
第
　
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
征
西
將
軍
宮
」
を
讃
む

凱

評

『
征
西
將
軍
宮
』
を
讃
む

　
　
　
　
　
文
學
博
士
三
浦
周
行

　
　
　
　
緒
　
　
雷
　
　
　
’

　
自
友
丈
學
士
藤
田
明
濫
は
『
征
西
將
姉
宮
』
を
最
後
の
勢

作
こ
し
て
白
玉
楼
中
の
人
こ
な
つ
だ
。
君
が
吏
局
に
入
っ

て
南
北
朝
時
代
旦
夕
の
編
纂
を
罐
任
し
て
か
ら
十
鎗
年
間

、
年
々
蟹
行
の
皮
料
を
除
い
て
積
年
の
藏
蓄
を
傾
け
π
著

書
こ
い
っ
て
は
本
書
の
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
出
版

の
後
、
君
は
一
部
を
贈
っ
て
懇
ろ
に
批
評
を
求
め
ら
れ
陀

か
ら
、
余
輩
は
喜
ん
で
こ
れ
を
望
ん
だ
が
、
未
だ
其
依
囑

を
果
さ
い
る
中
、
言
は
早
く
も
物
故
し
弛
Q
君
の
蓮
命
に

同
情
す
る
世
間
の
批
評
家
は
皆
申
合
せ
沈
様
に
本
書
に
謁

し
て
も
賞
讃
の
聲
を
揚
げ
π
o
君
を
知
る
こ
ご
の
深
い
丈

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
一
一
限
　
（
三
番
目
）

哀
悼
痛
惜
の
桔
…
に
於
て
、
余
輩
は
敢
へ
て
人
後
に
落
ち
ぬ
。

さ
り
乍
ら
冷
静
な
る
批
判
は
涯
々
π
る
私
情
に
騙
ら
る
〉

も
の
、
能
く
す
べ
き
こ
ご
で
な
い
。
『
征
西
將
軍
宮
』
は
永

世
不
兜
の
書
で
あ
っ
て
、
君
㊨
生
死
は
毫
も
其
償
値
を
損

正
す
る
に
足
ら
ぬ
の
で
あ
る
○
祝
ん
や
君
は
逝
い
て
猛
を

請
ふ
こ
ご
が
出
來
ぬ
け
れ
こ
も
、
本
書
の
校
閲
者
に
交
學

博
士
田
中
義
成
氏
及
び
宇
野
東
風
氏
、
編
纂
補
助
者
に
文

學
士
牧
野
純
一
氏
が
居
ら
れ
る
か
ら
、
若
し
も
本
書
に
多

少
の
敏
陥
が
あ
る
こ
す
れ
ば
、
是
等
の
入
を
に
依
っ
て
補

修
を
將
來
に
望
む
こ
ご
も
出
來
や
う
。
徒
ら
に
其
溢
波
を

黒
ん
で
嚴
密
な
る
批
評
を
嬉
し
、
永
く
此
機
會
を
逸
せ
し

め
る
の
は
蕾
に
斯
學
に
隔
壁
で
な
い
の
み
な
釣
す
、
叉
友

誼
に
敦
い
も
の
で
も
な
か
ら
う
○
斯
く
考
へ
乃
ご
、
本
誌

前
號
の
紹
介
に
止
め
て
響
く
の
は
相
濟
ま
ぬ
や
う
に
思
は

れ
る
か
ら
、
今
軍
に
一
部
の
『
征
西
盛
軍
宮
』
を
封
事
こ
し

て
此
批
評
文
を
草
し
、
聯
か
君
の
逡
鵬
に
酬
い
る
こ
ご
、

し
煙
い
Q



　
　
　
　
引
身
重
．
、
」
索
引

　
先
づ
総
評
か
ら
始
め
や
う
。
此
書
は
征
西
大
將
回
忌
懐

良
親
王
．
・
」
後
の
征
西
大
將
軍
宮
良
成
親
王
．
こ
の
御
事
蹟
を

申
心
、
・
」
し
て
九
州
の
形
勢
は
申
す
迄
も
な
く
、
筍
く
も
其

波
及
せ
る
限
り
、
内
外
昏
方
面
の
史
實
を
聖
上
を
分
っ
て

大
周
事
件
の
年
代
順
に
書
下
し
だ
の
が
、
本
文
五
百
三
十

七
ペ
ー
ジ
で
、
附
録
に
は
征
西
將
軍
畑
の
御
年
譜
ハ
墾
考

重
要
古
交
書
集
及
び
征
西
將
軍
宮
の
御
間
圖
ご
九
州
の
重

な
る
諸
大
族
の
略
章
ご
を
牧
め
、
都
合
七
百
五
十
二
ペ
ー

ジ
ご
な
っ
て
居
る
。
征
西
大
將
軍
宮
の
御
事
蹟
、
御
墓
八

代
宮
等
の
口
々
の
外
、
本
交
の
間
に
も
露
々
に
著
渚
が
得

意
の
歴
更
地
圖
や
、
貴
重
に
し
て
且
つ
趣
味
あ
る
古
文
書

を
挿
入
し
て
其
記
事
を
補
っ
て
あ
る
○
殊
に
本
文
中
に
引

用
し
て
あ
る
重
も
な
る
古
交
書
は
附
録
の
古
交
書
集
に
載
・

せ
ら
れ
て
居
っ
て
、
そ
れ
ら
に
は
参
照
の
便
に
す
る
爲
め

双
方
に
番
號
が
附
し
で
あ
る
な
ご
、
手
燭
の
親
切
な
る
用

、
意
を
窺
は
れ
る
。

　
　
　
第
一
巷
　
　
批
　
評
　
　
「
征
亜
懸
堆
寓
」
を
誼
む

　
さ
り
乍
ら
余
輩
は
彊
譲
に
當
っ
て
、
編
纂
の
騰
裁
上
、

二
つ
の
希
望
を
抱
い
π
○
其
一
つ
は
、
本
書
に
は
毎
節
の

終
り
に
参
考
書
名
が
載
っ
て
居
る
け
れ
ご
も
、
そ
れ
は
除

り
有
効
で
な
い
か
ら
、
何
こ
か
今
一
段
の
工
夫
を
廻
ら
し

て
ほ
し
か
っ
た
こ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
節
の
長
短
は
も
こ

よ
り
不
同
で
あ
る
が
、
他
書
ご
は
違
ひ
、
本
書
の
如
く
零

砕
な
る
多
数
の
古
文
書
を
綴
り
含
は
せ
、
把
や
う
な
も
の
で

章
や
節
の
命
題
以
外
に
多
く
の
吏
實
を
含
ん
で
居
る
も
の

を
十
ペ
ー
ジ
も
其
殊
も
書
き
下
さ
れ
ヤ
π
後
へ
書
名
だ
け
載

せ
た
か
ら
こ
て
、
専
門
家
は
も
こ
よ
り
一
般
の
讃
者
に
取

っ
て
も
、
格
別
の
効
は
あ
る
ま
い
○
さ
り
こ
て
附
録
の
古

文
書
集
に
全
交
を
重
め
ら
れ
て
居
る
の
は
極
め
て
少
数
の

重
要
な
乃
も
の
に
限
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
せ
の
て
は
行
の

改
ま
る
毎
に
引
用
書
名
を
註
し
、
文
書
の
如
き
は
其
R
附

．
こ
交
書
名
ご
を
載
せ
把
か
つ
起
の
で
あ
る
○
（
そ
れ
が
煩
は

し
く
ば
書
名
丈
で
も
無
い
に
は
ま
さ
ら
う
）

　
八
二
つ
は
索
引
を
添
へ
て
貰
ひ
π
か
つ
把
こ
．
こ
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
號
　
　
一
一
五
　
（
三
〇
五
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
蝿
　
諄
　
　
「
征
薦
將
軍
宮
」
を
誼
む

本
書
の
記
蓮
の
如
く
似
寄
っ
π
史
實
が
幾
度
も
く
も
繰

b
返
さ
れ
、
同
一
人
で
五
時
は
宮
方
に
な
り
、
或
時
は
武

家
方
に
な
り
、
同
じ
武
家
方
に
も
将
軍
方
も
あ
れ
ば
錦
少

部
署
も
あ
り
、
叉
同
時
に
首
鼠
両
端
を
持
し
て
居
陀
も
あ

る
こ
い
ふ
錯
綜
し
π
古
態
で
は
、
こ
れ
を
護
む
護
者
の
頭

は
窪
然
試
論
を
免
れ
ま
い
○
何
れ
の
本
に
も
索
引
は
調
法

の
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
あ
っ
て
は
殊
に
其
必
要
を
威

す
る
b
編
纂
の
補
助
者
を
使
ひ
得
陀
著
者
は
、
何
故
此
黙

に
氣
附
か
な
か
つ
π
ら
う
か
・
實
は
此
索
引
は
著
者
自
身

に
も
必
要
で
あ
る
。
下
に
も
説
く
が
如
き
記
述
の
重
複
杯

も
、
若
し
索
引
が
あ
っ
陀
ら
ば
、
或
程
度
迄
避
け
得
ら
れ

た
ら
う
に
、
返
す
《
＼
も
惜
し
い
こ
ご
で
あ
る
。

　
　
　
　
着
艦
ε
記
蓮
法

　
本
書
の
文
章
は
概
し
て
謹
嚴
流
暢
に
書
か
れ
て
居
っ
て

間
々
修
飾
を
加
へ
ら
れ
π
御
斎
的
な
美
文
を
も
交
へ
、
事

實
の
記
述
の
忌
め
に
陥
り
易
い
乾
燥
無
昧
の
弊
を
免
れ
ん

ご
す
る
著
者
の
苦
3
5
は
余
輩
も
こ
れ
を
諒
こ
す
る
。
さ
り

　
　
　
　
　
　
第
ご
　
號
、
　
　
一
　
一
山
ハ
　
（
ご
一
〇
六
）

乍
ら
何
分
に
も
記
事
の
正
確
ご
詳
説
ご
を
期
し
π
る
本
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
事
な
れ
ば
、
デ
ー
ツ
や
人
名
地
名
杯
が
引
っ
き
り
な
し

