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子
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︱

些
か
舊き

う
ぶ
ん聞

に
屬ぞ

く

す
る
が
、
一
昨
年
十
二
月
六
日
附
の
產
經
新
聞
に
よ
れ
ば
、
文
藝
評
論
家
の
新
保
祐
司
が
さ
る
講
演
會
の
席

上
、「
明
治
の
精
神
の
偉
大
さ
は
江
戶
時
代
か
ら
の
武
士
衟
的
衟
德
觀
や
漢
詩
の
敎
養
と
い
つ
た
大
樹
を
守
り
つ
つ
、
西
洋
文

明
を
接
ぎ
木
し
て
い
つ
た
と
こ
ろ
」
に
あ
り
、
今
こ
そ
日
本
人
は
「
明
治
の
精
神
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
」
と
訴
へ
た
と
い
ふ
。

私
も
「
明
治
の
精
神
」
に
は
强
い
畏
敬
の
念
を
覺
え
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
覺
え
れ
ば
覺
え
る
程
、
途と

　て
つ轍

も
無
い
懸け

ん
か
く隔

を
も
意

識
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
新
保
の
や
う
に
、「
明
治
の
精
神
に
立
ち
返
」
れ
な
ど
と
氣
安
く
云
ふ
氣
に
は
た
う
て
い
な

れ
な
い
。

坂
口
安
吾
が
「
日
本
文
化
私
觀
」
に
于
て
、
仇
討
が
行
は
れ
た
武
士
の
時
代
が
終
つ
て
未
だ
七
八
十
年
し
か
經
た
な
い
の
に
、

日
本
人
に
と
つ
て
は
も
は
や
「
夢
の
中
の
物
語
」
だ
と
書
い
た
の
は
昭
和
十
七
年
の
昔
だ
が
、
平
成
二
十
二
年
の
今
、
武
士
の

時
代
は
更
に
遠
い
「
夢
の
中
の
物
語
」
で
し
か
な
い
。
す
な
は
ち
、「
武
士
衟
的
衟
德
觀
や
漢
詩
の
敎
養
と
い
つ
た
大
樹
」
は

と
う
の
昔
に
朽く

ち
果
て
て
を
り
、
さ
う
い
ふ
現
實
と
冷
靜
に
向
き
合
つ
た
ら
、
過
去
の
傳
統
を
甦

よ
み
が
へら
せ
る
事
の
絶
望
的
な
迄
の

困
難
に
ど
う
し
て
も
思
ひ
を
致
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
、
昨
今
、
新
保
に
限
ら
ず
、
明
治
の
日
本
人
に
や
れ

た
事
が
今
の
日
本
人
に
や
れ
な
い
筈
は
な
い
、
な
ど
と
宣

の
た
ま
ふ
類
の
氣
樂
な
言
論
が
餘
り
に
多
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
西
洋
と
い
ふ
他
者
が
あ
り
、
日
本
の
過
去
と
い
ふ
他
者
が
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
つ
い
て
も
自
他
の
區
別
の
曖
昧
な
議
論
が
多
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過
ぎ
る
」
と
、
過
日
、
我
が
師
の
松
原
正
早
稻
田
大
學
名
譽
敎
授
は
私
に
語
つ
た
が
、「
西
洋
と
い
ふ
他
者
」
を
め
ぐ
る
「
自

他
の
區
別
の
曖
昧
な
議
論
」
に
つ
い
て
は
、
い
づ
れ
稿
を
改
め
て
論

あ
げ
つ
らふ

事
に
す
る
。
こ
こ
で
私
が
專
ら
論
じ
た
い
の
は
、
武
士

衟
的
衟
德
觀
す
な
は
ち
「
士
魂
」
に
支
へ
ら
れ
た
過
去
の
日
本
人
と
現
在
の
我
々
と
を
隔へ

だ

て
る
斷
絶
に
つ
い
て
、
で
あ
る
。
森

鷗
外
は
「
興お

き

津つ

彌や

五ご

右ゑ
衛
門も

ん

の
遺
書
」
に
于
て
、「
功
利
の
念
」
を
超
え
る
「
尊
き
も
の
」
の
大
事
に
つ
い
て
語
つ
た
が
、
森

鷗
外
や
夏
目
漱
石
や
幸
田
露
伴
の
時
代
ま
で
は
確
實
に
存
在
し
て
ゐ
た
「
尊
き
も
の
」
へ
の
畏
敬
の
念
は
、
も
は
や
地
を
拂は

ら

つ

て
久
し
い
の
で
あ
り
、
そ
の
取
返
し
の
つ
か
ぬ
現
實
の
在
る
が
儘ま

ま

を
、
ま
づ
は
し
か
と
見
据
ゑ
た
議
論
で
な
け
れ
ば
、
全
て
は

セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
過
ぎ
な
い
と
云
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
が
云
つ
た
や
う
に
、「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン

タ
リ
ズ
ム
と
は
、
己
れ
が
本
當
に
感
じ
て
も
ゐ
な
い
感
情
を
己
れ
自
身
に
押
し
つ
け
る
事
」
だ
か
ら
だ
。

そ
の
種
の
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
婬い

ん

し
な
い
た
め
に
も
、「
自
他
の
區
別
の
曖
昧
な
議
論
」
は
極
力
斥
け
ね
ば
な
ら

ず
、「
明
治
の
精
神
」
と
平
成
の
我
々
と
の
相
違
を
峻
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
例
へ
ば
そ
の
一
つ
に
、
死
生
觀
の
決
定
的
な

相
違
が
あ
る
。
村
松
剛
は
「
死
の
日
本
文
學
史
」
に
于
て
、「
死
の
想
念
が
一
般
に
文
化
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
の
基
礎
に
は

あ
る
」
と
述
べ
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
如
き
を
作
つ
た
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
に
つ
い
て
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
が
語
つ
た
言
葉
、「
そ

れ
は
、
死
か
ら
何
も
の
か
を
奪
ひ
と
ら
う
と
す
る
人
間
の
行
為
で
あ
る
」
を
紹
介
し
て
ゐ
る
。
ま
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ

ナ
ー
は
「
言
語
と
沈
默
」
に
于
て
、「
偉
大
な
作
品
は
全
て
永
遠
を
求
め
る
根
强
い
欲
望
か
ら
生
れ
る
。
死
と
鬪
ふ
精
神
の
嚴

し
い
努
力
か
ら
、
創
造
に
よ
つ
て
時
間
を
超
越
し
よ
う
と
い
ふ
希
望
か
ら
生
れ
る
」
と
書
い
て
ゐ
る
。「
死
か
ら
何
も
の
か
を

奪
ひ
と
ら
う
と
す
る
」
意
志
、「
創
造
に
よ
つ
て
時
間
を
超
越
し
よ
う
と
い
ふ
希
望
」
は
、
洋
の
東
西
を
問
は
ず
、
生
け
る
文

化
の
活
力
の
源
泉
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
勿
論
、「
明
治
の
精
神
」
の
根
幹
を
も
成
し
て
ゐ
た
。
樋
口
一
葉
が
明
治
二
十
四

年
、
二
十
歲
の
頃
に
書
い
た
「
森
の
下
艸く

さ

」
と
い
ふ
一
文
を
見
て
も
そ
れ
が
知
れ
る
。
自
分
が
小
說
を
書
き
始
め
て
か
ら
一
年
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近
く
經
つ
た
が
、
さ
つ
ぱ
り
世
に
出
す
事
が
出
來
ず
、
餘
り
に
も
完
璧
を
望
む
か
ら
だ
と
て
家
族
の
者
か
ら
責
め
ら
れ
る
、
と

書
い
た
上
で
、
一
葉
は
か
う
續
け
る
。

我
れ
筆
と
る
と
い
ふ
名
あ
る
上
は
い
か
で
大
方
の
よ
の
人
の
ご
と
、
一
た
び
讀
ミ
さ
れ
ば
屑
籠
に
投
げ
い
ら
る
ゝ
も
の
ハ

得
書
く
ま
じ
。
人
情
浮
薄
に
て
、
今
日
喜
こ
ば
る
ゝ
も
の
あ
す
は
舍
ら
る
ゝ
の
よ
と
云
へ
ど
も
、
眞
情
に
訴
へ
眞
情
を
う
つ

さ
ば
、
一
葉
の
戲ぎ

著ち
よ

と
い
ふ
と
も
な
ど
か
は
價
の
あ
ら
ざ
る
べ
き
。
我
れ
は
錦き

ん

衣い

を
望
む
も
の
な
ら
ず
、
高た

か
ど
の殿

を
願
ふ
な
ら

ず
。
千せ

ん
ざ
い載

に
の
こ
さ
ん
名
、
一
時
の
為
に
、
え
や
ハ
汚
す
。
一
片
の
短
文
三
度
稿
を
か
へ
て
、
而
し
て
世
の
評
を
仰
が
ん
と

す
る
も
空
し
く
紙
筆
の
つ
ひ
え
に
終
ら
ば
、
犹
天
命
と
觀
ぜ
ん
の
み
。（
濁
點
留
守
）

一
葉
は
士
族
の
娘
と
し
て
の
誇
り
を
强
烈
に
具
へ
て
ゐ
て
、
幼
少
時
か
ら
英
雄
豪
傑
傳
を
好
み
、
天
下
國
家
へ
の
眞
劍
な
關

心
を
終
生
失
は
な
か
つ
た
と
い
ふ
が
、
彼
女
の
烈
々
た
る
「
士
魂
」
は
こ
の
一
文
に
も
如
實
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、「
千
載
に
の
こ
さ
ん
名
、
一
時
の
爲
に
、
え
や
ハ
汚
す
」
と
の
、「
筆
と
る
」
者
と
し
て
の
眞し

ん

摯し

な
覺
悟
を
、
二
十
歲
に
な

る
か
な
ら
ぬ
か
の
娘
が
か
う
い
ふ
見
事
な
文
章
で
披ひ

瀝れ
き

し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、「
一
た
び
讀
ミ
さ
れ
ば
屑
籠
に
投
げ
い
ら
る
る

も
の
」
ば
か
り
が
氾
濫
す
る
平
成
の
御み

よ世
か
ら
見
る
と
、
正
に
「
夢
の
中
の
物
語
」
と
し
か
思
へ
な
い
。

一
葉
を
逸い

ち
は
や早
く
評
價
し
た
幸
田
露
伴
も
、「
時
間
を
超
越
し
よ
う
と
い
ふ
希
望
」
を
强
烈
に
具
へ
て
ゐ
た
。
明
治
二
十
二

年
、
露
伴
が
や
は
り
二
十
歲
過
ぎ
の
若
さ
で
書
い
た
「
猿
小
言
」
と
い
ふ
痛
快
な
一
文
が
あ
る
。「
阿あ

世せ
い

」
の
風
潮
が
は
び
こ

つ
て
、
實
は
世
に
阿

お
も
ね
つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
手
合
が
、「
輿よ

論ろ
ん

に
從
ひ
、
世
に
伴
ふ
と
云
へ
ば
好
き
や
う
に
聞
こ
ゆ
る
ま
ま
、
知

ら
ず
知
ら
ず
己
を
枉ま

げ
時
に
媚こ

び
て
」
ゐ
る
世
間
の
有
樣
が
甚
だ
面
白
く
な
い
、
と
い
ふ
の
が
そ
の
主
旨
で
、
そ
こ
に
露
伴
は
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か
う
書
い
て
ゐ
る
。

政
治
は
一
世
に
對
す
る
者
に
て
、
學
問
藝
術
は
一
世
に
對
す
る
者
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
政
治
は
一
國
の
形
勢
に
應
じ
一
世

の
輿
論
を
用
ゐ
て
取
り
行
へ
ば
、
ま
づ
ま
づ
宜
し
き
者
な
る
べ
し
。（
中
略
）
學
問
藝
術
上
に
は
輿
論
は
元
來
三
文
の
價
値
な

し
。
無
窮
の
時
間
の
其
中
の
一
世
の
輿
論
な
ん
ぞ
と
い
ふ
は
、
千
畳
敷
の
座
敷
の
中
に
一
匹
の
蚊
の
鳴
く
よ
り
も
耳
に
さ
は
ら
ぬ
事

ぞ
か
し
。（
中
略
）
夫そ

れ
學
問
藝
術
は
い
ふ
ま
で
も
無
く
一
世
に
限
ら
ず
萬
世
に
亙わ
た

り
、
一
國
に
限
ら
ず
萬
國
に
通
ず
る
眞
理
を
相
手

に
取
る
者
な
れ
ば
、
世
擧こ

ぞ

ツ
て
批
難
す
れ
ど
も
ガ
リ
レ
オ
一
步
も
讓
ら
ず
、
世
擧
ツ
て
珍
重
す
れ
ど
も
馬
琴
洒
落
本
を
書
か
ず
、（
後

略
）

露
伴
は
「
三
文
の
價
値
な
」
き
「
一
世
の
輿
論
」
な
ん
ぞ
に
つ
ゆ
煩
は
さ
れ
る
事
な
く
、「
一
世
に
限
ら
ず
萬
世
に
亙
り
、

一
國
に
限
ら
ず
萬
國
に
通
ず
る
眞
理
を
相
手
に
取
る
」
學
問
藝
術
の
世
界
に
終
生
游
ん
だ
文
人
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
彼
は
馬

