
一
、
は
じ
め
に
 
1
問
題
の
所
在
－
 
 

安
政
三
年
 
（
一
八
五
六
）
 
八
月
に
松
陰
は
勤
王
憎
黙
霜
と
尊
王
倒
幕
 
 

を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
を
交
わ
し
た
あ
げ
く
、
「
撼
夷
」
 
の
た
め
の
 
 

「
尊
王
撰
夷
」
論
か
ら
「
尊
王
」
を
本
位
と
す
る
「
尊
王
撰
夷
」
諭
へ
 
 

（
－
）
 
 

と
思
想
的
な
 
「
転
回
」
を
行
っ
た
。
近
年
、
桐
原
健
真
氏
は
こ
の
論
争
 
 

に
着
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
松
陰
の
思
想
的
な
「
転
回
」
を
水
 
 

丁
二
 
 

戸
学
か
ら
国
学
へ
の
 
「
転
回
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
 
 

黙
霧
と
の
論
争
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
松
陰
の
思
想
的
な
「
転
回
」
は
、
 
 

単
な
る
「
尊
王
」
を
本
位
と
す
る
「
尊
王
揺
夷
」
論
へ
の
 
「
転
回
」
だ
 
 

け
で
な
く
、
そ
れ
は
儒
学
に
お
け
る
道
の
普
遍
性
、
す
な
わ
ち
万
国
に
 
 

共
通
す
る
五
倫
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
水
戸
学
か
ら
反
儒
学
で
日
本
に
 
 

お
け
る
固
有
性
、
す
な
わ
ち
日
本
神
話
か
ら
展
開
さ
れ
る
日
本
の
優
越
 
 

性
を
強
調
す
る
国
学
へ
の
思
想
的
な
「
転
回
」
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
 
 

て
、
思
想
的
「
転
回
」
後
の
松
陰
の
尊
王
論
は
水
戸
学
的
尊
王
論
で
は
 
 

な
く
、
国
学
的
尊
王
論
だ
と
、
桐
原
氏
は
解
釈
し
て
い
る
。
 
 

水
戸
学
と
吉
田
松
陰
 
 

た
し
か
に
、
水
戸
学
は
儒
学
を
重
視
す
る
思
想
で
は
あ
る
が
、
他
方
 
 

で
、
水
戸
学
は
儒
学
と
は
異
な
る
様
々
な
思
想
的
側
面
を
併
せ
持
ち
、
 
 

水
戸
学
を
儒
学
に
内
包
さ
れ
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
 
 

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
本
居
宣
長
 
（
一
七
三
〇
～
一
八
〇
 
 

一
）
 
が
儒
学
を
批
判
し
て
書
い
た
 
「
直
見
霊
」
 
に
対
し
、
会
沢
正
志
斎
 
 

（
一
七
八
二
～
一
八
六
三
）
は
宣
長
が
日
本
神
話
に
お
け
る
天
孫
降
臨
、
 
 

三
種
神
器
の
伝
承
に
基
づ
き
日
本
が
万
国
よ
り
尊
い
こ
と
を
主
張
す
る
 
 

部
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

天
朝
の
万
国
に
勝
れ
て
尊
き
事
を
諭
ぜ
し
は
卓
見
に
し
て
、
俗
 
 

儒
の
輩
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
皇
統
の
正
し
く
ま
し
ま
 
 

す
こ
と
も
、
其
の
実
は
天
祖
伝
位
の
御
時
よ
り
し
て
、
君
臣
・
父
 
 

子
の
大
倫
明
ら
か
な
り
し
故
な
る
こ
と
を
論
ぜ
ぎ
る
は
遺
憾
と
云
 
 

ふ
べ
し
。
（
「
読
直
毘
霊
」
、
高
頒
芳
次
郎
編
『
曾
薄
正
志
集
』
（
水
戸
 
 

学
全
集
第
二
綿
）
所
収
、
日
東
書
院
、
一
九
三
三
年
、
三
九
九
頁
）
 
 

惟
 
綜
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明
ら
か
に
正
志
斎
は
神
話
に
よ
っ
て
日
本
の
優
越
性
を
創
出
し
よ
う
 
 

と
す
る
立
場
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
水
戸
 
 

学
と
国
学
と
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
の
思
想
的
な
 
 

「
転
回
」
を
水
戸
学
か
ら
国
学
へ
の
 
「
転
回
」
と
と
ら
え
る
観
点
に
は
 
 

や
は
り
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。
松
陰
の
思
想
的
な
 
「
転
回
」
を
分
析
す
 
 

る
場
合
、
彼
は
儒
学
に
お
け
る
普
遍
的
な
道
と
訣
別
し
て
日
本
固
有
の
 
 

道
だ
け
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
く
、
儒
学
に
お
け
る
普
遍
的
 
 

な
道
を
重
ん
ず
る
点
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
儒
学
的
な
道
の
顕
 
 

れ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
日
本
固
有
の
道
の
優
位
性
を
見
い
だ
し
、
強
 
 

調
し
て
さ
ら
に
そ
れ
を
信
奉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
解
釈
が
妥
 
 

当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
尊
王
揺
夷
に
焦
点
を
絞
る
と
き
、
正
志
 
 

、
J
－
 
 

斎
は
儒
学
に
お
け
る
父
子
の
親
、
君
臣
の
義
な
ど
を
普
遍
的
な
迫
と
す
 
 

る
一
方
で
、
「
所
論
」
 
に
お
い
て
、
日
本
神
話
に
依
拠
し
て
天
皇
の
宗
 
 

教
的
な
神
聖
性
を
強
調
し
て
お
り
、
ま
た
、
不
徳
の
君
主
を
討
伐
す
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
主
軸
を
樹
立
す
る
と
い
う
易
姓
革
命
の
な
い
日
 
 

本
は
万
国
よ
り
尊
く
、
君
臣
の
義
を
十
全
に
具
現
し
た
国
で
あ
る
と
主
 
 

張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
正
志
斎
の
見
解
は
松
陰
の
持
論
と
同
様
だ
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
正
志
斎
の
思
想
に
お
い
て
は
、
儒
学
的
 
 

な
性
格
が
濃
厚
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
醇
王
堪
夷
の
論
理
に
は
、
神
主
 
 

儒
従
と
い
う
構
図
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

松
陰
は
晩
年
の
安
政
六
年
 
（
一
八
五
九
）
 
十
月
に
入
江
杉
蔵
に
宛
て
 
 

た
書
簡
で
次
の
よ
う
に
認
め
て
い
る
。
 
 

柵
て
学
問
の
節
目
を
乱
し
候
事
が
誠
に
肝
要
に
て
、
朱
子
学
 
 

ぢ
ゃ
の
陽
明
学
ぢ
ゃ
の
と
の
一
偏
の
事
に
て
は
何
の
役
に
も
立
ち
 
 

申
さ
ず
、
尊
王
撼
夷
の
四
字
を
眼
目
と
し
て
、
何
人
の
沓
に
て
も
 
 

何
人
の
学
に
て
も
其
の
長
ず
る
所
を
取
る
様
に
す
べ
し
。
本
店
学
 
 

と
水
戸
学
と
は
頗
る
不
同
あ
れ
ど
も
、
尊
摘
の
二
字
は
い
づ
れ
も
 
 

同
じ
。
（
『
全
集
』
第
八
巻
、
四
二
四
頁
）
 
 

朱
子
学
か
、
あ
る
い
は
陽
明
学
に
偏
ら
ず
、
尊
王
機
夷
を
学
問
の
核
 
 

心
と
し
て
各
学
問
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
障
れ
た
と
こ
ろ
を
取
る
べ
き
 
 

だ
と
述
べ
、
本
居
学
と
水
戸
学
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
尊
王
 
 

機
夷
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
同
様
 
 

だ
と
松
陰
は
考
え
て
い
る
。
以
上
の
論
述
に
よ
れ
ば
、
松
陰
に
と
っ
て
 
 

学
問
の
中
心
は
尊
王
機
夷
で
あ
り
、
そ
し
て
す
べ
て
の
学
問
は
そ
れ
を
 
 

中
心
に
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
よ
 
 

う
。
と
く
に
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
尊
王
撰
夷
と
い
う
視
点
か
ら
み
 
 

れ
ば
、
本
店
学
 
（
国
学
）
 
と
水
戸
学
は
同
一
だ
と
い
う
松
陰
の
見
解
で
 
 

あ
る
。
松
陰
に
お
い
て
は
、
本
居
学
に
し
て
も
、
水
戸
学
に
し
て
も
、
 
 

い
ず
れ
も
同
じ
く
尊
王
撰
夷
を
論
理
の
中
心
と
し
、
そ
れ
を
唱
道
す
る
 
 

が
、
両
者
の
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
尊
王
撰
夷
を
支
え
る
論
理
の
内
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

容
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
の
思
想
的
な
 
「
転
回
」
を
水
戸
学
 
 

か
か
国
学
へ
の
「
転
回
」
と
論
ず
る
よ
り
、
む
し
ろ
尊
王
揺
夷
を
問
題
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の
焦
点
と
し
て
水
戸
学
と
松
陰
の
思
想
と
の
関
係
を
究
明
し
た
方
が
松
 
 

陰
の
鼻
骨
頂
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

以
上
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
小
塙
は
水
戸
学
の
尊
王
撰
夷
思
想
を
 
 

究
明
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
水
戸
学
を
受
容
し
た
松
陰
が
、
如
何
に
個
 
 

人
の
主
体
性
を
重
ん
ず
る
思
想
を
展
開
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
 
 
 

