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留  
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な
か
つ
り
ゅ
う
べ
つ

の
書

　
人
は
万
物
の
霊
な
り
と
は
、
た
だ
耳
目
鼻
口
手
足
を
そ
な
え
言
語
・
眠
食
す
る
を
い
う
に
あ
ら
ず
。
そ

の
実
は
、
天
道
に
し
た
が
っ
て
徳
を
脩
め
、
人
の
人
た
る
知
識
・
聞
見
を
博
く
し
、
物
に
接
し
人
に
交
わ

り
、
我
が
一
身
の
独
立
を
は
か
り
、
我
が
一
家
の
活
計
を
立
て
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
万
物
の
霊
と
い
う
べ

き
な
り
。

　
古
来
、
支
那
・
日
本
人
の
あ
ま
り
心
付
か
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
人
間
の
天
性
に
自
主
・
自
由
と
い
う

道
あ
り
。
ひ
と
口
に
自
由
と
い
え
ば 
我  

儘 
わ
が
ま
ま

の
よ
う
に
聞
こ
ゆ
れ
ど
も
、
決
し
て
然しか
ら
ず
。
自
由
と
は
、

他
人
の
妨
さ
ま
た
げを
な
さ
ず
し
て
我
が
心
の
ま
ま
に
事
を
行
う
の
義
な
り
。
父
子
・
君
臣
・
夫
婦
・
朋
友
、
た
が

い
に
相
妨
げ
ず
し
て
、
お
の
お
の
そ
の 

持  
前 

も
ち
ま
え

の
心
を
自
由
自
在
に
行
わ
れ
し
め
、
我
が
心
を
も
っ
て
他

人
の
身
体
を
制
せ
ず
、
お
の
お
の
そ
の
一
身
の
独
立
を
な
さ
し
む
る
と
き
は
、
人
の
天
然 

持  

前 

も
ち
ま
え

の
性
は

正
し
き
ゆ
え
、
悪あ
し
き
方
へ
は
赴
お
も
むか
ざ
る
も
の
な
り
。

　
も
し
心
得
ち
が
い
の
者
あ
り
て
自
由
の
分
限
を
越
え
、
他
人
を
害
し
て
自
か
ら
利
せ
ん
と
す
る
者
あ
れ

ば
、
す
な
わ
ち
人
間
の
仲
間
に
害
あ
る
人
な
る
ゆ
え
、
天
の
罪
す
る
と
こ
ろ
、
人
の
許
さ
ざ
る
と
こ
ろ
、
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貴
賤
長
幼
の
差
別
な
く
、
こ
れ
を
軽
蔑
し
て
可
な
り
、
こ
れ
を
罰
し
て  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
し
。
右
の
如
く
、
人

の
自
由
独
立
は
大
切
な
る
も
の
に
て
、
こ
の
一
義
を
誤
る
と
き
は
、
徳
も
脩
む
べ
か
ら
ず
、
智
も
開
く
べ

か
ら
ず
、
家
も
治
お
さ
まら
ず
、
国
も
立
た
ず
、
天
下
の
独
立
も
望
む
べ
か
ら
ず
。
一
身
独
立
し
て
一
家
独
立
し
、

一
家
独
立
し
て
一
国
独
立
し
、
一
国
独
立
し
て
天
下
も
独
立
す
べ
し
。
士
農
工
商
、  

相    

互  

あ
い
た
が
い

に
そ
の
自

由
独
立
を
妨
ぐ
べ
か
ら
ず
。

　
人
倫
の 

大  

本 

た
い
ほ
ん

は
夫
婦
な
り
。
夫
婦
あ
り
て
後
に
、
親
子
あ
り
、
兄
弟
姉
妹
あ
り
。
天
の
人
を
生
ず
る

や
、  

開    

闢  

か
い
び
ゃ
く

の
始
、
一
男
一
女
な
る
べ
し
。
数
千
万
年
の
久
し
き
を
経
る
も
そ
の
割
合
は
同
じ
か
ら
ざ

る
を
え
ず
。
ま
た
男
と
い
い
女
と
い
い
、
ひ
と
し
く
天
地
間
の
一
人
に
て  

軽    

重  

け
い
ち
ょ
う

の
別
あ
る
べ
き
理
な

し
。

　
古
今
、
支
那
・
日
本
の
風
俗
を
見
る
に
、
一
男
子
に
て
数
多
あ
ま
た
の
婦
人
を  

妻    

妾  

さ
い
し
ょ
う

に
し
、
婦
人
を
取
扱

う
こ
と
下か
婢ひ
の
如
く
、
ま
た
罪
人
の
如
く
し
て
、
か
つ
て
こ
れ
を
恥
ず
る
色
な
し
。
浅
ま
し
き
こ
と
な
ら

