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子
規
子
の
世
を
去
る
な
り
、
天
下
の 

操 

觚 

者 

そ
う
こ
し
ゃ

ほ
と
ん
ど
筆
を
揃
そ
ろ
えて
そ
の
偉
人
た
る
こ
と
を
称
す
、
子

規
子
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
偉
人
と
称
せ
ら
れ
た
る
か
、
世
人
が
子
規
子
を
偉
人
と
す
る
と
こ
ろ
の

理
由
い
か
ん
と
見
れ
ば
、
人
お
の
お
の
そ
の
言
う
と
こ
ろ
を
異
に
し
、
毫ごう
も
帰
一
す
る
と
こ
ろ
あ
る
な
く
、

し
こ
う
し
て
た
だ
そ
の
子
規
子
は
偉
人
な
り
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
、
一
致
せ
る
の
事
実
を
見
た
る
は

最
も
味
あ
じ
わう
べ
き
点
な
り
と
す
。

　
し
か
り
世
人
は
相
当
の
理
由
を
有
し
て
、
子
規
子
の
偉
人
た
る
を
断
定
せ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
た
だ
無

意
識
の
間
に
そ
の
偉
人
た
る
こ
と
を
感
じ
た
る
な
り
、
子
規
子
は
真
に
偉
人
な
り
し
、
偉
人
な
る
が
ゆ
え

に
、
世
人
が
そ
の
偉
人
た
る
を
感
じ
た
る
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
理
屈
に
あ
ら
ず
し
て
事
実
な
り
、
決
定
の

自
然
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
は
な
し
、
何
と
な
れ
ば
、
太
陽
な
る
が
ゆ
え
に
太
陽
た
る
を
感
じ
、
明
月
な
る
が

ゆ
え
に
明
月
た
る
を
感
ず
る
と
等
し
け
れ
ば
な
り
、
こ
れ
に
理
由
を 

云  

々 

う
ん
ぬ
ん

す
る
が
ご
と
き
は
要
す
る
に

人
間
の
小
理
屈
の
み
。

　
さ
れ
ば
単
に
子
規
子
を
偉
人
な
り
と
い
う
に
対
し
て
は
、
何
ら
の
説
明
を
要
せ
ず
、
し
か
れ
ど
も
世
に

子
規
子
を
仰
ぎ
子
規
子
を
信
ず
る
人
々
に
あ
り
て
は
、
単
に
そ
の
偉
人
た
る
を
知
覚
せ
る
の
み
に
て
は
、

も
と
よ
り
満
足
し
が
た
き
も
の
あ
る
べ
し
、
こ
と
に
親
し
く
左
右
に
侍
し
て
そ
の
感
化
を
蒙
れ
る
吾
々
に
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お
い
て
は
、
そ
の
偉
人
の
実
質
を
考
定
し
て
こ
れ
を
吾
人
に
告
ぐ
る
の
義
務
あ
る
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
ず
。

　
世
上
の
多
く
は
、
子
規
子
の
事
業
を
云
々
し
、
子
規
子
の
議
論
を
云
々
し
、
子
規
子
の
製
作
を
云
々
す
、

し
か
れ
ど
も
予
を
も
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
も
っ
て
子
規
子
を
偉
人
な
り
と
い
う
は
当
ら
ず
、

何
と
な
れ
ば
、
俳
句
は
元
禄
に
興
り
天
明
に
進
歩
し
、
明
治
に
中
興
せ
り
、
子
規
子
の
事
業
と
言
わ
ば
そ

の
俳
句
中
興
の
主
動
者
た
る
に
あ
り
、
そ
の
成
功
も
決
し
て
小
な
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
子

規
子
を
偉
人
な
り
と
い
わ
ば
偉
人
な
る
も
の
は
あ
ま
り
に
小
な
り
、
そ
の
議
論
に
お
い
て
も
も
ち
ろ
ん
偉

と
す
る
に
足
る
も
の
あ
る
こ
と
な
し
、
そ
の
製
作
は
俳
句
を
主
と
し
写
生
文
、
歌
、
雑
筆
等
な
り
と
い
え

ど
も
、
主
な
る
俳
句
に
つ
い
て
い
う
も
、
芭
蕉
も
し
く
は
蕪
村
に
対
し
て
、
容
易
に
そ
の
優
劣
を
定
め
が

た
き
も
の
あ
る
べ
し
、
も
ち
ろ
ん
芭
蕉
、
蕪
村
に
有
せ
ざ
る
も
の
も
子
規
子
に
多
か
ら
ん
が
、
子
規
子
に

有
せ
ざ
る
も
の
の
芭
蕉
、
蕪
村
に
多
き
も
ま
た
明
あ
き
ら
かな
り
、
写
生
文
、
歌
、
雑
筆
等
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を