に
繰
め
返
さ
れ
て
、
一
般
論
者
の
倦
厭
を
招
く
は
是
非
な

い
こ
ご
で
あ
ら
う
○
勿
論
何
入
が
試
み
て
も
こ
れ
以
上
に

出
で
る
こ
ご
は
先
づ
困
難
こ
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
が
、

余
輩
は
本
書
を
通
讃
す
る
際
に
、
記
蓮
の
方
法
上
遽
憾
に

思
つ
π
黙
が
二
三
あ
っ
π
o

　
先
づ
第
一
に
は
概
括
的
記
述
を
出
し
て
か
ら
細
説
に
入

る
や
う
に
し
π
か
っ
た
こ
ご
で
あ
る
Q
例
へ
ば
本
書
の
記

述
の
中
心
な
る
九
州
の
治
観
は
中
央
急
転
の
反
映
に
過
ぎ

ぬ
癒
合
が
多
く
、
叉
南
北
朝
時
代
の
事
蹟
で
鎌
倉
時
代
に

基
く
こ
ご
も
多
い
。
若
し
初
に
其
概
括
的
説
明
を
出
し
て

然
る
後
、
當
面
の
事
實
を
細
説
す
る
こ
ご
、
し
把
な
ら
ば

護
者
の
理
容
も
容
易
で
あ
ら
う
し
、
叉
記
述
の
重
複
を
避

け
る
こ
ご
も
出
來
π
で
あ
ら
う
○
然
る
に
本
書
に
は
此
種

の
概
括
的
記
述
が
割
合
に
乏
し
い
か
ら
、
何
等
の
概
念
も

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
へ

用
意
も
な
い
護
者
が
い
き
な
り
入
落
盤
に
飛
び
込
ん
だ
や



う
な
濾
憾
が
少
か
ら
ぬ
か
ご
思
は
れ
る
Q
例
へ
ば
南
北
朝

時
代
に
於
け
る
諸
家
の
面
子
離
合
は
中
央
で
も
地
方
で
も

大
抵
共
通
の
軌
道
を
行
っ
て
居
把
も
の
で
，
鎭
酋
の
諸
氏

こ
て
亦
多
分
に
漏
れ
ぬ
謬
で
あ
っ
た
が
、
本
書
に
は
そ
れ

ら
の
概
括
的
説
明
が
掛
け
て
居
る
。
中
央
に
於
け
る
奪
氏

直
義
両
蕪
の
贈
圏
は
九
州
に
も
影
響
し
て
渦
臨
を
捲
起
し

た
か
ら
、
本
書
に
も
此
中
央
の
政
況
を
電
磁
の
駈
で
今
少

し
詳
し
く
一
般
的
に
絡
叙
し
て
置
い
た
ら
ば
、
直
冬
の
九

州
落
ち
後
、
宮
方
、
武
家
方
の
間
に
逸
っ
た
幾
多
の
波
瀾

は
鳳
を
待
把
す
し
て
解
け
π
で
あ
ら
う
Q
叉
九
州
の
三
守

護
ご
探
題
こ
の
關
係
に
つ
い
て
も
、
幕
府
が
最
初
か
ら
特

殊
の
委
任
を
し
て
澱
い
た
爲
め
に
彼
等
が
探
題
の
赴
任
を

喜
ぱ
な
か
つ
π
の
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
馴
化
い
π
事
情
で
、