ヽ
一
 
〇
 
 

1
－
V
 
 

l
「
 
水
戸
学
の
尊
王
嬢
英
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
後
期
水
戸
学
の
発
端
は
藤
田
幽
谷
〓
七
七
四
～
 
 

一
八
二
六
）
 
だ
と
さ
れ
、
そ
し
て
彼
の
代
表
的
な
著
述
は
「
正
名
論
」
 
 

で
あ
る
。
幽
谷
は
そ
の
文
章
の
努
頭
で
君
臣
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
 
 

に
開
陳
し
て
い
る
。
 
 

「
甚
し
い
か
な
、
名
分
の
天
下
国
家
に
お
い
て
、
正
し
く
且
つ
 
 

厳
な
ら
ぎ
る
べ
か
ら
ぎ
る
や
。
そ
れ
な
ほ
天
地
の
易
ふ
べ
か
ら
ぎ
 
 

る
が
ご
と
き
か
。
天
地
あ
り
て
、
然
る
後
に
君
臣
あ
り
。
君
臣
あ
 
 

り
て
、
然
る
後
に
上
下
あ
り
」
 
（
今
井
字
三
郎
・
瀬
谷
義
彦
・
尾
 
 

藤
正
英
校
注
『
水
戸
学
』
 
（
日
本
思
想
大
系
5
3
）
、
岩
波
書
店
、
一
 
 

九
七
六
年
、
一
〇
頁
）
 
 

君
臣
と
い
う
名
分
関
係
の
論
拠
は
自
然
に
も
と
め
ら
れ
、
そ
の
間
係
 
 

は
天
と
地
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
尊
卑
上
下
が
定
め
ら
れ
、
し
 
 

か
も
こ
う
し
た
関
係
は
厳
然
と
し
て
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
 
 

と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
天
命
は
常
な
く
、
徳
に
順
ふ
者
は
昌
え
、
 
 

徳
に
逆
ふ
者
は
亡
ぶ
。
架
・
尉
は
至
暴
な
り
、
潟
・
武
は
至
仁
な
り
。
 
 

仁
を
以
て
暴
に
易
へ
、
天
下
の
た
め
に
残
賊
を
除
く
こ
と
、
な
ほ
一
夫
 
 

を
誅
す
る
が
ご
と
く
」
 
（
前
掲
番
、
一
一
頁
）
と
中
国
の
歴
史
に
お
い
 
 

て
、
暴
君
の
架
∴
酎
が
有
徳
の
渇
・
武
に
覆
さ
れ
た
と
い
う
易
姓
革
命
 
 

を
諭
ず
る
一
方
で
、
日
本
の
歴
史
に
論
及
す
る
と
、
中
国
の
易
姓
革
命
 
 

を
賞
賛
す
る
論
理
が
一
転
し
て
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 
 

赫
々
た
る
日
本
、
皇
祖
開
閉
よ
り
、
天
を
父
と
し
地
を
母
と
し
 
 

て
、
聖
子
・
神
孫
、
世
明
徳
を
継
ぎ
て
、
以
て
四
海
に
照
臨
し
た
 
 

ま
ふ
。
四
海
の
内
、
こ
れ
を
尊
び
て
天
皇
と
い
ふ
。
八
洲
の
広
 
 

き
、
兆
民
の
衆
き
、
絶
倫
の
力
、
高
世
の
智
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
 
 

古
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
今
だ
嘗
て
一
日
と
し
て
庶
姓
の
天
位
を
 
 

肝
す
者
あ
ら
ぎ
る
な
り
。
君
臣
の
名
、
上
下
の
分
、
正
し
く
且
つ
 
 

厳
な
る
は
、
な
ほ
天
地
の
易
ふ
べ
か
ら
ぎ
る
が
ご
と
き
な
り
。
こ
 
 

こ
を
以
て
皇
統
の
悠
遠
、
国
詐
の
長
久
は
、
舟
串
の
至
る
所
、
人
 
 

力
の
通
ず
る
所
、
殊
廃
絶
城
も
、
未
だ
我
が
邦
の
ご
と
き
も
の
あ
 
 

ら
ぎ
る
な
り
。
（
前
掲
書
、
一
一
頁
）
 
 

幽
谷
は
神
話
に
依
拠
し
て
日
本
建
国
の
源
流
を
論
じ
な
が
ら
、
古
昔
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か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
日
本
の
皇
統
が
綿
々
と
し
て
続
い
て
き
た
た
 
 

め
、
中
国
の
よ
う
な
易
姓
革
命
が
日
本
に
は
存
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
よ
り
君
臣
の
義
を
十
全
に
固
守
し
、
実
現
す
 
 

る
国
は
な
い
と
力
説
し
て
い
る
。
彼
は
儒
学
の
側
面
か
ら
君
臣
の
義
の
 
 

普
遍
性
を
説
き
、
さ
ら
に
歴
史
の
側
面
か
ら
中
国
歴
史
と
日
本
歴
史
と
 
 

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
君
臣
の
義
が
中
国
の
そ
れ
よ
り
申
 
 

越
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
儒
学
に
お
け
 
 

る
君
臣
の
義
の
普
遍
性
を
認
め
る
幽
谷
は
、
中
国
歴
史
と
日
本
歴
史
の
 
 

相
通
に
注
目
し
、
易
姓
革
命
が
な
い
日
本
は
他
国
よ
り
君
臣
の
義
を
具
 
 

現
で
き
る
国
と
い
う
論
理
を
創
り
上
げ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
幽
谷
 
 

は
天
皇
に
政
治
を
委
任
さ
れ
た
幕
府
を
定
認
し
、
「
幕
府
、
皇
室
を
尊
 
 

べ
ば
、
す
な
わ
ち
諸
侯
、
幕
府
を
崇
び
、
諸
侯
、
幕
府
を
崇
べ
ば
、
す
 
 

な
わ
ち
卿
・
大
夫
、
諸
侯
を
敬
す
。
夫
れ
然
る
後
に
上
下
相
保
ち
、
万
 
 

邦
協
和
す
」
 
（
前
掲
書
、
一
三
頁
）
 
と
い
う
よ
う
に
、
幕
府
が
天
皇
に
 
 

忠
誠
を
尽
く
せ
ば
、
お
の
ず
か
ら
諸
大
名
は
幕
府
に
随
順
し
、
ま
た
、
 
 

諸
大
名
が
幕
府
に
忠
義
を
尺
、
く
せ
ば
、
お
の
ず
か
ら
家
臣
は
藩
主
に
服
 
 

従
す
る
、
と
い
う
封
建
体
制
の
秩
序
を
感
化
す
る
思
想
を
説
い
て
い
る
。
 
 
 

幽
谷
は
儒
学
の
名
分
論
を
歴
史
と
し
て
の
日
本
神
話
に
結
び
つ
け
て
 
 

皇
統
が
綿
々
と
し
て
い
る
日
本
を
最
も
君
臣
の
義
を
具
現
し
た
国
と
解
 
 

釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
徳
川
幕
府
に
お
け
る
位
階
身
分
制
度
を
護
持
 
 

し
、
さ
ら
に
幕
滞
の
政
治
体
制
の
正
当
性
を
力
説
し
て
い
る
。
こ
う
し
 
 

た
幽
谷
の
思
想
に
つ
い
て
会
沢
正
志
斎
は
 
「
及
門
過
範
」
 
で
次
の
よ
う
 
 

に
述
べ
て
い
る
。
 
 

先
生
 
（
引
用
者
注
‥
藤
田
幽
谷
）
 
尤
も
君
臣
の
義
を
重
ん
ず
。
 
 
 

恒
に
人
に
語
り
て
日
く
「
天
祖
統
を
垂
れ
給
ひ
、
天
孫
継
承
、
三
 
 
 

器
を
奉
じ
て
以
て
宇
内
に
照
臨
し
給
ふ
。
皇
統
節
線
天
壌
と
窮
ま
 
 

り
な
し
。
実
に
天
祖
の
命
じ
給
ふ
所
の
如
し
。
足
神
州
の
四
海
万
 
 

国
に
冠
た
る
所
以
な
り
。
天
祖
、
天
孫
固
よ
り
天
と
一
な
り
。
 
 

世
々
相
襲
ひ
、
天
津
日
高
と
号
し
、
臓
極
之
を
日
嗣
と
謂
ふ
。
神
 
 

天
合
「
 
殿
周
天
に
配
す
る
尚
ほ
天
と
二
た
る
を
免
れ
ぎ
る
者
と
 
 
 

同
じ
か
ら
ず
。
」
と
。
（
高
木
成
助
校
訂
『
正
名
論
、
及
門
過
範
、
 
 

弘
道
館
記
述
義
 
（
上
）
』
 
（
日
本
学
叢
書
第
八
巻
）
、
雄
山
間
、
一
 
 

九
三
八
牛
、
四
三
頁
）
 
 

君
臣
の
義
を
最
も
重
視
す
る
幽
谷
は
、
天
孫
降
臨
の
神
話
に
基
づ
い
 
 

て
日
本
の
皇
統
が
天
地
と
と
も
に
永
続
す
る
こ
と
を
日
本
が
世
界
万
国
 
 

を
凄
駕
し
た
理
由
と
し
、
天
祖
、
天
孫
が
天
と
合
一
す
る
点
に
お
い
て
 
 

中
国
も
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
常
に
人
に
語
っ
た
。
幽
谷
の
思
想
 
 

の
中
核
を
な
す
の
は
 
「
正
名
論
」
 
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
‡
藩
体
制
を
 
 