偉
人
の
事
業
と
し
て
は
、
む
し
ろ
論
ず
る
に
足
ら
ず
と
い
う
を
適
当
な
り
と
せ
ん
。

　
し
か
ら
ば
子
規
子
は
、
何
を
も
っ
て
偉
人
な
る
か
、
予
の
考
う
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
せ
ば
、
一
、
天  

て
ん
ぴ

稟 

之 

ん
の

脳
力
、
二
、
絶
対
的
態
度
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。

　
　
　
　
　
子
規
子
の
脳
力
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子
規
子
一
度
文
壇
に
現
わ
れ
て
、
そ
の
発
程
の
途
に
上
る
や
、
精
透
な
る
研
究
猛
烈
な
る
活
動
、
一
刻

の
停
滞
な
く
寸
時
の
休
止
な
し
、
日
を
も
っ
て 

覚  

醒 

か
く
せ
い

し
月
を
も
っ
て
進
歩
し
、
議
論
と
製
作
と
年
を
も

っ
て
変
化
す
、
昨
年
の
標
準
は
決
し
て
今
年
の
標
準
に
あ
ら
ず
、
今
年
の
標
準
も
と
よ
り
明
年
の
標
準
な

る
あ
た
わ
ず
、
議
論
に
実
行
し
製
作
に
経
験
し
、
覚
醒
と
な
り
進
歩
と
な
り
、
年
を
経
る
に
従
っ
て
い
よ

い
よ
勢
力
を
加
え
つ
つ
、
最
終
に
至
る
ま
で
い
さ
さ
か
の
滞
溜
を
見
ざ
り
し
は
、
実
に
子
規
子
の
生
涯
な

り
し
。

　
見
よ
子
規
子
の
議
論
は
し
ば
し
ば
矛
盾
を
来きた
し
、
標
準
し
ば
し
ば
動
揺
を
招
け
り
、
始
め
大
お
お
いに 

蓼  

太 

り
ょ
う
た

を
あ
げ
後
た
ち
ま
ち
蓼
太
を
痛
罵
つ
う
ば
し
、
前
年
は
、
歌
は
俳
句
の
長
き
も
の
、
俳
句
は
歌
の
短
き
も
の
と
し

て
毫ごう
も
差
支
な
し
と
論
じ
、
翌
年
に
は
、
た
だ
ち
に
俳
調
俳
語
厭いと
う
べ
し
と
の
歌
評
を
な
せ
る
ご
と
き
す

な
わ
ち
そ
の
一
例
な
り
、
研
究
的
態
度
を
も
っ
て
活
動
せ
ば
、
そ
れ
以
上
の
ご
と
き
変
化
を
見
る
こ
と
、

も
と
よ
り
当
然
な
る
べ
し
と
い
え
ど
も
、
子
規
子
の
子
規
子
た
る
所
以
ゆ
え
ん
は
全
く
こ
こ
に
存
せ
る
こ
と
を
知

ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
製
作
者
と
学
者
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
ち
ろ
ん
な
り
と
い
え
ど
も
、
か
の
近
世
国
学
界
の
大
家

な
り
と
称
せ
ら
る
る
、 

本  

居  

宣  

長 

も
と
お
り
の
り
な
が

の
ご
と
き
は
、
三
十
四
、
五
歳
時
代
の
著
述
な
る
「  

石 

上 

私 

い
そ
の
か
み
さ
さ
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淑 

言  
め
ご
と

」
の
議
論
は
彼
が
一
生
の
議
論
に
し
て
、
彼
が
論
理
は
六
十
を
越
て
、
毫
も
変
化
を
見
ざ
り
し
が

ご
と
く
、
脳
力
の
固
定
思
想
の  

膠    

着  

こ
う
ち
ゃ
く

、
い
か
に
活
動
性
に
乏
し
き
か
を
見
る
べ
し
、
こ
れ
を
子
規
子

の
流
動
少
し
も
静
止
な
き
に
比
せ
ば
、
天
稟
の
脳
力
に
非
常
な
る
相
違
あ
る
を
知
ら
ん
。

　
予
輩
ら
が
し
ば
し
ば
子
規
子
の
門
を
叩
た
た
いて
教
お
し
えを
乞こ
え
る
や
、
月
に
幾
回
な
る
を
知
ら
ず
と
い
え
ど
も
、

