
寛
政
異
学
の
禁
は
、
寛
政
二
年
五
月
二
十
四
日
付
け
の
林
家
・
聖
堂
内
に
限

定
さ
れ
た
学
派
統
制
勧
告
「
学
派
維
持
ノ
儀
二
付
申
達
」
（
以
下
、
禁
令
と
記

す
）
が
聖
堂
外
へ
と
拡
散
し
、
「
結
果
」
的
に
非
朱
子
学
諸
派
に
対
す
る
規
制

の
役
割
を
果
た
し
た
事
実
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
「
結
果
」
を
示
す
例
と
し
て

亀
田
鵬
斎
の
塾
の
衰
微
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
例
え
ば
先
行
研
究

と
し
て
頻
用
さ
れ
る
諸
橋
徹
次
「
寛
政
異
学
の
禁
」
は
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

当
時
五
鬼
の
頭
と
呼
ば
れ
て
居
る
亀
田
鵬
斎
の
如
き
は
旗
本
の
士
千
人
を

集
め
て
教
育
し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
禁
令
の
出
て
後
は
、
一
人

去
り
、
二
人
去
り
、
遂
に
総
て
の
書
生
が
快
を
連
ね
て
去
っ
た
の
で
、
門

前
雀
羅
を
張
っ
て
、
遂
に
塾
を
閉
ぢ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勢
を
示
し
た
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
（
『
近
世
日
本
の
儒
学
』
一
六
六
頁
、
昭
和
Ｍ
年
８
月
）

こ
の
諸
橋
の
叙
述
は
、
三
上
参
次
、
中
村
孝
也
の
手
を
へ
て
ま
と
め
ら
れ
た

『
楽
翁
公
伝
』
の
当
該
叙
述
等
を
前
提
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
、
引
用
書
目
か

ら
芳
野
金
陵
「
鵬
斎
亀
田
先
生
伝
」
（
『
金
陵
遺
稿
』
巻
之
七
）
に
依
拠
し
た
こ
と

が
判
る
。
し
か
し
同
伝
に
は
松
平
定
信
の
鵬
斎
へ
の
嫌
疑
に
発
し
た
旗
本
門
弟

の
脱
塾
を
め
ぐ
る
次
の
記
述
以
外
に
該
当
記
述
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

寛
政
異
学
の
禁
再
考

は
じ
め
に

白
河
侯
乗
二
国
鉤
一
首
更
二
張
文
武
一
、
弊
政
頓
革
、
先
生
又
悦
日
、
抱
負
可
レ

展
芙
、
嘗
開
一
一
言
路
一
求
一
一
壽
策
一
、
先
生
隣
家
座
下
士
、
上
し
書
論
二
学

術
時
務
一
、
頗
有
下
冒
二
触
侯
意
一
者
上
、
侯
作
レ
色
日
是
必
鵬
斎
所
二
代
作
一

聞
鵬
斎
唱
二
異
学
一
者
、
侯
宗
二
洛
閨
一
、
故
有
二
異
同
者
一
、
概
乎
目
以
一
一

異
学
一
、
而
以
三
侯
在
二
具
膿
一
、
諸
官
皆
望
二
其
蜜
笑
一
ト
ー
進
退
一
、
於
レ

是
塵
下
門
人
、
一
斉
引
去
、
且
媚
鈩
者
乗
以
煽
し
之
、
於
し
是
門
戸
寂
然
、

右
は
禁
令
発
布
に
先
立
つ
時
期
（
天
明
八
年
と
さ
れ
る
）
の
記
述
で
あ
り
、

鵬
斎
の
門
弟
の
伝
聞
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
脱
塾
者
は
「
旗
本
三
十
余
家
」
で

（
１
）

あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
閉
塾
（
正
確
に
は
移
転
）
は
寛
政
九
年
に
ま
で
繰
り

下
が
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
諸
橋
は
前
掲
基
礎
史
料
以
外
の
伝
記
な
い
し
は

あ
る
種
の
巷
談
に
依
拠
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
基
礎
史
料
が
一
貫
し
て
鵬

斎
塾
の
衰
退
は
禁
令
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
し
、
旗
本
以
外
の
門
人
の
場

｛
？
』
）

合
に
は
動
揺
が
大
き
く
な
か
っ
た
と
す
る
の
と
は
微
妙
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。

確
か
に
当
時
の
塾
の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
あ
り
、
あ
る
い
は
「
旗
本

の
士
千
人
」
に
対
応
す
る
事
実
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
塾
の
教

育
組
織
や
教
授
形
式
な
ど
の
問
題
を
解
決
せ
ず
に
、
言
わ
れ
る
よ
う
な
鵬
斎
塾

の
破
格
な
規
模
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
何
よ
り
も
武
士
た
ち
が

学
問
に
奔
走
し
た
時
期
の
大
規
模
塾
の
存
廃
は
当
時
の
学
界
へ
の
影
響
も
少
な

高
橋
章

一
○
○
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（
３
）

く
な
か
ろ
う
し
、
旗
本
の
現
員
数
に
閲
す
る
な
ら
ば
、
社
会
問
題
す
ら
惹
起
し

か
ね
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
旗
本
の
士
千
人
」
の
帰
趨
は
単
な
る

人
口
移
動
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

と
す
れ
ば
、
鵬
斎
塾
の
禁
令
発
布
以
後
の
一
時
的
な
衰
退
の
み
を
記
述
す
る

仕
方
は
、
他
の
異
学
者
の
塾
の
盛
況
を
記
さ
な
い
姿
勢
と
相
ま
っ
て
禁
令
の
「
結

果
」
的
な
機
能
を
過
大
に
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
叙
述
と
し
て
妥
当
性

を
欠
こ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
不
安
定
な
記
述
が
踏
襲
さ
れ
て
き
た
こ
と

は
、
一
方
で
は
鵬
斎
な
ど
「
異
学
者
」
へ
の
研
究
の
立
ち
後
れ
に
起
因
す
る
と

と
も
に
、
次
の
よ
う
な
異
学
の
禁
研
究
上
の
視
角
の
偏
り
と
無
関
係
で
な
い
。

そ
の
第
一
は
、
禁
令
の
機
能
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
異

（
４
）

学
の
「
鬼
」
た
ち
は
学
派
誇
示
・
思
想
維
持
が
可
能
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
一

義
的
な
思
想
禁
圧
を
禁
令
に
求
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
諸
橋
の
ご
と
く
「
結
果
」

に
禁
令
の
機
能
を
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
「
結
果
」
を
左
右
し
た
の
は

門
弟
た
る
武
士
の
動
向
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
別
の
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
定
信
や

朱
子
学
正
学
派
の
人
々
の
禁
令
発
布
の
意
図
か
ら
「
結
果
」
を
説
明
し
え
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
事
柄
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。

一
般
に
立
法
者
の
制
作
意
図
や
法
令
に
求
め
た
機
能
と
法
受
容
者
の
法
理
解

な
い
し
は
歴
史
的
実
効
力
と
は
区
別
さ
れ
よ
う
。
し
か
る
に
禁
令
の
場
合
に
は
、

「
結
果
」
が
学
派
統
制
を
求
め
学
禁
を
推
進
し
た
側
の
意
図
に
沿
っ
た
形
で
実

効
力
を
持
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
ゆ
え
に
、
禁
令
を
「
受
け
入
れ
た
側
」
の
禁

令
理
解
や
禁
令
へ
の
対
応
す
な
わ
ち
禁
令
が
機
能
し
た
歴
史
的
・
社
会
的
条
件

を
考
察
し
よ
う
と
す
る
視
座
が
稀
薄
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
そ
の
門
弟
武
士
に
焦
点
を
絞
っ
た
場
合
、
そ
の
動
勢
が
問
題
と
な

る
の
は
、
禁
令
発
布
以
後
よ
り
も
む
し
ろ
禁
令
発
布
に
至
る
過
程
で
は
な
い
か
。

と
い
う
の
も
、
学
問
の
朱
子
学
で
の
統
一
が
改
革
当
初
か
ら
目
指
さ
れ
て
い
た

と
す
る
な
ら
ば
禁
令
の
発
布
は
む
し
ろ
遅
き
に
失
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一

方
、
黄
表
紙
な
ど
に
散
見
す
る
こ
の
時
期
の
武
士
達
の
功
利
的
と
も
言
え
る
学

（
－
０
）

問
観
は
、
実
際
に
彼
ら
の
動
勢
と
し
て
ｌ
具
体
的
に
は
「
異
学
」
と
目
さ
れ

る
塾
か
ら
「
正
学
」
塾
へ
の
移
動
と
し
て
ｌ
禁
令
発
布
前
に
現
象
化
し
て
お

り
、
そ
の
行
動
の
背
景
に
学
派
間
闘
争
の
動
向
と
学
派
の
峻
別
を
う
な
が
す
議

論
が
関
係
し
て
い
た
。
ま
た
彼
ら
の
功
利
的
学
問
観
と
学
派
の
一
元
化
と
い
う

禁
令
の
核
と
な
る
考
え
方
と
の
間
に
あ
る
種
の
親
和
性
も
考
え
う
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
禁
令
前
史
に
お
け
る
武
士
集
団
の
あ
り
方
は
固
有
の
研
究
対
象
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

さ
ら
に
、
禁
令
は
「
結
果
」
的
に
は
と
も
あ
れ
、
発
布
の
発
端
に
お
い
て
は

林
家
・
聖
堂
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
思
想
的
規
制
に
大
学
頭
林
信
敬
が

消
極
的
で
あ
り
え
た
理
由
も
そ
れ
に
基
づ
く
。
し
か
る
に
こ
れ
ま
で
、
林
家
・

聖
堂
に
向
け
て
禁
令
が
発
せ
ら
れ
た
事
実
そ
れ
自
体
の
意
味
が
積
極
的
に
は
問

わ
れ
て
来
て
い
な
い
。
林
家
・
林
門
の
対
応
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

