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著
者
に
は
気
の
毒
だ
っ
た
が
、
本
書
の
お
か
げ
で
『
湛
軒
書
』

を
通
積
で

き
、
希
有
な
十
八
世
紀
人
に
出
品
問
え
た
こ
と
は
評
者
の
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。

「
盤
山
問
答
」
や
「
杭
侍
尺
脱
」
は
、
積
書
中
何
度
膝
を
打
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
機
曾
を
泉
え
て
下
さ
っ
た
著
者
に
感
謝
す
る
。
な
お
、
本
書

は
東
京
大
皐
に
同
晶
子
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
、
め
で
た
く
皐
位
を
授
輿
さ

れ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

一
九
八
八
年
五
月
東
京
大
皐
出
版
舎

A
5
剣

一

三

六

頁

五

八

O
O国

楊
園
禎
著

明
清
土
地
契
約
文
書
研
究

森

成

滴

田

土
地
支
配
の
仕
組
み
ゃ
そ
の
幾
遜
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
時
代
の
特
徴
を
窺

い
得
る
。
停
統
中
閣
に
於
い
て
は
重
要
な
法
律
的
行
筋
を
な
す
と
き
、
契
援
を

立
て
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
契
接
は
土
地
制
度
解
明
の
原
始
資

料
と
な
る
。
契
擦
は
特
に
明
清
代
の
も
の
が
多
く
残
存
し
て
お
り
、
契
嬢
を
材

料
と
す
る
先
翠
の
業
績
も
少
な
く
な
い
。
本
書
の
著
者
楊
園
検
氏
は
時
代
を
明

清
代
に
限
っ
て
農
村
社
舎
に
於
け
る
土
地
所
有
権
の
仕
組
み
と
第
遜
、
即
ち
土

地
関
係
と
契
約
関
係
の
解
明
を
目
指
し
て
い
る
。
氏
は
明
清
契
約
文
書
研
究
の

開
拓
者
で
あ
る
縛
衣
凌
敬
授
の
指
導
を
う
け
な
が
ら
二
十
年
来
、
研
究
生
活
を

さ
れ
て
来
て
い
る
と
い
う
。
中
園
圏
内
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本

に
残
存
す
る
契
擦
を
精
力
的
に
探
査
し
て
研
究
の
材
料
と
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
金
銭
的
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

序
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第
七
章
庚
東
、
庚
西
省
に
於
け
る
土
地
契
約
の
特
徴

次
に
本
書
の
内
容
を
、
筆
者
な
り
に
章
ご
と
に
要
約
し
て
み
る
。
第
一
章
か

ら
第
三
章
は
地
域
を
限
定
し
な
い
一
般
的
な
論
考
で
あ
る
。
一
、
二
章
は
農
地

を
封
象
と
し
一
一
一
章
は
山
地
を
針
象
と
し
て
い
る
。

第
一
章
は
、
ま
ず
封
建
的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
明
清
土
地
制
度
の
特
徴
を

見
て
い
る
。
明
清
土
地
所
有
権
は
い
わ
ゆ
る
封
建
的
土
地
所
有
権
の
特
徴
と
符

合
す
る
庭
と
し
な
い
庭
が
あ
る
と
い
う
。
即
時
統
中
園
社
舎
に
於
け
る
私
有
観
念

の
出
現
は
早
い
。
し
か
し
、
園
家
や
郷
族
に
よ
る
制
約
が
存
し
、
そ
の
意
味
で

重
層
的
所
有
権
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
時
と
と
も
に
私
人
の

所
有
権
が
大
き
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
譲
渡
を
認
め
ら
れ
る
土
地
と

園
家
や
郷
族
の
制
約
の
強
い
議
渡
性
の
稀
薄
な
土
地
に
分
か
れ
て
行
く
。
頻
繁

な
流
通
に
よ
っ
て
土
地
の
荘
園
化
が
妨
げ
ら
れ
、
や
が
て
官
回
の
民
地
化
、
族

田
の
私
有
化
が
起
っ
て
来
る
。
土
地
取
引
の
結
果
、
地
主
制
の
愛
展
し
た
南
の

地
域
と
自
作
農
の
多
い
北
に
分
か
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に

於
け
る
生
産
車
位
は
家
庭
で
あ
り
、
農
業
と
手
工
業
の
結
合
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
、
商
品
経
済
も
盛
ん
と
な
り
、
商
業
資
本
、
土
地
資
本
、
高
利
貸
資
本
の
結

合
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
都
市
と
農
村
の
分
化
(
自
由
都
市
の
誕
生
)
は
見

ら
れ
な
い
。
明
清
代
に
は
私
人
の
所
有
権
が
確
立
し
特
に
地
主
制
が
設
展
す

る
。
資
本
主
義
的
な
雇
工
経
営
も
生
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
や
が
て
佃
戸
の
経