足
利
幕
府
に
な
っ
て
か
ら
の
探
題
選
任
難
も
實
は
こ
れ
に

基
く
こ
ご
が
多
か
つ
π
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
初
に
一

度
叙
述
し
て
置
く
の
必
要
が
あ
る
。
然
る
に
本
書
に
於
て

は
随
時
各
所
に
説
明
し
て
あ
る
か
ら
、
囲
度
季
濟
む
記
述

第
一
巻
　
　
挽
　
評
　
　
「
征
西
將
軍
宮
」
を
齪
む

が
一
色
範
孤
樹
槍
柵
頼
省
（
入
四
、
二
五
八
）
の
顔
合
や
今
川

了
俊
鶉
三
守
護
（
四
一
五
、
五
一
四
）
の
照
合
等
幾
度
も
出
で

た
り
、
鎌
倉
時
代
の
起
源
に
寂
し
元
記
蓮
が
却
て
後
の
方

に
現
れ
π
り
し
て
居
る
。
共
他
の
蕩
合
に
於
て
も
、
兎
記
述

　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
ヘ
　
へ

の
前
後
や
重
複
が
可
な
り
に
多
い
、
前
者
の
中
に
は
「
是

よ
り
先
」
ご
断
っ
て
あ
る
の
も
あ
る
が
、
其
聞
が
鯨
り
に
．

延
び
て
居
る
黒
め
に
護
者
に
錯
畳
を
與
へ
る
○
後
潜
に
つ

い
て
も
、
親
王
の
御
英
資
で
あ
ら
せ
ら
れ
元
こ
ご
は
も
こ

よ
り
申
上
ぐ
る
迄
も
な
い
が
、
そ
れ
が
一
編
の
中
に
籐
り

に
多
く
繰
り
返
さ
れ
て
居
る
。
菊
池
氏
野
鼠
が
如
何
な
る

蛎
合
に
も
分
裂
し
な
か
つ
把
ξ
い
ふ
こ
ご
も
、
幾
度
か
聞

・
か
さ
れ
把
Q
こ
れ
も
強
ち
わ
る
い
こ
ご
で
は
あ
る
ま
い
が
、

讃
看
に
強
い
印
象
を
興
へ
る
に
は
却
て
如
何
か
ご
危
ま
れ

る
。

　
次
ぎ
に
最
も
塁
易
に
記
述
し
把
こ
い
ふ
著
漕
の
豪
勢
は

余
輩
も
こ
れ
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
爾
ほ

多
少
の
遺
憾
の
黙
が
な
い
で
も
な
い
9
例
へ
ば
海
賊
船
ご

第
二
號
　
　
一
一
七
　
（
三
〇
七
）

，



陶

　
　
　
第
一
巻
　
批
評
　
「
征
西
將
軍
宮
」
を
譲
む

か
曳
船
ご
か
い
ふ
術
語
は
何
等
か
の
説
明
が
嫁
く
て
は
一

般
護
者
の
誤
解
を
招
き
、
若
し
く
は
理
解
の
出
來
兼
ね
る

も
の
で
あ
る
の
に
、
本
書
に
は
そ
れ
が
な
い
。
殊
に
前
者

の
如
き
は
一
書
の
中
で
普
通
の
意
味
の
蕩
合
に
も
併
用
し

て
あ
る
か
ら
猶
更
混
同
し
易
か
ら
う
ご
思
ふ
。
叉
探
題
の

事
を
斯
波
民
纏
の
窮
合
に
は
管
領
ご
書
い
て
あ
る
○
探
題

は
電
解
鎮
西
管
領
こ
も
い
ひ
、
叉
鎭
西
大
縞
軍
ご
さ
へ
も

い
つ
陀
が
、
探
題
こ
い
ふ
の
も
矢
張
當
時
の
聡
呼
で
あ
っ

て
見
れ
ば
、
本
書
の
如
き
は
何
れ
か
一
つ
に
へ
寧
ろ
後
世

泡
も
普
通
な
探
題
に
）
一
定
し
て
ほ
し
か
つ
元
○
さ
も
な

い
ご
、
讃
者
に
は
探
題
の
外
に
管
領
な
る
職
名
が
あ
っ
元

か
の
動
く
に
誤
解
さ
れ
る
憂
が
め
ら
う
○

　
　
　
　
愛
料
の
欺
級
方

　
離
書
の
資
料
は
古
文
書
を
中
心
こ
し
て
居
る
の
で
あ
る

が
、
是
等
の
古
文
書
の
多
く
は
こ
池
こ
し
て
は
何
等
の
聯

絡
も
な
く
、
其
内
容
概
し
て
貧
溺
な
上
に
、
年
盛
の
闘
け

元
も
の
さ
へ
め
る
か
ら
、
こ
れ
を
纒
め
て
行
っ
把
著
者
の

砂

　
　
　
　
　
　
第
二
器
　
　
一
一
八
　
（
三
〇
八
）

苦
心
は
癖
易
で
な
い
Q
尤
も
自
序
に
も
断
っ
て
あ
る
如
く

前
に
は
田
申
元
勝
翁
の
『
征
西
將
軍
宮
譜
』
が
あ
っ
て
是
等

の
閥
係
文
書
杯
に
精
緻
な
る
平
調
を
加
へ
ら
れ
て
居
る
○

縦
ひ
墾
考
史
料
の
多
く
出
で
π
今
日
か
ら
親
て
多
少
の
失

職
を
莞
れ
訟
に
も
せ
よ
、
當
時
に
あ
っ
て
は
驚
歎
す
べ
き

程
精
核
の
織
も
あ
っ
て
、
本
書
に
取
っ
て
も
確
か
に
荊
棘

を
拓
い
陀
偉
功
は
あ
る
Q
此
後
に
も
・
史
局
の
『
吏
料
』
や

『
史
稿
』
は
幾
多
學
者
の
攻
究
を
重
ね
犯
成
果
で
、
日
夕
こ

れ
を
繕
く
爵
由
を
有
し
セ
著
者
に
多
大
の
寄
事
を
し
π
こ

ご
い
ふ
迄
も
な
か
ら
う
。
本
書
に
は
毎
飾
墾
考
書
を
載
せ

て
は
あ
る
が
、
後
者
を
始
め
新
し
い
著
書
は
一
中
に
漏
れ

て
居
る
や
う
で
あ
る
Q
例
へ
ば
正
中
の
建
長
寺
船
や
元
弘
、

の
住
吉
船
、
さ
て
は
堺
港
の
地
位
杯
に
醸
す
る
余
輩
の
研

究
が
獣
っ
て
探
用
さ
れ
て
居
る
の
を
見
て
も
、
余
輩
は
實

の
庭
、
是
等
の
前
著
ご
灘
照
し
セ
後
な
ら
で
獣
、
本
研
究

に
取
っ
て
の
最
初
の
建
設
者
蹴
る
榮
冠
を
著
者
に
輿
へ
る

に
躊
躇
す
る
。
余
輩
が
こ
れ
か
ら
論
ず
る
事
項
も
或
は
著



者
の
創
見
で
な
い
塘
合
が
あ
る
か
も
知
れ
露
。
さ
り
乍
ら

今
は
一
々
そ
れ
ら
ご
封
照
す
る
暇
も
な
し
、
叉
既
に
其
著

書
に
採
用
さ
れ
セ
る
以
上
、
責
任
の
著
潔
に
あ
る
べ
き
は

言
ふ
迄
も
な
い
か
ら
、
其
積
り
で
批
評
を
進
め
て
行
く
の

外
は
な
い
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
へ

　
先
づ
第
一
に
著
者
に
依
っ
て
本
書
の
材
料
が
能
く
こ
な

ヘ
　
へさ

れ
て
居
る
か
ご
う
か
ご
い
ふ
に
、
本
書
を
精
讃
す
る
程

の
護
者
は
樽
入
で
も
纒
っ
π
記
録
に
乏
し
い
時
代
に
、
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

文
書
丈
で
史
話
を
取
扱
ふ
こ
ご
の
困
難
を
し
み
ハ
＼
思
ひ

浮
べ
ぬ
も
の
は
あ
る
ま
い
。
例
へ
ば
菊
池
武
重
（
八
八
）
武

士
、
武
敏
（
九
一
）
の
卒
去
の
年
代
や
懐
良
親
王
の
申
務
卿
か

・
ら
式
部
卿
に
御
要
任
の
年
月
（
三
八
四
）
の
考
定
な
ぐ
」
皆
そ

れ
で
あ
る
。
此
黙
に
於
て
著
者
が
大
鷺
に
於
て
成
功
し
て
．

居
る
こ
ご
申
す
迄
も
な
い
が
、
中
に
は
間
々
潰
憾
の
鮎
が

な
．
い
で
も
な
い
つ
例
へ
ば
親
王
が
俳
豫
の
忽
那
島
に
御
毘

の
頃
、
後
醍
醐
天
皇
の
崩
御
あ
ら
せ
ら
れ
把
こ
ご
を
叙
し

て
、
「
忽
那
一
族
軍
忠
次
第
に
、
親
王
御
在
島
中
の
御
事
を

　
　
　
第
　
一
～
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
征
西
將
軍
宮
」
を
讃
む

記
せ
る
第
一
に
、
供
御
料
足
の
事
を
畢
げ
、
次
に
御
佛
事

料
足
事
．
、
」
あ
り
、
鴨
れ
恐
ら
く
は
父
天
皇
の
御
爲
に
、
御

言
事
を
修
せ
ら
れ
し
．
に
も
め
る
べ
き
か
」
ご
見
ぬ
て
居
る
。

（
六
三
i
四
）
其
堆
黒
陀
る
『
忽
那
一
族
此
々
次
第
』
に
は
逆

　
　
一
供
御
麟
足
事

　
一
御
即
事
料
足
事

　
一
征
西
將
軍
宮
當
島
渡
御
供
御
井
御
手
人
々
兵
忌
事

　
一
嗣
富
軍
服
調
進
事
（
下
署
）

ご
あ
っ
て
・
窮
三
項
以
下
は
親
王
の
供
御
其
他
に
蘭
し
元

こ
ご
に
相
違
な
い
が
、
第
一
項
、
第
一
．
一
項
が
主
格
を
闘
い

で
居
る
の
を
見
て
も
、
其
吉
野
の
天
皇
の
供
御
及
び
御
佛

事
料
足
論
る
こ
ご
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
決
し
て
親
王
御

在
島
中
葉
桜
の
爲
あ
に
行
は
せ
ら
れ
π
御
佛
事
を
意
味
し

て
は
居
ら
澱
の
で
あ
る
。
是
等
の
事
は
自
然
後
項
に
も
説

論
及
ぼ
さ
う
。

　
　
　
　
論
翻
上
の
閾
隔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
．

　
本
書
の
論
断
は
概
し
て
控
へ
目
勝
で
あ
っ
て
、
際
立
っ

て
斬
新
な
も
の
も
見
當
ら
ぬ
代
り
に
憾
奇
矯
な
る
濁
断
も

第
二
號
　
　
一
一
九
　
（
三
〇
九
）



　
　
　
第
　
一
管
　
　
批
　
評
　
　
「
征
閥
將
軍
宮
」
を
讃
む

な
く
、
大
盤
に
干
て
肯
繁
に
中
っ
て
居
る
こ
い
へ
や
う
。

さ
り
乍
ら
此
美
織
に
は
叉
多
少
の
憂
欝
を
俘
っ
て
居
る
。

即
．
ち
忌
糧
な
く
い
へ
ば
、
断
定
が
兎
角
鈍
り
勝
で
あ
る
こ

ご
》
其
断
定
も
目
前
の
事
態
か
ら
打
糞
さ
れ
て
、
ご
も
す

る
ご
大
局
の
判
断
を
閑
却
さ
れ
π
嫌
の
あ
る
こ
ご
及
び
記

述
の
長
里
に
論
る
こ
ご
な
ご
で
あ
ら
う
。
本
書
の
吏
實
を

愼
重
に
取
扱
ひ
過
ぎ
π
實
例
こ
し
て
、
先
づ
阿
曾
宮
の
事

を
畢
，
げ
や
・
り
○
本
堂
邑
ご
十
九
ペ
ー
ジ
に
は
延
一
兀
々
幽
四
十
n
月

十
日
○
後
醍
醐
天
皇
が
叡
山
か
ら
京
都
へ
還
幸
あ
ら
せ
ら

れ
π
こ
ご
を
載
せ
て
、
愚
亭
（
卜
定
）
阿
曾
宮
は
吉
野
に
赴

か
せ
ら
れ
云
々
」
ご
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
好
季
記
の

記
事
に
糠
っ
元
も
の
で
あ
る
。
此
阿
曾
宮
は
本
朝
皇
胤
紹

狸
録
等
に
も
見
ぬ
て
居
る
御
方
で
、
『
争
訟
將
軍
宮
譜
』
に

は
此
御
名
の
他
の
も
の
に
見
ね
ざ
る
を
以
て
、
同
書
の
記

者
の
誤
解
に
委
し
て
居
乍
ら
、
黒
糖
將
興
宮
の
御
事
こ
し

て
居
る
が
、
本
書
に
は
三
十
八
ペ
ー
ジ
に
宮
が
鎭
西
宮
こ

し
て
命
冒
を
高
野
山
堂
衆
に
下
し
給
う
元
こ
ご
を
載
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
一
二
（
）
　
（
三
一
〇
）

阿
曾
宮
ご
は
御
別
記
こ
し
、
四
十
三
ペ
ー
ジ
に
「
太
季
記

が
宮
を
阿
曾
宮
こ
し
、
彼
の
十
月
十
日
に
天
皇
の
京
都
還

幸
ご
共
に
吉
野
地
方
に
赴
か
せ
ら
れ
把
る
如
く
記
し
セ
る

は
も
こ
よ
り
甚
し
き
誤
謬
な
る
も
云
々
し
ご
明
言
し
て
あ

る
。
既
に
阿
曾
宮
、
鎮
西
宮
の
関
宮
は
御
別
人
で
あ
る
こ
す

れ
ば
、
本
書
が
紹
運
学
徳
の
後
醍
醐
天
皇
の
皇
晶
験
館

ご
あ
る
記
事
に
篠
っ
て
、
一
言
の
説
明
も
な
し
に
、
宮
の

御
母
を
欝
憤
法
親
王
ご
御
同
量
幅
御
子
左
黒
塗
の
女
こ
す
．

る
は
矛
盾
で
な
い
か
○
（
二
）
叉
本
書
に
阿
郵
書
が
吉
野
へ

赴
か
せ
ら
れ
把
こ
い
ふ
の
は
宮
も
叡
由
か
ら
吉
野
へ
遁
れ

ら
れ
π
ε
の
謎
で
、
宮
は
吉
野
か
ら
更
に
紀
伊
の
海
岸
へ

出
で
、
御
乗
船
が
あ
っ
陀
ら
う
こ
の
推
定
を
下
し
て
あ
る

が
、
こ
れ
な
ご
も
廻
り
に
勝
手
な
推
論
ご
は
見
ね
ま
い
か
Q

而
か
も
四
十
八
i
九
ペ
ー
ジ
問
に
挿
入
さ
れ
把
独
勝
親
王

御
西
下
の
御
路
筋
圖
臆
は
河
内
か
ら
吉
野
を
よ
け
て
高
野

へ
幾
ら
れ
沈
や
う
に
な
っ
て
居
る
の
は
如
何
で
あ
ら
う
Q

こ
れ
ご
同
一
の
筆
法
で
、
著
者
は
叉
常
陸
親
王
を
も
興
良



㌦

親
王
ご
御
別
入
ご
見
て
居
っ
て
、
百
八
十
ぺ
！
ジ
に
「
士

佐
に
い
ま
し
、
常
陸
親
王
も
周
防
に
出
で
、
山
陰
山
陽
の

兵
を
召
さ
れ
、
興
良
親
王
も
赤
松
氏
の
擁
護
を
受
け
て
播

磨
に
兵
を
畢
げ
ら
れ
、
云
々
」
ご
書
い
て
あ
る
○
余
輩
は

此
織
に
鞭
て
も
『
島
西
將
軍
宮
譜
』
ご
同
じ
く
嘗
っ
て
北
畠

親
房
に
奉
せ
ら
れ
て
常
陸
に
ま
し
一
π
大
塔
若
宮
興
良

親
王
即
ち
常
陸
親
王
な
り
ご
信
ず
る
も
の
で
あ
る
Q

　
斯
ば
か
り
断
定
に
細
心
な
る
著
者
も
史
的
人
物
の
品
隣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

