
｡
城

節
二
十
五
聴

解
一
敗

云

二

八

者
で
あ
っ
て
､
霜
ま
で
論
及
す
る
と
此
の
科
の
系
統
介
海
上
に
於
け
る
重
要
性
も
亦
自
ら
明
確
に
骨
得
さ
れ
る
こ
と

と
思
ふ
｡

(
未
完
)

信
濃
及
び
飛
騨

へ
の
磯
道
開
通
前
の
歴
の

移
入
路
に
就

い
て

今

村

畢

汀
n
P

良

川
中
停
爾
氏
の
本
邦
内
陸
部

(
の
腺

の
移
入
路
は
､
大
魚

の
並
の
材

(-
)(cq)

料
の
集
横
で
あ
る
.
こ

の

問
題
も
材
料
さ

(
姥
し
て
樫
け
ば
､
脚
雄
健

れ
た
地
理
蝉
潜

の
出
現
に
よ
っ
て
大
成
Q
}
れ
る
で
あ
ら
う
か
ら
'
自
分

も
今
こ
ゝ
で
は
番
賓
に
就

い
て
の
み
多
少
の
修
蛇
を
行
ひ
､
結
論
は
こ

れ
を
他
日

に
郎
保
し
た

い
と
思
ふ
の
で
あ
る
｡

計
ノ
木
峠
の
牛
ウ
マ
ヤ
比

昭
和
十
年
九
月
-
十
月
に
'
自
分
は
氷
蝕
地
形
研
究

の
目
的
を
以
っ
て
'
大
町
か
ら
立
山
連
峰
に
rJ
の
峠
に

ょ
っ
て
往
復
し
た
｡
以
前
に
乙
の
峠
を
通
過
し
た
時
も

多
少
の
疑
を
待
っ
た
の
で
あ
る
が
'
今
回
の
調
査
で
愈

々
革
質
を
確
め
た
か
ら
､
を
の
得
た
革
質
を
記
し
て
置

-
革
に
す
る
｡

静
移
入
路
と
し
て
の
乙
の
峠
に
関
し
て
は

｢常
時
は

(I)

殆

凡
ど
利
用
出
家
夜
か
つ
ね
に
蓬
ひ
な

い
J
と
断
定
的

(}t)

に
記
さ
れ
'
後
に
磯
壌
さ
れ
た
も
の
に
は
金
-
梱
れ
る

所
が
覆

い
の
で
あ
る
｡

元
氷
針
ノ
木
峠
は
南
ア
ル
プ
ス
の
三
伏
峠
と
共
に
'

平
地
の
迂
姫
路
に
此
し
て
著
し
-
水
平
距
離
を
短
縮
す

る
峠
と
し
て
知
ら
れ
て
居
る
が
'

一
方
山
日
記
夜
ぞ
散

見
で
も
知
ら
れ
る
や
う
に
'
高
度
に
於

い
て
も
本
邦
の



妨

一
代
及
び
箪

7化
を
占
め
る
の
で
あ
る
｡
然
し
両
者

の
難
易
を
比
較
す
れ
ば
決
し
て
同
日
の
談
で
な
く
､
三

伏
峠
が
叩
･肘
盆
地
か
ら
伊
邦
の
谷
ま
で
1.4
=
を
姿
す
る

の
に
封
し
て
､
針
ノ
水
峠
は
二
日
や
で
舶
側
の
平
地
を

祉
親
し
粘
る
の
で
あ
っ
て
､
移
入
路
と
し
て
の
慣
値
に

火
SjJC
の
あ
る
の
は
皆
無
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
か
と
も
皿

