て
句
作
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
流
行
の
姿
を
知
ら
な
け
れ
ば
安
穏
と

し
て
動
く
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
動
か
な
け
れ
ば
変
化
も
な
く
、
新
た
な
る
こ

と
は
お
こ
ら
な
い
の
で
す
。」
と
な
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
い
う
「
貫
通
す

る
は
、
共
に
実
地
に
立
て
ば
也
。」
と
い
う
表
現
は
、
三
年
後
の
元
禄
十
年
閏

二
月
、
去
来
が
新
風
に
移
ら
ぬ
其
角
を
難
詰
し
た
「
贈
晋
子
其
角
書
」
の
な
か

で
は
、「
一
な
る
は
、
と
も
に
風
雅
の
ま
こ
と
を
と
れ
ば
也
」
と
「
風
雅
の
ま

こ
と
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
く
る
。

　

さ
ら
に
書
簡
の
続
き
は
、「
俳
諧
の
道
は
心
も
言
葉
も
、
共
に
新
し
み
を
以

て
生
命
と
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
時
代
の
流
行
の
句
―
新
し
い
句
が

出
現
し
て
く
る
の
で
す
。
時
代
と
と
も
に
句
風
が
よ
く
流
行
変
化
す
る
時
は
、

水
が
流
れ
る
よ
う
に
永
久
に
新
た
な
も
の
が
あ
り
、
久
し
く
止
ま
る
時
句
は
不

透
明
に
濁
っ
て
重
苦
し
い
。
軽
み
は
当
代
の
新
風
で
あ
り
、
往
時
の
変
風
な
の

で
す
。
こ
こ
を
理
解
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
結
ば
れ
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ

た
去
来
の
「
不
易
流
行
」
と
「「
軽
み
」
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ

る
。
①
俳
諧
の
句
の
姿
に
は
千
載
不
易
と
一
時
流
行
の
二
様
が
あ
り
、
そ
の
根

本
は
共
に
「
実
―
ま
こ
と
」
只
一
つ
で
あ
る
。
②
「
千
載
不
易
」
は
時
代
を
超

え
て
存
在
す
る
正
風
で
あ
り
、「
一
時
流
行
」
は
万
歳
を
経
て
な
お
新
し
く
俳

諧
の
命
で
あ
る
新
し
み
を
も
た
ら
す
。
③
そ
の
為
濁
り
や
重
く
れ
に
無
縁
な
軽

み
を
用
い
、
流
行
に
よ
っ
て
新
し
み
―
新
風
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
頴
原

退
蔵
氏
は
去
来
、
許
六
、
土
芳
の
説
を
と
り
あ
げ
て
「
不
易
流
行
」
の
根
本
を

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

此
の
如
く
門
人
た
ち
の
伝
へ
る
所
を
比
較
考
察
し
て
み
る
と
、
不
易
流
行

の
二
つ
は
そ
の
本
は
一
つ
で
、
共
に
風
雅
の
誠
か
ら
出
る
と
い
ふ
考
は
す

べ
て
一
致
し
て
い
る
。
案
ふ
に
こ
れ
は
芭
蕉
が
最
も
根
本
的
な
考
へ
方
と

し
て
常
に
説
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
、
門
人
た
ち
も
こ
の
原
理
だ
け
は

何
人
も
誤
解
す
る
所
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

（「
俳
論
史
」
頴
原
退
蔵
著
作
集
・
巻
四
）

　

し
か
し
こ
の
後
、「
不
易
流
行
」
が
創
作
に
臨
む
時
の
第
一
の
理
念
と
い
え

る
か
、
ま
た
「
不
易
」
と
「
流
行
」
は
別
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
か
、

と
い
っ
た
議
論
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
撰
集
編
集
の
意
見
交
換

の
文
通
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
森
川
許
六
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

二　

去
来
と
許
六
の
交
友

　

去
来
と
許
六
の
文
通
は
、
許
六
が
江
戸
で
九
か
月
あ
ま
り
芭
蕉
の
親
炙
を
受
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け
た
の
ち
、
元
禄
六
年
五
月
彦
根
に
帰
っ
た
後
に
始
ま
る
。
芭
蕉
は
許
六
宛
五

月
四
日
付
書
簡
で

御
帰
国
な
さ
れ
候
は
ば
、
去
来
へ
御
通
し
な
さ
る
べ
く
候
。
拙
者
方
よ
り

も
申
し
遣
す
べ
し
。
是
も
一
人
一
ふ
り
あ
る
お
の
こ
に
て
、
尚
白
ご
と
き

に
や
く
や
く
も
の
に
て
は
御
座
無
く
候

と
、
去
来
と
の
文
通
を
薦
め
て
い
る
。
こ
の
芭
蕉
の
配
慮
は
許
六
が
盟
友
李
由

と
と
も
に
俳
壇
を
彦
根
で
経
営
す
る
に
あ
た
っ
て
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
芭

蕉
は
、
許
六
が
芭
蕉
を
深
く
敬
慕
し
て
お
り
、
余
人
の
言
説
に
耳
を
貸
す
こ
と

は
難
し
い
と
洞
察
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
許
六
は
芭
蕉
の
指
導
を
受
け
た

の
ち
は
か
つ
て
手
ほ
ど
き
を
う
け
た
大
津
の
尚
白
は
も
と
よ
り
、
自
句
に
点
評

を
し
て
も
ら
っ
た
、
其
角
す
ら
「
俳
諧
稽
古
に
益
な
し
」
と
考
え
て
い
）
4
（
る
。
明

照
寺
李
）
5
（
由
は
元
禄
四
年
落
柿
舎
に
去
来
・
芭
蕉
を
訪
問
し
、
入
門
し
て
い
る
の

で
、
李
由
を
介
し
た
交
友
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
尊
敬
す

る
芭
蕉
の
一
言
で
さ
ら
に
胸
中
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の

彼
ら
に
つ
い
て
は
元
禄
七
年
許
六
あ
て
芭
蕉
書
簡
に
「
去
来
へ
御
状
度
々
、
御

作
力
感
心
の
旨
驚
た
る
申
分
に
候
て
、
拙
者
大
悦
少
な
か
ら
ず
）
6
（
候
。」
と
あ
り
、

ま
た
許
六
に
と
っ
て
、
去
来
と
の
文
通
は
俳
諧
理
論
確
立
の
契
機
で
あ
っ
た
。

三　

其
角
―
―
不
易
を
知
る
人
―
―

　