ず
や
。
一
家
の
主
人
、
そ
の
妻
を
軽
蔑
す
れ
ば
、
そ
の
子
こ
れ
に
傚
な
ら
って
母
を
侮
あ
な
どり
、
そ
の
教
を
重
ん
ぜ
ず
。

母
の
教
を
重
ん
ぜ
ざ
れ
ば
、
母
は
あ
れ
ど
も
な
き
が
如
し
。 

孤  

子 

み
な
し
ご

に
異
な
ら
ざ
る
な
り
。
い
わ
ん
や
男

子
は
外
を
勤
つ
と
めて
家
に
お
る
こ
と
稀
な
れ
ば
、
誰
か
そ
の
子
を
教
育
す
る
者
あ
ら
ん
。
哀
あ
わ
れと
い
う
も
、
な
お

あ
ま
り
あ
り
。
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『
論
語
』
に
「
夫
婦
別
あ
り
」
と
記
せ
り
。
別
あ
り
と
は
、
分
け
へ
だ
て
あ
り
と
い
う
こ
と
に
は
あ
る
ま

じ
。
夫
婦
の
間
は
情
な
さ
けこ
そ
あ
る
べ
き
な
り
。
他
人
ら
し
く
分
け
隔
あ
り
て
は
、
と
て
も
家
は
治
お
さ
まり
難
し
。

さ
れ
ば
別
と
は
区
別
の
義
に
て
、
こ
の 

男  

女 

な
ん
に
ょ

は
こ
の
夫
婦
、
か
の
男
女
は
か
の
夫
婦
と
、
二
人
ず
つ
区

別
正
し
く
定
る
と
い
う
義
な
る
べ
し
。
然
る
に
今
、
多
勢
た
ぜ
い
の
妾
を
養
い
、
本
妻
に
も
子
あ
り
、
妾
に
も
子

あ
る
と
き
は
、
兄
弟
同
士
、
父
は
一
人
に
て
母
は
異こと
な
り
。
夫
婦
に
区
別
あ
り
と
は
い
わ
れ
ま
じ
。
男
子

に
二
女
を
娶めと
る
の
権
あ
ら
ば
、
婦
人
に
も
二
夫
を
私
わ
た
く
しす
る
の
理
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
試
こ
こ
ろ
みに
問
う
、
天
下
の

男
子
、
そ
の
妻
君
が
別
に
一
夫
を
愛
し
、
一
婦
二
夫
、
家
に
お
る
こ
と
あ
ら
ば
、
主
人
よ
く
こ
れ
を
甘
ん

じ
て
そ
の
婦
人
に
事
つ
か
うる
か
。
ま
た
『
左
伝
さ
で
ん
』
に
そ
の
室しつ
を
易かう
う
と
い
う
こ
と
あ
り
。
こ
れ
は
暫
時
ざ
ん
じ
細
君
を

交
易
す
る
こ
と
な
り
。

　
孔
子
様
は
世
の
風
俗
の
衰
う
る
を
患
う
れ
えて
『
春
秋
』
を
著
し
、
夷
狄
い
て
き
だ
の
中
華
だ
の
と
、
や
か
ま
し
く
人

を
ほ
め
た
り
、
そ
し
り
た
り
せ
ら
れ
し
な
れ
ど
も
、
細
君
の
交
易
は
さ
ま
で
心
配
に
も
な
ら
ざ
り
し
や
、

そ
し
ら
ぬ
顔
に
て
こ
れ
を
と
が
め
ず
。
我
々
ど
も
の
考
に
は
ち
と
不
行
届
の
よ
う
に
思
わ
る
る
な
り
。
あ

る
い
は
ま
た
、
『
論
語
』
の
「
夫
婦
別
あ
り
」
も
、
ほ
か
に
解
し
よ
う
の
あ
る
文
句
か
。
漢
儒
先
生
た
ち

の
説
も
あ
る
べ
し
。

　
親
に
孝
行
は
当
然
の
こ
と
な
り
。
た
だ
一
心
に
我
が
親
と
思
い
、
余
念
な
く
孝
行
を
つ
く
す
べ
し
。
三
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年
父
母
の
懐
ふ
と
こ
ろを
ま
ぬ
か
れ
ず
、
ゆ
え
に
三
年
の
喪も
を
つ
と
む
る
な
ど
は
、
勘
定
ず
く
の
差
引
に
て
、
あ
ま