ふ
が
'
識
者
は
束
だ

三
伏
峠
を
辿
っ
て
伊
都
の
谷
に
多

-
の
貨
物
が
移
入
さ
れ
ね
と

い
ふ
婦
を
開

い
た
解
が
な

い
0針

ノ
木
峠
が
移
入
路
と
し
て
利
州

r,れ
ね
の
は
'
偶

熱
に
も
:17伏
峠
が
改
修
さ
れ
た
時
と
前
後
し
て
居
た
ら

し

い
.
そ
し
て
e;
物
は
大
雅
分
が
魂
で
~
少
(=･:の
唖
魚

と
も
,鎚
人
だ
と

い
ふ
J
tJ
あ
る
｡
移
入
路
と
し
て
の
稚

命
は
知
か
つ
LJけ
れ
ど
も
'
決
し
て
採
袋
が
取
れ
な
か

っ
た
か
ら
中
止
し
LJ
の
で
は
な
-
､
他
の
何
等
か
の
印

由
の
LJ
め
に
中
絶
し
た
も
の
で
あ
わ
'
従
っ
て
銭
道
開

通
前
の
移
入
路
と
し
て
は
充
分
和
恵
毛
な
も
の
で
あ
っ

た
0鯉

の
移
入
路
と
し
て
佐
川
さ
れ
た
澄
纏
と
し
て
は

倍
液
及
び
飛
騨
(
の
蛾
泣
開
放
前
の
護
の
移
入
路
に
就

い
て

(
1
)皆
時
述
殻
に
従
耕
し
た
人
々
が
大
町
や
趨
中
側

に
現
存
し
て
居
る
Jl

鉢 ノ^峠 ノ牛 ク マ ヤ比
小火からr･'･]つて/A.'.JJ-1こ'j;i'時のiB築用JlJ材が

倒れて依 る

(

2

)

所
謂
小
ク
マ
ヤ
の
丑
が
見
ら
jt
る
蹄

を
輿

げ
れ
ば
充
分
で
あ
ら
う
と
‖
仙
人
.

]
:(

])
<



地

球

解
二
十
五
怨

針
ノ
木
の
木
谷
が
舟
窪
の
樺
と
揖
食
ふ
地
鮎
の
p
木

谷
の
左
岸
の
高
所
に
､
常
時
の
角
材
が
人
工
の
長
方
形

の
穴
を
磯
し
た
ま
㌧
十
教
本
倒
れ
て
居
各
｡
そ
の
楳
群

も
常
時
の
小
屋
の
形
を
不
し
て
.
長
方
形
は
槽
臥
し
て

居
る
｡
fJ
れ
が
所
謂
牛
ウ

マ
ヤ
の
柚
で
あ
っ
て
､
乙
の

現
在
の
有
様
を

不
す
の
が
挿
入
し
た
希
最
で
あ
る
｡
rJ

の
種
の
年
少

マ
ヤ
は
沿
道
に
慮
々
に
あ
っ
た
の
で
､
例

へ
ば
南
樺
の
出
合
近
-
ほ
も
あ
っ
カ
rb
う
で
あ
る
が
'

洪
水
の
た
め
に
流
失
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と

い
ふ
事
で

あ
る
0

何
れ
は
し
て
も
常
時
は
現
在
よ
-
も
良
好
な
道
路
で

あ
っ
た
革
は
確
賓
で
､
今
の
や
う
で
は
と
て
も
牛
を
通

す
乙
と
は
出
凍
な

い
の
で
あ
る
｡
乙
の
意
味
で

｢
今
荷

(‖こ

登
山
家
の
み
の
利
用
す
る
路
｣
と

い
ふ
の
は
少
々
可
笑

し

い
0

常
時
は
平
で
薫
部
川
を
筏
で
越
し
て
か
ら
針
ノ
木
谷

を
遡

-
.
牛
ウ
マ
ヤ
に

一
泊
し
て
愈
々
峠
に
か
～
つ
ね

も
の
と
瓜
は
れ
る
｡
峠
か
ら
信
州

へ
の
降
格
も
現
在
の

登
山
路
で
は
な
-
'

マ
ヤ
ク
が
提
固
谷
の
方
を
せ

い
て

鈴

一
敗

言

三
〇

大
曙

へ
と
向
つ
ね
と
の
轟
で
あ
る
｡
何
れ
に
し
て
も
､

牛
背
に
貨
物
を
つ
け
て
針
ノ
木
を
越
す
の
は
和
皆
困
難

で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
｡
乙
の
峠
に
i>;っ
て
両
側
に
落
ち

込
人
で
行
-
針

ノ
木
谷
と
龍
川
谷
と
む

見下
せ
ば
､
そ

の
難
船
n
が
想
像
さ
れ
､
又
遇
に
小
規
模
乍
ら
'
長
谷

(ke)

川
俸
次

郎

氏

の

記
さ
れ
た
ク
ン
グ
-
rrij
ン
グ
-
越
え
の

キ
ァ
ラ
パ
ン
難
の
面
影
を
偲
ぶ
事
が
出
水
や
う
.