こ
れ
ら
以
外
に
も
禁
令
を
め
ぐ
る
研
究
視
角
上
の
問
題
は
多
く
、
解
明
す
べ

き
問
題
も
多
い
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
、
禁
令
と
学
派
選
択
を
行
っ
た
下
級

武
士
達
と
の
関
係
、
禁
令
発
布
前
後
の
林
家
の
在
り
様
の
二
点
を
中
心
に
寛
政

異
学
の
禁
に
再
考
を
加
え
た
い
。

禁
令
発
布
の
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
、
定
信
の
登
場
直
後
か
ら
強
調
さ
れ
た
文
武
奨
励
策
が
人
材
登
用
と
い
う

当
時
の
武
士
達
の
関
心
に
密
着
し
た
形
で
提
起
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

｜
、
対
象
・
視
角
の
限
定
と
基
礎
史
料

一

○
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こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
黄
表
紙
に
描
か
れ
た
武
士
達
の
動
勢
で
あ
る
。

例
え
ば
こ
の
期
の
黄
表
紙
を
代
表
す
る
朋
誠
堂
喜
三
二
『
文
武
二
道
万
石
通
』

（
天
明
八
年
）
に
は
、
文
武
に
つ
い
て
の
「
書
付
」
の
作
成
を
示
唆
す
る
叙
述

（
６
）

が
頻
出
す
る
。
そ
こ
に
は
、
文
武
の
範
晴
の
混
乱
、
諸
芸
術
の
意
図
的
な
解
釈

が
終
始
展
開
し
、
拡
大
解
釈
さ
れ
た
文
武
の
修
練
に
右
往
左
往
す
る
武
士
達
の

合
Ｉ
）

像
が
あ
る
。
恋
川
春
町
「
鵯
鵡
返
文
武
二
道
』
（
寛
政
元
年
）
が
描
く
、
馬
の
稽

古
と
陰
馬
・
遊
女
買
い
切
り
と
の
誤
解
そ
し
て
そ
の
「
乗
馬
」
の
訓
練
に
励
む

武
士
達
。
こ
う
い
っ
た
武
士
達
の
姿
は
、
文
武
の
修
練
に
戸
惑
う
同
時
代
の
武

士
達
の
有
様
の
変
形
し
た
姿
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
同
時
代
の

武
士
達
の
文
武
奨
励
策
に
右
往
左
往
す
る
有
様
を
叙
述
す
る
に
当
た
っ
て
作
者

達
が
意
を
払
っ
た
の
が
文
武
奨
励
策
自
体
の
批
判
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
人
物

採
用
示
諭
」
に
関
わ
る
「
書
上
」
の
提
出
を
提
出
す
る
武
士
と
提
出
さ
れ
た
書

上
を
評
価
す
る
上
役
武
士
と
の
困
惑
と
言
う
よ
う
に
改
革
の
具
体
面
に
ご
く
密

着
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
当
局
の
機
微
に
触
れ
た
の
は
ま
さ
に
こ
の

よ
う
に
改
革
の
具
体
的
局
面
を
描
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
と
も
か
く
も
彼

ら
武
家
作
者
達
が
文
武
奨
励
策
と
人
材
登
用
と
の
一
体
化
に
関
心
を
示
し
、
微

に
入
り
細
を
穿
っ
て
い
た
事
実
が
そ
こ
に
あ
る
。

以
下
で
は
、
禁
令
を
論
ず
る
際
の
前
提
条
件
の
一
つ
と
し
て
文
武
の
奨
励
策

に
触
れ
る
が
、
具
体
局
面
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
学
問
吟
味
、
芸
術
吟
味
、

番
入
任
官
で
あ
る
。
そ
れ
は
黄
表
紙
作
者
と
同
様
に
、
文
武
奨
励
政
策
が
武
士

達
の
関
心
の
中
心
で
あ
る
任
官
問
題
と
密
着
し
て
提
示
さ
れ
た
が
故
に
彼
ら
の

現
実
的
な
（
魅
力
あ
る
）
課
題
と
な
っ
た
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に

な
る
が
、
異
学
の
禁
を
歴
史
的
事
件
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
主
要
な
役
割
を
担

っ
た
の
は
そ
う
い
っ
た
武
士
達
の
動
勢
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
下
級
武
士
達
の
動
勢
を
直
接
に
記
し
た
史
料
は
決
し

て
多
く
な
い
。
あ
る
い
は
同
時
代
の
課
題
を
記
述
し
保
存
す
る
こ
と
は
危
険
で

あ
り
伝
存
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
が
以
下
で
素
材
と
す
る
「
よ

し
の
冊
子
』
は
右
の
限
界
を
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
克
服
す
る
有
用
な
史
料
で

あ
る
。
考
察
に
先
立
っ
て
、
そ
の
史
料
的
価
値
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
よ
し
の
冊
子
』
は
、
松
平
定
信
の
側
近
水
野
為
長
が
定
信
の
施
策
上
の
参

考
に
供
す
る
た
め
に
江
戸
市
中
・
城
内
の
情
報
を
収
集
し
た
諜
報
集
で
あ
り
、

定
信
の
閲
覧
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
定
信
が
老
中
首
座
に
就
任
し
た
天
明
七
年

六
月
十
九
日
か
ら
老
中
を
辞
職
し
た
直
後
の
寛
政
五
年
七
月
二
十
三
日
ま
で
の

記
事
が
順
次
収
め
ら
れ
欠
冊
を
除
い
て
ほ
ぼ
百
七
十
冊
か
ら
な
る
。
書
名
は
各

項
が
「
Ｉ
の
よ
し
」
を
以
っ
て
終
わ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
定
信
没
後
、
そ
の

遺
筐
中
か
ら
発
見
し
た
田
中
月
堂
の
命
名
に
な
る
。
現
在
、
月
堂
が
作
成
し
た

抄
本
の
副
本
を
筆
写
し
た
白
河
藩
士
駒
井
乗
邨
が
写
本
叢
書
『
鴬
宿
雑
記
』
に

収
録
し
た
も
の
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
を
底
本
と
し
た
『
随
筆
百
花
苑
』
所

収
本
が
あ
る
。
『
よ
し
の
冊
子
』
は
諜
報
集
と
い
う
性
格
上
、
寛
政
改
革
期
に

あ
っ
た
種
々
雑
多
な
事
項
を
収
め
、
幕
府
の
人
事
に
関
連
し
た
人
物
評
・
事
件

や
江
戸
の
風
俗
等
が
多
く
記
さ
れ
落
咄
を
含
め
出
所
の
確
認
で
き
な
い
伝
聞
記

事
も
多
く
入
り
混
じ
り
、
「
虚
説
」
と
判
断
さ
れ
た
事
項
も
多
い
。
し
か
し
、

寛
政
期
の
市
中
・
城
内
に
流
れ
た
情
報
か
つ
定
信
の
施
策
上
の
判
断
に
関
わ
っ

た
も
の
と
し
て
、
虚
実
併
せ
て
寛
政
期
を
認
識
す
る
際
の
基
礎
史
料
と
し
て
十

分
な
価
値
を
有
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
定
信
が
『
宇
下
人
言
』
の
「
予
が
不
徳

（
８
）

に
て
も
此
こ
ろ
人
の
賞
誉
す
る
は
聖
賢
の
や
う
に
い
ふ
め
り
」
と
い
う
記
述
に

対
し
て
「
此
処
へ
為
長
な
ん
ど
き
き
及
び
し
そ
の
比
称
誉
せ
し
こ
と
か
く
べ
し
」

と
の
頭
註
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。
ま
た
「
水
野
為
長
常
に

○



（
８
）

諫
め
て
日
々
の
よ
し
あ
し
を
い
ひ
た
り
」
と
も
記
し
、
諫
言
家
と
し
て
の
為
長

の
存
在
と
彼
の
収
集
し
た
情
報
に
言
及
し
て
お
り
、
本
書
が
定
信
の
机
辺
に
絶

え
ず
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
が
「
よ
し
の
冊
子
』
に
着
目
す
る
の
は
、
そ
の
記
述
が
正
確
で

あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
定
信
が
施
政
の
判
断
材
料
と
し
て
用
い
た
と
い
う
点

に
あ
り
、
そ
の
定
信
の
「
目
」
で
捉
え
ら
れ
認
識
さ
れ
た
武
士
達
の
動
勢
を
検

証
し
、
こ
の
時
期
を
叙
述
す
る
際
の
基
礎
に
据
え
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

学
問
吟
味
と
い
う
場
合
、
一
般
に
は
寛
政
四
年
、
六
年
に
行
わ
れ
、
以
後
ほ

ぼ
三
年
に
一
度
の
周
期
で
行
わ
れ
た
儒
学
の
統
一
試
験
を
指
す
。
し
か
し
、
寛

政
四
年
以
前
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
武
道
の
審
査
で
あ
る
芸
術
吟
味
と
一
対
の
も

（
９
）

の
と
理
解
さ
れ
、
任
官
の
基
礎
審
査
の
色
彩
を
濃
厚
に
持
つ
も
の
で
あ
り
、
寛

政
の
改
革
の
文
武
奨
励
策
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
。

従
来
、
異
学
の
禁
令
と
学
問
吟
味
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
際
に
は
、
寛
政
四

年
以
後
の
学
問
吟
味
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
禁
令
の
意
図
が
学
問
吟
味
に
お
い
て

貫
徹
し
た
と
い
っ
た
結
論
が
導
か
れ
る
。
例
え
ば
、
朱
子
学
以
外
の
学
派
の
北

山
派
や
心
学
者
が
試
験
で
門
前
払
い
を
く
っ
た
こ
と
が
そ
の
傍
証
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
学
問
吟
味
の
歴
史
上
で
の
意
義
の
一
端
を

示
す
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
寛
政
期
の
学
問
環
境
を
典
型
的
に
示
す
の
は
、

寛
政
四
年
に
先
立
つ
学
問
吟
味
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
、
黄
表
紙
が
問
題
に
し

た
の
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
よ
し
の
冊
子
』
は
学
問
吟
味
を
天
明
八
年
九
月
の
「
人
物
採
用
示

