
万
九
代
の
竹
の
専
費
と
そ
の
施
行
意
義

一

、

は

じ

め

に

ニ

、

竹

寵

地

一
ニ
、
竹
法
の
沿
革

問

、

竹

課

額

五
、
竹
の
専
寛
賞
施
の
目
的

六

、

む

す

び

一、

じ

め

に

は

山
林
、
川
津
の
産
の
金
・
銀
・
珠
玉
・
鏑
・
鍛
・
水
銀
・
朱
砂

碧
旬
子
・
鉛
・
錫
・
馨
・
硝
轍
品
川
竹
林
の
類
の
ど
と
き
は
、
み
な

天
地
自
然
の
科
に
し
て
、
関
を
有
ナ
る
者
が
、

か
な
ら
や
ノ
資
ナ
る

と
こ
ろ
の
も
の
~
な
り
。

一
克
史
食
貨
志
「
歳
課
」

の
篠
に
み
ら
れ
る
こ
の
考
え
方
1

1

自
然

物
を
す
べ
て
間
有
財
産
と
み
な
ナ
し
き
た
り
は
、
古
来
、
中
闘
に
必
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け
る
停
統
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
竹
に
-
課
税
す
る
こ
と
も
至
極
嘗

井

虫宥

隆

興

ノ

然
な
こ
と
で
、
早
く
は
唐
代
、

つ
づ
い
て
宋
・
元
・
明
・
清
と
歴
代

- 29-

そ
れ
を
賓
施
し
た
こ
と
が
、
藤
代
の
正
史
食
貨
志
に
惇
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
元
朝
は
そ
の
課
税
法
に
専
資
制
度
(
竹
引
法
)
を
適
用
し
た

の
で
あ
る
。

一
体
、
中
関
k

b
け

の

歴

史

的

成

立

過

程

は

、

佐

伯

宮

教
授
の
「
宋
初
に
最
け
る
茶
の
専
資
制
度
」
(
一
均
一
誠
一
一
一
諮
制
集
)
の

論
文
に
、
ま
こ
と
に
簡
明
に
記
し
て
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
寓
ナ
と

「
中
世
ま
で
図
家
の
財
政
は
主
と
し
て
地
租
に
依
存
し
て
ゐ
た
が
、

近
世
に
恥
い
て
は
濁
裁
君
主
政
治
の
護
達
か
ら
、

こ
れ
を
支
へ
る
軍



136 

除
と
官
僚
と

の
放
が
莫
大
な
額
に
達
し
た
。
と
こ
ろ
が
従
来
の
雨
税

収
入
を
以
て
し
て
は
到
底
ζ

れ
ら
の
い
五
大
な
軍
隊
や
官
僚

K
封
ナ
る

経
費
を
捻
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
こ
こ
に
茶
盟
等
の
事
頁
制

度
が
確
立
し
た
」
の
で
あ
っ
て
‘
物
ロ
聞
の
生
産

・
版
買
に
闘
す
る

部
ま
た
は
全
部
の
権
利
を
濁
占
し
て
官
管
と
し、

普
通
利
潤
よ
り
進

か
K
一角い
利
盆
を
園
庫
に
収
め
ん
と
ナ
る
の
で
あ
っ
た
。

元
朝
は
康
い
統
治
地
域
の
行
政
費
、

そ
れ
に
莫
大
な
軍
事
費
等
の

た
め
に
、
少
し
で
も
多
く
の
財
政
収
入
を
計
畜
し
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
竹
K
引
法
を
施
行
し
た
の
は
、

た
し
か
元
朝

を
お
い
て
他
に
な
か
っ
た
は
や
ノ
で
あ
る
。
と
ナ
る
と

こ
れ
は
ま
こ

と
に
特
異
な
政
策
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
元

朝
が
他
の
王
朝
と
木
質
的
に
相
違
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
あ
わ
ナ
と
、

こ
れ
ら
雨
者
の
あ
い
だ
に
は
、
何
か
聯
闘
が
あ
り
、
或
は
他
に
何
か

の
目
的
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
つ
き
、
宜
は
注
意
し
て
し

ら
べ
て
み
た
。
そ
し
て
こ
の
疑
問
は
、
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
に
つ
れ

て
盆
々
強
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
ζ

で
ま
歩
、
元
朝
の
竹
法
を
詳

細
に
さ
ぐ
り
つ
つ
、
竹
の
専
賀
施
行
の
理
由
が
那
過
に
あ
っ
た
か
を

考
究
し
、
元
朝
専
賀
法
の
設
置
意
義
の一

斑
を
明
か
に
し
よ
う
と
試

み
た
の
が
ζ

の
小
論
で
あ
る
。

二
、
竹

一女て

佐邑

地

中
闘
に
hs
け
る
古
代
の
竹
の
産
地
に
つ
い
て
は
、
森
山
腿
三
教
授
の

論
文
「
竹
と
中
閤
古
代
文
化
」
(鰍

一
枇
)
に
詳
し
い
。
し
か
し
、
こ
こ

こ
の
論
文
を
徐
ナ
な
く
紹
介
ナ
る
紙
面
が
な
い
の
で
、
必
要

で
は
、

-
な
要
貼
の
み
次
に
書
く
。

元
来、

中
園
は
そ
の
北
と
南
と
が
全
く
掛
照
的
で
あ
る
。

北
は

一

年
の
大
中
十
が
、
黄
塵
が
吹
き
、
雨
量
の
限
定
さ
れ
た
掲
色
の
大
陸
で

あ
る

K
劃
し
て
、
南
は
盟
か
な
雨
と
暖
か
い
気
候
で
級
の
大
陸
を
な

- 30ー

し
て
い
る
。

ζ

の
南
北
二
大
陸
は
、

大
帥眠、

一
線
で
明
確
に
分
割
で

き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

一
一
線
こ
そ
揚
子
江
と
黄
河
の
丁
度
中
聞
の

北
緯
三
十
四
度
線
、

つ
ま
り
浩
河
か
ら
秦
嶺
山
脈
に
至
る

一
一
線
で
あ

る
。
と
ζ

ろ
が
竹
も
、
こ
の
中
園
を
二
分
ナ
る

一
フ
の
指
標
に
な
っ

て
い
る
。

ナ
な
わ
ち
、
北
緯
三
十
四
度
以
北
で
は
、
竹
は
全
く
少
く
、

南

へ
ゆ
く
ほ
ど
豊
か
で
あ
る
と、

ク
レ
ッ
シ
イ
は
説
く
の
で
あ
る。

教
授
は
こ
の
ク
レ
ソ

シ
イ

の
提
言
を
出
護
貼
と
し
て
精
紋
な
考
究
を

展
開
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
の
竹
産
地
に
闘
す
を
見
解
は
、
大
体
ζ

う

で
あ
る
。

大
行
山
服
と
黄
河
に
は
さ
ま
れ
た
所
謂
河
内
地
方
を
中
心

K
、
西
方
の
秦
嶺
山
脈
の
北
麓
か
ら
清
河
に
至
る
地
域
、
洛
陽
か
ら
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α盆
都

泰
山
U
.O

泰
安

0 
3女。

都
。裏一

~~ 古代。竹産土t待

。元i"l::竹園地

上
流
の
洛
河
地
帯
、
そ
し
て
開
封
附
近
、

山
東
で
は
泰
山
の
周
遊
等

が
古
代
の
竹
の
主
産
地
で
、
上
園
K
示
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
ク
レ

ツ
シ
イ
線
よ
り
北
に
入
り
ζ

ん
で
少
し
ゃ
ノ
れ
て
い
る
。
し
か
も
中
園

の
文
化
の
護
群
じ
た
の
は
、
ま
さ
に
と
う
い
っ
た
竹
産
地
帯
K
お
い

て
で
あ
っ
て
南
者
に
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
元
代
の
竹
産
地
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

竹
の
産
ナ
る
と
こ
ろ

一
な
ら
や
ノ
と
い
え
と
も
、
腹
一
裂
の
懐
孟
、

険
西
の
京
兆

・
鳳
朔
に
は
、
み
な
在
官
の
竹
園
あ
り
。
(
師
時
相
、

「
歳
課
」
J

の
僚

」

hs
よ
そ
輝

・
懐
・

樹

・
洛

・
剤

・
嚢

・
盆
都

・
宿
濯
等
の
竹
貨

に
隷
せ
し
む
。
(
嗣
)

- 31ー

は
、
み
な
と
れ
(
衛
州
竹
課
提
翠
司
)

L
4

よ
ぴ衛

輝
路
の
現
管
の
竹
課
は
、
所
該
の
地
面
が
、
慎

・
洛

・
嵩

・

汝

・
唐

・
郵

・
徐

・
郊

・
盆
都

・
泰
安
等
慮
K
よ
っ
て
、
云
々

「
烏
台
築

補

論

街
輝
路
J

f

不
笠
通
管
竹
課
事
欺

」

等
句
嘗
時
の
記
録
か
ら
容
易
に
主
要
竹
産
地
が
わ
か
る
。
竹
園
と
い

う
も
の
は
、
時
代
が
う
つ
っ
て
も
、

さ
ほ
と
第
遷
ナ
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
て
い
た
が
、
果
し
て
古
代
の
そ
れ
と
殆
ん
と
一
致
し
て
い

る
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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一
致
す
る
と
い
え
ば
、
元
代
で
も
古
代
問
機
、
河
内
地
方
に
あ
た

る
懐
孟
路
が
第
一
の
竹
産
地
で
あ
っ
た
。
】'"
ノレ

コ

ポ
の l
篠ロ
で は

(2) 
例
の

放
行
記
の
「
大
河
カ
ラ
モ
レ
ン

(
H賞
河
)
と
河
中
府
」

こ
の
河
の
流
域
に
、
大
き
な
竹
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
て
、

