
村
田
春
海
（
延
享
三
川
Ｉ
文
化
八
Ⅲ
）
は
本
居
宣
長
に
宛
て
た
享
和
元
Ⅲ
年

（
１
入
）

十
月
三
日
書
翰
に
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

拙
著
ノ
時
文
摘
航
と
申
も
の
の
事
御
聞
及
御
尋
被
レ
下
、
こ
れ
は
、
す

で
に
數
年
前
の
儒
者
ど
も
の
、
何
ノ
心
得
も
な
く
、
文
辞
ノ
上
に
稗
謂
を

誤
申
候
事
ど
も
の
候
を
、
辨
論
仕
候
も
の
に
て
、
畢
寛
兒
童
ノ
爲
の
承
の

ま
う
け
に
仕
候
書
に
て
御
座
候
。
中
々
高
寶
な
ど
に
入
ル
ベ
き
も
の
に
て

も
無
し
之
候
。
題
號
不
レ
宜
候
ゆ
ゑ
改
可
レ
申
候
、
い
ま
だ
改
め
不
し
申
候
、

楢
又
後
便
に
委
曲
可
二
申
上
一
候
。

こ
の
書
翰
が
書
か
れ
て
い
た
時
、
既
に
宣
長
は
こ
の
世
に
な
く
（
九
月
二
十

九
日
没
）
、
『
時
文
摘
枇
』
に
対
す
る
「
後
便
」
で
の
「
委
曲
」
の
披
瀝
は
残

念
な
が
ら
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
右
書
翰
に
よ
っ
て
『
時
文
摘
枇
』
の
著
述
意

（
○
＆
）

図
が
同
時
代
の
儒
者
に
お
け
る
「
称
謂
」
の
誤
用
の
指
摘
・
批
判
に
あ
り
、
初

学
者
向
け
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
既
に
宣
長
が
関
心
を
示
し
て
い
た

こ
と
、
題
名
、
お
そ
ら
く
は
「
時
文
」
と
い
い
「
摘
枇
」
と
い
う
語
義
の
直
裁

な
あ
り
方
が
不
適
当
で
あ
る
ゆ
え
に
改
題
を
計
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

ー

近
世
後
期
史
学
史
と
『
逸
史
』

る
（
後
に
一
名
『
作
文
通
弊
』
と
し
て
流
布
し
た
）
。

寛
政
七
川
年
完
成
の
こ
の
書
に
於
い
て
春
海
が
指
弾
し
た
の
は
、
た
と
え
ば

荻
生
祖
侠
が
「
孔
子
賛
」
に
「
日
本
国
夷
人
物
茂
卿
」
と
書
き
、
「
贈
干
士
茄
」

に
天
皇
を
「
共
主
」
と
書
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
「
勝
国
」
「
国
初
」
の
文
字

を
幕
府
に
使
用
し
た
こ
と
を
は
じ
め
、
太
宰
春
台
の
天
皇
の
諄
の
公
然
た
る
使

用
、
「
山
城
天
皇
」
と
の
表
記
、
服
部
南
郭
が
日
本
の
国
号
を
単
称
し
て
「
大

東
」
と
記
し
た
こ
と
等
ぺ
主
に
祖
棟
学
派
に
著
し
い
中
国
の
呼
称
の
日
本
へ

の
応
用
、
歴
史
的
類
比
の
姿
勢
で
あ
る
。
春
海
は

儒
生
は
身
卑
賤
な
が
ら
、
學
術
文
章
は
後
世
へ
も
傳
へ
て
、
人
の
模
範
と

も
な
る
も
の
な
る
を
、
此
文
字
穗
呼
の
乖
凱
を
、
正
し
た
ま
う
事
の
無
き

《
ス
ヲ

は
、
刑
政
の
顧
典
と
や
い
ふ
べ
か
ら
ん
。
仲
尼
の
教
正
し
名
を
以
て
先
と

（
＠
Ｊ
）

す
と
い
は
ず
や
。
名
の
正
し
か
ら
ざ
る
は
、
名
教
の
害
な
ら
ん
か
。

と
儒
教
思
想
の
原
点
「
正
名
」
説
に
照
ら
し
て
も
現
在
の
「
文
字
稗
呼
」
の
乱

れ
、
具
体
的
に
は
中
国
的
文
字
称
呼
と
日
本
の
実
態
と
の
乖
離
と
い
う
弊
害
は

矯
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
、
と
政
治
的
秩
序
維
持
の
観
点
を
含
め
て

同
時
代
の
儒
者
を
論
難
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
春
海
が
提
唱
す
る
の
は
、

現
実
の
体
制
・
秩
序
と
呼
称
の
体
系
と
が
由
来
・
源
と
す
る
と
こ
ろ
を
異
に
し

高
橋
章
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て
い
る
と
こ
ろ
に
時
代
の
特
色
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
表

記
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
「
実
」
の
体
系
と
「
名
」
の
体
系
と
の
二

元
性
を
同
時
代
認
識
の
基
本
と
し
つ
つ
歴
史
叙
述
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
右
の
二
つ
の
体
系
は
或
人
と
の
問
答
の
文
中
で
は
、
前
者
が
「
封
建
」
、

後
者
が
「
郡
縣
」
と
読
み
か
え
ら
れ
て
い
る
。

今
の
世
は
、
封
建
の
す
が
た
に
て
、
さ
て
、
官
位
等
の
制
は
、
古
の
郡
縣

の
時
の
ま
入
に
て
、
又
、
別
に
當
時
の
俗
稻
も
あ
る
事
を
、
後
世
よ
り
見

て
も
、
疑
ひ
な
く
明
ら
か
に
知
ら
る
べ
き
や
う
に
書
く
を
、
ま
こ
と
の
雅

正
の
文
と
は
い
ふ
べ
き
な
り
。
こ
れ
を
、
下
な
る
人
の
私
の
心
に
ま
か
せ

て
、
禰
謂
を
改
め
、
さ
て
、
萬
事
封
建
の
制
度
を
建
て
ら
れ
し
事
の
や
う

に
、
程
て
書
な
さ
ん
は
、
甚
後
世
の
人
を
し
て
、
迷
は
し
む
べ
き
事
に

て
、
實
に
、
虚
誕
な
る
わ
ざ
也
。

春
海
は
「
封
建
」
「
郡
県
」
の
併
存
、
そ
し
て
俗
称
の
存
在
を
歴
史
叙
述
の

体
裁
と
し
て
据
え
、
後
世
人
へ
の
理
解
の
礎
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
一
方
で
先
に
称
呼
を
乱
す
も
の
と
さ
れ
た
人
々
（
祖
侠
学
派
）

は
、
「
実
」
の
「
封
建
」
に
依
拠
し
て
「
名
」
も
「
封
建
」
に
一
元
化
す
る
人

々
、
し
か
も
「
私
の
心
」
に
任
せ
て
改
変
す
る
人
々
と
し
て
論
難
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
春
海
は
「
制
度
と
構
謂
と
は
、
改
め
書
べ
き
物
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
、
」

「
此
制
度
と
構
謂
は
、
雅
俗
を
論
ぜ
ず
、
時
に
從
ふ
よ
り
外
は
無
き
も
の
な

り
。
」
を
基
本
姿
勢
と
す
る
か
ら
、
現
実
「
時
」
の
叙
述
を
最
優
先
と
す
る
傾

向
が
強
固
で
、
か
つ
国
学
者
の
属
性
た
る
下
位
者
か
ら
の
政
治
・
制
度
へ
の
働

き
か
け
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
併
せ
持
っ
て
い
る
か
ら
、
対
置
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
儒
者
の
処
為
は
批
判
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
し
て
歴
史
叙
述
第
一
の
視
座
か
ら
称
呼
の
表
現
規
制
を
受
け
る
べ
き

と
さ
れ
る
例
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
『
元
亨
繰
書
』
で
あ
る
。

澤
書
は
、
僧
家
の
記
載
な
り
と
は
い
へ
ど
も
、
史
録
の
一
な
れ
ば
、
穗
謂

ク

を
正
し
く
書
べ
き
事
な
り
。

歴
史
叙
述
と
い
う
観
点
か
ら
春
海
は
『
元
亨
澤
書
』
が
「
国
を
州
」
と
表
現

し
た
り
「
官
に
唐
名
」
を
記
し
「
複
姓
を
一
字
」
に
記
録
し
た
り
し
た
姿
勢
を
沮

棟
学
派
と
撲
一
の
も
の
と
し
て
批
難
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
規
制
は
墓
誌
・

行
状
あ
る
い
は
詩
序
な
ど
「
事
を
實
録
す
る
爲
の
物
」
一
般
に
及
ぶ
と
も
す
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
春
海
の
主
に
祖
侠
学
派
の
使
用
文
字
を
対
象
と
し

た
「
称
謂
」
説
へ
の
批
判
は
彼
ら
の
文
学
的
な
営
ゑ
全
体
へ
派
及
す
る
批
判
で

あ
り
、
歴
史
叙
述
の
方
法
を
端
緒
と
し
た
歴
史
観
へ
の
根
本
的
な
批
判
で
あ
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
の
基
本
に
は
既
述
の
ご
と
く

「
正
名
」
説
が
あ
り
、
「
時
」
に
傾
斜
し
た
同
時
代
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
春
海
の
「
封
建
」
「
郡
県
」
併
記
と
柤
侠
学
派
の
「
封
建
」
一
元
的
表
記

と
い
う
歴
史
叙
述
上
の
対
立
は
そ
の
端
的
な
現
わ
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
時
文
摘
枇
』
に
関
心
を
示
し
て
い
た
宣
長
は
儒
者
の
「
称
謂
」

説
を
い
か
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
王
か
つ
ま
』
二
の
巻
の
「
儒
者
名

を
み
だ
る
事
」
の
項
中
で
宣
長
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

近
き
世
に
或
儒
者
の
、
今
の
世
は
、
萬
の
名
正
し
か
ら
ず
、
某
を
ぱ
、
今

は
し
か
ノ
ー
と
は
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
、
し
か
ｊ
、
い
は
む
こ
そ
正
し
け

れ
、
な
ど
い
ひ
て
、
よ
る
づ
を
今
の
世
の
あ
り
さ
ま
に
ま
か
せ
て
、
例
の

私
に
物
せ
る
は
、
い
か
な
る
ひ
が
心
得
ぞ
や
、
（
略
）
か
の
或
儒
者
の
ご

と
、
古
よ
り
の
さ
だ
め
に
も
か
上
は
ら
ず
、
今
の
名
に
も
し
た
が
は
ず
、

た
堂
今
の
世
の
あ
り
さ
ま
に
ま
か
せ
て
、
わ
た
く
し
に
あ
ら
た
に
物
せ
む

は
、
孔
丘
が
春
秋
の
こ
入
る
と
は
、
う
ら
う
へ
に
て
、
こ
と
さ
ら
に
名
を

五
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（
４
号
）

ゑ
だ
る
こ
と
の
、
い
ふ
し
き
も
の
に
こ
そ
有
け
れ
、

引
用
前
半
は
春
海
の
と
同
主
旨
で
あ
り
、
「
正
名
」
の
観
点
か
ら
祖
侠
と
お

ぼ
し
き
「
或
儒
者
」
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
春
海
と
少
し
く
論
の
展
開
を
異
に

す
る
の
は
後
半
で
あ
る
。
宣
長
は
、
「
或
儒
者
」
の
方
法
上
の
特
質
を
日
本
古

代
か
ら
の
定
制
に
従
う
こ
と
も
現
在
の
「
名
」
の
体
系
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
も

な
い
こ
と
に
求
め
る
一
方
、
春
海
の
よ
う
に
「
郡
県
」
「
封
建
」
併
立
論
と
定

（
５
）

立
さ
れ
る
か
否
か
を
断
言
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
既
知
の
通
り
宣
長
に
あ
っ

て
は
現
在
の
「
封
建
」
の
歴
史
的
源
泉
は
日
本
古
代
の
「
封
建
」
に
求
め
ら

れ
る
傾
向
が
強
く
、
た
と
え
ば
現
今
の
大
名
は
古
代
の
国
造
に
類
比
さ
れ
る

ご
と
く
で
あ
る
。
他
方
「
郡
県
」
制
は
漢
ぶ
り
の
一
過
性
の
も
の
で
、
現
今
と

の
関
わ
り
、
規
定
性
は
稀
薄
で
あ
る
。
従
っ
て
春
海
の
ご
と
く
「
郡
県
」
「
封

建
」
併
列
を
当
代
の
歴
史
叙
述
と
し
て
定
論
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
つ

ま
り
宣
長
の
基
本
的
思
惟
か
ら
言
っ
て
春
海
と
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
た
だ
し
一
応
こ
こ
で
は
宣
長
と
春
海
に
は
歴
史
観
上
の
差
違
が
あ

る
が
対
儒
者
批
判
と
し
て
称
呼
説
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
置
き
、
『
玉
か