諭
」
「
人
物
採
用
文
武
出
精
戒
諭
」
の
「
御
人
撰
」
に
連
続
す
る
も
の
と
い
う

二
、
学
問
吟
味
・
芸
術
吟
味

理
解
の
上
に
立
っ
て
取
り
上
げ
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
そ
の
「
人
物
採
用
示
諭
」

を
引
用
し
て
お
こ
う
。

小
普
請
組
支
配
へ
示
諭
せ
ら
れ
し
は
、
御
人
撰
の
事
、
相
応
の
器
量
あ
る

者
相
撰
み
、
文
武
芸
術
平
日
の
行
状
迄
も
吟
味
い
た
し
、
謁
見
の
以
上
以

下
食
禄
の
多
少
に
か
Ｌ
は
ら
ず
、
今
日
所
用
の
芸
技
に
あ
ら
ざ
る
も
、
ま

（
川
）

た
書
出
し
置
く
し
と
な
り
。
（
「
文
恭
院
殿
御
実
紀
」
巻
之
五
）

右
法
令
に
則
っ
た
芸
術
と
学
問
の
吟
味
は
、
寛
政
元
年
七
月
の
「
二
十
年
以

上
勤
候
者
之
惣
領
並
其
以
下
二
て
も
芸
術
学
問
等
格
別
出
精
致
候
者
共
人
柄
等

能
々
相
糺
、
頭
支
配
之
面
々
〈
、
其
頭
々
｜
一
て
心
掛
、
撰
置
可
し
被
申
候
」
（
「
御

（
Ⅲ
）

触
書
天
保
集
成
』
）
と
い
う
「
言
上
」
提
出
命
令
を
経
て
実
現
に
移
さ
れ
て
い
っ

た
。
こ
の
寛
政
元
年
の
法
令
は
「
寛
政
酉
年
の
令
」
と
し
て
振
り
返
ら
れ
る
学

問
吟
味
史
上
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
の
任
官
の
主
要

条
件
が
父
の
勤
労
年
数
の
評
価
で
あ
り
、
番
入
り
に
対
す
る
検
討
の
機
会
も
少

な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
両
吟
味
が
番
入
り
希
望
者
本
人
の
文
武
の
能
力
を
評

価
し
父
の
勤
労
も
絶
対
視
せ
ず
評
価
の
間
隔
を
短
く
し
再
応
の
機
会
も
与
え

る
、
と
い
っ
た
点
で
従
来
の
方
式
に
か
な
り
な
程
度
の
改
正
を
加
え
た
た
め
で

あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
「
御
番
入
は
来
年
で
あ
ら
ふ
と
さ
た
仕
候
由
。
此
節
所

々
二
て
騒
ぎ
立
、
素
読
杯
急
二
門
入
い
た
し
候
者
多
く
、
素
読
の
見
分
を
受
、

（
岨
）

読
み
そ
こ
な
い
笑
れ
候
者
多
く
御
ざ
候
よ
し
。
」
色
＆
・
壁
）
と
、
下
級
武
士
達
、

特
に
そ
れ
ま
で
任
官
の
道
が
限
ら
れ
て
い
た
お
目
見
得
以
下
の
武
士
達
は
、
停

滞
し
た
人
事
を
打
ち
破
る
可
能
性
を
有
す
る
手
段
と
し
て
学
問
・
武
芸
を
位
置

づ
け
る
に
至
り
、
両
吟
味
は
好
意
的
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
の
黄

表
紙
が
描
き
、
ま
た
後
に
学
問
吟
味
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
森
山
孝
盛
が

『
蜑
の
焼
藻
の
記
』
で
「
世
の
中
俄
に
改
り
て
（
中
略
）
心
に
も
起
ら
ぬ
学

○



問
武
芸
に
往
来
す
る
有
様
、
腹
を
か
上
へ
た
る
こ
と
に
て
、
に
が
ノ
ー
敷
振
舞

（
旧
）

な
り
筐
と
批
判
し
た
の
も
、
学
問
と
立
身
と
を
一
体
の
も
の
と
考
え
る
こ
う
し

た
下
級
武
士
達
の
に
わ
か
学
問
・
に
わ
か
武
芸
な
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
当
初
好
意
的
な
受
け
入
れ
ら
れ
方
を
し
た
両
吟
味
は
、
「
年
数

共
二
御
番
入
無
し
之
、
只
芸
術
見
分
の
ミ
度
々
罷
出
小
身
者
〈
大
二
難
儀
仕
候
」

ａ
・
管
ｇ
と
い
う
事
態
の
中
で
、
つ
ま
り
実
際
に
学
問
・
芸
術
の
ゆ
え
を
も

っ
て
番
入
し
た
者
が
少
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
武
士
達
の
不
満
を
買
う

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ひ
い
て
は
「
只
今
迄
御
時
節
柄
を
有
が
た
が
り
居

候
も
の
も
、
少
々
歎
息
を
起
し
候
由
」
Ｇ
名
・
震
）
と
人
材
重
視
の
考
え
方
や

定
信
の
改
革
自
体
に
対
す
る
不
満
を
募
ら
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

御
番
入
父
年
数
相
勤
、
悴
芸
術
出
情
達
二
御
聴
一
御
番
入
被
二
仰
付
一
候
と

計
も
出
候
は
、
御
細
か
な
事
よ
く
分
て
よ
い
と
さ
た
仕
候
へ
共
、
右
体

二
候
〈
堂
筆
順
か
ら
御
出
し
被
し
成
（
よ
い
。
こ
ん
ど
も
又
々
入
組
候
て

被
二
仰
付
一
候
事
、
余
り
御
細
か
過
ル
と
さ
た
仕
、
心
服
不
し
仕
候
も
の

御
座
候
よ
し
。

（
画
●
『
●
画
仁
）

御
番
入
の
評
価
を
父
の
勤
務
年
数
や
本
人
の
芸
術
出
精
等
複
数
の
側
面
か
ら

な
そ
う
と
す
る
と
、
評
価
方
法
の
細
分
化
が
余
儀
な
く
さ
れ
、
と
も
す
る
と
基

準
・
原
理
の
錯
綜
と
い
う
事
態
を
招
く
。
そ
こ
で
公
平
な
評
価
が
で
き
れ
ば
問

題
が
な
い
が
、
こ
こ
で
は
評
価
の
客
観
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な

ら
ば
、
い
っ
そ
の
こ
と
「
筆
順
」
す
な
わ
ち
本
人
の
組
内
に
お
け
る
地
位
の
順

に
番
入
り
さ
せ
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
。
つ
ま
り
旧
来
の
番
入
の
原
理
へ
の
一
種

の
引
き
戻
し
論
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
評
価
を
細
分
化
・
厳
密
化
し

よ
う
と
も
限
界
が
あ
る
、
と
い
う
番
入
制
度
改
革
へ
の
批
判
が
『
よ
し
の
冊
子
』

に
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

御
番
入
年
内
今
二
度
可
レ
有
之
由
。
御
目
付
増
掛
り
被
二
仰
付
一
候
二
付
、

尚
又
御
綿
密
で
あ
る
ふ
と
の
さ
た
。
御
吟
味
〈
御
綿
密
二
御
座
候
へ
共
、

中
々
御
手
届
き
不
し
申
候
や
、
博
突
杯
い
た
し
候
不
人
物
之
も
の
、
先
日

御
番
入
被
二
仰
付
一
候
と
さ
た
仕
候
。
Ｇ
・
崖
。
ｅ

こ
の
よ
う
に
両
吟
味
へ
の
期
待
が
大
き
か
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
期
待
は
不
満

へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
先
の
「
小
身
者
」
の
難
儀
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
文
武
の
修
練
に
予
想
外
の
経
済
的
負
担
が
伴
っ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
負
担
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
番
入
は
容
易
に
な
さ
れ
な
い
。
反
対
給

付
が
な
い
、
す
な
わ
ち
両
吟
味
が
番
入
の
特
効
薬
と
な
ら
な
か
っ
た
点
に
「
余

り
同
じ
事
を
度
々
御
出
し
被
し
成
、
余
り
細
か
過
た
」
「
例
の
だ
ま
し
だ
」

Ｇ
名
・
忠
）
と
い
っ
た
下
級
武
士
層
の
不
満
が
募
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
ご

と
く
黄
表
紙
は
倒
錯
し
た
馬
術
の
稽
古
を
描
く
が
、
「
よ
し
の
冊
子
』
は
馬
術

の
稽
古
は
下
級
武
士
の
経
済
的
負
担
を
強
い
物
価
を
引
き
上
げ
る
も
の
と
し
て

記
述
す
る
。

馬
術
の
稽
古
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
武
芸
の
基
礎
を
な
す
。
し
か
し
、
実
践

か
ら
遠
ざ
か
り
江
戸
と
い
う
都
市
に
住
む
武
士
達
、
特
に
下
級
武
士
達
に
は
ほ

と
ん
ど
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
稽
古
は
「
借
馬
」
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
こ
の
時
な
ら
ぬ
馬
術
訓
練
の
流
行
は
馬
の
所
有
者
、
例
え
ば
借

馬
引
な
ど
を
潤
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
需
要
に
あ
ぐ
ら
し
て
「
大
へ
い

一
一
相
成
」
Ｑ
・
己
・
層
）
借
馬
料
を
引
き
上
げ
て
い
っ
た
。

諸
組
与
力
、
馬
げ
い
こ
専
出
精
仕
、
馬
喰
大
仕
合
の
よ
し
。
近
々
馬
場
先

御
門
内
の
馬
場
二
て
頭
見
分
御
ざ
候
よ
し
。
し
か
し
借
馬
二
て
く
大
物
入

二
付
、
与
力
一
組
一
一
て
申
合
、
互
二
出
銀
い
た
し
、
馬
を
二
三
疋
ヅ
上
も

不
し
調
べ
成
ま
い
、
借
馬
で
〈
始
終
つ
堂
か
ぬ
と
申
候
よ
し
。
ｐ
＆
。
ご
）

一
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こ
こ
に
見
え
る
武
士
達
の
経
済
的
負
担
の
増
大
が
、
実
は
「
鴎
鵡
返
文
武
二