琴
を
敬
愛
し
た
。
花
柳
界
を
描
く
風
俗
小
說
た
る
「
洒
落
本
」
を
書
い
て
荒
稼
ぎ
す
る
同
時
代
の
作
者
逹
に
、
馬
琴
が
決
し
て

同
調
し
よ
う
と
し
な
か
つ
た
か
ら
だ
。
露
伴
の
「
曲
亭
馬
琴
」
と
題
す
る
一
文
に
よ
れ
ば
、
洒
落
本
作
者
は
「
時
代
と
竝
行

線
を
描
い
」
て
ゐ
て
、「
時
代
の
流
れ
と
共
に
流
れ
漂
つ
て
ゐ
た
」
輩
に
過
ぎ
な
い
が
、
馬
琴
は
「
時
代
と
直
角
に
交
叉
し
」

て
、
孤
立
を
恐
れ
ず
、
己
れ
の
「
感
情
思
想
趣
味
を
以
て
實
社
會
を
批
判
し
」
た
稀
有
な
る
作
家
な
の
で
あ
つ
た
。「
筆
と
る
」

者
と
し
て
、「
時
代
と
直
角
に
交
叉
」
す
る
生
き
方
を
し
た
い
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
露
伴
そ
の
人
の
素そ

し志
で
も
あ
つ
た
。

一
葉
の
父
親
は
幕
末
に
士
分
の
株
を
買
つ
て
八
丁
堀
同
心
に
な
つ
た
の
だ
か
ら
、
成
り
上
り
の
下
級
士
族
で
し
か
な
い
が
、

そ
れ
で
も
一
葉
に
と
つ
て
、
士
族
の
娘
と
し
て
の
誇
り
は
大
き
な
心
の
支
へ
だ
つ
た
。
露
伴
は
一
葉
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
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格
式
の
高
い
幕
臣
の
子
で
、
壯
年
時
代
、
よ
く
諸も

ろ
は
だ肌

を
脫
い
で
眞
劍
の
素
振
り
を
や
つ
て
ゐ
た
と
、
娘
の
幸
田
文
が
書
い
て
ゐ

る
。
士
農
工
商
の
四
民
の
別
は
固
よ
り
、
士
族
と
平
民
の
區
別
も
と
う
の
昔
に
無
く
な
つ
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
自
明
の
理
と

し
て
疑
は
れ
な
い
今
、
士
族
の
誇
り
な
ど
と
云
つ
て
も
大
方
の
世
人
に
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
し
か
思
へ
ま
い
。
が
、
個
人
と

し
て
の
生
死
を
超
越
し
て
、
一
世
一
時
を
超
え
る
「
尊
き
も
の
」
を
眞
劍
に
冀

こ
ひ
ね
がふ

露
伴
や
一
葉
の
志
の
高
さ
と
、
平
等
が
當
り

前
で
な
い
時
代
の
日
本
に
二
人
が
生
き
た
と
い
ふ
事
實
と
を
切
り
離
し
て
考
へ
る
事
は
出
來
な
い
。

幕
末
維
新
朞
の
日
本
人
と
し
て
今
も
極
め
て
人
氣
の
高
い
、「
士
魂
」
の
塊
と
も
云
ふ
べ
き
吉
田
松
陰
に
つ
い
て
考

へ
る
時
、
取
り
分
け
そ
の
感
を
私
は
强
く
す
る
。
河
上
徹
太
郞
が
「
吉
田
松
陰
」
に
書
い
て
ゐ
る
や
う
に
、
四
民
の

上
に
立
つ
武
士
は
「
人
倫
衟
德
の
龜き

鑑か
ん

で
あ
り
、
そ
の
監
督
者
」
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
、
山
鹿
素
行
以
來
の
武
士

た
る
者
と
し
て
の
信
念
は
、
山
鹿
流
兵
學
を
家
學
と
し
た
後
代
の
忠
實
な
弟
子
松
陰
に
よ
つ
て
、「
謙
遜
か
つ
純
洁
に

守
ら
れ
て
ゆ
く
」
の
で
あ
つ
て
、
彼
の
類
稀
な
る
「
人
格
の
美
し
さ
」
と
、
そ
の
前
近
代
的
な
「
階
級
的
良
心
」
と
は

切
つ
て
も
切
り
離
せ
ぬ
關
係
に
あ
つ
た
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
松
陰
が
「
死
か
ら
何
も
の
か
を
奪
ひ
と
ら
う
」
と
し
た
時
、
そ

れ
が
「
大
忠
」
に
命
を
賭
け
る
事
に
よ
つ
て
で
あ
つ
た
と
い
ふ
の
は
、
い
か
に
も
彼
に
ふ
さ
は
し
い
。
主
著
「
講
孟

餘
話
」
に
松
陰
は
書
い
て
ゐ
る
。
主
君
を
諫い

さ

め
て
、
頸く

び

を
刎は

ね
ら
れ
た
り
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
た
り
し
た
ら
、「
其
身
に

于
て
功
業
名
譽
な
き
如
く
な
れ
ど
も
」、
さ
う
で
は
な
い
、「
千
百
歲
へ
か
け
て
其
忠
た
る
、
豈あ

に

擧
げ
て
數
ふ
べ
け
ん

や
」。
千
年
百
年
に
亙
つ
て
そ
の
行
動
が
忠
で
あ
る
と
い
ふ
事
、
そ
れ
は
計
り
知
れ
ぬ
名
譽
で
は
な
い
か
。
さ
れ
ば
「
是

を
大
忠
と
云
ふ
な
り
」。
松
陰
が
「
諸
友
ハ
功
業
ヲ
ナ
ス
ツ
モ
リ
、
僕
ハ
忠
義
ヲ
ス
ル
ツ
モ
リ
」
と
云
つ
て
、
高
杉
晋

作
ら
弟
子
逹
を
嚴
し
く
窘

た
し
な
めめ
た
話
は
有
名
だ
が
、「
忠
義
ヲ
ス
ル
ツ
モ
リ
」
の
覺
悟
で
三
十
年
の
短
い
生
涯
を
驅
け
拔

け
た
彼
は
、
最
後
、「
呼
び
出
し
の
聲
待
つ
他
に
今
の
世
に
、
待
つ
べ
き
事
の
な
か
り
け
る
か
な
」
と
牢
獄
で
詠よ

ん
で
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處
刑
場
に
赴
き
、
威
儀
を
正
し
、
洟は

な

を
か
み
、
獄
吏
に
「
御
苦
勞
樣
」
と
云
つ
て
、
頸
を
刎
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

大お
さ
ら
ぎ佛

次
郞
は
「
天
皇
の
世
紀
」
に
于
て
、
松
陰
は
「
倫
理
的
に
高
貴
な
時
代
に
日
本
が
ま
だ
在
つ
た
」
頃
の
日
本
人
だ
と
書

い
て
ゐ
る
が
、
私
も
つ
く
づ
く
さ
う
思
ふ
。
彼
も
ま
た
紛
れ
も
な
く
「
時
代
の
兒
」
な
の
で
あ
つ
て
、
河
上
の
云
ふ
や
う
に
、

さ
う
い
ふ
松
陰
を
無
理
矢
理
「
近
代
的
鑄い

型が
た

に
嵌は

め

込こ

」
ま
う
と
し
て
も
意
味
は
な
い
。
松
陰
の
「
人
格
の
美
し
さ
」
を
證あ

か

す
一

節
を
、
や
は
り
「
講
孟
餘
話
」
か
ら
引
か
う
。
孟
子
が
籘
と
い
ふ
國
の
世せ

い

嗣し

の
文
公
を
敎
へ
諭さ

と

す
た
め
に
引
い
た
「
書
經
」
中

の
文
言
、「
若も

し
藥
瞑め

ん
げ
ん眩

せ
ず
ん
ば
、
そ
の
疾

や
ま
ひ

癒い

え
ず
」
に
つ
い
て
、「
此
の
言
、
實
に
是
吾
輩
の
良
藥
是
に
過
る
こ
と
な
し
」

と
松
陰
は
云
ふ
。
飮
ん
で
眩め

ま
ひ暈

を
覺
え
る
程
强
い
藥
で
な
け
れ
ば
、
病
氣
を
癒
す
事
は
出
來
な
い
と
い
ふ
意
味
の
こ
の
言
葉

を
、
孟
子
は
、
尋
常
な
ら
ざ
る
覺
悟
を
も
つ
て
國
政
に
當
る
の
で
な
け
れ
ば
、
籘
の
如
き
小
國
を
守
り
治
め
て
行
く
の
は
到
底

不
可
能
だ
、
と
い
ふ
意
味
で
用
ゐ
た
の
だ
が
、
松
陰
は
こ
れ
を
、
高
い
志
を
立
て
た
己
れ
に
嚴
し
い
自
己
反
省
を
迫
る
「
良

藥
」
と
解
釋
し
た
。
ま
づ
、
彼
は
云
ふ
。

今
、
常
人
の
通
情
を
察
す
る
に
、
善
を
好
み
惡
を
憎
む
は
固
よ
り
な
れ
ど
も
、
大
抵
十
人
竝
の
人
な
ら
ん
と
思
ふ
迄
に

て
、
百
人
・
千
人
・
萬
人
に
傑
出
せ
ん
と
思
ふ
者
更
に
少
し
。

し
か
る
に
、
孟
子
は
小
國
の
世
嗣
に
向
つ
て
、
堯
・
舜
や
週
の
文
王
の
如
く
、
萬ば

ん
せ
い世
に
傑
出
し
た
君
主
を
師
と
す
る
覺
悟
を

持
て
、
と
諭
し
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
こ
そ
は
正
に
、
眞
に
志
を
持
つ
者
な
ら
ば
、「
常
人
の
通
情
」
を
大だ

い
た
ん膽
に
乘
り
超
え
、

眩
暈
を
覺
え
る
程
の
强
い
藥
を
飮
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
云
つ
て
ゐ
る
に
等
し
い
。
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然
れ
ど
も
、
常
人
の
情
と
し
て
、
自
ら
行
ふ
こ
と
を
勤
め
ず
、
好
み
て
無む

當た
う

の
大た

い
げ
ん言

を
な
し
、
圣
人
と
な
る
も
、
善
國
と

な
す
も
、
茶
漬
け
を
⻝
ふ
如
く
に
言
ふ
者
多
し
。
ま
た
い
づ
く
ん
ぞ
此
藥
の
瞑
眩
を
知
る
こ
と
を
得
ん
や
。

折
角
高
い
志
を
立
て
た
の
に
、
自
ら
本
氣
で
實
踐
し
よ
う
と
い
ふ
覺
悟
も
な
く
、
當
に
も
な
ら
ぬ
勝
手
な
熱
を
吹
く
だ
け

で
、
圣
人
と
な
る
事
も
、
善
國
を
作
る
事
も
、
茶
漬
け
で
も
⻝
ふ
や
う
に
氣
安
く
語
る
者
が
多
い
が
、
さ
う
い
ふ
手
合
に
は
、

大
事
業
の
大
事
業
た
る
ゆ
ゑ
ん
、
そ
の
途
方
も
無
い
困
難
が
さ
つ
ぱ
り
解
つ
て
ゐ
な
い
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
さ

う
し
て
「
常
人
の
通
情
」
を
嚴
し
く
難
じ
た
松
陰
は
、
續
け
て
す
ぐ
に
か
う
書
く
。

吾
輩
自
ら
反
し
て
是
を
思
ふ
時
は
、
汗か

ん
ぱ
い
た
ん
め
ん

背
赧
面
自
ら
容い

る
る
所
な
し
。
是
れ
、
實
に
吾
輩
の
良
藥
な
る
か
な
。

そ
れ
な
ら
こ
の
自
分
は
ど
う
か
と
、
自
ら
を
反
省
し
て
み
る
と
、
思
は
ず
背
中
に
汗
が
流
れ
、
顏
が
赤
く
な
つ
て
、
羞
恥
心

で
身
の
置
き
所
も
無
い
。
さ
う
い
ふ
嚴
し
い
自
己
反
省
を
迫
る
か
ら
こ
そ
、「
是
れ
、
實
に
吾
輩
の
良
藥
な
る
か
な
」、
さ
う
松

陰
は
結
ぶ
の
で
あ
る
。

「
眞
に
衟
德
的
な
の
は
自
己
批
判
」
だ
と
ト
マ
ス
・
マ
ン
は
云
つ
た
が
、
松
陰
の
文
章
を
讀
ん
で
屢
々
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の

は
、
彼
の
「
自
己
批
判
」
の
眞
摯
で
あ
る
。
修
身
齊
家
治
國
平
天
下
と
い
ふ
が
、
松
陰
の
場
合
に
は
「
修
身
」
が
、
個
人
と
し

て
眞
劍
に
己
が
身
を
修
め
る
努
力
が
、
何
よ
り
も
ま
づ
重
ん
じ
ら
れ
る
。
自
分
は
本
氣
で
、「
自
ら
行
ふ
こ
と
を
勤
め
」
て
ゐ

る
か
。「
好
み
て
無
當
の
大
言
を
な
し
」
て
は
ゐ
な
い
か
、
彼
は
常
に
自
ら
の
心
に
さ
う
問
ひ
か
け
た
。
さ
う
い
ふ
彼
が
今
の

世
に
在
つ
た
な
ら
ば
、「
明
治
の
精
神
に
立
ち
返
れ
」
な
ど
と
い
ふ
「
無
當
の
大
言
」
を
、「
茶
漬
け
を
⻝
ふ
如
く
に
言
ふ
者
」
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を
嚴
し
く
窘