つ
ま
』
の
続
論
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

皇
國
は
、
物
の
あ
り
さ
ま
は
、
古
と
か
は
り
き
ぬ
る
事
も
、
名
は
、
物
の

う
つ
り
ゆ
く
、
其
時
々
の
さ
ま
に
し
た
が
は
ず
し
て
、
今
の
世
と
て
も
、

萬
に
な
ほ
古
の
を
守
り
給
ふ
な
る
は
、
い
と
も
い
と
も
有
が
た
く
、
孔
丘

が
心
も
て
い
は
ぱ
、
名
の
い
と
正
し
き
に
こ
そ
あ
り
け
れ
、
さ
る
を
か
へ

り
て
正
し
か
ら
ず
と
し
も
い
ふ
は
、
何
に
つ
け
て
も
、
あ
な
が
ち
に
皇
國

を
い
ひ
お
と
さ
む
と
す
る
心
の
み
す
上
め
る
か
ら
に
、
そ
の
ひ
が
こ
と
な

る
こ
と
を
も
、
わ
れ
な
が
ら
お
ば
え
ざ
る
な
め
り
、

宣
長
は
、
儒
者
の
「
正
名
」
と
い
う
方
法
自
体
が
日
本
歴
史
の
展
開
に
照
ら

し
た
時
、
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
、
儒
者
の
立
論
が
日
本
指
弾
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
当
該
条
を
含
む
『
玉
か
つ
ま
』
二

の
巻
の
最
終
的
成
立
は
寛
政
六
川
で
あ
り
『
時
文
摘
批
』
の
成
立
と
一
年
の
差

違
し
か
な
く
、
又
両
者
は
没
交
渉
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
先
の
春
海
に
よ
る

沮
裸
学
批
判
の
局
面
を
以
っ
て
時
代
層
と
し
て
扱
い
、
国
学
者
の
対
儒
教
的
思

惟
の
要
点
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
は
異
議
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
宣
長
の
場

合
に
は
、
彼
の
歴
史
認
識
と
そ
れ
を
前
提
に
し
た
学
問
方
法
と
こ
の
称
呼
の
不

変
の
問
題
と
が
密
接
に
関
わ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
称
謂
」
説
批
判
は
儒
者
の

「
正
名
」
論
を
仮
想
敵
と
設
定
し
た
時
に
容
易
に
導
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
国
学
の
対
儒
教
論
の
争
点
の
重
要
な
一
局
面
と
し
て
「
称
謂
」
説
の

是
非
の
問
題
を
定
位
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
翻
っ
て
こ
れ
を
史
学
史
的
観
点

か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
問
題
は
日
本
歴
史
へ
の
認
識
・
当
代
観
を
背
景
に
有
す

る
歴
史
叙
述
方
法
の
妥
当
性
へ
の
検
証
の
問
題
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
言
わ
ば
歴
史
叙
述
の
方
法
的
自
覚
の
道
が
沮
侠
学
の
洗
礼
を
経
て
拓
か
れ

た
の
で
あ
る
。

で
は
上
述
の
国
学
者
の
側
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
儒
学
者
の
側
か
ら
の
対

（
６
）

応
あ
る
い
は
反
論
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

寛
政
期
を
中
心
と
し
た
、
し
か
も
祖
採
学
批
判
を
含
む
も
の
と
な
る
と
当
然

に
も
儒
学
の
側
で
の
内
部
批
判
者
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
朱
子
正
学
派
の
人
々
が

対
象
の
主
座
を
占
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
人
左
へ
の
考
察
は

（
７
）
（
８
）
（
９
）

頼
膜
一
、
頼
惟
勤
、
梅
澤
秀
夫
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
特
に
梅
澤
氏
に
よ
っ

て
祖
採
学
の
「
称
謂
」
説
へ
の
批
判
と
し
て
の
尾
藤
二
洲
の
言
説
な
ど
へ
の
詳

細
な
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
以
下
、
右
先
行
研
究
に
示
唆
を
得
つ
つ
も
、
先
の
考
察
中
で
春
海

五
一

一



が
指
摘
し
た
歴
史
叙
述
の
妥
当
性
の
問
題
に
視
座
を
据
え
て
朱
子
正
学
派
周
辺

へ
の
検
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
具
体
的
な
対
象
と
な
る
の
は
中
井
竹

山
（
享
保
十
五
剛
ｌ
文
化
元
Ⅲ
）
『
逸
史
』
で
あ
り
、
そ
の
成
立
過
程
に
顕
在

化
す
る
叙
述
方
法
上
の
問
題
点
を
摘
出
し
、
朱
子
正
学
派
を
含
む
中
井
竹
山
周

辺
の
人
々
に
お
い
て
史
学
史
的
に
何
が
達
成
さ
れ
た
の
か
を
論
じ
た
い
。
そ
の

際
、
本
稿
で
は
現
実
秩
序
へ
の
箱
口
令
を
歴
史
的
前
提
と
し
て
い
た
論
者
達
の

歴
史
学
上
の
苦
心
の
あ
と
を
倭
小
化
し
な
い
よ
う
に
心
掛
け
、
論
を
す
す
め
た

い
と
考
え
る
。

一
一

『
逸
史
』
が
幕
府
に
上
納
さ
れ
た
の
は
寛
政
十
一
Ⅲ
年
五
月
二
十
八
日
で
あ

る
（
「
逸
史
自
序
」
「
進
逸
史
賎
」
）
。
献
上
本
『
逸
史
』
は
起
稿
以
来
五
度
の

（
叩
）

推
敲
を
経
た
と
さ
れ
る
も
の
で
、
天
明
年
間
に
一
旦
成
稿
な
っ
た
も
の
が
、
寛

政
十
年
十
一
月
の
幕
府
か
ら
の
献
上
の
命
令
の
も
と
に
繕
写
が
開
始
ざ
れ
翌
十

一
年
四
月
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
「
逸
史
自
序
」
）
。
『
逸
史
』
献
呈
に
よ

っ
て
竹
山
は
一
つ
に
は
時
服
二
領
を
、
二
つ
に
は
歴
史
家
と
し
て
の
名
望
を
得

た
。
時
に
江
戸
幕
府
に
は
昌
平
雷
に
史
局
を
設
け
「
編
年
之
大
典
」
を
作
る
計
（
、
）

画
が
あ
り
、
儒
官
尾
藤
二
洲
に
よ
っ
て
竹
山
は
総
裁
た
る
べ
き
推
薦
を
う
け
た

こ
と
が
後
者
の
証
し
で
あ
る
。
結
局
竹
山
は
就
任
を
固
辞
し
た
が
、
後
述
の
二

洲
と
の
『
逸
史
』
献
呈
を
め
ぐ
る
交
渉
を
考
え
る
と
、
こ
の
総
裁
推
薦
の
件
も

一
連
の
動
き
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
五
度
の
推
敲
と
は
、
後
述
『
逸
史
問
答
』
に
自
著
を
紹
介
し
て

「
三
・
四
度
」
の
「
易
稿
」
と
あ
る
天
明
年
間
ま
で
の
推
敲
に
献
上
を
前
提
に

し
た
寛
政
年
間
の
も
の
を
加
え
た
数
字
と
見
ら
れ
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は

そ
の
大
き
く
二
度
に
渡
る
推
敲
に
お
け
る
争
点
で
あ
る
。

『
逸
史
』
献
呈
を
め
ぐ
っ
て
争
点
と
な
っ
た
の
は
『
逸
史
』
の
叙
述
規
定

「
輝
言
」
の
妥
当
性
に
関
わ
る
も
の
で
、
主
に
「
将
軍
」
の
称
呼
に
ま
つ
わ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
は
『
逸
史
問
答
』
に
見
え
る
が
、
争
点
は
既
に
安
永

年
間
に
用
愛
れ
さ
て
い
る
か
ら
そ
こ
か
ら
適
宜
論
を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
。

渋
井
大
室
（
享
保
五
川
ｌ
天
明
八
Ⅷ
）
へ
の
三
書
簡
（
『
竹
山
先
生
國
字

（
皿
）

犢
』
所
収
）
に
展
開
す
る
竹
山
の
称
呼
説
は
『
逸
史
』
の
そ
れ
が
歴
史
害
叙
述

と
い
う
実
践
篇
と
す
る
と
原
理
論
篇
的
な
意
味
合
い
を
有
す
る
。

（
過
）

「
答
大
室
第
一
害
」
。
こ
の
書
翰
の
主
要
眼
目
は
沮
侠
学
批
判
に
あ
る
。

三
綱
五
常
ノ
道
〈
最
モ
切
要
ナ
ル
可
ナ
レ
〈
最
モ
名
ヲ
素
リ
分
ヲ
失
う
可

ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
’
一
粁
世
二
至
り
物
服
太
宰
等
ノ
諸
儒
輩
出
シ
テ
大
二

名
分
ヲ
乱
リ
世
俗
ニ
テ
カ
ッ
テ
誤
マ
ラ
サ
ル
可
ヲ
散
々
二
顛
傾
錯
乱
シ
テ

自
ラ
甘
ン
メ
名
教
ノ
罪
人
ト
ナ
ル
可
苦
ミ
シ
キ
可
ナ
リ

竹
山
は
沮
侠
・
南
郭
・
春
台
ら
が
三
綱
五
常
の
番
人
を
以
て
任
ず
る
べ
き
儒

者
の
身
に
し
て
強
い
て
名
分
を
乱
し
た
と
し
て
彼
ら
を
「
名
教
ノ
罪
人
」
と
規

定
す
る
。
そ
し
て
大
室
が
「
正
学
」
を
唱
導
し
柤
侠
学
派
が
乱
し
た
「
名
分
」

の
是
正
に
貢
献
が
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
し
か
し
竹
山
は
大
室
の
祖
侠
学
批
判

の
姿
勢
に
は
不
徹
底
な
点
が
あ
り
、
か
え
っ
て
大
室
の
代
撰
た
る
「
林
家
ノ
碑

文
」
・
佐
倉
藩
の
「
行
状
」
を
読
む
と
祖
侠
学
派
に
類
似
す
る
文
字
使
用
が
あ

る
と
し
て
疑
問
を
提
起
す
る
。
具
体
的
に
は
「
廟
」
號
の
使
用
を
以
っ
て
将
軍

號
に
か
え
年
号
に
冠
し
た
り
す
る
点
で
、
室
鳩
巣
に
当
て
は
ま
る
と
同
じ
批
判

が
大
室
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
間
接
的
に
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鳩
巣
ひ

い
て
は
大
室
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
の
姿
勢
の
起
因
す
る
と
こ
ろ
を
「
虚
晶
眉
」

と
い
う
語
で
説
明
す
る
。

五
三



世
俗
二
虚
晶
償
ト
云
モ
ノ
ァ
リ
テ
浅
間
シ
キ
ィ
ナ
ガ
ラ
學
者
ト
イ
ヘ
疋
免

カ
レ
ザ
ル
モ
ノ
ァ
リ
物
氏
ノ
怪
僻
ノ
見
〈
云
一
一
足
ズ
鳩
巣
ノ
文
字
モ
必
寛

〈
江
戸
晶
偵
ヨ
リ
出
テ
王
室
ヲ
目
上
ノ
瘤
ト
ス
ル
ナ
リ
山
崎
家
ノ
神
道
ヲ

雑
ユ
ル
ハ
京
晶
辰
ニ
テ
武
家
ヲ
尾
大
ノ
勢
ト
ス
ル
ナ
リ
笑
フ
ベ
キ
ナ
リ

江
戸
・
京
二
置
換
さ
れ
る
幕
府
℃
朝
廷
の
ど
ち
ら
に
比
重
を
置
く
か
に
よ
っ

て
文
字
の
使
用
法
が
分
か
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
右
鳩
巣
ら
に
対
し
て
、
竹

山
の
立
場
は
「
晶
眉
偏
頗
ノ
沙
汰
」
を
排
除
し
「
凡
ソ
我
邦
ニ
ァ
ル
人
誰
ヵ
千

載
一
王
ノ
澤
ヲ
仰
カ
サ
ラ
ン
凡
ソ
今
ノ
世
ニ
ア
ル
人
誰
力
御
営
家
葵
世
ノ
隆
治

ヲ
戴
カ
ザ
ラ
ン
」
と
し
て
、
朝
廷
・
幕
府
の
恩
恵
を
さ
な
が
ら
容
認
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