に
な
る
ご
、
目
立
っ
て
大
飛
車
・
に
霞
で
る
癖
が
あ
る
。
こ

れ
は
随
所
に
見
繊
だ
さ
れ
る
が
、
例
へ
ば
建
武
の
中
興
を

説
い
π
條
に
、
「
建
武
中
興
の
業
成
り
、
一
統
の
新
政
は
施

さ
れ
彫
り
、
然
れ
ご
も
天
皇
を
輔
佐
し
奉
る
べ
き
良
臣
に

乏
し
く
、
公
卿
の
棟
梁
こ
し
て
（
？
）
護
良
親
王
坐
は
す
も

こ
の
新
政
治
を
詞
飽
す
べ
き
治
世
の
政
治
塚
に
あ
ら
す
、

．
満
朝
幾
多
の
公
卿
は
た
い
員
に
備
は
る
の
み
G
義
貞
・
正

成
の
如
き
元
弘
の
功
臣
あ
れ
こ
も
、
是
れ
唯
、
一
介
の
武

弁
に
て
盤
根
錯
箇
．
の
間
に
そ
の
ふ
力
量
を
試
み
ん
ご
す
る
の

第
’
一
磐
　
　
批
　
評
　
　
「
征
西
悪
軍
宮
」
を
讃
む

器
に
あ
ら
す
、
足
利
奪
氏
居
り
寵
を
得
る
も
、
徒
ら
に
野

心
を
包
藏
し
て
更
に
新
政
を
輔
け
奉
ら
ん
の
意
志
な
し
O
し

ご
総
捲
り
に
評
解
し
て
賑
中
入
な
く
、
氣
焔
量
る
べ
か
ら

ざ
る
の
概
が
あ
る
。
（
二
二
）
余
輩
は
其
當
否
を
考
量
す
る

前
に
、
先
づ
天
皇
親
政
を
御
理
想
こ
せ
ら
れ
て
、
關
白
を

も
置
か
れ
な
か
っ
た
後
醍
醐
天
皇
が
、
假
り
に
良
佐
が
あ

っ
て
も
善
言
に
聴
か
れ
だ
も
の
か
ご
う
か
ご
い
ふ
こ
ご
を

先
決
問
題
に
し
π
い
の
で
あ
る
。
實
際
中
興
政
治
の
組
織

を
見
て
も
、
叉
些
細
な
所
領
の
給
興
に
向
っ
て
泡
、
一
々
・

論
旨
が
出
で
π
事
實
を
見
て
も
、
輔
弼
の
責
を
朝
臣
に
の

み
負
は
す
は
租
々
酷
で
あ
ら
う
。

　
す
べ
て
史
上
の
人
物
論
に
は
成
敗
の
見
に
捕
は
れ
る
の

が
第
一
の
禁
物
で
あ
る
が
、
本
書
の
そ
れ
に
は
遺
憾
乍
ら

其
形
跡
が
梢
々
露
骨
に
見
ね
て
居
る
か
ご
思
ふ
。
例
へ
ば

期
波
氏
維
が
九
州
へ
渡
航
す
る
船
内
に
膨
多
の
傾
城
を
掻

い
て
、
さ
な
が
ら
物
見
遊
山
の
如
く
悠
々
ご
下
向
の
途
に

遅
い
党
事
を
説
い
て
、
「
當
仕
官
軍
勢
頗
る
旺
盛
な
る
に
、

第
二
號
　
　
　
一
二
一
　
（
三
一
一
）



第
　
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
征
西
將
軍
宮
」
を
讃
む

之
を
撃
た
ん
が
編
め
幕
命
を
受
け
て
赴
任
す
る
管
領
が
、

譲
罪
す
る
有
様
お
よ
そ
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
そ
の
前
途

ま
π
ト
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
な
り
L
（
二
九
〇
）
．
こ
論
じ
て

