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略 
書 

文
武
は
天
下
の
大
徳
で
あ
ỵ
て
、
そ
の
一
方
に
偏
り
、
一
方
を
廃
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
ỵ
て
は
な

ら
な
い
。
礼
儀
と
秩
序
、
刑
罰
と
政
治
、
全
て
国
家
を
統
治
す
る
こ
と
は
、
文
で
な
け
れ
ば
程
よ
い

結
果
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
暴
虐
を
討
伐
し
て
国
家
の
害
を
除
く
こ
と
は
、
武
で
な
け
れ
ば

叶
え
る
の
が
難
し
い
。
そ
も
そ
も
国
家
を
統
治
す
る
者
は
、
刑
罰
を
設
け
て
非
道
を
禁
ず
る
。
お
そ

ら
く
兵
と
は
刑
罰
の
最
も
大
規
模
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
先
王
は
し
ば
し
ば
兵
の
事
を

語
ỵ
て
い
た
。
又
、
湯
王
は
商
を
興
し
、
文
王
・
武
王
は
周
を
興
し
た
が
、
皆
十
分
に
武
を
用
い
た

の
で
あ
ỵ
た
。
我
が
神
武
帝
が
初
め
て
国
家
統
一
の
偉
業
を
達
成
さ
れ
て
人
々
を
統
治
な
さ
れ
て

か
ら
、
神
功
皇
后
が
三
韓
を
臣
服
せ
し
め
、
太
閤
(
豊
臣
秀
吉
)
が
朝
鮮
を
討
伐
し
て
、
今
の
世
ま

で
も
、
我
国
に
服
従
さ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
皆
、
武
徳
の
輝
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ

る
が
物
に
は
本
と
末
が
あ
る
。
文
は
武
の
本
で
あ
る
。
文
を
知
ら
な
け
れ
ば
武
の
本
質
を
会
得
す
る

の
は
難
し
い
。
近
頃
、
今
川
了
俊
(
ữ
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
・
室
町
時
代
の
武
将
、
守
護
大
名
)
が

「
文
道
を
知
ら
ず
、
而
し
て
武
道
遂
に
勝
利
を
得
ず
」
と
云
ỵ
た
の
は
、
文
武
一
致
の
趣
意
を
理
解

し
て
い
る
言
葉
で
あ
り
、
俗
人
の
見
識
か
ら
す
れ
ば
、
殊
勝
で
は
あ
る
。
そ
も
そ
も
兵
に
は
二
つ
あ

る
。
国
家
を
安
ら
か
に
す
る
た
め
に
兵
を
用
い
る
者
が
あ
る
。
利
欲
を 

恣 

に
す
る
た
め
に
兵
を
用

い
る
者
が
あ
る
。
そ
こ
で
乱
暴
な
者
が
出
て
き
て
民
を
悩
ま
し
、
国
家
を
動
乱
す
る
時
に
は
兵
を
出

し
、
武
威
を
示
し
て
そ
の
暴
客
を
討
伐
し
、
国
家
の
害
を
取
除
く
。
こ
れ
が
政
治
の
た
め
に
兵
を
用

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
一
揆
の
徒
が
武
装
し
て
紛
争
が
起
き
る
こ
と
が
あ
る
。
あ

る
い
は
恨
み
に
因
ỵ
て
不
意
の
軍
を
起
こ
し
、
又
は
外
国
か
ら
来
て
襲
う
事
も
あ
る
。
こ
れ
ら
全
て

と
う
お
う 

ほ
し
い
ま
ま 



が
不
慮
の
動
乱
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
平
素
か
ら
武
を
忘
れ
な
い
こ
と
が
国
家
の
主
た
る
者
の
慎

み
(
ữ
義
務
)
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
兵
の
正
し
い
一
面
で
あ
り
、
武
備
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
。

そ
こ
で
司
馬
法
に
も
「
天
下
安
ら
か
と
い
え
ど
も
、
戦
を
忘
れ
た
な
ら
ば
、
則
ち
必
ず
危
う
し
」
と

云
ỵ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
思
え
ば
、
武
は
天
下
の
大
徳
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ

の
趣
意
を
十
分
に
理
解
し
て
、
各
人
が
そ
の
禄
に
応
じ
て
、
備
を
弛
め
な
い
の
を
真
の
武
将
と
云
う

の
で
あ
る
。
又
、
利
欲
を
恣
に
し
て
人
の
土
地
を
貪
り
、
あ
る
い
は
私
的
な
恨
み
か
ら
武
力
を
動
か

し
、
又
は
人
の
富
貴
を
羨
ん
で
妄
り
に
兵
を
出
し
、
徒
に
人
を
殺
戮
し
、
国
家
の
患
い
を
な
す
、
こ

れ
を
国
賊
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
で
、
国
家
の
主
た
る
者
は
武
の
本

質
を
失
ỵ
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
武
の
本
質
を
会
得
す
る
に
は
文
に
拠
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
は
書
を

読
む
の
を
基
本
と
す
る
。
広
く
書
を
読
め
ば
、
和
漢
古
今
の
事
情
に
達
し
、
利
害
得
失
を
判
断
で
き

る
の
で
、
誰
が
伝
授
す
る
と
も
な
く
、
自
然
と
文
と
武
の
本
体
を
会
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

私
が
根
拠
も
無
く
云
ỵ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
日
本
や
支
那
に
お
け
る
英
雄
の
教
訓
で
あ
る
。
こ
の

理
に
拠
ỵ
て
思
え
ば
、
一
国
一
郡
の
主
で
あ
る
者
は
、
文
武
の
道
に
暗
け
れ
ば
尸
位
(
ữ
屍
に
与
え

る
位
)、
素
餐
と
い
う
者
で
あ
る
。
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

〇
上
述
し
た
よ
う
に
、
人
々
の
主
た
る
人
は
、
臣
下
に
文
と
武
の
二
つ
を
教
え
る
こ
と
が
本
来
の
職

分
で
あ
る
が
、
そ
の
職
分
を
知
ỵ
て
い
る
人
の
主
は
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
異
国
に
お
け

る
文
武
講
習
に
つ
い
て
の
話
、
又
は
我
国
に
お
い
て
も
淳
和
奨
学
、
鼓
吹
司
・
軍
団
を
置
い
て
、
文

武
を
教
え
て
い
た
話
な
ど
は
し
ば
し
ば
演
説
し
て
い
る
が
、
皆
昔
話
と
し
て
聞
く
だ
け
で
、
こ
れ
を

当
世
に
興
し
、
施
し
て
、
備
を
な
さ
ん
と
思
い
立
つ
よ
う
な
人
主
は
こ
れ
ま
で
一
人
も
い
な
い
。
そ

の
訳
は
、
幼
主
に
文
武
の
二
つ
を
教
え
る
父
君
と
家
老
と
が
い
な
い
の
で
、
そ
の
成
⾧
に
つ
れ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
幼
主
の
物
好
き
次
第
で
、
あ
る
い
は
遊
び
好
き
に
な
る
も
あ
り
、
武
芸
好
き
に
な
る
も
あ

い
く
さ 

す
な
わ 

あ
や 

そ
な
え 

ゆ
る 

う
ら
や 

み
だ 

い
た
ず
ら 

わ
ず
ら 

し 
ひ
と 

た
だ
ぐ
い 

あ
る
じ 

く 

す
い 

し 



り
、
詩
文
好
き
に
な
る
も
あ
り
、
茶
好
き
に
な
る
も
あ
り
、
狩
好
き
に
な
る
も
あ
り
、
勤
め
嫌
い
に

な
る
も
あ
り
、
国
政
嫌
い
に
な
る
も
あ
ỵ
て
、
各
面
々
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
巻
初
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
物
に
は
本
と
末
が
あ
り
、
人
主
の
本
末
を
言
う
な
ら
ば
、
文
を
学
ん
で
国
を
治
め
、
武
を
盛
ん

に
し
て
国
を
強
く
す
る
こ
と
が
本
で
あ
り
、
茶
の
湯
、
狩
猟
等
の
雑
事
は
末
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
こ
の
末
だ
け
を
知
ỵ
て
、
本
を
知
ら
な
い
よ
う
に
育
て
る
こ
と
は
、
父
君
と
家
老
と
の
過
ち
で

あ
ỵ
て
、
最
も
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
末
で
あ
る
雑
事
を
行
な
ỵ
て
楽
し
む
こ
と
も
、
至
極
の

悪
行
と
云
う
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
始
め
に
云
ỵ
た
と
こ
ろ
の
尸
位
素
餐
の
類
あ
る
か
ら
、
先

ず
は
本
(
で
あ
る
文
武
)
を
身
に
つ
け
て
か
ら
末
の
雑
事
を
楽
し
む
よ
う
で
あ
り
た
い
も
の
だ
。
こ

こ
で
語
ỵ
た
こ
と
は
、
武
政
の
趣
意
で
あ
り
、
国
の
存
亡
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
よ
う
に
こ
れ
を
記
す
の
で
あ
る
。
人
々
は
本
末
を
よ
く
弁
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〇
右
に
述
べ
た
鼓
吹
司
、
軍
団
等
の
事
を
当
世
に
施
し
行
な
う
と
し
て
も
、
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
が
よ
く
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
異
国
の
辟
雍
、
泮
宮
(
い
ず
れ
も
西
周
時

代
に
設
け
ら
れ
た
支
那
の
高
等
教
育
機
関
)
等
の
図
式
に
と
ら
わ
れ
て
、そ
の
建
立
が
甚
だ
難
し
く
な
り
、

終
に
は
中
止
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
「
柱
に
膠
す
(
ữ
規
則
な
ど
に
と
ら
わ
れ
て
融

通
の
き
か
な
い
こ
と
)」
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
さ
て
文
武
の
教
習
さ
え
よ
く
行
届
け
ば
、
大
き
な
目

的
は
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
国
の
禄
高
に
応
じ
て
手
軽
に
建
立
す
れ
ば
よ
い
。
文
武
が

成
る
か
成
ら
な
い
か
は
、
そ
の
国
主
の
世
話
が
届
く
か
、
届
か
な
い
か
に
よ
ỵ
て
決
ま
る
の
だ
。
こ

の
こ
と
を
十
分
に
理
解
せ
よ
。
今
も
大
名
の
国
々
に
練
兵
堂(

尾
州)

、
清
雲
寮(

備
前)

、
時
習
館(

肥

後)

、
明
倫
館(

⾧
門)

、
稽
古
館(

筑
前)

等
の
学
校
が
あ
ỵ
て
、
そ
れ
ら
は
文
の
学
問
の
み
に
限
ら
ず
、

武
芸
を
講
じ
て
、
文
武
を
臣
下
に
教
え
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
講
習
の
内
容
は
、
浅
薄
に
し
て
十
分

な
も
の
で
は
な
い
が
、
全
く
そ
の
形
す
ら
無
い
国
か
ら
見
れ
ば
、
勝
ỵ
て
い
る
こ
と
が
甚
だ
多
い
。

し 

ひ
と
た
だ
ぐ
い 

わ
き
ま 

こ
と
じ 

に
か
わ 



も
し
も
そ
れ
な
り
の
人
物
が
い
て
学
校
を
建
立
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
以
下
に
図
示
す

る
よ
う
に
普
請
せ
よ
。
そ
れ
で
も
こ
れ
又
こ
の
一
例
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
国
の
禄
高

の
大
小
に
よ
ỵ
て
為
す
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
左
に
図
示
す
る
文
武
学
校
は
、
巻
初
か
ら
繰
り
返
し
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
五
Ộ
六
十
万
石
の

国
の
場
合
を
一
例
と
し
て
図
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、
こ
れ
は
定
式
の
無
い
物
な

の
で
、
損
益
や
広
狭
に
つ
い
て
は
自
由
に
決
め
れ
ば
よ
い
。
た
だ
そ
の
趣
意
さ
え
失
わ
な
け
れ
ば
、

一
Ộ
二
万
石
の
国
と
云
え
ど
も
必
ず
建
立
で
き
る
。
ま
し
て
や
そ
れ
以
上
の
石
高
の
国
で
あ
れ
ば
、

で
き
な
い
は
ず
が
な
い
。
た
だ
し
、
返
す
返
す
も
こ
の
一
枚
の
図
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
せ
よ
。 

附 

学
校
の
事
に
つ
い
て
は
、
右
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
意
を
推
し
広
め
て
一
家
の
内

に
あ
ỵ
て
は
子
弟
を
教
え
る
事
も
又
、
こ
の
趣
意
を
以
て
せ
よ
。
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
上
は
大

将
か
ら
下
は
士
卒
や
庶
民
に
至
る
ま
で
、
皆
が
文
武
兼
備
の
趣
を
よ
く
理
解
し
て
、
そ
の
国
柄
、

そ
の
人
柄
も
当
世
の
十
倍
に
も
な
ỵ
て
目
出
度
い
こ
と
こ
の
上
も
な
い
ほ
ど
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
大
将
一
人
の
胸
中
に
あ
る
こ
と
だ
と
知
れ
。
文
武
兼
備
大
学
校
の
図
を
左
に
示
す
。 

        



                   

〇
右
の
よ
う
に
文
武
兼
備
の
学
校
を
建
立
し
、
教
化
が
よ
く
行
届
い
て
、
君
臣
が
相
互
に
和
す
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
下
位
の
者
は
よ
く
そ
の
君
主
や
上
位
者
に
思
い
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
全
て
人
の



主
た
る
者
は
、
俗
人
が
一
向
上
人
(
ữ
鎌
倉
時
代
の
僧
侶
、
一
向
俊
聖
)
を
思
う
よ
う
に
、
下
位
の
諸
臣

に
こ
の
君
主
の
た
め
な
ら
ば
、
と
堅
く
思
い
を
い
た
す
よ
う
に
さ
せ
な
け
れ
ば
、
軍
を
思
う
よ
う
に

動
か
し
て
戦
う
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
知
ỵ
て
お
け
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
子
弟
が
悪
い
の
は
父

兄
の
愚
昧
に
極
ま
り
、
臣
下
(
家
来
)
が
悪
い
の
は
主
君
の
暗
愚
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
の
主
た
る
者
は
、
眼
目
を
開
い
て
ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
絶
対
に

い
い
加
減
に
し
て
は
な
ら
な
い
。 

〇
人
の
主
た
る
者
に
智
が
無
く
、
術
が
無
く
、
徳
が
無
け
れ
ば
、
父
の
代
に
は
忠
臣
や
義
士
で
あ
ỵ

た
者
も
新
た
な
主
を
疎
ん
じ
、
怨
ん
で
、
あ
る
い
は
隠
居
し
、
あ
る
い
は
敵
に
通
じ
、
あ
る
い
は
そ

の
主
を
討
と
う
と
い
う
気
持
ち
ま
で
起
こ
し
て
、
そ
の
御
家
に
仕
え
る
武
士
た
ち
は
瓦
が
砕
け
る

よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
和
漢
古
今
で
も
そ
の
事
例
が
多
い
。
中
で
も
近
世
に
お
い
て
は
武
田
信
玄
父

子
の
様
子
は
多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
信
玄
が
生
き
て
い
た
時
に
は
、
三
十
余
人
の
大
禄

士
た
ち
が
心
を
一
つ
に
し
て
信
玄
に
思
い
を
い
た
し
、
忠
義
を
全
う
し
て
い
た
の
で
、
北
に
上
杉
、

南
に
北
条
の
両
大
敵
が
あ
ỵ
た
け
れ
ど
も
、
甲
州
、
上
州
、
信
州
の
三
国
に
敵
を
一
人
た
り
と
も
入

れ
る
こ
と
な
く
一
生
を
終
え
た
の
で
あ
る
が
、
信
玄
が
死
去
し
て
か
ら
勝
頼
の
代
に
至
ỵ
て
わ
ず

か
二
年
の
間
に
、
信
玄
時
代
に
は
⿁
神
を
も
欺
き
そ
の
忠
義
は
金
鉄
の
よ
う
で
あ
ỵ
た
勇
士
等
も
、

た
ち
ま
ち
心
気
が
弛
み
、
勝
頼
を
恨
み
怒
ỵ
て
、
急
い
で
討
死
を
し
、
あ
る
い
は
身
を
遁
れ
、
あ
る

い
は
敵
に
通
じ
、
あ
る
い
は
主
を
討
と
う
と
い
う
心
が
起
こ
る
な
ど
し
た
こ
と
か
ら
、
武
田
家
は
た

ち
ま
ち
滅
亡
し
た
の
で
あ
ỵ
た
。
こ
れ
は
他
で
も
な
い
、
そ
の
主
に
徳
と
術
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
臣

は
忠
義
勇
敢
な
の
で
あ
る
。
そ
の
主
に
徳
と
術
が
無
け
れ
ば
、
そ
の
臣
に
も
忠
義
が
無
く
懦
弱
な
の

で
あ
る
。
人
の
主
た
る
者
は
、
心
ひ
そ
か
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〇
大
名
で
身
分
が
高
く
か
つ
奢
れ
る
身
の
上
だ
け
を
知
ỵ
て
、
微
賤
で
身
分
が
低
く
か
つ
貧
困
で

だ
じ
Ỷ
く 

お
ご 



あ
る
身
の
上
を
知
ら
な
い
者
は
、
政
治
に
つ
い
て
知
ỵ
て
い
る
大
名
と
は
云
い
難
い
。
又
、
国
事
は

一
人
だ
け
で
や
り
繰
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
家
老
や
諸
役
人
を
立
て
置
い
て
事
を
司
ら

せ
る
の
だ
か
ら
、
自
ら
が
国
事
に
労
す
る
に
も
及
ば
な
い
、
な
ど
と
云
う
の
は
遁
れ
言
葉
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
国
政
に
心
掛
け
て
い
る
大
名
で
は
な
い
。
こ
の
類
の
大
名
は
、
太
平
の
世
に
は
、
公