の
中
に
は
周
囲

一
フ
ィ
ー
ト

(
1
一一一

0
・
四
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
あ

る
い
は

一
フ
ィ
ー

ト
宇
も
あ
る
も
の
が
あ
る
。

と
述
べ
て
い

る
が

ζ

こ
に
い
う

「流
域
」
こ
そ
、
ま
さ
に
懐
孟
路

に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

ひ
ら
ち

懐
・
洛
・
開
西
等
慮
k
t
u
つ
て
は
、
卒
川
に
竹
園
約
五
百
除
頃

あ
る
を
見
る
。
す
な
わ
ち
園
家
の
恒
産
に
か
か
る
。

(一
苛
間
拡
叶

竹
謀
、
「
阪
市
北
竹
課
依
J

洛
江
南
亦
通
行
」
の
僚」

と
閥
西
方
面
も
含
め
ずて
で
は
あ
る
が
、

こ
の
地
方
一
判
明
の
官
竹
園
は

五
百
除
頃
に
か
よ
ん
だ
と
い
う
。
元
朝
の
竹
法
が
、

こ
の
地
方
を
中

心
に
し
て
や
同
然
展
開
し
た

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

三
、

竹

法

の

泊

革

結
論
的
に
書
く
と
、
元
代
の
竹
法
の
泊
革
は
賢
に
複
雑
で
あ
っ
た
。

と
く
に
初
期
に
訟
い
て
は
、
官
竹
園
|

|
元
朝
が
司
竹
監
を
置
い
て

管
理
し
(
主
と
し
マ
も
と
の
園
主
を
使
用
し
て
)
種
竹

・
育
生
に
あ

た
る
1

ー
と
、
民
竹
園
|
|
民
間
の
国
主
が
種
竹

・
育
生
に
あ
た
る

ー
ー
と
が
あ
り
、
両
国
と
も
迎
行
(
竹
)
(
呂
が
巌
重
に
監
視
ナ
る
方

式
で
あ
っ
た
し、

ま
た
販
買
も
官
頁

・
民
買
が
繰
り
か
え
さ
れ
た

の

そ

で
あ
る。

以
下
順
序
を
追
っ
て
考
察
す
る
。

モ
γ
ゴ
ル
帝
園
時
代

太
宗
オ
ゴ
タ
イ
の
時
代
に
か
い
て
は

衛
輝
路
輝
州
の
閤
竹
は
、

み
な
百
姓
に
か
か
り
、
自
来
栽
植
し

て
、
物
業
を
置
買
ナ
。
軍
姑
の
差
揺
に
は
、

せ
し
む
。
(
品
酬
…
…
鶴
町
、
の
側
民
三
十
五
事
)

ζ

れ
K
仰
せ
て
出
備

- 32ー

と
か
、懐

孟
お
よ
び
そ
の
除
の
路
分
の
竹
貨
は
、
百
姓
の
栽
植
の
恒
・
産

に
か
か
る
。

民
戸
の
差
裂
に
膳

こ
れ
に
よ

っ
て
軍
坊
に
第
充
し、

。
ヘ
天
典
章
二
十
二
、
戸
部
八
竹
課
J

首
せ
し
む
(
「
竹
貨
依
例
牧
税
」

の
依

)

と
あ
る
と
と
く
、
民
の
恒
産
と
し
て
軍
姑
の
差
揺
の
費
用
に
あ
て
し

め
た
。
だ
か
ら
太
宗
時
代
の
課
税
品
物
を
し
ら
べ
て
み
て
も
、
竹
を

そ
の
中
に
見
出
せ
な

h
ザ
し
か
し
、
そ
の
後
、
華
北
一
帯
の
支
配
権

が
確
立
し
て
く
る
と
、
竹
K
も
課
税
し
た
よ
う
で
あ
る
。
憲
宗
マ
ン

グ
の
三
年
、
河
南
府
総
管
に
任
ぜ
ら
れ
た
陳
祐
が
竹
税
等
の
兎
ぜ
ら

れ
ん
ζ

と
を
秦
し
て
許
さ
れ
た
事
賓
が
、
と
れ
を
誼
し
て
い
る
。

ζ



う
し
て
ま
た
、
憲
宗
三
年
以
後
、
河
南
の
竹
税
は

一
時
麗
止
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

元
朝
園
初
以
後

と
こ
ろ
が
世
租
フ
ピ
ラ
イ
が
即
位
し
た
頃
、
河
南
の
潜
長
に
な
っ

た
愚
徳
用
が

「
爾
郡
(
懐
・
輝
)
の
竹
が
、
そ
の
課
利
を
妨
げ
る
」

(
牧
庵
集
二
十
四
、

J

ー
を
理
由
と
し
T

「
始
め
て
請
う
て
、
南
郡
の

f

少
中
大
夫
孫
公
紳
遁
碑
」

竹
園
を
籍
し
、
官
有
と
な
」
(
調
一
冗
配
色
し
た
。
そ
し
て
、
制
園
用

使
司
を
し
て
き
び
し
く
取
締
ら
せ
た
。
元
史
食
貨
志
「
歳
課
」
の
燦

の

竹
の
産
す
る
と
こ
ろ
一
な
ら
や

J

と
い
え
ど
も
、
腹
一
泉
の
懐
孟
、

険
西
の
京
兆

・
鳳
朔
、

み
な
在
官
の
竹
園
あ
り
。
園
初
み
な
司
竹

監
を
立
て
て
ζ

れ
を
掌
ら
し
め
、
毎
歳
税
課
所
の
官
に
令
し
て
、

時
を
も
っ
て
採
祈
せ
し
ゅ
、

そ
の
債
を
定
め
て
三
等
と
な
し
、
民

間
K
易
し
む
。

と
あ
る
の
は
、

こ
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
元
代
の
竹
法
は
、

よ
う
や
く
組
織
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
、
中
統
二
年
K
、
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輝
の
民
殖
の
園
竹
は
、
仰
せ
て
賦
税
を
供
せ
し
む
。
監
司
こ
れ

を
掩
せ
と
官
に
入
る
は
少
く
、
犯
あ
る
民
は
す
な
わ
ち
産
を
破
る
。

養
田
氏
の
道
に
抵
れ
る
。
(
路
一
…
限
時
一
一
砕
い
仙
紙
一
附
糊
糊
)

と
、
塔
必
迷
失
の
利
害
を
力
陳
し
た
上
奏
で
、
輝
州
の
竹
園
の
み
が

民
産
に
な
る
と
と
が
許
さ
れ
た
。

蓋
し
衛
輝
の
路
分
は
微
小
な
れ
と
、
四
衝
の
騨
程
に
嘗
り
、
民

訟

・
科
差

・
諸
軍

・
奥
魯
・
一
切
の
課
程
等
の
こ
と
が
、
こ
れ
を

他
郡
K
比
ぶ
れ
ば
、
百
倍
に
し

ーて
そ
れ
劇
し
。
(
鵬
一
抱
一
一
Mj-吋
怖

課
事
um」
J

の
保

」

凶
J
W

よ
り
わ
か
る
と
と
く
、
衛
輝
路
は
、
元
来
、
特
殊
な
地
域
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
竹
を
民
の
恒
産
と
し
て
差
揺
の
出
費
に
あ
て
し
め
る

- 33ー

も
と
の
方
式
に
か
え
し
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
嘗
時
、
賓

弟
の
阿
皇
不
寄
と
主
権
を
争
っ
て
い
た
世
組
が
、
中
閣
の
統
治
に
非

常
に
慎
重
を
き
し
、
中
園
人
と
は
高
事
受
協
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

ζ

の
衛
輝
路
の
民
竹
園
は
、
総
面
積
四
十
徐
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
、

五
百
徐
頃
K
L
Z
よ
ぷ
官
竹
園
の
比
で
は
な
い
に
し
マ
も、

至
元
二
十
一
年
ま
で
つ
づ
く
官
民
雨
竹
園
の
並
存
は
、

こ
う
し
て
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
デ
官
竹
園
で
あ
る
。

ζ

こ
の
竹
を
三
等
に
定
債
し
て
民
に
買
わ

し
め
て
い
た
こ
と
は
、

さ
き
に
資
料
を
掲
げ
て
か
い
た
。
と
こ
ろ
が
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至
元
四
年
に
な
っ
て
、
最
初
の
し
か
も
劃
期
的
な
改
革
が
行
わ
れ
た
。

始
め
て
制
闘
用
使
司
に
命
じ
て
、
懐
孟
等
路
の
司
竹
監
に
竹
引

一
寓
道
を
印
造
せ
し
め
、
毎
道
工
墨
一
銭
を
と
り
、
必
よ
そ
護
買

に
は
み
な
引
を
給
ナ
。
(杭
占
批
制
一
一
一
一
一
一
)

の
竹
引
法
の
制
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
元
史
類
編
に
よ
る
と
、
険
西
地

方
の
京
兆
・
鳳
朔
等
に
も
泊
用
さ
れ
、
官
竹
園
の
ナ
べ
て
に
蛍
然
の

理
と
し
て
引
法
が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
ナ
で
に
権
盟
法
の

一
つ
と
し
て
盟
引
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
。

竹
引
法
が
ζ

れ
に
模
せ

ら
れ
た
こ
と
は
十
分
推
測
で
き
る
が
、
そ
れ
に
開
ナ
る
詳
細
な
貼
に

な
る
と
、
質
は
判
明
し
な
い
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
必

こ
っ
た
辛
玉

の
告
訴
事
件
か
ら
、
竹
引
法
の
一
斑
が
わ
か
る
の
で
少
し
詳
し
く
書

い
て
み
る
が
、

そ
の
前
川
に
、
や
は
り

J

半
玉
事
件
に
開
係
ナ
る
民
竹
園

に
つ
い
て
、
述
べ
て
必
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

民
竹
園
に
は
衛
帥
路
に
あ
る
四
十
徐
頃
の
ほ
か
に
、
民
宅
の
周
囲

に
あ
る
僅
か
な
竹
園
が
所
属
し
、

ζ

の
課
税
方
法
は
現
品
徴
収
の
所

調
抽
分
法
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
最
初
六
割
と
い
う
非
常
な

高
率
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
み
に
、
細
貨
(
珊
瑚
・
璃
瑞
の

ど
と
く
比
較
的
小
さ
く
て
高
債
な
も
の
)
は
一
割
、
躍
貨
(
榔
子

・

硫
黄
の
ど
と
く
比
較
的
大
き
く
て
廉
債
・な
も
の
)
は
六
分
強
と
い
う

首
時
の
職
入
口
聞
の
抽
分
率
に
比
較
し
て
み
れ
ば

訟
の
ナ
と
わ
か
る

は
や
ノ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
至
一克
三
年
十
二
月
に

輝
州
の
竹
税
を
減
じ
て
、

り
し
を
、
こ
ζ

に
至
り
て
、

こ
れ
よ
り
さ
き
に
官
が
十
分
の
六
取

そ
の
こ
を
減
、
ヂ
。
(
元
史
六
、
J

f

世
置
木
紀
」

と
、
そ
の
抽
分
率
は
四
割
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
菱
毅
の
建
言
に
よ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
賓
際
は
、

