
薯
書
頗
る
多
し
○
軍
書
こ
し
て
は
『
東
方
人
民
の
古
代
吏
』

尤
も
行
は
れ
、
叉
扁
八
九
五
一
九
九
年
忠
版
の
『
吉
典
東

方
の
人
民
の
古
代
更
』
三
冊
あ
り
、
セ
ー
ス
博
士
の
監
修

　
　
　
ぴ
　
レ
で
オ
ブ
も
シ
ハ
か
り
せ
　
ソ
ヨ
レ
　
　
ス
ト
ラ
ヅ
グ
ル
も
オ
プ
ヒ
ぶ
　
ソ
ヨ
ン
ス
　
　
パ
ツ
ホ
ン
ダ
も

の
下
に
『
文
開
の
曙
』
『
國
民
の
衝
突
』
『
帝
．
國

ナ
ブ
ロ
ゼ
ミ
ユ
ソ
パ
イ
ヤ
ス

の
凋
落
』
ざ
題
し
て
英
課
せ
ら
れ
、
エ
ヅ
フ
ー
ド
・
マ
イ

ヤ
の
古
代
史
書
現
前
に
は
稀
有
の
好
讃
典
だ
り
き
。

6tt

評

　
　
大
類
博
士
の
『
西
洋
時
代
史
槻

　
　
中
世
』
を
讃
む

　
　
　
　
　
　
　
文
學
士
植
村
清
之
助

　
　
　
　
　
回

　
本
邦
更
界
に
於
て
、
西
洋
史
學
の
牙
野
は
累
年
不
振
寂

莫
の
境
を
脆
し
得
な
じ
Q
公
列
の
新
著
も
多
く
は
敷
育
上

の
墾
考
書
か
際
物
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
學
術
上
儂

値
の
高
い
研
究
が
螢
表
せ
ら
る
、
事
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
面
斯
學
の
専
攻
煮
が
砂
く
、
從
っ
て
こ
れ
が
論

究
に
任
す
る
學
堺
が
殆
ざ
認
め
ら
れ
な
い
に
由
る
の
で
あ

る
が
、
更
に
深
い
理
由
は
、
一
般
に
、
西
洋
史
學
の
研
究
が

我
邦
人
に
よ
っ
て
無
意
義
な
こ
ご
で
あ
9
、
徒
勢
に
過
ぎ

な
い
ご
信
替
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
め
ら
う
。
即
ち
そ
の
研

究
の
墓
礎
こ
な
る
べ
き
史
料
を
蒐
集
す
る
こ
ご
の
困
難
な

我
國
に
於
て
、
西
洋
更
學
渚
が
今
ロ
の
進
歩
し
お
る
科
學

的
方
法
に
基
い
て
根
本
研
究
の
成
果
を
暴
ぐ
る
こ
ご
は
劉

底
不
可
能
事
で
あ
る
、
そ
れ
で
斯
學
の
知
識
は
實
用
上
敷

育
上
粁
要
な
も
の
で
め
り
、
叉
學
誌
上
に
於
で
も
國
史
學

に
封
し
比
較
研
究
の
駕
に
必
須
敏
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
其
馬
立
的
學
問
こ
し
て
の
存
在
の
意
義
は
甚

だ
薄
弱
で
め
つ
て
、
こ
れ
が
專
攻
研
鎖
は
畢
・
覧
徒
爾
で
あ

る
ご
、
斯
様
に
考
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
一

息
…
撹
理
な
や
う
で
は
あ
る
が
、
余
輩
は
こ
れ
を
以
で
書
下

の
研
究
に
二
段
の
ブ
質
セ
ス
が
あ
る
こ
ご
を
考
へ
な
い
議

第
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
大
類
樽
士
の
「
顯
謙
確
代
史
槻
中
世
」
を
譲
む

餓
卍
　
四
回
難
聯
、
　
　
一
報
一
　
　
（
し
て
】
一
曲
）



第
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
大
類
博
土
の
「
西
洋
時
代
更
槻
中
世
」
を
譲
む

論
で
あ
る
ご
思
惟
す
る
〇
二
段
の
プ
ロ
セ
ス
ご
い
ふ
の
は

即
ち
史
料
の
批
判
史
實
の
確
定
を
目
附
こ
す
る
所
謂
ρ
〒

巴
旨
。
既
。
需
舜
叶
δ
霧
ご
、
解
説
綜
合
復
活
の
・
。
団
p
昏
銭
o

O
℃
乱
撃
剛
。
房
ご
を
指
す
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
二
者
は
研

究
の
手
績
上
、
蓋
然
ご
気
構
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

が
、
し
か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
恒
に
同
一
人
士
の
手
を
侯

っ
を
要
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
置
鼓
す
べ
き
學
者
の
確
實

な
る
科
學
的
批
判
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
把
個
窟
の
事
實

を
用
ひ
て
、
更
心
落
展
の
眞
相
過
去
の
生
命
を
把
握
す
る

の
は
毫
も
差
支
へ
な
い
こ
ご
で
あ
ら
う
Q
自
然
科
學
の
憾

言
の
や
う
に
直
接
維
駿
に
擦
る
こ
ご
が
出
子
な
い
史
學
の

研
究
に
は
、
個
々
更
實
の
獲
得
に
多
大
の
勢
門
を
要
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
史
的
螢
展
の
全
般
的
研
究
に
際
し
て
、

各
方
面
の
關
快
事
實
を
黒
く
根
本
的
に
事
書
査
定
す
る
こ

ご
は
不
冨
，
能
事
で
、
多
く
の
蕩
合
他
人
の
研
究
成
果
を
語

用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
而
も
こ
の
第
二
過
程
π
る
曙
簿
摩
？

母
。
℃
。
聾
す
巌
　
は
欝
欝
研
究
法
上
更
料
批
制
、
史
学
確

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
，
　
一
五
二
　
（
七
一
七
）

定
ご
蜀
鷹
す
べ
き
極
め
て
重
妥
な
る
位
澱
を
占
む
る
も
の

で
あ
る
。
即
ち
第
一
渦
…
程
で
確
定
せ
ら
れ
た
稀
少
な
る
史

實
は
、
此
庭
に
至
り
幾
段
の
想
像
推
定
を
加
へ
ら
れ
て
其

其
意
義
が
閲
明
せ
ら
れ
、
そ
の
連
結
綜
合
か
ら
善
う
だ
複

合
管
に
新
し
い
生
．
命
が
甦
っ
て
、
過
去
登
展
の
實
相
が
表

現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
全
然
同
一
吏
實
の
集
積

か
ら
出
饗
し
セ
綜
合
的
研
究
が
、
研
究
者
の
態
度
見
解
の

相
違
せ
る
爲
、
全
く
異
つ
π
結
果
を
齎
ら
す
こ
ご
・
な
つ

柁
覇
業
は
決
し
て
轟
く
な
い
の
で
め
る
。
吾
が
西
洋
吏
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