芭
蕉
と
い
う
偉
大
な
師
を
失
っ
て
、
や
が
て
蕉
門
門
人
達
は
そ
れ
ぞ
れ
の
蕉

風
を
実
践
し
て
い
く
。
支
考
、
惟
然
、
野
坡
は
中
国
地
方
や
九
州
へ
蕉
風
伝
播

の
行
脚
へ
、
桃
隣
は
芭
蕉
を
偲
ん
で
奥
羽
行
脚
に
向
か
っ
た
。
一
方
其
角
は
江

戸
で
都
市
風
俳
諧
に
傾
倒
し
て
い
き
、
丈
草
は
義
仲
寺
で
芭
蕉
の
墓
を
守
る
中

で
己
の
俳
風
を
透
徹
さ
せ
て
い
く
。

　

芭
蕉
没
後
の
日
々
が
過
ぎ
て
い
っ
た
元
禄
十
年
冬
、
許
六
は
風
国
の
選
集

『
菊
の
香
』
に
お
い
て
、
宝
井
其
角
が
去
来
の
書
簡
を
省
略
改
変
し
、
選
集

『
末う
ら

若
葉
』
の
跋
文
に
使
用
し
た
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
こ
に
は
去
来
が
其
角
に

書
簡
「
贈
晋
子
其
角
書
」
を
贈
っ
て
、
新
風
―
か
る
み
に
移
ろ
う
と
し
な
い
其

角
を
非
難
し
）
7
（
た
経
緯
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
許
六
が
去
来
に
書
を
寄
せ
て
世
に
い

う
『
俳
諧
問
答
』
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
が
、
許
六
の
反
応
の
前
に
其
角
の
真

意
が
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
お
き
た
い
。

　

去
来
「
贈
晋
子
其
角
書
」
の
冒
頭
部
分
だ
け
で
あ
る
が
、
其
角
に
よ
っ
て
省

略
さ
れ
た
箇
所
を
網
掛
け
に
し
追
加
訂
正
さ
れ
た
箇
所
を
□
で
囲
ん
だ
も
の
を

次
に
掲
げ
る
。

故
翁
奥
羽
の
行
脚
よ
り
都
へ
越
給
ひ
け
る
比
、
当
門
の
俳
諧
一
変
す
。
我

が
輩
、
笈
を
幻
住
庵
に
荷
ひ
、
棒
を
落
柿
舎
に
受
け
て
、
略
そ
の
お
も
む

き
を
得
た
り
。『
ひ
さ
ご
』『
さ
る
み
の
』
是
也
。
其
後
又
一
つ
の
新
風
を

起
こ
さ
る
。『
炭
俵
』『
続
猿
』
是
也
。
去
来
問
曰
、「
師
の
風
雅
見
及
処
、

次
）
8
（

韻
に
あ
ら
た
ま
り
、『
み
な
し
栗
』
に
う
つ
り
て
よ
り
こ
の
か
た
、
し

ば
〳
〵
変
じ
て
門
人
、
そ
の
流
行
に
浴
せ
ん
事
を
思
へ
り
願
へ
り
。
我
是

を
古
翁
に
聞
け
り
、
句
に
千
載
不
易
の
す
が
た
有
、
一
時
流
行
の
す
が
た

両
端
有
。
此
を
両
端
に
お
し
へ
給
へ
ど
も
、
そ
の
本
一
な
り
。
一
な
る
は

共
に
風
雅
の
誠
を
と
れ
ば
な
り
。
不
易
の
句
を
知
ら
ざ
れ
ば
本
立
が
た
く

流
行
の
句
を
学
び
ざ
れ
ば
風
あ
ら
た
な
ら
ず
。
能
不
易
を
知
る
人
は
、
往

く
と
し
て
お
し
流
行
に
う
つ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。 

「
贈
晋
子
其
角
書
」

　

残
さ
れ
た
箇
所
を
つ
な
げ
ば
次
の
『
末
若
葉
』
跋
文
「
贈
晋
渉
川
先
生
書
」
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冒
頭
を
と
な
る
が
、「
師
の
風
雅
見
及
処
、」
な
ど
は
其
角
が
師
で
あ
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。

去
来
問
、
師
の
風
雅
見
及
処
、『
み
な
し
栗
』
よ
り
こ
の
か
た
し
ば
〳
〵

変
じ
て
門
人
其
流
に
浴
せ
ん
事
を
願
へ
り
。
我
是
を
古
翁
に
聞
け
り
、
句

に
千
載
不
易
、
一
時
流
行
の
両
端
有
。
不
易
を
知
る
人
は
流
行
に
う
つ
ら

ず
と
い
ふ
事
な
し
。 

「
贈
晋
渉
川
先
生
書
」

　

山
下
一
海
氏
は
こ
の
『
末
若
葉
』
跋
文
に
お
け
る
其
角
の
行
為
を
「『
流
行
』

に
議
論
が
及
ぶ
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
其
角
の
意
図
が
現
れ
て
い
る
」
と
し

て
、
跋
と
し
て
掲
載
す
る
た
め
に
、
①
文
章
を
簡
潔
に
し
、
②
技
巧
に
手
を
加

え
、
③
俳
諧
芸
術
の
根
本
を
強
調
し
な
い
、
④
「
流
行
」
を
強
調
せ
ず
、
⑤
其

角
自
讃
の
語
を
加
え
る
、
と
さ
れ
て
お
ら
れ
）
9
（
る
。

　

こ
の
時
其
角
は
去
来
に
何
の
返
事
も
断
り
も
せ
ず
跋
に
利
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
小
宮
豊
隆
氏
は
、「
そ
の
（
去
来
の
）
文
章
の
方
々
に
手
を
入
れ
た

と
い
ふ
事
と
、
そ
れ
を
跋
に
し
て
出
板
し
た
だ
け
で
あ
と
は
黙
っ
て
一
言
の
返

答
も
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
に
は
、
確
か
に
は
っ
き
り
し
た
其
角
の
批
評
が
あ

る
と
い
へ
る
」（『
芭
蕉
の
研
究
』
小
宮
豊
隆
）
と
言
う
。
そ
れ
は
流
行
に
重
き

を
お
か
な
い
、「
不
易
を
知
れ
ば
流
行
に
移
ら
な
い
こ
と
な
ど
な
い
」
と
す
る

『
末
若
葉
』
跋
文
こ
そ
が
其
角
の
去
来
へ
の
反
論
で
あ
り
返
書
で
あ
っ
た
。

　

