
　
芸
能
あ
る
人
は
多
く
が
勝
氣
で
あ
り
、

ま
た
お
ご
る
心
を
も
つ
人
が
あ
る
。
芸
能

を
修
得
し
つ
ゝ
、
し
か
も
謙
虚
に
し
て
、

な
お
か
つ
譲
る
心
を
備
え
も
つ
人
は
、
芸

道
に
お
い
て
も
最
も
秀
で
た
人
で
あ
る
。

勝
の
反
対
は
謙
で
あ
る
。
驕
の
反
対
は
遜

で
あ
る
。
そ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
芸
能
も

ま
さ
に
心
を
修
養
す
る
た
め
の
学
問
に
外

な
ら
ず
、
則
ち
心
学
な
り
と
。

　
勝
氣
が
芸
能
を
修
得
す
る
た
め
の
根
性

を
生
む
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
譲
の
心

︵
ゆ
ず
る
心
︶
と
遜
の
心
︵
へ
り
く
だ
る

心
︶
を
修
養
す
る
氣
構
え
が
大
切
。
多
く

の
芸
能
の
分
野
を
み
る
に
、
言
に
心
の
あ

り
様
を
説
き
な
が
ら
、
技
を
競
う
こ
と
の

み
に
か
た
む
き
、
精
神
の
修
養
を
疎
か
に

す
る
。
﹁
心
﹂
な
く
し
て
人
を
感
動
さ
せ

る
力
は
生
ま
れ
な
い
。
芸
能
は
ま
さ
に
心

学
で
あ
る
。

言
志
耋
録
二
〇
〇
条

釈
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芸
能
有
る
者
は
、
多
く
勝
心
有
り
。

又
驕
心
有
り
。
其
の
芸
能
有
り
て
、

而
も
謙
に
し
て
且
つ
遜
な
る
者
は
、

芸
の
最
も
秀
で
た
る
者
な
り
。
勝

の
反
は
謙
と
為
り
、
驕
の
反
は
遜

と
為
る
。
芸
能
も
亦
心
学
に
外
な

ら
ず
。 

そ
ん 

け
ん 

か 

ひ
い 

ま
た 

し
か 

ゆ
ず

し
ん

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
﹁
佐
藤
一
斎
﹂

を
検
索
す
る
と
、
三
万
七
千
件
も
ヒ
ッ

ト
す
る
。
各
人
各
様
の
一
斎
へ
の
思
い

入
れ
を
綴
る
サ
イ
ト
が
目
立
っ
て
多
い

が
、
中
に
は
、
お
世
辞
に
も
上
手
と
は

言
え
な
い
自
前
の
﹁
朗
読
﹂
を
吹
き
込

ん
だ
Ｃ
Ｄ
の
売
り
込
み
サ
イ
ト
す
ら
あ

る
。
一
斎
語
録
が
人
口
に
膾
炙
す
る
の

は
、
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ

が
、
研
究
者
の
は
し
く
れ
と
し
て
は
、

﹁
ち
ょ
っ
と
待
っ
た
。
何
か
違
う
の
で

は
﹂
と
い
う
思
い
も
免
れ
な
い
。
そ
れ

は
、
多
く
の
﹁
一
斎
の
語
り
部
﹂
た
ち

が
、
原
文
に
向
き
合
う
こ
と
な
く
、
身

勝
手
な
思
い
入
れ
で
、
一
斎
を
偶
像
化

し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
﹃
言
志
四
録
﹄
に
込
め
ら
れ
た
一
斎

の
文
字
遣
い
の
工
夫
や
息
遣
い
を
、
虚

心
坦
懐
に
読
み
取
る
に
は
、
原
文
を
丹

念
に
な
ぞ
る
他
に
手
立
て
は
な
い
。
今

日
は
や
り
の
現
代
語
へ
の
翻
訳
や
意
訳

で
は
、
訳
者
の
私
意
が
介
在
し
て
い
て
、

厳
密
に
は
、
一
斎
の
﹃
言
志
四
録
﹄
を

読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

訳
者
自
身
の
﹃
言
志
四
録
﹄
だ
か
ら
で

あ
る
。

　
﹃
言
志
四
録
﹄
の
原
稿
本
は
、
東
京

都
立
中
央
図
書
館
の
河
田
文
庫
に
現
存

す
る
。
句
読
点
の
み
の
所
謂
﹁
白
文
﹂

で
あ
る
。
こ
れ
に
訓
点
︵
返
り
点
と
送

り
仮
名
︶
を
施
し
て
一
般
向
け
に
刊
行

し
た
の
が
、
和
泉
屋
吉
兵
衛
、
須
原
屋

茂
兵
衛
と
い
っ
た
江
戸
の
書
肆
。
一
斎

生
前
の
刊
行
で
あ
る
か
ら
、
一
斎
自
身

が
こ
の
訓
点
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
と
に
須
原
屋
は
当
時
を
代
表
す
る
大