道
』
の
「
馬
術
稽
古
の
者
も
金
の
成
る
木
は
持
つ
ま
い
し
、
の
こ
ら
ず
女
郎
屋

（
Ｈ
）

の
馬
代
に
つ
ま
り
た
れ
ば
、
今
は
せ
ん
か
た
な
く
」
と
い
っ
た
叙
述
の
中
に
湧

出
し
て
お
り
、
馬
術
の
訓
練
の
経
済
的
負
担
に
耐
え
か
ね
て
破
天
荒
に
な
り
か

ね
な
い
下
級
武
士
達
、
す
な
わ
ち
正
し
く
当
時
の
問
題
状
況
の
一
つ
を
活
写
し

て
い
た
と
言
え
る
。
借
馬
料
の
み
な
ら
ず
、
「
す
べ
て
武
げ
い
相
は
や
り
候
二

付
、
先
年
百
疋
致
候
も
の
〈
二
百
疋
二
な
り
、
二
朱
は
百
疋
に
相
成
り
、
其
癖

誹
候
て
も
急
一
一
出
来
不
し
申
、
頭
か
ら
〈
度
々
見
分
等
を
催
促
御
ざ
候
二
付
、

小
身
の
面
々
大
二
困
り
候
よ
し
。
」
色
・
匡
・
眉
）
と
武
具
値
段
が
上
昇
し
、
そ

れ
は
い
に
し
え
の
二
倍
と
も
三
倍
と
も
言
う
ｃ
＆
。
ご
）
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

上
司
は
職
分
上
「
見
分
」
を
催
促
す
る
。
そ
れ
に
応
じ
き
れ
な
い
下
級
武
士
達
。

武
具
ば
か
り
で
な
く
、
学
問
の
た
め
の
経
済
的
な
負
担
が
増
大
し
た
こ
と
も

無
視
で
き
な
い
。

去
年
よ
り
学
問
は
や
り
候
二
付
、
書
物
直
段
段
々
引
上
ゲ
、
四
書
ノ
唐
本

杯
百
疋
位
仕
候
が
一
両
位
二
相
成
候
由
。
詩
経
集
注
杯
〈
ど
の
書
物
屋
二

も
切
レ
候
て
無
し
之
候
由
。
其
外
小
学
杯
の
類
も
今
急
二
入
用
と
申
候
て

く
無
し
之
よ
し
。

（
の
●
い
●
』
）

（
旧
）

こ
の
よ
う
に
、
吟
味
を
め
ぐ
っ
て
新
た
な
負
担
が
課
せ
ら
れ
、
そ
の
状
況
下

に
あ
っ
て
は
「
昔
の
田
沼
の
時
ワ
イ
ロ
を
遣
は
ね
（
上
下
な
ら
ぬ
様
二
相
成
候

も
、
ミ
ん
ナ
は
む
き
、
此
度
む
せ
う
二
善
悪
を
わ
き
ま
へ
ず
稽
古
致
さ
せ
候
も
、

や
っ
ぱ
り
は
む
き
一
一
て
」
Ｇ
＆
・
屋
）
と
田
沼
時
代
の
賄
賂
が
稽
古
料
に
代
わ

っ
た
だ
け
で
あ
る
と
す
る
論
評
す
ら
現
れ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
武
士
達
が
吟
味
へ
の
不
満
を
募
ら
せ
た
理
由
は
他
に
も
あ
っ
た
。

吟
味
を
行
い
得
る
人
物
も
限
ら
れ
「
手
間
が
か
上
」
あ
る
。
曽
）
っ
た
の
で
あ
る
。

番
頭
二
て
〈
芸
術
の
吟
味
ヲ
ほ
ん
二
仕
候
は
秋
元
壱
岐
守
、
曽
我
伊
賀
守
、

中
防
近
江
守
杯
計
二
可
し
有
し
之
由
。
其
外
〈
見
分
と
申
て
も
見
計
二
て

分
〈
出
来
申
間
敷
由
。
Ｑ
ら
・
匡
）

「
見
計
二
て
分
〈
出
来
申
間
敷
」
と
は
、
吟
味
に
対
す
る
根
本
的
な
不
信
感

の
表
明
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
と
先
の
武
具
価
上
昇
の
記
事
に
お
け
る
上
司
へ

の
不
満
と
を
勘
案
す
る
と
、
当
時
、
下
級
武
士
の
上
司
に
対
す
る
不
満
が
両
吟

味
を
通
じ
て
顕
在
化
し
て
し
ま
っ
た
事
態
が
坊
沸
と
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
「
汗
水
を
流
し
て
習
う
剣
術
も
御
役
に
た
上
ぬ
御
代
ぞ
め
で
た
き
」

Ｑ
・
巨
・
侭
）
な
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
武
士
達
が
提
出
し
た
吟
味
の
書
上
に
も
不
正
が
目
だ
っ
た
。

部
屋
住
御
番
入
被
二
仰
出
一
候
二
付
、
文
武
芸
術
け
い
こ
数
年
師
匠
名
前

迄
も
い
さ
ゐ
ニ
書
出
し
候
由
。
其
内
有
体
二
書
出
し
候
も
の
〈
稀
二
て
、

多
く
〈
一
昨
年
以
来
又
は
此
節
急
二
け
い
こ
相
勤
候
者
多
御
座
候
由
。
其

内
先
年
少
々
け
い
こ
仕
中
絶
仕
り
居
候
を
顎
〈
、
猶
更
中
絶
之
様
二
は
不
二

申
達
一
、
此
節
俄
二
相
始
候
を
も
、
相
応
二
師
匠
と
相
談
年
数
ヲ
栫
候
由
。

就
レ
右
先
年
よ
り
不
し
怠
諸
稽
古
出
情
仕
候
も
の
共
〈
、
玉
石
一
シ
だ
と

腹
立
仕
候
由
。
Ｑ
・
己
・
悪
）

要
す
る
に
、
両
吟
味
の
番
入
条
件
と
し
て
の
確
立
は
、
理
念
の
面
で
も
現
実

的
な
対
応
の
面
で
も
は
な
は
だ
心
許
な
く
、
そ
の
後
何
年
か
の
試
行
期
間
を
必

要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
条
件
下
に
あ
っ
て
は
、
混

乱
に
棹
さ
す
市
井
の
儒
者
等
も
現
れ
る
に
至
り
、
幕
府
が
そ
の
よ
う
な
儒
者
へ

の
監
視
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
禁
令
の
発
せ

ら
れ
る
前
提
条
件
の
一
つ
に
数
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
来
、
そ
の
よ
う
な
市
井

へ
の
監
視
を
目
的
と
し
た
『
よ
し
の
冊
子
』
に
は
例
え
ば
、
「
文
武
芸
術
二
十

一
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四
通
り
指
南
仕
候
看
板
」
を
か
け
た
者
の
あ
る
こ
と
を
記
し
、
「
其
外
此
節
す

べ
て
儒
者
、
出
家
共
大
勢
出
申
候
て
、
右
の
内
一
天
人
物
甚
不
レ
宜
も
の
も
多

候
由
。
衆
人
の
害
に
相
成
候
事
と
人
々
申
候
よ
し
。
」
命
・
弓
・
孟
）
と
記
さ
れ

る
。
こ
れ
が
、
既
に
幕
府
に
よ
っ
て
「
文
学
軍
学
天
文
学
武
芸
等
師
範
調
査
」

が
行
わ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
幕
府
の
準
備
に
も
関

わ
ら
ず
文
武
の
奨
励
は
市
中
の
新
た
な
混
乱
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
異
学
の
禁
令
発
布
に
至
る
時
期
の
学
問
、
芸
術
を
め
ぐ
る
環
境

の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
改
革
を
主
導
す
る
定
信
の
志
向
す
る
学
問
が
、
本

来
は
祖
棟
学
で
あ
っ
た
の
が
朱
子
学
へ
と
変
化
し
た
、
な
い
し
は
変
更
し
た
、

と
い
う
情
報
が
流
れ
、
そ
れ
に
反
応
す
る
者
が
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

日
本
橋
辺
二
罷
在
候
儒
者
古
屋
十
次
郎
を
、
松
右
京
亮
殿
よ
り
試
百
石
一
一

て
抱
可
レ
被
し
申
旨
申
送
候
処
、
仕
官
之
儀
〈
一
万
石
被
し
下
候
て
も
罷

出
申
間
敷
候
段
申
達
候
由
。
左
候
〈
雪
折
々
罷
出
講
尺
一
一
て
も
承
り
被
し

申
度
被
二
申
遣
一
候
へ
》
〈
、
畏
候
旨
受
い
た
し
申
候
処
、
又
々
右
京
亮
殿

よ
り
、
当
時
越
中
守
殿
〈
朱
子
学
二
御
座
候
。
十
次
郎
〈
柤
侠
学
二
御
座

候
二
付
出
入
之
義
も
先
ヅ
断
被
レ
申
候
旨
被
二
申
送
一
候
由
。
沮
侠
学
で

も
学
者
〈
学
者
だ
に
、
祖
侠
学
で
も
ワ
ル
イ
事
も
有
ま
い
ニ
ァ
マ
リ
馬
鹿

ナ
事
と
評
判
い
た
し
候
よ
し
。

（
の
●
』
●
岸
）

右
は
、
当
時
江
戸
市
中
で
勢
力
を
持
っ
て
い
た
（
実
は
異
学
の
禁
以
後
に
も

（
随
）

彼
の
塾
は
盛
況
を
誇
っ
て
い
た
）
Ｓ
・
巨
・
と
古
屋
十
次
郎
の
仕
官
を
め
ぐ
る

記
事
の
中
に
見
え
る
定
信
朱
子
学
志
向
説
で
あ
る
。

古
屋
に
召
し
抱
え
の
要
請
を
断
ら
れ
た
寺
社
奉
行
松
平
照
和
は
、
古
屋
か
ら

内
諾
を
得
た
出
講
を
、
定
信
の
朱
子
学
信
奉
に
反
す
る
祖
侠
学
者
だ
と
い
う
こ

と
を
理
由
に
拒
否
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
周
囲
か
ら
愚
挙
と
評
さ
れ
て
は
い
る