擁
誠
す
る
淳
王
思
想
で
あ
り
、
撼
夷
思
想
に
は
幽
谷
は
あ
ま
り
言
及
し
 
 

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
来
勢
力
が
日
本
に
迫
ろ
 
 

う
と
す
る
こ
と
を
暫
戒
す
る
意
識
を
幽
谷
が
抱
え
て
い
な
い
わ
け
で
は
 
 

な
い
が
、
彼
の
思
想
に
お
い
て
は
、
前
述
の
 
「
正
名
論
」
 
か
ら
も
み
ら
 
 

48   



れ
る
よ
う
に
懐
夷
諭
よ
り
む
し
ろ
尊
王
論
の
方
が
重
視
さ
れ
、
よ
り
多
 
 

く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尊
王
と
授
夷
を
体
系
的
に
構
築
し
た
 
 

者
を
論
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
幽
谷
の
思
想
を
継
受
し
、
さ
ら
に
自
ら
 
 

の
思
想
を
展
開
し
た
正
志
斎
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

文
政
八
年
 
（
一
八
二
五
）
 
に
西
洋
列
強
か
ら
の
圧
迫
を
感
じ
、
鎖
国
 
 

の
政
箪
を
守
ろ
う
と
す
る
幕
府
は
「
異
国
船
打
払
令
」
を
発
布
し
、
日
 
 

本
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
外
国
の
勢
力
を
断
固
た
る
態
度
で
排
除
し
よ
 
 

う
と
し
た
。
こ
う
し
た
外
来
の
威
圧
を
退
け
る
気
運
が
高
ま
る
に
乗
じ
 
 

て
、
正
志
斎
は
「
所
論
」
を
著
述
し
た
の
で
あ
る
。
「
所
論
」
 
の
冒
頭
 
 

に
お
い
て
尊
王
と
摸
夷
の
関
係
が
次
の
よ
う
に
善
か
れ
て
い
る
。
 
 

謹
ん
で
接
ず
る
に
、
神
州
は
太
陽
の
出
づ
る
所
、
元
気
の
始
ま
 
 

る
所
に
し
て
、
天
日
之
嗣
、
憧
窟
極
を
御
し
、
終
古
易
ら
ず
。
固
 
 

よ
り
大
地
の
元
首
に
し
て
、
万
国
の
綱
紀
な
り
。
誠
に
よ
ろ
し
く
 
 

宇
内
に
照
臨
し
、
皇
化
の
響
ぶ
所
、
遠
遜
あ
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
 
 

し
か
る
に
今
、
西
荒
の
蛮
夷
、
脛
足
の
賊
を
以
て
、
四
海
に
奔
走
 
 

し
、
諸
国
を
操
蹄
し
、
抄
視
披
履
、
敢
へ
て
上
国
を
凌
駕
せ
ん
と
 
 

臨
す
る
所
以
の
も
の
は
、
未
だ
嘗
て
一
た
び
も
姓
を
易
へ
位
を
革
 
 

す
。
何
ぞ
そ
れ
崩
れ
る
や
 
〔
中
略
〕
而
し
て
神
州
は
そ
の
首
に
居
 
 

る
、
故
に
幅
員
甚
し
く
は
広
大
な
ら
ぎ
れ
ど
も
、
そ
の
方
方
に
君
 
 
 

め
ぎ
れ
ば
な
り
。
（
今
井
字
三
郎
・
瀬
谷
義
彦
・
尾
藤
正
英
校
注
 
 

『
水
戸
学
』
 
（
日
本
思
想
大
系
5
3
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
牢
、
 
 

五
〇
頁
、
傍
線
は
筆
者
）
 
 

神
州
日
本
は
太
陽
が
昇
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
気
の
始
動
す
る
と
こ
 
 

ろ
で
も
あ
る
。
天
照
大
神
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
天
皇
は
世
々
天
子
の
位
 
 

に
屠
り
、
こ
れ
は
ず
っ
と
変
わ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
神
州
日
本
は
世
界
 
 

の
中
心
で
あ
り
、
万
国
を
統
特
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
州
日
本
は
 
（
太
 
 

陽
の
よ
う
に
）
世
界
を
照
ら
し
、
日
本
の
徳
凪
が
距
離
の
遠
近
を
問
わ
 
 

ず
す
べ
て
の
と
こ
ろ
に
及
ぶ
。
し
か
し
、
現
在
、
西
の
果
て
の
夷
 
（
西
 
 

洋
諸
国
）
 
は
、
（
も
し
、
西
洋
諸
国
を
人
間
の
体
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
、
 
 

彼
ら
は
足
に
等
し
い
）
 
嘱
し
い
身
分
で
世
界
に
駆
け
回
っ
て
諸
国
を
侵
 
 

攻
し
、
さ
ら
に
身
の
程
知
ら
ず
、
吾
が
神
州
日
本
を
授
略
し
よ
う
と
す
 
 

る
。
な
ん
と
倣
悼
な
夷
で
あ
ろ
う
か
。
〔
中
略
〕
神
州
日
本
は
 
（
人
間
 
 

の
体
に
な
ぞ
ら
え
る
な
ら
、
日
本
は
頭
に
相
当
す
る
）
 
頭
に
お
り
、
故
 
 

に
領
域
は
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
が
、
神
州
日
本
が
世
界
に
君
臨
す
る
所
 
 

以
は
、
天
皇
の
位
が
永
続
し
て
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

正
志
斎
は
儒
学
の
撃
夷
思
想
に
基
づ
き
、
日
本
を
世
界
の
中
心
と
し
 
 

て
の
神
州
と
位
置
づ
け
、
西
洋
諸
国
を
夷
放
と
見
な
し
て
卑
し
め
る
、
 
 

と
い
う
上
下
関
係
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
 
 

が
世
界
各
国
よ
り
尊
い
原
因
は
日
本
の
位
置
は
太
陽
が
昇
る
と
こ
ろ
に
 
 

あ
る
と
い
う
地
理
的
な
解
釈
に
も
と
め
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
最
も
 
 

根
本
的
な
理
由
は
日
本
の
天
皇
の
皇
位
は
万
世
に
亘
っ
て
も
天
照
大
神
 
 

の
血
統
が
永
遠
に
受
け
継
ぎ
神
州
日
本
を
統
治
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
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ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
は
そ
の
尊
い
国
体
に
よ
っ
て
世
 
 

界
に
君
臨
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
注
意
を
要
す
る
 
 

の
は
、
第
一
に
は
、
正
志
斎
は
儒
学
の
華
夷
思
想
を
援
用
し
て
撰
夷
論
 
 

を
構
築
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
の
華
夷
思
想
は
最
終
的
に
は
文
 
 

化
的
な
水
準
が
低
い
野
蛮
な
民
族
を
教
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
を
 
 

排
除
す
る
こ
と
な
く
中
国
と
い
う
文
化
大
国
に
包
摂
す
る
こ
と
を
目
標
 
 

と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
日
本
の
撼
夷
論
は
鎖
国
の
政
策
を
固
守
し
て
 
 

如
何
な
る
外
来
の
民
族
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
を
自
ら
の
固
か
ら
退
け
よ
 
 

う
と
す
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
儒
学
の
易
姓
革
命
を
完
全
に
否
定
し
、
 
 

さ
ら
に
そ
れ
を
有
す
る
中
国
の
歴
史
と
較
べ
れ
ば
、
日
本
に
は
皇
統
が
 
 

綿
々
と
し
て
続
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
他
国
よ
り
尊
い
と
考
え
て
い
る
、
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
 
「
新
 
 

論
」
は
中
国
の
儒
学
を
用
い
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
日
本
の
歴
史
と
結
合
 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
民
族
の
優
越
性
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
思
 
 

想
で
あ
る
。
次
の
引
用
文
に
日
本
の
国
体
の
基
底
と
し
て
の
思
・
孝
二
 
 

要
素
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 

夫
れ
天
地
の
剖
判
し
、
始
め
て
人
民
あ
り
し
よ
り
、
天
胤
、
四
 
 

海
に
君
臨
し
、
一
姓
歴
歴
と
し
て
、
未
だ
嘗
て
一
人
も
敢
へ
て
天
 
 

位
を
観
航
す
る
も
の
あ
ら
ず
し
て
、
以
て
今
日
に
至
れ
る
は
、
畳
 
 

に
そ
れ
偶
然
な
ら
ん
や
。
夫
れ
君
臣
の
或
は
、
天
地
の
大
歳
な
 
 

り
。
父
子
の
親
は
、
天
下
の
至
恩
な
り
。
（
前
掲
讃
、
五
二
頁
）
 
 
 

天
地
の
開
聞
以
来
、
人
民
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
 
 

天
皇
が
日
本
に
君
臨
し
て
連
綿
と
し
て
一
系
の
皇
統
を
保
つ
こ
と
が
で
 
 

き
る
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
君
臣
の
裁
と
し
て
の
忠
、
 
 

父
子
の
親
と
し
て
の
孝
は
日
本
で
は
完
璧
に
実
践
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
 
 

あ
る
。
「
天
祖
す
で
に
こ
の
二
者
（
引
用
者
注
‥
思
と
孝
）
を
以
て
し
 
 

て
人
紀
を
建
て
、
訓
を
万
世
に
垂
れ
た
ま
ふ
」
 
（
前
掲
讃
、
五
三
頁
）
 
 

と
い
う
よ
う
に
天
照
大
神
は
忠
・
孝
を
以
て
建
国
し
た
。
そ
し
て
、
天
 
 

孫
は
天
阻
の
偉
業
を
偲
ぶ
祭
祀
を
通
し
て
天
祖
の
恩
に
稚
い
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
は
祭
祀
に
よ
っ
て
天
に
い
る
天
祖
 