手
書
肆
で
、
グ
ル
ー
プ
の
一
員
、
天
保

十
年
の
一
斎
著
改
刻
﹃
五
経
音
訓
﹄
の

版
元
神
田
石
町
須
原
屋
源
助
な
ど
は
、

も
と
は
侍
の
一
斎
門
人
で
あ
り
、
図
書

購
入
や
著
書
刊
行
な
ど
何
か
に
つ
け
て

近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
。
﹃
言
志
録
﹄

は
か
な
り
編
集
さ
れ
て
上
梓
さ
れ
た
も

の
の
よ
う
だ
が
、
後
の
三
録
は
年
月
順

に
な
っ
て
い
る
様
子
で
、
そ
の
時
々
に

一
斎
が
探
究
し
た
書
物
や
講
義
テ
ー
マ

な
ど
が
、
三
録
各
条
の
内
容
に
反
映
し

て
い
る
。
い
わ
ば
、
自
身
の
読
書
と
思

索
の
エ
キ
ス
を
、
﹁
易
簡
直
截
﹂
︵
﹃
大

学
一
家
私
言
﹄
の
語
︶
に
綴
っ
た
の
が
、

﹃
言
志
四
録
﹄
で
あ
る
。

　
和
刻
本
に
施
さ
れ
た
訓
点
を
一
斎
点

と
言
う
。
高
校
で
教
え
る
漢
文
訓
読
法

と
較
べ
て
、
於
・
于
・
而
な
ど
の
置
き

字
や
焉
・
矣
・
也
・
乎
と
い
っ
た
文
末

の
助
字
も
み
な
訓
読
す
る
と
い
う
特
徴

が
あ
る
が
、
昌
平
坂
学
問
所
の
読
み
方

が
、
明
治
に
な
っ
て
文
部
省
が
示
し
た

漢
文
訓
読
法
の
基
準
に
な
っ
た
の
だ
か

ら
、
慣
れ
れ
ば
決
し
て
難
し
い
も
の
で

は
な
い
。
な
に
し
ろ
、
訓
読
は
、
中
国

の
古
文
を
日
本
語
に
直
訳
す
る
方
法
で

あ
る
。
要
は
一
斎
の
思
索
に
思
い
を
馳

せ
、
意
味
を
考
え
な
が
ら
読
め
ば
よ
い
。

一
斎
の
文
章
は
含
蓄
に
富
み
、
現
代
人

に
は
難
解
な
語
彙
も
多
い
。
し
か
し
、

辞
書
や
参
考
書
な
ど
簡
便
な
道
具
の
使

用
は
最
小
限
に
し
て
、
じ
っ
く
り
四
つ

に
組
ん
で
思
い
巡
ら
す
方
が
、
質
実
な

理
解
が
深
化
す
る
。
類
似
の
表
現
を
繰

り
返
し
吟
味
す
る
こ
と
で
、
一
斎
の
真

意
が
見
え
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

　
﹃
言
志
四
録
﹄
を
虚
心
坦
懐
に
読
む

た
め
に
、
で
き
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
和

刻
本
の
複
製
本
を
作
製
し
て
、
一
斎
塾

で
頒
布
し
た
い
も
の
だ
。
そ
れ
を
毎
月

の
講
読
会
の
テ
キ
ス
ト
に
す
れ
ば
、
世

俗
的
は
や
り
す
た
り
に
拘
泥
さ
れ
な
い
、

他
に
類
を
見
な
い
岩
村
な
ら
で
は
の
一

斎
探
究
に
な
る
の
は
請
合
い
で
あ
る
。

『
言
志
四
録
』

『
言
志
四
録
』は
虚
心
坦
懐
に

は
虚
心
坦
懐
に 

『
言
志
四
録
』は
虚
心
坦
懐
に 

岐
阜
女
子
大
学
教
授

近
　
藤
　
正
　
則 
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●﹁
学
思
行
相
ま
っ
て
良
と
な
す
﹂●