済
的
地
位
の
上
昇
に
伴
な
っ
て
人
身
支
配
の
稀
薄
な
永
佃
権
が
設
現
し
、
抗
租

も
起
り
地
主
制
の
解
鐙
の
き
ざ
し
が
見
え
て
来
る
。
私
的
所
有
権
と
い
っ
て
も

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
史
に
於
け
る
そ
れ
の
よ
う
に
完
全
に
自
由
な
も
の
で
は
な
く
、
契

約
の
形
式
的
卒
等
の
背
後
に
賞
質
的
不
卒
等
が
存
在
し
、
契
約
は
身
分
の
解
放

を
意
味
し
て
い
な
い
。
大
ざ
っ
ぱ
に
は
以
上
の
よ
う
に
言
え
る
け
れ
ど
も
、
地

減
差
も
大
き
い
し
、
さ
ら
に
経
済
の
盛
衰
も
あ
る
と
い
う
。

つ
い
で
以
上
の
よ
う
な
土
地
制
度
を
反
映
す
る
契
約
関
係
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
と
し
て
契
約
関
係
の
設
展
、
繁
化
を
み
て
い
る
。
ま
ず
、
鹿
分
契
約
の
出
変
化

を
そ
の
典
型
で
あ
る
賓
買
を
と
っ
て
検
討
し
て
い
る
。
明
代
中
期
以
降
、
賓
買

は
形
式
上
自
由
に
な
り
、
活
費
、
紹
賓
の
分
離
が
明
確
に
な
る
。
技
債
の
習
慣

も
存
在
す
る
。
田
面
の
活
費
、
紹
寅
も
存
す
る
。
ま
た
、
典
嘗
や
抵
押
を
通
し
て

高
利
貸
資
本
が
土
地
所
有
権
を
侵
蝕
し
て
い
く
。
奥
嘗
と
活
賓
と
の
内
容
は
殆

ん
ど
異
な
ら
ず
雨
者
の
混
同
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
つ
い
で
土
地
経
営
に
関
係

す
る
租
佃
契
約
と
雇
傭
契
約
を
論
じ
て
い
る
。
明
代
後
期
に
永
佃
契
式
が
現
わ

れ
、
さ
ら
に
地
主
の
承
諾
の
な
い
佃
戸
に
よ
る
、
氷
佃
権
の
鱒
惑
を
『
過
し
て
図
面

権
へ
の
特
化
が
起
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
租
佃
契
約
の
獲
容
は
、
地
主
制
は
浅

落
し
て
も
消
滅
し
は
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
北
、
華
北
地
方

に
は
佃
戸
は
努
力
の
み
提
供
し
生
産
物
を
援
分
す
る
雇
傭
と
結
合
し
た
租
佃
契

約
が
見
ら
れ
る
し
、
中
南
部
地
域
に
は
不
定
量
の
脳
内
役
に
従
事
す
る
妊
僕
制
も

存
し
た
。
雇
傭
契
約
は
、
雇
工
人
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
長
工
の
た
め
の
も
の

と
、
凡
人
扱
い
で
あ
り
口
頭
の
契
約
に
よ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
短
工
に
関

す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
副
業
や
抵
債
等
の
た
め
に
締
結
さ
れ
、
単

身
で
嘗
事
者
と
な
る
と
き
も
全
家
で
な
す
と
き
も
あ
る
。
ま
た
、
自
作
農
粂
雇

工
、
佃
農
粂
雇
工
、
妊
僕
粂
雇
工
等
、
雇
傭
と
い
っ
て
も
杜
曾
的
性
格
は
多
様

で
あ
り
複
雑
な
形
態
を
と
る
。
工
食
、
工
銀
、
農
具
、
住
居
を
雇
主
が
提
供
し

少
な
か
ら
ず
人
身
的
支
配
の
あ
る
長
工
か
ら
、
「
共
坐
共
食
」
、
「
卒
等
相
稽
」

で
主
僕
の
名
分
も
な
く
自
由
労
働
者
間
色
影
が
濃
い
契
嬢
を
立
て
な
い
で
な
す

長
工
の
増
加
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
本
意
で
は
最
後
に
土
地
契
約
に
附
属
す
る

税
契
、
過
割
等
の
官
の
側
の
文
書
と
官
田
の
契
嬢
を
見
て
い
る
。
官
回
の
契
援

は
方
式
が
重
一
化
し
て
お
り
、
官
回
は
事
賃
上
私
有
化
し
て
民
団
と
努
わ
ら
な

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
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第
二
一章
一
で
は
明
清
土
地
所
有
権
の
内
部
構
造
の
鑓
化
を
見
て
い
る
。
そ
こ
で