も
の
の
、
定
信
を
意
識
し
た
た
め
の
学
派
峻
別
の
例
で
あ
り
、
要
路
者
を
意
識

し
た
自
主
規
制
が
事
実
上
の
思
想
禁
圧
へ
連
な
る
例
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
右
記
事
中
の
「
当
時
」
は
、
正
確
に
は
「
越
中
様
〈
御
一
体
沮
侠
学
二

御
ざ
候
へ
共
当
時
〈
わ
ざ
ノ
、
朱
子
学
二
表
向
を
な
さ
れ
候
よ
し
。
全
体
〈
祖

侠
学
じ
や
と
さ
た
仕
候
よ
し
。
」
Ｓ
＆
・
旨
）
と
い
う
定
信
の
朱
子
学
転
向
説

に
裏
付
け
ら
れ
た
「
当
時
」
で
あ
る
。
定
信
の
著
書
が
諸
国
に
ま
で
流
布
し

命
＆
。
届
）
購
入
に
や
つ
き
と
な
り
、
ま
た
彼
の
歌
の
裏
の
意
味
を
か
ぎ
取
ろ

う
と
し
た
り
、
定
信
流
の
言
い
回
し
を
役
人
が
ま
ね
す
る
命
・
匡
・
と
時
節

柄
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
定
信
の
柤
侠
学
か
ら
朱
子
学
へ
の
転
向
に
は
何
か
理
由

が
あ
る
ら
し
い
、
と
い
う
右
の
憶
測
に
連
続
す
る
の
は
、

此
節
儒
者
〈
と
か
く
朱
子
学
が
よ
い
と
さ
た
仕
候
由
。
追
々
流
を
か
へ
朱

子
学
二
相
成
候
も
の
御
座
候
よ
し
。

（
』
●
』
』
●
』
』
）

と
い
う
学
派
変
更
の
状
況
で
あ
る
。
鵬
斎
の
弟
子
達
の
脱
塾
は
ま
さ
に
こ
の
状

況
下
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
こ
で
は
寛
政
の
五
鬼
の
一
人
山
本
北

山
の
転
向
の
噂
す
ら
流
れ
た
と
言
う
。

山
本
喜
六
も
最
早
朱
子
学
二
相
成
候
由
。
青
雲
を
心
懸
候
儒
者
〈
、
追
々

朱
子
学
二
流
を
か
へ
可
し
申
さ
た
。
ロ
・
匡
・
屋
）

こ
の
他
学
派
か
ら
朱
子
学
へ
と
学
派
を
変
更
す
る
動
き
が
顕
在
化
し
た
の

が
、
禁
令
発
布
に
先
立
つ
時
期
で
あ
る
こ
と
は
殊
更
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
一
方
で
学
問
の
奨
励
の
も
と
で
の
任
官
に
有
利
な
学
流
が
模
索
さ
れ

空
前
の
儒
学
熱
が
起
こ
り
学
問
上
の
不
正
す
ら
行
わ
れ
、
他
方
で
朱
子
学
が
ど

う
も
任
官
に
有
利
ら
し
い
と
し
て
学
派
変
更
が
な
さ
れ
る
状
況
下
、
次
に
起
こ

っ
て
き
た
の
が
、
学
流
の
一
元
化
す
な
わ
ち
幕
府
が
求
め
る
学
問
と
は
何
か
、

な
い
し
は
学
問
吟
味
に
お
け
る
標
準
に
な
る
学
問
学
派
は
何
か
、
と
い
う
こ
と

一
○
六



を
提
示
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
求
で
あ
る
。

此
節
学
問
被
し
行
候
へ
共
、
学
問
の
趣
意
も
不
し
弁
、
只
騒
立
候
も
の
上

ミ
多
有
し
之
候
二
付
、
何
卒
上
よ
り
学
流
の
御
糺
し
有
し
之
、
正
学
二
趣

候
様
仕
度
も
の
と
さ
た
仕
候
よ
し
。

（
い
●
い
●
』
、
）

こ
の
「
上
」
よ
り
の
「
学
流
の
御
糺
し
」
つ
ま
り
「
正
学
」
開
示
の
要
求
が

出
て
来
た
の
が
、
異
学
の
禁
の
発
令
に
三
か
月
程
先
立
つ
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
文
武
奨
励
策
の
も
と
で
行
わ
れ
た
学
問
吟
味
を
端
緒
に
「
正
学
」
を

欲
す
る
潮
流
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
異
学
の
禁
の
発
令
が
不
可
避
で
あ
っ
た

寛
政
初
年
の
学
問
を
取
り
巻
く
環
境
す
な
わ
ち
異
学
の
禁
の
前
提
条
件
の
一
つ

を
こ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
禁
令
が
発
布
さ
れ
て
か
ら
後
も
こ
の
よ
う
な
環
境
、
換
言
す
れ

ば
武
士
達
の
功
利
主
義
的
学
問
観
に
変
化
は
な
い
。
従
っ
て
、
禁
令
に
お
い
て

儒
学
諸
派
内
で
の
朱
子
学
の
意
義
が
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
下
級
武
士
達
の

修
学
方
法
へ
の
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
作
用
す
る
の
で
あ
っ
た
。

此
節
諸
組
二
て
講
釈
を
仕
候
者
を
せ
め
求
め
書
出
候
付
、
下
の
者
〈
、
講
釈

さ
へ
急
二
致
候
へ
ば
、
急
一
一
立
身
も
仕
候
事
之
様
二
心
得
、
一
統
二
講
釈
を

致
し
た
が
り
、
專
諸
方
二
て
講
釈
を
急
二
習
ひ
候
由
・
此
節
の
様
子
二
て

く
、
上
よ
り
此
後
御
勘
弁
の
御
趣
法
無
二
御
座
一
候
て
ハ
、
実
学
は
起
り
申

間
敷
由
。
此
後
追
々
実
学
起
り
、
よ
ろ
し
き
人
物
も
出
候
様
二
御
世
話
が
あ

れ
（
よ
い
と
、
志
御
座
候
も
の
密
に
申
居
候
よ
し
の
さ
た
。
ａ
・
己
・
溶
）

「
講
釈
」
重
視
は
、
聖
堂
の
寒
泉
、
栗
山
ら
の
教
授
法
の
特
色
で
特
に
闇
斎

学
派
の
寒
泉
が
得
意
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
禁
令
が
彼
ら
に
事
実
上
の
護
符

を
与
え
て
か
ら
後
「
御
旗
本
ハ
清
助
門
人
一
一
相
成
不
レ
申
候
て
く
、
は
ぶ
り
が

わ
る
い
と
申
程
」
（
管
管
巴
に
な
り
、
学
問
吟
味
に
講
釈
が
掲
げ
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
て
闇
斎
学
派
流
の
講
釈
を
す
る
こ
と
が
立
身
に
つ
な
が
る
と
す
ら
考

え
ら
れ
る
に
至
り
、
誰
も
彼
も
が
講
釈
が
得
意
で
あ
る
と
「
書
上
」
げ
よ
う
と

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
武
士
達
の
時
流
に
対
す
る
対
応
は
極
め
て
早
く
、
そ
の
背
景
を

な
し
た
の
は
、
学
問
吟
味
を
通
じ
た
任
官
と
い
う
学
問
か
ら
の
反
対
給
付
を
欲

す
る
学
問
観
の
存
在
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
か
の
山
本
北
山
を
も
っ
て
言

わ
し
む
れ
ば
「
御
立
身
の
為
之
学
問
二
候
〈
＄
、
、
彦
助
、
清
助
へ
御
門
入
被
レ

成
候
が
宜
く
候
」
食
・
令
巴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
北
山
塾
は
、
禁
令
に
よ