　
　
学
ん
だ
こ
と
を
、
よ
く
考
え
、
そ

　
し
て
実
行
し
て
、
は
じ
め
て
学
ん
だ

　
と
い
う
。

●﹁
先
施
の
心
﹂●

　
　
先
施
と
は
、
自
分
か
ら
さ
き
に
お

　
こ
な
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
平
成
十
九
年
は
﹁
丁
亥
﹂
︵
ひ
の
と

ゐ
︶
の
年
で
し
た
。

﹁
丁
﹂
︵
て
い
︶
の
上
の
﹁
一
﹂
は
、

平
成
十
八
年
の
﹁
丙
﹂
︵
へ
い
︶
の
上

の
﹁
一
﹂
が
続
い
て
い
る
一
方
で
、
下

方
の
﹁
亅
﹂
は
上
方
に
対
す
る
も
の
、

旧
と
新
、
善
と
悪
と
い
っ
た
対
極
的
動

き
を
示
し
、
相
方
が
対
す
る
勢
力
の
衝

突
す
る
相
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
十
八
年
か
ら
、
特
に
十
九
年
は

世
事
千
変
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
あ
っ
て
多

発
し
た
不
祥
事
は
記
憶
で
き
ぬ
ほ
ど
で

あ
り
、
政
治
経
済
も
ゆ
れ
動
き
、
世
の

人
々
は
何
を
信
じ
て
よ
い
の
か
混
迷
の

極
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

　
日
常
生
活
の
中
に
も
安
定
と
安
心
を

失
っ
た
人
々
の
心
、
依
り
所
な
き
生
活

の
中
で
新
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　
年
末
恒
例
の
、
京
・
清
水
寺
で
の
平

成
十
九
年
を
象
徴
す
る
一
文
字
は
、
﹁
偽
﹂

︵
ぎ
／
い
つ
わ
り
︶
で
し
た
。

　
誠
に
哀
し
き
か
ぎ
り
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
経
済
大
国
日
本
は
、
も
の
の

豊
か
さ
の
中
で
大
切
な
こ
と
を
忘
却
し
、

全
て
は
金
︵
か
ね
︶
金
で
し
か
な
い
世

の
中
に
あ
り
ま
す
。

　
﹁
偽
﹂
は
﹁
人
が
為
す
﹂
と
い
う
文

字
、
全
て
は
人
び
と
の
為
せ
る
結
果
で

あ
り
ま
す
。
人
間
以
外
の
責
任
に
よ
る

細
井
平
洲
と
林
述
斎 

細
井
平
洲
研
究
家 

小
　
野
　
重
　
　

　
林
述
斎
が
林
氏
に
養
子
に
入
っ
た
直

後
の
寛
政
五
年
四
月
こ
ろ
、
嚶
鳴
館
の

細
井
平
洲
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
請
じ
入
れ
ら
れ
て
、
述
斎
が
席
に
着