の
研
究
は
こ
の
ω
〉
・
韓
h
拷
ひ
剛
ω
の
手
績
に
墓
礎
を
葺
く
こ
ご

に
よ
っ
て
、
初
め
て
莫
意
義
及
債
値
を
認
め
ら
れ
る
で
あ

ら
う
。
い
ふ
迄
も
な
く
我
邦
人
は
其
思
想
経
歴
に
於
て
西

洋
画
ご
根
本
的
に
相
異
っ
て
居
る
の
で
め
る
か
ら
、
そ
の

嚴
正
な
る
更
的
研
究
は
、
動
や
も
す
れ
ば
自
己
の
人
種
的

國
民
的
僻
見
に
陥
り
易
い
西
洋
更
家
の
蒙
を
恐
く
こ
ご
が

出
攣
る
課
で
あ
る
。
殊
に
近
時
勃
興
し
來
つ
た
、
漸
謂
文
化

吏
的
研
究
に
於
て
は
奮
摩
の
政
治
史
ご
異
り
、
盆
々
以
上



の
如
き
外
人
の
綜
合
研
究
を
必
要
こ
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

れ
は
我
國
史
の
詰
合
に
継
て
も
同
語
で
あ
っ
て
、
吾
人
の

西
洋
史
研
究
よ
り
も
数
暦
倍
困
難
で
あ
る
西
洋
人
の
我
二

更
研
究
も
學
問
上
全
く
無
意
義
こ
し
て
棄
う
べ
き
で
は
な

ズ
、
往
々
彼
等
よ
り
し
て
極
め
て
興
味
め
る
推
断
結
論
を

得
る
こ
ご
も
あ
る
、
こ
れ
は
全
く
外
人
の
親
察
が
我
邦
人

ご
特
異
で
め
る
に
由
ら
う
Q

　
余
輩
は
右
の
や
う
な
見
解
か
ら
し
て
西
洋
史
學
研
究
の

學
問
的
意
義
が
存
立
す
べ
き
巨
億
を
認
め
、
從
來
の
や
う

な
抜
叢
竹
翻
謬
を
能
こ
す
る
著
述
の
多
い
間
か
ら
、
翼
個

の
研
究
千
鳥
表
ご
証
す
べ
き
著
述
の
績
毘
せ
ん
こ
ご
を
切

望
し
て
已
ま
な
い
の
で
あ
る
Q
今
度
大
類
博
士
が
公
に
せ

ら
れ
π
『
西
洋
時
代
史
観
　
中
世
』
　
は
、
確
か
に
斯
襟
な
、

要
望
を
充
汚
す
に
足
る
べ
き
良
著
で
め
ら
う
ど
考
へ
る
。

博
士
の
人
格
ご
學
識
ご
に
敬
服
せ
る
余
輩
は
本
書
の
登
到

を
耳
に
し
て
か
ら
、
多
大
の
期
待
を
懐
き
衷
心
の
喜
悦
を

禁
じ
得
な
か
つ
忙
の
で
あ
る
○
そ
れ
で
本
書
を
接
手
す
る

　
　
　
第
一
巻
　
　
批
評

大
類
博
士
の
「
蕗
洋
時
代
奥
槻
中
世
」
を
搬
む ビ

早
蓮
深
い
両
立
を
畳
ね
っ
、
旙
護
し
だ
の
で
め
る
が
、

本
書
の
性
質
が
通
俗
的
で
、
一
般
人
士
の
斎
物
π
る
を
目
的

こ
せ
ら
れ
、
梢
興
味
本
位
に
傾
い
て
居
る
の
は
騨
か
余
輩

に
失
望
の
威
を
迦
さ
し
め
把
の
で
あ
っ
だ
。
然
し
な
が
ら

本
凍
學
術
上
の
名
著
は
そ
れ
が
下
五
的
で
め
う
か
蓮
俗
的

で
あ
る
か
に
よ
り
蘭
学
値
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
く
、

鯨
重
す
べ
き
學
着
の
著
述
は
心
急
向
の
も
の
に
も
優
れ
下

る
見
識
抱
負
は
窺
知
せ
ら
れ
る
の
で
め
る
か
ら
、
本
書
も

誹
言
易
F
な
る
章
句
の
間
に
博
士
の
中
世
史
に
…
屈
す
る
造
詣

の
深
い
こ
ご
が
意
見
ゆ
る
の
で
め
る
。
そ
れ
で
余
輩
は
此

際
聯
か
本
書
に
嚇
す
る
卑
見
を
縷
陳
し
て
博
士
の
高
敷
を

仰
が
う
ご
考
ぺ
、
此
一
篇
を
草
す
る
こ
ご
、
し
把
り

　
　
　
　
　
二

　
本
書
は
著
渚
が
奮
頭
の
序
叉
中
に
「
圭
こ
し
て
中
世
高

潮
期
こ
も
云
ふ
べ
き
封
建
時
代
を
論
じ
把
の
で
め
る
」
ご

云
は
れ
て
居
る
や
う
に
交
化
史
的
見
地
に
立
っ
て
封
建
制

時
代
の
風
息
生
活
文
化
状
態
の
三
相
を
論
述
す
る
こ
ご
が

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
一
五
三
　
（
七
一
八
）



第
一
懸
　
　
批
　
評
　
　
大
類
簿
士
の
「
餌
洋
時
代
更
親
鞍
鼻
」
を
譲
む

本
書
の
中
心
骨
子
を
成
し
て
居
る
の
で
め
る
。
著
者
は
第

一
章
「
封
建
時
代
を
顧
み
て
」
に
於
て
、
不
安
動
揺
の
過
渡

期
に
際
せ
る
現
代
生
活
に
あ
り
て
は
、
よ
し
や
薄
し
い
束

縛
の
下
に
あ
り
、
沈
滞
の
皇
基
に
講
ち
て
経
つ
元
に
せ
よ

安
静
固
定
の
生
活
を
些
し
み
得
泥
封
建
時
代
和
羨
望
し
三

夕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
説
か
れ
、
最
後
の
第
十
九
章
に
於
て