其
角
を
知
る
た
め
に
、
今
一
つ
挙
げ
た
い
の
は
元
禄
四
年
、「
お
く
の
細
道
」

の
旅
を
へ
て
、
芭
蕉
が
新
風
を
示
そ
う
と
し
た
と
い
わ
れ
る
『
猿
蓑
』
に
お
け

る
有
名
な
其
角
序
文
冒
頭
で
あ
る
。

猿
蓑
集
巻
之
一
冬　

巻
頭
発
句

初
し
ぐ
れ
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
也　

芭
蕉

俳
諧
の
集
つ
く
る
事
、
古
今
に
わ
た
り
て
此
の
お
も
て
起
す
時
な
れ
や
。

①
幻
術
の
第
一
と
し
て
、
そ
の
句
に
魂
入
ざ
れ
ば
、
ゆ
め
に
ゆ
め
見
る
に
似

た
る
べ
し
。

②
久
し
く
世
に
と
ゞ
ま
り
、
な
が
く
人
に
う
つ
り
て
、
不
変
の
変
を
し
ら
し

む
。
―
―
中
略
―
―

③
た
ゞ
俳
諧
に
魂
の
入
り
た
ら
ん
に
こ
そ
と
て
、
我
翁
行
脚
の
こ
ろ
、
伊
賀

越
え
し
け
る
山
中
に
て
猿
に
小
蓑
を
き
せ
て
は
い
か
い
の
魂
を
入
れ
た
ま

ひ
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
断
腸
の
思
ひ
を
叫
び
け
む
。
あ
だ
に
懼
る
べ
き
幻

術
な
り
。

　

幻
術
と
い
う
難
解
な
語
が
現
れ
る
こ
の
序
文
を
理
解
す
る
に
は
、
其
日
庵
馬

場
錦
江
の
嘉
永
二
年
成
稿
『
七
部
通
旨
』
の
解
釈
が
助
け
と
な
る
の
で
、
①
②

③
節
の
錦
江
通
釈
を
記
す
。

①
幻
術
は
か
た
ち
な
き
も
の
を
目
に
も
み
せ
耳
に
き
か
す
る
よ
う
に
あ
ら
し

む
る
其
て
だ
て
な
り
。
俳
諧
は
無
心
の
も
の
に
魂
を
入
れ
て
は
た
ら
か
す

る
の
幻
術
を
な
す
の
道
也
。
一
句
に
魂
の
入
る
時
は
不
思
議
の
妙
あ
る
こ

と
、
こ
の
さ
る
み
の
ゝ
の
吟
の
如
し
。
魂
入
ら
ざ
れ
ば
其
心
も
さ
だ
か
な

ら
ず
。
夢
に
夢
み
る
に
似
た
る
べ
し
と
幻
術
の
綱
領
を
あ
げ
て
示
さ
れ
し

也
。

②
其
幻
術
の
し
る
し
を
言
へ
ば
、
こ
の
道
の
流
行
し
て
久
し
く
世
上
に
と
ゞ

ま
り
長
き
世
の
末
ま
で
も
人
に
う
つ
り
て
地
に
落
ち
ず
、
天
地
自
然
不
易

の
変
化
を
し
ら
し
む
は
此
道
の
い
さ
を
し
也
。
姿
情
は
ひ
さ
ご
集
に
わ
か
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れ
、
花
実
は
猿
蓑
集
に
と
と
の
ひ
、
炭
俵
集
は
変
化
の
中
の
曲
節
に
し
て
、

俳
諧
に
も
三
辺
と
知
る
べ
し
と
申
さ
れ
し
、
是
を
不
変
の
変
と
も
申
す
べ

き
に
や
。

③
翁
の
幻
術
は
深
く
懼
る
べ
き
事
な
り
と
、
幻
術
の
誠
を
爰
に
言
ひ
て
、
俳

諧
に
魂
を
入
る
べ
き
事
を
し
め
さ
る
ゝ
也
。
―
―
中
略
―
―
あ
だ
と
い
へ

る
詞
は
正
し
か
ら
ぬ
人
を
う
ら
む
る
が
ご
と
く
、
翁
の
幻
術
を
ふ
か
く
恐

る
ゝ
が
意
な
る
べ
し
。

　

猿
に
小
蓑
を
き
せ
俳
諧
の
魂
を
入
れ
、
た
ち
ま
ち
断
腸
の
思
ひ
を
叫
ば
せ
た
、

と
は
錦
江
釈
①
に
い
う
「
俳
諧
は
無
心
の
も
の
に
魂
を
入
れ
て
は
た
ら
か
す
る

の
幻
術
を
な
す
の
道
」
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
序
文
②
の
「
久
し
く
世
に

と
ゞ
ま
り
、
な
が
く
人
に
う
つ
り
て
不
変
の
変
を
し
ら
し
む
」
は
、
俳
諧
が
幻

術
で
あ
る
証
と
し
て
古
今
に
亘
り
人
々
に
継
承
さ
れ
て
不
滅
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
そ
の
「
天
地
自
然
不
易
」
の
変
化
を
示
す
こ
と
が
功
績
で
あ
る
と
も
解
釈

さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
が
生
涯
に
自
己
の
俳
風
を
三
変
し
た
変
遷
は
そ
の
「
不
変

の
変
」
を
示
す
と
い
え
る
。

　

ま
た
『
贈
晋
子
其
角
書
』
の
中
で
去
来
は
其
角
が
師
の
吟
跡
に
追
随
し
な
い

こ
と
を
「
同
門
の
恨
み
少
な
か
ら
ず
」
と
し
て
い
る
が
、
山
下
一
海
氏
は
其
角

の
「
風
雅
の
誠
」
や
「
流
行
」
へ
の
態
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら

れ
る
。「

風
雅
の
誠
」
を
強
調
し
な
い
こ
と
と
、「
流
行
」
に
重
き
を
置
か
な
い
こ

と
を
も
っ
て
、
其
角
の
俳
論
と
見
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
―
―
中
略

―
―　

其
角
は
「
流
行
」
と
い
う
こ
と
や
「
風
雅
の
誠
」
と
い
う
そ
の
も

の
よ
り
も
「
不
易
」
と
「
流
行
」
と
、
そ
の
根
底
の
「
風
雅
の
誠
」
と

い
っ
た
、
一
種
の
構
造
論
め
い
た
も
の
に
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
ふ
し
も
あ
）
9
（
る
。 

（「
芭
蕉
俳
論
の
展
開
」
山
下
一
海
）

　