く
か
着
か
ぬ
か
に
、
玄
関
に
訪
う
声
が

あ
り
、
薩
摩
の
赤
崎
源
助
だ
と
い
う
。

　
彼
は
名
を
　
翰
、
字
を
彦
礼
、
号
を

海
門
、
通
称
を
源
助
︹
二
年
後
に
は
昌

平
校
教
官
を
勤
め
る
人
物
で
あ
る
︺。

　
今
日
は
大
事
な
客
が
あ
る
か
ら
別
の

日
に
、
と
言
わ
れ
て
源
助
は
い
う
、

﹁
や
が
て
国
に
帰
り
ま
す
か
ら
、
明
日

と
い
う
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。﹂

　
小
さ
な
家
だ
か
ら
丸
聞
こ
え
。

﹁
源
助
な
ら
聞
い
て
お
る
。
苦
し
ゅ
う

な
い
。
お
通
し
あ
れ
。﹂
と
述
斎
。

　
さ
れ
ば
と
、
席
に
出
た
源
助
は
、
一

通
り
の
挨
拶
の
の
ち
、
平
洲
に
い
う
、

﹁
お
蔭
で
藩
主
侍
読
の
命
を
受
け
て
お

り
ま
す
が
、
な
お
、
君
前
の
説
教
の
仕

方
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
、

こ
の
上
な
き
御
恩
に
存
じ
ま
す
。﹂

　
脇
か
ら
述
斎
も
よ
い
心
が
け
だ
、
わ

た
し
も
久
し
ぶ
り
に
、
先
生
の
御
講
義
、

聴
聞
し
た
い
と
応
援
す
る
。

﹁
君
前
に
て
は
、
ま
ず
第
一
に
地
下
の

卑
し
い
言
葉
を
使
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

貴
人
は
卑
し
い
言
葉
を
聞
く
と
、
む
ざ

ん
と
し
た
る
こ
と
︵
ぶ
し
つ
け
︶
に
思

し
召
し
て
感
銘
な
さ
れ
ぬ
も
の
で
す
。﹂

　
そ
う
い
っ
て
平
洲
は
﹃
論
語
﹄
を
出

し
、
ど
こ
か
開
き
な
さ
い
、
と
言
っ
て

開
か
せ
、
一
章
を
朗
々
と
講
じ
終
え
た
。

感
に
堪
え
た
面
持
ち
で
述
斎
が
聞
く
、

﹁
今
の
御
講
義
は
古
訓
に
て
候
や
。﹂

﹁
さ
ん
候
︹
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
︺

太
宰
春
台
の
﹃
論
語
古
訓
﹄
に
よ
り
ま

し
た
が
、
本
文
は
孔
子
の
言
詞
に
て
候

︹
孔
子
の
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
︺。﹂

と
、
平
洲
も
澄
ま
し
て
、
し
た
り
顔
の

述
斎
に
答
え
る
。

　
感
動
を
感
動
の
ま
ま
に
表
現
せ
ず
、

秀
才
ぶ
っ
て
、
古
注
だ
新
注
だ
、
徂
徠

派
だ
何
々
派
だ
、
と
学
を
ひ
か
ら
か
す

性
向
を
暗
に
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　
平
洲
の
親
友
に
似
た
話
が
あ
る
。

　
何
か
と
揮
毫
を
せ
が
ま
れ
た
秋
山
玉

山
︹
熊
本
︺
は
﹁
己
レ
ガ
嫌
ヒ
ハ
魯
国

ノ
浪
人
仲
尼
殿
︹
孔
子
の
こ
と
︺
と
よ

く
書
い
た
と
い
う︵﹃
甲
子
夜
話
﹄︶。

　
ま
た
、
滝
鶴
台
︹
長
州
︺
は
、
日
本

と
シ
ナ
と
ど
ち
ら
が
政
治
し
や
す
い
か
、

と
聞
か
れ
て
、
シ
ナ
が
難
し
い
、
そ
の

理
由
と
し
て
、
シ
ナ
は
不
学
の
人
が
政

治
を
す
る
こ
と
を
自
ら
の
こ
と
と
し
て

恥
じ
る
が
、
日
本
は
不
学
の
為
政
者
を

恥
じ
な
い
か
ら
、
と
答
え
た
と
い
う︵﹃

近
世
叢
語
﹄︶。

　
共
に
権
威
主
義
を
嘲
笑
風
刺
し
て
い

て
、
真
の
教
養
と
は
何
か
、
と
教
え
て

く
れ
る
。

　
あ
の
日
、
﹁
古
訓
に
て
御
座
候
哉
﹂

と
尋
ね
た
こ
と
を
﹁
限
り
な
き
過
ち
也
﹂

と
の
ち
の
ち
ま
で
言
っ
て
い
た
と
い
う

述
斎
も
ま
た
、
平
洲
ら
に
つ
ら
な
る
自

由
な
考
え
の
持
主
だ
っ
た
と
思
わ
れ
て

微
笑
ま
し
い︵
﹃
山
窓
閑
話
﹄︶。

︵
編
集
者
注
︶

　
述
斎
︵
一
七
六
八
︱
一
八
四
一
︶
は
、

岩
村
藩
第
三
代
藩
主
松
平
乗
薀
の
三
男

で
あ
っ
た
が
、
幕
命
に
よ
り
二
十
六
歳

の
と
き
林
家
の
養
子
と
な
り
、
第
八
世

大
学
頭
と
な
っ
た
。

細
井
平
洲
の
教
え 

が
く
し
こ
う

あ
い

り
ょ
う

せ
ん
し

こ
こ
ろ

お
と
の

て
い
か
ん

あ
ざ
な

げ
ん
れ
い

じ
　
げ

の
り
も
り

ろ
こ
く

ち
ゅ
う
じ

や

平
成
二
十
年 

　
戊
子
の
年
に
思
う 

徳
　
増
　
省
　
允

細井平洲先生
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も
の
で
な
い
こ
と
を
深
く
懺
悔
し
反
省

