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和
漢
（
日
本
と
支
那
）
の
兵
の
道
に
あ
る
人
は
、
古
今
に
そ
の
名
は
多
い
け
れ
ど
も
、
日
本
に
お
い
て
は
、
河
内
判
官
・
楠
木
正
成
た
だ
一

人
だ
け
が
、
そ
の
真
髄
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
知
あ
る
人
は
天
下
国
家
を
も
均
し
く
治
め
、
仁
あ
る
人
は
爵
位
や
俸
禄
を
も
辞
し
、
勇
あ
る
人

は
白
刃
を
も
蹈
（
ふ
）
む
。
知
・
仁
・
勇
の
三
つ
の
も
の
を
具
備
し
て
進
退
存
亡
を
心
得
、
そ
の
正
し
き
を
失
わ
な
か
っ
た
人
物
、
そ
れ
が
正

成
先
生
な
の
で
あ
っ
た
。
嗚
呼
、
時
の
不
祥
に
よ
っ
て
、
建
武
三
年
五
月
二
十
五
日
、
兵
庫
湊
川
に
て
戦
死
さ
れ
た
。
そ
の
年
四
十
三
で
あ
ら

れ
た
。
こ
の
書
を
記
し
、
幼
い
息
子
・
正
行(

ま
さ
つ
ら)
に
与
え
、
そ
の
身
が
無
き
後
ま
で
の
道
義
を
伝
え
た
。
正
行
も
ま
た
、
義
戦
に
死
す
。

こ
の
書
は
既
に
消
失
し
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
幸
い
に
し
て
世
に
残
っ
て
い
た
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
麤
学
の
士
（
深
く
学
ん
で
い
な
い

者
）
が
、
み
だ
り
に
こ
れ
を
取
り
入
れ
れ
ば
、
過
ち
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
恐
れ
る
。
そ
れ
故
に
愚
和
（
＝
私
の
至
ら
ぬ
注
釈
）
を
加

え
て
一
助
と
す
る
。
な
お
又
、
先
生
の
意
に
違
わ
な
い
こ
と
を
恐
懼
す
る
も
の
で
あ
る
。
延
宝
九
辛
酉
五
月
日
、
安
藤
氏
掃
雲
軒
謹
ん
で
書
す
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司
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治
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、
一
和
自
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、
敵
を
滅
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し
兵
を
得
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理
智
開
明
の
事 

二
、 

実
通 

真
空
明
鏡 

狐
疑
決
了
し
て
安
心
を
得
、
諸
魔
降
伏
の
奇
特
を
現
す
、
並
び
に
和
義
地
獄
極
楽
を
眼
前
に
見
、
天
狗
化
物
生
霊
死

霊
等
狐
愚
人
を
迷
わ
す
を
悟
っ
て
、
奇
怪
嫌
疑
無
く
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悟
安
心
の
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三
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通
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一
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っ
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百
万
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四
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通
は
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智
を
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、
百
度
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度
生
ま
れ
て
、
無
量
の
奇
特
を
現
わ
す
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五
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相
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明
ら
か
に
三
世
を
知
り
、
二
相
を
悟
っ
て
災
難
を
得
ず
、
千
里
を
隔
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て
敵
陣
を
知
る
事 
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令
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軍
教
序 

そ
も
そ
も
、
兵
法
を
学
ぶ
方
法
は
、
心
性
を
悟
り
諸
民
を
親
愛
す
る
の
を
上
と
し
、
計
謀
に
よ
っ
て
学
ぶ
の
を
中
と
し
、
戦
術
を
貪
り
習
う
の

を
下
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
太
古
の
昔
か
ら
善
く
兵
を
治
め
る
に
は
、
そ
の
将
軍
自
身
に
先
ず
徳
義
が
備
わ
り
、
才
知
が
万
人
に
秀
で
、
勇

能
が
千
人
に
先
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
士
卒
や
民
衆
が
よ
く
親
し
み
、
諸
兵
が
和
を
以
て
一
致
団
結
し
、
謀
が
神
に
通
じ
、
戦
術

も
奇
妙
を
尽
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
将
の
三
徳
と
名
付
け
る
。
古
の
聖
人
が
云
う
と
こ
ろ
の
、
智
仁
勇
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、

こ
の
徳
は
、
ま
た
天
に
比
し
て
顕
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
聖
人
と
比
較
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
自
分
に
相
応
す
る
だ
け
の
仁
を
施
し
、

そ
の
心
に
有
ら
ざ
る
こ
と
を
覚
っ
て
正
し
い
智
と
な
し
、
邪(

よ
こ
し
ま)

な
行
為
を
避
け
て
正
義
を
守
れ
。
三
徳
に
つ
い
て
聖
人
や
賢
者
と
比

較
し
、
書
か
れ
た
文
字
の
崇
高
さ
か
ら
、
自
分
は
到
底
お
よ
ば
な
い
、
な
ど
と
必
ず
し
も
消
極
的
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
。
昔
と
比
較
す
る
こ

と
は
、
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
時
に
お
い
て
敵
対
す
る
立
場
の
将
士
と
比
較
し
、
己
を
か
え
り
み
て
、
我
が
徳
が
、
そ
の
時
点
で

人
々
に
超
越
す
る
こ
と
を
求
め
よ
。
我
が
徳
が
、
人
々
に
超
越
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
の
聖
人
・
賢
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

将
軍
に
徳
が
有
る
と
き
は
、
敵
の
兵
も
必
ず
我
が
兵
と
な
り
、
敵
の
民
衆
も
ま
た
我
が
民
衆
と
な
る
。
将
軍
に
智
が
有
る
と
き
は
、
敵
の
謀(

は

か
り
ご
と)

も
我
が
謀
と
な
し
、
敵
の
利
益
も
ま
た
、
我
が
利
益
と
な
る
。
将
軍
に
勇
能
が
有
る
と
き
は
、
敵
の
威
厳
も
我
が
威
厳
と
な
り
、
敵

の
能
力
も
我
が
能
力
と
な
る
。
ま
し
て
や
、
国
城
・
地
形
・
用
具
・
兵
糧
に
お
い
て
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
。 

お
よ
そ
、
こ
の
三
徳
を
以
っ
て
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
察
し
な
が
ら
相
手
の
謀
に
乗
じ
て
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
覆
す
。
こ
れ

を
名
付
け
て
上
将
（
優
れ
た
将
軍
）
の
軍
法
と
い
う
。
中
く
ら
い
の
将
軍
は
、
自
分
自
身
で
は
徳
を
積
ま
ず
、
そ
の
功
績
を
求
め
、
よ
く
相
手

の
謀
を
察
し
、
そ
の
計
略
を
あ
ざ
む
き
、
こ
ち
ら
の
謀
を
多
く
し
て
敵
を
殺
そ
う
と
す
る
だ
け
で
、
敵
を
生
か
す
こ
と
を
知
ら
な
い
。
十
回
勝

っ
た
と
し
て
も
、
未
だ
か
つ
て
太
平
の
世
が
訪
れ
た
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
が
中
の
将
軍
の
方
法
で
あ
る
。
下
将
は
、
み
だ
り
に
戦
い
を
好
ん
で

利
を
争
い
、
士
や
民
を
使
う
の
に
怒
り
を
以
っ
て
し
、
人
を
随
え
る
に
は
専
ら
殺
罰
を
用
い
、
己
の
勢
を
頼
み
に
し
て
敵
の
智
謀
を
悟
ら
ず
、

進
む
べ
き
で
は
な
い
の
に
進
み
、
退
く
べ
き
で
は
な
い
の
に
退
き
、
作
戦
の
術
を
自
ら
考
え
ず
人
に
聴
き
、
常
に
珍
し
い
武
具
や
奇
抜
な
行
為

だ
け
を
好
み
、
危
う
い
こ
と
を
頼
み
に
勝
つ
事
を
貪
る
の
は
、
下
将
の
法
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
が
教
え
る
と
こ
ろ
の
兵
法
は
、
天
の
道

を
本
と
し
て
正
し
い
心
を
教
え
、
攻
め
戦
の
勝
負
は
、
ま
さ
に
天
命
に
あ
る
の
だ
と
悟
ら
せ
る
。
あ
ら
ゆ
る
合
戦
に
お
い
て
、
愚
将
と
良
将
と

が
国
を
争
い
、
ま
た
は
領
地
を
守
る
と
き
、
士
卒
は
ど
ち
ら
に
服
従
し
よ
う
と
す
る
か
。
必
ず
や
自
ら
親
愛
す
る
将
軍
に
随
っ
て
、
絶
対
に
愚

将
に
随
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
兵
法
を
学
ぶ
方
法
も
、
下
を
覚
っ
て
中
に
付
き
、
中
を
覚
っ
て
上
を
学
び
、
よ
り
良
い
も
の
に
随
わ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
古
の
聖
王
は
、
全
く
利
を
求
め
る
心
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
ら
そ
の
徳
を
積
ん
で
仁
義
を
専
ら
に
し
、
死
し
た
る
人

の
罪
を
赦
し
、
愁
う
る
人
を
救
い
、
人
を
苦
難
か
ら
解
放
し
、
人
を
危
急
か
ら
救
う
。
そ
れ
故
に
人
々
は
皆
敬
っ
て
、
終
に
は
天
下
を
保
つ
。

夏
・
殷
・
周
の
統
治
が
久
し
く
続
い
た
こ
と
か
ら
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
天
下
は
貴
方
自
ら
が
求
め
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
唯
一
、
己
の
徳
義
が
そ
の
時
の
諸
将
に
勝
っ
て
お
り
、
そ
の
才
能
が
そ
の
時
の
士
に
秀
で
て
、
そ
の
威
厳
が
そ
の
時
の
敵
に
勝
つ
な
ら

ば
、
世
の
中
は
挙
げ
て
そ
の
君
主
が
必
ず
上
将
軍
（
軍
の
最
上
級
司
令
官
）
と
な
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
千
里
も
遠
く
に
あ

る
者
も
自
分
の
意
志
で
、
必
ず
そ
の
君
主
に
服
従
す
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
時
が
至
れ
ば
、
終
に
は
天
下
の
大
主
と
な
る
。
太
公
（
文
王
・

武
王
の
軍
師
で
、
姜
斉
の
初
代
君
主
）
の
言
葉
に
も
、
「
天
下
は
、
一
人
の
天
下
に
あ
ら
ず
。
天
下
の
天
下
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
私
が
教

え
る
兵
法
で
は
、
私
欲
を
捨
て
去
り
、
天
下
の
利
を
恣
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
凡
人
と
い
う
も
の
は
、
こ
と
ご
と
く
利
を
好
む
も
の
で
あ
る
。

施
す
と
き
は
貪
り
、
奪
う
と
き
は
散
じ
、
愛
す
る
と
き
は
親
し
み
、
憎
む
と
き
は
退
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
を
求
め
る
と
き
、
ど
う
し
て
得
難

い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
国
に
民
が
治
ま
り
、
家
に
兵
が
調
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
軍
備
に
愁
い
ご
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

私
の
兵
法
と
は
、
心
を
正
し
、
身
を
修
め
、
国
を
治
め
て
天
下
を
平
和
に
す
る
と
い
う
大
義
を
本
分
と
し
、
次
に
凶
徒
・
賊
兵
に
損
害
を
与
え

る
た
め
に
、
智
謀
・
戦
術
の
妙
道
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
道
を
得
る
の
は
全
く
難
し
く
は
な
く
、
法
を
修
め
る
の
も
難
し
く
な
い
。
私
は

古
い
こ
と
を
用
い
て
教
え
る
こ
と
も
せ
ず
、
比
喩
を
用
い
て
語
る
こ
と
も
し
な
い
。
た
だ
、
自
ら
心
を
以
っ
て
、
心
を
伝
え
、
人
を
以
っ
て
人

の
な
す
事
に
つ
い
て
教
え
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
こ
と
ご
と
く
当
世
の
人
情
の
風
俗
に
応
じ
、
今
の
天
、
今
の
時
、
今
の
国
、
今
の
事
、
今
の

兵
、
今
の
民
、
今
の
敵
に
向
か
っ
て
、
直
ち
に
用
い
て
安
心
で
き
、
直
ち
に
施
し
て
成
り
立
ち
、
直
ち
に
戦
っ
て
勝
つ
べ
き
兵
法
で
あ
る
。
今

の
世
で
奸
者
（
邪
悪
な
者
）
が
流
布
す
る
軍
法
な
ど
は
、
戦
う
事
だ
け
を
学
び
、
敵
を
撃
滅
す
る
こ
と
を
巧
み
に
し
て
、
あ
え
て
勝
負
の
利
が

ど
こ
に
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。 

多
く
の
場
合
、
勝
つ
こ
と
を
好
む
者
は
、
利
を
貪
る
か
ら
で
あ
る
。
専
ら
利
を
貪
る
と
き
、
人
は
絶
対
に
親
し
む
こ
と
が
な
い
。
人
が
親
し
ま

な
け
れ
ば
、
陣
は
和
す
る
こ
と
が
な
い
。
和
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
備(

そ
な
え)

が
必
ず
乱
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
の
兵
法
は
、
先
ず
自
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ら
の
心
を
明
ら
か
に
し
て
敵
の
情
を
察
し
、
自
ら
国
を
正
し
く
し
て
敵
国
を
窺
い
、
五
陣
を
全
う
し
て
敵
陣
を
破
る
。
そ
れ
は
鏡
が
明
ら
か
で

あ
れ
ば
、
よ
く
万
象
を
照
ら
し
、
自
ら
の
心
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
よ
く
敵
の
心
を
悟
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
か
ら
く
両
陣
の
間
に
は
、

奇
正
や
変
化
が
無
窮
の
源
か
ら
発
す
る
が
、
愚
者
に
は
こ
れ
を
図
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
古
の
優
れ
た
将
軍
は
、
我
が
兵
を
安
楽
に
さ
せ

て
人
の
兵
を
屈
服
さ
せ
、
我
が
威
（
威
厳
・
威
力
）
を
増
長
し
な
が
ら
人
の
威
を
奪
い
、
敵
が
も
し
も
安
楽
で
い
れ
ば
、
必
ず
こ
れ
を
疲
労
さ

せ
、
敵
が
驕
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
を
く
つ
が
え
し
、
敵
が
恐
れ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
を
折
り
、
敵
が
和
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
を
疑
わ
せ
る
。
敵
が