牧
藍
子
氏
は
「
詞
も
心
も
古
け
れ
ど
も
、
作
者
の
誠
よ
り
思
ひ
あ
ぬ
る
ゆ
へ
、

時
に
新
し
く
、
不
易
の
功
あ
ら
は
れ
侍
る
。」（
雑
談
集
）
と
い
う
其
角
は
「
風

雅
の
誠
」
で
は
な
く
、「
作
者
の
誠
」
に
不
易
性
の
根
本
を
お
い
て
い
る
、
と

い
う
特
殊
性
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
）
10
（
る
。
そ
れ
は
錦
江
に
よ
っ
て
③
「
幻
術

の
誠
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
其
角
に
と
っ
て
、
新
風
と
は
い

え
時
代
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
流
行
」
に
支
配
さ
れ
る
よ
り
も
、
俳
諧
に
魂

を
入
れ
幻
術
を
お
こ
し
、「
万
代
不
易
」
の
句
に
長
く
名
を
残
す
こ
と
が
重
要

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
其
角
が
芭
蕉
の
「
幻
術
」
に
衝
撃
を
う
け
、
恐
懼

し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

一
方
許
六
は
蕉
門
入
門
時
の
元
禄
五
年
深
川
芭
蕉
庵
で
、
自
句
へ
の
其
角
評

と
芭
蕉
評
の
相
違
に
つ
い
て
問
い
た
だ
し
て
お
）
11
（
り
、
其
角
の
価
値
観
や
俳
風
に

つ
い
て
去
来
よ
り
も
柔
軟
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
も
と
去
来
「
贈
晋
子

其
角
書
」
に
対
し
、
許
六
の
「
贈
落
柿
舎
去
来
書
（
俳
諧
問
答
）」
が
贈
ら
れ

る
の
で
あ
る
。四　

 

許
六
―
―
不
易
流
行
を
貴
し
と
せ
ず
―
―

　

許
六
は
去
来
へ
の
「
贈
落
柿
舎
去
来
書
」
に
お
い
て
「
千
歳
不
易
・
一
時
流

行
の
ふ
た
つ
を
も
つ
て
晋
子
が
本
性
を
論
ぜ
ら
る
ゝ
は
か
ね
て
其
角
が
器
を
く

わ
し
く
し
り
た
ま
は
ざ
る
故
な
り
。」
と
し
て
次
の
こ
と
が
ら
を
去
来
に
示
す
。

　

其
角
は
生
来
辛
い
境
遇
に
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
平
気
で
貴
君
の
書
を
改
変

し
て
自
書
の
跋
文
に
し
て
し
ま
う
、
そ
れ
は
人
に
辱
め
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
か
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ら
で
あ
る
。
私
は
其
角
の
方
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。（
し
か
し
な
が
ら
）
い
ろ

い
ろ
な
俳
諧
選
集
を
見
る
と
、
目
立
っ
た
よ
い
句
は
だ
い
た
い
其
角
の
句
で
あ

り
、
彼
の
句
に
お
よ
ぶ
作
者
は
門
弟
に
見
当
た
ら
な
い
。
―
―
中
略
―
―
師
芭

蕉
が
亡
く
な
く
な
っ
て
後
、
門
弟
の
中
に
秀
逸
な
句
が
出
な
い
こ
と
は
ど
う
考

え
た
ら
よ
い
の
か
。

　

さ
ら
に
許
六
は
自
説
を
述
べ
て
い
く
が
、
不
易
流
行
に
し
ぼ
っ
て
み
る
と
、

次
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

①
近
年
湖
南
・
京
師
の
門
弟
は
、
不
易
・
流
行
の
二
つ
に
ま
よ
ひ
、
さ
び
・

し
ほ
り
に
く
ら
ま
さ
れ
て
、
真
の
俳
諧
を
と
り
う
し
な
ひ
た
る
と
い
は
ん

か
―
―
中
略
―
―
不
易
・
流
行
に
く
ら
ま
さ
る
と
い
う
は
、
予
聞
く
。
か

つ
て
趣
向
も
う
か
ま
ず
、
句
づ
く
り
も
出
で
ざ
る
以
前
に
、
不
易
の
句
を

せ
ん
、
流
行
の
句
を
せ
ん
と
い
へ
る
作
者
、
湖
南
の
沙
汰
な
り
。

②
翁
在
世
の
と
き
、
予
終
に
流
行
・
不
易
を
わ
け
て
案
じ
た
る
事
な
し
。
句

い
で
ゝ
師
に
呈
す
。
よ
し
は
よ
し
、
あ
し
き
は
あ
し
き
と
き
は
む
る
。

―
―
中
略
―
―
よ
し
と
申
さ
る
ゝ
句
、
不
易
・
流
行
お
の
づ
か
ら
あ
ら
わ

る
ゝ
な
り
。
滅
後
の
今
に
い
た
つ
て
猶
し
か
也
。
か
つ
て
流
行
・
不
易
を

貴
し
と
せ
ず
。
よ
き
句
を
す
る
を
も
つ
て
上
手
と
も
名
人
と
も
も
う
す
ま

じ
き
や
。

　

湖
南
・
京
師
の
門
弟
と
は
、
大
津
や
堅
田
の
近
江
蕉
門
と
、
去
来
ら
京
都
の

門
人
た
ち
を
指
）
12
（
す
。
か
れ
ら
は
芭
蕉
が
「
お
く
の
細
道
」
の
旅
を
終
え
て
か
ら

入
門
し
た
第
二
次
近
江
蕉
門
と
呼
ば
れ
、「
我
が
輩
、
笈
を
幻
住
庵
に
荷
ひ
、

棒
を
落
柿
舎
に
受
け
て
、
略
そ
の
お
も
む
き
を
得
た
り
。」
と
、
元
禄
五
年
に

入
門
し
た
許
六
よ
り
も
四
〜
六
年
早
く
芭
蕉
に
親
炙
し
、
不
易
・
流
行
に
つ
い

て
は
「
門
人
知
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。」（
元
禄
十
二
年
『
旅
寝
論
』
去

来
）
と
強
固
な
認
識
の
も
と
に
あ
っ
た
。
短
い
江
戸
滞
在
で
あ
っ
た
が
芭
蕉
か

ら
「
軽
み
」
の
直
指
を
受
け
た
許
六
か
ら
み
る
と
、「
あ
な
た
た
ち
は
『
不

易
・
流
行
』
と
い
う
二
つ
の
言
葉
に
迷
い
、
さ
び
・
し
ほ
り
に
気
持
ち
を
奪
わ

れ
て
、
真
の
俳
諧
を
見
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」、
と
見
え
て
し
ま
う
の