其
失
敗
を
豫
言
（
？
）
し
て
あ
る
が
、
同
じ
く
九
州
下
向
に

當
っ
て
、
到
る
庭
名
勝
を
探
り
歌
枕
を
尋
ね
て
、
悠
々
閑

々
、
「
九
州
維
螢
の
大
事
を
忘
れ
侮
る
も
の
、
如
く
」
叉
「

た
い
風
流
韻
事
の
族
暴
露
る
が
如
く
」
に
思
は
れ
π
孜
ぎ

の
探
題
冷
川
了
俊
に
向
っ
て
は
「
其
裏
面
に
隠
れ
π
る
幾

多
の
惨
憺
π
る
経
螢
」
が
あ
っ
弛
こ
ご
を
認
め
、
其
赴
任

に
要
し
善
時
目
の
遷
延
で
も
そ
れ
が
知
ら
れ
る
こ
い
ひ
、

「
敢
へ
て
前
探
題
（
氏
経
）
の
轍
を
履
ま
す
、
尊
重
に
二
重
を

加
へ
捻
る
は
、
蓋
し
了
俊
の
技
禰
の
非
凡
奪
る
所
を
見

る
べ
し
」
ご
さ
へ
極
言
し
て
あ
る
。
成
程
傾
城
ご
歌
枕
ご

で
は
趣
味
に
高
低
は
あ
ら
う
。
さ
り
乍
ら
氏
維
の
傾
城
を

載
せ
て
行
つ
π
こ
か
ふ
こ
ご
は
例
の
太
李
記
の
記
事
で
、

尊
書
に
は
望
診
出
螢
の
年
も
経
蔵
っ
て
居
る
。
假
り
に
そ

れ
が
斑
岩
こ
し
て
も
、
時
代
の
滋
徳
標
準
は
悉
く
今
日
ご

第
二
號
　
　
　
一
二
二
　
（
・
一
二
二
）

一
致
は
せ
ぬ
○
殊
に
両
入
の
行
動
に
は
或
程
度
迄
共
蓮
の

鮎
も
あ
っ
た
の
に
拘
ら
す
、
一
方
に
責
む
る
に
嚴
で
、
一

方
に
寛
で
あ
っ
た
り
、
両
人
の
九
州
に
赴
任
し
π
前
後
の

形
勢
や
周
面
の
事
情
に
墾
化
の
あ
っ
だ
こ
ご
を
度
外
覗
し

乍
ら
、
軍
に
耐
熱
の
高
低
丈
を
以
て
其
成
敗
を
ト
す
る
は

果
し
て
當
を
得
π
も
の
こ
い
へ
や
う
か
○
本
書
に
は
叉
九

州
で
失
脚
し
把
雨
漏
の
館
京
後
出
家
し
て
風
月
を
友
こ
す

る
身
こ
な
つ
だ
こ
ご
を
説
い
て
、
「
そ
の
初
、
九
州
平
定
の

任
命
を
帯
び
、
兵
庫
を
猴
し
、
傾
城
を
乗
せ
て
瀬
戸
杓
海

を
西
下
せ
し
時
の
元
畜
は
、
途
に
彼
に
見
る
能
は
ざ
る
こ

ご
》
な
b
澱
」
ご
あ
な
は
、
も
こ
よ
り
一
種
の
椰
楡
皮
肉

で
は
あ
ら
う
が
、
全
編
の
工
面
図
な
る
記
述
に
面
し
て
不

釣
合
の
嫌
も
あ
る
か
ら
、
寧
ろ
無
く
も
が
な
ご
思
ふ
。

　
叉
本
書
の
論
断
が
多
少
誌
面
の
事
實
に
捕
は
れ
て
根
本

の
喫
緊
事
を
閑
却
し
把
か
ご
思
は
れ
る
一
こ
の
例
を
畢
げ

る
ご
、
正
李
五
年
に
足
利
直
冬
が
太
宰
府
…
に
乗
入
っ
て
斯

在
を
風
靡
も
柁
蒔
、
一
色
町
氏
か
ら
鯨
民
の
出
征
を
請
う

“



泥
理
由
を
、
本
書
に
は
早
き
に
薩
冬
を
伐
つ
工
め
、
欝
氏

よ
り
涙
遣
さ
れ
π
高
師
泰
が
石
兄
の
官
軍
に
沮
ま
れ
て
來

零
し
難
く
な
つ
セ
こ
ご
℃
馨
し
て
あ
る
が
、
（
一
七
〇
）
實

は
商
冬
が
九
州
に
入
っ
て
か
ら
、
・
埋
骨
の
命
ご
総
し
て
昧

方
の
兵
を
募
っ
て
居
π
の
で
、
九
州
の
諸
大
名
の
其
磨
下

に
馳
集
っ
た
の
も
こ
れ
が
爲
め
で
あ
る
か
ら
、
此
際
二
更

こ
し
て
は
是
非
共
鯨
氏
自
身
の
出
馬
を
必
要
こ
し
セ
か
ら

で
あ
る
。
筆
戦
奪
氏
の
御
聖
書
に
「
九
州
蜂
起
事
、
三
冬

樗
御
意
相
語
士
卒
之
由
鼠
走
聞
、
霧
散
不
審
所
右
向
也
云

々
」
こ
い
っ
て
居
る
の
は
何
よ
り
能
く
こ
れ
を
告
白
し
て

居
る
も
の
で
あ
る
。
太
李
記
に
も
密
々
同
意
昧
を
載
せ
て

魔
睡
出
征
は
師
直
の
堅
め
で
あ
っ
セ
ご
書
い
て
居
る
。
或

は
さ
う
で
あ
っ
陀
ら
う
。
何
れ
に
し
て
も
師
泰
の
進
退
動

何
は
格
別
重
要
の
こ
ご
で
な
か
っ
た
Q
尊
氏
西
下
の
報
道

が
主
命
目
時
的
に
も
せ
よ
、
範
氏
の
勢
力
を
挽
回
せ
し
め

把
こ
ご
は
著
者
も
語
め
る
こ
こ
ろ
で
あ
る
○
（
一
七
二
）
叉

正
配
十
一
年
（
本
書
に
十
二
年
に
作
る
は
誤
）
島
津
氏
久
が

　
　
　
第
　
一
回
目
　
枇
　
評
　
　
「
征
西
悪
軍
富
」
を
謹
む

簾
鋭
し
泥
理
由
に
つ
い
て
も
、
本
書
に
は
官
軍
の
勢
が
盛

ん
で
武
家
方
の
豊
麗
鉗
卑
し
π
爲
め
、
島
津
氏
が
窮
境
に

陥
つ
元
か
ら
、
宮
方
に
鰭
順
し
て
薩
摩
の
官
軍
．
こ
共
に
當

の
張
敵
た
る
日
向
の
畠
山
直
々
に
婁
抗
す
る
の
利
を
認
め

氏
久
が
先
ず
降
つ
π
ご
説
朋
し
て
あ
る
・
（
二
五
〇
）
成
程

氏
久
は
共
後
三
條
泰
季
に
魁
し
て
大
隅
加
治
木
の
岩
屋
城

を
攻
め
な
ご
し
て
居
る
け
れ
ざ
も
、
果
し
て
降
服
の
當
時

畠
山
氏
樹
抗
を
書
す
る
が
如
き
除
裕
が
あ
っ
把
で
あ
ら
う

か
ρ
本
書
に
も
説
か
れ
て
居
る
如
く
、
征
西
府
の
軍
は
連

戦
敵
を
破
っ
て
》
一
色
氏
は
奔
り
、
大
友
氏
は
降
り
、
孤

立
無
援
の
島
津
氏
は
…
能
り
違
へ
ば
一
家
破
滅
の
危
機
に
瀕

し
て
居
把
か
ら
、
さ
し
も
頑
強
な
る
島
津
氏
も
密
儀
な
く

降
服
を
申
出
で
π
も
の
こ
し
か
思
は
れ
ぬ
。
而
か
も
氏
久

が
先
づ
降
っ
て
貞
久
b
師
久
が
後
れ
て
降
つ
把
こ
ご
に
は

確
か
に
意
義
が
め
つ
π
○
貞
久
。
師
久
は
正
偽
十
四
年
四

月
前
（
本
書
に
同
年
末
か
十
五
年
の
初
か
ご
あ
る
は
誤
っ

て
居
る
）
既
に
叛
い
て
武
家
方
に
な
つ
元
が
、
氏
久
は
爾

　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
一
二
三
　
（
三
一
三
）



～

　
　
　
第
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
征
弼
將
軍
宮
蕃
譲
む

ほ
宮
方
を
改
め
な
か
つ
π
o
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
延
丈
四

年
（
正
正
十
四
年
）
四
月
五
臼
の
貞
久
の
譲
歌
に
於
て
、
氏
久

に
譲
る
所
領
の
事
に
つ
い
て
遺
言
を
な
し
て
居
る
を
見
れ

ば
、
早
旦
の
蹄
順
は
全
く
父
子
馴
合
ひ
の
結
果
で
あ
っ
て

宮
方
の
自
家
に
樹
す
る
軽
妙
を
緩
和
し
、
（
實
際
正
李
十
一

年
九
月
の
初
に
泰
季
は
市
來
鮫
島
諸
氏
忽
率
み
て
島
津
氏

の
城
を
攻
め
つ
、
あ
っ
把
）
貞
久
も
、
後
一
旦
宮
方
に
降

つ
淀
も
の
、
、
氏
久
に
先
き
だ
っ
て
復
武
家
方
こ
な
つ
π

の
は
、
両
者
何
れ
の
世
こ
な
っ
て
も
、
一
家
の
全
滅
を
免

れ
ん
こ
し
π
も
の
に
相
蓮
な
い
。
本
書
が
此
幾
微
に
欄
れ

す
し
て
、
只
管
畠
由
氏
へ
の
野
抗
に
重
き
を
呪
い
て
あ
る

の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
本
書
に
は
又
「
元
來
筆
才
が
南
朝
に
降
を
納
れ
し
は
奪