 

に
孝
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
民
は
天
皇
に
学
ん
で
自
ら
の
祖
先
 
 

を
祭
祀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
孝
行
が
で
き
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
 
 

祖
先
の
有
し
て
い
た
天
皇
に
忠
義
を
尽
く
す
と
い
う
遺
志
を
継
受
す
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
当
然
、
孝
行
の
一
環
と
し
て
も
天
皇
に
忠
誠
を
尺
、
く
さ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
孝
は
以
て
忠
を
君
に
移
し
、
忠
は
以
て
そ
の
 
 

先
志
を
奉
じ
、
忠
孝
は
鵬
に
出
で
、
教
訓
正
俗
、
言
は
ず
し
て
化
す
。
 
 

祭
は
以
て
政
と
な
り
、
政
は
以
て
数
と
な
り
、
教
と
政
と
は
、
未
だ
嘗
 
 

て
分
ち
て
二
と
な
さ
ず
」
 
（
前
掲
審
、
五
六
員
）
 
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
 
 

忠
孝
は
一
致
と
な
り
、
そ
し
て
祭
り
は
政
と
な
り
、
さ
ら
に
政
は
教
と
 
 

な
る
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
天
皇
は
み
ず
か
ら
祭
祀
を
す
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
優
れ
た
忠
孝
の
道
徳
を
人
民
に
教
導
し
、
さ
ら
 
 

に
そ
れ
に
よ
っ
て
民
心
を
一
に
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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で
は
、
幕
府
の
位
置
づ
け
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
正
志
斎
は
国
体
篇
 
 

に
お
い
て
、
時
勢
の
変
を
論
ず
る
と
き
、
過
去
に
お
い
て
日
本
の
国
体
 
 

が
破
壊
的
な
打
撃
を
受
け
た
時
代
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
 
 

あ
っ
て
も
、
豊
臣
秀
吉
が
平
民
の
身
分
で
決
起
し
て
天
下
を
一
統
し
、
 
 

君
臣
の
義
を
厳
守
し
て
臣
と
し
て
の
礼
儀
を
以
て
天
皇
に
忠
義
を
尺
、
く
 
 

し
た
と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
綿
い
て
、
徳
川
家
康
も
豊
臣
秀
吉
に
次
 
 

い
で
君
臣
の
義
を
守
っ
て
皇
室
に
忠
誠
を
尽
く
し
た
か
ら
、
二
百
牛
の
 
 

太
平
の
治
世
が
成
り
立
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
太
平
の
［
l
が
 
 

長
く
続
く
が
故
に
、
人
民
は
漸
次
忠
孝
の
大
義
を
忘
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
が
天
祖
を
祭
祀
し
て
忠
孝
の
道
徳
理
念
を
尊
 
 

ぶ
と
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
心
を
結
束
し
、
さ
ら
に
幕
藩
の
封
建
 
 

体
制
を
讃
持
し
、
強
化
し
よ
う
と
す
る
正
志
斎
の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
 
 

る
。
ま
た
、
民
衆
に
対
す
る
不
信
感
を
強
烈
に
抱
い
て
い
る
正
志
斎
は
、
 
 

民
衆
が
や
や
も
す
れ
ば
巫
術
、
仏
教
、
固
値
な
儒
者
の
曲
学
、
耶
術
数
 
 

な
ど
の
邪
説
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
が
ち
だ
と
考
え
、
こ
う
し
た
邪
説
の
 
 

害
を
防
ぐ
た
め
、
天
皇
が
司
る
祭
祀
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
民
心
を
統
 
 

合
し
よ
う
と
企
て
る
の
で
あ
る
。
正
志
斎
は
、
天
皇
が
行
う
祭
祀
を
通
 
 

し
て
民
衆
の
宗
教
的
な
信
仰
を
も
た
ら
し
、
忠
孝
の
道
徳
理
念
を
「
信
」
 
 

の
段
階
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
内
的
に
は
民
心
を
統
合
し
て
 
 

希
薄
体
制
を
再
強
化
し
、
対
外
的
に
は
一
丸
と
な
っ
た
民
衆
が
邪
説
に
 
 

惑
わ
れ
ず
に
同
じ
く
敵
情
心
を
燃
や
し
て
夷
秋
を
撃
撰
す
る
と
の
目
的
 
 

を
達
成
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
論
理
を
築
き
上
げ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

「
新
論
」
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
儒
学
の
五
倫
の
中
に
お
け
る
君
 
 

臣
の
義
と
父
子
の
親
だ
け
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
に
は
、
日
本
の
 
 

神
話
を
儒
学
の
五
倫
と
結
び
つ
け
て
日
本
に
は
五
愉
が
存
す
る
こ
と
を
 
 

説
く
主
張
が
正
志
斎
の
著
述
に
は
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
一
例
 
 

を
「
読
直
見
霊
」
 
か
ら
取
り
あ
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

上
古
天
祖
三
神
器
を
天
孫
に
授
け
て
、
豊
葦
原
の
中
国
は
、
汝
 
 

し
往
き
て
之
を
治
め
よ
。
宝
詐
の
隆
な
る
こ
と
、
天
壌
と
与
に
解
 
 

り
な
か
る
べ
し
。
と
宣
ひ
し
よ
り
、
君
臣
の
義
厳
正
に
し
て
、
千
 
 

万
世
ま
で
天
位
の
尊
き
は
、
万
国
に
な
き
所
な
り
。
又
、
宝
鏡
を
、
 
 

専
ら
我
が
御
魂
と
な
し
、
吾
が
前
に
奉
く
が
ご
と
、
い
つ
き
奉
 
 

れ
、
と
宣
ひ
し
よ
り
、
父
子
の
親
敦
厚
に
し
て
日
嗣
の
君
、
今
も
 
 

天
祖
の
在
す
が
如
く
事
へ
給
ふ
。
足
れ
ま
た
万
国
に
比
倫
な
し
と
 
 

申
す
べ
し
。
伊
那
那
岐
命
・
伊
那
邦
美
命
の
時
よ
り
、
男
は
女
に
 
 

先
だ
つ
の
義
著
し
く
し
て
、
夫
婦
の
別
正
し
く
、
三
貴
子
に
任
じ
 
 

給
ひ
し
よ
り
、
長
幼
の
序
明
か
な
り
。
思
兼
・
天
児
屋
・
太
玉
等
 
 

の
諸
神
、
志
を
同
じ
く
し
て
、
天
功
を
補
佐
せ
し
よ
り
朋
友
の
信
 
 

備
は
れ
り
。
斯
く
の
如
く
、
太
初
よ
り
し
て
人
倫
の
明
ら
か
な
る
 
 

こ
と
は
、
実
に
天
地
の
大
道
と
申
す
べ
き
な
り
。
（
高
須
芳
次
郎
 
 

踊
『
合
渾
正
志
集
』
 
（
水
戸
学
全
集
第
二
編
）
、
日
東
書
院
、
一
九
 
 

三
三
牛
、
三
九
四
～
三
九
五
頁
）
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天
祖
の
天
照
大
神
は
三
種
の
神
器
、
す
な
わ
ち
八
爬
鏡
・
八
坂
増
の
 
 

曲
玉
・
草
薙
剣
を
皇
位
の
し
る
し
と
し
て
天
孫
の
埴
増
枠
韓
に
授
け
て
 
 

豊
葦
原
の
中
国
を
統
治
す
る
こ
と
を
命
ず
る
と
同
時
に
、
皇
位
の
隆
盛
 
 

な
る
こ
と
が
天
地
と
と
も
に
無
窮
で
あ
る
と
仰
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
 
 

君
臣
の
義
は
厳
正
に
さ
れ
、
千
万
世
ま
で
皇
位
の
尊
貴
さ
は
万
国
に
比
 
 

類
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
八
爬
鏡
を
吾
が
魂
と
見
な
し
、
吾
が
 
 

目
の
前
に
仕
え
る
よ
う
に
魂
た
る
鏡
の
前
に
仕
え
な
さ
い
と
仰
っ
た
。
 
 

そ
れ
に
よ
っ
て
父
子
の
親
は
敦
厚
に
さ
れ
、
天
皇
は
今
も
天
照
大
神
が
 
 

い
る
よ
う
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
万
国
に
な
い
と
い
 
 

う
べ
き
で
あ
る
。
男
の
伊
那
那
岐
命
が
女
の
伊
那
邦
美
命
に
先
だ
っ
て
 
 

歌
を
唱
う
こ
と
に
よ
っ
て
夫
婦
の
別
は
正
し
く
さ
れ
、
天
照
大
神
∴
月
 
 

夜
見
尊
・
寮
讃
鳥
尊
と
い
う
三
員
子
が
生
ま
れ
る
と
き
に
そ
れ
ぞ
れ
の
 
 

支
配
地
、
す
な
わ
ち
高
天
原
、
夜
の
食
国
、
渦
海
原
を
政
務
委
任
す
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
長
幼
の
序
は
明
ら
か
に
な
る
。
思
兼
・
天
児
屈
・
太
玉
 
 

な
ど
の
神
が
心
を
合
わ
せ
て
政
治
を
輔
佐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
朋
友
の
 
 

信
は
備
わ
っ
て
い
る
。
 
 
 

以
上
を
ま
と
め
て
約
言
す
れ
ば
、
明
白
に
正
志
斎
は
日
本
神
話
の
合
 
 

理
性
に
は
ふ
れ
ず
に
そ
れ
を
歴
史
と
す
る
上
に
、
神
話
を
儒
学
の
五
倫
 
 