以
上
に
加
え
て
、
「
第
一
書
」
で
は
今
日
の
「
名
分
」
論
上
の
混
乱
を
招
来

し
た
原
因
と
し
て
、
第
一
に
幕
府
に
お
い
て
定
称
が
な
い
こ
と
（
「
必
寛
〈
江

都
ノ
御
事
正
當
ノ
通
称
ナ
ク
シ
カ
モ
常
二
入
用
一
一
テ
毎
度
行
文
ニ
サ
く
り
何
ト

モ
カ
キ
ャ
ウ
ノ
ナ
キ
ャ
ウ
ナ
ル
ョ
リ
止
可
ヲ
得
ズ
シ
テ
借
二
及
ブ
文
字
モ
出
來

ル
ナ
リ
」
）
、
《
第
二
に
幕
府
の
威
権
勢
力
が
甚
大
で
歴
史
上
に
類
例
を
見
な
い
こ

と
、
そ
の
た
め
（
朝
廷
に
対
す
る
）
臣
下
の
呼
称
で
は
歴
史
的
実
態
を
包
摂
し

き
れ
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（
「
又
威
権
ノ
在
ト
コ
ロ
甚
ダ
重
ク
古
ノ
五
覇

ナ
ド
ミ
日
ヲ
同
シ
テ
語
ル
可
ラ
ザ
ル
大
キ
ナ
ル
可
ユ
ヘ
ソ
ノ
様
子
ヲ
キ
カ
セ
ン

ニ
ハ
臣
道
ノ
文
字
ニ
テ
ハ
事
定
ヌ
ュ
ヘ
サ
マ
ノ
、
ト
文
字
ヲ
撰
出
ス
ル
可
ト
ナ

リ
タ
リ
」
）
。

（
過
）

「
答
大
室
第
二
書
」
の
主
眼
は
右
の
幕
府
の
あ
り
方
を
「
非
侯
非
王
ノ
間
」

に
定
位
す
る
に
あ
り
、
幕
府
の
歴
史
的
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
る
。
叉

「
第
一
書
」
へ
の
大
室
の
返
書
に
竹
山
の
議
論
が
「
名
分
」
の
是
非
を
目
的
と

し
幕
府
を
批
駁
す
る
の
忌
諄
に
触
れ
る
と
あ
り
、
又
黛
鋼
の
禍
に
陥
る
も
の
だ

と
す
る
こ
と
に
対
し
て
あ
く
ま
で
「
僕
ノ
名
分
ヲ
論
ズ
ル
ハ
カ
ッ
テ
國
家
ヲ

議
ス
ル
’
一
ア
ラ
ズ
近
儒
ノ
當
否
ヲ
議
ス
ル
ナ
リ
」
と
祖
侠
学
批
判
に
終
止
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
弁
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

竹
山
は
徳
川
幕
府
の
在
り
方
を
「
今
日
ノ
室
町
氏
卜
殊
異
ナ
ル
モ
ノ
ハ
勢
威

ナ
リ
事
禮
二
於
テ
ハ
全
ク
同
シ
」
と
「
勢
威
」
と
「
事
体
」
の
二
点
か
ら
論

じ
、
室
町
幕
府
と
事
の
本
体
に
お
い
て
何
ら
変
る
も
の
が
な
い
と
す
る
。
と
い

う
の
も室

町
氏
ノ
勢
力
ノ
軽
小
卜
今
日
ノ
重
大
ナ
ル
ト
霄
壌
ナ
レ
圧
ソ
ノ
大
臣
タ

リ
將
軍
ダ
ル
〈
同
シ
上
一
二
王
ア
リ
テ
服
事
ス
ル
ハ
少
モ
異
ナ
ラ
ズ
コ
レ

ヲ
事
態
ナ
リ
ト
楡
サ
ル
々
〈
恐
ク
ハ
實
二
惑
テ
名
ヲ
誤
ル
方
ニ
ァ
ラ
ン
ヵ

と
い
う
よ
う
に
、
「
勢
威
」
の
点
に
於
い
て
は
徳
川
幕
府
は
室
町
幕
府
と
雲
泥

の
差
が
あ
る
と
い
っ
て
も
「
事
体
」
ｌ
「
名
」
の
秩
序
の
上
で
は
両
者
に
何
ら

差
異
を
見
い
出
せ
な
い
と
す
る
立
場
に
竹
山
は
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
竹
山
の
大

室
批
判
の
骨
子
は
「
勢
威
」
と
「
事
体
」
と
の
混
同
、
「
勢
威
」
偏
重
を
指
摘

す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
点
は
第
三
書
に
引
き
継
が
れ
る
争
点
で
あ
る
。

竹
山
は
右
の
ご
と
く
の
「
勢
威
」
と
「
事
体
」
と
の
乖
離
が
存
在
し
つ
つ
も

「
勢
威
」
に
よ
っ
て
一
統
せ
ず
に
「
名
分
」
の
秩
序
内
に
甘
ん
ず
る
幕
府
の
姿

勢
を
「
恭
順
ノ
美
」
と
評
価
し
、
そ
の
体
制
を
丸
ご
と
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

春
海
の
論
に
比
較
し
て
論
ず
る
な
ら
、
竹
山
は
「
名
」
の
秩
序
と
「
実
」
の
秩

序
と
の
乖
離
と
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
名
」
の
秩
序
内
に
「
実
」

の
秩
序
を
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
竹
山
言
う
と
こ
ろ
の
祖

棟
学
の
人
女
の
姿
勢
は
「
江
戸
晶
眉
」
「
勢
威
」
一
元
論
、
「
実
」
の
秩
序
に
偏

し
た
も
の
で
あ
り
、
か
え
っ
て
「
江
戸
」
の
「
恭
順
ノ
美
」
を
害
な
う
も
の
、

後
世
の
体
制
的
動
揺
を
導
因
し
か
ね
な
い
も
の
と
危
倶
し
、
是
正
を
主
張
せ
ざ

五
四



る
を
得
な
い
の
で
あ
る
（
「
僕
〈
國
家
ノ
名
分
ノ
正
シ
キ
ヲ
ッ
子
二
感
服
シ
テ

近
儒
ノ
甚
ダ
名
分
ヲ
凱
リ
タ
ル
説
ノ
流
傳
シ
異
日
國
家
ノ
責
二
任
ズ
ル
人
ヲ
惑

ハ
シ
ャ
セ
ン
カ
ト
過
慮
ス
ル
ョ
リ
前
書
ノ
如
ク
云
ナ
リ
」
）
。

（
過
）

「
答
大
室
第
三
書
」
の
主
意
は
自
己
を
歴
史
家
で
あ
る
と
規
定
し
つ
つ
、
自

己
の
「
名
」
の
秩
序
圏
内
に
「
実
」
を
位
置
付
け
る
と
い
う
叙
述
の
方
法
に
対

す
る
絶
対
的
自
信
を
示
す
に
あ
る
。

竹
山
の
推
論
の
材
料
が
官
階
や
附
帯
文
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
大
室
か
ら
す
れ

ば
事
実
（
現
実
状
況
）
を
無
視
し
た
虚
構
の
体
系
に
与
す
る
も
の
と
し
て
不
満

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
竹
山
は
「
今
ノ
王
朝
ノ
王
朝
タ
ル
ハ
コ
ノ
官
階
文
書
ニ

ア
リ
至
テ
重
キ
可
ナ
リ
」
と
の
立
場
か
ら
大
室
に
反
論
す
る
の
で
あ
る
。

「
春
秋
」
の
筆
削
以
来
の
伝
統
と
し
て
一
字
に
よ
っ
て
「
名
分
」
の
確
定
が

な
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
司
馬
温
公
、
朱
子
の
『
資
治
通
鑑
』
『
資
治

通
鑑
綱
目
』
に
お
け
る
「
名
分
」
の
一
大
議
論
も
韓
魏
趙
の
晋
分
割
と
晋
の
侯

へ
の
降
格
と
い
う
事
態
に
関
わ
る
も
の
で
、
そ
の
議
論
の
端
緒
た
る
官
階
文
書

を
軽
視
す
る
こ
と
は
認
め
得
な
い
と
し
、
大
室
を
「
勢
威
ノ
軽
重
バ
カ
リ
ヲ
論

ゼ
ラ
ル
ミ
ハ
イ
カ
ぞ
ア
ラ
ン
」
と
批
判
す
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
上
で
自
己
の

史
料
引
用
の
妥
当
性
を
「
凡
ソ
事
物
ノ
穗
謂
コ
レ
ハ
天
子
二
限
ル
イ
ャ
諸
侯
ニ

モ
通
ズ
ル
ナ
ド
議
論
ノ
起
ル
ハ
故
例
ニ
ョ
リ
事
実
ヲ
引
テ
証
ス
ル
ョ
リ
外
〈
ナ

シ
」
あ
る
い
は
「
コ
レ
事
ノ
明
白
ヲ
欲
ス
ル
ナ
リ
コ
ノ
實
境
二
就
テ
是
非
ノ
判

断
ヲ
加
へ
玉
フ
ペ
キ
可
ナ
リ
ソ
ノ
當
否
ヲ
サ
シ
ヲ
キ
空
言
ニ
テ
論
ズ
ル
ハ
ョ
シ

實
境
ヲ
云
可
ハ
ア
シ
ミ
ト
云
可
ア
ル
。
ヘ
カ
ラ
ズ
」
と
主
張
す
る
。
竹
山
が
強
調

す
る
の
は
自
論
の
前
提
に
据
え
た
の
が
「
事
實
」
で
あ
り
「
實
境
」
か
ら
導
か

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

穂
ジ
テ
鄙
意
ノ
主
ト
ス
ル
所
〈
世
儒
ノ
借
一
一
ワ
タ
ル
文
字
ニ
ァ
リ
老
兄
ノ

文
字
情
〈
異
ナ
ル
ベ
ヶ
レ
疋
迩
ノ
近
似
ス
ル
モ
ノ
ァ
ル
ヲ
イ
カ
守
ト
難
ゼ

シ
ョ
リ
コ
ノ
往
復
二
及
ピ
テ
今
二
他
逆
別
路
〈
ナ
シ

こ
の
大
室
に
見
ら
れ
る
「
通
」
（
文
字
）
の
次
元
に
お
け
る
柤
棟
学
派
と
の

親
近
性
へ
の
批
判
が
「
タ
ぞ
名
分
ノ
大
義
二
於
テ
ハ
南
山
〈
移
ス
ベ
シ
僕
ノ
ー

字
〈
易
？
ヘ
カ
ラ
ズ
ト
思
フ
コ
レ
ホ
ド
ニ
自
ラ
信
ズ
ル
モ
ノ
ナ
ヶ
レ
バ
筆
ヲ
下
サ

ル
ミ
モ
ノ
’
一
非
ズ
」
と
い
う
自
己
の
使
用
す
る
文
字
に
対
す
る
絶
対
的
な
自
信

に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
後
に
見
る
竹
山
の
歴
史
書
叙
述
上
に
お
け
る
主

体
性
重
視
の
姿
勢
を
考
え
る
上
で
の
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
大
室
宛
三
書
翰
に
は
『
逸
史
』
の
確
立
と
見
え
る
記
事
が
あ
る
か
ら

天
明
年
間
の
も
の
と
み
な
せ
る
が
、
一
方
『
竹
山
書
犢
』
所
収
の
「
答
服
子

（
Ｍ
）

安
」
な
る
書
簡
は
「
庚
子
四
年
」
の
年
記
を
有
し
、
安
永
九
川
年
す
な
わ
ち
『
逸

史
』
の
第
一
次
成
立
期
以
前
も
し
く
は
著
述
期
に
お
け
る
竹
山
の
「
称
呼
」
説

（
路
）

を
知
る
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

「
答
服
子
安
」
書
簡
は
服
子
安
（
服
部
栗
斎
州
Ｉ
川
と
考
え
ら
れ
る
が
未
確

定
）
に
よ
る
「
文
字
」
使
用
法
へ
の
疑
問
に
対
す
る
竹
山
の
解
答
で
「
力
子
テ

考
定
」
し
た
も
の
を
示
し
て
釆
樺
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た

主
要
「
文
字
」
（
「
称
呼
」
）
と
そ
の
使
用
の
是
非
の
論
の
挙
項
例
を
示
す
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

㈲
「
大
君
」
ロ
本
丸
Ｉ
「
正
衙
」
白
御
台
Ｉ
「
妃
」
四
台
命
Ⅱ
「
教
」

㈲
「
殿
下
」
㈱
「
莞
」
㈹
大
君
追
称
Ⅱ
「
廟
」
㈹
自
称
Ｉ
「
孤
」

㈹
帝
鑑
ノ
間
ノ
類
Ｉ
「
局
」
㈹
「
世
子
」
「
元
子
」
ロ
車
駕
Ⅱ
「
大
駕
」

国
国
名
（
邑
名
）
＋
「
侯
」

（
妬
）

右
の
う
ち
日
「
大
君
」
は
「
答
藤
江
貞
蔵
書
」
で
議
論
を
補
う
こ
と
を
前
提

に
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
（
「
答
藤
江
貞
蔵
書
」
を
加
え
た
）
「
答

五
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服
子
安
」
の
十
二
項
目
は
「
逸
史
澤
言
」
の
十
項
目