た
し
な

め
た
に
相
違
な
い
。

松
陰
と
同
じ
く
、
松
下
村
塾
の
創
設
者
玉
木
文
之
進
に
師
事
し
た
乃
木
希
典
も
、「
倫
理
的
に
高
貴
な
時
代
」
を
本
氣
で
生

き
拔
い
た
明
治
人
で
あ
つ
た
。
平
成
十
八
年
九
月
、
東
京
の
港
區
政
六
十
週
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
赤
坂
の
舊
乃
木
邸

が
一
般
公
開
さ
れ
、
私
も
見
學
に
行
つ
た
が
、
二
階
南
側
に
乃
木
夫
妻
が
自
害
し
た
座
敷
が
あ
り
、
廊
下
を
挾
ん
で
北
側
に
夫

人
の
部
屋
が
あ
つ
て
、
そ
こ
の
鴨か

も

居ゐ

に
松
陰
の
「
士
規
七
則
」
を
記
し
た
額
が
揭
げ
ら
れ
、
自
害
の
現
場
を
見
下
ろ
し
て
ゐ

た
。「
凡
そ
生
れ
て
人
た
ら
ば
、
宜
し
く
人
の
禽き

ん
じ
う獸

に
異
る
所
以
を
知
る
べ
し
」
で
始
ま
る
「
士
規
七
則
」
に
は
松
陰
の
士
衟

觀
が
凝
縮
さ
れ
て
を
り
、
乃
木
は
師
の
玉
木
か
ら
松
陰
自
筆
の
草
稿
を
送
ら
れ
、
肌
身
離
さ
ず
所
持
し
て
ゐ
た
が
、
西
南
の
役

で
從
軍
中
に
紛
失
し
た
と
い
ふ
か
ら
、
乃
木
邸
の
そ
れ
は
勿
論
寫
し
で
あ
る
。
乃
木
自
身
、
松
陰
の
訓
戒
が
自
分
に
と
つ
て

「
心
魂
に
徹
し
て
忘
る
る
能
は
ざ
る
所
」
だ
と
、
明
治
四
十
一
年
、「
松
陰
先
生
の
思
ひ
出
」
と
い
ふ
一
文
に
記
し
て
ゐ
る
が
、

鴨
居
の
額
と
乃
木
夫
妻
の
自
害
の
現
場
と
を
交
互
に
眺
め
や
り
な
が
ら
、
私
は
松
陰
や
乃
木
に
共
通
す
る
「
士
魂
」
と
、
平
成

の
我
々
日
本
人
の
「
無
魂
」
と
を
隔
て
る
天
文
學
的
距
離
に
思
ひ
を
致
さ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。

「
宗
敎
性
と
は
絶
對
的
關
心
事
に
絶
對
的
に
關
は
る
事
」
だ
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
云
つ
た
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
つ
て
の

「
絶
對
的
關
心
事
」
と
は
、
云
ふ
迄
も
な
く
キ
リ
ス
ト
敎
信
仰
に
ま
つ
は
る
事
柄
だ
か
ら
、
我
々
日
本
人
と
は
無
緣
だ
が
、
松

陰
や
乃
木
の
生
涯
を
辿
つ
て
み
る
と
、
彼
等
な
り
に
「
絶
對
的
關
心
事
に
絶
對
的
に
關
は
」
ら
う
と
し
た
と
云
つ
て
差
し
支
へ

な
い
や
う
に
思
ふ
。
か
つ
て
小
林
秀
雄
が
乃
木
大
將
に
つ
い
て
、「
明
治
が
生
ん
だ
一
番
純
粹
な
痛
烈
な
理
想
家
の
典
型
」
と

評
し
た
の
も
、
個
人
の
生
死
を
超
え
る
「
尊
き
も
の
」
に
「
絶
對
的
に
關
は
」
ら
う
と
し
た
乃
木
の
愚
直
な
直ひ

た

向む

き
さ
に
打
た

れ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

け
れ
ど
も
、
松
陰
も
乃
木
も
い
か
に
も
舊ふ

る

い
。
乃
木
は
學
習
院
長
だ
つ
た
頃
、「
乃
木
式
」
な
る
ス
パ
ル
タ
敎
育
を
强
制
し
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て
、
後
に
白
樺
派
作
家
と
し
て
活
躍
す
る
新
し
が
り
屋
の
學
生
逹
に
嫌
は
れ
、
殉
死
の
際
に
も
、
志
賀
直
哉
や
武
者
小
路
實
篤

ら
に
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
嗤わ

ら

は
れ
る
が
、「
西
歐
の
衝
撃
と
日
本
」
に
平
川
祐
弘
が
書
い
て
ゐ
る
や
う
に
、
松
陰
が
乃
木
と
同

じ
く
明
治
末
年
ま
で
生
き
永
ら
へ
て
ゐ
た
ら
、「
反
抗
を
事
と
す
る
學
生
た
ち
の
嘲
笑
を
浴
び
ず
に
す
ん
だ
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
」
と
私
も
思
ふ
。
何
し
ろ
、
松
陰
は
宗
門
改
め
の
蹈
繪
を
「
良
法
」
と
信
じ
て
疑
は
な
か
つ
た
男
で
あ
る
。
水
戶
學
系
の

尊
皇
攘
夷
思
想
に
傾
倒
し
て
ゐ
た
彼
に
と
つ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
恐
怖
と
憎
惡
の
對
象
で
し
か
な
か
つ
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、

安
政
四
年
、
幕
府
が
列
强
の
壓あ

つ

力り
よ
くに

押
さ
れ
蹈
繪
を
廢
止
し
た
の
を
知
つ
て
、
憤
懣
や
る
か
た
な
く
、「
時
勢
論
」
に
か
う
書

い
た
。二

百
年
來
德
川
家
第
一
嚴
禁
な
る
天
主
敎
を
も
許
し
、
繪
蹈
の
良
法
を
改
除
し
、
他
日
の
患か

ん
が
い害

已す
で

に
目
前
に
備
は
れ
り
。

し
か
る
に
、
幕
府
が
「
外が

い

夷い

の
援
」
を
頼
め
ば
、
二
百
六
十
諸
侯
は
「
天
下
國
家
の
事
務
に
迂う

闊か
つ

に
し
て
、
殊
に
身
家
を
顧

み
時
勢
に
媚び

諂て
ん

」
す
る
爲

て
い
た
ら
く體
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
其そ

の
す
ゑ末
は
外
夷
の
屬ぞ

く
こ
く國
と
相
成
り
」、
國
は
滅
ぶ
し
か
な
い
と
、
松
陰
は
切せ

つ
し齒

扼や
く
わ
ん腕
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
村
松
剛
が
木
戶
孝
允
傳
「
醒
め
た
炎
」
に
書
い
た
や
う
に
、「
無
私
の
情
熱
に
生
き
た
」
松
陰
が

「
キ
リ
シ
タ
ン
に
た
い
し
て
抱
き
つ
づ
け
た
戰
慄
の
思
ひ
を
、
現
代
の
日
本
人
の
平
均
的
常
識
に
よ
つ
て
理
解
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
ら
う
」。

乃
木
に
し
て
も
同
樣
で
あ
る
。
諳
殺
さ
れ
た
伊
籘
愽
文
の
葬
列
に
從
つ
て
步
み
つ
つ
、「
大
き
な
聲
で
は
云
へ
な
い
が
、
伊

籘
侯
は
よ
い
死
場
所
を
み
つ
け
ら
れ
た
」
と
、
傍
に
ゐ
た
者
に
彼
は
呟
い
た
と
い
ふ
が
、
乃
木
に
と
つ
て
武
人
と
し
て
の
最
高

の
名
譽
は
、
戰
國
時
代
の
古
武
士
さ
な
が
ら
、「
よ
い
死
場
所
」
を
見
つ
け
る
事
以
外
に
は
無
か
つ
た
。
明
治
十
年
の
西
南
戰
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爭
に
于
け
る
不
名
譽
な
軍
旗
喪
失
事
件
以
來
、
彼
は
「
よ
い
死
場
所
」
を
必
死
に
探
し
求
め
、
明
治
天
皇
が
崩ほ

う
ぎ
よ御

し
た
時
、
や

う
や
く
そ
れ
を
見
出
し
た
譯
だ
が
、
さ
う
し
て
死し

處し
よ

を
生
涯
求
め
續
け
た
乃
木
の
「
士
魂
」
を
、「
現
代
の
日
本
人
の
平
均
的

常
識
に
よ
つ
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ら
う
」。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
松
陰
や
乃
木
の
「
無
私
の
情
熱
」
の
美
し
さ
も
、
一
葉
や
露
伴
の
「
筆
と
る
」
者
の
志
の
高
さ
も
、

西
洋
の
近
代
思
想
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
彼
等
の
舊ふ

る

さ
と
密
接
不
可
分
の
關
係
に
あ
り
、「
現
代
の
日
本
人
」
た
る
我
々
に
お

い
そ
れ
と
眞
似
の
出
來
る
や
う
な
代
物
で
は
な
い
。
し
か
も
、「
死
か
ら
何
物
か
を
奪
ひ
と
ら
う
」
と
す
る
彼
等
の
眞
摯
な
志

は
、
彼
等
の
文
章
が
如
實
に
示
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
見
事
な
漢
文
脉
の
文
體
に
よ
つ
て
支
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
す
な
は
ち
、
彼
等

の
「
士
魂
」
は
新
保
の
云
ふ
「
漢
詩
の
敎
養
と
い
つ
た
大
樹
」
に
支
へ
ら
れ
て
ゐ
た
譯
だ
が
、
そ
の
點
か
ら
考
へ
て
も
、「
明

治
の
精
神
に
立
ち
返
」
る
事
の
非
常
な
困
難
を
私
は
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
漢
文
脉
を
自
在
に
驅く

し使
し
得
た
明
治
人
の
眞
正

の
敎
養
と
、
我
々
現
代
人
の
そ
れ
と
の
途
轍
も
な
い
隔
り
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
も
思
ひ
を
繞め

ぐ

ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。

そ
の
點
、
齋
籘
希
史
の
「
漢
文
脉
と
近
代
日
本
」
に
于
け
る
指
摘
は
興
味
深
い
。
齋
籘
に
よ
れ
ば
、
日
本
近
世
に
于
け
る
漢

文
の
普
乁
は
日
本
人
の
「
士
人
的
エ
ト
ス
も
し
く
は
士
人
意
識
」
を
養
ふ
方
向
に
大
き
く
寄き

よ與
し
た
と
い
ふ
。
と
云
ふ
の
も
、

日
本
に
于
て
は
漢
文
こ
そ
が
「
天
下
國
家
を
論
じ
る
に
ふ
さ
は
し
い
文
體
」
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
「
天
下
國
家
を
語
る

枠
組
み
自
體
が
提
供
さ
れ
な
か
つ
た
」
か
ら
だ
が
、
漢
文
の
讀
み
書
き
に
熟
逹
す
る
に
は
字じ

面づ
ら

だ
け
を
眞
似
て
も
限
界
が
あ
つ

て
、
漢
文
に
表
現
さ
れ
た
士
人
と
し
て
の
意
識
に
同
化
す
る
や
う
努
め
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
う
し
て
士し

大た
い

夫ふ

の
詩
文
を
懸
命
に
眞

似
る
努
力
を
重
ね
て
ゐ
る
う
ち
に
、
學
ぶ
者
の
「
心
の
構
へ
」
ま
で
が
變
化
す
る
に
至
つ
た
。「
文
體
は
文
體
に
止
ま
る
も
の

で
は
な
」
く
、「
思
考
の
問
題
と
文
體
の
問
題
は
切
り
離
し
て
論
じ
ら
れ
」
な
い
か
ら
で
あ
つ
て
、
詰
る
所
、
漢
文
で
讀
み
書

き
す
る
事
は
、「
衟
理
と
天
下
を
背
負
つ
て
し
ま
ふ
」
事
に
等
し
か
つ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
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し
か
る
に
、
さ
う
し
て
「
士
人
的
エ
ト
ス
も
し
く
は
士
人
意
識
」
に
支
へ
ら
れ
た
志
士
逹
が
幕
末
の
閉
塞
狀
況
を
切
り
開
い

て
日
本
近
代
を
用
意
し
た
後
、
明
治
以
降
の
近
代
化
は
、
今
度
は
「
實
用
と
い
ふ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
下
、「
漢
詩
文
的
な
る

も
の
か
ら
離
脫
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
も
し
く
は
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
挌
鬪
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
成
立
し
た
」
の
で
あ
つ
て
、
現
代
の
我
々
も
そ
の
延
長
線
上
に
ゐ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
齋
籘
は
云
ふ
。
詰
り
、

近
代
化
を
推
進
す
べ
く
、
我
々
日
本
人
は
漢
文
脉
も
ろ
と
も
「
漢
文
が
内
麭
し
て
ゐ
た
士
大
夫
の
エ
ト
ス
」
を
も
抛は