睦
ん
で
い
れ
ば
、
こ
れ
を
引
き
離
し
、
敵
が
謀
れ
ば
、
こ
れ
を
転
じ
、
敵
が
西
に
備
え
れ
ば
、
東
で
勝
利
し
、
東
に
備
え
れ
ば
、
西
で
勝
利
し
、

南
北
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
す
る
。
た
と
え
敵
が
進
ん
で
き
て
も
、
我
の
利
と
な
り
、
敵
が
退
い
て
も
、
我
の
利
に
乗
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ

の
心
に
お
い
て
、
智
・
徳
・
義
が
我
に
有
り
、
敵
に
比
し
て
勝
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
我
が
本
当
に
こ
れ
ら
を
全
う
す
る
な
ら
ば
、
死
地
に

居
て
も
愁
え
ず
、
陰
地
に
備
え
て
も
苦
し
ま
な
い
。 

つ
ま
り
、
兵
に
は
常
な
る
形
が
な
い
。
た
だ
、
敵
に
よ
っ
て
転
化
す
る
。
奇
怪
転
変
で
あ
る
か
ら
形
に
は
一
切
こ
だ
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
ち

ら
の
謀
を
秘
密
に
し
て
、
敵
に
我
が
攻
撃
す
る
場
所
を
知
ら
せ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
敵
は
疑
い
恐
れ
て
、
必
ず
そ
の
守
備
す
る
場
所
が
多
く
な
る
。

守
備
す
る
場
所
が
多
い
と
き
に
は
、
配
置
さ
れ
る
場
所
の
兵
は
少
な
く
な
る
。
我
は
優
れ
た
謀
に
よ
っ
て
敵
を
分
け
、
そ
の
怠
る
場
所
に
向
か

っ
て
戦
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
我
と
戦
う
敵
兵
は
少
な
く
、
し
か
も
怠
っ
て
い
る
の
で
、
安
易
に
し
て
危
う
い
こ
と
な
く
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
。

大
き
な
力
で
小
さ
な
力
に
勝
つ
の
は
天
地
の
道
で
あ
る
。
一
つ
の
陣
が
す
で
に
破
れ
た
な
ら
ば
、
残
党
は
必
ず
不
完
全
に
な
る
。
我
は
そ
の
衰

え
弱
っ
て
い
る
の
に
乗
じ
て
、
時
を
移
さ
ず
に
そ
の
敵
を
討
つ
。
流
れ
矢
の
速
さ
の
よ
う
に
、
ま
た
、
大
風
が
発
す
る
よ
う
に
、
間
髪
を
入
れ

ず
（
敵
を
討
つ
）
と
い
う
の
が
、
私
の
軍
法
が
最
も
重
視
し
て
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
は
云
っ
て
も
人
々
の
多
く
は
、
久
し
く
世
間
を

渡
り
歩
く
に
つ
れ
利
己
的
で
悪
賢
く
な
り
、
智
恵
は
少
な
く
才
能
に
も
恵
ま
れ
ず
、
直
に
文
武
の
諸
道
を
自
ら
得
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
故

に
、
そ
の
事
や
行
為
に
至
る
ま
で
詳
し
く
記
し
、
戦
い
の
道
の
妙
用
を
伝
え
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
学
び
、
武
門
の
大
功
を
立
て
て
も

ら
い
た
い
。
絶
対
に
奸
佞
（
心
が
曲
が
っ
て
い
て
悪
賢
く
、
人
に
こ
び
へ
つ
ら
う
）
の
者
に
伝
え
て
は
な
ら
な
い
。 

  
 

 
 
 

心
性
を
悟
る
と
い
う
事
（
注
釈
） 

解
説
を
付
け
加
え
る
。
濂
溪
先
生
（
周
敦
頤 

し
ゅ
う
と
ん
い
、
北
宋
の
儒
学
者
）
が
云
わ
れ
る
に
は
、
無
極
と
は
太
極
（
混
沌
た
る
根
元
）

で
あ
る
。
太
極
の
上
に
無
極
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
極
ま
り
な
い
こ
と
を
名
づ
け
て
太
極
と
い
い
、
上
天
の
載(

こ
と)

は
声
も
な
く
臭
い
も
な

い
。
万
物
に
形
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
理
は
す
で
に
具
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
人
心
に
比
す
れ
ば
、
未
発
の
中
で
あ
る
。
太
極
が
動
い
て
陽

（
分
化
発
動
す
る
働
き
）
を
生
ず
る
。
動
く
こ
と
が
極
ま
っ
て
静
に
な
る
。
静
に
し
て
陰
（
統
一
含
蓄
す
る
働
き
）
を
生
ず
。
静
な
る
こ
と
が

極
ま
っ
て
ま
た
動
く
。
一
動
一
静
、
互
い
に
そ
の
根
と
な
る
。
陰
を
分
け
、
陽
を
分
け
て
両
儀
が
立
つ
。
こ
れ
を
人
心
に
比
し
て
云
う
な
ら
ば
、

一
息
の
出
入
り
が
陰
陽
で
あ
る
。
出
る
息
は
陽
、
入
る
息
は
陰
で
あ
る
。
屈
伸
、
更
々
何
れ
を
本
と
し
、
何
れ
を
末
と
す
る
か
。
陰
陽
に
端
な

く
、
出
入
に
時
な
し
。
陰
一
つ
陽
一
つ
を
分
け
て
、
こ
れ
を
両
儀
と
い
う
。
両
儀
に
も
と
の
形
は
な
い
。
両
儀
は
太
極
で
あ
る
。
太
極
は
無
極

で
あ
る
。
陰
と
陽
が
変
合
し
て
、
水
・
木
・
金
・
土
を
生
ず
る
。
乾
・
元
・
亨
・
利
・
貞
の
五
方
が
具
わ
る
。
東
・
西
・
南
・
北
・
中
の
五
気

が
順
に
動
い
て
四
時
（
四
季
）
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
を
五
行
と
言
う
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
一
陰
陽
で
あ
る
。
陰
陽
は
一
太
極
で
あ
り
、
太
極

は
も
と
無
極
で
あ
る
。
無
極
の
理
が
変
じ
て
両
儀
と
な
し
、
両
儀
が
変
じ
て
五
行
と
な
る
。
（
各
々
其
の
性
質
は
常
に
必
ず
一
に
な
る
。
こ
れ

が
無
極
と
い
う
も
の
の
本
質
（
真
）
で
あ
る
。
）
二
気
（
陰
陽
）
五
行
（
水
火
木
金
土
）
の
精
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
が
微
妙
に
配
合
し
て
形
を
作

る
（
凝
）。 

乾(

け
ん
、
い
ぬ
い)

道
は
男
を
成
し
、
坤(

こ
ん
、
ひ
つ
じ
さ
る)

道
は
女
を
成
す
。
こ
の
二
気
が
交
わ
り
感
じ
て
万
物
を
化
生
（
成
）
し
て
い
く
。

そ
の
万
物
が
生
々
し
、
変
化
し
て
い
く
こ
と
は
窮
ま
り
が
な
い
。
こ
れ
ら
は
皆
、
無
妄
（
嘘
が
な
い
、
誠
）
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
理
が
具
わ
っ
て

い
る
。
な
ん
と
偉
大
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
易
斯
そ
れ
至
れ
る
か
な
。
あ
ら
ゆ
る
生
物
が
色
々
変
化
し
て
き
た
中
で
も
、
人
間
と
い
う
も
の
だ

け
が
そ
の
最
も
秀
れ
た
も
の
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
地
は
父
母
で
あ
っ
て
、
人
は
そ
の
子
で
あ
る
。
ま
た
、
天
の
ご
と
く
非
常
に
霊
妙
で

あ
る
。
そ
の
秀
麗
な
形
を
生
ん
で
形
の
中
に
神
（
精
神
の
深
奥
）
が
知
を
発
し
、
五
性
（
水
火
木
金
土
）
が
感
動
す
る
（
感
に
動
く
）
。（
こ
こ

に
善
悪
と
い
う
も
の
が
分
か
れ
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
活
動
（
万
事
）
が
出
て
く
る
。
）
聖
人
（
＝
最
も
秀
麗
に
し
て
神
知
を
発
し
た
優
れ
た
人
）

は
、
こ
の
万
物
生
成
化
育
の
道
を
悟
り
、
天
の
理
を
受
け
て
正
し
い
こ
と
は
何
か
を
定
め
る
。
天
に
あ
っ
て
は
乾
・
元
・
亨
・
利
・
貞
、
人
に

あ
っ
て
は
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
で
あ
る
。（
人
間
と
し
て
い
か
に
生
く
べ
き
か
（
人
極
）
は
静
（
含
蓄
・
潜
在
）
を
主
と
す
る
。）
ゆ
え
に
聖

人
は
天
地
と
そ
の
徳
を
合
わ
せ
、
日
月
と
そ
の
明
を
合
わ
せ
、
四
時
（
四
季
＝
自
然
の
道
）
と
そ
の
秩
序
を
合
わ
せ
、
鬼
（
創
造
の
破
壊
作
用
）

神
（
生
命
の
進
化
助
長
作
用
）
と
そ
の
吉
凶
を
合
致
さ
せ
る
。（
君
子
こ
れ
を
修
め
て
吉
、
小
人
こ
れ
に
悖
（
も
と
）
り
て
凶
）
ゆ
え
に
、
天

地
の
道
を
陰
陽
と
い
い
、
人
の
道
を
仁
義
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
天
地
人
は
一
つ
で
あ
る
。
（
又
、
始
め
を
た
ず
ね
て
終
わ
り
に
返
る
こ
と

に
よ
っ
て
死
生
を
知
る
と
言
う
。
）
易
（
＝
陰
陽
二
つ
の
元
素
の
対
立
と
統
合
に
よ
り
、
森
羅
万
象
の
変
化
法
則
を
説
く
古
代
支
那
の
哲
学
と
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）
こ
そ
は
、
こ
こ
に
至
れ
る
も
の
で
あ
る
。
世
の
中
を
利
し
、
多
く
の
人
を
安
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
志
を
仁
と
い
う
。
時

と
し
て
道
理
を
貫
く
こ
と
を
義
と
い
い
、
貴
び
て
敬
す
る
の
を
礼
と
い
い
、
こ
れ
ら
を
知
る
こ
と
を
智
と
い
い
、
こ
の
四
つ
の
も
の
を
性
の
ま

ま
に
貫
く
も
の
を
信
と
い
い
、
（
仁
・
義
・
礼
・
智
の
）
四
徳
を
一
つ
に
貫
く
の
が
信
で
あ
る
。
た
と
え
ば
四
徳
は
、
四
文
の
銭
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
刺
し
貫
く
の
が
信
で
あ
る
。
性
の
ま
ま
に
安
ん
じ
て
行
く
、
こ
れ
が
聖
人
で
あ
る
。
至
ら
な
け
れ
ば
、
過
ち
が
あ
る
。
そ
の
過
ち
は
言

葉
と
行
動
に
は
見
れ
な
く
と
も
、
意
思
が
発
す
る
こ
と
に
お
い
て
過
つ
。
復
し
て
こ
れ
を
執
る
（
過
ち
を
正
し
て
く
り
返
さ
な
い
）
の
が
、
賢

い
人
物
で
あ
る
。
賢
さ
に
は
大
と
小
が
あ
る
。
孟
子
・
顔
淵
・
程
子
、
こ
れ
ら
は
皆
「
大
賢
」
で
あ
る
。
復
し
て
こ
れ
を
執
る
。
程
子
が
云
う

に
は
、
顔
子
は
一
息
に
し
て
復
す
。
呼
吸
一
息
の
間
、
出
る
息
に
過
ち
、
入
る
息
に
改
め
る
。
そ
の
次
は
二
息
・
三
息
。
そ
の
次
は
、
時
間
を

か
け
、
日
を
重
ね
て
復
す
る
に
遠
い
と
い
え
ど
も
、
言
行
に
過
つ
こ
と
が
な
け
れ
ば
賢
い
の
で
あ
る
。
そ
の
次
は
物
の
数
に
も
入
ら
な
い
よ
う

な
、
世
間
の
愚
か
な
小
人
で
あ
る
。
聖
人
は
復
を
離
れ
る
、
す
な
わ
ち
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
い
て
も
、
矩(

の
り)

を
超
え
る
こ
と
が

な
い
。
今
の
世
の
気
随
（
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
振
る
舞
う
）
者
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
気
随
者
は
道
理
を
貫
か
な
い
。
聖
人
は

気
随
に
似
て
い
る
け
れ
ど
も
、
理
と
気
が
一
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
言
行
が
皆
、
法
に
適
合
し
て
い
る
。
顔
子
は
思
う
こ
と
に
よ
り
得
て
、
勉

め
て
そ
れ
を
貫
く
。
勉
め
な
け
れ
ば
礼
を
つ
く
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
大
賢
と
小
賢
が
分
か
れ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
は
思
う
こ
と
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
さ
ほ
ど
勉
め
な
く
て
も
よ
い
の
が
大
賢
、
一
生
懸
命
に
勉
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
小
賢
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

顔
子
の
徳
行
を
孔
子
と
比
較
す
る
と
、
孔
子
が
五
十
歳
の
時
と
同
じ
で
あ
る
。
孔
子
三
十
に
し
て
立
つ
と
は
、
性
の
善
な
る
こ
と
を
知
っ
て
忠

信
に
従
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
志
が
強
固
で
あ
れ
ば
、
小
善
に
も
進
み
、
小
悪
を
も
用
い
な
い
の
で
あ
る
。
学
ん
だ
知
識
の
及
ぶ
だ
け
は
、
勉
め

る
こ
と
で
行
動
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
。
毛
髪
ほ
ど
に
も
悪
に
順
じ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
立
つ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
は

云
え
ど
も
、
学
ん
だ
知
識
が
少
な
け
れ
ば
、
智
に
お
い
て
少
々
の
惑
い
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
と
い
う
の
は
、
易
に

通
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
で
も
、
未
だ
道
を
行
う
の
に
従
容
と
し
て
、
と
は
な
ら
な
い
。
思
う
こ
と
に
よ
り
得
て
、
勉
め
て

こ
れ
を
貫
く
と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。
顔
子
を
こ
の
時
に
比
す
べ
き
で
あ
る
。
七
十
に
し
て
思
わ
ず
し
て
得
、
勉
め
ず
し
て
貫
く
。
こ
れ
が
大

徳
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
貴
び
、
天
と
比
す
る
。
程
子
が
云
う
に
は
、
顔
子
は
形
に
顕
れ
る
ま
で
の
過
ち
は
し
な
い
。
ま
た
、
顔
子
の