は
永
佃
権
か
ら
一
回
雨
主
制
の
愛
生
が
見
ら
れ
、
封
建
制
の
衰
退
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
に
於
け
る
よ
う
に
地
権
の
新
し
い
分
配
と
い
う
形
で
は
な
く
て
、
地
権
分

化
と
い
う
形
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
。
明
代
中
期
以
降
、
地
主
制
の
設
展
、
盛
ん

な
土
地
質
買
等
を
背
景
に
轄
佃
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
地
租
を
紋
か
な
い
限
り

永
遠
に
耕
作
で
き
る
永
佃
権
が
現
わ
れ
そ
れ
が
全
図
化
す
る
。
そ
の
と
き
佃
戸

の
経
営
は
自
由
で
あ
っ
て
人
身
的
支
配
は
稀
薄
で
あ
る
。
そ
こ
に
さ
ら
に
二
つ

の
方
向
か
ら

一
回
爾
主
が
出
て
来
る
。

一
つ
は
佃
戸
が
永
佃
権
の
縛
譲
を
な
す

こ
と
に
刑
判
す
る
地
主
の
歎
認
の
一
般
化
に
よ
っ
て
一
田
両
主
化
す
る
も
の
で
あ

り
、
一
つ
は
地
主
の
分
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
回
雨
主
の
愛

生
の
仕
方
は
複
雑
で
あ
り
、
ま
た
永
佃
権
と
一
回
爾
主
の
中
間
的
形
態
も
存
し

た
と
い
う
。
こ
う
い
う
地
権
分
化
は
地
主
の
弱
鶴
化
を
意
味
し
、
抗
租
も
激
し

く
な
る
の
で
、
官
は
一
国
間
主
を
抑
え
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
法
令
で
は
抑
え

切
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
-
田
三
主
(
二
地
主
制
)
の
愛
生
も
見
ら
れ
る
。
佃
設

耐
開
設
に
よ
る
二
地
主
は
新
開
地
に
多
く
、
耕
地
化
さ
れ
た
庭
で
は
回
皮
を
地

主
、
商
人
等
が
買
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。

第
三
章
は
明
清
雨
時
代
の
山
地
経
営
と
山
契
の
検
討
を
通
し
て
、
山
地
の
開

設
経
営
が
封
建
経
済
に
重
大
な
作
用
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
自

然
経
済
と
商
品
経
済
と
が
ど
の
よ
う
に
か
ら
み
あ
っ
た
か
を
安
徽
省
郁
門
脈
と

福
建
省
南
卒
豚
小
溺
洲
の
二
地
域
を
と
っ
て
見
て
い
る
。
手
工
業
の
原
料
を
提

供
し
人
口
を
吸
牧
す
る
こ
と
等
の
た
め
に
山
地
開
設
は
重
要
度
を
増
し
て
来
る

け
れ
ど
も
、
一
般
的
に
官
や
郷
族
が
介
入
す
る
と
山
地
経
済
は
衰
え
そ
の
経
済

に
は
盛
衰
が
あ
る
。
郁
門
豚
で
は
葬
喪
目
的
の
山
地
購
入
の
外
、
木
材
や
作
物

を
作
る
た
め
に
山
地
を
購
入
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
経
営
方
法
に
は
自
種

の
外
、
荘
僕
を
使
っ

て
養
林
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
挺
僕
に
は
木
の

績
に
作
物
を
作
る
権
利
が
認
め
ら
れ
、
費
用
の
代
償
と
し
て
生
産
物
の
半
分
位

を
取
る
力
盆
と
呼
ば
れ
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
田
に

永
佃
権
が
成
立
す
る
過
程
と
類
似
し
、
や
が
て
荘
僕
制
に
見
ら
れ
る
人
身
支
配

が
綬
み
、
租
佃
制
へ
の
移
行
を
示
す
。
ま
た
棚
民
に
租
し
て
懇
種
さ
せ
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
の
と
き
商
品
経
済
に
と
り
込
ま
れ
貨
幣
権
力
が
封
建
勢
力
の
力
を

奪
う
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
に
も
限
界
が
あ
り
棚
民
経
済
に

も
盛
衰
が
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

閉
鎖
的
な
経
済
の
下
に
あ
っ
た
小
甑
洲
に
、
乾
隆
以
降
の
商
品
経
済
の
設
展

に
制
割
腹
し
て
、
地
主
や
富
裕
な
自
作
農
か
ら
な
る
銀
主
一
と
呼
穂
さ
れ
る
山
地
経

営
の
た
め
に
山
を
買
う
人
聞
が
現
わ
れ
て
閉
鎖
経
済
が
分
解
し
始
め
る
。
そ
こ

で
は
花
や
木
を
賀
る
た
め
の
租
佃
経
営
が
行
な
わ
れ
、
二
地
主
化
の
方
向
も
見

え
る
。
し
か
し
、
道
光
以
後
山
場
の
鱒
買
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
商
品
経
済
、

