
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
古
代
か
ら
中
世
へ

と
時
代
が
転
変
し
て
も
「
神
国
」
と
い
う
言
葉
と
文
脈
が
継
承
さ
れ
て
い

る
限
り
古
代
か
ら
の
連
続
面
に
も
留
意
し
て
分
析
を
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
著
書
の
最
後
に
「
顕
密
体
制
論
の
現
在
ｌ
黒
田
俊
雄
氏
の
批
判
に

よ
せ
て
ｌ
」
と
題
す
る
補
論
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
黒
田
氏
が
『
日
本
中

世
の
社
会
と
宗
教
』
に
お
い
て
、
佐
藤
氏
へ
の
批
判
に
対
し
佐
藤
氏
が
執

筆
し
た
反
論
で
あ
る
。
黒
田
氏
に
傾
倒
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
佐
藤
氏

の
衝
撃
は
想
像
す
る
に
余
り
あ
る
。
黒
田
氏
の
批
判
は
短
編
の
論
文
で
あ

り
佐
藤
氏
の
論
の
具
体
的
な
引
用
な
ど
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の

真
意
は
第
三
者
に
理
解
し
か
ね
る
点
が
多
々
あ
る
。
一
方
で
佐
藤
氏
の
反

論
も
簡
略
す
ぎ
て
う
ま
く
噛
み
合
っ
て
な
い
点
も
あ
る
。
黒
田
氏
の
生
前

に
存
分
論
争
を
闘
わ
す
機
会
が
あ
っ
た
ら
と
叶
わ
ぬ
な
が
ら
願
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
最
近
顕
密
体
制
論
を
め
ぐ
っ
て
末
木
文
美
士
氏
が
平
雅
行

氏
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
（
末
木
氏
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
』
〈
法
蔵
館
〉
）
を
、

佐
藤
氏
は
ど
う
読
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
興
味
が
あ
る
。

以
上
、
評
者
の
無
知
蒙
昧
に
加
え
て
佐
藤
氏
の
研
究
分
野
や
方
法
論
と

若
干
隔
た
り
が
あ
る
た
め
、
体
系
的
で
踏
み
込
ん
だ
批
評
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
お
詫
び
し
た
い
。
甚
だ
見
当
違
い
の
論
評
や
批
判
も
あ
る
か
と

怖
れ
る
が
、
苦
し
紛
れ
に
思
う
と
こ
ろ
を
率
直
に
述
べ
さ
せ
て
頂
い
た
。

失
礼
に
及
ん
だ
点
が
あ
れ
ば
偏
に
お
許
し
願
い
た
い
。

（
北
九
州
大
学
助
教
授
）

思
想
史
に
お
い
て
中
世
は
、
多
様
で
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
錯
綜
し
た
時

期
で
あ
る
と
い
え
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
仏
教
の
新
宗
派
が
次
々
と
起
こ
り
、

旧
仏
教
と
対
時
し
な
が
ら
信
者
の
拡
大
を
図
っ
て
い
た
。
室
町
時
代
に
は

こ
の
中
か
ら
特
に
臨
済
禅
が
幕
府
と
結
び
つ
き
な
が
ら
芸
術
に
も
強
い
影

響
を
与
え
た
。
神
祇
信
仰
も
仏
教
と
絡
み
つ
つ
、
新
た
な
側
面
を
見
せ
は

じ
め
、
外
来
の
儒
教
や
老
荘
思
想
も
無
視
で
き
な
い
存
在
と
し
て
文
化
の

底
流
に
流
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
世
の
思
想
は
個
別
的
に
研
究
の
対
象

に
は
な
っ
て
い
た
が
、
よ
り
根
元
的
に
歴
史
や
政
治
の
思
想
と
し
て
正
面

か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
ひ
と
え
に
問
題
の
複
雑
さ
ゆ
え

で
あ
ろ
う
。

本
書
は
こ
う
し
た
現
状
に
か
ん
が
み
て
、
中
世
に
お
け
る
思
想
の
究
明

を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
定
め
た
視
点
は
、
中
世
の
人
々
が
歴