そ
の
質
は
中
牟
に
し
て
、

さ
き
に
園
戸
が
難
を
訴
え
、
上
司
の

定
奪
を
蒙
る
と
い
え
ど
も
、
今
二
年
た
つ
も
、
未
だ
明
降
を
え
ら

。
ヘ
烏
盛
筆
補
、
「
諭

J

れ
す
戸
官
頁
輝
竹
事
扶
」
」

と
、
五
割
の
徴
収
が
普
通
の
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
残
り
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の
竹
も官

ま
た
拘
取
し
、
債
直
を
量
給
ナ
れ
と
、
首
時
の
百
姓
す
で
に

こ
れ
に
堪
え
ナ
。
(
蹴
鞠
宮
市
町
出

r
h
A一
町
)

と
、
後
で
も
述
べ
る
が
、
強
制
的
に
買
い
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

さ
て
、
辛
玉
の
告
訴
事
件
で
あ
る
。
至
元
九
年
の
或
る
目
、
京
兆
府

の
一
商
人
辛
玉
が
衛
輝
路
で
紫
竹
l

|
幹
に
紫
黒
の
斑
貼
の
あ
る
竹

|

|
t
の
扇
粁
五
千
六
百
僚
を
販
賀
し
た
。
こ
れ
を
監
視
に
あ
た
っ
て

い
た
竹
局
官
が
「
私
竹
」
だ
と
捕
え
、
紫
竹
は
も
ち
ろ
ん
紗
七
千
五

爾
と
輔
二
頭
を
罰
金
と
し
て
授
収
し
た
。
と
い
う
の
が
事
件
の
あ
ら



ま
し
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、
常
K
見
ら
れ
る
小
事
件
と

し
て
移
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
辛
玉
が
こ
の
慮
置
に
は
納
得
で
き

も
っ
と
も
、

な
い
と
、
御
史
蓋
に
訴
え
で
る
に
お
よ
ん
で
、

こ
の
事
件
は
大
き
な

波
紋
を
お
ζ

し
た
。
た
だ
ち
に
御
史
蓋
か
ら
中
書
省
に
塁
文
が
途
ら

れ
、
中
書
省
は
擬
定
し
て
謹
呈
す
る
よ
う
戸
部
に
判
決
原
案
を
下

し
た
。
そ
う
こ
う
し
て

い
る
う
ち
に
、

一
方
、
衛
輝
路
か
ら
も
こ
の

事
件
K
つ
い
て
中
書
省
K
上
申
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
竹
法

の
不
備
か
ら
く
る
こ
か
い
っ
た
紛
争
は
、
今
ま
で
屡
E
あ
っ
た
た
め

に
、
元
朝
と
し
て
も
こ
れ
を
機
合
同
K
慮
罰
の
た
め
の
明
確
な
法
的
根

擦
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
フ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
次
の
よ
う
に

議
定
し
た
。

t
x
ち

も
し
ζ

れ
客
抜
が
、
紫
竹
の
扇
粁
を
搬
到
す
れ
ば
、
師
便
に
衛

輝
路
線
管
府
に
赴
か
し
砂
、

元
該
の
工
本
・
脚
力
・
盤
纏
を
拘
葬

し、

官
が
収
買
を
な
し
て
引
を
給
し
、
本
慮
の
爆
梓
と
と
も

K
相

ひ
え
て
か

乗
し
て
護
賀
せ
よ
。
も
し
行
か
や
ノ
し
て
私
下
に
販
頁
ナ
る
人
あ
ら
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ば
、
捉
牟
し
て
官
に
到
り
、
私
竹
の
例
に
よ
り
て
断
波
ぜ
よ
。

「一克典
章
二
十
二
、
戸
部
八
竹
謀
、
J

f

「紫
竹
扇
粁
牧
買
絵
引
」
の
脇
陣
」

事
件
の
内
容
と
こ
の
議
定
文
を
併
せ
吟
味
し
て
次
の
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

そ
の

一
は
、
辛
玉
が
違
反
に
と
わ
れ
た
の
は
、
販
買
匡
域
を
犯
し

た
の
で
は
な
く
、
紫
竹
を
買
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
-確
か
で
あ
る
。

も
し
か
り
に
と
の
紫
竹
が
竹
引
法
に
よ
っ
て
買
い
受
け
た
も
の
で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
首
然
、
辛
玉
は

一
定
の
地
域
内
で
販
買
で
き
た
は

デ
で
、

と
と
で
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
だ
か
ら
辛
玉
の
紫
竹
は
民
竹

の
部
類
に
属
ナ
る
も
の
で
る
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
と
。
そ
の
こ
は、

辛
玉
と
竹
局
官
が
封
立
し
紛
争
を
起
し
た
の
は
、
南
者
の
見
解
に
相

違
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
ρ

辛
玉
は
販
買
し
て
も
違
反

K
な
ら
な
い
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と
考
え
た
の
に
反
し
て
、

一
方
竹
局
官
は
、
販
買
で
き
る
の
は
許
可

し
て
あ
っ
た
竹
引
法
に
よ
る
竹
だ
け
だ
と
解
翻
押
し
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
結
果
を
導
い
た
の
は
、
結
局
、
明
確
な
民
竹
版
買
の
可
否

に
開
ナ
る
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
と
と
。
そ
の
三
は
、

異
質
、
民
竹
の
販
買
に
閥
ナ
る
規
定
が
な
い
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
そ

れ
は
蛍
時
、
抽
分
し
、
強
制
買
い
あ
げ
を
う
け
た
民
竹
が
、
あ
と
に

殆
ん
と
残
ら
・
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
必
要
が
・
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
と
と
。

ζ

う
考
え
る
と
「
官
ま
た
拘
取
し
、
債
直
を
量
給
ナ
れ
と
、

嘗
時
の
百
姓
は
ナ
で
に
こ
れ
に
堪
え
や
ノ」
の
記
事
の
内
容
も
わ
か
っ

て
く
る
。
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こ
こ
で
竹
法
を

一
躍
ま
と
め
て
み
る
と

一、

官
竹
は
ナ
べ
て
竹
引
法
が
適
用
さ
れ
、
盟
引
法
と
同
じ
く
、

商
人
が
引
を
賢
い
う
け
、
竹
産
地
で
引
と
交
換
に
受
け
た
竹
を

規
定
地
域
で
版
賀
し
た
。

二、

民
竹
に
は
ま
や
ノ
抽
分
を
謀
し、

そ
の
あ
と
残
り
の
竹
を
強
制

的
に
買
い
あ
げ
た
。

だ
か
ら
殆
ん
ど
百
姓
ら
に
は
竹
は
残
ら
な
か
っ
た
は
や
ノで
あ
る
。
と

こ
ろ
が
や
は
り
民
竹
を
販
買
す
る
商
人
が
あ
っ
た
の
で
、
今
度
の
辛

玉
事
件
を
機
と
し
て
、

三、

も
し
抽
分

・
買
い
あ
げ
の
あ
と
に
民
竹
が
残
っ
た
と
き
は
、

そ
の
竹
の
自
由
販
買
を
許
さ
や
ノ
、
ナ
ベ

て
衛
輝
路
総
管
府
に
納

め
さ
せ
た
。
そ
の
場
合
そ
の
竹
に
つ
い
や
し
た

一
切
の
経
費
を

支
給
し
た。

つ
ま
り
、
商
人
が
販
買
で
き
る
の
は
、
竹
引
法
に
よ
る
竹
だ
け
だ

っ
た
と
と
が
明
確
化
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

な
か
、
元
史
巻
百
四
、
刑
法
志
五
十
二
、
刑
法
三
の
「
私
竹
」

僚
は
、

こ
の
考
察
の
助
け
と
な
る
の
で
追
記
し
て
か
く
。

ナ
ベ
て
衛
輝
等
慮
で
、
私
竹
を
販
賀
す
る
者
は
、
竹
か
よ
ぴ
債

銭
を
ナ
ベ
て
官
に
波
ナ
。
首
告
し
て
質
を
得
た
る
者
に
は
、
波
官

の
物
よ
り
約
量
し
て
賞
を
給
ナ
。
界
を
犯
し
て
私
買
す
る
者
は
、

私
竹
罪
よ
り

一
等
を
減
歩
。
も
し
民
間
の
住
宅
の
内
外
な
ら
び
に

闘
般
の
竹
の
畝
を
な
さ
ざ
る
も
の
で
、
本
主
が
自
用
ナ
る
ほ
か
を

貨
頁
ナ
る
者
は
、
例
に
よ
っ
て
抽
分
ナ
ベ
し
。
有
司
が
禁
治
し
て
、

巌
な
ら
ざ
る
者
は
こ
れ
を
罪
し
、
な
ほ
解
由
内
に
開
寓
ナ
ベ
し
。

な
お
ま
た
、
辛
玉
の
事
件
は
、
辛
玉
か
ら
紗
と
騒
を
波
収
す
る
が

と
く
に
紫
竹
の
扇
粁
は
、
新
定
の
規
則
に
よ
り
拘
算
し
て
買
い
あ
げ

る
ζ

と
で
落
着
し
た
。

至
元
十
三
年
以
後
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至
元
十
三
年
三
月
と
い
え
ば
、
河
南
の
嚢
陽
を
奪
取
し
て
南
下
し

た
元
軍
が
破
竹
の
勢
で
南
宋
の
都
臨
安
を
陥
し
た
時
で
あ
る
。
江
南

の
庚
大
な
地
域
を
お
さ
め
た
元
朝
は
、

そ
れ
に
腰
や
ノる
艦
制
を
整
え

る
必
要
が
生
じ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
し
て
滋
河
以
南
の
幾

多
の
豊
富
な
竹
園
を
獲
得
し
た
竹
法
に
つ
い

て
は
、
更
に

い
う
ま
で

も
な
い
。

の

至
元
十
三
年
十
二
月
に
、
期
間
東
西

・
江
東
西

・
池
東
西

・
湖
南
北

等

一
幣
の
府
、
州
、
軍
、
腕
の
ナ
べ
て
の
官
史

・
軍
民
に
詔
諒
し
た

聖
旨
は
、

こ
の
意
味
に
か
い
て
、
新
附
の
地
域
を
統
治
す
る
基
本
的

な
最
初
の
行
政
方
針
を
示
ナ
重
大
な
意
義
を
も
っ
て
い

た
。
今
本
論



に
直
接
関
係
す
る
部
分
を
抜
き
が
き
す
る
と
、

田
租
・
商
税
・
茶

・
堕

・
酷

・
金
・
銀

・
鍛
治
・
竹
貨
・
湖
泊

の
課
程
一
は
、
買
に
従
っ
て
こ
れ
を
き
ノ。

(
町
政

r)