山
場
経
済
の
衰
退
を
示
す
情
況
も
時
加
え
る
と
い
う
。

第
四
章
か
ら
第
七
章
は
地
域
を
特
定
し
た
論
考
で
あ
る
。

第
四
一軍
は
貴
族
大
地
主
制
の
典
型
で
あ
る
明
清
山
東
省
孔
府
の
妊
田
の
契
約

関
係
と
、
荘
僕
制
が
盛
ん
で
あ
る
明
情
安
徽
省
徽
州
府
の
土
地
関
係
を
見
て
い

る
。
孔
府
の
妊
田
に
つ
い
て
は
祭
皐
田
と
自
置
地
の
賓
貿
の
あ
り
様
の
検
討
を

通
し
て
身
分
支
配
の
稀
薄
な
私
人
地
主
へ
の
移
行
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
、

祭
回
の
佃
戸
に
よ
る
鴎
佃
の
貸
態
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
国
が
民
田
化
し
て

い
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

祭
厚
田
は
元
来
税
の
賦
課
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
頁

買
を
許
さ
れ
な
い
土
地
で
あ
り
、
官
よ
り
の
賜
媛
、
無
主
地
の
開
墾
、
詑
寄
の

外
、
寅
買
の
形
を
と
っ
て
取
得
さ
れ
る
。
孔
府
の
土
地
購
入
の
契
式
は
一
般
の

貰
買
と
相
似
す
る
け
れ
ど
も
、
貴
族
地
主
の
影
響
を
う
け
て
十
分
に
は
針
等
に

行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
祭
皐
回
や
自
置
地
が
寅

却
さ
れ
る
こ
と
を
『過
し
て
貴
族
地
主
が
私
人
地
主
化
し
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
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た
。
ま
た
、
身
分
的
束
縛
の
存
し
た
荘
田
の
佃
戸
の
地
位
に
繁
化
が
生
じ
て
来

て
お
り
、
永
佃
権
に
近
い
も
の
や
図
面
纏
も
愛
生
し
て
来
て
い
る
と
い
う
。
祭

鼠
平
田
の
佃
戸
の
交
代
に
賓
約
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
は
民
田
の
賓

約
と
混
同
さ
れ
易
く
、
そ
し
て
、
そ
う
い
う
契
約
関
係
の
混
凱
は
田
面
の
成
長

に
有
利
に
働
ら
い
た
。
孔
府
の
承
諾
を
得
た
佃
戸
に
よ
る
祭
田
の
穂
賓
が
、
や

が
て
承
諾
を
不
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
一
回
商
主
化
し
、
さ
ら
に
は
事
責
上

回
底
権
を
奪
っ
て
し
ま
う
事
態
も
生
じ
た
と
い
う
。
祭
回
が
民
田
化
す
る
の
で

あ

る

。

、

従
来
、
荘
僕
制
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
来
た
徽
州
府
の
土
地
関
係
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
、
盛
ん
な
土
地
貰
買
に
よ
っ
て
族
産
の
鼠
擦
が
進
ん
だ
結
果
、
私
人

の
土
地
が
増
え
、
そ
こ
に
は
荘
僕
制
と
は
異
な
る
一
般
租
佃
制
が
渡
生
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
人
身
的
拘
束
の
稀
薄
な
、
永
佃
権

に
第
容
し
て
、
や
が
て
一
回
雨
主
化
し
て
い
く
と
い
う
。
つ
い
で
、
宗
族
の
設

展
と
結
び
つ
い
た
荘
僕
制
租
佃
関
係
に
も
努
化
が
生
じ
、
荘
僕
の
人
身
的
束
縛

が
緩
ん
で
主
僕
の
名
分
、
が
存
す
る
外
は
佃
戸
と
の
匿
別
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
を
考
察
し
て
い
る
。
永
佃
権
か
ら
田
面
権
へ
と
地
権
が
分
化
し
て
い
く
こ
と

と
そ
れ
は
同
じ
方
向
の
動
き
で
あ
り
、
根
本
的
に
は
そ
れ
は
商
品
経
済
の
設

展
、
私
人
地
主
制
の
成
長
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
第
一
一
一
に
、
徽
州
中
小
商
人

が
商
・
耕
・
皐
の
結
合
を
目
指
し
て
土
地
を
買
い
科
翠
に
挑
む
情
況
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
こ
に
は
商
業
資
本
、
高
利
貸
、
地
主
の
三
位
一
僅
が
見
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
が
生
産
資
本
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