史
と
は
何
か
、
政
治
と
は
何
か
、
と
い
う
命
題
に
い
か
に
解
答
し
た
か
、

と
い
う
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
に
当
た
っ

て
、
超
越
者
と
人
間
の
関
係
論
、
普
遍
と
特
殊
の
関
係
論
を
座
標
軸
に
置

い
て
い
る
。
石
田
一
良
氏
が
樹
立
し
た
文
化
史
学
の
方
法
を
強
く
意
識
し

玉
懸
博
之
済

『
ｎ
本
中
世
思
想
史
研
究
』

（
ぺ
り
か
ん
社
．
一
九
九
八
年
）

八
木
聖
弥
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な
が
ら
、
な
お
か
つ
石
田
氏
が
論
じ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
分
野
に
新
た

な
頁
を
加
え
た
論
考
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
「
中
世
」
の
語
に
つ
い
て
は

石
田
氏
の
論
と
は
相
違
す
る
が
。

さ
て
、
本
書
は
大
き
く
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
「
Ｉ
歴
史
観
」
と

し
て
４
編
、
「
Ⅱ
政
治
観
」
と
し
て
５
編
、
付
論
１
編
を
収
め
る
。
以
下
、

各
論
を
概
観
し
て
み
た
い
。

「
日
蓮
の
歴
史
観
Ｉ
そ
の
承
久
の
乱
に
対
す
る
論
評
を
め
ぐ
っ
て
」

で
は
、
古
代
の
終
焉
を
告
げ
る
承
久
の
乱
に
対
し
て
日
蓮
が
ど
の
よ
う
に

解
釈
し
た
か
を
論
じ
る
。
著
者
は
承
久
の
乱
に
お
い
て
後
烏
羽
上
皇
が
破

れ
た
原
因
を
、
彼
が
法
華
経
を
守
護
せ
ず
、
邪
法
た
る
真
言
を
重
ん
じ
た

ゆ
え
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
つ
ま
り
後
烏
羽
上
皇
は
「
誇
法
」
に
よ
っ

て
治
罰
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
に
か
わ
っ
て
為
政
者

と
な
っ
た
の
は
北
条
氏
で
あ
る
が
、
日
蓮
は
承
久
の
乱
に
よ
っ
て
日
本
の

国
王
な
い
し
国
主
が
天
皇
家
か
ら
北
条
氏
に
移
っ
た
と
み
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
や
が
て
北
条
氏
も
ま
た
誇
法
者
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
は
日
本
人
す

べ
て
が
誇
法
者
と
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
、
元
冠
へ
と
流
れ
て
い
く
と
日
蓮

は
考
え
た
。
こ
こ
で
著
者
は
日
蓮
の
歴
史
観
の
考
察
を
行
う
。
日
蓮
は
釈

迦
仏
が
主
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
、
日
本
の
国
も
神
や
王
も
す
べ
て

は
従
で
あ
る
と
い
う
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
と
い
い
、
世
の
治
乱
は
儒
教

的
な
政
道
観
で
は
な
く
、
人
間
が
仏
法
を
正
し
く
受
持
す
る
か
い
な
か
に

よ
る
と
考
え
て
い
た
と
す
る
。
著
者
は
日
蓮
に
儒
教
の
影
響
は
少
な
い
と

い
う
が
、
こ
う
し
た
主
従
関
係
の
考
え
方
と
儒
教
思
想
の
関
係
ｌ
直

接
・
間
接
を
問
わ
ず
ｌ
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
中
世
神
道
家
の
歴
史
思
想
Ｉ
慈
遍
の
「
救
済
史
」
の
構
想
を
め
ぐ
っ

て
」
は
、
反
本
地
垂
通
説
の
思
想
家
と
し
て
名
高
い
慈
遍
を
取
り
上
げ
、

彼
が
超
越
者
と
人
間
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
に
つ
い

て
「
救
済
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
考
察
し
た
論
考
で
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と

