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『
和
荘
兵
衛
』
の
思
想
性

本
稿
は
、
安
永
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
談
義
本
『
和
荘
兵
衛
』
よ
り
見
受
け
ら

れ
る
作
者
の
思
想
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
老
荘
思

想
を
基
に
世
俗
の
庶
民
強
化
を
目
的
と
し
て
、
実
社
会
へ
の
諷
刺
性
を
持
つ
六

つ
の
異
国
を
巡
る
異
国
遍
歴
小
説
で
あ
る
。
各
異
国
の
最
後
に
は
「
養
生
」
と

題
し
て
、
世
俗
の
人
々
に
対
す
る
作
者
の
教
訓
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
冒
頭
の

自
序
を
含
め
た
作
品
全
体
か
ら
、
老
荘
思
想
、
特
に
『
荘
子
』
享
受
の
主
張
が

見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
為
、
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
を
前
提
と

し
て
展
開
さ
れ
た
研
究
が
多
く
、
作
者
に
与
え
る
無
意
識
下
で
の
思
想
の
影
響

に
つ
い
て
言
及
す
る
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
諷
刺
性
や
教

訓
性
の
観
点
か
ら
、
老
荘
思
想
だ
け
で
は
な
い
他
思
想
に
よ
る
影
響
が
多
分
に

確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
儒
教
・
仏
教
・
神
道
な
ど
の

当
時
の
学
統
と
『
和
荘
兵
衛
』
の
本
文
を
照
合
し
、
作
者
の
他
思
想
に
よ
る
影

響
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
作
品
内
か
ら
読
み
取
れ
る
思
想
性
の
性
質

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
章
で
は
、『
和
荘
兵
衛
』
刊
行
に
至
る
ま
で
の
思
想
的
状
況
を
江
戸
時
代

前
期
と
江
戸
時
代
中
期
に
分
け
、
近
世
思
想
史
の
確
認
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
幕

藩
体
制
下
で
の
朱
子
学
の
推
進
に
つ
い
て
、
林
羅
山
が
林
希
逸
の
『
三
子
鬳
斎

口
義
』
の
受
容
を
経
て
、
朱
子
学
日
本
化
の
初
期
の
様
相
を
述
べ
た
。
続
い
て
、

新
た
に
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
徂
徠
な
ど
の
古
学
派
に
よ
っ
て
、
各
々
が
よ
り
自
由

な
形
で
様
々
な
思
想
形
成
を
繰
り
返
す
百
家
争
鳴
の
時
代
に
つ
い
て
言
及
し
、

そ
れ
ら
が
一
切
樗
山
な
ど
の
戯
作
者
に
よ
っ
て
文
芸
の
世
界
に
影
響
し
て
い
く

一
連
の
過
程
を
確
認
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
踏
ま
え
て
、
第
二
章
で
は
、『
和
荘
兵
衛
』
に
お
け

る
他
思
想
か
ら
の
影
響
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、「
養
生
」
本
文
と
『
荘

子
』、
及
び
他
学
統
の
各
典
拠
と
の
照
合
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
儒
教
の

『
六
諭
衍
義
大
意
』
や
『
孟
子
』、
大
乗
仏
教
の
「
四
條
金
吾
殿
御
返
事
」
や
神

道
の
『
倭
姫
命
世
記
』、
さ
ら
に
は
『
都
鄙
問
答
』『
石
田
先
生
語
録
』『
石
田
先

生
事
蹟
』
等
を
典
拠
と
す
る
石
門
心
学
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
思
想
の
影
響
が

確
認
で
き
、
そ
れ
ら
が
習
合
的
思
想
と
な
っ
て
「
養
生
」
の
教
訓
、
な
い
し
は

作
者
の
思
想
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
習
合
的
思
想

が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
石
門
心
学
の
開
祖
・
石

田
梅
岩
と
比
較
し
な
が
ら
双
方
の
共
通
す
る
思
想
観
を
明
ら
か
に
し
、
梅
岩
と

遊
谷
子
の
思
想
形
成
の
性
質
の
一
致
を
指
摘
し
た
。

結
論
と
し
て
、『
和
荘
兵
衛
』
の
教
訓
性
に
は
、
作
者
が
主
張
す
る
思
想
に
加

え
て
、
他
学
統
か
ら
の
様
々
な
影
響
が
見
受
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
作
者
の
無
意

識
下
で
の
思
想
形
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
習
合

的
思
想
は
そ
の
ま
ま
作
品
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
思
想
の
性
質
は
石
田
梅
岩
と
類

似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
者
・
遊
谷
子
が
石
門
心
学
を
学
ん
で
い
た
可
能
性

が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
従
来
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