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
趣
向
も
浮
か
ば
ず
句
づ
く
り
も
で
き
な
い
う
ち
に
、
不

易
の
句
を
つ
く
ろ
う
、
流
行
の
句
に
し
よ
う
と
口
走
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
作
者

が
湖
南
に
い
る
と
い
う
沙
汰
―
う
わ
さ
に
な
っ
て
い
る
、
と
苦
言
を
呈
し
て
い

て
、
慰
め
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
其
角
に
こ
ん
な
辱
め
を
受
け
る
の

だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
許
六
と
し
て
は
、
其
角
は
、
才
縦
横
で
知
的
な

華
や
か
さ
を
も
つ
、
意
表
を
突
く
新
奇
さ
で
人
々
を
驚
か
せ
る
今
や
蕉
門
随
一

の
名
手
で
あ
る
と
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
去
来
に
と
っ
て
は
芭
蕉
が
残
し
た
蕉
門
と
い
う
一
俳
諧
流
派
が
、
そ

の
時
代
時
代
に
新
し
い
俳
風
を
お
こ
し
、
流
行
し
て
世
に
示
す
こ
と
が
重
要
で

あ
っ
た
。
さ
き
に
見
た
其
角
に
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
句
に
千
載
不
易
の
す
が

た
有
、
一
時
流
行
の
す
が
た
有
。
此
を
両
端
に
お
し
へ
給
へ
ど
も
、
そ
の
本
一

な
り
。
一
な
る
は
共
に
風
雅
の
誠
を
と
れ
ば
な
り
。
不
易
の
句
を
知
ら
ざ
れ
ば

本
立
が
た
く
、
流
行
の
句
を
学
び
ざ
れ
ば
風
あ
ら
た
な
ら
ず
。」
と
い
う
風
雅

の
誠
に
基
づ
く
俳
諧
と
、
芭
蕉
の
説
を
忠
実
に
伝
え
る
こ
と
が
去
来
の
使
命
で

あ
っ
た
。
中
村
幸
彦
氏
は
去
来
そ
の
人
を
「
熟
慮
断
行
、
所
信
を
ま
げ
ぬ
儒
教

的
な
筋
を
通
し
た
人
」
と
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。（「
去
来
雑
感
」『
中
村
幸
彦

著
述
集
九
』）
不
易
の
句
は
吐
く
け
れ
ど
も
流
行
の
「
か
る
み
の
句
」
に
移
ら

な
い
其
角
の
姿
勢
は
蕉
門
高
弟
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
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さ
て
芭
蕉
が
己
に
示
し
た
俳
諧
・
俳
論
が
蕉
風
の
す
べ
て
と
考
え
る
許
六
は
、

さ
ら
に
、
翁
の
前
で
不
易
の
句
、
流
行
の
句
、
と
意
識
し
、
案
じ
わ
け
て
句
を

作
っ
た
こ
と
は
な
く
、「
か
つ
て
流
行
・
不
易
を
貴
し
と
せ
ず
。」
と
ま
で
述
べ

て
い
る
。
こ
の
時
許
六
は
文
芸
に
は
そ
れ
以
前
に
も
っ
と
精
神
的
な
も
の
の
必

要
性
を
感
じ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。「
贈
落
柿
舎
去
来
書
」
は
同
年
十
二
月

に
去
来
が
長
文
の
「
答
許
子
問
難
弁
」
を
執
筆
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
許
六
の

「
不
易
流
行
」
を
尊
し
と
し
な
い
態
度
を
い
さ
め
る
こ
と
に
な
る
。

五　

去
来
「
答
許
子
問
難
弁
」
で
の
不
易
流
行

　

元
禄
十
年
十
二
月
の
去
来
返
書
「
答
許
子
問
難
弁
」
は
、
許
六
「
贈
落
柿
舎

去
来
書
」
を
三
十
章
に
わ
か
ち
、
逐
次
そ
の
問
い
に
答
え
、
芭
蕉
の
詞
を
伝
え

つ
つ
自
身
の
寄
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
、
芭
蕉
の
直
指
を
う
け
た
者
の
自
信
に
み

ち
た
返
書
で
あ
っ
た
。
重
要
な
も
の
は
、
①
其
角
に
対
す
る
評
価
と
②
不
易
流

行
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
許
六
が
「
諸
集
を
見
て
目
立
つ
も
の
は
其
角

の
句
で
あ
る
」
と
褒
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
去
来
は
「
感
心
せ
ず
」
と
言
い
切

る
。

　

許
六
は
其
角
の
新
奇
さ
、
華
麗
さ
に
重
き
を
お
く
が
、
去
来
の
目
に
は
芭
蕉

没
後
の
其
角
の
句
が
、
良
い
も
の
も
あ
る
が
益
々
奇
を
て
ら
い
あ
る
意
味
「
世

間
平
々
」
と
い
う
。
た
ま
た
ま
み
る
其
角
の
句
は
十
の
う
ち
良
い
も
の
は
二
、

三
。
そ
の
外
は
世
間
平
々
の
句
で
あ
る
、
と
。
当
時
去
来
が
手
掛
け
て
い
た
浪

化
の
撰
集
『
有
磯
海
・
と
な
み
山
』
に
寄
せ
た
其
角
の
句
「
千
人
が
手
を
欄
干

や
橋
涼
み
」「
寝
心
や
こ
た
つ
布
団
の
醒
め
ぬ
う
ち
」
な
ど
は
、
か
つ
て
の

『
い
つ
を
昔
』（
元
禄
三
年
其
角
編
）
の
「
か
ら
び
た
る
三
井
の
仁
王
や
冬
木

立
」「
新
月
や
い
つ
を
昔
の
男
山
」
と
い
っ
た
句
か
ら
す
る
と
平
々
の
句
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
元
禄
九
年
の
許
六
撰
『
韻
塞
』
所
収
の
「
饅
頭
で
人
を
尋
ね
よ

山
ざ
く
ら
」
な
ど
、
去
来
は
後
の
『
旅
寝
論
』
で
「
誰
を
尋
ね
く
る
べ
し
と
い

へ
る
句
と
な
ん
。
さ
り
と
て
は
い
ひ
た
ら
ず
」
と
批
判
し
て
い
る
。
頴
原
退
蔵

氏
は
「
去
来
の
評
し
た
如
き
句
意
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
所
詮
奇
を
追
う

た
の
み
で
、
詩
と
し
て
求
め
る
も
の
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
）
13
（
ぬ
」
と
さ

れ
る
。

　