慈
遍
の
構
想
し
た
「
救
済
」
の
歴
史
は
三
期
に
分
か
れ
、
第
一
期
（
神
代
）

は
神
・
神
道
に
よ
る
「
救
済
」
、
第
二
期
（
人
代
）
は
神
の
意
志
・
計
ら

い
を
前
提
に
し
た
仏
・
仏
教
に
よ
る
「
救
済
」
、
第
三
期
（
当
代
）
は
神
・

神
道
に
よ
る
「
救
済
」
の
復
活
、
と
な
る
。
神
道
家
の
歴
史
観
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
だ
け
に
貴

重
な
論
考
で
あ
る
。
「
救
済
」
の
歴
史
を
三
期
に
分
け
る
手
法
は
、
慈
遍

の
時
代
区
分
論
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
当
然
な
が
ら
神
に

よ
る
「
救
済
」
と
い
う
よ
う
に
神
道
中
心
主
義
の
思
想
と
い
え
る
が
、
他

の
神
道
家
は
「
救
済
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
、
ま
た
三

期
の
な
か
で
大
部
分
は
第
二
期
と
な
る
が
、
こ
の
時
期
が
神
の
計
ら
い
を

前
提
と
し
な
が
ら
も
仏
に
よ
る
「
救
済
」
と
考
え
た
の
は
、
神
道
家
に
と

っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
る

五
句
ノ
○

「
『
神
皇
正
統
記
』
の
歴
史
観
」
は
、
北
畠
親
房
の
神
道
的
歴
史
観
を
明

ら
か
に
し
た
も
の
。
ま
ず
『
神
皇
正
統
記
』
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
の
歴
史

思
想
を
概
観
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
展
開
を
前
世
の
因
縁
に
よ

る
と
考
え
る
宿
世
史
観
、
人
間
の
道
徳
に
求
め
る
道
徳
史
観
、
王
法
滅
亡

意
識
と
反
伝
統
的
行
為
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
親
房
の
思
想
は
い
ず
れ

に
も
属
さ
ず
、
神
意
の
展
開
に
よ
る
「
一
な
る
歴
史
」
と
み
な
し
た
。
神
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意
の
働
き
は
超
人
為
的
側
面
と
道
徳
的
側
面
を
持
ち
、
前
者
が
後
者
を
包

括
す
る
と
い
う
。
こ
の
法
則
に
よ
っ
て
歴
史
は
変
化
し
、
合
致
し
な
い
と

き
は
滅
亡
す
る
と
み
る
も
、
王
法
に
関
し
て
は
不
滅
で
あ
り
、
歴
史
に
価

値
の
転
換
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
『
神
皇
正
統

記
』
研
究
が
、
と
も
す
れ
ば
冒
頭
の
神
国
思
想
や
武
家
政
権
の
評
価
に
重

き
を
お
く
考
察
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
著
者
は
き
わ
め
て
客
観
的
に
親

房
の
思
想
を
分
析
し
て
い
る
。

「
『
梅
松
論
』
の
歴
史
観
」
は
、
歴
史
思
想
の
側
面
か
ら
『
梅
松
論
』
を

考
察
し
た
も
の
。
こ
こ
で
も
他
の
歴
史
書
が
承
久
の
乱
を
ど
の
よ
う
に
評

価
し
て
い
る
か
か
ら
論
が
展
開
さ
れ
る
。
『
梅
松
論
』
は
他
書
と
違
い
、

武
士
の
反
抗
の
根
拠
を
、
為
政
者
は
天
下
万
民
の
た
め
に
徳
政
を
行
う
べ

き
で
あ
る
と
い
う
普
遍
的
な
規
範
に
求
め
た
こ
と
を
指
摘
、
不
徳
な
る
も

の
が
天
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
、
有
徳
な
る
も
の
が
天
に
扶
け
ら
れ
た
と
い

う
視
点
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
要
す
る
に
武
士
政
権

の
依
拠
す
る
と
こ
ろ
は
、
儒
教
に
基
づ
く
徳
治
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
諸
論
考
に
も
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
歴
史
書
な
い
し

思
想
書
の
特
殊
性
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
作
者
の
お
か
れ
た
立
場
と
深
い

関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
定
の
人
物
を
比
定
し
え
な
い
場
合
で
も
、