×

X

X

X

針

ノ
木
峠
が
移
入
路
と
し
て
の
蕉
命
が
短
-
と
も
､

又
乙
J
を
通
っ
て
移
入
ru
れ
ね
物
資
が
大
量
で
な
-
と

も
､
そ
の
故
に
乙
の
移
入
路
を
無
視
す
る
こ
と
は
､
地

排
撃
に
於

い
て
科
学
的
･統
計
的
･法
則
樹
立
的
立
場
を

取
る
人
々
に
封
し
て
の
み
許

さ
れ
て
居
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
在
ら
な

い
｡
個
別
記
載
的
立
場
を
取

-
､
特
に
歴

史
的
時
間
的
鼻
化
に
重
き
を
置
-
者
は
､
rJ
の
や
う
な

現
象
を
任
意
し
て
見
逃

ru
な
い
や
う

に
す

べ
き
で
あ

る
.
そ
の
時

々
の
都
令

に
よ
っ
て
立
場
を
二
三
に
す
る

こ
と
は
許
ru
れ
ぬ
事
で
あ
-
､
程
度
問
題
だ
を
A
jと

い

ふ
の
79
遁
僻
で
し
か
な

い
と

い
ふ
乙
と
は
注
意
し
て
置



く

0

下
伊

那
の
遠
山

田
中
啓
爾
氏
の
調
査
で
は
.
遠
山
へ
は
常
に
岩
淵
か

ら
金
棒
峠
を
経
て
運
ば

れ

た
と

い
ふ
事
に
な
っ
て
居

る
｡
光
も
前
の
報
告
で
は
'
粂
飴
大
卒

｡
醐
坂
の
二
つ

の
峠
が
利
用
さ
れ
て
居
凍

い
や
う
に
轟

い
て
あ
る
が
'

後
に
は
訂
正
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
｡
然
し
遠
山
に
封

し
て
は
少
し
も
訂
正
さ
れ
て
は
居
覆

い
｡

遠
山
は
今
日
で
79
勧
進
の
影
響
を
受
け
る
乙
と
妙
-

自
分
が
赤
石
岳
以
南
縦
走
の
折
や
､
そ
の
他
の
機
食
に

訪
れ
た
と
き
も
.
そ
の
有
戒
を
よ
-
観
察
す
る
革
が
出

兼
ね
の
で
あ
っ
た
｡

･
遠
山
は
暫
-
措

い

て'
甲
州

へ
の
移
入
口
た
る
冨
士

川
の
下
流
に
就
い
て
巻

い
て
見
る
と
P
rJ
の
地
方
は
必

L
も
富
士
川
の
水
運
に
ょ
つ
ね
ば
か
-
と
は
き
洩
ら
を

か
っ
ね
の
で
あ
る
｡
興
津
川
を
遡
-
､
富
士

見
峠
を
越

え
て
宍
脱

へ
出
る
術
道
は
､
飴
-
確
か
を
乙
と
は
材
料

不
足
で
断
定
出
凍
な

い
が
､
あ
る
時
期
の
河
道
で
あ
っ

た
ら
し
小
乙
と
は
､
平
坦
両
分
邦
や
p
堆
積
物
の
性
質

信
淡
及
び
飛
即

へ
の
鋤
道
閉
劫
前
の
敗
の
移
入
路
に
就

い
て

か
ら
推
測
ru
れ
る
｡

pJ
の
地
形
を

｢
温
容
｣
と

5,ふ
の

は
､
決
し
て
地
形
畢
現
時
の
術
語
で
は
夜

い
か
ら
､
止

め
る
方
が
よ
ろ
し
い
C

乙
の
特
殊
な
地
形
が
盤
の
移
入
路
と
し
て
利
用
さ
れ

た
革
を
.
自
分
は
昭
和
六
年
に
野
外
調
査
の
結
果
知
る

轟
を
得
た
の
で
あ
っ
て
､
自
分
の
知
る
限
身
で
は
t
.
a

れ
以
前
に
は
知
ら
れ

て居
を
か
っ
次
の
で
あ
る
.