次
に
「
不
易
流
行
」
に
関
し
て
、
許
六
が
「
趣
向
も
う
か
ば
ず
、
句
づ
く
り

も
出
る
前
に
、
不
易
の
句
、
流
行
の
句
と
取
沙
汰
す
る
の
は
湖
南
の
作
者
で
あ

る
」
と
非
難
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
去
来
は
「
当
風
を
願
う
こ
と
は
平
生
心
が

け
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
趣
向
や
句
作
と
前
後
を
論
じ
て
は
な
ら
な
い
」
と
許

六
と
同
意
見
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
日
頃
親
密
な
湖
南
・
京
都
の
俳
人
た
ち
の

こ
と
で
あ
る
だ
け
に
丁
寧
だ
が
や
や
過
剰
に
弁
明
し
て
い
る
。
他
、「
さ
び
・

し
お
り
」
の
問
題
、
惟
然
や
路
通
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
の
弁
護
な
ど
、
反

論
、
同
意
こ
も
ご
も
の
懇
切
な
返
書
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
句
な
ら
ん
と
す
る
時
、
或
は
新
古
の
風
出
来
る
。
そ
の
古
風
な

る
も
の
は
幾
度
も
掃
ひ
す
て
ゝ
、
た
だ
新
風
に
か
な
は
ん
と
す
。
新
風
漸
く
い

た
り
て
句
さ
だ
ま
る
。
し
か
れ
ば
、
流
行
を
お
も
ふ
事
は
趣
向
の
後
、
句
の
前

と
い
は
ん
か
。
又
不
易
は
…
…
」
等
々
、「
不
易
流
行
」
は
句
案
の
前
に
あ
る

の
で
は
な
く
句
案
の
過
程
に
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
は
創
作
の
過
程
を
許

六
に
明
か
す
こ
と
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
「
或
は
奉
納
・
賀
・
追
悼
・
賢
人
義
士

の
類
の
賛
の
ご
と
き
は
必
ず
不
易
を
以
て
句
案
ず
る
を
要
と
す
。
又
着
題
・
風

吟
・
或
は
他
門
の
人
に
対
し
て
当
流
を
ほ
の
め
か
し
、
或
は
新
風
に
お
し
う
つ
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ら
ん
と
稽
古
の
ご
と
き
、
皆
流
行
の
句
を
以
て
専
ら
に
案
ず
」
と
、
不
易
・
流

行
に
わ
け
て
句
を
作
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
秘
訣
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
「
不
易
流
行
」
に
関
連
し
て
「
一
句
の
姿
に
俳
諧
あ
ら
ば
捨
て
る

も
の
は
あ
る
ま
じ
」
と
い
う
許
六
の
言
に
「
阿
兄
思
は
ざ
る
の
甚
き
也
。
―
中

略
―
そ
の
用
捨
時
に
有
。」
と
厳
し
い
口
調
の
も
の
も
あ
る
が
、
蕉
門
の
後
進

に
違
い
な
い
許
六
に
は
有
益
で
去
来
の
厚
情
に
満
ち
た
「
答
許
子
問
難
弁
」
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
「
答
許
子
問
難
弁
」
に
手
ご
た
え
を
感
じ
、
力
を
得
た
許
六
は
、
さ
ら

に
元
禄
十
一
年
三
月
「
再
呈
落
柿
舎
先
生
」
を
、
膨
大
な
自
論
「
俳
諧
自
讃
之

論
」
と
「
自
得
発
明
弁
」
を
付
し
て
再
度
去
来
に
書
を
贈
る
。
こ
こ
に
己
が
俳

諧
を
悟
得
し
た
の
は
「
血
脈
の
所
」
で
あ
る
と
許
六
の
「
血
脈
論
」
が
登
場
し
、

去
来
の
考
え
る
「
不
易
流
行
」
と
は
別
の
資
質
の
問
題
を
挙
げ
て
く
る
。

予
が
大
悟
発
明
す
る
と
い
ふ
所
は
、
去
先
生
の
論
じ
給
ふ
不
易
・
流
行
の

二
つ
に
は
非
ず
。
―
中
略
―
俳
諧
の
底
を
打
ち
破
っ
て
眼
の
さ
や
を
は
づ

す
。
師
の
血
脈
を
大
悟
し
た
る
も
の
は
、
全
く
不
易
・
流
行
の
所
を
論
ぜ

ず
、
一
向
に
血
脈
を
失
な
は
ざ
る
所
を
本
意
と
す
。 （「
俳
諧
自
讃
之
論
」）

　

こ
の
元
禄
十
年
か
ら
元
禄
十
一
年
に
お
け
る
去
来
・
其
角
・
許
六
の
「
不
易

流
行
」
に
は
、
三
者
三
様
の
理
解
が
あ
る
。
去
来
の
伝
え
る
所
は
芭
蕉
が
説
い

た
「
不
易
」
と
「
流
行
」
は
正
風
と
変
風
で
あ
り
「
風
雅
の
誠
」
に
根
差
す
も

の
で
、
か
る
み
の
「
流
行
」
が
新
風
を
も
た
ら
す
。
其
角
は
「
不
易
」
を
知
れ

ば
流
行
は
お
の
ず
と
お
し
移
る
も
の
で
、
重
要
な
こ
と
は
俳
諧
の
「
幻
術
」
で

あ
る
と
考
え
る
。
許
六
の
場
合
は
そ
れ
以
前
に
伝
統
の
中
に
脈
打
つ
俳
諧
精
神

と
も
い
う
べ
き
血
脈
が
前
提
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
不
易
流

行
」
が
蕉
門
高
弟
間
に
あ
っ
た
。

　

許
六
が
「
再
呈
落
柿
舎
先
生
」
他
の
自
論
を
去
来
に
披
歴
し
、
そ
の
批
評
賛

同
を
も
と
め
る
気
持
ち
は
切
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
当
時

去
来
は
健
康
を
害
し
、「
再
呈
落
柿
舎
先
生
」
と
付
論
は
去
来
に
あ
ず
け
た
ま

ま
と
な
っ
て
『
俳
諧
問
答
』
は
終
わ
っ
た
。

六　
『
俳
諧
問
答
』
の
そ
の
後

　

元
禄
十
一
年
九
月
に
許
六
は
初
め
て
の
俳
論
書
『
篇
突
』
を
李
由
と
の
共
撰

で
井
筒
屋
庄
兵
衛
よ
り
刊
行
し
た
。『
篇
突
』
は
歳
旦
を
は
じ
め
主
要
な
季
題

に
つ
い
て
そ
の
式
目
・
格
式
な
ど
を
示
す
作
法
書
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
『
篇