も
「
殊
に
不
安
な
る
現
代
に
生
活
す
る
吾
入
は
或
意
味
に

於
て
封
建
的
串
…
紳
の
儂
値
を
認
め
ね
ば
な
ら
跨
」
ご
結
ば

れ
て
居
る
G
吏
家
の
立
蕩
こ
し
て
余
輩
は
こ
の
見
解
に
は

甚
だ
不
同
意
で
は
あ
る
が
、
今
は
こ
の
問
題
に
就
い
て
左

右
論
ず
る
こ
ご
は
せ
な
い
○
そ
れ
で
本
書
の
内
容
は
、
右

の
如
き
著
溝
の
主
意
か
ら
し
て
第
七
章
「
チ
ャ
ー
ル
ズ
大

帝
し
迄
の
所
謂
中
世
前
期
の
記
蓮
は
「
封
建
時
代
の
由
來

を
才
知
す
る
に
必
要
な
る
程
度
に
止
め
て
」
比
較
的
簡
客

に
叙
説
せ
ら
れ
、
第
八
章
「
卦
建
制
度
の
三
聖
」
以
下
は
本

篇
の
主
要
部
で
め
つ
て
封
建
時
代
の
肚
會
、
國
家
の
組
織

性
質
、
飯
盛
家
の
墾
遷
を
初
め
、
宗
激
軍
事
の
爾
方
面
、

第
四
號
　
　
　
一
五
四
　
（
七
一
九
）

武
士
生
活
の
實
相
、
思
想
美
術
界
、
纏
濟
生
活
、
都
市
の

興
起
、
封
建
の
末
路
に
至
る
迄
精
動
な
る
論
述
を
遽
げ
ら

れ
て
居
る
。
本
書
は
斯
様
な
主
意
ご
結
構
こ
の
下
に
封
建

時
代
の
文
化
諸
現
象
に
亘
っ
て
糞
蝿
相
を
提
へ
、
こ
れ
を
，

綴
合
的
に
其
根
基
π
る
蹴
會
全
生
活
の
心
理
か
ら
解
騨
し

て
、
時
代
の
普
遍
的
面
目
を
艶
々
ご
寓
し
出
さ
れ
セ
も
の

で
あ
っ
て
、
煎
ふ
る
に
著
者
一
、
流
の
暢
達
流
麗
な
文
章
は

讃
蓬
甚
深
な
る
戚
興
を
惹
き
起
さ
し
め
中
世
封
建
の
証
會

交
織
を
護
者
の
眼
前
に
躍
如
こ
し
て
鷲
ぱ
し
め
る
や
う
で

あ
る
○

　
し
か
し
斯
襟
に
著
者
が
中
世
期
の
主
要
部
を
封
建
時
代

に
概
き
，
封
建
制
を
墓
本
こ
し
た
時
代
文
化
の
附
萌
を
以

て
中
世
史
観
の
骨
子
こ
せ
ら
れ
π
こ
ご
は
興
昧
あ
る
観
察

で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
随
分
議
論
の
あ
る
こ
ご
、
思
は

れ
る
の
で
あ
る
。
封
建
制
は
牛
世
の
初
期
に
於
て
其
繭
芽

を
面
し
、
大
量
か
ら
云
へ
ば
其
登
逮
墾
遷
は
中
世
更
の
推

移
ご
殆
ご
相
終
始
す
る
も
の
で
著
者
の
所
謂
中
世
高
潮
期



は
封
建
制
の
完
成
時
代
ご
難
し
得
ら
る
》
の
で
め
っ
て
、

當
期
の
政
治
及
砒
會
組
織
を
規
定
せ
る
封
建
制
は
、
最
も

顯
著
に
時
代
文
化
祉
會
生
活
の
特
色
を
表
現
し
て
居
る
の

で
め
る
か
ら
、
中
世
文
化
史
の
中
心
事
實
を
封
建
棚
「
に
・
こ

り
、
該
制
の
完
成
時
代
を
以
て
申
世
の
撮
要
部
幹
膿
ご
見

徹
す
こ
ご
は
確
か
に
要
當
の
見
解
で
あ
る
・
然
し
な
が
ら

一
面
か
ら
観
れ
ば
斯
襟
な
政
治
酌
溌
會
的
制
度
は
絶
ね
す

動
揺
し
て
居
つ
把
も
の
で
其
完
成
期
は
叉
既
に
擁
壁
に
向

ひ
つ
、
あ
っ
π
時
期
で
あ
る
。
所
謂
中
世
高
潮
期
は
外
面

上
封
建
制
が
殆
ご
完
成
し
た
時
代
の
や
う
な
槻
が
あ
る
け

れ
こ
も
、
内
面
に
は
此
制
度
が
既
に
崩
壊
の
氣
を
示
し
居

る
。
王
権
の
伸
張
都
市
の
興
起
は
こ
の
事
實
を
讃
明
し
て

r
居
る
の
で
あ
る
Q
朝
時
に
於
て
王
権
及
都
市
は
猫
封
建
組

織
の
内
に
包
容
せ
し
め
ら
れ
て
居
る
が
、
其
内
實
に
は
新

し
い
氣
運
を
齎
し
て
居
る
。
武
士
階
級
の
完
成
は
遺
時
に

、
彼
等
が
就
會
的
に
無
氣
力
こ
な
る
べ
き
兆
候
を
現
は
し
て

居
る
。
時
代
思
潮
は
漸
く
概
観
に
向
ひ
幾
多
の
現
實
は
矛

盾
撮
着
に
充
ち
革
新
の
氣
は
既
に
動
い
て
居
つ
陀
の
で
あ

る
。
勿
論
斯
襟
な
形
勢
は
中
世
の
晩
期
に
著
し
く
な
っ
て

法
る
の
で
め
る
が
、
既
に
こ
の
時
代
に
重
て
外
面
溝
鼠
を

装
ひ
な
が
ら
、
新
し
い
領
頚
を
包
藏
せ
る
諸
現
象
が
到
庭

に
現
は
れ
て
居
る
。
即
ち
封
建
制
の
完
成
期
は
一
面
安
固

停
滞
の
状
態
を
示
し
て
居
る
け
れ
ざ
も
、
他
面
に
於
で
は

動
揺
混
働
ご
新
氣
運
の
登
動
ご
が
窺
は
れ
る
の
で
め
る
。

そ
れ
で
あ
る
か
ら
封
建
時
代
即
ち
中
世
高
潮
期
な
る
も
の

を
中
世
吏
の
圭
要
部
こ
し
、
該
時
期
の
杜
會
交
化
を
以
て

中
世
時
代
を
代
表
せ
し
め
る
よ
り
は
、
矢
張
中
世
期
全
般

を
通
じ
螢
展
推
移
の
眞
相
を
観
察
す
る
方
が
適
切