内
部
徴
証
か
ら
作
者
の
周
辺
は
浮
か
び
上
が
る
は
ず
で
あ
り
、
な
に
ゆ
え

彼
が
他
と
は
相
違
す
る
思
想
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
か
、
こ
の
点
の
考
証

が
不
可
欠
で
は
な
か
ろ
う
か
。
付
論
で
『
梅
松
論
』
の
作
者
に
つ
い
て
の

考
察
が
な
さ
れ
る
が
、
や
は
り
分
断
さ
れ
る
と
読
者
は
理
解
し
に
く
い
の

で
は
な
い
か
。

「
鎌
倉
武
家
政
権
と
政
治
思
想
」
で
は
、
源
頼
朝
・
実
朝
、
北
条
泰
時
・

時
頼
お
よ
び
得
宗
専
制
期
を
取
り
上
げ
て
、
武
家
政
権
の
政
治
思
想
の
展

開
を
あ
と
づ
け
る
。
頼
朝
政
権
で
は
寿
永
二
年
を
画
期
と
し
て
考
察
、
み

ず
か
ら
清
和
天
皇
を
祖
と
す
る
源
氏
嫡
流
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
、

皇
室
の
尊
厳
性
を
軸
と
す
る
伝
統
的
な
政
治
思
想
を
濃
厚
に
受
け
継
い
で

い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
朝
政
権
で
は
、
彼
が
後
鳥
羽
院
の

忠
実
な
臣
下
で
あ
っ
た
と
い
う
。
頼
朝
に
お
け
る
皇
室
へ
の
尊
厳
と
、
実

朝
に
お
け
る
皇
室
へ
の
忠
誠
は
、
あ
ま
り
に
も
異
質
で
あ
る
が
、
同
じ
源

氏
の
嫡
流
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
る
の
か
。

両
者
の
人
格
の
相
違
に
の
み
解
答
を
求
め
る
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。
い
う

ま
で
も
な
く
二
代
将
軍
は
頼
家
で
あ
る
が
、
頼
朝
か
ら
頼
家
・
実
朝
へ
政

治
思
想
の
継
承
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
か
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
点
、

疑
問
と
し
て
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
承
久
の
乱
を
経
て
政
権
を
担
っ
た
の

は
北
条
氏
で
あ
っ
た
。
北
条
泰
時
政
権
は
頼
朝
時
代
と
は
異
な
り
、
在
地

御
家
人
層
に
よ
る
合
議
制
が
採
用
さ
れ
る
。
古
代
か
ら
の
伝
統
的
な
政
治

思
想
を
払
拭
し
、
新
し
い
政
治
理
念
が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
。
合
議
制
を
行

う
際
の
基
準
は
「
道
理
」
で
あ
っ
た
。
著
者
は
「
貞
永
式
目
」
か
ら
「
道

理
」
の
概
念
を
丁
寧
に
位
置
づ
け
る
。
さ
ら
に
時
頼
の
時
代
に
な
っ
て
、

儒
教
の
理
世
・
撫
民
思
想
が
幕
府
存
立
の
根
拠
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
、

続
く
得
宗
専
制
期
に
お
い
て
も
儒
教
的
政
道
論
・
徳
治
思
想
が
受
容
さ
れ

る
。
北
条
氏
は
政
治
思
想
が
う
ま
く
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
南
北
朝
期
の
公
家
の
政
治
思
想
の
一
側
面
ｌ
北
畠
親
房
・
二
条
良

基
に
お
け
る
儒
教
的
徳
治
論
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
承
久
の
乱
以
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降
、
武
家
の
政
治
思
想
と
な
っ
た
儒
教
の
徳
治
主
義
に
対
し
て
、
公
家
の

親
房
・
良
基
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
論
じ
た
も
の
。
儒
教
で
は
正