日
「
大
君
」
。
「
太
大
君
」
白
「
主
君
・
主
公
」
四
「
孤
」
固
「
莞

・
卒
」
御
大
君
正
配
Ｉ
「
妃
」
㈹
「
世
子
」
「
元
子
」
㈹
大
君
車
駕

Ｉ
「
大
駕
」
切
空
字
之
法
㈹
「
諸
侯
・
国
侯
・
国
主
・
郡
侯
・
城
主
・

邑
侯
・
関
内
侯
・
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
」

に
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
で
、
「
逸
史
繰
言
」
の
原
型
を
な
す
も
の
と
意
義
付
け

ら
れ
る
。
加
え
て
上
記
の
「
答
藤
江
貞
蔵
書
」
は
「
答
服
子
安
」
「
答
鹿
島
文

（
過
）

宰
書
」
に
お
い
て
「
大
君
」
称
呼
に
対
す
る
竹
山
の
正
式
見
解
と
位
置
付
け
ら

れ
、
「
逸
史
樺
言
」
に
お
い
て
も
「
予
嘗
霜
議
し
之
日
」
と
し
て
同
書
の
主
旨
に

相
当
す
る
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
「
答
服
子
安
」
す
な
わ
ち
安
永
年
間
に

お
い
て
『
逸
史
』
の
「
称
呼
」
体
系
が
確
定
し
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

さ
て
「
答
服
子
安
」
に
お
け
る
竹
山
の
議
論
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
諸
国
大

名
「
国
主
」
を
論
じ
た
箇
所
に

國
主
ノ
ソ
ノ
國
ヲ
以
テ
称
ス
ル
ハ
カ
リ
ハ
實
封
實
任
ノ
ャ
ウ
ナ
レ
圧
ス
テ

’
一
某
ノ
守
ト
称
ス
レ
〈
郡
縣
ノ
時
ノ
任
ナ
リ
封
建
ノ
号
二
非
ス
ャ
ハ
リ
虚

任
ヲ
兎
カ
レ
ス
故
二
行
文
ノ
間
宜
二
從
テ
斡
旋
ス
ヘ
シ

と
し
た
点
で
、
竹
山
は
当
代
を
「
封
建
」
と
認
識
し
た
上
で
、
称
呼
の
面
で
は

「
郡
縣
」
的
色
彩
を
残
す
が
そ
の
「
郡
縣
」
の
「
虚
任
」
は
表
現
上
で
適
宜
改

め
て
よ
い
と
い
う
姿
勢
を
明
示
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
書
法
」
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
例
え
ば
初
め
て
見
る
中
国
人
で
も
少
々
の
混
乱
が
あ
っ

て
も
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
そ
の
際
の
了
解
事
項
と
し
て
「
全
体
二
叙
任

〈
王
室
ヨ
リ
出
ル
職
掌
〈
江
都
ニ
テ
命
セ
ラ
ル
ト
云
可
ヲ
ヨ
ク
胸
ニ
オ
キ
テ
見

レ
〈
右
ニ
テ
ワ
ヵ
ル
ヘ
シ
」
と
銘
記
す
れ
ば
足
る
と
す
る
点
も
見
逃
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
後
に
見
る
よ
う
に
竹
山
の
一
貫
し
た
歴
史
叙
述
の
際
の

態
度
で
あ
り
、
叙
述
者
の
主
体
性
を
叙
述
に
反
映
す
る
こ
と
を
許
す
と
い
う
意

味
で
村
田
春
海
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
「
逸
史
灌
言
」
の
第
一
次
的
成
立
期
で
あ
る
安
永
末
年
に
お
け
る
竹

山
の
歴
史
学
上
の
営
為
は
「
答
藤
江
貞
藤
書
」
に
よ
っ
て
さ
ら
に
確
認
で
き
る

こ
と
を
指
摘
し
、
同
書
簡
内
で
新
た
に
用
意
さ
れ
た
論
点
と
し
て
「
大
君
」
號

の
問
題
を
論
じ
よ
う
。
‐

竹
山
は
朝
廷
の
称
呼
と
幕
府
の
称
呼
と
を
混
同
す
る
「
東
儒
」
の
あ
り
方
に

対
し
将
軍
称
呼
を
「
大
君
」
と
確
定
す
る
こ
と
を
突
破
口
と
し
て
製
肘
を
加

え
、
「
名
分
」
体
系
の
再
構
築
を
計
ろ
う
と
す
る
。
「
大
君
」
號
へ
の
確
定
は

当
然
先
行
す
る
諸
儒
の
議
論
へ
の
批
判
を
伴
な
い
、
特
に
新
井
白
石
「
五
事

略
」
は
完
膚
な
き
ま
で
論
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
竹
山
の
主
意
は

異
日
國
家
二
公
方
ノ
文
字
ノ
雅
訓
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
嫌
上
玉
ヒ
テ
、
寛
永
ノ
例

ヲ
オ
シ
、
大
君
ヲ
通
構
ト
云
玉
上
、
諸
侯
ノ
披
露
状
一
一
モ
、
大
君
様
ト
認

ヨ
ト
仰
セ
出
サ
ル
々
可
ア
ラ
パ
、
一
統
承
當
シ
テ
誰
力
否
卜
云
ン

と
い
う
称
呼
の
統
一
、
し
か
も
幕
府
に
よ
る
布
告
を
目
ざ
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

と
言
え
る
。
こ
れ
は
竹
山
の
徳
川
幕
府
の
現
在
を
コ
代
ノ
制
ノ
定
こ
り
と

し
て
定
着
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
惟
、
そ
し
て
「
總
ノ
稻
呼
ノ
定
マ
ル
ハ
、

大
事
ノ
モ
ノ
ニ
テ
」
と
い
う
思
惟
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

右
竹
山
の
志
向
が
甥
に
対
す
る
「
答
藤
江
貞
蔵
書
」
に
表
明
さ
れ
そ
の
流
布

を
容
認
し
た
点
、
又
『
逸
史
』
と
い
う
歴
史
叙
述
の
形
で
定
着
し
よ
う
と
し
た

点
は
竹
山
の
思
想
の
実
践
性
と
い
う
側
面
か
ら
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
「
答
服
子
安
」
及
び
「
答
藤
江
貞
蔵
書
」
の
意
義
は
「
名
」
の
秩

序
圏
内
に
「
実
」
の
秩
序
の
象
徴
た
る
将
軍
「
大
君
」
を
位
置
付
け
る
と
い
う

歴
史
叙
述
上
の
方
法
的
課
題
に
対
し
、
竹
山
が
「
書
法
」
の
提
示
と
い
う
形
で

五
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一
一
一

（
Ⅳ
）
（
肥
）

『
逸
史
問
答
』
は
竹
山
と
佐
倉
藩
の
儒
者
菱
川
秦
嶺
字
大
観
（
寛
延
元
側
ｌ

享
和
三
川
）
と
の
間
で
交
さ
れ
た
書
信
の
往
復
を
主
体
と
し
た
数
度
に
渡
る

『
逸
史
』
に
つ
い
て
の
問
答
を
集
録
・
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
書

の
重
層
的
か
つ
多
岐
に
渡
る
議
論
の
う
ち
「
将
軍
」
「
大
君
」
に
つ
い
て
の
議

論
を
中
心
に
考
察
し
竹
山
の
歴
史
思
想
へ
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
ま

ず
本
書
に
示
さ
れ
る
竹
山
の
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
の
基
本
姿
勢
を
掲
げ
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。
竹
山
は
中
国
の
歴
史
書
に
対
比
し
た
際
の
日
本
史
書
を
次
の

ご
と
く
集
約
す
る
。

總
テ
華
域
ノ
史
〈
時
人
ノ
言
ヲ
ス
ク
ニ
篇
ノ
文
ヲ
成
故
後
世
ヨ
リ
讃
モ
ノ

ソ
ノ
時
言
ヲ
ス
ク
’
一
讃
得
サ
レ
ハ
讃
得
ヌ
可
多
シ
我
邦
ノ
史
奎
々
錆
化

ヲ
歴
サ
レ
ハ
文
ヲ
成
サ
ス
ソ
レ
故
コ
ノ
錆
化
二
大
ニ
勢
ス
ル
丁
ナ
リ
又
華

域
ノ
前
〈
封
建
後
郡
縣
ナ
リ
我
邦
是
二
反
ス
ル
故
尤
モ
化
裁
ノ
方
二
傍
ア

リ
中
国
の
史
書
は
歴
史
的
で
き
ご
と
を
時
文
で
叙
述
す
る
の
に
対
し
、
日
本
の

史
書
で
は
一
旦
漢
語
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
そ
の
際
の
労
が
大
き
い
。
叉
中
国

史
は
「
封
建
」
制
の
時
代
か
ら
「
郡
縣
」
制
の
時
代
へ
と
推
移
し
た
の
に
対

し
、
日
本
史
は
逆
に
「
郡
縣
」
か
ら
「
封
建
」
へ
と
移
行
し
た
た
め
に
歴
史
的

事
象
の
推
移
を
中
国
史
を
前
提
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
文
字
置
換
の
際

解
答
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
既
述
の
大
室
宛

書
簡
に
お
け
る
竹
山
の
「
書
法
」
に
対
す
る
自
信
は
前
段
階
で
の
以
上
の
よ
う

な
模
索
を
経
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
『
逸
史
』
の
叙
述
の
完
成
と
献
上
と

が
連
続
す
る
訳
で
あ
る
。

の
裁
定
基
準
の
設
定
に
労
力
を
要
す
る
。
竹
山
は
日
本
の
史
書
の
叙
述
上
の
困

難
を
文
字
へ
の
置
換
の
段
階
と
歴
史
事
象
の
意
味
解
釈
上
と
の
二
段
階
に
見
、

そ
の
困
難
克
服
を
コ
時
〈
一
時
ノ
稻
謂
ア
リ
一
書
く
一
言
ノ
贈
製
ア
リ
」
と

い
う
歴
史
叙
述
上
に
お
け
る
叙
述
者
の
主
体
性
の
強
調
を
以
て
な
そ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
竹
山
の
姿
勢
に
対
す
る
大
観
の
基
本
は
「
我
邦
ノ
史
ハ
ー
ミ
錆
化
ヲ
歴

サ
レ
ハ
文
ヲ
成
サ
ス
ト
雛
モ
ナ
ル
タ
ヶ
ハ
實
ヲ
記
ス
ル
是
史
ノ
本
意
ナ
ラ
ン

カ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
歴
史
叙
述
者
の
主
体
性
に
対
し
「
實
」
に
よ
る

制
約
を
設
け
よ
う
と
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
（
こ
の
「
実
」
の
指
す
と
こ
ろ
の

意
味
が
大
観
と
竹
山
で
は
異
な
る
）
。
以
下
の
両
者
の
論
議
の
中
で
ま
ま
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
す
れ
違
い
は
こ
こ
に
帰
因
す
る
こ
と
を
予
め
指
摘
し
て
お
こ

差
局
／
◎

さ
て
『
逸
史
」
の
体
製
の
要
綱
た
る
「
逸
史
灌
言
」
の
第
一
項
は
「
大
君
者

ソ何
、
公
方
也
、
」
に
始
ま
る
も
の
で
「
大
君
」
號
の
使
用
が
『
逸
史
』
の
主
張

の
根
幹
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
従
っ
て
大
観
の
質
問
も
「
大
君
」
と
そ
の
汎
称

で
あ
る
「
公
方
」
そ
し
て
「
将
軍
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
そ

の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
㈲
『
逸
史
』
に
お
け
る
「
大
将
軍
」
「
将
軍
」

「
大
君
」
の
併
用
の
是
非
、
ロ
「
大
将
軍
」
と
「
将
軍
」
の
書
き
分
け
の
妥
当

性
、
白
「
将
軍
」
と
国
持
大
名
「
国
主
」
と
の
併
記
の
妥
当
性
、
の
三
点
で
あ

り
、
言
う
ま
で
も
な
く
相
互
に
連
関
し
た
も
の
で
あ
る
。

大
観
は
次
の
よ
う
に
『
逸
史
』
批
判
を
展
開
す
る
。

逸
史
ノ
書
法
ヲ
議
ス
ル
ニ
足
利
ノ
時
初
征
夷
宣
下
ノ
虚
一
三
大
將
軍
ト
ア

リ
テ
後
〈
大
君
卜
將
軍
ト
ウ
チ
マ
セ
ニ
書
セ
ラ
レ
シ
可
イ
カ
ミ
ア
ル
ヘ
キ

（
略
）
漢
人
ノ
見
タ
ラ
ン
｜
三
時
鴨
ヲ
分
別
シ
難
カ
ル
ヘ
シ

五
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大
観
は
足
利
の
事
象
を
記
述
す
る
に
は
「
大
將
軍
卜
大
君
ト
ウ
チ
マ
セ
」
に

す
る
こ
と
を
「
錆
化
」
の
最
可
と
す
る
主
張
か
ら
三
つ
の
称
呼
の
併
用
は
歴
史

理
解
を
防
げ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
竹
山
は
歴
史
叙
述
者
の
主
体