で
め
り
．

合
理
的
で
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
○
そ
れ
で
吾
人
の
観
察
を

中
世
期
全
般
に
向
け
た
な
ら
ば
、
封
建
制
度
其
も
の
を
此

時
代
の
中
心
事
實
こ
す
る
こ
ご
も
、
少
し
く
不
穗
當
こ
な

り
は
す
ま
い
か
○

　
　
　
　
　
川
猟

　
余
輩
は
中
世
野
風
察
上
從
來
諸
學
表
の
説
く
や
う
に
、

錺
一
巻
　
　
挑
　
評
　
　
大
類
博
士
の
「
西
洋
時
代
更
擬
卯
世
」
を
讃
む

第
四
號
　
　
一
筏
五
　
（
七
二
〇
）

、艦



　
　
　
第
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
大
類
博
士
の
「
西
洋
時
代
更
親
乱
世
」
を
談
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
雛
　
　
一
五
六
　
（
七
一
二
）

此
時
代
を
一
つ
の
直
な
る
過
渡
期
ご
観
て
、
古
代
丈
化
（
基
　
の
融
合
混
成
に
其
基
礎
を
惹
い
て
居
る
の
で
め
る
0
2
異
種

督
敷
の
東
方
文
化
を
も
含
む
）
ご
ゲ
川
マ
ニ
丈
化
こ
の
樹
　
丈
化
の
接
心
融
合
こ
い
ふ
こ
ざ
が
史
家
の
最
も
興
味
あ
る

立
融
合
の
過
程
に
着
眼
し
、
こ
れ
を
中
世
吏
考
察
の
最
重
　
研
究
問
題
の
一
つ
で
あ
り
症
す
れ
ば
中
世
期
は
こ
の
瓢
か

要
な
中
心
事
實
こ
す
る
こ
ご
が
燭
魚
文
化
攻
究
の
最
も
適
ら
し
て
甚
だ
償
値
あ
る
時
代
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

切
な
態
度
方
法
の
一
つ
で
あ
ら
う
ご
考
へ
る
。
奮
時
動
や
　
で
あ
る
か
ら
當
代
夏
槻
の
一
つ
の
中
心
を
こ
の
雨
交
誼
融

も
す
れ
ば
中
世
期
を
暗
黒
時
代
ご
見
倣
し
、
此
間
文
化
は
　
和
の
過
程
に
着
く
の
は
極
め
て
愚
昧
あ
る
事
で
あ
ら
う
Q

東
方
ビ
ザ
ン
ッ
及
モ
ス
ン
ム
敷
國
に
保
存
せ
ら
れ
仁
の
み
　
か
く
す
れ
ば
所
謂
中
世
前
期
も
後
期
に
劣
ら
ず
重
要
な
部

で
、
中
部
隊
洲
の
肚
會
は
古
代
二
言
ご
没
交
渉
の
妖
態
に
　
分
ゼ
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
か
の
封
建
制
も
其
成
立
の
根

あ
っ
て
、
無
智
蒙
昧
、
殺
伐
な
闘
爾
を
こ
ご
、
し
て
居
彪
、
本
條
件
は
赴
會
進
化
の
過
程
に
存
す
る
こ
ご
で
は
あ
る
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

時
代
こ
し
把
こ
ご
の
誤
で
あ
る
は
云
ふ
迄
も
な
い
こ
ご
で
　
歓
声
中
世
期
に
現
は
れ
π
や
う
な
制
度
組
織
は
實
に
こ
の

あ
る
。
か
の
文
藝
復
興
は
昏
冥
の
世
界
に
突
如
こ
し
て
右
爾
文
化
融
合
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
こ
ご
は
疑
を
容
れ
な

　
　
　
　
　
　

代
文
朋
の
燦
欄
慮
る
光
輝
を
引
き
入
れ
π
の
で
は
な
い
。
　
い
の
で
あ
る
か
ら
、
該
制
の
懸
路
憂
遷
も
こ
の
槻
察
黙
か

こ
の
時
期
を
蓮
じ
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
薫
化
は
、
中
世
歓
洲
．
の
　
ら
究
め
る
の
が
必
要
で
あ
ら
う
。

丈
藝
學
術
に
現
は
れ
乱
逆
豚
を
保
持
し
把
の
み
な
ら
す
、
　
　
然
し
な
が
ら
申
世
吏
は
更
に
今
一
つ
重
要
な
性
質
を
具

ゲ
川
マ
ニ
の
政
治
鹿
町
曾
生
活
に
甚
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
　
へ
て
居
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
博
士
が
封
建
時
代
を
以

し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
近
世
欧
洲
肚
會
の
形
成
は
、
實
　
て
古
代
末
期
の
不
安
の
世
態
か
ら
生
れ
出
π
も
の
こ
せ
ら

に
中
世
…
千
年
間
に
行
は
れ
元
古
代
及
ゲ
ル
マ
ニ
爾
…
油
化
　
れ
、
古
代
中
世
爾
期
を
始
終
一
貫
し
た
一
つ
の
史
的
過
瑳



ε
し
て
監
察
し
、
申
世
史
の
論
述
上
常
に
古
代
文
化
こ
の
　
〃
ド
は
早
く
ロ
ー
マ
属
領
内
に
占
佳
し
、
彼
等
の
幼
稚
な

・
連
絡
に
注
意
せ
ら
れ
π
の
は
か
の
態
時
中
世
を
以
て
古
代
原
始
的
生
活
は
優
れ
π
文
明
の
カ
に
塵
倒
さ
れ
其
國
家
的