第
五
一手
は
清
代
江
蘇
省
の
土
地
質
寅
手
繍
き
を
紹
介
し
た
あ
と
で
、
新
江
省

に
於
け
る
地
権
分
化
の
特
徴
を
記
し
て
い
る
。
江
蘇
省
に
於
い
て
地
主
が
成
長

す
る
手
段
は
、
政
治
権
力
や
暴
力
で
は
な
く
て
土
地
の
貰
買
で
あ
っ
た
。
契
約

の
際
、
買
手
を
捜
す
経
賑
と
い
う
文
書
を
作
る
地
方
も
あ
り
、
官
早
契
を
作
り
定

金
〈
手
附
金
〉
を
か
わ
す
と
い
う
。
さ
ら
に
附
属
文
書
と
し
て
正
債
帖
〈
代
金

領
牧
謹
)
、
使
費
帖
〈
手
績
費
用
領
牧
誼
〉
を
立
て
る
。
ま
た
、
賓
買
に
は
活

賓
と
紹
賓
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
た
し
ま
え
を
取
る
習
慣
が
存
し
、
-
般
的
に
は

三
度
ま
で
そ
れ
を
認
め
て
い
た
と
い
う
。

掘
削
江
省
は
経
済
的
に
富
裕
な
地
域
で
あ
り
、
土
地
取
引
が
贋
く
行
な
わ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
は
少
な
か
ら
ぬ
官
回
が
民
固
化
し
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
、
ま

た
、
地
域
に
よ
り
あ
り
方
に
差
異
が
あ
る
け
れ
ど
も
永
佃
権
や
一
回
雨
主
、
一

回
三
主
が
存
在
す
る
。
回
底
の
寅
買
に
民
田
質
問
貝
の
契
式
が
使
わ
れ
、
図
面
の

質
問
貝
に
推
契
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
開
墾
し
た
答
民
に
永
佃
楼

を
輿
え
た
客
田
も
一
回
雨
主
へ
と
出
炭
化
し
て
い
き
田
面
を
推
佃
札
に
よ
っ
て
質

却
す
る
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
佃
僕
制
と
一
般
租
佃
制
が
併
存
し
て
い

る
庭
に
地
権
分
化
の
影
響
が
及
び
、
租
佃
制
が
復
殺
に
多
様
化
し
て
い
っ
て
い

る
と
い
う
。

第
六
章
は
、
明
清
一
踊
建
省
北
部
民
関
の
土
地
質
買
と
地
権
分
割
の
吠
況
を
見

た
あ
と
で
、
牽
湾
の
大
小
租
関
係
を
検
討
し
、
大
陸
の
契
約
関
係
と
の
比
較
を

行
っ
て
い
る
。
一
騎
建
省
北
部
は
古
く
か
ら
開
設
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
。
中
小
地

主
が
多
く
、
永
佃
楼
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
そ
れ
が
佃
戸
聞
で
私
相
授
受
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
一
回
爾
主
も
成
立
し
て
い
る
。
田
皮
の
自
由
な
賓
買
が
行

な
わ
れ
、
そ
れ
を
事
質
上
二
地
主
で
あ
る
賠
主
に
譲
渡
す
る
こ
と
も
多
い
。
賠

主
は
域
居
の
こ
と
が
多
く
経
営
に
徐
り
関
心
を
一
示
さ
な
い
結
果
、
佃
戸
の
地
位

が
上
昇
す
る
。
賠
主
の
出
現
は
佃
農
経
済
の
設
展
を
妨
げ
る
貼
で
封
建
制
の
衰

え
を
示
す
け
れ
ど
も
、
地
主
階
級
の
再
生
に
よ
っ
て
睦
制
は
擦
が
ず
に
縫
綴
し

て
い
く
。
地
主
、
農
民
経
済
の
中
に
貨
幣
権
力
が
浸
透
し
、
土
地
の
一
商
品
化
が

進
ん
で
自
然
経
済
に
繁
化
が
起
る
。
貨
幣
の
カ
の
増
大
に
針
廃
し
て
買
主
が
銀

主
と
呼
務
さ
れ
る
。
そ
れ
は
封
建
関
係
の
衰
え
を
示
し
経
営
地
主
化
す
る
可
能
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性
も
存
在
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
現
貨
に
は
工
一
商
業
粂
地
主
(
商
人

地
主
)
の
始
ま
り
、
小
作
さ
せ
る
た
め
に
土
地
を
買
う
奮
来
の
富
農

(
封
建
富

山炭
)
の
始
ま
り
、
自
分
は
労
働
し
な
い
二
地
主
の
始
ま
り
で
し
か
な
く
封
建
地

主
制
は
樹
れ
な
か
っ
た
。
銀
主
の
出
現
は
一商
業
資
本
と
土
地
資
木
と
高
利
貸
資

本
の
結
合
を
示
し
農
民
の
貧
困
を
も
た
ら
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。