の
威
徳
に
よ
ỵ
て
幸
い
に
禄
位
を
保
有
し
て
い
る
が
、
事
変
が
あ
れ
ば
た
ち
ま
ち
国
を
失
う
で
あ

ろ
う
。
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

〇
徳
の
あ
る
国
主
、
術
の
あ
る
大
名
は
、
領
国
か
ら
死
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
人
が
出
来
て
、
や
む

を
得
ず
こ
れ
を
斬
る
時
に
は
、
そ
の
斬
る
日
は
服
装
を
整
え
、
正
座
し
て
、
己
が
不
徳
な
る
が
ゆ
え

に
、
領
国
か
ら
犯
罪
人
が
出
て
し
ま
ỵ
た
こ
と
を
恥
じ
、
悔
や
ん
で
、
狩
猟
及
び
酒
宴
等
の
娯
楽
ま

で
禁
じ
て
謹
慎
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
名
の
領
国
に
は
犯
罪
人
が

少
な
い
。
又
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
慎
む
こ
と
が
な
い
大
名
の
国
中
に
は
、
犯
罪
人
が
日
々
月
々
に

多
く
な
ỵ
て
人
を
殺
害
し
、
人
を
放
逐
す
る
こ
と
が
頻
発
す
る
。
こ
れ
を
天
に
背
く
と
云
う
の
で
あ

る
。
禍
が
必
ず
身
に
及
ぶ
こ
と
に
な
ろ
う
。
慎
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

〇
大
昔
か
ら
五
月
五
日
に
は
、
家
々
に
あ
る
全
て
の
幟
、
小
旗
、
鎧
、
冑
、
太
刀
、
薙
刀
等
を
前
庭

に
立
て
列
ね
て
、
相
互
に
見
物
さ
せ
た
の
は
、
す
な
わ
ち
武
具
改
め
の
政
(
ữ
武
具
点
検
の
行
事
)
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
平
和
な
時
代
が
⾧
く
続
い
た
こ
と
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
男
児
の
祝
儀
の
玩

具
と
な
ỵ
て
、
現
在
で
は
た
だ
男
児
の
有
る
家
だ
け
が
飾
り
物
を
す
る
こ
と
に
な
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
幟
に
は
金
太
郎
、
猪
、
熊
、
猩 

々 

舞
(
ữ
古
典
書
物
に
記
さ
れ
た
架
空
の
動
物
の
舞

い
、
能
の
演
目
の
一
つ
)
を
描
き
、
鎧
・
冑
は
紙
で
こ
し
ら
え
、
太
刀
、
⾧
刀
は
竹
や
木
で
製
作
し
、

甚
だ
し
き
は
遊
女
や
天
狗
等
の
造
り
物
を
並
べ
立
て
、
た
だ
単
に
児
戯
の
物
に
過
ぎ
な
い
と
世
間

一
般
に
は
み
な
さ
れ
て
い
る
。
本
来
の
意
義
は
全
く
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
願
わ
く
は
、
今
か

お
お
や
け 

の
ぼ
り 

よ
ろ
い 

か
ぶ
と 

な
ぎ
な
た 

し
Ỹ
う
じ
Ỹ
う
ま
い 



ら
で
も
全
国
津
々
浦
々
に
号
令
し
て
、
古
代
の
よ
う
に
男
児
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
家
毎
に
本
物
の

武
具
、
馬
具
を
飾
ら
せ
て
、
互
い
に
励
ま
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
紙
の
鎧
、
木
の
太
刀
等
を

飾
ỵ
て
い
る
者
が
あ
れ
ば
、
辱
か
し
め
よ
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
五
Ộ
七
年
の
間
で
、
天
下
に
は

武
器
が
満
ち
溢
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
一
つ
で
も
大
い
に
武
備
を
助
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 
 

付
記 

百
姓
や
町
人
に
は
五
月
の
飾
り
を
禁
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
百
年

来
飾
ỵ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
金
太
郎
、
猪
、
熊
等
の
幟
だ
け
で
も
許
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。 

 

〇
私
が
幼
少
の
時
、
あ
る
先
生
か
ら
大
名
の
目
利(
ữ
鑑
定
、
見
分
け
る
こ
と)

と
云
う
こ
と
を
聞
い
た
。

甚
だ
面
白
い
説
話
で
あ
る
。
紹
介
す
る
の
で
、
参
考
と
さ
れ
た
い
。
こ
れ
は
私
が
考
え
つ
い
た
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
老
先
生
の
口
授
で
あ
る
。
そ
の
数
箇
条
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

巷
で
は
上
を
謗
り
、
徳
や
術
に
勤
め
る
こ
と
な
く
妄
り
に
福
を
神
仏
に
祈
り
、
不
信
や
不
義
を

国
中
で
行
い
、
毎
年
の
飢
饉
で
餓
死
す
る
者
が
あ
り
、
国
中
の
道
や
橋
は
破
損
し
、
家
老
や
重

要
な
役
人
は
頻
繁
に
交
替
し
、
狩
猟(

鷹
狩
り)

を
め
ỵ
た
に
行
な
わ
ず
、
直
言
す
る
者
を
遠
ざ

け
て
諫
言
を
容
れ
ず
、
媚
び
る
者
と
は
知
ら
ず
に
終
に
は
諂
諛
(
ữ
こ
び
へ
つ
ら
う
)
の
言
説
を

受
容
れ
、
自
ら
は
国
政
を
聞
か
ず
、
百
姓
や
町
人
に
度
々
用
金
を
申
し
付
け
、
金
を
受
取
ỵ
て

賤
し
い
者
を
立
身
さ
せ
、
文
武
の
芸
を
好
ま
ず
、
小
禄
の
武
士
や
微
賤
の
者
を
軽
く
あ
し
ら
ỵ

て
侮
り
、
文
武
に
優
れ
た
人
が
用
い
ら
れ
ず
し
て
下
位
に
あ
り
、
賞
罰
及
び
是
非
正
邪
の
裁
判

が
速
や
か
に
な
さ
れ
ず
、
自
分
一
人
だ
け
智
が
あ
る
と
誇
り
、
婦
人
の
言
う
こ
と
を
受
容
れ
て

用
い
、
家
中
の
邸
宅
に
度
々
遊
行
し
、
甚
だ
短
気
で
あ
り
、
甚
だ
悠
⾧
で
あ
り
、
甚
だ
色
を
好

み
、
甚
だ
財
貨
を
好
み
、
国
中
で
賄
賂
が
行
わ
れ
る
。 

右
の
二
十
四
箇
条
の
内
、五
つ
は
容
認
し
て
や
れ
。五
つ
ま
で
許
し
た
上
で
、さ
ら
に
五
つ
あ
れ
ば
、

は
ず 

め 
き
き 

ち
ま
た 

そ
し 

て
ん
ゆ 



平
和
な
世
に
は
国
家
が
疲
れ
て
武
道
が
弛
む
。
乱
世
で
あ
れ
ば
戦
に
弱
い
。
十
あ
れ
ば
、
平
和
な
世

に
は
武
士
や
民
衆
が
怨
み
背
い
て
服
従
し
な
い
。
同
列
の
大
名
か
ら
も
謗
ら
れ
笑
い
も
の
に
さ
れ

る
。
乱
世
で
あ
れ
ば
家
中
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ỵ
て
、
一
回
の
戦
で
そ
の
国
は
敗
れ
る
。
十
以
上
あ
る

者
は
、
た
と
い
平
和
な
世
で
あ
ỵ
て
も
国
家
が
危
う
い
。
乱
世
で
あ
れ
ば
戦
を
待
た
ず
し
て
そ
の
国

は
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
箇
条
に
基
づ
い
て
敵
国
の
様
子
を
探
れ
ば
、
そ
の
国
に
到
着
せ

ず
、
そ
の
君
主
を
見
な
く
て
も
、
貧
富
や
強
弱
に
つ
い
て 

悉 

く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

孫
子
が
「
算
」
と
言
ỵ
て
い
た
の
も
、
こ
の
類
の
こ
と
で
あ
る
と
語
ỵ
て
い
た
。
私
が
思
う
に
、
こ

れ
は
実
に
簡
潔
に
ま
と
め
た
目
利(

ữ
鑑
定
法)

で
あ
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
戒
め
と
す
る
に
も
十
分

な
内
容
で
あ
る
。
先
生
が
言
わ
れ
た
教
え
は
何
と
貴
重
な
こ
と
か
。 

〇
人
の
世
の
中
に
は
五
難
が
あ
る
。
飢
饉
、
戦
乱
、
水
害
、
火
事
、
疫
病
で
あ
る
。
こ
の
五
つ
は
異

変
で
あ
ỵ
て
定
期
的
に
起
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
何
時
到
来
す
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
が

難
し
い
の
で
、
そ
れ
に
備
え
て
お
く
こ
と
が
、
一
国
一
郡
を
領
す
る
人
の
第
一
の
心
が
け
で
あ
る
。

そ
の
心
が
け
と
て
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。
金
と
穀
物
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
貯
え
る
方
法

は
、
二
Ộ
三
千
年
前
か
ら
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
近
年
、
荻
生
徂
徠
、
太
宰
春
台
等

の
諸
先
生
も
し
き
り
に
力
説
し
て
い
る
が
、
行
届
か
な
い
。
そ
の
行
届
か
な
い
理
由
は
、
世
の
中
が

華
や
か
で
侈
り
高
ぶ
る
に
つ
れ
て
、
君
主
の
執
政
へ
の
心
構
え
が
惰
弱
に
な
ỵ
た
か
ら
で
あ
る
。
惰

弱
に
な
ỵ
た
が
故
に
、
身
を
苦
し
め
て
倹
約
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
身
を
苦
し
め
て

倹
約
を
な
し
、
国
家
の
不
経
済
を
取
り
直
す
こ
と
も
出
来
な
い
ほ
ど
に
情
け
な
い
心
で
は
、
軍
な
ど

到
底
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ỵ
さ
と
国
を
明
け
渡
し
て
浪
人
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。 

〇
今
の
世
の
中
に
お
い
て
不
経
済
を
立
て
直
し
、
五
難
に
備
え
て
金
や
穀
物
を
貯
え
ね
ば
な
ら
な

い
と
思
ỵ
た
と
し
て
も
、
大
昔
か
ら
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
理
一
通
り
の
こ
と
で
は
中
々
そ
の

そ
し 

い
く
さ 

こ
と
ご
と 

お
ご 

い
く
さ 



方
策
が
行
き
届
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
身
を
苦
し
め
て
倹
約
に
勤
め
な
け
れ
ば
、
金

や
穀
物
を
貯
え
る
ほ
ど
の
成
果
は
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
て
「
身
を
苦
し
め
る
」
と
は
、
美

食
を
減
ら
し
、
衣
服
を
粗
末
な
も
の
に
し
、
家
の
造
り
を
簡
素
に
し
、
出
費
が
か
さ
む
よ
う
な
遊
楽

を
や
め
、
妾
や
奥
向
き
の
婦
人
(
ữ
家
政
婦
)
を
大
幅
に
削
減
し
、
贈
答
の
品
物
を
薄
く
し
て
、
唯
一

省
か
な
い
の
は
公
務
だ
け
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
自
ら
意
識
し
て
実
践
す
る
こ
と
で
、
い
か

な
る
不
経
済
も
立
て
直
し
、
金
や
穀
物
を
も
貯
え
て
、
そ
こ
で
始
め
て
武
を
張
る
(
ữ
強
く
勇
ま
し
く

な
る
)
よ
う
に
せ
よ
。
こ
れ
ら
は
主
君
は
云
う
に
及
ば
ず
、
給
料
の
少
な
い
士
と
云
え
ど
も
、
こ
の

心
掛
け
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
武
政
の
根
本
と
す
る
。 

〇
世
人
に
は
お
定
ま
り
の
返
答
が
あ
る
。
心
あ
る
者
が
武
備
あ
る
い
は
軍
陣
等
の
心
掛
け
を
談
じ

た
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
言
う
に
は
、「
私
は
幸
い
に
も
平
和
な
世
に
産
ま
れ
た
も
の
だ
。
存
命

の
間
だ
け
で
も
戦
乱
が
無
け
れ
ば
、
こ
の
上
な
い
幸
い
な
の
だ
。
子
孫
の
こ
と
は
そ
の
時
の
こ
と

よ
」
と
。
こ
の
よ
う
に
云
う
の
が
十
人
中
の
九
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
悟
り
き
ỵ
た
言
葉
の
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
の
実
は
武
備
が
無
い
の
を
恥
じ
て
の
言
い
訳
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
言
う
人
こ
そ
、

凡
夫
の
中
の
大
凡
夫
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
恥
ず
か
し
い
と
思
え
。
さ
て
、
及
ば
ず
な
が
ら
天
下
の

こ
と
や
後
世
の
こ
と
を
憂
え
て
こ
そ
、
真
の
武
備
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
学
者
も
又
そ
の
と
お
り
で

あ
り
、詩
文
や
風
雅
の
み
に
走
ỵ
て
、世
の
中
を
苦
に
し
な
い
学
者
は
、真
の
学
者
と
は
云
い
難
い
。

た
だ
の
物
知
り
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。 

〇
今
の
世
で
は
上
下
と
も
に
穀
物
を
賤
し
み
、
金
を
貴
ん
で
い
る
。
そ
の
心
根
は
、
飢
饉
の
年
に
な

ỵ
て
米
穀
が
ど
れ
程
高
値
に
な
ỵ
て
も
、
金
銀
さ
え
多
く
あ
れ
ば
買
い
求
め
る
こ
と
は
容
易
い
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
金
銀
を
第
一
と
し
て
穀
物
の
こ
と
は
心
中
に
無
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
甚
だ
危

う
い
心
掛
け
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
三
Ộ
四
ἅ
国
の
飢
饉
で
あ
れ
ば
、
豊
年
の
国
か
ら
飢
饉
の
国

い
や 

た
や
す 



へ
廻
し
て
送
る
だ
け
の
米
穀
も
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
も
し
二
Ộ
三
十
ἅ
国
も
一
斉
に
飢
饉
に
な

れ
ば
、
廻
し
て
送
る
だ
け
の
米
穀
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
そ
の
時
に
な
ỵ
て
金
銀
を
煎
じ
て
飲
ん
だ

と
て
、
命
が
助
か
る
わ
け
が
な
い
の
だ
。
お
よ
そ
兵
乱
の
世
に
あ
ỵ
て
は
、
農
民
も
平
穏
に
農
作
を

す
る
の
が
難
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
飢
饉
の
年
で
な
く
て
も
米
穀
は
不
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
、
金
銀
は
命
を
救
う
第
二
番
目
の
物
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
米
穀
を
第

一
、
金
銀
を
第
二
と
心
得
て
、
平
素
か
ら
食
糧
に
で
き
る
も
の
を
貯
え
る
こ
と
に
勤
め
よ
。
こ
れ
が

国
や
郡
を
領
す
る
人
に
と
ỵ
て
、
第
一
の
覚
悟
で
あ
る
と
と
も
に
、
下
は
庶
民
に
至
る
ま
で
、
こ
の

心
掛
け
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
食
糧
の
備
蓄
は
、
大
に
し
て
は
武
備
と
し
て
国
が
用
い

る
も
の
で
あ
り
、
小
に
し
て
は
各
人
の
命
を
活
か
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
国
主
や
領
主
自
ら
が

よ
く
よ
く
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

食
糧
を
貯
え
る
方
法
は
、
日
本
や
支
那
で
昔
も
今
も
様
々
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
一
概

に
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
国
土
が
肥
沃
か
瘠
せ
て
い
る
か
、
そ
の
年
が
豊
作
か
凶
作
か

等
を
考
え
て
、
時
に
臨
ん
で
分
量
を
定
め
て
貯
え
る
よ
う
に
せ
よ
。
大
概
凶
年
は
三
十
年
に
一

度
、
大
飢
饉
は
六
十
年
に
一
度
程
度
で
起
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
心
掛
け
で
貯
え
よ
。 

〇
大
将
た
る
人
は
、
道
、
天
、
地
、
将
、
法
の
意
味
を
詳
し
く
会
得
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
ら
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
一
度
は
勝
つ
こ
と
が
あ
ỵ
て
も
、
大
業
を
仕
損
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
先
人

た
ち
の
偉
業
や
失
敗
を
考
察
し
な
が
ら
学
び
取
れ
。 

〇
大
将
た
る
人
は
、
た
と
い
怜
悧
で
あ
ỵ
て
も
、
自
分
一
人
の
才
能
・
能
力
を
恃
み
と
し
て
こ
れ
を

誇
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
文
武
に
⾧
け
た
智
謀
の
人
を
選
び
、
重
役
に
任
じ
て
配
置
し
、
国
事
や
軍

事
に
つ
い
て
共
に
相
談
し
て
計
画
せ
よ
。
こ
れ
も
又
、
日
本
や
支
那
の
名
将
の
仕
方
か
ら
学
び
知
る

よ
う
に
せ
よ
。
孔
子
も
「
備
は
一
人
で
求
め
る
な
か
れ
」
と
述
べ
て
い
た
。 

や 

れ
い
り 



〇
今
の
世
で
も
武
術
が
行
わ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
が
、
文
に
基
づ
か
な
い
の
で
、
武
の
み
に
偏
ỵ
て

し
ま
う
者
が
多
い
。
弓
術
が
特
に
流
行
し
て
い
る
が
、
た
だ
奉
射
の
礼
式
の
み
を
専
ら
と
し
て
、
武

者
が
軍
に
用
い
る
射
術
に
は
疎
い
。
こ
の
や
り
方
は
逆
法
で
あ
る
。
武
士
の
射
術
は
先
ず
軍
用
法
を

習
ỵ
て
、
後
に
礼
射
を
習
う
の
を
順
法
と
す
る
。
十
五
巻
目
に
述
べ
て
い
る
馬
術
も
又
、
同
じ
で
あ

る
。
こ
の
心
持
を
十
分
理
解
し
て
武
術
を
教
え
る
こ
と
が
、
大
将
の
器
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。 