突
』
は
「
再
呈
落
柿
舎
先
生
」
に
付
さ
れ
た
「
俳
諧
自
讃
之
論
」
と
「
自
得
発

明
弁
」
再
説
の
書
で
あ
っ
て
自
論
の
「
血
脈
説
」
も
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
登
場

す
る
。

　

こ
の
『
篇
突
』
は
発
刊
後
井
筒
屋
よ
り
す
み
や
か
に
長
崎
に
あ
っ
た
去
来
の

も
と
に
『
続
有
磯
海
』『
泊
船
集
』
と
と
も
に
送
ら
れ
、
最
も
読
ん
で
ほ
し
い

去
来
や
長
崎
の
卯
七
・
魯
丁
・
素
行
・
牡
年
と
い
う
真
摯
な
蕉
門
俳
人
達
の
手

に
お
ち
た
。

　
『
篇
突
』
を
読
む
傘
下
の
俳
人
達
の
質
問
に
答
え
る
ま
ま
、
去
来
は
未
来
の

『
去
来
抄
』
に
つ
な
が
る
初
め
て
の
俳
論
書
、『
旅
寝
論
』
を
元
禄
十
二
年

（1699
）
三
月
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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注
１　

芭
蕉
が
元
禄
二
年
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
を
通
し
て
開
眼
し
た
と
い
わ
れ
、
同

年
冬
か
ら
門
人
間
に
説
い
た
蕉
風
俳
諧
の
根
本
理
念
。
不
易
と
は
永
遠
不
変
、
流
行

は
刻
々
の
変
化
を
意
味
す
る
。
両
者
は
実
は
同
一
で
、
と
も
に
風
雅
の
誠
に
も
と
づ

く
も
の
だ
と
い
う
。
宇
宙
の
根
源
的
主
宰
者
と
し
て
の
「
造
化
」
の
、
恒
常
不
変
の

原
理
を
「
理
」、
生
成
創
造
の
活
動
力
を
「
気
」
と
し
、
そ
の
本
体
を
「
誠
」
と
す
る

宋
学
の
考
え
に
基
づ
く
。（
俳
文
学
大
辞
典
）

２　

貞
享
元
年
（1684
）
上
方
旅
行
中
の
其
角
を
知
っ
て
蕉
風
に
近
づ
き
、
や
が
て
文

通
に
よ
り
芭
蕉
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
貞
享
三
年
『
其
角
歳
旦
帳
』、

『
蛙
合
』
に
入
集
。

３　

尾
形
仂
『
芭
蕉
の
本
七
・
風
雅
の
ま
こ
と
・
か
る
み
』。
南
信
一
『
総
釈
去
来
の
俳

論
』
な
ど

「
軽
み
」
に
関
す
る
教
説
は
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
を
終
え
た
上
方
滞
留
の
間
、

不
易
流
行
論
と
相
即
す
る
形
で
提
示
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
い

う
な
ら
ば
「
軽
み
」
は
、
不
易
流
行
論
に
も
と
づ
く
具
体
的
な
実
践
の
指
標

だ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。 

（
尾
形
仂
・『
俳
句
・
俳
論
・
三
冊
子
』）

４　
「
尚
白
、
こ
れ
も
上
方
の
高
弟
也
。
師
説
を
久
し
く
へ
だ
て
た
れ
は
、
弥や
ゝ

旧
染
の
病

発
し
た
り
」（
同
門
評
判
）。「
そ
の
内
に
大
津
尚
白
に
両
度
対
し
て
大
意
を
求
む
。
猶

微
細
の
所
は
集
を
も
っ
て
毎
日
探
る
―
―
中
略
―
―
そ
の
後
予
東
武
に
官
遊
し
て
其

角
に
両
席
会
す
。
俳
諧
稽
古
の
為
益
な
し
。」（
俳
諧
自
讃
之
論
）。

５　

李
由　

本
名
河
野
通
賢
。
森
川
許
六
の
雅
友
。
彦
根
近
郊
平
田
村
明
照
寺
第
十
四

世
住
職
。
元
禄
四
年
嵯
峨
落
柿
舎
で
芭
蕉
門
入
門
。『
韻
塞
』、『
篇
突
』、『
宇
陀
法

師
』
を
許
六
と
共
撰
し
た
。
宝
永
二
年
没
。
去
来
が
後
見
し
て
い
た
井
波
の
浪
化
と

も
交
わ
り
が
厚
か
っ
た
。

６　

元
禄
七
年
六
月
十
六
日
付
許
六
宛
芭
蕉
書
簡

７　

元
禄
十
年
閏
二
月
去
来
は
其
角
に
「
贈
晋
子
其
角
書
」
を
贈
り
、「
蕉
門
高
弟
で
あ

る
其
角
子
が
不
易
の
句
に
つ
い
て
は
た
い
へ
ん
勝
れ
て
い
る
の
に
、
流
行
の
句
に
お

も
む
き
が
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
師
芭
蕉
の
教
え
を
等
閑
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
蕉
門
門
人
た
ち
は
混
乱
を
し
て
い
る
」
と
難
詰
。
其
角
は
こ
れ
に
返
書
を

せ
ず
、
同
年
九
月
に
書
簡
を
改
変
し
て
「
贈
晋
渉
川
先
生
書
」
と
名
を
変
え
、
自
撰

の
『
末
若
葉
』
跋
文
と
し
て
掲
載
し
た
。
こ
れ
に
対
し
去
来
門
の
風
国
が
同
年
九
月

選
集
『
菊
の
香
』
に
「
贈
晋
渉
川
先
生
書
」
と
去
来
の
「
贈
晋
子
其
角
書
」
正
文
を

並
べ
て
公
表
し
、
許
六
が
寓
目
。
同
年
冬
去
来
へ
書
簡
を
出
す
に
い
た
っ
た
。

８　

延
宝
九
年
一
月
に
京
都
信
徳
ら
の
『
七
百
五
十
韻
』
を
継
い
で
千
句
万
尾
さ
せ
た

も
の
。
連
中
は
芭
蕉
・
其
角
・
才
麿
・
揚
水
。
俳
諧
革
新
を
す
す
め
た
高
い
評
価
の

選
集
。
の
ち
の
蕉
風
に
は
遠
い
が
「
贈
晋
子
其
角
書
」
に
「
師
の
風
雅
見
及
ぶ
と
こ

ろ
次
韻
に
あ
ら
た
ま
り
」
と
あ
る
。

　