り
薄
情
に
は
あ
ら
ず
や
。

　
世
間
に
て
、
子
の
孝
な
ら
ざ
る
を
と
が
め
て
、
父
母
の
慈
な
ら
ざ
る
を
罪
す
る
者
、
稀
な
り
。
人
の
父

母
た
る
者
、
そ
の
子
に
対
し
て
、
我
が
生
た
る
子
と
唱
え
、
手
も
て
造
り
、
金
も
て
買
い
し
道
具
な
ど
の

如
く
思
う
は
、
大
な
る
心
得
ち
が
い
な
り
。
天
よ
り
人
に
授
か
り
た
る
賜
た
ま
も
のな
れ
ば
、
こ
れ
を
大
切
に
思
わ

ざ
る
べ
か
ら
ず
。
子
生
る
れ
ば
、
父
母
力
を
合
せ
て
こ
れ
を
教
育
し
、
年
齢
十
歳
余
ま
で
は
親
の
手
許
て
も
と
に

置
き
、
両
親
の
威
光
と
慈
愛
と
に
て
よ
き
方
に
導
き
、
す
で
に
学
問
の
下
地
し
た
じ
で
き
れ
ば
学
校
に
入
れ
て
師

匠
の
教
を
受
け
し
め
、
一
人
前
の
人
間
に
仕
立
し
た
つ
る
こ
と
、
父
母
の
役
目
な
り
、
天
に
対
し
て
の
奉
公
な
り
。

子
の
年
齢
二
十
一
、
二
歳
に
も
及
ぶ
と
き
は
、
こ
れ
を
成
人
の
齢
よ
わ
いと
名
づ
け
、
お
の
お
の
一
人
の  

了    

り
ょ
う
け

管  ん
で
き
る
も
の
な
れ
ば
、
父
母
は
こ
れ
を
棄
て
て
顧
み
ず
、
独
立
の
活
計
を
営
ま
し
め
、
そ
の
好
む
所

に
行
き
、
そ
の
欲
す
る
事
を
な
さ
し
め
て
可
な
り
。

　
た
だ
し
親
子
の
道
は
、
生
涯
も
死
後
も
変
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
子
は
孝
行
を
つ
く
し
、
親
は
慈
愛

を
失
う
べ
か
ら
ず
。
前
に
い
え
る
棄
て
て
顧
み
ず
と
は
、
父
子
の  

間    

柄  

あ
い
だ
が
ら

に
て
も
、
そ
の
独
立
自
由
を

妨
げ
ざ
る
の
趣
意
の
み
。
西
洋
書
の
内
に
、
子
生
れ
て
す
で
に
成
人
に
及
ぶ
の
後
は
、
父
母
た
る
者
は
子

に
忠
告
す
べ
く
し
て
命
令
す
べ
か
ら
ず
と
あ
り
。
万
古
不
易

ば
ん
こ
ふ
え
き
の
金
言
、
思
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
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さ
て
ま
た
、
子
を
教
う
る
の
道
は
、
学
問
手
習
は
も
ち
ろ
ん
な
れ
ど
も
、
習
う
よ
り
慣
る
る
の
教
、
大

な
る
も
の
な
れ
ば
、
父
母
の
行
状
正
し
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
口
に
正
理
を
唱
と
な
うる
も
、
身
の
行
い
鄙
劣
ひ
れ
つ
な

れ
ば
、
そ
の
子
は
父
母
の
言
語
を
教
と
せ
ず
し
て
そ
の
行
状
を
見
慣
う
も
の
な
り
。
い
わ
ん
や
父
母
の
言

行
と
も
に
不
正
な
る
を
や
。
い
か
で
そ
の
子
の
人
た
る
を
望
む
べ
き
。 

孤  

子 

み
な
し
ご

よ
り
も
な
お
不
幸
と
い
う

べ
し
。

　
あ
る
い
は
父
母
の
性
質
正
直
に
し
て
、
子
を
愛
す
る
を
知
れ
ど
も
、
事
物
の
方
向
を
弁
ぜ
ず
、
一
筋
に

我
が
欲
す
る
と
こ
ろ
の
道
に
入
ら
し
め
ん
と
す
る
者
あ
り
。
こ
は
罪
な
き
に
似
た
れ
ど
も
、
そ
の
実
は
子

を
愛
す
る
を
知
て
子
を
愛
す
る
ゆ
え
ん
の
道
を
知
ら
ざ
る
者
と
い
う
べ
し
。
結
局
そ
の
子
を
し
て
無
智
無

徳
の
不
幸
に
陥
ら
し
め
、
天
理
人
道
に
背
く
罪
人
な
り
。
人
の
父
母
と
し
て
そ
の
子
の
病
身
な
る
を
患
う
れ
えざ