会
談
の
日
ご
と
に
必
ず
新
問
題
を
聞
か
ざ
る
こ
と
な
か
り
き
、
旧
を
改
め
新
を
悟
り
追
求
い
よ
い
よ
高
く
、

し
か
も
先
生
の
進
む
は
早
く
し
て
吾
が
追
歩
の
は
な
は
だ
寛
な
り
し
恨
み
を
感
ぜ
ざ
り
し
は
稀まれ
な
り
、
思

う
に
先
生
の
門
に
入
り
し
も
の
、
何
人
も 

如  

叙 

に
ょ
じ
ょ

の
感
を
抱
け
る
や
必ひっ
せ
り
、
ゆ
え
に
し
ば
ら
く
先
生
と

談
話
の
機
を
失しっ
し
た
る
時
に
、
い
つ
し
か
趣
味
の
離
隔
を
発
見
す
る
珍
し
か
ら
ず
、
先
生
が
最
も
晩
年
に

お
い
て
、
有
力
な
る
俳
人
諸
氏
と
、
趣
味
標
準
の
相
違
を
発
見
し
云
々
と
「
病
牀
六
尺
」
に
述
べ
ら
れ
た

る
ご
と
き
、
明
か
に 

這  

般 

し
ゃ
は
ん

の
消
息
を
認
む
、
日ひび
に
「
モ
ル
ヒ
ネ
」
を
服
し
て
わ
ず
か
に
痛
苦
を
忘
れ
ん

と
し
つ
つ
あ
る
際
に
お
い
て
も
、
な
お
か
く
の
ご
と
く
趣
味
標
準
の
進
昇
に
停
溜
の
趣
き
な
き
を
見
る
、

い
ず
く
ん
ぞ
脳
力
の
偉
と
言
わ
ざ
る
を
得
ん
や
。

　
思
う
に
偉
人
は
自
覚
的
成
功
な
し
、
活
動
に
起
り
活
動
に
終
る
は
偉
人
の
常
な
る
が
ご
と
く
、
古
今
東

西
の
偉
人
多
く
は
し
か
る
を
見
る
、
豊
公
の
如
き
奈ナ
翁
の
如
き
、
彼
ら
は
活
動
を
知
っ
て
満
足
を
知
ら
ざ

る
に
似
た
り
、
偉
人
の
成
功
は
活
動
に
し
て
偉
人
の
満
足
又
活
動
に
存
す
る
か
。
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子
規
子
の
俳
壇
に
お
け
る
事
業
は
天
下
の
讚
す
る
と
こ
ろ
な
り
と
い
え
ど
も
、
子
規
子
は
毫ごう
も
そ
の
成

功
を
自
覚
せ
ざ
り
し
も
の
の
ご
と
く
、
世
を
去
る
数
月
前
に
お
い
て
、
『
獺
祭
書
屋
俳
句
帖
抄
』
に
叙
し

て
、
「
わ
が
俳
句
は
わ
が
思
い
し
よ
り
も
下
等
な
り
し
」
と
い
え
る
に
あ
ら
ず
や
、
そ
の
本
領
た
る
俳
句

に
お
い
て
な
お
し
か
り
、
い
わ
ん
や
そ
の
他
に
お
い
て
を
や
、
子
規
子
が
自
個
の
事
業
と
製
作
と
に
満
足

せ
ざ
り
し
は
争
う
べ
か
ら
ず
、
察
す
る
に
子
規
子
幸
さ
い
わ
いに
天
寿
を
得
た
り
と
す
る
も
、
つ
い
に
自
個
の
満
足

を
得
る
あ
た
わ
ざ
る
に
終
わ
り
た
る
べ
し
、
何
と
な
れ
ば
子
規
子
は
偉
人
な
れ
ば
な
り
、
偉
人
は
た
だ
活

動
に
満
足
す
、
子
規
子
一
代
の
事
業
、
一
言
を
も
っ
て
こ
れ
を
讃
せ
ば
、
曰
く
、

　
偉
的
脳
力
の
活
動
。

　
　
　
　
　
絶
対
的
態
度

　
天
質
に
お
い
て
偉
人
た
り
し
子
規
子
は
人
格
に
お
い
て
も
偉
人
な
り
、
そ
は
子
規
子
生
涯
を
通
じ
て
一

貫
せ
る
態
度
の
絶
対
的
な
り
し
に
あ
り
。

　
子
規
子
の
態
度
は
絶
対
的
傍
観
の
見
地
に
立
て
り
、
歴
史
を
傍
観
し
、
階
級
を
傍
観
し
、
天
子
を
傍
観

し
乞
食
を
傍
観
し
、
大
宗
教
家
、
大
美
術
家
い
か
な
る
種
類
と
い
え
ど
も
こ
と
ご
と
く
傍
観
す
、
か
つ
て
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仰
視
し
た
る
こ
と
な
く
、
か
つ
て
俯
視
し
た
る
こ
と
な
し
、
思
う
に
こ
れ
真
詩
人
の
態
度
正
し
き
感
覚
を