塞
相
同
は
諸
問
代
に
入
り
徐
々
に
開
墾
が
進
む
と
共
に
生
産
力
が
上
昇
し
重
要
な

農
業
地
域
と
な
っ
て
い
く
。
清
代
護
問
の
大
租
、
小
租
関
係
は
大
租
権
を
持
つ

人
に
着
服
し
て
漢
大
租
、
番
大
租
、
官
大
租
に
分
け
ら
れ
る
。
漢
大
租
は
番
社

以
外
の
土
地
を
招
墾
さ
せ
そ
れ
が
一
回
爾
主
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
番
大
租
は

元
来
私
殿
、
奥
賓
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
番
祉
の
土
地
を
金
や
努
働
力
の
飲
乏
の

故
に
小
作
に
出
し
そ
れ
が
田
面
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
官
大
租
は
官
田
が
一
回

南
主
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
租
に
は
分
租
と
定
額
租
が
あ
り
後
者
は
熱
田
で

よ
く
行
な
わ
れ
銭
租
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
う
い
う
大
小
租
関
係

は
商一
口
間
経
済
の
設
展
、
土
地
質
問
貝
の
盛
行
を
背
景
に
明
代
中
期
以
後
に
出
現
す

る
も
の
で
あ
り
、
永
佃
権
と
関
係
し
て
佃
戸
暦
が
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出

て
く
る
と
き
と
田
主
の
分
化
に
よ
る
と
き
が
あ
る
け
れ
ど
も
墓
湾
で
は
前
者
が

多
い
。
ま
た
、
大
租
の
典
賀
に
よ
っ
て
大
組
主
が
土
地
と
遊
雌
附
し
た
り
小
租
が

曲
問
責
さ
れ
て
大
租
主
に
劃
す
る
抗
租
が
起
っ
た
り
す
る
。

一
方
、
現
耕
の
佃
戸

は
永
佃
権
を
持
つ
こ
と
は
稀
で
あ
っ
て
経
済
的
地
位
は
低
〈
抗
租
の
主
力
と
な

っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
永
佃
様
が
一
図
柄
主
化
し
て
い
っ
た
黙
は
喜
一湾
も

大
陸
と
同
一
で
あ
り
、
農
民
が
二
地
主
化
を
目
指
し
封
建
杜
舎
構
造
に
弾
力
性

が
存
在
す
る
黙
も
大
陸
と
異
な
ら
な
い
。
そ
し
て
困
主
、
佃
戸
の
い
ず
れ
が
結

局
経
済
的
に
有
利
で
あ
る
か
は

一
概
に
は
言
え
な
い
。
関
者
の
力
が
逆
柿
押
す
る

こ
と
も
あ
る
し
、
抗
租
も
常
に
地
主
封
農
民
と
い
う
園
式
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
。

第
七
章
は
、
設
達
し
た
農
業
地
域
で
あ
り
、
海
摘
出
地
区
と
し
て
の
特
徴
を
持

つ
珠
江
三
角
洲
に
於
け
る
土
地
契
約
の
特
徴
と
、

清
代
庚
西
の
少
数
民
族
地
区

へ
漢
民
族
の
契
式
が
浸
透
し
て
い
く
情
況
を
記
し
て
い
る
。
珠
江
三
角
洲
に
は

沙
田
が
多
く
、
明
代
中
期
以
降
土
地
の
治
大
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
契
約
を

通
し
て
官
回
が
民
固
化
し
て
い
く
。
ま
た
、
典
と
賓
が
混
同
さ
れ
、
活
費
契
式

が
多
く
み
ら
れ
た
。
沙
地
の
特
徴
と
し
て
畝
数
が
現
貧
と
異
な
っ
た
り
す
る
。

奴
僕
や
雇
工
を
使
っ
て
経
営
す
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
租
佃
制
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
す
で
に
、氷
佃
権
も
存
在
し
た
し
、
一
回
爾
主
へ
の
過
渡
的
形

態
と
し
て
ひ
そ
か
な
、氷
佃
権
の
拙
開
設
が
存
し
た
と
い
う
。

庚
西
少
数
民
族
地
匿
の
う
ち
直
接
統
治
地
区
は
封
建
経
済
が
設
展
し
て
お

り
、
契
約
の
あ
り
援
は
他
省
と
異
な
ら
な
い
。
貰
買
に
活
と
紹
が
あ
り
戎
債
の

慣
行
が
存
す
る
。
永
佃
様
が
存
し
回
面
様
化
も
見
ら
れ
る
。
他
方
、
土
司
制
度

が
存
し
た
医
域
は
経
済
的
に
遅
れ
て
お
り
農
奴
、
奴
隷
制
の
段
階
に
あ
っ
た
。

そ
こ
に
明
代
中
期
に
改
土
鋳
流
が
始
ま
る
と
共
に
愛
化
が
き
ざ
す
。
私
的
所
有

が
現
わ
れ
、
土
地
質
賃
が
盛
ん
に
な
り
、
漢
人
の
契
式
の
利
用
が
庚
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、
地
主
経
済
が
設
展
し
そ
れ
だ
け
園
家
と
し
て
の
統