で
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
苦
か
ら
日
本
に
は
も
と
よ
り
道
が
存
す
 
 

る
こ
と
を
説
明
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
は
未
来
に
向
か
っ
て
 
 

五
倫
で
は
我
が
国
の
最
も
卓
越
し
た
君
臣
の
義
、
父
子
の
親
を
堅
持
 
 

し
、
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
提
言
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
正
志
 
 

斎
の
神
主
儒
従
の
思
想
、
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で
も
神
道
思
想
を
基
舶
m
と
 
 

し
な
が
ら
儒
学
を
授
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
日
本
の
道
は
 
 

「
弘
道
館
記
述
義
」
を
述
作
し
た
藤
田
束
湖
の
思
想
に
つ
な
が
る
と
考
 
 

え
ら
れ
る
。
 
 
 

弘
道
館
は
水
戸
滞
主
徳
川
斉
昭
 
〓
八
〇
〇
～
一
八
六
〇
）
 
の
天
保
 
 

改
革
の
方
針
に
基
づ
い
て
創
設
さ
れ
た
蒲
校
で
あ
っ
た
。
「
弘
道
館
記
」
 
 

は
天
保
九
牛
（
一
八
三
八
）
 
に
弘
道
館
の
成
立
に
際
し
て
斉
昭
の
名
で
 
 

公
表
さ
れ
、
弘
道
館
の
建
学
の
旨
意
と
綱
領
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
 
 

る
。
そ
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
「
人
は
能
く
道
を
弘
め
る
」
と
人
間
 
 

の
主
体
的
な
営
為
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
神
々
は
 
「
斯
道
」
、
 
 

す
な
わ
ち
こ
の
道
に
依
拠
し
て
日
本
を
建
国
し
て
支
配
し
て
き
た
。
さ
 
 

ら
に
中
国
か
ら
儒
学
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
道
を
明
ら
か
 
 

に
し
た
。
中
仰
以
降
、
朝
権
が
し
だ
い
に
凋
落
し
、
こ
の
道
も
式
徴
す
 
 

る
と
い
う
情
勢
を
挽
回
し
た
の
は
徳
川
家
康
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
水
 
 

戸
滞
の
威
公
 
（
徳
川
碩
房
）
、
義
公
 
（
徳
川
光
固
）
 
は
こ
の
道
を
固
守
 
 

し
、
主
賓
を
守
絶
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
弘
道
館
が
創
立
 
 

さ
れ
る
目
的
は
ま
さ
し
く
こ
の
道
を
押
し
広
め
る
こ
と
に
あ
る
。
人
々
 
 

は
神
州
の
道
を
遵
奉
し
、
中
国
の
儒
学
を
学
習
し
、
忠
孝
二
つ
な
し
、
 
 

文
武
分
か
れ
ず
、
学
問
・
事
業
そ
の
効
を
殊
に
せ
ず
、
敬
神
崇
儒
と
い
 
 

う
学
問
的
な
態
度
で
勉
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
恩
恵
に
報
い
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

「
弘
道
館
記
」
に
お
い
て
は
、
古
背
か
ら
日
本
に
存
在
す
る
「
斯
道
」
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が
強
調
さ
れ
、
儒
学
が
こ
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
補
助
的
な
役
 
 

割
を
占
め
る
に
と
ど
ま
り
、
さ
ら
に
徳
川
幕
府
の
封
建
体
制
を
擁
讃
す
 
 

る
と
い
う
立
場
で
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
弘
道
館
記
」
 
 

に
掲
げ
ら
れ
る
、
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
の
 
「
斯
道
」
 
の
意
味
を
「
弘
道
 
 

館
記
」
 
の
短
い
文
章
だ
け
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
囲
経
で
あ
 
 

る
。
し
た
が
っ
て
、
斉
昭
は
初
学
者
が
 
「
弘
道
舘
記
」
を
読
解
で
き
か
 
 

ね
る
と
い
う
配
慮
で
、
解
説
書
の
作
成
を
命
じ
た
。
そ
の
解
説
書
と
し
 
 

て
は
、
正
志
斎
が
和
文
で
苦
い
た
 
「
過
食
問
詰
」
と
東
湖
が
漢
文
で
書
 
 

い
た
 
「
弘
道
館
記
述
義
」
 
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
過
食
問
詰
」
 
に
お
け
 
 

る
道
に
関
す
る
解
釈
は
、
既
述
の
 
「
読
直
見
霊
」
 
か
ら
の
引
用
文
と
ほ
 
 

ぼ
同
一
な
内
容
な
の
で
、
こ
こ
で
は
贅
言
を
避
け
る
こ
と
に
す
る
。
大
 
 

ま
か
に
い
え
ば
、
正
志
斎
に
し
ろ
、
東
湖
に
し
ろ
、
両
者
と
も
神
主
儒
 
 

従
と
い
う
構
図
で
道
の
意
味
を
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
 
 

か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
正
志
斎
が
道
の
根
源
を
「
天
地
」
 
に
も
と
め
 
 

る
の
に
対
し
て
、
「
弘
澄
館
記
述
義
」
 
に
 
「
神
代
は
過
た
り
と
い
へ
ど
 
 

も
、
占
興
の
赦
す
る
と
こ
ろ
、
彰
明
横
着
、
ま
た
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。
所
 
 

謂
「
そ
の
実
は
す
な
は
ち
天
神
に
原
づ
く
」
と
は
、
そ
れ
然
ら
ず
や
」
 
 

（
今
井
字
三
郎
・
瀬
谷
義
彦
・
尾
藤
正
英
校
注
『
水
戸
学
』
 
（
日
本
思
 
 

想
大
系
5
3
）
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
二
六
〇
頁
）
 
と
明
記
す
る
 
 

よ
う
に
、
東
湖
は
道
の
源
泉
を
「
神
」
 
に
も
と
め
る
と
い
う
箇
所
が
み
 
 

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
の
と
こ
 
 

ろ
に
 
「
蓋
し
天
地
あ
れ
ば
、
す
な
は
ち
天
地
の
道
あ
り
、
人
あ
れ
ば
、
 
 

す
な
は
ち
人
の
道
あ
り
。
天
神
は
生
民
の
本
に
し
て
、
天
地
は
万
物
の
 
 

始
め
な
り
。
然
ら
ば
す
な
は
ち
生
民
の
道
は
、
天
地
に
原
づ
き
、
天
神
 
 

に
本
づ
く
や
、
ま
た
明
か
な
り
」
 
（
前
掲
讃
、
二
六
一
頁
）
 
と
、
天
地
 
 

と
天
神
と
を
生
民
の
道
の
根
源
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
箇
所
に
お
け
 
 

る
天
地
と
神
を
道
の
根
源
と
見
な
す
こ
と
は
前
の
解
釈
と
は
矛
盾
し
て
 
 

い
る
と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
何
故
に
束
湖
は
こ
う
し
た
矛
盾
を
犯
し
 
 

た
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
如
何
に
束
湖
が
国
学
に
傾
い
た
 
 

と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
彼
は
全
面
的
に
国
学
に
賛
同
す
る
の
で
は
な
 
 

い
し
、
ま
た
彼
の
思
想
の
背
景
に
は
儒
学
の
影
響
が
あ
り
、
さ
ら
に
当
 
 

時
の
水
戸
藩
改
革
の
指
導
方
針
の
一
つ
が
神
儒
一
致
な
の
で
国
学
一
辺
 
 

倒
の
論
調
は
そ
の
方
針
に
反
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
水
戸
学
の
尊
王
撼
夷
思
想
は
為
政
者
の
立
 
 

場
に
立
っ
て
の
、
幕
藩
体
制
の
封
建
秩
序
を
強
化
す
る
改
革
論
で
あ
る
り
 
 

そ
れ
は
、
対
内
的
に
は
天
皇
に
祭
祀
を
司
ら
せ
て
忠
・
草
の
道
徳
理
念
 
 

を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
心
を
結
束
し
、
対
外
的
に
は
日
本
を
世
 
 

界
中
心
と
し
て
の
神
州
と
、
外
国
を
爽
秋
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
他
国
に
対
す
る
日
本
の
絶
対
的
な
優
位
を
唱
え
る
、
と
い
う
論
理
で
 
 

あ
る
ひ
 
し
か
し
、
尊
王
論
は
両
側
刃
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
幕
府
政
 
 

権
の
正
当
性
と
そ
の
権
威
を
与
え
る
天
皇
は
逆
に
幕
府
を
覆
す
拠
り
所
 
 

に
な
り
う
る
。
そ
し
て
、
嬢
夷
論
は
あ
ま
り
に
も
現
実
の
情
況
を
無
視
 
 

し
、
徒
に
鎖
国
を
堅
持
し
て
無
謀
に
外
国
を
日
本
か
ら
排
除
し
よ
う
と
 
 

す
る
思
想
で
あ
る
。
水
戸
学
に
多
く
影
響
さ
れ
た
吉
田
松
陰
は
こ
う
し
 
 
53 水戸学と吉田松陰   



た
問
題
に
直
面
し
た
上
で
自
ら
の
尊
王
應
夷
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

三
、
松
陰
に
お
け
る
個
人
主
体
性
の
思
想
展
開
 
 

長
州
蒲
学
明
伶
館
の
学
頭
で
あ
る
山
県
太
準
は
松
陰
が
著
し
た
 
『
講
 
 

孟
余
話
』
を
読
ん
で
か
ら
、
水
戸
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
 
 

い
る
。
 
 