〇
兵
を
出
動
さ
せ
る
に
あ
た
り
、先
ず
敵
将
の
賢
愚
、政
務
の
善
悪
、武
備
の
強
弱
、国
郡
の
大
小
、

土
地
の
寒
暖
、
人
数
の
多
少
等
を
予
め
推
し
量
り
、
こ
ち
ら
も
相
当
の
作
戦
を
立
て
、
相
応
の
人
数

を
遣
わ
す
よ
う
に
せ
よ
。
こ
れ
を
兵
の
算
と
い
う
の
で
あ
る
。
算
無
く
し
て
兵
を
出
す
と
き
は
、
不

覚
を
取
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
算
は
兵
を
用
い
る
上
で
肝
要
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
孫
子
に
も
「
算
多
き
は
勝
ち
、
算
少
な
き
は
勝
た
ず
、
況
や
算
無
き
に
於
い
て
お
や
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
始
め
に
述
べ
た
大
名
の
目
利
と
い
う
の
も
、
つ
ま
り
算
の
こ
と
で
あ
る
。 

〇
大
将
た
る
人
は
、
俗
事
や
流
行
事
の
類
に
も
よ
く
関
心
を
持
ち
、
又
は
陰
陽
家
の
説
、
五
行
の
生

剋
、
又
は
仏
語
、
神
託
の
類
も
軍
事
の
外
に
学
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
い
実
用
性
が
無
い

と
云
わ
れ
て
も
、
人
を
使
う
の
に
便
利
で
あ
る
。
古
来
、
そ
の
事
例
も
多
々
あ
る
。 

〇
兵
を
率
い
る
者
で
あ
れ
ば
皆
、
始
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
や
支
那
の
軍
談
や
軍
記
物
を
多

く
読
み
、名
将
が
採
ỵ
た
編
成
や
、立
て
た
作
戦
を
よ
く
研
究
し
て
、そ
の
利
害
得
失
を
斟
酌
せ
よ
。

地
形
、
城
池
等
、
又
は
武
具
、
馬
具
の
類
、
あ
る
い
は
鎧
の
縅
毛
、
旗
、
指
物
の
製
法
、
あ
る
い
は

戦
場
の
立
振
舞
い
、
言
葉
遣
い
等
詳
し
く
知
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
常
人
が
こ
れ
ら
に
拘
泥

す
る
と
本
質
を
見
失
う
。
た
だ
広
く
大
本
を
知
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。 

〇
大
将
が
士
民
(
ữ
兵
士
と
民
衆
)
を
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
深
く
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
温
和

に
し
て
柔
に
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
士
民
は
柔
弱
に
な
ỵ
て
、
そ
の
精
力
も
斉
一
に
な
ら
な
い
。

い
く
さ 

め
き
き 

は
や
り
ご
と 

お
ど
し
げ 



又
、
辛
酷
に
し
て
猛
に
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
士
民
は
離
れ
て
親
し
ま
ず
、
或
い
は
怨
み
を
生
ず

る
も
の
で
あ
る
。
韓
子
に
も
「
猛
毅
の
君
は
外
難
を
免
れ
ず
、
懦
弱
の
君
は
内
難
を
免
れ
ず
」
と
あ

る
。
全
て
に
お
い
て
柔
弱
に
し
て
快
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
れ
ば
、
下
の
者
は
徒
に
親
し
む
だ
け
で
、

物
の
役
に
立
た
な
く
な
る
。
例
え
ば
蜀
の
先
主
・
劉
備
玄
徳
の
よ
う
に
。
又
、
心
が
離
れ
て
親
し
ま

な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
人
は
怨
み
背
い
て
⾧
久
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
楚
の
項
羽
、
又

は
織
田
信
⾧
等
の
よ
う
に
。
こ
の
二
つ
を
よ
く
会
得
し
て
、
寛
仁
を
も
ỵ
て
親
し
み
を
厚
く
し
、
威

厳
を
も
ỵ
て
人
を
畏
服
さ
せ
る
こ
と
が
、
良
将
の
能
力
で
あ
る
と
知
れ
。
子
産
(
ữ
春
秋
時
代
の
鄭
に

仕
え
た
政
治
家
で
、
公
孫
僑
と
も
呼
ば
れ
る
)
が
「
寛
猛
相
済
う
(
ữ
政
治
に
は
寛
容
と
厳
格
と
の
調
和

が
必
要
で
あ
る
。「
春
秋
左
伝
」
昭
公
二
十
年
か
ら
)」
と
云
う
の
も
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。 

〇
物
に
本
と
末
が
あ
り
、
事
に
始
ま
り
と
終
り
が
あ
る
。
兵
に
将
た
る
者
の
本
末
を
云
え
ば
、
人
を

扱
う
事
が
本
で
あ
り
、
城
や
池
、
着
具
の
事
な
ど
は
末
で
あ
る
。
又
、
血
戦
の
一
事
に
つ
い
て
云
う

な
ら
ば
、
強
い
こ
と
が
本
で
あ
り
、
間
合
い
を
詰
め
た
り
開
い
た
り
す
る
形
態
等
は
末
で
あ
る
。
全

て
の
こ
と
は
本
を
し
ỵ
か
り
会
得
し
て
、
末
は
概
略
を
知
れ
ば
よ
い
。
孟
子
の
「
天
の
時
は
地
の
利

に
如
か
ず
、
地
の
利
は
人
の
和
に
如
か
ず
」
と
云
う
の
も
、
人
の
和
は
軍
法
の
本
で
あ
ỵ
て
、
天
の

時
や
城
郭
等
は
末
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
軍
家
第
一
の
秘
訣
で
あ
る
と
知
れ
。 

〇
不
徳
に
し
て
不
埒
で
あ
り
、
何
も
取
り
締
ま
ら
な
い
大
将
の
家
中
は
、
家
老
及
び
末
々
の
諸
役
人

も
同
じ
く
不
埒
で
何
も
取
り
締
ま
ら
な
い
の
で
、
国
家
の
経
済
が
悪
化
し
て
も
心
に
苦
し
ま
ず
、
金

や
穀
物
を
備
蓄
す
る
政
策
を
も
知
ら
ず
、
武
備
の
衰
微
、
武
士
や
民
衆
の
困
窮
及
び
悪
風
、
又
は
盗

賊
が
蜂
起
し
て
も
、
道
や
橋
が
損
壊
す
る
等
ま
で
も
心
に
憂
き
こ
と
と
思
わ
ず
に
、
た
だ
家
老
は
身

分
が
高
い
こ
と
を
一
家
中
に
誇
り
、
又
面
々
の
頭
々
は
そ
れ
ぞ
れ
を
支
配
す
る
権
力
を
誇
る
だ
け

で
あ
ỵ
て
、
上
の
為
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
下
の
為
な
ど
は
な
お
知
ら
ず
、
君
臣
共
に
た
だ
飲
食

だ
じ
Ỷ
く 

し
さ
ん 

か
ん
も
う
あ
い
す
く 

ふ 

ら
ち 



や
狩
猟
等
の
事
に
年
月
を
送
る
の
で
あ
る
。
最
も
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
家
士

を
物
に
喩
え
れ
ば
、
糞
中
の
蛆
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
糞
蛆
は
糞
中
に
生
ま
れ
、
糞
中

で
成
⾧
し
、
糞
中
を
一
生
の
住
居
と
す
る
の
で
、
糞
の
穢
ら
わ
し
さ
も
、
臭
さ
を
も
、
穢
ら
わ
し
い

と
か
臭
い
と
か
思
わ
ず
に
一
生
を
送
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
清
い
所
に
住
む
虫
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の

穢
く
臭
い
こ
と
は
、
言
語
道
断
で
あ
る
。
彼
の
不
徳
不
埒
な
家
の
諸
役
人
も
、
他
の
良
識
あ
る
大
将

の
家
士
か
ら
見
れ
ば
、
清
浄
な
場
所
に
住
む
虫
が
糞
蛆
を
見
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
清
穢
や

賢
愚
は
天
地
ほ
ど
懸
け
離
れ
て
い
る
。
不
埒
な
家
の
君
臣
は
、
こ
れ
を
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〇
将
軍
の
五
事
と
は
、
道
、
天
、
地
、
将
、
法
で
あ
る
。
詳
し
い
事
は
『
孫
子
』
に
述
べ
て
あ
る
。 

〇
将
軍
の
五
徳
と
は
、
智
、
信
、
仁
、
勇
、
厳
で
あ
る
。 

〇
用
兵
の
五
法
と
云
ỵ
て
、
兵
を
出
す
べ
き
五
つ
の
場
合
が
あ
る
。
一
つ
に
は
敵
国
の
政
治
が
仁
愛

を
欠
い
て
、
下
民
が
苦
し
ん
で
い
る
の
を
討
つ
。
一
人
を
殺
し
て
万
人
を
救
う
の
で
あ
る
。
二
つ
に

は
敵
国
の
君
臣
が
不
義
無
道
で
あ
る
の
を
討
つ
。
三
つ
に
は
君
主
や
父
親
の
仇
を
討
つ
。
四
つ
に
は

敵
国
の
君
主
が
無
礼
に
し
て
徳
を
破
り
、
他
国
を
侵
略
す
る
の
を
討
つ
。
五
つ
に
は
君
主
の
徳
が
廃

れ
て
、
上
下
が
混
乱
す
る
の
を
討
つ
。
こ
れ
ら
を
五
法
と
云
う
の
で
あ
る
。 

〇
将
軍
に
十
の
過
ち
が
あ
る
。
一
に
は
自
分
が
剛
強
な
の
で
、
妄
り
に
敵
を
侮
る
。
二
に
は
臆
病
で

あ
り
、
よ
く
敵
を
恐
れ
る
。
三
に
は
自
分
が
怜
悧
で
頭
が
良
い
の
で
、
人
を
軽
ん
じ
侮
る
。
四
に
は

愚
鈍
で
あ
り
、
い
つ
で
も
事
を
人
に
任
せ
る
。
五
に
は
貪
欲
で
下
の
者
か
ら
奪
い
取
る
。
六
に
は
極

端
に
潔
癖
で
あ
り
、人
が
懐
か
な
い
。七
に
は
仁
愛
を
欠
き
、下
の
者
に
恵
み
与
え
る
こ
と
が
な
い
。

八
に
は
短
慮
に
し
て
、か
つ
分
別
が
浅
は
か
で
あ
る
。九
に
は
緩
み
怠
ỵ
て
、有
利
で
も
進
ま
な
い
。

十
に
は
頑
固
で
愚
か
な
た
め
、
理
不
尽
な
行
動
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
事
を
十
分
に
慎
む
こ
と
。 

〇
将
軍
に
上
中
下
が
あ
る
。
上
将
は
智
謀
に
よ
ỵ
て
勝
ち
を
制
し
て
、
勝
ち
を
刃
に
恃
ん
だ
り
は
し

た
と 

き
た
な 

か
た
き 

ゆ
る 



な
い
。
中
将
は
兵
法
に
よ
ỵ
て
勝
ち
を
制
し
て
、
奇
正
分
合
が
よ
く
状
況
に
合
致
す
る
。
下
将
は
刃

に
よ
ỵ
て
勝
ち
を
得
よ
う
と
し
、
兵
法
と
智
謀
と
を
知
ら
な
い
。
中
世
の
足
利
尊
氏
卿
と
楠
木
正
成

と
新
田
義
貞
と
を
見
て
み
よ
。
尊
氏
卿
は
終
始
智
謀
に
よ
ỵ
て
戦
い
、
正
成
は
終
始
兵
法
に
よ
ỵ
て

戦
い
、
義
貞
は
終
始
刃
に
よ
ỵ
て
戦
ỵ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
こ
の
三
将
の
上
中
下
で
あ
る
。 

 
 

あ
る
人
が
云
う
に
は
「
何
を
し
て
尊
氏
卿
の
智
謀
で
あ
る
と
言
う
の
か
」
と
。
こ
れ
に
答
え
て

云
う
な
ら
ば
、
北
条
高
時
が
繁
盛
し
て
い
る
時
に
は
、
鎌
倉
に
参
勤
し
て
高
時
の
縁
者
と
な
ỵ

て
、
他
家
で
あ
ỵ
て
も
一
門
と
同
様
に
奔
走
さ
れ
た
。
こ
れ
が
一
つ
の
智
で
あ
る
。
高
時
が

度
々
兵
を
出
し
て
合
戦
が
あ
ỵ
た
け
れ
ど
も
、
尊
氏
卿
は
一
度
も
軍
に
赴
か
れ
た
こ
と
が
な

い
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
智
で
あ
る
。
七
枚
起
請
を
書
い
て
高
時
を
安
心
さ
せ
、
速
や
か
に
鎌
倉

を
出
発
し
た
。
こ
れ
が
三
つ
目
の
智
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
側
に
付
い
て
か
ら
後
は
、
よ
く

天
皇
を
な
だ
め
賺
し
て
官
位
も
禄
も
共
に
新
田
義
貞
、
楠
木
正
成
、
赤
松
円
心
、
名
和
⾧
年
の

四
人
の
功
臣
の
上
に
立
つ
。
こ
れ
が
四
つ
目
の
智
で
あ
る
。
既
に
天
下
の
武
将
に
な
ろ
う
と
い

う
望
み
が
あ
ỵ
た
が
、
そ
の
妨
げ
と
な
る
に
違
い
な
い
の
は
大
塔
宮
、
義
貞
、
正
成
、
円
心
の

四
人
で
あ
る
こ
と
を
了
知
し
て
、
先
ず
大
塔
宮
を
嘘
の
訴
え
を
し
て
牢
獄
に
下
し
奉
り
、
義
貞

に
は
女
色
に
よ
り
武
備
を
怠
ら
し
め
る
為
、
准
后
に
近
づ
い
て
勾
當
内
侍
を
義
貞
に
賜
る
よ

う
に
さ
せ
、
円
心
に
は
天
皇
を
恨
み
奉
ỵ
て
反
逆
の
心
を
生
じ
さ
せ
る
為
、
播
磨
国
の
守
護
職

を
召
し
放
さ
せ
る
よ
う
に
奏
上
し
て
仕
向
け
、
正
成
は
正
直
な
忠
臣
に
し
て
、
か
つ
小
さ
な
器

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ỵ
た
の
で
、
敢
え
て
嘘
の
訴
え
で
貶
め
る
こ
と
も
せ
ず
、
た
だ
厚
く

遇
し
て
無
礼
な
対
応
も
し
な
か
ỵ
た
。
こ
れ
ら
の
事
が
五
つ
目
の
智
で
あ
る
。
鎌
倉
に
お
い
て

北
条
時
行
に
打
勝
ỵ
て(

建
武
二
年 

中
先
代
の
乱)

そ
の
機
を
外
さ
ず
、
直
ぐ
に
征
夷
大
将
軍
と

名
乗
ỵ
た
事
は
、
六
つ
目
の
智
で
あ
る
。
箱
根
に
お
い
て
義
貞
に
打
勝
ỵ
て
、
間
を
置
か
ず
そ

す
か 

こ
う
と
う
な
い
し 



の
ま
ま
京
都
へ
攻
め
上
ỵ
た
事
は
、
七
つ
目
の
智
で
あ
る
。
京
都
の
官
軍
に
大
い
に
敗
北
し
た

時
は
、
畿
内
や
近
国
に
片
時
も
足
を
留
め
ず
、
飛
ぶ
よ
う
に
九
州
ま
で
逃
れ
下
ỵ
た
事
は
、
八

つ
目
の
智
で
あ
る
。
逃
れ
な
が
ら
院
宣
を
申
し
受
け
て
、
天
下
を
天
皇
と
天
皇
の
御
争
い
に
為

し
て
、
自
分
は
朝
敵
の
名
を
免
れ
た
の
は
、
九
つ
目
の
智
で
あ
る
。
九
州
へ
逃
げ
下
ỵ
て
、
落

人
の
身
で
あ
り
な
が
ら
少
弐
、
大
友
等
の
大
諸
侯
を
た
ち
ま
ち
帰
服
さ
せ
た
。
こ
れ
が
十
番
目

の
智
で
あ
る
。
湊
川
に
正
成
を
討
ỵ
て
も
、
そ
の
首
を
獄
門
に
か
け
ず
、
却
ỵ
て
本
国
に
贈
ỵ

て
葬
送
を
さ
せ
た
上
、
楠
木
家
の
分
国
で
あ
る
摂
津
、
河
内
、
和
泉
の
三
州
に
は
絶
対
に
侵
入

し
な
い
と
言
い
伝
え
る
こ
と
で
楠
木
家
の
心
気
を
緩
ま
せ
て
、
敵
を
少
な
く
す
る
と
い
う
術

を
施
し
た
。
こ
れ
が
十
一
番
目
の
智
で
あ
る
。
再
び
京
都
へ
攻
め
上
ỵ
て
、
後
醍
醐
天
皇
及
び

義
貞
等
を
叡
山
に
追
い
籠
め
て
後
、
さ
ほ
ど
大
規
模
な
攻
撃
も
せ
ず
に
百
余
日
を
過
ご
し
、

天
皇
及
び
諸
官
軍
の
気
の
弛
み
を
察
し
て
、
天
皇
に
和
睦
を
乞
い
奉
り
、
下
山
な
さ
れ
参
ら
せ

て
、
刃
を
血
で
ぬ
ら
す
こ
と
な
く
叡
山
を
陥
落
さ
せ
た
。
こ
れ
が
十
二
番
目
の
智
で
あ
る
。 

新
田
義
顕
(
義
貞
の
⾧
男
)
の
首
を
得
て
、
事
々
し
く
晒
し
首
に
し
た
。
こ
れ
が
十
三
番
目
の
智

で
あ
る
。
天
皇
が
京
を
逃
れ
て
南
朝
を
建
立
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
未
だ
完
成
し
て
い
な
い
こ