っ
て
「
門
人
大
二
減
じ
至
極
寂
」
し
く
な
っ
て
い
た
が
、
北
山
は
自
塾
へ
の
入

塾
希
望
者
に
対
し
て
あ
え
て
右
の
よ
う
に
語
っ
た
、
と
い
う
。

禁
令
が
林
家
・
聖
堂
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
す

る
際
に
問
題
に
な
る
の
は
、
禁
令
が
取
り
締
ま
り
を
示
唆
し
た
「
学
術
純
正
な

ら
ざ
る
も
の
」
と
そ
れ
に
連
な
る
関
永
一
郎
（
松
聰
）
、
市
川
小
左
衛
門
（
寛

斎
）
、
安
原
三
吾
、
平
沢
五
助
（
旭
山
）
ら
の
実
態
と
彼
ら
と
大
学
頭
林
信
敬
、

岡
田
寒
泉
・
柴
野
栗
山
・
尾
藤
二
洲
ら
正
学
派
の
人
々
と
の
関
係
で
あ
る
。
異

（
Ｆ
）

学
の
禁
を
挟
ん
だ
時
期
に
聖
堂
で
学
ん
だ
僧
侶
雲
室
の
「
雲
室
随
筆
』
を
参
照

し
つ
つ
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

関
松
聰
は
田
沼
意
次
と
入
魂
で
あ
っ
た
た
め
天
明
七
年
十
月
「
学
職
」
を
廃

さ
れ
離
門
、
そ
の
弟
子
で
あ
っ
た
市
川
寛
斎
も
同
時
に
「
学
職
」
を
廃
さ
れ
た
。

後
を
受
け
た
林
門
の
安
原
三
吾
は
「
藤
堂
佐
渡
守
殿
文
学
と
な
り
」
、
平
沢
五

助
も
「
異
学
と
申
事
に
て
職
を
止
ら
れ
」
た
。
彼
ら
林
門
の
主
要
人
物
の
降
壇

と
前
後
し
て
栗
山
は
天
明
八
年
、
寒
泉
は
寛
政
元
年
、
二
洲
は
同
三
年
に
登
場

三
、
異
学
の
禁
令
と
林
家
・
聖
堂

’
○
七



す
る
。
し
か
し
、
権
門
に
出
入
り
す
る
要
注
意
人
物
と
さ
れ
る
関
等
は
勢
力
を

そ
が
れ
た
も
の
の
林
家
塾
内
に
は
息
が
か
り
の
門
弟
が
多
く
命
邑
・
誤
）
、
正

学
派
の
人
々
と
の
対
立
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
信
敬
か

ら
述
斎
へ
の
祭
酒
の
交
代
劇
に
お
い
て
は
「
五
科
七
等
の
制
」
に
代
表
さ
れ
る

林
家
の
学
風
の
払
拭
が
な
さ
れ
た
。

（
岨
）

確
か
に
、
井
上
蘭
台
門
下
の
松
聰
は
折
衷
学
的
・
訓
詰
学
的
色
彩
が
あ
り
、

江
湖
詩
社
を
創
設
し
た
寛
斎
は
詩
へ
傾
斜
し
、
文
章
家
旭
山
の
修
辞
学
も
程
朱

学
と
一
定
の
距
離
が
あ
る
。
し
か
し
、
雲
室
の
よ
う
な
林
家
門
人
層
に
と
っ
て

は
排
除
さ
れ
た
人
々
以
上
に
正
学
を
唱
え
た
人
々
と
の
懸
隔
の
方
が
大
き
い
。

と
い
う
の
も
、
や
は
り
林
門
で
し
か
も
述
斎
の
師
事
し
た
渋
井
大
室
が
『
世
の

手
本
』
で
「
林
家
に
て
は
其
家
の
学
風
あ
り
。
さ
れ
共
弟
子
の
内
に
て
他
門
の

（
旧
）

学
風
を
し
た
ひ
、
却
て
家
学
を
さ
み
す
る
も
の
も
あ
れ
共
、
是
を
各
ず
」
と
指

摘
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
林
家
塾
に
は
比
較
的
自
由
な
討
究
を
許
容
し
党
派
性

を
も
寛
容
す
る
側
面
や
鶯
峰
以
来
の
林
家
が
歴
史
的
に
形
成
し
た
実
務
へ
の
応

用
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
学
問
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、
彼
ら

の
学
問
も
殊
更
に
問
題
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
改
革
開
始
以

来
三
年
を
経
た
時
期
に
林
家
問
題
に
手
を
付
け
た
理
由
は
何
か
。

さ
て
、
禁
令
発
布
時
の
大
学
頭
林
信
敬
錦
峰
は
富
田
能
登
守
明
親
の
次
男
。

天
明
七
年
、
市
川
寛
斎
を
通
じ
て
林
家
の
養
子
と
な
っ
た
。
嗣
家
当
時
二
十
一

才
。
聖
堂
を
統
括
す
る
能
力
も
学
力
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。

（
釦
）

禁
令
は
そ
の
信
敬
の
「
示
諭
」
と
い
う
形
で
門
人
ら
に
伝
え
ら
れ
た
が
、
当

初
信
敬
が
意
図
し
た
の
は
、
寛
文
度
、
驚
峰
の
時
点
に
お
け
る
林
家
の
家
学
の

組
織
の
確
認
と
安
永
・
天
明
期
の
林
家
の
状
況
の
追
認
で
あ
り
、
論
議
を
呼
び

か
ね
な
い
具
体
的
な
「
修
業
方
」
を
明
記
せ
ず
に
広
義
の
林
家
門
人
に
告
知
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
ず
学
派
維
持
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

（
剛
）

後
に
信
敬
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
「
申
上
書
」
に
よ
る
と
、
そ
う
い
っ
た
信
敬
の

意
図
に
反
し
て
「
示
諭
」
は
塾
に
学
ぶ
狭
義
の
門
人
に
限
ら
れ
、
寒
泉
・
栗
山

に
よ
っ
て
窓
意
的
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
。

信
敬
が
両
儒
者
に
不
満
を
持
っ
た
の
に
も
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と

い
う
の
も
『
よ
し
の
冊
子
』
に
よ
れ
ば
、
禁
令
の
通
達
は

加
納
侯
よ
り
林
大
学
頭
へ
、
聖
堂
御
取
締
の
事
門
家
へ
被
二
申
渡
一
候
義

は
、
随
分
御
趣
意
通
り
被
二
申
渡
一
候
〈
。
、
、
其
外
之
義
は
あ
ま
り
こ
く

は
く
に
無
し
之
様
、
取
栫
被
し
申
候
様
一
一
と
被
二
申
渡
一
候
由
。
Ｓ
＆
・
筐
）

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
禁
令
の
布
達
者
、
御
側
御
用
取
次
上
席
の
加
納
遠
江
守

久
周
は
、
穏
便
な
処
置
を
大
学
頭
に
求
め
、
信
敬
も
そ
れ
に
従
っ
た
ま
で
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
両
儒
者
は
信
敬
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
し
て
異

端
排
斥
を
求
め
た
。

其
翌
日
彦
助
清
助
参
り
、
此
間
御
談
申
候
離
門
之
事
〈
、
最
早
被
二
申
渡
一

候
や
と
申
候
二
付
、
大
学
頭
、
イ
ヤ
右
之
者
共
少
し
ヅ
上
旧
悪
〈
御
座
候
へ

共
、
只
今
急
二
離
門
申
付
候
程
の
事
も
有
し
之
間
敷
候
間
、
未
一
一
申
付
一
と

申
候
へ
（
、
彦
、
清
共
立
腹
、
別
し
て
清
助
大
立
腹
二
て
、
夫
〈
詰
ら
ぬ
事

也
。
夫
二
て
ハ
私
共
御
セ
話
も
参
兼
候
と
大
憤
候
よ
し
。
祭
酒
〈
右
意
加
納

侯
の
被
一
一
申
渡
一
候
事
も
御
ざ
候
付
、
さ
し
て
急
ぎ
も
不
し
仕
候
様
子
の
よ

し
・
清
助
大
立
腹
小
言
を
申
ち
ら
し
か
へ
り
候
よ
し
の
さ
た
。
Ｇ
＆
・
筐
）

『
よ
し
の
冊
子
」
は
定
信
が
目
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
記
さ

れ
た
加
納
の
言
行
は
定
信
の
既
知
の
事
項
に
属
す
。
か
つ
加
納
は
行
政
府
を
代

表
し
て
布
達
し
た
の
で
あ
る
か
ら
幕
府
の
意
図
も
こ
の
記
事
に
沿
っ
て
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
幕
府
が
禁
令
の
運
用
に
伽
を
は
め
て
い
た
に
も
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関
わ
ら
ず
、
禁
令
を
運
用
の
段
階
で
岡
田
・
柴
野
が
「
離
門
」
す
な
わ
ち
異
分

子
粛
正
に
転
換
し
た
と
い
う
の
が
右
史
料
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
右
で
「
離
門
」
を
求
め
ら
れ
た
前
掲
の
勢
力
は
そ
れ
ぞ
れ
に
大

学
頭
と
林
家
門
人
層
と
を
結
び
つ
け
る
働
き
を
な
し
た
か
ら
、
彼
ら
の
排
除
に

よ
っ
て
大
学
頭
の
進
退
は
き
わ
ま
り
、
「
林
家
〈
皆
々
林
門
の
処
、
他
門
の
清

助
そ
り
を
打
候
二
付
、
と
か
く
伏
し
不
し
申
候
由
。
」
Ｇ
＆
・
弓
）
な
い
し
は
「
祭

酒
も
折
々
心
得
違
申
出
候
へ
共
、
書
生
一
向
二
清
助
二
伏
シ
不
し
申
、
能
事
を

申
出
候
て
も
受
不
レ
宜
、
互
二
そ
ご
致
候
由
、
」
Ｓ
＆
・
屋
）
と
聖
堂
・
林
門
の

無
政
府
状
態
は
加
速
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

多
党
派
性
が
全
体
構
造
を
な
し
学
派
と
し
て
の
統
一
を
か
ろ
う
じ
て
保
持
し

て
い
た
当
時
の
林
門
に
、
寒
泉
ら
は
学
派
的
粛
清
の
観
点
に
裏
付
け
ら
れ
た
新

た
な
党
派
性
を
持
ち
込
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
逆
に
林
家
・
聖
堂
内
の
党
派

性
を
峻
厳
な
も
の
と
し
、
結
果
的
に
学
問
的
環
境
の
混
乱
の
度
を
深
め
た
の
で

あ
り
、
「
聖
堂
諸
生
共
〈
世
間
二
て
沙
汰
仕
候
通
り
、
服
し
不
し
申
候
が
実
説

二
御
ざ
候
よ
し
」
命
邑
・
雪
）
と
、
禁
令
発
布
後
二
年
以
上
経
過
し
て
も
そ
の

状
況
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
党
派
性
を
人
事
面
で
象
徴
す
る
の
が
、
栗
山
懇
意
の
人
物
の
「
啓

事
」
任
用
Ｓ
＆
・
温
）
で
あ
り
、
教
育
面
で
は
闇
斎
流
の
「
講
釈
」
で
あ
る
。

聖
堂
御
セ
話
、
初
め
〈
書
生
二
宜
き
も
の
多
出
来
候
様
一
一
と
の
御
様
子
二

て
、
学
寮
杯
大
造
二
御
普
請
出
来
候
所
、
書
生
二
向
殖
不
し
申
、
尤
書

物
の
能
読
候
書
生
も
出
来
不
し
申
候
由
。
此
節
は
良
助
、
清
助
講
尺
へ
御

旗
本
出
席
〈
お
び
た
堂
敷
御
座
候
由
。
御
旗
本
の
集
り
候
〈
盛
な
る
由
。

書
生
の
方
〈
一
向
衰
微
の
由
。
益
ホ
ン
の
学
問
〈
聖
堂
二
て
〈
取
立
申
立

申
間
敷
と
さ
た
の
よ
し
。

（
↑
●
得
』
●
画
）

禁
令
の
後
、
学
寮
の
増
築
が
な
り
教
育
環
境
も
整
備
さ
れ
、
「
講
釈
」
を
中

心
と
し
た
聖
堂
内
で
の
講
義
に
多
数
の
一
般
旗
本
の
参
加
を
見
た
。
そ
の
意
味

（
塊
）

（
羽
）

で
天
明
七
年
九
月
の
「
儒
学
講
釈
之
儀
御
改
め
」
、
同
月
の
日
講
聴
講
奨
励
、
寛

（
別
）

政
元
年
七
月
の
諸
芸
出
精
奨
励
以
来
の
「
講
釈
」
「
素
読
」
を
中
心
と
し
た
学

問
奨
励
策
は
功
を
奏
し
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
聖
堂
の
整
備
は
林
門
の
充
実
に
直
結
せ
ず
、
「
聖
堂
講
尺
多
く
相