と
あ
る
。
ζ

の
と
と
は
元
典
章
K
も
記
載
し
て
、

一
、
金
銀

・
鍛
治

・
竹
貨

・
湖
泊
の
大
小
の
課
程
は
、
雨
准
の

湖
泊
の
課
程
の
権
且
の
僑
克
を
除
く
の
外
、

そ
の
徐
の
課
程
は
、

仰
せ
て
提
黙
官
に
己
委
し
、
聖
旨
の
事
意
を
欽
奉
し
て
、

心
を
用

い
て
依
耕
せ
し
む
。
な
hz
月
ど
と
に
具
耕
し
た
数
日
を
省
に
申
せ

ヒ
。
ヘ
一
冗
典
章
二
十
二
、
戸
部
八
課
J

J

f

程
、
「
江
南
諸
色
課
程
」
の
保
」

と
、
よ
り
詳
細
に
俸
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ζ

こ
に
、
華
北
の
官

竹
固
に
沿
け
る
竹
引
法
と
民
竹
園
の
抽
分
法
、

そ
し
て
ζ

の
提
貼
官

を
汲
遺
し
て
、
宜
に
従
っ
て
諜
を
耕
ナ
る
以
上
三
つ
の
方
法
が
同
時

に
施
行
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

至
元
二
十
一
年
以
後

至
元
二
十

一
年
十
一
月
に
、
虚
世
築
が
中
室
田
右
丞
と
な
っ
て
、
中

央
政
界
の
質
権
を
握
っ
た
。
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
慮
世
築
と
は
、

例
の
阿
合
馬
・
桑
寄
と
と
も
に
元
史
姦
臣
俸
に
名
を
連
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
元
朝
初
期
の
財
政
家
と
し
て
そ
の
手
腕
は
高
く
評
債
ナ
ベ
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き
人
物
で
あ
る
。
彼
は
直
ち
に
、

ま
た
懐
孟
の
竹
園
、
江
湖
の
魚
課
か
よ
ぴ
嚢
准
の
屯
田
の
と
と

を
奏
ナ
。
(
一
冗
史
二

O
五、

姦
臣
J

/
停
、
「
康
世
祭
」

の位陣
」

と
、
財
政
た
て
直
し
の
一
端
と
し
て
、

竹
法
の
改
革
を
も
企
圃
し
た

の
で
あ
る
。

丁
度
そ
の
頃
、
元
朝
の
祉
舎
が
悪
性
イ
ン
フ
レ
の
た
め
危
機
に
ひ

ん
し
て

い
た
紋
態
に
つ
い
て
は
、

ふ
れ
な
い

で
か
く
が
、
竹
園
の
あ

り
さ
ま
を
み
て
み
る
と
、

圏
中
の
一
一
竿
を
取
る
と
い
え
ど
も
、

坐
せ
し
む
。

(
新
元
史
一
七
)

f

三
、
孫
額
摘
さ

は
、
ま
だ
わ
か
る
と
し
マ
も

ま
た
自
盗
の
罰
を
も
っ
て

-37 -

一
筋
一

竹
を
犯
せ
ば
、
お
お
む
ね
私
論
を
以

て
家
を
破
る
に
至
る
。
(
元
文
額
六
十
八
、
卒
章
〕

f

政
事
致
任
備
公
紳
道
湖
」

{懐

・
衛
の
居
民
、

や

園
傍
の
田
民
、
稿
耕
し
て
侵
犯
し
而
し
て
出
て
も
、
た

r
罪
と

な
る
。
民
は
な
は
だ
ζ

れ
K
害
わ
る
。

へ
牧
庵
集
二
十
四
、
少
J

f

中
大
夫
孫
公
神
道
碍
」

K
見
ら
れ
る
と
と
く
、
取
締
は
賓
に
巌
重
を
き
わ
め
た
。
し
か
も
、

官
、
国
を
喝
し
て
伐
取
せ
し
む
れ
ば
、
竹
は
日
々
盆
々
耗
え
と
、

課
入
は
除
か
れ
や
J

。
(
同
前
)

の
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
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監
な
ら
び
に
巡
行
官
を
立
て
て
よ
り
以
来
、
煩
援
に
勝
え
や
ノ。

民
竹
は
十
に
八
・
九
は
肢
し
、
官
竹
は
十
K
六
・
七
が
損
わ
る
。

「紫
山
全
集
二
十
三
、
雑
著
J

f

「民
間
疾
苦
欣
」

の
依

」

の
欣
一
態
に
た
ち
い
た
る
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
。

ま
さ
に
竹
監
か
よ
ぴ
巡
行
官
を
罷
め
、
民
聞
に
許
し
て
竹
を
種

え
し
め
て
、
債
に
よ
り
て
税
を
収
め
し
め
、
官
竹
は
一
員
に
委
付

し
て
掌
管
し
謹
直
せ
し
む

べ
し
。
(
同
前
)

と
の
輿
論
も
蛍
然
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

至
元
二
十
一
年
十
二
月
、

さ
き
の
慮
世
築
の
奏
を
許
し
て
、
竹
法

の
大
改
革
を
命
じ
た
次
の
聖
旨
は
、

こ
の
よ
う
な
と
き
に
降
っ
た
の

で
あ
る
。慎

孟
L
S

よ
び
そ

の
徐
の
路
分
の
竹
貨
は
、
:
:
:
在
前
、
有
司
が

拘
禁
し
謹
賀
す
れ
ば
、

た
だ
生
理
を
妨
奪
し
、
民
を
重
困
せ
し
め

る
の
み
な
ら
や
ノ

ま
た
、
南
北
の
竹
貨
の
通
行
を
不
能
に
い
た
し

深
く
使
な
ら
や
ノ
と
な
る
。

仰
せ
て
、
各
慮
の
竹
監
を
も
っ
て
、

と
ど
と
く
革
罷
を
行
い
、

民
使

K
従
っ
て
貨
買
す
る
を
聴
し
、
た

へ
元
典
章
二
十
二
、
戸

f

部
八
竹
謀
、
「竹
貨
依

だ
例
に
よ
り
て
収
税
せ
よ
。
こ
れ
を
欽
め
。

例
牧
税
」
J

の
依
」

こ
う
し
て
、
元
史
食
貨
志
を
始
め
と
ナ
る
諸
文
献
が
同
じ
く
記
載

ナ
る

司
竹
監
を
罷
め
て
、
民
の
自
買
を
聴
し
税
を
職
せ
し
む。

の
大
改
革
が
官
民
の
竹
園
を
と
わ
や
J

、
華
北
・
江
南
の
ナ
べ

て
の
竹

園
に
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

至
元
二
十
三
年
以
後

と
こ
ろ
が
こ
の
「
民
買
総
税
」
の
大
改
革
は
、
思
の
ぬ
と
こ
ろ
か

ら
破
綻
を
き
た
し
た
。
民
買
に
ま
か
さ
れ
た
官
有
国
の
管
理
が
不
十

分
で
あ
っ
た
と
き
に

わ
る
い
ζ

と
に
虚
世
祭
が
失
脚
し
て
、
政
界

は
混
飢
を
き
わ
め

こ
れ
が
こ
の
傾
向
を
促
進
さ
せ
た
。

一
年
有
徐
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で
か
つ
て
の
整
備
さ
れ
た
官
有
国
は
、
著
し
く
荒
慶
し
た
の
で
あ
る
。

さ
き
の
抄
紙
坊
大
使
で
あ
っ
た
郭
唆
の
塁
文
に
よ
る
と

そ
れひ

ら

放
う
る
に
勝
ざ
る
ほ
か
、
懐

・
洛

・
開
西
等
昆
に
あ
っ
て
は
、
卒

ち川
に
竹
園
約
五
百
除
頃
あ
る
を
見
る
。
す
な
わ
ち
園
家
の
恒
産
に

裏
陽

・
郵
州
等
監
の
山
中
に
長
す
る
と
こ
ろ
の
竹
竿
は
、

ζ 

係
れ
ど
、
久
し
く
荒
慶
す
れ
ば
、
竹
法
に
通
暁
す
る
人
員
を
選
ん

で、

醤
に
よ
り
て
管
領
し
て
課
を
耕
じ
、
専
一
に
優
護
の
た
め
巡

禁
さ
せ
ば
、
深
く
便
盆
と
な
る
べ
き
に
あ
ら
や
ノ
や
。

(一冗典
章
二
十

/
二
、
戸
部
八

竹
課
、
「
腹
裏
竹
課
依
J

奮
江
南
亦
遡
行
」
の
保
」

と
、
い
う
の
で
あ
る
。
民
が
願
っ
て
許
さ
れ
た
「
民
貰
職
税
」

の
制



度
を
民
自
身
が
破
滅
に
み
ち
び
い
た
わ
け
で
あ
る
。

至
元
二
十
三
年
九
月
、
中
書
省
に
よ
っ
て
、

ζ
ζ

に
再
度
の
大
改

革
が
断
行
さ
れ
た
。
元
史
巻
七
四
、
食
貨
志
h
g
よ
び
元
典
章
巻
二
十

二
、
戸
部
八
竹
謀
、
「
腹
裏
竹
課
依
蓄
江
南
亦
通
行
」
の
僚
を
参
照
し

つ
つ
議
定
の
要
貼
を
箇
係
書
に
し
て
み
る
。

一
、
再
び
衛
州
に
竹
課
提
翠
司
を
設
立
し
て
、
官
員
三
名
を
hc
き、

管
下
の
輝

・
懐

・
嵩

・
洛
と
、
京
(
剤
?
)
・
襲

・
盆
都
・
宿
遷
の

四
虚
に
使
副
(
副

使

?
〕
を
設
置
す
る
。

一
、
官
竹
聞
に
は
看
守
人
を
hz
き
、
規
定
と
か
り
竹
を
優
護
し
、
』
母

年
定
め
ら
れ
た
時
月
に
採
祈
し
、
引
を
給
し
て
護
賀
し
て
課
を
耕

ヂ
る
。

一、

百
姓
の
圏
座
は
、
頃
畝
を
し
ら
べ
餅
酌
し
て
課
程
を
包
認
せ
し

め
、
採
研
護
買
は
本
人
に
行
わ
す
。

一
、
江
南
の
竹
は
、
許
し
て
腹
裏
に
通
行
せ
し
ゅ
、

そ
の
場
合
貰
却

し
た
と
こ
ろ
で
納
税
さ
ナ
。

一
、
映
西
竹
課
提
翠
司
は
、
官
を
汲
遣
し
て
輝

・
懐
に
h
F

い
て
引
を

給
し
て
課
を
耕
歩
る
。
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ふ
た
た
び
北
支
那
全
土
の
竹
固
に
わ
た
っ
て
竹
引
法
が
施
行
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
か
つ