得
ん
と
欲
す
、
必
ず
正
し
き
観
取
に
待
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
正
し
き
観
取
は
必
ず
正
し
き
傍
観
に
お
い
て

せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　
詩
人
は
一
切
社
会
の
外
に
立
っ
て
、
社
会
の
一
点
た
る
自
個
を
も
傍
観
す
、
詩
人
は
社
会
を
離
れ
ず
し

て
た
だ
社
会
を
観
る
、
詩
人
は
社
会
を
楽
た
の
しん
で
毫
も
社
会
に
混
ぜ
ず
、
詩
人
は
神
に
近
き
を
尊
び
己
に
近

き
を
佳
な
り
と
す
、
一
切
社
会
の
批
判
者
に
し
て
一
切
社
会
の
讃
美
者
な
り
、
絶
対
的
傍
観
の
見
地
に
立

ち
て
始
め
て
、
真
詩
人
の
職
を
完
う
し
得
べ
し
、
し
か
ら
ば
す
な
わ
ち
子
規
子
の
態
度
は
真
詩
人
の
態
度

な
り
。

　
西
欧
の
詩
人
吾
こ
れ
を
詳
つ
ま
び
ら
かに
せ
ず
、
東
洋
の
古
今
た
だ
詩
作
家
の
少
な
か
ら
ざ
る
を
見
る
の
み
、
真
詩

人
の
態
度
を
得
た
る
も
の
あ
る
を
知
ら
ず
、 

屈  

原 
く
つ
げ
ん

、 

陶  

潜 

と
う
せ
ん

、
杜と
甫ほ
、
李
白
り
は
く
、
皆
社
会
外
に
立
て
る
人

に
あ
ら
ず
し
て
要
す
る
に
詩
作
家
た
る
の
み
、 
人  

丸 
ひ
と
ま
ろ

、 

赤  

人 

あ
か
ひ
と

、
憶
良
お
く
ら
、 

家  

持 

や
か
も
ち

ま
た
人
格
の
察
す
べ

き
な
く
、
今
日
に
お
い
て
は
た
だ
そ
の
詩
作
家
た
る
を
感
ず
る
の
み
、
以
上
の
諸
大
家
、
詩
作
家
と
し
て

は
も
と
よ
り
そ
の
大
を
感
ず
と
い
え
ど
も
、
人
格
と
し
て
は
予
未
だ
そ
の
人
を
思
う
こ
と
あ
た
わ
ず
、
要

す
る
に
真
詩
人
た
る
態
度
に
お
い
て
欠
く
る
と
こ
ろ
あ
る
に
よ
れ
り
。

　
子
規
子
の
詩
作
は
、
も
と
よ
り
そ
の
大
を
称
す
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
、
し
か
も
そ
の
態
度
と
人
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格
と
は
、
こ
れ
を
大
宗
教
家
、
大
政
事
家
に
比
す
る
に
値
す
、
も
し
そ
れ
文
字
上
言
語
上
の
製
作
の
み
を

も
っ
て
、
詩
な
り
と
言
わ
ば
も
と
よ
り 

昧  

者 

ま
い
し
ゃ

の
言
の
み
、
趣
味
的
に
他
が
感
覚
を
動
う
ご
かす
べ
き
人
格
と
態

度
と
を
有
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
そ
の
態
度
す
な
わ
ち
詩
、
人
格
す
な
わ
ち
詩
と
称
す
べ
き
な
り
、
さ
れ
ば

偉
人
は
そ
の
す
べ
て
が
す
な
わ
ち
詩
な
り
と
い
う
を
得
べ
し
、
何
と
な
れ
ば
偉
人
は
す
べ
て
が
趣
味
を
も

っ
て
満
さ
れ
居
れ
ば
な
り
、
子
規
子
は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
、
絶
対
的
傍
観
の
見
地
に
立
て
り
と
い
う