近
世
の
申
送
に
介
在
し
だ
別
種
の
世
界
ご
考
へ
π
藤
見
を
存
在
亡
ひ
其
民
族
的
本
色
を
喪
失
す
る
に
至
り
、
又
ガ
ソ

急
げ
ら
れ
π
も
の
で
、
大
に
喜
ぶ
べ
き
こ
ご
で
は
あ
る
が
　
ヤ
地
方
に
入
っ
た
フ
ラ
ン
ク
族
も
著
し
く
ロ
ー
マ
化
さ
れ

余
輩
は
こ
れ
ご
少
し
く
異
つ
黒
蟻
蕩
か
ら
中
儲
蓄
を
槻
察
　
π
け
れ
ご
も
隔
北
部
の
フ
ラ
ン
ク
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

し
だ
い
の
で
あ
る
Q
余
輩
は
上
述
の
如
く
申
世
を
以
て
古
　
ン
や
ゲ
ル
マ
川
本
士
の
諸
書
は
猫
其
固
有
の
民
族
的
文
化

．
代
近
世
爾
期
の
過
渡
時
代
こ
し
古
代
及
ゲ
ル
＝
一
案
文
化
を
保
持
し
得
π
の
で
あ
る
Q
勿
論
中
世
期
に
於
け
る
新
し

の
融
合
混
成
を
藤
代
の
中
心
事
實
こ
な
す
の
で
あ
る
が
、
　
い
文
化
現
象
は
圭
こ
し
て
其
螢
生
地
を
奮
ロ
ー
マ
支
配
地

し
か
し
こ
れ
を
依
然
古
代
期
の
実
績
で
あ
る
ご
は
考
へ
す
、
・
方
即
ち
南
蹴
ガ
リ
や
方
面
に
求
め
ざ
る
を
得
な
い
、
け
れ

に
、
　
一
面
か
ら
こ
れ
を
ゲ
ル
マ
ニ
民
族
に
よ
っ
て
開
か
れ
　
こ
も
又
一
面
申
歓
聖
霊
厭
に
於
け
る
文
化
的
駿
展
を
無
睨

軋
セ
新
し
い
歴
史
舞
壷
こ
し
て
槻
察
し
純
然
π
る
古
代
期
こ
　
す
る
繹
に
は
行
か
な
い
。
ゲ
川
マ
ニ
族
は
一
面
η
ー
マ
領

は
或
意
昧
か
ら
樹
立
的
に
考
へ
や
う
こ
す
る
の
で
あ
る
。
　
を
征
服
し
て
其
地
に
土
春
し
其
住
民
ご
融
合
し
其
文
化
を

古
代
か
ら
土
量
へ
移
る
ご
、
新
し
い
民
族
新
し
い
土
地
が
　
吸
志
し
山
け
れ
ざ
も
、
他
面
に
点
て
奮
質
ー
マ
支
配
圏
外

．
歴
史
に
蓬
入
っ
て
盗
る
の
は
、
何
人
も
知
る
如
く
で
、
是
　
の
も
の
は
軍
に
古
代
文
化
を
其
本
土
に
於
て
輸
入
吸
饗
し

等
の
民
族
、
地
方
は
兎
に
角
盛
代
肚
會
の
登
展
ご
離
れ
把
　
把
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
0
9
そ
れ
で
、
南
歓
ガ
リ
や
地
方

新
規
の
史
的
道
程
を
歩
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
新
し
い
民
に
移
住
し
だ
ゲ
川
マ
ニ
の
文
化
は
古
代
の
縫
績
ご
親
ら
れ

族
即
ち
ゲ
ル
マ
ニ
族
申
、
ゴ
ー
ト
、
ヴ
ン
ダ
ル
、
ラ
ン
ゴ
バ
　
る
が
、
本
土
グ
川
マ
ニ
の
丈
化
は
矢
張
別
種
の
螢
達
に
相

第
一
巻
　
　
撹
　
評
　
　
大
類
博
士
の
「
強
洋
時
代
奥
観
聖
駕
」
を
温
む

第
西
號
　
　
一
五
七
　
（
七
二
ご
）



　
　
　
●
第
帥
巻
　
　
挑
　
評
　
　
大
類
博
士
の
「
西
洋
時
代
吏
掘
中
世
」
を
譲
む

蓮
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
中
世
期
は
一
面
か
ら
観
れ
ば
グ

ル
マ
ニ
民
族
の
古
代
更
に
其
上
を
逸
し
て
居
る
の
で
、
中

世
の
内
で
も
か
の
力
質
リ
ン
が
朝
末
迄
は
ゲ
ル
マ
ニ
民
族

を
中
心
こ
し
て
論
ず
れ
ば
古
代
期
ご
見
倣
す
べ
き
で
あ
ら

う
○
其
故
申
世
は
此
黙
か
ら
掘
れ
ば
ゲ
〃
マ
ニ
民
族
就
山

登
達
史
で
あ
る
か
ら
、
古
代
，
丈
化
こ
の
欝
立
が
了
っ
て
仕

、
舞
っ
セ
近
世
期
に
比
し
、
固
有
の
ゲ
ル
マ
ニ
文
化
胱
會
の

画
展
を
知
り
得
る
ご
云
ふ
意
味
か
ら
し
て
、
中
世
は
興
昧

あ
る
時
代
ご
聾
す
べ
き
で
あ
る
。
各
民
族
特
有
の
十
寸
進

化
を
研
究
す
る
こ
ご
が
史
學
の
大
切
な
一
方
面
こ
す
れ
ば

中
世
殊
に
莫
前
期
は
甚
だ
重
要
な
時
代
こ
い
ふ
て
も
差
支

へ
な
か
ら
う
Q

　
上
述
の
如
く
余
輩
は
、
中
世
が
一
面
古
代
、
ゲ
ル
マ
ニ

爾
文
化
の
融
合
混
成
の
過
租
を
示
す
ご
い
ふ
こ
ご
、
他
面

に
於
て
ゲ
〃
マ
ニ
民
族
批
會
の
登
達
進
化
を
表
す
．
こ
い
ふ

こ
ご
、
こ
の
二
重
の
意
．
義
に
於
て
甚
だ
興
味
あ
る
時
代
ご

考
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ニ
グ
條
は
中
世
史
研
究
の
中
心

館
四
號
　
　
一
州
八
　
（
七
二
三
）

骨
子
を
成
す
も
の
で
、
從
っ
て
此
聖
意
義
就
れ
よ
り
す
る

も
、
中
世
期
全
般
を
通
じ
て
其
漣
遷
推
移
を
究
む
る
こ
ご

が
必
要
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
余
輩
は
博
士
が
中
世
史
の
主