ふ

り
舍
て
て

來
た
譯
だ
が
、
さ
う
い
ふ
近
代
日
本
の
趨す

う
せ
い勢

を
、
自
ら
「
士
大
夫
の
エ
ト
ス
」
を
豐
か
に
具
へ
た
漱
石
は
ど
う
見
て
ゐ
た
か
。

明
治
三
十
四
年
、
彼
は
覺
書
に
か
う
書
い
た
。

英
語
を
習
つ
て
英
書
よ
り
受
く
るC
ulture

を
得
る
ま
で
に
は
讀
み
こ
な
せ
ず
、
去
り
と
て
英
書
以
外
の
カ
ル
チ
ュ
ア
ー

（
漢
籍
和
書
よ
り
來
る
）
は
毛
頭
な
し
。
か
か
る
人
は
善
惡
を
も
辨
ぜ
ず
德
義
の
何
物
た
る
を
も
解
せ
ず
、
た
だ
そ
の
衟
々
に
て

器
械
的
に
國
家
の
用
に
立
つ
の
み
。
毫
も
國
民
の
品
位
を
高
む
る
に
足
ら
ざ
る
の
み
か
器
械
的
に
役
立
つ
と
同
時
に
一
方
に

は
國
家
を
打
ち
崩
し
つ
つ
あ
り
。

「
英
語
を
習
つ
て
英
書
よ
り
受
く
るC

ulture

を
得
る
ま
で
に
は
讀
み
こ
な
せ
」
な
い
日
本
人
は
、
昔
も
今
も
わ
ん
さ
と
ゐ
る

が
、
昔
と
今
と
決
定
的
に
違
ふ
の
は
、
か
つ
て
は
漱
石
や
鷗
外
や
露
伴
の
や
う
に
、「
漢
籍
和
書
よ
り
來
る
」
自
前
の
豐
か
な

敎
養
に
支
へ
ら
れ
、「
衟
理
と
天
下
を
背
負
」
つ
て
物
事
を
考
へ
、
本
氣
で
「
時
代
と
直
角
に
交
叉
す
る
」
事
を
も
辭
さ
ぬ
日

本
人
が
存
在
し
た
と
い
ふ
事
實
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
今
や
我
々
は
、「
德
義
の
何
物
た
る
」
は
疎お

ろ

か
、「
器
械
的
に
國
家
の
用

に
立
つ
」
事
さ
へ
殆
ど
考
へ
な
く
な
つ
た
。
昭
和
の
敗
戰
に
よ
つ
て
國
家
意
識
が
闇
雲
に
否
定
さ
れ
た
結
果
、
今
、
我
々
が
考
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へ
る
の
は
、
專
ら
己
れ
の
「
用
に
立
つ
」
事
で
し
か
な
い
か
ら
、
敗
戰
か
ら
六
十
年
以
上
も
經
つ
て
、「
國
家
の
品
格
」
な
る

駄
本
は
賣
れ
捲ま

く

つ
て
も
、
こ
の
國
に
は
未
だ
に
國
軍
が
存
在
し
な
い
し
、
國
民
の
大
多
數
が
そ
の
必
要
さ
へ
自
覺
し
て
ゐ
な

い
。
や
は
り
、「
明
治
の
精
神
」
と
の
距
離
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
ま
た
、
明
治
に
于
け
る
漢
文
脉
の
「
否
定
」
に
加
へ
て
、
昭
和
の
敗
戰
後
の
國
語
改
革
と
稱
す
る
國
語
破
壞
の
暴
擧

が
傳
統
文
化
と
の
斷
絶
に
更
に
拍
車
を
か
け
る
に
至
り
、
現
代
の
我
々
は
そ
の
延
長
線
上
に
ゐ
る
事
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
福
田
恆
存
は
書
い
て
ゐ
る
。

か
う
し
て
⺇
多
の
先
學
の
血
の
滲に

じ

む
や
う
な
苦
心
努
力
に
よ
つ
て
守
ら
れ
て
來
た
正
統
表
記
が
、
戰
後
蒼さ

う
く
わ
う

惶
の
間
、
人
々

の
關
心
が
衣
⻝
の
こ
と
に
か
か
づ
ら
ひ
、
他
を
顧
み
る
餘
裕
の
な
い
隙
に
乘
じ
て
、
遽

あ
わ
た
だし

く
覆

く
つ
が
へさ

れ
て
し
ま
つ
た
、
ま
こ
と

に
取
返
し
の
つ
か
ぬ
痛
恨
事
で
あ
る
。
し
か
も
一
方
で
は
相
も
變
ら
ず
傳
統
だ
の
文
化
だ
の
と
い
ふ
お
題
目
を
竝
べ
立
て

る
、
そ
の
依
つ
て
立
つ
べ
き
「
言
葉
」
を
蔑

な
い
が
しろ
に
し
て
お
き
な
が
ら
、
何
が
傳
統
、
何
が
文
化
で
あ
ら
う
。
な
る
ほ
ど
、
戰

に
敗
れ
る
と
い
ふ
の
は
か
う
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
の
か
。（
福
田
恆
存
全
集
覺
書
四
）

「
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
頂
點
に
は
、
言
語
と
い
ふ
精
神
の
奇
蹟
が
存
在
し
て
ゐ
る
」
と
、
ヤ
ー
コ
ブ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
云
つ
た

が
、
日
本
文
化
の
頂
點
に
も
、
日
本
語
と
い
ふ
「
精
神
の
奇
蹟
」
が
存
在
し
て
ゐ
る
筈
な
の
に
、
國
語
問
題
の
歷
史
を
振
り
返

る
と
、
さ
う
い
ふ
全
う
な
自
覺
を
も
つ
て
國
語
に
對
し
た
な
ど
と
は
到
底
云
へ
な
い
。
明
治
の
「
文
明
開
化
」
の
時
代
に
も
、

昭
和
の
敗
戰
後
の
時
朞
に
も
、
我
々
日
本
人
は
急
變
し
た
時
勢
に
易
々
と
押
し
流
さ
れ
、
從
來
の
「
尊
き
も
の
」
を
惜
し
げ
も

な
く
擲

な
げ
う
つ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
惹
き
起
さ
れ
た
恐
る
べ
き
文
化
的
混
亂
の
た
だ
中
に
、
今
、
我
々
は
ゐ
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
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傳
統
や
文
化
の
大
事
を
頻
り
に
口
に
す
る
「
保
守
主
義
」
者
が
、「
⺇
多
の
先
學
の
血
の
滲
む
や
う
な
苦
心
努
力
に
よ
つ
て
守

ら
れ
て
來
た
正
統
表
記
」
を
蔑
ろ
に
し
て
、「
現
代
か
な
づ
か
い
」
で
文
章
を
書
い
て
平
然
た
る
顏
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
事
に

も
な
る
。

福
田
は
ま
た
、
か
つ
て
は
吾
國
の
文
化
や
傳
統
の
依
つ
て
立
つ
基
盤
で
あ
つ
た
、
日
本
人
と
し
て
の
「
同
一
の
言
語
感
覺
、

同
一
の
文
字
感
覺
」
の
破
壞
に
躍
起
と
な
る
國
語
改
革
論
者
を
批
判
し
て
、「
私
の
國
語
敎
室
」
に
か
う
書
い
た
。

一
番
大
事
な
こ
と
は
、
專
門
家
も
一
般
大
衆
も
同
じ
言
語
組
織
、
同
じ
文
字
組
織
の
な
か
に
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で

す
。
同
一
の
言
語
感
覺
、
同
一
の
文
字
感
覺
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
古
典
に
は
限
り
ま
せ
ん
。
江
戶
時
代
の
無

學
な
百
姓
町
人
が
難
し
い
漢
語
の
續
出
し
て
く
る
近
松
や
馬
琴
を
充
分
に
樂
し
め
た
と
い
ふ
の
も
、
そ
の
た
め
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

し
か
る
に
、
戰
後
生
れ
の
私
に
は
、
も
は
や
「
江
戶
時
代
の
無
學
な
百
姓
町
人
」
ほ
ど
に
も
、「
近
松
や
馬
琴
を
充
分
に
樂

し
」
む
事
は
出
來
な
い
。
明
治
四
十
三
年
、
大
逆
事
件
で
處
刑
さ
れ
た
幸
德
秋
水
は
、
馬
琴
の
「
八
犬
傳
」
の
「
伏
姫
山
ご
も

り
」
の
一
節
に
ま
つ
は
る
思
ひ
出
を
「
獄
中
書
簡
」
に
記
し
て
ゐ
る
と
、「
八
犬
傳
」
岩
波
文
庫
版
解
說
に
あ
る
。
革
命
家
の

秋
水
と
勸
善
懲
惡
の
馬
琴
と
の
取
り
合
は
せ
は
ち
と
意
外
に
も
思
へ
る
が
、
實
は
秋
水
に
と
つ
て
「
八
犬
傳
」
は
か
な
り
身
近

な
も
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。
秋
水
に
限
ら
な
い
。
明
治
初
朞
の
大
方
の
書
生
は
「
八
犬
傳
」
を
音
讀
し
て
樂
し
み
、
觸さ

は

り
の
部

分
は
屢
々
諳
記
し
た
の
で
あ
つ
て
、
秋
水
は
冷
た
い
獨
房
に
閉
ぢ
込
め
ら
れ
て
、
山
中
の
洞
窟
に
籠
つ
た
伏
姫
の
哀
れ
な
境
遇

に
思
ひ
を
馳
せ
、
伏
姫
が
「
村
里
の
四
季
を
思
ふ
美
し
い
文
」
を
自
然
に
想
起
し
、
沁
々
と
共
感
し
て
、
そ
の
思
ひ
を
書
簡
に
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認
め
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

「
獄
中
」
で
思
ひ
出
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
南
北
戰
爭
で
敗
北
し
た
南
部
聯
合
國
大
統
領
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
迯

亡
中
に
捕
へ
ら
れ
、
諳
く
濕
氣
の
多
い
牢
獄
に
放
り
込
ま
れ
て
、
家
族
と
の
書
簡
の
や
り
取
り
は
固
よ
り
、
圣
書
以
外
の
讀
書

を
一
切
許
さ
れ
な
か
つ
た
が
、
若
き
日
に
胸
中
に
蓄
へ
た
イ
ギ
リ
ス
の
大
詩
人
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
詩
行
を
口く

ち
づ
さ吟

ん
で
、
辛

う
じ
て
心
を
慰
め
た
と
い
ふ
。
一
方
、
勝
者
リ
ン
カ
ー
ン
は
圣
書
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
終
生
座
右
か
ら
離
さ
ず
、
勝
利
の

後
、
南
部
聯
合
國
の
首
都
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
を
視
察
し
て
、
ポ
ト
マ
ッ
ク
川
を
船
で
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
歸
還
す
る
途
次
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
マ
ク
ベ
ス
」
の
一
節
を
隨
行
の
者
逹
に
諳
唱
し
て
聞
か
せ
た
と
い
ふ
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
ミ
ル
ト
ン
も
、
そ
し
て
ま
た
一
七
世
紀
初
頭
に
イ
ギ
リ
ス
で
刊
行
さ
れ
た
「
欽
定
譯
圣
書
」
も
、
英
語

國
民
に
と
つ
て
は
掛
け
替
へ
の
無
い
寶

た
か
ら

で
あ
り
、
南
北
戰
爭
に
于
て
敵
味
方
に
分
か
れ
よ
う
と
も
、
北
部
人
も
南
部
人
も
「
同

一
の
言
語
感
覺
、
同
一
の
文
字
感
覺
」
を
持
つ
て
生
き
た
事
に
變
り
は
な
く
、
そ
れ
を
基
盤
と
な
す
英
語
諸
國
民
の
文
化
の
統

一
性
に
大
い
な
る
誇
り
を
懷
い
た
か
ら
こ
そ
、
か
の
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
は
大
作
「
英
語
國
民
の
歷
史
」
の
執
筆
に

心
血
を
注
い
だ
の
だ
。
し
か
る
に
、
近
代
日
本
は
從
來
國
語
が
有
し
て
ゐ
た
「
同
一
の
言
語
感
覺
、
同
一
の
文
字
感
覺
」
の
破

壞
に
血
衟
を
上
げ
、
文
化
の
よ
つ
て
立
つ
基
盤
そ
の
も
の
を
我
と
我
手
で
突
き
崩
し
て
來
た
の
だ
か
ら
、
日
本
文
化
が
生
け
る

文
化
と
し
て
の
活
力
を
喪
失
す
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
再
び
、「
文
體
は
文
體
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
つ
て
、
露

伴
や
一
葉
の
時
代
ま
で
は
生
命
を
維
持
し
て
ゐ
た
、「
死
か
ら
何
物
か
を
奪
ひ
と
ら
う
」
と
す
る
志
の
表
現
に
な
く
て
は
な
ら

ぬ
文
體
を
失
つ
た
結
果
、
我
々
は
文
化
を
も
失
つ
た
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
評
論
家
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
デ
ル
バ
ン
コ
が
「
眞
の
ア

メ
リ
カ
の
夢

︱
希
望
に
つ
い
て
の
考
察
」
に
書
い
て
ゐ
る
。
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我
々
が
每
日
を
送
る
際
に
經
驗
す
る
混
沌
た
る
感
覺

︱
苦
痛
、
願
望
、
快
樂
、
恐
怖

︱
を
、
一
つ
の
物
語
に
ま
と
め
上

げ
る
事
が
人
間
に
は
必
要
な
の
だ
。
そ
の
物
語
が
ど
こ
か
し
ら
に
通
じ
て
ゐ
て
、
生
が
不
可
避
の
終
著
點
た
る
死
に
至
る
ま
で