と
を
知
ỵ
て
も
、
襲
わ
な
か
ỵ
た
。
こ
れ
が
十
四
番
目
の
智
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
尊
氏
卿

の
智
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
日
本
や
支
那
で
の
古
今
の
大
将
た
る
人
の
所
業
を

考
察
し
て
、
よ
く
そ
の
上
中
下
を
会
得
し
、
後
の
将
た
る
人
も
、
上
の
境
地
に
至
る
べ
き
こ
と

を 

希 

う
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
多
は
少
に
勝
ち
、
強
は
弱
に
勝
つ
の
は
、
自
然
の
理
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
一
国
一
郡
で

も
主
た
る
者
は
人
を
多
く
し
、
人
を
強
く
す
る
術
を
知
ỵ
て
お
く
こ
と
が
、
兵
家
に
と
ỵ
て
最
も
肝

要
で
あ
る
。
そ
こ
で
孔
子
も
子
貢(

ữ
前
五
二
〇
Ộ
四
四
六
年
、
孔
子
の
弟
子
に
し
て
孔
門
十
哲
の
一
人)

に

さ
ら 

こ
い
ね
が 

こ
と
わ
り 

す
べ 

し 

こ
う 



対
し
て
「
食
足
り
て
兵
足
る
」
と
教
え
、
冉
有(

ữ
孔
門
十
哲
の
一
人)

に
庶
、
富
、
教
を
語
ら
れ
た
の

で
あ
ỵ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て
み
よ
。
さ
て
人
を
多
く
す
る
に
も
、
強
く
す
る
に
も
、

武
士
を
土
着
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
士
が
土
着
す
れ
ば
、
奢
り
高
ぶ
る
こ
と
が
な
く
な
る
。

奢
り
高
ぶ
ら
な
い
の
で
、
贅
沢
し
て
貧
し
く
な
る
こ
と
も
な
い
。
貧
し
く
な
い
の
で
、
禄
に
応
じ
て

普
代
の
家
の
子
、
並
び
に
武
具
、
馬
具
等
を
心
掛
け
次
第
で
所
持
で
き
る
。
そ
の
上
に
武
士
が
土
着

す
れ
ば
、
山
林
で
は
鳥
獣
を
狩
り
、
水
辺
で
は
漁
労
し
、
又
平
素
か
ら
馬
に
乗
ỵ
て
走
り
ま
わ
る
の

で
、
自
然
と
馬
術
も
上
達
し
、
又
遠
方
の
人
と
互
い
に
往
来
す
る
の
で
、
山
川
の
悪
路
に
も
慣
れ
、

筋
肉
や
骨
格
と
い
ỵ
た
体
つ
き
が
勇
壮
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ぞ
真
の
武
士
と
云
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
普
代
の
家
の
子
を
多
く
所
持
で
き
る
の
で
、
軍
役
も
多
い
も
の
だ
と
知
れ
。 

〇
大
昔
は
兵
を
農
民
か
ら
取
ỵ
て
い
た
の
で
、
兵
の
数
が
今
の
世
に
比
べ
て
二
十
倍
で
あ
ỵ
た
。
中

世
以
来
、
武
士
と
農
民
と
が
分
れ
て
、
兵
を
農
民
か
ら
取
ら
な
く
な
ỵ
た
の
で
、
兵
の
数
は
大
い
に

減
少
し
た
。
そ
れ
で
も
武
士
は
皆
が
土
着
で
あ
ỵ
た
の
で
、
今
の
世
に
比
べ
れ
ば
十
倍
で
あ
ỵ
た
。

天
正
年
間
以
来
、
武
士
は
土
着
せ
ず
に
城
下
詰
に
な
ỵ
た
の
で
、
兵
の
数
も
又
大
い
に
減
少
し
て
、

中
世
か
ら
見
れ
ば
十
分
の
一
に
な
ỵ
た
の
だ
と
理
解
せ
よ
。 

願
わ
く
は
武
士
を
土
着
に
し
て
、
譜
代
の
家
中
を
多
く
扶
持
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
又
地
頭
や
領
主
の

思
い
ど
お
り
に
百
姓
を
兵
に
仕
立
て
る
制
度
が
あ
る
の
が
望
ま
し
い
。
又
坊
主
、
山
伏
等
を
も
組
織

化
し
て
、
軍
兵
に
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
も
将
帥
の
胸
の
内
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
心
掛
け
れ
ば
、
兵
の
数
は
古
代
の
多
さ
に
戻
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
二
百
余
年
を
経

て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
れ
ば
、
急
速
に
改
め
る
の
は
難
し
い
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
三
十
年

を
期
間
と
し
て
改
革
す
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

三
十
年
を
期
間
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
三
度
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
人

備
前
の
「
二
万
の
里
」
の
由
来
等
を
考
え
合

わ
せ
て
、
農
兵
が
多
か
ỵ
た
こ
と
を
知
れ
。 

ぜ
ん
ゆ
う 

ふ 

ち 



の
せ
ỵ
か
ち
な
気
質
に
は
、
迂
遠
に
思
え
て
動
こ
う
と
し
な
い
。
却
ỵ
て
唐
風
だ
、
と
か
机
上

の
空
論
だ
な
ど
と
罵
ỵ
て
、
理
解
し
な
い
人
が
多
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
軽
薄
な
風
俗
に
任
せ

て
、
現
実
を
重
視
し
た
地
道
な
修
養
を
怠
ỵ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
支
那
や
オ
ラ
ン
ダ
、
ロ
シ

ア
等
で
大
事
を
成
し
た
の
を
聞
く
に
、
三
十
年
な
ど
は
お
ろ
か
、
五
十
年
、
百
年
、
三
百
年
を

期
間
と
し
て
計
画
・
立
案
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
五
代
も
十
代
も
経
て
、
祖

先
の
志
を
成
就
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
国
政
の
宜
し
き
と
人
心
の
堅
実
さ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
羨
ま
し
い
こ
と
だ
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

〇
上
述
し
た
よ
う
に
、
武
士
に
大
禄
を
与
え
る
事
は
、
そ
の
禄
に
応
じ
て
陪
卒
を
出
す
よ
う
に
さ
せ

て
、軍
役
に
充
て
る
事
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、現
在
の
よ
う
に
武
士
が
土
着
し
な
い
時
代
に
は
、

華
や
か
で
贅
沢
な
こ
と
が
盛
ん
に
な
ỵ
て
士
太
夫
は
悉
く
貧
窮
す
る
の
で
、
軍
役
の
人
数
を
譜
代

に
し
て
召
し
使
う
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
一
季
か
二
季
限
り
の
渡
り
者
を
召
し
使
う
こ
と
に
な
る
。

な
る
程
、
平
穏
な
日
々
に
あ
ỵ
て
は
軍
役
に
必
要
な
頭
数
は
あ
る
様
に
見
え
る
が
、
戦
に
出
動
す
る

に
当
た
ỵ
て
、
命
が
危
う
く
な
る
よ
う
な
場
所
へ
召
し
連
れ
た
な
ら
ば
、
主
の
先
途
に
進
み
出
て
命

懸
け
で
戦
う
者
は
、
十
人
に
一
人
か
二
人
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
時
に
は
、
二
Ộ
三
石
の
足
軽
も

自
分
一
人
、
二
Ộ
三
百
石
の
士
も
自
分
一
人
の
こ
と
し
か
思
わ
な
い
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
。
こ

れ
は
(
忠
誠
心
に
満
ち
た
)
譜
代
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
の
よ

う
な
時
代
に
は
、
武
士
に
大
禄
を
与
え
る
の
は
ほ
と
ん
ど
無
益
で
あ
る
と
云
え
よ
う
か
。
又
今
の
世

で
は
、
五
百
石
で
馬
一
匹
、
一
万
石
で
十
六
騎
と
覚
え
て
い
る
人
も
多
い
。
甚
だ
事
実
と
異
な
る
よ

う
で
あ
る
。武
士
が
土
着
す
れ
ば
、五
百
石
の
禄
で
あ
ỵ
て
も
馬
の
二
Ộ
三
匹
、若
党
の
七
Ộ
八
人
、

十
人
、
乃
至
二
Ộ
三
十
人
も
出
す
こ
と
が
で
き
、
一
万
石
で
あ
れ
ば
、
騎
馬
の
五
Ộ
六
十
、
軍
卒
の

七
Ộ
八
百
、
あ
る
い
は
千
人
も
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
、
土
着
の
様
子
を
知
ら
な
い

譜
代
の
利
点
に
つ
い
て
は
、
十
四
巻

目
の
人
数
積
の
箇
所
に
詳
し
い
。 

せ
い
た
く 



今
の
世
の
武
士
に
は
理
解
し
難
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
で
も
土
着
を
維
持
し
て
い
る

大
名
の
家
士
に
問
う
て
、
私
が
言
ỵ
た
こ
と
が
妄
言
で
は
な
い
こ
と
を
知
れ
。 

〇
大
将
た
る
人
は
日
本
と
支
那
の
軍
談
や
記
録
の
書
を
多
く
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
う
ち

に
名
将
と
愚
将
の
巧
拙
の
違
い
が
解
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
十
分
に
理
解
し
て
利
害
得
失
を

考
察
す
れ
ば
、
苦
労
し
て
一
流
二
流
の
軍
学
を
伝
授
さ
れ
る
よ
り
も
有
益
で
あ
る
も
の
と
思
え
。 

〇
大
将
た
る
人
は
文
武
両
全
で
あ
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
と
支
那
に
大
将

た
る
人
は
多
い
が
、文
武
二
つ
な
が
ら
備
え
て
い
る
人
は
少
な
い
。異
国
に
お
い
て
は
武
王
、呂
尚
、

斉
の
管
仲
、
漢
の
二
祖
、
蜀
の
諸
葛
孔
明
等
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
に
お
い
て
は
、
神
武
天
皇
と
神
祖

徳
川
家
康
の
二
君
で
あ
る
。
後
世
で
は
ロ
シ
ア
の
ピ
ἂ
ổ
ト
ル
一
世 

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
王
は
五
世
界
に
君
臨
す
る
唯
一
の
皇
帝
に
な
ろ
う
と
し
て
、
徳
を
布
き
、
武
力

を
展
開
し
て
、
数
代
を
経
た
今
で
も
そ
の
命
令
は
弛
む
こ
と
が
な
い
。
文
武
両
全
の
統
率
者
と
云
う

べ
き
人
物
で
あ
る
。
全
て
の
大
将
た
る
人
は
、
た
と
い
及
ば
な
い
ま
で
も
右
に
挙
げ
た
事
を
心
掛
け

よ
。こ
れ
は
心
術
に
あ
る
。又
、こ
う
し
た
文
武
両
全
の
統
率
者
よ
り
は
一
等
下
が
る
例
で
あ
る
が
、

源
義
経
が
奇
襲
や
急
襲
に
⾧
じ
、
武
田
信
玄
・
上
杉
謙
信
が
士
卒
を
よ
く
訓
練
し
、
太
閤
豊
臣
秀
吉

の
猛
威
、加
藤
清
正
の
突
撃
戦
の
よ
う
な
も
の
は
皆
、そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
妙
処(
ữ
非
常
に
優
れ
た
業
)

で
あ
る
。
そ
の
妙
処
を
選
ん
で
自
分
に
も
兼
備
え
た
い
も
の
だ
と
思
え
。
こ
れ
も
又
、
大
将
の
志
気

と
云
う
べ
き
で
あ
る
。 

〇
大
将
た
る
人
に
威
(
ữ
威
厳
・
偉
大
さ
)
が
無
け
れ
ば
、
民
衆
を
畏
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

威
と
い
う
も
の
は
、
法
を
厳
格
に
す
る
こ
と
と
、
尊
大
で
驕
り
高
ぶ
る
者
を
誅
す
る
こ
と
に
よ
る
。

又
、
明
(
ữ
も
の
ご
と
を
明
ら
か
に
す
る
力
)
が
無
け
れ
ば
、
衆
人
の
励
み
も
薄
く
、
怨
み
を
生
じ
る
こ

と
さ
え
あ
る
。
た
と
い
小
さ
な
功
績
で
も
、
し
ỵ
か
り
賞
す
る
こ
と
こ
そ
が
明
で
あ
る
。
こ
の
二
つ

日
本
で
正
徳
年
間
(
一
七
一
一
Ộ

一
七
一
六
)
頃
の
国
主
で
あ
る
。 



の
も
の
(
す
な
わ
ち
威
と
明
)
は
、
大
将
た
る
人
に
最
も
必
要
と
さ
れ
る
徳
で
あ
る
。 

〇
昔
の
名
将
は
皆
、
一
騎
当
千
の
士
を
懇
ろ
に
召
使
い
、
自
身
の
警
固
役
と
し
て
旗
本
に
備
え
て
い

た
。
漢
の
高
祖
の
樊
噲
、
周
勃
、
蜀
の
玄
徳
の
関
羽
、
張
飛
、
趙
雲
、
賴
光
の
四
天
王
、
義
経
の
八

勇
士
、
義
貞
の
十
六
騎
、
正
成
の
二
十
八
人
党
の
よ
う
な
も
の
は
皆
、
陣
中
を
堅
固
に
す
る
為
で
あ

る
。
将
た
る
者
は
心
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
軍
家
で
「
中
ご
」「
身
堅
め
」
等
と
云
う
の
も
、

こ
の
事
で
あ
る
。 

〇
馬
の
乗
り
方
や
飼
育
法
は
、
ほ
と
ん
ど
古
法
を
失
ỵ
て
い
る
。
詳
し
い
こ
と
は
十
五
巻
目
に
述
べ

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
又
、
軍
務
の
特
に
中
心
と
な
る
考
え
で
あ
ỵ
て
、
最
も
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

〇
全
て
軍
は
大
勢
の
人
を
一
致
し
て
用
い
る
事
で
あ
る
。
大
勢
を
一
致
さ
せ
る
の
は
、
法
を
立
て
て

行
動
を
統
制
す
る
こ
と
無
し
に
は
為
し
難
い
事
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
善
く
兵
を
用
い
る
者

は
法
を
厳
格
に
し
て
き
た
。
武
王
の
四
伐
、
五
伐
の
法
を
始
め
と
し
て
、
孫
子
が
美
人
を
斬
り
、
司

馬
穰
苴
が
荘
賈
を
斬
り
、
曹
操
が
自
分
の
髻
を
切
ỵ
た
よ
う
な
類
は
皆
、
名
将
が
法
を
貴
ん
だ
事
例

で
あ
る
。
法
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
の
は
、
愚
将
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
日
本
に
名
将
と
称
す
る
人
は

多
い
と
云
え
ど
も
、
皆
が
天
か
ら
授
か
ỵ
た
才
能
だ
け
で
学
問
が
無
い
人
々
で
あ
る
か
ら
、
皆
が
通

達
の
意
義
や
理
に
疎
く
、
た
だ
勢
い
を
専
ら
に
し
て
法
を
立
て
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
、
そ
の
軍

立
て
が
斉
一
で
は
な
く
、
堂
々
整
斉
と
し
た
威
儀
に
欠
け
て
い
た
。
威
儀
を
欠
い
て
い
た
だ
け
で
は

な
く
、
不
意
に
突
破
さ
れ
て
し
ま
ỵ
た
例
も
多
い
。
こ
れ
ら
は
法
を
重
ん
じ
な
か
ỵ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
と
理
解
せ
よ
。 

〇
軍
は
不
意
に
し
て
神
速
で
あ
る
の
を
貴
ぶ
。
韓
信
は
木
罌(

ữ
木
製
の
甕)

に
て
河
を
渡
ỵ
て
魏
豹

を
破
り
、
源
義
経
は 

鵯 

越
を
落
と
し
て
須
磨
の
平
家
を
破
り
、
渡
邊
を
渡
ỵ
て
屋
島
の
平
家
を
破

ね
ん
ご 

は
ん
か
い 

い
く
さ
ご
と 

い
く
さ 

じ
Ỹ
う
し
Ỹ 

し
Ỹ
う
こ 

も
と
ど
り 

も
と
ど
り 

き 

お
う 

か
め 

ひ
よ
ど
り 



り
、
新
田
義
貞
は
一
夜
の
中
に
評
議
を
決
定
し
て
、
鎌
倉
を
踏
破
ỵ
た
類
は
皆
、
戦
機
を
看
破
し
て

危
ぶ
ま
な
か
ỵ
た
。
こ
れ
ら
が
兵
法
家
の
妙
機
で
あ
る
と
知
れ
。 

〇
大
将
た
る
人
は
戦
法
、
戦
略
、
兵
器
、
守
攻
の
道
具
に
至
る
ま
で
、
時
宜
に
適
ỵ
た
工
夫
を
思
い

め
ぐ
ら
し
て
、
ど
の
よ
う
に
で
も
臨
機
応
変
し
て
取
り
廻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
楠
木
正
成
が
油
を
浴

び
せ
か
け
て
鎌
倉
勢
の 
梯 
を
焼
き
落
と
し
、
又
泣
き
男
を
出
し
て
足
利
軍
の
警
戒
心
を
緩
め
て

不
意
を
討
ち
、
織
田
信
⾧
が
⾧
柄
の
槍
を
製
作
し
て
強
敵
を
挫
き
、
島
津
家
が
関
ἅ
原
を
退
去
し
た

時
、
戦
士
に
種
子
島
を
腰
差
に
さ
せ
て
(
刀
と
鉄
砲
の
両
方
を
使
わ
せ
て
)
退
却
を
有
利
に
し
た
よ
う
な

類
は
皆
、将
た
る
人
の
臨
機
の
権
謀
で
あ
る
。兵
を
率
い
る
人
は
、心
得
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。 