て
存
し
た
衛
輝
路
の
四
十
徐
頃
の
民
竹
園
が
、

接
収
さ
れ
て
官
竹
園
と
な
っ
た
と
と
は
書
く
ま
で
も
な
い
。

至
元
二
十
九
年
以
後

慮
世
祭
に
つ
づ
い
て
元
朝
財
政
を
牛
耳
っ
た
桑
一
苛
が
諒
さ
れ
て
、

世間
代
第

一
の
清
廉
潔
白
で
有
名
な
完
津
が
丞
相
と
な
る
と
、

〔
至
元
〕
二
十
九
年
、
丞
相
完
津
言
う
「
懐
孟
の
竹
諜
は
、
頻
年

研
伐
さ
れ
て
ナ
で
に
損
じ
、
課
の
い
や
ノ
る
と
こ
ろ
な
し
。
民
に
科

す
る
に
織
を
も
っ
て
し、

宜
し
く
そ
の
課
を
罷
ゆ
、
数
年
を
長
養

ナ
ペ
し
」
と
。
世
租
ζ

れ
に
従
う
。

と
、
元
史
食
貨
志
は
報
じ
て
い
る
。
ふ
た
た
び
竹
引
法
が
底
止
さ
れ

-39 -

た
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
後
、
竹
引
法
が
三
度
施
行
さ
れ
た
と
と

を
停
え
る
記
載
は
見
出
せ
な
い
。

四
、
竹

課

額

至
元
二
十
九
年
十
月
、
完
津
が
上
言
し
た

一
節
に
、

一
歳
の
天
下
の
入
る
と
と
ろ
、

お
よ
そ
二
百
九
十
七
蔦
八
千
三

百
五
錠
に
し
て
、
今
歳
す
で
に
耕
ぜ
し
も
の
は
、
わ
や
ノ
か
に
一
百

八
十
九
蔦
三
千
九
百
九
十
三
錠
な
り
。
そ
の
中
い
ま
だ
京
師
に
至

ら
歩
道
に
あ
る
も
の
あ
り
、
軍
放
紛
よ
ぴ
織
造

・
物
料

・
館
俸

・

俸
除
に
就
給
せ
し
も
の
あ
り
c

春
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、

hs
よ
そ
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三
百
六
十
三
高
八
千
五
百
四
十
三
錠
を
出
し
、
出
数
ナ
で
に
入
数

を
遜
る
と
と
六
十
六
蔦
二
百
三
十
八
錠
な
り
。
(
元
史
十
七
、
J

f

世
相
本
紀
」

と
、
い
う
の
が
あ
る
。
最
も
具
践
的
な
数
値
に
よ
っ
て
、
首
時
の
元
朝

の
苦
し
い
赤
字
財
政
を
如
賓
に
俸
え
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

念
の
た
め
に
書
き
添
え
て
か
く
と
、
例
の
至
元
二
十
三
年
の
悪
性

イ
ン
フ
レ
最
高
潮
に

b
け
る
中
統
紗
護
行
高
は
二
百
一
十
八
高
一
千

幽

六
百
錠
で
あ
る
。
ま
た
、
翌
二
十
四
年
に
至
元
紗
を
護
行
し
て
通
貨

切
下
げ
を
断
行
し
た
の
ち
、
至
元
二
十
九
年
に
護
行
し
た
至
元
紗
は

五
十
高
錠
で
あ
っ
た
。
こ
れ
等
を
比
較
す
れ
ば
、
至
元
二
十
九
年
の

歳
入
と
支
出
b
よ
び
支
出
超
過
の
放
が
如
何
に
莫
大
で
あ
っ
た
か
は

わ
か
る
は
ナ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
至
元
二
十
九
年
の
竹
課
の
歳
蝉
額
で
あ
る
が
、
懐
孟

ω
 

地
方
だ
け
で
千
九
十
三
錠
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
で
に
考
察
し
た
と

と
く
、
竹
の
産
地
は
懐
孟
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
竹
の
全
歳

耕
額
は
千
九
十
三
錠
を
上
廻
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
至
元
二
十
三

年
九
月
に
、
江
西
行
省
が
中
書
省
か
ら
う
け
た
呑
文
の
中
に
は
、
竹

闘

の
週
歳
の
元
蝉
課
銀
一
千
二
百
徐
錠
と
あ
る
。
年
次
的
に
は
少
し
デ

れ
る
が
、
前
記
の
慎
孟
の
竹
課
と
比
べ
る
と
大
差
の
な
い
こ
と
が
わ

か
り
、
上
廻
る
数
値
は
さ
ほ
ど
の
数
で
な
か
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き

る
。
そ
う
す
れ
ば
、
至
元
二
十
九
年
度
の
天
下
の
歳
入
に
封
ナ
る
懐

孟
の
竹
課
の
比
率
を
そ
の
ま
ま
か
り
に
竹
の
全
歳
耕
額
と
の
比
率
で

あ
る
と
い
う
見
方
も
さ
し
て
誤
算
と
な
ら
歩
、

一
一
憾
の
め
や
ナ
と
し

て
許
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
計
算
す
れ
ば

O
、

O
三
七

%
弱
が
そ
れ
で
あ
る
。

至
元
二
十
六
年
度
の
盟
課
二
百
高
錠
を

な
か
、
比
較
の
た
め
に

至
元
二
十
九
年
の
総
裁
蝉
額
に
封
比
し

T
み
る
と
、
六
七
%
強
に
な

る
。
元
史
巻
一
七

O
、
郁
彬
俸
の

園
家
の
経
費
は
、
盟
利
で
十
の
八
を
あ
て
、

し
か
も
雨
准
睡
は
、
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濁
り
で
天
下
の
牢
に
あ
た
る
。

は
、
こ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
哀
附
け
て
い
て
、
至
元
中
期
以
後
の

間
課
は
、
常
に
財
政
収
入
の
七
、

八
割
を
占
め
て
い
た
と
断
定
で
き

る。
ま
た
、

至
元
二
十
六
年
度
の
茶
課
約
八
寓
錠
を
同
じ
く
劉
比
し
て

み
る
と
、
約

O
、
二
七
%
弱
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
諸
比
率
は
、
巌
密
に
は
数
理
を
無
視
し
た
も

の
で
、

こ
の
意
味
で
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
に
し
て
も
、

こ
れ
ら
と

比
べ
て
竹
課
の

O
、

O
三
七
%
弱
が
ま
こ
と
に
微
主
た
る
数
値
で
あ

っ
た
ζ

と
は
た
し
か
で
あ
る
。



玉
、
竹
の
専
貰
賓
施
の
目
的

読
明
ナ
る
ま
で
も
な
い
が
、
専
買
ロ
聞
と
い
う
も
の
は
、
ナ
べ
て
の

物
品
が
例
外
な
く
適
合
す
る
性
質
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ

K
は
お
の
や
ノ
か
ら
燦
件
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
は
、
専
賓
の
目

的
物
が
大
衆
の
消
費
に
足
る
だ
け
大
量
に
生
産
で
き
る
も
の
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
・な
い
し
、
今
一
つ
は
、
企
業
あ
る
い
は
生
産
の
場
所
が
比

較
的
に
集
中
し
、
閤
家
が
こ
れ
を
濁
占
ナ
る
に
容
易
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
普
通
い
わ
れ
て
い
る
。

竹
の
場
合
、
第
二
の
篠
件
は
問
題
な
い
と
し
て
も
、
第
一
の
篠
件

K
つ
い
て
は
適
合
す
る
か
ど
う
か
、
吟
味
し

τみ
る
必
要
が
あ
る
。

竹
の
栽
種

・
育
生
は
、
決
し
て
放
置
し
て
か
け
ば
そ
れ
で
事
足
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。

中
園
の
農
書
が
等
し
く
そ
の
方
法
を
詳
述
し

て
い
る
の
で
、

こ
と
で
は
省
く
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
、
根
の
保
護

と
施
肥
に
あ
っ
た
。
「

一
人
で
竹
を
種
え
ば
十
年
盛
ん
。

十
人
で
竹
を

種
え
は
一
年
盛
ん」

と
栽
植
の
要
訣
を
説
い
た
但
諺
は
、
多
人
数
で

竹
根
を
傷
つ
け
る
の
を
戒
め
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
竹
を

賞
用
す
る
に
は
、
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そ
れ
竹
を
器
に
欲
ナ
る
に
は
、

年
を
経
る
ま
で
殺
を
堪
え
る
べ

し
。
年
を
鰹
ざ
る
も
の
は
摂
く
し
て
未
成
な
り
。

(一回一刊純一四刊
、一
。

王
膜
凪
障
害
十

百

毅
J

譜
九
、
「
竹
木
」
-
の
保
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。

よ
り
具
龍
的
に
書
く
と
、
竹
は
六
、
七
年
で
花

仰

を
咲
か
し
、
つ
い
で
結
質
ナ
る
。
食
用
に
な
る

「竹
米
」
と
い
わ
れ

る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
花
を
暁
か
し
た
竹
は
枯
れ
る
の
で
、
花
の
映

く
ま
で

K
伐
採
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
調
「
留
三
去
四
」
で
、

ζ

れ
が
よ
う
や
く
竹
が
賞
用
に

堪
え
る
だ
け
の
硬
さ
を
も
っ
年
月
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
元
代
の
竹

四
年
目
に
伐
去
ナ
る
の
が
常
例
で
、

も
首
然
ζ

の
要
領
で
育
生
さ
れ
伐
採
さ
れ
た
。
そ
の
伐
採
量
は
、
至
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元
年
聞
は
う
か
が
え
な
い
が
、
天
暦
元
年
の
河
南
省
か
ら
の
産
出
は
、