さ
て
遠
山
で
あ
る
が
､
移
入
路
の
や
う
夜
も
の
は
､

決
し
て
赤
石
構
造
谷
の
支
配
な
ぞ
h
I受
け
る
と
は
き
ま

ら
な
い
｡
小
川
路
峠
や
､
天
龍
川
の
水
運
を
利
用

す
る

乙
と
は
現
在
も
行
は
れ
で
居
る
の
で
あ
る
か
ら
､
過
去

に
於

い
て
金
棒
峠
の

一
途
の
み
か
ら
常
に
鰻
む
移
入
し

些
の
時
間
的
鍵
化
も
在
か
つ
た
と

い
ふ

rJ
と
を
澄
明

す
る
に
は
p
こ
れ
攻
で
の
材
料
で
は
少
々
不
足
で
あ
る

と
皿
ふ
｡
現
に
自
分
が
飯
田
と
遠
山
で
蒐
め
ね
少
し
ば

か
ヵ
の
材
料
で
も
､
以
上
の
漁
憩
を
助
け
る
も
の
が
あ

る
の
で
あ
る
｡
rJ
の
鮎
も
､
歴
史
的

･
個
別
記
載
的
立

場
の
者
は
一
考
し
て
も
よ
い
か
と
信
ず
る
｡

飛

騨

の

白

川

二

川

三
一



地

球

鰐

二
十
五
啓

白
川
村
万
両
と
越
中
の
平
地
と
む
隔
て
る
小
瀦
峠
'

細
尾
瞳
等
の
両
側
で
は
地
形
に
著
し
い
利
達
が
見
ら
れ

る
｡
北
南
に
於

い
て
は
､
現
輪
祖
の
患
家
地
形
が
殆
止

ど
各
部
で
あ
る
が
'
南
側
で
は
､
前
輪
廻
の
遺
物
た
る

小
起
伏
面
の
破
片
が
方
々
は
保
存
さ
れ
て
居
る
｡

ヤ
ル

ッ
ン
ポ
リ

山
の
如
き

1
例
で
あ
っ
て
､
fJ
の
地
形
の
差

異
が
､
交
通
上

･
人
類
占
居
上
に
東
大
夜
決
定
的
因
子

と
し
て
作
用
し
て
居
る
｡
庄
川
の
谷
に
於

い
て
79
同
様

で
あ
っ
て
'
上
梨
か
ら
下
流
で
は
､
段
丘
が
断
片
的
に
､

大
在
る

Aueab
stan
d
を
持
っ
て
表
れ
て
凍
る
が
'
こ

れ
よ
み
上

流で
は

7
枚
に
低
-
'
又
よ
-
蓮
潰
し
て
居

る
｡
即
ち
川
沿
以
で
も
'
峠
越
し
で
も
､
困
難
を
の
は

外
側
で
あ
っ
て
､

一
度
内
部
に
連
す
れ
ば
飴
米
華
に
在

る
の
で
あ
与
'
こ
れ
が
栄
藤
の
位
置
を
決
定
し
'
塵
の

移
入
路
を
探
-
内
部
に
及
ぼ
し
た
主
因
で
あ
つ
ね
｡

哩
は
出
町
か
ら
移
入
ra
れ
る
79
の
が
多
-
､
以
前
は

ポ
ッ
カ
に
ょ
つ
で
城
端
や
二
つ
屈

を
迫
っ
て
運
般
さ
れ

た
｡

ポ
ッ
カ
は

.i
人
三
十
貰
位
を
限
度
と
し
､

官
軍
日

夜
ぞ
と

い
ふ
革
は
決
し
て
夜
か
つ
ね
｡
三
十
賞
に
し
て

解
-
斯

き

三
二

も
掲

一
頭
に
匹
敵
す
る
か
ら
大
し
た
も
の
で
あ
る
｡
現

在
で
も
小
白
川
ま
で
の
運
賃
は
城
報
せ
で
の
運
賃
に
此

L
y
五
六
倍
で
あ
る
か
ら
､
以
前
は
奥
地
で
は
盛
は
報

常
高
債
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
｡

然
し
乍
ら
越
中
か
ら
は
荻
町

｡
平
瀬
附
近
ま
で
塵
を

移
入
し
た
事
は
確
賓
で
､
rJ
れ
以
北
に
は
飛
騨
鰻
は
及

ぼ
を
か
っ
ね
の
で
あ
る
｡
両
方
の
移
入
路
の
食
酢
は
時

間
的
に
多
少
は
超
勤
し
た
さ
う
で
あ
る
が
.
先
づ
前
述

の
如
-
荻
町

･
平
瀬
蓮
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
滑
fJ
の

骨
鮎
を
唾
尻
と
は
云
は
ず
､
又
TJ
の
蓮
の
人
は
塵
尻
と

い
ふ
語
を
普
通
名
詞
と
し

て却
っ
て
も
居
覆

い
.