し
い
政
道
を
行
う
者
が
血
統
に
関
わ
り
な
く
政
治
を
担
当
す
る
資
格
が
あ

る
と
み
な
す
。
親
房
は
こ
れ
に
対
し
て
、
天
皇
の
「
特
殊
な
相
対
化
」
を

創
出
し
、
武
士
と
同
列
化
さ
せ
ず
、
天
皇
は
そ
の
祖
先
神
に
よ
っ
て
特
殊

な
地
位
を
保
証
さ
れ
る
と
考
え
た
。
良
基
は
神
孫
為
君
説
な
ど
の
伝
統
的

諸
観
念
を
儒
教
的
徳
治
主
義
の
思
想
の
な
か
に
包
摂
な
い
し
吸
収
さ
せ
た

と
い
う
。
両
者
の
立
場
の
違
い
が
そ
の
ま
ま
思
想
と
な
っ
て
現
れ
た
感
が

す
る
が
、
よ
り
現
実
的
に
は
良
基
の
融
合
説
が
以
後
の
政
治
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

「
中
世
神
道
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
ｌ
慈
遍
の
日
本
神
国
観
を
め
ぐ

っ
て
」
は
、
先
の
「
中
世
神
道
家
の
歴
史
思
想
ｌ
慈
遍
の
「
救
済
史
」
の

構
想
を
め
ぐ
っ
て
」
と
も
通
底
す
る
論
考
。
神
道
家
・
慈
遍
が
国
家
と
宗

教
と
の
関
わ
り
を
い
か
に
考
え
て
い
た
か
を
分
析
す
る
。
慈
遍
は
日
本
国

を
本
に
し
て
尊
、
諸
外
国
を
末
に
し
て
卑
と
す
る
国
際
的
秩
序
、
天
皇
を

上
に
し
て
尊
、
民
を
下
に
し
て
卑
と
す
る
国
内
的
秩
序
を
基
本
に
、
天
皇

は
神
意
を
受
け
て
地
上
世
界
全
体
の
主
で
あ
り
、
神
意
を
受
け
て
広
く

天
・
地
・
人
の
三
才
の
運
行
に
も
責
任
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
み
て
い
た

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
上
下
な
い
し
本
末
と
い
う
構
図
で
世
界
を

と
ら
え
る
手
法
は
、
少
な
か
ら
ず
儒
教
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
当
時
の
仏
教
者
の
国
家
観
と
は
異
質
で
あ
る
。
著
者
自
身
も
い
う

よ
う
に
、
慈
遍
の
思
想
が
他
の
神
道
家
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、

さ
ら
に
は
為
政
者
が
慈
遍
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
、
さ
ら

に
興
味
は
広
が
っ
て
い
く
。

「
夢
窓
疎
石
と
初
期
室
町
政
権
」
は
、
足
利
氏
と
深
い
関
係
に
あ
り
、

多
く
の
弟
子
を
擁
し
て
思
想
界
に
不
動
の
地
位
を
築
い
た
夢
窓
を
取
り
上

げ
る
。
著
者
の
指
摘
は
明
確
に
四
点
に
及
ぶ
。
第
一
は
夢
窓
が
仏
法
を
世

法
な
い
し
王
法
に
優
越
さ
せ
、
世
俗
の
政
治
権
力
者
を
相
対
的
権
威
し
か

も
ち
え
ぬ
も
の
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
夢
窓
が
伝
統
的
秩
序
観

を
受
け
入
れ
て
、
天
皇
を
君
、
足
利
氏
を
臣
と
み
な
す
と
同
時
に
、
一
切

の
権
力
者
は
仏
の
下
で
は
同
列
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
。
安
国

寺
・
利
生
塔
・
天
龍
寺
の
建
立
は
一
切
の
生
き
物
に
悟
り
を
も
た
ら
し
、

も
っ
て
世
の
平
安
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
。
第
四
に
夢
窓
の
思
想

が
尊
氏
・
直
義
の
思
想
と
共
通
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
従
来
の

研
究
に
は
み
ら
れ
な
い
方
法
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
結

論
は
説
得
力
を
持
つ
。
た
だ
、
い
く
つ
か
疑
問
も
残
る
。
た
と
え
ば
、
夢

窓
は
足
利
氏
だ
け
で
は
な
く
、
北
条
氏
や
後
醍
醐
天
皇
な
ど
と
も
結
び
つ

き
政
権
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
説
の
分

か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
は
「
夢
窓
が
外
護
者
を
乗
り
換
え
た
の
は
、