成
候
二
付
、
林
家
を
闇
斎
二
す
る
が
ど
う
も
済
ぬ
と
、
聖
堂
の
儒
者
共
腹
を
立

候
よ
し
」
念
・
令
巴
と
、
闇
斎
流
「
講
釈
」
を
契
機
に
聖
堂
で
の
一
般
教
育

と
林
家
学
再
生
産
と
は
分
岐
し
、
学
派
間
闘
争
も
激
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
「
林
家
〈
惣
体
衰
微
仕
、
学
寮
杯
も
明
キ
」
律
＆
・
唇
）
が
で
き
て
し
ま
っ

た
と
い
う
よ
う
に
、
研
究
機
関
と
し
て
の
機
能
が
低
下
し
た
と
い
う
の
が
実
状

だ
っ
た
。

こ
う
し
た
林
家
・
聖
堂
の
変
質
と
衰
微
は
、
後
の
林
家
と
聖
堂
と
の
分
離
、

官
立
学
校
昌
平
坂
学
問
所
の
成
立
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
既
定
路
線
上
の
出
来
事

と
し
て
解
釈
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
禁
令
が
運
用
の
段
階
で
林
家
・
聖
堂
の
学

問
再
生
産
機
能
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
は
、
発
布
段
階
で
予
期
さ
れ
て
い
た
も
の

で
は
な
く
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
林
家
・
聖
堂
の
禁
令
前
の
状
況
（
学
問
環
境
）
を
考
え
る
上
で

見
逃
し
難
い
重
要
な
局
面
の
一
つ
が
、
林
家
の
家
庭
環
境
の
乱
れ
で
あ
る
。

林
家
の
私
事
を
殊
更
に
追
い
求
め
る
意
図
は
な
い
が
、
林
家
の
私
事
が
世
間

の
注
目
を
引
き
、
林
家
の
存
続
を
危
う
く
し
、
幕
府
が
そ
れ
に
何
ら
か
の
形
で

介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
と
は
禁

令
が
指
摘
し
た
林
家
の
学
派
的
統
制
力
の
低
下
と
無
関
係
で
あ
る
と
言
い
切
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
禁
令
が
例
え
ば
、
大
学
頭
へ
の
「
お
し
か
り
」
で
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（
閉
）

あ
っ
た
と
い
っ
た
史
料
も
存
在
す
る
か
ら
、
右
林
家
の
家
庭
争
議
と
禁
令
の
関

係
い
か
ん
を
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
な
事
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
は
、

医
官
多
紀
氏
の
家
塾
に
対
す
る
学
派
統
制
（
大
田
錦
城
・
亀
田
鵬
斎
・
山
本
北

山
ら
異
学
の
禁
の
主
要
人
物
が
射
程
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）
の
場
合
に
も
、
同

様
に
私
事
取
り
締
ま
り
と
考
試
や
官
立
学
校
化
を
通
し
た
学
問
内
容
の
規
制
・

統
制
強
化
と
が
並
列
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
類
比
的
な
で
き
ご
と
と
し

て
位
置
づ
け
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

さ
て
、
『
よ
し
の
冊
子
』
は
、
天
明
八
年
二
月
以
降
、
林
家
の
家
庭
の
乱
れ

を
「
林
家
一
件
」
「
林
家
不
勝
手
」
と
し
て
詳
細
に
記
述
し
「
林
家
程
家
内
取

締
あ
し
き
〈
な
し
」
命
・
旨
淫
）
と
い
っ
た
表
現
す
ら
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
記

事
を
総
合
す
る
と
、
当
時
、
大
学
頭
林
信
敬
の
養
母
に
は
賭
博
行
為
、
淫
行
、

遊
山
等
々
「
乱
心
」
と
目
さ
れ
る
よ
う
な
行
動
が
あ
り
、
他
方
に
は
聖
堂
領
経

（
妬
）

営
の
破
綻
に
端
を
発
し
た
林
家
の
親
類
縁
者
に
よ
る
林
家
・
聖
堂
の
経
営
へ
の

容
曝
宙
品
・
扇
）
と
い
う
事
態
が
あ
っ
た
。
特
に
養
母
の
不
行
状
は
法
に
触

（
訂
）

れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
一
旦
何
ら
か
の
形
で
露
見
し
た
場
合
に
は
断
乎

と
し
た
処
置
、
具
体
的
に
は
林
家
の
取
り
潰
し
さ
え
想
定
さ
れ
て
い
た
。

林
家
の
様
子
内
々
承
候
て
評
判
仕
候
も
の
上
説
二
、
い
づ
れ
下
か
ら
事
が

起
た
な
ら
無
し
拠
御
潰
し
不
し
被
し
成
バ
成
ま
い
・
そ
う
す
れ
翁
〈
跡
は
、
彦

助
清
助
杯
で
も
代
り
を
す
る
様
二
な
ら
ふ
が
、
そ
ふ
し
た
な
ら
西
郷
杯
が

兼
て
い
ふ
通
り
、
そ
れ
ミ
ろ
彦
助
杯
の
姦
計
で
林
家
を
潰
し
た
の
だ
と
い

は
ふ
し
、
其
外
永
市
の
徒
〈
手
を
歓
び
、
其
外
柤
侠
流
の
学
者
共
〈
越
中
様

迄
を
笑
廟
ふ
し
、
詰
る
所
国
家
の
御
外
聞
二
か
上
る
事
だ
。
Ｇ
・
岳
・
巴
）

こ
の
寛
政
二
年
十
月
の
記
事
は
、
禁
令
の
発
布
後
五
ヵ
月
過
ぎ
て
も
、
聖
堂

内
で
の
基
本
的
な
対
立
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
、
ま
た
、
こ
の
林

家
内
の
ご
た
ご
た
が
引
金
に
な
っ
て
学
派
的
な
対
立
の
更
な
る
激
化
を
招
き
、

寛
政
改
革
の
文
教
政
策
の
根
幹
を
ゆ
る
が
せ
か
ね
な
い
と
の
判
断
の
も
と
に
定

信
周
辺
が
注
視
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

こ
の
よ
う
な
家
内
の
混
乱
は
「
右
之
通
二
種
々
群
不
暹
の
徒
、
其
間
一
一
狼
雑

仕
候
二
付
、
右
之
通
二
も
め
候
由
」
Ｇ
＆
・
忌
）
と
、
関
一
党
を
始
め
と
し
た

林
門
諸
派
の
介
入
に
よ
る
結
果
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
家
内
混
乱
収
拾
要
請

と
聖
堂
内
の
学
派
統
制
と
が
無
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

併
当
時
の
事
体
一
一
て
申
候
へ
ぺ
、
博
突
淫
奔
の
事
二
て
乱
発
り
、
林
家
騒

動
仕
候
て
く
、
上
の
御
外
聞
も
相
済
申
間
敷
、
聖
堂
取
締
り
〈
、
猶
更
付

申
間
敷
候
由
、
ｓ
ｏ
己
・
膳
）

や
は
り
「
林
家
一
件
」
が
聖
堂
取
締
り
の
実
効
力
を
喪
失
さ
せ
る
と
の
視
座
、

言
い
換
え
れ
ば
林
家
の
私
事
解
決
と
学
派
統
制
と
が
不
可
分
で
あ
る
と
の
視
点

か
ら
の
記
事
が
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
史
料
は

禁
令
が
林
家
・
聖
堂
に
限
っ
て
発
布
さ
れ
た
い
き
さ
つ
を
遡
及
す
る
上
で
欠
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

林
家
・
聖
堂
内
の
混
乱
と
闘
争
の
図
式
に
終
止
符
を
打
つ
と
共
に
、
林
家
学

（
羽
）

に
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
林
熊
蔵
の
ち
の
述
斎
で
あ
る
。

招
隠
子
ハ
聖
堂
の
諸
生
迄
も
至
て
ふ
く
し
、
家
中
杯
も
殊
外
悦
候
よ
し
の

さ
た
。
ａ
・
管
己

林
家
の
養
子
と
な
っ
た
述
斎
は
、
美
濃
岩
村
藩
主
の
第
三
子
と
い
う
出
自
に

加
え
林
門
の
渋
井
太
室
ら
か
ら
基
礎
学
を
修
得
し
て
お
り
、
寒
泉
、
栗
山
ら
を

取
り
込
み
つ
つ
統
括
す
る
よ
う
に
見
え
た
め
に
、
林
家
門
人
層
も
そ
の
果
断
な

お
わ
り
に
か
え
て

一

一

○



改
革
の
姿
勢
に
好
意
を
示
し
た
。
そ
し
て
一
方
で
、
後
に
「
編
纂
書
の
時
代
」

（
羽
）

と
も
呼
ぶ
べ
き
時
代
を
先
導
し
考
証
の
才
を
発
揮
す
る
述
斎
の
学
問
的
素
地
は

こ
の
時
す
で
に
で
き
て
お
り
、
正
学
派
の
儒
者
達
と
の
間
に
学
問
上
の
差
異
を

見
せ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
差
異
が
、
学
問
吟
味

の
運
用
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

熊
蔵
当
月
十
三
日
聖
堂
へ
罷
越
、
彦
助
、
清
助
、
良
助
、
其
外
学
者
寄
合
御
ざ

候
よ
し
・
其
節
熊
蔵
席
上
ニ
居
ら
れ
、
近
年
学
問
と
申
せ
（
講
尺
な
ど
を
専

二
い
た
し
、
闇
斎
派
の
様
二
皆
々
取
立
候
杯
は
や
り
候
へ
共
、
学
問
〈
左
様

成
も
の
二
て
〈
無
し
之
候
。
講
尺
を
聞
て
夫
で
学
問
を
致
す
杯
と
心
得
候

は
、
以
の
外
不
埒
成
事
と
大
に
潮
り
候
よ
し
・
清
助
た
国
頭
を
た
れ
閉
口
い

た
し
居
り
候
よ
し
。
（
略
）
此
度
新
祭
酒
〈
ぐ
っ
と
手
高
二
い
た
し
、
両
助
杯

を
格
別
引
下
ゲ
あ
し
ら
ひ
候
由
。
余
り
け
や
け
過
候
位
、
中
々
両
助
杯
一
一
い

じ
め
ら
れ
候
も
の
｜
一
て
は
ハ
無
し
之
候
よ
し
。

（
、
●
『
●
』
、
）

林
家
家
塾
と
半
ば
公
的
な
教
育
機
関
（
聖
堂
）
と
の
関
係
が
不
明
瞭
で
あ
り
、

公
教
育
機
関
化
に
林
家
、
門
人
が
桂
桔
な
い
し
は
重
荷
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し