過
つ
と
こ
ろ
も
、
呼
吸
一
息
意
発
の
過
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
伊
川
先
生
の
発
明
で
あ
る
。
後
の
人
が
こ
の
意
に
達
す
る
こ
と
な
く
、
夫
子
と
顔

子
と
が
相
去
る
こ
と
を
庶
幾
（
こ
い
ね
が
う
、
切
に
願
い
望
む
）
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
心
得
、
そ
の
実
際
の
意
義
を
知
ら
な
い
た
め
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
に
記
す
。
顔
子
が
未
だ
に
聖
人
に
な
れ
な
い
の
は
、
勉
め
な
け
れ
ば
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
意
発
に
過
ち
が
あ

り
、
そ
れ
が
表
面
化
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
志
の
正
し
さ
が
強
固
で
あ
れ
ば
、
一
つ
で
も
不
善
が
あ
れ
ば
速
や

か
に
察
知
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
善
が
止
ま
る
と
こ
ろ
に
復
す
る
学
問
の
道
は
他
に
な
い
。
そ
の
不
善
を
知
る
と
き
、
速
や
か
に
改
め
て
善
に

し
た
が
う
の
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
今
の
世
の
学
者
も
、
そ
の
善
に
従
い
た
い
も
の
だ
と
欲
し
て
い
る
け
れ
ど
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
の
本
を
正
さ
ず
、
心
中
が
不
純
だ
か
ら
で
あ
る
。
意
発
に
過
ち
が
あ
っ
て
も
自
覚
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
言
行
に
顕
れ
る
ま
で
に
過

つ
の
で
あ
る
。 

孟
子
が
云
う
に
は
、
学
問
の
道
は
他
に
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
放
心
を
求
め
る
の
み
と
い
え
よ
う
。
放
心
を
敬
わ
な
い
の
は
、
万
悪
の
本
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
も
云
う
。
過
ち
を
お
か
し
て
改
め
な
い
の
を
過
ち
と
い
い
、
ま
た
、
過
ち
を
お
か
し
た
な
ら
ば
改
め
る
の
を
憚(
は
ば

か)

っ
て
は
な
ら
な
い
。
顔
子
は
過
ち
を
再
び
は
し
な
い
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
皆
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
発
の
過
ち
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
知
っ
て
い
て
も
存
養
（
＝
本
心
や
本
性
を
養
い
育
て
る
こ
と
）
が
な
く
、
放
心
を
敬
わ
な
け
れ
ば
意
発
の
過
ち
を
自
覚
で
き
な
い
。
言

葉
と
行
動
と
で
過
っ
て
か
ら
悔
い
改
め
た
と
こ
ろ
で
何
の
徳
が
あ
ろ
う
か
。
学
問
の
道
は
他
に
な
い
。
夜
昼
に
は
間
断
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

存
養
（
＝
本
心
や
本
性
を
養
い
育
て
る
こ
と
）
は
こ
れ
を
敬
う
慎
み
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
平
常
の
心
得
は
座
禅
に
よ
り
悟
り
を
得

る
こ
と
に
勝
る
も
の
は
な
い
。
心
を
動
か
さ
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
性
定
で
あ
る
。
定
と
は
、
動
静
が
皆
定
と
い
え
ど
も
、
人
情
と
い
う
も
の
は

動
き
易
く
、
静
か
に
し
て
い
る
の
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
静
を
本
と
し
、
動
を
末
に
す
る
。
い
わ
ゆ
る
止
ま
る
こ
と
を
知
っ

て
定
ま
る
こ
と
が
あ
る
、
そ
う
し
て
静
と
な
る
。
静
な
る
所
は
未
だ
安
か
ら
ず
。
静
か
な
る
地
を
起
き
れ
ば
安
し
。
道
を
知
る
人
で
な
け
れ
ば
、

誰
が
よ
く
こ
れ
を
悟
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
安
き
と
こ
ろ
を
例
え
て
云
え
ば
明
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
明
鏡
と
い
え
ば
、
形
が
あ
る
の

に
似
て
い
な
が
ら
、
何
の
意
も
な
い
。
し
か
も
、
万
物
が
よ
く
映
る
。
是
非
の
分
別
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
よ
く
慮
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
私
す
る
と
こ
ろ
の
分
別
で
は
な
い
。
天
慮
至
善
（
天
が
慮
っ
て
善
に
至
る
）
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
よ
く
事
物
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
得
る
こ
と
を
後
に
し
、
止
ま
る
こ
と
を
先
と
す
る
。
止
ま
る
の
は
止
静
で
あ
る
。
放
心
す
る
こ
と
を
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
客

が
私
（
＝
掃
雲
軒
、
以
下
同
じ
）
に
こ
の
よ
う
に
質
問
し
た
。「
善
悪
と
是
非
と
は
何
を
以
っ
て
区
分
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
そ
こ
で
こ
う
云

っ
た
。
「
問
う
こ
と
は
よ
ろ
し
い
。
初
学
の
者
は
、
先
ず
是
非
に
か
か
わ
ら
ず
、
善
悪
を
知
る
べ
き
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。」 

善
と
い
う
の
は
、
性
に
従
う
こ
と
の
道
で
あ
る
。
是
非
の
沙
汰
で
は
な
い
。
善
の
中
に
是
非
が
あ
り
、
悪
の
中
に
是
非
が
あ
る
。
性
に
従
う
道

と
い
え
ど
も
、
法
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
、
善
中
の
非
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
庸
の
書
で
も
こ
う
云
っ
て
い
る
。
天
命
性
道
こ
れ
ま
で
は
、
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赤
子
も
同
じ
道
を
修
め
る
の
を
教
え
と
い
い
、
そ
の
教
え
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
仁
義
礼
智
の
四
徳
で
あ
る
。
天
命
よ
り
も
性
に
従
う
の
は
、
道

で
あ
る
と
い
え
ど
も
理
に
適
わ
な
け
れ
ば
、
ま
た
道
で
は
な
い
。
人
の
道
は
、
四
徳
を
以
っ
て
性
と
す
る
。
そ
う
は
云
っ
て
も
、
知
が
及
ば
な

い
が
た
め
、
知
ら
ず
し
て
過
つ
の
は
、
天
の
為
す
災
い
で
あ
る
。
自
分
で
知
り
な
が
ら
過
つ
の
は
、
自
分
が
為
す
と
こ
ろ
の
災
い
で
あ
る
。
自

分
で
為
す
罪
は
悪
で
あ
る
。
天
の
為
す
罪
は
非
で
あ
る
。
こ
れ
を
悪
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。
あ
る
人
が
私
に
質
問
し
て
こ
う
云
っ
た
。
「
お

釈
迦
様
の
教
え
に
、
善
を
思
わ
ず
、
悪
を
思
わ
ず
、
と
あ
る
。
こ
の
語
は
、
性
に
従
う
と
い
う
天
道
を
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
」
そ

れ
に
対
し
て
こ
う
云
っ
た
。「
そ
の
と
お
り
。」
父
母
か
ら
未
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
以
前
、
こ
れ
を
本
空
と
い
う
。
体
が
顕
れ
た
今
に
道
が
成
る

と
い
う
理
、
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
通
じ
る
の
を
識
心
見
性
（
心
を
識
り
、
性
を
見
る
）
と
い
う
。
識
心
見
性
し
て
下
学
（
ま
ず
手
近
な
と
こ

ろ
、
初
歩
的
な
事
柄
か
ら
学
ぶ
こ
と
）
し
な
け
れ
ば
、
法
（
＝
秩
序
、
掟
、
法
則
、
慣
習
）
に
適
合
し
な
い
。
法
は
理
で
あ
る
。
正
し
い
理
に

適
合
し
な
い
ま
ま
で
の
上
達
は
非
で
あ
る
。
孔
子
の
云
う
と
こ
ろ
の
狂
者
で
あ
る
。
下
学
は
正
法
で
あ
る
。
正
法
と
は
、
天
有
の
四
徳
で
あ
る

仁
義
礼
智
の
性
に
よ
り
行
動
す
る
と
こ
ろ
の
孝
弟
忠
信
で
あ
る
。
下
学
し
て
孝
弟
忠
信
の
業
（
＝
行
い
、
振
る
舞
い
）
を
知
り
、
そ
の
理
に
し

た
が
わ
ず
、
無
妄
に
（
誠
を
も
っ
て
）
行
う
、
こ
れ
を
下
学
し
て
上
達
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
下
学
な
く
し
て
上
達
す
る
こ
と
は
、
内
外
が

相
連
続
し
な
い
。
上
達
に
似
て
、
上
達
で
は
な
く
、
妄
（
道
理
が
わ
か
ら
ず
、
筋
道
が
な
く
、
で
た
ら
め
）
で
あ
る
。
聖
を
知
る
人
で
な
く
し

て
は
、
誰
が
よ
く
こ
の
意
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
質
問
し
て
云
う
に
は
、
「
お
釈
迦
様
が
仏
性
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
善
を
思
わ
ず
、

悪
を
思
わ
ず
、
で
あ
る
。
孟
子
は
性
善
と
い
う
。
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
」
答
え
て
い
う
。「
孟
子
の
性
善
、
孔
子
の
言
葉
に
可
も
な
く

不
可
も
な
い
。
こ
れ
で
あ
る
。
仏
教
の
善
を
思
わ
ず
、
悪
を
思
わ
ず
と
は
、
孟
子
が
い
う
善
で
あ
る
。
言
葉
は
別
で
あ
る
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
同
じ
で
あ
る
。」 

  
 

 
 
 

序
に
智
仁
勇
と
書
い
た
事
（
注
釈
） 

解
説
を
付
け
加
え
る
。
知
と
は
、
良
知
を
云
う
。
学
ん
で
知
り
伝
え
聞
く
知
識
で
は
な
い
。
良
知
は
性
で
あ
る
。
孟
子
が
云
う
と
こ
ろ
の
、

口
の
味
わ
い
、
目
の
色
、
耳
の
声
、
鼻
の
臭
い
、
四
肢
の
安
佚(

あ
ん
い
つ)

、
こ
の
五
つ
は
天
理
の
自
然
性
で
あ
る
。
赤
子
に
も
こ
れ
が
あ
る
。

皆
以
っ
て
学
ば
ず
し
て
知
る
人
情
の
伝
え
で
は
な
く
し
て
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
知
で
あ
る
。
仏
教
で
は
こ
れ
を
名
付
け
て
教
外
別
伝
と
い
う
。

知
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
君
子
は
性
で
あ
る
と
は
云
わ
ず
、
命
を
執
る
。
教
え
を
受
け
て
貴
ぶ
こ
と
を
「
命
を
受
け
る
」
と
云

う
。
小
人
が
性
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
気
随
の
狂
者
で
あ
る
。
道
を
修
め
る
こ
と
を
教
え
と
い
う
。
道
を
修
め
る
と
は
、
師
の
命
を
受
け
て
仁
・
義
・

礼
・
智
の
徳
を
知
り
、
孝
・
弟
・
忠
・
信
の
道
を
行
い
、
こ
れ
を
学
ん
で
是
を
知
る
。
仁
を
学
ぶ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
良
智
を
以
っ
て
仁
を

学
び
、
明
を
わ
き
ま
え
て
い
る
と
し
て
も
、
言
と
動
と
を
兼
ね
備
え
て
篤
く
行
わ
な
け
れ
ば
不
忠
で
あ
る
。
徒
善
（
気
持
ち
ば
か
り
で
実
行
の

伴
わ
な
い
善
）
で
あ
る
。
ま
た
小
人
で
あ
る
。
強
固
に
勉
め
て
行
動
し
、
そ
の
功
を
成
す
。
こ
れ
を
名
付
け
て
勇
と
い
い
、
知
・
仁
・
勇
三
つ

の
も
の
は
、
一
つ
で
も
欠
け
て
は
一
つ
も
叶
わ
な
い
。
正
成
が
記
し
置
い
た
と
こ
ろ
の
三
つ
の
も
の
は
、
そ
の
用
を
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
体
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
世
の
人
が
惑
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。 

孟
子
は
云
う
。
右
に
書
い
て
あ
る
五
つ
の
も
の
は
性
で
あ
る
。
君
子
は
性
と
云
わ
ず
、
命
を
執
る
。
命
は
学
知
の
仁
で
あ
る
。
仁
・
義
・
礼
・

知
・
信
・
五
常
を
分
け
て
い
う
と
き
は
、
仁
の
父
子
、
義
の
君
臣
、
礼
の
賓
主
、
智
の
賢
者
、
聖
の
天
道
、
こ
の
五
つ
の
も
の
は
命
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
性
が
あ
る
。
君
子
は
命
で
あ
る
と
は
言
わ
な
い
。
か
く
言
う
意
味
は
、
こ
の
五
つ
の
も
の
は
、
命
を
う
け
学
ん
で
こ
れ
を

行
う
と
い
え
ど
も
、
未
だ
至
ら
な
け
れ
ば
勉
め
て
行
い
、
性
の
ま
ま
に
至
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
う
が
ゆ
え
に
命
と
言
わ
ず
、
性
で
あ
る
と

い
う
。
右
の
こ
の
十
の
も
の
を
知
る
と
き
は
、
道
を
知
る
の
に
近
い
。
こ
れ
ら
は
皆
、
孟
子
の
発
明
で
あ
る
。
知
・
仁
・
勇
の
三
つ
の
も
の
、

ど
れ
を
優
先
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
孔
子
は
こ
れ
を
仁
と
云
い
、
太
公
は
勇
と
云
い
、
孫
子
は
こ
れ
を
知
と
云
う
。
ど
れ
も
が
正
し
い
。
ど
れ

を
先
に
す
る
か
。
ど
れ
を
後
に
す
る
か
。
我
が
朝
の
神
道
に
お
い
て
も
、
太
神
宮
は
知
を
以
っ
て
体
と
さ
れ
、
春
日
は
仁
を
体
と
さ
れ
て
い
る
。

八
幡
は
勇
を
体
と
さ
れ
て
い
る
。
三
社
は
本
は
一
つ
、
天
照
大
神
一
神
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
神
が
二
社
を
お
産
み
に
な
ら
れ
、
九
万
の

霊
神
が
お
分
か
れ
に
な
ら
れ
た
。
大
な
る
や
神
道
、
無
極
に
し
て
太
極
で
あ
る
。
恐
れ
多
い
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
略
す
。 

  
 

 
 
 