る
も
の
な
し
。
心
の
人
に
し
か
ざ
る
は
、
身
体
の
不
具
な
る
よ
り
も
劣
る
も
の
な
る
に
、
ひ
と
り
そ
の
身

体
の
病
を
患
う
れ
えて
心
の
病
を
患
え
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
婦
人
の
仁
と
い
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
畜
類
の
愛
と
名

づ
く
る
も
可
な
り
。

　
人
の
心
の
同
じ
か
ら
ざ
る
、
そ
の
面
お
も
ての 

相  

異 

あ
い
こ
と

な
る
が
如
し
。
世
の
開
ひ
ら
くる
に
し
た
が
い
、
不
善
の
輩はい
も

し
た
が
っ
て
増
し
、
平
民
一
人
ず
つ
の
力
に
て
は
、
そ
の
身
を
安
く
し
、
そ
の
身
代
を
護
る
に
足
ら
ず
。

こ
こ
に
お
い
て
一
国
衆
人
の  

名    

代  

み
ょ
う
だ
い

な
る
者
を
設
け
、
一
般
の
便
不
便
を
謀
は
か
って
政
律
を
立
て
、
勧   

善 

か
ん
ぜ
ん
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懲  

悪 
ち
ょ
う
あ
く
の
法
、
は
じ
め
て
世
に
行
わ
る
。
こ
の
名
代
を
名
づ
け
て
政
府
と
い
う
。
そ
の
首
長
を
国
君
と
い

い
、
附
属
の
人
を
官
吏
と
い
う
。
国
の
安
全
を
保
ち
、
他
の
軽
侮
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
な
り
。

　
お
よ
そ
世
の
中
に
仕
事
の
種
類
多
し
と
い
え
ど
も
、
国
の
政
事
を
取
扱
う
ほ
ど
難
き
も
の
は
な
し
。
骨

折
る
者
は
そ
の
報
む
く
いを
取
る
べ
き
天
の
道
な
れ
ば
、
仕
事
の
難
き
ほ
ど
報
も
大
な
る
は
ず
な
り
。
ゆ
え
に
政

府
の
下
に
い
て
政
事
の
恩
沢
を
蒙
こ
う
むる
者
は
、
国
君
・
官
吏
の
給
料
多
し
と
て
こ
れ
を
う
ら
や
む
べ
か
ら
ず
。

政
府
の
法
正
し
け
れ
ば
そ
の
給
金
は
安
き
も
の
な
り
。
た
だ
に
こ
れ
を
う
ら
や
ま
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま

た
、
し
た
が
っ
て
そ
の
人
を
尊
敬
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
た
だ
し
国
君
官
吏
た
る
者
も
、
自
か
ら
労
し
て
自

か
ら
食くら
う
の
大
義
を
失
わ
ず
し
て
、
そ
の
所
労
の
力
と
そ
の
所
得
の
給
料
と
軽
重
い
か
ん
を
考
え
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
こ
れ
す
な
わ
ち
君
臣
の
義
と
い
う
も
の
か
。

　
右
は
人
間
の
交
ま
じ
わ
りの
大
略
な
り
。
そ
の
詳
つ
ま
び
ら
かな
る
は
二
、
三
枚
の
紙
に
つ
く
す
べ
か
ら
ず
、
必
ず
書
を
読
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
書
を
読
む
と
は
、
ひ
と
り
日
本
の
書
の
み
な
ら
ず
、
支
那
の
書
も
読
み
、 

天  

竺 

て
ん
じ
く

の
書
も

読
み
、
西
洋
諸
国
の
書
も
読
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
ご
ろ
世
間
に
、
皇
学
・
漢
学
・
洋
学
な
ど
い
い
、
お

の
お
の
自じ
家か
の
学
流
を
立たて
て
、
た
が
い
に
相
誹
謗
ひ
ぼ
う
す
る
よ
し
。
も
っ
て
の
ほ
か
の
事
な
り
。
学
問
と
は
た

だ
紙
に
記
し
た
る
字
を
読
む
こ
と
に
て
、
あ
ま
り
む
つ
か
し
き
事
に
あ
ら
ず
。
学
流
得
失
の
論
は
、
ま
ず
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字
を
知
り
て
後
の
沙さ
汰た
な
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
空
論
に
時
日
を
つ
い
や
す
は
益
な
き
事
な
り
。
人
間
の
智