す
べ
き
で
す
。

　
丁
亥
︵
ひ
の
と
ゐ
︶
の
年
を
う
け
て

今
年
は
、
ど
う
い
う
年
で
あ
る
の
か
、

東
洋
五
千
年
の
歴
史
の
中
で
多
く
の
先

人
達
が
後
人
の
為
に
の
こ
し
た
偉
大
な

学
問
と
思
想
の
力
を
か
り
、
平
成
二
十

年
、
戊
子
︵
ぼ
し
／
つ
ち
の
え
ね
︶
の

年
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
陰
陽
五
行
説
と
干
支
︵
え
と
︶
＝
十

干
十
二
支
に
よ
る
六
十
年
周
期
の
思
想

で
は
、
干
︵
か
ん
︶
は
﹁
幹
﹂
︵
み
き
︶

を
表
わ
し
、
支
︵
し
︶
は
﹁
枝
﹂
︵
え

だ
︶
を
表
わ
す
と
説
き
ま
す
。

　
安
岡
正
篤
、
邦
光
史
郎
両
氏
の
著
書

を
参
考
と
し
て
﹁
干
﹂
と
﹁
支
﹂
の
も

つ
意
義
を
学
び
、
本
年
の
指
針
と
し
た

い
の
で
す
。

　
ま
ず
、
戊
︵
ぼ
／
つ
ち
の
え
︶
は
十

干
の
中
の
五
番
目
に
あ
た
り
、
茂
︵
し

げ
る
︶
、
樹
木
が
繁
茂
す
る
こ
と
を
表

わ
し
、
茂
る
こ
と
に
よ
り
風
通
し
や
日

当
り
が
悪
く
な
り
、
根
本
が
弱
り
、
樹

木
の
勢
い
が
落
ち
、
梢
が
枯
れ
伸
び
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
又
、
花
や
果
実
を
養
い
成
長
さ
せ
る

の
に
も
、
多
く
の
花
を
咲
か
す
た
め
、

多
く
の
実
を
得
る
た
め
と
、
整
理
を
行

わ
ず
に
お
け
ば
、
花
や
実
︵
果
実
︶
を

結
果
と
し
て
駄
目
に
し
ま
す
。
そ
こ
に

は
、
剪
定
と
か
摘
果
︵
て
き
か
／
果
実

を
間
引
く
︶
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
果
断
と
か
果
決
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
事
業
経
営
や
家
庭
生
活
で
も
同
じ
よ

う
に
良
い
結
果
を
得
る
た
め
に
は
選
択

と
削
除
の
た
め
の
決
断
力
が
肝
要
で
す
。

　
﹁
子
﹂
︵
ね
︶
は
、
数
が
ふ
え
る
、

植
物
の
芽
が
芽
生
え
る
き
ざ
し
を
表
わ

し
、
﹁
滋
﹂
︵
じ
︶
と
同
義
で
す
。

　
ふ
え
る
、
は
び
こ
る
の
意
味
か
ら
、

新
た
な
生
命
、
新
芽
が
伸
び
る
な
ど
、

新
し
き
生
命
力
の
創
造
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
戊
子
︵
つ
ち
の

え
ね
︶
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
﹁
ふ
え
る
﹂
と
﹁
し
げ
る
﹂
、
万
物

や
万
事
が
繁
栄
し
発
展
し
て
ゆ
く
べ
き

年
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
﹁
過
ぎ

る
﹂
と
矛
盾
や
困
難
が
発
生
す
る
と
。

繁
栄
と
発
展
の
過
程
に
は
、
﹁
落
し
穴
﹂

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
前
足
に
重
心
を
か
け
ず
︵
勇
み
足
に

な
ら
ず
︶
、
後
足
に
重
心
を
置
き
、
チ

ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
立
ち
止
ま
る
勇
氣

と
留
意
が
大
切
で
す
。

﹁
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
如
し
﹂

又
、
私
欲
私
心
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な

く
、
公
欲
公
心
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な

視
点
か
ら
思
索
し
、
行
動
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
私
利
私
欲
に
と
ら
わ
れ
て