性
．
書
ノ
禮
製
」
を
盾
に
「
濱
人
此
聿
貝
大
將
軍
ト
云
モ
大
君
モ
將
軍
モ
ー

コ
ト
ナ
リ
ト
思
ヒ
テ
ス
ム
ナ
リ
」
と
「
請
人
」
の
了
解
が
得
ら
れ
る
な
ら
三
號

混
精
も
可
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
裏
付
け
と
し
て
挙
げ
る
の
は
『
漢
書
』
灌
光

伝
中
に
「
將
軍
」
「
大
將
軍
」
が
併
用
さ
れ
峻
別
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
大
観
は
「
將
軍
」
號
の
使
用
を
拒
否
す
る
立
場
か
ら
、
濯
光
伝

中
の
「
将
軍
」
が
「
問
答
」
（
会
話
文
）
の
箇
所
の
み
で
「
記
者
ノ
詞
」
（
叙

事
文
）
に
お
い
て
は
「
大
将
軍
」
と
あ
り
略
称
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
を
挙
証

し
反
論
す
る
。
そ
の
上
で
『
逸
史
』
足
利
中
で
の
「
将
軍
」
の
使
用
が
「
記
者

ノ
詞
」
の
部
分
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
記
者
ノ
詞
」
に
お
い
て

は
称
呼
を
厳
格
に
正
す
必
要
が
あ
る
か
ら
「
将
軍
」
は
用
い
る
べ
き
で
な
い
と

す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
大
観
は
中
国
に
お
け
る
「
将
軍
」
が
大
官
な
ら

ざ
る
も
の
で
、
例
え
ば
『
逸
史
』
の
ご
と
く
国
持
大
名
を
「
国
主
」
と
表
現
し

た
場
合
に
中
国
人
は
「
其
國
主
ノ
君
二
將
軍
有
ン
ト
ハ
思
ヨ
ラ
ヌ
」
こ
と
で

「
必
穗
謂
二
疑
惑
シ
足
利
ノ
事
禮
ヲ
錯
認
」
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
こ
の
「
将
軍
」
と
「
大
君
」
の
併
記
の
問
題
は
大
観
に

は
「
國
燈
」
伸
長
の
点
か
ら
言
っ
て
忽
諸
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
意
味
か
ら
で
あ
る
。

足
利
ノ
虚
一
天
將
軍
卜
大
君
卜
打
マ
セ
ナ
リ
御
當
代
モ
初
〈
其
通
リ
ナ
リ

シ
カ
ト
覺
１
然
し
〈
漢
人
ノ
見
タ
ラ
ン
｜
天
當
代
モ
足
利
モ
同
將
軍
ニ
テ

治
乱
ノ
ァ
ト
異
ナ
ル
ノ
ミ
ト
思
フ
ヘ
シ
國
人
コ
ソ
當
代
ト
足
利
ト
ノ
威
權

格
別
ナ
ル
可
〈
知
ヘ
ヶ
レ
漢
人
〈
只
緬
謂
二
据
テ
時
鴎
ヲ
推
量
ル
ョ
リ
外

ナ
シ
故
二
余
ヵ
意
一
天
足
利
ノ
稻
謂
ヲ
忽
略
セ
ス
シ
テ
當
代
ノ
鵲
ヲ
張
ン

可
ヲ
欲
ス

「
将
軍
」
「
大
君
」
併
用
が
足
利
の
ふ
な
ら
ず
当
代
に
も
及
ぶ
と
す
れ
ば
両

者
の
差
異
は
治
乱
の
通
の
承
で
あ
り
、
邦
人
は
支
配
力
の
面
で
両
者
の
区
別
が

可
能
で
あ
る
が
、
中
国
人
の
場
合
に
は
「
称
謂
」
に
依
拠
し
て
歴
史
を
理
解
推

察
す
る
他
な
く
、
両
者
の
差
異
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
、
当
代
の
隆

治
を
表
現
す
る
た
め
に
も
足
利
の
称
呼
を
な
い
が
し
ろ
に
す
べ
き
で
な
い
、
大

観
は
こ
う
論
じ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
翻
っ
て
大
観
の
主
張
を
見
た
場
合
、
果
し
て
当
代
と
足
利
と
の
差
異

が
明
白
と
な
る
か
疑
問
が
残
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
大
観
の
よ
う

に
「
大
将
軍
」
と
「
大
君
」
を
以
っ
て
足
利
氏
を
表
現
し
た
と
し
て
も
、
徳
川

氏
に
も
同
號
を
使
用
す
れ
ば
両
者
の
差
異
は
治
乱
の
通
以
外
で
は
表
現
さ
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
措
定
さ
れ
る
の
が
、
足
利
と
当
代
と
の
称
呼
の
区
別
と
い
う
問
題
で

５

あ
り
、
『
逸
史
問
答
』
へ
の
間
接
的
な
参
入
者
尾
藤
二
洲
（
延
享
二
Ⅲ
Ｉ
文
化

３
十
Ⅷ
）
の
見
解
が
生
ず
る
所
以
で
あ
る
。
二
洲
は
こ
の
問
題
に
対
し
逸
速
く

「
大
君
〈
御
當
家
一
一
ノ
ミ
用
テ
足
利
ハ
ミ
ナ
將
軍
シ
マ
イ
ニ
シ
タ
キ
モ
ノ
」
と

の
見
解
を
竹
山
に
提
示
し
て
い
る
。
大
観
が
言
う
「
将
軍
」
称
呼
の
不
適
当
の

問
題
は
残
る
が
確
か
に
こ
れ
に
よ
っ
て
当
代
の
国
体
的
伸
長
は
可
能
に
な
る
の

で
あ
る
。
事
実
大
観
は
後
に
尾
藤
説
に
従
う
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
竹
山
は
、
大
観
の
見
解
に
も
二
洲
の
見
解
に
も
与
し
な
か
っ
た
。

竹
山
の
三
號
併
用
説
へ
の
弁
護
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
大
観
の
指

摘
と
は
異
な
り
、
中
国
に
お
い
て
は
「
将
軍
」
號
に
大
将
軍
・
車
騎
将
軍
・
驍

騎
将
軍
な
ど
数
種
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
将
軍
」
號
の
詳
細
を
叙
事
文

五
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に
お
い
て
欠
く
場
合
が
あ
る
。
こ
の
略
称
は
文
脈
上
知
ら
れ
る
場
合
は
勿
論
、

知
ら
れ
な
い
場
合
に
も
あ
る
。
衛
一
頁
髻
去
病
、
薄
昭
ら
に
対
す
る
も
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
う
論
じ
た
上
で
竹
山
は
「
初
一
シ
征
夷
大
將
軍
ヲ
コ
ト
ハ
リ
オ

キ
又
中
間
一
一
モ
征
夷
之
拝
如
儀
策
呼
如
儀
ナ
ト
コ
ト
ハ
レ
ハ
將
軍
某
ト
暑
稻
ス

ル
記
者
ノ
詞
何
モ
非
ス
ヘ
キ
ナ
キ
ニ
似
タ
リ
」
と
『
逸
史
』
の
体
裁
の
擁
護
を

計
る
。
そ
し
て
歴
史
叙
述
に
対
す
る
自
己
の
姿
勢
を

必
寛
史
筆
ヲ
ト
ル
人
我
ガ
心
任
セ
ニ
カ
キ
置
テ
ア
ト
ョ
リ
濱
人
其
上
下
前

後
ノ
文
ヲ
考
ヘ
テ
筆
者
ノ
意
ヲ
推
テ
知
ル
ヘ
キ
ノ
ミ
必
一
律
ヲ
設
ケ
テ
古

今
前
後
ミ
ナ
是
二
依
ヘ
シ
ト
云
一
昊
及
ハ
サ
ル
ヘ
シ

と
論
じ
、
窓
意
さ
え
認
め
か
ね
な
い
よ
う
な
叙
述
者
の
主
体
性
の
強
調
を
行
な

う
の
で
あ
る
。
こ
の
称
呼
の
拘
束
か
ら
の
解
放
の
姿
勢
は
『
逸
史
』
の
体
裁

が
『
資
治
通
鑑
』
に
依
っ
た
も
の
だ
と
看
倣
す
大
観
へ
の
反
論
で
も
貫
か
れ

ヲ
（
》
◎

愚
〈
左
氏
二
依
リ
タ
レ
ハ
初
ノ
叙
世
ノ
所
〈
秦
本
紀
ノ
初
巻
ノ
フ
リ
ナ
リ

サ
レ
圧
時
勢
ノ
大
チ
ヵ
ヒ
有
１
へ
構
謂
〈
依
難
キ
可
多
シ

こ
の
「
時
勢
」
へ
の
着
目
が
一
元
的
に
称
呼
の
拘
束
か
ら
の
解
放
を
齊
し
た

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
『
逸
史
』
の
史
学
史
的
意
義
と
し
て
認
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
『
逸
史
』
の
体
裁
を
め
ぐ
る
竹
山
の
論
の
前
提
に

あ
る
の
は
「
大
君
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
徳
川
家
康
の
称
呼
的
姪
浩
な
の
で
あ

る
。
そ
の
端
的
な
例
が
足
利
義
輝
に
対
す
る
馬
の
献
上
の
箇
所
（
『
逸
史
』
弘

治
二
年
丙
辰
春
正
月
）
で
あ
り
、
後
に
足
利
氏
と
徳
川
氏
と
の
「
君
臣
」
関
係

の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
箇
所
で
あ
る
。

來
哺
ノ
如
ク
大
君
ニ
テ
シ
マ
イ
テ
モ
ョ
ヶ
レ
圧
足
利
義
輝
へ
照
后
ヨ
リ

馬
献
上
ノ
可
ア
リ
コ
ノ
所
一
一
テ
大
君
カ
チ
ヤ
ヒ
テ
文
意
快
カ
ラ
ス
故
將
軍

義
輝
ト
書
シ
テ
コ
レ
ヲ
分
ツ
コ
ミ
ハ
カ
リ
俄
二
將
軍
卜
改
ル
モ
オ
カ
シ
キ

モ
ノ
ュ
ヘ
コ
ノ
前
ヨ
リ
ヲ
リ
ミ
ミ
將
軍
ヲ
取
マ
セ
用
ヒ
タ
リ

足
利
義
輝
を
「
大
君
」
と
統
一
し
て
表
現
し
た
場
合
に
、
徳
川
家
康
Ｉ
「
大

君
」
登
場
の
こ
の
場
面
は
「
大
君
」
か
ら
「
大
君
」
へ
の
馬
の
献
上
が
あ
っ
た

と
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
こ
れ
以
前
に
義
輝
を
「
将
軍
」
と
書
き
改
め

て
置
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
こ
の
時
点
で
家
康
は
一
諸
侯
に
過
ぎ
な
い

か
ら
そ
れ
を
「
将
軍
」
「
公
方
」
の
別
称
で
あ
る
「
大
君
」
に
表
現
す
る
こ
と

目
体
に
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
「
大
君
」
家
康
は
叙
述
の
規
定
条
件
で
あ

る
か
ら
義
輝
へ
の
表
現
を
改
め
ざ
る
を
得
ず
、
同
様
の
事
態
は
他
に
も
起
こ
り

得
る
か
ら
足
利
氏
へ
の
表
現
に
「
大
君
」
以
外
の
「
大
将
軍
」
「
将
軍
」
を

併
用
す
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
の
で
あ
る
。
『
逸
史
』
に
お
い
て
は
家
康
の
称

呼
に
よ
る
表
現
の
拘
束
が
甚
大
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
洲
説
の
よ
う
に
「
大

君
」
は
徳
川
氏
以
外
に
用
い
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
説
が
発
せ
ら
れ
る
端
緒
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

右
竹
山
説
の
成
立
の
背
景
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
一
は
竹
山
の

「
将
軍
」
称
呼
を
中
国
史
の
規
定
圏
外
へ
置
こ
う
と
す
る
思
惟
で
あ
る
（
「
全

鵲
我
邦
二
將
軍
〈
何
モ
漢
史
ニ
ア
ッ
カ
ル
可
ナ
シ
」
）
。
中
国
的
な
称
呼
の
束
縛

か
ら
遁
れ
る
た
め
竹
山
が
挙
証
と
し
た
の
が
、
崇
神
朝
の
四
道
将
軍
で
あ
り
、

そ
の
成
立
を
漢
武
帝
が
窪
光
を
大
司
馬
大
将
軍
に
命
じ
た
前
年
で
あ
る
と
す
る

こ
と
を
以
て
解
放
の
具
と
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
は
『
大
日
本
史
』
に
お
け
る

「
将
軍
」
称
呼
使
用
法
と
の
相
似
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
逸
史
』
に
は
『
大

日
本
史
』
に
書
法
そ
の
他
の
面
で
従
っ
た
と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
。
竹
山
は
そ