許
六
俳
諧
選
集
『
韻
塞
』（
元
禄
九
年
十
二
月
序
）
へ
の
投
句
に
関
す
る
書
簡
と
考
え

ら
れ
る
。（
今
栄
蔵
「
連
歌
俳
諧
研
究
四
十
三
」）　
（
個
人
蔵
・
真
蹟
）

９　
「「
不
易
流
行
」
論
争
の
発
端
―
「
贈
其
角
先
生
書
』
に
対
す
る
其
角
加
筆
」
山
下

一
海
・『
国
文
学
８
巻
５
号
・
昭
和
38
年
４
月
』

10　
「
其
角
の
不
易
流
行
観
」
牧
藍
子
『
東
大
』
国
分
学
論
集
第
三
号
』
二
〇
〇
八
年
五

月
11　
「
俳
諧
自
讃
之
論
」

12　

大
津
に
乙
州
・
智
月
、
膳
所
に
曲
翠
・
正
秀
・
洒
堂
ら
が
あ
り
、
京
都
に
は
去
来

は
じ
め
風
国
や
野
明
ら
が
い
た
。

13　
「
其
角
」
頴
原
退
蔵
『
芭
蕉
と
門
人
』
昭
和
五
四
年
十
月

参
考
論
文
・
図
書

「
蕉
風
俳
諧
の
形
成
と
展
開
」
尾
形
仂　
『
尾
形
仂
国
文
学
論
集
』
平
成
二
十
三
年
二
月

「
芭
蕉
俳
論
の
展
開
」
山
下
一
海　
『
芭
蕉
の
本
七
・
風
雅
の
ま
こ
と
』
昭
和
四
十
五
年

九
月

「
其
角
」「
去
来
」「
許
六
」
頴
原
退
蔵
『
芭
蕉
と
門
人
』
昭
和
五
十
四
年
五
月

『
俳
文
学
大
辞
典
』

『
去
来
先
生
全
集
』
昭
和
五
十
七
年
九
月

『
古
典
俳
文
学
全
集
一
〇
』

『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
33
巻　

俳
句
・
俳
論
』
昭
和
五
十
二
年
十
月

「
猿
蓑
序
文
」
其
日
庵
錦
江　
『
風
俗
文
選
通
釈
』
所
収　

昭
和
四
年
九
月

（
ふ
じ
い
・
み
ほ
こ　

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）
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去
来
・
許
六　

風
交
と
論
評
の
年
譜

1694
元
禄
七
年
十
月
十
二
日　

芭
蕉
没

1695

元
禄
八
年
一
月
十
九
日　

許
六
あ
て
書
簡

　
　
　
　
　
　

 
応
〳
〵
と
い
へ
ど
敲
く
や
雪
の
門
去
来
（
不
易
に
し
て
流
行

の
た
ヾ
中
を
得
た
り
・
丈
草
）

　
　
　
　
　
　

去
来
「
不
玉
宛
書
簡
」

1696

元
禄
九
年
許
六
李
由
共
撰
『
韻
塞
』

1697

元
禄
十
年
閏
二
月　

 「
贈
晋
子
其
角
書
」
去
来
は
不
易
流
行
説
を
論
拠
に

其
角
を
難
詰

　
　
　
　
　
　
　

五
月　
『
末
若
葉
』
其
角
は
前
書
を
改
削
跋
に
し
て
公
表

　
　
　
　
　
　
　

九
月　

 『
菊
の
香
』
風
国
、『
末
若
葉
』
跋
と
去
来
正
文
を

掲
載
。

　
　
　
　
　
　
　

冬　
　

 「
贈
落
柿
舎
去
来
書
」
許
六
は
芭
蕉
没
後
、
蕉
門
を

僭
称
す
る
俳
人
達
や
蕉
門
選
集
の
杜
撰
を
憂
え
る
。

ま
た
湖
南
京
師
の
門
人
が
い
た
ず
ら
に
「
不
易
流

行
・
さ
び
・
し
お
り
」
を
唱
え
真
の
俳
諧
を
忘
却

し
て
い
る
と
非
難

　
　
　
　
　
　
　

十
二
月 「
答
許
子
問
難
弁
」
去
来
は
許
六
の
「
不
易
流
行
・

さ
び
・
し
お
り
」
を
尊
し
と
し
な
い
態
度
を
い
さ

め
る
。

1698

元
禄
十
一
年
三
月　

 「
再
呈
落
柿
舎
先
生
」
付
「
俳
諧
自
讃
之
論
」・「
自

得
発
明
弁
」・「
同
門
評
判
」

　
　
　
　
　
　
　

六
月
下
旬　

 

去
来
は
郷
里
長
崎
に
帰
郷
、
翌
十
二
年
十
月

上
旬
ま
で
滞
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

九
月　
　
　

許
六
『
篇
突
』
井
筒
屋
庄
兵
衛
よ
り
刊
行

　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
以
降　

 

長
崎
の
去
来
の
も
と
へ
『
続
有
磯
海
』『
泊

船
集
』『
篇
突
』
が
送
ら
れ
る
。

1699

元
禄
十
二
年
三
月　
『
旅
寝
論
』
成
立

　
　
　
　
　
　
　

九
月
十
六
日　

 

怒
風
、
長
崎
で
去
来
・
野
坡
と
一
座
。『
旅

寝
論
』
を
写
す
か
（
居
鳳
奥
書
）

　
　
　
　
　
　
　

九
月
末　

去
来
出
立
十
月
帰
洛

1700

元
禄
十
三
年
三
月
十
二
日　

芭
蕉
七
回
忌
取
越
し
追
善
興
行

1701

元
禄
十
四
年

1702

元
禄
十
五
年　

 

李
由
・
許
六
『
宇
陀
法
師
』
を
刊
行
。
俳
諧
選
集
法
と

頭
書
す
る
。

1704

宝
永
元
年
九
月
十
日　

去
来
没

　
　
　
　
　
　

九
月
十
五
日　

許
六
、
去
来
宛
書
簡
を
認
め
る
も
出
状
せ
ず

1705

宝
永
二
年　

李
由
没

1717

享
保
二
年　

豊
後
日
田
・
鳳
岡
写
『
許
去
論
評
解
』
成
る

1723

享
保
八
年　

中
村
逸
丸
『
篇
突
』『
許
去
論
評
解
』
を
写
す
か

1728

享
保
十
三
年
『
落
柿
舎
旅
寝
誹
論
』
居
鳳
写
・
九
大
）

1761

宝
暦
十
一
年
『
去
来
湖
東
問
答
』
松
村
桃
鏡
（
刊
本
）