い
る
間
は
、
正
し
き
道
、
物
事
の
道
理

は
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

　
今
、
一
人
ひ
と
り
の
大
人
に
自
ら
の

在
り
方
、
考
え
方
を
素
直
な
心
で
考
え

る
覚
悟
と
大
人
の
見
識
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。

　
今
年
か
ら
四
・
五
年
は
、
今
世
紀
前

半
を
方
向
づ
け
る
重
大
な
時
期
で
あ
り
、

我
国
の
将
来
を
考
え
る
時
、
そ
の
選
択

が
重
要
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　
Ｉ
Ｔ
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
情
報
は

グ
ロ
ー
バ
ル
に
把
握
で
き
、
多
く
の
書

籍
の
発
刊
に
よ
っ
て
知
識
を
得
る
こ
と

も
容
易
で
す
。
し
か
し
情
報
過
多
の
中

選
択
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
に
都
合
の

良
い
も
の
だ
け
を
受
容
し
蓄
積
し
よ
し

と
す
る
傾
向
に
あ
る
を
憂
う
べ
き
。
知

識
の
為
に
知
識
を
求
め
、
活
か
す
こ
と

を
忘
れ
た
あ
り
様
は
、
一
層
憂
う
べ
き

こ
と
。
知
識
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
い

る
の
で
は
、
何
も
意
味
を
な
し
え
ま
せ

ん
。
単
に
﹁
物
識
り
﹂
に
成
っ
た
に
す

ぎ
な
い
の
で
す
。

　
電
通
消
費
者
研
究
セ
ン
タ
ー
の
野
村

尚
矢
氏
は
、
﹁
世
相
を
示
す
漢
字
に
﹃
偽
﹄

が
選
ば
れ
た
通
り
、
あ
ら
ゆ
る
物
へ
の

信
頼
が
泡
の
よ
う
に
は
じ
け
た
。
こ
の

信
頼
バ
ブ
ル
を
回
復
す
る
に
は
、
企
業

の
姿
勢
と
し
て
問
わ
れ
る
は
ず
。
﹃
偽
﹄

を
﹃
義
﹄
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
そ
う
だ
﹂
と
。

　
知
識
は
単
な
る
知
識
や
情
報
の
蓄
積

に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
体
験
に
活
か
し
、

実
践
を
通
し
て
経
験
し
、
見
識
︵
識
見
︶

を
高
め
育
て
る
こ
と
で
す
。

　
そ
の
高
い
見
識
は
精
神
の
修
養
に
勤

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
胆
識
を
養
い
、

重
厚
な
己
れ
を
つ
く
り
上
げ
ま
す
。

　
又
、
重
厚
な
己
れ
を
つ
く
る
こ
と
が

自
ず
と
胆
識
を
養
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
全
て
は
ゼ
ロ
に
立
ち
返
り
、
原
点
に

立
ち
、
道
理
に
そ
っ
て
思
索
、
行
動
す

る
こ
と
が
基
本
で
す
。
こ
の
年
、
一
人

び
と
り
が
誠
に
学
び
、
自
ら
に
問
う
姿

勢
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ
が
ま
さ
に

﹁
生
き
る
﹂
意
義
で
も
あ
る
と
思
う
の

で
す
。
道
徳
ル
ネ
サ
ン
ス
で
す
。

　
勇
氣
を
も
っ
て
決
断
す
る
﹁
選
択
力
﹂

が
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
大
切
さ
を
増
す

時
代
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
選
択
力
を
高
め
る
為
に
は
﹁
見
識
と