〇
善
く
兵
を
用
い
る
者
は
、
敵
を
発
見
す
る
時
に
は
士
卒
が
闘
う
べ
き
こ
と
を
願
い
、
既
に
刃
を
交

え
る
に
至
ỵ
て
は
、
士
卒
が
進
ん
で
死
す
べ
き
こ
と
を
願
い
、
引
き
鐘
を
聞
く
時
に
は
士
卒
が
怒

る
。
こ
れ
ら
の
事
は
皆
、
大
将
の
才
術
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
伝
え
ら
れ
る
に
、

「
説
い
て
民
を
先
ん
じ
、
民
そ
の
労
を
忘
れ
る
。
説
い
て
難
を
犯
し
、
民
そ
の
死
を
忘
れ
る
」
と
云

わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
説
得
で
き
る
道
理
は
、
大
将
の
心
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
と
知
れ
。 

〇
兵
器
は
多
い
と
云
え
ど
も
、
昔
は
有
ỵ
て
今
で
は
絶
え
た
も
の
が
あ
る
。
今
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い

る
が
実
用
性
が
無
い
も
の
も
あ
る
。
よ
く
こ
う
し
た
二
つ
の
分
類
を
比
較
検
討
し
、
絶
え
た
も
の
を

再
興
し
、
無
用
な
も
の
を
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
又
大
将
の
器
量
に
よ
る
の
で
あ
る
。 

〇
支
那
で
は
大
昔
に
振
旅
、
治
兵
、
操
練
な
ど
と
云
ỵ
て
、
兵
馬
を
集
め
て
軍
の
稽
古
を
し
て
い
た

も
の
で
あ
る
。
も
ỵ
と
も
今
の
世
に
あ
ỵ
て
も
そ
の
法
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
、
諸
国
に
毎
月
、
軍

の
稽
古
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
明
和
の
頃
(
一
七
六
四
Ộ
一
七
七
二
)
に
支
那
に
漂
流
し
て
無
事
に

帰
還
し
た
者
た
ち
が
直
に
見
て
き
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
大
昔
、
都
に
は
鼓
吹
司
を
置
き
、
国
々

に
は
軍
団
を
置
い
て
、
軍
の
稽
古
を
す
る
こ
と
を
強
制
し
、
そ
の
上
に
犬
追
物
、
牛
追
物
等
が
あ
ỵ

か
け
は
し 

し
ん
り
Ỹ 

い
く
さ 

く 

す
い
し 



て
、
人
馬
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
、
練
度
を
均
一
に
す
る
こ
と
が
度
々
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
近
世
に

は
絶
え
果
て
て
し
ま
ỵ
た
。
現
在
の
相
馬
家
の
妙
見
祭
、
我
が
仙
台
藩
の
巻
狩
り
等
は 

古 

の
遺
風

で
あ
ỵ
て
、
一
見
す
る
と
治
兵
、
操
練
に
似
て
い
る
行
事
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
法
は
粗
略

で
あ
る
。
そ
う
は
云
え
ど
も
又
、
武
を
講
じ
る
一
端
に
は
違
い
な
い
。
こ
れ
に
加
え
て
一
つ
二
つ
の

精
し
い
法
を
以
て
す
れ
ば
、
真
の
治
兵
、
操
練
と
も
云
え
よ
う
。
大
将
た
る
人
は
奮
発
し
て
、
こ
れ

ら
の
事
を
諸
国
で
始
め
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。 

〇
今
の
世
で
は
弓
、
鉄
砲
、
⾧
槍
等
の
組
を
区
分
し
て
置
き
、
弓
組
は
鉄
砲
を
知
ら
ず
、
鉄
砲
組
は

弓
を
知
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
方
利
き
で
あ
ỵ
て
不
自
由
な
教
え
方
で
あ
る
。
弓
、

鉄
砲
、
⾧
槍
等
は
そ
の
組
々
に
区
分
し
て
置
く
に
せ
よ
、
稽
古
は
弓
、
鉄
砲
、
⾧
槍
等
を
交
え
て
教

え
、
両
用
使
い
に
育
成
し
て
配
置
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
又
、
大
将
の
器
量
次
第
で
あ
る
。 

〇
諸
軍
家
に
陣
中
に
召
さ
れ
て
同
行
す
る
役
者
(
ữ
役
職
に
就
く
者
)
と
云
う
の
が
あ
る
。
そ
の
職
種

は
家
々
に
よ
り
違
い
が
あ
る
と
云
え
ど
も
、
大
概
は
医
者
、
儒
学
者
、
出
家
(
僧
)、
猿
楽
、
金
堀
、

算
勘
(
ữ
会
計
士
)、
弓
工
、
銃
工
、
鍛
冶
、
染
師
、
塗
師
、
咄
家
(
ữ
落
語
家
)
等
で
あ
る
。
こ
の
内
、

猿
楽
と
咄
家
は
ほ
と
ん
ど
無
用
の
者
な
の
で
、
省
い
て
も
害
は
無
い
。
出
家
(
僧
)
も
無
用
の
者
に

近
い
が
、
討
死
し
た
者
を
取
扱
う
役
に
す
る
こ
と
で
、
死
を
重
ん
じ
、
人
道
に
背
か
せ
な
い
為
の
道

具
に
も
さ
せ
、
又
は
敵
方
へ
の
使
い
の
役
に
使
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
召
し
連
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
以
外
の
工
人
は
皆
、
有
用
の
者
で
あ
る
か
ら
省
い
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
現
在
の
よ
う

に
、
弓
師
は
弓
師
、
鍛
冶
は
鍛
冶
と
し
て
、
兵
と
は
別
に
職
人
と
称
し
て
召
し
抱
え
て
お
く
の
は
、

兵
術
上
の
観
点
を
欠
い
て
い
る
こ
と
の
一
端
で
あ
る
。大
将
の
心
掛
け
次
第
で
弓
工
、銃
工
、鍛
冶
、

染
師
等
は
足
軽
が
兼
務
す
る
よ
う
に
仕
付
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
。
も
ỵ
と
も
武
士
で

あ
ỵ
て
も
こ
れ
ら
の
細
工
を
経
験
さ
せ
、
技
術
的
な
こ
と
を
覚
え
て
い
る
よ
う
に
教
育
し
な
け
れ

い
に
し
え 

は
な
し
か 



ば
な
ら
な
い
。
元
禄
(
一
六
八
八
Ộ
一
七
〇
四
)
の
頃
ま
で
は
、
草
鞋
や
馬
沓
を
自
分
で
作
る
こ
と

が
で
き
な
い
士
な
ど
は
、
同
僚
に
嘲
笑
さ
れ
て
い
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
て
儒
者
に
つ
い
て

は
、
少
し
学
ん
だ
だ
け
の
理
屈
者
で
は
、
ほ
と
ん
ど
物
の
役
に
立
た
な
い
。
理
屈
を
離
れ
て
業
に
達

し
、
博
覧
に
し
て
多
く
の
事
例
を
知
ỵ
て
い
る
者
を
採
用
せ
よ
。 

〇
今
の
世
で
は
硝
石
、
硫
黄
等
は
皆
、
商
売
人
の
手
か
ら
買
い
求
め
る
こ
と
に
な
ỵ
て
、
金
銀
さ
え

あ
れ
ば
こ
れ
に
不
自
由
す
る
こ
と
が
な
い
と
思
う
人
が
多
い
。
し
か
し
、
戦
乱
が
起
こ
る
時
に
は
、

商
売
人
も
通
行
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
至
ỵ
て
は
、
自
国
で
産
出
さ
れ
る
物
が
な
け
れ

ば
、
や
が
て
行
き
詰
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
又
、
大
将
が
処
置
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
硝
石
、

硫
黄
、
鉛
、
箆
竹
の
類
は
、
各
自
の
領
国
か
ら
入
手
で
き
る
よ
う
に
手
配
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。 

〇
今
の
大
名
に
は
諫
役
の
大
臣
が
い
な
い
の
で
、
君
主
は
そ
の
身
の
非
を
知
ら
な
い
で
い
る
。
た
ま

た
ま
思
い
切
ỵ
て
諫
め
る
者
が
あ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
不
遇
に
な
ỵ
て
、
職
を
剥
ぎ
、
禄
を
削
ỵ
て
、

恥
を
与
え
る
の
で
、
自
然
と
忠
臣
の
道
を
塞
い
で
、
た
だ
今
日
君
主
に
受
容
れ
て
も
ら
え
る
事
だ
け

を
言
ỵ
て
日
を
送
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
君
は
君
た
ら
ず
、
臣
は
臣
た
ら
ず
の
国
が

多
い
。
願
わ
く
ば
一
万
石
以
上
の
大
名
は
諫
役
の
家
臣
を
定
め
て
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
君
主
の
気
に

障
る
こ
と
を
申
し
上
げ
て
も
決
し
て
罪
と
し
な
い
と
い
う
規
定
を
立
て
、
諫
め
さ
せ
よ
。
自
然
に
自

身
の
非
を
知
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
非
さ
え
知
れ
ば
、
国
家
の
幸
い
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
え
。
又

一
つ
に
は
、
別
に
諫
役
を
立
て
る
に
も
及
ば
な
い
。
家
老
職
の
者
で
あ
れ
ば
、
少
し
も
遠
慮
せ
ず
に

諫
め
よ
。
も
し
も
諂
ỵ
て
諫
め
な
い
者
が
あ
れ
ば
罰
す
る
と
申
し
渡
し
て
お
け
。
そ
し
て
家
老
は

皆
、
一
同
に
会
し
て
言
い
合
わ
せ
、
よ
く
心
を
合
わ
せ
て
諫
め
よ
。
諫
め
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
同
役

に
よ
り
申
し
上
げ
て
職
を
剥
奪
せ
よ
。
こ
れ
を
国
家
の
定
法
と
す
れ
ば
、
上
下
各
々
が
非
を
知
ỵ

て
、
家
は
斉
い
、
国
は
治
ま
る
に
違
い
な
い
。
誠
に
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
一
身
の
た
め
だ
け
で
は

わ
ら
じ 

ば 

く
つ 

わ
ざ 

の 

た
け 

い
さ
め
や
く 

へ
つ
ら 

お
の
お
の 

と
と
の 



な
く
、
公
儀
へ
の
忠
義
、
領
国
へ
の
憐
愍
(
ữ
あ
わ
れ
む
こ
と
。
な
さ
け
を
か
け
る
こ
と
)、
文
武
の
基
本

も
こ
れ
に
勝
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
大
将
た
る
人
は
よ
く
よ
く
考
慮
し
て
、
諫
言
を
求
め
よ
。
こ

れ
を
怠
ỵ
て
は
な
ら
な
い
。 

〇
国
郡
を
領
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
国
の
気
温
の
寒
暖
を
よ
く
承
知
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
処

置
を
せ
よ
。
し
か
し
な
が
ら
北
緯
三
五
度
よ
り
南
の
地
は
暖
か
い
が
ゆ
え
に
、
春
夏
の
暖
暑
も
早
く

や
ỵ
て
き
て
、
か
つ
強
く
、
秋
冬
の
冷
寒
は
遅
く
や
ỵ
て
き
て
薄
い
の
で
、
麦
が
雪
で
朽
ち
る
こ
と

な
く
、
稲
も
青
立
ち
(
ữ
稲
の
穂
が
実
ら
な
い
ま
ま
立
ち
枯
れ
に
な
ỵ
て
い
る
こ
と
)
に
患
わ
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
。
そ
の
他
に
も
草
木
が
繁
茂
し
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え
産
物
も
多
く
な
り
、
金
銭
や
穀
物
の
収

穫
も
多
い
の
で
、
国
家
の
統
治
も
や
り
易
い
。
又
、
北
緯
三
六
Ộ
七
度
よ
り
北
の
地
は
寒
い
が
ゆ
え

に
、春
夏
の
暖
暑
も
遅
く
や
ỵ
て
き
て
、か
つ
薄
く
、秋
冬
の
冷
寒
は
早
く
や
ỵ
て
き
て
強
い
の
で
、

麦
が
雪
で
朽
ち
る
こ
と
が
多
く
、
稲
に
も
青
立
ち
が
多
い
。
そ
の
他
に
も
草
木
が
繁
茂
し
難
い
の

で
、
産
物
も
少
な
く
な
り
、
金
銭
や
穀
物
の
収
穫
も
少
な
い
。
従
ỵ
て
、
国
主
も
貧
乏
に
な
り
が
ち

で
、諸
士
も
貧
乏
で
あ
る
。上
下
の
者
が
い
ず
れ
も
貧
乏
な
の
で
、上
下
の
武
備
も
弛
む
の
で
あ
る
。

寒
冷
地
を
領
す
る
人
は
、
よ
く
よ
く
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
配
慮
す
る
と
云
ỵ
て
も
、
特
別

な
事
で
は
な
い
。
寒
気
に
負
け
な
い
草
木
を
育
て
、
国
の
産
物
を
多
く
し
、
そ
れ
に
よ
ỵ
て
国
の
所

要
を
充
足
し
、通
商
を
も
多
く
し
て
、財
貨
を
盛
ん
に
流
通
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。さ
て
、

温
暖
の
地
は
草
木
が
生
え
て
茂
り
易
い
の
で
、
手
入
れ
次
第
で
ど
ん
な
作
物
で
も
育
て
る
こ
と
が

で
き
る
。
北
緯
三
六
Ộ
七
度
よ
り
北
の
地
は
、
草
木
が
生
え
た
り
茂
ỵ
た
り
し
難
い
。
強
い
て
植
え

て
も
茎
や
枝
だ
け
が
成
⾧
し
て
実
ら
な
い
物
が
あ
る
。
た
と
い
実
ỵ
て
も
作
物
と
し
て
収
穫
で
き

る
実
に
は
な
ら
な
い
物
が
あ
る
。
全
て
温
暖
地
に
比
べ
れ
ば
生
茂
や
虚
実
は
半
ば
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
寒
冷
地
で
も
生
茂
し
易
い
植
物
は
、
木
で
あ
れ

れ
ん
み
ん 



ば
漆 
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楮  
 

で
あ
る
。
こ
の
三
木
は
寒
冷
地
に
も
生
茂
し
易
く
て
、

大
い
に
役
に
立
つ
の
で
、
寒
冷
地
の
宝
と
云
う
べ
き
物
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
以
外
に
も
胡
桃
、
榧
子
(
ữ
カ
ヤ
の
実
)、
珍
菓
を
家
毎
に
植
え
て
お
き
、
実
の
油
を
取
ỵ
て

家
庭
で
の
日
用
品
と
せ
よ
。 

草
で
あ
れ
ば
麻
で
あ
る
。
寒
冷
地
で
は
木
綿
が
生
え
な
い
の
で
、
皆
が
他
国
の
木
綿
を
用
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
り
自
国
の
財
貨
が
他
国
に
流
れ
出
て
、
自
国
の
経
済
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
寒
冷

地
で
は
、
自
国
で
産
出
す
る
絹
と
麻
布
と
紙
布
と
を
用
い
て
、
他
国
の
木
綿
を
禁
じ
よ
。
そ
う
す
る

こ
と
が
、
寒
冷
地
に
お
け
る
一
つ
の
経
済
政
策
で
あ
る
と
理
解
せ
よ
。 

〇
国
が
自
給
自
足
の
た
め
に
新
た
な
農
産
物
を
始
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
水
田
稲
作
を

一
切
妨
げ
ず
、
壮
年
男
女
の
労
力
を
費
や
さ
ず
、
代
わ
り
に
老
人
、
廃
人
、
少
年
少
女
等
の
農
業
を

勤
め
て
い
な
か
ỵ
た
者
の
仕
事
に
し
て
、
そ
れ
ら
を
集
大
成
す
れ
ば
、
大
き
な
国
産
品
に
な
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
理
解
で
き
ず
に
良
田
を
畑
に
変
え
、
壮
年
男
女
の
労
力
を
用
い
て
新
た

な
農
作
物
を
始
め
る
者
が
い
る
。
財
貨
は
流
通
し
て
賑
わ
う
様
で
あ
る
が
、
や
が
て
穀
物
が
不
足
す

る
よ
う
に
な
ỵ
て
、
実
に
好
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
さ
て
又
、
右
の
産
物
以
外
に
も
、
諸
々
の
細
工
物
を
庶
民
や
諸
家
中
に
ま
で
教
え
て

数
多
く
造
る
よ
う
に
さ
せ
、
国
の
需
要
を
充
足
し
、
財
貨
を
も
流
通
さ
せ
る
よ
う
に
せ
よ
。
既
に

『
六
韜
』
で
も
大
農
、
大
工
、
大
商
を
三
宝
と
云
ỵ
て
い
る
。
詳
細
に
わ
た
り
工
夫
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
国
を
富
ま
せ
、
人
を
富
ま
せ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
も
、
必
要
な

武
力
を
充
実
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
い
か
に
国
の
君
主
が
命
令
を
下
し
て
も
、
又
は
人
々
の
気
持
ち

が
や
た
ら
と
武
を
好
ん
で
も
、
貧
乏
で
あ
れ
ば
武
力
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
に
武
備
が
無
い
の
は
、
国
に
し
て
そ
の
国
に
あ
ら
ず
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か

実
で
蠟
を
作
り
、

汁
で
漆
を
作
る 

紙
を

作
る 

養
蚕
し
て
絹

綿
を
作
る 

三
木
は
山
野
、
川
端
、
或
い
は
屋
敷
の

境
、
畑
の
境
等
に
植
え
よ 

珍
菓
は
奥
州
で
産
出
す
る
木
で
あ
る
。『
大
和
本
草
』
に
「
シ
ラ
木
」
と
出
て
い

る
。『
本
草
綱
目
』
に
は
「
婆
羅
得
」
と
云
う
物
が
こ
れ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る 

う
る
し 

こ
う
ぞ 

く
る
み 

ひ 

し 

ち
ん
か 

し 

ふ 



ら
、
古
代
支
那
で
も
聖
人
の
政
治
は
農
業
と
倹
約
と
を
教
え
て
国
を
富
ま
し
、
人
を
富
ま
せ
て
武
力

を
充
実
さ
せ
る
事
を
第
一
に
教
え
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
政
治
は
、
そ
の
国
が
寒
冷
地
で
穀
物
や
産
物
が