遊
谷
子
の
人
物
研
究
に
お
い
て
、
作
者
の
思
想
性
と
い
う
観
点
か
ら
新
た
な
人

物
像
の
可
能
性
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
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建
部
綾
足
の
読
本
に
つ
い
て
―
『
西
山
物
語
』
を
中
心
に
―

建
部
綾
足
は
江
戸
時
代
中
期
の
文
人
で
あ
り
、
和
歌
・
俳
諧
・
片
歌
・
随

筆
・
画
・
読
本
・
国
学
な
ど
、
多
く
の
芸
術
活
動
を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。
本

稿
で
は
綾
足
が
伊
勢
物
語
研
究
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
時
期
に
焦
点
を
当

て
、
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
読
本
作
品
『
西
山
物
語
』
を
題
材
と
し
て
、
伊
勢

物
語
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
が
、
作
品
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て

い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
綾
足
の
国
学
研
究
と
作
品
の
執
筆

と
の
関
連
性
を
調
べ
、
そ
こ
で
得
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
作
中
に
表
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
、
作
品
の
内
容
と
作
中
の
歌
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
で
明

ら
か
に
し
た
。

第
一
章
で
は
、
国
学
の
師
で
あ
る
賀
茂
真
淵
の
伊
勢
物
語
に
対
す
る
解
釈
を

参
考
に
し
、
そ
の
考
え
を
継
承
し
た
綾
足
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
話
の
構
造
や
和

歌
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
発
展
さ
せ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
を
調
べ

た
。
結
果
と
し
て
綾
足
は
、
真
淵
の
考
え
を
継
承
し
、『
伊
勢
物
語
』
を
事
実
と

虚
構
を
織
り
交
ぜ
て
作
ら
れ
た
、
実
録
と
は
異
な
っ
た
物
語
で
あ
る
と
捉
え
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
、
次
章
で
は
実
際
に
『
西
山

物
語
』
の
本
文
内
容
に
こ
の
考
え
が
表
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検

証
を
行
っ
た
。

第
二
章
で
は
、『
西
山
物
語
』
の
内
容
が
題
材
と
し
て
い
る
事
件
と
乖
離
し
て

い
る
こ
と
に
着
目
し
、
伊
勢
物
語
研
究
の
影
響
が
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
見

ら
れ
る
の
か
確
認
し
た
。
具
体
的
に
は
、
事
件
の
関
係
者
と
登
場
人
物
に
つ
い

て
、
作
中
に
登
場
す
る
宝
刀
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
祟
り
・
怪
異
に
つ
い
て
を
取

り
上
げ
、
同
じ
事
件
を
題
材
と
し
た
作
家
、
上
田
秋
成
の
綾
足
批
判
を
通
し
て

み
る
『
西
山
物
語
』
の
事
件
へ
の
忠
実
性
と
、
綾
足
が
作
品
を
執
筆
す
る
う
え

で
ど
の
よ
う
な
事
を
重
視
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
結

果
と
し
て
、
綾
足
は
伊
勢
物
語
研
究
を
通
し
て
、
事
実
と
虚
構
を
織
り
交
ぜ
て

物
語
を
作
る
こ
と
で
実
録
と
は
異
な
る
自
立
し
た
物
語
を
作
る
と
い
う
意
識
を

獲
得
し
、
そ
れ
を
『
西
山
物
語
』
に
も
反
映
さ
せ
て
い
た
た
め
に
、
実
際
の
事

件
と
意
図
的
に
距
離
を
置
い
て
、
作
品
を
展
開
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
創
作
の
比
率
が
大
き
い
作
品
と
し
て
書
き
上

げ
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
綾
足
が
読
本
を
執
筆
す
る
う
え
で
、
実
録
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
学
問
的
な
成
果
を
示
し
、
さ
ら
に
実
験
的
に
新
し
い

試
み
を
行
う
場
と
し
て
、
物
語
を
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
察
を
も
っ
て
論
を
展
開
し
た
。

第
三
章
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
と
『
西
山
物
語
』
は
古
歌
を
引
用
す
る
際
の
特

徴
に
類
似
性
が
あ
り
、
伊
勢
物
語
研
究
の
成
果
が
読
本
の
中
で
あ
ら
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。『
伊
勢
物
語
』
の
和
歌
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
四
つ
あ

げ
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を
調
べ
た
結
果
、
四
つ
中
三
つ

の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
結
論
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
綾
足
の
伊
勢
物
語
研
究
と

『
西
山
物
語
』
の
影
響
関
係
を
調
べ
る
こ
と
で
、
綾
足
は
『
伊
勢
物
語
』
の
研
究

を
通
し
て
獲
得
し
た
知
識
や
作
品
に
対
す
る
考
え
方
を
、
読
本
の
執
筆
と
い
う

形
で
作
中
に
表
現
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。