胆
識
﹂
を
備
え
も
つ
こ
と
が
肝
要
と
な

っ
て
き
ま
す
。

　
重
ね
て
言
う
な
ら
ば
、
人
品
骨
柄
を

備
え
重
厚
な
﹁
教
養
人
﹂
と
し
て
生
き

る
た
め
に
は
、
知
識
、
見
識
、
胆
識
の

三
識
を
備
え
高
め
、
物
事
に
対
し
て
確

か
な
決
断
を
く
だ
せ
る
力
が
、
覚
悟
が

大
切
な
の
で
す
。

　
一
人
び
と
り
が
﹁
生
き
る
﹂
と
は
、

自
ら
の
使
命
を
感
得
す
る
こ
と
に
他
な

り
ま
せ
ん
。
自
ら
を
み
つ
め
る
意
識
を

高
め
る
た
め
に
、
内
面
を
見
つ
め
直
す

こ
と
に
価
値
を
見
出
し
、
世
相
に
蔓
延

す
る
﹁
偽
﹂
を
択
び
捨
て
、
﹁
信
﹂
を

択
ぶ
こ
と
に
勤
め
る
べ
き
で
す
。

　
今
を
生
き
る
人
と
し
て
の
使
命
、
天

命
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。



　
年
も
変
り
春
一
番
が
吹
い
た
と
か
、

花
の
便
り
も
目
に
す
る
様
に
な
り
ま
し

た
四
月
。
玉
稿
を
お
寄
せ
下
さ
い
ま
し

た
各
先
生
方
を
始
め
一
斎
塾
の
皆
様
方

の
御
協
力
に
よ
り
塾
報
第
四
号
を
お
届

け
す
る
事
が
出
来
て
本
当
に
嬉
し
く
有

難
く
思
い
ま
す
。
又
、
各
先
生
方
に
お

忙
し
い
中
特
別
講
座
で
講
演
し
て
戴
き

何
か
一
つ
で
も
得
る
事
が
出
来
た
な
ら

と
あ
り
が
た
く
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
又
今
後
共
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

い
わ
む
ら
一
斎
塾
を
長
く
続
け
て
行
く

様
に
私
達
も
頑
張
り
ま
す
。
御
協
力
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

・
名
言
録
集

・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ぼ
く

・
言
志
四
録
抄
日
捲
り

・
大
人
の
寺
子
屋

・
重
職
心
得
箇
条

・
生
き
方
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス



︱
佐
藤
一
斎
の
思
想

・
佐
藤
一
斎

・
下
田
歌
子
著

　
女
子
の
修
養︵
現
代
語
訳
︶

一
斎
塾
が
紹
介
す
る
書
籍 

（4）第４号いわむら一斎塾報 平成20年４月10日発行

あ
と
が
き 

五
百
円

千
五
十
円

七
百
円

六
百
円

八
百
円

二
千
六
十
円

三
百
円

七
百
円

ト
　
ピ
　
ッ
　
ク
　
ス 

◎
平
成
二
十
年
度
　
主
要
行
事

一
、
孔
子
祭
︵
岩
村
町
文
化
財
保
護
協

　
　
　
　
　
　
会
主
催
︶

　
　
　
四
月
十
二
日

（土）

　
　
　
　
午
前
十
時
〜
釈
奠
の
儀

　
　
　
　
　
　
　
於
　
知
新
門
前

　
　
　
　
午
後
一
時
〜
記
念
講
演
会

　
　
　
　
　
　
　
於
　
岩
村
公
民
館

二
、
佐
藤
一
斎
顕
彰
会
定
期
総
会

　
　
　
四
月
十
二
日
孔
子
祭
記
念
講
演

　
　
　
　
　
　
　
　
会
終
了
後

三
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
わ
む
ら
一
斎
塾
定

　
　
期
総
会

　
　
　
四
月
十
二
日
顕
彰
会
総
会
終
了

　
　
　
　
　
　
　
　
後

四
、
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト

　
　
　
六
月
二
十
一
日

（土）
　
於
熊
本
市

　
　
　
　
　
二
十
二
日

（日）
　
　
〃

五
、
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
　
九
月
二
十
七
日

（土）
　
於
高
島
市

　
　
　
　
　
二
十
八
日

（日）
　
　
〃

　
　
今
年
の
一
斎
塾
研
修
旅
行
は
、
嚶

　
　
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
ま
す
。

六
、
言
志
祭
〜
佐
藤
一
斎
ま
つ
り
〜

　
　
　
十
月
二
十
五
日

（土）

　
　
　
　
　
於
　
佐
藤
一
斎
銅
像
前
他

◎
一
斎
塾
の
活
動
や
定
例
の
言
志
四
録

　
講
読
会
な
ど
の
案
内
に
つ
い
て
は
、

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

　
　h

ttp
:/
/
issa

ijy
u
k
u
.ftw

.jp

　
一
昨
年
五
月
、
豊
田
市
の
鈴
木
正
三
、

東
海
市
の
細
井
平
洲
、
恵
那
市
の
佐
藤

一
斎
に
か
ゝ
わ
る
三
市
々
長
が
出
席
し
、

﹁
人
づ
く
り
心
そ
だ
て
は
町
づ
く
り
﹂

を
テ
ー
マ
に
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
作
家

の
童
門
冬
二
氏
の
基
調
講
演
と
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
各
市
長
と
の
ト
ー