軍
元
立
将
の
法 

い
か
な
る
場
合
で
も
、
敵
を
撃
滅
し
て
世
を
統
治
す
る
方
法
は
、
軍
備
無
く
し
て
叶
う
こ
と
は
な
い
。
寒
さ
を
凌
ぎ
た
け
れ
ば
、
自
宅
や
衣
服

を
調
え
、
炎
熱
を
凌
ぎ
た
け
れ
ば
、
地
隙
や
谷
間
の
涼
し
さ
を
求
め
る
。
敵
を
撃
滅
し
、
世
を
統
治
し
た
け
れ
ば
、
賢
士
良
将
を
求
め
よ
。
も

し
も
、
軍
備
無
く
し
て
そ
の
難
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
心
身
は
疲
れ
、
諸
民
は
苦
し
ん
で
そ
の
利
を
得
ら
れ
な
い
。
私
が
伝
え
る
と
こ
ろ

の
方
法
は
、
先
ず
七
つ
の
能
力
の
賢
将
を
求
め
る
こ
と
で
、
変
化
応
戦
自
在
に
し
て
、
百
回
戦
っ
て
も
利
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
一
度
も
無
い

だ
ろ
う
。
貴
方
は
必
ず
こ
こ
に
記
し
て
お
く
こ
と
を
守
っ
て
、
七
人
の
良
将
を
求
め
よ
。
ま
ず
、
人
を
求
め
る
に
は
、
心
の
徳
を
求
め
て
位
や

形
で
選
ん
で
は
な
ら
な
い
。
万
軍
の
勝
敗
と
は
、
将
の
良
し
悪
し
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 
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戦
わ
ず
し
て
敵
を
亡
ぼ
す 

戦
わ
ず
し
て
敵
を
亡
ぼ
す
に
は
、
先
ず
七
人
の
将
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
良
将
を
得
る
方
法
が
あ
る
。
善
人
を
用
い
る
と
き
は
、
名
将
を

得
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
に
は
道
徳
の
士
、
二
つ
に
は
智
謀
の
士
、
三
つ
に
は
耳
目
の
士
、
四
つ
に
は
心
強
く
弁
舌
の
士
、
五
つ
に
は
勇
力
正

直
の
士
、
六
つ
に
は
用
具
巧
達
の
士
、
七
つ
に
は
算
勘
検
見
の
士
で
あ
る
。
こ
の
七
人
を
求
め
る
こ
と
を
要
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
七
つ
を

用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
左
に
詳
述
す
る
。 

第
一
、
道
徳
の
士
を
以
っ
て
自
国
の
政
治
を
正
し
、
日
々
に
自
ら
諌
め
ご
と
を
請
う
よ
う
に
せ
よ
。
一
日
で
も
諌
め
ご
と
を
請
わ
な
け
れ
ば
、

味
方
は
千
騎
の
消
耗
と
な
っ
て
、
敵
に
は
千
騎
の
利
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ほ
ん
の
一
瞬
で
も
無
益
な
日
を
送
っ
て
は
な
ら
な
い
。
一
事
の
非

を
知
っ
て
正
す
と
き
は
、
万
事
に
有
益
で
あ
る
。
味
方
が
万
事
に
有
益
な
と
き
は
、
敵
国
は
万
種
の
労
が
あ
る
。
道
徳
の
士
を
以
っ
て
国
を
治

め
よ
。
こ
れ
が
戦
わ
ず
し
て
敵
を
撃
滅
す
る
と
い
う
秘
術
で
あ
る
。 

第
二
、
智
謀
の
士
を
以
っ
て
自
国
の
益
を
考
慮
し
、
他
国
の
労
を
察
す
べ
し
。
自
国
の
益
と
は
、
一
つ
に
は
名
将
を
得
、
二
つ
に
は
士
卒
を
得
、

三
つ
に
は
食
糧
を
多
く
す
る
。
四
つ
に
は
用
具
を
得
る
。
五
つ
に
は
多
国
に
味
方
を
得
る
。
こ
の
方
法
は
敵
国
と
の
近
境
に
進
出
し
て
謀
士
道

士
を
以
っ
て
謀
る
べ
し
。
こ
う
し
た
五
つ
の
利
得
が
味
方
に
あ
る
と
き
は
、
必
ず
敵
に
五
つ
の
損
が
あ
る
。
こ
れ
が
戦
わ
ず
し
て
敵
を
亡
国
に

す
る
と
い
う
術
で
あ
る
。 

第
三
、
耳
目
の
士
を
以
っ
て
敵
国
の
政
治
を
察
す
べ
し
。
こ
れ
は
秘
伝
で
あ
る
が
、
三
人
を
遣
わ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
遣
わ
し
て
何
も
知
ら
な

い
よ
う
に
振
る
舞
え
。
敵
国
が
正
し
い
と
き
は
、
慎
ん
で
自
国
の
政
治
を
正
し
、
日
々
善
人
を
用
い
、
自
ら
降(

く
だ)

っ
て
民
衆
の
歎
き
を
救

い
、
徳
を
厚
く
し
て
時
を
待
つ
べ
し
。
好
み
や
欲
が
起
き
た
な
ら
ば
、
五
神
通
を
開
い
て
見
よ
。
伝
あ
り
。
自
国
の
政
治
が
敵
国
よ
り
勝
っ
て

い
る
と
き
は
、
敵
を
亡
国
に
す
る
術
に
長
ず
る
も
の
と
知
る
べ
し
。
ま
た
、
敵
国
の
政
治
が
乱
れ
て
民
衆
が
歎
い
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
自

国
の
民
衆
を
憐
れ
み
、
速
や
か
に
謀
士
を
以
っ
て
相
手
の
気
相
を
悟
っ
て
敵
の
内
部
を
乱
す
よ
う
に
せ
よ
。
謀
る
に
は
相
通
の
法
を
以
っ
て
せ

よ
。
伝
あ
り
。
味
方
の
費
（
つ
い
え
＝
費
用
、
経
費
）
に
よ
り
敵
に
送
る
。
そ
の
費
を
為
す
べ
き
者
は
、
一
つ
に
は
普
請
（
ふ
し
ん
＝
建
築
工

事
、
土
木
工
事
）
を
好
む
こ
と
、
二
つ
に
は
美
女
、
三
つ
に
は
猿
楽
、
四
つ
に
は
犬
鷹
、
五
つ
に
は
酒
宴
、
六
つ
に
は
偏
道
、
伝
あ
り
。
七
つ

に
は
讒
者
（
人
を
お
と
し
い
れ
よ
う
と
し
て
、
事
実
に
反
す
る
悪
口
を
言
う
者
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
者
は
そ
の
国
中
に
制
法
を

な
し
、
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
上
に
愛
す
る
事
が
な
い
な
ら
ば
、
自
国
を
去
る
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
者
が
敵
国
へ
行
く
時
は
、
兵
を
派
遣

し
て
攻
め
る
に
及
ば
な
い
。
こ
れ
が
戦
わ
ず
し
て
敵
を
亡
国
に
す
る
術
で
あ
る
。 

第
四
、
心
強
く
弁
舌
の
士
を
以
っ
て
謀
士
に
付
け
て
敵
国
に
対
す
る
謀
を
策
す
べ
し
。
敵
の
意
志
を
覆
し
た
け
れ
ば
、
心
強
く
弁
舌
の
士
を
使

う
べ
き
で
あ
る
。
敵
情
を
察
し
て
こ
れ
を
謀
れ
。
こ
の
時
の
謀
は
大
事
で
あ
る
か
ら
、
円
謀
の
智
を
も
っ
て
成
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
人
の
敵

を
抱
き
込
め
ば
、
味
方
十
騎
と
お
な
じ
利
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
数
万
人
の
敵
に
当
た
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ま
た
、
戦
わ
ず
し
て
勝
つ

べ
き
法
で
あ
る
。 

第
五
、
勇
力
正
直
の
士
は
、
計
謀
の
役
人
、
人
質
な
ど
で
出
す
の
に
益
が
あ
る
。
ま
た
、
敵
中
に
入
っ
て
急
い
で
敵
情
を
知
る
の
に
有
益
で
あ

る
。 

第
六
、
用
具
巧
達
の
士
は
自
国
の
用
具
を
長
じ
、
敵
国
の
用
具
を
妨
げ
る
の
に
利
が
あ
る
。 

第
七
、
算
勘
検
見
の
士
に
は
、
先
ず
敵
領
内
の
状
況
、
並
び
に
人
数
・
兵
糧
の
分
限
を
察
し
、
道
の
り
を
考
え
、
敵
国
の
絵
図
を
作
成
さ
せ
る

べ
し
。 

右
の
七
人
の
将
を
以
っ
て
す
る
と
き
は
、
剛
敵
と
い
え
ど
も
、
或
い
は
一
年
、
或
い
は
二
、
三
年
の
う
ち
に
、
必
ず
戦
わ
ず
し
て
亡
び
る
こ
と

に
な
る
。
疑
わ
し
き
謀
を
知
る
こ
と
は
、
謀
源
の
法
を
以
っ
て
知
る
べ
し
。
こ
れ
は
、
円
謀
の
内
に
あ
る
。 

  
 

 
 
 

妙 

術 

全
て
の
智
謀
は
、
心
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
ま
た
、
信
頼
か
ら
智
が
起
こ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
人

に
は
本
来
、
智
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
妄
念
に
よ
り
暗
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
心
を
明
ら
か
に
し
て
、
信
を
他
の

腹
中
に
置
い
て
（
信
頼
関
係
の
中
で
）
謀
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
伝
え
受
け
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
静
か
な
場
所
に
座
し
て
心
を
臍
の
下
に

置
き
、
呼
吸
す
る
に
も
踵
か
ら
上
に
通
る
か
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
言
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
帰
命
頂
礼
八
幡
大
菩
薩
」
と
返
す

返
す
念
じ
、
そ
う
し
て
謀
を
縁
に
応
じ
て
成
す
べ
し
。
こ
の
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
で
、
或
い
は
百
日
、
或
い
は
半
年
に
し
て
道
を
得
る
こ
と

に
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
。
円
謀
を
以
っ
て
知
る
べ
し
。
た
だ
し
、
五
神
通
を
極
め
て
悟
れ
。
日
月
を
経
る
に
は
及
ば
な
い
。
理
智
を
開
悟
さ

え
す
れ
ば
、
一
見
し
て
万
謀
を
知
る
も
の
で
あ
る
。 
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円 

謀 

円
謀
と
は
、
例
え
ば
敵
に
囲
ま
れ
て
籠
城
す
る
と
き
、
寄
手
（
攻
城
側
）
の
一
方
の
大
将
が
回
忠
（
か
え
り
ち
ゅ
う
＝
寝
返
り
）
を
し
て
共
に

籠
城
す
る
こ
と
を
請
う
の
に
対
し
、
こ
の
敵
が
偽
か
実
か
を
知
ら
な
い
時
の
返
答
で
、
偽
実
ど
ち
ら
で
も
味
方
の
利
と
す
る
や
り
方
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。 

「
回
忠
の
こ
と
は
、
誠
に
殊
勝
な
心
掛
け
で
あ
る
。
籠
城
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
忠
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。
そ
の
恩
義
に
報
い
る
た

め
、
我
も
心
底
を
残
さ
ず
密
事
を
お
知
ら
せ
い
た
そ
う
と
思
う
。
実
は
、
寄
手
の
内
に
数
多
く
の
回
忠
の
人
が
い
る
。
そ
の
人
々
に
陣
中
で
叛

旗
を
ひ
る
が
え
し
て
も
ら
う
の
に
、
日
時
を
久
し
く
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
近
い
う
ち
に
城
中
か
ら
合
図
の
し
る
し
を
挙
げ
よ

う
。
そ
の
時
に
は
、
こ
ち
ら
も
後
詰
め
を
い
た
そ
う
。
必
ず
城
中
か
ら
討
っ
て
出
る
で
あ
ろ
う
。」 

こ
の
回
忠
が
敵
の
謀
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
る
理
由
と
な
る
。
回
忠
が
本
当
で
あ
る
と
き
は
、
な
お
、
そ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
も
し
も
回
忠
が
敵
の
偽
り
で
あ
っ
て
、
同
士
討
ち
を
始
め
た
な
ら
ば
、
城
中
か
ら
そ
の
状
況
を
よ
く
見
て
、
あ
わ
て
て
出
て
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
た
と
え
回
忠
の
者
が
死
ん
だ
と
し
て
も
、
寄
手
の
内
が
死
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
城
中
の
者
は
死
な
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
敵
を
亡
ぼ
す

謀
で
あ
る
。
こ
れ
を
円
謀
と
い
う
。 

籠
城
の
大
将
が
降
伏
し
た
い
と
申
す
の
で
あ
れ
ば
、
偽
か
実
か
を
問
わ
ず
城
を
出
さ
せ
よ
。
城
か
ら
出
て
き
た
な
ら
ば
、
人
質
を
取
れ
。
そ
の

上
で
降
伏
し
た
大
将
と
そ
の
士
卒
と
を
一
つ
の
場
所
に
置
い
て
は
な
ら
な
い
。
西
国
の
人
で
あ
れ
ば
東
国
へ
、
東
国
の
人
で
あ
れ
ば
西
国
へ
、

領
地
を
与
え
て
遣
わ
す
の
で
あ
る
。
降
伏
し
た
士
卒
に
つ
い
て
は
、
合
戦
に
な
れ
ば
、
士
は
加
勢
を
お
願
い
し
た
い
と
云
っ
て
留
め
て
お
き
、

し
か
る
べ
き
者
の
配
下
に
入
れ
て
（
合
戦
す
る
）
一
方
の
強
い
ほ
う
に
付
か
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
国
の
武
士
に
も
先
ん
じ
て
内
通
し
て

お
く
こ
と
で
、
降
伏
し
た
者
た
ち
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
天
下
が
治
ま
る
と
き
に
は
、
い
か
に
も
恩
を
与
え
て
置
く
よ
う
に
せ
よ
。

こ
れ
ま
た
、
偽
実
と
も
に
利
が
あ
る
方
法
で
あ
る
。 

  
 

 
 
 

労
謀
四
つ
の
大
事 

 
 

 

城
を
囲
み
、
攻
め
る
時
、
こ
の
四
つ
の
方
法
を
以
っ
て
せ
よ
。
必
ず
有
利
に
な
る
。 

城
を
囲
む
と
き
は
、
敵
国
の
地
形
を
察
し
、
城
中
か
ら
見
え
る
所
に
夜
な
夜
な
篝
火
を
焚
け
。
或
い
は
森
、
里
を
占
領
し
て
、
城
の
三
方
に
（
篝