一
が
進
む
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
な
構
成
、
内
容
を
持
つ
本
書
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
趣
旨
を
一

言
で
ま
と
め
る
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
時
代
に
よ
っ
て
早
い

遅
い
が
あ
り
、
地
域
に
よ
る
差
異
も
勿
論
存
す
る
け
れ
ど
も
、
明
代
中
葉
以

降
、
商
品
経
済
の
設
展
や
土
地
質
寅
の
盛
行
を
背
景
に
永
佃
権
が
出
現
し
、
や

が
て
そ
れ
が
一
回
雨
主
化
し
て
い
く
。
そ
こ
に
於
け
る
地
主
の
佃
戸
に
針
す
る

身
分
的
支
配
は
稀
薄
で
あ
り
、
佃
戸
の
地
位
の
上
昇
が
地
権
分
化
の
形
を
と
っ

て
成
し
と
げ
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
後
期
封
建
時
代
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
封
建
制
と
は
そ
の
構
造
に
少
な
か
ら
ぬ
相
違
が

あ
る
と
。
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以
下
、
本
書
に
封
す
る
筆
者
の
印
象
を
二
、
三
記
し
て
み
た
い
。
ま
ず
第
一

に
探
索
さ
れ
た
契
嬢
の
量
に
驚
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
園
の
内
外
を

問
わ
ず
契
擦
を
精
力
的
に
探
査
し
て
お
り
、
そ
れ
を
丹
念
に
整
理
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
だ
け
で
も
本
書
は
揺
ぐ
こ
と
の
な
い
債
値
を
持
つ
と
評
債
で
き

よ
う
。
近
年
、
我
が
圏
で
も
土
地
契
援
が
持
つ
史
料
と
し
て
の
利
用
債
値
の
大

き
さ
が
改
め
て
見
直
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は

「
中
園
契
約
皐
」
に
於
け
る

一つ

の
大
き
な
成
果
と
い
え
る
。
契
援
に
基
礎
を
お
い
て
慎
重
に
手
堅
い
賓
詮
が
な

さ
れ
て
お
り
、

重
量
感
に
満
ち
極
め
て
説
得
カ
が
大
き
い
。
個
々

の
事
貧
に
つ

い
て
見
る
と
、
本
書
に
於
い
て
何
か
新
し
い
事
質
が
掘
り
起
さ
れ
て
い
る
と
は

必
ず
し
も
言
え
な
い
。
事
責
の
大
部
分
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
契
援
を
材
料
に
し
て
再
確
認
し
た
庭
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
書
で
立
論
の
根
擦
と
さ
れ
て
い
る
の
が
大
部
分
契
援
で

あ
る
こ
と
が
、
同
時
に
あ
る
種
の
物
足
り
な
き
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
。
契
嬢
は
法
律
行
震
を
な
す
と
き
に
立
て
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
窮
極
的
に
ど
う
い
う
数
果
を
持
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
契
壊
の
文

言
か
ら
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
地
主
と
佃
戸
が
現
寅
に
ど

う
い
う
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
契
援
の
文
言
以
外
の
材
料
を
み

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
一
一
暦
は
っ
き
り
し
て
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
材
料
を

契
銭
に
限
定
し
な
い
で
、
例
え
ば
こ
れ
も
近
年
我
が
園
で
注
目
さ
れ
て
い
る
い

わ
ゆ
る
剣
語
な
ど
も
使
っ
て
見
て
い
く
こ
と
も
不
可
歓
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
契
嬢
を
主
な
よ
り
庭
と
し
た
分
析
の
結
果
で
あ
ろ
う
か
、
何
と
は
な
く
叙

述
が
卒
面
的
な
印
象
を
受
け
る
。
い
わ
ば
無
い
物
ね
だ
り
で
あ
り
書
一
評
の
域
を

越
え
る
け
れ
ど
も
、
ま
.す
素
直
な
印
象
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

第
二
に
地
域
を
限
っ
た
研
究
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
事
質
が
き
め

細
か
く
一が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
の
中
園
土

地
法
、
土
地
制
度
の
研
究
は
、
今
迄
に
も
増
し
て
こ
の
よ
う
に
地
減
を
限
っ
て

行
な
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
中
園
祉
禽
全
鐙
に
つ
い
て
の
論