仏
法
至
上
の
立
場
を
彼
が
放
棄
し
て
時
の
権
力
者
に
追
随
し
た
結
果
で
は

な
く
、
逆
に
仏
法
至
上
の
見
地
か
ら
仏
法
興
隆
の
役
割
を
果
た
し
う
る
人

物
を
主
体
的
・
能
動
的
に
探
求
・
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て

い
る
。
し
か
し
、
夢
窓
自
身
は
名
利
を
欲
し
な
い
と
い
い
（
『
夢
中
問
答
集
』
）
、

為
政
者
の
側
か
ら
夢
窓
に
近
づ
い
て
き
た
事
実
を
考
え
る
と
、
「
外
護
者

を
乗
り
換
え
た
」
と
の
表
現
に
違
和
感
を
覚
え
る
。
ま
た
安
国
寺
・
利
生

塔
・
天
龍
寺
の
建
立
は
一
切
の
生
き
物
に
悟
り
を
も
た
ら
す
と
い
う
問
題
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も
、
こ
の
時
期
『
太
平
記
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
怨
霊
が
跳
梁
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
夢
窓
が
一
切
の
戦
没
者
の
霊
を
弔
う
こ
と
に
よ
っ
て
世
の
平
安

が
訪
れ
る
と
考
え
た
（
怨
親
平
等
の
法
門
）
点
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
篠

崎
勝
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
華
厳
思
想
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
天
龍
寺
創
建
の
問
題
は
、
後
醍
醐
天
皇

の
霊
を
い
か
に
扱
う
か
、
い
い
か
え
れ
ば
夢
窓
が
「
天
皇
」
を
い
か
に
位

置
づ
け
て
い
た
か
を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
著
者
は
夢
窓

の
思
想
が
尊
氏
・
直
義
の
思
想
と
合
致
す
る
と
指
摘
し
た
が
、
尊
氏
と
直

義
の
間
に
思
想
的
差
異
が
な
い
の
か
検
討
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は

い
え
、
こ
れ
ま
で
禅
僧
と
し
て
の
側
面
の
み
が
注
目
さ
れ
て
い
た
夢
窓
を
、

政
治
思
想
と
の
関
連
で
と
ら
え
な
お
し
た
論
考
は
画
期
的
で
あ
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
室
町
政
権
の
確
立
・
完
成
と
政
治
思
想
ｌ
足
利
義
満
治
世
期
を
め

ぐ
っ
て
」
は
、
前
稿
を
う
け
て
、
足
利
義
満
政
権
の
政
治
思
想
を
考
察
す

る
。
初
期
室
町
政
権
は
儒
教
の
徳
治
主
義
宥
徳
者
為
君
説
・
治
世
安
民
論
・

易
姓
革
命
論
）
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
な
く
、

有
徳
者
執
政
論
（
有
徳
に
し
て
治
世
安
民
を
実
現
し
う
る
者
が
、
実
質
的
に
君

主
と
し
て
政
を
執
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
考
え
）
と
い
う
形
で
受
け
取

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
義
満
は
み
ず
か
ら
の
政
治
行
為

を
思
想
的
に
根
拠
づ
け
を
し
、
さ
ら
に
義
満
治
世
後
半
に
至
っ
て
、
儒
教

の
徳
治
主
義
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
義
満
が
皇
位
慕
奪
を
図
っ

た
結
果
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
義
満
自
身
に
ど
れ
ほ
ど
徳
治
主
義
が
意
識

さ
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
周
辺
の
禅
僧
の
間
で
の
政
治

思
想
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
義
満
個
人
に
対
し
て
の
意
識
で
あ
っ
て
、
以

後
の
将
軍
に
普
遍
化
さ
せ
て
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
ろ
う
。

義
満
以
後
の
将
軍
が
は
た
し
て
義
満
同
様
の
政
治
思
想
を
継
承
で
き
た
か
、

あ
る
い
は
周
辺
の
人
物
が
そ
れ
を
容
認
し
た
か
、
わ
れ
わ
れ
へ
の
課
題
と

し
て
受
け
と
め
た
い
。

「
『
梅
松
論
』
の
著
者
と
夢
窓
・
親
房
」
で
は
、
前
稿
の
再
論
を
行
い
、

南
北
朝
期
の
思
想
家
に
共
通
し
て
「
政
治
理
想
の
高
き
掲
示
と
地
上
一
切

の
権
力
者
の
相
対
化
」
が
み
ら
れ
る
と
い
う
、
興
味
深
い
結
論
が
用
意
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
世
的
思
想
の
特
質
と
し
て
、
理
想
と
現
実
的
事