近
頃
世
上
に
水
府
一
流
の
学
者
之
れ
あ
り
。
世
に
皇
国
学
な
ど
 
 

と
も
称
し
、
元
来
国
学
者
流
よ
り
出
で
て
、
儒
学
を
混
合
し
た
る
 
 

こ
と
と
見
え
た
り
。
此
の
学
、
皇
国
と
云
ふ
こ
と
を
吉
ひ
立
て
、
 
 

只
管
王
朝
を
尊
ぶ
流
な
る
ゆ
ゑ
、
自
然
と
幕
朝
を
軽
し
め
る
意
あ
 
 

り
。
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
六
四
頁
）
 
 

太
準
は
水
戸
学
が
国
学
と
儒
学
を
混
合
す
る
学
問
の
よ
う
に
み
え
る
 
 

と
考
え
、
と
く
に
水
戸
学
の
尊
王
論
が
主
審
常
襲
を
唱
道
す
る
も
の
な
 
 

の
で
、
そ
の
学
問
が
徳
川
幕
府
の
存
在
を
脅
威
す
る
も
の
に
な
り
う
る
 
 

と
危
悔
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
段
に
お
い
て
 
「
木
浦
に
て
も
近
 
 

来
水
府
の
学
を
信
ず
る
省
間
々
之
れ
あ
り
」
 
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
六
 
 

五
員
）
 
と
述
べ
た
太
華
に
対
し
て
、
松
陰
は
そ
の
行
間
に
 
「
吉
Ⅲ
寅
次
 
 

郎
藤
原
雉
方
、
其
の
人
な
り
」
 
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
六
六
買
）
 
と
 
 

常
々
と
返
答
し
、
水
戸
学
を
信
奉
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

先
述
し
た
よ
う
に
、
水
戸
学
は
為
政
者
の
立
場
で
尊
王
嬢
夷
の
論
理
 
 

を
展
開
し
、
そ
の
目
的
は
民
心
を
統
合
し
て
幕
滞
体
制
の
封
建
秩
序
を
 
 

強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
水
戸
学
の
尊
王
論
に
は
幕
府
の
存
 
 

立
を
脅
か
す
と
い
う
論
述
が
み
ら
れ
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
尊
王
論
を
 
 

よ
み
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
幕
府
を
覆
す
言
論
に
な
る
こ
と
は
十
分
可
 
 

能
で
あ
る
。
実
際
、
松
陰
は
 
『
講
孟
余
話
』
 
に
お
い
て
こ
う
し
た
考
え
 
 

を
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て
い
る
。
 
 

天
日
の
嗣
永
く
天
壌
と
無
窮
な
る
も
の
に
て
、
此
の
大
八
州
は
 
 

天
日
の
開
き
給
へ
る
所
に
し
て
、
日
嗣
の
永
く
守
り
給
へ
る
も
の
 
 

な
り
。
故
に
億
兆
の
人
宜
し
く
日
嗣
と
休
戚
を
同
じ
う
し
て
、
復
 
 

た
他
念
あ
る
べ
か
ら
ず
。
若
し
夫
れ
征
夷
大
将
軍
の
顆
は
天
和
の
 
 

命
ず
る
所
に
し
て
、
其
の
職
に
称
ふ
者
の
み
足
れ
に
屠
る
こ
と
を
 
 

得
。
故
に
征
夷
を
し
て
足
利
氏
の
喋
職
の
如
く
な
ら
し
め
ば
、
直
 
 

ち
に
足
れ
を
廃
す
る
も
可
な
り
。
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
五
六
頁
）
 
 

天
照
大
神
の
子
孫
は
永
く
天
地
と
と
も
に
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
日
 
 

本
は
天
照
大
神
が
削
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
し
て
天
照
大
神
の
 
 

子
孫
、
す
な
わ
ち
天
皇
が
永
遠
に
守
讃
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 
 

に
日
本
の
人
民
は
天
皇
と
憂
楽
を
共
に
し
、
他
念
を
持
つ
ぺ
き
も
の
で
 
 

は
な
い
。
征
夷
大
将
軍
の
地
位
の
顆
は
天
皇
に
任
命
さ
れ
る
も
の
で
あ
 
 

り
、
そ
の
職
滞
に
相
応
す
る
能
力
を
有
す
る
者
だ
け
が
征
夷
に
な
り
う
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る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
征
夷
大
将
軍
は
足
利
氏
の
よ
う
に
そ
の
職
責
 
 

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
こ
れ
を
廃
し
て
も
か
ま
わ
 
 

な
い
。
松
陰
は
孟
子
の
革
命
思
想
を
摂
取
し
、
儒
学
の
天
命
を
「
天
朝
 
 

の
命
」
 
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
天
朝
の
命
」
を
奉
ず
る
と
 
 

い
う
「
大
義
」
 
の
も
と
で
征
夷
大
将
軍
と
し
て
の
職
費
を
果
た
せ
な
い
 
 

幕
府
を
討
伐
す
る
こ
と
が
は
じ
め
て
許
容
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
 
 

う
し
た
松
陰
の
論
述
は
す
で
に
幕
府
を
擁
護
す
る
水
戸
学
の
立
場
を
超
 
 

越
し
、
新
た
な
改
革
の
境
地
に
到
達
し
た
と
い
え
よ
う
。
水
戸
学
の
改
 
 

革
路
線
は
ど
う
し
て
も
執
政
者
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
を
脱
却
す
る
こ
と
 
 

が
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
尊
王
横
夷
論
は
結
局
幕
滞
体
制
を
維
持
す
る
 
 

に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
松
陰
は
為
政
者
の
立
場
と
追
っ
て
一
浪
人
の
 
 

立
場
か
ら
自
ら
の
韓
王
撰
夷
論
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

当
時
、
ア
メ
リ
カ
の
強
大
な
軍
事
力
に
威
嚇
さ
れ
、
つ
い
に
屈
服
し
て
 
 

屈
辱
的
な
和
親
条
約
に
調
印
し
た
幕
府
の
弱
腰
を
目
前
に
し
た
松
陰
 
 

は
、
こ
う
し
た
困
難
な
現
状
を
打
開
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
と
苦
悩
を
 
 

抱
え
な
が
ら
水
戸
学
の
尊
王
論
を
巧
み
に
よ
み
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

倒
幕
の
論
調
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

松
陰
が
論
ず
る
 
「
天
日
の
嗣
永
く
天
壌
と
無
窮
な
る
も
の
に
て
、
此
 
 

の
大
八
州
は
天
日
の
開
き
給
へ
る
所
」
 
に
対
し
て
、
太
華
は
 
「
こ
れ
 
 

（
引
用
者
注
‥
天
日
）
 
を
以
て
独
り
我
が
一
国
の
祖
宗
と
云
ふ
こ
と
、
 
 

極
め
て
大
怪
事
な
り
」
 
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
四
五
頁
）
 
と
反
論
し
、
 
 

こ
う
し
た
議
論
の
源
流
を
「
神
道
音
叉
は
国
学
者
流
、
近
世
水
府
一
流
 
 

の
学
者
な
ど
の
主
張
す
る
所
」
 
（
『
全
集
』
夢
二
巻
、
四
四
五
頁
）
 
と
考
 
 

え
、
と
く
に
日
本
の
建
国
神
話
に
つ
い
て
 
「
邦
人
上
古
の
こ
と
を
い
ふ
 
 

に
、
奇
怪
の
説
多
し
。
洪
荒
の
但
は
文
字
の
伝
な
く
、
唯
だ
人
の
言
を
 
 

以
て
伝
へ
た
る
ば
か
り
に
て
、
其
の
事
詳
か
な
ら
ず
。
足
れ
を
以
て
怪
 
 

異
信
じ
が
た
き
の
説
多
き
な
り
。
存
し
て
足
れ
を
諭
ぜ
ず
し
て
可
な
 
 

り
」
 
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
四
六
～
四
四
七
頁
）
 
と
そ
の
合
理
性
に
疑
 
 

問
を
感
じ
、
神
話
に
依
拠
し
て
論
ず
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
 
 

る
。
つ
ま
り
、
大
草
は
日
本
の
建
国
神
話
を
論
拠
と
す
る
松
陰
の
姿
勢
 
 

に
極
め
て
批
判
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
松
陰
は
 
 

論
ず
る
は
則
ち
可
な
ら
ず
。
疑
ふ
は
尤
も
可
な
ら
ず
。
皇
国
の
 
 

道
悉
く
神
代
に
原
づ
く
。
則
ち
此
の
巻
は
臣
子
の
宜
し
く
信
奉
す
 
 

べ
き
所
な
り
。
其
の
疑
は
し
き
も
の
に
至
る
り
て
は
欠
如
し
て
論
 
 

ぜ
ぎ
る
こ
そ
、
憎
み
の
至
り
な
り
。
（
『
全
集
』
第
三
巻
、
四
五
四
 
 

頁
）
 
 

と
宗
教
的
な
信
仰
の
立
場
で
日
本
の
神
話
を
信
奉
し
て
い
る
と
い
う
姿
 
 

勢
を
示
し
て
い
る
。
「
信
」
 
に
立
脚
す
る
が
ゆ
え
に
、
如
何
に
合
理
性
、
 
 

信
憑
性
が
な
い
と
言
わ
れ
て
も
、
日
本
の
神
話
を
信
ず
る
松
陰
の
態
度
 
 

を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
弘
道
飽
記
 
 

述
義
」
 
に
記
さ
れ
て
い
る
 
「
神
代
は
選
た
り
と
い
へ
ど
も
、
古
典
の
載
 
 