我
々
が
進
み
行
く
の
を
助
け
て
く
れ
る
時
、
そ
れ
は
我
々
に
希
望
を
與あ

た

へ
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
生
の
支
へ
と
な
る
さ
う
い
ふ

物
語
が
、
相
當
數
の
人
々
の
心
の
中
で
一
定
の
歲
月
に
亙
つ
て
定
著
し
た
場
合
、
そ
れ
を
我
々
は
文
化
と
呼
ぶ
。

デ
ル
バ
ン
コ
は
ア
メ
リ
カ
最
大
の
作
家
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
評
傳
も
書
い
て
ゐ
て
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
が
代
表
作
「
白
鯨
」

に
于
て
描
き
出
し
た
、
白
い
抹
香
鯨
モ
ー
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
を
必
死
に
追
跡
す
る
エ
イ
ハ
ブ
船
長
の
執
念
の
中
に
、
テ
ロ
と
の
戰

ひ
に
于
け
る
ブ
ッ
シ
ュ
前
大
統
領
の
行
動
に
象
徵
さ
れ
る
、
ア
メ
リ
カ
的
エ
ー
ト
ス
と
の
共
通
性
を
見
出
さ
う
と
す
る
夥

お
び
た
だし

い
試

み
に
つ
い
て
觸
れ
て
ゐ
る
。
白
鯨
を
「
宇
宙
の
惡
の
根
源
」
と
見
、
そ
れ
を
叩
き
潰つ

ぶ

さ
う
と
す
る
狂
的
な
迄
の
理
想
主
義
者
エ
イ

ハ
ブ
は
、
デ
ル
バ
ン
コ
の
云
ふ
「
ア
メ
リ
カ
な
ら
で
は
の
神
話
」
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
に
類
す
る
理
想
主
義
者
の
情

念
が
二
十
一
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
胸
中
に
燃
え
て
ゐ
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
か
つ
て
ウ
ッ
ド
ロ
ウ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大

統
領
は
、
ア
メ
リ
カ
は
「
世
界
で
唯
一
の
理
想
主
義
者
の
國
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
十
七
世
紀
初
頭
、「
巡
禮
始
祖
」
が
メ
イ

フ
ラ
ワ
ー
號
に
乘
つ
て
「
丘
の
上
の
町
」
な
る
理
想
社
會
を
建
設
す
べ
く
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
渡
つ
て
以
來
、
今
日
に
至
る
ま
で
、

自
國
が
「
理
想
主
義
者
の
國
」
だ
と
の
「
物
語
」
を
ア
メ
リ
カ
國
民
は
信
じ
續
け
て
を
り
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
文
化
の
活
力
の
最

大
の
源
泉
に
他
な
ら
な
い
が
、
江
戶
時
代
か
ら
明
治
朞
に
か
け
て
の
日
本
人
の
文
章
を
讀
む
と
、
彼
等
も
彼
等
な
り
に
「
生
の
支

へ
」
と
な
る
「
一
つ
の
物
語
」
を
共
有
し
て
生
き
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
彼
等
に
「
希
望
を
與
へ
」
て
ゐ
た
、
と
い
ふ
强
い
印
象
を
受

け
る
。
無
論
、
そ
れ
は
も
は
や
我
々
の
「
物
語
」
で
は
な
い
。
と
云
ふ
よ
り
も
、
今
や
我
々
に
は
デ
ル
バ
ン
コ
の
云
ふ
「
文
化
」

と
呼
び
得
る
ほ
ど
國
民
全
體
を
麭
括
す
る
「
物
語
」
が
存
在
し
な
い
。
先
に
引
い
た
文
章
に
續
け
て
デ
ル
バ
ン
コ
は
書
い
て
ゐ
る
。
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希
望
が
表
現
さ
れ
る
何
ら
か
の
象
徵
的
體
系
が
存
在
し
な
い
と
、
人
類
學
者
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ジ
ー
ル
ツ
が
述
べ
た
や
う

に
、
我
々
は
「
方
向
感
覺
も
自
己
抑
制
能
力
も
持
ち
合
は
せ
な
い
、
人
と
し
て
の
形
を
な
さ
ぬ
一
種
の
怪
物
、
發
作
的
衝
動

と
曖
昧
模
糊
た
る
情
念
か
ら
な
る
混
沌
」
と
な
り
果
て
て
仕
舞
ふ
で
あ
ら
う
。「
自
分
は
不
條
理
な
世
界
を
た
だ
漂
流
し
て

ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
、
心
の
奧
底
の
ぼ
ん
や
り
し
た
疑
念
」
を
寄
せ
つ
け
ま
い
と
す
る
な
ら
ば
、

我
々
は
自
ら
に
割
り
當
て
ら
れ
た
僅
か
な
日
時
を
超
越
す
る
、
生
の
終
焉
を
心
に
想
像
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
希
望
が
表
現
さ
れ
る
何
ら
か
の
象
徵
的
體
系
」
の
全
き
不
在
こ
そ
が
、
現
代
日
本
最
大
の
問
題
だ
と
私
は
思
ふ
が
、
政
治
主

義
の
議
論
ば
か
り
が
橫
行
す
る
こ
の
國
で
は
、
さ
う
い
ふ
問
題
意
識
が
顧
み
ら
れ
る
事
す
ら
無
い
。「
明
治
の
精
神
」
は
「
自

ら
に
割
り
當
て
ら
れ
た
僅
か
な
日
時
を
超
越
す
る
、
生
の
終
焉
を
心
に
想
像
」
し
な
が
ら
生
き
て
ゐ
た
が
、
平
成
の
我
々
は

た
だ
、「
發
作
的
な
衝
動
と
曖
昧
模
糊
た
る
情
念
か
ら
な
る
混
沌
」
の
日
常
を
漂
流
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
さ
う
い
ふ
問
題
意
識
が
顧
み
ら
れ
な
い
と
い
ふ
の
も
、
畢

ひ
つ
き
や
う竟
、
他
國
に
つ
い
て
も
自
國
の
過
去
に
つ
い
て
も
、「
自
他
の

區
別
の
曖
昧
な
議
論
」
ば
か
り
を
し
て
ゐ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
」（
福
田

恆
存
譯
）
に
于
て
、「
目
が
お
の
れ
を
見
う
る
の
は
、
た
だ
反
射
に
よ
つ
て
だ
け
だ
」
と
ブ
ル
ー
タ
ス
は
云
ふ
が
、
我
々
は
よ
り

よ
く
「
お
の
れ
を
見
う
る
」
た
め
に
も
、
自
ら
を
「
反
射
」
さ
せ
る
鏡
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
以
下
に
私
は
、

林
子
平
と
い
ふ
過
去
の
一
人
の
日
本
人
に
つ
い
て
少
し
く
語
り
な
が
ら
、
生
け
る
文
化
の
下
、「
生
の
支
へ
」
と
な
る
「
物
語
」

を
信
じ
て
本
氣
で
生
き
た
か
つ
て
の
日
本
人
の
姿
を
甦

よ
み
が
へら
せ
て
、
平
成
の
我
々
を
「
反
射
」
さ
せ
る
鏡
に
し
よ
う
と
思
ふ
。

「
昔
を
今
に
爲
す
由
」
が
あ
る
か
の
如
き
言
論
が
、
果
し
て
「
無
當
の
大
言
」
で
な
い
の
か
ど
う
か
。
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林
子
平
と
云
つ
て
も
、
今
は
知
る
人
も
少
か
ら
う
が
、
江
戶
時
代
中
朞
の
仙
臺
の
武
士
で
、
日
本
の
國
防
の
甚
だ
貧
弱
な
有

樣
に
逸
早
く
强
い
危
機
感
を
懷
き
、
自
ら
も
版
木
を
琱
る
な
ど
の
非
常
な
苦
勞
を
重
ね
な
が
ら
、
寬
政
三
年
（
一
七
九
一
年
）、

五
十
四
歲
の
年
、「
海
國
兵
談
」
十
六
卷
を
著
し
て
國
防
の
强
化
を
愽
く
世
に
訴
へ
た
が
、「
處し

よ

子し

橫わ
う
ぎ議

」
を
嫌
ふ
時
の
筆
頭
老

中
松
平
定
信
の
忌き

ゐ諱
に
觸
れ
、
版
木
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
國
許
に
蟄ち

つ
き
よ居

を
命
じ
ら
れ
て
、
翌
々
年
、
悲
憤
の
裡
に
世
を
去
つ
た

男
で
あ
る
。
蟄
居
中
に
詠
ん
だ
、「
親
も
無
く
、
妻
無
く
子
無
く
版
木
無
し
、
金
も
無
け
れ
ど
死
に
た
く
も
無
し
」
の
和
歌
に

因ち
な

ん
で
、
自
ら
を
「
六ろ

く
む
さ
い

無
齋
」
と
稱
し
、
幕
末
維
新
朞
に
は
國
防
思
想
の
先
覺
者
と
し
て
尊
敬
を
集
め
、
昭
和
に
な
つ
て
も
尋

常
小
學
校
の
修
身
の
敎
科
書
に
紹
介
さ
れ
、
子
平
傳
も
少
か
ら
ず
著
さ
れ
た
が
、
新
編
林
子
平
全
集
「
編
者
の
こ
と
ば
」
に
あ

る
や
う
に
、「
戰
時
下
、
日
本
主
義
の
人
質
と
し
て
囚
は
れ
て
」
ゐ
た
事
も
あ
つ
て
、
戰
後
は
忘
卻
の
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
た

感
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
子
平
自
身
は
、
後
世
の
評
價
の
變へ

ん
せ
ん遷
と
は
何
ら
關
は
り
な
く
、
江
戶
時
代
の
生
ん
だ
一
個
の
「
純
粹

な
痛
烈
な
理
想
主
義
者
の
典
型
」
で
あ
つ
た
と
私
は
思
ふ
。

子
平
の
墓
は
仙
臺
の
龍
雲
院
に
あ
る
が
、
墓
碑
の
向
つ
て
右
側
に
伊
籘
愽
文
の
建
立
し
た
巨
大
な
碑
石
が
聳
え
て
ゐ
る
。
明

治
十
二
年
、
伊
籘
は
奧
羽
巡
視
の
旅
の
途
次
、
仙
臺
に
至
り
、
か
ね
て
敬
慕
し
て
ゐ
た
子
平
の
墓
に
詣ま

う

で
た
が
、
死
後
百
年
を

經
ず
し
て
荒
廢
し
て
ゐ
る
墓
域
の
有
樣
を
遺
憾
に
思
ひ
、
子
平
の
事
績
を
顯

け
ん
し
や
う彰
す
べ
く
碑
石
を
建
て
た
と
碑
文
に
あ
る
。
伊
籘

と
同
じ
く
松
陰
門
下
の
品
川
彌
次
郞
も
子
平
を
い
た
く
敬
愛
し
て
、
子
平
の
肖
像
畫
を
全
國
の
學
校
に
普
乁
さ
せ
る
べ
く
盡
力

し
た
り
し
て
ゐ
る
が
、
松
陰
門
下
が
子
平
に
只
な
ら
ぬ
關
心
を
寄
せ
た
の
は
他
で
も
な
い
。
師
の
松
陰
自
身
、
子
平
の
大
の
崇

拝
者
だ
つ
た
か
ら
だ
。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）、
十
七
歲
の
松
陰
は
、「
海
國
兵
談
跋ば

つ

」
と
題
し
て
、
子
平
を
敬
す
る
所
以
に

つ
い
て
自
ら
次
の
や
う
に
記
し
て
ゐ
る
。
松
陰
と
子
平
が
「
一
つ
の
物
語
」
を
共
有
し
て
ゐ
る
樣
子
が
窺
は
れ
て
頗
る
興
味
深
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い
文
面
だ
か
ら
、
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
す
る
。

夫そ

れ
古
の
言
を
立
つ
る
も
の
は
已
む
を
得
ざ
り
し
な
り
。（
中
略
）
澆げ

う

季き

の
世
に
至
り
て
は
然
ら
ず
、
專
ら
詩
文
を
以
て
家

に
名
づ
け
、
筆
に
任
せ
て
書
を
著
は
す
。
而
し
て
天
下
後
世
に
益
な
き
も
の
滔た

う
た
う滔

と
し
て
皆
是
れ
な
り
。
方は

う
こ
ん今

太
平
の
久

し
き
、
そ
の
弊
尤
も
甚
し
。
而
る
に
仙
臺
の
林
子
平
は
則
ち
然
ら
ず
。
慨
然
と
し
て
自
ら
奮
ひ
て
曰
く
、「
天
下
安
し
と
雖

も
戰
を
忘
れ
な
ば
則
ち
必
ず
危
し
、
先
哲
の
明
戒
、
忽こ

つ
し
よ諸

に
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
乃
ち
海
國
兵
談
十
六
卷
を
述
べ
、
以
て
兵