氏
に
封
ず
る
一
時
の
手
段
に
出
で
し
も
の
に
て
、
本
意
に

あ
ら
ざ
れ
ば
、
講
和
の
成
る
ご
共
に
、
南
朝
の
こ
ご
更
に

眼
中
に
な
き
な
り
」
（
一
八
六
）
こ
い
っ
て
あ
る
。
成
程
直

義
の
欝
敵
し
た
當
初
の
事
情
は
さ
う
で
あ
っ
た
が
、
既
に

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
一
ご
四
　
（
三
一
四
）

奪
氏
を
も
屈
服
せ
し
め
π
以
上
、
彼
れ
は
百
尺
竿
頭
一
歩

を
進
め
て
、
奪
並
等
主
材
の
甘
雨
し
て
而
か
も
質
現
さ
れ

な
か
っ
陀
公
武
合
膿
の
難
事
を
其
一
手
に
達
成
し
て
多
年

の
宿
題
を
解
決
す
る
ご
同
時
に
、
彌
が
上
に
も
自
家
の
勢

望
権
銭
を
高
め
や
う
こ
の
野
心
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼
れ

は
頗
る
事
事
に
後
村
上
天
皇
の
御
入
京
を
望
み
奉
っ
π
。

此
蓮
動
に
．
奪
氏
も
同
意
で
あ
っ
た
こ
ご
は
笹
野
吉
野
よ
り

入
京
し
だ
楠
木
正
儀
の
使
者
が
奪
民
に
謁
し
て
引
々
物
を

貰
っ
て
居
る
の
で
も
知
ら
れ
や
う
○
本
書
に
は
是
時
の
和

議
の
不
成
立
に
絡
っ
忙
理
由
の
一
つ
こ
し
て
北
朝
の
帝
位

を
去
ら
る
、
を
好
ま
れ
な
か
つ
π
事
を
数
へ
て
あ
る
が
、
幽

程
な
く
奪
氏
・
直
義
の
和
が
破
れ
て
鴬
氏
は
南
朝
に
降
b

彼
等
の
今
迄
推
戴
し
つ
、
あ
っ
た
北
朝
の
天
皇
上
皇
東
宮

を
置
去
り
に
し
奉
っ
て
東
下
し
把
手
際
で
も
、
此
御
希
望

が
彼
等
の
問
に
除
り
重
き
を
な
し
て
居
な
か
つ
π
こ
ご
が

解
る
○
直
義
は
内
に
は
奪
氏
の
同
意
も
あ
り
、
．
外
に
は
楠

木
正
儀
の
好
意
が
あ
っ
元
か
ら
、
定
め
て
爬
羅
を
期
し
て



居
陀
で
あ
．
ら
う
。
然
る
に
商
朝
の
堂
々
セ
る
名
分
論
に
一

溜
り
も
な
く
談
判
は
破
裂
に
黙
し
て
仕
舞
つ
完
。
此
結
果

は
延
い
て
彼
れ
の
．
威
信
を
失
墜
せ
し
め
て
、
失
脚
の
一
因

こ
な
る
に
至
つ
だ
の
で
あ
る
。
彼
れ
が
尊
氏
こ
の
講
和
後

南
朝
を
眼
中
に
貴
か
な
か
つ
把
こ
の
警
察
は
當
時
の
事
情

に
於
て
賛
成
が
出
來
兼
ね
る
○

　
　
　
　
公
羅
ご
濾
美

　
最
後
に
余
輩
の
批
判
を
試
み
π
い
の
は
本
書
の
主
人
公

に
ま
し
ま
す
宮
及
び
磨
下
の
諸
士
に
遇
す
る
槻
察
の
二
季

を
得
π
り
ゃ
否
や
こ
い
ふ
の
黙
に
あ
る
。
本
書
の
編
纂
は

親
王
を
初
め
奉
り
、
菊
池
・
阿
蘇
諸
氏
の
．
遺
風
除
烈
を
宣

揚
し
て
耳
翼
に
資
せ
ん
こ
の
熊
本
縣
敷
育
會
の
希
望
に
基

い
て
成
つ
だ
も
の
で
あ
る
。
此
種
の
編
纂
は
動
も
す
れ
ば

過
褒
盗
美
に
階
り
、
観
察
の
公
李
を
期
し
難
い
も
の
で
あ

る
が
、
著
者
は
迫
に
着
眼
が
穏
健
で
見
苦
し
い
失
磯
を
見

出
す
こ
ご
が
出
來
沁
Q
さ
れ
ご
総
ほ
白
玉
の
微
蝦
こ
も
い

ふ
べ
き
一
種
の
臭
昧
は
多
少
な
い
で
も
な
い
○

　
　
　
第
一
巻
　
　
勤
　
詳
　
　
「
征
西
將
軍
宮
」
を
讃
む

　
親
王
の
御
事
蹟
に
つ
い
て
余
輩
の
心
附
い
π
の
は
本
書

め
親
王
の
明
使
こ
の
御
折
衝
に
つ
い
て
の
窺
察
で
あ
る
Q

本
書
に
親
王
が
閉
業
に
重
し
て
、
賜
れ
に
防
備
の
あ
る
こ

ご
を
示
さ
る
、
ご
同
時
に
、
季
和
の
貴
ぶ
べ
き
こ
ご
を
説

か
れ
て
明
の
來
征
の
念
を
挫
か
れ
陀
の
は
時
宗
が
元
使
を

斬
つ
泥
こ
ご
、
共
に
千
古
の
快
事
で
あ
る
ご
説
く
迄
は
無

難
で
あ
ら
う
が
、
「
是
れ
蓋
し
親
王
の
天
資
英
遮
こ
の
難
局

に
些
し
て
誤
ま
ら
れ
ざ
る
の
致
す
所
ご
は
い
へ
、
ま
π
侍

み
給
ふ
所
な
く
輕
々
に
馴
せ
ら
れ
た
る
に
あ
ら
す
、
憂
く

野
薮
の
愈
々
裳
階
に
し
て
芝
之
が
殆
ん
こ
そ
の
難
に
絶
ぬ

す
困
窮
の
極
に
あ
る
を
見
、
一
面
に
は
倭
冠
を
奨
拗
せ
ら

れ
つ
、
、
こ
の
回
答
を
興
へ
ら
れ
し
も
の
な
る
べ
し
、
」

（
四
四
八
）
こ
の
結
論
に
至
っ
て
は
果
し
て
當
を
得
た
も
の

で
め
ら
う
か
。
明
野
や
聞
書
に
守
る
ご
、
明
は
國
王
良
懐

に
璽
書
を
賜
ひ
入
憲
を
詰
っ
た
け
れ
こ
も
、
艮
懐
は
命
を

奉
ぜ
す
し
て
山
東
に
会
し
、
濃
台
明
解
傍
海
の
民
を
掠
め

逡
に
輻
建
沿
海
の
郡
に
冠
し
π
ご
あ
る
が
、
著
者
が
親
王

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
一
二
五
　
（
三
一
五
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
征
西
膀
軍
宮
」
を
誼
む

の
倭
語
の
御
奨
働
を
認
め
些
些
慷
は
恐
ら
く
透
邊
に
あ
ら

う
。
果
し
て
然
ら
ば
國
際
上
の
信
義
か
ら
見
た
な
ら
ば
、

親
王
の
外
交
は
同
時
の
武
家
方
の
探
題
今
川
了
俊
が
朝
鮮

こ
の
交
鄭
の
誼
を
重
ん
じ
て
倭
冠
の
賊
を
捕
へ
三
島
の
侵

掠
を
禁
じ
陀
の
に
黒
し
て
一
碧
を
輸
せ
ら
れ
る
こ
い
ふ
の

外
は
あ
る
ま
い
。
非
常
の
蕩
合
、
マ
キ
ア
ヴ
エ
リ
ー
式
の

外
山
父
は
除
儀
な
い
こ
す
る
も
、
叉
倭
冠
の
御
針
働
を
事
虚
貰

こ
す
る
も
、
親
王
の
御
偉
績
こ
し
て
特
筆
大
書
す
る
は
風

敷
に
資
す
べ
き
こ
ご
で
あ
ら
う
か
。
然
る
に
余
輩
は
朋
が

親
王
を
日
本
國
王
ご
見
て
屠
弓
丈
當
時
の
倭
冠
も
親
王
の

部
下
の
軍
隊
ご
見
把
も
の
で
、
本
書
は
叉
そ
れ
に
誤
ら
れ

て
、
親
王
の
倭
憲
騎
馬
拗
を
思
ひ
浮
べ
、
俗
に
い
ふ
簸
負

の
引
倒
し
に
近
き
結
論
に
到
達
し
把
も
の
こ
信
ず
る
。

　
菊
池
氏
に
つ
い
て
は
著
者
は
満
腔
の
敬
意
を
梯
っ
て
繰

り
返
し
一
理
忠
烈
を
語
っ
て
居
る
○
こ
れ
に
擦
れ
ば
、

菊
池
氏
の
最
も
誇
こ
す
る
所
は
、
同
族
の
團
結
が
輩
固
で

あ
っ
て
、
他
の
諸
氏
に
見
る
が
如
き
一
族
か
ら
離
れ
て
武

　
　
　
　
　
　
　
第
二
　
號
　
　
　
一
ご
山
ハ
　
（
一
二
一
山
ハ
）

家
方
こ
な
る
も
の
、
な
か
つ
π
瀦
に
あ
る
。
著
者
は
其
理

由
こ
し
て
九
十
二
ペ
ー
ジ
に
は
武
重
が
百
年
の
後
を
慮
っ

て
一
族
洞
議
の
剃
を
設
け
陀
の
に
饗
し
て
あ
る
が
、
二
百

十
七
ペ
ー
ジ
に
至
る
ご
、
更
に
菊
池
氏
一
族
の
多
年
養
成

し
π
士
風
が
お
の
つ
か
ら
普
遍
の
豪
族
ご
鍵
っ
て
居
柁
こ

ご
に
等
し
て
、
同
氏
の
由
來
佛
法
に
熟
心
で
、
大
智
や
秀

山
か
ら
精
神
上
の
修
養
を
得
π
結
果
に
基
づ
く
こ
こ
ろ
が

多
か
つ
π
ら
う
こ
い
っ
て
居
る
○
（
是
等
も
一
箇
所
に
纒
め

て
ほ
し
か
つ
把
）
余
輩
も
大
匙
に
於
て
是
等
の
事
實
を
認

め
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
其
除
外
例
を
も
認
め
π
い
。

即
ち
正
否
三
年
征
西
府
の
活
動
時
代
に
於
て
既
に
其
一
族

菊
池
越
前
襟
守
武
宗
は
叛
い
て
武
家
方
こ
な
っ
て
居
る
。

本
書
に
は
「
是
れ
詫
磨
氏
の
一
族
早
岐
氏
を
纏
ぎ
し
に
よ

る
も
の
な
る
べ
し
」
（
一
五
二
）
こ
め
る
が
、
恵
良
惟
澄
の

贈
進
状
に
も
見
ゆ
る
如
く
、
武
闘
は
菊
池
九
郎
武
久
の
養

父
で
、
小
山
こ
も
繕
し
セ
程
で
あ
る
か
ら
、
も
こ
よ
り
肥

後
國
六
箇
荘
小
山
村
の
地
頭
職
で
あ
っ
た
○
本
書
が
武
宗



の
武
家
方
に
走
っ
碧
羅
實
を
認
め
乍
ら
「
，
菊
池
氏
に
於
て

は
、
當
時
の
諸
家
に
見
ゆ
る
如
き
一
族
間
の
分
裂
を
見
す
」

（
一
五
二
）
こ
い
ふ
は
如
何
で
あ
ら
う
。
慮
安
七
年
十
月
七

口
の
了
俊
の
朕
に
擦
る
ご
、
事
實
の
有
無
は
保
謁
出
來
ぬ

が
、
武
光
の
死
後
一
族
が
欺
を
彼
れ
に
通
じ
て
革
質
領
の
・

給
與
を
申
出
で
た
も
の
が
あ
る
こ
い
ふ
。
叉
武
朝
の
時
に

も
一
族
の
内
訂
を
生
じ
て
、
武
朝
の
反
野
宮
が
守
由
城
に

篠
っ
て
武
朝
ご
戦
つ
π
o
本
書
に
は
彼
等
を
曝
し
て
「
菊

池
氏
一
族
の
末
輩
」
（
四
七
一
）
こ
い
っ
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、

末
輩
に
も
せ
よ
、
事
實
は
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
ご
が
出
遠