豊
富
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
万
里
の
外
国
と
通
商
し
て
、
諸
国
の
財
貨
を
自
国
に
取
り
入
れ
、
商
業

を
主
軸
と
し
て
大
い
に
そ
の
国
を
富
ま
せ
て
、
徹
底
し
て
武
力
を
増
強
し
、
小
国
に
し
て
大
国
に
挟

ま
れ
な
が
ら
も
千
八
百
年
来
一
度
も
他
国
か
ら
の
侵
略
を
受
け
た
こ
と
も
な
く
、
そ
の
上
遠
く
万

里
余
り
も
隔
た
ỵ
て
い
る
呱
哇
國
を
切
り
従
え
て
自
分
た
ち
の
領
地
と
し
、
又
、
ア
メ
リ
カ
洲
の
中

に
お
い
て
も
一
国
を
切
り
取
ỵ
て
、
新 
阿 
蘭 

陀
(
一
六
一
四
Ộ
一
六
七
四
年
、
北
米
東
海
岸
に
建
設
)

と
名
付
け
て
自
分
た
ち
の
領
国
と
し
た
の
で
あ
ỵ
た
。
何
と
見
事
な
こ
と
か
。
何
と
勇
ま
し
い
こ
と

か
。
よ
く
よ
く
考
え
て
み
よ
。 

〇
国
の
君
主
と
家
老
と
が
無
学
で
為
す
術
も
な
け
れ
ば
、
国
家
は
貧
窮
す
る
。
貧
窮
す
れ
ば
領
国
中

の
河
川
の
治
水
工
事
が
疎
か
に
な
る
。
疎
か
に
な
る
の
で
、
年
々
夏
と
秋
の
小
さ
な
洪
水
に
も
堤
が

押
し
切
ら
れ
る
。そ
の
た
め
、田
畑
は
水
浸
し
に
な
ỵ
て
、永
く
荒
れ
た
土
地
が
年
々
出
来
て
ゆ
く
。

こ
れ
は
貧
窮
の
上
に
又
、
収
穫
の
不
足
に
な
る
一
つ
の
要
因
で
あ
る
。
又
、
橋
々
の
補
強
工
事
も
疎

か
に
な
る
。
疎
か
に
な
る
の
で
、
こ
れ
又
年
々
の
小
さ
な
洪
水
で
も
橋
が
落
ち
る
。
こ
れ
ゆ
え
に
領

国
中
の
数
多
の
橋
々
を
一
年
に
二
Ộ
三
度
ず
つ
は
工
事
す
る
こ
と
に
な
る
。
工
事
の
た
び
毎
に
大

き
な
橋
で
は
人
夫
三
Ộ
四
万
、
小
さ
な
橋
で
も
人
夫
五
Ộ
六
千
ほ
ど
を
使
役
し
、
し
か
も
半
数
以
上

は
賃
金
を
支
払
ỵ
て
取
り
立
て
る
の
で
、
百
姓
の
労
力
が
不
足
し
て
、
天
候
上
は
凶
年
で
な
く
て

も
、
田
畑
は
不
毛
で
あ
る
。
こ
れ
が
収
穫
不
足
に
な
る
二
つ
目
の
要
因
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
に
よ
ỵ

て
百
姓
は
疲
労
し
て
、
農
業
を
楽
し
く
思
わ
な
い
の
で
、
い
つ
の
間
に
か
農
作
業
に
励
ま
な
い
よ
う

に
な
り
、従
ỵ
て
百
姓
も
貧
乏
に
な
る
。そ
こ
で
、あ
る
い
は
逃
げ
出
し
て
他
国
に
移
る
者
も
あ
り
、

あ
る
い
は
農
業
を
捨
て
て
商
人
に
な
る
者
も
あ
る
の
で
、
郡
や
村
の
人
口
が
減
少
し
て
、
田
畑
は
さ

ジ
ἀ 

ワ 
ニ
ἁ
ổ
ネ
ổ
デ
ル
ラ
ン
ト 



ら
に
荒
廃
す
る
。
こ
れ
が
収
穫
不
足
に
な
る
三
つ
目
の
要
因
で
あ
る
。
収
穫
が
い
よ
い
よ
不
足
す
る

よ
う
に
な
ỵ
て
、
諸
侯
の
御
家
も
さ
ら
に
貧
窮
す
る
の
で
、
毛
見
(
ữ
検
見
、
米
の
収
穫
前
に
幕
府
又
は

領
主
が
役
人
を
派
遣
し
て
稲
の
で
き
を
調
べ
、
そ
の
年
の
年
貢
高
を
決
め
る
徴
税
法
)
と
称
し
て
奸
吏
(
ữ
腹
黒

い
官
吏
)
を
村
里
に
遣
わ
し
、
年
貢
を
責
め
立
て
る
。
責
め
立
て
ら
れ
た
百
姓
等
は
、
そ
の
奸
吏
に

賄
賂
を
与
え
た
上
で
、
豊
作
で
あ
ỵ
て
も
下
作
で
あ
る
よ
う
に
見
せ
て
、
諸
百
姓
の
年
貢
を
少
な
く

し
て
も
ら
う
。
こ
れ
が
収
穫
不
足
に
な
る
四
つ
目
の
要
因
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
に
起
因
す
る
不
納
に

よ
ỵ
て
御
家
も
又
、
さ
ら
に
貧
困
に
な
る
の
で
、
家
中
諸
士
の
俸
禄
か
ら
借
り
る
こ
と
に
な
る
。
一

年
借
り
て
も
足
り
な
い
の
で
、
三
年
も
五
年
も
借
り
る
。
三
年
、
五
年
と
借
り
て
も
、
そ
れ
を
収
益

に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
働
い
て
貧
困
を
取
り
直
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
綿
々
と
し
て

三
十
年
も
、
五
十
年
も
借
り
て
、
そ
れ
が
常
態
と
な
る
こ
と
か
ら
、
家
中
諸
士
は
こ
と
ご
と
く
貧
乏

に
な
り
、
禄
相
応
の
武
備
を
揃
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
譜
代
相
伝
の
家
人
に
も
暇

を
与
え
、
又
は
在
来
の
武
具
、
馬
具
等
で
さ
え
も
売
ỵ
て
代
金
と
し
て
、
日
常
生
活
の
助
け
と
す
る

の
で
、
諸
士
の
武
備
も
弛
む
。
武
備
が
弛
ん
で
人
心
は
惰
弱
で
あ
る
。
人
心
が
惰
弱
に
な
れ
ば
、
義

理
を
捨
て
、
法
を
守
ら
な
い
で
、
皆
が
そ
ろ
ỵ
て
無
頼
不
法
の
風
儀
と
な
り
、
終
に
は
国
家
が
傾
く

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
国
君
一
人
が
賢
い
か
、
賢
く
な
い
か
に
よ
る
も
の
で
あ
ỵ
て
、
天
の
災
い

で
も
、
人
の
過
ち
で
も
な
い
も
の
と
思
え
。
よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
、
大
名
の
貧
困
と
は
気
が
弛
ん
で

武
を
忘
れ
て
し
ま
ỵ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
名
で
あ
り
な
が
ら
武
を
忘
れ
て
し
ま

ỵ
て
は
、
幸
い
に
太
平
の
世
に
生
ま
れ
て
、
高
位
や
大
禄
を
保
有
し
て
い
て
も
、「
尸
位
素
餐
(
ữ

屍
大
名
の
無
駄
食
い
)」
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
何
と
恥
ず
か
し
い
こ
と
か
。
何
と
悲
し
い
こ
と
か
。 

〇
上
述
し
た
所
の
気
温
の
寒
暖
、
又
は
国
土
の
経
済
、
文
武
を
奨
励
す
る
筋
道
ま
で
よ
く
理
解
し
て

い
て
も
、
自
分
一
人
が
知
ỵ
て
い
る
だ
け
で
は
、
ほ
と
ん
ど
物
の
役
に
立
た
な
い
。
そ
の
国
の
上
下

け 

み 

ゆ
る 

し  

い  

そ 

さ
ん 



万
民
の
皆
が
知
る
こ
と
が
で
き
、
皆
が
勤
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
善
の
善
で
は
な
い
の
だ
。
こ
れ
を

実
現
で
き
る
方
法
は
、
そ
の
国
々
の
寒
暖
に
応
じ
て
処
置
す
べ
き
事
、
産
物
や
細
工
物
等
を
新
た
に

興
す
方
法
、
及
び
文
と
武
と
を
廃
れ
さ
せ
な
い
た
め
の
掟
と
を
、
詳
し
く
分
類
整
理
し
て
そ
れ
ら
を

修
得
す
る
方
法
を
記
し
、
こ
れ
を
そ
の
国
々
の
国
学
の
書
と
定
め
て
、
仮
名
書
き
の
公
版
(
ữ
刊
行

物
・
パ
ン
フ
レ
ỿ
ト
)
に
し
て
そ
の
国
に
普
及
し
、
国
君
、
家
老
、
諸
士
、
庶
民
ま
で
よ
く
そ
の
国
学

の
書
に
精
通
し
て
、
よ
く
実
行
す
る
よ
う
に
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
い
い
か
な
る
技
術
や
能
力

が
あ
ỵ
て
も
、
そ
の
国
学
の
修
行
が
無
い
人
は
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
人
を
恵
み
、
人

を
富
ま
し
、
国
を
利
し
、
武
を
振
る
う
た
め
の
術
で
あ
り
、
国
家
を
堅
固
な
も
の
に
す
る
上
で
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
が
あ
ỵ
て
も
武
が
な
く
、
武
が
あ
ỵ
て
も
文
が
な
く
、
ま

た
文
武
が
あ
ỵ
て
も
こ
れ
を
国
家
に
及
ぼ
し
、
人
に
施
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
一
を
知
ỵ

て
そ
の
二
を
知
ら
な
い
と
も
云
う
べ
き
不
具
の
人
で
あ
る
と
心
得
よ
。
こ
れ
ら
の
事
は
私
の
妄
言

で
は
な
く
、
全
て
聖
賢
の
遺
し
た
教
え
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
創
意
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〇
大
昔
の
兵
を
論
ず
る
者
に
数
家
あ
り
と
云
え
ど
も
、七
書
に
過
ぎ
ず
。そ
の
中
で
も
戦
い
の「
機
」

に
つ
い
て
優
れ
て
い
る
の
が
孫
子
と
呉
子
の
二
書
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
い
の
「
機
」
だ
け

を
論
じ
る
の
は
、
兵
の
大
本
を
知
ỵ
て
い
る
と
云
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
兵
の
大
本
は

国
家
を
経
世
済
民
(
ữ
世
を
経
め
、
民
を
済
う
)
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
治
国
安
民
(
ữ
国
を
治
め
、

民
を
安
ん
ず
る
)
の
道
を
知
ら
な
い
の
は
、
真
の
兵
家
と
は
云
い
難
い
。
こ
の
故
に
大
昔
の
聖
人
で
あ

る
黄
帝
、
尭
、
舜
、
禹
、
湯
、
文
、
武
、
周
公
は
皆
、
軍
の
名
人
で
あ
ỵ
た
。
そ
の
証
拠
は
、
黄
に

握
機
が
あ
り
、
舜
や
禹
に
は
三
苗
、
有
苗
の
征
が
あ
り
、
湯
や
武
に
は
桀 

紂
の
放
伐
が
あ
ỵ
た
。

周
公
に
司
馬
法
が
あ
り
、
こ
の
他
に
も
晋
の
六
卿
、
魯
の
三
家
、
斉
の
管
仲
と
い
ỵ
た
輩
が
、
平
和

に
治
ま
ỵ
て
い
る
時
期
に
は
文
に
よ
ỵ
て
国
を
治
め
、
戦
乱
に
な
れ
ば
戎 

車
に
乗
ỵ
て
征
伐
し
た
。

お
さ 

す
く 

け
ỵ
ち
ỷ
う 

J

じ
ỷ
う
し
Ỷ 



こ
の
よ
う
な
人
々
は
、
文
武
一
致
で
あ
ỵ
た
が
ゆ
え
、
大
本
を
知
ỵ
て
い
る
兵
法
家
と
云
う
べ
き
で

あ
る
。
後
の
世
に
な
ỵ
て
文
は
文
、
武
は
武
と
別
物
に
な
ỵ
た
の
で
、
そ
れ
ら
が
用
を
な
す
の
も
一

つ
に
偏
ỵ
て
不
自
由
に
な
ỵ
て
し
ま
ỵ
た
。
そ
の
上
、
春
秋
時
代
に
は
す
で
に
大
本
を
忘
却
し
て
宋

襄
の
様
な
人
さ
え
い
た
。
漢
に
も
陳
餘
の
よ
う
に
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
人
が
出
て
き
て
、
聖
人
の

道
を
借
り
て
兵
を
誤
ỵ
た
こ
と
か
ら
、
聖
人
の
教
え
は
兵
の
役
に
立
た
な
い
も
の
と
思
う
人
が
多

い
。
こ
の
考
え
は
大
い
に
誤
ỵ
て
い
る
。
よ
ỵ
て
、
こ
う
し
た
事
を
し
ỵ
か
り
理
解
し
て
い
る
の
を

真
の
兵
法
家
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
七
書
の
中
で
も
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
太
公

望
の
『
六
韜
』
と
黄
石
公
の
『
三
略
』
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

又

後
世
に
こ
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
た
人
は
、
漢
の
二
組
、
蜀
の
諸
葛
孔
明
、
唐
の
太
宗
、
我
が

神
祖
徳
川
家
康
の
他
に
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
兵
家
第
一
の
秘
訣
で
あ
る
。
こ
の
境
地
を
よ
く
会
得

し
た
な
ら
ば
、
平
和
な
世
に
お
い
て
は
廊
廟(

ữ
政
務
を
執
る
殿
舎)

に
居
な
が
ら
、
王
や
伯(

ữ
諸
侯
の

⾧)

と
し
て
の
業
を
興
し
、
戦
場
に
あ
ỵ
て
は
兵
士
を
率
い
て
、
臨
機
応
変
に
戦
え
。
こ
の
よ
う
な

状
態
に
あ
る
の
を
、
実
に
先
王(

ữ
昔
の
す
ぐ
れ
た
君
主)

や
聖
人
の
兵
と
云
う
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

こ
れ
以
下
は
国
家
経
済
の
筋
道
を
述
べ
て
、
兵
の
心
印
(
ữ
心
に
刻
み
付
け
る
て
お
く
悟
り
)
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
十
分
な
も
の
に
す
べ
く
創
意
工
夫
を
加
え
よ
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
大
昔

は
「
戈
を
止
め
る
」
の
が
「
武
」
と
云
う
も
の
だ
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
世
の
兵
の
有
様

で
あ
ỵ
て
は
、「
戈
を
止
め
る
」
こ
と
に
は
成
ら
な
い
の
で
あ
る
。
後
世
の
武
で
は
た
だ
単
に
、
城

を
落
と
し
、
人
を
斬
り
殺
す
こ
と
に
勤
め
る
の
を
優
れ
た
者
と
す
る
。
こ
れ
は
楚
の
項
羽
や
木
曽
義

仲
の
類
で
あ
る
。
武
と
云
え
ば
武
で
は
あ
る
が
、
兵
の
大
本
に
は
適
ỵ
て
い
な
い
。
実
に
一
方
に
偏

ỵ
た
不
自
由
な
者
で
あ
ỵ
て
、
先
王
や
聖
人
が
大
い
に
忌
み
嫌
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
武
に

は
神
武
、
威
武
、
凌
武
の
三
つ
が
あ
る
。
自
分
な
り
に
よ
く
考
察
し
て
工
夫
せ
よ
。
こ
う
し
た
考
え

孫
子
と
呉
子
は
戦
い
の
機
だ
け
を
論
じ
、太
公
望
と
黄

石
公
の
二
子
は
文
武
一
致
の
趣
旨
を
論
じ
て
い
る
。 

い
く
さ 

ろ
う
び
Ỹ
う 



方
は
、
世
間
一
般
の
見
解
と
は
大
い
に
異
な
ỵ
て
い
る
。
多
く
の
人
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
。 

〇
天
下
国
家
に
お
い
て
主
た
る
人
は
、
経
済
の
術
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
経
済
と
は
、

「
経
邦
済
世
(
邦
を
経
め
て
、
世
を
済
う
)」
で
あ
ỵ
て
、「
経
」
は
道
筋
、「
邦
」
は
国
で
あ
る
。

国
に
道
筋
を
つ
け
る
の
を
「
経
邦
」
と
云
う
。「
済
世
」
の
「
済
」
は
渡
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を

あ
ち
ら
に
渡
し
、
あ
れ
を
こ
ち
ら
に
遣
わ
す
こ
と
で
あ
る
。「
世
」
は
世
の
中
で
あ
る
。
世
の
中
の

人
が
住
み
易
い
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
の
を
「
済
世
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
先
ず
「
国
に
道
筋
を
付
け

る
ữ
経
邦
」
と
は
、
士
・
農
・
工
・
商
に
は
士
・
農
・
工
・
商
の
道
筋
を
付
け
、
山
沢
・
河
海
・
田

野
に
は
山
沢
・
河
海
・
田
野
の
道
筋
を
付
け
、
牛
馬
畜
類
に
は
牛
馬
畜
類
の
道
筋
を
付
け
る
こ
と
で

あ
る
。「
済
」
と
は
、
第
一
に
人
々
が
そ
の
処
を
得
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