要
部
を
封
建
時
代
に
麗
か
れ
、
其
前
期
は
軍
に
準
備
時
代

こ
し
て
説
絶
せ
ら
れ
陀
に
止
ま
り
、
本
書
に
勝
て
所
謂
中

世
高
潮
期
の
各
現
象
に
亘
っ
た
普
麺
的
早
撃
は
巧
に
描
爲

さ
れ
、
時
代
の
生
命
生
活
の
眞
髄
は
把
握
さ
れ
て
居
る
け

れ
ご
も
、
中
世
生
活
全
般
の
溜
男
推
移
こ
い
ふ
こ
ざ
が
、

ム
⊥
息
充
分
に
現
は
れ
ご
居
ら
な
い
の
を
遣
憾
こ
す
る
の

で
あ
る
○

　
　
　
　
　
醐

　
以
上
は
本
書
の
概
概
で
あ
っ
て
、
全
篇
を
麺
じ
て
現
は

れ
て
居
る
博
士
の
中
世
史
観
に
臆
し
聯
か
愚
見
を
開
陳
し

π
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
書
中
の
特
に
注
目
す
べ
き
箇

所
や
著
者
の
一
考
を
煩
は
す
べ
き
黙
な
ざ
に
就
い
て
、
余

輩
の
観
把
．
所
を
述
べ
や
う
。

　
本
書
は
大
体
に
曾
て
考
訂
的
丈
句
や
論
携
に
偏
し
た
庭



♂

は
な
く
、
極
め
て
李
明
暢
測
距
も
興
趣
の
深
、
い
叙
説
か
ら

成
っ
て
居
る
が
、
其
間
著
者
の
斯
　
學
に
封
ず
る
學
識
の
一

端
を
窺
ふ
べ
く
、
讃
者
に
甚
大
な
る
稗
盆
を
輿
ふ
る
箇
所

は
頗
る
．
多
い
の
で
あ
る
6
シ
・
リ
ー
島
に
於
け
る
ノ
川
マ

ン
の
丈
化
を
説
か
れ
た
條
や
、
（
四
章
、
四
六
一
七
頁
）
、

奨
國
の
『
大
憲
章
』
の
鼠
ハ
意
義
が
民
樺
登
達
よ
b
も
寧
ろ
封

建
的
特
構
の
恢
復
に
あ
り
こ
せ
ら
れ
π
こ
ご
、
　
（
＝
章

一
六
六
頁
）
十
字
軍
の
一
主
因
を
商
略
の
経
濟
生
活
に
求

め
ら
れ
把
こ
ご
（
一
二
章
、
二
〇
四
頁
）
な
ざ
、
其
例
で
あ

る
。
第
八
章
「
封
建
制
度
の
由
來
」
は
該
制
度
の
成
因
た
る

べ
き
複
難
な
る
諸
事
情
が
極
め
て
嗣
到
且
つ
明
快
に
叙
説

ざ
れ
て
居
り
、
章
の
絡
り
に
附
せ
ら
れ
元
圖
表
は
頗
る
巧

妙
に
案
出
さ
れ
て
居
っ
て
護
者
に
至
便
な
も
の
で
あ
る
、

し
か
し
余
誰
は
今
少
し
く
ゲ
ル
マ
ニ
的
要
素
を
重
ん
ぜ
ら

れ
て
も
宜
か
ら
う
か
ご
考
へ
る
Q
軍
事
方
面
に
於
け
る
著

者
の
造
詣
が
深
い
こ
ご
は
、
第
五
章
「
ゼ
サ
ン
ッ
帝
國
」
中

（熱

･⊥

n
百
パ
）
や
第
十
一
二
血
早
「
軍
・
東
Ψ
」
・
甲
（
二
一
〇
一
一
．
ご
二
三
）
に

窺
は
れ
る
の
で
，
あ
る
。
第
九
章
「
封
建
面
輔
」
第
十
章
「
封

建
國
家
」
は
中
世
就
會
の
構
成
を
知
る
べ
き
重
要
な
総
分

で
あ
っ
て
、
著
者
の
簡
潔
な
筆
は
よ
く
時
代
の
灘
酒
を
描
・

出
さ
れ
て
居
る
が
、
前
に
述
べ
π
、
事
象
の
津
津
推
移
こ

い
ふ
こ
ご
に
就
い
て
の
観
察
、
　
霧
島
の
足
ら
な
い
こ
ご

が
、
是
等
の
章
に
於
て
殊
に
欠
黙
の
や
う
に
見
ね
る
の
で

あ
る
。
・
余
叢
が
特
に
曾
心
の
筆
・
ご
思
は
れ
る
の
は
第
十
五

章
「
武
士
物
語
」
で
、
著
潜
の
筆
致
は
此
手
に
及
ん
で
一
三

華
麗
流
暢
を
極
め
、
當
代
丈
學
に
現
れ
把
武
士
の
理
想
生

活
ぽ
頗
る
興
味
深
く
書
き
出
さ
れ
て
居
る
。
壷
図
代
の
物
語

は
一
面
時
代
生
活
を
寓
t
て
居
る
ご
共
に
、
こ
れ
が
樂
人

に
吟
唱
せ
ら
れ
て
、
武
士
階
級
の
生
活
、
理
想
を
導
い
た

カ
の
偉
大
で
あ
っ
π
こ
ご
が
、
他
面
に
於
て
推
寵
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
痴
夢
本
書
中
の
論
蓮
に
就
い
て
余
輩
が
多