及
は
そ
の
よ
う
な
地
域
別
の
研
究
の
積
み
重
ね
を
背
景
に
し
て
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
個
々
の
事
賓
の
設
見
と
そ
れ
ら
の
総
合
と
を
く
り
返
し
行
な
っ
て

い
く
こ
と
の
中
か
ら
、
よ
り
一
層
正
確
な
明
清
土
地
制
度
の
金
健
像
が
浮
ん
で

く
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
は
所
有
権
の
捉
え
方
に
関
係
す
る
。
そ
も
そ
も
所
有
権
は
嘗
時
の
人
々

の
意
識
に
沿
っ
て
捉
え
る
方
法
と
、
分
析
す
る
側
の
関
心
に
沿
っ

て
考
え
る
行

き
方
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
分
析
す
る
側
の
関
心
に
よ
る
と
き
は
勿
論
、
人
々
の

意
識
に
沿
っ
て
捉
え
る
と
き
も
捉
え
方
は

一
様
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え

ば
本
書
は
俸
統
中
閣
の
所
有
権
の
あ
り
方
を
指
し
て
私
的
所
有
権
と
園
家
的
郷

族
的
所
有
が
結
合
し
た
重
層
的
所
有
権
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
観
黙
か
ら
見
た
と
き
に
の
み
安
嘗
す
る
読
明
で
あ

ろ
う
。
本
書
に
於
い
て
使
用
す
る
所
有
権
に
つ
い
て
の
定
義
を
最
初
に
行
な
っ

て
あ
っ
た
方
が
讃
者
に
は
剣
り
易
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
は
事
実
の
立
詮
に
関
す
る
印
象
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
全
僅
と
し

て
は
事
寅
は
注
意
深
く
貫
詮
さ
れ
て
お
り
、

筆
者
も
そ
こ
に
は
殆
ん
ど
疑
問
を

感
じ
な
い
。
た
だ
、

一
つ
本
書
は
契
約
の
形
式
的
卒
等
の
背
後
に
社
曾
経
済
関

係
の
不
卒
等
が
存
在
し
、
ま
た
暴
力
に
よ
る
掠
奪
併
浅
が
あ
っ
た
と
す
る
。
し

か
し
、
契
約
の
存
在
が
身
分
の
解
放
を
意
味
し
な
い
と
い
う
一
般
的
解
読
に

針
感
す
る
立
詮
を
な
し
て
い
る
庭
が
筆
者
の
限
に
は
必
ず
し
も
見
嘗
ら
な
い
。

こ
の
問
題
は
時
代
の
特
徴
を
窺
う
た
め
に
重
要
で
あ
り
、
我
が
園
の
皐
界
で
も

古
く
か
ら
論
争
の
あ
る
庭
で
あ
る
の
で
興
味
が
ひ
か
れ
る
。
例
え
ば
暴
力
的
掠

奪
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
制
度
上
容
認
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
は
違
法
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
寅
際
上
少
な
か
ら
ず
行
な
わ
れ
た
か
に
よ
っ
て
そ
の
評
債
は
大
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き
く
異
な
っ
て
来
る
。
ま
た
、
契
約
の
背
後
に
祉
舎
経
済
関
係
の
質
質
的
不
卒

等
が
存
在
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
現
代
の
我
々

の
祉
舎
で
も
少
な
か
ら

ず
存
在
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
時
代
の
特
徴
を
示
し
は
す
ま
い
。
さ

ら
に
、
永
佃
権
か
ら
一
回
爾
主
へ
と
地
権
の
分
化
傾
向
が
起
り
、
そ
こ
に
は
身

分
的
支
配
が
稀
薄
で
あ
る
と
す
る
論
述
が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
設
明
と

契
約
の
背
後
に
貸
質
的
不
卒
等
が
存
在
す
る
と
い
う
論
述
と
が
ど
の
よ
う
に
関

係
し
て
理
解
さ
れ
る
の
か
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

こ
と
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
著
者
は
明
代
中
期
以
降
を
封
建

制
後
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
地
権
分
化
の
進
化
と
共
に
身
分
的
な
支
配

を
伴
な
わ
な
い
形
で
経
済
的
牧
奪
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
黙
を
捉
え
て

封
建
制
の
製
容
を
見
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
封
建
制
を
一
鐙

ど
う
い
う
概
念
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
理
解
で
は
た
し
て
時
代
の
特
徴

を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
特
に
、
地
主
が
経
済
的
に

有
利
な
地
位
に
あ
り
、

農
民
や
佃
戸
が
経
済
的
に
不
利
な
地
位
に
あ
っ
た
と
常

に
は
言
え
な
い
と
い
う
事
貨
に
援
す
る
と
き
、
何
か
時
代
を
捉
え
る
新
し
い
親

黙
が
必
要
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
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