火
を
）
焚
け
。
森
や
里
が
無
い
平
野
で
あ
れ
ば
、
人
形
を
作
っ
て
立
て
、
そ
の
後
ろ
に
篝
火
を
焚
い
て
人
を
五
～
七
人
付
け
て
、
時
々
人
形
と

篝
火
の
間
に
人
を
通
す
よ
う
に
せ
よ
。
昼
は
近
隣
の
山
中
や
森
・
里
の
影
か
ら
煙
を
立
て
、
時
々
旗
印
を
立
た
せ
て
、
城
の
周
辺
の
寄
手
と
そ

の
印
を
合
わ
せ
る
な
ど
に
よ
り
、
見
せ
つ
け
よ
。
敵
兵
の
気
を
屈
す
る
謀
で
あ
る
。
大
将
は
智
が
あ
っ
て
謀
と
知
っ
て
い
て
も
、
城
中
の
妻
子

や
下
人
ら
は
、
寄
手
が
山
野
に
満
ち
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
、
皆
気
を
屈
す
る
も
の
で
あ
る
。
下
々
が
気
を
屈
す
る
と
き
は
、
上
は
聖
人
で
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
共
に
気
を
労
す
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
が
敵
兵
の
気
を
屈
す
る
方
法
で
あ
る
。 

  
 

 
 
 

城
中
に
謀
反
人
を
求
め
る
法 

こ
れ
は
、
縁
を
用
い
て
謀
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
城
中
の
大
将
に
は
、
数
多
あ
る
臣
下
の
中
に
、
心
中
不
和
の
人
が
必
ず
い
る
。
我
慢
の

多
い
者
の
親
類
を
求
め
よ
。
こ
れ
に
よ
り
、
城
中
に
申
し
遣
わ
す
べ
き
こ
と
は
、
「
こ
の
度
、
貴
殿
に
何
と
し
て
も
お
知
ら
せ
し
た
い
こ
と
が

あ
り
、
こ
う
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
寄
手
が
山
野
に
満
ち
て
い
て
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
れ
ば
、
そ
の
意
志
は
さ
ら
に
強
ま
り
ま
し
た
。

寄
手
の
様
子
を
見
る
に
城
中
に
籠
っ
て
い
ら
れ
る
の
も
そ
う
長
く
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
上
、
城
中
か
ら
回
忠
の
者
も
多
い
よ
う

だ
と
の
風
聞
が
あ
る
こ
と
を
御
心
得
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
度
貴
殿
へ
申
し
入
れ
た
い
こ
と
の
詳
細
は
、
城
中
の
○
○
殿
が
貴
殿
の
こ
と

を
主
君
へ
讒
言
し
て
、
既
に
そ
の
御
身
に
危
害
が
及
ん
で
い
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
思
い
も
よ
ら
ず
敵
が
来
て
城
を
囲
ん
だ
こ
と
か
ら
、
そ
の
用

意
を
中
止
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
城
中
の
あ
る
者
が
こ
の
事
は
義
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
主
君
に
異
見
を
唱
え
た
と
こ
ろ
、
彼
を
殺
す
べ
し

と
さ
れ
た
が
た
め
、
そ
の
者
が
城
を
落
ち
延
び
て
、
こ
の
事
を
我
ら
に
知
ら
せ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
是
非
と
も
心
に
留
め
て
、
万
が
一
に

も
こ
の
度
は
運
よ
く
助
か
っ
た
と
し
て
も
、
時
を
移
さ
ず
（
城
を
）
落
ち
ら
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
事
を
申
し
上
げ
る
た
め
参
り
ま
し
た
。
」

と
申
し
遣
わ
す
の
で
あ
る
。
必
ず
や
謀
反
人
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
い
謀
反
を
お
こ
さ
ず
と
も
、
城
中
を
分
断
す
る
利
益
が
あ
る
。
こ

れ
へ
の
返
答
に
よ
っ
て
智
謀
の
効
果
を
見
極
め
る
。 

  
 

 
 
 

城
中
の
兵
ど
も
疑
い
を
生
ず
る
事 

こ
れ
は
、
城
を
囲
む
の
に
地
形
に
よ
っ
て
、
四
つ
、
あ
る
い
は
三
つ
の
方
向
か
ら
攻
め
寄
せ
る
場
合
に
、
内
々
に
城
中
に
お
い
て
疑
わ
れ
る
よ

う
に
さ
せ
た
い
者
が
堅
め
た
手
を
攻
め
ず
に
、
そ
れ
以
外
の
手
計
を
攻
め
よ
。
一
度
な
ら
ず
再
々
に
わ
た
り
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
城
中
の
兵

は
（
こ
の
者
を
）
疑
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
、
城
中
を
察
し
、
疑
う
べ
き
者
の
名
に
よ
る
計
策
を
文
に
書
い
て
、
他
の
手
に
遣
わ
す
よ
う
に



 

8 
せ
よ
。
こ
れ
に
よ
り
、
必
ず
内
部
を
分
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
書
が
城
内
に
お
い
て
大
将
の
耳
に
入
っ
た
も
の
と
思
う
と
き
、
そ
れ

以
外
の
手
は
攻
め
ず
に
、
疑
う
べ
き
者
の
手
計
を
空
攻
め
に
少
々
攻
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
内
部
を
疑
わ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
謀
を
設
け
よ
。 

  
 

 
 
 

城
中
思
い
合
わ
ざ
る
事 

こ
れ
は
、
城
中
で
も
威
厳
あ
る
大
将
の
家
中
の
者
た
ち
で
も
、
少
々
嫉
み
を
抱
い
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
寄
手
の
大
将
か
ら

勇
達
の
者
を
使
い
に
遣
わ
し
、
城
中
の
そ
の
人
（
大
将
）
に
対
面
し
て
申
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
云
わ
せ
て
、
太
刀
か
た
な
を
納
め
て
対
面
を

請
い
、
大
将
が
出
て
き
て
対
面
す
れ
ば
、
「
ひ
そ
か
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
近
く
に
寄
っ
て
、
た
い
し
た
こ
と
も
な
い
事
を

つ
ぶ
や
き
、
話
の
途
中
で
言
を
止
め
て
、
何
か
急
用
が
あ
る
よ
う
に
不
意
に
帰
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
城
中
の
大
将
は
き
っ
と
大
い
に
笑
っ

て
、
た
い
し
た
事
も
な
い
こ
と
を
申
し
に
来
た
も
の
だ
、
と
云
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
云
っ
た
と
し
て
も
、
城
中
の
士
卒
は
疑
念
を
も
つ
に
違
い

な
い
。
城
中
に
疑
念
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
大
将
へ
寄
手
の
総
大
将
か
ら
人
を
遣
わ
せ
よ
。
「
誰
々
に
こ
の
程
人
を
遣
わ
し
た

の
は
、
た
い
し
た
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
貴
方
は
よ
り
好
み
が
あ
る
の
で
、
一
時
の
音
信
に
人
を
遣
わ
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
何
ご

と
も
疑
い
を
も
た
れ
や
す
い
も
の
だ
か
ら
、
さ
ら
に
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
誓
言
を
以
っ
て
申
し
遣
わ
す
時
に
は
、
な
お
疑
う
も
の
で
あ

る
。 

籠
城
の
と
き
、
謀
を
以
っ
て
兵
糧
、
薪
な
ど
を
貯
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
時
に
よ
っ
て
謀
を
も
た
ら
す
た
め
、
前
も
っ
て
定
め
難
い
と
い

え
ど
も
、
往
事
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
の
で
、
今
後
の
智
謀
は
、
こ
れ
を
以
っ
て
考
察
せ
よ
。
私
が
赤
坂
の
籠
城
で
兵
糧
に
難
儀
し
て
い
た
と

き
、
橋
本
の
八
郎
に
人
夫
を
二
十
人
付
け
て
、
普
恩
寺
と
赤
橋
の
手
元
へ
、
回
忠
の
者
を
装
っ
て
出
し
、
ま
た
十
人
の
弓
が
上
手
で
な
い
者
を
、

安
間
の
三
郎
を
大
将
に
し
て
、
赤
橋
の
身
辺
に
使
え
る
者
の
下
へ
商
人
に
扮
し
て
出
し
て
置
い
た
。
赤
橋
は
悦
に
入
っ
て
、
城
中
に
は
兵
糧
が

ど
れ
程
あ
る
の
か
と
問
う
の
に
対
し
、
橋
本
が
申
す
に
は
、
「
城
中
に
は
兵
糧
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
今
の
人
数
で
あ
れ
ば
来
年
一
年
は
籠
っ
て

い
て
も
、
食
の
尽
き
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
正
成
が
難
儀
し
て
い
る
の
は
、
薪
で
あ
り
ま
す
。
常
に
智
慮
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
も
、

夜
に
受
け
取
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
一
両
日
以
前
に
も
楢
原
の
在
家
へ
（
薪
の
）
調
達
に
人
を
遣
わ
し
て
、
予
定
通
り
に
調
達
し

て
、
城
中
に
忍
び
入
っ
た
の
で
す
。
も
し
も
、
こ
の
人
夫
に
似
せ
て
薪
を
背
負
っ
て
入
り
、
兵
糧
蔵
の
前
に
積
み
置
き
、
夜
中
に
火
を
か
け
て

焼
い
て
し
ま
え
ば
、
兵
は
皆
騒
動
し
て
城
を
落
ち
、
あ
る
い
は
自
害
を
せ
ざ
る
得
な
く
な
り
ま
し
ょ
う
。
た
と
い
城
を
落
と
す
こ
と
は
な
く
と

も
、
兵
糧
蔵
は
焼
く
べ
き
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
城
は
安
易
に
落
ち
る
で
し
ょ
う
。
某
が
召
し
連
れ
た
者
た
ち
に
城
中
の
案
内
を
し
て
い
る
間
、

こ
れ
ら
を
先
に
立
て
、
貴
殿
の
手
の
者
ど
も
を
後
に
置
き
、
城
中
へ
入
り
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
某
は
降
人
と
し
て
城
を

出
た
こ
と
を
大
そ
う
遺
恨
に
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
、
見
知
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
お
任
せ
い
た
だ
き
た
い
と
申
し
上
げ
た
な
ら
ば
、
赤

橋
は
悦
ん
で
橋
本
に
計
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
間
、
こ
の
調
達
に
出
し
て
い
た
十
人
の
商
人
た
ち
は
、
袋
に
米
を
入
れ
て
薪
の
内
に
入
れ
、

夜
に
橋
本
の
人
夫
二
十
人
、
赤
橋
の
人
夫
三
十
人
に
持
た
せ
て
、
赤
橋
の
人
夫
大
将
を
伴
っ
て
、
橋
本
も
門
の
き
わ
ま
で
見
送
る
よ
う
に
し
て
、

城
の
中
に
入
る
。
私
が
兼
ね
て
謀
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
人
夫
を
一
人
ひ
と
り
召
し
捕
ら
え
て
、
赤
橋
の
人
夫
大
将
を
則
誅
し
、
橋
本

も
偽
っ
て
縄
に
か
け
、
誅
す
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
赤
橋
の
人
夫
の
う
ち
一
人
を
取
り
逃
が
し
た
か
の
よ
う
に
し
て
城
の
外
に
出
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
寄
手
は
謀
と
は
知
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
察
し
て
、
籠
城
す
る
に
せ
よ
、
城
を
囲
む
に
せ
よ
、

油
断
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

  
 

 
 
 

密 

謀 
 

 
 

天
眼
通
を
得
て
剛
敵
を
敗
り
、
大
円
通
を
得
て
国
家
を
治
す 

天
下
を
治
め
て
敵
を
滅
す
る
こ
と
は
、
全
て
戦
に
よ
っ
て
得
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
常
に
柔
を
以
っ
て
敵
を
攻
め
よ
。
柔
と
は
心
中
の
信
を

柔
と
す
る
。
お
よ
そ
人
心
は
柔
に
し
て
空
で
あ
る
。
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
通
じ
て
無
色
無
形
に
し
て
、
そ
の
効
用
は
剛
に
し
て
大
で
あ
る
。

石
を
砕
き
、
金
を
と
ろ
か
す
。
こ
と
ご
と
く
こ
の
空
心
の
用
に
し
て
、
柔
を
以
っ
て
剛
を
制
す
。
た
と
え
ば
鉄
を
以
っ
て
石
を
砕
け
ば
、
石
が

破
損
す
る
と
き
は
鉄
も
破
損
す
る
。
心
は
こ
れ
が
柔
な
る
が
た
め
、
破
損
す
る
こ
と
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
剛
敵
に
対
し
て
力
を
以
っ
て
攻
め
て

は
な
ら
な
い
。
必
ず
柔
を
以
っ
て
攻
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
剛
敵
を
亡
ぼ
す
こ
と
は
安
易
で
あ
る
。
柔
を
用
い
る
方
法
を
左
に
記
述
す
る
。 

天
下
が
も
し
も
公
家
の
御
治
世
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
官
軍
が
内
部
で
分
裂
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
武
家
の
世
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

貴
方
の
智
を
現
し
て
は
な
ら
な
い
。
時
の
大
樹
（
＝
権
力
者
）
の
好
み
に
随
っ
て
、
日
月
を
送
れ
。
心
中
に
邪
佞
を
さ
し
は
さ
ま
ず
、
信
を
以

っ
て
忠
を
尽
せ
。
も
し
も
、
時
の
風
流
に
よ
っ
て
乱
舞
遊
会
の
驕
り
の
道
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
外
に
は
こ
れ
を
愛
す
る
が
ご
と
く
に
し
、
内

に
は
こ
れ
に
惑
わ
ぬ
よ
う
に
せ
よ
。
こ
の
よ
う
な
時
に
臨
ん
で
は
、
天
下
の
武
士
の
気
性
を
悟
れ
。
世
に
順
興
が
始
ま
る
と
き
は
、
三
番
・
四

番
に
こ
れ
を
つ
と
め
よ
。
世
は
公
家
の
御
造
作
、
あ
る
い
は
天
役
に
あ
た
る
と
き
は
、
世
の
な
み
を
考
え
て
、
四
番
・
五
番
に
こ
れ
を
つ
と
め
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よ
。
時
を
そ
む
い
て
役
に
あ
た
れ
ば
、
何
ご
と
か
あ
る
も
の
だ
と
悟
れ
。
敵
愾
心
を
な
く
せ
。
疎
遠
で
あ
っ
て
も
、
俄
か
に
和
を
請
う
て
交
わ