二
十
六
寓
九
千
六
百
九
十
五
竿
と
傍
わ
っ
て
い
る
。

一
体
、
竹
は
そ
の
性
質
か
ら
考
え
て
、
恋
意
的
に
急
激
に
増
産
で

き
る
も
の
で
は
・
な
い
し
、

そ
れ
に
、

移
竹
は
た
だ
五
月
十
三
日
に
す
。

ζ

れ
を
竹
酔
日
と
い
い
、
ま

た
竹
迷
日
と
も
い
い
、
ま
た
龍
生
日
と
も
い
っ
て
、
栽
竹
ナ
れ
ば

す
な
わ
ち
茂
盛
ナ
。

(一
年
一
臨
時
一
一
一
千
一同
年
一
一
空
間
九
九
叫
傑
)

必
ナ
根
づ
く
と
い
う
理
由
で
、
移
摘
を
陰
暦
五
月

と
あ
る
と
と
く
、

十
三
日
の
所
謂

「竹
酔
日
」
の
一
日
に
し
が
ち
な
習
慣
が
あ
っ
た
。

そ
の
日
が
丁
度
梅
雨
季
に
あ
た
っ

T
い
て
根
づ
く
理
由
は
額
歩
け
る
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が
、
こ
の
習
慣
が
竹
の
増
産
を
阻
害
し
て
い
た
こ
と
も
、
十
分
想
像

と
か
く
荒
a

庇
し
が
ち
で
、
現
状
維
持
ナ

で
き
る
。
し
か
も
竹
園
は
、

る
の
が
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
ζ

と
も
ナ
で
に
見
て
き
た
。
と
れ
ら

の
理
由
か
ら
至
元
年
聞
の
竹
の
伐
採
も
、
大
位
、
天
暦
元
年
の
伐
採

量
と
大
差
な
い
と
し
て
、
元
初
の
中
統
二
年
で
一
百
四
十
一
高
八
千

四
百
九
十
九
戸
、
江
南
併
合
直
前
の
至
元
十
二
年
に
は
、
置
に
四
百

側

七
十
六
蔦
四
千
七
十
七
戸
と
い
わ
れ
る
天
下
の
戸
数
と
劉
比
し
て
み

る
と
、
竹
は
か
よ
そ
五
戸
あ
る
い
は
十
七
戸
K
一
本
の
割
合
と
な

る。

ζ

の
割
合
で
は
、
第
一
の
僚
件
を
満
足
さ
せ
る
と
は
い
え
な
い

は
や
ノ
で
あ
る
。
む
し
ろ
と
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
大
衆
に
は
入
手
し
が

た
い
口
聞
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
方
が
適
蛍
か
も
し
れ
な
い
。
事
賞
、

ル
コ
・
ポ

1
ロ
は
、
上
都
で
は
あ
る
が

そ
の
宮
殿
に
あ
る
竹
の
御

般
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
如
何
に
資
津
な
も
の
で
あ
る
か
を
驚
き
を
も

凶

っ
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
推
せ
ば
、
嘗
時
竹
が
一
般
大
衆
の
容

日
勿
に
使
用
出
来
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
と
を
盆
々
思
わ
し
め
る
。
ま

た

み
ず
か
ら
く
だ

好
投
奔
っ
た
官
民
の
宅
合
・
百
舗
・
荘
産
・
田
地
・
花
菓
・
松

竹
・
菜
園
・
一
切
の
林
木
に
あ
っ
て
は
、
占
奪
を
強
行
す
る
を
え

やJ
。
も
し
占
者
あ
れ
ば
、
本
主
に
錆
付
ナ
ベ
し
。
(
閉
山
当
日
軒
明
日
、

寸
省
議
軍
人
保
設
ニ
J

十
三
款
」
の
僚

」

と
い
う
至
元
十
五
年
三
月
に
、

植
密
院
が
軍
官
・
軍
人
に
興
え
た
省

識
は
、
竹
が
や
曲
時
の
人
人
の
垂
誕
の
物
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
し

め
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
竹
は
、

上
は
王
公
・
貴
人
の
向
ぶ
と
こ
ろ
、
下
は
小
夫
・
賎
隷
の
開
く

べ
か
ら
ま
る
と
こ
ろ
、
誠
に
民
生
の
日
用
に
資
ナ
る
と
こ
ろ
に
し

て
、
園
家
の
課
利
の
一
助
な
り
。
へ
農
政
金
書
三
十
九
、
)

f

種
植
、
「
竹
」
の
保
」

と
あ
る
と
と
く
、
課
税
の
封
象
と
し
て
遁
蛍
し
て
も
、
大
衆
課
税
の

意
味
で
の
専
頁
品
に
は
な
り
え
・
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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そ
れ
な
の
に
、
元
朝
は
竹
引
法
を
強
行
し
た
の
で
あ
る
。
至
元
四

ーマ

年
か
ら
始
っ
た
竹
引
法
を
、
同
二
十
一
年
か
ら
二
年
間
を
除
け
ば

曲
り
な
り
に
も
績
行
さ
せ
た
。

し
か
も
そ

の
績
行
に
、
元
朝
が
異
常

な
熱
意
で
壷
力
し
た
こ
と
は
第
三
章
で
考
察
し
た
。
つ
い
で
第
四
章

で
、
そ
の
竹
課
の
全
収
入
が
、

一
年
の
天
下
の
総
収
入
の
約

O
、
。

三
七
%
に
も
み
た
な
い
僅
少
で
あ
る
ζ

と
を
知
っ
て
驚
ろ
い
た
。
元

朝
の
苦
し
い
財
政
を
思
え
ば
、
僅
か
な
収
入
で
も
貴
重
で
あ
っ
た
こ

と
は
十
分
わ
か
る
。
し
か
し
、
理
解
で
き
な
い
こ
と
は

こ
の
僅
か

な
竹
課
を
確
保
す
る
た
め

K
、
あ
れ
ま
で
の
執
助
な
努
力
が
必
要
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
。
そ
の
経
費
と
比
べ
あ
わ
せ
て
果
し
て
プ
ラ
ス
と



日町、、

な
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
損
得
は
度
外

覗
し
て
の
寅
施
だ
と
い
う
の
な
ら
話
は
別
で
る
る
。

ζ

の
よ
う

K
考

え
て
く
る
と
、
竹
の
専
買
の
員
の
目
的
が
、
財
政
収
入
の
一
端
と
し

て
も
く
ろ
ま
れ
た
の
で
は
な
い
と
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
そ
れ

は

一
健
何
の
た
め
で
あ
っ
た
の
か
。

竹
の
用
途
は
ま
ζ

と
に
贋
い
。
家
具
・
農
目
六
・
付
器
・
工
事
口
開
等

-
ゃ
二
一
連
べ
る
よ
り
も
、

マ
ル
コ
・
ポ

l
ロ
の
「
住
民
は
竹
を
色
々

の
方
面
に
利
用
し
て
い
る
」
と
い
う
報
匂
を
引
用
し

τhuけ
ば
、
そ

れ
だ
け
で
元
代
の
竹
の
用
途
に
つ
い
て
は
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

竹
か
ら
つ
く
っ
た
竹
紙
が
極
め
て
良
質
で
書
き
も
の
は
も
ち
ろ
ん
印

m
 

刷
に
も
用
い
た
こ
と
を
、
天
工
開
物
は
俸
え
て
い
る
し
、
ま
た
、
賞

時
の
織
機
の
部
分
品
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
書
い
て

ω
 

い
る
。
だ
が
見
逃
ナ
ζ

と
の
で
き
・
な
い
の
は
、
武
器
と
し
て
の
用
途

で
あ
る
。
弓
矢
を
始
め
、
湾
・
干
そ
し
て
火
薬
の
材
料
に
至
る
ま
で
、

竹
や
そ
の
葉
を
使
用
し
た
ζ

と
で
あ
る
。
こ
の
事
賓
は
、

ζ
ζ

で
は

重
要
な
ζ

と
な
の
で
、
「
弧
矢
」
「
湾
」
「
干
」
「
火
薬
」

の
各
僚
の
必

要
部
分
を
樽
寓
ナ
る
。
薮
内
清
教
授
編
「
天
工
開
物
の
研
究
」

Yに
あ

る
語
文
で
あ
る
。

149 

弓

ほ
と

弓
を
造
る
に
は
、
竹
と
牛
角
と
を
県
中
の
幹
の
材
料
と
す
る
。

(
味
料
山
崎
玲
汁
ゅ
は
切
の
)
桑
の
校
を
爾
粥
と
ナ
る
。
弓
を
ゆ
る

め
る
と
竹
が
内
側
と
な
っ
て
、
牛
角
が
そ
の
外
を
護
り
、
張
る
と

牛
角
が
内

K
向
い
、
竹
の
外
に
く
る
。
竹
は
一
本
で
牛
角
は
二
枚

つ
る
わ

を
つ
ぎ
あ
わ
せ
る
。
桑
制
捜
の
輸
は
そ
の
末
端
を
え
ぐ
っ
て
弦
輸
を

と
ゆ
、
開
の
根
元
は
ま
ん
中
を
切
込
ん
だ
竹
に
は
め
こ
む
。
弓
の

片
面
を
み
が
い
て
牛
角
を
貼
る
。
弓
を
造
る
に
は
先
歩
一
片
の
竹

削
(
竹
は
秋
冬
に
伐
る
が
よ
い
一
)
弓
の
中
腰
は
少
し
く
細
く
し
、

り
戸
春
夏
に
は
虫
食
い
が
あ
る
」

雨
端
は
や
や
贋
く
ナ
る
。
長
さ
約
二
尺
ば
か
り
に
し
、

片
面
に
腰
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他
の
片
面

K
は
牛
筋
と
躍
と
を
あ
て

、'νu-7'