衟
を
論
ず
。
其
の
書
始
め
に
外
寇
の
猖

し
や
う
き
や
う狂

奸
雄
惡に

く

む
べ
く
畏
る
べ
き
を
言
ひ
、
次
に
庶
富
敎
の
要
を
言
ひ
、
終
に
學
校
の

制
・
君
將
の
衟
・
地
利
の
槪
を
言
ふ
。
子
平
、
人
と
な
り
武
を
好
み
、
敝へ

い

衣い

疎
⻝
し
て
以
て
其
の
身
を
習
は
し
、
遠
近
に
游

歷
し
て
以
て
地
利
を
察

あ
き
ら

か
に
す
、
太
平
に
在
り
と
雖
も
其
の
自
ら
艱
苦
す
る
こ
と
兵
間
に
在
る
が
如
し
。
又
嘗
て
曰
く
、

「
親
し
く
外
夷
人
に
接
し
、
外
夷
の
情
狀
を
詳

つ
ま
び
ら
か
に
す
る
こ
と
余
に
若し

く
も
の
な
く
、
世
の
兵
書
は
余
の
書
に
若
く
も
の

な
し
」
と
。
余
、
子
平
の
人
と
な
り
を
喜こ

の

み
、
又
其
の
書
の
已
む
を
得
ず
し
て
作
る
こ
と
、
古
の
言
を
立
つ
る
も
の
の
若ご

と

く
、
而
し
て
以
て
世
の
詩
文
を
以
て
自
ら
名
づ
く
る
者
を
激
す
る
に
足
る
を
愛
す
。

今
は
「
澆
季
の
世
」、
す
な
は
ち
人
情
が
薄
く
衟
義
の
廢す

た

れ
た
末
世
だ
か
ら
、
天
下
後
世
に
益
な
き
詩
文
の
類
が
持
て
囃は

や

さ

れ
る
と
は
、
純
粹
な
素
行
門
下
と
し
て
、
文
弱
を
嫌
つ
た
如
何
に
も
松
陰
ら
し
い
云
ひ
種
だ
が
、
松
陰
は
詩
文
そ
れ
自
體
を
排

斥
し
た
譯
で
は
な
く
、
詩
文
へ
の
惑わ

く
で
き溺
が
武
士
の
本
分
を
侵
す
事
を
憎
ん
だ
の
だ
。
事
實
、
太
平
の
世
の
士
風
の
頽た

い
は
い廢
は
甚
し

く
、
德
富
蘇
峰
が
「
吉
田
松
陰
」
に
書
い
て
ゐ
る
や
う
に
、
鏁
國
下
の
二
百
年
の
太
平
は
、
武
士
を
し
て
「
鬚
の
生
え
た
る
お

姫
樣
た
ら
し
め
た
」
の
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
、
子
平
は
武
士
の
本
分
を
飽
く
迄
貫
き
、
自
ら
艱
苦
し
て
「
外
夷
の
情
狀
を
詳
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ら
か
」
に
し
て
、「
已
む
を
得
ず
し
て
」
警
醒
の
一
書
を
作
り
、
彈
壓
さ
れ
た
。
大
い
に
刺
激
を
受
け
る
で
は
な
い
か
、
と
い

ふ
の
で
あ
る
。

子
平
が
「
人
と
な
り
武
を
好
み
、
敝
衣
疎
⻝
し
て
以
て
其
の
身
を
習
は
し
、
遠
近
に
游
歷
し
て
以
て
地
理
を
察
か
に
」
し
、

「
太
平
に
在
り
と
雖
も
其
の
自
ら
艱
苦
す
る
こ
と
兵
間
に
在
る
が
如
し
」
と
い
ふ
の
は
、
子
平
を
直
接
知
る
友
人
知
己
を
始

め
、
後
世
の
子
平
傳
も
一
致
し
て
强
調
す
る
事
實
で
あ
る
。
武
藝
に
長
じ
た
子
平
は
⺇
つ
か
の
武
勇
傳
を
遺
し
て
ゐ
る
し
、

「
常
在
戰
陣
」
を
心
懸
け
て
生
涯
獨
身
を
貫
き
、
家
財
を
常
備
せ
ず
、
友
人
よ
り
鍋
釜
を
借
り
て
玄
米
を
煮
、
川
水
を
飮
み
、

野
草
を
咬
ん
で
餓
ゑ
を
凌
ぐ
每
日
だ
つ
た
。
門
人
の
囘
想
に
よ
れ
ば
、
子
平
の
帶た

い
た
う刀

は
「
荒あ

ら

砥と

に
て
研
磨
し
た
る
樣
」
の
も
の

で
、「
よ
の
人
の
刀
は
玉
の
如
く
磨

み
が
き

立た

て
た
る
を
好
む
は
無
用
の
事
な
り
、
個か

樣や
う

の
磨
に
て
は
刃
こ
ぼ
れ
て
人
は
き
れ
ぬ
」
と

語
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
ま
た
、
尋
常
な
ら
ざ
る
健
脚
ぶ
り
で
、
江
戶
仙
臺
間
は
何
度
も
徒
步
で
徃
復
し
た
し
、
蝦え

ぞ夷
地
に
も

赴
き
、
長
崎
に
は
三
度
游
學
し
た
。
平
重
衟
が
「
林
子
平
そ
の
人
と
思
想
」
に
記
し
て
ゐ
る
や
う
に
、「
子
平
の
學
問
は
机
上

に
お
い
て
案
出
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
旅
行
と
い
ふ
實
地
見
聞
の
行
動
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
つ

た
」
事
は
、「
海
國
兵
談
」
の
實
學
尊
重
、
實
戰
重
視
の
姿
勢
か
ら
も
明
瞭
に
窺
ふ
事
が
出
來
る
が
、
子
平
の
理
想
と
し
た
さ

う
い
ふ
「
實
戰
的
武
人
像
」
は
、
實
は
松
陰
が
身
を
以
て
示
さ
う
と
し
た
武
士
の
姿
で
も
あ
つ
た
。
松
陰
も
ま
た
二
十
歲
の
頃

か
ら
全
國
を
游
歷
し
、
北
は
津
輕
か
ら
南
は
長
崎
ま
で
足
跡
を
記
す
が
、
そ
の
間
の
「
費
用
錄
」
の
類
を
見
れ
ば
、
彼
が
と
こ

と
ん
⻝
費
を
切
り
詰
め
「
敝
衣
疎
⻝
」
に
耐
へ
た
有
樣
は
、「
斯
の
錄
を
見
る
や
泯み

ん
ぜ
ん然
と
し
て
沮そ

喪さ
う

す
」
と
自
ら
記
す
程
の
徹

底
ぶ
り
だ
つ
た
。
そ
れ
に
何
よ
り
、
彼
も
ま
た
自
ら
「
親
し
く
外
夷
人
に
接
し
、
外
夷
の
實
情
を
詳
ら
か
に
」
せ
ん
と
し
て
、

死
を
覺
悟
で
鏁
國
の
禁
制
を
犯
し
、
ペ
リ
ー
の
黑
船
に
乘
つ
て
遠
く
ア
メ
リ
カ
に
ま
で
至
ら
う
と
し
て
捕
へ
ら
れ
る
。
下
田

の
獄
中
に
あ
つ
て
彼
が
詠
ん
だ
有
名
な
歌
、「
か
く
す
れ
ば
か
く
な
る
も
の
と
知
り
な
が
ら
、
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
大
和
魂
」
に
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は
、
若
き
日
に
子
平
の
「
已
む
を
得
ざ
」
る
行
動
に
深
く
共
感
し
た
松
陰
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
松
陰
は
「
海
國
兵
談
跋
」
を
書
い
た
弘
化
三
年
、
長
崎
か
ら
の
風
聞
書
を
入
手
し
て
、
阿
片
戰
爭
・
米
船
浦
賀

來
航
・
英
佛
船
琉
球
來
航
等
の
記
事
を
抄
錄
、「
外
夷
小
記
」
な
る
表
題
の
下
に
一
册
に
纏
め
、
そ
の
表
紙
に
「
祕ひ

而し
て

藏ざ
う
す」

と

記
し
た
。
子
平
が
「
海
國
兵
談
」
を
上
梓
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
半
世
紀
以
上
も
前
の
事
だ
か
ら
、「
外
夷
の
情
狀
」
の
知
識

に
基
く
强
い
危
機
感
を
天
下
に
披ひ

瀝れ
き

し
た
子
平
の
先
見
と
勇
氣
は
、
若
き
松
陰
を
「
激
す
る
に
足
る
」
も
の
だ
つ
た
に
相
違
な

い
。「
海
國
兵
談
」
の
有
名
な
一
節
を
引
か
う
。

竊ひ
そ

か
に
憶お

も

へ
ば
當
時
長
崎
に
嚴
重
に
石い

し

火び

矢や

の
備
有
て
、
卻
て
安
房
、
相
模
の
海
港
に
其
備
な
し
。
此
事
甚
不い

ぶ
か
し審

。
細
カ

に
思
へ
ば
江
戶
の
日
本
橋
よ
り
唐
、
阿オ

ラ
ン
ダ

蘭
陀
迄
境
な
し
の
水
路
也
。
然
ル
を
此
に
備
へ
ず
し
て
長
崎
に
の
ミ
備
ル
は
何
ぞ

や
。
小
子
か
見
を
以
て
せ
ば
安
房
、
相
模
の
兩
國
に
諸
侯
を
置
て
、
入
海
の
瀬
戶
に
嚴
重
の
備
を
設
ケ
度
事
也
。
日
本
の
惣

海
岸
に
備
ル
事
ハ
、
先
此
港
口
を
以
て
始
ト
爲
べ
し
。
是
海
國
武
備
の
中
の
又
肝
要
な
る
所
也
。
然
ト
云
と
も
忌
諱
を
顧
ず

し
て
有
の
儘
に
言
フ
ハ
不
敬
也
。
言
ハ
ザ
ル
ハ
亦
不
忠
也
。
此
故
に
獨
夫
、
罪
を
憚

は
ば
か
ら
ず
し
て
以
て
書
ス
。

「
言
ハ
ザ
ル
ハ
不
忠
」
ゆ
ゑ
、「
已
む
を
得
ず
し
て
」
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
自
ら
の
覺
悟
に
つ
い
て
、
子
平
は
ま
た
か
う

も
書
い
て
ゐ
る
。

小
子
、
德
を
量
ら
ず
、
位
を
計
ら
ず
し
て
患

う
れ
ふ
る
に
海
國
を
以
て
す
る
ゆ
へ
ん
あ
り
。
是
し
か
し
な
が
ら
小
子
極
め
て
僭せ

ん

喩ゆ

也
。
罪
を
迯
れ
ざ
る
こ
と
を
知
る
。
然
れ
ど
も
人
を
ば
取
る
べ
か
ら
ず
、
言こ

と

を
ば
取
る
べ
し
。
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要
す
る
に
、
子
平
も
「
か
く
す
れ
ば
か
く
な
る
も
の
と
知
り
な
が
ら
、
已
む
に
已
ま
れ
」
ず
、「
海
國
兵
談
」
を
著
し
た
譯

だ
が
、
出
版
ま
で
の
苦
勞
が
尋
常
一
樣
で
な
か
つ
た
。
彼
は
仙
臺
藩
に
于
け
る
「
無
役
厄
介
」
と
い
ふ
身
分
で
、
百
五
十
石
取

り
の
藩
士
の
兄
の
厄
介
者
で
し
か
な
く
、
役
職
に
就
い
て
ゐ
る
譯
で
も
な
か
つ
た
か
ら
、
無
論
、
出
版
の
資
金
な
ん
ぞ
金
輪

際
あ
り
は
し
な
い
。
そ
こ
で
、
資
金
の
工
面
に
奔
走
す
る
一
方
、
自
ら
も
小
刀
を
手
に
版
木
を
琱
つ
て
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七

年
）、
五
十
歲
の
年
、
何
と
か
第
一
卷
の
刊
行
に
漕
ぎ
著
け
る
。
だ
が
、
賣
行
き
は
芳

か
ん
ば

し
か
ら
ず
、
資
金
の
調
逹
も
思
ふ
に
任

せ
ず
、
し
か
も
「
無
役
厄
介
」
の
立
場
と
は
云
へ
、
兄
の
世
話
に
一
切
な
ら
ず
自
立
し
て
暮
し
て
ゐ
た
か
ら
、
生
活
費
を
も
稼

ぎ
つ
つ
過
勞
と
麁そ

⻝し
よ
くに

耐
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ひ
に
は
小
便
に
血
が
混
り
、
⻝
欲
も
失
せ
、「
も
は
や
黃よ

み泉
へ
國く

に
が
へ替

と
は
殘

念
至
極
」
と
、
親
友
の
鹽
竃
神
社
祠
官
籘
塚
知
明
に
歎
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
そ
れ
で
も
苦
心
慘
憺
の
末
、
や
う
や
く
全

十
六
卷
分
の
版
木
を
琱
り
上
げ
る
。
子
平
は
五
十
四
歲
に
な
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
印
刷
す
る
紙
を
買
ふ
金
が
な

い
。「
紙
な
き
の
今
日
の
恨
み
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、
昔
は
も
の
を
思
は
ざ
り
け
り
」
な
ど
と
、
戲ざ

れ
う
た歌
を
書
き
送
つ
て
籘
塚
に
苦く

衷
ち
ゆ
う

を
訴
へ
た
り
し
て
ゐ
る
が
、
氣
を
取
り
直
し
て
再
び
工
面
に
走
り
ま
は
り
、
や
う
や
く
三
十
八
部
だ
け
刷
る
事
が
出
來
た
。
當

初
は
千
部
版
行
の
豫
定
だ
つ
た
と
い
ふ
が
、
僅
か
三
十
八
部
な
ら
ば
、
三
年
も
か
け
て
版
木
を
琱
る
手
間
暇
を
考
へ
れ
ば
、

い
っ
そ
書
き
寫
し
た
方
が
早
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
全
卷
刷
り
上
げ
た
喜
び
を
、
子
平
は
か
う
歌
つ
て