ろ
う
と
し
て
く
る
な
ら
ば
、
謀
と
悟
れ
。
常
に
私
的
な
好
楽
を
禁
じ
て
禄
を
費
や
さ
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
天
下
の
執
権
に
は
必
ず
礼
を
つ
く
せ
。

第
一
に
彼
の
気
持
ち
を
察
せ
よ
。
こ
の
よ
う
な
者
は
威
厳
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
己
に
従
う
者
に
対
す
る
惑
い
が
あ
る
。
時
の
沙

汰
を
彼
が
教
え
を
受
け
た
の
と
同
じ
よ
う
に
せ
よ
。
外
面
的
に
は
近
づ
い
て
、
内
心
は
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
好
む
と
こ
ろ
を
以
っ
て

心
を
傾
け
よ
。
謀
る
に
は
二
相
の
法
を
以
っ
て
な
せ
。
お
よ
そ
日
本
の
者
は
、
上
下
と
も
に
利
欲
が
深
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
財
を
以
っ
て
す
る
と

き
は
、
必
ず
傾
け
易
い
。
天
下
に
十
悪
長
じ
て
逆
敵
の
起
こ
る
こ
と
相
急
な
る
と
き
は
、
病
を
作
っ
て
良
医
を
用
い
よ
。
一
切
の
行
法
を
心
中

に
つ
と
め
て
顕
し
て
は
な
ら
な
い
。
心
中
を
正
し
く
し
て
天
地
の
時
を
待
て
。
剛
敵
も
終
に
は
必
ず
亡
び
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
柔
を
用
い

る
こ
と
の
一
つ
め
で
あ
る
。 

民
の
年
貢
を
納
め
る
こ
と
は
世
の
な
み
を
用
い
よ
。
も
し
も
、
取
立
て
が
き
び
し
く
て
民
が
疲
労
し
て
い
れ
ば
、
糧
を
民
に
貸
す
と
号
し
て
与

え
、
民
を
安
堵
さ
せ
よ
。
外
面
は
世
の
法
を
用
い
て
、
内
に
は
恵
む
謀
が
有
る
べ
き
で
あ
る
。
城
中
で
美
女
を
愛
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
美
女
が
あ
る
と
き
は
、
敵
に
こ
れ
を
求
め
さ
せ
よ
。
朋
友
と
は
、
心
情
を
悟
っ
て
交
わ
り
を
な
せ
。
礼
を
厚
く
し
て
好
み
に
随
っ
て
な

び
か
せ
よ
。
常
に
無
二
の
心
と
な
し
て
お
け
。
己
の
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
人
に
隠
す
よ
う
に
謀
れ
。
外
は
愚
な
り
と
い
え
ど
も
、
内
を
明
ら

か
に
せ
よ
。
偽
っ
て
人
を
嘲
弄
し
て
は
な
ら
な
い
。
他
家
の
長
臣
に
便
り
を
求
め
、
心
情
を
察
し
て
思
い
を
施
せ
。
こ
れ
ま
た
、
柔
を
用
い
る

こ
と
の
二
つ
目
で
あ
る
。 

賤
し
い
者
で
あ
れ
ば
貴
く
し
て
色
と
財
と
を
与
え
て
謀
れ
。
貧
者
で
あ
れ
ば
懇(

ね
ん
ご)

ろ
に
せ
よ
。
小
利
の
物
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
施
せ
。

讒
者
が
あ
れ
ば
彼
を
落
と
せ
。
心
情
を
察
し
て
好
意
に
随
っ
て
く
つ
が
え
せ
。
ま
た
、
自
ら
正
し
き
に
毀(

こ
わ)

れ
る
者
は
、
己
の
威
厳
を
好

む
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
察
し
て
彼
を
覆(

く
つ
が
え)

さ
せ
よ
。
親
し
み
が
あ
っ
て
恩
を
厚
く
施
し
て
き
た
者
で
あ
っ
て
も
、
心
が
変
わ
り
や

す
い
者
で
あ
れ
ば
早
く
捨
て
よ
。
こ
う
し
た
者
は
、
遺
恨
を
も
た
ら
せ
な
け
れ
ば
高
ぶ
る
か
ら
で
あ
る
。
貴
方
に
随
う
者
に
は
早
く
禄
を
与
え

て
恩
を
知
ら
せ
よ
。
自
己
に
財
を
得
る
と
き
は
、
早
く
分
け
て
諸
兵
に
与
え
よ
。
天
下
の
者
が
お
し
な
べ
て
威
厳
を
好
む
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

に
随
え
。
か
え
っ
て
相
乗
効
果
が
大
き
い
。
天
下
挙
げ
て
財
を
好
む
と
も
、
こ
れ
を
好
ん
で
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
た
、
柔
を
用
い
る
こ
と
の

三
つ
目
で
あ
る
。 

右
の
三
種
の
柔
法
は
、
敵
を
亡
ぼ
し
、
家
を
斉(

と
と
の)

え
、
天
下
を
治
め
る
た
め
の
妙
術
で
あ
る
。 

  
 

 
 
 

乱 

相 

大
樹
（
＝
権
力
者
）
の
喜
び
が
積
っ
て
十
分
で
あ
る
と
き
は
、
必
ず
歎
き
が
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。（
権
力
者
に
）
子
が
数
多
で
あ
り
、

母
が
多
い
の
は
乱
の
始
ま
り
と
悟
る
べ
き
で
あ
る
。
威
が
甚
だ
し
け
れ
ば
、
長
臣
は
必
ず
遠
ざ
か
る
も
の
と
知
っ
て
お
け
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、

内
心
を
見
せ
な
い
よ
う
に
し
て
外
面
を
謀
れ
。
こ
れ
ま
た
、
乱
の
謀
と
悟
れ
。
城
を
広
大
に
し
て
常
に
御
殿
を
造
り
、
諸
国
に
苦
役
が
頻
繁
で

あ
る
の
は
乱
相
で
あ
る
。
日
々
の
糧
が
少
な
く
、
国
中
で
人
が
集
ま
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
、
必
ず
敗
れ
る
も
の
と
知
っ
て
お
け
。
時
の
長
臣
が

不
和
で
あ
り
、
国
に
財
を
集
め
る
の
が
忠
で
あ
る
と
思
い
、
互
い
に
威
を
争
う
こ
と
が
あ
る
の
は
、
三
年
の
う
ち
に
乱
が
あ
る
相
だ
と
悟
れ
。

諸
国
を
疑
っ
て
疑
心
を
以
っ
て
、
国
々
の
士
を
労
す
る
な
ら
ば
、
天
下
は
飢
餓
に
な
る
と
悟
れ
。
城
中
に
美
女
が
多
く
、
味
を
好
み
、
大
酒
を

好
む
の
は
、
大
樹
（
＝
権
力
者
）
の
病
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
悟
れ
。
大
将
の
心
が
短
気
に
し
て
罰
が
厳
し
い
の
は
、
一
年
の
う
ち
に
乱
が

起
き
る
と
知
れ
。
天
下
に
訴
え
が
多
く
、
あ
る
い
は
刑
人
が
多
い
の
は
、
お
上
の
怠
り
や
偽
り
が
あ
る
あ
る
と
悟
れ
。 

右
の
十
ヶ
条
が
と
も
に
備
わ
る
と
き
は
、
天
下
の
乱
が
三
ヶ
月
中
に
起
き
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
自
国
を
全
う
せ
よ
。
こ
の
十
悪
は
他
人

の
非
で
あ
っ
て
、
自
己
は
こ
れ
を
禁
ぜ
よ
。
常
に
謀
を
も
っ
て
せ
よ
。
い
か
な
る
と
き
も
、
利
益
を
貪
っ
て
君
臣
の
礼
を
乱
し
て
は
な
ら
な
い
。

天
下
を
保
つ
こ
と
は
、
人
情
の
妄
曲
（
道
理
に
暗
く
、
筋
を
曲
げ
る
こ
と
）
に
任
せ
て
は
な
ら
な
い
。
仁
徳
に
厚
く
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ

う
に
智
を
得
て
己
を
全
う
す
る
と
き
は
、
国
が
治
ま
る
こ
と
も
「
た
な
ご
こ
ろ
（
＝
手
の
内
側
）」
の
中
に
（
手
中
に
）
成
る
も
の
で
あ
る
。 

召
し
使
う
武
士
が
敵
の
威
に
傾
き
、
疑
わ
し
い
事
が
あ
る
と
き
は
、
四
種
の
根
気
を
見
て
、
彼
の
心
を
転
ぜ
よ
。
愛
が
あ
っ
て
眼
の
中
が
青
く
、

身
が
脂
ぎ
っ
て
い
る
者
に
は
、
美
女
を
与
え
よ
。
気
分
も
軽
や
か
で
笑
み
を
好
み
、
眼
は
空
を
見
る
者
に
は
、
吉
事
を
作
っ
て
こ
れ
に
よ
り
謀

れ
。
必
ず
心
を
転
ず
る
利
が
あ
る
。
敵
国
と
は
戦
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
早
く
近
国
か
ら
綱
を
お
ろ
せ
。
敵
の
兵
を
殺
す
の
は
実
の

軍
で
は
な
い
。
敵
を
削
っ
て
味
方
を
長
ぜ
よ
。（
＝
敵
を
寝
返
ら
せ
て
味
方
を
増
や
せ
。）
敵
が
堅
固
で
あ
れ
ば
自
国
を
守
れ
。
敵
が
弱
け
れ
ば

速
や
か
に
こ
れ
を
敗
れ
。
取
り
得
た
も
の
は
、
手
放
し
て
は
な
ら
な
い
。 

兵
を
統
制
す
る
に
は
殺
罰
を
以
っ
て
為
し
て
は
な
ら
な
い
。
己
の
威
厳
を
高
め
る
よ
う
な
謀
を
専
ら
に
な
せ
。
威
厳
が
高
け
れ
ば
制
す
る
方
法

は
自
在
で
あ
る
。
殺
罰
を
以
っ
て
こ
れ
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
兵
は
皆
落
ち
て
失
う
こ
と
に
な
り
、
陣
も
自
ら
敗
れ
る
。
常
に
士
卒
に
恩
恵

を
与
え
、
兵
た
ち
に
和
を
以
て
一
致
団
結
さ
せ
る
に
は
、
信
頼
を
本
と
せ
よ
。
大
将
が
安
き
に
居
れ
ば
兵
は
和
を
以
て
一
致
団
結
す
る
こ
と
が

な
い
。
食
事
を
し
、
衣
を
脱
い
で
座
っ
た
り
横
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
必
ず
兵
を
先
に
せ
よ
。
信
頼
が
行
き
届
い
て
後
、
叛
く
兵
が
あ
れ
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ば
、
諸
兵
に
理
を
尽
し
て
こ
れ
を
殺
せ
。
何
よ
り
も
恩
賞
を
与
え
る
こ
と
を
重
視
せ
よ
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
忠
誠
で
も
褒
め
上
げ
ら
れ
る
よ
う

で
あ
れ
ば
、
随
わ
な
い
者
は
い
な
い
。 

敵
を
敗
る
に
は
備
え
の
動
く
ほ
う
に
向
か
え
。
身
動
き
せ
ず
に
静
粛
で
あ
る
兵
と
は
皆
、
和
を
以
て
一
致
団
結
し
て
い
る
兆
候
で
あ
る
。
た
だ

し
、
敵
が
偽
っ
て
動
く
こ
と
も
有
る
の
で
、
足
元
を
見
て
攻
め
懸
か
れ
。
こ
う
す
れ
ば
敵
を
敗
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。 

理
に
よ
っ
て
謀
を
企
て
る
時
は
、
絶
対
に
他
者
に
談
じ
て
は
な
ら
な
い
。
先
ず
自
ら
委
細
を
書
に
し
て
、
繰
り
返
し
こ
れ
を
誦
見
せ
よ
。
そ
の

時
、
自
ら
敵
の
心
と
な
り
、
そ
の
謀
を
察
し
て
見
よ
。
敵
と
し
て
悟
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
改
め
よ
。
早
々
に
言
葉
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

言
説
す
れ
ば
必
ず
漏
れ
る
も
の
で
あ
る
。
事
が
既
に
決
し
て
（
そ
の
謀
を
）
用
い
る
と
き
は
、
時
日
を
延
ば
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、

友
智
を
得
る
秘
術
で
あ
る
。 

天
下
の
民
が
苦
し
む
時
に
は
、
自
国
の
民
を
安
ん
ぜ
よ
。
人
の
憂
い
を
助
け
る
と
き
は
、
必
ず
幸
福
が
日
々
に
長
ず
る
。
幸
福
が
長
ず
る
と
き

は
、
国
も
自
ら
治
ま
る
。
国
が
治
ま
る
と
き
は
、
敵
を
覆
滅
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
貴
方
は
道
を
失
う
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。 

こ
こ
で
解
説
を
付
け
加
え
る
。
賊
は
外
か
ら
到
ら
ず
、
先
ず
そ
の
内
を
治
め
る
。
一
つ
に
は
備
え
、
二
つ
に
は
城
、
三
つ
に
は
陣
、
四
つ
に
は

行
軍
、
五
つ
に
は
宿
営
で
あ
る
。
天
子
は
天
下
を
以
っ
て
備
と
し
、
諸
侯
は
国
を
以
っ
て
備
と
し
、
大
夫
は
家
を
以
っ
て
備
と
し
、
一
人
は
そ

の
身
が
備
で
あ
る
。
城
・
陣
・
行
軍
・
宿
営
の
四
つ
は
、
備
の
略
（
＝
筋
道
を
立
て
た
計
画
）
で
あ
る
。
備
が
乱
れ
る
な
ら
ば
、
城
々
が
乱
れ
、

陣
々
が
乱
れ
、
行
軍
が
極
ま
り
、
ま
た
、
新
た
に
備
え
る
こ
と
に
な
る
。 

  
 

 
 
 

備
の
事
（
注
釈
） 

 

解
説
を
付
け
加
え
る
。
備
は
平
生
（
常
日
ご
ろ
か
ら
の
も
の
）
で
あ
る
。
そ
の
順
序
を
云
う
な
ら
ば
、
将
は
先
ず
学
問
を
好
ん
で
智
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
ぶ
も
の
に
も
是
非
が
あ
る
。
天
理
の
綱(

い
と
す
じ)