す
る
と
こ
ろ
、
彰
明
較
著
、
ま
た
疑
ふ
ぺ
か
ら
ず
」
と
は
軌
を
一
に
す
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る
と
こ
ろ
だ
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

た
し
か
に
松
陰
の
尊
王
撼
夷
論
の
拠
り
所
、
す
な
わ
ち
日
本
の
神
訴
 
 

は
水
戸
学
の
所
論
と
同
様
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
執
政
者
の
立
場
と
異
 
 

な
る
松
陰
は
日
本
国
民
の
一
人
と
し
て
の
視
点
か
ら
尊
王
撼
夷
論
を
構
 
 

築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
人
と
し
て
の
主
体
性
を
強
 
 

調
す
る
思
想
は
松
陰
の
 
「
江
風
山
月
番
楼
記
」
 
に
み
ら
れ
る
。
 
 

恭
し
く
惟
ん
み
る
に
神
州
の
基
を
建
つ
る
や
、
深
く
且
つ
適
 
 

し
。
太
古
一
一
尊
、
己
に
八
州
を
生
み
、
又
山
川
草
木
を
生
み
、
因
 
 

つ
て
日
神
を
生
み
、
天
下
の
主
と
為
し
た
ま
ふ
。
月
尊
・
風
神
、
 
 

又
従
て
生
れ
た
ま
ふ
。
こ
こ
に
於
い
て
、
神
州
の
基
始
め
て
建
ち
 
 

た
り
。
日
神
己
に
天
下
の
主
と
な
り
、
因
つ
て
万
世
日
嗣
の
祖
と
 
 

な
り
た
ま
ふ
。
今
に
至
る
ま
で
凡
そ
生
を
八
州
に
繁
く
る
者
、
山
 
 

を
仰
ぎ
川
に
僻
し
、
風
気
を
撥
き
、
月
光
を
見
、
二
浄
の
沢
を
馨
 
 

り
、
以
て
日
神
の
嗣
を
戴
く
こ
と
、
押
出
と
何
ぞ
以
て
巽
ら
ん
 
 

や
。
（
『
全
集
』
第
二
巻
、
四
三
二
頁
）
 
 

水
戸
学
と
同
じ
よ
う
に
、
松
陰
は
日
本
の
建
国
神
話
に
基
づ
い
て
議
 
 

論
を
展
開
し
て
い
る
。
伊
非
諾
倦
と
伊
非
由
尊
と
い
う
二
藤
が
日
本
を
 
 

創
り
上
げ
、
次
に
日
神
、
す
な
わ
ち
天
照
大
神
を
生
ん
で
天
下
の
主
と
 
 

し
た
。
続
い
て
、
月
読
替
・
級
長
渾
彦
命
が
生
ま
れ
、
日
本
の
基
が
は
 
 

じ
め
て
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
天
照
大
神
は
天
下
の
主
と
な
っ
た
以
 
 

上
、
そ
の
神
は
万
世
天
皇
の
祖
先
と
な
る
。
今
日
に
至
る
ま
で
日
本
に
 
 

生
を
受
け
た
者
が
山
・
川
・
風
・
月
な
ど
を
享
受
し
、
二
尊
の
恩
沢
を
 
 

馨
り
、
天
皇
を
奉
戴
す
る
こ
と
ば
神
代
と
は
何
も
異
な
る
も
の
が
な
い
 
 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
神
話
の
内
容
だ
け
で
あ
る
が
、
松
 
 

陰
は
次
の
部
分
に
入
る
と
、
神
話
を
儒
学
に
結
び
つ
け
て
解
釈
し
よ
う
 
 

と
し
て
い
る
。
 
 

太
れ
天
下
は
日
神
の
天
下
な
り
。
宝
秤
の
隆
な
る
こ
と
、
天
壌
 
 

と
極
り
な
く
、
万
世
と
維
も
猶
ほ
一
日
の
ご
と
き
な
り
。
然
ら
ば
 
 

別
ち
天
下
の
江
山
風
月
、
日
神
の
主
り
て
以
て
こ
れ
を
日
嗣
に
授
 
 

け
た
ま
ふ
所
に
し
て
、
日
嗣
こ
れ
を
功
徳
あ
る
の
臣
に
頒
ち
た
ま
 
 

ひ
、
因
つ
て
こ
れ
を
孫
子
に
伝
ふ
。
孫
子
は
之
れ
を
祖
先
に
原
づ
 
 

け
、
祖
先
は
之
れ
を
日
嗣
に
推
し
、
日
嗣
は
之
れ
を
日
神
に
帰
 
 

す
り
 
父
子
の
粗
、
山
つ
て
以
て
放
く
、
君
臣
の
義
、
両
つ
て
以
て
 
 

明
か
な
り
。
（
『
全
集
』
第
二
巻
、
四
三
三
頁
）
 
 

天
下
は
天
照
大
神
の
天
下
で
あ
る
。
天
皇
の
位
が
隆
盛
な
る
こ
と
は
 
 

天
地
と
と
も
に
窮
ま
り
が
な
く
、
万
世
と
い
っ
て
も
な
お
一
日
の
よ
う
 
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
照
大
神
は
そ
の
支
配
す
る
天
下
を
天
皇
に
 
 

授
け
た
。
天
皇
は
天
照
大
神
か
ら
授
か
っ
た
天
下
を
功
績
を
挙
げ
た
臣
 
 

下
に
分
配
し
た
。
臣
下
は
天
皇
か
ら
分
か
っ
て
も
ら
っ
た
天
下
を
子
孫
 
 

に
相
続
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
系
統
を
逆
に
戻
せ
ば
、
子
孫
の
家
業
は
祖
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先
に
基
づ
き
、
祖
先
の
禄
位
は
天
皇
に
困
り
、
天
皇
の
天
下
は
天
照
大
 
 

神
に
帰
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
関
係
に
よ
れ
ば
、
父
 
 

子
の
親
が
篤
く
、
君
臣
の
義
は
明
ら
か
に
な
る
と
松
陰
は
考
え
て
い
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
松
陰
は
 
「
罪
臣
嘗
て
西
土
の
史
籍
を
読
み
、
其
の
国
を
亡
 
 

ぼ
し
家
を
放
る
を
観
る
に
、
大
抵
厨
君
暗
主
、
江
山
風
月
を
視
て
、
侮
 
 

っ
て
以
て
私
有
と
為
す
」
 
（
『
全
集
』
第
二
巻
、
四
三
三
頁
）
 
と
中
国
の
 
 

惟
史
に
お
け
る
、
君
主
が
国
を
亡
ぼ
し
家
を
破
る
原
因
を
人
間
の
私
欲
 
 

に
も
と
め
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
中
国
の
歴
史
に
お
け
る
君
主
が
滅
亡
す
る
原
因
を
人
間
の
 
 

私
欲
と
と
ら
え
る
松
陰
は
、
話
題
を
日
本
に
転
じ
、
次
の
よ
う
に
 
「
去
 
 

私
」
 
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
 
 

天
下
滴
々
と
し
て
、
倣
憎
暇
逸
し
、
江
山
風
月
を
以
て
私
有
と
 
 

為
し
、
復
た
日
神
の
嗣
の
何
物
た
る
か
を
知
ら
ず
。
庶
人
は
其
の
 
 
 

一
身
を
私
し
て
、
敢
へ
て
以
て
公
役
に
奉
せ
ず
。
士
夫
は
其
の
一
 
 

家
を
私
し
て
、
敢
へ
て
以
て
国
難
に
殉
ぜ
ず
。
而
し
て
諸
侯
は
其
 
 

の
一
国
を
私
し
て
、
敢
へ
て
以
て
王
事
に
勤
め
ず
。
苛
も
王
事
に
 
 

勤
め
ず
ん
ば
、
則
ち
蟹
宰
を
蓉
ひ
、
外
爽
秋
に
与
へ
、
敗
亡
之
れ
 
 

に
従
は
ん
。
乃
ち
江
山
と
風
月
と
、
其
の
自
ら
私
す
る
を
終
う
し
 
 

能
は
ぎ
る
や
亦
審
か
な
り
。
（
『
全
集
』
第
二
巻
、
四
三
四
頁
）
 
 

庶
民
は
私
心
が
あ
れ
ば
奉
公
を
し
な
い
、
武
士
は
私
心
が
あ
れ
ば
国
 
 

の
た
め
に
命
を
捧
げ
な
い
、
諸
侯
は
私
心
が
あ
れ
ば
天
子
に
仕
え
な
 
 

い
、
と
い
う
よ
う
な
状
態
は
最
終
的
に
は
滅
亡
を
招
来
す
る
し
か
な
い
 
 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
滅
亡
の
危
機
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
な
ら
 
 

ば
、
「
私
」
を
排
除
す
る
こ
と
を
最
優
先
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 
 

松
陰
は
説
い
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
 
「
去
私
」
 
と
い
う
論
理
は
ま
さ
に
松
陰
の
尊
王
撼
夷
論
を
 
 

支
え
る
核
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
、
生
に
対
す
る
欲
望
 
 

ほ
ど
大
き
な
欲
望
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
の
「
去
私
」
 
 

論
理
が
極
限
に
至
る
と
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
 
「
死
」
 
に
つ
な
が
 
 

る
。
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
松
陰
の
 
「
死
」
 
の
精
神
は
日
本
の
 
 

歴
史
を
弁
え
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ま
ず
日
本
国
民
 
 

と
し
て
、
己
が
所
属
す
る
日
本
民
族
の
歴
史
、
伝
統
を
正
確
に
理
解
し
 
 