忌
。
余
輩
は
菊
池
氏
の
忠
烈
に
好
ん
で
湾
黙
を
印
せ
ん
こ

す
る
も
の
で
な
い
。
さ
b
乍
ら
菊
池
武
朝
申
状
を
見
て
も
、

武
朝
が
一
族
か
ら
排
斥
さ
れ
た
の
は
楠
木
正
儀
の
そ
れ
に

似
て
、
確
か
に
征
西
府
衰
亡
の
＝
囚
で
あ
っ
π
ざ
迄
思
っ

て
居
る
○
世
々
純
忠
の
士
を
出
し
π
楠
木
氏
は
一
時
に
も

せ
よ
、
正
儀
が
武
家
方
に
走
り
、
（
其
事
情
に
は
同
情
す
べ

き
瓢
は
あ
る
が
〉
叉
一
族
に
も
和
田
氏
等
の
武
家
方
を
出

第
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
高
嶺
驚
軍
宮
」
を
菰
む

し
起
Q
新
田
氏
こ
て
も
其
一
族
に
武
家
方
が
あ
っ
π
こ
ご

は
同
様
で
あ
る
Q
さ
り
乍
ら
此
分
裂
に
は
そ
れ
ぐ
相
當

の
事
倍
…
の
あ
っ
だ
こ
ご
で
、
こ
れ
あ
る
が
爲
め
に
是
等
二

三
氏
の
勤
王
の
事
蹟
に
累
を
及
ぼ
す
謬
が
な
い
○
（
其
反
劃

に
大
友
や
少
戴
等
の
武
家
方
の
一
族
に
も
亦
宮
方
が
あ
っ

陀
）
此
黙
よ
り
余
輩
が
「
菊
池
民
の
連
結
の
墨
譜
に
し
て
「

一
人
の
反
者
を
出
さ
す
」
（
四
四
二
）
こ
い
ふ
が
如
き
本
書

の
大
謄
な
る
記
述
が
却
て
心
あ
る
護
潅
を
紅
蓮
せ
し
め
ね

ば
よ
い
が
ご
案
じ
る
。

　
余
輩
は
本
書
を
通
心
す
る
の
際
、
菊
池
氏
の
忠
烈
に
つ

い
て
本
書
の
記
述
を
補
ひ
、
若
し
く
は
改
訂
す
べ
き
も
の

、
＝
一
あ
る
に
．
心
想
い
把
か
ら
序
に
こ
れ
を
述
べ
て
此
批

詐
の
筆
を
置
く
こ
ご
、
し
π
い
Q

　
菊
池
武
時
の
博
多
攻
撃
は
不
幸
失
敗
に
絡
つ
活
け
れ
ご

も
、
彼
れ
は
菅
に
「
九
州
勤
王
の
先
駆
」
（
一
四
）
で
あ
っ
だ

の
み
な
ら
す
、
彼
れ
稚
の
名
士
の
戦
死
は
元
弘
官
軍
第
一

の
犠
牲
者
こ
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
Q
其
挺
身
難
に
殉
し

第
ご
號
　
　
　
一
二
七
　
（
三
一
七
）

唾



　
　
　
第
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
「
征
西
將
軍
宮
」
を
誠
む

把
一
事
が
、
宮
方
の
士
氣
を
鼓
舞
し
π
こ
ご
多
大
で
あ
っ

把
。
『
菊
池
武
朝
申
歌
』
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
如
き
記

事
が
あ
る
。

　
元
弘
一
統
之
頃
、
義
貞
疋
成
長
年
曾
二
出
仕
「
之
日
．
如
二
正
成
書
上
一
楽
、

　
元
弘
忠
烈
考
勢
至
輩
難
二
難
多
一
、
何
荏
二
身
命
一
振
也
、
猫
俵
二
軸
蝕
輩

　
墜
【
王
命
一
三
二
時
入
道
也
、
忠
厚
尤
爲
二
三
一
一
歎
云
々
，
出
繰
蓮
華
叡

　
蕪
「
之
由
世
以
無
二
其
隠
一
二
三
O

こ
れ
に
擦
る
ご
、
元
弘
戦
後
、
正
成
は
御
前
に
撃
て
義
貞

長
年
等
ご
列
席
し
把
時
（
論
功
行
賞
に
つ
い
て
御
前
會
議

の
あ
っ
π
時
の
事
で
も
あ
ら
う
か
）
愚
暗
は
零
時
を
推
し

て
忠
厚
第
一
ご
申
し
覚
こ
の
事
で
あ
る
。
此
正
成
の
人
を

見
る
の
明
が
あ
っ
π
一
塙
の
佳
話
は
、
叉
武
時
の
元
弘
戦

局
の
地
位
を
語
る
美
談
で
あ
る
に
、
本
書
の
こ
れ
を
逸
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

て
居
る
の
は
惜
む
べ
き
事
で
あ
る
。

　
次
に
本
書
に
元
申
八
年
八
代
城
照
落
後
の
武
朝
に
つ
い

て
「
入
代
の
地
は
殆
ん
ご
今
川
軍
の
古
聖
す
る
所
こ
な
り
、

良
威
親
王
も
や
む
な
く
一
時
講
和
を
結
び
給
ひ
、
多
年
望

都
を
守
り
し
名
和
伯
誉
守
顯
興
も
途
に
今
川
軍
に
敵
し
難

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
＝
一
八
　
（
三
一
八
）

く
し
て
降
り
、
菊
池
武
勲
以
下
ま
た
駈
在
を
詳
ら
か
に
せ

す
し
（
四
九
七
）
．
こ
記
さ
れ
た
の
は
明
徳
二
年
九
月
月
の
後

藤
武
雄
大
宮
司
跡
代
新
兵
衛
尉
の
軍
回
状
（
七
三
一
一
）
に
「

傍
宮
御
所
御
合
騰
、
淫
書
守
（
再
興
）
以
下
輩
降
墾
云
々
」

の
文
に
武
朝
が
見
ぬ
譲
か
ら
、
著
者
は
武
朝
が
顯
興
ご
共

に
敵
に
降
っ
た
こ
は
見
な
か
つ
だ
で
あ
ら
う
。
武
朝
が
若

む
降
人
中
に
め
つ
元
な
ら
ば
、
軍
既
習
に
も
漏
れ
ま
じ
き

筈
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
反
讃
の
あ
ら
は
れ
ざ
る

限
り
、
先
づ
此
中
に
居
な
か
っ
た
ご
す
る
が
稔
當
の
解
鐸

で
あ
ら
う
。
然
る
に
本
書
の
下
文
に
は
、
「
親
王
は
敵
ご
講

和
せ
ら
れ
て
八
代
の
奥
（
高
田
御
所
に
も
や
あ
ら
む
）
に
避

け
給
ひ
し
が
如
く
、
武
朝
の
な
ほ
論
結
せ
し
か
否
か
は
之
．

を
詳
か
に
す
る
を
得
ざ
れ
ご
も
、
一
時
今
川
軍
ご
和
を
講

じ
て
菊
池
に
蹄
り
し
も
の
、
如
く
、
彼
の
明
穂
四
年
十
月

窯
出
及
び
五
年
↓
ハ
h
月
十
九
鑓
今
川
蕗
ハ
臣
（
｝
岩
頚
糧
）
が
附
蘇
岬
惟
　
、

政
の
訴
に
よ
り
て
、
幕
府
の
命
を
受
け
、
肥
後
の
同
砒
領

を
沙
汰
せ
し
め
し
歌
に
、
菊
池
肥
後
守
ご
宛
て
た
る
は
、



蓋
し
一
時
講
和
成
立
し
、
つ
い
で
京
都
に
て
も
南
北
両
朝

の
合
一
こ
な
b
た
る
を
以
て
、
か
く
輪
帯
よ
り
墨
壷
へ
宛

て
か
、
る
命
命
を
出
し
だ
る
も
の
な
る
べ
し
』
（
五
〇
〇
1

、
一
）
ご
あ
っ
て
、
武
朝
も
南
北
合
一
前
に
今
川
氏
ご
講
和

し
だ
こ
見
て
居
る
。
果
し
て
然
れ
ば
菊
池
民
の
本
家
把
る

武
朝
も
武
家
方
に
属
し
た
繹
で
、
濁
り
一
族
の
末
輩
を
責

む
る
こ
．
こ
が
出
演
ぬ
。
そ
れ
も
事
誤
然
う
で
あ
れ
ば
蝕
露

な
い
が
、
本
書
に
は
こ
れ
を
立
讃
す
べ
き
何
等
の
讃
左
を

示
し
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
○
彼
の
朋
徳
四
年
同
五
年
の
今