を
正
し
、
聖
賢
の
跡
を
追
い
、
言
行
を
弁
え
よ
。
書
を
数
多
く

見
よ
う
と
す
る
必
要
は
無
い
。
文
才
を
事
と
す
る
な
。
徳
行
を
事
と
し
、
顔
子
の
学
ぶ
と
こ
ろ
の
一
善
、
勉
め
る
と
こ
ろ
の
一
息
、
こ
れ
を
よ

く
弁
得
し
、
道
に
適
う
よ
う
で
あ
る
事
を
願
え
。
こ
れ
が
物
格
の
智
（
＝
物
事
の
道
理
や
本
質
を
深
く
追
求
し
理
解
し
て
、
深
め
た
知
識
や
学

問
）
で
あ
る
。
そ
の
意
を
欺
い
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
は
天
性
で
あ
る
。
疑
い
惑
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
今
の
世
の
学
者
、
儒
者
も

出
家
も
お
し
な
べ
て
皆
「
大
学
」
で
云
う
と
こ
ろ
の
意
を
欺
き
疑
い
、
是
非
に
結
び
付
け
る
だ
け
で
善
な
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

論
談
は
定
ま
ら
ず
、
妄
り
に
乱
読
し
て
書
を
談
じ
る
。「
意
は
則
ち
性
な
り
。
性
は
則
ち
善
な
り
。
悪
な
し
。
其
意
の
如
く
ば
悪
臭
を
悪(

に
く)

む
が
如
く
、
好
色
を
好
む
が
如
く
、
皆
善
な
り
。
」
孟
子
が
云
う
に
は
、
そ
の
情
の
ご
と
き
は
善
を
な
す
べ
し
。
い
わ
ゆ
る
善
で
あ
る
。
不
善

を
為
す
の
は
才
の
罪
で
は
な
い
。
小
人
が
閑
居
し
て
不
善
を
為
す
の
は
、
性
で
は
な
く
、
心
で
は
な
く
、
意
で
は
な
く
、
情
で
は
な
く
、
才
で

は
な
い
。
気
稟
（
き
ひ
ん
：
生
ま
れ
つ
き
も
っ
て
い
る
気
質
）
の
人
欲
で
あ
る
。
勝
手
気
ま
ま
の
私
欲
に
蔽
わ
れ
、
時
と
し
て
暗
い
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
そ
の
本
体
の
徳
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
悪
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
悪
を
覆
い
隠
し
、
善
の
み
を
挙
げ
て
言
葉
を
飾
る
。
こ
れ

も
皆
、
意
に
お
い
て
悪
は
な
い
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
心
は
湍
水
（
渦
巻
い
て
い
る
水
）
、
意
は
流
水
、「
意
」
は
心
の
発
な
り

と
書
く
。
意
に
悪
は
無
い
。
善
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
大
学
の
書
の
よ
う
に
、
そ
の
意
を
欺
い
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
君
子
は

外
に
求
め
ず
、
己
を
正
す
の
で
あ
る
。
そ
の
意
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
我
が
肺
や
肝
臓
を
見
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
少
し
も
利
益
を
損
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
十
の
目
が
見
る
と
こ
ろ
、
十
の
手
が
指
す
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
皆
、
厳
正
で
あ
ろ
う
か
。
学
問
の
道
は
他
に
は
な
い
。
そ
の
不

善
を
知
る
と
き
は
、
速
や
か
に
改
め
て
善
に
従
う
の
み
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
そ
の
不
善
を
知
る
の
は
意
で
あ
る
。
意
は
誠
で
あ
る
。
誠
は
天

性
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
我
が
心
を
欺
か
ず
、
疑
わ
ず
、
い
や
し
め
ず
、
貴
び
敬
っ
て
、
そ
の
意
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

意
は
誠
で
あ
る
。
後
の
人
は
達
せ
ず
し
て
こ
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
聖
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
。
学
ん
で
至
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
、
と
。
そ
し
て
、
己
の
心
意
を
欺
き
毀(

そ
し)

り
、
疑
い
賤
し
め
、
我
が
身
に
具
わ
る
明
徳
仏
性
を
求
め
ず
。
外
に
向
か
っ
て
道
を
求
め
、

博
聞
強
記
文
辞
を
以
っ
て
巧
妙
に
振
る
舞
い
、
珍
語
珍
説
を
栄
華
に
し
、
徳
な
き
威
を
求
め
、
世
の
愚
人
を
騙
し
、
道
が
あ
る
よ
う
に
事
を
似

せ
て
世
を
惑
わ
し
、
人
を
苦
し
め
政
を
破
る
。
天
下
の
大
罪
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
（
他
に
）
聡
明
叡
智
の
威
が
あ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、

益
々
驕
り
を
極
め
、
実
の
賢
知
を
か
す
め
覆
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

な
に
よ
り
も
学
問
は
、
己
の
明
徳
仏
性
を
知
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
博
学
で
は
な
い
と
云
え
ど
も
、
外
に
は
求
め
な
い
の
で
あ
る
。
己
の
意
を

疑
わ
ず
、
欺
か
ず
、
こ
の
一
善
を
得
て
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
意
を
誠
に
し
て
欺
か
ず
、
そ
の
意
に
従
う
と
き
は
、
発
言
と
行
動
と
に

過
ち
が
な
い
。
も
し
ま
た
、
気
質
に
ひ
か
れ
て
過
ち
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
存
養
（
＝
本
心
や
本
性
を
養
い
育
て
る
こ
と
）
を
敬
え
ば
、
意
が

早
く
に
過
ち
で
あ
る
と
知
ら
せ
る
た
め
、
速
や
か
に
改
め
て
悔
い
が
残
ら
な
い
。
内
心
に
省
み
て
や
ま
し
い
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
心
は
広
く
体

も
胖(

ゆ
た)

か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
君
子
は
必
ず
そ
の
意
を
誠
に
す
る
。
意
は
賤
し
い
も
の
で
は
な
い
。
貴
い
も
の
で
あ
る
。
疑
っ
て
は

な
ら
な
い
。
初
学
の
者
、
先
ず
書
の
数
を
広
く
読
も
う
と
す
る
よ
り
も
、
大
学
の
三
綱
領
八
条
目
、
中
庸
の
天
命
性
道
の
教
え
、
次
に
未
発
の
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中
、
次
に
意
発
の
中
を
順
次
に
読
ん
で
理
解
せ
よ
。
万
書
を
読
む
と
も
、
そ
の
根
本
は
乱
れ
な
い
。
こ
れ
を
違
え
て
は
な
ら
な
い
。
人
々
は
具

足
の
（
＝
不
足
な
く
十
分
に
備
わ
っ
て
い
る
）
天
性
を
知
る
。
こ
れ
が
学
問
の
始
め
で
あ
る
。
仏
教
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
己
心
則
弥
陀
、
唯

心
則
浄
土
。
外
に
向
か
っ
て
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
我
が
意
と
い
う
も
の
は
皆
、
善
な
の
で
あ
る
。 

天
上
天
下
唯
我
独
尊
。
こ
の
言
葉
は
釈
迦
一
人
の
自
讃
で
は
な
い
。
人
々
が
具
足
の
仏
性
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
よ
う
に
云
う
の
は
当
然
の

こ
と
な
の
で
あ
る
。
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

あ
る
僧
が
私
（
掃
雲
軒
）
に
挨
拶
し
て
こ
の
よ
う
に
云
っ
て
き
た
。
意
に
善
悪
が
あ
る
。
仏
説
で
は
皆
こ
の
よ
う
に
云
う
。
ど
う
し
て
善
の
み

だ
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
私
は
答
え
て
云
っ
た
。
僧
の
言
う
こ
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。
何
を
以
っ
て
悪
が
あ
ろ
う
か
。
僧
は
云
う
。

大
学
の
書
に
意
を
誠
に
す
る
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
誠
で
な
い
意
も
あ
る
だ
ろ
う
。
私
は
答
え
て
云
う
。
意
は
誠
で
あ
る
。
誠
は
意
で
あ
る
。
僧

が
云
う
。
悪
に
き
ざ
す
意
が
あ
る
。
善
に
き
ざ
す
意
が
あ
る
。
私
が
云
う
。
不
義
に
き
ざ
す
意
と
云
う
べ
き
で
は
な
い
。
気
で
あ
る
。
不
義
に

き
ざ
し
て
い
て
も
知
ら
ず
に
為
す
の
は
、
天
の
罪
で
あ
る
。
我
の
為
す
罪
で
は
な
い
。
こ
の
時
は
不
義
で
あ
っ
て
も
悪
と
云
う
べ
き
で
は
な
い
。

悪
と
も
に
善
で
あ
る
。
知
ら
ず
し
て
為
す
罪
は
天
の
罪
。
天
の
罪
は
悪
で
は
な
い
。
非
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
是
に
あ
た
ら
な
い
だ
け
で

あ
る
。
是
非
は
と
も
に
善
で
あ
る
。
ど
う
し
て
悪
と
云
え
よ
う
か
。
僧
は
云
う
。
心
は
本
に
し
て
善
で
あ
る
。
意
は
末
で
あ
る
。
悪
が
あ
る
。

私
は
云
う
。
心
は
誠
に
湍
水
（
渦
巻
い
て
い
る
水
）
の
よ
う
で
あ
る
。
意
は
心
に
発
す
る
の
で
あ
る
。
湍
水
も
水
流
も
水
で
あ
る
。
本
末
皆
善

で
あ
る
。
孟
子
が
云
う
に
は
、
そ
の
情
の
ご
と
き
は
皆
善
で
あ
る
。
不
善
を
な
す
の
は
、
才
の
罪
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
言
葉
を
証

と
執
る
な
ら
ば
、
意
は
情
よ
り
も
本
で
あ
る
。
情
は
末
で
あ
る
。
情
で
さ
え
も
悪
は
無
い
。
ど
う
し
て
意
に
悪
が
あ
ろ
う
か
。
僧
は
云
う
。
情

は
本
で
あ
る
。
意
は
末
で
あ
る
。
私
は
答
え
て
云
う
。
僧
の
言
う
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
大
学
の
書
で
曾
子
が
云
っ
て
い

る
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
を
誠
に
す
と
は
自
ら
欺
く
こ
と
な
か
れ
。
悪
臭
を
悪
む
が
ご
と
く
、
好
色
を
好
む
が
ご
と
し
、
と
。
こ
の
言
葉
を
僧

は
知
っ
て
お
ら
れ
る
か
。
僧
は
云
う
。
知
っ
て
い
る
。
私
は
云
う
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
見
聞
覚
知
は
意
で
あ
る
。
喜
怒
哀
楽
は
情
で
あ
る
。

僧
は
喜
怒
が
あ
っ
て
後
に
見
聞
す
る
の
か
。
見
聞
の
後
に
喜
怒
が
あ
る
の
か
。
世
の
中
で
は
皆
、
人
情
の
常
は
、
見
聞
の
後
に
七
情
が
発
す
る
。

見
聞
が
無
い
前
か
ら
七
情
が
あ
る
者
な
ど
未
だ
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
僧
の
言
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
云
え
ば
、
僧
は
答
え
ず
に
他

の
者
に
、
口
の
賢
き
者
に
は
返
答
し
な
い
の
が
よ
い
、
と
云
っ
て
何
も
言
わ
な
く
な
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
世
僧
俗
儒
の
な
ま
学
者
は
、
空
言
の
み
を
覚
え
て
、
眼
の
い
ら
ざ
る
世
愚
も
皆
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
禅
師
が
私
に
挨

拶
し
て
云
う
に
は
、
仏
が
伝
え
る
教
え
は
意
を
用
い
な
い
。
意
は
心
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
善
で
あ
る
と
云
う
の
か
。
世

間
で
は
皆
、
儒
者
も
仏
門
も
そ
の
よ
う
に
は
言
わ
な
い
。
そ
の
我
慢
（
強
い
自
己
意
識
か
ら
起
こ
す
慢
心
）
を
止
め
た
ま
え
。
こ
う
云
っ
た
の

で
あ
る
。
私
は
云
う
。
禅
師
は
碧
岩
を
読
ま
れ
て
い
な
い
の
か
。
禅
宗
第
一
の
書
と
聞
い
て
い
る
の
だ
が
。
第
九
の
巻
に
こ
う
あ
る
。
維
摩
詰

(

ゆ
い
ま
き
つ)

が
文
殊
師
利(

も
ん
じ
ゅ
し
ゅ
り)

に
問
う
。
菩
薩
が
不
二
の
法
門
（
＝
互
い
に
相
反
す
る
二
つ
の
も
の
が
、
実
は
別
々
に
存
在
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
）
に
入
る
と
は
何
を
い
う
の
か
。
文
殊
が
云
う
。
私
が
思
う
に
、
一
切
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
言
葉
で
説
明
で
き

な
い
。
言
う
こ
と
も
な
く
、
説
く
こ
と
も
な
く
、
示
す
こ
と
も
な
く
、
識
る
こ
と
も
無
い
。
諸
々
の
問
答
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を

不
二
の
法
門
に
入
る
と
い
う
。
そ
こ
で
文
殊
が
維
摩
詰
に
問
う
。
我
々
は
既
に
各
々
自
説
を
述
べ
た
。
次
は
あ
な
た
が
説
き
な
さ
い
。
菩
薩
が

不
二
法
門
に
入
る
と
は
、
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
維
摩
詰
は
黙
っ
た
ま
ま
言
葉
が
な
い
。
禅
師
は
こ
の
説
話
を
覚
え
て
お
ら
れ
な
い
の
か
。

意
と
い
う
も
の
は
善
で
あ
る
。
悪
で
は
な
い
。
こ
の
説
話
は
非
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
の
一
人
は
文
殊
、
今
一
人
は
維
摩
で
あ
る
。
愚
者

の
問
答
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
を
我
慢
と
云
え
よ
う
か
。
仏
説
で
も
、
優
れ
た
人
は
意
は
善
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ど
う
し
て
儒
者
の

み
で
あ
ろ
う
か
。
孟
子
の
性
善
も
、
孔
子
の
誠
意
も
皆
一
つ
で
あ
る
。
維
摩
が
黙
っ
た
ま
ま
で
あ
る
そ
の
意
は
、
意
で
は
な
い
。
教
え
て
云
え

ば
、
文
殊
の
意
と
な
ん
ら
の
違
い
も
な
い
。
言
う
に
及
ば
ず
と
答
え
ら
れ
た
と
い
う
意
で
あ
る
。
孔
子
は
云
っ
て
い
る
。
参(

し
ん
＝
曾
子
の
名)

よ
、
私
の
道
は
一
つ
の
道
理
を
以
っ
て
貫
く
。
曾
子
は
、
唯(

は
い)