ゐ
る
。傳

へ
て
は
我
が
日
の
本
の
つ
は
も
の
の
法の

り

の
花
さ
け
五い

ほ百
年と

せ

の
後
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子
平
も
や
は
り
、
一
世
一
時
を
超
え
ん
と
す
る
志
を
以
て
、
海
國
の
兵
法
が
こ
の
國
に
花
笑
く
事
を
願
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う

い
ふ
子
平
の
「
士
魂
」
が
、
後
代
の
松
陰
や
松
陰
門
下
に
繼
承
さ
れ
た
次
第
に
つ
い
て
は
旣
に
述
べ
た
が
、
松
陰
が
「
海
國
兵
談

跋
」
に
引
い
た
、「
天
下
安
し
と
雖
も
戰
を
忘
れ
な
ば
則
ち
必
ず
危
し
、
先
哲
の
明
戒
」
を
忽

ゆ
る
が

せ
に
し
て
は
な
ら
ぬ
と
の
子
平
自

身
の
言
葉
が
證
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
子
平
も
ま
た
「
先
哲
の
明
戒
」
か
ら
學
ん
で
「
海
國
兵
談
」
を
著
し
た
の
で
あ
り
、
就

な
か
ん
づ
く中

、

荻
生
徂
徠
と
い
ふ
「
先
哲
」
の
存
在
が
子
平
に
と
つ
て
は
大
き
か
つ
た
。

何
よ
り
も
、「
海
國
兵
談
」
が
徂
徠
の
兵
學
書
「
鈐け

ん
ろ
く錄

」
の
影
响
を
拔
き
に
し
て
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
子
平
自
ら
そ
こ
で
徂
徠

の
名
に
言
乁
し
て
ゐ
る
だ
け
で
は
な
い
。「
海
國
兵
談
」
全
十
六
卷
の
殆
ど
に
、「
鈐
錄
」
全
二
十
卷
の
所
論
と
共
通
す
る
主
題
の

指
摘
も
し
く
は
そ
の
發
展
が
認
め
ら
れ
る
。
野
口
武
彥
が
「
江
戶
の
兵
學
思
想
」
に
書
い
て
ゐ
る
通
り
、
取
り
分
け
子
平
の
展
開

す
る
「
武
士
土
著
」
論
は
、「
全
面
的
に
徂
徠
に
お
ん
ぶ
し
て
を
り
、
獨
創
性
は
い
つ
さ
い
な
い
と
い
つ
て
よ
い
」。
子
平
の
「
獨

創
」
は
何
よ
り
も
ま
づ
、「
海
國
は
海
國
の
兵
制
あ
る
事
」
と
斷
じ
て
、「
水
戰
」
を
劈へ

き
と
う頭
第
一
卷
に
置
き
、
本
の
構
成
上
、「
從

前
の
日
本
兵
學
書
の
常
識
を
完
全
に
ひ
つ
く
り
か
へ
し
」
た
點
に
あ
る
。
徂
徠
も
「
水
戰
」
に
つ
い
て
は
「
鈐
錄
」
の
最
後
第

二
十
卷
で
論
じ
て
を
り
、「
從
來
の
日
本
兵
學
書
の
常
識
」
を
逸
脫
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
た
だ
、
徂
徠
は
「
政
談
」
に
于
て
、

「
海
路
の
し
ま
り
の
事
、
こ
れ
は
某

そ
れ
が
し

海
路
不
巧
者
な
れ
ば
、
詳
ら
か
に
云
ひ
が
た
し
」
と
書
い
て
、
突
込
ん
だ
考
察
を
示
さ
ぬ
一

方
、「
日
本
は
海
國
な
れ
ば
、
海
路
は
も
つ
と
も
念
を
入
る
べ
き
な
り
。
薩
摩
よ
り
伊
豆
の
鼻
ま
で
二
日
に
來
る
と
い
ふ
。
こ
と

の
外
に
祕
す
る
事
也
」
と
も
書
い
て
を
り
、
流さ

す
が石
に
見
る
べ
き
所
を
見
て
ゐ
る
が
、
子
平
は
或
は
徂
徠
の
こ
の
記
述
に
觸

し
よ
く
は
つ發
さ
れ

て
、
德
川
幕
府
對
薩
摩
と
い
ふ
關
ヶ
原
以
來
の
發
想
を
擴か

く
だ
い大
し
、「
江
戶
の
日
本
橋
よ
り
唐
、
阿
蘭
陀
迄
境
な
し
の
水
路
也
」
と

の
、
よ
り
廣
範
な
認
識
に
至
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
徂
徠
は
「
鈐
錄
」
序
文
を
、「
古
に
祀

ま
つ
り
と
戎

つ
は
も
のと
は
國
の
大
事
な
り
」
云
々
と
始
め
、
か
う
書
い
て
ゐ
る
。
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圣
人
の
衟
は
治
國
の
衟
に
て
、
軍
旅
は
治
國
の
一
大
事
な
り
。
其
國
の
興お

こ

る
も
ほ
ろ
ぶ
る
も
此
一い

つ
き
よ擧

に
あ
る
こ
と
な
れ

ば
、
圣
人
の
衟
を
學
ぶ
人
は
是
を
疎

お
ろ
そ
かか

に
心
得
べ
か
ら
ず
。（
中
略
）
後
世
學
問
衰
へ
て
圣
人
の
衟
を
學
ぶ
輩
、
軍
旅
を
輕
し

む
る
事
甚
誤
れ
る
事
な
り
。

さ
う
し
て
徂
徠
は
太
平
の
世
の
「
武
衟
不
案
内
ノ
妄
說
」
や
、「
畳
ノ
上
ノ
議
論
」
の
あ
れ
こ
れ
を
痛
烈
に
批
判
す
る
の
で

あ
り
、
太
平
の
世
に
「
軍
旅
を
輕
ん
し
む
る
」
我
々
日
本
人
の
國
民
性
に
昔
と
今
の
別
は
無
い
と
知
れ
る
が
、「
治
國
の
一
大

事
」
た
る
軍
事
が
輕
ん
じ
ら
れ
る
ほ
ど
武
衟
が
地
に
墮お

ち
た
封
建
社
會
の
再
建
と
い
ふ
課
題
は
、
若
き
日
よ
り
徂
徠
學
を
學

び
、
三
度
に
亙
り
仙
臺
藩
に
上
書
し
て
、「
文
武
兩
全
」
の
理
想
の
實
現
を
圖
つ
た
子
平
が
終
生
擔に

な

つ
た
課
題
で
も
あ
つ
た
。

さ
う
い
ふ
共
通
の
基
盤
に
加
へ
て
、
徂
徠
の
時
代
に
は
未
だ
深
刻
に
意
識
さ
れ
て
ゐ
な
い
「
外
夷
の
情
狀
」
を
、
蝦
夷
地
旅
行

や
長
崎
游
學
で
子
平
は
知
つ
た
。「
海
國
兵
談
」
に
彼
は
云
ふ
。「
水
城
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
は
し
い
阿
蘭
陀
船
の
「
堅
實

廣
大
」
は
固
よ
り
、
そ
の
炮
術
の
「
妙
言
語
同
斷
に
し
て
、
日
本
唐か

ら山
の
企

く
は
だ
て

乁
ブ
所
に
あ
ら
ず
。
水
戰
に
用
て
利
あ
る
も
の

ハ
、
此
船
よ
り
よ
き
ハ
な
く
、
敵
に
取
て
恐
ル
べ
き
も
の
ハ
此
船
に
過
た
る
は
な
し
」。
詰
り
、「
從
來
の
日
本
兵
學
書
の
常

識
」
で
は
對
處
し
得
ぬ
恐
る
べ
き
新
た
な
現
實
が
出
現
し
た
の
だ
。
對た

い

峙ぢ

す
べ
き
現
實
が
從
來
と
異
る
以
上
、
思
考
も
そ
れ
に

應
じ
た
も
の
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、「
右
の
如
く
堅
實
至
極
の
大
船
あ
る
事
な
れ
ば
、
ま
づ
是
を
碎
ク
の
工
夫
を
爲

べ
き
事
、
海
國
第
一
の
戰
法
な
る
べ
し
」
と
い
ふ
事
に
な
る
。「
水
戰
」
が
劈
頭
に
論
じ
ら
れ
る
ゆ
ゑ
ん
だ
が
、
か
う
い
ふ
思

考
の
柔
軟
性
も
徂
徠
か
ら
學
ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
。「
鈐
錄
」
序
文
に
徂
徠
は
書
い
て
ゐ
る
。



25

一
切
の
事
甚
異
る
物
を
以
て
く
ら
べ
見
る
時
は
、
其そ

の

特
質
長
短
は
明
か
に
見
ゆ
る
事
な
り
。
た
と
へ
ば
弓
の
そ
り
を
見
る

に
は
弦
の
直
な
る
を
以
て
は
か
る
時
は
そ
り
の
程
明
か
な
る
が
ご
と
し
。
故
に
異
國
の
弓
矢
は
日
本
の
弓
矢
を
以
て
是
を
評

し
、
日
本
の
弓
矢
は
異
國
の
弓
矢
を
以
て
是
を
評
せ
ざ
れ
ば
其
得
失
見
へ
か
た
か
る
べ
し
。

だ
が
、
か
う
し
て
自
他
の
比
較
に
よ
つ
て
現
實
の
本
質
を
捉
へ
よ
う
と
す
る
、
極
め
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
と
も
云
へ
る
徂

徠
の
思
考
の
在
り
方
を
、
餘
り
に
「
近
代
的
鑄
型
に
嵌
込
」
ま
う
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
ら
う
。
野
口
武
彥
は
子
平
の
武
士
土

著
論
が
「
全
面
的
に
徂
徠
に
お
ん
ぶ
し
て
」
ゐ
る
と
書
い
た
後
、
そ
れ
は
「
封
建
社
會
の
封
建
社
會
と
し
て
の
維
持
こ
そ
を
前

提
と
し
て
成
立
し
、
か
つ
ま
た
、
純
粹
封
建
制
へ
の
復
歸
を
條
件
と
し
て
し
か
旨
と
で
き
な
い
議
論
」
だ
と
斷
じ
て
ゐ
る
。

今
、
武
士
土
著
論
に
立
ち
入
る
餘
裕
は
無
い
が
、
武
士
土
著
論
に
限
ら
ず
、
子
平
も
徂
徠
も
「
純
粹
封
建
制
へ
の
復
歸
」
を
大

前
提
と
し
て
物
事
を
考
へ
て
ゐ
た
。
例
へ
ば
、
若
き
子
平
が
仙
臺
藩
改
革
の
た
め
に
物
し
た
「
第
一
上
書
」
は
、
徂
徠
の
「
政

談
」
や
「
太
平
策
」
の
經
世
論
を
仙
臺
藩
に
應
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
仙
臺
藩
に
于
け
る
武
士
の
有
樣
に
つ
い
て
、
か
く
も

「
全
般
的
に
、
具
體
的
に
病
弊
を
剔て

つ
け
つ抉
し
た
論
書
は
こ
れ
以
前
に
は
見
當
ら
な
」
く
、「
時
に
痛
烈
な
筆
陣
は
情
熱
に
溢
れ
、
讀

む
者
を
し
て
感
憤
さ
せ
ず
に
お
か
な
い
」
と
平
重
衟
が
書
い
て
ゐ
る
通
り
だ
が
、
同
時
に
、「
第
一
上
書
」
に
は
、「
町
人
と
申

候
者
は
只
諸
士
の
祿
を
吸
取
候
許ば

か
りに
て
他
に
益
な
き
者
に
御
座
候
、
實
に
無
用
の
穀ご

く

つ
ぶ
し
に
て
有
之
候
」
と
あ
つ
て
、「
政

談
」
に
、「
百
姓
は
お
ろ
か
な
る
も
の
に
て
」
と
か
、「
百
姓
ほ
ど
取
し
ま
り
な
き
、
埒ら

ち

も
な
き
も
の
は
な
し
」
と
あ
る
の
と
同

樣
、
近
代
的
な
平
等
思
想
と
は
凡
そ
異
質
な
常
識
の
下
に
子
平
も
徂
徠
も
生
き
て
ゐ
た
事
を
證
し
て
ゐ
る
。

身
分
意
識
ば
か
り
で
は
な
い
。
徂
徠
や
子
平
の
人
命
に
對
す
る
意
識
も
、
人
命
は
地
球
よ
り
重
い
、
な
ど
と
内
閣
總
理
大
臣

が
宣

の
た
ま
ふ
國
の
御
先
祖
樣
の
も
の
と
は
た
う
て
い
思
は
れ
な
い
。「
當
時
は
封
建
の
代
に
て
、
武
家
の
治
め
」
だ
か
ら
、「
斬
罪
も
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つ
と
も
の
事
」
だ
が
、「
人
を
殺
す
を
不
仁
な
る
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
る
理
窟
は
や
り
て
」、
法
が
亂
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は

怪
し
か
ら
ぬ
と
、「
政
談
」
に
徂
徠
は
書
い
た
が
、
子
平
も
そ
の
種
の
「
理
窟
」
と
は
ま
る
き
り
緣
が
無
か
つ
た
。「
海
國
兵

談
」
に
か
う
あ
る
。

軍
法
嚴
重
な
ら
ざ
る
時
は
、
人
數
一
致
の
力
を
出
さ
ざ
る
も
の
な
り
。
す
べ
て
軍
は
大
勢
の
人
數
を
一
身
の
如
く
働
か
す