少
博
士
ご
見
を
異
に
し
て
居
る
箇
所
も
な
い
で
は
な
炉
。

第
七
章
「
チ
ャ
ー
ル
ズ
大
帝
」
の
條
の
如
き
其
一
例
で
あ

る
・
由
來
歴
史
上
に
於
け
る
大
人
物
の
事
業
は
兎
角
誇
大

第
一
巻
　
　
拠
　
評
　
　
大
瀬
博
圭
の
「
餌
洋
時
代
奥
豊
艶
簸
」
を
讃
む

第
四
號
　
　
一
五
九
　
（
七
二
四
）

．



第
一
懸
　
　
批
　
評
　
　
大
類
博
士
の
「
西
洋
時
代
史
槻
中
世
」
を
謹
む

親
さ
れ
る
傾
き
が
あ
っ
て
、
四
周
園
の
事
惰
が
及
ぼ
し
π

力
も
前
代
か
ら
の
落
蓋
的
罪
業
も
帯
く
一
偉
人
の
創
始
的

手
腕
に
蹄
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
大
帝
に
致

す
る
史
家
の
槻
察
見
解
も
從
來
此
傾
向
を
免
れ
な
い
や
う

に
考
へ
ら
れ
る
○
博
士
は
勿
論
時
代
の
趨
勢
歴
更
的
推
移

に
注
意
せ
ら
れ
、
極
端
な
大
帝
崇
拝
を
標
榜
さ
れ
て
は
居

ち
な
い
け
れ
さ
も
、
術
「
此
く
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
大
帝
は

中
世
史
の
分
水
嶺
上
に
立
っ
て
、
一
面
過
去
の
混
雑
を
望

み
、
一
面
將
來
の
安
定
を
指
す
の
E
像
で
あ
っ
陀
、
即
ち

大
帝
の
名
を
除
い
て
中
世
史
を
語
る
こ
ご
は
不
可
能
ご
云

は
ね
ば
な
ら
沁
。
」
ご
述
べ
ら
れ
、
大
帝
出
現
の
意
義
を
重

大
親
し
て
帝
國
統
…
、
ゲ
ル
マ
ン
羅
馬
爾
民
族
調
和
の
大

理
想
、
統
治
並
び
に
文
化
の
上
に
於
け
る
偉
大
な
創
始
的

功
業
を
讃
美
さ
れ
て
居
る
P
余
輩
は
元
よ
り
大
帝
の
入
物
、

そ
の
征
服
、
統
治
文
化
の
上
に
於
け
る
功
業
の
偉
大
な
る

を
認
め
る
け
れ
こ
も
、
大
帝
を
以
て
新
序
代
即
ち
翼
意
義

に
於
け
る
中
世
の
建
設
者
こ
し
、
其
創
始
酌
手
腕
を
絶
三

縄
糊
隅
陥
蹴
　
　
　
　
一
ゐ
ハ
○
　
　
（
七
二
五
）

的
に
総
揚
す
る
こ
ご
は
如
何
か
ご
考
へ
る
。
云
ふ
迄
も
な

く
、
大
帝
は
中
世
初
期
に
於
け
る
古
代
、
ゲ
ル
マ
ン
ユ
爾

文
化
融
合
の
大
勢
を
代
表
し
て
居
る
偉
傑
で
、
ゲ
川
マ
ニ

族
の
就
會
に
羅
馬
の
交
化
を
移
植
し
て
其
開
爽
進
化
を
圖

弼
、
羅
馬
的
統
一
國
家
の
組
織
實
現
を
計
蝕
し
π
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
こ
の
主
義
方
針
は
フ
ラ
ン
ク
王
朝
物
國
の

基
本
的
理
想
で
あ
っ
て
、
大
帝
の
統
治
政
策
内
治
上
の
施

設
は
多
く
前
代
に
丁
字
を
記
し
党
傳
承
的
事
業
で
、
大
帝

の
方
策
は
創
始
的
ζ
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
粗
先
の
遺
業
国
策

を
一
層
顯
著
に
大
規
模
に
實
現
し
把
も
の
こ
総
す
べ
き
で

あ
ら
う
。
而
し
て
十
時
ゲ
川
マ
ニ
族
肚
會
は
自
然
の
進
化

法
則
の
支
配
を
免
れ
な
い
で
、
そ
の
古
き
秩
序
組
織
漸
く

崩
壊
し
騰
り
、
新
し
い
形
式
の
下
に
其
存
在
の
安
定
を
求

め
つ
、
あ
っ
元
の
で
、
羅
馬
文
化
の
移
入
は
こ
の
要
求
に

適
癒
し
π
も
の
で
め
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ク
歴
代
王
朝
の
羅

馬
化
政
策
は
ゲ
ル
マ
ニ
族
望
會
の
趨
勢
に
甘
し
好
都
合
な

も
の
で
め
り
、
殊
に
其
征
服
地
だ
る
奮
羅
馬
支
配
下
の
地



方
統
治
に
は
極
め
て
必
要
な
こ
ご
で
あ
っ
π
の
で
あ
る
Q

然
し
な
が
ら
古
い
ゲ
ル
マ
ニ
固
有
の
慣
警
は
常
に
新
し
い

制
度
組
織
に
在
し
て
反
抗
の
氣
勢
を
示
し
、
且
つ
羅
馬
、

ゲ
ル
マ
ニ
爾
民
族
性
の
根
本
的
相
違
は
就
會
進
化
の
県
別

に
順
懸
す
べ
き
新
し
い
形
式
を
、
全
然
羅
馬
風
に
求
め
る

こ
い
ふ
こ
ご
を
許
さ
な
い
で
、
矢
張
ゲ
〃
マ
一
族
特
有
の

精
製
を
包
容
せ
し
め
て
三
智
中
世
的
面
目
を
造
ら
し
め
陀

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
歴
代
王
朝
は
こ
の
反
騰
的
諸
勢
、
ゲ

川
マ
ニ
固
有
性
を
尊
重
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
牝
の
で
、
吾