武
士
の
気
風
が
奢
り
高
ぶ
ỵ
て
武
備
が
弛
む
よ
う
で
あ
れ
ば
、
奢
り
を
抑
え
て
、
武
備
を
引
き
締
め

る
よ
う
に
仕
向
け
、
或
い
は
米
や
穀
物
が
通
常
よ
り
高
過
ぎ
た
り
安
過
ぎ
た
り
す
る
時
に
は
、
そ
の

値
段
を
通
常
に
戻
す
よ
う
に
し
、
或
い
は
武
士
が
貧
窮
す
れ
ば
富
ま
す
よ
う
に
し
、
或
い
は
商
売
の

利
益
が
大
き
過
ぎ
れ
ば
そ
の
利
益
を
抑
え
て
利
権
を
奪
い
、
或
い
は
地
の
利
を
尽
く
し
、
又
は
工
商

の
利
益
を
取
り
立
て
て
国
を
富
ま
す
よ
う
に
す
る
こ
と
等
、
全
て
世
の
中
の
人
が
住
み
易
い
よ
う

に
取
り
計
ら
う
事
こ
そ
が
「
済
」
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
統
一
し
て
「
経
済
」
と
云

う
の
で
あ
る
。
さ
て
、
経
済
を
具
現
す
る
大
き
な
考
え
方
と
し
て
二
つ
あ
る
。
封
建
制
と
郡
県
制
で

あ
る
。
支
那
で
は
夏
、
殷
、
周
の
三
大
は
封
建
制
で
あ
り
、
秦
以
降
に
郡
県
制
と
な
ỵ
て
、
今
の
世

ま
で
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
日
本
は
古
代
に
は
郡
県
制
で
あ
り
、
今
の
世
は
封
建
制
で
あ
る
。
封
建

と
は
国
々
に
大
名
を
建
て
置
い
て
、
そ
の
国
の
政
治
、
処
罰
等
は
そ
の
国
主
ご
と
に
任
せ
て
、
朝
廷

や
幕
府
が
処
置
す
る
こ
と
は
な
い
。
郡
県
と
は
大
名
を
建
て
る
こ
と
な
く
、
国
々
へ
は
朝
廷
・
幕
府

か
ら
国
の
守
を
遣
わ
し
て
、
そ
の
国
郡
の
政
治
や
処
罰
を
司
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
封
建
の
大
名
は

お
さ 

す
く 

と
こ
ろ 

か
み 



子
孫
が
相
継
い
で
、
幾
代
も
そ
の
国
を
持
ち
続
け
、
国
の
守
は
三
年
Ộ
五
年
で
交
代
す
る
こ
と
に
な

ỵ
て
い
る
。
封
建
制
は
幕
府
が
土
地
を
分
け
与
え
て
、
大
名
と
共
に
天
下
を
守
り
、
郡
県
制
は
土
地

を
分
け
与
え
ず
、
国
々
を
役
人
に
管
理
さ
せ
て
、
天
下
中
の
政
策
を
幕
府
の
役
人
に
実
施
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。
経
済
の
大
き
な
考
え
方
は
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
制
度
の
優
劣
を
評
価

す
る
の
は
、
そ
の
時
と
場
合
に
よ
る
の
で
あ
ỵ
て
、
む
や
み
に
優
劣
を
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ

う
は
云
え
ど
も
、
明
が
韃
靼
(
ữ
タ
タ
ổ
ル
)
に
国
を
奪
わ
れ
た
よ
う
に
、
も
し
も
そ
の
時
に
封
建
の

大
諸
侯
が
数
多
あ
ỵ
た
な
ら
ば
、
共
に
義
兵
を
挙
げ
て
異
民
族
の
軍
を
討
ち
、
烏
金
王
を
し
て
支
那

の
主
に
は
さ
せ
な
か
ỵ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
ケ
ổ
ス
に
限
定
し
て
見
れ
ば
、
諸
侯
が
無
か
ỵ
た
の
が
失

敗
だ
ỵ
た
、
と
云
ỵ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
又
、
国
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
人
の
立
場
か
ら
見
れ

ば
、
諸
侯
な
ど
無
い
ほ
う
が
得
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
二
つ
の
優
劣
は
、
ケ
ổ
ス
ご

と
の
利
害
得
失
を
論
ず
る
べ
き
で
あ
り
、
一
般
論
と
し
て
論
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
さ
て
、
日
本

に
お
い
て
経
済
が
で
き
た
の
は
、
多
く
は
支
那
の
唐
代
の
制
度
を
受
け
て
学
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
親
政
で
あ
ỵ
た
大
昔
は
郡
県
制
で
政
治
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
⾧
い
年

月
続
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
源
頼
朝
卿
が
天
下
の
権
を
取
ỵ
て
、
初
め
て
諸
国
に
守
護
を
置
い
て
か
ら

は
国
の
守
り
の
威
勢
が
日
々
軽
く
な
ỵ
て
い
ỵ
た
。
そ
の
後
、
北
条
氏
が
執
権
と
し
て
威
を
専
ら
に

し
て
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
戦
国
の
機
運
が
醸
成
さ
れ
て
い
ỵ
て
、
国
々
の
守
護
は
云
う
に
及
ば

ず
、
広
大
な
荘
園
跡
地
を
所
領
し
て
大
名
と
称
す
る
者
か
ら
並
み
居
る
土
地
の
名
士
に
至
る
ま
で
、

誰
が
許
す
と
も
な
く
、
武
勇
次
第
、
切
り
取
り
次
第
で
所
領
す
る
こ
と
に
な
ỵ
て
ゆ
き
、
漸
次
に
広

大
に
な
ỵ
て
、
子
孫
が
相
継
い
で
そ
の
土
地
を
所
有
し
て
、
必
然
的
に
封
建
で
も
な
く
、
又
郡
県
で

も
な
い
ま
ま
三
百
余
年
を
経
た
と
こ
ろ
に
、
神
祖
・
徳
川
家
康
が
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
ら
れ
て
、

全
国
の
封
境
(
ữ
国
境
)
を
正
し
、
二
百
六
十
余
人
の
大
名
を
建
て
ら
れ
た
。
こ
れ
以
降
は
堂
々
た

か
み 

だ
ỵ
た
ん 



る
封
建
の
世
と
な
ỵ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
又
、
十
四
巻
目
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
兵
賦

(
ữ
江
戸
幕
府
が
文
久
元
年
の
軍
制
改
革
で
実
施
し
た
軍
役
)
の
事
は
、
軍
法
の
大
本
で
あ
り
、
千
言
万
語

は
皆
こ
れ
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
十
分
に
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
今
の
世
で
も
、
軍
役
は
国
々

家
々
で
定
め
て
あ
る
と
は
云
え
ど
も
、
多
く
は
大
本
を
知
ら
な
い
人
が
作
ỵ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
法
は
粗
略
で
あ
り
、
精
巧
で
詳
し
い
も
の
は
少
な
い
こ
と
か
ら
、
用
い
る
に
は
不
十
分
な
も
の

が
間
々
あ
る
。
こ
れ
ら
と
は
別
に
工
夫
し
な
が
ら
作
ỵ
て
、
制
定
せ
よ
。
大
将
た
る
人
は
、
こ
の
こ

と
を
い
い
加
減
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。 

〇
日
本
に
お
い
て
名
君
、
名
将
と
称
す
る
者
は
、
古
代
の
こ
と
は
論
じ
な
い
が
、
中
世
以
降
に
つ
い

て
言
う
な
ら
ば
、
源
義
家
、
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
源
頼
朝
卿
、
源
義
経
、
北
条
時
宗
、
北
条
泰
時
、

室
町
幕
府
を
開
い
た
足
利
尊
氏
卿
、
新
田
義
貞
、
楠
木
正
成
、
甲
斐
の
武
田
信
玄
、
越
後
の
上
杉
謙

信
、
北
条
氏
康
、
織
田
信
⾧
、
太
閤
・
豊
臣
秀
吉
、
加
藤
清
正
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
将
ら
は
皆
、

抜
群
の
功
業
が
あ
る
人
々
で
あ
る
が
、
何
れ
も
文
武
両
全
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
中
で
も
、
源
頼
朝

卿
は
大
器
で
あ
る
。
一
度
鎌
倉
に
馬
を
入
れ
ら
れ
て
か
ら
、
終
身
鎌
倉
を
出
る
こ
と
な
く
、
居
な
が

ら
に
し
て
全
国
の
大
名
小
名
を
帰
服
せ
し
め
、
終
に
は
国
体
を
一
変
し
て
、
武
徳
に
よ
ỵ
て
天
下
の

主
と
な
ỵ
た
。
鴻
業
(
ữ
偉
大
な
業
績
)
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
惜
し
む
べ
き
は
世
を
早
く
去
ら
れ

て
し
ま
ỵ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
尊
氏
卿
に
は
大
戦
略
の
才
能
が
あ
ỵ
て
、
よ
く
当
時
の
情
勢
に
通

じ
て
お
り
、
天
下
の
武
徳
に
な
び
く
べ
き
で
あ
る
と
理
解
し
て
、
抑
揚
や
褒
貶
の
機
を
失
わ
な
か
ỵ

た
の
で
、
義
に
反
す
る
行
為
や
不
作
法
が
多
か
ỵ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
人
々
が
服
属
し

た
。
こ
の
二
人
の
主
将
(
源
頼
朝
、
足
利
尊
氏
)
は
作
戦
や
戦
闘
指
揮
は
下
手
で
あ
ỵ
た
が
、
多
く

の
大
名
を
自
分
の
配
下
に
置
い
た
。
い
わ
ゆ
る
「
将
に
将
た
る
者
」
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

故
に
、
一
度
兵
を
挙
げ
れ
ば
、
天
下
は
響
く
が
ご
と
く
応
じ
て
、
大
業
が
速
や
か
に
な
さ
れ
た
。
北

へ
い 

ふ 

こ
う
ぎ
Ỹ
う 



条
時
宗
、
泰
時
等
は
軍
国
の
術
者
に
し
て
小
徳
に
努
め
、
小
恵
を
行
い
、
何
よ
り
も
父
祖
の
相
伝
が

無
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
執
権
と
し
て
の
地
位
・
役
割
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
た
だ
し
、
時
宗

が
元
の
使
者
の
首
を
刎
ね
た
の
は
一
代
の
手
柄
で
あ
ỵ
て
、
古
今
に
稀
有
の
英
気
で
あ
る
と
称
賛

す
べ
き
で
あ
る
。
源
義
経
は
小
規
模
な
戦
闘
で
巧
妙
さ
を
発
揮
し
て
善
戦
し
、
敵
を
破
ỵ
た
。
中
で

も
播
磨
で 

鵯 

越 

を
落
と
し
、
大
風
を
冒
し
て
渡
邊
を
渡
ỵ
た
の
は
絶
妙
で
あ
ỵ
て
、
凡
人
の
考

え
が
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、
単
な
る
戦
闘
の
奇
才
で
あ
ỵ
て
、
天
下
の
主
と

し
て
の
器
量
は
無
い
人
で
あ
る
。
讒
言
に
遭
ỵ
た
後
、
奥
州
に
蹲
ỵ
て
一
生
を
終
え
た
こ
と
か
ら

も
、
そ
の
器
量
が
う
か
が
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。
新
田
義
貞
は
そ
の
性
質
が
正
直
な
勇
将
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
時
勢
に
疎
い
人
で
あ
ỵ
た
。
た
だ
運
に
乗
じ
て
兵
を
起
こ
し
、
一
挙
に
北
条
高
時

を
討
ỵ
て
無
双
の
戦
功
が
あ
ỵ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
回
し
に
疎
か
ỵ
た
の
で
、
天
皇
か
ら
の
寵

愛
、
官
職
、
禄
高
等
全
て
の
面
で
何
の
功
績
も
無
い
足
利
家
に
及
ば
な
か
ỵ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
り
不
和
が
生
じ
て
終
に
戦
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
又
自
ら
動
か
な
か
ỵ
た
の
で
諸
侯
を

味
方
に
で
き
ず
、
孤
立
し
た
将
軍
と
な
ỵ
て
戦
に
負
け
て
し
ま
ỵ
た
。
こ
れ
は
皆
、
才
能
が
な
く
て

足
利
家
に
計
ら
れ
て
し
ま
ỵ
た
の
で
あ
る
。
何
と
惜
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
武
田
信
玄
、
上
杉
謙

信
は
ど
ち
ら
も
名
将
に
し
て
、
後
世
の
大
将
た
る
人
の
手
本
と
な
る
べ
き
人
々
で
あ
る
。
た
だ
恨
め

し
い
こ
と
に
時
を
同
じ
く
し
て
出
生
し
、
互
角
の
両
雄
が
並
立
し
て
し
ま
ỵ
た
の
で
、
互
い
に
力
を

伸
ば
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
一
国
で
業
を
終
え
た
人
々
で
あ
る
が
、
そ
の
軍
術
は
貴
ぶ
べ
き

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
織
田
信
⾧
は
抜
群
の
英
雄
に
し
て
、
向
か
う
と
こ

ろ
敵
な
く
、終
に
室
町
幕
府(
足
利
家
)を
襲
撃
し
て
天
下
の
盟
主
と
な
ỵ
た
。そ
う
で
は
あ
る
が
、

自
ら
の
剛
強
を
恃
ん
で
し
ば
し
ば
暴
虐
や
軽
率
な
行
い
が
あ
ỵ
た
の
で
、
諸
将
が
心
服
せ
ず
、
そ
の

偉
業
も
半
ば
に
し
て
明
智
光
秀
に
よ
ỵ
て
弑
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
威
が
あ
ỵ
て
も
徳
が
な
か
ỵ
た

は 

ひ
よ
ど
り
ご
え 

う
ず
く
ま 

い
く
さ 

し
い 



か
ら
で
あ
る
。
楠
木
正
成
は
元
来
、
大
将
と
し
て
の
意
気
込
み
が
あ
ỵ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

性
質
が
信
義
に
縛
ら
れ
て
い
た
の
で
、
す
で
に
天
下
が
瓦
解
す
る
機
運
を
察
知
し
な
が
ら
も
、
新

田
、
足
利
の
両
将
を
超
越
し
て
自
ら
天
下
を
糾
合
す
る
と
い
う
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

居
な
が
ら
に
し
て
大
敵
を
成
就
さ
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
身
は
終
に
討
死
し
た
。
進
退
こ
れ
極
ま
ỵ
た

時
勢
と
は
云
い
な
が
ら
、
今
に
な
ỵ
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
そ
の
討
死
は
甚
だ
無
益
な
よ
う
に
思
え
て

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
子
孫
三
代
が
四
十
余
年
に
わ
た
り
本
国
を
失
う
こ
と
な
く
、
南
朝
を
補
佐
し

奉
ỵ
た
の
は
、
実
に
正
成
の
遺
徳
に
し
て
、
楠
木
家
の
大
き
な
勲
功
に
違
い
な
い
。
加
藤
清
正
は
、

寛
大
さ
と
勇
猛
さ
を
兼
ね
備
え
た
至
誠
至
剛
の
武
将
で
あ
る
。
人
々
は
よ
く
心
服
し
、
よ
く
畏
怖
し

た
。
信
義
が
あ
り
、
威
厳
が
あ
り
、
智
謀
が
あ
ỵ
て
、
攻
め
れ
ば
必
ず
抜
き
、
戦
は
必
ず
勝
ỵ
た
。

生
ま
れ
つ
き
の
質
朴
さ
に
任
せ
て
、
当
時
の
人
情
、
風
俗
や
習
わ
し
に
よ
る
姦
猾
(
ữ
心
が
よ
こ
し
ま

で
、
悪
が
し
こ
い
、
ず
る
い
こ
と
)
に
一
切
与
し
な
か
ỵ
た
の
で
、
平
和
に
治
ま
ỵ
た
世
情
に
あ
ỵ
て
は

「
圭
角
(
ữ
性
格
や
言
動
に
か
ど
が
あ
ỵ
て
、
円
満
で
な
い
こ
と
)」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
乱
世
に
あ
ỵ

て
は
真
の
英
雄
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
太
閤
・
豊
臣
秀
吉
は
、
微
賤
か
ら
身
を
起
こ
し
て
、
た

ち
ま
ち
全
土
を
掌
握
し
て
天
下
に
使
令
し
た
が
、
世
に
こ
れ
を
間
然
す
る
(
ữ
欠
点
を
つ
い
て
あ
れ
こ

れ
と
批
判
・
非
難
す
る
)
人
は
い
な
い
。
海
を
経
て
朝
鮮
を
陥
落
さ
せ
、
支
那
を
震
え
さ
せ
た
、
そ
の

猛
威
は
日
本
や
支
那
に
例
が
な
い
一
人
で
あ
る
。
惜
し
む
べ
き
は
、
攻
め
討
つ
こ
と
だ
け
に
勉
め

て
、
徳
恵
を
施
す
こ
と
な
く
、
し
か
も
不
学
、
自
意
識
過
剰
に
し
て
傲
慢
で
あ
り
、
治
国
安
民
に
心

を
寄
せ
る
こ
と
な
く
、
し
ば
し
ば
婦
人
の
言
う
こ
と
を
受
容
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
逝
去
す

る
と
す
ぐ
に
天
下
は
神
祖
・
徳
川
家
康
に
帰
し
た
の
で
あ
ỵ
た
。 

神
祖
・
徳
川
家
康
が
武
徳
を
施
し
て
天
下
を
統
一
さ
れ
た
偉
業
は
神
妙
に
し
て
、
今
に
至
る
ま
で
二

百
年
来
、
全
国
が
心
服
し
て
戦
乱
も
起
こ
ら
ず
、
遠
い
国
々
か
ら
来
賓
す
る
(
参
勤
交
代
の
こ
と
か
)。

か
ん
か
つ 



実
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
さ
れ
た
の
は
、
開 

闢
(
ữ
日
本
の
国
が
始
ま
ỵ
て
)
以
来
た
だ
一
人
で
あ

る
。
こ
の
統
治
を
推
し
進
め
れ
ば
永
遠
に
世
の
中
は
天
地
と
共
に
⾧
く
続
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

〇
平
和
な
時
代
が
⾧
く
続
く
と
、
必
ず
華
靡
(
ữ
お
ご
り
飾
ỵ
て
ぜ
い
た
く
を
尽
く
す
さ
ま
)
を
生
じ
る
。