れ
を
否
定
し
『
逸
史
』
の
単
独
成
立
を
強
調
し
た
上
で
、
「
将
軍
」
称
呼
の
偶

然
の
一
致
を
述
べ
「
逸
史
ノ
溌
謂
イ
ョ
イ
ョ
ア
シ
キ
二
極
リ
タ
ラ
ハ
其
罪
〈
日

五
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本
史
二
讓
リ
テ
ス
ム
ヘ
シ
」
と
責
任
の
転
稼
す
ら
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る

の
で
あ
る
。
第
三
は
竹
山
の
当
代
認
識
の
『
逸
史
』
叙
述
へ
の
反
映
で
あ
る
。

大
観
が
『
逸
史
』
が
足
利
と
徳
川
と
の
差
異
を
治
乱
の
通
以
外
で
示
し
得
な
い

と
し
て
い
た
こ
と
は
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
大
観
が
前
掲
の
発
言
を
し
た
の
は

竹
山
の
次
の
よ
う
な
議
論
の
中
に
い
わ
ば
当
代
に
対
す
る
「
名
分
」
論
的
な
視

座
の
欠
落
を
着
取
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

大
君
奎
身
ニ
テ
天
下
ヲ
宰
ス
ル
人
ノ
重
穗
一
三
至
極
ヨ
ク
協
上
テ
ヶ
ッ

カ
ウ
ナ
ル
文
字
ナ
レ
ハ
御
當
家
二
的
當
ト
ス
ヘ
シ
足
利
ノ
今
ト
治
凱
縣
隔

シ
威
力
權
勢
微
々
’
一
テ
虚
號
ヲ
擁
ス
ル
ハ
カ
リ
’
三
大
君
ヲ
ャ
メ
タ
キ
モ

ノ
ナ
レ
疋
必
寛
大
君
〈
公
方
ノ
易
名
一
一
テ
學
者
ヨ
リ
ハ
メ
タ
ル
文
字
ナ
リ

公
方
ノ
稻
御
當
家
ヨ
リ
起
リ
タ
ラ
ハ
至
極
右
ニ
テ
ョ
ヶ
レ
疋
是
〈
ソ
ノ
濫

鰐
久
シ
キ
可
ニ
テ
足
利
義
滿
ノ
比
ヨ
リ
キ
ッ
ト
一
人
ヲ
指
定
シ
テ
公
方
ト

ス
ル
重
構
ト
ナ
リ
タ
レ
ハ
足
利
一
代
一
一
テ
是
ヲ
没
ス
ル
可
イ
ヵ
ミ
ァ
ラ
ン

竹
山
に
お
い
て
は
「
大
君
」
號
は
徳
川
氏
に
こ
そ
適
称
で
あ
る
こ
と
が
説
か

れ
は
す
る
が
、
「
公
方
」
の
別
称
に
過
ぎ
ず
、
叉
後
世
の
学
者
に
よ
っ
て
編
承
出

さ
れ
た
文
字
な
の
で
あ
る
か
ら
「
公
方
」
の
歴
史
性
に
規
定
さ
れ
足
利
義
満
以

後
用
い
ら
れ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
足
利
と
徳
川
と
の
差
異
は
と
も
す
れ
ば
威
力

権
勢
の
面
に
限
ら
れ
る
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
竹
山
に
対
し
当
代
観
の

点
で
抱
い
た
大
観
の
危
倶
の
念
が
正
鵠
を
得
て
い
る
こ
と
は
渋
井
大
室
と
の
応

酬
に
考
察
を
加
え
た
我
々
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

く
り
返
し
に
な
る
が
引
用
し
て
お
こ
う
。

室
町
氏
ノ
勢
力
ノ
軽
小
ト
今
日
ノ
重
大
ナ
ル
ト
霄
壌
ナ
レ
圧
ソ
ノ
大
臣
タ

リ
將
軍
タ
ル
ハ
同
シ
上
一
二
王
ア
リ
テ
服
事
ス
ル
ハ
少
モ
異
ナ
ラ
ズ
コ
レ

ヲ
事
禮
ナ
リ
ト
愉
サ
ル
ミ
ハ
恐
ラ
ク
ハ
實
二
惑
テ
名
ヲ
誤
ル
方
ニ
ァ
ラ

ン
力

竹
山
が
『
逸
史
』
に
於
い
て
な
し
た
の
は
、
こ
の
「
名
」
の
秩
序
の
歴
史
叙

述
と
し
て
の
定
着
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
『
逸
史
』
の
意
義
も
こ
の
角
度
か
ら

照
射
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
竹
山
は
三
號
併
用
と
い
う
範
型
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て

自
己
の
同
時
代
認
識
を
『
逸
史
』
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
、
併
せ
て
称
呼
の

拘
束
か
ら
の
解
放
を
得
た
。
で
は
『
逸
史
』
歴
史
叙
述
法
の
意
義
は
他
の
ど
ん

な
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
春
秋
流
の
筆

法
、
朱
子
流
の
綱
目
主
義
か
ら
解
放
、
『
左
伝
』
の
事
実
主
義
へ
の
傾
斜
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

大
観
は
『
逸
史
』
の
体
裁
が
『
資
治
通
鑑
』
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
、
書
法
も
そ
れ
に
従
う
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
。
し
か
る
に
そ
れ
に
対

す
る
竹
山
の
答
え
は

逸
史
中
ノ
穗
謂
何
モ
通
鑑
ノ
ー
書
二
依
准
ス
ヘ
キ
ャ
ウ
モ
ナ
シ
又
漢
一
代

二
限
リ
タ
ル
可
ニ
モ
非
ス
ソ
レ
ュ
ヘ
博
ク
左
國
史
漢
ヨ
リ
歴
代
ノ
諸
史
ヲ

錯
綜
シ
我
邦
史
籍
等
ヲ
モ
加
エ
今
古
ノ
事
實
ヲ
糺
シ
テ
稻
謂
ヲ
定
ル
可
一
一

テ

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
『
通
鑑
』
か
ら
の
脱
出
と
同
様
の

こ
と
が
『
春
秋
』
『
通
鑑
綱
目
』
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

モ
シ
春
秋
ノ
書
法
ヲ
受
ヶ
朱
子
綱
目
ノ
例
二
遵
ヒ
タ
ラ
ニ
ミ
征
夷
大
將

軍
ト
ス
ル
カ
又
〈
署
ス
ル
圧
必
大
將
軍
某
ト
カ
ク
ヘ
シ

し
か
し
竹
山
は
右
の
両
流
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
意
識
的
に
「
略

構
混
構
ノ
法
ヲ
定
」
め
た
の
で
あ
る
。
「
略
称
」
と
は
「
大
将
軍
」
か
ら
「
大
」

を
省
略
す
る
こ
と
、
「
混
称
」
と
は
三
號
混
合
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
の

六
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依
拠
し
た
の
が
『
左
伝
』
な
の
で
あ
る
。

大
君
將
軍
ヲ
混
雑
シ
テ
用
ル
例
ハ
イ
カ
ニ
ト
ァ
ラ
ン
ニ
是
〈
左
氏
二
依
ナ

リ
我
々
は
こ
こ
に
『
逸
史
』
の
史
学
史
的
意
義
の
一
端
を
論
ず
る
視
点
を
得

た
。
そ
れ
は
「
樺
言
」
第
一
項
に
関
わ
る
も
の
で
、
竹
山
は
「
略
称
混
称
ノ

法
」
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
春
秋
』
や
『
朱
子
綱
目
』
流
の
歴
史
叙
述
法

の
栓
桔
か
ら
の
が
れ
、
『
左
伝
』
流
の
称
呼
を
混
雑
し
て
も
自
由
に
叙
述
を
行

な
う
と
い
う
方
法
を
確
立
し
、
「
名
」
の
秩
序
を
定
式
化
す
る
道
を
確
立
し
た

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

本
来
的
に
は
祖
裸
学
流
の
「
称
謂
」
説
批
判
に
根
ざ
し
た
歴
史
叙
述
法
確
立

の
営
み
が
『
逸
史
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
竹
山
は
称
呼
の
拘
束
か
ら
解
放
さ

れ
る
道
を
模
索
し
、
叙
述
者
の
主
体
性
が
発
揮
さ
れ
る
方
法
を
探
し
得
た
。
そ

れ
は
『
春
秋
』
や
『
通
鑑
綱
目
』
か
ら
『
左
伝
』
へ
と
向
う
道
で
あ
り
、
「
逸

史
』
の
釈
言
第
一
主
義
と
は
歴
史
叙
述
の
新
し
い
方
法
へ
の
跳
躍
台
で
あ
っ
た

と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

『
逸
史
』
が
釈
言
第
一
主
義
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
拓
り
開
か
れ
た
地
平
は

小
さ
く
な
い
が
、
他
方
そ
の
こ
と
が
『
逸
史
』
の
叙
述
を
添
意
に
向
か
わ
せ
る

危
険
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
は
指
摘
し
た
。
『
逸
史
問
答
』
の
後
半
で
新
た
に

惹
起
さ
れ
た
問
題
は
そ
の
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

目
は
天
正
十
年
の
高
松
役
に
お
け
る
記
述
（
巻
之
四
、
三
十
一
丁
オ
）
の

「
秀
吉
見
使
者
日
明
智
光
秀
作
逆
寡
君
世
子
皆
遇
試
上
國
大
飢
我
且
馳
還
討
賊

子
君
尚
能
成
歎
」
の
「
寡
君
世
子
」
の
語
、
ロ
は
右
に
先
立
つ
「
江
侯
大
畢
」

四

（
巻
之
四
、
三
十
丁
ウ
）
、
加
え
て
前
後
の
信
長
に
対
す
る
「
侯
」
字
の
使
用

で
あ
る
。
日
は
天
正
元
年
五
月
十
八
日
（
巻
之
三
、
十
二
丁
オ
ウ
）
の
「
逸
史

日
」
の
「
濃
之
於
二
義
昭
一
也
、
分
既
非
二
君
臣
一
」
の
語
句
で
あ
る
。

結
果
的
に
は
、
現
行
『
逸
史
』
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
㈲
の
記
述
は
「
秀
吉
見

使
者
詳
告
以
京
師
愛
且
日
事
勢
若
此
上
國
必
凱
成
且
馳
還
訣
賊
靖
難
子
君
尚
能

成
欺
」
と
書
き
改
め
、
釈
言
の
規
制
下
に
あ
る
「
寡
君
」
「
世
子
」
の
語
感
上

の
不
備
を
会
話
文
か
ら
叙
事
文
へ
の
す
り
か
え
に
よ
っ
て
解
消
し
て
い
る
。

。
信
長
に
対
す
る
「
江
侯
大
學
」
の
記
述
は
「
江
帥
大
畢
」
へ
、
以
外
の
「
江

侯
」
の
文
字
は
「
右
府
」
へ
変
更
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
信
長
と
秀
吉
ら
臣
下

と
の
「
君
臣
同
爵
」
の
事
態
を
避
け
た
。
日
は
大
観
の
批
判
に
も
関
わ
ら
ず
前

表
現
を
踏
襲
し
た
。
竹
山
は
義
昭
と
信
長
と
の
間
に
「
君
臣
」
関
係
が
存
在
せ

ず
、
単
な
る
「
統
属
」
の
関
係
が
あ
る
の
み
と
し
て
放
伐
容
認
論
を
形
成
し

た
。
同
様
に
し
て
家
康
と
義
輝
と
の
関
係
も
「
君
臣
」
と
論
じ
な
い
。

こ
の
修
正
、
反
論
の
経
過
に
は
竹
山
・
大
観
両
者
の
歴
史
叙
述
に
対
す
る
基
本

（
四
）

姿
勢
が
示
さ
れ
興
味
が
尽
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
右
の
過
程
と
同
時
期
に
『
逸

史
』
の
将
軍
家
へ
の
献
上
が
果
た
さ
れ
、
右
の
修
正
へ
の
議
論
が
献
上
を
前
提

に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
議
論
が
幕
府
儒
官
尾
藤
二
洲
と
の
協
議
か
ら

（
加
）

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
に
と
ど
め
、
前
章
に
お
い
て
結
論
し
た
『
逸
史
』
の

史
学
史
的
意
味
を
頼
山
陽
『
日
本
外
史
』
と
の
関
係
を
示
す
こ
と
を
以
っ
て
補

足
説
明
し
、
近
世
史
学
思
想
史
研
究
上
の
一
視
座
の
提
示
を
計
り
た
い
。

頼
山
陽
（
安
永
九
川
ｌ
天
保
三
側
）
が
『
日
本
外
史
』
（
以
下
『
外
史
』
と

略
す
）
に
引
用
書
目
を
掲
げ
二
百
九
十
二
種
に
の
ぼ
る
書
名
を
記
し
て
い
る
こ

と
に
対
し
て
は
、
山
陽
が
当
該
諸
書
を
実
見
し
た
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
諸
論
が

（
副
）

あ
る
。
川
田
甕
江
は
「
謹
々
数
十
部
」
に
止
ま
る
と
論
じ
、
又
『
逸
史
』
「
参

一
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考
書
目
」
を
山
陽
が
参
酌
し
て
「
日
本
外
史
引
用
書
目
」
を
形
造
っ
た
と
す
る