な
け
れ
ば
、
個
人
の
生
死
を
捨
て
る
ま
で
の
覚
悟
乃
至
行
動
に
は
な
ら
 
 

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
主
体
性
を
「
去
私
」
に
も
と
め
、
 
 

そ
し
て
 
「
去
私
」
が
極
致
に
行
わ
れ
る
と
、
人
間
は
自
然
に
自
ら
の
身
 
 

命
を
顧
み
ず
に
行
動
す
る
。
松
陰
は
け
っ
し
て
尊
王
櫻
夷
と
い
う
標
語
 
 

だ
け
を
唱
え
る
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
は
常
に
死
の
覚
悟
で
さ
ま
ぎ
 
 

ま
な
尊
王
櫻
夷
の
事
業
を
決
行
し
た
志
士
で
あ
る
。
 
 

四
、
お
わ
り
に
 
 

以
上
、
水
戸
学
と
吉
田
松
陰
の
思
想
関
係
を
検
討
し
て
き
た
。
水
戸
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学
の
尊
王
摘
夷
論
は
儒
学
、
歴
史
、
神
道
と
い
う
三
要
素
に
よ
っ
て
形
 
 

成
さ
れ
る
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
は
執
政
者
の
視
座
に
立
っ
て
の
、
幕
滞
 
 

体
制
の
封
建
秩
序
を
擁
讃
し
よ
う
と
す
る
改
革
論
で
あ
る
。
国
学
が
儒
 
 

学
の
道
を
湛
意
と
し
て
猛
烈
に
批
判
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
 
 

本
の
神
話
を
信
奉
す
る
姿
勢
は
水
戸
学
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

も
ち
ろ
ん
、
「
弘
道
館
記
述
義
」
 
に
「
人
は
能
く
道
を
弘
め
る
」
と
あ
 
 

る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
水
戸
学
の
尊
王
摘
夷
に
は
人
間
の
主
体
的
な
行
 
 

い
を
重
ん
ず
る
見
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
そ
れ
は
上
位
 
 

か
ら
下
位
へ
の
視
座
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

松
陰
は
水
戸
学
と
の
進
通
に
よ
っ
て
日
本
の
歴
史
に
関
心
を
向
か
わ
 
 

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
の
歴
史
か
ら
過
去
の
既
存
を
学
ん
だ
松
陰
 
 

は
、
現
時
点
に
お
い
て
未
来
に
向
か
っ
て
新
た
な
歴
史
を
創
造
し
よ
う
 
 

と
し
た
。
彼
は
水
戸
学
の
尊
王
論
を
巧
み
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
 

倒
幕
の
思
想
を
形
成
し
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
個
人
の
主
体
的
な
営
 
 

為
に
よ
っ
て
尊
王
撼
夷
を
推
し
進
め
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
 
 

り
、
そ
れ
は
、
日
本
民
族
の
歴
史
を
理
解
し
た
上
で
 
「
去
私
」
を
最
大
 
 

限
ま
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
身
命
を
顧
み
ず
に
尊
撼
事
業
を
敢
 
 

行
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

水
戸
学
も
松
陰
も
主
体
的
に
過
去
の
歴
史
に
お
け
る
日
本
の
神
話
を
 
 

再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
日
本
が
直
面
し
て
い
る
雉
局
を
 
 

打
開
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
た
と
え
両
 
 

者
は
と
も
に
日
本
の
神
話
を
援
用
し
、
新
た
な
改
革
論
を
提
言
し
て
い
 
 

る
と
は
い
え
、
徹
頭
徹
尾
現
存
の
封
建
秩
序
を
再
強
化
し
よ
う
と
す
る
 
 

水
戸
学
の
現
状
胃
定
的
な
立
場
に
対
し
、
松
陰
は
当
時
の
武
家
政
権
と
 
 

し
て
の
幕
府
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
否
定
思
想
の
基
 
 

底
に
自
ら
を
否
定
す
る
、
「
諌
死
」
の
思
想
を
存
し
て
い
た
と
い
う
点
 
 

で
あ
る
。
実
際
、
勤
王
憎
黙
轟
と
の
論
争
で
松
陰
が
披
渡
し
た
 
「
罪
の
 
 

■
l
）
 
 

意
識
」
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
自
己
否
定
の
表
出
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
 
 

う
し
た
自
己
否
定
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
松
陰
が
「
江
風
山
月
書
楼
記
」
 
 

で
提
出
し
た
「
去
私
」
の
主
張
は
け
っ
し
て
他
者
だ
け
に
「
去
私
」
を
 
 

要
請
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
す
べ
て
の
原
点
は
自
ら
「
去
私
」
 
 

を
行
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

注
 
 

※
「
i
l
二
名
論
」
、
「
新
論
」
、
「
弘
道
舘
記
述
義
」
の
引
用
は
今
井
字
三
郎
・
瀬
谷
義
彦
・
 
 
 

尾
藤
正
英
校
注
『
水
戸
学
』
 
（
円
本
思
想
大
系
5
3
）
 
（
岩
波
書
店
、
一
九
ヒ
六
午
）
 
 
 

に
拠
る
。
「
及
門
迫
範
」
の
引
用
は
高
木
戚
助
校
訂
『
正
名
論
、
及
門
遇
範
、
弘
道
 
 
 

舘
記
述
兼
（
上
）
』
 
（
日
本
学
叢
書
第
八
巻
）
 
（
焼
山
胤
、
仙
九
三
八
牛
）
 
に
拠
る
。
 
 
 

「
流
麗
毘
霊
」
の
引
用
は
高
須
芳
次
郎
綱
『
骨
渾
正
志
集
』
（
水
戸
学
全
集
第
二
漏
〉
 
 
 

（
日
東
畜
院
、
一
九
三
三
年
）
 
に
拠
る
。
引
用
の
際
、
旧
禅
学
は
新
字
に
改
め
た
。
 
 
 

吉
田
松
陰
の
著
述
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
大
利
畜
腐
版
冒
口
田
松
陰
全
集
≡
初
 
 
 

版
）
 
に
拠
る
。
引
用
の
際
、
（
「
全
集
』
巻
号
、
頁
数
）
 
と
略
記
し
、
旧
博
学
は
新
 
 
 

字
に
改
め
た
。
 
 

（
1
）
 
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
源
了
聞
氏
は
こ
う
し
た
思
想
的
な
変
化
を
 
 

「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
解
釈
し
て
い
る
三
徳
川
思
想
小
史
』
中
央
公
論
 
 

新
祉
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
三
九
頁
）
。
和
辻
哲
郎
氏
（
『
日
本
倫
理
思
想
史
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（
下
）
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
六
八
八
貞
）
、
橋
川
文
二
一
氏
 
へ
「
忠
誠
意
 
 

識
の
変
客
」
 
¶
橋
川
文
∵
一
着
作
集
』
 
（
第
二
巻
）
所
収
、
筑
摩
苦
屑
、
．
九
八
 
 

五
年
、
八
三
日
）
 
は
勤
王
僧
猷
州
轟
と
の
論
争
か
ら
多
大
な
．
小
峻
を
受
け
た
松
 
 

陰
が
、
そ
れ
ま
で
の
堪
夷
を
目
的
と
す
る
蹄
王
論
か
ら
、
そ
れ
以
降
、
尊
t
 
 

を
目
的
と
す
る
懐
夷
論
へ
と
変
容
し
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
転
回
、
転
向
と
表
 
 

現
し
て
い
る
。
 
 

桐
原
健
真
「
吉
田
松
陰
に
お
け
る
「
転
回
」
－
水
戸
学
か
ら
同
学
ヘ
ー
」
（
『
歴
 
 

史
』
第
9
8
輯
所
収
、
東
北
史
学
会
、
二
〇
〇
二
隼
）
 
丘
○
～
い
】
∵
貝
、
参
昭
…
り
 
 

会
沢
正
志
斎
は
 
「
読
産
児
霊
」
 
に
お
い
て
 
「
人
倫
あ
る
こ
と
は
自
然
の
人
道
 
 

な
れ
ば
、
四
海
万
団
に
人
倫
な
き
団
あ
る
事
な
し
」
 
（
高
漬
芳
次
鄭
編
叩
倉
澤
 
 

正
志
築
山
 
（
水
戸
学
全
集
節
二
締
）
所
収
、
日
東
書
院
、
」
九
二
二
∴
牛
、
四
一
 
 

八
貞
）
 
と
論
述
し
て
い
る
。
 
 

松
陰
と
黙
森
と
の
論
争
を
分
析
す
れ
ば
、
松
陰
が
披
渡
し
た
罪
の
意
識
に
は
 
 

二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
 
山
 
つ
め
は
、
徳
川
幕
府
と
い
う
武
家
 
 

政
権
に
お
い
て
は
、
当
為
と
さ
れ
る
天
皇
 
（
皇
周
）
 
へ
の
尺
、
忠
が
欠
如
し
て
 
 

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
罪
で
あ
り
、
二
つ
め
は
、
本
来
あ
る
ま
じ
 
 

き
武
家
政
権
の
世
に
生
を
受
け
て
武
家
政
権
の
非
と
天
皇
親
政
の
足
を
自
慢
 
 

し
な
い
と
い
う
存
在
論
的
罪
で
あ
る
い
 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
吉
川
松
 
 

陰
の
実
践
的
思
想
」
 
（
『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
第
二
四
賢
所
収
、
筑
波
大
学
哲
 
 

学
・
思
想
学
会
、
二
〇
∩
エ
ハ
年
）
 
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

（
ち
ょ
う
・
い
そ
う
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
哲
学
・
思
想
専
攻
）
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