て
旗
本
の
一
般
教
育
面
で
は
盛
況
を
見
る
も
の
の
林
門
の
学
問
的
な
結
集
に
は

失
敗
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
評
価
の
乖
離
を
生
ん
だ
の
が
、
公
教
育
化
（
マ

ス
教
育
）
に
対
応
す
る
教
授
法
と
し
て
の
「
講
釈
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
講
釈

偏
重
が
初
期
の
学
問
吟
味
に
弊
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
れ

は
講
釈
の
評
価
に
主
観
の
介
入
す
る
余
地
が
大
き
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

寛
政
四
年
の
学
問
吟
味
の
不
成
立
が
そ
れ
を
示
す
。
右
の
述
斎
に
よ
る
寒
泉
批

判
の
意
義
は
そ
の
面
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
寛
政
六
年

以
後
に
行
わ
れ
る
学
問
吟
味
に
お
い
て
は
、
試
験
科
目
か
ら
「
講
釈
」
が
脱
落

（
釦
）

す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。

林
家
・
聖
堂
、
そ
し
て
儒
学
の
意
義
は
、
教
育
制
度
の
確
立
に
向
か
う
潮
流

の
も
と
で
大
き
な
揺
れ
を
見
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
に
は
法
制
化
・
実
施

の
両
面
に
お
け
る
試
行
錯
誤
に
原
因
が
あ
っ
た
が
、
混
乱
に
拍
車
を
加
え
て
い

た
の
は
政
策
に
過
剰
に
反
応
す
る
武
士
達
の
動
勢
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
林
家

私
事
の
乱
脈
が
不
可
分
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
異
学

の
禁
の
歴
史
的
背
景
に
は
こ
う
し
た
問
題
状
況
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

複
合
的
な
問
題
状
況
か
ら
な
る
寛
政
異
学
の
禁
は
未
だ
に
再
考
の
余
地
を
残

し
、
本
稿
も
再
考
察
へ
向
け
た
さ
さ
や
か
な
試
み
の
論
に
と
ど
ま
る
。

註

（
１
）
中
島
撫
山
『
亀
田
三
先
生
伝
実
私
記
』
（
中
島
疎
『
増
訂
亀
田
三
先
生

伝
実
私
記
』
、
「
書
苑
』
第
六
巻
四
号
～
十
号
）
参
照
。

（
２
）
江
戸
市
中
に
は
栗
山
ら
関
西
か
ら
や
っ
て
き
た
儒
者
へ
の
批
判
の
裏
返

し
と
し
て
の
江
戸
っ
子
鵬
斎
人
気
が
存
在
し
、
門
人
希
望
者
も
絶
え
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
。
後
に
は
盛
大
な
書
画
会
（
こ
こ
で
の
参
加
者
概
数
「
八

九
百
人
」
が
門
弟
数
算
出
の
基
礎
と
な
っ
た
か
）
が
開
か
れ
た
り
、
『
都

下
名
流
品
題
』
の
「
東
の
大
関
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
り
す
る
。
確
か
に

鵬
斎
の
幅
広
い
教
養
に
裏
打
ち
さ
れ
た
折
衷
の
姿
勢
は
文
人
的
・
一
家
言

的
な
傾
向
が
強
く
非
妥
協
的
で
あ
る
が
、
危
険
思
想
と
は
考
え
が
た
い
。

（
３
）
享
保
七
年
の
旗
本
五
二
○
五
人
、
御
家
人
一
七
三
九
九
人
、
合
計
二
二

六
○
四
人
（
勝
海
舟
『
吹
塵
録
』
）
が
参
照
さ
れ
る
。

（
４
）
「
続
諸
家
人
物
志
』
山
本
北
山
条
。

（
５
）
橋
本
昭
彦
『
江
戸
幕
府
試
験
制
度
史
の
研
究
』
、
江
森
一
郎
『
「
勉
強
」

時
代
の
幕
あ
け
ｌ
子
ど
も
と
教
師
の
近
世
史
』
参
照
。

一
一
一



（
６
）
『
日
本
古
典
文
学
大
系
五
九
黄
表
紙
酒
落
本
』
一
六
三
頁
、
一
六
九
頁
。

（
７
）
『
日
本
古
典
文
学
全
集
四
六
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
一
六
九
～
一
七
一
頁
。

（
８
）
岩
波
文
庫
本
『
宇
下
人
言
・
修
行
録
』
一
二
五
頁
、
二
八
頁
。

（
９
）
寛
政
六
年
以
後
、
任
官
の
参
考
史
料
の
扱
い
に
な
る
。

（
Ⅲ
）
『
訂
増
補
国
史
大
系
続
徳
川
実
紀
』
第
一
編
七
四
頁
。

（
Ⅱ
）
『
御
触
書
天
保
集
成
』
下
三
一
四
～
三
一
五
頁
。

（
皿
）
『
随
筆
百
家
苑
』
第
八
巻
、
第
九
巻
（
中
央
公
論
社
刊
）
所
収
の
「
よ

し
の
冊
子
』
の
引
用
や
参
照
に
際
し
て
該
当
記
事
の
日
付
を
（
某
年
・
某

月
・
某
日
）
の
形
で
示
す
。
日
付
は
『
よ
し
の
冊
子
』
が
一
定
期
間
の
記

事
の
冒
頭
に
付
し
た
も
の
（
定
信
上
覧
本
の
各
冊
の
日
付
に
ほ
ぼ
一
致
す

る
と
考
え
ら
れ
る
）
を
掲
げ
る
。
そ
の
期
間
は
時
期
に
よ
っ
て
異
な
り
数

日
か
ら
一
月
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
十
日
程
度
が
一
応
の
目
安
で
あ
る
。

（
過
）
「
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
〃
、
二
一
三
頁
。

（
Ｍ
）
註
（
７
）
、
一
七
一
頁
。

（
旧
）
幕
府
は
予
め
新
た
な
負
担
の
増
加
を
懸
念
し
て
天
明
七
年
九
月
晦
日
の

「
諸
物
頭
戒
筋
」
（
『
訂
増
補
国
史
大
系
続
徳
川
実
紀
』
第
一
編
四
六
頁
）

中
で
説
い
て
い
た
が
、
無
駄
で
あ
っ
た
。

（
肥
）
長
倉
保
「
寛
政
改
革
を
め
ぐ
る
教
学
統
制
の
問
題
Ｉ
会
津
藩
の
「
異

学
の
禁
」
へ
の
対
応
か
ら
ｌ
」
（
歴
史
評
論
別
）
参
照
。

（
Ⅳ
）
「
日
本
画
論
大
観
』
中
巻
、
一
四
五
○
～
一
四
五
二
頁
。

（
肥
）
『
続
諸
家
人
物
誌
』
市
河
寛
斎
条
、
『
秋
夜
謹
』
（
「
日
本
芸
林
叢
書
』
第

（
岨
）
『
日
本
思
想
大
系
三
八
近
世
政
道
論
』
三
八
二
頁
。

（
別
）
『
塵
塚
の
塵
』
（
『
翁
草
』
巻
一
八
九
）
高
瀬
代
次
郎
「
家
田
大
峰
』
六

五
巻
）
一
六
頁
。

六
、
六
七
頁
参
照
。

（
創
）
）
高
瀬
代
次
郎
「
家
田
大
峰
』
附
録
第
一
「
林
大
学
頭
信
敬
申
上
書
」

（
〃
）
「
天
明
大
政
録
』
巻
四
（
『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
一
五
）
一
八
六
～
一
八

八
頁
。

（
羽
）
「
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
三
、
一
八
三
頁
。

（
別
）
『
御
触
書
天
保
集
成
』
下
、
三
一
四
～
三
一
五
頁
。

（
閉
）
『
寛
政
紀
聞
』
（
『
未
刊
随
筆
百
種
』
第
四
巻
）
一
四
九
頁
。

（
恥
）
奥
田
晴
樹
「
寛
政
異
学
の
禁
と
聖
堂
領
」
（
日
本
史
研
究
剛
）
参
照
。

（
〃
）
「
訂
増
補
国
史
大
系
続
徳
川
実
紀
』
第
一
編
五
七
頁
。

（
羽
）
林
家
・
聖
堂
領
の
経
済
問
題
の
解
消
過
程
に
つ
い
て
は
註
（
豹
）
参
照
。

（
的
）
拙
稿
「
近
世
後
期
の
歴
史
学
と
林
述
斎
」
（
日
本
思
想
史
研
究
二
一
号
）

参
照
。

（
釦
）
註
（
５
）
橋
本
著
書
参
照
。

（
東
北
大
学
講
師
）

一
一
一
一