川
貞
臣
の
当
朝
に
與
へ
だ
歌
の
如
き
も
、
衡
重
合
、
一
の
翌

年
若
し
く
は
翌
々
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
・
こ
れ
に
糠
っ

て
含
一
掴
に
於
け
る
武
朝
ご
今
川
こ
の
講
和
成
立
を
謹
明

す
る
こ
ご
は
出
來
ぬ
。
尤
も
歴
代
鎭
西
志
に
「
明
徳
二
年
京

都
將
深
義
満
公
差
鵡
五
画
之
僧
「
遣
二
鎭
．
西
一
説
乱
菊
池
及
少

武
之
輩
一
而
輿
二
今
川
一
和
議
既
成
、
而
宮
御
庭
還
二
御
於
本

鞘
一
気
苗
族
レ
師
、
少
武
復
二
干
太
宰
府
」
ご
見
ぬ
て
居
る
が
、

こ
れ
は
全
く
他
書
に
見
當
ら
ぬ
事
で
、
巽
西
志
丈
で
は
も

第
一
、
巻
　
　
批
　
騨
　
　
「
征
西
將
軍
富
」
を
護
む

こ
よ
り
信
用
に
足
ら
膿
Q
『
征
西
翠
軍
宮
譜
』
に
は
世
子
の

駅
を
以
て
武
朝
が
合
一
後
將
軍
方
に
蓼
り
て
京
都
（
幕
府
）

の
成
敗
を
受
け
π
も
の
こ
着
課
し
て
、
下
の
如
く
に
論
じ

て
居
る
Q

　
此
状
の
趣
に
て
は
、
去
年
南
北
御
和
談
の
後
は
武
朝
も
脆
政
も
カ
な
く

　
三
軍
方
に
．
塗
り
て
繭
泉
榔
の
御
成
貼
脳
を
う
け
れ
」
り
し
ε
悶
兄
へ
れ
帆
O
打
見

　
に
は
二
入
乍
ら
父
雌
に
は
似
す
、
不
忠
不
義
の
振
舞
な
り
婁
思
ふ
人
も

　
あ
る
ぺ
け
れ
ご
も
、
ま
こ
ミ
は
陶
北
御
和
談
の
よ
は
今
更
誰
が
啄
め
に

　
鐙
な
蓄
し
含
鴎
寒
し
て
、
舞
を
も
家
を
も
亡
ず
・
べ
吾
・
o
一
是
迄
堂
H
方
・
し
て
あ
、
り

　
こ
人
は
世
の
中
か
く
成
行
て
は
ま
れ
ご
人
の
如
く
心
ね
て
あ
ら
ん
こ
そ

　
時
宜
に
よ
く
叶
，
ひ
六
一
リ
ミ
も
い
ふ
ぺ
け
れ
。
さ
け
ε
て
営
の
猫
か
く
て

　
お
は
し
ま
す
を
御
敵
ミ
な
り
て
攻
ま
い
ら
す
．
’
、
き
こ
ε
わ
り
も
な
き
事

　
な
れ
ば
、
凱
ム
い
い
ろ
ひ
れ
て
ま
つ
り
て
な
り
行
か
ぜ
給
ふ
や
う
を
見
六

　
て
ま
つ
り
て
あ
ら
ん
よ
り
外
ま
ぬ
よ
き
纏
欝
ピ
て
も
あ
る
ま
じ
く
思
ふ

　
遡
り
。

こ
れ
實
に
着
實
な
る
史
論
で
あ
る
。
余
輩
も
今
後
こ
れ
を

否
定
す
べ
き
確
讃
の
出
で
ざ
る
限
り
は
、
南
北
合
一
の
際

迄
は
武
事
に
有
し
て
其
孤
忠
を
全
う
し
泥
も
の
こ
見
π
い

既
に
合
一
の
成
立
し
π
以
上
は
公
家
方
も
な
く
、
武
家
方

第
ご
號
　
　
ご
一
九
（
三
一
九
）



　
　
　
第
一
巻
　
　
髭
　
評
　
　
「
征
西
下
軍
宮
」
を
譲
む

も
な
い
。
飽
迄
も
足
利
氏
に
反
抗
を
績
け
だ
楠
氏
の
子
孫

も
一
見
識
で
は
あ
る
が
、
さ
り
こ
て
敵
味
方
の
観
念
を
棄

て
》
合
一
後
の
幕
府
の
節
制
を
受
け
・
π
菊
池
民
を
既
す
べ

き
理
由
は
毫
も
こ
れ
を
認
め
膿
の
で
あ
る
。
（
讃
者
は
多
少

事
情
は
違
ふ
が
、
明
治
維
新
後
の
勝
安
房
翁
の
地
位
を
聯

想
せ
ら
れ
謡
い
）
然
る
に
菊
池
氏
の
武
家
属
服
が
合
一
以

前
な
る
ご
以
後
な
る
ご
が
、
同
氏
の
勤
王
事
歴
に
巌
壁
を

印
す
る
ご
否
こ
の
分
岐
黙
な
る
に
も
拘
ら
す
、
本
書
が
周

氏
擁
護
の
他
の
筆
法
に
似
す
し
て
、
さ
し
π
る
確
謹
も
な

き
に
、
合
一
以
前
の
屈
服
を
認
め
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
Q

　
さ
れ
ば
こ
て
余
輩
は
憾
永
四
年
に
武
朝
が
少
武
貞
頼
等

ε
兵
を
畢
げ
た
事
葎
．
以
て
再
興
の
書
策
こ
す
る
本
書
の
観

察
に
も
同
意
す
る
こ
ご
が
出
費
ぬ
。
そ
も
一
合
二
野
の

再
興
ご
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ら
う
。
後
征
西
大
信
軍
宮

は
合
一
後
も
樹
ほ
矢
部
の
小
天
地
に
い
ま
し
て
元
中
の
年

號
を
用
ゐ
給
ひ
、
九
州
再
興
の
事
を
奮
宮
方
に
仰
出
さ
れ

弛
が
、
時
機
は
既
に
去
っ
て
何
等
の
反
響
も
な
か
つ
だ
。

第
二
號
　
　
ご
ユ
○
　
（
三
二
〇
）

武
朝
の
長
兵
が
此
意
味
の
再
興
で
あ
っ
把
形
跡
は
少
し
も

見
ね
ぬ
。
本
書
に
は
彼
れ
が
畢
兵
の
動
機
に
つ
い
て
、
唯

「
天
下
の
形
勢
を
見
て
憤
愚
に
堪
へ
す
」
（
五
嚇
九
）
ご
あ
る

け
れ
ご
も
、
如
何
な
る
黙
が
彼
れ
を
し
て
神
南
に
堪
へ
ざ

ら
し
め
た
か
は
説
明
が
な
い
Q
余
輩
の
見
る
こ
こ
ろ
で
は
、

武
並
の
器
兵
は
、
蕾
宮
方
武
家
方
の
言
忌
ご
は
全
然
無
蘭

係
の
事
で
あ
っ
た
。
ム
ー
川
了
俊
が
中
央
及
び
九
州
に
於
け

る
了
俊
反
樹
涙
の
槍
玉
に
揚
げ
ら
れ
て
、
心
に
も
な
く
其

探
題
職
を
罷
め
ら
れ
、
反
磁
涙
の
寒
川
満
頼
が
こ
れ
に
代

っ
て
赴
任
し
て
か
ら
、
翌
朝
は
了
俊
涙
の
一
領
袖
こ
し
て

同
齢
の
人
々
ご
共
に
新
探
題
及
び
大
内
義
弘
を
主
僧
こ
し

π
大
友
島
津
等
の
了
俊
反
帯
芯
に
反
抗
し
把
に
過
ぎ
膿
。

竪
瓦
薔
記
の
懸
永
記
に
櫨
っ
て
も
武
朝
が
了
俊
の
博
多
に

居
覚
、
ま
ら
す
な
つ
だ
時
に
は
講
武
や
千
葉
等
ど
斡
旋
し

て
肥
前
の
小
城
に
居
ら
せ
π
こ
ご
が
見
ね
る
。
當
時
彼
れ

は
少
武
。
千
葉
。
大
村
等
の
了
俊
派
ご
共
に
了
俊
の
復
任
を

幕
府
に
要
急
し
だ
こ
見
ね
て
、
了
俊
反
醤
涙
の
首
領
た
る



管
領
斯
波
義
將
の
奉
書
に
は
彼
等
を
『
九
州
傲
訴
輩
』
ご
書

い
て
居
る
。
合
一
ご
共
に
消
滅
し
π
宮
方
・
武
家
方
の
奮

戚
情
を
以
て
武
朝
の
心
事
を
端
摩
す
る
は
時
世
の
轄
墾
を

閑
却
し
牝
も
の
で
、
公
正
の
論
ご
は
い
は
れ
ま
い
。

　
　
　
　
士
口
　
　
　
竃
駆

　
　
　
　
サ
ボ

　
　
　
　
　
　
　
コ
ぼ
う

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
本
書
の
如
く
零
碑
な
る
吏
料
を
短

し
て
歴
史
の
全
局
面
を
窺
は
ふ
ご
せ
ば
、
人
に
依
っ
て
其

論
断
を
異
に
す
る
を
免
れ
塗
細
心
な
る
著
渚
が
妄
餅
を

避
け
る
嬬
め
に
多
大
の
努
力
を
な
し
元
こ
ご
は
何
入
も
充

分
に
こ
れ
を
看
取
す
る
こ
ご
が
出
量
る
。
殊
に
其
癖
呪
法

は
著
看
の
卓
抜
な
る
技
禰
を
示
し
て
居
る
。
征
西
大
回
直

宮
を
中
心
こ
し
て
書
か
れ
た
精
緻
に
し
て
且
つ
正
確
な
る

南
北
朝
史
は
本
書
を
以
て
第
一
位
に
遣
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

縦
ひ
自
由
研
究
の
見
地
か
ら
親
て
、
多
少
の
將
來
の
補
訂

に
竣
つ
べ
き
鮎
が
あ
ら
う
こ
も
、
外
海
は
著
渚
の
貢
獄
に

向
っ
て
永
久
に
威
謝
を
彿
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
　
一
巻
　
　
批
　
詳
　
　
〔
謹
汝
蛭
〕
〔
諸
蕃
志
〕

∩
冨
○
冒
涛
舞
｝
〔
鯵
弊
嵩
〕
三
。
・

～
く
○
ユ
〈
　
○
謬
　
夢
O
　
O
ゴ
営
O
。
弓
O
・
9
下
支

レ
莚
び
目
違
焦
①
営
夢
。
茜
魯
鎗
p
山

δ
昏
6
窪
嘗
江
窃
”
窪
訟
叶
竃
急
○
ぴ
〒

営
マ
。
ぼ
〔
諜
蝋
鰍
〕

　
　
　
交
學
博
士
桑
原
鵬
藏

　
　
　
　
聞

『
諸
望
月
』
は
宋
の
宗
室
で
、
而
立
時
代
に
輻
建
の
提
器
市

舶
使
を
勤
め
て
居
っ
た
趙
汝
透
の
作
で
あ
る
。
藤
田
豊
八

震
所
藏
の
奮
抄
本
『
諸
当
流
』
に
は
、
趙
汝
潅
自
身
の
序
文

が
め
つ
て
、
そ
の
序
文
に
据
る
ご
、
こ
の
『
諸
蕃
志
』
は
理

宗
の
寳
慶
元
年
（
西
暦
一
二
二
五
）
に
作
ら
れ
沈
こ
ご
が
わ

か
る
。
當
時
編
建
地
方
に
於
け
る
外
需
貿
易
が
稀
有
の
繁

昌
を
極
め
π
こ
ご
は
、
近
頃
吾
が
輩
が
『
吏
學
難
誌
』
に
掲

げ
だ
論
丈
中
に
も
略
記
載
し
て
置
い
陀
。
提
全
市
舶
使
こ

し
て
、
こ
の
地
方
の
外
國
貿
易
の
こ
ご
を
管
理
し
た
趙
汝

　
　
　
　
　
　
　
第
一
一
號
　
　
　
一
三
一
　
（
三
ご
一
）