態
と
を
理
想
の
側
に
重
き
を
置
い
て
関
連
づ
け
る
方
法
で
あ
っ
た
と
指
摘

す
る
。以

上
、
本
書
を
概
観
し
て
あ
ら
た
め
て
中
世
と
い
う
時
代
が
多
様
な
価

値
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
承
久
の
乱
を
契
機
と
し
て
古

代
の
価
値
観
は
大
き
く
崩
れ
、
天
皇
が
絶
対
的
で
は
な
く
な
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
の
な
か
で
何
者
か
が
政
権
を
奪
取
し
た
と
な
れ
ば
、
な
に
ゆ
え

彼
が
政
権
を
持
ち
う
る
の
か
、
理
論
的
な
裏
付
け
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ

は
為
政
者
自
身
の
側
か
ら
の
要
請
で
も
あ
り
、
ま
た
第
三
者
で
あ
る
場
合

も
あ
る
が
、
混
乱
し
た
時
代
で
あ
る
だ
け
に
、
さ
ま
ざ
ま
理
論
を
駆
使
し

て
彼
を
正
当
化
し
、
あ
る
い
は
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
混
乱

の
時
代
は
思
想
史
に
お
い
て
は
あ
る
意
味
で
質
的
に
「
発
展
」
す
る
と
も

い
え
よ
う
。
当
然
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
完
成
さ
れ
た
理
論
ば
か
り
が
あ
る
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の
で
は
な
く
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
一
つ
の
方
向
性
を
見
出
そ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
本
書

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
歴
史
観
な
り
政
治
観
な
り
は
、
中
世
に
お
い
て
政
道

を
担
当
す
る
者
が
、
そ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
を
語
る
「
神

話
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
世
こ
と
に
鎌

倉
時
代
で
は
人
間
を
超
え
る
も
の
に
歴
史
展
開
の
原
因
を
求
め
る
歴
史
観

が
主
流
を
な
す
し
、
南
北
朝
期
に
は
儒
教
思
想
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ

と
が
理
解
さ
れ
た
。
中
世
思
想
史
を
扱
う
本
格
的
な
著
書
が
出
版
さ
れ
た

こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
本
書
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
あ
ま
り
に
多

い
ｏ

（
同
志
社
大
学
嘱
託
講
師
）

本
書
は
、
重
厚
に
し
て
明
蜥
な
近
世
日
本
の
教
育
思
想
に
か
ん
す
る
研

究
業
績
『
近
世
教
育
思
想
史
の
研
究
』
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
辻
本
雅
史
が
、

危
機
的
様
相
を
深
め
て
い
る
現
在
の
教
育
を
め
ぐ
る
状
況
に
問
題
解
決
の

視
点
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
、
警
世
の
志
を
も
っ
て
世
に
問
う
た
書
物
で

あ
る
。本

書
は
、
い
わ
ゆ
る
学
術
研
究
書
と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
害
と
し
て

企
画
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
分
析
や
論
証
に
お
い
て
厳
密
性
を
十
分
に

保
持
し
た
上
で
、
最
新
の
知
見
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
学
術
研
究
書
と
し

て
も
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
は
確
言
し
て
よ
い
。

辻
本
雅
史
済

『
「
学
び
」
の
復
権
ｉ
模
倣
と
稗
熟
』

（
角
川
書
店
・
一
九
九
九
年
）

ま
ず
、
内
容
の
紹
介
を
す
る
。
本
書
の
構
成
を
「
目
次
」
に
し
た
が
っ

て
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
「
彦
み
込
み
型
」
と
「
教
え
込
み
型
」

第
一
章
手
習
塾
（
寺
子
屋
）
の
学
習

’
一

尚
橋
文
博
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