馬
背
を
利
用
し
た
乙
と
は
自
動
車
開
通
前
の
三
ヶ
年

轟
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と

い
ふ
｡
外
側
の
急
を
地
形
の
部

分
を
馬
で
過
少
得
る
た
め
に
は
､
相
普
良
好
夜
道
路
を

必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
'
統
計
的
に
云
へ

ば
､
ポ
ッ
カ
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
に
鍵
つ
ね
革
に
在
る
が
'
こ

れ
亦
乙

の
地
方
の
地
形
の
特
色
に
ょ
つ
ね
も
の
と
考

へ

て差
支
覆

い
.

文

献



(

1
)川
中
樽
爾

信
州
に
於
け
る
蛾
造
閑
曲
前
の
願
の
移
入
路
に
就

い

て

三
宅
博
士
古
称
耽
袈
記
念
静
文
苑

昭
利
灼
年
｡

(
2
)
田
中
停
爾

本
州
島
内
除
却
に
於
け
る
餓
浩
開
放
前
の
鯉
の
移
入

路
に
裁
て

地
車
雑
誌

昭
和
六
年
｡

(

8
)
長
谷
川
伴
次
郎

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
旋

昭
利
七
坤

人
類
に
放
け
る
気
候
馴
党
能
力
の
限
界
に
就

い
て

小

牧

賓

山

口

丹

本
桐
は

一
九
三
二
年
三
月
十
日
･,三

ン
へ
ン
'
バ
イ
エ
ル
ン
科
挙
昏

士
院
に
於
け
る
サ
ツ
パ
ー
教
授

の
訴
状

(竺

)
の
抄
評
的
紹
介
で
あ

る
｡

ラ

ツ

ヅ

エ

γ
が
其
の
人
数
地
排
撃
第
二
忠
に
於

い
て

任
域
の
研
究

を
行
払
其
の
水
平
的
限
界
を
確
立
し
て
以

氷

(
特
に
シ
ユ
ビ
ッ

ツ
ベ
ル
ゲ
ン
と
南
ジ
オ
ル
ジ
ア
と

を
入
れ
る
事
に
依
っ
て

)
殆

A
ど
訂
正
さ
れ
る
朗
は
な

い
.
又
､熱
帯
に
於

い
て
重
商
堅
不
す
垂
直
的
任
城
(
ペ

ル
ー
に
於

い
て
五
二

-I
O
米
英

)
に
も
其
後
本
贋
的
な

担
化
は
な

い
｡
併
し
両
者
に
於
け
る
人
間
の
活
動
範
囲

人
鵜
に
於
け
る
親
政
馴
北
能
力
の
限
外
に
就

い
て

は
著
し
-
櫓
加
し
た
｡

併
し
､
珊
静
的
に
は
水
平
的
限
界
は
､
地
球
上
人
間

が
防
塞
法
む
講
じ
得
な

い
朗
は
覆

い
故
'
坊
大
す
べ
き

で
あ
る
が
､
賓
際
上
'
本
質
的
鼻
化
は
も
早
や
無

い
と

瓜
は
れ
告

何
と
な
れ
ば
極
地
の
長
夜
は
､
常
春
困
難

の
鮎
は
別
と

す

る
も

P,
精
榊
的
影
響

(
託
-

W
I

H
e
ltp
a
c
h
,

G
e
op
sy
c
h
is
c
h
e

E
rsch
e
in
u
n
g
en
)
の

為
に
永
縛
的

移
任
を
不
可
能
怒
ら

し

め

る

か
ら
で
あ

る
O
恨
脊
極
地
飛
行
の
状
接
地
は
作
ら
れ
カ
と
し
て
も

其
れ
は
永

薦
的
に
同

一
家
族
が
住
む
も
の
で
は
な
-
､

書

1

三
三