指
摘
も
あ
る
。
一
方
『
逸
史
』
は
論
賛
部
が
「
逸
史
氏
日
」
と
の
表
現
に
な
っ

て
い
る
が
Ｐ
こ
の
表
現
と
『
外
史
』
に
お
け
る
「
外
史
氏
日
」
と
の
表
現
と
の

（
狸
）

間
に
影
響
関
係
を
見
る
見
解
も
あ
る
（
基
本
的
に
は
『
資
治
通
鑑
』
の
体
裁
で

あ
ろ
う
）
。
し
か
し
『
外
史
』
が
近
世
後
半
の
い
わ
ば
歴
史
叙
述
の
不
毛
の
時

代
の
中
か
ら
い
か
に
生
ま
れ
て
来
た
の
か
と
い
う
史
学
史
的
な
位
置
付
け
は
ま

だ
ま
だ
不
充
分
で
あ
り
、
『
逸
史
』
と
の
連
関
に
つ
い
て
も
同
様
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
「
日
本
外
史
引
用
書
目
」
の
末
部
に
は
「
通
語
逸
史
常

山
紀
談
称
謂
私
言
」
の
名
が
掲
げ
ら
れ
、
山
陽
自
身
に
よ
っ
て
懐
徳
堂
の
歴

史
学
と
の
交
渉
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
一
方
ま
さ
に
最
末
尾
を
飾
っ
た
の
は
二

洲
『
称
謂
私
言
』
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
山
陽
に
お
い
て
も
「
称
謂
」
が
叙

述
の
体
裁
の
側
面
か
ら
蛆
上
に
の
ぼ
っ
て
い
た
ら
し
い
と
推
察
が
成
り
立
つ
。

山
陽
は
二
洲
を
評
し
て

喜
談
二
本
邦
群
雄
事
跡
一
、
叉
辨
二
和
漢
名
構
當
否
一
、
其
詳
蜥
、
著
有
二
構

謂
私
言
一
、
東
儒
清
二
凱
名
分
一
之
弊
、
至
二
今
日
一
大
革
、
先
生
之
功
居
レ

多
、
（
『
師
友
志
補
遺
』
）

と
論
じ
、
『
称
謂
私
言
』
を
祖
裸
学
批
判
の
文
脈
中
に
位
置
付
け
て
い
た
し
、

二
洲
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
山
陽
の
寛
政
九
年
の
江
戸
遊
学
の
時
期
は
『
逸

史
問
答
』
に
お
い
て
大
観
が
二
洲
に
見
解
を
求
め
て
い
た
時
期
に
あ
た
り
、

『
山
陽
先
生
書
後
」
巻
中
「
書
二
織
田
眞
記
後
一
」
に
は
義
叔
二
洲
と
国
事
（
史
）

談
義
に
ふ
け
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
か
ら
山
陽
が
人
的
交
流
の
面
で
『
逸

史
』
に
連
続
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
「
称
謂
」
「
称
呼
」
と
い
う
視
点
で
『
外
史
』
を
通
観
す
る
と
「
外

史
例
言
」
の
中
で
山
陽
が
先
行
す
る
「
称
謂
」
説
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
を

く
り
返
し
て
い
る
の
に
気
付
く
。
又
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
『
外
史
』
を

松
平
定
信
に
献
呈
す
る
に
際
し
て
の
上
表
文
を
眺
め
る
と
、
や
は
り
こ
こ
で
も

在
来
の
「
称
謂
」
説
に
対
す
る
決
別
が
宣
言
さ
れ
る
の
を
見
い
出
せ
る
。
以
下

で
は
「
外
史
例
言
」
と
「
上
楽
翁
公
書
」
に
示
す
山
陽
の
「
称
謂
」
に
対
す
る

基
本
姿
勢
を
ま
と
め
、
史
学
史
上
の
見
取
り
図
を
一
応
完
成
し
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

山
陽
は
「
外
史
例
言
」
に
「
近
時
の
諸
儒
、
君
に
非
ず
、
臣
に
非
ざ
る
の
間

に
お
い
て
、
別
に
名
号
を
造
り
、
左
支
右
吾
、
議
論
鐙
起
す
。
こ
れ
を
崇
ぶ
と

（
羽
）

日
ふ
と
雌
も
、
そ
の
実
は
こ
れ
を
類
す
。
襄
は
則
ち
敢
て
せ
ず
。
」
と
論
じ
、

「
非
君
非
臣
之
間
」
（
前
述
『
逸
史
問
答
』
中
の
「
非
君
非
侯
」
に
同
じ
）
す

な
わ
ち
徳
川
氏
に
対
し
て
新
た
に
「
名
號
」
を
作
っ
て
叙
述
し
た
り
す
る
こ
と

は
、
実
は
崇
敬
の
意
を
表
わ
す
か
に
見
え
て
逆
に
類
し
て
い
る
と
す
る
。
前
述

の
「
称
謂
」
の
混
乱
の
状
況
が
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
山
陽
は
自
ら
は
そ
の
よ

う
な
「
称
謂
」
の
作
成
は
行
な
わ
な
い
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
著

『
外
史
』
は
、
「
今
の
著
す
所
は
、
断
然
左
氏
の
斉
晋
を
紀
し
、
漢
書
の
灌

氏
を
紀
す
る
の
例
に
拠
る
。
皆
見
今
公
行
の
名
を
用
ひ
、
以
て
そ
の
実
を
直
書

す
。
名
実
の
際
、
読
者
を
し
て
自
ら
こ
れ
を
見
し
む
・
」
と
叙
述
の
基
準
と
し

て
『
左
氏
伝
』
が
斉
桓
・
晋
文
を
侯
の
次
元
で
表
現
を
と
ど
め
、
『
漢
書
』
が

濯
光
を
「
大
将
軍
」
等
々
と
記
し
つ
つ
実
力
上
で
は
天
子
の
上
位
に
あ
る
も
の

に
対
し
て
も
こ
と
さ
ら
に
「
称
呼
」
を
勘
案
せ
ず
に
叙
述
し
た
の
に
倣
い
、
あ

く
ま
で
現
在
流
行
し
て
い
る
名
號
を
使
用
し
そ
の
上
で
実
態
を
誤
ま
り
な
く
叙

述
す
る
と
述
べ
る
。
名
號
称
呼
と
実
態
と
の
相
関
性
（
「
名
分
」
論
）
に
関
し

て
は
右
の
方
法
に
よ
っ
て
表
現
し
読
者
の
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
議
論
は
、
範
と
し
て
設
定
す
る
『
左
伝
』
『
漢
書
』
の
例
が
『
逸
史
問
答
』

｛
ハ
ー
ー



で
竹
山
が
引
用
し
た
の
と
対
応
し
、
叉
叙
述
を
主
体
的
に
な
し
判
断
を
読
者
の

側
に
求
め
る
点
へ
の
言
及
も
『
逸
史
』
に
連
続
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
山
陽
で
あ
る
か
ら
「
称
謂
」
に
関
し
て
も
「
復
た
私
に
称
謂

を
撰
び
、
以
て
後
世
の
耳
目
を
味
ま
さ
ず
、
」
と
な
る
訳
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
も

は
や
「
称
謂
」
の
拘
束
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
山
陽
は
右
に
続
け
て
「
抑

々
吾
が
輩
の
文
字
、
何
ぞ
天
下
の
名
義
に
干
は
ら
ん
や
。
然
れ
ど
も
吾
よ
り
こ

れ
を
乱
す
は
、
亦
た
心
に
催
る
入
所
な
り
。
後
の
君
子
、
必
ず
こ
の
言
に
取

る
こ
と
あ
ら
ん
。
」
と
自
著
『
外
史
』
が
「
正
名
」
論
上
で
社
会
的
影
響
力
を

持
ち
得
な
い
と
謙
譲
の
意
を
表
し
つ
つ
「
称
謂
」
な
ど
に
よ
っ
て
「
名
実
」
の

混
乱
を
招
来
す
る
つ
も
り
の
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
。
し
か
し
書
物
は
自
己
歩

き
し
不
慮
の
方
向
性
を
持
つ
可
能
性
を
有
す
る
か
ら
そ
れ
を
懸
念
し
て
い
る
と

も
述
べ
、
こ
の
例
言
中
に
表
明
し
た
こ
と
を
後
世
の
人
灸
は
考
慮
し
て
欲
し
い

と
弁
護
を
用
意
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
山
陽
は
ま
た
「
是
の
伝
を
叙
述
す
る
と

き
、
則
ち
称
謂
言
語
、
皆
是
の
人
に
私
す
る
が
如
し
。
こ
れ
紀
伝
の
体
の
み
。

史
記
の
、
項
羽
を
伝
す
る
が
如
し
。
当
代
の
た
め
に
そ
の
体
を
変
ず
る
を
得

ず
。
」
と
論
じ
、
紀
伝
を
叙
述
す
る
に
当
っ
て
は
、
伝
記
の
対
象
者
の
立
場
に

な
っ
て
称
謂
言
語
す
る
と
の
方
策
を
採
用
す
る
と
す
る
。
『
史
記
」
が
項
羽
本

紀
と
高
祖
本
紀
と
主
客
逆
の
立
場
で
叙
述
し
た
の
に
倣
っ
た
紀
伝
の
体
裁
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
当
面
の
問
題
と
な
る
の
が
当
代
徳
川
氏
の
場
合

で
あ
っ
て
、
「
豊
臣
氏
」
の
巻
に
お
い
て
は
秀
吉
に
沿
っ
た
称
謂
言
語
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
叙
述
の
体
と
し
て
諒
解
さ
れ
た
い
と
い

う
の
が
山
陽
の
主
意
な
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
山
陽
に
お
い
て
は
称
謂
言
語
が
歴
史
叙
述
の
体

と
し
て
そ
の
場
そ
の
場
に
お
い
て
主
客
の
所
を
入
れ
代
わ
る
こ
と
す
ら
肯
定
さ

れ
る
と
い
う
弾
力
的
な
使
用
法
を
許
す
姿
勢
が
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
き

の
「
称
謂
」
の
私
的
作
成
の
拒
否
と
を
併
せ
考
え
る
な
ら
こ
こ
に
は
「
称
謂
」

に
過
大
な
意
義
を
付
与
す
る
と
い
っ
た
姿
勢
は
な
い
の
で
あ
る
。
竹
山
の
議
論

か
ら
の
発
展
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
可
能
と
な
っ

た
の
が
換
言
す
れ
ば
「
称
謂
」
か
ら
の
完
全
と
も
言
え
る
解
放
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
の
が
、
文
学
的
と
評
さ
れ
る
『
外
史
』
の
歴
史
叙
述
様
式
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
歴
史
的
一
回
性
へ
の
多
面
的
な
把
握
の
道
の
模
索
が
関
係
す
る
こ

と
も
指
摘
可
能
で
あ
ろ
う
。

『
外
史
』
に
対
し
て
は
例
え
ば
帆
足
萬
里
に
よ
っ
て
「
僕
嘗
テ
竹
山
先
生
逸

史
ノ
文
章
、
未
ダ
エ
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
恨
ム
。
今
是
ノ
書
ヲ
観
ル
ー
、
逸
史
二
下
ル

（
別
）

可
数
等
。
」
あ
る
い
は
「
頼
生
作
ル
所
ノ
文
章
、
鄙
随
、
和
習
錯
出
、
加
フ
ル

二
考
証
疎
漏
、
議
論
乖
僻
ヲ
以
テ
ス
。
以
テ
甑
醤
ヲ
覆
う
。
ヘ
シ
。
渠
、
是
ヲ
以

テ
横
二
重
名
ヲ
得
タ
ル
ハ
、
真
二
怪
嘆
ス
・
へ
シ
・
」
と
い
っ
た
酷
評
が
加
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
「
鄙
随
」
「
和
習
」
と
い
っ
た
属
性
は
さ
き
の
「
例
言
」
に
規

定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
「
称
謂
」
の
拘
束
か
ら
の
解
放
の
裏
面
で
あ

（
弱
）

る
。
古
賀
個
庵
は
「
平
桁
卑
凡
、
一
点
ノ
古
色
塵
シ
」
と
す
る
が
、
山
陽
の
上

記
の
志
向
性
か
ら
「
古
色
」
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
山
陽
は
文
政
十
Ⅲ
年
『
外
史
』
を
松
平
定
信
に
献
呈
す
べ
く
「
上

（
妬
）

楽
翁
公
書
」
な
る
上
表
文
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
外
史
例
言
」
に
展

開
し
た
「
称
謂
」
に
対
す
る
見
解
が
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
以
下
に