人
が
フ
ラ
ン
ク
歴
代
の
潜
圭
殊
に
大
帝
の
政
策
施
設
を
槻

察
し
て
も
、
屡
々
斯
様
な
反
働
圭
義
ゲ
川
マ
ニ
圭
義
の
方

針
實
施
に
逢
干
す
る
の
で
あ
る
○
そ
れ
で
大
帝
の
内
政
統

制
策
に
は
幾
多
の
矛
盾
煙
塵
が
あ
る
け
れ
ざ
も
、
こ
れ
や

が
て
時
代
の
能
相
を
物
語
る
も
の
で
、
、
こ
の
矛
盾
撮
庸
か

ら
申
世
期
の
面
目
特
色
は
磯
揮
さ
れ
て
遡
る
の
で
あ
る
。

即
ち
大
帝
は
古
代
、
ゲ
ル
マ
ニ
爾
文
化
融
合
の
過
程
に
於

で
、
懸
に
ゲ
川
マ
ニ
民
族
温
會
が
そ
の
原
始
的
形
体
か
ら

第
　
一
巻
　
　
批
　
評
　
　
大
類
博
士
の
「
西
洋
時
代
奥
親
中
世
扇
を
譲
む 中

世
的
形
体
に
移
る
与
国
の
過
渡
期
に
於
て
最
も
顯
著
な

光
彩
を
放
っ
て
居
る
箇
性
で
あ
る
け
れ
ご
も
、
こ
れ
を
新

時
代
建
設
の
創
始
的
軍
絶
的
地
位
に
渇
く
の
は
聯
か
不
穏

當
ご
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
各
章
の
編
制
上
少
し
く
卑
見
を
述
べ
や
う
。
本

書
は
大
体
に
於
て
一
般
護
者
に
便
利
な
や
う
に
相
關
遷
し

セ
概
念
を
順
序
よ
く
知
得
し
て
塞
易
に
中
世
生
活
の
層
相

を
把
握
せ
し
め
る
工
合
に
、
手
際
よ
く
各
章
各
笛
の
配
列

が
出
來
て
居
み
Q
し
か
し
多
少
い
か
や
ご
思
は
れ
る
黙
が

な
い
で
も
な
い
。
例
へ
ば
第
十
二
章
「
宗
門
」
中
に
あ
る
政

敷
爾
権
の
衝
突
は
當
期
政
治
思
想
上
の
大
問
題
ざ
し
て
寧

ろ
国
章
に
於
て
皇
帝
鍔
法
王
の
題
下
に
説
蓮
せ
ら
れ
闘
い

や
う
に
考
へ
る
、
又
第
十
七
章
「
纒
濟
生
活
」
中
の
自
然
経

濟
、
大
地
主
制
の
経
濟
生
活
は
第
九
章
「
封
建
肚
曾
」
第
十

章
「
封
建
葛
家
」
ご
相
近
接
し
だ
馬
所
で
、
相
懸
齢
し
た
法

制
経
濟
史
の
知
識
こ
し
て
取
扱
っ
て
屯
し
い
の
で
あ
る
○

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
工
ハ
一
（
七
二
六
）



　
　
　
第
　
一
巻
　
　
鋤
　
評
　
　
庄
園
制
度
之
大
翼

欝
一
般
護
書
子
の
爲
に
は
書
中
の
外
構
固
有
名
詞
に
原
語

を
附
せ
ら
れ
た
い
し
、
叉
索
引
の
如
き
も
あ
っ
て
欲
し
い

ご
思
は
れ
る
Q
陵
駕
挿
書
は
薫
れ
も
著
者
の
見
識
を
以
て

悪
僧
せ
ら
れ
た
も
の
だ
け
あ
っ
て
、
護
者
に
深
き
興
趣
を

催
さ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
余
輩
は
自
己
の
不
識
を
顧
み
な
い
で
纏
り
に
卑
見

を
開
陳
し
、
博
士
の
高
著
に
封
し
妄
評
を
加
へ
π
に
就
い

て
は
、
切
に
博
士
の
寛
容
を
仰
蓄
更
に
示
敷
を
乞
ふ
次
第

で
あ
る
。
而
も
余
輩
を
し
て
斯
の
如
き
迂
言
妄
評
を
敢
て

す
る
に
至
ら
し
め
党
も
の
は
、
我
西
洋
史
籍
に
、
本
邦
に

て
は
新
し
い
試
み
で
あ
り
、
外
國
に
於
け
る
類
書
に
甥
し

て
も
確
か
に
特
色
を
錨
へ
元
、
優
値
あ
る
述
作
を
得
陀
撒

喜
の
心
情
に
的
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
庄
園
騰
度
之
大
要

　
　
　
　
　
　
文
學
簿
士
吉
田
東
伍
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓
人
正
一
五
年
み
ハ
ロ
月
十
・
玉
臼
褒
行
）

　
　
　
　
　
　
　
第
　
廻
鞭
徽
　
　
　
一
山
ハ
ニ
　
　
（
し
て
一
…
七
）

　
本
書
は
吉
彊
博
士
が
目
本
性
術
普
及
寄
藻
行
に
係
る
「

歴
史
講
座
」
の
第
五
篇
こ
し
て
述
作
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
内
容
は
勢
頭
先
づ
腿
講
の
3
5
得
ご
題
し
て
、
庄

園
研
究
の
困
難
な
る
事
情
ご
．
研
究
の
必
要
な
る
断
以
を
…
遽

べ
、
以
下
十
七
章
に
分
ち
庄
園
の
名
義
よ
り
説
い
て
、
そ

の
超
調
物
革
を
詳
説
し
、
庄
園
髄
崩
壊
し
て
近
世
封
建
の

建
立
の
事
情
を
述
べ
て
筆
を
書
い
て
あ
る
G
樹
難
論
こ
し

て
別
に
江
戸
時
代
瀧
會
鋼
度
の
大
綱
を
加
へ
ら
れ
て
る
る

が
全
篇
凡
そ
二
百
五
十
頁
、
此
間
史
料
の
爲
眞
版
数
々
を

挿
入
し
て
讃
君
に
興
味
を
添
へ
て
居
る
。
大
葬
に
於
て
簡

易
季
明
の
叙
蓮
で
、
専
問
の
學
者
に
も
、
一
般
の
讃
嚢
に

も
畝
轡
著
せ
ら
る
べ
、
き
好
蹴
償
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
F

　
庄
園
研
究
は
維
新
以
來
吏
學
の
勃
興
ざ
共
に
各
糧
の
學

者
に
依
っ
て
注
意
を
喚
起
せ
ら
れ
、
研
究
せ
ら
れ
、
叉
現

に
盛
に
考
究
せ
ら
れ
つ
》
あ
る
事
項
で
あ
る
が
、
省
充
舜

な
、
る
結
果
を
得
ら
れ
た
襟
に
思
は
れ
な
い
○
嘗
て
な
さ
れ

お
る
最
も
注
意
す
べ
き
研
究
ざ
し
て
は
栗
田
交
學
博
士
の