か
、
こ
れ
当
然
に
来
る
べ
き
疑
問
な
れ
ど
も
、
そ
を
具
体
的
に
解
釈
せ
ん
こ
と
容
易
な
ら
ず
、
何
と
な
れ

ば
こ
れ
理
論
に
あ
ら
ず
し
て
、
趣
味
的
実
際
問
題
な
れ
ば
な
り
、
予
は
た
だ
子
規
子
が
、
常
に
一
切
の
事

物
を
自
個
の
標
準
に
よ
っ
て
判
断
し
、
自
個
以
外
に
偉
人
を
認
め
ざ
り
し
態
度
を
持じ
し
た
る
を
も
っ
て
、

絶
対
的
傍
観
の
見
地
に
立
て
り
と
断
ぜ
ん
と
欲
す
。

　
唯
我
独
尊
を
称
し
た
る
釈 

迦 

如 

来 

し
ゃ
か
に
ょ
ら
い

は
、
絶
対
に
自
ら
を
尊
べ
り
、
絶
対
他
力
を
唱
え
た
る 

親  

鸞 

し
ん
ら
ん

は

絶
対
に
他
を
尊
た
っ
と
んで
自
個
を
空
む
な
し
ゅ
うせ
り
、
孔
子
こ
う
し
と
耶ヤ
蘇ソ
と
は
他
を
尊
ん
で
ま
た
自
個
を
尊
べ
り
、
つ
い
に
釈
迦

と
親
鸞
に
対
し
て
い
さ
さ
か
譲
る
と
こ
ろ
あ
る
が
ご
と
く
の
感
あ
る
は
、
そ
の
態
度
の
絶
対
的
な
ら
ざ
る

に
存
す
、
子
規
子
の
態
度
は
、
別
に
諸
聖
人
の
外
に
立
ち
、
心
を
一
切
社
会
の
外
界
に
置
け
り
、
一
切
他

を
尊
ま
ず
一
切
他
を
卑
い
や
しま
ず
、
も
ち
ろ
ん
自
個
を
尊
ま
ず
自
個
を
卑
ま
ず
、
自
個
の
精
神
は
、
な
お
自
個

の
一
切
を
も
よ
そ
に
せ
り
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
傍
観
の
態
度
こ
れ
な
り
。
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ゆ
え
に
社
会
的
自
個
の
行
動
は
、
毫ごう
も  

戒    

飭  

か
い
ち
ょ
く

す
る
と
こ
ろ
な
く
検
束
す
る
趣
お
も
む
きな
く
、
極
め
て
随
意

に
、
心
の
動
く
ま
ま
に
振
舞
い
た
り
、
親
鸞
の
い
わ
ゆ
る
自
然
法
爾

じ
ね
ん
ほ
う
じ
な
る
も
の
と
、
す
こ
ぶ
る
相あい
似
た
る

の
跡
あ
り
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
子
規
子
の
態
度
は
、
釈
迦
如
来
の
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
、
親
鸞
上
人
の
知

ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
、
嗚あ
呼あ
あ
に
偉
な
ら
ず
や
、
予
は
な
お
終
お
わ
りに
臨
の
ぞ
んで
一
言
せ
ん
。

　
子
規
子
を
知
ら
ん
と
欲ほっ
せ
ば
、
子
規
子
の
議
論
と
子
規
子
の
製
作
と
を
、
突
き
抜
け
て
じ
か
に
子
規
子

そ
の
人
を
見
よ
、
子
規
子
の
議
論
と
子
規
子
の
製
作
と
は
、
決
し
て
子
規
子
の
満
足
し
た
る
も
の
に
あ
ら

ざ
る
な
り
と
。
明
治
三
十
八
年
十
二
月
六
日
夜
十
二
時
記
し
る
す　
〔
『
馬
酔
木
』
明
治
三
十
九
年
一
月
一
日
〕
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
子
規
選
集
　
第
十
二
巻
　
子
規
の
思
い
出
」
増
進
会
出
版
社

　
　
　2002
（
平
成14

）
年11

月5

日
初
版
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
子
規
全
集
　
別
卷
二
　
回
想
の
子
規
　
一
」
講
談
社

　
　
　1975

（
昭
和50
）
年9

月18

日
第1

刷
発
行

初
出
：
「
馬
醉
木
　
第
三
卷
第
一
號
」
馬
醉
木
発
行
所

　
　
　1906

（
明
治39

）
年1
月1
日

※
「
讚
」
と
「
讃
」
の
混
在
は
、
底
本
通
り
で
す
。

入
力
：
高
瀬
竜
一

校
正
：hitsuji

2019

年8

月30

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら

れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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