恵
を
も
っ
て
、
日
本
・
支
那
・
英
仏
等
、
わ
ず
か
二
、
三
ヶ
国
の
語
を
学
ぶ
に
な
に
ほ
ど
の 

骨  

折 

ほ
ね
お
り

あ
る

や
。 
鄙  
怯 
ひ
き
ょ
う

ら
し
く
も
そ
の
字
を
知
ら
ず
し
て
か
え
っ
て
己おの
が
知
ら
ざ
る
学
問
の
こ
と
を
誹
謗
す
る
は
、

男
子
の
恥
ず
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
や
。
学
問
を
す
る
に
は
、
ま
ず
学
流
の
得
失
よ
り
も
、
我
が
本
国
の
利

害
を
考
え
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
方
今
、
我
が
国
に
外
国
の
交
易
始
り
、
外
国
人
の
内
、
あ
る
い
は
不
正
の
輩はい
あ
り
て
、
我
が
国
を
貧
に

し
我
が
国
民
を
愚
に
し
、
自
己
の
利
を
営
い
と
な
まん
と
す
る
者
多
し
。
さ
れ
ば
今
、
我
が
日
本
人
の
皇
学
・
漢
学

な
ど
唱
え
、
古
風
を
慕
い
新
法
を
悦
ば
ず
、
世
界
の
人
情
世
体
に
通
ぜ
ず
し
て
、
自みず
か
ら
貧
愚
に
陥
る
こ

そ
、
外
国
人
の
得
意
な
ら
ず
や
。
彼
の
策
中
に 

籠  

絡 

ろ
う
ら
く

せ
ら
る
る
者
と
い
う
べ
し
。

　
こ
の
時
に
あ
た
っ
て
外
人
の
は
ば
か
る
も
の
は
、
ひ
と
り
西
洋
学
の
み
。
ひ
ろ
く
万
国
の
書
を
読
て
世

界
の
事
状
に
通
じ
、
世
界
の
公
法
を
も
っ
て
世
界
の
公く
事じ
を
談
じ
、
内
に
は
智
徳
を
脩
お
さ
めて
人
々
の
独
立
自

由
を
た
く
ま
し
ゅ
う
し
、
外
に
は
公
法
を
守
て
一
国
の
独
立
を
か
が
や
か
し
、
は
じ
め
て
真
の
大
日
本
国

な
ら
ず
や
。
こ
れ
す
な
わ
ち
我
が
輩
の
着
眼
、
皇
漢
洋
三
学
の
得
失
を
問
わ
ず
、
ひ
と
り
洋
学
の
急
務
な

る
を
主
張
す
る
ゆ
え
ん
な
り
。

　
願
く
は
我
が
旧
里
中
津
の
士
民
も
、
今
よ
り
活
眼
を
開
て
、
ま
ず
洋
学
に
従
事
し
、
自
か
ら
労
し
て
自
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か
ら
食くら
い
、
人
の
自
由
を
妨
げ
ず
し
て
我
が
自
由
を
達
し
、
脩
徳
開
智
、
鄙
吝
ひ
り
ん
の
心
を  

却    

掃  

き
ゃ
く
そ
う

し
、
家

内
安
全
、
天
下
富
強
の
趣
意
を
了
解
せ
ら
る
べ
し
。
人
誰
か
故
郷
を
思
わ
ざ
ら
ん
、
誰
か
旧
人
の
幸
福
を

祈
ら
ざ
る
者
あ
ら
ん
。
発
足
の
期
、
近
ち
か
きに
あ
り
。 

怱  

々 

そ
う
そ
う

筆
を
と
っ
て
西
洋
書
中
の
大
意
を
記
し
、
他
日

諸
君
の
考
案
に
の
こ
す
の
み
。

明
治
三
年  

庚    
午  

か
の
え
う
ま

一
一
月
二
七
夜
、
中
津
留
主
居
町

る
す
い
ま
ち

の
旧
宅
敗
窓
の
下
に
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
沢
諭
吉
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情
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」
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文
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書
店
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日
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行
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集
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」
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書
店
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昭
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発
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新
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」

　
　
　1872

（
明
治5

）
年3
月
発
行

入
力
：
田
中
哲
郎

校
正
：noriko saito

2007

年2

月13

日
作
成

青
空
文
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作
成
フ
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イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
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ー
ネ
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ト
の
図
書
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、
青
空
文
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力
、
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テ
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。
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