て
固
め
る
。

牛
角
は
ま
ん
中
で
か
み
合
わ
せ
て
接
合
す
る
。
釘
釦

人
に
は
長
い
牛
角
が
な
く
、

羊
角
を
四
個
を
く
っ
つ
け
て
束
ね
る
。

J

2

策
州
の
弓
は
責
牛
の
明
角
も
使
い
、
水
牛
の
角
だ
け
で
は
な
い
。

」

目

め
る

K
は
筋
や
腰
を
使
用
ナ
る
。
外
側
は
樺
の
樹
皮
で
固
め
、
そ

に

ぎ

り

れ
を
媛
杷
と
い
う。

を
塗
り
キ
角
を
貼
り
つ
け
、

二
、
矢

や

が
ら

矢
柄
と
し
て
は
、
中
閣
の
南
方
は
竹
材
、
北
方
は
荏
柳
の
材
、

北
方
の
蜜
人
は
樺
の
材
で
あ
り
、
地
方
に
よ
っ
て
一
定
し
な
い
。

矢
柄
の
長
さ
二
尺
、
銑
の
長
さ
一
寸
が
そ
の
標
準
で
あ
る
。
竹
矢

を
作
る
に
は
、
竹
四
本
文
は
三
本
を
制
り
、
腰
で
く
っ
つ
け
る
。
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小
刀
を
か
け
て
み
が
い
て
固
く
合
わ
せ
、
淡
糸
で
雨
端
を
ま
き
つ

け
る
。
そ
れ
を
三
不
賛
箭
棒
と
呼
ぶ
。
湖
、
江
と
庇
東
の
南

K
は、

そ
の
ま
t
A

矢
竹
に
な
っ
て
い
て
、
割
っ
て
合
わ
せ
る
必
要
の
な
い

も
の
が
あ
る
。
柳
と
樺
の
矢
柄
は
聞
く
ま
っ
す
ぐ
な
校
を
取
っ
て

つ
く
る
の
で
あ
る
。
ほ
ん

の
少
し
削
れ
ば
で
き
上
が
る
。
竹
矢
は

ち
ゃ
ん
と
ま
っ
ナ
ぐ
な
形
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
た
わ
診
る
必
要

が
な
い
。

三
、
符

得
は
守
替
の
兵
器
で
あ
っ

て
、
行
陣
に
は
不
便
で
あ
る
。
良
直

ぐ
な
部
分
を
身
と
い

い
、
横
に
な
っ

T
い
る
部
分
を
翼
と
い
い
、

ひ
き
か
ね

弦
を
は
じ
く
協
の
よ
う
な
も
の
を

機

と

い

う

。
(
中
略
)
一
本
の

柔
か
い
木
で
翼
を
造
っ
た
も
の
を
扇
捻
湾
と
い
い
、
力
は
最
も
強

「
そ
の
竹

ぃ
。
ま
た
一
本
の
木
の
下
に
竹
片
を
重
ね
た
も
の
が
あ
り
「
は
一
片

在
日
開
刊
な
)
、
こ
れ
を
三

費

時
と
い
う
。
そ
れ
に
は
五
捧
、
七

拷
ま
で
あ
る
。
(
中
略
)
湾

K
使
う
矢
の
羽
根
は
竹
の
葉
で
作
る。

矢
の
根
元
を
裂
い
て
そ

の
中
に
は
さ
み
、
矢
に
ま
と
い
つ
け
る
。

四
、
干

干
の
長
さ
は
三
尺
を
こ
え
な
い
。
杷
柳
を
直
笹
K
編
み
、

そ
れ

を
項
下
に
置
く
。
上
に
五
寸
出
て

い
て
、
や
は
り
そ
の
先
端
を
鋭

く
ナ
る
。

下
の
方
に
は
軽
い
竹
棒
が
あ
っ
て
持
つ
ζ

と
が
で
き
る
。

五
、
火
薬

火
薬
は
消
石
、
硫
黄
を
主
成
分
と
し、

草
木
の
荻
を
補
助
と
ナ

る
。
(
中
略
)
消
石
の
性
質
は
員
直
ぐ
に
飛
ぶ
の
が
特
徴
で
あ
る
。

だ
か
ら
直
撃
す
る
火
薬
の
成
分
は
消
石
が
九
で
硫
黄
が

一
で
あ
る
。

硫
黄
の
性
質
は
叫
引
に
ひ
ろ
が
る
の
が
特
徴
で
あ
る
か
ら
、
爆
撃
す

と
れ
を
助

る
火
繋
の
成
分
は
、
消
石
が
七
で
硫
黄
が
三
で
る
る
。

け
る
双
は
、
青
い
揚
、
枯
れ
た
杉
、
樺
の
根
、
竹
の
葉
、
萄
葵
、

毛
竹
の
根
、
茄
楢
の
類
で
あ
り
、
焼
い
て
そ
の
性
分
を
留
め
て
が
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く
、
そ
の
中
で
竹
の
葉
が
最
も
乾
燥
し
て

い
る
。

た
し
か
に
北
方
民
族
が
、
弓

K
使
用
し
た
柔
か
い
木
よ
り
竹
が
、

ま
た
、
矢

K
つ
く
っ
た
俸
の
材
よ
り
竹
が

は
る
か
に
優
れ
た
材
料

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
闘
が
金
朝
を
滅
ぼ
し
、
中

固
に
侵
入
し
て
竹
園
を
入
手
し
た
と
き
の
彼
等
の
よ
ろ
ζ

ぴ
は
、

;fO"、

も
い
牢
を
す
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。

至
元
四
年
と
い
え
ば
、
丁
度
、
南
宋
の
操
貼
喪
陽
の
攻
撃
が
始
ま

る
頃
で
あ
る
。
こ
の
戦
闘
が
元
朝
に
と
っ
て
ま
れ
に
み
る
悪
戦
苦
闘

ω
 

で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
書
い
た
。
弓
矢
を
始
め
湾
、
干
、
火
薬
は
い

く
ら
あ
っ
て
も
足
ら
な
い
と
き
で
あ
る
。
ま
た
と
な
い
と
れ
ら
の
材



料
と
な
る
竹
の
民
間
使
用
を
で
き
れ
ば
全
面
的
に
ー禁
止

L
た
い
は
や
ノ

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

た
と
え
竹
が
日
常
必
需
品
で
・
な
く
て
も
、

嘗
時
常
識
的
に
で
き
う
る
と
と
で
は
な
い
。
と
す
る
と
、
と
こ
に
嘗

然
そ
の
用
途
を
・
9
さ
え
消
費
を
巌
重
に
管
理
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た

と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
夕
、
至
元
三
年
六
月
、
「
険

西
・
河
南
の
竹
禁
を
申
巌
」
(
町
一
終
日
)
し
、
つ
い
で
至
元
四
年
一

さ
き
に
書
い
た
と
と
く
、
急
援
竹
引
法
が
賓
施
さ
れ
た
。
竹
引
法
ζ

そ
恰
好
の
民
間
消
費
の
防
止
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

と
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、

私
家
の
竹
貨
の
類
を
抽
分
ナ
る
乙
と
は
、
み
な
宜
し
く
罷
去
ナ

ベ
し
。
へ
崎
市
山
金
集
こ
十
三
、
難
者
J

f

「
民
間
疾
苦
献
」
の
保
」

と
反
封
ナ
る
ほ
ど
、
あ
の
常
例
を
い
つ
し
た
六
割
・
な
い
し
四
割
の
抽

分
率
も
領
け
る
し
、
ま
た
、

近
年
己
来
、
時
月
に
よ
ら
や
ノ
、
去
留
を
問
わ
歩
、
恐
意
K
研
伐

し
て
、
牽
く
残
腹
を
行
う
。
そ
れ
す
べ
て
債
を
得
れ
ど
、
銭
絵
は

す
で
に
時
に
あ
ら
歩
し
て
、
多
く
完
備
せ
歩
、
ま
た
巡
竹
人
ら
鰹

紀
へ
原
作
、
帥
脚
J

に
往
来
し
、
や
や
銭
物
を
恐
嚇
ナ
る
が
ど
と
き
疑

市
f

に
つ
く
る
」

い
あ
り
、
事
は
一
端
に
あ
ら
A
Y
し
て
、
往
往
家
を
破
り
業
を
失
う
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者
あ
り
。
百
姓
が
竹
柏
を
顕
現
す
る
こ
と
仇
儲
よ
り
甚
し
さ
に
至

'
3
0
「
秋
澗
全
集
九
十
、
使
民
一
一
一
J

2

1

f

十
五
事
「
輝
竹
嵐
民
」
の
僚
」

と
い
う
強
制
買
い
あ
げ
を
と
ら
ね
ば
な
ら
・
な
か
っ
た
元
朝
の
立
場
も

納
得
が
い
く
は
や
J

で
あ
る
。

六
、
む

ナ

ぴ

至
元
二
十
九
年
以
後
、

竹
の
専
貰
法
は
中
止
さ
れ
て
、

も
と
の

「
民
貰
織
税
L
K
か
え
っ
た
。
落
ち
つ
く
と
ζ

ろ
K
落
ち
つ
い
た
感
じ

で
あ
る
。
制
度
維
持
K
四
苦
八
苦
し
た
竹
引
法
で
あ
っ
た
が
、

そ
の

聞
に
南
宋
卒
定
を
始
め
と
し
、
爾
度
の
日
本
大
遠
征
、
東
南
ア
ジ
ア
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諸
園
へ
の
進
撃
、
海
都
と
の
激
争
等
の
数
々
の
戦
闘
に
、
竹
が
武
器

と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
或
は
そ
れ
で
所
期
の
目
的
は
十
分

達
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
の
観
貼
か
ら
す
れ
ば
、
元

代
の
竹
引
法
の
寅
施
は
成
功
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
も
成
立
す
る
か

も
し
れ
な
い
。

最
後
に
強
調
し
て
・
お
き
た
い
こ
と
は
、
元
代
の
竹
の
専
買
は
、
宋

代
か
ら
ひ
き
つ
が
れ
た
消
費
を
前
提

K
大
衆
課
税
と
し
て
、
財
政
収

入
を
ね
ら
っ
た
専
買
と
は
、
全
く
異
る
意
味
を
も
っ
マ
い
た
ζ

と
で

あ
る
。
近
代
社
舎
に
L
Z

い
て
は
、
財
政
収
入
以
外
の
目
的
、
例
え
ば
、

債
格
の
統
制
、
配
給
の
合
理
化
か
ら
園
民
保
健
・
な
い
し
警
察
取
締
上
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の
た
め
に
専
頁
が
施
行
さ
れ
る
が
、