も
の
な
れ
ば
、
法
を
嚴
重
に
し
て
縛
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
齊せ

い
い
つ一

な
ら
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
日
本
の
軍
は
法は

つ
と度

あ
ら
き
故
、
齊
一

な
ら
ざ
る
軍
多
し
。
左
に
法
の
大
略
を
記
す
。
將
た
る
人
良
く
會ゑ

得と
く

し
て
工
夫
あ
る
べ
し
。

○
貝
太
鼓
を
聞
く
時
は
、
前
に
劍
の
山
あ
り
と
も
進
む
べ
し
。
進
ま
ざ
る
者
は
斬
り
舍
て
な
り
。

○
血
戰
の
場
に
お
い
て
鐘
を
鳴
ら
さ
ざ
る
に
自
ら
退
く
者
は
斬
な
り
。

○
籠
城
の
時
、
み
だ
り
に
己
が
持
ち
場
を
退
く
者
は
斬
。（
後
略
）

こ
ん
な
具
合
に
、「
斬
」
が
延
々
と
續
く
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
鈐
錄
」
の
場
合
も
同
樣
で
あ
つ
て
、
か
う
い
ふ
件
り
に
接
す

る
と
、
敗
戰
後
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
思
想
の
洗
禮
を
受
け
た
我
々
の
常
識
だ
け
が
、
全
て
の
時
代
の
常
識
で
は
な
い
と
改
め
て

痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
平
の
云
ふ
や
う
に
、「
當
代
の
頽
廢
し
た
武
士
と
對
立
す
る
古
武
士
の
再
現
」
を
圖は

か

り
、
そ
れ
を
全

人
的
理
想
と
し
て
終
生
嚴
し
く
日
常
を
律
し
た
子
平
は
、
當
然
、
生な

ま
か
じ囓
り
の
西
洋
の
近
代
思
想
と
は
全
く
無
緣
だ
つ
た
か
ら
、

近
代
化
以
降
の
日
本
人
が
と
か
く
陷
り
が
ち
な
、「
己
れ
が
本
當
に
感
じ
て
も
ゐ
な
い
感
情
を
己
れ
自
身
に
押
し
つ
け
る
」
セ

ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
毒
さ
れ
る
事
が
無
か
つ
た
。
徂
徠
と
同
樣
、
當
代
は
「
武
家
の
治
め
」
で
あ
り
、
戰
陣
に
于
て
は
な
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ほ
さ
ら
「
斬
罪
も
つ
と
も
の
事
」
と
信
じ
て
、
そ
れ
を
正
直
に
筆
に
し
た
ま
で
の
事
で
あ
る
。

彼
の
町
人
「
穀
つ
ぶ
し
」
論
に
し
て
も
、「
支
配
者
た
る
武
士
の
側
か
ら
の
も
の
」
で
、
彼
に
と
つ
て
「
庶
民
は
別
世
界
の

存
在
」
で
し
か
な
か
つ
た
な
ど
と
書
い
て
、
子
平
の
身
分
意
識
ゆ
ゑ
の
限
界
を
指
摘
す
る
學
者
も
ゐ
る
が
、
後
世
の
通
念
に
則

つ
て
過
去
を
裁
か
う
と
す
る
の
は
、
歷
史
を
學
ぶ
際
最
も
戒
め
ね
ば
な
ら
ぬ
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
何
よ
り
、
子
平
は
身
分
意

識
も
人
命
意
識
も
現
在
と
ま
る
で
異
る
封
建
時
代
に
、「
敝
衣
疎
⻝
」
に
耐
へ
て
生
き
た
譯
だ
が
、
さ
う
い
ふ
彼
が
、
平
等
や

人
命
が
過
剩
な
ま
で
に
重
ん
じ
ら
れ
、
飽
⻝
ゆ
ゑ
の
肥
滿
が
大
問
題
に
な
る
ほ
ど
豐
か
な
今
の
日
本
に
た
う
て
い
見
出
せ
な
い

や
う
な
、
か
く
も
本
氣
の
生
き
方
を
ど
う
し
て
貫
け
た
の
か
、
さ
う
い
ふ
事
を
本
氣
で
考
へ
る
方
が
遙
か
に
有
意
義
で
あ
る
。

幸
田
露
伴
は
「
一
國
の
首
都
」
に
于
て
、「
個
人
は
個
人
の
理
想
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
没
理
想
の
生
活
は
死し

し屍
の
漂
流
の
み
」

と
書
い
た
が
、
子
平
は
漂
流
す
る
「
死
屍
」
で
は
な
か
つ
た
か
ら
、
武
士
の
理
想
を
高
く
揭
げ
、
さ
れ
ば
こ
そ
人
の
上
に
立
つ

君
主
や
家
老
の
責
任
を
嚴
し
く
問
ひ
、「
海
國
兵
談
」
に
か
う
書
い
た
。

國
家
に
主
た
る
者
、
武
の
本
體
を
失
フ
べ
か
ら
ず
、
扨さ

て

武
の
本
體
を
會
得
す
る
に
は
文
に
因よ

る

へ
し
。
文
は
書
を
讀
を
本
ト

ス
。
廣
く
書
を
讀
時
ハ
和
漢
古
今
の
事
情
に
逹
シ
、
損
益
得
失
を
呑
込
故
、
誰
傳
授
す
る
と
も
な
く
、
自
然
ト
文
武
の
本
體

を
會
得
す
る
也
。
是
小
子
が
杜づ

撰さ
ん

に
あ
ら
ず
、
和
漢
英
雄
の
敎
訓
也
。
此
理
に
因
て
思
へ
ば
、
一
國
一
郡
に
も
主
た
る
者
、

文
武
の
衟
に
諳
キ
ハ
尸シ

ヒ
ト位
、
素タ

ダ
ク
ヒ餐
ト
い
ふ
者
也
。
愼
へ
し
。

武
士
の
理
想
と
す
べ
き
「
文
武
の
衟
に
諳
」
い
君
主
は
「
尸
位
」、
死
人
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
他
に
も
、「
子
弟
の
惡
キ
は

父
兄
の
愚バ

カ矇
に
極
リ
、
臣
下
の
惡
キ
は
主
君
の
諳ベ

ラ
ボ
ウ愚
に
皈キ

ス
ル
事
也
。
人
主
た
る
人
、
眼
目
ヲ
開
て
工
夫
あ
る
べ
し
」
と
か
、
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「
身
を
苦
て
儉
約
を
致
シ
、
國
家
の
不
經
濟
を
取
直
ス
事
の
爲
レ
ざ
る
程
の
、
云
甲
斐
な
き
心
に
て
ハ
、
軍

い
く
さ

は
中
々
致
サ
れ
ざ

る
事
也
。
早
ク
國
を
渡
シ
て
浪
人
す
べ
し
」
と
か
書
い
て
、「
無
役
厄
介
」
の
田
舎
武
士
の
づ
け
づ
け
と
し
た
物
云
ひ
に
は
驚

か
さ
れ
る
が
、
か
う
い
ふ
傍
若
無
人
振
り
も
或
は
徂
徠
に
學
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
古
武
士
を
理
想
と
し
た
子
平
に
は
極

め
て
自
然
な
態
度
だ
つ
た
と
も
云
へ
よ
う
。
新
井
白
石
は
「
藩
翰
譜
」
に
于
て
、
戰
國
武
士
の
見
事
な
行
動
の
例
と
し
て
、
好

ん
で
「
諫
」
の
例
を
擧
げ
て
ゐ
る
が
、
子
平
の
叔
父
も
若
く
し
て
諫
死
の
切
腹
を
遂
げ
て
ゐ
る
。
白
石
と
親
交
の
あ
つ
た
子
平

の
父
林
笠
翁
は
、
元
來
、
八
代
將
軍
德
川
吉
宗
側
近
の
幕
臣
だ
つ
た
が
、
士
衟
に
悖も

と

る
行
動
を
し
た
同
僚
を
上
司
が
咎
め
ぬ
の

に
激
怒
し
て
、
同
僚
を
斬
つ
て
江
戶
か
ら
逐ち

く
て
ん電

し
た
と
い
ふ
。
子
平
の
父
の
行
動
は
、
必
ず
し
も
「
諫
」
の
例
に
ふ
さ
は
し
く

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
づ
れ
に
せ
よ
、
士
衟
を
忽

ゆ
る
が

せ
に
せ
ぬ
激
し
い
血
が
子
平
の
體
内
を
流
れ
て
ゐ
た
。
仙
臺
藩
へ
の
三

度
に
亙
る
「
上
書
」
に
し
て
も
、
藩
の
荒
廢
の
有
樣
を
烈
し
く
彈
劾
し
て
、「
決
斷
の
二
字
此
場
所
に
て
御
座
候
」
と
藩
主
の

發
憤
を
促
し
て
を
り
、
そ
の
本
質
は
「
諫
」
に
在
る
と
云
つ
て
よ
く
、「
海
國
兵
談
」
は
「
上
書
」
の
「
諫
」
を
國
家
的
次
元

に
發
展
さ
せ
た
も
の
と
云
つ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
河
上
徹
太
郞
が
指
摘
し
た
や
う
に
、「
諫
死
す
る
所
に
吉
田
松
陰
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
根
本
が
あ
り
、
彼
の
全
人
格
の
發は

つ

露ろ

」
が
あ
つ
た
。
か
う
し
て
、
幕
末
の
松
陰
に
至
る
ま
で
、「
諫
」
を
主
筋
と
し

て
、
共
通
の
「
物
語
」
が
受
け
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
た
譯
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
子
平
は
十
六
歲
の
時
、
父
笠
翁
か
ら
武
士
と
し
て
「
平
生
心
掛
ら
る
べ
き
條
々
の
事
」
と
題
す
る

十
五
條
か
ら
な
る
訓
諭
文
を
授
け
ら
れ
、
そ
れ
を
生
涯
の
指
針
と
し
た
。
武
具
馬
具
は
常
に
二
通
り
用
意
せ
よ
、
身
體
に
合
は

ぬ
武
具
は
用
ゐ
る
な
、
無
用
の
器
物
を
集
め
る
な
、
衣
服
を
淸
洁
に
せ
よ
、
と
い
ふ
類
の
、
や
は
り
古
武
士
を
理
想
と
し
た
父

ら
し
い
實
踐
的
な
敎
訓
の
他
、「
先
勞
無
倦
の
四
字
平
常
忘
れ
申
間
敷
候
事
」
な
ど
と
い
ふ
の
も
あ
る
。
勞
苦
を
先
と
し
て
倦

む
事
な
く
努
め
よ
、
と
い
ふ
意
味
で
、
子
平
は
こ
の
敎
訓
に
忠
實
に
從
ひ
、
平
生
「
些
か
も
無
用
な
る
日
暇
を
致
さ
」
な
か
つ
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た
と
、
彼
を
知
る
者
が
書
き
殘
し
て
ゐ
る
が
、
白
石
も
父
親
か
ら
古
武
士
の
理
想
を
學
び
、
勇
氣
、
忍
耐
、
質
素
、
寡
默
、
淸

洁
の
具
現
と
も
云
ふ
べ
き
父
へ
の
讃
歎
の
思
ひ
を
自
傳
「
折
た
く
柴
の
記
」
に
描
い
た
事
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
よ
う
。
子
平

も
白
石
も
、
人
た
る
も
の
と
し
て
の
理
想
を
父
親
か
ら
學
び
、
そ
れ
に
忠
實
に
從
ふ
生
き
方
を
追
ひ
求
め
た
譯
だ
が
、
古
武
士

の
理
想
も
ま
た
、
乃
木
の
殉
死
に
至
る
ま
で
、
こ
の
國
の
共
通
の
「
物
語
」
の
主
題
と
し
て
命
脉
を
保
ち
續
け
る
事
に
な
る
。

だ
が
、「
士
魂
」
に
基
く
か
つ
て
の
「
物
語
」
を
、
も
は
や
我
々
は
失
つ
た
。
諫
死
も
殉
死
も
遠
い
遠
い
「
夢
の
中
の
物
語
」

で
し
か
な
い
。
が
、
さ
れ
ば
と
て
、
我
々
が
新
た
な
「
物
語
」
を
手
に
入
れ
た
譯
で
も
な
い
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
人
デ
ル
バ
ン

コ
の
云
ふ
や
う
な
、「
希
望
が
表
現
さ
れ
る
何
ら
か
の
象
徵
的
體
系
」
を
、
我
々
日
本
人
が
本
來
さ
ま
で
必
要
と
す
る
國
民
な

の
か
、
そ
れ
も
私
に
は
分
ら
な
い
。
江
戶
時
代
、
武
士
階
級
は
大
き
く
見
積
つ
て
も
、
全
國
民
の
一
割
に
も
滿
た
な
か
つ
た
。

け
れ
ど
も
、
我
々
が
「
發
作
的
衝
動
と
曖
昧
模
糊
た
る
情
念
か
ら
な
る
混
沌
」
の
ま
ま
で
、
い
つ
ま
で
も
漂
流
し
て
ゐ
て
よ
い

筈
は
な
い
。
ま
づ
は
さ
う
い
ふ
我
々
の
在
る
が
儘
を
自
覺
す
る
た
め
に
も
、
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
議
論
を
排
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
所
以
で
あ
る
。
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