華
靡
が
盛
ん
に
な
れ
ば
、
諸
侯
や
士
大
夫
(
ữ
官
僚
・
地
主
・
文
人
)
が
貧
窮
す
る
。
貧
窮
す
れ
ば
、

武
備
も
名
ば
か
り
で
実
用
性
が
な
く
な
ỵ
て
し
ま
う
。
密
か
に
思
う
に
、
現
今
の
よ
う
な
世
の
中

は
、
華
靡
が
盛
ん
で
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
総
じ
て
こ
の
条
文
に
関
連
し
た
意
味
深
い
話

が
あ
る
の
だ
が
、
世
に
憚
る
の
で
、
こ
こ
に
は
記
述
し
な
い
。
以
下
、
わ
ず
か
に
経
済
の
大
略
を
言

及
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
く
。
さ
ら
に
詳
細
に
わ
た
り
自
分
な
り
の
工
夫
を
加
え
よ
。
と
こ
ろ
で
、

国
家
を
経
済
す
る
上
で
要
と
な
る
も
の
に
九
つ
あ
る
。
食
糧
・
貨
幣
、
礼
式
、
教
育
行
政
、
武
備
、

制
度
、
法
令
、
官
職
、
地
理
、
章
服
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
は
食
糧
が
無
け
れ
ば
死
ん
で
し
ま
い
、

貨
幣
が
無
け
れ
ば
物
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ゆ
え
に
食
と
貨
を
経
済
で
最
も
重

要
な
要
素
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
礼
式
が
無
け
れ
ば
、
人
倫
が
明

ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
、
開
闢
当
時
の
人
の
よ
う
に
な
ỵ
て
し
ま
う
。
こ
の
ゆ
え
に
礼
式
を
立
て
、

人
倫
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
て
、
人
の
道
を
立
て
て
も
、
そ
れ
を
学
ば
な
け
れ
ば
智
を
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
学
問
に
勉
め
て
智
を
開
か
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
人
を
立
派

に
す
る
の
に
肝
要
の
方
法
で
あ
る
。
武
備
は
、
軍
陣
の
用
意
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
平
和
な
世
に
あ

ỵ
て
も
兵
を
治
め
た
り
操
練
等
を
し
て
人
馬
に
戦
法
を
し
ỵ
か
り
教
え
、
又
武
器
を
削
減
せ
ず
に

製
造
し
、
修
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
制
度
と
は
、
物
事
に
定
式
(
ữ
定
ま
ỵ
た
し
き
た
り
)
が
あ
ỵ
て
、

天
皇
、
大
将
軍
の
物
事
、
諸
侯
、
太
夫
、
武
士
、
庶
民
の
物
事
に
は
段
階
的
に
定
式
が
あ
る
の
を
云

う
。
こ
れ
ら
は
尊
卑
を
分
け
、
上
下
を
明
ら
か
に
す
る
道
理
で
あ
り
、
か
つ
奢
り
を
防
ぐ
た
め
の
術

で
あ
る
。
法
令
は
、
掟
を
制
定
し
て
お
い
て
そ
の
掟
に
従
わ
な
い
者
を
処
罰
し
、
島
流
し
に
し
て
、

か
い
び
Ỷ
く 

か 

び 

し 

た
い
ふ 



教
令
(
ữ
教
え
戒
め
て
命
令
す
る
こ
と
)
が
廃
れ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
人
を
懲
ら
し
め

て
千
万
人
を
矯
正
す
る
術
で
あ
る
。
官
職
は
、
こ
の
世
の
中
の
仕
事
が
一
人
だ
け
で
処
理
で
き
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
諸
々
の
役
目
を
定
め
、
人
々
を
器
量
に
応
じ
て
選
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
を
授

け
て
一
つ
ず
つ
処
置
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
地
理
と
は
、
国
土
を
寒
暖
、
地
表
の
厚
薄
、
山
、

沢
、
河
、
海
、
高
低
、
乾
湿
で
区
分
し
て
詳
細
ま
で
考
察
し
、
寒
暖
、
厚
薄
、
山
沢
、
河
海
、
高
低
、

乾
湿
の
利
を
失
わ
ず
、
寸
土
た
り
と
も
無
益
な
ま
ま
で
放
置
し
て
お
か
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

対
策
を
行
な
ỵ
て
、
最
大
限
に
地
の
利
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
章
服
は
、
尊
卑
に
応
じ
た
冕
冠
(
ữ

東
ア
ジ
ア
の
漢
字
文
化
圏
諸
国
で
皇
帝
、
天
皇
、
国
王
な
ど
が
着
用
し
た
冠
)
や
衣
服
に
そ
れ
ぞ
れ
の
色
分
け
、

大
小
等
が
あ
ỵ
て
、
姿
を
見
て
貴
賤
高
下
の
身
分
を
知
り
、
混
乱
や
無
礼
な
振
舞
い
が
無
い
よ
う
に

講
じ
た
法
で
あ
る
。
こ
の
九
つ
が
経
済
を
考
え
る
上
で
の
主
だ
ỵ
た
基
準
と
な
る
。
又
そ
の
一
つ
一

つ
に
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
が
、
⾧
文
に
な
る
の
で
筆
記
し
な
い
。
た
だ
し
、
押
並
べ
て
言

え
ば
、
経
済
は
武
備
の
根
本
、
武
備
は
経
済
の
補
佐
で
あ
る
と
理
解
せ
よ
。
本
来
、
経
済
の
仕
方
に

も
軍
法
の
立
て
方
に
も
、
伝
授
と
云
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
書
物
を
読
ん
で
、
和
漢
蛮
夷

(
ữ
日
本
、
支
那
や
南
蛮
・
東
夷
)、
古
今
興
廃
の
利
害
得
失
を
観
て
、
自
ら
知
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に

『
論
語
』
に
経
済
の
こ
と
を
述
べ
て
、「
損
益
す
る
所
を
知
る
べ
し
」
と
言
い
、『
史
記
』
が
兵
の
こ

と
に
言
及
し
て
い
る
中
で
、
霍
去
病
が
「
方
略
如
何
を
顧
み
る
の
み
。
古
兵
法
を
学
ぶ
に
至
ら
ず

(
作
戦
・
戦
闘
が
ど
の
よ
う
で
あ
ỵ
た
か
を
分
析
・
考
察
す
る
だ
け
で
よ
い
。
古
い
兵
法
な
ど
学
ぶ

必
要
は
な
い
)」
と
言
ỵ
て
い
る
の
は
、
そ
の
道
に
通
じ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
な
が
ら
、
支
那
は
そ
の
人
の
性
格
が
甚
だ
柔
鈍
で
あ
る
。
ゆ
え
に
先
王
や
聖
人
の
兵
法
と
云
え
ど

も
、
理
論
は
精
密
に
し
て
実
行
は
拙
い
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
唐
虞
(
ữ
シ
ナ
の

伝
説
上
の
聖
王
で
あ
る
尭
と
舜
、
ま
た
は
そ
の
治
め
た
時
代
)
以
来
三
千
年
の
間
、
北
胡
に
襲
わ
れ
苦
し
め

べ
ん
か
ん 

か
く
き
Ỹ
へ
い 

と
う 

ぐ 



ら
れ
、
明
の
末
期
に
至
ỵ
て
終
に
韃
靼
(
ữ
タ
タ
ổ
ル
)
に
併
合
さ
れ
て
、
頭
髪
を
剃
ら
れ
、
衣
服
を

替
え
ら
れ
て
し
ま
ỵ
た
。
こ
れ
は
軍
理
(
ữ
軍
の
理
論
)
の
み
を
貴
ん
で
、
戦
に
弱
か
ỵ
た
か
ら
で
あ

る
。
総
じ
て
軍
理
だ
け
に
執
着
す
る
の
は
、
戦
に
弱
く
な
る
も
と
な
の
で
、
私
が
大
い
に
忌
み
嫌
う

と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
も
軍
事
を
学
ぶ
人
は
、
絶
対
に
支
那
流
の
軍
理
の
み
に
陥
ỵ
て
は
な
ら
な
い
。

又
、
日
本
諸
流
の
軍
書
は
、
大
半
の
事
項
が
不
足
し
て
い
て
、
軍
事
だ
け
で
も
全
く
調
ỵ
て
い
な
い

に
等
し
い
。
ま
し
て
況
や
文
武
兼
備
の
事
に
お
い
て
を
や
。
こ
の
よ
う
な
時
は
柱
に
膠
し
た
よ
う

に
、
一
つ
の
流
派
の
み
に
執
着
す
る
の
は
拙
い
も
の
と
せ
よ
。
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
日
本
、
支
那

及
び
オ
ラ
ン
ダ
等
の
軍
書
を
取
り
交
え
、
文
武
相
兼
ね
て
自
分
な
り
の
考
え
を
加
え
、
よ
く
軍
事
情

報
を
収
集
し
、
器
械
を
も
製
作
し
、
そ
の
上
に
よ
く
操
練
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
操
練
の
み
に
拘
泥
す
れ
ば
、
か
つ
又
支
那
流
に
陥
ỵ
て
、
戦
技(

ữ
個
人
の
武
芸)

に
弱
く
な

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
心
得
て
お
け
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
戦
闘
の
技
術
を
上
達
さ
せ
る
の

は
操
練
に
あ
る
。
士
卒
が
心
気
を
強
く
す
る
の
は
今
日
の
政
治
に
あ
る
。
よ
く
こ
れ
ら
二
つ
の
関
係

を
斟
酌
し
て
究
極
に
至
る
よ
う
に
せ
よ
。
こ
れ
を
「
兵
の
心
印
」
と
云
う
。 
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私
は
以
前
『
三
国
通
覧
図
説
』
を
著
し
た
。
そ
の
書
で
は
日
本
の
三
つ
の
隣
国
で
あ
る

朝
鮮
、
琉
球
、
蝦
夷
の
地
図
を
明
示
し
た
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
の
雄
士

が
兵
を
率
い
て
こ
の
三
国
に
入
る
こ
と
が
あ
る
時
、
こ
の
図
を
誦
ん
じ
て
お
く
こ
と
で

適
切
に
対
応
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
又
こ
の
『
海
國
兵
談
』
で
は
彼
の
三
隣
国

及
び
支
那
、
ロ
シ
ア
等
の
諸
外
国
か
ら
海
を
経
て
侵
攻
し
て
く
る
事
が
あ
る
時
、
防
御

す
べ
き
術
を
詳
述
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
我
国
内
外
の
武
備
の
術
が
調
ỵ
た

と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
私
が
徳
な
ど
ど
う
で
も
よ
く
、
地
位
な
ど
眼
中
に
無
く
し
て
、

生
涯
に
わ
た
り
我
国
の
武
備
を
忘
れ
な
か
ỵ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
た
め
、「
水
戦
」

の
一
篇
だ
け
は
可
能
な
限
り
詳
し
く
記
述
し
た
。
そ
れ
以
外
の
篇
は
、
た
だ
大
綱
を
述

べ
る
だ
け
に
留
め
、
詳
細
は
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
流
派
に
譲
ỵ
て
こ
こ
で
は
言
及
し
な
か

ỵ
た
。
し
か
し
、
こ
の
書
に
よ
ỵ
て
読
者
は
文
武
の
大
略
を
知
る
の
で
、
平
和
な
日
に

は
廊
廟
に
居
て
王
者
の
統
治
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
戦
乱
が
あ
れ
ば
戦
車
に
乗
ỵ
て

征
伐
せ
よ
。
又
、
小
に
し
て
は
人
々
が
武
備
と
倹
約
の
道
を
会
得
し
て
そ
の
分
を
守
る

の
で
、
貧
困
を
克
服
し
、
財
が
足
り
て
日
用
品
は
乏
し
く
な
く
、
武
器
・
弾
薬
は
こ
れ

を
欠
か
す
こ
と
が
な
い
。こ
れ
こ
そ
、こ
の
書
が
当
世
に
有
益
で
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
今
や
、
学
政
(
ữ
教
育
制
度
)
は
⾧
い
間
廃
れ
て
い
る
の
で
、
世
の
人
の

多
く
は
武
に
偏
ỵ
て
し
ま
い
、
た
だ
武
芸
の
み
を
身
に
付
け
て
い
る
。
こ
の
俗
習
が
⾧

き
に
わ
た
ỵ
た
の
で
、
こ
の
書
で
も
文
武
の
意
味
を
世
俗
的
な
言
葉
で
述
べ
、
書
く
に

も
(
漢
文
で
は
な
く
)
漢
字
か
な
混
じ
り
文
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
冊
の

書
物
に
な
る
と
、
俗
人
に
は
理
解
す
る
の
が
難
し
い
も
の
と
思
わ
れ
て
し
ま
い
、
見
る

人
も
少
な
い
。
偶
然
に
も
読
む
人
が
い
た
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
語
り
か
け
て
こ
う
言
う
。

そ
ら 

ろ
う
び
Ỹ
う 



「
こ
の
書
籍
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
国
の
こ
と
を
心
配
し
過

ぎ
る
書
で
あ
る
と
し
て
、
今
の
平
和
な
世
の
中
で
は
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
」
と
。

思
え
ば
人
間
の
一
生
は
六
十
年
で
あ
る
。
我
一
代
さ
え
無
事
で
あ
れ
ば
、
後
は
支
那
に

な
ろ
う
と
も
、
イ
ン
ド
に
な
ろ
う
と
も
、
天
に
任
せ
れ
ば
よ
い
、
と
言
わ
れ
る
。
悟
り

抜
い
た
考
え
の
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
惰
弱
な
者
の
逃
げ
言
葉

で
あ
ỵ
て
、
日
本
人
と
し
て
最
も
不
忠
不
義
な
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
又
、
俗
人
の
心
情

の
通
病
で
あ
る
が
、
自
分
の
地
位
が
尊
け
れ
ば
、
貧
賤
を
あ
た
か
も
土
芥
の
よ
う
に
侮

り
、
し
か
も
賤
者
の
能
力
を
忌
み
憎
ん
で
、「
彼
は
匹
夫
で
あ
る
。
ど
う
し
て
大
事
を

知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」等
と
謗
る
者
が
多
い
。こ
れ
ら
の
通
病
者
は
百
人
が
百
人
、

同
じ
こ
と
を
す
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
当
世
の
人
情
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
猿
真
似
」
或

い
は
「
自
惚
れ
」
に
よ
り
物
知
り
顔
で
、
徳
を
計
ら
ず
慎
み
を
知
ら
ず
、
と
り
と
め
の

な
い
言
を
発
す
る
だ
け
で
あ
る
。
妄
り
に
い
い
加
減
な
言
を
発
し
て
恥
を
顧
み
な
い
人
、

こ
れ
を
何
と
言
う
べ
き
か
。
人
々
は
こ
の
こ
と
を
思
え
。
さ
て
又
、
私
が
こ
の
よ
う
に

述
べ
た
り
記
し
た
り
す
る
の
は
、
世
人
と
衝
突
し
て
争
う
た
め
で
は
な
い
。
我
意
を
傲

慢
に
押
し
通
そ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
読
者
を
し
て
今
か
未
来
か
を
問
わ
ず
、

よ
く
熟
読
玩
味
し
て
「
備
」
の
字
の
本
来
の
意
味
と
節
約
・
倹
約
の
一
端
と
を
気
づ
か

せ
、少
し
ず
つ
よ
り
多
く
の
人
々
に
文
武
両
全
の
趣
意
を
理
解
・
周
知
さ
せ
る
こ
と
で
、

海
国
と
し
て
必
要
な
こ
と
、
な
す
べ
き
こ
と
を
き
ち
ん
と
備
え
る
よ
う
に
願
う
だ
け
で

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
私
は
こ
の
思
い
が
世
人
の
耳
に
入
り
易
い
よ
う
に
と
願

ỵ
て
、
あ
え
て
卑
賤
の
身
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
困
窮
を
顧
み
ず
に
言
を
今
の
世
に
発

し
て
警
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
自
負
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
狂
言
で
も
な
い

う
ぬ 

ぼ 

つ
ち
あ
く
た 



が
、
す
で
に
首
巻
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
武
備
を
記
し
た
書
物
で
、
こ
の
『
海
國

兵
談
』の
よ
う
に
、自
ら
異
国
の
人
に
面
接
し
、遠
く
異
国
蛮
夷
の
軍
事
情
勢
を
知
り
、

新
た
に
奇
計
や
妙
策
を
尽
く
し
、
海
陸
全
備
の
真
に
意
味
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
は

存
在
し
な
い
。
実
に
開
闢
以
来
、
未
曾
有
の
発
明
で
あ
る
。
た
だ
読
者
諸
兄
は
、
私
が

貧
し
く
賤
し
い
身
で
あ
り
な
が
ら
も
直
言
す
る
こ
と
を
咎
め
る
こ
と
な
く
、「
良
薬
は

口
に
苦
し
」
の
諺
を
思
い
合
わ
せ
て
、
ひ
た
す
ら
熟
読
玩
味
す
れ
ば
、
上
下
大
小
各
々

そ
の
身
分
に
応
じ
、
文
武
の
大
意
を
会
得
し
て
、
貧
し
さ
を
克
服
し
、
財
も
不
足
す
る

こ
と
な
く
、武
力
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。こ
れ
こ
そ
今
日
に
お
い
て
有
益
で
あ
り
、

海
国
に
備
え
る
所
以
の
大
宝
で
あ
ỵ
て
、
徒
に
支
那
の
書
に
基
づ
き
、
空
し
く
軍
事
の

理
論
だ
け
を
論
ず
る
よ
う
な
流
派
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
す
る
。

た
だ
し
、
繰
り
返
す
が
、
読
者
は
熟
読
玩
味
せ
よ
。 

林
子
平
自
跋
(
ữ
あ
と
が
き
)。 

と
が 

に
が 

じ 

ば
つ 

か
い
び
Ỷ
く 