そ
の
一
つ
の
様
式
に
数
う
べ
き

「
生
産
を
確
保
し
て、

一
般
の
消
費
を
防
止
す
る
」
専
買
の
寅
施
が
、

早
く
も
十
三
世
紀
の
後
字
、
始
め
て
元
朝
に
か
い
て
出
現
し
た
こ
と

は
、
ま
こ
と
に
注
目
ナ
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

註

ω元
史
袋
五
十
八
、
地
理
志
十

「
中
書
省
(
腹
裂
)
」
の
僚
に
よ
る
と
、
懐
孟

路
は
「
底
刷
出
州
。
復
改
河
内
郡
」
か
ら
も
わ
か
る
と
と
く
、

河
内
地
方
に

あ
た
っ
て
い
た
。
慾
宗
の
七
年

(
一
二
五
七
)

に
始
め
て
懐
孟
路
総
佐
官
府

が
設
寵
さ
れ
、
そ
の
後
、
主
元
元
年
に
は
彰
徳
路
に

一
時
隷
属
し
た
が
、

同
二
年
再
び
獅
立
し
て
一
路
と
な
っ

た
。
こ
こ
を
懐
陵
路
と
よ
ん
だ
の
は
、

元
の
中
頃
す
な
わ
ち
延
祐
六
年
以
後
で
あ
る
。

戸
数
三
高
四
千
九
百
九
十

三
。
口
数
一
十
七
両
九
百
二
十
六
。
銀
事
司
一

。
豚
三
(
河
内
・
修
武
・

武
砂
)
。
州
一
(
孟
)
0

ω、H
，
宮
町
田

c
c
r
o同

ω巾
円
宮
R
n
C
M
V
O
E
〈
O
色
回
目
・

H
M
白

ユ

ロ

-
H
Oロ

5
3、
件

。

己

Hm
豆
、
白
色
白
ロ
円
四

ωoEpd喧
『
目
的
件
。
向
。
由
同
町
田
可
-

nF曲
目
】
同
巾
『
・
}
内
円
、
.
。
。
ロ

n巾
コ
ユ
ロ
四
件
宮
巾
の
門
町
田
仲
河

zmH.
。
担
円
白
門
出
O
『
白
ロ
同
ロ
門
戸

昨
日
同
巾
わ
】
片
山
、
。
]
向
。
出
口
町
同
口
問
ロ
・

制
一
冗
史
巻
一
一
臼
四
十
六
、
耶
律
楚
材
捕
時
。

ω元
史
巻
一
一
白
六
十
八
、
陳
献
体
。

帥
元
史
地
理
志
「
中
警
省
(
腹
裏
)
」
の
僚
に
よ
る
と
、

街
輝
路
は
、
唐
代
の

義
州
・
衛
州
・
汲
郡
等
と
よ
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

中
統
元
年
に
街
輝

路
総
佐
官
府
に
升
さ
れ
た
。

戸
数
ニ
高
二
千
一
吉
一
十
九
。
口
数
一
十
二
蔦

七
千
二
百
四
十
七
。
銀
事
司
一

。
豚
四
(
汲
・
新
郷
・
獲
嘉
・
昨
減
)
州

ニ
(
輝

・
浜
)

ω阿
里
不
司
の
飢
の
過
程
と
意
義
に
つ
い
て
は
、
田
村
氏
造
教
授
の
論
文
、

「
ア
リ
ブ
カ
の
飢
に
つ
い
て
」
l
l|
モ
ン
ゴ
ル
帝
閣
か
ら
元
朝
へ
|
|
1
(
東

洋
史
研
究
十
四

の
=
一
)
に
詳
し
。

開
烏
台
筆
補
「
諭
官
買
輝
竹
事
扶
」
の
保
。

ω元
史
類
編
巻
二
、
天
王
一

。

川
明
元
代
の
権
塩
法
に
つ
い
て
は
、
岡
山
茂
氏
の
「
元
代
の
権
境
法
に
つ
い
て
」

(
史
血
中
研
究
九
ノ
二
)
に
詳
し
く
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
権
犠
法
は
大
鶴
次
の

通
り
で
あ
る
。

ー
、
官
資
法
(
食
境
法
)

ィ
、
計
口
貸
坂
法

|
|
戸
口

に
出
版
じ
て
散
撮
し
て
後
に
代
債
を
と
る。

ロ
、
入
中
法
|
|
軍
糧
を
運
ば
し
め
て
、
そ
の
代
償
と
し
て
塩
を
支
給

す
る
。

2
、
通
商
法
(
行
塩
法
)

坂
の
引
換
券
で
あ
る
塩
引
を
混
商

K
寅
り
、
こ
れ
と
引
換
に
塩
場
に

て
支
塩
し
、
行
海
地
内
に
か
い
て
自
由
に
販
賀
さ
せ
る
方
法
。
す
な
わ

ち
迩
怠
・
販
鴛
と
も

K
犠
商
の
司
る
所
謂
「
引
法
」
で
あ
る
。

帥
秋
澗
金
集
巻
九
十
、
便
民
三
十
五
事
、
「
輝
竹
風
民
」
の
僚
。

ω一
克
典
章
巻
二
十
二
、
戸
部
八
竹
課
、
「
紫
竹
扇
粁
牧
買
給
引
」
の
僚
。

個
元
史
各
七
十
四
、
食
貨
志
「
妙
法
」
の
像
。

帥
同
前

O

M

胸
元
史
容
十
七
、
世
組
本
紀
「
至
一
元
二
十
九
年
」
の
保
。

帥
元
典
章
典
官
二
十
二
、
戸
部
八
竹
課
「
腹
裏
竹
課
依
奮
江
南
亦
遁
行
」
の
僚
O

M
W
田
山
茂
氏
の
前
掲
論
文
。

M
W
元
史
巻
七
十
四
、
食
貨
志
「
茶
課
」
の
像
。
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輔
竹
の
開
花
は
、
普
通
五
十
年
な
い
し
百
五
十
年
た
た
ね
ば
怠

b
な
い
と
い

わ
れ
て

一い
る
。
農
政
金
書
に
「
竹
有
六
七
年
便
生
花
」
と
あ
る
は
繰
り
と

思
か
れ
る
が
、
こ
と
で
は
一
腹
ζ

の
読
に
従
フ
て
お
く
。

制
「
竹
米
」
に
閥
ナ
る
記
録
を
元
史
に
さ
が
ナ
と
、
至
元
十
八
年
。
慮
州
(
漸

江
麗
水
燃
〉
山
谷
中
。
小
竹
結
賞
。
如
小
委
。
融
関
民
采
食
之
。
(
元
史
五

十
一
、
志
第
三
下
、
五
行
一
ェ
、
『
火
不
炎
上
」
の
僚
)

至
元
二
十
一
年
。
明
州
(
漸
江
郵
豚
)
晶
郡
山
勝
。
竹
穂
生
貨
。
如
小

米
。
可
食
。
(
同
前
)

等
が
あ
っ

τ、
後
民
が
食
用
に
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
と
く
に
至
元
十

九
年
四
月
戊
申
の
僚
の
記
述
(
元
史
巻
十
二
、
世
組
本
紀
)
は
、

寧
捌
路
(
安
徽
出
品
減
豚
)
大
卒
耐
肺
機
民
。
制
部
竹
貨
居
師
蝿
催
。
活
者
三
百

像
戸
。

と
、
多
数
の
後
民
を
救
っ
た
ζ

と
を
俸
え
て
い
る
。

帥
以
上
の
記
惑
は
主
と
し
て
王
臓
血
障
害
各
十
、
百
毅
譜
九
「
竹
木
」
・
お
よ
び

農
政
金
書
記
官
三
十
九
、
積
極
「
竹
」
の
僚
に
よ
っ
た
。

制
元
史
巻
七
十
四
、
食
貨
志
「
歳
課
」
の
保
。

例
制
一
克
史
巻
図
、
世
組
本
紀
寸
中
統
二
年
L

の
線
。
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M
W
元
史
巻
八
、
世
組
本
紀
「
豆
一
元
十
二
年
」
@
線
。

ω同，

Z
切

o
o
w
o同

ω
2
富
民
noMVOHO-

国

OOF内
出
『
曲
デ
〉

n
n
oロ
ロ
件
。
同
河
町
間
』

Oロ
曲
三
包
件
白
色

O円
宮
町
田
H
1
色
。
同
。
ロ
同
町
回
目

H
O己

5
3
同門

O
S
H
V白

F
B白
叩

ロ

〉

E
M
m
P
E
g
s刊
の

Oロ
与

え

吾

冊

。
円
巾
回
件
関
白
白
ロ
巳
わ
町
田
ロ

a
p

円

U
Y白
同
】
同
開
門
戸
凶
円
。
同
同
町
刊
の
存
可

O
同
の
宮
伊
ロ
向
山
戸
H
U

同
ロ
弘
仲
町
骨
肉
同
釦
同
ぺ
由

同M
回
目
回
口
町
仲
町
四
H
0・

同
判
竹
で
製
作
し
た
農
具
類
に
つ
い
て
は
、
玉
積
農
書
記
官
十
五
、
臨
陣
器
国
譜
七

「
蓑
笠
門
」
の
僚
に
園
入
り
で
詳
細
な
説
明
が
あ
る
。

抽
問
、

H
4
5
回
o
o
w
o同

ω巾
円
呂
田
町

B
y
z・
〈
。
-
・
口

同》出
H
A
U
H
H
・
』

oz円
ロ
印
可
件
。
同
町
M

巾

4
『
由
mw
件
担
ロ
仏

ω
O口
同
町
同
ム
ヨ
『
町
田
仲

O
]向
。
同
昨
日
戸
田
可
-

m
u
y曲目

vg『
M
内
問
、
.
。
。
ロ
n
m
w
『
ロ

g
m
p巾
の
吋
巾
釦
門
知
ぞ
巾
『
わ
同
門
曲
目
。
『
帥
ロ
阻
ロ
門
回

同
町
叩
の
芹
可

O
同
わ
同
円
}
岡
田
口
町
ロ
・

例
制
天
工
開
物
中
巻
、
殺
背
第
十
三
谷
「
紙
料
」
の
線
。

伺
天
工
開
物
上
袋
、
乃
版
第
二
各
「
緯
絡
」
の
附
味
。

M
明
天
工
閑
物
下
巻
、
佳
兵
第
十
五
巻
「
弧
矢
」
の
像
。

M
W
拙
著
「
一
充
代
祉
制
の
政
治
的
考
察
」
(
東
洋
史
研
究
十
五
ノ
一
)
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