と
云
う
。
一
つ
の
道
理
と
は
信
で
あ
る
。
忠
恕
は
信
を
以
っ
て
貫
く
。
唯

は
維
摩
が
黙
っ
た
ま
ま
で
い
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
中
は
一
念
未
発
、
忠
は
意
で
あ
る
。
心
の
ま
ま
に
言
動
が
あ
る
の
は
恕
（
＝
自
分
を

思
う
の
と
同
じ
よ
う
に
相
手
を
思
い
や
る
こ
と
、
思
い
や
り
）
で
あ
る
。
二
つ
に
分
け
れ
ば
内
と
外
、
何
も
思
わ
な
け
れ
ば
一
つ
で
あ
る
。
性

の
ま
ま
で
あ
る
。
思
わ
ず
、
勉
め
ず
、
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
た
と
し
て
も
、
矩
を
踰(

こ)

え
る
こ
と
は
な
い
。
外
法
に
違
わ
な
い
と
い

う
こ
と
も
な
い
。
下
学
上
達
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
人
の
事
で
あ
り
、
賢
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
法
を
学
ん
で
勉
め
て
行
う
。
下
学
が
有

っ
て
上
達
が
な
い
。
先
ず
士
は
賢
い
こ
と
を
願
い
、
そ
こ
に
及
ん
で
は
ま
た
、
終
に
至
る
で
あ
ろ
う
事
を
願
う
の
だ
と
云
え
よ
う
。 

私
が
讃
岐
の
国
に
い
た
時
、
あ
る
士
が
私
に
告
げ
た
こ
と
に
は
、
世
上
の
学
者
は
皆
、
意
に
善
悪
が
あ
る
と
云
う
が
、
ど
う
し
て
一
人
だ
け
意

は
善
で
あ
る
と
云
う
の
か
。
世
に
逆
ら
っ
て
い
る
の
で
は
。
私
は
答
え
て
云
う
。
私
は
孟
子
を
師
と
す
る
。
も
し
も
孟
子
が
は
っ
き
り
と
「
意

は
善
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
れ
ば
、
誰
が
私
を
非
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
生
が
未
だ
言
わ
な
い
が
た
め
に
、
世
人
も
貴
方
の
よ
う
に
云
う
の

で
あ
る
。
孟
子
が
も
し
も
性
悪
と
定
め
れ
ば
、
各
々
性
悪
と
云
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
孟
子
よ
り
も
前
に
性
善
の
言
は
出
て
い
な
い
。
初
め
て
性

善
を
云
っ
た
の
で
あ
る
。
大
学
に
述
べ
て
い
る
意
を
悪
と
し
て
読
ん
だ
な
ら
ば
、
孔
子
・
曾
子
の
道
は
皆
、
乱
れ
て
し
ま
う
。
前
後
が
相
連
続
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し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
孔
子
・
孟
子
の
道
が
乱
れ
れ
ば
、
何
を
以
っ
て
我
ら
の
よ
う
な
盲
人
が
杖
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
悲
し
む

が
故
に
、
世
の
儒
者
に
悖
っ
て
論
ず
る
。
孔
子
･
孟
子
が
ど
う
し
て
私
を
憎
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
世
の
愚
者
に
憎
ま
れ
る
の
も
い
や
で
は
あ

る
が
、
天
に
憎
ま
れ
る
の
は
も
っ
と
い
や
な
こ
と
で
あ
る
、
と
云
え
ば
、
な
お
ま
た
情
張
り
者
と
云
っ
て
、
あ
れ
こ
れ
と
誹
謗
し
て
悪
態
を
つ

く
。
悲
し
い
も
の
で
あ
る
。
あ
ち
ら
に
行
け
ば
、
あ
ち
ら
で
憎
ま
れ
、
こ
ち
ら
に
行
け
ば
、
こ
ち
ら
で
謗
ら
れ
る
。
私
も
ま
た
千
里
の
能
ま
で

は
な
い
と
し
て
も
、
百
里
ま
で
に
は
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
食
べ
る
こ
と
が
十
分
で
な
け
れ
ば
力
が
不
足
す
る
。
云
い
た
い
と
思
い
な
が
ら
云
い
及

ぼ
さ
な
い
。
こ
れ
は
何
事
に
も
云
え
る
の
だ
が
、
私
も
ま
た
少
し
は
賢
い
の
だ
が
、
姦
臣
に
蔽
わ
れ
て
こ
の
よ
う
に
な
る
の
だ
。
佞
姦
の
士
は
、

邪
知
が
多
く
て
よ
く
人
を
謗
る
。
自
分
に
親
し
け
れ
ば
悪
中
の
是
を
挙
げ
て
誉
め
、
自
分
に
疎
で
あ
れ
ば
善
中
の
非
を
挙
げ
て
謗
る
。
国
の
主

で
あ
る
者
は
、
よ
く
よ
く
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
姦
人
が
人
を
謗
る
の
に
も
深
い
心
得
が
あ
る
も
の
だ
。
自
分
が
憎
い
と
思
え
ば
、
先

ず
謗
ら
ず
に
誉
め
る
。
そ
の
誉
め
る
こ
と
は
主
人
も
よ
く
知
っ
て
い
る
小
さ
な
こ
と
を
挙
げ
て
数
々
誉
め
る
。
誉
め
る
こ
と
は
多
い
け
れ
ど
も
、

小
さ
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
集
め
て
も
少
な
い
。
ま
た
、
主
人
は
心
底
か
ら
嫌
う
よ
う
な
悪
事
を
で
っ
ち
上
げ
て
、
た
だ
一
つ
だ
け
謗
る
。
ま
た
、

自
分
に
親
し
け
れ
ば
、
主
人
が
心
の
底
で
は
好
ん
で
喜
ぶ
よ
う
な
小
さ
な
悪
事
を
数
々
挙
げ
て
謗
る
。
ま
た
、
善
事
を
作
り
上
げ
て
、
た
だ
一

つ
誉
め
る
。
主
人
が
賢
け
れ
ば
、
一
人
が
云
う
こ
と
だ
け
を
間
違
い
な
い
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
心
得
、
旁
ら
近
く
の
者
や
末
端
の
横
目
付
（
監

視
役
、
将
士
の
行
動
の
監
察
や
論
功
行
賞
な
ど
を
つ
か
さ
ど
っ
た
役
職
）
に
ま
で
詳
し
く
問
う
。
皆
の
言
う
こ
と
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

こ
に
お
い
て
主
人
は
是
非
を
判
定
す
る
。
姦
臣
が
上
に
い
る
と
、
心
を
合
わ
せ
情
を
同
じ
く
し
て
、
諸
司
諸
役
人
が
悉
く
言
を
同
じ
く
し
て
主

に
訴
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
邪
心
あ
る
者
の
群
れ
が
取
り
囲
ん
で
賢
者
を
覆
い
、
上
の
心
が
下
に
通
じ
な
い
。
下
の
情
も
上
に
通
じ
な
い
の
で

あ
る
。
上
中
下
が
一
つ
に
和
し
た
備
が
な
い
。
こ
れ
は
皆
、
中
の
者
の
口
が
曲
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
よ
り
明
君
は
、
上

下
遠
か
ら
ず
、
民
の
訴
え
、
民
の
諌
め
、
直
に
聞
こ
し
召
そ
う
と
謀
る
の
で
あ
る
。 

今
の
世
も
、
上
﨟
（
じ
ょ
う
か
つ
＝
地
位
・
身
分
の
高
い
人
）
は
下
の
情
を
知
ら
な
い
。
私
は
身
分
が
低
い
の
で
少
年
の
時
か
ら
国
々
を
経
め

ぐ
り
、
今
の
世
の
武
士
の
風
俗
を
よ
く
知
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
こ
の
こ
と
を
申
す
の
で
あ
る
。
太
公
望
が
文
王
に
云
っ
た
こ
と
に
は
、
君
主

が
世
俗
の
誉
め
る
と
こ
ろ
の
者
を
以
っ
て
賢
者
と
し
、
世
俗
の
謗
る
と
こ
ろ
の
者
を
以
っ
て
不
肖
と
す
れ
ば
、
党
が
多
い
者
は
進
み
、
党
が
少

な
い
者
は
退
く
。
実
に
当
然
の
事
で
あ
る
。
世
俗
の
毀
誉
は
、
実
情
と
は
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る
ぞ
。
人
の
主
た
る
者
は
油
断
し
て
は
な
ら
な

い
。
賢
者
は
必
ず
党
が
少
な
く
、
不
肖
者
は
必
ず
党
が
多
い
。
孔
子
も
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
お
し
な
べ
て
人
か
ら
好
か
れ
て
い
る
者
も

不
可
で
あ
る
。
お
し
な
べ
て
人
か
ら
憎
ま
れ
て
い
る
者
も
不
可
で
あ
る
。
国
人
で
善
な
る
者
に
は
誉
め
ら
れ
、
不
全
な
る
者
に
は
憎
ま
れ
よ
う

と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
明
君
は
こ
の
こ
と
を
忽
せ
に
せ
ず
、
人
の
賢
愚
を
よ
く
悟
り
、
道
徳
の
士
を
以
っ
て
左
右
の
大
臣
大
将
と
し
て
、

二
人
の
良
将
と
な
る
人
を
択
び
、
中
の
手
の
四
武
と
す
る
。
四
武
の
将
も
ま
た
人
を
択
び
、
八
陣
の
将
を
求
め
る
。
八
人
が
ま
た
十
六
の
将
を

択
び
、
三
十
二
将
に
変
じ
、
六
十
四
手
の
将
が
備
わ
る
。
ゆ
え
に
、
上
の
情
が
下
に
通
じ
る
こ
と
は
天
が
万
物
を
生
ず
る
か
の
よ
う
に
な
り
、

上
下
一
和
の
備
と
な
る
。
こ
の
備
は
常
に
あ
る
。
近
習
二
番
中
四
番
、
外
様
八
番
の
よ
う
に
常
な
る
番
組
を
定
め
、
末
端
の
諸
役
人
六
十
四
の

心
得
、
足
軽
中
間
下
部
に
至
る
ま
で
、
下
五
人
組
を
定
め
、
五
々
二
十
五
人
の
小
頭
、
五
十
人
の
頭
、
も
ろ
手
百
人
の
頭
、
五
百
人
の
頭
、
二

千
五
百
人
の
頭
、
万
有
二
千
五
百
人
頭
を
、
士
か
ら
以
下
庶
人
に
至
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
定
め
、
軍
を
教
え
る
の
に
両
臣
四
人
に
教
え
、
四
人
が

八
人
に
伝
え
、
八
々
六
十
四
手
の
頭
に
伝
え
、
金
鞁
旗
貝
一
切
の
合
図
の
約
束
を
伝
え
、
常
に
こ
れ
を
間
断
な
く
、
一
ヶ
月
に
一
度
は
頭
を
集

め
て
こ
れ
を
習
わ
す
。
治
世
に
乱
を
忘
れ
な
い
と
い
う
武
の
備
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

武
が
あ
っ
て
文
が
な
け
れ
ば
義
理
を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
道
理
を
学
ば
せ
、
仁
義
礼
智
の
四
徳
を
し
ら
せ
、
孝
弟
忠
信
の
業
を
勉
め
、

善
に
進
め
、
悪
を
退
け
、
是
非
を
弁
え
さ
せ
、
そ
の
徳
有
る
者
と
無
い
者
と
を
よ
く
選
別
し
、
賞
罰
を
正
し
、
万
民
を
安
楽
な
ら
し
め
る
こ
と

を
願
い
、
我
が
身
の
欲
を
離
れ
、
驕
り
を
止
め
、
年
貢
を
少
な
く
、
諸
役
を
軽
く
、
民
が
飢
え
と
寒
さ
に
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
我

が
身
に
飢
え
と
寒
さ
が
有
る
か
の
よ
う
に
悲
し
み
、
民
が
楽
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
は
、
自
分
が
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
喜
び
、
民
と
好
悪
を

同
じ
く
す
れ
ば
、
万
民
は
そ
の
君
主
を
戴
く
こ
と
を
日
月
の
よ
う
に
貴
び
、
そ
の
君
主
に
親
し
み
奉
る
こ
と
は
、
父
母
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
賢
徳
の
君
と
云
う
。
こ
の
よ
う
に
国
を
治
め
る
と
き
、
誰
が
敢
え
て
敵
対
し
よ
う
か
。
常
の
備
が
正
し
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
を

云
う
の
で
あ
る
と
太
公
望
は
文
王
に
語
っ
た
。
こ
の
外
細
々
と
し
た
教
え
が
あ
る
。
賢
徳
の
君
が
い
れ
ば
、
大
公
を
師
と
し
て
、
そ
の
道
を
学

ば
せ
給
う
の
で
あ
れ
ば
、
今
の
世
も
ま
た
文
王
と
同
じ
で
あ
る
。
文
王
は
こ
の
教
え
を
貴
び
、
勉
め
行
っ
た
が
た
め
に
、
周
の
世
は
永
く
治
ま

り
、
子
孫
に
伝
わ
る
時
、
万
歳
を
超
え
、
国
は
万
里
を
隔
て
て
い
る
と
い
え
ど
も
、
天
理
の
良
法
は
符
節
を
合
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
今

の
世
も
ま
た
文
王
が
い
れ
ば
、
日
本
と
は
古
い
国
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
そ
の
命
こ
れ
ま
た
新
た
に
な
る
。
楠
木
正
成
の
備
の
巻
が
こ
れ
で
あ

る
。
備
え
が
正
し
い
と
き
、
城
陣
行
営
の
四
つ
の
も
の
は
云
う
に
足
ら
ず
で
あ
る
。 
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悟
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心 

十
六
攻
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五
神
通
の
事 

一
和
し
て
自
在
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得
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道
通 

 
 

 

寛
治
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敵
を
滅
し
兵
を
得
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理
智
開
悟
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明
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魔
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狐
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一
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を
以
っ
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を
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、
一
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っ
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万
の
敵
を
亡
ぼ
す 

 
 大
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を
得
る 
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通 
 
 

 
 

 百
度
死
し
百
度
生
ま
れ
て
、
無
量
の
奇
特
を
現
わ
す 

 
 

 
 

 
 

 

明
ら
か
に
三
世
を
知
る 

相
通 

 
 

 

二
相
を
悟
っ
て
、
災
難
を
得
ず 

千
里
を
隔
て
て
敵
陣
を
知
る 

 

自
修
之
法 

 

自
悟
之
法 

至神通 