引
用
し
て
み
よ
う
。

今
代
の
称
謂
の
若
き
に
至
り
て
は
、
則
ち
謹
み
て
突
葉
名
爵
天
下
公
行
の

称
に
拠
る
。
名
実
の
軽
重
は
、
跡
を
按
じ
て
知
る
べ
し
。
敢
て
私
に
名
号

を
撰
び
て
、
以
て
今
代
を
顎
し
、
後
世
の
耳
目
を
味
さ
ず
。

「
称
謂
」
制
定
の
放
棄
、
歴
史
に
於
け
る
「
跡
」
の
重
視
が
う
た
わ
れ
る
の

｛
ハ
ー
ニ



で
あ
る
。
山
陽
は
二
洲
『
称
謂
私
言
』
を
評
価
し
、
そ
の
「
称
謂
」
の
弊
の
一

掃
に
功
の
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
た
が
、
『
称
謂
私
言
』
が
著
述
さ
れ
十
数

年
、
山
陽
に
は
「
称
謂
」
に
対
す
る
こ
れ
と
い
っ
た
思
い
入
れ
は
見
ら
れ
ず

「
称
謂
」
か
ら
の
自
由
が
山
陽
の
歴
史
叙
述
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な

い
。
尚
、
定
信
が
『
外
史
』
を
「
上
楽
翁
公
書
」
を
好
意
的
に
受
け
入
れ
た
こ

と
と
定
信
に
お
け
る
「
正
名
」
の
主
張
と
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
も
寛

政
期
以
後
に
お
け
る
史
学
史
の
状
況
と
関
わ
る
が
紙
筆
の
関
係
上
、
以
上
で

『
逸
史
』
と
『
外
史
』
と
の
関
係
へ
の
言
及
を
中
断
す
る
こ
と
に
す
る
。

註

（
１
）
『
本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
第
二
巻
一
三
六
頁

（
２
）
称
謂
に
は
称
呼
・
名
称
と
い
う
意
味
と
言
い
換
え
の
意
味
と
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
日
本
的
制
度
に
対
す
る
中
国
の
称
呼
の
応
用
あ
る
い
は

別
称
の
設
定
と
い
う
意
味
で
使
用
す
る
。
た
だ
し
史
科
上
で
は
称
呼
の

義
に
使
う
場
合
が
多
い
か
ら
、
そ
れ
に
従
う
場
合
も
あ
る
。

（
３
）
『
日
本
國
粋
全
書
第
五
輯
』

（
４
）
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
巻
七
八
・
七
九
頁

（
５
）
宣
長
を
含
む
国
学
者
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
弓
上
古
封

建
』
論
と
国
学
ｌ
近
世
史
学
思
想
史
の
一
断
面
ｌ
」
（
『
日
本
思
想
史

研
究
』
第
十
六
号
）
「
本
居
宣
長
の
『
国
造
』
制
論
と
そ
の
思
想
的
意

味
Ｉ
宣
長
学
考
察
の
一
視
点
ｌ
」
（
『
日
本
思
想
史
学
』
第
十
六
号
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
６
）
日
本
国
粋
全
書
本
『
時
文
摘
枇
』
に
は
林
大
学
頭
述
斎
に
よ
る
奥
付

が
あ
り
好
意
的
反
応
を
示
す
。

（
７
）
『
近
世
後
期
朱
子
学
派
の
研
究
』

（
８
）
「
尾
藤
二
洲
に
つ
い
て
」
（
日
本
思
想
大
系
師
『
柤
侠
学
派
』
）

（
９
）
「
称
謂
と
正
名
」
（
『
日
本
近
世
史
論
叢
』
下
巻
）

（
岨
）
「
逸
史
題
詳
」
は
「
明
和
七
年
四
月
十
一
日
」
の
後
記
を
有
し
、

『
逸
史
』
が
明
和
年
間
に
献
上
の
意
図
の
も
と
の
編
述
さ
れ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
時
野
谷
勝
「
懐
徳
堂
の
歴
史
観
」
（
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
二

十
号
）
に
は
明
和
・
安
永
の
頃
の
編
述
開
始
に
つ
い
て
の
論
が
あ
る
。

（
ｕ
）
「
竹
山
国
字
債
続
編
」
（
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
型
『
中
井
竹
山

中
井
履
軒
』
一
四
二
頁
に
よ
る
）

（
胆
）
東
北
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
『
竹
山
先
生
国
字
犢
』
関
係
書
は
四
本

Ｊ

あ
り
、
一
明
治
四
十
四
年
刊
『
懐
徳
堂
遺
書
』
所
収
印
本
「
竹
山
國
字

に

慣
」
二
冊
、
．
「
文
化
丙
子
十
月
十
九
夕
、
瀧
栄
謄
」
の
後
記
を
持
つ

に

Ｊ

写
本
「
竹
山
中
井
先
生
國
字
犢
」
（
内
藤
耽
嬰
旧
蔵
本
）
一
冊
、
三
「
竹

に

山
書
犢
」
写
本
一
冊
、
四
「
文
化
丙
子
冬
士
一
月
十
六
夕
」
の
後
記
を

吃

持
つ
写
本
「
竹
山
先
生
國
字
犢
」
五
冊
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

ｊ

コ
は
「
甲
子
二
月
二
日
起
業
」
の
前
記
を
持
ち
四
の
「
初
編
こ
－
冊

ｆ

Ｊ

ｆ

に
対
応
す
る
。
三
は
「
紫
雲
井
副
墨
辨
答
千
秋
」
「
答
服
子
安
」
「
答

に

Ｊ

脇
子
善
大
学
章
句
間
目
」
か
ら
な
り
卜
が
所
収
す
る
も
の
と
し
な
い
も

』
Ｊ

ｊ

の
を
交
え
た
も
の
。
四
は
一
と
半
数
は
対
応
す
る
が
一
が
収
め
な
い

に
に

ｊ

に

』
Ｊ

書
簡
を
多
く
含
む
。
一
は
明
治
期
の
抄
本
で
あ
る
の
に
対
し
四
は
二

ｔ

に
ｆ

の
存
在
を
勘
案
す
る
と
旧
来
の
写
本
の
系
列
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
懐
徳
堂
蔵
草
稿
本
不
分
巻
八
冊
、
内
閣
文
庫
蔵
抄
本
三
巻
十
五

冊
、
等
と
対
校
の
必
要
が
あ
る
。

（
翌
『
竹
山
先
生
國
字
犢
』
註
金
）
の
Ⅲ
所
収
。

（
Ｍ
）
註
（
胆
）
の
ヨ
所
収
。

に

（
喝
）
同
書
簡
中
に
は
「
先
二
人
一
一
答
ヘ
テ
大
二
五
事
略
ヲ
辨
セ
シ
可
ァ

六
四



リ
」
と
の
文
面
が
あ
り
、
該
当
す
る
文
書
は
『
竹
山
國
字
犢
』
（
註

Ｊ

（
咽
）
の
一
）
巻
下
の
「
答
藤
江
貞
蔵
書
」
で
あ
る
と
見
倣
せ
る
か

に

ら
、
安
永
年
間
に
お
け
る
竹
山
の
議
論
を
両
書
簡
に
よ
っ
て
窺
う
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
尚
「
答
藤
江
貞
蔵
書
」
は
『
竹
山
國
字
犢
』
巻
上
の

「
己
亥
（
安
永
八
）
九
月
」
の
年
記
を
有
す
る
「
答
鹿
島
文
宰
書
」
の

将
軍
称
呼
を
め
ぐ
る
問
答
内
に
「
カ
ッ
テ
從
怪
貞
蔵
ナ
ル
モ
ノ
ニ
答
ヘ

テ
、
是
ヲ
論
ゼ
シ
可
詳
ヵ
也
」
と
の
言
及
が
見
え
る
か
ら
年
代
的
に
少

々
く
り
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

Ｊ

（
焔
）
註
（
皿
）
の
卜
所
収
。
註
（
喝
）
参
照
。

（
Ⅳ
）
拙
修
齋
叢
書
本
、
版
本
二
冊
。

（
旧
）
竹
山
は
「
書
院
蔵
書
大
日
本
史
後
序
」
に
懐
徳
堂
所
蔵
の
大
日
本
史

が
明
和
八
年
、
堀
田
羽
侯
の
依
頼
を
受
け
郡
山
侯
の
蔵
本
の
繕
謄
を
行

な
っ
た
際
の
一
本
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る
堀
田

侯
は
大
坂
城
大
番
頭
堀
田
正
邦
で
あ
る
。
堀
田
氏
へ
の
出
講
は
嫡
子
豊

前
守
正
穀
に
も
続
け
ら
れ
る
。
竹
山
の
社
会
的
地
位
確
立
へ
向
け
て
の

実
践
の
一
つ
と
さ
れ
よ
う
。
同
様
に
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
佐
倉
藩
主

堀
田
正
順
と
の
交
渉
で
あ
る
。
正
順
は
天
明
末
年
以
降
竹
山
を
師
と
し

儒
学
の
講
釈
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
。
寛
政
四
年
に
は
藩
学
温
故
堂
を

創
立
し
そ
の
教
授
と
し
て
迎
え
た
の
が
竹
山
の
推
奨
を
受
け
た
菱
川
大

観
で
あ
る
。

正
順
は
は
じ
め
渋
井
大
室
に
学
ん
だ
。
寛
保
三
年
以
後
天
明
八
年
ま

で
の
期
間
で
あ
り
、
天
明
七
年
大
坂
城
代
と
な
っ
た
正
順
に
従
っ
て
大

坂
に
就
い
た
大
室
が
死
去
す
る
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
大
室
は
林
榴
岡

に
学
ん
だ
朱
子
学
者
で
国
史
に
通
じ
自
身
『
国
史
』
百
廿
五
巻
の
著
作

を
持
つ
。
大
室
の
没
後
、
正
順
は
竹
山
に
学
ん
だ
が
そ
の
理
由
は
竹
山

が
江
戸
に
寓
し
た
際
に
大
室
あ
る
い
は
細
井
平
洲
と
親
交
が
あ
り
そ
の

関
係
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

正
順
は
大
室
の
死
後
儒
官
と
し
て
菱
川
大
観
を
召
し
抱
え
た
。
そ
の

経
過
は
『
紀
氏
雑
録
』
に
基
づ
い
た
篠
丸
頼
彦
（
『
佐
倉
市
史
』
第
二

巻
「
藩
校
と
文
化
」
）
に
よ
れ
ば
、
寛
政
の
初
め
、
藩
主
正
順
の
内
意

の
も
と
に
教
官
を
物
色
中
の
渋
井
伴
七
（
大
室
弟
）
に
大
坂
の
書
店
主

播
磨
屋
九
兵
衛
が
推
選
し
竹
山
の
推
奨
に
よ
っ
て
決
定
を
見
、
十
五
人

扶
持
で
召
し
抱
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
観
は
寛
政
四

年
佐
倉
の
藩
学
創
立
に
備
え
江
戸
に
向
い
、
以
後
享
和
三
年
没
す
る
ま

で
江
戸
と
佐
倉
と
を
半
年
交
代
で
往
き
来
し
、
教
授
の
任
に
当
っ
た
。

大
観
の
主
著
は
『
正
名
緒
言
』
で
あ
る
。
尚
『
正
名
緒
言
』
に
は
尾
藤

二
洲
の
序
文
が
附
せ
ら
れ
る
が
二
洲
著
『
穐
謂
私
言
』
の
印
行
者
は
大

観
の
子
菱
川
在
で
あ
る
。

以
上
の
竹
山
と
大
室
、
大
観
と
の
交
渉
（
正
順
を
交
え
た
）
を
前
提

と
し
て
本
稿
に
於
け
る
議
論
の
展
開
を
把
束
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
田
）
「
君
臣
」
か
「
統
属
」
か
を
め
ぐ
っ
た
両
者
の
議
論
に
つ
い
て
は
別

稿
を
用
意
し
た
い
。

（
別
）
二
洲
著
『
穂
謂
私
言
』
の
成
立
は
寛
政
十
二
年
。
『
逸
史
問
答
』
、

『
逸
史
』
献
上
を
経
て
ま
と
め
ら
れ
た
二
洲
の
「
称
謂
」
説
と
位
置
付

け
ら
れ
る
。

（
皿
）
『
日
本
外
史
辨
妄
』
、
市
島
春
城
『
陸
筆
頼
山
陽
』
七
一
頁
に
よ
る
。

（
翠
）
中
村
真
一
郎
『
頼
山
陽
と
そ
の
時
代
』
は
上
記
諸
論
を
紹
介
す
る
。

（
邪
）
以
下
の
『
日
本
外
史
』
か
ら
の
引
用
は
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
・
原
漢
文

（
別
）
「
復
二
子
庚
一
」
『
西
崎
先
生
余
稿
』
（
『
帆
足
萬
里
先
生
全
集
』
上
巻

六
八
一
頁
。
原
漢
文
。
）

（
妬
）
『
随
筆
頼
山
陽
』
七
七
頁
所
収
。
原
漢
文
。

（
配
）
註
（
配
）
参
照
。
（
東
北
大
学
・
助
手
）

六
五