ク
が
岩
村
公
民
館
大
ホ
ー
ル
に
六
〇
〇

人
余
が
つ
ど
い
大
成
功
で
終
り
ま
し
た
。

こ
の
時
を
好
機
と
し
て
、
三
市
の
顕
彰

会
が
連
絡
を
密
に
し
て
情
報
交
換
の
場

づ
く
り
、
人
的
交
流
の
た
め
、
協
議
す

る
場
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
そ

の
準
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
少
々
時

間
が
か
ゝ
り
ま
し
た
が
本
年
秋
ま
で
に

は
正
式
発
足
す
る
見
通
し
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
連
絡
協
議
会
は
、
各
市
の
行
政
と
連

携
し
て
協
働
し
、
学
び
と
人
的
交
流
を

す
ゝ
め
、
情
報
を
発
信
、
各
顕
彰
イ
ベ

ン
ト
へ
の
参
加
を
す
ゝ
め
る
も
の
で
す
。

・
平
成
二
十
年
五
月
二
十
九
日

（木）

　
　
平
洲
祭

︱

関
係
講
演
会

・
平
成
二
十
年
六
月
中

　
　
鈴
木
正
三
学
会

・
平
成
二
十
年
十
月
二
十
五
日

（土）

　
　
言
志
祭

︱

佐
藤
一
斎

　
一
月
の
勉
強
会
は
、
新
年
会
を
兼
ね

て
サ
ラ
ダ
コ
ス
モ
で
行
い
ま
し
た
。

場
所
を
変
え
る
と
又
違
う
趣
が
有
り
良

い
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

サ
ラ
ダ
コ
ス
モ
の
社
長
様
を
始
め
皆
様

方
が
、
一
斎
先
生
の
言
志
録
に
思
い
入

れ
が
深
く
、﹁
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ぼ
く
﹂

の
原
画
を
額
に
入
れ
て
、
飾
ら
れ
て
あ

る
の
を
見
て
、
心
が
温
か
く
な
り
ま
し

た
。

勉
強
会
は
言
志
後
録
の
﹁
史
を
読
み
て

感
あ
り
﹂
で
し
た
。

出
席
者
は
十
七
名
で
、
サ
ラ
ダ
コ
ス
モ

の
方
も
出
席
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

出
席
の
方
が
、
ど
ん
な
思
い
を
持
た
れ

た
か
と
、
お
聞
き
す
れ
ば
良
か
っ
た
と

思
っ
て
い
る
所
で
す
。

　
山
村
邦
夫
さ
ん
の
指
導
に
依
り
始
め

て
今
回
で
百
三
十
一
回
と
な
り
ま
す
。

今
振
り
返
っ
て
み
て
出
席
し
て
来
て
良

か
っ
た
と
、
思
っ
て
い
る
所
で
す
。

私
の
身
に
ど
れ
だ
け
入
っ
た
か
は
、
疑

問
で
す
が
折
に
ふ
れ
て
ふ
と
言
志
録
の

言
葉
を
思
い
出
し
た
り
、
感
じ
た
り
す

る
と
、
や
は
り
言
葉
は
生
き
て
い
る
と

思
っ
た
り
し
ま
す
。

皆
さ
ん
と
学
ん
だ
り
、
お
話
を
聞
い
た

り
し
な
が
ら
、
今
後
も
言
志
録
の
勉
強

を
続
け
て
ゆ
き
た
い
と
、
し
み
じ
み
思

っ
て
お
り
ま
す
。

東
海
、

東
海
、江
戸
期

江
戸
期
の 

　
　
三
先
人

　
　
三
先
人
に
学
ぶ 

  
三
顕
彰
会
連
絡
協
議
会
発
足

三
顕
彰
会
連
絡
協
議
会
発
足 

東
海
、江
戸
期
の 

　
　
三
先
人
に
学
ぶ 

  
三
顕
彰
会
連
絡
協
議
会
発
足 

百
三
十
一
回 岡

田
　
登
美
子
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